
文
明
災
と
仏
教

一

郷

正

道

は
じ
め
に

「
文
明
災
」
と
は
、
３
・
１１
の
東
日
本
大
震
災
に
対
し
て
哲
学
者
、
梅
原
猛
氏
が
名
づ
け
た
表
現

で
あ
る
。
地
震
、
津
波
に
福
島
原
発
事
故
が
重
な
っ
た
こ
の
大
震
災
は
、
天
災
・
人
災
が
複
合
し
て

大
被
害
を
も
た
ら
し
た
ま
さ
に
「
文
明
災
」
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
氏
は
、
優
し
さ
と
恐
ろ
し
さ

の
二
面
性
を
も
つ
自
然
へ
の
崇
拝
を
失
な
い
現
代
文
明
に
依
存
し
き
っ
て
き
た
わ
れ
わ
れ
の
生
活
を

反
省
し
、
自
然
を
畏
敬
す
る
文
明
を
と
り
も
ど
す
こ
と
を
喚
起
し
て
お
ら
れ
る
。

わ
れ
わ
れ
に
絶
大
な
恩
恵
を
与
え
続
け
て
く
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
近
・
現
代
文
明
が
、
西
欧
の
科
学

１
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技
術
の
進
歩
と
人
間
中
心
主
義
（
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
）
か
ら
成
っ
て
い
る
こ
と
は
論
を
俟
た
な
い
で

あ
ろ
う
。
こ
の
文
明
へ
の
全
面
的
依
存
に
基
づ
く
わ
れ
わ
れ
の
生
活
に
対
す
る
警
告
、
見
直
し
の
見

解
が
し
ば
し
ば
吐
露
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
が
、
こ
の
た
び
の
大
震
災
が
一
段
と
そ
れ

に
拍
車
を
か
け
て
い
る
よ
う
に
感
ず
る
の
は
私
一
人
で
は
な
か
ろ
う
。
こ
れ
に
関
し
て
仏
教
が
い
か

な
る
回
答
を
用
意
し
て
い
る
の
か
改
め
て
本
稿
で
確
認
し
て
み
た
い
。

人
間
中
心
主
義
の
自
然
観

ま
ず
、
人
間
の
自
然
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
な
『
旧
訳
聖
書
』
の
文
言
が
出
発
点

と
し
て
あ
る
こ
と
を
指
摘
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

「
生
め
よ
、
ふ
え
よ
、
地
に
満
ち
よ
、
地
を
従
わ
せ
よ
、
ま
た
海
の
魚
と
、
空
の
鳥
と
、
地
に

動
く
す
べ
て
の
生
き
物
と
を
治
め
よ
」（
創
世
記I−

28

）

２
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こ
こ
に
は
明
瞭
に
人
間
が
、
地
球
を
ま
た
人
間
以
外
の
動
植
物
を
支
配
し
て
い
い
と
の
メ
ッ
セ
ー

ジ
が
込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
見
逃
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、
近
年
、「
自
然
を
征

服
す
る
」「
自
然
を
開
発
す
る
」
と
い
っ
た
日
本
語
表
現
に
な
ん
ら
違
和
感
を
覚
え
な
い
ほ
ど
に
な

っ
て
い
る
が
、
こ
れ
ほ
ど
自
然
に
対
す
る
人
間
の
傲
慢
さ
を
顕
著
に
表
わ
す
表
現
は
な
い
よ
う
に
思

え
て
な
ら
な
い
。

ギ
リ
シ
ャ
の
哲
学
者
・
プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス
（B

C
490−420

頃
）
の
次
の
有
名
な
文
言
は
、
人
間
中

心
主
義
発
生
の
原
点
か
も
し
れ
な
い
。

「
人
間
は
万
物
の
尺
度
で
あ
り
…
…
」

イ
ギ
リ
ス
の
ル
ネ
サ
ン
ス
時
代
の
政
治
家
・
ベ
ー
コ
ン
（
一
五
六
一
│
一
六
二
六
）
の
つ
ぎ
の
文

言
に
は
「
創
世
記
」
に
あ
っ
た
言
葉
が
そ
の
ま
ま
み
ら
れ
る
。

「
人
間
は
自
然
に
服
従
し
な
が
ら
自
然
を
支
配
す
る
」

文明災と仏教

３
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ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
の
科
学
者
、
宗
教
思
想
家
・
パ
ス
カ
ル
（
一
六
二
三
│
一
六
六
二
）
の
つ
ぎ
の

有
名
な
文
言
に
は
人
間
の
知
性
の
優
位
性
が
は
っ
き
り
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

