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仏教の女性観─ＳＧＩの視点から

仏
教
の
女
性
観

─
Ｓ
Ｇ
Ｉ
の
視
点
か
ら

栗
原　

淑
江

は
じ
め
に

　

池
田
大
作
Ｓ
Ｇ
Ｉ
︵
創
価
学
会
イ
ン
タ
ナ
シ
ョ
ナ
ル
︶
会
長
は
、

﹃
新
・
女
性
抄
﹄
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。﹁
今
、

女
性
の
輝
き
が
、
世
界
を
照
ら
し
て
い
る
。
新
し
い
幸
福
へ
の

回
転
、
新
し
い
希
望
へ
の
回
転
が
、
女
性
の
社
会
参
加
に
よ
っ

て
広
が
っ
て
い
る
。
世
界
の
い
ず
こ
に
あ
っ
て
も
、﹃
変
革
﹄
の

先
頭
に
立
つ
の
は
女
性
で
あ
る
。
⋮
⋮
未
来
の
世
代
と
一
緒
に
、

地
域
へ
、
社
会
へ
、
勇
気
あ
る
歩
み
を
運
び
ゆ
く
一
歩
ま
た
一

歩
か
ら
、
不
滅
の
歴
史
が
生
ま
れ
る
。
女
性
の
正
義
の
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
を
、
ど
こ
ま
で
強
く
、
押
し
広
げ
て
い
く
こ
と
が
で
き

る
か
。
二
十
一
世
紀
の
希
望
の
光
は
、
こ
こ
に
あ
るあ
﹂。

　

Ｓ
Ｇ
Ｉ
会
長
は
、
そ
の
思
想
と
活
動
に
お
い
て
、
一
貫
し
て

女
性
の
尊
厳
性
を
強
調
し
、
女
性
が
果
た
す
役
割
に
期
待
を
寄

せ
て
き
た
。
そ
う
し
た
Ｓ
Ｇ
Ｉ
会
長
の
人
間
観
、
女
性
観
の
基

盤
は
、
ブ
ッ
ダ
、﹃
法
華
経
﹄、
日
蓮
を
は
じ
め
と
す
る
仏
教
思

想
に
あ
る
。
会
長
は
、
仏
教
が
本
来
、
男
女
平
等
思
想
に
立
っ

て
い
る
と
と
ら
え
、
そ
れ
ら
か
ら
洞
察
と
指
針
を
汲
み
出
し
、

ジ
ェ
ン
ダ
ー
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現
代
的
に
再
解
釈
、
あ
る
い
は
展
開
し
、
社
会
に
発
信
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

　

本
日
は
、
主
に
大
乗
経
典
に
み
ら
れ
る
女
性
観
を
検
討
し
、

Ｓ
Ｇ
Ｉ
会
長
に
よ
る
そ
の
受
容
と
解
釈
、
現
代
的
展
開
に
つ
い

て
一
瞥
し
た
い
。

　

１　

大
乗
仏
教
に
お
け
る
女
性
観

─
女
人
五
障
説
を
め
ぐ
っ
て

　

初
期
仏
教
に
お
い
て
は
、
ブ
ッ
ダ
自
身
の
思
想
に
は
宗
教
的

に
女
性
を
二
次
的
な
も
の
、
劣
っ
た
も
の
と
と
ら
え
る
要
素
は

な
く
、
出
家
し
て
教
え
通
り
に
悟
り
に
達
し
た
女
性
も
存
在
し

て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
一
方
、
教
団
運
営
に
お
い
て

は
、
八
敬
法
や
戒
律
の
数
な
ど
性
差
別
的
な
面
が
あ
っ
た
こ
と

も
否
め
な
い
が
、
そ
れ
ら
は
当
時
の
社
会
通
念
を
反
映
し
た
、

教
団
の
秩
序
維
持
の
た
め
の
便
法
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

い
わ
ば
、
初
期
の
教
団
に
お
い
て
は
、﹁
女
性
は
宗
教
的
に
差
別

さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
た
だ
区
別
さ
れ
て
い
た
だ
けい
﹂
な

の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
ブ
ッ
ダ
滅
後
、
教
団
が
制
度
化
さ
れ
る
な
か
で
、

次
第
に
女
性
の
立
場
は
お
と
し
め
ら
れ
て
い
く
。
そ
れ
に
は
、

教
団
運
営
の
中
心
的
担
い
手
が
男
僧
で
あ
り
、
ブ
ッ
ダ
滅
後
の

経
典
の
整
備
や
加
筆
も
か
れ
ら
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
こ
と
が
大

き
く
影
響
し
て
い
る
。
時
代
を
経
る
に
し
た
が
っ
て
、
ブ
ッ
ダ

の
精
神
は
薄
れ
、
男
僧
た
ち
の
思
い
が
ブ
ッ
ダ
の
言
葉
と
し
て

経
典
に
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
な
か
で
、
女
性
差
別
的
、
女
性
蔑
視
的
な
意
味
合
い

を
も
つ
思
想
が
形
成
、
展
開
さ
れ
て
い
く
。
女
人
五
障
説
や
変

成
男
子
説
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
初
期
経
典
に
も
み
ら
れ
た
が
、

大
乗
仏
典
に
お
い
て
さ
ら
に
展
開
さ
れ
て
い
く
。

　

大
乗
仏
教
は
、
社
会
生
活
を
営
む
在
家
者
を
担
い
手
と
す
る

た
め
に
、
当
時
の
社
会
の
思
想
か
ら
直
接
的
な
影
響
を
受
け
た
。

女
性
観
に
つ
い
て
も
、
当
時
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
社
会
の
女
性
観
を

色
濃
く
反
映
し
、
そ
れ
と
せ
め
ぎ
あ
う
も
の
と
な
っ
た
の
も
当

然
の
こ
と
と
い
え
よ
う
。
古
来
か
ら
イ
ン
ド
に
あ
っ
た
根
強
い

女
性
差
別
を
宗
教
的
に
ど
の
よ
う
に
取
扱
う
か
が
問
題
に
な
っ

た
の
で
あ
る
。

　

当
時
の
女
性
観
を
代
表
す
る
も
の
に
、﹁
三
従
説
﹂
が
あ
る
。

紀
元
前
二
世
紀
か
ら
紀
元
後
二
世
紀
に
か
け
て
完
成
さ
れ
た
と
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さ
れ
る
、
カ
ー
ス
ト
の
宗
教
的
義
務
や
生
活
規
範
を
規
定
し
た

﹃
マ
ヌ
法
典
﹄
に
明
確
に
記
さ
れ
て
い
る
。
女
性
に
は
三
従
の
掟

が
あ
っ
て
、
結
婚
前
は
︵
父
︶
親
に
従
い
、
結
婚
し
た
ら
夫
に
従

い
、
年
を
と
っ
た
ら
子
に
従
う
と
い
う
も
の
で
、
全
生
涯
を
男

性
に
服
従
す
べ
き
も
の
と
す
る
考
え
で
あ
る
。﹃
マ
ヌ
法
典
﹄
に

は
、﹁
女
性
は
幼
い
時
は
父
の
意
志
に
、
若
い
時
に
は
結
婚
し
た

夫
の
意
志
に
、
夫
が
死
ん
だ
時
に
は
息
子
の
意
志
に
従
う
べ
き

で
あ
る
。
女
性
は
自
己
の
意
志
を
享
受
し
て
は
な
ら
な
いう
﹂
と

さ
れ
た
り
、
夫
は
男
性
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
尊
敬
さ
れ
る
べ

き
で
あ
り
、
神
と
し
て
礼
拝
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
た
り

し
て
い
る
。

　

仏
教
に
お
い
て
は
阿
含
や
律
蔵
の
原
型
部
分
で
は
み
ら
れ
ず
、

ク
シ
ャ
ー
ナ
王
朝
以
降
の
諸
経
論
に
み
ら
れ
、
た
と
え
ば
﹃
大

智
度
論
﹄
に
は
﹁
女
人
の
礼
は
、
幼
に
し
て
は
則
ち
父
母
に
従
い
、

少
に
し
て
は
則
ち
夫
に
従
い
、
老
い
て
は
則
ち
子
に
従
うえ
﹂
と

あ
る
。

　

こ
う
し
た
イ
ン
ド
古
来
の
女
性
観
と
な
ら
ん
で
、﹁
女
人
五
障

説
﹂
が
登
場
す
る
。
こ
れ
は
、
女
性
が
な
る
こ
と
の
で
き
な
い

五
種
の
身
分
を
定
め
た
も
の
で
、
紀
元
前
三
世
紀
後
半
か
ら
一

世
紀
に
か
け
て
出
現
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　

内
容
は
経
典
に
よ
っ
て
若
干
の
違
い
は
あ
る
が
、
た
と
え
ば

鳩
摩
羅
什
訳
の
﹃
法
華
経
﹄
で
は
、﹁
梵
天
王
・
帝
釈
・
魔
王
・

転
輪
聖
王
・
仏
身
﹂
の
五
者
を
あ
げ
て
い
るお
。
こ
の
う
ち
、
梵

天
王
と
は
大
梵
天
王
の
こ
と
で
仏
法
守
護
の
神
で
娑
婆
世
界
の

主
と
さ
れ
、
バ
ラ
モ
ン
教
で
は
万
物
の
根
源
法
で
あ
る
梵
が
神

格
化
さ
れ
た
宇
宙
の
造
物
主
と
し
て
崇
拝
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

帝
釈
と
は
帝
釈
天
の
こ
と
で
、
こ
れ
も
仏
法
を
守
護
す
る
諸
天

善
神
の
一
人
で
あ
る
。
イ
ン
ド
神
話
上
の
最
高
神
で
雷
神
で
あ

っ
た
。
魔
王
と
は
他
化
自
在
天
と
い
わ
れ
る
第
六
天
の
魔
王
の

こ
と
で
、
仏
道
を
成
ず
る
の
を
妨
げ
、
精
気
を
奪
う
こ
と
を
楽

し
み
と
す
る
の
で
奪
命
と
も
い
わ
れ
る
。
ま
た
、
転
輪
聖
王
と

は
、
輪
王
と
も
い
い
、
武
力
を
用
い
ず
正
法
を
も
っ
て
全
世
界

を
統
治
す
る
と
さ
れ
る
理
想
の
王
の
こ
と
で
あ
る
。
最
後
の
仏

身
を
除
く
四
つ
は
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
文
化
の
所
産
で
あ
るか
。

　

で
は
、
こ
う
し
た
思
想
は
、
な
ぜ
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

背
景
は
い
ろ
い
ろ
考
え
ら
れ
る
が
、
田
上
太
秀
は
、
五
点
に
わ

た
っ
て
説
明
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
一
つ
に
は
、
古
来
イ
ン

ド
の
男
性
の
間
に
女
性
に
対
す
る
偏
見
と
性
差
別
の
観
念
が
あ
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っ
た
こ
と
、
二
つ
に
は
、
尼
僧
と
男
僧
と
の
間
の
勢
力
争
い
が

