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仏
教
の
生
命
観
と
人
権
思
想

川
田　

洋
一

序　

仏
教
は
い
か
に
人
権
に
関
わ
る
か

　

仏
教
は
、
紀
元
前
５
世
紀
頃
、
イ
ン
ド
の
釈
尊
に
よ
っ
て
創

始
さ
れ
た
宗
教
で
あ
る
。
当
時
の
イ
ン
ド
は
、
小
国
が
大
国
に

併
合
さ
れ
て
い
く
激
動
期
で
あ
り
、
戦
乱
、
紛
争
が
絶
え
間
な

く
続
い
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
時
代
状
況
の
な
か
で
、
平
和
と

共
生
の
世
界
を
こ
の
地
球
上
に
現
出
す
る
に
は
ど
う
し
た
ら
良

い
の
か

─
こ
れ
が
、
釈
尊
の
出
家
、
成
道
へ
の
一
つ
の
重
大

な
要
因
と
な
っ
て
い
る
。

　

釈
尊
は
、
苦
行
、
禅
定
に
よ
っ
て
、
す
べ
て
の
人
々
の
﹁
内

な
る
宇
宙
﹂
へ
と
洞
察
を
深
め
、
人
間
生
命
を
含
む
、
生
き
と

し
生
け
る
も
の
の
源
泉
を
な
す
﹁
宇
宙
根
源
の
法
﹂
を
体
得
し

て
﹁
覚
者
﹂
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
す
べ
て
の
人
々
に
、

自
己
と
同
じ
く
﹁
宇
宙
根
源
の
法
﹂
を
覚
知
さ
せ
、﹁
内
な
る
宇

宙
﹂
そ
の
も
の
の
変
革
を
通
し
て
、
戦
争
や
紛
争
、
人
権
侵
害

を
克
服
し
た
平
和
と
共
生
の
世
界
の
現
出
へ
の
道
を
指
し
示
し

た
の
で
あ
る
。

　

一
方
、
西
洋
近
代
に
登
場
し
た
人
権
思
想
は
、
自
然
法
の
思

想
を
基
盤
と
し
な
が
ら
、
今
日
で
は
、
第
一
世
代
の
自
由
権
、

第
二
世
代
の
社
会
権
、
そ
し
て
、
第
三
世
代
の
連
帯
の
権
利
へ

と
、
歴
史
的
に
積
み
重
な
る
よ
う
に
展
開
し
て
き
て
い
る
。

　

第
三
世
代
の
権
利
に
は
、
平
和
へ
の
権
利
、
発
展
の
権
利
、
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健
康
的
で
持
続
可
能
な
環
境
へ
の
権
利
が
含
ま
れ
て
い
る
。
地

球
上
の
す
べ
て
の
人
々
が
連
帯
し
て
、﹁
平
和
﹂﹁
発
展
﹂﹁
環
境
﹂

の
調
和
・
共
生
す
る
世
界
を
つ
く
り
上
げ
る
こ
と
を
め
ざ
す
人

権
運
動
の
展
開
で
あ
る
。

　

仏
教
の
原
点
に
も
、
平
和
・
共
生
の
世
界
へ
の
釈
尊
の
願
い

が
あ
っ
た
。
釈
尊
の
悟
達
を
源
流
と
し
て
、
東
洋
の
仏
教
者
は
、

す
べ
て
の
人
々
の
救
済
︵
成
仏
︶
へ
の
道

─
菩
薩
道
を
展
開
し

て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
共
通
項
に
着
目
す
れ
ば
、﹁
第
三
世
代
の
人
権
﹂

へ
と
展
開
す
る
近
代
西
洋
か
ら
の
人
権
闘
争
に
対
し
て
、
人
類

の
た
め
に
、
仏
教
は
深
く
関
わ
っ
て
い
か
ざ
る
を
得
な
い
の
で

あ
る
。
仏
教
は
、
今
日
の
人
権
運
動
に
ど
の
よ
う
に
関
わ
り
、

と
も
に
協
調
し
あ
い
な
が
ら
、
人
類
の
平
和
と
共
生
の
世
界
の

現
出
の
た
め
に
い
か
な
る
役
割
を
は
た
す
こ
と
が
で
き
る
の
で

あ
ろ
う
か
。

　

仏
教
と
人
権
運
動
と
の
相
互
関
連
の
領
域
を
２
つ
の
側
面
か

ら
考
え
る
と
、
第
一
に
は
、﹁
人
権
﹂
そ
の
も
の
の
基
礎
づ
け
の

次
元
で
あ
り
、
第
二
に
は
、
人
権
運
動
と
し
て
の
仏
教
者
の
菩

薩
道
の
あ
り
方
を
示
す
こ
と
で
あ
ろ
う
。
第
一
の
次
元
は
哲
学

的
考
察
で
あ
り
、
第
二
の
次
元
は
菩
薩
道
と
し
て
の
実
践
論
で

あ
る
。
以
後
、
順
を
追
っ
て
、
こ
の
２
つ
の
分
野
に
つ
い
て
論

述
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

第
１
章　

人
権
の
哲
学
的
基
礎
づ
け

─

　
　
　
　
「
世
界
人
権
宣
言
」
の
「
第
一
条
」
を

　
　
　
　

め
ぐ
っ
て

　

人
権
思
想
を
哲
学
的
に
基
礎
づ
け
る
と
は
、﹁
人
間
が
生
ま
れ

な
が
ら
に
し
て
自
由
な
の
は
何
故
か
﹂﹁
人
間
が
生
ま
れ
な
が
ら

に
し
て
平
等
な
の
は
何
故
か
﹂
と
い
う
、
そ
の
根
拠
を
掘
り
下

げ
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、﹁
人
間
の
尊
厳
﹂﹁
人
間
性
の
尊
重
﹂

の
基
礎
を
問
う
こ
と
で
あ
る
。

　

ブ
ラ
ジ
ル
文
学
ア
カ
デ
ミ
ー
の
ア
タ
イ
デ
総
裁
と
池
田
Ｓ
Ｇ

Ｉ
会
長
と
の
対
談
﹃
二
十
一
世
紀
の
人
権
を
語
る
﹄
の
焦
点
は
、

ま
さ
に
人
権
を
い
か
に
哲
学
的
に
基
礎
づ
け
る
か
と
い
う
問
題

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、﹁
世
界
人
権
宣
言
﹂
の
草
案
を
検
討
し

た
﹁
第
三
委
員
会
﹂
に
ブ
ラ
ジ
ル
の
代
表
と
し
て
加
わ
っ
た
ア

タ
イ
デ
総
裁
の
口
か
ら
、
詳
細
に
語
ら
れ
て
い
る
。﹁
対
談
﹂
の

な
か
か
ら
、
該
当
す
る
部
分
を
引
用
し
な
が
ら
、
第
三
委
員
会
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の
推
移
を
た
ど
っ
て
い
く
と
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

ア
タ
イ
デ　

第
三
委
員
会
の
最
初
の
会
合
の
と
き
で
す
。
そ

こ
に
、
人
権
委
員
会
の
草
案
と
し
て
﹁
す
べ
て
の
人
間
は
自

由
で
あ
り
、
か
つ
尊
厳
と
権
利
に
お
い
て
平
等
に
生
ま
れ
て

い
る
。
人
間
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て

4

4

4

4

4

4

4

4

4

良
心
と
理
性
が
授
け

ら
れ
て
お
り
、
互
い
に
同
胞
の
精
神
を
も
っ
て
行
動
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
﹂
と
謳
わ
れ
た
﹁
第
一
条
﹂
が
提
示
さ
れ
た

の
で
す
。
し
か
し
、
私
は
、﹁
宣
言
﹂
が
謳
い
上
げ
て
い
る
権

利
を
保
障
す
る
た
め
に
は
、
多
く
の
人
に
身
近
な
実
感
を
も

っ
て
と
ら
え
ら
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は

﹁
宣
言
﹂
を
あ
ま
り
抽
象
的
な
表
現
に
し
な
い
こ
と
が
重
要
だ

と
考
え
ま
し
た
。︵
中
略
︶

　

ま
た
﹁
第
一
条
﹂
は
﹁
人
間
は
神
の
似
姿
に
擬
し
て
創
ら
れ

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、

良
心
と
理
性
が
授
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
互
い
に
同

胞
の
精
神
を
も
っ
て
行
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂
と
す
べ

き
だ
と
提
案
し
た
の
で
す
。

池
田　

総
裁
の
提
案
の
な
か
の
﹁
似
姿

4

4

﹂
と
は
、
元
は
ラ
テ

ン
語
の
﹁
イ
マ
ー
ゴ
ー
﹂︵im

ago

︶
で
す
。
こ
れ
は
英
語
の
﹁
イ

メ
ー
ジ
﹂
の
語
源
と
な
る
言
葉
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
総
裁
は
、

時
間
・
空
間
を
超
越
し
た
普
遍
不
滅
の
存
在
の
イ
メ
ー
ジ
を

そ
の
ま
ま
投
影
し
て
人
間
を
と
ら
え
よ
う
と
し
た
わ
け
で
す

ね
。
一
方
、
草
案
の
な
か
に
あ
る
﹁
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て

4

4

4

4

4

4

4

4

4

﹂

と
い
う
表
現
だ
け
で
は
、﹁
生
ま
れ
て
そ
こ
か
ら
始
ま
る
﹂
と

い
う
時
間
・
空
間
的
な
限
定
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
漂
う
こ
と
は