あ
し

「
人
間
は
ひ
と
く
き
の
葦
に
す
ぎ
な
い
。
自
然
の
な
か
で
最
も
弱
い
も
の
で
あ
る
。
だ
が
、
そ

れ
は
考
え
る
葦
で
あ
る
。
彼
を
お
し
つ
ぶ
す
た
め
に
、
宇
宙
全
体
が
武
装
す
る
に
は
及
ば
な

い
。
…
…
だ
が
、
た
と
い
宇
宙
が
彼
を
お
し
つ
ぶ
し
て
も
、
人
間
は
彼
を
殺
す
も
の
よ
り
尊
い

だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
は
死
ぬ
こ
と
と
、
宇
宙
の
自
分
に
対
す
る
優
勢
と
を
知
っ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
宇
宙
は
何
も
知
ら
な
い
。」

（『
パ
ン
セ
』
三
四
七
）

そ
れ
に
対
し
、
次
の
詩
歌
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
わ
れ
わ
れ
に
自
然
（
動
・
植
物
）
と
の
一
体

感
、
自
然
（
動
・
植
物
）
へ
の
感
謝
の
念
を
呼
び
覚
ま
す
感
情
を
失
な
っ
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
。

「
朝
顔
に
釣
瓶
と
ら
れ
て
も
ら
ひ
水
」
千
代
女

「
命
を
ば
命
と
な
せ
し
わ
が
い
の
ち

ご
恩
報
じ
永
遠
に
い
き
な
ん
」
横
山
い
そ
ま
つ

４
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仏
教
に
は
「
生
き
と
し
生
け
る
も
の
」
を
意
味
す
る
言
葉
に
「
有
情
」「
衆
生
」
が
あ
る
が
、
そ
こ

に
は
人
間
の
み
な
ら
ず
一
切
の
生
き
物
が
含
意
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
。

朝
顔
の
い
の
ち
も
魚
の
い
の
ち
も
人
間
の
い
の
ち
も
、
生
か
さ
れ
て
い
る
点
で
は
全
く
同
じ
価
値
を

も
っ
た
存
在
な
の
で
あ
る
。

人
間
中
心
主
義
は
欲
望
充
足
を
目
的
と
し
が
ち

西
欧
の
科
学
技
術
の
進
歩
が
も
た
ら
し
た
最
悪
の
成
果
は
原
水
爆
の
発
明
で
あ
ろ
う
。
い
ま
や
そ

れ
の
使
用
が
地
球
の
、
人
類
の
破
滅
に
つ
な
が
る
こ
と
は
だ
れ
し
も
が
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ

の
認
識
が
そ
れ
の
使
用
の
抑
止
力
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
い
つ
、
ど
こ
に
狂
人
が
誕
生
す
る
か

は
こ
れ
ま
た
誰
も
予
見
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
。
爆
弾
使
用
の
危
険
性
は
十
分
に
認
知
す
る
と
は
い

え
、
国
家
の
平
和
、
国
家
の
威
信
、
権
力
の
維
持
の
た
め
に
い
ま
に
い
た
る
も
核
保
有
を
め
ざ
す
動

き
は
止
む
こ
と
が
な
い
の
が
実
情
で
あ
る
。
そ
れ
の
「
平
和
利
用
」
と
い
う
美
名
の
も
と
、
人
間
の

快
楽
、
豊
か
さ
の
追
求
も
留
ま
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
こ
の
た
び
の
「
文
明
災
」
が
、「
平
和
」
の
仮

文明災と仏教
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面
の
虚
偽
性
を
一
瞬
の
う
ち
に
剥
い
で
し
ま
っ
た
。
が
、
現
代
人
の
欲
望
が
抑
制
さ
れ
な
い
限
り

「
平
和
利
用
」「
よ
り
安
楽
な
生
活
」
を
口
実
に
し
て
の
原
発
依
存
は
続
く
で
あ
ろ
う
。
国
家
と
個
人

の
安
寧
の
た
め
と
い
い
な
が
ら
、
そ
の
根
底
に
わ
れ
わ
れ
の
欲
望
が
あ
る
こ
と
を
し
っ
か
り
認
識
し

て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
身
の
回
り
の
諸
事
象
で
改
め
て
そ
れ
を
見
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

