
こ
れ
か
ら
、
大
谷
大
学
の
仏
教
学
科
に
入
学
さ
れ
、
仏
教
学
会
員
と
な
ら
れ
た
皆
さ
ん
を
、
新
入
会
員
と
し
て
お
迎
え
す
る
記
念
の
お

話
を
さ
せ
て
頂
こ
う
と
思
い
ま
す
。
こ
こ
に
今
年
か
ら
、
第
一
学
年
の
学
生
諸
君
と
第
二
学
年
の
学
生
諸
君
と
、
両
方
を
新
入
会
員
と
し

て
迎
え
た
訳
で
す
が
、
こ
の
こ
と
に
つ
き
ま
し
て
、
一
言
だ
け
申
し
上
げ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
大
谷
大
学
の
学
科
は
、
い
ま

七
学
科
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
中
で
、
学
科
が
そ
の
ま
ま
学
会
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
真
宗
学
科
と
仏
教
学
科
で
す
。
従
い
ま
し
て
、
大
谷

大
学
の
真
宗
学
科
に
入
れ
ば
、
真
宗
学
会
員
と
な
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
大
谷
大
学
の
仏
教
学
科
に
入
れ
ば
大
谷
大
学
の
仏
教
学
会
員
と

な
り
ま
す
。
こ
の
点
に
つ
き
ま
し
て
、
真
宗
学
科
の
方
は
、
そ
の
当
初
か
ら
大
谷
大
学
に
入
学
し
た
第
一
学
年
の
学
生
諸
君
が
、
そ
の
ま

ま
真
宗
学
会
員
に
な
っ
て
い
た
わ
け
で
す
が
、
仏
教
学
科
の
方
は
、
昨
年
ま
で
第
二
学
年
以
上
を
も
っ
て
仏
教
学
会
会
員
と
す
る
と
い
う

よ
う
に
こ
れ
ま
で
決
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
ど
う
し
て
そ
う
な
っ
て
い
た
の
か
と
申
し
ま
す
と
、
第
二
学
年
以
上
で
な
い
と
、
学

会
活
動
に
対
す
る
大
学
の
補
助
が
で
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
れ
に
の
っ
と
っ
た
わ
け
で
す
が
、
今
度
は
セ
メ
ス
タ
ー
制
の

導
入
に
よ
っ
て
、
第
一
学
年
の
演
習
Ｉ
と
い
う
、
仏
教
学
科
で
勉
強
す
る
た
め
の
基
本
的
な
学
科
が
き
ち
っ
と
定
め
ら
れ
て
、
そ
れ
か
ら

第
二
学
年
以
上
の
演
習
Ⅱ
、
演
習
Ⅲ
、
演
習
Ⅳ
と
連
続
的
に
な
っ
て
き
た
関
係
も
あ
り
ま
し
て
、
今
年
度
か
ら
大
谷
大
学
の
仏
教
学
科
に

入
学
し
た
者
は
、
真
宗
学
科
と
同
じ
よ
う
に
、
同
時
に
仏
教
学
会
会
員
と
す
る
と
い
う
こ
と
に
会
則
を
あ
ら
た
め
た
い
と
、
学
会
の
評
議

員
会
で
協
議
を
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
そ
の
こ
と
を
、
今
日
こ
の
後
の
総
会
で
報
告
し
、
御
承
認
を
頂
く
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま

「
生
れ
の
差
別
」
と
仏
教

小

川

乗
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講
題
に
掲
げ
ま
し
た
よ
う
に
「
生
れ
の
差
別
と
仏
教
」
と
い
う
こ
と
で
、
少
し
お
話
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
実
は
、
皆
さ
ん
方
は
ま

だ
は
っ
き
り
と
認
識
し
て
い
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
日
本
の
仏
教
に
お
い
て
、
仏
教
と
い
う
も
の
が
人
間
の
「
生
れ
の
差
別
」
を
認
め
る

思
想
を
持
ち
こ
ん
で
き
た
と
、
そ
う
い
う
批
判
が
多
く
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
の
へ
ん
に
つ
い
て
の
事
情
と
、
仏
教
は
は
た
し
て
「
生
ま
れ