否
め
ま
せ
ん
。

　

総
裁
が
、
そ
の
こ
と
を
敏
感
に
感
じ
と
ら
れ
、
人
間
の
﹁
良

心
﹂﹁
理
性
﹂
は
一
個
の
人
間
の
出
生
に
よ
っ
て
始
ま
る
も
の

で
は
な
く
、
人
類
の
誕
生
以
前
の
も
の
で
あ
る

─
時
間
的
・

空
間
的
に
＂
普
遍
的
な
る
も
の
＂
に
根
拠
を
も
つ

─
個
人

を
超
え
た
、
人
類
普
遍
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
訴
え
ら
れ
た

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
かあ
。

　

ア
タ
イ
デ
総
裁
は
、
さ
ら
に
﹁
第
三
委
員
会
﹂
に
お
い
て
、

紀
元
前
18
世
紀
の
﹁
ハ
ム
ラ
ビ
法
典
﹂
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
、

人
権
思
想
の
歴
史
を
た
ど
り
、
人
権
の
基
礎
づ
け
の
問
題
を
検

討
し
た
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
仏
教
な
ど
の
東
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洋
思
想
、
西
洋
の
伝
統
を
形
成
す
る
キ
リ
ス
ト
教
思
想
、﹁
ク
ル

ア
ー
ン
﹂
に
も
と
づ
く
イ
ス
ラ
ー
ム
思
想
な
ど
、
す
べ
て
の
参

加
者
が
、
自
ら
の
信
条
の
も
と
に
、
自
由
に
発
言
し
た
と
い
う
。

結
局
、
総
裁
は
﹁
人
権
と
は
＂
普
遍
的
な
る
も
の
＂
に
起
源
を

も
つ
と
い
う
提
案
の
意
図
が
完
全
に
達
成
さ
れ
た
こ
と
が
確
信

さ
れ
た
﹂
の
で
、
修
正
案
を
撤
回
し
た
の
で
あ
る
が
、﹁
第
一
条
﹂

を
め
ぐ
る
﹁
第
三
委
員
会
﹂
で
の
検
討
が
、
い
か
に
し
て
人
権

を
基
礎
づ
け
る
か
と
い
う
根
本
問
題
に
つ
い
て
行
な
わ
れ
た
事

実
は
、
注
目
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

一
般
に
、
人
間
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
、
自
由
・
平
等
で

あ
る
と
す
る
基
本
的
人
権
の
考
え
方
は
、
18
世
紀
に
お
け
る
啓

蒙
期
の
自
然
法
の
思
想
を
基
盤
に
し
て
登
場
し
た
も
の
と
考
え

ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
中
世
の
神
学
か
ら
離
れ
て
﹁
神
の
視
座
﹂

か
ら
﹁
人
間
の
視
座
﹂
に
立
脚
点
を
移
そ
う
と
す
る
流
れ
で
あ

る
。
ま
た
、
近
世
に
お
い
て
は
、
絶
対
主
義
的
な
政
治
体
制
に

対
し
て
、
人
間
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
自
由
で
あ
り
、
平
等

で
あ
る
と
い
う
考
え
方
が
生
ま
れ
て
く
る
。

　

そ
し
て
、
こ
の
考
え
方
は
、
18
世
紀
の
末
、
１
７
７
６
年
の

ア
メ
リ
カ
独
立
宣
言
や
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
権
利
章
典
、
さ
ら
に
１

７
８
９
年
の
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
際
の
﹁
人
お
よ
び
市
民
の
権
利

宣
言
﹂
の
な
か
に
力
強
く
表
明
さ
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
西
欧
に
お
け
る
人
権
思
想
史
に
は
、
ジ
ャ
ッ
ク
・

マ
リ
タ
ン
や
レ
ヴ
ィ
・
カ
ル
ネ
イ
ロ
に
代
表
さ
れ
る
流
れ
も
あ

り
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
﹁
宇
宙
創
造
﹂
の
意
味
へ
の
問
い

か
け
を
通
し
て
、
人
権
を
普
遍
的
に
基
礎
づ
け
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ
る
。

　

斎
藤
惠
彦
氏
は
、
人
権
の
普
遍
性
と
そ
の
普
遍
的
尊
重
と
い

う
こ
と
の
基
礎
づ
け
を
考
え
る
時
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
マ
リ
タ
ン
の

考
え
方
に
最
も
説
得
力
が
あ
る
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
要
約
し

て
い
る
。

　
﹁
ル
ネ
サ
ン
ス
と
宗
教
改
革
以
後
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が
人

間
中
心
の
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
の
に
対
し
て
、
通
常
こ

の
よ
う
に
神
中
心
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
﹃
全
一
的
ヒ
ュ
ー

マ
ニ
ズ
ム
﹄
と
し
て
区
別
さ
れ
て
い
る
。︵
中
略
︶

　

し
か
し
、
マ
リ
タ
ン
と
並
び
称
さ
れ
る
ウ
ラ
ジ
ミ
ー
ル
・

ソ
ロ
ヴ
ィ
ヨ
フ
が
﹃
地
を
変
化
さ
せ
る
た
め
に
は
、
地
に
由

来
し
な
い
力
が
必
要
で
あ
る
﹄
と
、
全
一
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ

ム
の
真
髄
を
い
み
じ
く
も
表
現
し
た
よ
う
に
、
実
に
人
権
と
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人
間
尊
重
の
新
し
い
社
会
秩
序
に
は
、
人
間
中
心
の
ヒ
ュ
ー

マ
ニ
ズ
ム
を
こ
え
て
の
形
而
上
学
が
か
け
て
は
真
の
成
立
は

な
いい
﹂

　

そ
し
て
、
人
生
の
意
味
を
、
次
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。

　
﹁
実
に
人
間
は
、
宇
宙
創
造
の
経
過
に
自
由
意
思
を
も
っ
て

参
加
す
る
。
自
分
自
身
の
全
責
任
に
お
い
て
そ
の
選
択
の
自

由
を
行
使
し
、
善
を
選
び
悪
を
避
け
、
正
を
選
び
不
正
を
退

け
つ
つ
こ
れ
に
参
加
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
人
生
の
意

味
は
実
に
、
人
間
が
真
理
、
善
お
よ
び
正
義
を
こ
の
世
に
実

現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
神
の
宇
宙
創
造
の
御
計
画
に
参
加

す
る
と
い
う
高
貴
な
使
命
に
あ
る
。︵
中
略
︶
わ
れ
わ
れ
が
通

常
﹃
人
間
す
べ
て
平
等
﹄
と
い
う
場
合
、
こ
の
よ
う
な
使
命

に
お
い
て
、
神
の
前
に
平
等
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て

い
る
の
で
あ
るう
﹂

　

つ
ま
り
、
神
の
宇
宙
創
造
の
計
画
に
参
画
す
る
と
い
う
使
命

に
お
い
て
、
す
べ
て
の
人
間
は
、
神
の
前
に
平
等
で
あ
る
。
し

か
も
人
間
は
、
他
の
被
造
物
と
違
っ
て
、
善
、
正
義
を
選
ぶ
と

い
う
倫
理
的
評
価
を
す
る
能
力
を
も
ち
、
自
由
意
思
で
こ
の
使

命
を
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
に
、
人
間
と
し
て
の
本

源
的
な
﹁
平
等
﹂
と
﹁
自
由
﹂
の
根
拠
を
置
く
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

ア
タ
イ
デ
氏
が
﹁
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て

4

4

4

4

4

4

4

4

4

﹂
で
は
不
十
分
で

あ
り
、﹁
神
の
似
姿
に
擬
し
て
創
ら
れ

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
良
心
と
理
性
が
授
け
ら

れ
た
も
の
﹂
と
す
べ
き
こ
と
を
主
張
し
た
根
拠
も
、
ま
さ
し
く
、

神
中
心
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
立
場
か
ら
で
あ
ろ
う
。
キ
リ
ス

ト
教
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
、
人
間
が
、
他
の
生
物
と
違
っ
て
倫

理
的
能
力
を
も
ち
、
自
ら
の
使
命
を
自
覚
し
う
る
と
い
う
点
に

お
い
て
、
人
間
中
心
主
義
で
あ
り
つ
つ
、
そ
の
根
拠
を
超
越
的

神
に
求
め
る
も
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
ア
タ
イ
デ
氏
も
﹁
対
談
﹂
の
随
所
に
披
露
し
て
い

る
よ
う
に
、
仏
教
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
へ
の
強
い
関
心
を
も
っ
て

い
る
。
そ
し
て
、
池
田
Ｓ
Ｇ
Ｉ
会
長
の
展
開
す
る
仏
教
ヒ
ュ
ー

マ
ニ
ズ
ム
の
考
え
方
に
も
賛
同
し
て
い
る
。
斎
藤
惠
彦
氏
も
、﹁
キ

リ
ス
ト
教
の
他
の
各
派
、
ま
た
ユ
ダ
ヤ
教
、
仏
教
、
回
教
等
の

他
の
偉
大
な
宗
教
、
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
、
無
宗
教
に
よ
っ
て
も
、

人
権
の
意
義
づ
け
は
充
分
行
な
わ
れ
る
も
の
と
思
うえ
﹂
と
の
べ

て
い
る
。

　

で
は
、
仏
教
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
よ
る
人
権
の
基
礎
づ
け
は
、