よ
り
安
楽
な
生
活
を
求
め
れ
ば
、
電
気
へ
の
依
存
度
は
増
す
ば
か
り
で
あ
る
。
発
電
の
方
法
と
し

て
①
自
然
力
（
水
力
、
風
力
、
太
陽
熱
等
）、
②
石
油
・
石
炭
、
③
原
子
力
と
い
う
３
つ
が
現
在
の

と
こ
ろ
機
能
し
て
い
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
も
欠
陥
が
あ
る
。
①
で
は
需
要
の
絶
対
量
を
満
た
せ
な

い
し
、
②
で
は
二
酸
化
炭
素
に
よ
る
地
球
温
暖
化
、
酸
性
雨
、
樹
木
の
枯
れ
死
、
洪
水
の
危
険
、
呼

吸
器
疾
患
を
ひ
き
お
こ
す
し
、
そ
し
て
、
③
で
は
放
射
能
に
よ
る
惨
禍
が
現
実
と
な
っ
て
し
ま
っ

た
。わ

れ
わ
れ
に
は
、
体
力
の
消
耗
は
求
め
ず
短
時
間
で
遠
距
離
を
走
り
未
知
の
世
界
に
触
れ
た
い
、

楽
を
し
た
い
、
と
い
う
欲
求
が
あ
る
。
こ
の
欲
求
が
、
航
空
機
、
自
動
車
、
高
速
鉄
道
の
発
達
を
促

し
た
。
し
か
し
そ
れ
が
、
CO2

発
生
に
よ
る
空
気
汚
染
、
騒
音
被
害
、
一
旦
事
故
を
お
こ
せ
ば
多
数
の

死
傷
者
を
瞬
時
に
発
生
さ
せ
る
、
と
い
っ
た
困
っ
た
状
況
を
呈
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

６
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わ
れ
わ
れ
に
は
、
清
潔
で
軽
く
て
丈
夫
な
食
器
を
使
い
た
い
、
と
い
う
欲
求
が
あ
る
。
こ
の
欲
求

が
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
品
の
普
及
を
促
進
さ
せ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
が
、
廃
棄
処
分
に
あ
た
っ
て
有

毒
ガ
ス
の
発
生
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
。

わ
れ
わ
れ
に
は
、
新
鮮
で
色
鮮
や
か
な
野
菜
、
く
だ
も
の
を
常
時
食
べ
て
い
た
い
、
と
い
う
欲
求

が
あ
る
。
こ
の
欲
求
が
、
農
薬
の
進
歩
を
促
進
さ
せ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
が
、
身
体
故
障
、
季
節
感

の
喪
失
、
旬
の
味
を
知
ら
な
い
こ
と
に
な
る
、
と
い
っ
た
弊
害
を
ひ
き
お
こ
し
た
。

わ
れ
わ
れ
に
は
、
丈
夫
で
長
生
き
し
た
い
、
と
い
う
欲
求
が
あ
る
。
こ
の
欲
求
が
脳
死
、
臓
器
移

植
の
法
制
化
を
も
た
ら
し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
多
く
の
識
者
に
よ
る
議
論
が
繰
り
返
し
な
さ
れ
た

結
果
で
あ
り
、
小
生
が
ご
と
き
も
の
が
今
さ
ら
口
を
は
さ
む
べ
き
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
あ

え
て
私
的
所
感
を
の
べ
る
こ
と
に
す
る
。

私
は
、
本
来
、
ご
縁
に
よ
っ
て
死
す
べ
き
い
の
ち
を
い
た
だ
い
て
い
る
事
実
を
受
け
入
れ
る
べ
き

で
あ
り
、
他
人
の
臓
器
を
い
た
だ
い
て
あ
る
い
は
買
っ
て
ま
で
し
て
延
命
を
図
り
た
い
と
は
思
わ
な

い
。こ

の
た
び
の
法
制
化
に
よ
っ
て
、
い
の
ち
が
、
ま
す
ま
す
モ
ノ
扱
い
さ
れ
そ
う
に
な
る
こ
と
に
強

文明災と仏教
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い
憂
慮
を
い
だ
く
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
垣
間
見
え
て
く
る
の
は
、
部
品
交
換
の
論
理
で
あ
り
、
金
銭

