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仏
教
に
見
る
共
生
の
思
想

　

│
そ
の
現
代
的
意
義
を
さ
ぐ
る

川
田
洋
一

　

〔
Ⅰ
〕〝
煩
悩
の
矢
〞を
抜
く

　
『
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
』
の
「
武
器
を
執
る
こ
と
」
の
章
に
、
次
の

よ
う
な
詩
句
が
、
釈
尊
の
言
葉
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

「
殺
そ
う
と
争
闘
す
る
人
々
を
見
よ
。
武
器
を
執
っ
て
打
と

う
と
し
た
こ
と
か
ら
恐
怖
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。
わ
た
く

し
が
ぞ
っ
と
し
て
そ
れ
を
厭
い
離
れ
た
そ
の
衝
撃
を
宣
べ

よ
う
」（
九
三
五
（
１
））

「
水
の
少
い
と
こ
ろ
に
い
る
魚
の
よ
う
に
、
人
々
が
慄
え
て

い
る
の
を
見
て
、
ま
た
人
々
が
相
互
に
抗
争
し
て
い
る
の

を
見
て
、
わ
た
く
し
に
恐
怖
が
起
っ
た
」（
九
三
六
（
２
））

　

釈
尊
の
生
き
た
時
代
の
イ
ン
ド
は
、
多
く
の
小
国
が
大
国
へ

と
、
次
第
に
併
合
さ
れ
て
い
く
変
動
期
で
、
戦
乱
が
た
え
ず
、

ま
た
人
々
の
間
で
も
論
争
や
紛
争
が
や
ま
な
い
歴
史
社
会
の
様

相
を
呈
し
て
い
た
。
事
実
、
釈
尊
の
晩
年
に
は
、
釈
迦
族
が
、

大
国
コ
ー
サ
ラ
に
よ
っ
て
滅
亡
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
時
代
状
況
の
な
か
で
、
ど
う
す
れ
ば
、
こ
の
地

球
上
に
平
和
と
共
生
の
世
界
を
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
る
の
か

│
釈
尊
の
出
家
、
成
道
へ
の
基
点
と
な
っ
た
深
層
体
験
の
一

つ
が
、
こ
こ
に「
衝
撃
」「
恐
怖
」と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。



131

「東洋学術研究」第49巻第１号

仏教に見る共生の思想

　

こ
の
よ
う
な
釈
尊
の
述
懐
は
、
イ
ン
ド
の
み
な
ら
ず
、
人
類

そ
の
も
の
が
生
存
の
危
機
に
直
面
し
て
い
る
二
十
一
世
紀
初
頭

の
今
日
に
お
い
て
は
、
一
段
と
真
実
味
を
お
び
て
迫
っ
て
く
る
。

　
「
水
の
少
い
と
こ
ろ
」
と
は
、
ま
さ
に
、「
有
限
な
る
地
球
」
の

切
実
な
自
覚
で
あ
る
。
地
球
の
資
源
も
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
も
、
自

然
生
態
系
も
、
今
日
で
は
、
人
類
の
果
て
し
な
い
貪
欲
と
エ
ゴ

イ
ズ
ム
に
よ
っ
て
、
枯
渇
し
、
汚
染
さ
れ
、
人
類
の
生
存
の
基

盤
そ
の
も
の
が
崩
壊
に
瀕
し
て
い
る
。
地
球
温
暖
化
、
砂
漠
の

拡
大
と
森
林
の
減
少
、
海
洋
の
汚
染
、
食
糧
の
不
足
、
生
物
種

の
激
減
な
ど
の「
地
球
的
問
題
群
」の
噴
出
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
釈
尊
の
時
代
と
同
じ
く
、
そ
れ
以

上
に
、
拡
大
す
る
貧
富
の
格
差
、
国
家
、
民
族
、
部
族
間
の
憎

悪
や
、
宗
教
、
文
化
間
の
偏
見
を
と
も
な
っ
て
、
戦
争
、
紛
争
、

テ
ロ
が
激
発
し
、世
界
的
規
模
で
、人
々
が「
殺
そ
う
と
争
闘
」し
、

「
相
互
に
抗
争
」し
て
い
る
。
今
日
で
は
、「
武
器
」も
、
核
兵
器
、

生
物
化
学
兵
器
や
ク
ラ
ス
タ
ー
爆
弾
に
象
徴
さ
れ
る
大
量
破
壊

兵
器
へ
と
巨
大
化
し
、
そ
の
殺
傷
能
力
は
、
全
人
類
の
滅
亡
を

も
引
き
起
こ
し
か
ね
な
い「
恐
怖
」と
化
し
て
い
る
。

　

今
日
、
人
類
は
、
地
球
生
態
系
と
と
も
に
直
面
し
て
い
る
生

存
の
危
機
を
、
ど
の
よ
う
に
し
て
超
克
し
、
平
和
と
持
続
的
開

発
の
世
界
を
築
き
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か

│
本
論
で
は
、

釈
尊
の
悟
達
へ
の
道
を
た
ど
る
と
こ
ろ
か
ら
、「
人
類
共
生
」
へ

の
方
途
を
思
想
的
に
さ
ぐ
っ
て
い
き
た
い
。

　

釈
尊
の
悟
達
は
、
禅
定
の
修
行
の
究
極
の
と
こ
ろ
で
開
示
さ

れ
て
い
る
。
禅
定
は
、
今
、
こ
こ
の
自
己
自
身
の
表
層
意
識
か

ら
深
層
意
識
へ
と
深
ま
っ
て
い
く
。
つ
ま
り
、
表
層
の
自
意
識

を
起
点
と
し
て
の「
内
な
る
宇
宙
」の
探
求
で
あ
る
。

　

表
層
か
ら
深
層
領
域
へ
と
深
ま
る
に
つ
れ
て
、
ま
ず
、
今
日

ま
で
の
自
身
の
過
去
の
体
験
が
照
明
さ
れ
て
く
る
。
さ
ら
に
、

そ
の
探
求
は
、
個
人
の
次
元
を
超
え
て
、
ト
ラ
ン
ス
パ
ー
ソ
ナ

ル（
超
個
）の
領
域
へ
と
入
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
即
ち
、
家
族
や

友
人
等
の
心
と
通
底
す
る
次
元
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
、
部
族
、

民
族
、
国
家
の
次
元
へ
と
入
っ
て
い
く
。
こ
の
領
域
に
は
、
部

族
や
民
族
の
深
層
意
識
が
融
合
し
、
今
日
に
お
い
て
は
、
多
く

の
国
民
国
家
へ
と
ま
と
ま
り
を
み
せ
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
地

球
上
の
人
類
そ
の
も
の
の
深
層
意
識
の
次
元
が
開
か
れ
て
お
り
、

自
然
生
態
系
の
基
盤
の
上
に
存
続
し
て
い
る
。

　

釈
尊
の
禅
定
は
、
こ
の
よ
う
な
人
類
意
識
の
深
部
に
ま
で
深



132

ま
っ
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
そ
の
様
相
は
、『
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
』

に
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

「
世
界
は
ど
こ
も
堅
実
で
は
な
い
。
ど
の
方
角
で
も
す
べ
て

動
揺
し
て
い
る
。
わ
た
く
し
は
自
分
の
よ
る
べ
き
住
所
を

求
め
た
の
で
あ
る
が
、
す
で
に
（
死
や
苦
し
み
な
ど
に
）
と
り

つ
か
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
を
見
つ
け
な
か
っ
た
」（
九
三
七
（
３
））

「（
生
き
と
し
生
け
る
も
の
は
）
終
極
に
お
い
て
は
違
逆
に
会
う

の
を
見
て
、
わ
た
く
し
は
不
快
に
な
っ
た
」（
九
三
八　

前
半

句（４
））

　

釈
尊
は
、
争
い
や
生
死
や
病
の
苦
し
み
の
な
い
安
住
で
き
る

世
界
を
求
め
た
が
、
そ
の
よ
う
な
平
和
の
世
界
は
ど
こ
に
も
見

出
し
え
な
か
っ
た
。
一
体
、
何
が
、
人
々
を
衝
突
さ
せ
、
闘
争

と
戦
乱
に
駆
り
立
て
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

そ
の
瞬
間
、
釈
尊
は
、
す
べ
て
の
人
々
の
深
層
領
域
に
、〝
煩

悩
の
矢
〞が
突
き
刺
さ
っ
て
い
る
の
を
、
洞
察
し
て
い
る
。

「
ま
た
わ
た
く
し
は
そ
の（
生
け
る
も
の
ど
も
の
）心
の
中
に
見

が
た
き
煩
悩
の
矢
が
潜
ん
で
い
る
の
を
見
た
」（
九
三
八　

後
半
句
（
５
））

「
こ
の
（
煩
悩
の
）
矢
に
貫
か
れ
た
者
は
、
あ
ら
ゆ
る
方
角
を

か
け
め
ぐ
る
。
こ
の
矢
を
引
き
抜
い
た
な
ら
ば
、（
あ
ち
こ

ち
を
）
駆
け
め
ぐ
る
こ
と
も
な
く
、
沈
む
こ
と
も
な
い
」（
九

三
九
（
６
））

　

こ
の
、
あ
ら
ゆ
る
人
々
の
深
層
意
識
に
突
き
刺
さ
っ
た
〝
煩
悩

の
矢
（
一
本
の
矢
）〞
に
つ
い
て
、
池
田
Ｓ
Ｇ
Ｉ
会
長
は
、
ハ
ー
バ

ー
ド
大
学
で
の
講
演
の
な
か
で
、
そ
れ
は〝
差
異
へ
の
こ
だ
わ
り
〞

で
あ
る
と
の
見
解
を
示
し
て
い
る
。

　
「
釈
尊
の
言
葉
に
『
私
は
人
の
心
に
見
が
た
き
一
本
の
矢
が
刺

さ
っ
て
い
る
の
を
見
た
』と
あ
り
ま
す
。『
一
本
の
矢
』と
は
、
一

言
に
し
て
い
え
ば
〝
差
異
へ
の
こ
だ
わ
り
〞
と
い
っ
て
よ
い
で
し

ょ
う
。
当
時
の
イ
ン
ド
は
、
大
い
な
る
変
革
期
で
、
悲
惨
な
戦

乱
が
相
次
い
で
い
ま
し
た
。
釈
尊
の
透
徹
し
た
眼
は
、
そ
の
争

乱
の
根
底
に
、
何
よ
り
も
部
族
や
国
家
な
ど
の
差
異
へ
の
こ
だ

わ
り
を
見
出
し
て
い
た
は
ず
で
あ
り
ま
す
　
（
７
）」

　
〝
差
異
へ
の
こ
だ
わ
り
〞
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
煩
悩
の
中
心
に
あ

