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本
日
お
話
し
す
る
仏
教
と
女
性
と
い
う
テ
ー
マ
は
仏
教
文
献
に
見
ら
れ
る
女
性
差
別
の
問
題
を
取
り
上
げ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　

私
は
イ
ン
ド
仏
教
を
中
心
に
研
究
し
て
お
り
ま
す
が
、
こ
の
女
性
の
人
権
に
関
す
る
問
題
を
意
識
し
始
め
た
の
は
、
か
つ
て
『
婦
人

公
論
』
と
い
う
雑
誌
を
読
ん
で
お
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
そ
こ
に
寺
院
に
お
け
る
寺
族
、
あ
る
い
は
坊
守
が
差
別
を
受
け
て
い
る
こ
と
を

取
り
上
げ
た
座
談
会
の
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
興
味
を
持
っ
た
こ
と
が
最
初
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
中
で
真
宗
寺
院
の
出
身
の
女
性

学
者
が
そ
の
実
情
を
紹
介
し
て
い
た
の
に
驚
き
ま
し
た
。

　

私
は
そ
れ
ま
で
寺
院
で
、
そ
れ
程
女
性
が
差
別
さ
れ
て
い
る
と
は
思
っ
て
も
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
差
別
の
源
流
は
イ
ン
ド
の
仏

教
に
あ
る
と
彼
女
は
指
摘
し
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
が
大
き
な
シ
ョ
ッ
ク
で
し
た
。
こ
れ
は
私
自
身
の
不
勉
強
を
暴
露
す
る
こ
と
に
な
る

の
で
す
。

　

そ
れ
ま
で
イ
ン
ド
仏
教
文
献
を
数
多
く
読
ん
で
き
ま
し
た
が
、
い
わ
ゆ
る
女
人
五
障
説
や
、
変
成
男
子
説
な
ど
に
つ
い
て
は
、
実
の

と
こ
ろ
ま
っ
た
く
無
知
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
一
念
発
起
し
て
と
い
う
と
大
袈
裟
で
す
が
、
こ
れ
ら
の
問
題
が
ど
れ
程
根
深
い
も
の

か
を
知
る
た
め
に
、
二
、三
の
先
輩
の
学
者
の
研
究
論
文
や
著
書
を
頼
り
に
研
究
を
始
め
ま
し
た
。
研
究
が
進
む
に
つ
れ
て
女
性
差
別
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の
内
容
が
仏
典
に
い
か
に
多
い
か
を
知
ら
さ
れ
ま
し
た
。

　

研
究
論
文
を
研
究
雑
誌
に
発
表
し
た
り
、
一
般
雑
誌
に
も
連
載
で
書
い
た
り
し
ま
し
た
。
徐
々
に
こ
の
問
題
が
注
目
を
浴
び
る
よ
う

に
な
り
、「
仏
教
と
女
性
」
と
い
う
共
同
テ
ー
マ
で
日
本
仏
教
学
会
が
開
催
さ
れ
、こ
こ
で
も
駒
澤
大
学
を
代
表
し
て
発
表
を
し
ま
し
た
。

さ
ら
に
『
仏
教
と
性
差
別
、イ
ン
ド
仏
典
を
通
し
て
』（
の
ち
に
『
仏
教
と
女
性
』
と
改
題
し
て
再
版
）
と
い
う
著
書
も
出
版
し
ま
し
た
。

現
在
で
は
女
性
の
研
究
者
が
増
え
、
仏
教
へ
の
き
び
し
い
批
判
を
浴
び
せ
ら
れ
る
方
々
が
お
ら
れ
て
、
研
究
が
盛
ん
に
な
っ
て
き
た
こ

と
は
喜
ば
し
い
こ
と
と
受
け
止
め
て
い
ま
す
。

　

さ
て
、
本
題
に
入
り
ま
す
前
に
誤
解
を
招
か
な
い
た
め
に
も
、
経
典
の
特
色
に
つ
い
て
少
し
説
明
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
　
　

経
典
の
特
色
に
つ
い
て

　

経
典
は
大
き
く
二
つ
に
分
類
さ
れ
ま
す
。
一
つ
は
編
纂
さ
れ
た
経
典
群
と
、
も
う
一
つ
は
創
作
さ
れ
た
経
典
群
が
あ
り
ま
す
。

　

編
纂
さ
れ
た
経
典
群
は
紀
元
前
に
ま
と
め
ら
れ
た
経
典
群
を
言
い
、
創
作
さ
れ
た
経
典
群
は
紀
元
後
に
作
ら
れ
た
経
典
群
を
言
い
ま

す
。

　

釈
迦
が
各
地
を
遊
行
し
た
先
で
説
法
し
た
教
え
を
弟
子
た
ち
が
聴
き
、
そ
れ
を
記
憶
し
て
お
り
ま
し
た
。
当
時
は
筆
記
す
る
こ
と
が

な
く
、
み
な
記
憶
し
て
教
え
を
保
存
し
た
の
で
す
。
そ
の
記
憶
し
た
教
え
を
釈
迦
の
死
後
、
五
、六
十
日
後
、
ま
た
百
年
後
、
二
百
年

後
な
ど
に
持
ち
寄
っ
て
編
纂
し
た
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
最
初
期
の
編
纂
経
典
は
釈
迦
の
言
葉
が
正
し
く
編
纂
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ

