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仏
教
は
、
生
殖
に
宗
教
的
価
値
を
見
出
さ
な
い
、
お
そ
ら
く
唯
一

の
世
界
宗
教
で
あ
る
。

　
儒
教
や
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
で
あ
れ
ば
、
家
系
の
存
続
は
極
め
て
大
き

い
価
値
を
持
つ
。
家
系
が
絶
え
て
し
ま
え
ば
、
死
者
の
宗
教
的
救
済

が
保
証
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
家
系
の
存
続
を
前
提
に
す
れ
ば
、

子
ど
も
を
設
け
る
こ
と
は
、
人
間
に
と
っ
て
一
種
の
義
務
で
あ
る
。

　
ユ
ダ
ヤ
教
を
は
じ
め
と
す
る
一
神
教
に
お
い
て
は
、
新
し
い
生
命

の
誕
生
は
唯
一
神
ヤ
ハ
ウ
ェ
に
よ
る
祝
福
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
と
し

て
善
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
キ
リ
ス
ト
教
（
特
に
カ
ト
リ
ッ
ク
）
で

は
、
貞
潔
も
強
調
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
聖
職
者
に
限
定
さ
れ
た
、
例

外
的
な
徳
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
仏
教
に
は
世
界
宗
教
の
多
く
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
生
殖

の
宗
教
的
意
義
づ
け
が
欠
け
て
い
る
。
釈
尊
が
、
自
分
の
子
ど
も
に

ラ
ー
フ
ラ
と
名
づ
け
た
の
は
象
徴
的
で
あ
る
。
一
般
に
こ
の
名
前
は

「
覆
障
」
や
「
障
碍
」
を
意
味
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
き
）
1
（

た
。
仏

教
の
基
本
目
的
を
輪
廻
の
終
結
（
涅
槃
）
と
考
え
る
な
ら
、
子
ど
も

は
障
害
以
外
の
何
物
で
も
な
い
。
そ
れ
は
、
直
接
的
に
は
出
家
を
妨

げ
、
世
俗
へ
の
愛
着
を
も
た
ら
し
、
再
び
輪
廻
へ
と
戻
る
原
因
と
な

る
も
の
に
過
ぎ
な
い
。

　
も
ち
ろ
ん
、
仏
教
の
信
者
に
は
在
家
信
者
も
い
る
の
で
、
こ
の
よ

う
な
見
方
は
一
面
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
目
を
在
家
信
者
ま
で
広
げ

て
み
て
も
、生
殖
や
出
産
を
積
極
的
に
意
味
づ
け
る
言
説
は
乏
し
い
。

パ
ネ
ル
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こ
の
こ
と
を
、
結
婚
の
宗
教
的
意
味
づ
け
と
い
う
点
か
ら
考
え
て

見
た
い
。
生
殖
や
出
産
の
前
提
に
な
る
の
は
、
通
常
は
結
婚
で
あ

る
。
仏
教
で
も
キ
リ
ス
ト
教
で
も
、
結
婚
を
一
種
の
必
要
悪
と
考
え

る
見
方
は
存
在
す
）
2
（
る
。
つ
ま
り
、
性
的
欲
望
を
ほ
し
い
ま
ま
に
す
る

よ
り
は
、
一
人
の
異
性
の
み
を
性
的
対
象
と
す
る
方
が
ま
だ
容
認
で

き
る
と
い
う
理
解
で
あ
る
。
こ
の
点
で
は
両
者
は
共
通
し
て
い
る

が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
場
合
、
結
婚
そ
の
も
の
に
大
き
な
宗
教
的
意
味

を
持
た
せ
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
や
正
教
会
で
は
結
婚
は
秘
蹟
（
機
密
）

の
一
つ
で
あ
り
、
結
婚
は
単
な
る
禁
欲
の
た
め
の
便
法
で
は
な
く
、

救
済
そ
の
も
の
に
関
わ
る
行
為
で
あ
る
（
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
場

合
、
各
派
に
よ
っ
て
考
え
が
異
な
る
）。
し
か
し
、
仏
教
の
場
合
、

結
婚
は
あ
く
ま
で
も
必
要
悪
と
言
う
に
と
ど
ま
る
。
在
家
信
徒
が
守

る
べ
き
と
さ
れ
る
五
戒
で
も
八
斎
戒
で
も
、
性
行
為
の
制
限
が
説
か

れ
る
。
五
戒
で
は
配
偶
者
以
外
と
性
行
為
を
行
わ
な
い
こ
と
が
説
か

れ
、
八
斎
戒
で
も
六
斎
日
に
性
行
為
を
控
え
る
こ
と
が
説
か
れ
る
。

キ
リ
ス
ト
教
で
あ
れ
ば
、
性
行
為
は
生
殖
を
前
提
と
し
て
是
認
さ
れ

る
の
で
あ
る
が
、
仏
教
で
は
そ
の
よ
う
な
「
抜
け
道
」
は
存
在
し
な

い
。
性
行
為
は
し
な
い
に
越
し
た
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。『
瑜
伽

