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日
本
文
化
〉
を
誰
に
伝
え
る
か
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日
本
文
化
研
究
所
は
一
九
五
五
年
の
創
立
以
来
、
研
究
成
果
の
国
際
発
信
を
常
に
心
掛
け
て
き
た
。
私
が
日
本
文
化
研
究
所
に
着
任
し

た
一
九
八
二
年
度
以
降
の
活
動
か
ら
、
そ
の
一
端
を
示
し
て
み
る
。
國
學
院
大
學
創
立
百
周
年
記
念
事
業
の
一
環
と
し
て
、
一
九
八
三

年
一
月
に
日
本
文
化
研
究
所
主
催
で
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
ア
ジ
ア
の
近
代
化
と
民
族
文
化
」
が
開
催
さ
れ
た
。
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

で
の
講
演
や
会
議
の
内
容
は
、
同
年
日
本
語
と
と
も
に
英
文
で
も
刊
行
さ
れ
た
。Cultural Identity and M

odernization in A
sian 

Countries

と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
あ
る
。
そ
の
十
三
年
後
の
一
九
九
六
年
一
月
に
、
や
は
り
日
本
文
化
研
究
所
の
主
催
で
国
際
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
民
族
文
化
」
が
開
催
さ
れ
た
。
こ
の
会
議
の
紀
要
も
、G

lobalization and Indigenous Culture

と
し
て
翌

九
七
年
に
刊
行
さ
れ
た
。
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こ
う
し
た
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
報
告
の
英
文
刊
行
だ
け
で
な
く
、
恒
常
的
に
英
文
翻
訳
事
業
も
進
め
て
き
た
。
日
本
で
刊
行
さ
れ

た
日
本
宗
教
関
係
の
論
文
を
選
び
、
英
訳
し
て
テ
ー
マ
ご
と
に
一
冊
の
書
籍
と
し
て
刊
行
す
る
と
い
う
事
業
で
あ
る
。Contem

porary 

Papers on Japanese Religion

と
い
う
シ
リ
ー
ズ
名
が
付
さ
れ
、
一
九
八
八
年
に
第
一
巻
のM

atsuri: Festival and R
ite in 

Japanese Life

が
刊
行
さ
れ
た
。
続
い
て
九
一
年
に
第
二
巻
のN

ew
 R
eligions

、
九
四
年
に
第
三
巻
のFolk Beliefs in M

odern 

Japan

、
そ
し
て
九
八
年
に
第
四
巻
のK

am
i

が
刊
行
さ
れ
た
。

　

二
〇
〇
二
年
に
採
択
さ
れ
、
五
年
に
わ
た
っ
て
実
施
さ
れ
た
國
學
院
大
學
二
一
世
紀
Ｃ
Ｏ
Ｅ
プ
ロ
グ
ラ
ム
「
神
道
と
日
本
文
化
の
国
学

的
研
究
発
信
の
拠
点
形
成
」
の
第
三
グ
ル
ー
プ
で
は
、
日
本
文
化
の
国
際
発
信
に
関
わ
る
二
つ
の
大
き
な
事
業
を
お
こ
な
っ
た
。
一
つ
は

二
〇
〇
二
年
三
月
か
ら
二
〇
〇
六
年
九
月
ま
で
合
計
六
回
開
催
さ
れ
た
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
オ
ン
ラ
イ
ン
英
文
神

道
事
典
Ｅ
Ｏ
Ｓ
（E

ncyclopedia of Shinto

）
の
公
開
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
日
本
文
化
研
究
所
で
は
こ
れ
ま
で
主
に
英
語
を
用
い
て
積
極
的
に
国
際
発
信
を
行
っ
て
き
た
。
だ
が
、
情
報
化
と
グ
ロ
ー

バ
ル
化
が
日
々
進
行
す
る
時
代
に
あ
っ
て
は
、
外
国
語
に
翻
訳
し
た
研
究
成
果
を
書
籍
で
刊
行
し
た
り
、
ウ
ェ
ブ
上
に
公
開
す
る
と
い
う

基
本
的
作
業
に
加
え
、
そ
れ
を
ど
う
い
う
方
針
の
も
と
に
行
う
か
と
い
う
理
念
の
よ
う
な
も
の
を
あ
ら
た
め
て
再
考
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
日
本
文
化
研
究
所
と
い
う
名
称
は
「
日
本
文
化
」
を
研
究
す
る
機
関
と
い
う
こ
と
を
明
確
に
し

て
い
る
が
、
で
は
そ
の
場
合
の
「
日
本
文
化
」
は
何
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
か
で
あ
る
。
ま
た
英
語
以
外
の
言
語
で
の
積
極
的
な
発
信
も

考
慮
し
な
く
て
は
い
け
な
く
な
っ
た
。
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日
本
文
化
に
つ
い
て
あ
ら
た
め
て
考
え
る
こ
と
を
促
す
よ
う
に
な
っ
た
最
近
の
研
究
動
向
や
社
会
状
況
の
う
ち
、
特
に
注
視
す
べ
き
も

の
に
つ
い
て
三
点
ほ
ど
取
り
上
げ
た
い
。
ま
ず
一
つ
目
は
、
日
本
文
化
の
起
源
に
つ
い
て
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
研
究
を
参
照
し
た
考
古
学
、
神
話
学

な
ど
の
近
年
の
展
開
は
、
日
本
文
化
が
複
数
の
ル
ー
ツ
を
も
つ
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
き
て
い
る
。
日
本
文
化
の
基
層
な
ど
と
い
う
言
葉

を
不
用
意
に
使
え
な
く
な
っ
て
き
た
状
況
が
あ
る
。

　

二
〇
一
五
年
に
開
催
さ
れ
た
日
本
文
化
研
究
所
主
催
の
国
際
研
究
フ
ォ
ー
ラ
ム
「「
日
本
文
化
」
研
究
の
展
望
」
に
お
い
て
、「
Ｄ
Ｎ
Ａ

で
読
む
日
本
人
の
形
成
史
」
と
題
す
る
非
常
に
興
味
深
い
発
表
が
、
国
立
科
学
博
物
館
副
館
長
で
人
類
学
者
の
篠
田
謙
一
氏
に
よ
り
な
さ