い
か
に
し
て
な
し
う
る
の
か
。
仏
教
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
よ
う
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な
超
越
的
神
を
立
て
な
い
宗
教
で
あ
る
。
峰
島
旭
雄
氏
は
﹁
神

を
立
て
な
い
仏
教
は
、
言
葉
の
真
の
意
味
で
人
間
主
義
・
人
間

中
心
主
義
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
で
は
、
人
間
が
真

に
人
間
で
あ
る
た
め
に
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が
真
に
ヒ
ュ
ー
マ

ニ
ズ
ム
で
あ
る
た
め
に
、
人
間
を
超
え
た
も
の
と
の
か
か
わ
り

と
い
う
点
で
、
仏
教
は
ど
の
よ
う
な
構
造
を
も
っ
て
い
る
で
あ

ろ
う
かお
﹂
と
の
問
い
を
も
う
け
、
キ
リ
ス
ト
教
の
﹁
超
越
的
内
在
﹂

に
対
し
て
、
仏
教
に
お
け
る
﹁
内
在
的
超
越
﹂
と
い
う
﹁
一
種

の
超
越
﹂
の
立
場
を
示
し
て
い
る
。

　
﹁
仏
陀
が
悟
り
、
か
つ
救
済
に
従
事
し
た
こ
と
は
、
あ
る
意
味

で
の
超
越
を
含
ん
で
い
る
と
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
仏
陀
が
菩

提
樹
下
で
瞑
想
し
、
内
観
に
よ
っ
て
、
宇
宙
と
人
間
の
理
法
、

真
理
で
あ
る
︿
法
﹀
を
悟
っ
た
の
ち
、
鹿
野
苑
へ
と
歩
み
こ
の

真
理
を
人
々
に
説
こ
う
と
し
た
と
き
、
出
会
っ
た
五
人
の
比
丘

は
仏
陀
を
見
て
ひ
れ
伏
し
拝
ん
だ
と
伝
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、

も
は
や
単
な
る
人
と
し
て
の
仏
陀
で
は
な
く
、︿
法
﹀
の
体
現
者

と
し
て
の
仏
陀

─
し
か
し
あ
く
ま
で
人
間
で
あ
る

─
に
対

し
て
の
、
礼
拝
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
内
観
を
通
じ
て
あ

く
ま
で
人
間
と
し
て
で
は
あ
る
が
一
種
の
超
越
の
立
場
に
立
ち

え
た
の
で
あ
るか
﹂

　

仏
教
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
お
い
て
も
、
人
間
の
現
実
態
を
こ

え
、
超
越
的
次
元
を
開
示
し
つ
つ
、
ふ
た
た
び
、
現
実
態
の
変

革
を
行
な
う
と
こ
ろ
に
、
真
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が
成
立
す
る

と
考
え
ら
れ
る
。

第
２
章　

仏
教
の
生
命
観

─

　
　
　
　
「
内
在
」
と
「
超
越
」
の
構
造

　

仏
教
に
お
け
る
人
権
思
想
の
基
礎
づ
け
は
、
釈
尊
に
は
じ
ま

る
禅
定
に
よ
る
。
人
間
生
命
の
﹁
内
な
る
宇
宙
﹂
の
洞
察
を
通

し
て
浮
か
び
上
が
る
﹁
内
在
﹂
と
﹁
超
越
﹂
の
構
造
の
な
か
に
、

そ
れ
を
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

そ
の
様
相
を
、︵
ⅰ
︶
釈
尊
の
悟
り
、︵
ⅱ
︶
法
華
経
の
展
開
の

な
か
に
見
出
し
、
そ
こ
に
、
人
権
思
想
と
の
関
わ
り
を
考
え
て

い
き
た
い
。

（
ⅰ
）
釈
尊
の
悟
り

　

釈
尊
の
悟
り
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
を
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基
点
と
し
て
の
﹁
内
な
る
宇
宙
﹂
の
探
求
で
あ
る
。

　

表
層
か
ら
深
層
意
識
へ
の
深
ま
り
、
つ
ま
り
﹁
内
在
﹂
化
の

プ
ロ
セ
ス
は
、
ま
ず
、
今
日
ま
で
の
自
身
の
過
去
の
体
験
が
照

明
さ
れ
て
く
る
。
こ
の
よ
う
な
体
験
を
、
仏
教
で
は
﹁
業
﹂
と

い
う
が
、
こ
の
﹁
業
﹂
は
、
個
人
を
こ
え
て
、
ト
ラ
ン
ス
パ
ー

ソ
ナ
ル
な
領
域
︵
共
業
︶
へ
と
広
が
っ
て
い
く
。
即
ち
、
家
族
や

友
人
等
の
心
と
通
底
す
る
領
域
か
ら
、
部
族
、
民
族
、
国
家
の

次
元
へ
と
入
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
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

ま
っ
て
い
き
、
人
種
、
民
族
、
性
別
、
職
業
等
の
差
異
を
こ
え

た
人
類
共
通
の
地
平
に
、
す
べ
て
の
人
々
の
普
遍
的
・
根
源
的

﹁
平
等
性
﹂
を
見
出
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
実
の

人
々
の
深
層
領
域
に
は
、
他
者
と
衝
突
し
、
闘
争
と
戦
乱
へ
と

駆
り
立
て
る
＂
煩
悩
の
矢
＂
が
つ
き
さ
さ
っ
て
い
る
の
を
洞
察

し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
＂
煩
悩
の
矢
＂
が
、
差
別
心
を
引
き
起

こ
し
、
他
者
へ
の
平
等
視
を
阻
み
、
人
々
を
争
い
に
駆
り
立
て

て
い
る
の
で
あ
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
﹂︵﹃
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー

タき﹄︶、﹁
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
﹂︵﹃
ス

ッ
タ
ニ
パ
ー
タく
﹄︶

　

池
田
Ｓ
Ｇ
Ｉ
会
長
は
、＂
煩
悩
の
矢
︵
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
の
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
すけ
﹂

　

普
遍
的
人
権
の
確
立
の
た
め
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
﹁
内
な
る

宇
宙
﹂
に
ひ
そ
む
、
他
者
か
ら
家
族
、
民
族
、
国
家
、
人
類
に
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至
る
、
あ
ら
ゆ
る
次
元
の
深
層
の
＂
差
異
へ
の
こ
だ
わ
り
＂
即

ち
差
別
心
を
克
服
す
る
こ
と
が
必
須
条
件
で
あ
る
と
す
る
の
で

あ
る
。
深
層
の
差
別
心
と
し
て
の
﹁
無
明
﹂
の
克
服
に
よ
っ
て
、

人
権
確
立
の
生
命
論
的
基
盤
が
打
ち
立
て
ら
れ
、
特
に
普
遍
的

﹁
平
等
権
﹂
を
支
え
る
根
源
的
﹁
平
等
性
﹂
が
開
示
さ
れ
ゆ
く
の

で
あ
る
。

　

で
は
、
釈
尊
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
＂
差
異
へ
の
こ
だ
わ
り
＂

を
克
服
し
え
た
の
か
。＂
煩
悩
の
矢
＂
を
抜
き
え
た
の
か
。

　

釈
尊
の
禅
定
は
、﹁
小
我
﹂
に
つ
き
さ
さ
っ
た
＂
煩
悩
の
矢
＂

に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
修
行
に
よ
っ
て
輝
き
だ
す
明
ら
か

な
智
慧
で
、﹁
内
な
る
宇
宙
﹂
の
様
相
を
照
ら
し
出
し
つ
つ
、
人

類
総
体
の
深
層
意
識
を
も
こ
え
、
生
態
系
と
一
体
の
領
域
に
入

る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
人
類
そ
の
も
の
の
、
他
の
生
き
と
し

生
け
る
も
の
へ
の
差
別
心
︵
煩
悩
の
矢
︶

─
人
類
の
傲
慢

─

が
つ
き
さ
さ
っ
て
い
る
の
を
洞
察
し
、
釈
尊
自
身
は
、
こ
の
矢

を
抜
き
と
り
つ
つ
、
さ
ら
に
、
地
球
と
い
う
惑
星
、
恒
星
の
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
へ
と
﹁
内
在
化
﹂
を
進
め
て
い
っ

た
の
で
あ
る
。
す
べ
て
の
人
々
の
﹁
内
な
る
宇
宙
﹂
の
究
極
の

と
こ
ろ
ま
で
、
禅
定
に
よ
る
﹁
内
在
化
﹂
を
進
め
、
普
遍
的
﹁
平

等
性
﹂
の
根
拠
を
求
め
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
つ
い
に
、
宇
宙

生
命
そ
れ
自
体
を
貫
く
﹁
永
遠
な
る
も
の
﹂﹁
根
源
的
な
る
法
﹂

を
自
己
自
身
の
深
奥
に
覚
知
し
、
そ
の
瞬
間
、
無
明
を
断
破
し

て
覚
者
と
な
り
え
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
瞬
間
の
悟
達
の
体
験
を
、
釈
尊
は
﹃
ウ
ダ
ー
ナ
﹄
の
な

か
に
、
詩
と
し
て
残
し
て
い
る
。

﹁
実
に
ダ
ン
マ
が
、
熱
心
に
入
定
し
て
い
る
修
行
者
に
顕
わ
に

な
る
と
き
、
か
れ
は
悪
魔
の
軍
隊
を
粉
砕
し
て
安
定
し
て
い

る
。
あ
た
か
も
太
陽
が
虚
空
を
照
ら
す
が
ご
と
く
で
あ
るこ
﹂

　