師
地
論
』
に
は
、「
淫
欲
に
苦
し
む
者
に
対
し
て
在
家
菩
薩
が
不
梵

行
に
よ
っ
て
奉
仕
す
る
場
合
、
罪
に
は
な
ら
な
い
」
と
の
説
が
あ
）
3
（
る

が
、
こ
の
場
合
も
一
種
の
対
処
療
法
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る

だ
け
で
あ
る
。
在
家
者
へ
の
教
え
と
さ
れ
る
『
シ
ン
ガ
ー
ラ
へ
の
教

え
』
で
は
、
家
長
は
子
に
適
当
な
配
偶
者
を
見
つ
け
る
べ
き
こ
と
、

子
は
子
で
家
系
存
続
に
つ
と
め
よ
う
と
す
べ
き
こ
と
が
説
か
れ
て

い
）
4
（
る
が
、
こ
れ
は
当
時
の
イ
ン
ド
社
会
の
規
範
を
そ
の
ま
ま
取
り
入

れ
た
だ
け
で
特
別
に
仏
教
的
な
意
味
付
け
は
付
さ
れ
て
い
な
い
。
律

文
献
に
よ
れ
ば
、
出
家
者
が
新
婚
の
祝
福
や
新
生
児
の
幸
福
祈
願
に

か
か
わ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
）
5
（

る
が
、
こ
れ
は
求
め
ら
れ
れ
ば
す
る
と

い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
仏
教
教
団
側
が
積
極
的
に
意
味
づ
け
を
行
っ

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
要
す
る
に
、
仏
教
で
は
、
結
婚
や
性
交
、

そ
の
結
果
と
し
て
の
生
殖
な
ど
は
、
お
し
な
べ
て
宗
教
的
意
味
を
持

た
な
い
世
俗
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　
次
に
、
さ
ら
に
焦
点
を
絞
っ
て
、
生
命
の
誕
生
そ
の
も
の
に
つ
い

て
考
え
て
み
た
い
。
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
は
、
生
命
の
誕
生
は
唯

一
神
ヤ
ハ
ウ
ェ
の
仕
業
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
生
命
の
誕
生
や
開

始
は
宗
教
的
な
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
、
仏
教
で
は
、
こ
の
よ
う
な

超
越
的
な
も
の
の
関
与
を
認
め
な
い
。
仏
教
の
理
解
で
は
、
生
命
は

い
わ
ば
自
発
的
に
生
ま
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
赤
白
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二
渧
」
と
通
称
さ
れ
る
男
女
の
体
液
が
結
合
し
、
そ
こ
に
各
自
の
業

に
し
た
が
っ
て
、
中
有
（
中
蘊
）
が
宿
り
、
胎
児
と
し
て
成
長
し

て
、
や
が
て
誕
生
す
る
、
と
い
う
の
が
仏
教
の
描
く
出
産
過
程
で
あ

る
。
こ
こ
に
あ
る
の
は
、
徹
底
的
に
物
理
的
な
過
程
で
あ
っ
て
、
超

越
者
の
意
志
的
関
与
は
全
く
な
い
。
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
、
妊
娠

中
絶
は
単
に
殺
人
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
生
命
を
も
た
ら
そ
う
と
す

る
神
意
に
背
く
行
為
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
ま
だ
生
ま
れ
お
ち
て
い
な

い
胎
児
は
、
無
垢
な
存
在
で
あ
る
と
も
さ
れ
る
。
神
意
に
背
い
て
無

垢
な
る
存
在
に
危
害
を
加
え
る
が
故
に
、
妊
娠
中
絶
は
大
き
な
罪
と

さ
れ
る
の
で
あ
）
6
（

る
。
仏
教
で
は
、
妊
娠
中
絶
は
、
こ
れ
ほ
ど
重
要
な

意
味
を
持
た
な
い
。
殺
生
と
い
う
意
味
で
は
罪
で
あ
る
に
し
て
も
、

そ
れ
以
上
の
特
別
な
罪
が
加
わ
る
わ
け
で
は
な
い
。
も
し
業
思
想
を

極
端
に
推
し
進
め
る
な
ら
、
妊
娠
中
絶
さ
れ
る
胎
児
は
、
そ
の
よ
う

な
宿
業
を
有
し
て
い
た
の
だ
、
と
言
う
こ
と
す
ら
可
能
で
あ
る
。
仏

教
に
お
い
て
は
、
キ
リ
ス
ト
教
と
同
じ
よ
う
な
意
味
で
、
胎
児
が
無

垢
だ
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
要
す
る
に
、
仏
教
に
お
い
て
、
子
ど
も
は
何
ら
特
権
的
な
地
位
を