る
我
執
、〝
無
明
〞の
現
代
的
表
現
で
あ
る
。
人
々
は
、表
層
の「
小

我
」
に
執
着
し
、
他
を
差
別
し
、
貪
欲
、
瞋
り
、
怨
念
、
不
信
な

ど
の
煩
悩
を
発
動
し
て
い
る
。
で
は
、
人
々
は
、
何
故
、「
小
我
」

に
執
着
す
る
の
か

│
仏
教
で
は
、
そ
こ
に
「
無
明
」
を
見
出
し
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て
い
る
。「
無
明
」
と
は
宇
宙
の
実
相
、
宇
宙
そ
の
も
の
に
律
動

す
る
根
源
的
な
法（
ダ
ル
マ
）へ
の
無
知
を
さ
し
て
い
る
。

　

池
田
Ｓ
Ｇ
Ｉ
会
長
は
、「
一
本
の
矢
」
に
根
源
的
な
人
間
悪
を

見
出
し
、
そ
の
克
服
か
ら
、
平
和
共
生
社
会
へ
の
方
途
を
示
し

て
い
る
。

　
「『
民
族
』
で
あ
れ
、『
階
級
』
で
あ
れ
、
克
服
さ
れ
る
べ
き
悪
、

即
ち
『
一
本
の
矢
』
は
、
外
部
と
い
う
よ
り
、
ま
ず
自
分
の
内
部

に
あ
る
。
ゆ
え
に
、
人
間
へ
の
差
別
意
識
、
差
異
へ
の
こ
だ
わ

り
を
克
服
す
る
こ
と
こ
そ
、
平
和
と
普
遍
的
人
権
の
創
出
へ
の

第
一
義
で
あ
り
、
開
か
れ
た
対
話
を
可
能
な
ら
し
む
る
黄
金
律

な
の
で
あ
り
ま
す
　
（
８
）」

　

で
は
、
釈
尊
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
、
我
執
、
無
明
を
打
破
り
、

〝
差
異
へ
の
こ
だ
わ
り
〞
を
克
服
し
た
の
か
。
つ
ま
り
、
ど
の
よ

う
に
し
て〝
煩
悩
の
矢
〞を
引
き
抜
き
え
た
の
か
。

　

釈
尊
の
禅
定
は
、
さ
ら
に
深
ま
り
、
人
類
総
体
の
深
層
意
識

か
ら
、
地
球
と
い
う
惑
星
、
恒
星
の
生
死
流
転
の
次
元
を
も
突

破
し
て
、
宇
宙
そ
れ
自
体

│
宇
宙
生
命
と
一
体
と
な
る
禅
定

の
最
深
部
、
究
極
の
と
こ
ろ
ま
で
深
ま
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
つ
い
で
、
宇
宙
生
命
そ
れ
自
体
を
貫
く
「
永
遠
な
る
も

の
」、「
根
源
的
法（
ダ
ル
マ
）」を
自
己
自
身
の
内
奥
に
覚
知
し
た
。

そ
の
瞬
間
、
無
明
を
断
破
し
た
、「
涅
槃
」
の
境
地
が
開
示
さ
れ

た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
よ
る
べ
き
住
所
」
を
見
出
し
た
の
で

あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
釈
尊
の
悟
達
の
瞬
間
を
、
荒
牧
典
俊
氏
は
、
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
「
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
は
、
禅
定
を
修
行
し
て
表
層
か
ら
深
層

へ
『
小
さ
い
自
分
』
を
ど
ん
ど
ん
捨
て
て
定
住
し
て
い
き
、
い
よ

い
よ
捨
て
き
っ
て
し
ま
っ
た
と
き
、
一
瞬
一
瞬
の
い
ま
こ
こ
で

『
永
遠
の
生
命
』
を
生
き
る
新
し
い
根
本
転
回
す
る
こ
と
を
発
見

し
た
の
で
あ
る
。（
中
略
）。
こ
の
よ
う
に『
小
さ
い
自
分
』を
放
捨

し
き
っ
て
『
無
我
』
に
な
り
き
っ
た
と
き
、
過
去
・
未
来
・
現
在

の
自
分
の
存
在
か
ら
自
由
に
な
っ
て
、
い
ま
こ
こ
の
一
瞬
一
瞬

に
『
永
遠
の
生
命
』
に
生
き
る
新
し
い
存
在
へ
根
本
転
回
す
る
道

を
発
見
し
た
の
で
し
た
　
（
９
）」

　

荒
牧
氏
は
、
こ
の「
永
遠
の
生
命
」を「
永
遠
の
共
同
体
真
理
（
10
）」

と
も
名
づ
け
て
い
る
。

　

宇
宙
根
源
法（
ダ
ル
マ
）
│
永
遠
な
る
共
同
体
真
理
を
覚
知
し

た
釈
尊
は
、
こ
の
法
を
体
現
し
つ
つ
、
八
十
歳
の
入
滅
に
至
る
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ま
で
、
東
イ
ン
ド
の
各
地
を
歩
き
に
歩
き
、
衆
生
救
済
の
慈
悲

行
に
生
き
抜
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
仏
教
は

「
法
」に
も
と
づ
く「
智
慧
の
宗
教
」で
あ
り
、
同
時
に
、
そ
の「
智

慧
」は「
慈
悲
」と
な
っ
て
発
現
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

釈
尊
は
、
入
滅
に
あ
た
り
、
次
の
よ
う
な
指
針
の
言
葉
を
残

し
て
い
る
。
こ
の
言
葉
は
、悲
し
む
弟
子
を
代
表
し
て
、阿
難
が
、

釈
尊
に
、
仏
が
入
滅
し
て
し
ま
っ
た
な
ら
ば
、
自
分
た
ち
は
、

何
を
導
き
手
と
し
、
依
所
と
し
て
生
き
て
い
け
ば
良
い
の
か
と

い
う
質
問
へ
の
応
答
と
さ
れ
て
い
る
。『
大
パ
リ
ニ
ッ
バ
ー
ナ
経
』

に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

「
こ
の
世
で
自
ら
を
島
と
し
、
自
ら
を
た
よ
り
と
し
て
、
他

人
を
た
よ
り
と
せ
ず
、
法
を
島
と
し
、
法
を
よ
り
ど
こ
ろ

と
し
て
、
他
の
も
の
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
せ
ず
に
あ
れ
（
11
）」

　

仏
教
者
の
間
で「
自
島
・
法
島
」と
し
て
伝
わ
る
言
葉
で
あ
る
。

こ
こ
に
示
さ
れ
た「
自
己
」と
は「
法
」と
一
体
と
な
っ
た「
自
己
」

で
あ
り
、
釈
尊
が
否
定
し
、
乗
り
こ
え
て
い
っ
た
「
小
我
」
で
は

な
い
。
つ
ま
り
「
自
分
の
主
」
と
な
る
よ
う
な
「
自
己
」
で
あ
り
、

そ
の「
自
己
」は「
法
」
│
宇
宙
根
源
な
る
永
遠
の
生
命
と
融
合

し
、
そ
こ
か
ら
顕
在
化
す
る「
自
己
」で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な「
自

己
」こ
そ
が
、
煩
悩
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
、「
小
我
」の
執
着
を
打

破
り
、
涅
槃
の
境
地
を
開
き
、
衆
生
救
済
へ
と
お
も
む
く
理
想

的
人
格
を
つ
く
り
あ
げ
る
。
こ
の
よ
う
な
真
実
の
「
自
己
」
を
、

否
定
さ
れ
る
べ
き「
小
我
」と
の
対
比
の
上
で「
大
我
」と
呼
ぶ
こ

と
も
で
き
よ
う
。
真
実
の
「
自
己
」
の
確
立
を
、
釈
尊
は
、
さ
ま

ざ
ま
な
角
度
か
ら
説
い
て
い
る
。

「
自
己
こ
そ
自
分
の
主
で
あ
る
。
他
人
が
ど
う
し
て（
自
分
の
）

主
で
あ
ろ
う
か
？　

自
己
を
よ
く
と
と
の
え
た
な
ら
ば
、

得
難
き
主
を
得
る
」（『
ダ
ン
マ
パ
ダ
』一
六
〇
（
12
））

「
戦
場
に
お
い
て
百
万
人
の
敵
に
勝
つ
と
も
、
唯
だ
一
つ
の

自
己
に
克
つ
者
こ
そ
、
実
に
不
敗
の
勝
利
者
で
あ
る
」（『
ウ

ダ
ー
ナ
ヴ
ァ
ル
ガ
』三
（
13
））

「
こ
の
世
で
は
自
己
こ
そ
自
分
の
主
で
あ
る
。
他
人
が
ど
う

し
て（
自
分
の
）主
で
あ
ろ
う
か
？　

賢
者
は
、
自
分
の
身
を

よ
く
と
と
の
え
て
、
明
ら
か
な
智
慧
を
獲
得
す
る
」（『
ウ
ダ

ー
ナ
ヴ
ァ
ル
ガ
』二
〇
（
14
））

　

あ
ら
ゆ
る
次
元
の
煩
悩
を
打
破
り
、「
小
我
」
を
否
定
し
つ
く

し
て
の
「
無
我
」
の
究
極
に
顕
在
化
す
る
宇
宙
生
命
そ
の
も
の
と

融
合
し
、
一
体
化
し
た「
自
己
」自
身
、
即
ち「
大
我
」へ
と
根
本
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転
回
し
た
「
自
己
」
の
奥
底
か
ら
顕
在
化
す
る
永
遠
な
る
法
に
も

と
づ
く「
明
ら
か
な
智
慧
」
│
民
衆
救
済
の「
智
慧
」こ
そ
、
仏

教
の
説
く「
縁
起
の
智
慧
」で
あ
る
。「
縁
起
」と
し
て
の
智
慧
が
、

す
べ
て
の
人
々
、生
き
と
し
生
け
る
も
の
を
結
び
あ
い
、こ
こ
に
、

仏
教
の
理
想
と
す
る
「
共
生
社
会
」
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の

で
あ
る
。

　

〔
Ⅱ
〕縁
起
と
し
て
の
共
生

　
「
共
生
」
思
想
が
、
二
十
一
世
紀
の
キ
ー
・
コ
ン
セ
プ
ト
と
し

て
浮
上
し
て
い
る
。
二
十
世
紀
後
半
か
ら
の
、
経
済
・
金
融
と
、

情
報
・
通
信
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
否
、
そ
れ

故
に
こ
そ
、
一
層
、
人
類
と
自
然
生
態
系
、
人
類
社
会
の
あ
ら

ゆ
る
次
元

│
家
族
か
ら
部
族
、民
族
、国
家
、文
化
、宗
教

│
、

さ
ら
に
は
、
人
間
の
身
体
と
心
の
間
に
憎
悪
と
偏
見
の
〝
煩
悩
の

矢
〞が「
分
断
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
」と
な
っ
て
吹
き
荒
れ
る
に
至
っ
て