れ
た
。
篠
田
氏
は
こ
の
発
表
の
中
で
次
の
よ
う
な
内
容
の
こ
と
を
述
べ
た
。

　
「
現
在
で
は
我
々
の
ル
ー
ツ
が
ア
フ
リ
カ
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。
探
る
べ
き
は
我
々
日
本
人
の
起
源
地
で
は
な
く
、
成
立
の

経
緯
だ
。
日
本
人
の
起
源
を
考
え
る
際
に
問
う
べ
き
は
、ア
フ
リ
カ
を
出
発
し
た
人
類
が
、日
本
列
島
に
い
つ
ご
ろ
、ど
こ
か
ら
人
が
入
っ

て
き
て
、
そ
の
後
の
ア
ジ
ア
に
お
け
る
集
団
の
移
動
の
中
で
、
ど
う
や
っ
て
成
立
し
て
い
っ
た
の
か）

1
（

。」

　

篠
田
氏
は
Ｄ
Ｎ
Ａ
分
析
に
際
し
て
ハ
プ
ロ
グ
ル
ー
プ
に
注
目
し
、
日
本
人
が
少
な
く
と
も
三
つ
の
ル
ー
ツ
を
も
つ
こ
と
や
、
現
在
の
日

本
人
が
東
ア
ジ
ア
に
住
む
人
々
の
ハ
プ
ロ
グ
ル
ー
プ
の
そ
れ
ぞ
れ
と
ど
の
よ
う
な
類
似
性
が
あ
る
か
な
ど
を
紹
介
し
た
。

　

米
国
の
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
教
授
で
神
話
学
者
の
マ
イ
ケ
ル
・
ヴ
ィ
ツ
ェ
ル
氏
は
、
二
〇
一
三
年
に
来
日
し
、
日
本
宗
教
学
会
と
日
本
文

化
研
究
所
の
共
催
に
よ
り
、
こ
の
常
磐
松
ホ
ー
ル
で
行
わ
れ
た
公
開
講
演
会
に
お
い
て
、
世
界
の
神
話
に
つ
い
て
も
非
常
に
幅
広
い
視
野

か
ら
論
じ
た
。
ヴ
ィ
ツ
ェ
ル
氏
は
人
類
の
先
祖
が
六
〜
七
万
年
前
に
ア
フ
リ
カ
を
出
た
と
き
、
す
で
に
神
話
を
も
っ
て
い
た
と
い
う
仮
説
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が
あ
る
こ
と
を
紹
介
し
た）

2
（

。
こ
う
考
え
る
と
、
世
界
に
数
多
く
存
在
す
る
神
話
が
い
く
つ
か
の
類
型
に
ま
と
め
ら
れ
た
り
、
似
た
よ
う
な

モ
チ
ー
フ
を
も
っ
て
い
た
り
す
る
理
由
が
納
得
し
や
す
く
な
る
。

　

こ
の
広
い
視
点
か
ら
の
神
話
研
究
は
当
然
に
日
本
神
話
の
研
究
の
あ
り
方
に
も
及
ん
で
く
る
。
記
紀
神
話
も
ル
ー
ツ
は
ま
だ
十
分
は
分

か
っ
て
い
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
複
数
の
ル
ー
ツ
を
も
つ
こ
と
は
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
お
い
て
定
説
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
さ
ら
に

ア
フ
リ
カ
起
源
の
段
階
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
ら
せ
る
よ
う
な
発
想
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
人
類
の
起
源
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
よ
う
な
研
究
は
、日
本
文
化
の
淵
源
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
。

日
本
文
化
固
有
の
と
い
っ
た
表
現
は
よ
く
使
わ
れ
る
が
、何
が
固
有
な
の
か
、ど
こ
か
ら
固
有
に
展
開
と
し
て
考
え
た
ら
い
い
の
か
。
は
っ

き
り
し
て
い
る
の
は
、
日
本
周
辺
さ
ら
に
は
世
界
に
お
け
る
文
化
の
形
成
と
広
が
り
、
相
互
影
響
を
検
証
す
る
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
抜
き

に
し
て
日
本
文
化
の
起
源
を
論
じ
る
こ
と
は
無
謀
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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他
方
、
現
代
日
本
に
進
行
し
て
い
る
社
会
現
象
を
観
察
し
て
い
て
も
、
日
本
文
化
の
再
考
を
促
す
よ
う
な
事
態
を
多
く
目
の
あ
た
り
に

す
る
。
日
本
社
会
で
は
一
九
八
〇
年
代
か
ら
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
進
行
が
顕
著
に
な
っ
た
。
法
務
省
の
統
計
を
見
る
と
、
一
九
八
〇
年
に
入

国
し
た
外
国
人
の
総
数
は
百
万
人
台
で
あ
っ
た
が
、
九
〇
年
に
は
三
百
万
人
台
と
な
り
、
二
〇
〇
〇
年
に
は
五
百
万
人
台
に
な
っ
て
い
る
。

二
〇
一
三
年
に
は
一
千
万
人
を
超
え
、
二
〇
一
六
年
に
は
二
千
万
人
を
超
え
て
い
る
。
一
九
七
七
年
以
前
は
ず
っ
と
百
万
人
以
下
で
あ
っ

た
こ
と
を
考
え
る
と
、
急
速
に
増
加
し
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

ア
ジ
ア
か
ら
の
訪
問
者
も
増
え
て
い
る
が
、
そ
の
大
半
は
中
国
と
韓
国
で
あ
る
。
し
か
し
東
南
ア
ジ
ア
か
ら
の
入
国
者
が
二
一
世
紀
に

は
い
っ
て
う
な
ぎ
の
ぼ
り
に
増
え
て
い
る
。
こ
れ
は
宗
教
文
化
の
観
点
か
ら
す
る
と
、
日
本
に
と
っ
て
非
常
に
大
き
な
意
味
を
持
つ
。
中
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国
や
韓
国
は
大
乗
仏
教
、
儒
教
、
道
教
と
い
っ
た
宗
教
に
お
い
て
、
か
な
り
共
有
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
韓
国
・
北
朝
鮮
は
現
在
で
は

ハ
ン
グ
ル
を
用
い
て
い
る
が
、
歴
史
的
に
は
長
く
漢
字
を
共
通
に
用
い
て
き
た
。
神
、
霊
、
祖
先
、
祭
祀
と
い
っ
た
宗
教
文
化
の
基
本
的