に
よ
る
臓
器
の
売
買
の
事
実
で
あ
り
、
長
寿
も
金
次
第
と
い
う
風
潮
の
発
生
で
あ
る
。
本
人
の
意
思

は
本
当
に
尊
重
さ
れ
る
の
か
、
移
植
の
公
平
性
、
平
等
性
は
ど
こ
ま
で
維
持
さ
れ
る
の
か
、
と
い
う

疑
問
が
ど
う
し
て
も
付
き
纏
う
。

こ
れ
ら
ほ
ん
の
わ
ず
か
な
諸
事
象
に
思
い
を
馳
せ
た
だ
け
で
も
根
底
に
わ
れ
わ
れ
の
ど
す
黒
い
欲

望
が
う
ず
ま
い
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
ざ
る
を
得
な
い
。

そ
れ
で
は
、
欲
望
を
根
底
に
お
く
自
己
中
心
的
、
人
間
中
心
的
世
界
観
を
打
破
す
る
た
め
に
、
仏

教
に
は
ど
ん
な
教
え
が
用
意
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

人
間
中
心
的
世
界
観
に
替
わ
る
仏
教
の
教
え

（
１
）
苦
悩
の
原
因
は
欲
望
（
渇
愛
）
と
無
知
（
無
明
）
に
あ
り
、
と
の
教
え
。

釈
尊
は
、
人
間
の
根
本
的
苦
悩
（
生
・
老
・
病
・
死
・
愛
別
離
苦
・
怨
憎
会
苦
・
求
不
得
苦
と
い

８
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う
具
体
的
な
七
苦
、
総
じ
て
語
る
五
蘊
盛
苦
を
い
れ
て
の
四
苦
八
苦
）
の
原
因
は
、
欲
望
と
無
知
に

あ
る
、
と
四
聖
諦
、
十
二
支
縁
起
の
教
え
で
見
抜
い
て
お
ら
れ
た
。
因
み
に
、
四
苦
八
苦
は
想
定
外

の
文
明
災
が
発
生
し
な
く
て
も
、
経
済
状
況
が
良
好
な
と
き
で
も
、
私
を
い
じ
め
る
存
在
が
い
な
い

と
き
で
も
、
私
が
生
き
て
い
る
限
り
つ
ね
に
私
に
付
き
ま
と
う
苦
で
あ
る
。

文
明
災
と
い
う
表
現
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
こ
の
た
び
の
大
震
災
の
原
因
を
自
然
の
猛
威
だ
け
に

帰
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。「
自
然
を
征
服
す
る
」
と
い
っ
た
傲
慢
な
言
辞
を
弄
し
、
本
来
的
な
自

然
と
の
共
生
を
顧
み
る
こ
と
な
く
、
幸
せ
、
欲
望
追
及
に
走
っ
て
き
た
現
代
人
は
、
こ
の
た
び
の
自

然
の
猛
威
の
前
に
言
葉
を
失
い
、
平
伏
す
し
か
な
か
っ
た
。

原
水
爆
に
よ
る
核
戦
略
、
核
武
装
は
、
人
類
、
自
然
破
壊
を
も
た
ら
し
、
以
て
の
外
で
あ
る
が
、

原
子
力
の
平
和
利
用
、
と
り
わ
け
原
子
力
発
電
は
、
安
全
で
あ
り
、
国
家
、
国
民
の
平
和
安
寧
に
欠

か
す
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
喧
伝
さ
れ
て
き
た
。
か
か
る
言
論
を
信
じ
こ
ま
さ
れ
鵜
呑
み
に
し
て
き

た
の
で
あ
る
か
ら
、
私
た
ち
の
無
知
に
も
そ
の
責
任
が
あ
る
こ
と
を
認
識
す
べ
き
だ
し
、
電
力
会
社

や
政
府
や
マ
ス
コ
ミ
を
今
に
な
っ
て
批
判
す
る
だ
け
で
は
根
本
的
解
決
に
は
至
ら
な
い
。

文明災と仏教
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（
２
）「
少
欲
知
足
（
欲
す
る
を
少
な
く
し
て
足
る
を
知
る
）」
と
い
う
教
え
。（『
大
無
量
寿
経
』

『
真
宗
聖
典
』
二
七
頁
）

と
く
に
現
今
の
日
本
人
は
、
世
界
の
国
々
と
較
べ
て
ど
れ
ほ
ど
裕
福
な
生
活
を
し
て
い
る
か
再
認

識
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
欲
望
に
は
き
り
が
な
い
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
現
状
で
足
り
て
い
る
こ
と
を
知

り
、
足
り
て
い
る
こ
と
に
感
謝
す
る
気
持
ち
を
持
ち
た
い
も
の
で
あ
る
。

（
３
）
業
報
輪
廻
の
教
え
。

人
は
、
そ
の
人
の
行
為
（
業
）
の
結
果
と
し
て
六
つ
の
境
涯
（
道
）（
地
獄
、
餓
鬼
、
畜
生
、
阿

修
羅
、
人
、
神
々
）
を
輪
廻
す
る
と
い
う
。
そ
こ
に
は
悪
因
苦
果
、
善
因
楽
果
と
い
う
因
果
応
報
の

理
が
あ
り
、
自
業
自
得
が
必
然
で
あ
る
。

人
間
界
も
六
道
と
い
う
迷
界
の
一
つ
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
他
の
五
道
と
同
類
で
あ
っ
て
勝
る
も
の