い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
存
在
は
、
全
体
的
調
和
を
失
い
、
孤
立
の

な
か
で
、
存
続
の
危
機
に
瀕
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
人
類
的
境
位
の
な
か
で
、「
共
生
」
の
思
想
が
、

急
速
に
人
々
の
希
求
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
感
が
あ
る
。

　

だ
が
、
こ
の
「
共
生
」
の
概
念
は
、
も
と
も
と
生
態
学
的
概
念

で
あ
る
。
そ
れ
が
、
今
日
で
は
、
社
会
的
領
域
で
も
用
い
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　

井
上
達
夫
氏
は
、「
共
生
」
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。

　
「
こ
の
言
葉
は
生
態
学
で
は
寄
生
の
対
概
念
と
し
て
用
い
ら
れ

る
が
、
現
代
日
本
の
思
想
界
で
は
、『
人
間
と
自
然
の
共
生
』、『
多

民
族
・
多
文
化
の
共
生
』、『
障
害
者
と
の
共
生
』、『
男
女
の
共
生
』

な
ど
種
々
様
々
な
文
脈
で
使
わ
れ
て
い
る
」「
現
代
的
意
味
で
の

共
生
は
、
自
他
が
融
合
す
る
『
共
同
体
』
へ
の
回
帰
願
望
で
は
な

く
、
他
者
た
る
存
在
と
の
対
立
緊
張
を
引
き
受
け
つ
つ
、
そ
こ

か
ら
豊
か
な
関
係
性
を
創
出
し
よ
う
と
す
る
営
為
で
あ
る
」「
共

生
は
異
な
る
も
の
の
共
生
で
あ
り
、
差
異
へ
の
権
利
と
対
象
者

と
し
て
の
承
認
要
求
を
統
合
す
る
企
て
で
あ
っ
て
、
被
差
別
者

の『
同
化
』と
は
根
本
的
に
異
な
る
（
15
）」

　

現
代
の
「
共
生
」
論
の
核
心
は
、
こ
こ
に
も
述
べ
ら
れ
て
い
る

よ
う
に
、
自
他
融
合
の
「
共
同
体
」
へ
の
回
帰
、「
同
一
化
」
で
は

な
く
、
相
互
に
自
立
し
た
異
質
で
多
様
な
他
者
の
尊
重
で
あ
り
、

と
も
に
、
豊
か
な
関
係
性
を
創
出
し
よ
う
と
す
る
営
為
に
あ
る
。
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で
は
、
仏
教
思
想
の
側
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
現
在
の
「
共
生
」

論
を
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

前
田
惠
学
氏
は
、仏
教
的
共
生
論
の
思
想
的
基
盤
と
し
て
、「
縁

起
」
の
思
想
を
指
摘
し
て
い
る
。
前
田
氏
は
、
仏
教
に
お
い
て
の

「
共
生
」は
、
近
代
に
お
け
る
椎
尾
辨
匡
氏
の
造
語
（
16
）で

あ
る
と
述
べ

た
後
、
次
の
よ
う
に
、「
縁
起
」と
の
関
係
を
述
べ
て
い
る
。

　
「
か
つ
ま
た
椎
尾
は
、
共
生
の
理
論
的
根
拠
を
、
仏
教
の
根
本

思
想
の
『
縁
起
』
に
求
め
て
い
る
。
縁
起
と
は
、
縁
っ
て
起
こ
る

こ
と
、
こ
の
世
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
関
係
し
あ
っ
て
、
現
象
世

界
を
生
起
せ
し
め
て
い
る
こ
と
を
云
う
」「
か
く
し
て
縁
起
の
思

想
は
、
そ
の
ま
ま『
空
』と
か『
中
』と
か
仏
教
の
根
本
思
想
に
つ

な
が
る
。
こ
の
よ
う
な
人
間
の
英
知
が
般
若
の
智
慧
で
あ
り
、

般
若
の
智
慧
を
持
つ
こ
と
が
悟
り
で
あ
る
。
こ
う
し
た
真
理
認

識
の
上
に
立
っ
て
、
現
実
界
を
眺
め
る
時
、
眼
前
に
展
開
す
る

人
間
や
自
然
と
の
関
わ
り
方
に
も
新
し
い
眼
が
開
か
れ
る
（
17
）」

　

浅
井
成
海
氏
も
、
仏
教
思
想
の
立
場
か
ら
、「
共
生
」
の
思
想

の
基
盤
に「
縁
起
」の
思
想
を
置
い
て
い
る
。

　
「
仏
教
で
共
生
の
思
想
が
語
ら
れ
る
基
本
は
縁
起
の
理
法
に
あ

る
。
あ
ら
ゆ
る
存
在
の
相
依
、
相
関
の
関
わ
り
を
論
ず
る
の
で

あ
る
が
、
各
分
野
で
説
か
れ
る
共
生
思
想
の
基
底
を
な
す
と
い

え
よ
う
。
植
物
の
生
態
の
体
系
や
、自
然
と
人
間
の
関
係
、国
家
、

民
族
間
の
関
係
な
ど
の
基
本
に
仏
教
の
縁
起
の
理
法
を
み
る
こ

と
が
で
き
よ
う
（
18
）」

　

縁
起
の
思
想
は
、
原
始
仏
教
か
ら
大
乗
仏
教
に
至
る
ま
で
、

す
べ
て
の
仏
教
の
中
心
思
想
で
あ
る
。
縁
起
の
思
想
は
、
仏
教

各
派
の
な
か
で
、
業
感
縁
起
論
、
阿
頼
耶
識
縁
起
論
、
如
来
蔵

縁
起
論
、
中
国
で
は
華
厳
宗
の
重
々
無
尽
の
法
界
縁
起
論
、
真

言
宗
の
六
大
縁
起
論
と
し
て
展
開
し
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
天

台
宗
の
諸
法
実
相
論
（
一
念
三
千
論
）
も
、
縁
起
論
の
展
開
の
あ
り

方
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
前
田
惠
学
氏
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
縁
起
と

は
「
縁
り
て
起
こ
る
こ
と
」
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
の
相
依
相

関
性
を
さ
し
て
い
る
。

　

そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
「
縁
起
」
の
基
本
的
概
念
か
ら
、
現

代
的
共
生
論
と
の
対
応
を
通
し
て
、
ど
の
よ
う
な
共
生
の
智
慧

が
創
り
だ
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
わ
ば
「
縁
起
と
し
て
の
共

生
論
」の
特
質
を
考
え
て
み
た
い
の
で
あ
る
。

　

縁
起
的
共
生
論
に
は
、
次
の
よ
う
な
五
つ
の
特
質
が
そ
な
わ



137

「東洋学術研究」第49巻第１号

仏教に見る共生の思想

っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

　

第
一
に
、
す
べ
て
の
存
在
は
、
お
互
い
に
依
存
し
あ
い
、
関

連
し
あ
っ
て
、つ
な
が
っ
て
い
る
。
自
己
自
身
は
、時
間
的
に
も
、

空
間
的
に
も
他
者
と
つ
な
が
り
、
全
体
と
し
て
の
調
和
を
織
り

成
し
て
い
る
。
一
人
と
し
て
、
他
者
と
断
絶
し
た
存
在
は
な
い
。

ま
し
て
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
進
む
今
日
に
お
い
て
は
、
人
類
は

一
体
と
な
っ
て
人
類
的
生
命
を
形
成
し
、
地
球
生
態
系
と
と
も

に
、
全
体
と
し
て
の
リ
ズ
ム
を
織
り
成
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う

な
全
体
的
調
和
を
分
断
し
、
破
壊
す
る
権
利
は
誰
人
に
も
な
い
。

そ
れ
故
に
、
人
類
は
、
全
体
と
し
て
お
互
い
に
資
け
あ
っ
て
自

己
か
ら
他
者
へ
の
調
和
の
き
ず
な
を
広
げ
て
い
く
べ
き
で
あ
る
。

　

ま
た
、
華
厳
哲
学
の
な
か
で
の「
重
々
無
尽
縁
起
」を
説
く「
因

陀
羅
網
（
19
）」と

い
う
た
と
え
が
あ
る
。

　

こ
の
イ
ン
ド
ラ
の
網
は
、
一
つ
一
つ
の
結
び
目
に
宝
珠
が
あ

っ
て
、
そ
れ
ら
の
宝
珠
は
互
い
に
映
り
あ
い
、
更
に
映
じ
た
宝

珠
が
ま
た
映
じ
あ
っ
て
、
重
々
無
尽
に
映
り
あ
う
の
で
あ
る
。

一
切
の
現
象
が
、
お
互
い
に
縁
と
な
っ
て
、
生
起
し
、
資
け
あ

っ
て
栄
え
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

こ
の
た
と
え
の
、
各
宝
珠
を
、
一
人
の
人
間
、
ま
た
、
民
族
、

国
家
、
文
化
、
宗
教
、
自
然
界
を
さ
す
と
考
え
る
こ
と
も
で
き

よ
う
。
こ
の
世
界
は
、
一
人
の
人
間
か
ら
、
社
会
の
あ
ら
ゆ
る

段
階
、
人
類
、
自
然
界
に
い
た
る
す
べ
て
の
レ
ベ
ル
で
、
お
互

い
に
照
ら
し
あ
い
、
資
け
あ
っ
て
、
全
体
的
な
調
和
、
発
展
の

リ
ズ
ム
を
織
り
成
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

第
二
に
、
相
互
に
密
接
な
つ
な
が
り
を
な
す
、
そ
れ
ぞ
れ
の

存
在
は
、
す
べ
て
、
多
様
な
個
性
を
発
揮
し
つ
つ
、
生
を
享
受

し
ゆ
く
〝
か
け
が
え
の
な
い
〞
独
自
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味

に
お
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
は
平
等
で
あ
る
。

　
『
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
』
に
は
、
人
間
の
平
等
を
次
の
よ
う
に
説

い
て
い
る
。

「
身
を
禀
け
た
生
き
も
の
の
間
で
は
そ
れ
ぞ
れ
区
別
が
あ
る

が
、
人
間
の
あ
い
だ
で
は
こ
の
区
別
は
存
在
し
な
い
。
人

間
の
あ
い
だ
で
区
別
表
示
が
説
か
れ
る
の
は
、
た
だ
名
称

に
よ
る
の
み
」（
六
一
一
（
20
））

「
生
れ
に
よ
っ
て〈
バ
ラ
モ
ン
〉と
な
る
の
で
は
な
い
。
生
れ

に
よ
っ
て〈
バ
ラ
モ
ン
な
ら
ざ
る
者
〉と
な
る
の
で
も
な
い
。

行
為
に
よ
っ
て
〈
バ
ラ
モ
ン
〉
な
の
で
あ
る
。
行
為
に
よ
っ

て〈
バ
ラ
モ
ン
な
ら
ざ
る
者
〉な
の
で
あ
る
」（
六
五
〇
（
21
））
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「
賢
者
は
こ
の
よ
う
に
こ
の
行
為
を
、
あ
る
が
ま
ま
に
見
る
。