用
語
に
関
し
て
も
ほ
ぼ
同
じ
文
字
を
あ
て
る
。
し
か
し
東
南
ア
ジ
ア
は
イ
ス
ラ
ー
ム
、
上
座
仏
教
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
な
ど
が
広
が
る
地
域

で
あ
る
。
宗
教
に
つ
い
て
の
発
想
法
も
大
き
く
異
な
る
こ
と
が
あ
る
。
日
本
文
化
を
伝
え
る
と
い
う
場
合
に
も
、
東
ア
ジ
ア
に
対
す
る
も

の
と
同
様
で
い
い
か
ど
う
か
問
題
に
な
っ
て
く
る
。

　

情
報
化
は
一
九
九
〇
年
代
後
半
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普
及
に
よ
っ
て
加
速
化
さ
れ
、
二
一
世
紀
に
は
い
る
と
、
ほ
と
ん
ど
の
日
本
人

が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
介
し
た
情
報
に
接
す
る
よ
う
に
な
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
用
い
た
情
報
の
や
り
と
り
の
特
徴
の
一
つ
は
ボ
ー
ダ

レ
ス
化
で
あ
る
。
国
境
を
越
え
た
情
報
の
や
り
と
り
が
日
常
茶
飯
に
な
る
の
で
多
様
な
宗
教
文
化
の
情
報
に
接
す
る
こ
と
が
格
段
に
便
利

に
な
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
情
報
化
の
進
行
は
、
人
的
交
流
が
急
速
に
増
加
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
国
の
情
報
が
短
期
間
に
広
が
る
こ

と
を
意
味
す
る
の
で
、
文
化
が
混
じ
り
合
う
ス
ピ
ー
ド
は
き
わ
め
て
速
く
な
る
。
た
と
え
ば
、
文
化
の
中
核
に
あ
る
と
さ
れ
る
言
語
も
グ

ロ
ー
バ
ル
化
や
情
報
化
の
影
響
を
避
け
ら
れ
な
い
。

　

一
つ
分
か
り
や
す
い
例
を
挙
げ
て
み
る
。
渋
谷
駅
近
辺
で
撮
影
さ
れ
た
二
枚
の
写
真
を
比
べ
て
見
た
い
。
一
九
三
三
年
当
時
の
写
真
を

見
る
と
、
建
物
の
看
板
に
書
か
れ
て
い
る
文
字
は
、
確
認
さ
れ
る
限
り
す
べ
て
漢
字
か
ひ
ら
が
な
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
二
〇
一
六
年
に
渋

谷
駅
近
辺
の
ス
ク
ラ
ン
ブ
ル
交
差
点
の
周
囲
を
撮
影
し
た
写
真
を
見
る
と
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
、
外
来
語
を
表
記
し
た
カ
タ
カ
ナ
が
圧
倒

的
に
多
く
、
漢
字
の
看
板
は
ほ
ん
の
一
部
で
あ
る
。
建
物
の
看
板
は
人
間
で
い
え
ば
名
札
に
近
い
。
そ
れ
が
こ
の
よ
う
な
状
態
で
あ
る
と

い
う
こ
と
は
、
言
語
に
対
す
る
感
覚
も
大
き
く
変
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

で
は
こ
れ
は
日
本
文
化
で
は
な
い
、
日
本
語
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
。
そ
う
言
っ
て
し
ま
う
と
東
京
の
街
か
ら
は
日
本
文
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化
が
消
滅
し
つ
つ
あ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
で
は
な
く
、や
は
り
こ
れ
は
日
本
文
化
の
現
代
的
表
現
で
あ
る
と
捉
え
る
の
が
適
切
で
あ
ろ
う
。

　

文
字
の
事
例
は
分
か
り
や
す
い
の
で
例
示
し
た
の
だ
が
、
宗
教
文
化
に
お
い
て
も
同
様
の
こ
と
は
起
こ
っ
て
い
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
宗
教

文
化
の
相
互
影
響
が
短
期
間
で
起
こ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
神
社
に
関
わ
る
こ
と
を
例
に
と
っ
て
み
る
。
絵
馬
は
古
く
か
ら
見
ら
れ
、
人
々

が
神
に
祈
願
す
る
ス
タ
イ
ル
と
し
て
日
本
社
会
に
馴
染
ん
で
い
る
。
古
典
的
な
絵
馬
は
絵
を
描
く
か
日
本
語
の
文
字
を
書
く
か
で
あ
る
。

　

二
一
世
紀
に
な
っ
て
急
速
に
広
が
っ
た
一
つ
に
痛
絵
馬
が
あ
る
。
こ
れ
は
ア
ニ
メ
の
主
人
公
な
ど
を
絵
馬
に
描
い
て
奉
納
す
る
。
こ
れ

な
ど
は
、
絵
の
質
が
変
わ
っ
た
と
理
解
で
き
な
く
も
な
い
。
だ
が
、
書
か
れ
て
い
る
文
字
に
着
目
す
る
と
、
日
本
語
で
は
な
い
文
字
で
書

か
れ
た
絵
馬
が
急
増
し
て
い
る
。
外
国
語
で
祈
願
の
文
章
が
書
か
れ
た
絵
馬
が
多
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
二
〇
一
五
年
に
対

馬
で
神
社
調
査
を
し
た
と
き
に
は
、ハ
ン
グ
ル
で
文
章
が
書
か
れ
た
絵
馬
が
半
数
近
く
に
な
っ
て
い
る
神
社
が
あ
っ
た
。社
殿
の
壁
に
貼
っ

て
あ
っ
た
「
私
日
本
人
で
よ
か
っ
た
」
と
い
う
ポ
ス
タ
ー
と
の
対
照
性
が
目
立
っ
た
。
外
国
語
で
祈
願
さ
れ
た
絵
馬
は
多
く
の
神
社
で
見

い
だ
さ
れ
る
。
と
く
に
東
京
、
奈
良
、
京
都
な
ど
観
光
客
が
多
い
神
社
で
は
、
英
語
や
中
国
語
、
そ
の
他
の
言
語
で
書
か
れ
た
絵
馬
を
数