生
じ
、
男
性
側
か
ら
の
嫌
が
ら
せ
、
批
判
、
差
別
を
生
み
出
し

た
こ
と
、
三
つ
に
は
、
上
層
階
級
出
身
者
が
多
い
尼
僧
に
対
し
、

低
い
身
分
の
出
の
僧
た
ち
か
ら
の
や
っ
か
み
も
あ
っ
た
こ
と
、

四
つ
に
は
、
女
性
は
釈
尊
に
よ
っ
て
ブ
ッ
ダ
と
呼
ば
れ
た
こ
と

が
な
か
っ
た
と
し
、
三
十
二
相
八
十
種
好
相
の
瑞
相
観
念
を
採

用
し
た
こ
と
、
五
つ
に
は
、
入
滅
の
後
、
釈
尊
が
神
格
化
し
て

い
く
過
程
の
な
か
で
男
性
と
し
て
の
特
徴
を
持
つ
も
の
と
し
て

考
え
ら
れ
た
こ
と
で
あ
るき
。

　

さ
ら
に
田
上
は
、
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。﹁
女
人
五
障
説
は

原
始
経
典
の
な
か
に
あ
っ
た
と
し
て
も
、
こ
れ
が
釈
尊
の
説
法

を
そ
の
ま
ま
伝
え
た
も
の
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。
周
知
の

よ
う
に
経
典
は
弟
子
た
ち
に
よ
っ
て
口
伝
さ
れ
、
そ
れ
が
二
百

数
十
年
後
に
文
字
に
著
さ
れ
た
が
、
そ
の
作
業
は
す
べ
て
男
性

の
僧
侶
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
事
実
を
ふ
ま
え

て
考
え
る
と
、
釈
尊
の
説
法
に
は
な
か
っ
た
内
容
を
付
加
し
て

伝
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
お
そ
ら
く
女
人
五
障
説
は
口
伝
さ
れ

て
い
る
う
ち
に
弟
子
た
ち
に
よ
っ
て
付
加
さ
れ
た
も
の
と
推
測

さ
れ
る
。

　

⋮
⋮
女
人
五
障
説
は
釈
尊
の
人
生
観
、
世
界
観
の
な
か
に
は

な
か
っ
た
が
、
比
丘
た
ち
が
教
え
を
口
伝
す
る
過
程
で
差
別
や

蔑
視
の
用
語
を
付
加
し
て
、
つ
い
に
は
女
人
五
障
説
を
立
て
た

の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
女
人
五
障
説
は
仏
説
で
は
な

か
っ
た
と
言
い
た
いく
﹂。

　

こ
の
よ
う
に
女
人
五
障
説
は
、
ブ
ッ
ダ
自
身
の
説
で
は
な
く
、

後
世
の
男
僧
た
ち
が
経
典
に
付
加
し
た
思
想
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
し
か
し
こ
の
思
想
は
大
乗
仏
教
に
継
承
さ
れ
、
展
開

し
て
い
く
。
大
乗
仏
教
に
と
っ
て
は
、こ
の
よ
う
な
、ヒ
ン
ド
ゥ
ー

社
会
の
な
か
で
胚
胎
し
発
展
し
た
女
性
差
別
思
想
で
あ
る
女
人

五
障
説
を
ど
の
よ
う
に
取
り
扱
い
、
女
性
観
に
組
み
込
ん
で
い

く
か
が
課
題
と
な
っ
て
く
る
。

　

そ
し
て
、
女
性
蔑
視
・
排
除
を
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
経
典

が
出
現
す
る
。
た
と
え
ば
、﹃
維
摩
経
﹄
で
は
、﹁
空
﹂
の
法
理

に
よ
り
、
男
女
の
区
別
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
自
体
が
迷
い
で
あ

る
と
説
か
れ
、﹃
勝
鬘
経
﹄
で
は
、
在
家
信
者
の
勝
鬘
夫
人
が
堂
々

と
説
教
を
し
、
仏
の
記
別
を
受
け
て
い
る
。
ま
た
、﹃
法
華
経
﹄

等
で
﹁
竜
女
の
成
仏
﹂
が
説
か
れ
、
多
く
の
女
性
た
ち
に
成
仏

へ
の
記
別
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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２　

天
女
が
示
す
「
空
」
の
思
想

─
『
維
摩
経
』

　
﹃
維
摩
経
﹄
の
な
か
に
、
シ
ャ
ー
リ
プ
ト
ラ
︵
舎
利
弗
︶
と
天

女
の
問
答
が
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
天
女
は
、
ブ
ッ
ダ
の
在
家

の
弟
子
で
あ
る
ヴ
ィ
マ
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
︵
維
摩
詰
︶
の
部
屋
に
住

ん
で
い
た
と
い
わ
れ
る
。
維
摩
の
見
舞
い
に
訪
れ
た
マ
ン
ジ
ュ

シ
ュ
リ
ー
︵
文
殊
︶
菩
薩
と
ヴ
ィ
マ
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
議
論
を
聞

い
て
い
た
天
女
が
、
感
激
の
あ
ま
り
、
天
か
ら
花
を
降
り
注
ぐ
。

花
を
体
か
ら
取
ろ
う
と
す
る
シ
ャ
ー
リ
プ
ト
ラ
と
天
女
の
間
に

議
論
が
始
ま
るけ
。

　

─
︵
シ
ャ
ー
リ
プ
ト
ラ
が
︶
言
う
。﹁
天
女
よ
、
あ
な
た
は
女

性
と
し
て
の
あ
り
方
を
か
え
て
︵
男
性
に
な
っ
て
︶
は
い
け
な
い

の
で
す
か
﹂

　

答
え
て
言
う
。﹁
私
は
十
二
年
間
、
女
性
で
あ
る
こ
と
を
探
し

求
め
て
き
ま
し
た
が
い
ま
も
っ
て
そ
れ
が
得
ら
れ
ま
せ
ん
。
大

徳
よ
、
魔
術
師
が
女
の
姿
を
変
現
し
た
と
し
て
、
こ
れ
に
対
し

て
女
性
と
し
て
の
あ
り
方
を
か
え
て
は
な
ぜ
い
け
な
い
か
、
な

ど
と
質
問
し
た
ら
、
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
ょ
う

か
﹂

　
﹁
そ
れ
︵
魔
術
︶
に
は
実
在
と
し
て
完
成
は
何
も
な
い
︵
か
ら
、

そ
れ
は
意
味
を
成
し
ま
せ
ん
︶﹂

　
﹁
大
徳
よ
、
そ
れ
と
同
じ
く
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
は
完
成
体
で
は

な
く
、
本
質
は
幻
の
変
現
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
そ
れ
な
の
に
あ
な

た
は
、
女
性
と
し
て
の
あ
り
方
を
か
え
て
は
い
け
な
い
の
か
、

な
ど
と
お
考
え
に
な
る
⋮
⋮
﹂

　

そ
の
と
き
、
天
女
は
神
通
を
行
な
っ
た
の
で
、
長
老
シ
ャ
ー

リ
プ
ト
ラ
は
こ
の
天
女
と
ま
っ
た
く
同
じ
姿
に
な
り
、
天
女
は

ま
た
長
老
シ
ャ
ー
リ
プ
ト
ラ
と
同
じ
姿
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
、

シ
ャ
ー
リ
プ
ト
ラ
の
姿
に
な
っ
た
天
女
が
、
天
女
の
姿
に
な
っ

て
い
る
シ
ャ
ー
リ
プ
ト
ラ
に
向
か
っ
て
尋
ね
る
。﹁
大
徳
よ
、
女

性
で
あ
る
こ
と
を
お
か
え
に
な
っ
て
は
、
な
ぜ
い
け
な
い
の
で

す
か
﹂

　

天
女
の
姿
と
な
っ
た
シ
ャ
ー
リ
プ
ト
ラ
が
言
う
。﹃
男
の
形
が

消
え
て
、
女
の
姿
に
な
っ
た
の
で
す
が
、
ど
う
し
て
そ
う
な
っ

た
の
か
わ
か
り
ま
せ
ん
﹄

　
︵
天
女
が
︶
言
う
。﹁
も
し
大
徳
が
、
女
の
姿
か
ら
再
転
が
で
き

る
な
ら
、
あ
ら
ゆ
る
女
も
女
で
あ
る
こ
と
を
か
え
う
る
で
し
ょ

う
。
大
徳
が
女
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
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女
も
女
の
姿
で
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
本
来
女
で
な

い
者
が
、
女
の
姿
で
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。
そ
の
意
味
で

世
尊
は
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
は
女
で
も
な
く
男
で
も
な
い
、
と
お

説
き
に
な
り
ま
し
た
﹂

　

そ
の
と
き
、
天
女
が
、
神
通
を
や
め
る
と
、
長
老
シ
ャ
ー
リ

プ
ト
ラ
は
再
び
も
と
の
姿
に
か
え
っ
た
。
そ
こ
で
、
天
女
が
言

う
。﹁
大
徳
よ
、
あ
な
た
が
な
っ
て
い
た
女
の
姿
は
、
ど
こ
へ
い

っ
た
の
で
す
か
﹂

　
︵
シ
ャ
ー
リ
プ
ト
ラ
が
︶
答
え
る
。﹁
私
は
︵
女
に
も
︶
な
ら
ず
、

ま
た
か
わ
っ
た
わ
け
で
も
あ
り
ま
せ
ん
﹂

　
︵
天
女
が
︶
云
う
。﹁
そ
れ
と
同
じ
く
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
も
つ
く

ら
れ
る
こ
と
も
な
く
、
か
え
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。
つ

く
ら
れ
る
こ
と
も
な
く
、
か
わ
る
こ
と
も
な
い
と
い
う
の
が
仏

陀
の
お
こ
と
ば
で
す
﹂。
⋮
⋮

　

そ
の
と
き
、
ヴ
ィ
マ
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
が
シ
ャ
ー
リ
プ
ト
ラ
に

言
っ
た
。﹁
大
徳
よ
、
こ
の
天
女
は
九
十
二
コ
ー
テ
ィ
・
ニ
ユ
タ

の
︵
多
く
の
︶
仏
た
ち
に
お
仕
え
し
、
神
通
の
知
を
も
っ
て
遊
び
、

願
い
よ
り
生
ま
れ
出
で
、︵
無
生
法
︶
忍
を
得
て
お
り
、
不
退
転

の
位
に
は
い
っ
て
い
ま
す
。
人
々
を
成
熟
さ
せ
る
た
め
に
、
願

力
か
ら
し
て
自
ら
の
欲
す
る
ま
ま
に
︵
天
女
の
姿
に
︶
な
っ
て
い

る
の
で
す
﹂
と
。

　

こ
こ
で
は
、
天
女
は
、﹁
あ
ら
ゆ
る
存
在
は
女
で
も
な
く
男
で

も
な
い
﹂
と
し
て
、
男
女
の
区
別
を
認
め
な
い
空
の
思
想
を
示

し
て
い
る
。
軽
妙
な
対
話
の
な
か
で
、﹁
空
﹂
の
思
想
の
立
場
か

ら
性
差
別
を
超
克
す
る
方
向
性
・
可
能
性
が
語
ら
れ
て
い
る
こ

と
が
注
目
さ
れ
る
。

３　

勝
鬘
夫
人
の
誓
い

─
『
勝
鬘
経
』

　