か
れ
ら
は
縁
起
を
見
る
者
で
あ
り
、
行
為（
業
）と
そ
の
報
い

と
を
熟
知
し
て
い
る
」（
六
五
三
（
22
））

　

釈
尊
は
、
当
時
の
イ
ン
ド
の
カ
ー
ス
ト
制
を
否
定
し
、
生
ま

れ
に
関
係
な
く
す
べ
て
の
人
々
の
平
等
を
主
張
し
た
。
血
統
、

部
族
、
職
業
、
性
の
違
い
、
文
化
、
宗
教
等
に
ま
つ
わ
る
〝
差
異

へ
の
こ
だ
わ
り
〞
の
煩
悩
を
打
破
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の

う
え
で
、
釈
尊
は
、
す
べ
て
の
人
間
の
行
為
（
業
）、
即
ち
生
き

方
を
問
う
た
の
で
あ
る
。

　
『
法
華
経
』
の
不
軽
品
に
登
場
す
る
不
軽
菩
薩
は
、
釈
尊
の
過

去
世
の
修
行
の
姿
で
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
こ
の
菩
薩
の
修
行
は
、

す
べ
て
の
人
々
に
対
し
て
、「
我
れ
は
深
く
汝
等
を
敬
い
、
敢
て

軽
慢
せ
ず
（
23
）」

と
い
っ
て
礼
拝
し
つ
づ
け
た
と
い
う
。
多
様
に
し
て

異
質
な
他
者
、
自
分
に
悪
口
や
暴
力
で
も
っ
て
迫
害
を
加
え
る

者
に
対
し
て
も
、礼
拝
行
を
つ
づ
け
た
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、

す
べ
て
の
人
の
な
か
に
あ
る
「
仏
性
」
と
い
う
尊
厳
な
る
生
命
の

発
現
へ
の
確
信
で
あ
っ
た
。

　
「
仏
性
」
は
、
人
間
の
な
か
に
内
包
さ
れ
て
い
る
、
あ
ら
ゆ
る

善
心

│
非
暴
力
、
慈
悲
、
勇
気
、
希
望
、
信
、
智
慧

│
の

源
泉
で
あ
り
、
宇
宙
生
命
そ
の
も
の
に
基
盤
を
お
い
て
い
る
。

い
か
な
る
人
も
、
生
物
学
的
、
社
会
的
差
異
に
か
か
わ
ら
ず
、

す
べ
て
平
等
な
る
存
在
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
善
心
を
内
包
し
て

い
る
。
そ
の
顕
現
の
仕
方
や
種
類
は
、
各
個
人
に
お
い
て
相
異

が
あ
ろ
う
と
も
、
善
心
の
顕
在
化
は
、
個
性
を
輝
か
せ
、
才
能

等
の
可
能
性
を
触
発
し
、
人
格
を
豊
か
に
形
成
し
て
い
く
の
で

あ
る
。

　

す
べ
て
の
人
は
、
多
様
で
あ
り
、
異
質
で
あ
り
、
か
け
が
え

の
な
い
存
在
で
あ
る
。
異
質
で
あ
る
ゆ
え
に
こ
そ
、
お
互
い
に

学
び
あ
え
る
豊
か
な
可
能
性
を
内
包
し
て
い
る
。
そ
の
異
質
な

人
の
な
か
に
、
善
心
、
善
性
を
見
出
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
の

ま
ま
に
特
性
を
学
び
あ
い
、
相
互
に
尊
敬
し
あ
う
の
で
あ
る
。

　

不
軽
菩
薩
は
、
そ
の
時
、
憎
悪
や
偏
見
が
支
配
し
、
暴
力
性

が
表
面
化
し
て
い
る
他
者
の
な
か
に
も
、「
仏
性
」
か
ら
顕
在
化

す
る
善
心
を
見
出
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
他
者
を

そ
の
ま
ま
に
尊
敬
し
た
の
で
あ
る
。
仏
教
の
縁
起
の
智
慧
は
、

自
己
と
対
立
す
る
他
者
に
対
し
て
も
、
個
性
、
人
格
を
あ
り
の

ま
ま
に
認
め
、
尊
敬
し
あ
い
、
生
命
内
面
か
ら
の
善
心
の
顕
在

化
を
促
す
の
で
あ
る
。
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さ
ら
に
、
個
人
の
み
な
ら
ず
、
す
べ
て
の
部
族
、
民
族
、
国
家
、

文
化
、
宗
教
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
性
、
個
性
を
持
っ
て
い
る
。

た
と
え
、
現
在
、
憎
悪
や
暴
力
性
が
表
面
化
し
て
い
る
社
会
集

団
に
あ
っ
て
も
、
そ
の
内
面
に
は
、
善
心
に
彩
ら
れ
た
偉
大
に

し
て
多
様
な
特
性
、
可
能
性
が
内
包
さ
れ
て
い
る
。
相
互
の
尊

敬
の
心
が
、
と
も
に
、
そ
れ
ら
の
可
能
性
を
触
発
し
あ
う
の
で

あ
る
。

　

第
三
に
、
人
類
を
は
じ
め
と
す
る
生
き
と
し
生
け
る
も
の
は
、

大
宇
宙
の
壮
大
な
営
み

│
縁
起
の
網

│
に
支
え
ら
れ
、
生

か
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

現
在
の
自
己
の
存
在
は
、
時
間
的
に
は
、
百
数
十
億
年
に
及

ぶ
物
質
進
化
、
化
学
進
化
、
生
物
進
化
、
そ
し
て
、
五
百
万
年

と
も
い
わ
れ
る
人
類
進
化
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
、
空
間
的
に

は
、
大
宇
宙
を
流
転
す
る
地
球
生
態
系
並
び
に
全
世
界
の
人
々

に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
。
大
宇
宙
か
ら
の
恵
み
が
、『
法
華

経
』の
薬
草
喩
品
に
は
、
草
木
の
た
と
え
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
。

「
迦
葉
よ
。
譬
え
ば
三
千
大
千
世
界
の
山
川
・
谿
谷
・
土
地

に
生
ず
る
所
の
卉き

木も
く

・
叢
林
、
及
び
諸
の
薬
草
の
如
し
。

種
類
は
若
干
に
し
て
、
名
色
は
各
お
の
異
な
り
。
密
雲
は

弥あ
ま
ねく
布し

き
、
遍
く
三
千
大
千
世
界
を
覆
い
、
一
時
に
等
し

く
澍そ
そ

ぐ
。
…
…
一
雲
の
雨あ
め
ふ
ら
す
所
な
る
も
、
基
の
種
性
に

称か
な

い
て
、
生
長
す
る
こ
と
を
得
、
草
菓
は
敷ひ
ら

き
実
る
。

　

一
地
の
生
ず
る
所
、
一
雨
の
潤
す
所
な
り
と
雖
も
、
諸

の
草
木
に
各
お
の
差
別
有
り
（
24
）」

　

こ
の
世
界
の
草
木
は
多
種
多
様
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
性
、

個
性
を
も
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
雨
が
降
り
そ
そ
ぎ
、
大
地
の
栄

養
を
吸
収
し
て
、
草
木
が
栄
え
て
い
く
。
天
と
地
の
恵
み
を
う

け
て
繁
茂
し
て
い
く
の
で
あ
る

　

日
蓮
は
、
こ
の『
法
華
経
』の
法
理
を「
桜
梅
桃
李
（
25
）」と

表
現
し

て
い
る
。
大
宇
宙
か
ら
の
慈
悲
の
恵
み
を
う
け
て
、
桜
は
桜
と

し
て
の
個
性
、
特
質
を
発
現
し
て
い
く
。
同
じ
く
、
梅
等
の
他

の
植
物
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
多
様
な
る
特
質
を
あ
ら
わ
し
て
い
く

の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
大
宇
宙
の
恵
み
を
う
け
て
の
、
こ
の
よ
う
な
草
木
の

あ
り
方
を
、
日
蓮
は
「
自
体
顕
照
（
26
）」

と
表
現
し
て
い
る
。
草
木
の

た
と
え
は
、
多
種
多
様
な
個
性
を
も
つ
個
人
か
ら
、
さ
ま
ざ
ま

な
社
会
集
団
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
す
べ
て
の
現
象
界
の
存
在

は
、
大
宇
宙
の
慈
悲
の
営
為
に
支
え
ら
れ
、
縁
起
の
網
の
目
を
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形
成
し
な
が
ら
、
壮
大
な
る
調
和
の
シ
ン
フ
ォ
ニ
ー
を
奏
で
て

い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
宇
宙
進
化
の
な
か
の
自
己
自
身
を
深
く
自
覚
す

る
時
、
自
己
を
支
え
、
生
か
す
も
の
へ
の
感
謝
の
念
が
生
じ
て

く
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
、
他
者
の
支
え
に
対
す
る
知
恩
、

報
恩
へ
と
向
う
の
で
あ
る
。
仏
教
で
説
く
、
恩
の
な
か
の
代
表

的
な
も
の
と
し
て
、『
心
地
観
経
』の
四
恩
（
27
）が

あ
る
が
、こ
こ
に「
一

切
衆
生
の
恩
」
が
説
か
れ
て
い
る
。
自
己
を
支
え
ゆ
く
一
切
の
他

者
へ
の
知
恩
、
報
恩
で
あ
る
。
大
宇
宙
の
恵
み
へ
の
感
謝
は
、

具
体
的
に
は
、
縁
起
の
網
を
通
し
て
自
己
を
支
え
る
一
切
衆
生

の
恩
を
知
り
、
他
者
に
つ
く
そ
う
と
す
る
報
恩
と
な
っ
て
あ
ら

わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

第
四
に
、縁
起
の
智
慧
に
よ
っ
て
養
わ
れ
る
相
互
尊
敬
、感
謝
、

報
恩
な
ど
の
善
心
は
、
非
暴
力
、
慈
悲
の
活
動
と
な
っ
て
、
他

者
へ
及
ん
で
い
く
。
慈
悲
は
、
他
者
の
苦
し
み
、
悩
み
に
共
感
・

同
苦
し
、
と
も
に
幸
福
を
め
ざ
す
行
為
で
あ
り
、
そ
の
慈
悲
の

働
き
は
、
非
暴
力
の
生
き
方
と
し
て
貫
か
れ
る
の
で
あ
る
。

　
『
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
』
の
慈
し
み
の
章
に
は
、
次
の
よ
う
に
記