有
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、『
法
華
経
』
の
「
普
門

品
」
い
わ
ゆ
る
『
観
音
経
』
で
は
、
観
音
菩
薩
が
望
み
ど
お
り
の
男

児
や
女
児
を
も
た
ら
す
こ
と
が
説
か
れ
て
い
）
7
（
る
が
、
そ
れ
は
そ
の
他

さ
ま
ざ
ま
の
現
世
利
益
の
中
の
一
つ
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
に
過
ぎ

な
い
。
極
端
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
子
ど
も
を
得
る
こ
と
で
も
た
ら

さ
れ
る
喜
び
は
、「
我
が
も
の
」
と
い
う
所
有
欲
を
満
た
す
、
そ
の

他
さ
ま
ざ
ま
な
事
柄
と
同
質
の
も
の
で
し
か
な
い
。

　
こ
の
よ
う
な
仏
教
的
な
枠
組
み
の
中
で
、
あ
え
て
子
ど
も
の
積
極

的
意
義
と
い
う
も
の
を
考
え
て
み
る
と
、
そ
れ
は
親
を
仏
教
に
導
く

と
か
、
親
の
仏
教
信
仰
を
継
承
す
る
と
い
っ
た
こ
と
が
せ
い
ぜ
い
で

あ
る
。
管
見
の
か
ぎ
り
、
日
本
仏
教
の
祖
師
た
ち
の
中
で
、
子
ど
も

の
出
産
を
祝
福
す
る
文
章
を
残
し
て
い
る
の
は
、
日
蓮
だ
け
で
あ

る
。
そ
の
日
蓮
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
就
中
夫
婦
共
に
法

華
の
持
者
也
。
法
華
経
流
布
あ
る
べ
き
た
ね
を
つ
ぐ
所
の
玉
の
子
出

生
。
目
出
度
覚
候
ぞ
」（
四
条
金
吾
女
房
御
）
8
（

書
）。
こ
の
場
合
で
も
、

親
の
法
華
経
信
仰
を
継
承
す
る
こ
と
に
、
子
ど
も
の
誕
生
の
「
め
で

た
さ
」
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
誕
生
そ
れ
自
体
に
特
別
の
宗
教
的
意

味
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
問
題
を
、
今
度
は
子
ど
も
の
側
か
ら
考
え
て
み
た

い
。
こ
こ
で
手
掛
か
り
と
し
た
い
の
は
、
阿
闍
世
王
に
ま
つ
わ
る
説

話
で
あ
る
。
阿
闍
世
王
の
話
は
、
い
わ
ゆ
る
「
王
舎
城
の
悲
劇
」
と
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し
て
有
名
で
あ
り
、
そ
の
現
代
的
意
味
に
つ
い
て
は
鍋
島
直
樹
教
授

が
詳
細
な
検
討
を
加
え
ら
れ
て
い
）
9
（
る
。
筆
者
が
注
目
し
た
い
の
は
、

阿
闍
世
王
の
誕
生
に
か
か
わ
る
説
話
で
あ
る
。
阿
闍
世
王
の
出
生
に

つ
い
て
は
、
い
つ
く
か
の
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
が
あ
）
10
（
る
が
、
善
導
の
『
観

経
疏
』
に
記
さ
れ
て
い
る
も
の
に
よ
る
と
、
以
下
の
よ
う
な
話
で

あ
）
11
（
る
。「
山
中
の
仙
人
が
生
ま
れ
変
わ
っ
て
自
分
の
子
に
な
る
と
占

い
師
か
ら
聞
い
た
頻
婆
沙
羅
王
は
、
待
ち
切
れ
な
く
な
っ
て
仙
人
を

殺
さ
せ
る
。
仙
人
は
死
の
間
際
、
王
を
殺
す
こ
と
を
予
言
す
る
。
た

だ
ち
に
夫
人
は
懐
胎
す
る
が
、
占
い
師
は
子
が
王
に
害
を
な
す
こ
と

を
告
げ
る
。
王
と
夫
人
は
高
楼
か
ら
子
を
産
み
落
と
す
が
、
子
は
小

指
が
傷
つ
い
た
だ
け
で
、
命
が
助
か
っ
た
。
こ
れ
が
阿
闍
世
王
で
あ

る
」。

　
こ
こ
で
、
頻
婆
沙
羅
王
は
、
仙
人
を
殺
し
て
ま
で
自
分
の
子
を
欲

し
い
と
思
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
子
が
自
分
に
害
を
な
す
と

知
っ
て
、
そ
の
子
を
殺
そ
う
と
す
る
。
こ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る