次
に
、
如
来
蔵
思
想
を
通
し
て
成
仏
に
関
し
て
男
女
の
差
が

な
い
こ
と
を
説
い
た
も
の
に
、﹃
勝
鬘
経
﹄︵﹃
勝
鬘
師
子
吼
一
乗
大

方
便
方
広
経
﹄︶
が
あ
る
。
そ
の
な
か
で
、
在
家
信
者
で
あ
る
勝
鬘

夫
人
は
、
ブ
ッ
ダ
た
ち
を
前
に
堂
々
と
説
法
を
し
、
成
仏
の
記

別
を
与
え
ら
れ
て
い
るこ
。
そ
の
次
第
を
み
て
み
よ
う
。

　

コ
ー
サ
ラ
国
王
プ
ラ
セ
ー
ナ
ジ
ッ
ト
︵
波
斯
匿
︶
王
の
娘
で
あ

る
シ
ュ
リ
ー
マ
ー
ラ
ー
は
、
隣
国
の
ア
ヨ
ー
デ
ィ
ヤ
ー
国
の
ヤ

シ
ョ
ー
ミ
ト
ラ
王
︵
友
称
王
︶
の
妻
で
あ
っ
た
。
両
親
か
ら
仏
教

へ
の
帰
依
を
勧
め
ら
れ
た
シ
ュ
リ
ー
マ
ー
ラ
ー
の
も
と
に
、
あ

る
日
、
ブ
ッ
ダ
が
現
れ
、
会
衆
の
居
並
ぶ
な
か
で
、
こ
の
上
な
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く
完
全
な
正
し
い
さ
と
り
を
得
る
と
い
う
予
言
を
授
け
た
。

　

す
な
わ
ち
、﹁
夫
人
よ
、
そ
な
た
が
真
実
の
徳
性
に
よ
っ
て
如

来
を
讃
嘆
す
る
と
い
う
善
行
を
積
み
重
ね
た
結
果
、
こ
の
善
根

に
よ
っ
て
、
夫
人
よ
、そ
な
た
は
無
量
・
無
数
の
劫
に
わ
た
っ
て
、

神
々
や
人
間
の
世
界
の
王
者
た
る
地
位
の
成
就
を
享
受
す
る
で

あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
い
つ
の
世
に
も
、
私
に
会
わ
な
い
と
き
と

て
も
な
く
、
私
に
対
面
す
れ
ば
、
い
ま
と
同
様
の
讃
嘆
の
こ
と

ば
で
、
私
を
讃
嘆
す
る
で
あ
ろ
う
。︵
そ
の
う
え
︶
無
量
・
無
数

の
仏
・
世
尊
た
ち
を
も
供
養
す
る
で
あ
ろ
う
。
い
ま
よ
り
の
ち
、

二
万
無
数
劫
の
の
ち
、
そ
な
た
は
普
賢
と
い
う
名
の
、
正
し
く

完
全
な
さ
と
り
を
ひ
ら
い
た
世
の
尊
敬
を
う
け
る
に
値
す
る
如

来
・
世
尊
と
な
る
で
あ
ろ
う
﹂
と
。

　

そ
れ
を
受
け
た
シ
ュ
リ
ー
マ
ー
ラ
ー
は
、
以
下
に
あ
げ
る
十

箇
条
の
誓
い
を
立
て
る
。
抜
粋
し
て
示
す
︵
各
条
で
、
そ
の
誓
い

を
﹁
菩
提
の
座
に
到
達
す
る
ま
で
厳
守
し
ま
す
﹂
と
し
て
い
る
が
、
省

略
す
る
︶。

︵
１
︶
世
尊
よ
、
今
後
、
私
は
戒
め
︵
す
な
わ
ち
、
道
徳
的
き
ま
り
︶

を
逸
脱
す
る
よ
う
な
心
を
け
っ
し
て
起
こ
し
ま
せ
ん
。

︵
２
︶
世
尊
よ
、
今
後
、
私
は
師
長
た
ち
に
対
し
、
不
敬
の
心
を

け
っ
し
て
起
こ
し
ま
せ
ん
。

︵
３
︶
世
尊
よ
、
今
後
、
私
は
ど
ん
な
ば
あ
い
に
も
、
衆
生
に
対

し
怒
っ
た
り
害
し
た
り
す
る
心
を
け
っ
し
て
起
こ
し
ま
せ

ん
。

︵
４
︶
世
尊
よ
、
今
後
、
私
は
他
人
の
幸
福
や
他
人
の
成
功
な
ど

に
対
し
、
羨
望
の
念
を
け
っ
し
て
起
こ
し
ま
せ
ん
。

︵
５
︶
世
尊
よ
、
今
後
、
私
は
ほ
ん
の
少
し
で
も
吝
嗇
の
心
を
起

こ
し
ま
せ
ん
。

︵
６
︶
世
尊
よ
、
今
後
、
私
は
自
分
自
身
の
享
楽
の
た
め
に
財
産

を
蓄
え
る
こ
と
は
い
た
し
ま
せ
ん
。
た
だ
、
世
尊
よ
、
貧

乏
で
苦
し
ん
だ
り
、
身
寄
り
の
な
い
衆
生
を
成
熟
さ
せ
る

た
め
に
は
、
大
い
に
蓄
え
た
い
と
思
い
ま
す
。

︵
７
︶
世
尊
よ
、
今
後
、
私
は
︵
布
施
と
愛
語
と
利
行
と
同
事
と
い
う
︶

四
つ
の
人
を
ひ
き
つ
け
る
こ
と
︵
四
摂
事
︶
に
よ
っ
て
、
衆

生
た
ち
の
た
め
に
役
立
ち
た
い
と
の
ぞ
み
ま
す
。
⋮
⋮
無

雑
念
、
無
倦
怠
、
不
退
転
の
心
を
も
っ
て
、
衆
生
た
ち
を

暖
か
く
包
容
し
よ
う
と
の
ぞ
み
ま
す
。

︵
８
︶
世
尊
よ
、
今
後
、
私
は
身
寄
り
の
な
い
も
の
、
牢
に
つ
な

が
れ
た
も
の
、
捕
縛
さ
れ
た
も
の
、
病
気
で
苦
し
む
も
の
、
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思
い
悩
む
も
の
、
貧
し
き
も
の
、
困
窮
者
、
大
厄
に
あ
っ

た
衆
生
た
ち
を
見
た
な
ら
ば
、
彼
ら
を
助
け
ず
に
は
、
一

歩
た
り
と
も
見
捨
て
て
行
っ
て
し
ま
っ
た
り
し
ま
せ
ん
。

⋮
⋮
私
が
そ
の
よ
う
な
苦
し
み
に
悩
む
衆
生
た
ち
を
見
た

な
ら
ば
、
そ
れ
ら
の
苦
し
み
か
ら
逃
れ
さ
せ
る
た
め
に
、

財
産
の
蓄
え
を
も
っ
て
︵
彼
ら
の
救
助
を
︶
成
就
し
て
の
ち

は
じ
め
て
、
私
は
身
を
引
く
で
し
ょ
う
。

︵
９
︶
世
尊
よ
、
今
後
、
私
は
⋮
⋮
だ
れ
か
れ
を
問
わ
ず
、
私
の

生
命
の
及
ぶ
か
ぎ
り
、
こ
ら
し
め
る
べ
き
た
ぐ
い
の
も
の

た
ち
は
こ
れ
を
折
伏
し
、
救
い
と
る
べ
き
た
ぐ
い
の
も
の

た
ち
に
対
し
て
は
、
こ
れ
を
摂
受
し
ま
す
。

︵
10
︶
世
尊
よ
、
今
後
、
私
は
真
実
の
教
え
を
身
に
つ
け
る
こ
と

︵
摂
受
正
法
︶
を
忘
れ
る
よ
う
な
心
は
け
っ
し
て
起
こ
し
ま

せ
ん
。
⋮
⋮
世
尊
よ
、
誠
実
の
教
え
を
身
に
保
つ
こ
と
に

よ
っ
て
、
私
も
、
ま
た
未
来
の
菩
薩
た
ち
も
、
量
り
知
れ

な
い
福
徳
を
も
た
ら
す
と
い
う
目
的
を
成
就
す
る
も
の
と

考
え
ま
す
。

　

次
い
で
、
シ
ュ
リ
ー
マ
ー
ラ
ー
は
、
世
尊
の
面
前
で
、
次
の

三
つ
の
大
願
を
た
て
る
。

︵
１
︶
世
尊
よ
、
私
は
、
こ
の
真
理
に
か
け
た
誓
い
を
も
っ
て
、

無
量
の
衆
生
た
ち
に
利
益
を
も
た
ら
す
福
徳
を
積
み
重
ね
、

そ
の
︵
積
み
重
ね
た
︶
善
根
に
よ
っ
て
、
世
尊
よ
、
私
は
い

つ
の
世
に
も
、
真
実
の
教
え
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
よ
う
に
。
世
尊
よ
、
こ
れ
が
私
の
第
一
の
大
願
で
す
。

︵
２
︶
世
尊
よ
、
私
は
そ
の
真
実
の
教
え
を
理
解
し
え
た
の
ち
に

も
、
怠
け
た
り
、
お
じ
け
た
り
す
る
こ
と
な
く
、
衆
生
た

ち
に
教
え
を
説
く
︵
こ
と
が
で
き
ま
す
︶
よ
う
に
。
世
尊
よ
、

こ
れ
が
私
の
第
二
の
大
願
で
す
。

︵
３
︶
世
尊
よ
、
私
は
そ
の
真
実
の
教
え
を
説
く
に
あ
た
っ
て
は
、

身
命
を
顧
み
ず
、︵
財
産
を
な
げ
う
っ
て
で
も
、︶
真
実
の
教

え
を
護
持
し
、
真
実
の
教
え
を
身
に
つ
け
る
こ
と
を
望
み

ま
す
。
世
尊
よ
、
こ
れ
が
私
の
第
三
の
大
願
で
す
。

　
　

世
尊
よ
、
私
は
以
上
三
つ
の
大
願
を
起
こ
し
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
、
世
尊
は
こ
の
三
つ
の
広
大
な
大
願
を
説
明
し
て
、

　
﹁
夫
人
よ
、
た
と
え
ば
す
べ
て
形
あ
る
も
の
は
、
空
間
と
い
う

要
素
︵
空
界
︶
の
な
か
に
ま
と
め
ら
れ
、
含
め
ら
れ
、
い
れ
ら
れ

る
。
そ
れ
と
同
様
に
、
夫
人
よ
、
菩
薩
の
ガ
ン
ガ
ー
河
の
砂
の

数
ほ
ど
も
あ
る
︵
無
数
の
︶
願
も
み
な
、こ
の
︵
そ
な
た
の
起
こ
し
た
︶
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三
大
願
の
な
か
に
ま
と
め
ら
れ
、
含
め
ら
れ
、
い
れ
ら
れ
る
。