さ
れ
て
い
る
。

「
目
に
見
え
る
も
の
で
も
、
見
え
な
い
も
の
で
も
、
遠
く
に

住
む
も
の
で
も
、
近
く
に
住
む
も
の
で
も
、
す
で
に
生
ま

れ
た
も
の
で
も
、
こ
れ
か
ら
生
ま
れ
よ
う
と
欲
す
る
も
の

で
も
、
一
切
の
生
き
と
し
生
け
る
も
の
は
、
幸
せ
で
あ
れ
」

（
一
四
七
（
28
））

「
ま
た
全
世
界
に
対
し
て
無
量
の
慈
し
み
の
意
を
起
す
べ

し
。
上
に
、
下
に
、
ま
た
横
に
、
障
害
な
く
怨
み
な
く
敵

意
な
き（
慈
し
み
を
行
う
べ
し
）」（
一
五
〇
（
29
））

　

こ
こ
に
は
、
時
間
的
、
空
間
的
な
縁
起
の
視
点
に
立
っ
た
慈

悲
の
あ
り
方
が
示
さ
れ
て
い
る
。
無
量
の
慈
し
み
の
心
は
、
空

間
的
に
自
己
の
視
野
に
入
っ
て
い
な
い
人
々
に
も
及
び
、
全
世

界
を
包
括
し
う
る
。
同
時
に
、
時
間
的
に
は
、
無
限
の
過
去
か

ら
の
縁
起
の
連
鎖
を
引
き
受
け
つ
つ
、
未
来
の
人
類
の
幸
福
を

も
視
野
に
お
さ
め
て
い
る
。
こ
う
し
て
慈
悲
心
は
、
世
代
内
倫

理
と
世
代
間
倫
理
を
形
成
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

仏
教
的
倫
理
の
主
軸
は
、
不
殺
生
戒
、
即
ち
非
暴
力
の
実
践

で
あ
る
。

　
『
ダ
ン
マ
パ
ダ
』
暴
力
の
章
に
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い

る
。
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「
す
べ
て
の
者
は
暴
力
に
お
び
え
、
す
べ
て
の
者
は
死
を
お

そ
れ
る
。
己
が
身
を
ひ
き
く
ら
べ
て
、
殺
し
て
は
な
ら
ぬ
。

殺
さ
し
め
て
は
な
ら
ぬ
」（
一
二
九
（
30
））

「
す
べ
て
の
者
は
暴
力
に
お
び
え
る
。
す
べ
て
の（
生
き
も
の
）

に
と
っ
て
生
命
は
愛
し
い
。
己
が
身
に
ひ
き
く
ら
べ
て
、

殺
し
て
は
な
ら
ぬ
。
殺
さ
し
め
て
は
な
ら
ぬ
」（
一
三
〇
（
31
））

　

す
べ
て
の
人
々
が
、
死
を
お
そ
れ
、
自
己
が
愛
し
い
。
こ
の

生
命
的
事
実
を
他
者
の
心
の
な
か
に
も
「
己
が
身
に
ひ
き
く
ら
べ

て
」
実
感
す
る
時
、
他
者
を
苦
し
め
、
暴
力
を
ふ
る
っ
た
り
、
殺

し
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
か
え
っ
て
、
慈
悲

心
に
よ
り
、
他
者
と
同
苦
し
、
と
も
に
幸
福
へ
の
道
を
開
こ
う

と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
他
者
に
も
、
非
暴
力

や
不
殺
生
の
行
為
を
要
請
す
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
、お
互
い
の
善
な
る
行
為
が
、連
帯
し
な
が
ら
、次
々

と
さ
ら
な
る
大
き
な
輪
を
広
げ
ゆ
く
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

善
心
の
連
帯
の
拡
大
こ
そ
、
縁
起
の
法
の
実
践
化
と
い
え
る
で

あ
ろ
う
。

　

第
五
に
、縁
起
の
智
慧
と
慈
悲
の
行
為
は
、菩
薩
道
と
な
っ
て
、

自
己
の
変
革
を
も
た
ら
し
、
自
己
実
現
、
自
己
完
成
の
道
を
進

ま
せ
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
よ
う
に
変
革
し
ゆ
く
自
己
が
、
他

者
の
変
革
を
引
き
起
こ
す
の
で
あ
る
。「
自
己
」
と
「
他
者
」
の
共

生

│
相
互
関
連

│
に
よ
る
歴
史
の「
共
創
」で
あ
る
。

　
「
自
己
」
の
変
革
は
、
菩
薩
道
の
実
践
に
よ
っ
て
、「
小
我
」
を

こ
え
て
、
宇
宙
根
源
の「
法
」と
一
体
と
な
っ
た「
大
我
」（「
自
己
」）

の
確
立
を
め
ざ
し
ゆ
く「
一
生
成
仏
」へ
の
道
を
意
味
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
そ
れ
に
よ
る
「
他
者
」
の
変
革
は
、
善
心
の
連
帯
を
広

げ
つ
つ
、
新
た
な
る
人
類
社
会
、
自
然
界
の
創
造
的
変
革
を
引

き
起
こ
す
の
で
あ
る
。「
自
己
」
と
「
他
者
」
の
連
続
的
な
相
互
変

革
が
、
新
た
な
人
類
史
を
、
と
も
に
創
出
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

日
蓮
は
、「
自
己
」
と
「
他
者
」
と
の
相
依
相
関
性
を
、
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。

「
夫
十
方
は
依
報
な
り
・
衆
生
は
正
報
な
り
譬
へ
ば
依
報
は

影
の
ご
と
し
正
報
は
体
の
ご
と
し
・
身
な
く
ば
影
な
し
正

報
な
く
ば
依
報
な
し
・
又
正
報
を
ば
依
報
を
も
つ
て
此
れ

を
つ
く
る
（
32
）」

　

こ
の
文
は
、
妙
楽
の「
依
正
不
二
論
（
33
）」に

の
っ
と
っ
て
、「
正
報
」

を
「
衆
生
」
と
し
、「
依
報
」
を
そ
の
環
境
世
界
と
し
て
論
じ
て
い

る
。
今
、「
正
報
」を「
人
間
主
体
」と
す
れ
ば
、「
依
報
」は
、
周
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囲
の
す
べ
て
の
環
境
を
さ
す
こ
と
に
な
る
。
環
境
世
界
に
は
、

社
会
的
環
境
、
文
化
的
環
境
と
自
然
環
境
、
即
ち
自
然
生
態
系

が
含
ま
れ
よ
う
。
そ
し
て「
正
報
」と「
依
報
」は
、相
互
に
関
連
し
、

依
存
し
あ
い
、
資
け
あ
っ
て
、
縁
起
の
網
を
形
成
し
て
い
く
。

し
か
も
、
そ
の
基
盤
は
、
と
も
に
、
宇
宙
生
命
そ
の
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
あ
り
方
を
、「
依
正
不
二
」と
す
る
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、「
正
報
」
と
「
依
報
」
の
相
関
性
を
、
正
報
の
側
か
ら
い

え
ば
「
正
報
な
く
ば
依
報
な
し
」
と
な
る
。
身
体
が
消
え
れ
ば
そ

の
影
も
消
え
る
よ
う
に
、
正
報
と
の
関
連
性
に
お
い
て
の
み
、

そ
の
依
報
が
構
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。「
正
報
」
と
し
て
の
生
命

主
体
は
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
環
境
世
界（「
依
報
」）を
構
成
し
て
い

く
の
で
あ
る
が
、
そ
の「
正
報
」は「
依
報
」か
ら
の
フ
ィ
ー
ド
バ

ッ
ク
に
よ
っ
て
変
革
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
側
面
が
「
正
報
を

ば
依
報
を
も
つ
て
此
れ
を
つ
く
る
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

よ
う
な「
正
報
」と「
依
報
」の
相
互
の
働
き
あ
い
に
よ
っ
て
、
と

も
に
変
化
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
両
者
の
変
革
の
プ

ロ
セ
ス
を
通
し
て
、
自
然
生
態
系
を
含
ん
だ
人
類
社
会
が
新
た

な
歴
史
を
創
り
ゆ
く
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
こ
の
文
で
「
正
報
」
を
身
体
と
し
、「
依
報
」
を
影
と
し

て
表
現
し
て
い
る
の
は
、
歴
史
創
造
に
お
い
て
は
、「
正
報
」
と

し
て
の
人
間
自
身
の
変
革
が
主
体
と
な
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ

に
よ
っ
て
「
依
報
」
で
あ
る
環
境
を
動
か
し
、
変
革
し
て
い
く
の

で
あ
る
。
仏
教
で
は
、
菩
薩
道
に
よ
る
人
間
変
革
、
即
ち
縁
起

の
智
慧
と
慈
悲
の
行
為
に
よ
っ
て
、
環
境
世
界
を
変
え
て
い
く

こ
と
を
め
ざ
し
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
そ
の「
正
報
」が
一
個
の
人
間
か
ら
、
家
族
、
部
族
、

民
族
、
国
家
、
人
類
へ
と
拡
大
し
て
い
く
に
つ
れ
て
、
そ
れ
ぞ

れ
の
段
階
の
「
依
報
」
へ
と
善
心
の
輪
を
広
げ
て
い
く
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に「
正
報
」と「
依
報
」は
と
も
に
宇
宙
生

命
に
生
か
さ
れ
つ
つ
、
大
宇
宙
の
恵
み
を
う
け
て
、
壮
大
な
る

調
和
、
共
生
の
リ
ズ
ム
を
奏
で
ゆ
く
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
で

あ
る
。

　

今
日
、人
類
に
問
わ
れ
て
い
る
の
は
、人
類
総
体
と
し
て
の「
正

報
」が
、
地
球
生
態
系
と
し
て
の「
依
報
」と
、
調
和
と
共
生
の
リ

ズ
ム
を
奏
で
な
が
ら
、
新
た
な
創
造
的
歴
史
を
開
い
て
い
け
る

か
ど
う
か
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
共
生
の
あ
り
方
を
「
共
創
」
と

表
現
す
る
こ
と
に
す
る
。

　

縁
起
と
慈
悲
の
実
践
に
よ
る「
共
創
」と
し
て
の
共
生
に
こ
そ
、
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仏
教
思
想
の
今
日
的
意
義
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し

て
、
歴
史
創
造
の
プ
ロ
セ
ス
に
現
出
す
る
で
あ
ろ
う「
共
生
社
会
」

こ
そ
、
仏
教
者
が
理
想
と
す
る「
仏
国
土
」で
あ
る
。

　