こ
こ
に
い
う
﹁
ダ
ン
マ
﹂︵
ダ
ル
マ
︶
が
、
一
切
の
煩
悩
、
無
明

を
粉
砕
し
、﹁
あ
た
か
も
太
陽
が
虚
空
を
照
ら
す
が
ご
と
く
﹂
照

明
し
つ
く
す
大
境
地
で
あ
る
。
こ
の
﹁
ダ
ン
マ
﹂︵
ダ
ル
マ
︶
が
、﹁
如

来
﹂
と
し
て
大
乗
仏
教
の
基
盤
と
な
り
、
一
切
衆
生
の
成
仏
の

根
拠
と
な
る
﹁
仏
性
﹂﹁
如
来
蔵
﹂
と
し
て
展
開
し
て
い
く
の
で

あ
る
。

　

釈
尊
は
、
入
滅
に
あ
た
り
、﹃
大
パ
リ
ニ
ッ
バ
ー
ナ
経
﹄
に
、

次
の
よ
う
な
言
葉
を
残
し
て
い
る
。

﹁
こ
の
世
で
自
ら
を
島
と
し
、
自
ら
を
た
よ
り
と
し
て
、
他
人
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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
も
の
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
せ
ず
に
あ
れさ
﹂

　

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

﹁
自
己
﹂
で
あ
り
、﹁
超
越
﹂
即
﹁
内
在
﹂
と
し
て
顕
在
化
す
る
﹁
自

己
﹂
で
あ
る
。
釈
尊
が
否
定
し
、
の
り
こ
え
て
い
っ
た
＂
煩
悩

の
矢
＂
が
つ
き
さ
さ
っ
た
﹁
小
我
﹂
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、﹁
自

分
の
主
﹂
と
な
る
よ
う
な
﹁
自
己
﹂
は
、
宇
宙
根
源
の
法
と
一

体
と
な
り
、
そ
こ
か
ら
顕
現
す
る
﹁
自
己
﹂
で
あ
る
。

　

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

く
し
て
の
﹁
内
在
化
﹂
の
究
極
に
顕
現
す
る
﹁
超
越
の
領
域
の
法
﹂

─
宇
宙
根
源
の
法
と
融
合
し
、
一
体
化
し
た
﹁
自
己
﹂
こ
そ
、

仏
教
の
求
め
る
真
実
の
﹁
自
己
﹂︵
大
我
︶
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な

﹁
自
己
﹂
に
は
、
他
者
か
ら
の
束
縛
を
打
ち
破
り
つ
つ
、
同
時

に
＂
煩
悩
の
矢
＂
を
抜
き
取
る
主
体
的
な
自
由
意
志
が
そ
な
わ

っ
て
い
る
。

　

そ
れ
は
、﹁
超
越
﹂
の
次
元
と
一
体
と
な
っ
た
根
源
的
﹁
自
由

性
﹂
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
﹁
自
由
自
在
性
﹂
が
、
普
遍
的
﹁
自

由
権
﹂
の
発
動
を
支
え
る
仏
教
生
命
観
の
基
盤
で
あ
る
。

　

同
時
に
、
こ
の
主
体
的
な
﹁
自
己
﹂
に
は
、
人
間
生
命
の
み

な
ら
ず
生
き
と
し
生
け
る
も
の
と
の
根
源
的
﹁
平
等
性
﹂
が
そ

な
わ
っ
て
い
る
。
す
べ
て
の
人
間
の
﹁
内
な
る
宇
宙
﹂
に
つ
き

さ
さ
っ
た
＂
煩
悩
の
矢
＂
を
洞
察
し
、
抜
き
取
る
根
源
の
智
慧

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
根
源
的
﹁
平
等
性
﹂
を
洞
察
す
る
智
慧
で

あ
り
、
普
遍
的
﹁
平
等
権
﹂
を
支
え
る
生
命
論
的
基
盤
を
形
成

し
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
故
に
、
釈
尊
は
、﹃
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
﹄
で
、
根
源
的
﹁
平

等
性
﹂
の
智
慧
に
照
射
さ
れ
た
現
象
世
界
の
理
想
の
あ
り
方
を
、

次
の
よ
う
に
表
現
す
る
の
で
あ
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
みし
﹂

﹁
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
るす
﹂

﹁
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
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と
を
熟
知
し
て
い
るせ
﹂

　

釈
尊
は
、
根
源
的
﹁
平
等
性
﹂
の
智
慧

─
仏
教
的
に
い
え

ば
縁
起
の
智
慧

─
に
よ
っ
て
カ
ー
ス
ト
制
を
否
定
し
、
す
べ

て
の
人
々
の
平
等
的
生
存
を
主
張
し
た
。
血
統
、
部
族
、
職
業
、

性
別
、
文
化
、
宗
教
に
ま
つ
わ
る
＂
差
異
へ
の
こ
だ
わ
り
＂
の

煩
悩
を
打
ち
破
っ
て
い
る
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
。

　

根
源
的
﹁
自
由
性
﹂
と
根
源
的
﹁
平
等
性
﹂
を
、
自
他
と
も

に
体
現
す
る
た
め
の
人
間
と
し
て
の
真
実
の
生
き
方
を
問
い
、

促
し
た
の
で
あ
る
。
当
時
の
イ
ン
ド
社
会
を
ふ
ま
え
て
、
釈
尊

は
﹁
バ
ラ
モ
ン
﹂
と
表
現
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
宇
宙
生
命
と

一
体
化
し
た
﹁
自
己
﹂︵
大
我
︶
に
は
、
す
べ
て
の
人
々
の
﹁
自
由
﹂

と
﹁
平
等
﹂
へ
の
実
現
を
促
す
根
源
的
﹁
慈
悲
性
﹂
が
内
在
し

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。﹁
自
己
﹂
に
内
包
さ
れ
た
根
源
的
﹁
慈
悲

性
﹂
は
、﹁
連
帯
の
権
利
﹂
の
普
遍
性
を
担
保
し
、
平
和
、
環
境
、

発
展
の
権
利
の
実
現
を
支
え
る
仏
教
生
命
論
的
な
基
盤
で
あ
る
。

そ
の
根
源
は
、﹁
超
越
の
領
域
﹂
か
ら
顕
現
す
る
﹁
宇
宙
根
源
の

法
﹂
に
根
ざ
し
て
い
る
。

　

釈
尊
は
、
こ
の
根
源
的
﹁
慈
悲
性
﹂
を
、
次
の
よ
う
に
表
現

し
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
れそ
﹂

﹁
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
︶﹂た

　

根
源
的
﹁
慈
悲
性
﹂
の
発
動
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
現

象
界
に
お
け
る
時
間
・
空
間
の
限
定
を
こ
え
、
空
間
的
に
は
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
、
同
時
に
無
限
の
過
去
か
ら
未
来
の
人
類
を
も
視
野
に
お
さ

め
て
い
る
。

　

釈
尊
は
、
覚
知
し
た
﹁
宇
宙
根
源
の
法
﹂
に
内
包
さ
れ
た
主

体
的
﹁
自
由
意
志
﹂
を
発
動
し
、﹁
平
等
性
﹂
の
智
慧
に
よ
っ
て

現
実
世
界
を
照
ら
し
出
し
つ
つ
、
人
間
生
命
の
み
な
ら
ず
、
生

き
と
し
生
け
る
も
の
に
も
及
ん
で
い
っ
た
無
量
の
﹁
慈
悲
の
エ

ネ
ル
ギ
ー
﹂
を
、
当
時
の
東
イ
ン
ド
の
人
々
に
そ
そ
ぎ
ゆ
く
、
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衆
生
救
済
の
人
生
道
を
開
拓
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
仏
教
は
、

根
源
的
な
﹁
自
由
意
思
﹂
と
平
等
性
を
照
ら
す
﹁
智
慧
﹂
の
宗

教
で
あ
り
、
そ
の
現
実
世
界
で
の
活
動
は
、
衆
生
救
済
の
﹁
慈
悲
﹂

行
と
な
る
の
で
あ
る
。

（
ⅱ
）
法
華
経
の
展
開

　

法
華
経
は
、
釈
尊
の
成
道
の
人
生
、
即
ち
﹁
内
な
る
宇
宙
﹂

へ
の
﹁
内
在
化
﹂
と
、
そ
の
悟
達
の
瞬
間
の
﹁
超
越
﹂
と
の
一

体
化
、
そ
し
て
、﹁
宇
宙
根
源
の
法
﹂
の
現
象
世
界
へ
の
﹁
顕
在
化
﹂

の
プ
ロ
セ
ス
を
、
経
典
の
展
開
の
な
か
に
再
現
し
て
い
る
。
そ

れ
が
、﹁
前
霊
鷲
山
↓
虚
空
会
↓
後
霊
鷲
山
﹂︵
二
処
三
会
︶
と
い

う
釈
尊
の
説
法
の
座
の
変
換
で
あ
る
。

　

序
品
第
一
か
ら
法
師
品
第
十
ま
で
の
説
法
は
、
霊
鷲
山
を
舞

台
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。
霊
鷲
山
は
現
象
世
界
で
あ
り
、
こ
こ

に
お
い
て
、
釈
尊
は
、
九
界
の
衆
生
の
な
か
に
仏
界
︵
仏
性
︶
が

具
さ
れ
て
い
る
と
い
う
、
仏
性
の
内
在
性
を
示
し
て
い
く
の
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
前
霊
鷲
山
の
説
法
は
、
釈
尊
に
よ
る
す
べ
て