多
く
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

Ｉ
Ｔ
技
術
を
利
用
し
た
も
の
と
し
て
は
「
楽
天
Ｅ
ｄ
ｙ
」
で
の
お
賽
銭
と
い
う
例
が
あ
る
。
二
〇
一
七
年
の
初
詣
の
際
、
都
内
の
神
社

が
日
に
ち
を
限
定
し
て
導
入
し
た
こ
と
で
話
題
に
な
っ
た
が
、
お
賽
銭
は
現
金
で
と
い
う
こ
れ
ま
で
の
通
例
が
変
わ
る
可
能
性
が
あ
る）

3
（

。

Ｉ
Ｔ
お
守
り
は
、
神
田
明
神
の
も
の
が
有
名
で
あ
る
。
秋
葉
原
の
電
気
街
を
氏
子
区
域
に
含
む
神
田
明
神
で
は
、「
Ｉ
Ｔ
情
報
安
全
祈
願
」

等
の
お
守
り
を
販
売
し
て
い
る
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
昔
な
が
ら
の
お
守
り
が
守
る
と
い
う
の
は
、
安
心
と
い
う
も
の
の

特
徴
を
示
し
て
い
る
が
、
こ
れ
も
ま
た
現
代
日
本
に
お
け
る
宗
教
文
化
の
一
面
で
あ
る
。
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日
本
に
お
け
る
変
化
と
と
も
に
、
外
国
人
の
日
本
文
化
に
つ
い
て
の
認
知
の
あ
り
方
も
変
わ
っ
て
き
て
い
る
。
お
お
よ
そ
の
傾
向
と
し

て
は
、
伝
統
的
と
さ
れ
て
き
た
〈
日
本
文
化
〉
だ
け
で
な
く
現
代
の
〈
日
本
文
化
〉
へ
の
関
心
が
増
加
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
フ
ラ
ン
ス

で
は
日
本
の
伝
統
的
文
化
へ
の
関
心
は
高
く
、
能
や
歌
舞
伎
な
ど
に
は
以
前
か
ら
強
い
関
心
が
示
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
最
近
で
は
日
本

の
漫
画
・
ア
ニ
メ
へ
の
関
心
を
強
く
抱
く
若
い
世
代
が
増
え
て
い
る
。
Ｉ
Ｎ
Ａ
Ｌ
Ｃ
Ｏ
で
日
本
文
化
を
教
え
て
い
た
ビ
ュ
テ
ル
氏
に
よ
れ

ば
、
二
〇
〇
〇
年
代
に
な
っ
て
日
本
語
を
学
び
た
い
と
い
う
学
生
は
一
つ
の
大
学
で
毎
年
数
百
名
い
た
り
す
る
が
、
そ
の
大
半
は
日
本
の

ア
ニ
メ
や
漫
画
を
読
み
た
い
と
い
う
理
由
に
よ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

ま
た
宗
教
に
つ
い
て
言
え
ば
、
日
本
宗
教
で
国
外
布
教
を
広
く
行
っ
て
い
る
の

は
、
主
に
新
宗
教
で
あ
る
。
神
社
神
道
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
仏
教
で
は
禅
仏
教
が

欧
米
を
中
心
に
人
気
が
あ
り
、
禅
セ
ン
タ
ー
が
各
地
に
で
き
て
い
る
。
だ
が
、
外

国
人
信
者
の
数
と
い
う
と
圧
倒
的
に
新
宗
教
が
多
く
を
占
め
る
。
᚜
ᴮ
は
、
宗
教

情
報
リ
サ
ー
チ
セ
ン
タ
ー
が
ウ
ェ
ブ
上
に
公
開
し
て
い
る
教
団
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に

基
づ
い
た
国
外
の
信
者
数
で
あ
る
。
教
団
側
の
発
表
し
た
数
字
で
あ
る
の
で
、
実

数
と
は
か
け
離
れ
た
数
値
も
あ
る
。
し
か
し
創
価
学
会
が
百
万
人
以
上
の
外
国
人

信
者
が
い
る
の
は
ほ
ぼ
確
か
と
思
わ
れ
る
。
ブ
ラ
ジ
ル
で
日
系
新
宗
教
が
十
万
人

単
位
の
信
者
を
得
て
い
る
こ
と
は
、
新
宗
教
研
究
者
の
間
で
は
広
く
知
ら
れ
て
い

る
。
東
南
ア
ジ
ア
や
南
ア
ジ
ア
に
数
千
人
か
ら
一
万
人
以
上
の
外
国
人
信
者
が
い

る
新
宗
教
教
団
は
増
加
し
て
い
る
。

᚜ ±ǽّ۶αᐐୣ

ᴥޭଡ଼ষڨʴɿ˂ʋʅʽʉ˂Ɂʑ˂ʉȾژȸȢᴦ

霊友会 289 万人

創価学会 175 万人

生長の家 50 万人以上

伊勢神宮 50 万人以上

崇教真光 10 ～ 50 万人

PL教団 10 ～ 50 万人

真如苑 10 万人

天理教 5万人

立正佼成会 1万 5千人
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こ
の
こ
と
か
ら
、
外
国
人
が
日
本
宗
教
に
つ
い
て
体
験
的
に
知
る
割
合
、
つ
ま
り
近
く
に
日
本
宗
教
の
施
設
が
あ
る
と
か
、
日
本
宗
教

の
信
者
が
身
の
回
り
に
い
る
と
い
う
割
合
は
、
新
宗
教
に
よ
る
も
の
が
多
く
な
る
と
推
測
さ
れ
る
。
国
外
布
教
し
て
い
る
新
宗
教
の
多
く

は
英
語
そ
の
他
の
外
国
語
で
書
か
れ
た
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
作
成
し
て
い
る
の
で
、
ネ
ッ
ト
上
で
も
こ
う
し
た
宗
教
に
つ
い
て
の
情
報
を
得

る
外
国
人
が
多
い
と
推
測
さ
れ
る
。
日
本
宗
教
と
い
え
ば
神
道
や
仏
教
と
い
う
ふ
う
に
理
解
さ
れ
る
時
代
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
。
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何
を
〈
日
本
文
化
〉
と
す
る
か
を
考
え
る
上
で
、
現
代
は
き
わ
め
て
複
雑
さ
が
増
し
て
き
て
い
る
の
は
確
か
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
こ