の
は
、
さ
し
あ
た
り
は
「
単
に
子
ど
も
が
欲
し
い
こ
と
」
と
「
望
ま

し
い
子
ど
も
が
欲
し
い
こ
と
」
と
の
違
い
で
あ
る
。
頻
婆
沙
羅
が
単

に
子
ど
も
が
欲
し
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
子
ど
も
が
自
分
に
と
っ
て

害
を
な
そ
う
が
な
す
ま
い
が
、
そ
の
子
を
受
け
入
れ
る
べ
き
で
あ
ろ

う
。「
自
分
に
害
を
な
す
」
と
い
う
理
由
で
、
阿
闍
世
を
拒
否
し
た

頻
婆
沙
羅
王
は
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
自
分
の
子
を
独
立
し
た
人

格
と
し
て
で
な
く
、
自
ら
の
意
向
に
し
た
が
う
「
も
の
（
物
品
）」

と
し
て
扱
っ
た
こ
と
に
な
る
。「
王
舎
城
の
悲
劇
」
は
、
阿
闍
世
の

側
か
ら
言
え
ば
、
一
種
の
復
讐
劇
な
の
で
あ
る
が
、
何
に
復
讐
し
て

い
る
の
か
と
言
え
ば
、
自
分
を
「
も
の
」
と
し
て
扱
っ
た
頻
婆
沙
羅

に
対
し
て
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
も
っ
と
も
、
子
ど
も
を
「
も
の
」
化
す
る
契
機
は
、
そ
も
そ
も

「
子
ど
も
が
欲
し
い
」
と
い
う
欲
望
そ
の
も
の
の
中
に
含
ま
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。
既
に
『
観
音
経
』
を
参
照
し
て
述
べ
た

よ
う
に
、
子
ど
も
が
も
た
ら
す
喜
び
は
、
他
の
物
品
そ
の
他
が
も
た

ら
す
喜
び
と
等
質
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
種
類
の
欲
望
で
あ
れ
、
自

分
の
欲
望
を
満
た
す
た
め
に
、
子
ど
も
と
い
う
他
者
を
欲
す
る
こ
と

自
体
が
、
子
ど
も
を
「
も
の
」
と
し
て
扱
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も

ち
ろ
ん
、
我
々
は
社
会
生
活
の
中
で
多
か
れ
少
な
か
れ
他
者
を
「
も

の
」
と
し
て
扱
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
既
に
存
在
し
て
い
る

他
者
を
、
限
定
さ
れ
た
状
況
の
中
で
手
段
と
し
て
扱
う
と
い
う
こ
と

で
あ
る
（
た
と
え
ば
、
客
と
し
て
店
員
と
交
渉
す
る
よ
う
に
）。
し

か
し
、
子
ど
も
の
場
合
の
特
徴
は
、
は
じ
め
か
ら
或
る
欲
望
を
満
た
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す
た
め
に
或
る
他
者
を
存
在
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
親
の
欲

望
の
存
在
が
な
け
れ
ば
、
子
ど
も
の
存
在
そ
の
も
の
が
な
い
と
い
う

意
味
で
、
子
ど
も
の
「
も
の
」
化
は
本
質
的
な
も
の
と
さ
え
言
え
る

で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
見
方
は
、
親
子
関
係
を
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
に
と
ら
え
過
ぎ

て
い
る
と
言
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
こ
で
、
今
度
は
こ
の
点
を

釈
尊
自
身
の
生
涯
に
即
し
て
検
討
し
て
み
た
い
。
釈
尊
が
太
子
と
し

て
の
地
位
を
捨
て
て
出
家
し
た
の
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ

は
父
で
あ
る
浄
飯
王
か
ら
言
え
ば
、
期
待
を
裏
切
ら
れ
た
こ
と
で
あ

る
（
浄
飯
王
は
仙
人
を
殺
し
こ
そ
し
な
か
っ
た
が
、
摩
耶
夫
人
を
失

う
と
い
う
犠
牲
を
払
っ
て
い
る
）。
し
か
も
、
王
宮
に
戻
っ
て
き
た

釈
尊
は
、
自
分
の
子
で
あ
る
ラ
ー
フ
ラ
を
は
じ
め
釈
迦
族
の
青
年
を

出
家
さ
せ
た
と
い
う
。
こ
の
う
ち
ラ
ー
フ
ラ
の
場
合
に
関
し
て
言
う

と
、
明
ら
か
に
ラ
ー
フ
ラ
自
身
の
意
図
と
は
無
関
係
に
出
家
さ
せ
ら

れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
）
12
（

る
。
こ
れ
は
ラ
ー
フ
ラ
か
ら
す
れ
ば
自
分
の

意
思
を
無
視
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
し
、
浄
飯
王
か
ら
す
れ
ば
二
重
の

失
望
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
自

ら
の
嫡
子
で
あ
る
釈
尊
の
子
孫
を
王
位
に
就
け
る
こ
と
が
で
き
な
く

な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
阿
闍
世
王
の
場
合
に
な
ら
っ
て
言
え
ば
、
こ