の
人
々
の
﹁
内
な
る
宇
宙
﹂
へ
の
内
在
化
の
プ
ロ
セ
ス
を
示
し

て
い
る
。
方
便
品
第
二
に
お
い
て
、
釈
尊
は
、﹁
諸
仏
世
尊
は
唯

だ
一
大
事
の
因
縁
を
以
て
の
故
に
、
世
に
出
現
し
た
ま
うち
﹂
と

の
べ
、
そ
の
理
由
を
、
衆
生
の
生
命
の
な
か
に
あ
る
﹁
仏
知
見
﹂

︵
仏
性
︶
を
顕
在
化
す
る
た
め
で
あ
る
と
示
し
て
い
るつ
。

　

こ
の
文
は
、
人
間
生
命
の
根
源
的
﹁
平
等
性
﹂
を
示
す
も
の

で
あ
り
、
こ
の
後
、
釈
尊
の
説
法
は
、
す
べ
て
の
人
々
の
生
命

内
奥
に
入
り
、
そ
こ
に
渦
巻
く
＂
差
異
へ
の
こ
だ
わ
り
＂︵
差
別
心
︶

を
打
ち
破
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
当
時
の
人
々
の
心
の
な
か
に

あ
る
、
二
乗
は
成
仏
で
き
な
い
、
悪
人
は
成
仏
で
き
な
い
、
女

人
は
成
仏
で
き
な
い
と
い
う
偏
見
の
煩
悩
を
打
ち
破
り
つ
つ
、

二
乗
作
仏
、
悪
人
成
仏
、
女
人
成
仏
を
説
く
の
で
あ
る
。
そ
の

根
拠
こ
そ
、
こ
れ
ら
の
人
々
を
含
め
た
す
べ
て
の
衆
生
に
内
在

す
る
﹁
仏
性
﹂
─
根
源
的
﹁
平
等
性
﹂
で
あ
る
。
こ
の
原
理
は
、

人
種
、
性
別
、
民
族
、
文
化
、
生
ま
れ
、
職
業
、
身
心
の
状
態

等
の
差
異
を
こ
え
て
の
根
源
的
﹁
平
等
性
﹂
を
示
す
も
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
霊
鷲
山
に
お
け
る
仏
性
︵
仏
界
︶
の
内
在
性
は
、

あ
く
ま
で
原
理
上
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
仏
性
が
現
実
に
顕
在

化
し
た
わ
け
で
は
な
い
。

　

仏
性
︵
仏
界
︶
が
顕
在
化
す
る
た
め
に
は
、
一
度
、﹁
虚
空
会

の
儀
式
﹂
を
通
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
霊
鷲
山
は
、
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時
間･

空
間
の
枠
組
み
が
適
用
す
る
現
象
世
界
で
あ
る
。
そ
の
世

界
で
の
﹁
内
在
﹂
化
は
、
そ
の
究
極
に
お
い
て
、
釈
尊
の
菩
提

樹
下
の
悟
達
と
同
様
に
、
現
象
世
界
を
突
破
し
、﹁
超
越
﹂
の
領

域
へ
と
入
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

虚
空
会
は
、
時
間･

空
間
の
枠
組
み
を
こ
え
た
﹁
超
越
﹂
の
領

域
を
表
し
て
い
る
。
法
華
経
の
説
法
で
は
、
見
宝
塔
品
第
十
一

の
冒
頭
に
、
巨
大
な
＂
宝
塔
＂
が
大
地
を
割
っ
て
出
現
し
、﹁
空

中
﹂
に
﹁
住
在
﹂
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
虚
空
会
の
儀
式

が
始
ま
っ
て
い
るて
。

　

大
地
と
は
、
現
象
世
界
で
あ
る
。﹁
空
中
﹂
に
﹁
住
在
﹂
す
る

と
の
表
現
の
な
か
に
、
霊
鷲
山
を
超
え
て
い
く
方
向
が
示
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
巨
大
な
﹁
宝
塔
﹂
は
、
す
べ
て
の
人
々
の
﹁
内

な
る
宇
宙
﹂
の
究
極
を
な
す
﹁
宇
宙
根
源
の
法
﹂
即
ち
仏
性
の

象
徴
で
あ
る
。

　

説
法
は
、
つ
い
で
、
三
変
土
田
、
十
方
の
分
身
仏
の
来
集
、

釈
迦
・
多
宝
の
二
仏
並
座
、
釈
尊
が
神
通
力
で
会
座
の
大
衆
を

虚
空
に
お
き
、
こ
こ
に
﹁
虚
空
会
の
儀
式
﹂
が
成
立
し
、
以
後
、

﹁
地
涌
の
菩
薩
﹂
が
出
現
す
る
従
地
涌
出
品
第
十
五
、﹁
久
遠
仏
﹂

が
明
か
さ
れ
る
寿
量
品
第
十
六
を
経
て
、
嘱
累
品
第
二
十
二
ま

で
つ
づ
い
て
い
く
。
法
華
経
に
説
く
虚
空
会
の
儀
式
に
は
、
次

の
よ
う
な
内
実
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　

第
一
に
、
会
座
が
﹁
虚
空
﹂
に
お
か
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、

現
象
世
界
を
突
破
し
て
﹁
超
越
﹂
の
領
域
に
入
っ
た
こ
と
で
あ

る
。

　

第
二
に
、
三
変
土
田
、
十
方
の
分
身
仏
の
来
集
は
、
空
間
の

大
宇
宙
へ
の
拡
大
と
凝
縮
を
示
し
て
い
る
。
釈
尊
の
生
命
︵
仏
界
︶

の
大
宇
宙
へ
の
分
身
仏
と
し
て
の
拡
大
と
、
同
時
に
、
釈
尊
へ

の
帰
還
で
あ
る
。

　

第
三
に
、
多
宝
如
来
と
い
う
仏
が
出
現
し
た
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
仏
は
、
東
方
の
宝
浄
世
界
か
ら
来
た
と
あ
る
。
東
方
は
過

去
を
象
徴
し
て
お
り
、
釈
尊
の
説
法
が
過
去
の
真
理
︵
法
︶
に
か

な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
そ
れ
を
う
け
て
神

力
品
第
二
十
一
で
は
、
涌
出
品
に
登
場
し
た
上
行
菩
薩
へ
の
未

来
世
へ
の
付
嘱
が
説
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
真
理
︵
法
︶
が

未
来
に
も
立
証
さ
れ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
釈
尊

の
証
得
し
た
宇
宙
根
源
の
法
の
過
去
、
未
来
へ
の
拡
大
で
あ
り
、

同
時
に
現
在
の
一
瞬
へ
の
凝
縮
で
あ
る
。
こ
こ
に
﹁
瞬
間
﹂
即

﹁
永
遠
﹂
の
法
理
が
示
さ
れ
て
い
る
。
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第
四
に
、
釈
迦
・
多
宝
の
二
仏
並
座
と
大
衆
の
﹁
虚
空
﹂
へ

の
﹁
摂
取
﹂
は
、
時
間･

空
間
を
﹁
超
越
﹂
し
た
﹁
虚
空
﹂
の
内

実
の
表
象
で
あ
る
。
十
界
の
す
べ
て
の
衆
生
が
、
こ
の
﹁
超
越
﹂

の
領
域
に
﹁
摂
取
﹂
さ
れ
、
大
宇
宙
の
森
羅
万
象
が
、
こ
と
ご

と
く
宇
宙
根
源
の
法
に
内
包
さ
れ
て
い
る
様
相
で
あ
る
。

　

第
五
に
、
釈
尊
は
寿
量
品
第
十
六
に
お
い
て
、﹁
永
遠
な
る
存

在
﹂
で
あ
り
、﹁
久
遠
の
釈
尊
﹂
で
あ
る
こ
と
を
明
か
し
て
い
く

の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、﹁
釈
尊
﹂
に
即
し
て
、
そ
の
本
地
︵
究
極

の
大
境
地
︶
と
し
て
、﹁
久
遠
の
釈
尊
﹂﹁
永
遠
な
る
仏
﹂
を
洞
察

し
て
く
る
の
で
あ
ると
。

　

こ
の
後
、
五
百
塵
点
劫
の
譬
喩
に
よ
っ
て
、
釈
尊
は
、
自
分

が
成
仏
し
た
の
は
、
実
質
的
に
は
永
遠
の
過
去
で
あ
り
、
未
来

に
つ
い
て
も
成
仏
し
て
か
ら
現
在
ま
で
の
二
倍
で
あ
る
と
説
い

て
、
実
質
的
に
は
、
未
来
の
寿
命
も
永
遠
で
あ
る
と
示
し
て
い

る
。

　
﹁
久
遠
の
仏
﹂
と
し
て
の
﹁
永
遠
な
る
仏
﹂
は
、
宇
宙
根
源
の

法
と
し
て
の
﹁
永
遠
な
る
法
﹂
と
一
体
で
あ
る
。
そ
し
て
、﹁
虚

空
会
の
儀
式
﹂
と
し
て
表
象
さ
れ
る
﹁
超
越
﹂
の
領
域
と
は
、

森
羅
万
象
を
包
括
し
つ
つ
、
そ
こ
か
ら
発
現
し
て
い
く
宇
宙
根

源
の
場

─
宇
宙
生
命
場
で
あ
る
。
こ
の
宇
宙
生
命
場
の
仏
が
、

﹁
久
遠
の
仏
﹂
即
ち
﹁
永
遠
な
る
釈
尊
﹂
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