の
よ
う
な
根
本
的
な
問
い
は
、
そ
も
そ
も
答
え
る
の
が
困
難
な
問
題
で
あ
り
、
そ
う
簡
単
に
議
論
の
道
筋
が
見
え
る
よ
う
な
も
の
で
は
な

い
。
そ
う
し
た
根
本
的
な
問
題
と
と
も
に
、〈
日
本
文
化
〉
を
伝
え
よ
う
と
す
る
と
き
の
よ
り
具
体
的
な
課
題
も
生
じ
た
。
そ
れ
は
研
究

し
て
き
た
こ
と
を
誰
に
ど
の
よ
う
な
言
語
を
用
い
て
伝
え
る
か
と
い
う
こ
と
が
、グ
ロ
ー
バ
ル
化
、情
報
化
の
も
と
で
非
常
に
多
様
に
な
っ

て
き
た
こ
と
に
起
因
す
る
。
伝
え
よ
う
と
す
る
対
象
と
用
い
る
言
語
に
関
す
る
問
題
を
と
く
に
日
本
文
化
研
究
所
が
こ
れ
ま
で
行
っ
て
き

た
神
道
研
究
の
紹
介
と
い
う
こ
と
に
即
し
て
述
べ
る
。

　

先
に
述
べ
た
二
一
世
紀
Ｃ
Ｏ
Ｅ
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
推
進
に
よ
っ
て
Ｅ
Ｏ
Ｓ
が
公
開
さ
れ
た
が
、
Ｅ
Ｏ
Ｓ
の
公
開
を
通
し
て
生
じ
た
問
題
に

つ
い
て
触
れ
る
。
Ｅ
Ｏ
Ｓ
は
も
と
も
と
日
本
語
で
刊
行
さ
れ
た
『
神
道
事
典
』
の
本
文
を
翻
訳
し
た
も
の
で
あ
る
が
、『
神
道
事
典
』
は

次
の
九
部
か
ら
な
っ
て
い
た
。

　
「
一　

総
論
」、「
二　

神
」、「
三　

制
度
・
機
関
・
行
政
」、「
四　

神
社
」、「
五　

ま
つ
り
」、「
六　

信
仰
形
態
」、「
七　

基
本
観
念
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と
教
学
」、「
八　

流
派
・
教
団
と
人
物
」、

「
九　

神
道
文
献
」。

　

こ
れ
ら
の
各
部
に
は
総
論
が
あ
る
。
こ

の
総
論
は
英
語
の
他
、中
国
語
、ド
イ
ツ
語
、

フ
ラ
ン
ス
語
、
韓
国
語
、
ロ
シ
ア
語
、
ス

ペ
イ
ン
語
に
翻
訳
し
た
。
ま
た
、
こ
の
う

ち
「
神
」、「
神
社
」、「
流
派
・
教
団
と
人

物
」
は
韓
国
語
に
も
訳
し
、
オ
ン
ラ
イ
ン

で
公
開
す
る
と
と
も
に
書
籍
で
も
刊
行
し

た
。
こ
の
三
つ
の
部
を
選
ん
だ
の
は
、
韓

国
で
の
研
究
に
用
い
ら
れ
る
可
能
性
が
高

い
の
で
は
と
い
う
推
測
に
基
づ
い
て
い
る）

4
（

。

　

外
国
人
か
ら
す
れ
ば
、
神
道
事
典
の
ど

の
部
分
に
関
心
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
Ｃ
Ｏ

Ｅ
で
作
成
し
た
Ｅ
Ｏ
Ｓ
に
は
、
各
項
目
に

ど
れ
く
ら
い
の
ア
ク
セ
ス
が
あ
っ
た
か
の

カ
ウ
ン
タ
ー
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
新
し

い
バ
ー
ジ
ョ
ン
が
作
成
さ
れ
た
が
、
こ
の
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旧
バ
ー
ジ
ョ
ン
に
も
依
然
と
し
て
ア
ク
セ
ス
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
二
〇
一
七
年
五
月
時
点
で
の
各
部
の
総
論
部
分
へ
の
ア
ク
セ
ス
数

を
調
べ
た
の
が
᚜
ᴯ
で
あ
る
。
も
っ
と
も
ア
ク
セ
ス
が
多
い
の
は
「
神
」、
も
っ
と
も
少
な
い
の
は
「
制
度
・
機
関
・
行
政
」
で
あ
る
。

　

ど
の
テ
ー
マ
に
関
心
が
あ
る
の
か
は
、
使
う
国
に
よ
っ
て
違
う
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
国
と
言
語
の
関
係
は
ど
の
程
度
密
接
で
あ
る
か
は

言
語
に
よ
り
異
な
る
。
英
語
と
ス
ペ
イ
ン
語
以
外
は
あ
る
程
度
の
相
関
性
を
想
定
で
き
る
。

　

比
較
し
て
み
る
と
、
閲
覧
で
き
る
総
論
の
言
語
別
に
多
少
の
違
い
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
ほ
と
ん
ど
の
言
語
で
「
神
」
へ
の
ア
ク
セ

ス
が
も
っ
と
も
多
い
が
、
ロ
シ
ア
語
の
場
合
は
「
神
社
」
が
も
っ
と
も
多
い
。
中
国
語
と
韓
国
語
は
全
体
に
違
い
が
少
な
い
。
ス
ペ
イ
ン

語
で
あ
る
と
、「
制
度
・
機
関
・
行
政
」
と
「
流
派
・
教
団
と
人
物
」
へ
の
関
心
が
低
い
。
平
均
し
て
神
に
次
い
で
神
社
が
多
く
な
っ
て

い
る
が
、
こ
れ
は
神
道
の
特
徴
と
い
う
こ
と
か
ら
考
え
て
も
、
比
較
的
了
解
し
や
す
い
結
果
で
あ
る
。

　

き
わ
め
て
限
定
的
な
が
ら
Ｅ
Ｏ
Ｓ
で
始
ま
っ
た
多
言
語
化
の
試
み
は
、
二
〇
〇
九
年
に
研
究
開
発
推
進
機
構
が
設
立
さ
れ
て
か
ら
、
多

く
の
機
構
内
の
機
関
で
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た）

5
（

。
と
く
に
二
〇
一
四
年
か
ら
一
六
年
ま
で
文
化
庁
の
「
地
域
の
核
と
な
る
美
術
館
・

歴
史
博
物
館
支
援
事
業
」
助
成
を
得
た
事
業
で
は
、
國
學
院
大
學
博
物
館
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
類
を
英
語
だ
け
で
な
く
、