〔
Ⅲ
〕共
生
社
会
の
実
現
を
め
ざ
し
て

│

　
　
　
「
立
正
安
国
論
」の
示
す
も
の

　
『
法
華
経
』
の
方
便
品
に
は
、
仏
が
出
現
す
る
の
は
、
五
濁
の

盛
ん
な
悪
世
で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
。

「
舎
利
弗
よ
。
諸
仏
は
五
濁
悪
世
に
出
た
ま
う
。
所
謂
る
劫

濁
・
煩
悩
濁
・
衆
生
濁
・
見
濁
・
命
濁
、
是
の
如
し
（
34
）」

　

天
台
は
、『
法
華
文
句
』
巻
四
下
に
お
い
て
、
こ
の
五
つ
の
濁

り
の
出
現
の
次
第
を
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
煩
悩
と
見
と
を
根
本
と
為
す
。
此
の
二
濁
従
り
衆
生
を
生

ず
。
衆
生
従
り
連
持
の
命
有
り
。
此
の
四
、
時
を
経
る
を

謂
い
て
劫
濁
と
為
す
な
り
（
35
）」

　

五
濁
の
中
心
は
、
人
間
の
心
の
な
か
の
「
煩
悩
濁
」
と
「
見
濁
」

で
あ
る
と
い
う
。
煩
悩
と
悪
見
（
思
想
の
濁
り
）
に
よ
っ
て
、
人
間

の
心
が
濁
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
釈
尊
が
『
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
』

で
指
摘
し
た〝
煩
悩
の
矢
〞と
し
て
の
、
無
明
、
我
執
、
そ
し
て

〝
差
異
へ
の
こ
だ
わ
り
〞
と
い
う
悪
見
に
よ
っ
て
、
人
間
生
命
が

濁
さ
れ
る
と
「
衆
生
濁
」
が
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
人
間
の
身

体
と
心
が
と
も
に
煩
悩
に
お
か
さ
れ
、
調
和
を
失
っ
て
、
分
裂

し
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
生
命
力
が
弱
く
な
り
、
身

心（
生
命
）の
連
持（
継
続
）の
時
間
が
短
く
な
る
と
い
う
。
つ
ま
り
、

生
命
力
の
衰
退
に
よ
る
寿
命
の
短
縮
化
で
あ
り
、
こ
れ
を「
命
濁
」

と
名
づ
け
て
い
る
。

　
「
衆
生
」
を
個
人
の
人
間
生
命
か
ら
、
家
族
、
部
族
、
民
族
、

国
家
、
人
類
へ
と
拡
大
し
て
い
く
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
の
生

命
共
同
体
や
そ
こ
に
は
ぐ
く
ま
れ
た
文
化
が
、
煩
悩
と
悪
見
に

お
か
さ
れ
、
分
裂
、
混
乱
し
、
生
命
力
を
衰
退
さ
せ
て
滅
亡
に

向
う
の
で
あ
る
。
人
間
個
人
か
ら
発
現
し
た
煩
悩
や
悪
見
が
、

各
共
同
体
に
浸
透
し
て
、
自
然
生
態
系
と
と
も
に
、
人
類
が
つ

く
り
出
す
時
代
そ
の
も
の
が
、
混
乱
し
、
分
裂
し
て
い
く
こ
と

を「
劫
濁
」と
表
現
し
て
い
る
。

　

仏
教
に
お
い
て
、
仏
は
、
こ
の
よ
う
な
混
乱
、
分
裂
、
煩
悩

充
満
の
世
の
中

│
悪
世
に
出
現
し
て
衆
生
救
済
に
向
う
の
で

あ
る
。
そ
れ
故
に
、『
法
華
経
』
如
来
寿
量
品
で
は
、
久
遠
の
仏
、

即
ち
宇
宙
根
源
の
法（
ダ
ル
マ
）か
ら
出
現
し
た
仏
は
、
常
に
、
五



144

濁
の
煩
悩
に
よ
る
苦
悩
が
充
満
す
る
娑
婆
世
界
に
お
い
て
、
衆

生
を
教
化
説
法
し
、
救
済
す
る
と
説
く
の
で
あ
る
。

「
是
れ
自　よ
　
　従
り
来
こ
の
か
た、
我
れ
は
常
に
此
の
娑
婆
世
界
に
在
っ
て
、

説
法
教
化
す
（
36
）」

　

煩
悩
と
苦
悩
の
「
娑
婆
世
界
」
そ
の
も
の
を
、
仏
の
住
む
清
浄

な
国
土
、「
寂
光
土
」に
変
革
し
ゆ
く
の
で
あ
る
。

　

日
蓮
は
、『
法
華
経
』に
示
さ
れ
る「
娑
婆
世
界
即
寂
光
土
」「
此

土
即
仏
国
土
」
の
理
念
の
実
現
を
め
ざ
し
、
煩
悩
と
苦
悩
と
の
対

決
を
通
し
て
、
衆
生
救
済
、
世
界
変
革
へ
と
向
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
行
為
は
、
釈
尊
以
来
の
、
現
実
社
会
の
な
か
で
の
「
智
慧
と

慈
悲
」
の
実
践
に
よ
る
「
仏
国
土
」
建
設
を
引
き
継
ぐ
も
の
で
あ

る
。

　

日
蓮
が
出
現
し
た
時
代
の
日
本
は
、
ま
さ
に
経
文
通
り
の
「
五

濁
」
が
充
満
し
た
悪
世
の
様
相
を
呈
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
日
蓮

の
あ
ら
わ
し
た
『
立
正
安
国
論
』
は
、
天
変
地
異
や
疫
病
、
飢
饉

に
苦
し
む
民
衆
の
姿
か
ら
説
き
起
こ
さ
れ
て
い
る
。

「
旅
客
来
り
て
嘆
い
て
曰
く
近
年
よ
り
近
日
に
至
る
ま
で
天

変
地
夭
・
飢
饉
疫
癘
・
遍
く
天
下
に
満
ち
広
く
地
上
に
迸
は
び
こ

る
牛
馬
巷
に
斃た
お

れ
骸
骨
路
に
充み

て
り
死
を
招
く
の
輩
と
も
が
ら既
に

大
半
に
超
え
悲
ま
ざ
る
の
族や
か
ら敢
て
一
人
も
無
し（
中
略
）主
人

の
曰
く
独
り
此
の
事
を
愁
い
て
胸く

臆お
く

に
憤ふ
ん

悱ぴ

す
（
37
）」

　

こ
の
当
時
、
大
地
震
、
大
風
、
洪
水
、
そ
し
て
大
飢
饉
と
大

疫
病
が
連
続
し
て
、
人
々
に
襲
い
か
か
っ
て
い
た
。
主
人
の
「
胸

臆
に
憤
悱
す
」と
の
言
葉
は
、
日
蓮
の
民
衆
へ
の「
同
苦
」を
あ
ら

わ
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

日
蓮
の
慈
悲
心
か
ら
、経
文
を
通
し
て
、仏
教
思
想
を
検
討
し
、

無
明
、
煩
悩
に
よ
る
思
想
の
乱
れ
こ
そ
が
民
衆
の
不
幸
の
根
源

に
あ
り
、
日
本
国
の
混
迷
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
こ
の

思
想
の
乱
れ
を
早
く
克
服
し
な
け
れ
ば
、
ま
だ
、
あ
ら
わ
れ
て

い
な
い
戦
争
が
、
起
き
る
で
あ
ろ
う
と
の
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

「
国
土
乱
れ
ん
時
は
先
ず
鬼
神
乱
る
鬼
神
乱
る
る
が
故
に
万

民
乱
る
と
、
今
此
の
文
に
就
い
て
具つ
ぶ

さ
に
事
の
情こ
こ
ろ
を
案
ず

る
に
百
鬼
早
く
乱
れ
万
民
多
く
亡
ぶ
先
難
是
れ
明
か
な
り

後
災
何
ぞ
疑
わ
ん
（
38
）」

　

鬼
神
と
は
、
思
想
の
乱
れ
で
あ
り
、
無
明
、
煩
悩
に
よ
る
民

衆
の
生
命
の
根
本
的
な
濁
り
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
濁
り
に
よ
っ

て
、
す
べ
て
の
人
々
の
生
命
に
内
在
す
る
「
仏
性
」
と
い
う
尊
厳
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性
が
覆
い
隠
さ
れ
、
慈
悲
、
智
慧
等
の
善
心
の
発
現
も
な
い
状

況
で
あ
る
。
煩
悩
濁
、
見
濁
か
ら
衆
生
濁
、
命
濁
が
引
き
起
こ

さ
れ
、
時
代
社
会
そ
の
も
の
が
劫
濁
の
様
相
を
呈
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

　

五
濁
が
ま
す
ま
す
深
ま
り
、『
仁
王
経
』、『
薬
師
経
』や『
大
集

経
』な
ど
の
経
典
に
示
す「
三
災
七
難
（
39
）」の

な
か
で
、
こ
れ
ま
で
の

自
然
災
害
や
疫
病
に
加
え
て
、
民
族
そ
の
も
の
を
動
乱
に
お
と

し
入
れ
る
戦
争
が
、
内
か
ら
は「
自
界
叛
逆
難
」、
外
か
ら
は「
他

国
侵
逼
難
」
と
し
て
襲
い
か
か
ろ
う
と
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
災

難
の
根
源
に
は
、「
仏
性
」
を
覆
い
隠
し
、
善
心
を
抑
圧
す
る
煩

悩
の
狂
乱
が
あ
る
こ
と
を
、
日
蓮
は
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
、
日
蓮
は
、
三
災
の
基
盤
に
三
毒（
貪
欲
、
瞋
恚
、
愚

痴
）を
見
出
し
て
い
る
。

「
三
毒
が
う
じ
や
う
な
る
一
国
い
か
で
か
安
穏
な
る
べ
き

（
中
略
）飢
渇
は
大
貪
よ
り
を
こ
り
・
や
く
び
や
う
は
・
ぐ
ち

よ
り
を
こ
り
・
合
戦
は
瞋
恚
よ
り
を
こ
る
（
40
）」

　

大
貪
と
は
、
ど
こ
ま
で
も
拡
大
し
て
い
く
貪
欲
で
あ
る
。
他

者
の
も
の
を
奪
っ
て
で
も
、
自
ら
の
欲
求
を
か
な
え
た
い
と
す

る
衝
動
が
、
飢
渇
を
引
き
起
こ
す
の
で
あ
る
。
愚
痴
は
無
明
と

同
義
で
あ
る
。
無
明
と
は
、
宇
宙
根
源
の
リ
ズ
ム
に
反
し
、
人
々

の
「
仏
性
」
を
覆
い
隠
し
、
縁
起
の
法
へ
の
無
痴
な
る
煩
悩
で
あ

る
。
こ
の
無
明
に
よ
っ
て
、
生
命
根
源
の
力
が
衰
退
し
、
身
心

の
バ
ラ
ン
ス
を
く
ず
し
、
疾
病
へ
の
抵
抗
力
を
弱
め
て
し
ま
う

の
で
あ
る
。
こ
こ
に
伝
染
病
を
は
じ
め
と
す
る
病
気
の
大
流
行

の
基
盤
が
あ
る
。
そ
し
て
、
瞋
恚
と
は
、
生
命
内
在
の
攻
撃
性

で
あ
る
。
他
者
へ
の
憎
悪
が
、
攻
撃
性
と
な
っ
て
発
現
し
て
、

紛
争
、
戦
争
を
引
き
起
こ
す
の
で
あ
る
。
煩
悩
濁
、
見
濁
が
三

災
の
基
盤
に
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
日
蓮
は
、「
三
災
七
難
」
が
猛
威
を
ふ
る
っ
て
い
る