ま
す
。

　

し
か
し
段
々
年
月
が
経
つ
と
記
憶
し
た
内
容
を
弟
子
が
弟
子
に
伝
え
る
う
ち
に
、
最
初
の
経
典
の
内
容
の
ま
ま
で
伝
え
ら
れ
て
き
た
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と
は
考
え
に
く
い
の
で
す
。
正
確
に
伝
え
ら
れ
た
部
分
は
多
い
と
思
い
ま
す
が
、
な
か
に
は
弟
子
に
よ
っ
て
間
違
っ
た
記
憶
を
伝
え
て

い
る
場
合
も
あ
っ
た
で
し
ょ
う
し
、
ま
た
本
来
な
か
っ
た
言
葉
を
付
加
し
て
い
る
部
分
も
な
か
っ
た
と
は
言
え
ま
せ
ん
。

　

と
に
か
く
釈
迦
の
死
後
は
記
憶
し
た
内
容
を
編
纂
し
た
経
典
が
成
立
し
ま
し
た
。
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
「
阿
含
経
」
で
す
。
そ
し
て
紀

元
前
中
頃
以
降
に
文
字
に
書
き
表
さ
れ
る
作
業
が
行
な
わ
れ
、
記
憶
さ
れ
て
き
た
経
典
が
目
に
見
え
る
形
で
、
だ
れ
で
も
読
め
る
形
で

経
典
が
編
纂
さ
れ
た
の
で
す
。
こ
れ
が
パ
ー
リ
語
聖
典
と
よ
ば
れ
る
経
典
群
で
す
。
こ
れ
ら
の
経
典
群
を
編
纂
経
典
と
呼
ぶ
こ
と
に
し

ま
す
。

　

次
に
こ
れ
ら
編
纂
経
典
群
を
読
み
、
新
た
な
仏
教
の
世
界
観
や
人
生
観
を
展
開
し
た
仏
教
を
立
ち
上
げ
、
革
新
的
な
仏
教
を
広
め

た
仏
教
徒
た
ち
が
い
ま
し
た
。
こ
の
仏
教
を
一
般
に
大
乗
仏
教
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
こ
の
大
乗
仏
教
徒
た
ち
の
間
で
数
多
く
の
経
典
が

作
ら
れ
ま
し
た
。
彼
ら
は
「
阿
含
経
」
を
読
ん
で
、
そ
の
内
容
を
敷
衍
し
て
、
新
た
な
仏
教
思
想
を
唱
道
し
た
の
で
す
。
そ
の
運
動
を

基
に
し
て
新
た
な
経
典
を
作
り
、
そ
れ
を
人
々
に
説
き
示
し
な
が
ら
、
教
化
活
動
を
し
ま
し
た
。

　

そ
れ
ら
の
経
典
は
い
か
に
も
釈
迦
の
説
法
を
直
か
に
聞
い
た
か
の
よ
う
に
書
か
れ
、
ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
に
構
成
さ
れ
た
経
典
で
す
。

大
乗
仏
教
経
典
の
内
容
は
一
様
で
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
世
界
観
や
人
生
観
に
あ
ふ
れ
、
こ
れ
ら
は
釈
迦
が
実
際
に
説
い
て
い
た
の
か
と

疑
う
よ
う
な
も
の
で
す
。「
阿
含
経
」
に
ま
っ
た
く
書
か
れ
て
い
な
い
よ
う
な
内
容
が
数
多
く
説
か
れ
て
い
る
の
で
す
。

　

さ
ら
に
驚
く
こ
と
は
大
乗
仏
教
経
典
は
だ
れ
が
、
い
つ
、
ど
こ
で
作
っ
た
の
か
、
ま
っ
た
く
不
明
で
す
。
各
経
典
に
著
者
名
が
明
記

さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
み
な
釈
迦
が
説
法
し
た
と
い
う
前
提
で
作
ら
れ
た
の
で
す
。
さ
ら
に
よ
く
な
い
こ
と
は
、
こ
れ
を
中
国
で
漢
訳
す

る
と
き
に
翻
訳
者
た
ち
は
経
典
の
題
名
の
上
に
「
仏
説
」
と
い
う
冠
を
付
け
ま
し
た
。
こ
れ
が
権
威
付
け
と
な
っ
た
の
で
す
。
こ
の
冠

が
つ
い
た
ま
ま
わ
が
国
に
も
た
ら
さ
れ
た
の
で
、
わ
が
国
の
人
々
は
こ
れ
ら
が
み
な
釈
迦
の
教
え
で
あ
る
と
信
じ
き
っ
て
し
ま
う
結
果

に
な
り
ま
し
た
。
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面
白
い
こ
と
は
仏
典
の
中
で
最
古
の
経
典
で
あ
る
『
法
句
経
』
の
漢
訳
に
は
「
仏
説
」
の
冠
が
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
経
典
こ
そ
釈
迦

の
正
真
正
銘
の
教
え
を
記
録
し
て
あ
る
の
に
、
そ
れ
に
「
仏
説
」
の
冠
が
な
く
、
後
の
創
作
経
典
に
冠
が
あ
る
と
い
う
の
は
偽
表
示
を