れ
は
釈
尊
に
よ
る
復
讐
劇
な
の
で
あ
る
。
王
位
を
継
承
す
る
た
め
に

存
在
さ
せ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
太
子
と
し
て
の
釈
尊
は

一
種
の
「
も
の
」
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
出
家
は
、
こ
の
「
も
の
」

と
し
て
の
自
己
を
完
全
否
定
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ラ
ー
フ
ラ
ま
で

出
家
さ
せ
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
「
も
の
」
化
を
生
み
出
す
家
族
制

度
そ
の
も
の
の
否
定
と
も
言
え
る
が
、
釈
尊
自
身
が
ラ
ー
フ
ラ
を

「
も
の
」
化
し
て
は
い
な
い
か
と
い
う
疑
念
も
拭
い
切
れ
な
い
。
ち

な
み
に
、『
涅
槃
経
』
に
よ
れ
ば
、
釈
尊
に
は
善
星
と
い
う
子
も
い

た
と
さ
れ
）
13
（

る
。
こ
の
善
星
は
、
出
家
し
た
後
、
邪
見
を
起
こ
し
て
、

生
き
な
が
ら
無
間
地
獄
に
堕
ち
た
と
さ
れ
る
。
善
星
の
出
家
の
事
情

は
不
明
だ
が
、
ラ
ー
フ
ラ
と
同
様
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
彼
自
身
の

意
思
と
は
無
関
係
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
善

星
の
側
か
ら
言
え
ば
、
自
ら
を
「
も
の
」
化
し
た
釈
尊
へ
の
復
讐
と

言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
よ
う
な
仏
教
の
生
殖
観
・
子
ど
も
観
か

ら
言
え
ば
、
生
殖
に
関
し
て
問
題
に
な
る
の
は
、
出
生
前
診
断
や
選

択
的
妊
娠
中
絶
、
そ
の
逆
の
能
力
増
強
、
さ
ら
に
は
生
殖
補
助
医
療

な
ど
な
ど
と
い
っ
た
個
別
的
問
題
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
「
子
ど
も

が
欲
し
い
」
と
い
う
欲
望
と
は
何
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
こ
そ
が
問



デ
ザ
イ
ナ
ー
ベ
イ
ビ
ー
は
王
舎
城
の
夢
を
見
る
か
（
前
川
）

310─　   ─

わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
子
ど
も
は
親
の
も
の
で
は
な
い
し
、
親

の
欲
望
を
か
な
え
る
た
め
の
手
段
で
も
な
い
。
こ
れ
は
多
く
の
人
が

承
認
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
さ
ら
に
付
け
加
え
れ
ば
、
親
の
「
子

ど
も
が
欲
し
い
」
と
い
う
欲
望
を
か
な
え
る
た
め
の
手
段
で
も
な
い

の
で
あ
る
。
生
命
倫
理
学
の
多
く
の
議
論
で
は
、「
子
ど
も
が
欲
し

い
」
と
い
う
欲
望
そ
の
も
の
は
与
件
と
さ
れ
、
そ
の
欲
望
を
か
な
え

る
こ
と
は
一
般
に
善
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
仏
教
の
立
場
か
ら
あ
え

て
問
題
提
起
を
す
る
な
ら
（
し
な
く
て
も
良
い
が
）、
こ
の
欲
望
の

内
実
こ
そ
が
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
そ
れ
は
、
子
ど
も

を
望
む
人
に
「
子
ど
も
を
作
る
な
」
と
言
う
こ
と
で
も
な
い
し
、
生

殖
補
助
医
療
を
一
律
に
否
定
す
る
と
い
っ
た
こ
と
で
も
な
い
。
し
か

し
、「
そ
も
そ
も
何
故
、
子
ど
も
が
欲
し
い
の
か
」
と
問
う
こ
と

は
、
或
る
意
味
で
は
仏
教
に
し
か
で
き
な
い
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
問