そ
れ
ほ
ど
に
、こ
の
三
大
願
は
広
大
で
あ
る
﹂︵
と
仰
せ
ら
れ
た
︶﹂。

　

次
い
で
、
シ
ュ
リ
ー
マ
ー
ラ
ー
の
大
説
法
が
始
ま
る
。
ブ
ッ

ダ
に
代
わ
っ
て
、
一
乗
思
想　

如
来
蔵
思
想
等
を
説
く
の
で
あ

る
。
そ
し
て
偉
大
な
説
法
を
行
う
勝
鬘
夫
人
の
知
恵
が
賛
嘆
さ

れ
る
。
こ
こ
に
は
三
従
や
女
人
五
障
説
へ
の
言
及
が
な
い
こ
と

が
注
目
さ
れ
る
。

　
﹁
や
が
て
、
世
尊
の
御
姿
が
視
界
か
ら
遠
ざ
か
る
と
、シ
ュ
リ
ー

マ
ー
ラ
ー
夫
人
は
お
つ
き
の
人
た
ち
と
と
も
に
、
こ
の
上
な
い

満
足
と
喜
び
の
表
情
で
、
互
い
に
如
来
の
あ
ま
た
の
御
徳
を
讃

え
、
ほ
と
け
を
念
じ
、
思
い
浮
か
べ
て
、
忘
れ
ま
い
と
思
い
な

が
ら
、
ア
ヨ
ー
デ
ィ
ヤ
ー
の
城
に
帰
っ
た
。

　

シ
ュ
リ
ー
マ
ー
ラ
ー
夫
人
は
、︵
城
に
戻
る
と
、
早
速
︶
夫
君
の

ヤ
シ
ョ
ー
ミ
ト
ラ
王
を
大
乗
に
勧
誘
し
、
さ
ら
に
、
城
中
の
女

官
た
ち
で
七
歳
以
上
の
女
子
た
ち
を
、
残
ら
ず
す
べ
て
大
乗
に

入
信
さ
せ
た
。
一
方
、
ヤ
シ
ョ
ー
ミ
ト
ラ
王
も
、
城
中
の
男
性

た
ち
で
七
歳
以
上
の
男
子
を
、
残
ら
ず
す
べ
て
大
乗
に
入
信
さ

せ
た
。
こ
う
し
て
、︵
ア
ヨ
ー
デ
ィ
ヤ
ー
の
︶
町
中
の
す
べ
て
の
人

民
は
、
み
な
大
乗
に
心
を
向
け
た
﹂。

　

こ
の
よ
う
に
在
家
の
女
性
信
者
で
あ
る
シ
ュ
リ
ー
マ
ー
ラ
ー

が
誓
い
を
立
て
、
堂
々
と
説
法
を
し
、
ブ
ッ
ダ
が
そ
れ
を
め
で

て
成
仏
の
記
別
を
与
え
る
と
い
う
、
興
味
深
い
話
で
あ
る
。
ま

た
、
こ
こ
で
は
、
説
法
の
み
な
ら
ず
、
大
乗
を
国
中
の
人
々
に

広
め
る
と
い
う
実
践
が
強
調
さ
れ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。

仏
教
の
女
性
観
を
考
察
す
る
際
、
必
ず
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
言

及
さ
れ
る
経
典
と
な
っ
て
い
るさ
。

４　

竜
女
の
成
仏
と
女
性
た
ち
へ
の
授
記

─
『
法
華
経
』

　
﹃
法
華
経
﹄
に
は
、
注
目
す
べ
き
い
く
つ
か
の
女
性
観
が
示
さ

れ
て
い
る
。
代
表
的
な
も
の
は
、﹁
提
婆
達
多
品
第
十
二
﹂
に
見

ら
れ
る
竜
女
の
成
仏
で
あ
り
、﹃
法
華
経
﹄
の
各
所
に
み
ら
れ
る

女
性
へ
の
成
仏
の
記
別
で
あ
るし
。
竜
女
の
物
語
は
次
の
よ
う
な

も
の
で
あ
る
。

　

海
の
真
中
に
あ
る
サ
ー
ガ
ラ
龍
王
の
宮
殿
か
ら
帰
っ
て
き
た

マ
ン
ジ
ュ
シ
リ
ー
︵
文
殊
師
利
︶
が
、
王
の
宮
殿
で
﹃
法
華
経
﹄

を
説
い
た
と
い
う
と
、
智
積
菩
薩
が
、﹁
そ
の
経
典
は
非
常
に
深

遠
に
し
て
玄
妙
な
、
見
き
わ
め
が
た
い
も
の
で
、
他
の
経
典
で
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こ
の
経
典
と
対
等
の
も
の
は
何
一
つ
あ
り
ま
せ
ん
。︵
そ
れ
ゆ
え
、︶

こ
の
経
典
の
宝
玉
を
会
得
し
こ
の
上
な
い
正
し
い
菩
提
を
さ
と

る
こ
と
の
で
き
る
衆
生
が
だ
れ
か
い
る
の
で
す
か
﹂
と
た
ず

ね
る
。

　

す
る
と
、
マ
ン
ジ
ュ
シ
リ
ー
は
、﹁
い
る
の
で
す
。
サ
ー
ガ
ラ

龍
王
の
娘
で
当
年
と
っ
て
八
歳
な
の
で
す
が
、
知
恵
に
す
ぐ
れ
、

鋭
敏
な
能
力
を
そ
な
え
、
彼
女
の
身
体
、
口
と
心
の
行
い
は
知

に
よ
っ
て
導
か
れ
、
す
べ
て
の
如
来
の
説
か
れ
た
こ
と
ば
と
︵
そ

の
︶
意
味
を
理
解
す
る
た
め
の
ダ
ー
ラ
ニ
ー
︵
陀
羅
尼
︶
を
得
て

お
り
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
や
︵
あ
ら
ゆ
る
︶
衆
生
に
精
神
を
集
中
す

る
幾
千
も
の
三
昧
を
一
瞬
の
う
ち
に
獲
得
し
、
菩
提
へ
の
心
を

︵
起
こ
し
て
︶
退
転
す
る
こ
と
な
く
、
広
大
な
誓
願
を
保
ち
、
あ

ら
ゆ
る
衆
生
に
対
し
て
自
己
自
身
に
い
だ
く
よ
う
な
愛
情
を
い

だ
き
、
さ
ら
に
、
功
徳
を
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
、
し
か
も
、

そ
れ
ら
︵
功
徳
︶
が
か
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

顔
に
は
微
笑
を
浮
か
べ
、︵
身
体
は
︶
最
高
の
す
ぐ
れ
た
清
浄
な

色
を
そ
な
え
、
慈
し
み
の
心
の
持
ち
主
で
、
慈
愛
深
い
こ
と
ば

を
語
る
の
で
す
。
彼
女
は
正
し
い
菩
提
を
さ
と
る
こ
と
が
で
き

ま
す
﹂。

　

そ
れ
に
対
し
、
智
積
菩
薩
が
疑
問
を
投
げ
か
け
る
。﹁
世
尊
の

シ
ャ
ー
キ
ャ
ム
ニ
如
来
は
、︵
ま
だ
︶
菩
薩
と
し
て
菩
提
を
求
め

て
努
め
励
ん
で
お
ら
れ
た
と
き
、
多
く
の
福
徳
を
積
ま
れ
、
幾

千
も
の
多
く
の
劫
の
あ
い
だ
、
一
度
た
り
と
も
精
進
努
力
を
な

お
ざ
り
に
さ
れ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
の
︵
如
来
︶

が
衆
生
の
幸
福
の
た
め
に
身
を
投
じ
な
か
っ
た
地
面
は
、
三
千

大
千
世
界
の
な
か
に
ほ
ん
の
芥
子
粒
ほ
ど
も
な
い
の
で
す
。
そ

の
あ
と
で
菩
提
を
さ
と
ら
れ
た
の
で
す
。︵
で
す
か
ら
、︶
こ
の

︵
娘
︶
が
一
瞬
の
う
ち
に
こ
の
上
な
い
正
し
い
菩
提
を
さ
と
る
こ

と
が
で
き
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
、︵
い
っ
た
い
、︶
だ
れ
が
信

じ
る
で
し
ょ
う
か
﹂。

　

す
る
と
、
そ
の
と
き
、
龍
王
の
娘
が
世
尊
の
前
に
立
ち
、
仏

を
讃
え
、
し
か
も
﹁
如
来
こ
そ
が
、
私
が
欲
す
る
が
ま
ま
に
菩

提
を
得
る
こ
と
に
つ
い
て
の
、
私
の
証
人
な
の
で
す
。
私
は

︵
人
々
を
︶
苦
し
み
か
ら
解
き
放
し
て
く
れ
る
広
大
な
教
え
を
説

き
ま
し
ょ
う
﹂
と
い
う
。

　

そ
れ
に
対
し
、
仏
弟
子
の
な
か
で
智
慧
第
一
と
い
わ
れ
る
シ

ャ
ー
リ
プ
ト
ラ
︵
舎
利
佛
︶
が
サ
ー
ガ
ラ
龍
王
の
娘
に
語
る
。
そ

の
言
葉
の
な
か
に
い
わ
ゆ
る
﹁
女
人
五
障
﹂
が
述
べ
ら
れ
る
。
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す
な
わ
ち
、﹁
良
家
の
娘
よ
、
あ
な
た
が
菩
提
に
向
か
っ
て
心
を

起
こ
し
、
退
転
す
る
こ
と
も
な
く
、
量
知
れ
ぬ
知
恵
を
そ
な
え

て
い
て
も
、
そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
は
、
正
し
い
菩
提
を
得
た
も

の
の
位
は
得
が
た
い
の
で
す
。
良
家
の
娘
よ
、
実
に
、
女
性
の

ば
あ
い
、
精
進
努
力
を
お
ろ
そ
か
に
し
な
い
で
、
百
も
の
多
く

の
劫
、︵
い
や
︶
千
も
の
多
く
の
劫
の
あ
い
だ
、
い
ろ
い
ろ
な
福

徳
を
積
み
、
六
種
の
完
成
を
成
し
遂
げ
た
と
し
て
も
、
い
ま
に

い
た
る
ま
で
仏
陀
の
位
を
得
た
人
は
い
な
い
の
で
す
。
ど
う
し

て
か
と
い
え
ば
、い
ま
ま
で
に
女
性
は
︵
次
の
︶
五
つ
の
位
に
︵
さ

え
も
︶
到
達
し
た
こ
と
は
な
い
か
ら
で
す
。
五
つ
と
は
何
か
と
い

え
ば
、
ま
ず
第
一
は
ブ
ラ
フ
マ
ー
神
︵
梵
天
王
︶
の
位
、
第
二
は

シ
ャ
ク
ラ
︵
帝
釈
︶
の
位
、
第
三
は
大
王
の
位
、
第
四
は
転
輪
︵
王
︶

の
位
、
第
五
は
不
退
転
の
菩
薩
の
位
で
す
﹂。

　

そ
の
と
き
、
龍
王
の
娘
は
三
千
大
千
世
界
の
価
値
に
相
当
す

る
宝
珠
を
一
つ
持
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
を
世
尊
に
献
上
し
た
。