し
た
商
品
の
ラ
ベ
ル
に
似
て
い
ま
せ
ん
か
。

　

わ
が
国
の
寺
院
で
読
ま
れ
て
い
る
す
べ
て
の
経
典
が
こ
の
創
作
経
典
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
経
典
は
編
纂
経
典
と
創
作
経
典
に
分
類
さ
れ
ま
す
が
、
こ
こ
で
問
題
と
な
る
女
人
五
障
や
変
成
男
子
の
思
想
を
こ
れ
ら

の
経
典
と
の
関
わ
り
で
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
　

衆
縁
和
合
説
と
五
蘊
説

　

も
う
一
つ
女
性
の
問
題
を
考
え
る
上
で
注
目
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
釈
迦
の
世
界
観
と
人
間
観
で
す
。

　

釈
迦
は
世
間
は
衆し
ゆ
え
ん縁

和わ

合ご
う

し
て
生し
よ
う
め
つ滅

し
て
い
る
と
説
き
ま
し
た
。
つ
ま
り
さ
ま
ざ
ま
な
原
因
と
条
件（
衆
縁
）が
集
合
し
、依
存
し
、

相
関
し
、
調
和
し
て
（
和
合
）
生
じ
て
は
滅
し
て
い
る
と
説
き
ま
し
た
。
世
間
は
「
寄
り
合
い
」「
依よ

り
合
い
」「
縁よ

り
合
い
」
の
場
で

あ
る
と
見
た
の
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
世
間
を
観
察
す
る
目
で
我
が
身
を
観
察
す
る
と
、
こ
の
身
体
は
五
蘊う
ん

、
す
な
わ
ち
色
受
想
行
識
の
五
つ
の
も
の
か
ら
構

成
さ
れ
て
い
る
と
見
た
の
で
す
。
こ
こ
に
は
霊
魂
や
神
が
宿
っ
て
い
な
い
の
で
す
。
身
体
は
単
な
る
五
つ
の
集
ま
り
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ

が
調
和
を
保
っ
て
い
る
間
は
健
康
で
あ
る
が
、
不
調
和
で
あ
る
と
病
で
あ
る
と
言
い
ま
す
。
バ
ラ
ン
ス
が
徐
々
に
と
れ
な
く
な
っ
て
く

る
こ
と
が
老
い
と
い
う
の
で
す
。
ま
っ
た
く
は
た
ら
き
が
な
く
な
っ
た
と
き
に
死
を
迎
え
、
死
後
は
五
つ
の
集
ま
り
は
分
散
し
て
最
初

の
無
に
帰
す
の
で
す
。

二
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女
性
も
男
性
も
身
体
の
上
で
言
え
ば
五
つ
の
集
ま
り
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
病
も
あ
り
、
老
い
も
あ
り
、
死
も
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に
女
性

と
男
性
の
違
い
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

ま
た
五
つ
の
集
ま
り
か
ら
煩
悩
が
生
ま
れ
ま
す
。
む
さ
ぼ
り
や
怒
り
や
憎
み
や
妬
み
や
驕お
ご

り
な
ど
の
煩
悩
は
男
女
に
区
別
な
く
生
じ

ま
す
。
殺
し
や
盗
み
や
不
倫
も
男
女
に
か
か
わ
ら
ず
行
な
い
ま
す
。
妄
語
も
男
も
女
も
口
に
し
ま
す
。
五
つ
の
集
ま
り
か
ら
で
き
た
身

体
か
ら
生
じ
る
さ
ま
ざ
ま
な
煩
悩
は
男
女
に
違
い
は
あ
り
ま
せ
ん
。
女
が
多
く
て
男
が
少
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　

釈
迦
は
男
女
の
違
い
は
形
の
違
い
で
あ
っ
て
、
身
体
の
構
成
要
素
、
心
の
在
り
方
で
は
取
り
立
て
て
差
別
す
る
よ
う
な
違
い
は
見
ら

れ
な
い
と
説
い
た
の
で
す
。

　
　
　

性
差
別
は
最
初
に
あ
っ
た
か

　

い
よ
い
よ
本
題
に
入
り
ま
す
。
右
に
の
べ
た
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
性
差
別
の
問
題
を
考
え
て
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
が
、
ま
ず
、

原
始
仏
教
経
典
に
釈
迦
の
言
葉
と
し
て
次
の
よ
う
な
例
が
あ
り
ま
す
。

女
性
は
男
を
求
め
、
女
心
は
ア
ク
セ
サ
リ
ー
や
化
粧
品
に
向
き
、
わ
が
子
を
頼
り
と
し
、

夫
を
独
占
し
よ
う
と
し
、
す
べ
て
の
支
配
権
を
握
ろ
う
と
謀
っ
て
い
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　

『
増
支
部
経
典
』
第
三
巻

女
性
は
怒
り
っ
ぽ
く
、
嫉
妬
深
く
、
愚
痴
る
性
質
が
あ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
増
支
部
経
典
』
第
二
巻

　

こ
ん
な
こ
と
を
釈
迦
は
の
べ
た
と
あ
り
ま
す
が
、
私
が
釈
迦
の
説
法
し
た
内
容
を
理
解
し
た
限
り
で
は
と
う
て
い
こ
ん
な
言
葉
を
釈
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迦
が
発
し
た
と
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
『
増
支
部
経
典
』
は
原
始
仏
教
経
典
の
成
立
年
代
で
は
新
し
い
層
に
あ
り
、
潤
色
し
た
内