複
数
の
外
国
語
で
表
記
す
る
よ
う
に
努
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
研
究
開
発
推
進
機
構
の
デ
ジ
タ
ル
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
で
も
多
言
語
化

を
目
指
し
て
い
る
。
欧
米
の
言
語
だ
け
で
な
く
、
ア
ジ
ア
の
各
国
で
用
い
ら
れ
て
い
る
言
語
に
よ
っ
て
発
信
す
る
こ
と
に
つ
い
て
も
、
よ

り
強
く
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

Ｅ
Ｏ
Ｓ
へ
の
ア
ク
セ
ス
の
結
果
か
ら
み
て
も
、
東
ア
ジ
ア
で
は
神
道
へ
の
関
心
は
全
般
に
わ
た
っ
て
い
る
と
い
う
可
能
性
が
あ
る
。
ち

な
み
に
筆
者
の
編
著
で
あ
る
『
ワ
ー
ド
マ
ッ
プ　

神
道
』
は
英
訳
の
他
に
韓
国
語
訳
が
あ
る
。
ま
た
同
じ
く
『
神
社
と
神
々
』
に
は
中
国

語
訳
が
あ
る
。
前
者
は
や
や
専
門
書
的
で
あ
り
、
後
者
は
一
般
書
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
本
が
韓
国
語
や
中
国
語
に
訳
さ
れ
る
と
い
う
こ

と
に
、
神
道
へ
の
関
心
が
東
ア
ジ
ア
で
一
定
程
度
存
在
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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東
ア
ジ
ア
諸
国
か
ら
の
神
道
へ
の
関
心
は
、
必
ず
し
も
肯
定
的
な
も
の
だ
け
で
は
な
く
、
と
く
に
中
国
や
韓
国
か
ら
は
靖
国
問
題
な
ど

に
は
厳
し
い
報
道
が
あ
る
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
東
ア
ジ
ア
の
宗
教
文
化
に
お
け
る
類
似
点
の
多
さ
は
、
神
道
へ
の

関
心
の
根
底
に
想
定
で
き
る
。
欧
米
の
言
語
へ
の
翻
訳
と
異
な
り
、
東
ア
ジ
ア
の
国
々
の
言
語
に
翻
訳
す
る
場
合
は
、
歴
史
的
出
来
事
の

解
釈
の
違
い
と
い
う
難
し
い
問
題
が
関
わ
る
場
合
が
あ
る
が
、
日
本
の
学
問
的
な
成
果
を
発
信
す
る
と
い
う
視
点
か
ら
は
、
日
本
で
は
ど

の
よ
う
な
解
釈
が
主
流
で
あ
る
か
と
い
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
く
の
も
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。
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グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
行
す
る
時
代
に
は
、
神
道
に
も
こ
れ
ま
で
以
上
に
多
く
の
国
々
か
ら
の
関
心
が
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い

る
。
こ
れ
ま
で
多
か
っ
た
欧
米
、
東
ア
ジ
ア
に
加
え
、
イ
ス
ラ
ー
ム
圏
か
ら
も
神
道
へ
の
関
心
が
寄
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

二
〇
〇
五
年
に
中
東
の
放
送
局
で
あ
る
ア
ル
ジ
ャ
ジ
ー
ラ
か
ら
神
道
に
つ
い
て
の
番
組
を
制
作
し
た
い
と
い
う
依
頼
を
、
日
本
在
住
の
シ

リ
ア
人
を
介
し
て
受
け
た）

6
（

。
真
面
目
な
企
画
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
了
解
し
た
の
で
、
筆
者
は
制
作
に
協
力
す
る
こ
と
に
し
た
が
、
取
材

さ
れ
た
内
容
は
、
十
三
分
ほ
ど
の
番
組
と
し
て
ア
ラ
ビ
ア
語
で
放
映
さ
れ
た
。
放
映
さ
れ
た
ビ
デ
オ
が
後
日
送
付
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
の

内
容
か
ら
神
道
の
ど
の
よ
う
な
面
に
ま
ず
関
心
を
抱
く
か
が
あ
る
程
度
読
み
取
れ
た
。

　

そ
う
長
く
は
な
い
映
像
の
中
で
何
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
か
。
神
道
系
の
大
学
で
あ
る
國
學
院
大
學
の
様
子
が
簡
単
に
示
さ
れ
た
あ
と
、

神
道
の
歴
史
が
簡
単
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
紹
介
部
分
は
筆
者
が
日
本
文
化
研
究
所
の
部
屋
で
行
っ
た
も
の
が
ア
ラ
ビ
ア
語
に
翻
訳

さ
れ
て
い
る
。
研
究
所
が
常
磐
松
二
号
館
と
呼
ば
れ
て
い
た
古
い
建
物
の
六
階
に
置
か
れ
て
い
た
頃
で
あ
る
。
次
い
で
伊
勢
神
宮
、
明
治

神
宮
、厳
島
神
社
の
空
か
ら
の
様
子
が
出
て
く
る
。
厳
島
神
社
の
鳥
居
が
説
明
さ
れ
る
が
、海
上
の
鳥
居
は
や
は
り
興
味
深
い
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
お
み
く
じ
、
神
社
建
築
、
鈴
を
鳴
ら
し
て
の
参
拝
、
祭
式
教
室
で
学
生
が
祭
式
を
学
ぶ
様
子
も
映
さ
れ
て
い
る
。
後
日
、
番
組
制
作
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を
担
当
し
た
シ
リ
ア
人
か
ら
番
組
の
反
響
に
つ
い
て
の
電
話
を
も
ら
っ
た
。
非
常
に
好
評
で
多
く
の
人
か
ら
神
道
に
関
心
を
も
っ
た
と
い

う
コ
メ
ン
ト
を
も
ら
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た）

7
（

。

　

イ
ス
ラ
ー
ム
圏
の
研
究
者
が
神
道
に
関
心
を
抱
く
こ
と
は
少
な
く
な
い
よ
う
で
あ
る
。
二
〇
一
〇
年
十
月
に
日
本
文
化
研
究
所
主
催
で