そ
し
て
、
世
尊
が
そ
れ
を
嘉
納
し
た
こ
と
を
確
認
す
る
と
、
彼

女
は
智
積
菩
薩
と
シ
ャ
ー
リ
プ
ト
ラ
に
向
か
っ
て
、﹁
私
が
世
尊

に
さ
さ
げ
た
こ
の
宝
珠
を
、
世
尊
は
速
や
か
に
お
納
め
く
だ
さ

い
ま
し
た
で
し
ょ
う
か
、
く
だ
さ
ら
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
か
﹂。

シ
ャ
ー
リ
プ
ト
ラ
が
﹁
あ
な
た
も
速
や
か
に
さ
し
あ
げ
た
し
、

世
尊
も
速
や
か
に
お
う
け
と
り
に
な
り
ま
し
た
﹂
と
答
え
る
と
、

龍
王
の
娘
は
、﹁︵
そ
の
速
や
か
さ
よ
り
も
、︶
大
徳
シ
ャ
ー
リ
プ
ト

ラ
よ
、
私
が
正
し
い
菩
提
を
さ
と
る
の
は
、
も
っ
と
速
や
か
な

の
で
す
。
も
し
私
が
大
神
通
の
持
ち
主
と
な
っ
た
な
ら
ば
、
こ

の
宝
珠
を
う
け
と
ら
れ
た
か
た
よ
り
も
︵
も
っ
と
速
や
か
な
の
︶

で
す
﹂
と
。

　

す
る
と
、
そ
の
と
き
、
サ
ー
ガ
ラ
龍
王
の
娘
は
、
世
の
人
々

の
見
て
い
る
と
こ
ろ
で
、
ま
た
長
老
シ
ャ
ー
リ
プ
ト
ラ
の
眼
の

前
で
、
彼
女
の
女
性
の
器
官
は
消
え
て
男
性
の
器
官
が
出
現
し

て
、
自
分
が
菩
薩
で
あ
る
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
見
せ
、
南
方
に

赴
い
た
。
そ
れ
か
ら
、＂
塵
が
な
い
︵
無
垢
︶＂
と
い
う
世
界
に
お

い
て
仏
と
な
り
、
光
明
で
十
方
を
照
ら
し
て
教
え
を
説
い
て
い

る
姿
が
見
ら
れ
た
。
そ
の
と
き
、
智
積
菩
薩
と
シ
ャ
ー
リ
プ
ト

ラ
は
沈
黙
し
た
。

　

以
上
が
竜
女
成
仏
の
次
第
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
男
尊
女
卑

の
主
張
を
舎
利
弗
に
語
ら
せ
、
男
女
平
等
の
主
張
を
文
殊
師
利

に
語
ら
せ
て
い
る
。
竜
女
は
、
女
性
の
体
を
ひ
と
た
び
男
性
に

転
じ
て
、
そ
の
後
に
成
仏
す
る
こ
と
を
身
を
も
っ
て
示
し
て
い
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る
。
こ
こ
で
は
、
変
成
男
子
説
が
女
人
五
障
説
と
関
係
づ
け
て

述
べ
ら
れ
て
い
る
点
と
、﹁
変
成
男
子
﹂
が
文
字
通
り
女
性
か
ら

男
性
へ
の
い
わ
ば
性
転
換
の
よ
う
に
表
さ
れ
て
い
る
点
が
注
目

さ
れ
る
。
変
成
男
子
説
は
、
転
女
成
男
説
と
も
い
わ
れ
、
女
性

は
男
性
に
変
わ
っ
た
の
ち
に
成
仏
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る

思
想
で
あ
る
。
こ
の
原
型
は
す
で
に
部
派
仏
教
の
な
か
に
も
あ

っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
るす
。

　

変
成
男
子
を
説
く
大
乗
経
典
は
多
い
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
大
乗
仏
教
の
在
家
信
徒
に
女
性
が
多

か
っ
た
こ
と
や
、
大
乗
仏
教
が
一
切
衆
生
の
救
済
と
い
う
思
想

を
も
つ
こ
と
が
あ
る
が
、
さ
ら
に
、
女
性
を
取
り
巻
く
社
会
状

況
の
変
化
も
影
響
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

平
川
彰
は
、﹁
変
成
男
子
説
に
社
会
の
要
請
が
あ
っ
た
の
か
﹂

と
い
う
問
い
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。﹁
や
は
り
、

女
性
の
力
が
強
く
な
っ
て
き
た
の
で
す
。
大
乗
の
初
期
時
代
と

い
い
ま
す
と
、
イ
ン
ド
が
政
治
的
に
も
経
済
的
に
も
豊
か
な
時

代
で
、
国
王
の
後
宮
、
お
妃
な
ん
か
に
仏
教
を
信
じ
て
い
た
人

が
多
か
っ
た
の
で
す
。
教
団
の
経
済
は
女
性
の
信
者
で
保
っ
て

い
た
面
も
あ
る
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
女
性
で
も
智
慧
の
優
れ

た
人
が
い
て
、
鋭
い
質
問
を
浴
び
せ
た
り
し
た
の
で
し
ょ
う
。

そ
の
た
め
、
女
性
で
も
成
仏
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の

だ
と
思
い
ま
すせ
﹂。

　

と
も
あ
れ
、
諸
経
典
に
お
い
て
成
仏
を
拒
否
さ
れ
て
い
た
女

性
が
、﹃
法
華
経
﹄
に
お
い
て
成
仏
の
道
を
開
か
れ
た
の
は
、
画

期
的
な
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
﹃
法
華
経
﹄
で
は
、
竜
女
の
成

仏
以
外
に
、
女
性
た
ち
へ
の
記
別
が
多
く
み
ら
れ
る
。
苅
谷
定

彦
は
、
ガ
ウ
タ
ミ
ー
比
丘
尼
、
ヤ
シ
ョ
ー
ダ
ラ
ー
比
丘
尼
に
対

す
る
記
別
な
ど
を
紹
介
し
、﹃
法
華
経
﹄
の
女
性
観
は
、
竜
女
の

成
仏
よ
り
む
し
ろ
そ
ち
ら
に
中
心
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
るそ
。

５　

日
蓮
に
よ
る
受
容
と
解
釈

　

以
上
あ
げ
て
き
た
よ
う
な
大
乗
仏
教
の
女
性
観
を
、
当
時
の

人
々
は
ど
う
捉
え
、
理
解
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
変
成
男
子
説

は
、
大
乗
経
典
の
い
た
る
と
こ
ろ
に
説
か
れ
、
広
く
仏
教
徒
の

間
に
浸
透
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
竜
樹
を
は

じ
め
と
す
る
多
く
の
人
々
が
そ
れ
に
言
及
し
て
い
る
こ
と
で
も

わ
か
る
。
こ
の
説
が
、
女
人
五
障
説
と
も
あ
い
ま
っ
て
代
表
的

な
仏
教
の
女
性
観
と
し
て
定
着
し
た
の
は
た
し
か
で
あ
る
。



213

「東洋学術研究」第52巻第１号

仏教の女性観─ＳＧＩの視点から

　

そ
し
て
、
中
国
、
韓
半
島
、
日
本
へ
と
仏
教
が
伝
播
す
る
な

か
で
、
性
差
別
的
な
面
が
ま
す
ま
す
強
調
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
思

想
は
、﹃
血
盆
経
﹄
を
は
じ
め
と
す
る
性
差
別
的
な
偽
経
を
生
み

出
し
た
り
、﹁
女
人
禁
制
﹂
思
想
を
生
み
出
し
た
り
し
、
女
性
に

劣
性
を
刻
印
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
と
く
に
日
本
で
は
、

変
成
男
子
説
こ
そ
女
人
成
仏
の
正
統
な
思
想
と
し
て
伝
承
さ
れ

た
。
こ
の
思
想
は
仏
教
か
ら
の
女
性
排
除
を
決
定
づ
け
る
と
共

に
、
女
性
に
女
性
で
あ
る
こ
と
を
厭
わ
せ
た
と
い
え
よ
う
。
そ

れ
は
、
さ
ら
に
女
性
の
不
浄
観
、
罪
悪
観
へ
連
結
し
て
い
く
も

の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
思
想
は
、
日
本
の
鎌
倉
時
代
に
お
い
て
、
仏

教
本
来
の
平
等
思
想
と
ふ
た
た
び
融
合
す
る
。
日
蓮
を
は
じ
め

と
す
る
祖
師
た
ち
が
、
差
別
感
に
あ
え
ぐ
女
性
た
ち
に
手
を
さ

し
の
べ
た
の
で
あ
る
。

　

中
世
日
本
で
は
、
仏
教
界
に
新
た
な
動
き
が
起
こ
り
、
い
わ

ゆ
る
鎌
倉
新
仏
教
が
展
開
す
る
。
鎌
倉
仏
教
の
祖
師
た
ち
の
女

性
観
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
従
来
の
思
想
を
継
承
す
る
も
の

が
多
い
な
か
で
、
特
筆
に
あ
た
い
す
る
の
が
日
蓮
で
あ
る
。
日

蓮
は
、
諸
経
典
に
見
ら
れ
る
女
人
不
成
仏
や
女
性
排
除
を
明
確

に
否
定
し
、﹃
法
華
経
﹄
に
示
さ
れ
た
女
人
成
仏
を
強
調
し
たた
。

　

た
と
え
ば
、﹁
法
華
已
前
の
諸
の
小
乗
教
に
は
女
人
の
成
仏
を

ゆ
る
さ
ず
、
諸
の
大
乗
教
に
は
成
仏
・
往
生
を
ゆ
る
す
や
う
な

れ
ど
も
或
は
改
転
の
成
仏
に
し
て
一
念
三
千
の
成
仏
に
あ
ら
ざ

れ
ば
有
名
無
実
の
成
仏
往
生
な
り
、
挙
一
例
諸
と
申
し
て
竜
女

が
成
仏
は
末
代
の
女
人
の
成
仏
往
生
の
道
を
ふ
み
あ
け
た
る
な

る
べ
しち
﹂、
ま
た
、﹁
法
華
已
前
の
諸
経
の
如
き
は
縦
い
人
中
・

天
上
の
女
人
な
り
と
い
ふ
と
も
成
仏
の
思
絶
た
る
べ
し
、
然
る

に
竜
女
・
畜
生
道
の
衆
生
と
し
て
戒
緩
の
姿
を
改
め
ず
し
て
即

身
成
仏
せ
し
言
は
不
思
議
な
り
、
是
を
始
と
し
て
釈
尊
の
姨
母
・

摩
訶
波
闍
波
提
比
丘
尼
等
・
勧
持
品
に
し
て
一
切
衆
生
喜
見
如

来
と
授
記
を
被
り
・
羅
睺
羅
の
母
・
耶
輸
陀
羅
女
も
眷
属
の
比

丘
尼
と
共
に
具
足
千
万
光
相
如
来
と
成
り
、
鬼
道
の
女
人
た
る

十
羅
刹
女
も
成
仏
す
、
然
れ
ば
尚
殊
に
女
性
の
御
信
仰
あ
る
べ

き
御
経
に
て
候つ
﹂
と
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
日
蓮
は
、
竜
女
の
成
仏
を
あ
く
ま
で
一
念
三