容
が
あ
っ
た
り
、
挿
入
や
付
加
し
た
内
容
の
も
の
が
あ
っ
た
り
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
右
に
紹
介
し
た
も
の

も
恐
ら
く
は
だ
れ
か
が
挿
入
し
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

こ
こ
に
挙
げ
た
例
だ
け
で
な
く
、
女
性
蔑
視
や
差
別
し
た
内
容
が
釈
迦
の
言
説
で
あ
る
か
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
例
は
少
な
く
あ

り
ま
せ
ん
が
、
は
た
し
て
そ
れ
ら
が
釈
迦
自
身
の
言
葉
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
疑
わ
し
い
の
で
す
。
と
言
い
ま
す
の
は
、
釈
迦
は
女
性
が

さ
と
り
を
得
る
上
で
男
性
と
比
べ
て
障
害
に
な
る
も
の
は
な
い
と
つ
ね
に
の
べ
て
い
る
こ
と
で
す
。
そ
の
事
実
は
長
老
尼
（
高
徳
で
人

格
優
れ
た
尼
僧
）
た
ち
の
間
で
は
修
行
の
上
で
は
男
女
平
等
で
、
女
だ
か
ら
男
よ
り
さ
と
る
の
が
遅
い
と
か
、
女
身
で
あ
る
か
ら
ブ
ッ

ダ
に
な
れ
な
い
と
か
の
べ
て
い
ま
せ
ん
。
男
女
の
違
い
は
な
い
と
堂
々
と
発
言
し
て
い
る
の
で
す
。

　

仏
典
に
『
テ
ー
ラ
・
ガ
ー
タ
ー
』、『
テ
ー
リ
ー
・
ガ
ー
タ
ー
』
が
あ
り
ま
す
。
前
者
は
長
老
た
ち
の
回
顧
録
、
後
者
は
長
老
尼
た
ち

の
回
顧
録
で
す
。
い
ず
れ
も
阿
羅
漢
の
さ
と
り
を
得
た
出
家
者
た
ち
で
す
。

　

阿
羅
漢
と
は
最
高
の
聖
者
の
こ
と
を
言
い
、
さ
と
り
の
境
地
は
ブ
ッ
ダ
と
同
じ
で
す
。
初
期
の
仏
教
教
団
で
は
阿
羅
漢
と
ブ
ッ
ダ
と

は
同
じ
さ
と
り
の
境
地
を
得
た
者
へ
の
呼
称
で
し
た
が
、
弟
子
た
ち
の
間
で
釈
迦
を
ブ
ッ
ダ
と
、
弟
子
た
ち
自
身
を
阿
羅
漢
と
呼
称
す

る
、
い
わ
ゆ
る
師
弟
の
間
を
呼
称
で
違
い
を
表
そ
う
と
し
た
の
で
す
。
し
か
し
釈
迦
は
弟
子
た
ち
の
中
で
阿
羅
漢
の
さ
と
り
を
得
た
者

た
ち
に
は
「
ブ
ッ
ダ
た
ち
よ
」
と
呼
び
掛
け
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
ま
す
。

　

さ
て
、『
テ
ー
リ
ー
・
ガ
ー
タ
ー
』
を
読
み
ま
す
と
、
長
老
尼
た
ち
の
間
で
は
釈
迦
は
男
女
の
違
い
を
感
じ
さ
せ
る
よ
う
な
説
法
を

聞
い
て
い
な
い
と
の
べ
て
い
ま
す
。
な
か
で
も
ソ
ー
マ
と
い
う
長
老
尼
は
「
心
が
よ
く
安
定
し
、
智
慧
が
現
に
生
じ
て
い
る
と
き
に
、

正
し
く
真
理
を
観
察
す
る
者
に
と
っ
て
、
女
で
あ
る
こ
と
が
妨
げ
と
な
る
こ
と
は
な
い
」
と
の
べ
て
い
る
の
で
す
。
彼
女
の
言
葉
は
『
長

部
経
典
』
の
中
に
も
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
女
人
五
障
説
や
変
成
男
子
説
へ
の
反
論
で
す
。
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注
意
す
べ
き
点
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
右
の
経
典
類
は
長
老
た
ち
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
の
で
す
が
、
こ
こ
に
ソ
ー
マ
長
老
尼
の

よ
う
な
発
言
を
記
録
し
、
ま
と
め
て
い
た
と
い
う
事
実
は
良
識
あ
る
長
老
た
ち
の
間
で
は
女
人
五
障
説
や
変
成
男
子
説
は
釈
迦
の
説
法

に
は
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

原
始
仏
教
教
団
の
中
で
は
釈
迦
を
は
じ
め
、
修
行
者
の
間
で
は
女
性
蔑
視
、
女
性
差
別
な
ど
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

釈
迦
が
女
性
を
差
別
し
て
い
な
か
っ
た
事
実
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
れ
は
説
法
の
中
で
釈
迦
は
両
親
を
「
母
父
」、
原
語
で
マ