い
に
ど
の
よ
う
に
答
え
る
か
が
、
現
実
的
な
諸
問
題
に
つ
い
て
も
議

論
の
射
程
を
大
き
く
左
右
す
る
も
の
だ
と
思
う
の
で
あ
る
。

注（
1
） 

た
と
え
ば
、『
法
華
文
句
』
の
説
明
。「
羅
睺
羅
。
此
言
覆
障
。
往

昔
塞
鼠
穴
。
又
不
看
婆
羅
門
六
日
。
由
是
縁
故
故
言
覆
障
。
太
子
求
出

家
。
父
王
不
許
殷
勤
不
已
。
王
言
。
若
汝
有
子
聽
汝
出
家
。
菩
薩
指
指

妃
腹
。
卻
後
六
年
汝
當
生
男
。
在
胎
六
年
故
言
覆
障
。
真
諦
三
蔵
云
。

羅
睺
。
本
名
修
羅
。
能
手
障
日
月
。
翻
此
応
言
障
月
。
仏
言
。
我
法
如

月
。
此
児
障
我
不
即
出
家
。
世
世
障
我
。
我
世
世
能
捨
故
言
覆
障
」。

（
巻
第
二
上
。
大
正
三
四
・
一
八
下
一
三
〜
二
○
）。
パ
ー
リ
資
料
で

も
、
こ
の
名
を
「
繋
縛
」（bandhāna

）
と
同
義
と
解
し
て
い
る

（Jātaka Vol. 1, p. 60

）。

（
2
） 

「
未
婚
者
と
や
も
め
に
言
い
ま
す
が
、
皆
わ
た
し
の
よ
う
に
独
り

で
い
る
の
が
よ
い
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
自
分
を
抑
制
で
き
な
け
れ
ば

結
婚
し
な
さ
い
。
情
欲
に
身
を
焦
が
す
よ
り
は
、
結
婚
し
た
方
が
ま
し

だ
か
ら
で
す
」（「
コ
リ
ン
ト
人
へ
の
手
紙
　
一
」
七
・
八
〜
九
　
新
共

同
訳
）。『
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
』
三
九
六
「
も
し
不
婬
を
修
す
る
こ
と
が

で
き
な
け
れ
ば
、（
少
な
く
と
も
）
他
人
の
妻
を
犯
し
て
は
な
ら
ぬ
」

（
中
村
元
訳
『
ブ
ッ
ダ
の
こ
と
ば
』、
東
京
・
岩
波
書
店
、
一
九
八
四

年
、
八
二
頁
）。

（
3
） 

「
又
如
菩
薩
処
在
居
家
。
見
有
母
邑
現
無
繋
属
習
婬
欲
法
継
心
菩

薩
求
非
梵
行
。
菩
薩
見
已
作
意
思
惟
。
勿
令
心
恚
多
生
非
福
。
若
隨
其

欲
便
得
自
在
。
方
便
安
処
令
種
善
根
。
亦
当
令
其
捨
不
善
業
。
住
慈
愍

心
行
非
梵
行
。
雖
習
如
是
穢
染
之
法
。
而
無
所
犯
多
生
功
徳
。
出
家
菩

薩
為
護
聲
聞
聖
所
教
誡
令
不
壊
滅
。
一
切
不
応
行
非
梵
行
」（『
瑜
伽
師

地
論
』
巻
第
四
十
一
。
大
正
三
○
・
五
一
七
下
四
〜
八
）。

（
4
） D

īgha N
ikāya Vol. 3, p. 189.

（
子
の
な
す
べ
き
こ
と
）「
か

れ
ら
を
養
お
う
。
か
れ
ら
の
た
め
に
為
す
べ
き
こ
と
を
し
よ
う
。
家
系
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を
存
続
し
よ
う
。
財
産
相
続
を
し
よ
う
。
そ
う
し
て
ま
た
祖
霊
に
対
し