で
も
劣
る
も
の
で
も
な
い
。
人
間
は
、
他
に
勝
る
絶
対
的
存
在
な
ど
で
は
な
く
有
限
な
存
在
で
し
か

な
い
。

１０
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そ
う
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
前
掲
の
『
旧
約
聖
書
』
に
見
ら
れ
た
如
き
、
人
間
が
他
の
種
の
上
に
立

ち
、
他
の
種
を
従
属
さ
せ
て
も
よ
い
と
い
う
考
え
は
認
め
ら
れ
な
い
。
従
っ
て
、
動
物
を
殺
戮
し
た

り
食
料
と
し
た
り
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
こ
と
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
、
生
き

る
た
め
に
や
む
お
え
な
い
こ
と
で
あ
れ
ば
、
さ
け
ら
れ
ぬ
罪
悪
深
重
の
わ
が
身
に
痛
み
を
感
じ
、
感

謝
の
念
で
食
べ
、
無
駄
に
生
命
を
奪
っ
た
り
捨
て
た
り
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
生
活
規
範
が
生

ま
れ
る
で
あ
ろ
う
。
前
掲
の
横
山
い
そ
ま
つ
さ
ん
の
歌
を
想
起
す
べ
き
で
あ
る
。

か
か
る
業
報
輪
廻
説
が
釈
尊
の
教
説
か
ら
親
鸞
聖
人
に
ま
で
連
綿
と
継
承
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
語

る
文
言
を
挙
げ
て
お
こ
う
。

あ
ら
ゆ
る
有
情
は
輪
廻
の
中
に
お
い
て
た
が
い
に
親
族
で
あ
っ
た
。（
相
応
部
経
典
Ⅱ
一
八

九
の
取
意
）

六
道
の
衆
生
は
皆
我
が
父
母
な
り
（
梵
網
経
）

一
切
の
有
情
は
無
始
よ
り
こ
の
か
た
生
死
を
遍
歴
し
長
時
に
わ
た
り
流
転
す
る
と
き
、
互
い

に
父
、
母
、
兄
弟
、
姉
妹
、
師
、
高
貴
で
権
勢
の
人
に
、
な
ら
な
い
こ
と
は
な
い
。
か
か
る
因

文明災と仏教
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縁
に
よ
っ
て
、
一
切
の
敵
は
み
な
わ
が
友
人
で
な
い
こ
と
は
な
い
。（
ア
サ
ン
ガ
・
無
着
三
一

〇
│
三
九
〇
頃
『
瑜
伽
師
地
論
』
聲
聞
地
よ
り
）

無
始
以
来
の
輪
廻
に
お
い
て
何
百
回
と
輪
廻
転
生
す
る
う
ち
に
は
、
自
分
の
血
縁
に
な
ら
な

か
っ
た
有
情
は
誰
も
い
な
い
。（
カ
マ
ラ
シ
ー
ラ
・
蓮
華
戒
七
四
〇
│
七
九
四
頃
『
修
習
次
第
』

よ
り
）

一
切
の
有
情
は
み
な
も
っ
て
世
々
生
々
の
父
母
兄
弟
な
り
。（
親
鸞
聖
人
の
お
言
葉
、『
歎
異

抄
』
第
五
条
よ
り
）

仏
教
で
は
、「
生
き
と
し
生
け
る
も
の
」
の
こ
と
を
「
有
情
」「
衆
生
」
と
い
う
。
い
の
ち
あ
る
も
の

は
み
な
同
じ
価
値
を
も
っ
た
存
在
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
る
か
ら
「
生
き
と
し
生
け
る
も
の
」
は
、

人
間
だ
け
で
な
く
動
物
の
い
の
ち
も
植
物
の
い
の
ち
も
含
ま
れ
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

生
物
学
、
遺
伝
子
の
世
界
で
は
、
ヒ
ト
の
先
祖
は
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
が
一
番
近
く
、
そ
の
次
が
ゴ
リ

ラ
で
あ
る
と
証
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
進
化
の
流
れ
を
知
ら
さ
れ
れ
ば
わ
れ
わ
れ
ヒ
ト
の
優
位
性
は

絶
対
的
な
も
の
で
は
な
い
。
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ま
た
、
イ
ス
ラ
ム
教
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
悲
惨
な
宗
教
戦
争
に
目
を
む
け
る
な
ら
ば
、
源
を
た
ど

れ
ば
ユ
ダ
ヤ
教
で
あ
る
わ
け
で
「
一
切
の
敵
は
み
な
わ
が
友
人
で
な
い
こ
と
は
な
い
」
と
の
ア
サ
ン

ガ
の
言
葉
が
心
に
響
い
て
く
る
。

（
４
）
五
蘊
説

仏
教
の
人
間
観
は
、
１.