千
の
成
仏
、
す
な
わ
ち
自
身
の
生
命
に
本
来
そ
な
わ
っ
て
い
る

仏
性
を
開
く
こ
と
に
よ
る
成
仏
と
と
ら
え
、
し
か
も
九
界
の
身

を
改
め
ず
に
仏
界
を
開
く
即
身
成
仏
と
と
ら
え
て
い
る
。
し
た
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が
っ
て
、﹁
変
成
男
子
﹂
説
は
と
ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
竜
女

の
成
仏
が
す
べ
て
の
女
性
の
成
仏
の
先
駆
け
で
あ
る
と
し
、
こ

の
例
に
よ
っ
て
す
べ
て
の
女
性
の
成
仏
が
保
証
さ
れ
た
と
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
立
場
か
ら
、
日
蓮
は
、
数
多
い
女
性
信

徒
の
う
ち
の
何
人
か
に
、
成
仏
を
示
す
﹁
日
号
﹂
を
与
え
て
い
る
。

　

し
た
が
っ
て
日
蓮
は
、﹁
女
人
五
障
説
﹂
も
﹁
三
従
説
﹂
も
明

確
に
否
定
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、﹁
三
つ
の
つ
な
︵
綱
︶
は
今

生
に
切
れ
ぬ
五
つ
の
さ
わ
り
︵
障
︶
は
す
で
︵
既
︶
に
は
れ
ぬ
ら

む
、
心
の
月
く
も
り
な
く
身
の
あ
か
︵
垢
︶
き
へ
は
て
ぬ
、
即
身

の
仏
な
り
・
た
う
と
し
・
た
う
と
して
﹂
と
。
ま
た
﹁
女
人
は
五

障
三
従
と
申
し
て
世
間
出
世
に
嫌
わ
れ
一
代
の
聖
教
に
捨
て
ら

れ
畢
ん
ぬ
、
唯
法
華
経
計
り
に
こ
そ
竜
女
が
仏
に
成
り
諸
の
尼

の
記

は
・
さ
づ
け
ら
れ
て
候
ぬ
れ
ば
一
切
の
女
人
は
此
の
経

を
捨
て
さ
せ
給
い
て
は
何
の
経
を
か
持
た
せ
給
う
べ
きと
﹂
と
。

　

日
蓮
に
と
っ
て
、
成
仏
の
必
要
条
件
は
男
性
で
あ
る
こ
と
で

は
な
く
、
信
仰
の
確
か
さ
、
深
さ
で
あ
っ
た
。
そ
の
立
場
か
ら
、

救
い
に
お
け
る
男
女
平
等
を
宣
言
し
て
い
る
。﹁
末
法
に
し
て
妙

法
蓮
華
経
の
五
字
を
弘
め
ん
者
は
男
女
は
き
ら
ふ
べ
か
ら
ず
、

皆
地
涌
の
菩
薩
の
出
現
に
非
ず
ん
ば
唱
へ
が
た
き
題
目
な
りな
﹂、

ま
た
、﹁
此
の
法
華
経
計
り
に
此
の
経
を
持
つ
女
人
は
一
切
の
女

人
に
・
す
ぎ
た
る
の
み
な
ら
ず
一
切
の
男
子
に
・
こ
え
た
り
と

み
え
て
候に
﹂
に
そ
う
し
た
見
解
が
見
ら
れ
る
。

　

そ
う
し
た
女
性
観
に
立
つ
日
蓮
は
、
数
多
く
の
女
性
信
徒
た

ち
に
も
、
信
仰
者
と
し
て
毅
然
と
生
き
る
よ
う
に
説
い
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
信
仰
心
の
揺
れ
る
夫
に
対
し
て
毅
然
と
い
さ
め
て

い
き
な
さ
い
と
の
激
励
の
手
紙
が
残
っ
て
い
る
。﹁
此
の
法
門
の

ゆ
へ
に
は
設
ひ
夫
に
害
せ
ら
る
る
と
も
悔
ゆ
る
事
な
か
れ
、
一

同
し
て
夫
の
心
を
い
さ
︵
諫
︶
め
ば
竜
女
が
跡
を
つ
ぎ
末
代
悪
世

の
女
人
の
成
仏
の
手
本
と
成
り
給
う
べ
しぬ
﹂
と
。

　

と
も
あ
れ
、
法
華
経
を
信
仰
の
核
心
に
置
く
日
蓮
は
、
竜
女

の
成
仏
を
根
拠
に
、
宗
教
的
資
格
や
救
い
に
お
い
て
性
別
は
無

関
係
で
あ
る
と
宣
言
し
た
。
そ
れ
が
ブ
ッ
ダ
以
来
の
仏
教
の
本

来
の
考
え
方
で
あ
る
と
理
解
し
、
解
釈
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
女
人
成
仏
を
否
定
し
た
り
、
女
人
禁
制
を
行
っ
た
り

す
る
当
時
の
仏
教
界
に
あ
っ
て
は
、
画
期
的
な
こ
と
で
あ
る
。

日
蓮
が
﹁
女
性
と
仏
教
に
関
す
る
姿
勢
は
、
鎌
倉
仏
教
の
開
祖

の
な
か
で
も
っ
と
も
進
歩
的ね
﹂
と
い
わ
れ
る
の
も
当
然
の
こ
と

と
い
え
よ
う
。
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６　

池
田
Ｓ
Ｇ
Ｉ
会
長
に
お
け
る
現
代
的
展
開

　

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
ブ
ッ
ダ
、﹃
勝
鬘
経
﹄、﹃
法
華
経
﹄、

日
蓮
等
に
、
仏
教
思
想
に
お
け
る
女
性
解
放
思
想
の
系
譜
を
た

ど
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
現
代
日
本
に
誕
生
し
た
創
価
学
会
は

こ
の
系
譜
に
連
な
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
大
乗
仏
教
の

女
性
観
に
関
す
る
池
田
Ｓ
Ｇ
Ｉ
会
長
の
見
解
を
紹
介
し
た
い
。

そ
の
際
、
Ｓ
Ｇ
Ｉ
会
長
は
、
教
義
解
釈
だ
け
で
は
な
く
、
実
際

の
運
動
に
お
い
て
も
女
性
た
ち
へ
の
呼
び
か
け
を
行
っ
て
い
る

こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

　

ま
ず
勝
鬘
夫
人
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

　
﹁
舎
衛
に
お
い
て
も
、
偉
大
な
る
女
性
の
活
躍
の
歴
史
が
あ
っ

た
。
⋮
⋮
勝
鬘
夫
人
は
、
喜
ん
で
釈
尊
の
弟
子
と
な
っ
た
。﹃
勝

鬘
﹄
の
名
は
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
で
﹃
す
ぐ
れ
た
花
飾
り
﹄

と
の
意
味
で
あ
る
。
ま
さ
に
、
そ
の
名
の
通
り
、
人
々
に
歓
喜

と
幸
福
の
花
を
も
た
ら
す
美
徳
を
備
え
て
い
た
。

　

勝
鬘
夫
人
は
、
釈
尊
の
前
で
、＂
あ
ら
ゆ
る
苦
悩
の
人
を
救
済

し
尽
く
し
ま
す
！
＂
と
の
気
高
い
誓
願
を
立
て
た
。
そ
し
て
、

そ
の
決
定
し
た
一
念
の
ま
ま
に
、
人
々
を
正
法
に
導
い
て
い
っ

た
と
い
う
の
で
あ
る
。
釈
尊
も
心
か
ら
讃
え
、﹃
普
賢
如
来
﹄
と

の
成
仏
の
記
別
を
与
え
たの
﹂。

　

ま
た
、﹁
釈
尊
の
時
代
に
も
、
現
代
の
学
会
の
前
進
と
同
じ
く
、

女
性
の
活
躍
が
光
っ
て
い
た
。
有
名
な
﹃
勝
鬘
夫
人
﹄
と
呼
ば

れ
る
王
妃
も
、
師
匠
で
あ
る
釈
尊
へ
の
誓
願
の
ま
ま
に
、
苦
悩

や
災
害
の
渦
巻
く
社
会
へ
飛
び
込
ん
で
、
行
動
し
て
い
っ
た
。

　

こ
の
勝
鬘
夫
人
は
、﹃
師
子
吼
者
﹄

─
師
子
吼
の
人
と
呼
ば

れ
た
。
声
の
力
で
人
々
を
励
ま
し
、
声
の
力
で
悪
を
責
め
て
い

っ
た
こ
と
を
賞
讃
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
婦
人
部
、
女
子
部
の

皆
さ
ん
の
姿
を
ほ
う
ふ
つ
さ
せ
る
。﹃
師
子
吼
﹄
に
は
、﹃
師
子

を
装
う
ニ
セ
者
を
打
ち
破
る
力
﹄﹃
堕
落
を
戒
め
る
力
﹄﹃
恐
れ

を
取
り
除
く
力
﹄﹃
眷
属
の
威
光
を
増
す
力
﹄
な
ど
が
備
わ
る
と
、

経
典
に
は
説
か
れ
て
い
る
。
勇
気
あ
る
﹁
師
子
吼
﹂
が
、
悪
を

打
ち
破
る
。
善
の
勢
力
を
広
げ
て
い
くは
﹂。

　

ま
た
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
人
権
活
動
家
、
ア
ド
ル
フ
ォ
・
ペ

レ
ス
＝
エ
ス
キ
ベ
ル
博
士
と
の
対
談
集
に
お
い
て
も
、
Ｓ
Ｇ
Ｉ

会
長
が
、﹁
仏
典
や
仏
教
史
に
お
い
て
も
、
多
く
の
女
性
の
活
躍

の
姿
が
光
っ
て
お
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、
仏
典
に
登
場
す
る
勝

鬘
夫
人
と
い
う
女
性
は
、
釈
尊
に
次
の
よ
う
な
誓
願
を
立
て
、
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そ
の
誓
い
の
ま
ま
に
、
苦
悩
に
あ
え
ぐ
人
々
の
た
め
に
行
動
を

貫
い
て
い
ま
す
﹂
と
し
て
、
誓
願
の
一
部
を
紹
介
す
る
と
、
エ

ス
キ
ベ
ル
博
士
は
、﹁
勝
鬘
夫
人
に
つ
い
て
は
、
東
京
で
妻
と
も

に
会
長
に
お
会
い
し
た
お
り
に
も
︵
一
九
九
五
年
︶、﹃
人
権
擁
護

の
誓
願
﹄
を
立
て
た
女
性
と
し
て
語
っ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

よ
く
覚
え
て
お
り
ま
す
﹂
と
応
じ
て
い
るひ
。

　