ー
タ
ー
・
ピ
ト
リ
と
呼
ん
で
い
た
の
で
す
。
わ
が
国
で
は
父
母
と
呼
ぶ
の
が
一
般
的
で
す
が
、
釈
迦
は
つ
ね
に
母
を
先
に
お
い
た
の
で

す
。

　

仏
教
経
典
の
原
典
、そ
れ
は
パ
ー
リ
語
・
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
原
語
で
表
さ
れ
た
原
典
で
は
例
外
な
く
「
母
父
」
と
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
理
由
と
し
て
釈
迦
が
ア
ー
リ
ア
文
化
で
の
家
父
長
制
度
に
対
し
て
母
系
制
家
族
倫
理
を
説
こ
う
と
し
た
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
は
と

考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

母
を
中
心
と
し
た
家
族
の
在
り
方
を
よ
く
説
法
し
て
い
た
の
で
す
。
従
来
の
家
族
は
つ
ね
に
父
を
中
心
と
し
て
お
り
、
言
葉
の
上
で

も
父
の
原
語
ピ
ト
リ
の
一
語
で
先
祖
、
両
親
、
父
の
三
つ
の
使
い
分
け
を
し
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
釈
迦
は
母
の
存
在
を
面
に
出
し
て
、

家
庭
で
は
母
が
中
心
で
あ
る
か
の
よ
う
に
教
え
よ
う
と
し
た
の
で
す
。

　

釈
迦
は
「
母
は
家
族
の
友
」
と
の
べ
ま
し
た
。
友
と
は
力
と
な
る
人
、
力
を
貸
し
て
く
れ
る
人
と
い
う
意
味
で
す
。
友
の
原
語
ミ
ト

ラ
の
語
源
は
慈
悲
の
慈
の
原
語
マ
イ
ト
リ
ー
の
語
源
と
同
じ
で
す
。
い
ず
れ
も
力
を
く
れ
る
も
の
、助
力
す
る
も
の
と
い
う
意
味
で
す
。

つ
ま
り
母
は
友
で
あ
り
、
慈
悲
の
権
現
で
あ
る
と
い
う
意
味
も
含
ま
れ
て
い
る
の
で
す
。

　

わ
が
国
で
は
父
母
と
な
っ
た
の
は
な
ぜ
か
と
言
い
ま
す
と
、
実
は
イ
ン
ド
の
経
典
が
中
国
で
漢
訳
さ
れ
る
段
階
で
母
父
を
父
母
と
翻

訳
さ
れ
た
も
の
が
、
そ
の
ま
ま
わ
が
国
に
も
た
ら
さ
れ
た
か
ら
で
す
。
間
違
っ
た
訳
が
伝
え
ら
れ
、
こ
れ
が
釈
迦
の
教
え
と
考
え
た
の
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で
す
。
す
で
に
の
べ
た
「
仏
説
」
と
同
じ
で
す
。

　

江
戸
中
期
の
富
永
仲
基
と
い
う
国
学
者
が
『
出
定
後
語
』
と
い
う
著
書
で
、
こ
の
間
違
い
を
指
摘
し
て
い
ま
す
が
、
わ
が
国
の
僧
侶

も
仏
教
学
者
も
だ
れ
も
こ
の
指
摘
に
耳
を
貸
さ
ず
、今
日
ま
で「
父
母
」で
通
し
て
い
ま
す
。
釈
迦
の
教
え
が
捨
て
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

　

女
性
の
人
権
を
高
め
た
事
件
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
釈
迦
が
女
性
の
出
家
を
認
め
た
こ
と
で
す
。
修
行
す
る
女
性
は
い
た
よ
う
で
す

が
、
出
家
し
た
女
性
は
そ
れ
ま
で
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
出
家
す
る
と
は
家
を
捨
て
、
家
族
を
捨
て
、
社
会
生
活
と
の
決
別
で
あ
り
ま
す
。

女
性
が
出
家
す
る
こ
と
は
未
婚
で
あ
れ
ば
親
を
捨
て
、
家
を
捨
て
る
こ
と
で
す
。
既
婚
の
女
性
は
家
庭
を
捨
て
る
こ
と
で
す
。
と
く
に

既
婚
女
性
の
出
家
は
現
実
に
皆
無
に
等
し
い
の
で
す
が
、
未
婚
女
性
の
出
家
は
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
虐
待
を
受
け
た
女
性
が

社
会
や
家
族
の
桎
梏
か
ら
解
放
さ
れ
た
い
た
め
に
出
家
す
る
例
が
多
か
っ
た
よ
う
で
す
。

　

女
性
の
出
家
を
許
可
し
た
き
っ
か
け
は
、釈
迦
の
育
て
の
親
の
老
後
を
気
遣
っ
て
出
家
の
道
を
選
ば
せ
た
こ
と
に
あ
る
と
考
え
ま
す
。

そ
の
経
緯
に
つ
い
て
は
省
き
ま
す
が
、
こ
れ
は
多
く
の
男
性
出
家
者
た
ち
に
歓
迎
さ
れ
た
と
は
考
え
に
く
い
の
で
す
。
こ
れ
を
境
に
仏

教
教
団
に
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
起
こ
っ
た
こ
と
は
事
実
で
す
。
そ
し
て
こ
れ
が
お
そ
ら
く
女
性
差
別
を
際
立
た
せ
た
女
人
五
障
説
や
変