時
代
状
況
を
変
え
、
根
本
的
に
、
五
濁
悪
世
を
転
回
す
る
に
は
、

無
明
・
煩
悩
を
打
破
り
、
人
間
生
命
に
内
在
す
る
「
仏
性
」
と
い

う
尊
厳
な
る
当
体

│
宇
宙
根
源
の
法
と
一
体
と
な
っ
た
仏
の

大
生
命
を
顕
在
化
し
う
る
思
想
の
緊
急
性
を
説
い
た
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
思
想
と
し
て
、
日
蓮
は
、
宇
宙
根
源
の
法
を
説
い

た
と
さ
れ
る『
法
華
経
』を
要
請
し
た
の
で
あ
る
。

「
汝
早
く
信
仰
の
寸
心
を
改
め
て
速
に
実
乗
の
一
善
に
帰
せ

よ
、
然
れ
ば
則
ち
三
界
は
皆
仏
国
な
り
仏
国
其
れ
衰
ん
や

十
方
は
悉
く
宝
土
な
り
宝
土
何
ぞ
壊
れ
ん
や
、
国
に
衰
微
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無
く
土
に
破
壊
無
ん
ば
身
は
是
れ
安
全
・
心
は
是
れ
禅
定

な
ら
ん
、
此
の
詞こ
と
ば此
の
言こ
と
ば信
ず
可
く
崇
む
可
し
（
41
）」

　

こ
こ
に
、
信
ず
べ
き
法
は
「
実
乗
の
一
善
」
で
あ
る
と
い
わ
れ

る
。「
実
乗
」
と
は
宇
宙
根
源
の
法
を
説
い
た
教
え
で
あ
り
、
日

蓮
は
『
法
華
経
』
で
あ
る
と
す
る
。「
一
善
」
は
、
そ
の
法
に
そ
な

わ
る
根
本
善
を
さ
し
て
い
る
。『
法
華
経
』は
、す
べ
て
の
人
々
が
、

宇
宙
根
源
の
法
と
一
体
の
「
仏
性
」
を
開
顕
す
る
こ
と
を
説
く
経

典
で
あ
り
、「
万
人
成
仏
」の
経
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

池
田
Ｓ
Ｇ
Ｉ
会
長
は
、「
立
正
安
国
」
の
原
理
と
し
て
、
こ
の

文
を
、
次
の
よ
う
に
解
説
さ
れ
て
い
る
。

　
「『
法
華
経
』と
い
う
根
本
善
を
信
じ
て
、
個
人
が『
心
の
平
和
』

を
確
立
す
る
こ
と
が
『
立
正
』
の
根
本
で
す
。
そ
し
て
、
根
本
善

に
か
な
っ
た
社
会
の
在
り
方
を
定
着
さ
せ
、
実
際
に
『
社
会
の
平

和
』を
実
現
し
て
い
く
の
で
す
。

　

し
か
し
、
こ
の
場
合
、
社
会
全
体
が
同
じ
法
華
経
の
信
仰
で

統
一
さ
れ
る
こ
と
と
は
限
り
ま
せ
ん
。

　

社
会
全
体
と
し
て
の
在
り
方
の
な
か
に
、『
万
人
が
仏
』
と
い

う
法
華
経
の
平
和
の
大
哲
学
が
生
か
さ
れ
て
い
く
こ
と
が
重
要

で
す
。

　

社
会
の
次
元
の『
立
正
』と
は
、『
人
間
尊
敬
』の
哲
学
、『
生
命

尊
厳
』
の
理
念
が
社
会
を
支
え
、
動
か
す
原
理
と
し
て
確
立
さ
れ

る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
す
（
42
）」

　

こ
こ
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、「
立
正
」
と
は
、
個
人
が
、
無
明
、

煩
悩
を
打
破
っ
た
境
涯
の
確
立
で
あ
り
、「
心
の
平
和
」
の
次
元

を
さ
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、『
法
華
経
』の
精
神
か
ら
導
か
れ
る「
人

間
尊
厳
」の
哲
学
、「
生
命
尊
厳
」の
理
念
が
浸
透
し
、
行
動
原
理

と
な
っ
て
い
る
よ
う
な
社
会
を
め
ざ
す
こ
と
が「
安
国
」で
あ
る
。

　

な
お
、「
立
正
安
国
」
の
国
と
は
、
民
衆
が
幸
福
を
満
喫
す
る

よ
う
な
社
会
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
も
「
民
」
が
根
本
で
あ
る
（
43
）。

し

た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
社
会
は
、
一
つ
の
国
の
次
元
に
限
定

さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、「
立
正
安
国
」
の
「
国
」
は
、
民
族
や
国

家
か
ら
地
球
人
類
と
い
う
あ
ら
ゆ
る
次
元
を
も
包
括
す
る
人
類

社
会
と
い
う
意
味
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
そ
の
地
球
人

類
社
会
は
、
自
然
生
態
系
と
も
一
体
で
あ
り
、「
安
国
」と
は
、「
仏

国
土
」で
あ
り
、
同
時
に「
宝
土
」で
も
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、「
人
間
尊
厳
」「
生
命
尊
厳
」
の
理
念
が
、
社
会
と

し
て
の
共
同
体
に
浸
透
し
、
支
え
る
と
は
、
具
体
的
に
は
、
ど

の
よ
う
な
社
会
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
一
つ
の
姿
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が
、
理
想
的
な
共
生
社
会
で
は
な
か
ろ
う
か
。
換
言
す
れ
ば
、

あ
ら
ゆ
る
次
元
の
共
同
体
の
な
か
に
、
第
二
節
で
詳
述
し
た
五

項
目
に
わ
た
る
「
共
生
社
会
」
の
特
徴
が
発
現
し
て
い
る
社
会
で

あ
る
。

　
「
人
間
尊
厳
」
と
は
、
す
べ
て
の
人
々
が
、
不
軽
菩
薩
の
実
践

の
よ
う
に
、
平
等
に
、
相
互
に
尊
敬
し
あ
う
こ
と
で
あ
る
。「
生

命
尊
厳
」
と
は
、
す
べ
て
の
人
々
が
、
宇
宙
根
源
の
法
と
一
体
と

な
っ
た「
仏
性
」を
内
在
し
て
お
り
、
そ
の「
仏
性
」は
人
間
生
命

の
み
な
ら
ず
生
き
と
し
生
け
る
も
の
に
及
ん
で
い
る
。
す
べ
て

の
生
命
は
、
宇
宙
根
源
の
法
と
一
体
で
あ
る「
仏
性
」を
内
在
し
、

「
仏
性
」に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
て
い
る
故
に「
尊
厳
」な
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
理
念
が
、「
縁
起
の
智
慧
」
と
「
慈
悲
の
実
践
」
と

な
っ
て
具
体
化
す
る
時
、「
共
生
社
会
」
に
貫
か
れ
る
五
つ
の
特

徴
と
な
る
の
で
あ
る
。
要
約
す
れ
ば
、
①
に
、
各
生
命
の
相
依

相
関
に
も
と
づ
く
「
平
等
性
」
の
自
覚
、
②
に
多
様
性
、
個
性
の

相
互
「
尊
敬
」、
③
に
宇
宙
生
命
に
生
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
へ
の

感
謝
と
報
恩
、
④
に
非
暴
力
、
慈
悲
の
実
践
が
あ
る
。
さ
ら
に
、

⑤
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
の「
縁
起
の
智
慧
」と「
慈
悲
の
実
践
」が

貫
か
れ
る
社
会
で
は
、
個
人
は
、
自
己
実
現
、
自
己
完
成
の
道
、

即
ち「
大
我
」に
生
き
る
人
生
を
志
向
す
る
。
し
か
し
、
個
人
は
、

「
自
己
」
の
み
に
よ
っ
て
、「
自
己
」
を
完
成
す
る
道
を
歩
む
こ
と

は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。「
自
己
」（
正
報
）は
常
に「
他
者
」（
依
報
）

と
つ
な
が
り
、
と
も
に
資
け
あ
い
な
が
ら
、
社
会
全
体
を
創
造

的
に
変
革
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
故

に
、
日
蓮
は
、
次
の
よ
う
に
い
わ
れ
る
。

「
汝
須
く
一
身
の
安
堵
を
思
わ
ば
先
ず
四
表
の
静
謐
を
禱
ら

ん
者
か
（
44
）」

　

個
人
の
「
自
己
」
の
完
成
は
、
社
会
の
創
造
的
変
革
と
一
体
な

の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
個
」と「
全
」は「
共
創
」の
関
係
に
あ
る
。

と
も
に
、
自
己
と
社
会
全
体
を
創
造
的
に
変
革
し
あ
う
の
で
あ

る
。
換
言
す
れ
ば
、「
自
己
変
革
」
の
た
め
に
、「
社
会
変
革
」
に

参
画
す
る
使
命
を
担
う
の
で
あ
る
。

　
「
立
正
安
国
」論
の
さ
し
示
す「
仏
国
土
」、「
寂
光
土
」は
、「
共

創
」と
し
て
の「
共
生
」の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
が
脈
動
し
て
い
る
共
生

社
会
の
様
相
を
呈
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。「
仏
国
土
」

と
は
、
常
に「
個
」と
あ
ら
ゆ
る
次
元
の「
共
同
体
」の
共
生
を
通

し
て
、
宇
宙
根
源
の
生
命
が
あ
ふ
れ
、
智
慧
と
慈
悲
に
よ
る
ダ

イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
歴
史
創
造
の
織
り
成
す
社
会
で
あ
る
。
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創
価
学
会
・
Ｓ
Ｇ
Ｉ
は
、
釈
尊
か
ら
日
蓮
へ
と
つ
な
が
る
「
仏

国
土
」
建
設
へ
の
理
想
実
現
を
、
二
十
世
紀
、
二
十
一
世
紀
の
今

日
、
地
球
人
類
的
規
模
で
現
実
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
団
体
で