さ
ら
に
、
イ
ン
ド
の
バ
ラ
テ
ィ
・
ム
カ
ジ
ー
博
士
と
の
対
談

に
お
い
て
も
、﹁
タ
ゴ
ー
ル
が
深
く
見
つ
め
た
東
洋
思
想
の
精
髄

で
あ
る
仏
教
も
、
女
性
の
力
や
徳
に
光
を
当
て
て
い
ま
す
。

⋮
⋮
勝
鬘
夫
人
は
、あ
ら
ゆ
る
人
々
の
中
に
あ
る
尊
極
の
﹃
善
性
﹄

を
、
母
の
ご
と
き
慈
愛
で
、
守
り
育
ん
で
い
く
の
が
、﹃
菩
薩
﹄

で
あ
る
と
説
き
ま
す
。
そ
し
て
、
菩
薩
と
し
て
の
生
涯
の
使
命

を
、
十
の
誓
い
と
し
て
立
て
ま
す
。
⋮
⋮
こ
こ
に
は
、
女
性
に

よ
る
崇
高
な
﹃
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
﹄
の
生
き
方
が
示
さ
れ
て

い
ま
すふ
﹂
と
指
摘
し
て
い
る
。

　

次
に
、﹃
法
華
経
﹄
に
お
け
る
竜
女
の
成
仏
に
つ
い
て
、
Ｓ
Ｇ

Ｉ
会
長
は
、﹁︹
竜
女
の
成
仏
は
︺
女
性
を
差
別
す
る
思
想
に
対

し
て
、
実
証
を
も
っ
て
、
そ
れ
を
打
ち
破
っ
た
﹃
大
い
な
る
人

権
宣
言
﹄
な
の
で
すへ
﹂
と
し
、﹁
だ
れ
も
が
﹃
性
得
の
宝
珠
︵
仏

性
︶﹄
を
も
っ
て
い
る
。
一
切
衆
生
が
平
等
に
﹃
宝
珠
﹄
を
も
っ

て
い
る
の
で
す
。
そ
う
見
る
の
が
十
界
互
具
で
あ
り
、
一
念
三

千
で
あ
り
、
法
華
経
で
す
。
十
界
の
中
に
は
畜
生
界
も
あ
る
。

竜
女
は
畜
身
で
す
が
、
当
然
、
畜
生
界
に
も
仏
界
が
具
わ
っ
て

い
る
。
し
か
し
、
差
別
観
に
と
ら
わ
れ
た
目
に
は
、
そ
れ
が
見

え
な
い
。
生
き
と
し
生
け
る
も
の
に
仏
界
を
観
る
法
華
経
で
す
。

女
性
へ
の
差
別
な
ど
、
微
塵
も
あ
り
よ
う
が
な
い
。
女
性
は
成

仏
で
き
な
い
な
ど
と
い
う
な
ら
ば
、
そ
れ
は
一
念
三
千
で
は
あ

り
え
な
い
﹂
と
指
摘
し
て
い
るほ
。

　

こ
こ
で
、
Ｓ
Ｇ
Ｉ
会
長
は
、﹃
法
華
経
﹄
に
お
い
て
女
人
成
仏

が
宣
言
さ
れ
た
こ
と
の
意
義
を
強
調
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
を

普
遍
化
し
、
差
別
全
般
に
対
す
る
挑
戦
と
と
ら
え
て
い
る
。
こ

こ
に
は
、
性
別
を
は
じ
め
と
す
る
﹁
属
性
﹂
に
よ
る
差
別
は
い

わ
れ
な
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
思
想
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
変
成
男
子
説
に
つ
い
て
も
、﹁
竜
女
の
成
仏
は
、
あ

く
ま
で
も
﹃
即
身
成
仏
﹄
で
す
。
女
性
の
身
の
ま
ま
で
成
仏
し

た
の
で
す
。
変
成
男
子
は
、
舎
利
弗
を
は
じ
め
、
成
仏
は
男
性

に
限
ら
れ
る
と
思
い
込
ん
で
い
た
人
々
に
対
し
て
、
竜
女
が
成

仏
し
た
こ
と
を
、
わ
か
り
や
す
く
示
す
た
め
の
方
便
に
す
ぎ
な
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い
で
し
ょ
う
。
男
性
に
な
ら
な
け
れ
ば
成
仏
で
き
な
い
と
い
う

意
味
で
は
な
い
の
で
す
﹂
と
断
言
し
、﹁
本
来
、
仏
教
は
、
生
き

と
し
生
け
る
も
の
を
、
ひ
と
つ
の
黄
金
の
大
生
命
の
個
々
の
現

れ
と
観
る
。
そ
れ
が
釈
尊
の
悟
り
で
す
。
そ
れ
を
﹃
縁
起
﹄
と

も
言
い
、﹃
空
﹄
と
も
言
い
、﹃
妙
法
﹄
と
も
言
う
の
で
す
。
そ

の
悟
り
の
眼
か
ら
見
れ
ば
、
男
女
間
の
上
下
の
差
別
な
ど
、
あ

り
え
な
い
﹂
と
し
て
い
るま
。

　

こ
の
よ
う
に
、
仏
教
思
想
の
な
か
に
男
女
平
等
思
想
を
見
出

す
Ｓ
Ｇ
Ｉ
会
長
は
、
折
に
ふ
れ
て
女
性
た
ち
に
呼
び
か
け
、
人

間
と
し
て
の
自
立
と
自
己
実
現
と
と
も
に
、
地
域
へ
、
社
会
へ

の
貢
献
を
促
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、﹁
女
性
で
あ
り
、
母
で
あ

る
以
前
に
、
人
間
と
し
て
、
苦
に
束
縛
さ
れ
な
い
、
真
実
の
幸

福
境
涯
を
築
く
こ
と
こ
そ
、
女
性
解
放
の
究
極
な
り
と
叫
び
た

い
﹂、﹁
女
性
で
あ
る
ま
え
に
人
間
と
し
て
の
勝
利
者
に
な
っ
て

ほ
し
い
。
人
間
と
し
て
の
勝
利
を
裏
づ
け
る
も
の
は
、
そ
の
人

の
も
つ
思
想
、
哲
学
の
深
さ
、
人
生
に
対
す
る
誠
実
な
姿
勢
で

あ
る
と
私
は
考
え
る
﹂
等
で
あ
るみ
。

　

そ
れ
に
呼
応
し
て
立
ち
上
が
っ
た
女
性
た
ち
の
連
帯
の
輪
は
、

世
界
的
規
模
へ
と
拡
大
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
二
十
一
世
紀
を
、

人
間
が
大
切
に
さ
れ
、
男
性
も
女
性
も
と
も
に
責
任
を
分
か
ち

合
い
、
人
間
と
し
て
伸
び
や
か
に
自
己
実
現
し
、
社
会
に
貢
献

し
つ
つ
、
幸
福
感
を
満
喫
で
き
る
﹁
生
命
の
世
紀
﹂
と
す
べ
く
、

活
発
に
活
動
を
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

以
上
、
見
て
き
た
よ
う
に
、
仏
教
史
を
ひ
も
と
く
と
、
多
く

の
場
面
で
仏
教
の
思
想
や
制
度
が
女
性
を
差
別
し
、
抑
圧
し
て

き
た
の
は
確
か
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
も
ブ
ッ
ダ
自
身
の
男
女

平
等
観
、
大
乗
仏
教
経
典
に
お
け
る
女
性
観
、
日
蓮
の
女
人
成

仏
論
な
ど
に
脈
々
と
流
れ
て
き
た
、
一
筋
の
女
性
解
放
思
想
の

系
譜
が
存
在
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
そ
の
系
譜
は
現

代
の
Ｓ
Ｇ
Ｉ
に
ま
で
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

仏
教
を
奉
じ
る
と
い
う
こ
と
は
、
経
典
の
訓
詁
注
釈
に
と
ど

ま
ら
ず
、
そ
の
思
想
を
自
ら
が
生
き
る
時
代
状
況
の
中
で
解
釈
、

あ
る
い
は
再
解
釈
し
、
そ
の
精
神
を
生
き
生
き
と
よ
み
が
え
ら

せ
、
生
か
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
Ｓ
Ｇ
Ｉ
会
長
は
、

現
代
に
あ
っ
て
そ
れ
を
自
ら
実
践
し
つ
つ
、
人
々
や
社
会
に
訴

え
続
け
て
い
る
。
こ
こ
に
、﹁
生
き
た
仏
教
﹂
の
現
実
の
例
証
を
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見
出
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

注︵
１
︶
池
田
大
作
﹃
新
・
女
性
抄
﹄
潮
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
、
五
八

─
六
〇
ペ
ー
ジ
。

︵
２
︶
佐
々
木
現
順
﹃
原
始
仏
教
か
ら
大
乗
仏
教
へ
﹄
清
水
弘
文
堂
、

一
九
七
八
年
、
一
〇
〇
ペ
ー
ジ
。

︵
３
︶
田
辺
繁
子
訳
﹃
マ
ヌ
の
法
典
﹄
岩
波
文
庫
、
一
六
三
ペ
ー
ジ
。

︵
４
︶﹁
女
人
礼
、
幼
則
従
父
母
、
少
則
従
夫
、
老
則
従
子
﹂︵﹃
大
智

度
論
﹄
巻
九
九
、﹃
大
正
大
蔵
経
﹄
第
二
五
巻
、
七
四
八
ペ
ー

ジ
中
︶
と
あ
る
。

︵
５
︶
こ
の
う
ち
、﹁
魔
王
﹂
は
、
竺
法
護
訳
﹃
正
法
華
經
﹄
で
は
﹁
天

魔
﹂、チ
ベ
ッ
ト
訳
で
は
﹁
四
大
天
王
﹂
で
あ
る
。
ま
た
、﹁
仏
身
﹂

は
、
他
の
訳
で
は
﹁
不
退
天
の
菩
薩
﹂
と
な
っ
て
い
る
。

︵
６
︶
岩
本
裕
は
、
女
性
が
こ
の
五
つ
に
な
れ
な
い
理
由
を
あ
げ
た
経

典
、﹃
仏
説
超
日
明
三
昧
経
﹄
を
紹
介
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、