成
男
子
説
を
生
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
と
も
推
測
で
き
ま
す
。

　

そ
れ
は
偏
見
と
差
別
の
意
識
を
持
つ
男
性
出
家
者
た
ち
の
、
い
わ
ゆ
る
良
識
の
な
い
男
性
た
ち
の
た
く
ら
み
か
ら
始
ま
っ
た
と
考
え

ら
れ
ま
す
が
、
釈
迦
自
身
は
女
性
を
男
性
と
平
等
に
生
活
が
で
き
る
環
境
を
作
り
た
い
と
い
う
願
い
か
ら
始
め
た
と
考
え
ま
す
。
女
性

が
男
性
と
真
理
に
つ
い
て
論
じ
合
い
、
説
法
を
肩
を
並
べ
て
聞
け
る
機
会
を
作
り
、
同
じ
よ
う
に
さ
と
り
に
向
け
て
努
力
で
き
る
、
そ

ん
な
共
同
体
を
作
り
た
か
っ
た
と
言
え
ま
す
。
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女
人
五
障
説
の
矛
盾

　

と
こ
ろ
が
こ
の
釈
迦
の
思
い
と
は
反
対
に
、釈
迦
の
死
後
、弟
子
の
間
で
は
女
性
へ
の
差
別
発
言
が
経
典
に
躍
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

そ
の
代
表
的
な
発
言
が
い
わ
ゆ
る
女
人
五
障
説
で
す
。

　
　
　
　
　

〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜

女
性
が
阿
羅
漢
・
正
等
覚
者
、
転
輪
王
、
帝
釈
天
、
魔
王
、
梵
天
に
な
る
こ
と
は
道
理
に
な
く
、
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
例
文
は
原
始
仏
教
の『
中
部
経
典
』や『
長
部
経
典
』な
ど
の
二
、三
か
所
に
あ
る
だ
け
で
す
が
、漢
訳
文
に
あ
っ
て
も
、原
文
に
な
か
っ

た
り
、
そ
の
反
対
で
あ
っ
た
り
な
ど
ぱ
ら
つ
き
が
見
ら
れ
ま
す
。
つ
ま
り
こ
の
文
例
は
お
そ
ら
く
統
一
し
た
考
え
で
は
な
か
っ
た
も
の

と
考
え
ら
れ
、
だ
れ
か
の
挿
入
と
推
測
さ
れ
ま
す
。

　

引
用
文
の
波
線
は
さ
と
り
を
得
た
聖
者
の
意
味
で
、
転
輪
王
は
国
家
の
統
治
者
の
意
味
で
す
。
い
ず
れ
も
人
間
で
す
。
後
の
三
つ
は

神
に
属
す
る
も
の
で
、
人
間
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
女
性
は
こ
れ
ら
五
つ
の
も
の
に
な
れ
な
い
と
言
い
ま
す
が
、
神
に
な
れ
な
い
と
い
う

の
は
男
性
も
な
れ
な
い
の
で
女
性
だ
け
に
限
り
ま
せ
ん
。し
か
し
阿
羅
漢
・
正
等
覚
者
と
転
輪
聖
王
に
な
れ
な
い
と
い
う
の
は
問
題
で
す
。

実
は
古
代
イ
ン
ド
で
は
転
輪
王
に
な
っ
た
女
性
が
複
数
い
ま
す
。
ま
た
、釈
迦
は
男
女
別
な
く
ブ
ッ
ダ
に
な
れ
る
と
説
法
し
て
い
ま
す
。

し
た
が
っ
て
右
の
引
用
文
の
よ
う
な
発
言
を
釈
迦
自
身
が
の
べ
た
と
は
と
う
て
い
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。

　

原
始
仏
教
経
典
の
中
で
も
、
釈
迦
の
説
法
を
忠
実
に
近
い
形
で
編
纂
し
た
経
典
の
数
々
を
読
む
限
り
で
は
、
こ
の
女
人
五
障
を
説
い

た
例
も
、
そ
れ
に
近
い
説
法
を
し
た
箇
所
を
ま
っ
た
く
発
見
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
女
人
五
障
説
が
定
説
の
よ
う
に
現
れ
た
の
は

紀
元
前
二
世
紀
こ
ろ
と
い
わ
れ
ま
す
が
、
い
か
に
も
釈
迦
の
説
の
よ
う
に
こ
こ
の
部
分
が
ひ
と
り
歩
き
し
て
、
紀
元
後
の
創
作
経
典
の
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中
に
ち
り
ば
め
ら
れ
た
の
で
す
。

　

経
典
の
中
に
女
人
五
障
説
を
読
ん
だ
男
僧
た
ち
の
間
に
は
、お
そ
ら
く
仏
説
と
は
信
じ
が
た
い
と
考
え
た
者
が
い
た
の
で
し
ょ
う
が
、

そ
れ
で
も
こ
の
説
は
消
え
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
　
　

ブ
ッ
ダ
の
特
徴

　

こ
れ
を
裏
付
け
る
よ
う
な
説
が
ま
た
現
れ
た
の
で
す
。
そ
れ
は
周
知
の
如
来
三
十
二
相
で
す
。
ブ
ッ
ダ
に
は
凡
人
と
は
異
な
っ
た
、