﹁
久
遠
の
仏
﹂
は
、
宇
宙
生
命
場
に
そ
な
わ
っ
た
根
源
的
﹁
平
等

性
﹂
と
一
体
と
な
っ
て
、
自
由
自
在
に
宇
宙
全
領
域
へ
と
発
動

し
、
躍
動
し
て
い
く
根
源
的
﹁
自
由
性
﹂
を
そ
な
え
て
い
る
。

　

こ
の
根
源
的
﹁
自
由
性
﹂
を
、
イ
ン
ド
に
生
誕
し
た
釈
尊
は
、

﹃
大
パ
リ
ニ
ッ
バ
ー
ナ
経
﹄
の
な
か
に
あ
る
よ
う
に
、
阿
難
を
通

し
て
﹁
真
実
の
自
己
﹂
即
ち
﹁
法
島
﹂﹁
自
島
﹂
と
し
て
説
い
た

の
で
あ
る
。﹁
永
遠
な
る
法
﹂
と
一
体
と
な
り
、
煩
悩
に
さ
ま
た

げ
ら
れ
る
こ
と
な
く
自
由
自
在
に
躍
動
す
る
﹁
大
我
﹂
の
形
成

で
あ
る
。
こ
の
根
源
的
﹁
平
等
性
﹂
と
根
源
的
﹁
自
由
性
﹂
を

そ
な
え
た
﹁
永
遠
な
る
仏
﹂﹁
久
遠
の
仏
﹂
は
、
同
時
に
根
源
的

﹁
慈
悲
性
﹂
を
そ
な
え
て
い
る
。﹁
久
遠
の
仏
﹂
と
し
て
の
自
由

自
在
の
活
動
は
、﹁
平
等
性
﹂
の
宇
宙
生
命
場
を
基
盤
と
し
て
、

衆
生
救
済
の
慈
悲
行
へ
と
発
動
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

﹁
久
遠
の
仏
﹂
は
﹁
永
遠
な
る
救
済
仏
﹂
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
現

象
世
界
の
九
界
の
衆
生
を
具
体
的
に
救
済
す
る
に
は
、﹁
虚
空
﹂

か
ら
再
び
現
象
世
界
へ
と
顕
在
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

即
ち
、﹁
内
在
﹂
化
か
ら
﹁
超
越
﹂
へ
、
そ
し
て
、
再
び
、
こ
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の
現
象
宇
宙
へ
と
﹁
内
在
﹂
的
に
顕
在
化
す
る
の
で
あ
る
。
法

華
経
の
説
法
の
座
は
、
再
び
霊
鷲
山
に
帰
っ
て
く
る
。
し
か
し
、

前
霊
鷲
山
と
ち
が
っ
て
、
こ
こ
に
は
﹁
久
遠
の
救
済
仏
﹂
の
慈

悲
行
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
菩
薩
群
像
と
な
っ
て
躍
動
し
て
い
る
。

　

後
霊
鷲
山
は
薬
王
菩
薩
品
第
二
十
三
か
ら
、
普
賢
菩
薩
勧
発

品
第
二
十
八
ま
で
つ
づ
い
て
い
る
。
後
霊
鷲
山
に
お
い
て
は
、

同
じ
現
象
世
界
で
あ
っ
て
も
、
前
霊
鷲
山
の
よ
う
に
理
論
的
に

﹁
内
在
﹂
的
な
仏
性
︵
仏
界
︶
を
さ
し
示
す
の
で
は
な
く
、
一
度
、

﹁
虚
空
会
の
儀
式
﹂
を
経
る
こ
と
に
よ
っ
て
、﹁
超
越
﹂
の
領
域

で
あ
る
宇
宙
生
命
場
か
ら
蘇
え
り
、﹁
久
遠
の
救
済
仏
﹂
の
具
体

的
な
慈
悲
行
が
現
実
変
革
を
引
き
起
こ
す
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
現
実
世
界
変
革
の
人
間
の
あ
り
方
が
菩
薩
道
で
あ
る
。

第
３
章　

菩
薩
群
像
と
人
権
思
想

　

キ
リ
ス
ト
教
で
は
、
神
の
宇
宙
創
造
の
計
画
に
参
加
す
る
と

い
う
使
命
に
お
い
て
、
す
べ
て
の
人
間
は
﹁
平
等
﹂
で
あ
る
と

す
る
の
に
対
し
て
、
仏
教
で
は
、﹁
永
遠
の
法
﹂
の
発
動
、
展
開

の
姿
で
あ
る
宇
宙
の
慈
悲
行
に
、
人
間
は
根
源
的
﹁
自
由
性
﹂

に
も
と
づ
く
自
由
意
思
で
参
画
し
、
根
源
的
﹁
慈
悲
性
﹂
の
発

現
で
あ
る
菩
薩
道
に
生
き
る
と
い
う
使
命
を
も
つ
存
在
で
あ
る

と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
根
源
的
﹁
平
等
性
﹂
を
そ
な
え
て
い

る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
人
間
は
、
本
来
、
菩
薩
道
を
な
す
と

い
う
使
命
に
お
い
て
、
人
種
、
民
族
、
文
化
、
宗
教
、
性
別
、

職
業
、
社
会
的
地
位
と
い
う
﹁
差
異
﹂
を
こ
え
て
平
等
な
の
で

あ
る
。

（
Ⅰ
）
久
遠
の
仏
と
地
涌
の
菩
薩

　

大
乗
仏
典
に
は
、
多
く
の
菩
薩
群
が
登
場
し
、
こ
の
使
命
の

は
た
し
方
を
そ
れ
ぞ
れ
の
角
度
か
ら
表
現
し
て
い
る
。
し
か
し
、

法
華
経
と
の
関
連
で
い
え
ば
、
法
華
経
の
虚
空
会
︵
涌
出
品
第
十

五
︶
に
登
場
す
る
地
涌
の
菩
薩
は
、﹁
久
遠
の
仏
﹂
の
民
衆
救
済

の
使
命
を
総
合
的
・
普
遍
的
に
は
た
す
た
め
に
、
根
源
的
な
﹁
自

由
性
﹂
か
ら
顕
在
化
し
て
き
た
菩
薩
で
あ
る
。
そ
し
て
、
釈
尊

入
滅
後
の
﹁
仏
の
使
い
﹂
で
あ
り
、
仏
か
ら
託
さ
れ
て
﹁
仏
事
﹂

即
ち
民
衆
救
済
の
仕
事
を
行
な
う
と
さ
れ
て
い
る
。

　

日
蓮
は
、
御
義
口
伝
で
、﹁
法
華
経
文
句
補
正
記
﹂
の
文
を
引

い
て
、
上
行
、
無
辺
行
、
浄
行
、
安
立
行
の
四
菩
薩
が
、
常
楽

我
浄
の
四
徳
に
配
さ
れ
る
こ
と
を
記
し
て
い
るな
。
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地
涌
の
菩
薩
に
具
し
た
﹁
四
徳
﹂
は
、
上
行
菩
薩
の
﹁
自
己
﹂

︵
大
我
︶
が
﹁
永
遠
な
る
仏
﹂
と
一
体
と
な
り
つ
つ
、
自
由
な
る

意
志
で
﹁
宇
宙
論
的
使
命
﹂
を
遂
行
す
る
働
き
を
あ
ら
わ
し
て

い
る
。
つ
ま
り
、
浄
行
の
﹁
浄
﹂
の
徳
は
、
主
体
的
な
﹁
自
己
﹂︵
我
︶

が
、
悪
心
︵
煩
悩
︶
を
打
ち
破
っ
て
、
善
心
︵
菩
提
︶
へ
と
転
換
し
、

そ
れ
に
よ
っ
て
根
源
的
な
﹁
慈
悲
性
﹂
を
体
現
し
て
い
く
働
き

で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
慈
悲
心
に
よ
る
救
済
の
働
き
は
、
い
か

な
る
障
害
を
も
無
辺
に
乗
り
越
え
ゆ
く
無
辺
行
の
働
き
と
し
て

示
さ
れ
る
﹁
常
﹂
の
こ
と
で
あ
り
、
上
行
の
行
な
う
﹁
自
由
性
﹂

の
顕
現
で
あ
る
。
そ
し
て
、
自
由
自
在
に
民
衆
を
救
済
し
ゆ
く

慈
悲
行
の
な
か
に
こ
そ
、
安
心
立
命
の
大
境
涯
が
確
立
さ
れ
る

の
で
あ
り
、
安
立
行
と
し
て
表
示
す
る
﹁
楽
﹂
の
徳
で
あ
る
。

す
べ
て
の
人
々
が
獲
得
し
う
る
幸
福
境
涯
で
あ
り
、
根
源
的
﹁
平

等
性
﹂
の
表
現
で
あ
る
。

（
Ⅱ
）
法
華
経
に
登
場
す
る
菩
薩
群

　

以
上
の
よ
う
な
地
涌
の
菩
薩
の
総
合
的
、
普
遍
的
な
働
き
か

ら
す
れ
ば
、
法
華
経
の
後
霊
鷲
山
に
登
場
す
る
菩
薩
や
、
他
の

大
乗
仏
典
に
記
さ
れ
る
仏
・
菩
薩
は
、﹁
久
遠
の
仏
﹂
の
民
衆
救

済
の
働
き
を
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
立
場
か
ら
支
援
す
る
も
の
と