あ
る
。

注（
１
）『
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
』九
三
五
、（
中
村
元
訳
『
ブ
ッ
ダ
の
こ
と
ば　

ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
』岩
波
文
庫
、
二
〇
三
頁
）。

（
２
）『
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
』九
三
六
、（
同
書
、
二
〇
三
頁
）。

（
３
）『
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
』九
三
七
、（
同
書
、
二
〇
三
頁
）。

（
４
）『
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
』九
三
八
、（
同
書
、
二
〇
三
頁
）。

（
５
）『
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
』九
三
八
後
半
句
、（
同
書
、
二
〇
三
頁
）。

（
６
）『
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
』九
三
九
、（
同
書
、
二
〇
三
頁
）。

（
７
）
池
田
大
作
『
21
世
紀
文
明
と
大
乗
仏
教
』
第
三
文
明
社
、
一
八
、

一
九
頁
。

（
８
）  

同
書
、
一
九
頁
。

（
９
）  

荒
牧
典
俊
『
ブ
ッ
ダ
の
こ
と
ば
か
ら
浄
土
真
宗
へ
』
自
照
社
出

版
、
六
四
頁
。

（
10
）   

同
書
の
な
か
で
、
荒
牧
氏
は
、「
⑴
永
遠
の
共
同
体
真
理
と
は
、

わ
た
く
し
の
用
語
で
あ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
文
化
の
根
源
に
は
文

化
を
文
化
た
ら
し
め
る
永
遠
の
真
理

│
『
神
』と
か『
仏
』と
か

『
道
』
な
ど
と
よ
ば
れ
る

│
が
あ
る
が
、
そ
れ
が
あ
ら
ゆ
る
ひ

と
び
と
と
ひ
と
び
と
と
を
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
ト
さ
せ
る
こ
と
に
よ

っ
て
共
同
体
へ
と
も
た
ら
す
こ
と
を
謂
お
う
と
し
て
い
る
」
と

定
義
し
て
い
る
。
二
九
頁
。

（
11
）『
大
パ
リ
ニ
ッ
バ
ー
ナ
経
』、（
中
村
元
訳
『
ブ
ッ
ダ
最
後
の
旅　

大
パ
リ
ニ
ッ
バ
ー
ナ
経
』岩
波
文
庫
、
六
三
頁
）。

（
12
）『
ダ
ン
マ
パ
ダ
』一
六
〇
、（
中
村
元
訳『
ブ
ッ
ダ
の
真
理
の
こ
と

ば
（
ダ
ン
マ
パ
ダ
）　

感
興
の
こ
と
ば
（
ウ
ダ
ー
ナ
ヴ
ァ
ル
ガ
）』

岩
波
文
庫
、
三
二
頁
）。

（
13
）『
ウ
ダ
ー
ナ
ヴ
ァ
ル
ガ
』三
、（
同
書
、
二
二
九
頁
）。

（
14
）『
ウ
ダ
ー
ナ
ヴ
ァ
ル
ガ
』二
〇
、（
同
書
、
二
三
一
頁
）。

（
15
）  

井
上
達
夫『
岩
波
哲
学
・
思
想
事
典
』岩
波
書
店
、
二
〇
〇
六
年

版
、
三
四
三
、
三
四
四
頁
。

（
16
）  

前
田
惠
学「
仏
教
に
お
け
る
共
生
の
主
張（
特
別
講
演
）」の
な
か

で
、
前
田
氏
は
、「
共
生
の
語
は
、
イ
ン
ド
古
来
の
経
論
の
上

に
現
わ
れ
て
は
い
る
が
、
椎
尾
が
直
接
典
拠
に
し
た
の
は
、
中

国
唐
代
・
善
導
の
『
願
わ
く
は
諸
々
の
衆
生
と
共
に
安
楽
国
に

往
生
せ
ん
』で
あ
っ
て
、
近
代
の
造
語
と
言
っ
て
よ
い
」と
述
べ

て
い
る
。『
前
田
惠
学
集
』第
六
巻
、
三
喜
房
仏
書
林
、
二
八
頁
。

（
17
）   

同
書
、
二
八
、
二
九
頁
。

（
18
）  

浅
井
成
海
「
親
鸞
に
お
け
る
共
生
の
思
想

│
特
に
一
切
有
情

の
救
い
に
つ
い
て
」（『
仏
教
に
お
け
る
共
生
の
思
想
』
日
本
仏

教
学
会
編
、
一
三
〇
頁
）。

（
19
）『
華
厳
経
探
玄
記
』
巻
一
に
、「
因
陀
羅
網
重
重
無
際
微
細
相
容

主
伴
無
盡
」と
あ
る
。『
大
正
大
蔵
経
』巻
三
五
、
一
一
六
頁
上
。

（
20
）『
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
』六
一
一
、（
前
掲
書
、一
三
五
、一
三
六
頁
）。

（
21
）『
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
』六
五
〇
、（
前
掲
書
、一
四
〇
、一
四
一
頁
）。
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（
22
）『
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
』六
五
三
、（
前
掲
書
、
一
四
一
頁
）。

（
23
）『
妙
法
蓮
華
経
並
開
結
』
に
、「『
我
れ
は
深
く
汝
等
を
敬
い
、
敢

て
軽
慢
せ
ず
。
所
以
は
何
ん
、
汝
等
は
皆
な
菩
薩
の
道
を
行
じ

て
、
当
に
作
仏
す
る
こ
と
を
得
べ
し
』」と
あ
る
。
創
価
学
会
版
、

五
五
七
頁
。

（
24
）   

同
書
、
二
四
一
、
二
四
二
頁
。

（
25
）『
日
蓮
大
聖
人
御
書
全
集
』創
価
学
会
、
七
八
四
頁
。

（
26
）   

同
書
、
七
八
四
頁
。

（
27
）『
心
地
観
経
』
巻
二
に
、「
一
父
母
恩
。
二
衆
生
恩
。
三
国
王
恩
。

四
三
宝
恩
」と
あ
る
。『
大
正
大
蔵
経
』巻
三
、
二
九
七
頁
上
。

（
28
）『
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
』一
四
七
、（
前
掲
書
、
三
七
頁
）。

（
29
）『
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
』一
五
〇
、（
前
掲
書
、
三
八
頁
）。

（
30
）『
ダ
ン
マ
パ
ダ
』一
二
九
、（
前
掲
書
、
二
八
頁
）。

（
31
）『
ダ
ン
マ
パ
ダ
』一
三
〇
、（
前
掲
書
、
二
八
頁
）。

（
32
）『
日
蓮
大
聖
人
御
書
全
集
』創
価
学
会
、
一
一
四
〇
頁
。

（
33
）『
法
華
玄
義
釈
籤
』に
、「
十
不
二
門
」を
立
て
る
な
か
の
第
六
に

「
依
正
不
二
門
」
が
明
か
さ
れ
て
い
る
。「
六
に
依
正
不
二
門
と

は
、
已
證
遮
那
の
一
体
不
二
な
る
は
良
に
無
始
の
一
念
三
千
に

由
る
。
三
千
の
中
、
生
、
陰
の
二
千
は
正
な
り
。
国
土
の
一
千

は
依
に
属
す
る
を
以
っ
て
な
り
。
依
正
既
に
一
心
に
居
す
。
一

心
豈
能
所
を
分
た
ん
や
。
能
所
無
し
と
雖
も
依
正
宛
然
な
り
」

　
『
大
正
大
蔵
経
』巻
三
三
、
九
一
九
頁
上
。

（
34
）『
妙
法
蓮
華
経
並
開
結
』創
価
学
会
版
、
一
二
四
頁
。

（
35
）『
法
華
文
句
』巻
四
下
、『
大
正
大
蔵
経
』巻
三
四
、
五
三
頁
。

（
36
）『
妙
法
蓮
華
経
並
開
結
』創
価
学
会
版
、
四
七
九
頁
。

（
37
）『
日
蓮
大
聖
人
御
書
全
集
』創
価
学
会
、
一
七
頁
。

（
38
）   

同
書
、
三
一
頁
。

（
39
）  

三
災
七
難
。三
災
。『
倶
舎
論
』巻
一
二
、『
大
正
大
蔵
経
』巻
二
九
、

六
五
頁
下
。
こ
こ
で
は
小
の
三
災
の
こ
と
で
、刀
兵
災
、疾
病
災
、

飢
饉
災
を
さ
す
。

　
　

七
難　

①『
仁
王
経
』巻
下
、『
大
正
大
蔵
経
』巻
八
、
八
三
二
頁
。

①
日
月
失
度
難　

②
星
宿
失
度
難　

③
災
火
難　

④

雨
水
難　

⑤
悪
風
難　

⑥
亢
陽
難　

⑦
悪
賊
難

　
　
　
　
　

②『
薬
師
経
』、『
大
正
大
蔵
経
』巻
一
四
、
四
〇
七
頁
。

①
人
衆
疾
疫
難　

②
他
国
侵
逼
難　

③
自
界
叛
逆
難

④
星
宿
変
怪
難　

⑤
日
月
薄
蝕
難　

⑥
非
時
風
雨
難

⑦
過
時
不
雨
難

　

③
『
金
光
明
経
』
巻
三
、『
大
正
大
蔵
経
』
巻
一
六
、
三
四

七
頁
。

①
星
宿
失
度
難　

②
疾
疫
悪
病
難　

③
暴
風
雨
難　

④
眷
属
流
離
難　

⑤
悪
賊
侵
掠
難　

⑥
衆
生
飢
餓
難

⑦
自
界
闘
諍
難

（
40
）『
日
蓮
大
聖
人
御
書
全
集
』創
価
学
会
、
一
〇
六
四
頁
。

（
41
）   

同
書
、
三
二
頁
。

（
42
）『
御
書
の
世
界
』第
一
巻
、
聖
教
新
聞
社
、
一
二
一
、
一
二
二
頁
。

（
43
）
こ
の
場
合
、
日
蓮
が
用
い
る
「
く
に
」
の
漢
字
が
重
要
な
示
唆
を

与
え
る
。「
立
正
安
国
論
」で
は
、「
国（
王
が
領
土
の
中
に
い
る

こ
と
を
示
す
）」、「
國
（
戈
と
い
う
武
器
が
記
さ
れ
て
い
る
。
武

器
で
領
土
を
守
る
姿
勢
を
示
す
）」、
そ
し
て「
囻（
民
衆
が
生
活

す
る
場
）」の
三
種
を
用
い
て
い
る
。
し
か
し
、
約
八
割
が「
囻
」
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を
用
い
て
い
る
。

（
44
）『
日
蓮
大
聖
人
御
書
全
集
』創
価
学
会
、
三
一
頁
。

　

　
（
か
わ
だ　

よ
う
い
ち
／
東
洋
哲
学
研
究
所
所
長
）