生
来
、特
別
な
人
相
と
体
の
特
徴
が
三
十
二
種
あ
る
と
い
う
考
え
で
す
。
こ
れ
ら
の
特
徴
を
見
る
と
、み
な
男
性
の
特
徴
な
の
で
す
。
ブ
ッ

ダ
に
な
る
た
め
に
は
こ
の
男
性
の
特
徴
を
持
っ
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
わ
け
で
す
。

　

さ
ら
に
こ
れ
に
付
属
の
特
徴
を
八
十
種
も
加
え
て
、
三
十
二
相
八
十
種
好
相
と
い
う
特
徴
を
ブ
ッ
ダ
は
も
っ
て
い
る
と
い
う
説
を
作

り
上
げ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
こ
れ
で
見
る
と
、
女
性
が
ブ
ッ
タ
に
な
る
こ
と
は
不
可
能
だ
と
い
う
証
拠
を
突
き
付
け
た
こ
と
に
な
り
ま

す
。

　

こ
こ
ま
で
き
ま
す
と
、
女
性
が
ブ
ッ
ダ
に
な
る
機
会
も
可
能
性
も
ま
っ
た
く
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
と
な
り
ま
す
と
、
す
べ
て

の
人
が
男
女
の
別
な
く
ブ
ッ
ダ
に
な
れ
る
と
い
う
釈
迦
の
教
え
は
空
念
仏
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
良
識
あ
る
？
仏
教
徒
は
、
こ
れ
は

単
に
男
性
の
た
め
の
教
え
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
、
偏
っ
て
信
仰
を
説
く
宗
教
と
受
け
止
め
ら
れ
る
こ
と
を
危
倶
し
た
の
か
、
女
性
が
ブ
ッ

ダ
に
な
れ
る
条
件
を
作
ら
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
変
成
男
子
説
が
考
え
出
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

つ
ま
り
男
に
生
ま
れ
変
わ
る
こ
と
で
女
性
も
ブ
ッ
ダ
に
な
れ
る
と
い
う
わ
け
で
す
。
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変
成
男
子
の
意
味

　

変
成
男
子
の
意
味
を
考
え
て
み
ま
す
と
、
い
ろ
い
ろ
と
解
釈
さ
れ
ま
す
。
例
え
ば
来
世
で
男
性
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
っ
て
く
る
と
い

う
意
味
な
の
か
、現
世
で
性
転
換
す
る
と
い
う
意
味
な
の
か
、そ
れ
と
も
男
性
の
姿
に
変
身
す
る
こ
と
な
の
か
、な
ど
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

編
纂
経
典
で
は
変
成
男
子
に
関
す
る
記
述
は
少
な
い
の
で
す
が
、
大
乗
仏
教
の
経
典
で
は
多
く
は
男
性
の
姿
に
変
身
す
る
こ
と
を
変
成

男
子
と
言
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
男
性
の
身
な
り
を
す
る
こ
と
で
す
。
具
体
的
に
は
頭
を
剃
っ
て
、
袈
裟
を
着
た
出
家
者
の
姿
に
な
る

こ
と
で
す
。
考
え
て
み
る
と
、
こ
れ
な
ら
ば
何
も
改
ま
っ
て
出
家
し
ろ
と
言
わ
な
く
て
も
い
い
の
で
す
。
す
で
に
原
始
仏
教
教
団
で
女

性
が
出
家
し
て
い
た
わ
け
で
す
か
ら
、
女
人
は
五
障
が
あ
る
た
め
に
ブ
ッ
ダ
に
な
れ
な
い
が
、
変
成
男
子
す
れ
ば
ブ
ッ
ダ
に
な
れ
る
と

い
う
、
と
ん
で
も
な
い
回
り
道
を
し
た
言
い
方
を
し
な
く
て
も
よ
か
っ
た
の
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
男
僧
た
ち
は
出
家
の
身
に
な
る
だ
け
で
は
十
分
と
は
み
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
す
で
に
原
始
仏
教
の
経
典
の
中
に
出
家

し
た
ら
「
女
心
を
捨
て
て
男
心
を
倣
う
」
こ
と
を
要
請
し
ま
し
た
。
男
心
は
清
ら
か
で
正
直
で
あ
る
か
ら
、
と
い
う
理
由
を
も
っ
て
、

女
性
の
出
家
者
た
ち
を
教
育
し
た
よ
う
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
大
乗
仏
教
の
経
典
の
中
に
も
受
け
継
が
れ
て
い
ま
す
。

　

大
乗
仏
教
の
多
く
の
創
作
経
典
に
変
成
男
子
説
が
あ
ふ
れ
て
い
て
、
教
義
の
説
明
で
も
変
成
男
子
説
の
正
統
性
を
説
い
て
い
ま
す
。

　

例
え
ば
中
国
や
朝
鮮
や
日
本
な
ど
の
仏
教
思
想
の
中
核
と
な
っ
て
い
る
仏
性
思
想
の
原
典
で
あ
る
「
涅
槃
経
』
は
、仏
性
は
丈
夫
相
、

つ
ま
り
男
性
の
特
徴
を
持
つ
と
説
い
た
の
で
す
。
そ
こ
で
は
女
性
も
等
し
く
仏
性
を
持
っ
て
い
る
が
、
女
身
で
あ
る
間
は
仏
性
の
有
無