行
わ
れ
た
国
際
研
究
フ
ォ
ー
ラ
ム
「
イ
ス
ラ
ー
ム
と
向
か
い
合
う
日
本
社
会
」
に
お
い
て
、
カ
イ
ロ
大
学
の
イ
サ
ム
・
ハ
ム
ザ
氏
は
、
イ

ス
ラ
ー
ム
と
神
道
の
精
神
は
非
常
に
よ
く
似
て
い
る
と
い
う
旨
の
意
見
を
述
べ
た
。
ハ
ム
ザ
氏
は
Ｃ
Ｏ
Ｅ
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
る
国
際
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
に
も
聴
講
に
来
た
こ
と
が
あ
り
、
神
道
に
は
非
常
に
関
心
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

神
道
を
例
に
し
て
具
体
例
を
述
べ
た
が
、
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
も
、
日
本
文
化
を
国
外
に
紹
介
す
る
と
い
う
課
題
を
も
っ
た
と
き
に
、

英
語
圏
へ
の
発
信
だ
け
で
な
く
、
多
様
な
言
語
に
よ
っ
て
、
発
信
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
時
代
に
な
っ
て
き
た
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
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欧
米
の
目
か
ら
見
た
日
本
文
化
だ
け
で
な
く
、
ア
ジ
ア
の
国
々
か
ら
見
た
日
本
文
化
、
イ
ス
ラ
ー
ム
圏
か
ら
見
た
日
本
文
化
と
い
う
よ

う
な
発
想
を
日
本
人
研
究
者
も
強
く
意
識
す
べ
き
時
代
に
な
っ
た
。
神
道
に
つ
い
て
考
え
る
と
き
は
、
宗
教
文
化
の
違
い
と
い
う
こ
と
を

考
慮
す
る
必
要
が
出
て
く
る
。
お
お
ま
か
に
で
も
あ
っ
て
も
、
世
界
の
宗
教
文
化
の
分
布
と
い
う
も
の
を
踏
ま
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

　

こ
れ
ま
で
神
道
の
研
究
者
も
キ
リ
ス
ト
教
と
の
違
い
と
い
う
こ
と
は
意
識
し
て
き
た
。
こ
れ
は
英
語
で
の
発
信
が
中
心
で
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
と
深
く
関
わ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
視
点
が
意
識
さ
れ
た
と
き
は
、
神
道
は
多
神
教
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
と
り
わ
け
強
調
さ
れ
る

傾
向
が
あ
っ
た
。
だ
が
、
キ
リ
ス
ト
教
も
少
な
く
と
も
、
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
、
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
と
い
う
大
き

な
三
つ
の
流
れ
が
あ
り
、
一
神
教
と
い
っ
て
も
カ
ト
リ
ッ
ク
の
よ
う
な
聖
人
崇
拝
は
、
唯
一
神
へ
の
信
仰
だ
け
で
は
な
い
側
面
が
あ
る
。
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東
ア
ジ
ア
は
歴
史
的
に
中
国
宗
教
の
影
響
を
受
け
て
き
た
の
で
、
大
乗
仏
教
、
儒
教
、
道
教
な
ど
は
互
い
に
習
合
し
つ
つ
、
各
国
の
宗

教
文
化
に
沁
み
込
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
東
ア
ジ
ア
の
場
合
は
、
近
代
化
の
過
程
で
日
清
戦
争
、
日
韓
併
合
、
台
湾
併
合
、
第
二
次
大
戦

中
の
中
国
本
土
へ
の
侵
略
な
ど
、
政
治
的
・
軍
事
的
関
係
が
複
雑
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
が
日
本
宗
教
を
見
る
際
の
フ
レ
ー
ム
に
も
影
響
を

与
え
ざ
る
を
得
な
い
。
と
く
に
神
社
神
道
は
そ
う
し
た
過
去
の
歴
史
か
ら
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
る
。
こ
の
点
は
、
意
識
し
て
お
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

そ
の
意
味
で
は
中
東
の
イ
ス
ラ
ー
ム
圏
か
ら
の
神
道
へ
の
関
心
は
、
あ
ま
り
そ
う
し
た
歴
史
的
経
緯
か
ら
の
影
響
を
受
け
て
い
な
い
。

た
だ
し
、
東
南
ア
ジ
ア
の
イ
ス
ラ
ー
ム
諸
国
の
場
合
だ
と
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
マ
レ
ー
シ
ア
な
ど
も
、
第
二
次
大
戦
中
の
日
本
軍
の
侵
略

の
歴
史
が
あ
る
の
で
、東
ア
ジ
ア
ほ
ど
で
は
な
い
が
、近
代
史
を
意
識
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
東
南
ア
ジ
ア
に
は
、タ
イ
、ミ
ャ
ン
マ
ー
、

ラ
オ
ス
な
ど
上
座
仏
教
が
多
い
の
で
、
単
純
に
同
じ
仏
教
国
と
い
う
発
想
に
立
つ
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

　

世
界
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
文
化
圏
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
識
し
た
上
で
の
、
日
本
の
宗
教
文
化
の
発
信
は
、
こ
れ
ま
で
に
比
べ
複

雑
に
は
な
る
が
、〈
日
本
文
化
〉
の
新
し
い
側
面
を
発
見
す
る
機
会
に
も
な
り
う
る
。
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〈
日
本
文
化
〉
は
時
代
に
よ
っ
て
作
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
人
の
理
解
の
フ
レ
ー
ム
に
よ
っ
て
も
異
な
っ
た
姿
と
し
て
描

か
れ
る
。
中
に
は
過
度
の
美
化
が
あ
り
、
ノ
ス
タ
ル
ジ
ア
に
過
ぎ
な
い
も
の
も
散
見
さ
れ
る
。
あ
る
側
面
だ
け
を
強
調
す
る
よ
う
な
研
究

で
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
や
情
報
化
が
進
行
す
る
時
代
に
は
、
研
究
そ
の
も
の
の
信
頼
を
失
っ
て
い
く
。
自
分
た
ち
が
発
信
す
る
〈
日
本
文