て
適
当
な
時
々
に
供
物
を
捧
げ
よ
う
」。（
親
の
す
べ
き
こ
と
）「
悪
か

ら
遠
ざ
け
、
善
に
入
ら
し
め
、
技
能
を
習
学
さ
せ
、
適
当
な
妻
を
迎

え
、
適
当
な
時
期
に
相
続
を
さ
せ
る
」（
中
村
元
訳
「
シ
ン
ガ
ー
ラ
へ

の
教
え
」、
同
編
『
原
始
仏
典
』、
東
京
・
筑
摩
書
房
、
一
九
七
四
年
、

八
八
頁
）。

（
5
） 

「
有
一
女
人
生
児
輒
死
。
後
生
一
男
将
至
諸
比
丘
所
。
索
袈
裟
衣

与
著
。
諸
比
丘
不
敢
与
。
以
是
白
仏
。
仏
言
聴
与
」（『
五
分
律
』
巻
第

二
十
。
大
正
二
二
・
一
四
○
下
一
○
〜
一
二
）。「
若
生
子
設
福
者
。
不

応
作
如
是
説
（
中
略
）
応
如
是
呪
願
。
僮
子
帰
依
仏
　
如
来
毘
婆
施
　

尸
棄
毘
葉
婆
　
拘
楼
拘
那
鋡
　
迦
葉
及
釋
迦
　
七
世
大
聖
尊
　
譬
如
人

父
母
　
慈
念
於
其
子
　
挙
世
之
楽
具
　
皆
悉
欲
令
得
　
令
子
受
諸
福
　

復
倍
勝
於
彼
　
室
家
諸
眷
属
　
受
楽
亦
無
極
」（『
摩
訶
僧
祇
律
』
巻
第

三
十
四
。
大
正
二
二
・
五
○
○
中
二
一
〜
下
二
）。「
若
取
婦
施
者
。
不

応
作
是
説
。
枯
河
無
有
水
　
国
空
王
無
護
　
女
有
兄
弟
十
　
亦
名
無
覆

護
。
応
作
是
呪
願
。
女
人
信
持
戒
　
夫
主
亦
復
然
　
由
有
信
心
故
　
能

行
修
布
施
　
二
人
倶
持
戒
　
修
習
正
見
行
　
歓
喜
共
作
福
　
諸
天
常
隨

喜
　
此
業
之
果
報
　
如
行
不
齎
糧
」（
同
上
。
大
正
二
二
・
五
○
一
中

一
六
〜
二
五
）。

（
6
） 

た
と
え
ば
、Evangelium

 vitae 58

（
裏
辻
洋
二
訳
『
い
の
ち

の
福
音
』、
東
京
・
カ
ト
リ
ッ
ク
中
央
協
議
会
、
一
九
九
六
年
、
一
二

○
頁
）。

（
7
） 

「
若
有
女
人
設
欲
求
男
。
礼
拝
供
養
観
世
音
菩
薩
。
便
生
福
徳
智

慧
之
男
。
設
欲
求
女
。
便
生
端
正
有
相
之
女
。
宿
殖
徳
本
衆
人
愛
敬
。

無
尽
意
。
観
世
音
菩
薩
。
有
如
是
力
。
若
有
衆
生
。
恭
敬
礼
拝
観
世
音

菩
薩
。
福
不
唐
捐
」（『
法
華
経
』
巻
第
七
。
大
正
九
・
五
七
上
七
〜
一

一
）。

（
8
） 

昭
和
定
本
日
蓮
聖
人
遺
文
、
四
八
四
頁
。

（
9
） 

鍋
島
直
樹
『
ア
ジ
ャ
セ
王
の
救
い
│
│
王
舎
城
悲
劇
の
深
層
』

（
二
〇
〇
四
年
、
京
都
・
方
丈
堂
出
版
）。

（
10
） 

『
大
般
涅
槃
経
』
で
は
、
頻
婆
沙
羅
王
が
鹿
の
遊
猟
の
際
に
仙
人

を
殺
し
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
が
、
阿
闍
世
の
誕
生
と
は
結
び
付
け
ら

れ
て
い
な
い
（
大
正
一
二
・
四
八
三
下
一
三
〜
二
一
）。
阿
闍
世
に
関

し
て
は
、
単
に
誕
生
以
前
に
占
い
師
が
「
父
を
殺
す
」
と
述
べ
た
こ
と

が
語
ら
れ
、
誕
生
時
に
阿
闍
世
を
殺
そ
う
と
す
る
の
は
韋
提
希
で
あ
る

（
大
正
一
二
・
五
六
五
下
八
〜
一
三
）。
一
方
、
四
分
律
で
は
、
頻
婆
沙

羅
王
は
初
め
か
ら
、
生
ま
れ
る
子
が
自
分
に
害
を
な
す
こ
と
を
分
か
っ

て
い
て
、
子
ど
も
を
作
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。「
時
瓶
沙
王
無
子
。

時
王
即
集
能
相
婆
羅
門
令
占
相
諸
夫
人
。
語
言
。
汝
占
此
諸
夫
人
何
者

応
生
子
。
婆
羅
門
占
相
言
。
此
少
壮
夫
人
当
生
子
而
是
王
怨
。
王
聞
是

語
已
。
於
其
夜
与
此
夫
人
交
会
。
即
便
有
娠
。
後
生
男
顏
容
端
正
。
未

生
子
時
婆
羅
門
記
言
。
当
是
王
怨
。
因
此
立
字
名
未
生
怨
」（『
四
分

律
』
巻
第
四
。
大
正
二
二
・
五
九
一
下
一
七
〜
二
三
）。

（
11
） 

「
言
阿
闍
世
者
顕
其
名
也
。
又
阿
闍
世
者
乃
是
西
国
正
音
。
此
地

往
翻
名
未
生
怨
亦
名
折
指
。
問
曰
。
何
故
名
未
生
怨
及
名
折
指
也
。
答

曰
。
此
皆
挙
昔
日
因
縁
故
有
此
名
。
言
因
縁
者
。
元
本
父
王
。
無
有
子
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息
。
処
処
求
神
竟
不
能
得
。
忽
有
相
師
而
奏
王
言
。
臣
知
山
中
有
一
仙