い
え
よ
う
。
そ
れ
故
に
、
す
べ
て
の
仏･

菩
薩
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の

﹁
誓
願
﹂
を
立
て
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
、
後
霊
鷲
山
に
登
場
す
る
菩
薩
群
を
中
心
に
、
そ
れ

ぞ
れ
の
﹁
誓
願
﹂
の
内
実
を
、
現
代
的
な
視
野
か
ら
照
明
し
て

い
く
こ
と
に
す
る
。

　

こ
こ
で
、
今
日
の
人
権
思
想
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
く
と
、

大
別
し
て
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
わ
か
れ
る
と
い
う
。
第
一
の
グ

ル
ー
プ
、﹁
第
一
世
代
の
人
権
﹂
は
、
市
民
的
、
政
治
的
権
利
で

あ
る
。
世
界
人
権
宣
言
で
は
、
第
二
条
か
ら
第
二
十
一
条
ま
で

に
列
挙
さ
れ
て
い
る
、
国
家
か
ら
の
自
由
権
で
あ
る
。
第
二
の

グ
ル
ー
プ
、﹁
第
二
世
代
の
人
権
﹂
は
、
社
会
的
、
文
化
的
権
利

で
あ
り
、
世
界
人
権
宣
言
の
第
二
十
二
条
か
ら
第
二
十
七
条
に

定
め
ら
れ
て
い
る
。
国
家
へ
の
要
請
の
権
利
で
あ
る
。
し
か
し
、

今
日
で
は
、
第
三
の
グ
ル
ー
プ
、﹁
第
三
世
代
の
人
権
﹂
と
し
て

連
帯
の
権
利
が
主
張
さ
れ
る
に
至
っ
て
お
り
、
平
和
へ
の
権
利
、

発
展
の
権
利
、
健
康
的
で
持
続
可
能
な
環
境
へ
の
権
利
が
代
表

的
な
も
の
と
さ
れ
る
。

　

田
畑
茂
二
郎
氏
は
、
人
権
思
想
の
基
調
を
﹁
人
間
性
の
尊
重
﹂
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に
あ
る
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

﹁
基
本
的
人
権
と
い
う
の
は
、
啓
蒙
期
自
然
法
思
想
が
根
源
で

あ
っ
て
、﹃
ア
メ
リ
カ
独
立
宣
言
﹄
と
か
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の

﹃
人
権
宣
言
﹄
と
か
い
っ
た
も
の
を
経
て
今
日
に
至
っ
て
い
る

わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
人
権
の
歴
史
を
今
日
ま
で
た
ど
っ
て
、

﹃
第
三
世
代
の
人
権
﹄
と
い
わ
れ
る
の
を
み
る
と
、
や
は
り
人

間
性
の
尊
重
と
い
う
こ
と
が
基
本
的
な
土
台
に
な
っ
て
い
る

と
思
い
ま
す
。
人
間
性
の
尊
重
と
い
う
土
台
の
上
で
、
平
和

の
問
題
、
開
発
の
問
題
、
発
展
の
問
題
も
出
る
し
、
環
境
の

問
題
も
出
て
く
る
。
や
は
り
人
間
を
人
間
と
し
て
尊
重
し
て

い
く
こ
と
が
基
本
な
ん
で
す
ねに
﹂

　

人
間
性
を
最
大
限
に
尊
重
し
、
人
間
の
基
本
的
ニ
ー
ズ
を
み

た
し
、
物
質
的
の
み
な
ら
ず
精
神
的
に
も
人
間
性
を
開
花
さ
せ

て
い
く
と
こ
ろ
に
、
人
権
思
想
の
土
台
が
あ
る
。
こ
う
し
て
、﹁
第

三
世
代
の
人
権
﹂
に
ま
で
く
る
と
、
国
家
の
枠
を
こ
え
て
、
国

際
機
関
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
、
国
連
等
の
協
力
、
連
帯
に
よ
っ
て
、
は
じ

め
て
、
人
権
を
実
現
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

第
三
世
代
の
人
権
は
、
連
帯
の
人
権
で
あ
る
が
、
そ
の
主
体
者

は
、
あ
く
ま
で
﹁
人
間
﹂
個
人
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
、
人
権
思
想
か
ら
、
後
霊
鷲
山
に
登
場
す
る

菩
薩
群
像
の
も
つ
﹁
誓
願
﹂
の
内
実
を
分
析
し
て
い
く
と
、
次

の
よ
う
な
現
代
的
意
義
を
取
り
出
せ
る
で
あ
ろ
う
。
特
徴
的
な

菩
薩
の
誓
願
を
、
順
次
、
取
り
上
げ
て
い
き
た
い
。

（
ⅰ
）
不
軽
菩
薩

　

こ
の
菩
薩
の
誓
願
と
行
動
は
、
仏
教
の
菩
薩
の
あ
り
方
を
最

も
典
型
的
に
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
常
不
軽
菩
薩
品
第
二
十
に
お

い
て
、
増
上
慢
の
比
丘
が
大
勢
力
を
も
っ
て
い
た
時
代
に
、
一

人
の
常
不
軽
と
い
う
名
の
菩
薩
が
出
現
し
て
、
出
会
う
衆
人
を

礼
拝
し
、
尊
敬
の
念
を
示
し
た
と
い
うぬ
。

　

こ
こ
に
、
不
軽
が
人
を
敬
っ
た
の
は
、
た
と
え
表
面
に
増
上

慢
や
害
心
が
あ
ら
わ
れ
て
い
て
も
、
そ
の
内
面
に
輝
く｢

仏
性｣

を
礼
拝
し
た
の
で
あ
る
。
す
べ
て
の
人
々
の
内
奥
に
光
輝
く
﹁
仏

性｣

と
い
う
﹁
人
間
性
﹂
を
尊
重
し
、
未
来
の
仏
と
し
て
﹁
平
等

に
尊
敬
﹂
し
、
そ
の
啓
発
を
志
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ

の
手
段
と
し
て
、
あ
く
ま
で
﹁
但
行
礼
拝
﹂
と
い
う
非
暴
力
に

徹
し
た
の
で
あ
る
。｢

仏
性｣

と
し
て
、
す
べ
て
の
人
々
に
そ
な

わ
る
﹁
宇
宙
根
源
の
生
命
﹂
は
、
非
暴
力
、
善
心
と
い
う
手
段
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で
し
か
顕
在
化
し
え
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
丁
度
、
マ
ハ
ト

マ
・
ガ
ン
ジ
ー
が
、
宇
宙
の
実
在
を
﹁
真
理
﹂︵
サ
ッ
チ
ャ
︶
と
表

現
し
、
そ
の
体
現
の
手
段
と
し
て
﹁
非
暴
力
﹂︵
ア
ヒ
ン
サ
ー
︶
を

掲
げ
た
こ
と
と
同
じ
で
あ
る
。

　

不
軽
菩
薩
や
マ
ハ
ト
マ
・
ガ
ン
ジ
ー
が
さ
し
示
し
た
﹁
平
和

へ
の
方
途
﹂
こ
そ
、﹁
平
和
の
権
利
﹂
を
実
現
し
、
連
帯
の
輪
を

広
げ
な
が
ら
、
共
同
体
と
し
て
の
﹁
暴
力
か
ら
の
自
由
﹂
を
獲

得
し
、
人
間
の
﹁
安
全
保
障
﹂
を
可
能
に
す
る
唯
一
の
道
で
あ
る
。

仏
教
の
菩
薩
群
の
示
す
、
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
の
各
種
の
人

権
闘
争
の
ベ
ー
ス
に
は
、
す
べ
て
不
軽
菩
薩
の
路
線
が
貫
か
れ

て
い
る
。
つ
ま
り
、﹁
仏
性
﹂
と
い
う
人
間
性
の
開
花
と
非
暴
力

等
の
善
心
の
連
帯
の
拡
大
と
い
う
路
線
で
あ
る
。

（
ⅱ
）
妙
音
菩
薩
、
普
賢
菩
薩
、
文
殊
菩
薩

　

こ
れ
ら
の
菩
薩
は
、﹁
学
問
、
思
想
、
芸
術
表
現
の
自
由
﹂
を

主
張
し
て
い
る
。

　

妙
音
菩
薩
は
、
妙
音
菩
薩
品
第
二
十
四
に
登
場
す
る
。
妙
音

と
は
、
仏
に
供
養
す
る
美
し
い
音
楽
で
あ
る
。
こ
の
菩
薩
は
、

過
去
に
、
仏
に
十
万
種
の
伎
楽
を
供
養
し
た
と
い
う
。
こ
の
世

界
に
来
至
し
た
時
、﹁
百
千
の
天
楽
は
、
鼓
せ
ざ
る
に
自
ら
鳴

るね
﹂
と
説
か
れ
て
い
る
。
音
楽
を
は
じ
め
と
す
る
芸
術
活
動
の

自
由
な
る
権
利
を
表
現
し
て
い
る
。

　