物
質
（
色
）、
２.

感
受
（
受
）、
３.

知
覚
（
想
）、
４.

意
欲
（
行
）

５.

識
別
作
用
（
識
）
と
い
う
五
種
の
要
素
（
五
蘊
）、
詮
ず
る
所
肉
体
と
心
と
の
仮
の
集
合
が
、

ヒ
ト
の
個
体
で
あ
る
と
す
る
。
動
物
の
個
体
も
五
蘊
の
仮
の
集
合
で
あ
る
か
ら
異
な
る
と
こ
ろ
が
な

い
。そ

し
て
、
五
蘊
仮
和
合
説
な
る
人
間
観
は
、
自
我
と
い
っ
た
精
神
的
実
体
の
存
在
を
否
定
す
る
も

の
で
あ
る
（
無
我
説
）。
自
我
な
る
も
の
を
見
出
さ
ず
、
か
か
る
精
神
的
実
体
を
否
定
す
る
な
ら

ば
、
そ
こ
に
は
人
間
の
自
然
に
対
す
る
優
位
性
な
ど
認
め
ら
れ
な
い
と
い
え
よ
う
。

以
上
、
略
記
し
た
仏
教
の
教
え
に
よ
れ
ば
、
人
間
中
心
の
世
界
観
は
否
定
さ
れ
、
有
情
と
し
て
の

文明災と仏教
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個
々
の
い
の
ち
の
重
さ
、
平
等
性
が
教
え
ら
れ
、
本
来
的
に
自
然
と
の
共
生
が
志
向
さ
れ
て
い
た
と

思
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

聖
教
の
確
か
さ

文
明
災
を
通
じ
て
お
聖
教
の
聖
句
の
確
か
さ
を
あ
ら
た
め
て
教
え
ら
れ
、
頭
を
垂
れ
る
ば
か
り
で

あ
る
。

（
１
）『
歎
異
抄
』
後
序
に
、
親
鸞
聖
人
の
お
言
葉
と
し
て
「
善
悪
の
ふ
た
つ
総
じ
て
も
っ
て
存
知
せ

ざ
る
な
り
」
と
い
う
文
言
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

あ
の
親
鸞
聖
人
が
善
悪
の
ふ
た
つ
の
判
断
に
お
困
り
に
な
る
と
は
、
よ
ほ
ど
深
い
意
味
が
あ
る
の

で
あ
ろ
う
と
思
案
し
て
い
た
。

玄
界
灘
原
発
の
再
稼
働
を
巡
っ
て
九
州
電
力
が
聴
聞
会
を
開
き
、
そ
の
折
、
多
数
決
で
民
意
を
問

う
た
。
そ
の
結
果
は
、
再
稼
働
を
認
め
る
意
見
が
多
数
を
し
め
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
九
州
電
力

１４
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が
再
稼
働
賛
成
派
を
送
り
込
ん
で
の
「
や
ら
せ
」
の
結
果
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
し
た
。
民
主
主
義

に
お
い
て
は
多
数
決
の
結
果
は
重
い
。
多
数
は
善
で
あ
り
少
数
は
悪
と
し
て
処
理
さ
れ
が
ち
で
あ

る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
、「
や
ら
せ
」
の
結
果
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
正
に
、
善
悪
の
判
断
は
無
効

で
あ
る
。
民
主
主
義
の
制
度
に
基
づ
く
判
断
そ
の
も
の
の
善
悪
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
も
な
る
。

菅
首
相
は
、
福
島
の
原
発
事
故
を
踏
ま
え
て
引
退
直
前
に
「
脱
原
発
」
を
表
明
し
、
世
論
は
大

方
、
勇
敢
な
る
方
針
転
換
だ
と
し
て
、
そ
れ
を
「
善
」
な
る
決
断
で
あ
る
と
好
意
的
に
賛
意
を
示
し

た
よ
う
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
総
理
の
地
位
の
延
命
策
に
す
ぎ
な
い
と
評
価
さ
れ
は
じ
め