を
ま
っ
た
く
知
ら
な
い
と
い
う
の
で
す
。
だ
か
ら
も
し
仏
性
を
求
め
、
ブ
ッ
ダ
に
な
り
た
か
っ
た
ら
男
性
の
特
徴
を
持
つ
こ
と
だ
と
説

き
ま
し
た
。
も
し
女
性
が
仏
性
が
我
が
身
に
あ
る
こ
と
に
気
付
い
た
ら
、
そ
の
時
、
彼
女
は
す
で
に
男
性
と
な
っ
て
い
る
と
も
い
う
の

で
す
。
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も
う
一
つ
の
例
を
あ
げ
ま
す
と
、
仏
教
で
は
修
行
の
は
じ
め
は
菩
提
心
（
さ
と
り
を
求
め
る
こ
こ
ろ
）
に
あ
る
と
説
き
ま
す
が
、
こ

の
菩
提
心
を
重
視
し
、
こ
れ
を
起
こ
す
こ
と
を
強
調
し
ま
す
。
だ
れ
で
も
こ
の
心
を
起
こ
さ
な
い
で
は
ブ
ッ
ダ
に
な
る
こ
と
は
で
き
な

い
と
も
説
い
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
は
女
性
に
は
条
件
付
き
で
説
か
れ
て
い
ま
す
。
女
性
が
菩
提
心
を
起
こ
す
と
き
は
、
そ
れ
は

男
性
に
な
る
こ
と
を
求
め
る
た
め
で
あ
り
、
さ
と
り
を
求
め
る
行
為
で
は
な
い
と
い
う
の
で
す
。

　

ほ
か
に
も
い
ろ
い
ろ
の
場
面
で
変
成
男
子
が
女
性
に
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
共
通
し
て
女
性
は
女
身
の
ま
ま
で
は
ブ
ッ
ダ
に
は
な

れ
な
い
と
大
乗
仏
教
で
は
説
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
中
国
、
朝
鮮
、
日
本
の
仏
教
で
は
、
定
説
と
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
わ
が
国
の

宗
祖
と
い
わ
れ
る
人
た
ち
の
頭
に
も
こ
れ
は
仏
説
と
し
て
信
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
す
。

　
　
　

女
人
成
仏
と
女
身
不
成
仏

　

一
般
に
仏
教
学
者
や
僧
侶
は
仏
教
は
男
女
平
等
を
説
い
て
い
る
と
発
言
し
て
い
ま
す
が
、
確
か
に
総
論
と
し
て
い
え
ば
正
し
い
の
で

す
。
す
で
に
の
べ
た
よ
う
に
釈
迦
は
男
女
の
別
な
く
覚
り
を
得
る
こ
と
が
で
き
、
ブ
ッ
ダ
に
な
れ
る
と
説
き
ま
し
た
。
こ
の
教
え
は
仏

教
の
基
本
的
な
教
え
で
あ
り
定
説
で
す
。
こ
れ
を
弟
子
た
ち
が
忠
実
に
説
き
、
正
し
く
伝
え
て
き
た
の
で
あ
れ
ば
、
女
人
五
障
説
も
変

成
男
子
説
も
生
ま
れ
な
か
っ
た
の
で
す
。

　

も
し
釈
迦
が
こ
れ
ら
二
つ
の
説
を
説
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
あ
の
『
法
句
経
』
の
教
え
な
ど
だ
れ
も
見
向
き
も
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う

し
、
万
民
共
通
の
普
遍
的
教
え
と
し
て
今
日
ま
で
伝
わ
っ
て
来
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。

　

仏
教
は
本
来
女
人
成
仏
を
説
い
て
き
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
仏
説
で
あ
る
こ
と
を
知
る
べ
き
で
す
。

　

し
か
し
大
乗
仏
教
の
創
作
経
典
が「
仏
説
」の
冠
を
付
け
て
、こ
こ
に
女
身
で
は
成
仏
で
き
な
い
と
い
う
似
非
仏
説
を
広
め
た
こ
と
で
、
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こ
れ
が
わ
が
国
で
も
真
の
仏
説
で
あ
る
と
信
じ
ら
れ
た
の
で
す
。

　

釈
迦
は
女
人
成
仏
を
説
き
ま
し
た
が
、
釈
迦
の
死
後
の
弟
子
た
ち
に
よ
っ
て
女
身
不
成
仏
と
い
う
信
仰
が
仏
説
と
し
て
説
か
れ
、
そ

の
女
身
を
変
成
男
子
す
る
こ
と
で
始
め
て
成
仏
が
可
能
に
な
る
と
い
う
条
件
を
付
し
て
女
人
成
仏
を
説
い
た
の
で
す
。
大
乗
仏
教
の
仏

典
で
は
女
人
と
女
身
の
用
語
の
違
い
を
は
っ
き
り
区
別
し
て
使
っ
て
い
る
こ
と
を
読
み
取
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

　

ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　
（
二
〇
〇
七
年
十
一
月
九
日
、
仏
教
文
学
研
究
所
定
例
講
演
会
で
の
講
演
に
加
筆
し
た
も
の
で
す
。）
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