人
。
不
久
捨
寿
。
命
終
已
後
必
当
与
王
作
子
。
王
聞
歓
喜
。
此
人
何
時

捨
命
。
相
師
答
王
。
更
経
三
年
始
可
命
終
。
王
言
。
我
今
年
老
。
国
無

継
祀
。
更
満
三
年
何
由
可
待
。
王
即
遣
使
入
山
往
請
仙
人
曰
。
大
王
無

子
。
闕
無
紹
継
。
処
処
求
神
困
不
能
得
。
乃
有
相
師
瞻
見
大
仙
。
不
久

捨
命
与
王
作
子
。
請
願
大
仙
垂
恩
早
赴
。
使
人
受
教
入
山
。
到
仙
人
所

具
説
王
請
因
縁
。
仙
人
報
使
者
言
。
我
更
経
三
年
始
可
命
終
。
王
敕
即

赴
者
是
事
不
可
。
使
奉
仙
教
還
報
大
王
具
述
仙
意
。
王
曰
。
我
是
一
国

之
主
。
所
有
人
物
皆
帰
属
我
。
今
故
以
礼
相
屈
。
乃
不
承
我
意
。
王
更

敕
使
者
。
卿
往
重
請
。
請
若
不
得
。
当
即
殺
之
。
既
命
終
已
。
可
不
与

我
作
子
也
。
使
人
受
敕
至
仙
人
所
。
具
道
王
意
。
仙
人
雖
聞
使
説
。
意

亦
不
受
。
使
人
奉
敕
即
欲
殺
之
。
仙
人
曰
。
卿
当
語
王
。
我
命
未
尽
。

王
以
心
口
遣
人
殺
我
。
我
若
与
王
作
児
者
。
還
以
心
口
遣
人
殺
王
。
仙

人
道
此
語
已
即
受
死
既
死
已
即
託
王
宮
受
生
。
当
其
日
夜
夫
人
即
覚
有

身
。
王
聞
歓
喜
。
天
明
即
喚
相
師
以
観
夫
人
。
是
男
是
女
。
相
師
観
已

而
報
王
言
。
是
児
非
女
。
此
児
於
王
有
損
。
王
曰
。
我
之
国
土
皆
捨
属

之
縦
有
所
損
。
吾
亦
無
畏
。
王
聞
此
語
憂
喜
交
懐
。
王
白
夫
人
言
。
吾

共
夫
人
私
自
平
章
。
相
師
道
児
於
吾
有
損
。
夫
人
待
生
之
日
。
在
高
楼

上
。
当
天
井
中
生
之
。
勿
令
人
承
接
。
落
在
於
地
。
豈
容
不
死
也
。
吾

亦
無
憂
。
声
亦
不
露
。
夫
人
即
可
王
之
計
。
及
其
生
時
一
如
前
法
。
生

已
墮
地
。
命
便
不
断
。
唯
損
手
小
指
。
因
即
外
人
同
唱
言
折
指
太
子

也
」（『
観
無
量
寿
経
疏
』
巻
第
二
。
大
正
三
七
・
二
五
三
中
一
一
〜
下

一
八
）。

（
12
） 

「
爾
時
世
尊
在
釋
迦
国
。
諸
比
丘
度
父
母
所
不
聴
人
。
諸
居
士
譏

呵
如
上
。
於
後
世
尊
。
晨
朝
著
衣
持
鉢
到
浄
飯
王
宮
。
時
羅
睺
羅
母
。

將
羅
睺
羅
在
高
樓
上
。
遙
見
仏
来
語
言
。
汝
見
彼
沙
門
不
。
答
言
見
。

又
語
言
。
彼
是
汝
父
。
可
往
索
父
餘
財
。
仏
既
入
宮
於
中
庭
露
地
坐
。

羅
睺
羅
馳
下
趣
仏
。
頭
面
礼
足
立
仏
影
中
。
白
言
。
是
影
甚
楽
願
仏
与

我
父
余
財
。
仏
語
言
。
汝
審
欲
得
不
。
答
言
欲
得
。
仏
便
将
還
所
住
告

舍
利
弗
。
汝
可
度
之
」（『
五
分
律
』
巻
第
十
七
。
大
正
二
二
・
一
一
六

下
六
〜
一
四
）。

（
13
） 

「
善
星
比
丘
是
仏
菩
薩
時
子
」（『
大
般
涅
槃
経
』
巻
第
三
十
三
。

大
正
一
二
・
五
六
○
中
一
三
）。「
善
星
比
丘
遥
見
如
来
。
見
已
即
生
悪

邪
之
心
。
以
悪
心
故
生
身
陥
入
墮
阿
鼻
獄
」（
同
上
。
大
正
一
二
・
五

六
一
下
二
○
）。
な
お
、
パ
ー
リ
な
ど
の
所
伝
で
は
、
釈
尊
の
侍
者

で
あ
っ
た
と
い
う
。
赤
沼
智
善
編
『
印
度
佛
教
固
有
名
詞
辞
典
』

“Sunakkhatta

”
の
項
参
照
。