る
と
「
善
行
」
と
は
言
え
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
ひ
と
つ
の
決
断
が
、
オ
モ
テ
と
ウ
ラ
、
善
と
悪

の
様
相
を
持
ち
、
不
透
明
な
決
断
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

（
２
）
震
災
復
興
に
あ
た
っ
て
、
国
内
の
み
な
ら
ず
世
界
中
か
ら
寄
せ
ら
れ
る
善
意
、
善
行
は
、
誠

に
尊
く
、
こ
れ
に
勝
る
励
み
は
な
い
と
い
え
る
。
私
た
ち
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
で
微
力
で
は
あ
っ
て

も
協
力
を
惜
し
ん
で
は
な
ら
な
い
。

し
か
し
、
こ
こ
で
も
ま
た
、
親
鸞
聖
人
の
お
言
葉
に
直
面
し
、
自
己
の
有
限
性
、
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の

文明災と仏教
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醜
さ
を
知
ら
さ
れ
、
頭
を
垂
ら
す
し
か
な
い
。
す
な
わ
ち
、『
歎
異
抄
』
第
四
条
の
次
の
よ
う
な
文

言
に
遭
遇
す
る
。
理
解
を
容
易
に
す
る
た
め
、
文
章
の
順
序
を
変
え
て
そ
の
内
容
を
し
め
せ
ば
次
の

如
く
な
る
。

慈
悲
に
聖
道
、
浄
土
の
か
わ
り
め
あ
り
。

聖
道
の
慈
悲
と
い
う
は
、
も
の
を
あ
わ
れ
み
、
か
な
し
み
、
は
ぐ
く
む
な
り
。
し
か
れ
ど
も
、

お
も
う
が
ご
と
く
た
す
け
と
ぐ
る
こ
と
、
き
わ
め
て
あ
り
が
た
し
。

今
生
に
、
い
か
に
、
い
と
お
し
不
便
と
お
も
う
と
も
、
存
知
の
ご
と
く
た
す
け
が
た
け
れ

ば
、
こ
の
慈
悲
始
終
な
し
。

浄
土
の
慈
悲
と
い
う
は
、
念
仏
し
て
、
い
そ
ぎ
仏
に
な
り
て
、
大
慈
大
悲
心
を
も
っ
て
お
も
う

が
ご
と
く
衆
生
を
利
益
す
る
を
い
う
べ
き
な
り
。

し
か
れ
ば
、
念
仏
も
う
す
の
み
ぞ
、
す
え
と
お
り
た
る
大
慈
悲
心
に
て
そ
う
ろ
う
べ
き
と

云
々
。
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私
の
抱
い
て
い
る
慈
悲
心
は
、
所
詮
、
聖
道
の
慈
悲
で
し
か
な
い
、
と
嘆
息
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

そ
う
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
、「
き
わ
め
て
あ
り
が
た
き
」
こ
と
で
あ
り
、「
徹
底
で
き
な
い
も
の
」
で

あ
る
と
認
め
ざ
る
を
え
な
い
。

『
歎
異
抄
』
に
み
ら
れ
る
こ
の
聖
人
の
お
言
葉
が
、
聖
人
自
身
の
厳
し
い
深
い
自
己
へ
の
省
察
か

ら
発
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
次
の
「
和
讃
」
か
ら
し
て
も
ま
ち
が
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

小
慈
小
悲
も
な
き
身
に
て

有
情
利
益
は
お
も
う
ま
じ

如
来
の
願
船
い
ま
さ
ず
は

苦
海
を
い
か
で
か
わ
た
る
べ
き
（『
真
宗
聖
典
』
五
〇
九
頁
）

こ
の
よ
う
な
内
省
は
、
他
者
支
援
、
慈
善
事
業
に
熱
心
に
関
与
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
痛
い
ほ
ど
実
感

せ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

現
実
の
問
題
と
し
て
、
私
た
ち
は
、
死
の
病
床
に
い
る
人
の
そ
の
苦
を
、
で
き
る
も
の
な
ら
代
わ

文明災と仏教
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っ
て
や
り
た
い
と
思
っ
て
も
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
家
も
財
産
も
い
ら
な
い
か
ら
こ
の
人
の