化
〉
の
偏
り
の
度
合
い
を
反
省
す
る
に
は
、
そ
の
議
論
が
ど
の
よ
う
な
フ
レ
ー
ム
を
前
提
と
し
て
い
る
か
を
考
え
る
こ
と
が
有
効
で
あ
る
。
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そ
の
た
め
に
は
、
外
国
人
が
突
き
つ
け
て
く
る
多
様
な
〈
日
本
文
化
〉
の
フ
レ
ー
ム
を
知
る
こ
と
が
役
に
立
つ
。

　

む
ろ
ん
そ
れ
ぞ
れ
の
国
で
描
か
れ
て
い
る
〈
日
本
文
化
〉
も
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
日
本
観
を
反
映
し
た
フ
レ
ー
ム
の

中
で
描
か
れ
る
。
神
道
の
イ
メ
ー
ジ
も
例
外
で
は
な
い
。
日
本
国
内
で
も
神
道
が
エ
コ
の
代
表
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
軍

国
主
義
の
加
担
者
で
あ
っ
た
と
す
る
見
方
も
あ
る
。
ど
こ
に
着
眼
す
る
か
で
評
価
は
変
わ
る
が
、
ど
れ
が
正
し
い
か
と
い
う
よ
り
、
そ
の

多
様
な
評
価
は
、
そ
れ
ぞ
れ
神
道
の
あ
る
側
面
に
関
係
し
て
い
る
と
い
う
ふ
う
に
考
え
る
の
が
適
切
で
あ
る
。
国
外
か
ら
の
視
点
を
考
慮

す
る
と
い
う
と
き
に
は
、
一
つ
の
宗
教
文
化
に
も
当
然
多
様
な
解
釈
が
生
じ
る
の
だ
と
い
う
発
想
に
立
た
な
い
と
、
異
な
る
フ
レ
ー
ム
に

つ
い
て
知
る
こ
と
の
意
味
が
な
く
な
る
。

　

こ
う
し
た
異
な
る
フ
レ
ー
ム
を
知
る
に
は
、
研
究
者
に
よ
る
著
作
や
メ
デ
ィ
ア
報
道
だ
け
で
な
く
、
日
本
を
訪
れ
る
外
国
人
の
行
動
の

観
察
も
重
要
で
あ
る
。
有
名
な
神
社
や
寺
院
に
行
く
と
多
く
の
外
国
人
観
光
客
が
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
彼
ら
が
何
を
し
て
い
る
の
か
、

何
を
見
て
い
る
の
か
、
何
に
関
心
を
も
っ
て
い
る
の
か
を
観
察
す
る
こ
と
も
大
切
で
あ
る
。
言
葉
は
分
か
ら
な
く
て
も
行
動
や
表
情
か
ら

理
解
で
き
る
こ
と
が
あ
る
。
絵
馬
の
よ
う
に
、
多
く
の
外
国
人
が
気
軽
に
受
け
入
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
参
拝
作
法
も
見
よ
う
見
ま
ね

で
行
う
人
も
い
る
。

　

互
い
の
文
化
が
影
響
を
与
え
合
う
の
が
グ
ロ
ー
バ
ル
化
時
代
の
特
徴
で
あ
る
か
ら
、
こ
う
し
た
観
察
は
、
一
段
と
重
要
に
な
っ
て
く
る
。

こ
の
よ
う
な
観
察
も
、
自
画
像
の
〈
日
本
文
化
〉
と
他
者
が
描
く
〈
日
本
文
化
〉
の
ず
れ
を
見
出
す
の
に
役
立
つ
。
人
と
人
の
交
流
、
情

報
の
交
換
が
格
段
に
し
や
す
く
な
っ
た
現
代
社
会
に
お
い
て
は
、
そ
れ
に
応
じ
た
宗
教
文
化
の
国
際
発
信
が
模
索
さ
れ
て
い
い
だ
ろ
う
。

國
學
院
大
學
の
研
究
開
発
推
進
機
構
は
そ
の
拠
点
に
な
る
上
で
利
点
が
あ
る
。多
様
な
宗
教
文
化
を
理
解
す
る
姿
勢
が
蓄
積
さ
れ
て
お
り
、

多
く
の
神
道
研
究
者
も
い
る
。〈
日
本
文
化
〉
に
つ
い
て
考
え
続
け
て
い
く
イ
ン
フ
ラ
が
豊
か
だ
か
ら
で
あ
る
。
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ᜲ

　
（
1 
）
篠
田
謙
一「
Ｄ
Ｎ
Ａ
で
読
む
日
本
人
の
形
成
史
」（
國
學
院
大
學
日
本
文
化
研
究
所
編『〈
日
本
文
化
〉は
ど
こ
に
あ
る
か
』春
秋
社
、

二
〇
一
六
年
、
所
収
）
参
照
。

　
（
2 

）
マ
イ
ケ
ル
・
ヴ
ィ
ツ
ェ
ル
「
神
話
の
『
出
ア
フ
リ
カ
』―
比
較
神
話
学
が
探
る
神
話
の
は
じ
ま
り
」（
井
上
順
孝
編
『
21
世
紀
の

宗
教
研
究
』
平
凡
社
、
二
〇
一
四
年
、
所
収
）
参
照
。

　
（
3 

）
北
欧
な
ど
で
は
教
会
へ
の
献
金
が
カ
ー
ド
で
行
わ
れ
る
こ
と
は
珍
し
く
な
い
。

　
（
4 

）
韓
国
語
版
の
作
成
は
イ
・
フ
ァ
ジ
ン
（
李
和
珍
）
氏
が
研
究
員
と
し
て
在
籍
し
て
い
た
の
で
可
能
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

　
（
5 

）
國
學
院
大
學
博
物
館
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
類
は
英
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
、
中
国
語
、
韓
国
語
で
記
載
さ
れ
て
い
る
。

　
（
6 

）
ア
ル
ジ
ャ
ジ
ー
ラ
は
カ
タ
ー
ル
の
ド
ー
ハ
に
本
拠
を
置
い
て
ア
ラ
ビ
ア
語
で
世
界
に
情
報
を
発
信
し
て
い
る
。

　
（
7 

）
そ
の
後
の
や
り
と
り
で
シ
リ
ア
人
の
神
道
研
究
者
が
生
ま
れ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
の
だ
が
、
そ
れ
か
ら
の
間
も

な
く
の
シ
リ
ア
情
勢
が
そ
の
可
能
性
を
奪
っ
た
よ
う
で
あ
る
。