普
賢
菩
薩
は
、
法
華
経
の
最
終
品
で
あ
る
普
賢
菩
薩
勧
発
品

第
二
十
八
に
登
場
す
る
。
普
賢
の
普
と
は
あ
ま
ね
く
と
い
う
こ

と
で
、
こ
の
現
象
世
界
に
浸
透
し
て
い
く
こ
と
を
い
い
、
賢
と

は
、
学
理
を
求
め
、
真
理
を
究
め
て
い
く
理
性
・
知
性
の
働
き

で
あ
る
。
文
殊
菩
薩
と
と
も
に
、
迹
化
の
菩
薩
の
上
首
と
さ
れ

る
。
文
殊
は
、
法
華
経
で
は
す
で
に
序
品
で
登
場
し
、
提
婆
達

多
品
第
十
二
や
嘱
累
品
第
二
十
二
で
重
要
な
働
き
を
し
て
い
る
。

文
殊
の
智
慧
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
般
若
を
体
現
す
る
菩
薩
で

あ
る
。
文
殊
が
智
徳
、
証
徳
を
あ
ら
わ
す
の
に
対
し
て
、
普
賢

は
理
徳
、
定
徳
を
表
わ
す
と
い
う
。
つ
ま
り
、
文
殊
が
宗
教
的
・

思
想
的
悟
り
で
あ
る
直
観
智
を
あ
ら
わ
す
の
に
対
し
て
、
普
賢

は
、
学
問
的
・
理
性
的
知
性
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
二
人
の
菩
薩
は
、﹁
宗
教
的
・
思
想
的
な
自
由
﹂
と
﹁
学
問

的
・
理
性
的
な
自
由
﹂
の
権
利
を
主
張
し
て
い
る
。

（
ⅲ
）
観
世
音
菩
薩
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こ
の
菩
薩
は
、
民
衆
の
切
な
る
願
い
に
耳
を
か
た
む
け
、
そ

の
願
い
を
か
な
え
る
た
め
に
、
何
も
の
に
も
怖
れ
な
い
境
地
を

与
え
ゆ
く
菩
薩
、
つ
ま
り
施
無
畏
者
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
菩

薩
の
救
済
の
内
容
は
﹁
現
世
利
益
的
﹂
で
あ
る
。

　

そ
の
具
体
例
を
あ
げ
て
み
る
と
、
次
に
示
す
よ
う
に
、
切
実

な
る
民
衆
の
﹁
生
命
、
自
由
、
身
体
の
安
全
へ
の
権
利
﹂
や
、

さ
ら
に
﹁
拷
問
、
残
虐
な
非
人
道
的
な
屈
辱
的
な
取
扱
も
し
く

は
刑
罰
へ
の
禁
止
﹂﹁
ほ
し
い
ま
ま
の
逮
捕
、
拘
束
、
追
放
の
禁

止
﹂
の
自
由
権
等
が
相
当
し
て
い
るの
。

　

ま
ず
、
暴
力
、
災
害
、
毒
薬
な
ど
か
ら
の
身
体
の
安
全
を
確

保
し
よ
う
と
す
る
誓
い
が
あ
る
。

　

①　

大
火
に
入
っ
て
も
火
も
焼
く
こ
と
が
で
き
ず
、
大
水
に

流
さ
れ
て
も
、
浅
い
と
こ
ろ
に
た
ど
り
つ
く
。

─
自

然
災
害
と
い
う
身
体
の
危
険
、
恐
怖
か
ら
の
自
由
で
あ

る
。

　

②　

大
海
の
中
で
の
羅
刹
の
難
を
脱
却
で
き
る
。
三
千
大
千

世
界
の
夜
叉
や
羅
刹
も
、
害
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
な

い
。

─
夜
叉
や
羅
刹
︵
悪
鬼
︶
と
し
て
示
さ
れ
る
、
各

種
の
社
会
的
暴
力
に
よ
る
身
体
へ
の
危
害
を
こ
え
る
と

い
う｢

安
全
へ
の
権
利｣

で
あ
り
、﹁
暴
力
か
ら
の
自
由
﹂

を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

③　

三
千
大
千
世
界
の
敵
意
あ
る
盗
賊
か
ら
の
が
れ
ら
れ
る
。

─
社
会
的
暴
力
か
ら
の
自
由
権
の
主
張
で
あ
る
。

　

④　

も
ろ
も
ろ
の
毒
薬
に
身
を
害
せ
ら
れ
よ
う
と
す
る
も
、

か
え
っ
て
、
害
し
よ
う
と
し
た
人
に
還
っ
て
い
く
。

─
﹁
毒
薬
に
よ
る
殺
害
か
ら
の
自
由
﹂
で
あ
る
。

次
に
、
国
難
と
表
記
さ
れ
る
国
家
権
力
に
よ
る
迫
害
で
あ
る
。

　

⑤　

王
権
の
苦
に
遭
っ
て
、
刑
に
よ
っ
て
命
が
絶
た
れ
よ
う

と
す
る
時
に
、﹁
刀
は
尋
い
で
段
段
に
壊
れ
﹂
る
。

─

国
家
権
力
に
よ
る
拷
問
や
理
不
尽
な
刑
罰
か
ら
の
自
由

権
で
あ
る
。

　

⑥　
﹁
枷
鎖
﹂
等
の
刑
具
で
束
縛
さ
れ
て
い
て
も
、
そ
こ
か
ら

脱
却
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

─
政
治
権
力
か
ら
の
自

由
権
の
主
張
で
あ
る
。

（
ⅳ
）
薬
王
菩
薩
、
薬
師
如
来

　
﹁
病
気
、
貧
困
か
ら
の
救
済
を
願
い
、
自
己
及
び
家
族
の
健
康

や
福
祉
に
十
分
な
生
活
水
準
を
保
持
す
る
権
利
﹂
や
﹁
社
会
保
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障
を
受
け
る
権
利
﹂
の
主
張
が
、
こ
れ
ら
の
菩
薩
・
仏
の
誓
願

の
内
実
で
あ
る
。

　

薬
王
菩
薩
は
、
過
去
に
、
一
人
の
長
者
︵
星
宿
光
長
者
︶
が
未

来
に
衆
生
の
身
心
の
病
を
治
そ
う
と
の
誓
願
を
立
て
て
、
薬
王

菩
薩
と
呼
ば
れ
た
と
い
うは
。
薬
王
菩
薩
本
事
品
第
二
十
三
に
、

こ
の
菩
薩
の
過
去
の
事
跡
が
の
べ
ら
れ
、
陀
羅
尼
品
第
二
十
六

で
法
華
経
の
行
者
の
守
護
を
誓
っ
て
い
る
。

　

薬
師
如
来
は
、
衆
生
の
病
気
に
直
接
的
に
関
わ
り
、﹁
十
二
大

願ひ﹂
の
な
か
に
、
貧
困
・
病
気
か
ら
の
救
済
が
誓
わ
れ
て
い
る
。

①　

第
六
願
に
は
、
先
天
的
障
害
や
身
体
的
・
精
神
的
疾
病

を
救
済
し
た
い
。

②　

第
七
願
に
は
、
病
気
に
せ
め
ら
れ
、
貧
し
く
、
薬
も
医

師
も
い
な
い
状
況
を
救
済
し
た
い
。
そ
し
て
、
病
気
を

な
お
し
、
資
財
を
豊
か
に
し
、
身
心
を
安
楽
に
し
た
い
。

③　

第
十
一
願
に
は
、
衆
生
が
餓
え
に
せ
め
ら
れ
、
食
を
も

と
め
よ
う
と
し
て
悪
を
働
く
こ
と
を
救
済
し
た
い
。

④　

第
十
二
願
に
は
、
衆
生
が
衣
服
も
な
く
、
寒
熱
に
な
や

ま
さ
れ
る
こ
と
を
救
済
し
た
い
。

　

こ
れ
ら
は
、
病
気
や
貧
困
か
ら
の
救
済
へ
の
誓
い
で
あ
り
、

今
日
に
お
け
る
社
会
的
・
経
済
的
権
利
の
主
張
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
⑤
と
し
て
第
十
願
に
、
王
法
に
と
ら
わ
れ
、
牢
獄

に
幽
禁
さ
れ
、
枷
鎖
鞭
撻
や
極
刑
に
さ
れ
る
こ
と
を
救
済
し
た

い
と
い
う
、﹁
王
権
か
ら
の
自
由
権
﹂
の
主
張
が
あ
る
。

　

以
上
、
法
華
経
を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
大
乗
仏
典
に
登
場

す
る
仏
・
菩
薩
の
誓
願
が
、
仏
教
者
の
原
動
力
と
な
り
、
菩
薩

道
の
指
針
と
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

釈
尊
以
後
の
仏
教
者
は
、
釈
尊
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
、
平
和
・

共
生
へ
の
道
こ
そ
、﹁
人
権
﹂
と
﹁
人
間
の
安
全
保
障
﹂
の
基
盤

で
あ
る
こ
と
を
深
く
認
識
し
、
非
暴
力
、
平
和
の
菩
薩
道
と
し

て
の
人
権
闘
争
を
、
東
ア
ジ
ア
全
域
へ
と
繰
り
広
げ
て
い
っ
た

の
で
あ
る
。
そ
の
闘
争
は
、
イ
ン
ド
か
ら
中
国
、
韓
半
島
、
日

本
へ
の
北
伝
ル
ー
ト
と
と
も
に
、
ス
リ
ラ
ン
カ
を
通
っ
て
南
ア

ジ
ア
へ
と
広
が
り
、
歴
史
上
、
多
数
の
仏
教
者
の
平
和
の
業
績

が
伝
え
ら
れ
、
そ
れ
は
今
日
に
お
い
て
も
、
連
綿
と
つ
づ
け
ら

れ
て
い
る
。
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