い
の
ち
を
た
す
け
て
ほ
し
い
と
い
わ
れ
て
、
い
く
ら
最
先
端
の
医
療
を
も
っ
て
し
て
も
助
け
て
あ
げ

る
こ
と
は
で
き
な
い
。

戦
地
へ
子
供
を
送
っ
た
人
、
親
を
早
く
亡
く
し
た
人
、
子
供
に
先
立
た
れ
た
人
、
正
に
想
定
外
の

自
然
災
害
に
あ
っ
た
人
、
交
通
事
故
に
あ
っ
た
人
、
等
々
の
い
の
ち
、「
い
か
に
、
い
と
お
し
不
便

と
お
も
う
と
も
」
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

あ
る
い
は
ま
た
、
病
気
の
看
護
を
続
け
な
が
ら
、
そ
れ
が
長
期
化
す
れ
ば
、
本
人
も
つ
ら
か
ろ
う

し
私
も
つ
ら
い
、
い
っ
そ
の
こ
と
早
く
死
な
れ
た
方
が
片
付
い
て
い
い
、
と
思
い
か
ね
な
い
の
が
私

と
い
う
人
間
で
あ
る
。
か
わ
い
そ
う
も
い
と
し
い
も
あ
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
自
分
が
い
と
し
い
だ

け
で
あ
る
。

そ
ん
な
自
力
の
限
界
、
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
醜
さ
を
厳
し
く
指
摘
さ
れ
る
聖
人
の
お
言
葉
に
頭
を
垂
ら

さ
ざ
る
を
得
な
い
。
聖
道
の
慈
悲
の
虚
し
さ
か
ら
、
そ
れ
を
諦
め
放
棄
し
て
も
い
い
と
い
う
こ
と
で

は
な
い
で
あ
ろ
う
。
自
力
の
限
界
を
知
り
な
が
ら
も
、
苦
悩
中
の
人
々
に
、
心
を
寄
せ
、
私
も
苦
悩

を
背
負
う
こ
と
は
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

１８

　『真實心』第三十三集 平成23年度2012年3月発行（京都光華女子大学）



そ
れ
で
は
、
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
。
親
鸞
聖
人
は
、「
ま
ず
、
す
み
や
か
に
仏
・
覚
者
に
な
り

な
さ
い
」
と
私
た
ち
の
生
き
る
道
を
も
教
え
て
い
て
く
だ
さ
る
。

覚
者
と
な
り
仏
の
智
慧
を
獲
得
し
た
な
ら
ば
、
不
可
能
な
こ
と
は
不
可
能
な
こ
と
だ
と
見
定
め
が

つ
く
し
、
自
・
他
の
区
別
を
し
よ
う
と
す
る
差
別
心
が
否
定
さ
れ
、
平
等
に
対
処
す
る
こ
と
が
可
能

に
な
る
。
そ
し
て
初
め
て
利
他
と
い
う
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
利
他
行
は
、
仏
・
覚
者
で
な
け
れ
ば

で
き
な
い
の
で
あ
る
。

仏
・
覚
者
に
遭
っ
て
仏
・
覚
者
の
精
神
に
触
れ
る
。
そ
こ
で
、
自
力
、
エ
ゴ
イ
ズ
ム
が
否
定
さ

れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
他
者
へ
の
目
が
開
か
れ
る
。
そ
の
目
こ
そ
が
、
浄
土
の
慈
悲
と
い
わ
れ
る
も

の
で
あ
ろ
う
。

目
に
見
え
な
い
、
意
思
、
意
識
、
分
別
を
超
え
た
、
無
限
に
し
て
無
量
な
は
た
ら
き
（
ア
ミ
ダ
な

る
も
の
）
が
、
こ
の
私
を
形
成
し
、
こ
の
私
一
人
を
生
か
し
て
い
て
く
だ
さ
る
。
そ
う
い
う
は
た
ら

き
だ
け
が
、
平
等
に
、
他
者
で
あ
る
生
き
と
し
生
け
る
も
の
の
助
け
と
な
り
う
る
の
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ま
で
、
私
は
、
つ
い
「
〜
し
て
や
る
」
と
表
現
し
行
動
し
て
き
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
に
替

え
て
「
〜
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
ょ
う
」
と
自
然
に
表
現
で
き
た
ら
、
い
く
ら
か
仏
・
覚
者
の
精
神

文明災と仏教
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に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
か
な
、
と
思
う
昨
今
で
あ
る
。

参
考
書

御
牧
克
己
編
『
梶
山
雄
一
著
作
集

第
八
巻

仏
教
と
輪
廻

仏
教
と
現
代
の
接
点
』
春
秋
社

二
〇
一

一
年

平
野
修
選
集
刊
行
会
『
平
野
修
選
集

第
十
四
巻
』
文
栄
堂
書
店

平
成
十
一
年
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