理
由
と
し
て
、﹁
①
雑
悪
多
態
な
る
が
故
に
、
た
め
に
女
人
は

天
帝
釈
と
な
る
を
得
ず
。
②
淫
恣
に
し
て
︵
情
欲
の
ま
ま
に
浮

気
し
て
︶
節
な
き
が
故
に
、
た
め
に
女
人
は
梵
天
と
な
る
を
得

ず
。
③
軽
︹
薄
・
高
︺
慢
に
し
て
︹
従
︺
順
な
ら
ず
、
正
教
を

︹
破
︺
棄
し
︹
喪
︺
失
す
る
が
故
に
、
た
め
に
女
人
は
魔
天
︵
欲

界
の
最
高
で
あ
る
他
化
自
在
天
︶
と
な
る
を
得
ず
。
④
匿
態
︵
容

貌
態
度
の
隠
さ
れ
た
欠
点
︶
は
八
十
四
あ
っ
て
、
清
浄
行
あ
る

こ
と
な
け
れ
ば
、
た
め
に
女
人
は
聖
帝
︵
す
な
わ
ち
転
輪
聖
王
︶

と
な
る
を
得
ず
。
⑤
色
欲
に
︹
執
︺
着
し
、
湞
情
匿
態
︵
意
味

不
明
︶
に
し
て
、
身
口
意
の
異
な
る
故
に
、
た
め
に
女
人
は
仏

と
な
る
を
得
ず
﹂
と
。
岩
本
裕
﹃
仏
教
と
女
性
﹄
第
三
文
明
社
、

一
九
八
〇
年
、
五
三
─
五
四
ペ
ー
ジ
。

︵
７
︶
田
上
太
秀
﹃
仏
教
と
性
差
別

─
イ
ン
ド
原
典
が
語
る
﹄
東
京

書
籍
、
一
九
九
二
年
、
九
〇
─
九
二
ペ
ー
ジ
。

︵
８
︶
田
上
太
秀
﹁
仏
教
の
性
差
別
﹂
季
刊
﹃
仏
教
﹄
一
五
、
一
九
九

一
年
四
月
、
一
九
七
─
八
ペ
ー
ジ
。

︵
９
︶
以
下
に
あ
げ
る
﹃
維
摩
経
﹄
の
訳
は
、
長
尾
雅
人
・
丹
治
昭
義

訳
﹃
大
乗
仏
典
﹄
第
七
巻
、
中
央
公
論
社
、
一
九
七
四
年
、
一

〇
九
─
一
一
二
ペ
ー
ジ
を
引
用
し
た
。

︵
10
︶
以
下
に
あ
げ
る
﹃
勝
鬘
経
﹄
の
訳
は
、
高
崎
直
道
訳
﹃
大
乗
仏
典
﹄

第
十
二
巻
、
中
央
公
論
社
、
一
九
七
五
年
、
六
六
─
一
二
三
ペ
ー

ジ
を
引
用
し
た
。

︵
11
︶
こ
の
点
に
つ
い
て
、
立
花
真
紀
は
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

﹁﹃
シ
ュ
リ
ー
マ
ー
ラ
ー
妃
の
大
師
子
吼
﹄
と
い
う
の
は
、
私
は

と
て
も
す
ば
ら
し
い
表
現
だ
と
思
う
。
百
獣
の
王
で
あ
る
師
子

の
吼
え
声
は
他
の
す
べ
て
の
動
物
を
圧
倒
す
る
。
そ
の
よ
う
に

現
代
の
女
性
も
ま
た
真
実
に
対
し
て
躊
躇
す
る
こ
と
な
く
、
力

強
く
あ
る
べ
き
だ
と
思
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
法
に
よ
る
主
体

的
な
姿
勢
こ
そ
女
性
が
も
っ
と
も
女
性
ら
し
い
姿
な
の
で
あ

り
、
ま
た
仏
教
の
本
道
で
あ
る
と
言
っ
て
も
よ
い
の
で
は
な
か

ろ
う
か
﹂。
立
花
真
紀
﹃
女
性
の
た
め
の
仏
教
入
門　

女
は
仏

に
な
れ
な
い
の
か
﹄
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所
、
一
九
八
九
年
、
七
六
ペ
ー

ジ
。
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仏教の女性観─ＳＧＩの視点から

︵
12
︶
以
下
に
あ
げ
る
﹃
法
華
経
﹄
の
訳
は
、
松
濤
誠
廉
・
丹
治
昭
義
・

桂
紹
隆
訳
﹃
大
乗
仏
典
﹄
第
五
巻
、
中
央
公
論
社
、
一
九
七
六

年
、
四
八
─
五
二
ペ
ー
ジ
を
引
用
し
た
。

︵
13
︶
梶
山
雄
一
に
よ
れ
ば
、
現
存
す
る
漢
訳
阿
含
の
な
か
で
最
も
後

代
に
編
纂
さ
れ
た
﹃
増
一
阿
含
経
﹄
に
、
こ
の
萌
芽
が
見
出
さ

れ
る
。
そ
こ
で
は
、
ブ
ッ
ダ
が
ム
ニ
ー
と
い
う
王
女
に
生
ま
れ

変
わ
っ
て
い
た
前
生
物
語
が
描
か
れ
て
い
る
。
王
女
は
、
宝
蔵

如
来
を
供
養
し
た
い
が
病
弱
の
た
め
に
で
き
な
い
老
比
丘
の
世

話
を
し
た
た
め
に
、
比
丘
は
宝
蔵
如
来
を
供
養
す
る
こ
と
が
で
、

数
百
万
年
後
に
生
ま
れ
変
わ
っ
て
灯
光
如
来
に
な
る
で
あ
ろ
う

と
い
う
予
言
を
宝
蔵
如
来
か
ら
得
た
。
こ
れ
を
聞
い
て
、
王
女

が
自
ら
も
未
来
の
成
仏
の
予
言
を
頼
ん
だ
が
、
宝
蔵
如
来
は
、

女
性
は
ブ
ッ
ダ
や
他
の
四
つ
の
身
分
に
な
る
こ
と
は
で
き
な
い

と
さ
れ
て
い
る
と
い
う
理
由
か
ら
、
こ
の
願
い
を
拒
絶
し
、
将

来
、
灯
光
如
来
が
世
に
出
現
し
た
時
に
、
そ
の
如
来
に
成
仏
の

予
言
を
乞
う
よ
う
に
と
語
っ
た
。
数
百
万
年
後
、
前
の
比
丘
は

灯
光
如
来
と
な
り
、
王
女
は
バ
ラ
モ
ン
男
性
に
生
ま
れ
変
わ
っ

て
い
た
。
灯
光
如
来
を
訪
ね
た
ム
ニ
ー
は
、
来
世
に
お
い
て
ブ

ッ
ダ
に
な
る
と
い
う
予
言
を
受
け
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
梶
山

雄
一
﹃
空
の
思
想　

仏
教
に
お
け
る
言
葉
と
沈
黙
﹄
人
文
書
院
、

一
九
八
三
年
、
二
一
〇
─
二
一
一
ペ
ー
ジ
。

︵
14
︶
平
川
彰
・
望
月
良
晃
﹃
法
華
経
を
読
み
と
く
﹄
上
、
春
秋
社
、

二
〇
〇
〇
年
、
二
五
三
─
二
五
四
ペ
ー
ジ
。

︵
15
︶﹁
法
華
経
は
、
い
た
る
と
こ
ろ
で
﹃
比
丘
・
比
丘
尼
、
信
男
・

信
女
﹄
あ
る
い
は
﹃
善
男
子
・
善
女
人
﹄
と
呼
び
か
け
て
い
る

こ
と
が
端
的
に
示
す
よ
う
に
、
あ
く
ま
で
男
女
平
等
の
立
場
に

あ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
極
め
て
当
然
の
こ
と
と
言
え
よ
う
。

な
ぜ
な
ら
ば
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
法
華
経
を
含
め
初
期

大
乗
経
典
は
、
在
家
者
主
体
の
信
仰
運
動
の
所
産
で
あ
り
、
一

般
大
衆
へ
の
信
仰
表
明
書
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
き
、
そ
の

一
般
大
衆
の
世
界
は
出
家
教
団
の
よ
う
な
人
工
物
で
は
な
い
の

で
あ
っ
て
、
自
然
に
男
・
女
ほ
ぼ
同
数
で
構
成
さ
れ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
﹂
と
。
苅
谷
定
彦
﹁
法
華
経
に
お
け
る
女
性
﹂、
日

本
仏
教
学
会
編
﹃
仏
教
と
女
性
﹄、
平
楽
寺
書
店
、
一
九
九
一
年
、

一
八
六
─
七
ペ
ー
ジ
。

︵
16
︶
日
蓮
の
女
人
成
仏
観
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
﹁
仏
教
史
に
お
け
る

女
性
の
問
題

─
日
蓮
の
女
人
成
仏
論
を
中
心
に
﹂﹃
大
乗
仏

教
の
挑
戦

─
人
類
的
課
題
へ
向
け
て
﹄
東
洋
哲
学
研
究
所
、

二
〇
〇
六
年
で
論
じ
て
い
る
。

︵
17
︶
日
蓮
﹁
開
目
抄
﹂、﹃
日
蓮
大
聖
人
御
書
全
集
﹄
創
価
学
会
、
一

九
五
二
年
、
二
二
三
ペ
ー
ジ
。

︵
18
︶
日
蓮
﹁
女
人
成
仏
抄
﹂、
同
書
、
四
七
二
ペ
ー
ジ
。

︵
19
︶
日
蓮
﹁
光
日
尼
御
返
事
﹂、
同
書
、
九
三
四
ペ
ー
ジ
。

︵
20
︶
日
蓮
﹁
善
無
畏
抄
﹂、
同
書
、
一
二
三
五
ペ
ー
ジ
。

︵
21
︶
日
蓮
﹁
諸
法
実
相
抄
﹂、
同
書
、
一
三
六
〇
ペ
ー
ジ
。

︵
22
︶
日
蓮
﹁
四
条
金
吾
殿
御
返
事
﹂、
同
書
、
一
一
三
四
ペ
ー
ジ
。

︵
23
︶
日
蓮
﹁
兄
弟
抄
﹂、
同
書
、
一
〇
八
八
ペ
ー
ジ
。

︵
24
︶
小
栗
純
子
﹃
女
人
往
生　

日
本
史
に
み
る
女
の
救
い
﹄
人
文
書

院
、
一
九
八
七
年
、
一
二
二
ペ
ー
ジ
。

︵
25
︶﹃
聖
教
新
聞
﹄
二
〇
〇
七
年
八
月
二
八
日
付
。
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︵
26
︶﹃
聖
教
新
聞
﹄
二
〇
〇
五
年
四
月
二
六
日
付
。

︵
27
︶
池
田
大
作
／
ア
ド
ル
フ
ォ
・
ペ
レ
ス
＝
エ
ス
キ
ベ
ル
﹃
人
権
の

世
紀
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ　
＂
第
三
の
千
年
＂
に
何
が
必
要
か
﹄

東
洋
哲
学
研
究
所
、
二
〇
〇
九
年
、
二
四
四
─
五
ペ
ー
ジ
。

︵
28
︶
バ
ラ
テ
ィ
・
ム
カ
ジ
ー
／
池
田
大
作
﹁
新
た
な
地
球
文
明
の
詩

を

─
タ
ゴ
ー
ル
と
世
界
市
民
を
語
る
﹂﹃
灯
台
﹄
第
三
文
明

社
、
二
〇
一
二
年
二
月
号
、
六
〇
─
六
一
ペ
ー
ジ
。

︵
29
︶
池
田
大
作
﹃
法
華
経
の
智
慧
﹄
第
三
巻
、
一
九
九
七
年
、
一
一

四
ペ
ー
ジ
。

︵
30
︶
同
書
、
一
二
一
─
一
二
二
ペ
ー
ジ
。

︵
31
︶
同
書
、
一
二
五
─
一
二
九
ペ
ー
ジ
。

︵
32
︶
同
書
、
一
二
九
─
一
三
〇
ペ
ー
ジ
。

︵
く
り
は
ら　

と
し
え
／
東
洋
哲
学
研
究
所
主
任
研
究
員
︶