の
差
別
」
を
説
い
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
説
明
を
し
な
が
ら
、
考
え
て
見
た
い
と
思
い
ま
す
。

い
ま
「
生
れ
の
差
別
」
と
言
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
難
し
い
言
葉
で
い
う
と
、
「
業
報
輪
廻
転
生
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
「
業
の

報
い
を
受
け
て
輪
廻
の
世
界
に
生
ま
れ
変
わ
り
死
に
変
わ
り
す
る
」
と
い
う
、
そ
う
い
う
言
葉
を
い
ま
私
は
「
生
れ
の
差
別
」
と
い
う
よ

う
に
言
い
換
え
た
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
も
の
と
仏
教
と
い
う
も
の
が
ど
う
関
わ
っ
て
き
て
い
る
の
か
、
そ
し
て
「
生
れ
の
差
別
」
を
認

め
て
い
る
の
が
仏
教
だ
と
、
日
本
で
は
人
間
差
別
の
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
、
批
判
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
現
実
が
あ
る
わ

け
で
す
。
そ
れ
で
、
こ
の
問
題
と
仏
教
の
関
係
を
き
ち
っ
と
し
て
お
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
、
社
会
的
問
題
に
応
答
し
て
い
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
責
任
が
、
仏
教
を
学
ぶ
者
に
課
せ
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

す
。
従
い
ま
し
て
、
仏
教
学
会
も
真
宗
学
会
と
同
じ
よ
う
に
第
一
学
年
か
ら
学
会
員
と
み
な
す
と
い
う
こ
と
を
受
け
て
、
大
学
の
方
に
も

第
二
学
年
以
上
で
は
な
く
第
一
学
年
か
ら
学
会
活
動
に
対
す
る
補
助
を
出
し
て
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま

す
が
、
そ
う
い
う
こ
と
で
、
今
年
は
第
二
学
年
と
第
一
学
年
の
両
方
の
学
生
諸
君
が
仏
教
学
会
新
入
会
員
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
て
、

こ
う
い
う
場
を
設
け
さ
せ
て
頂
い
た
わ
け
で
す
。
来
年
か
ら
は
第
一
学
年
の
学
生
諸
君
だ
け
が
新
入
会
員
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す

そ
れ
で
、
新
し
く
会
員
を
迎
え
る
に
あ
た
り
ま
し
て
、
仏
教
学
会
で
は
、
そ
の
時
の
会
長
が
新
入
会
員
に
歓
迎
の
講
演
を
し
て
、
こ
れ

か
ら
仏
教
学
科
で
学
ん
で
い
こ
う
と
す
る
諸
君
を
歓
迎
す
る
と
い
う
こ
と
が
一
つ
の
慣
わ
し
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
今
年
は
た
ま
た
ま
私

が
会
長
と
い
う
こ
と
で
、
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
わ
け
で
す
。
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そ
れ
で
は
、
そ
の
当
時
の
イ
ン
ド
の
宗
教
の
中
で
ど
う
い
う
こ
と
が
一
般
的
常
識
と
な
っ
て
い
た
か
。
そ
れ
が
い
ま
い
う
「
業
報
輪
廻

転
生
」
と
い
う
「
生
ま
れ
の
差
別
」
が
定
着
し
て
い
た
時
代
な
の
で
す
。
実
は
、
一
面
で
は
、
こ
れ
は
た
い
へ
ん
す
ぐ
れ
た
考
え
方
な
の

で
す
。
私
た
ち
が
こ
の
世
で
苦
し
い
辛
い
生
れ
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
過
去
の
世
で
そ
れ
な
り
の
悪
い
行
い
を
し
た
か
ら
、
そ
の
苦
し
み

を
い
ま
受
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
世
で
善
い
こ
と
を
行
え
ば
次
の
世
で
は
楽
な
生
れ
が
待
っ
て
い
る
と
い
う
、
こ
う
い
う

考
え
方
が
、
簡
単
に
言
う
と
「
業
報
輪
廻
転
生
」
と
い
う
。
業
報
の
業
と
い
う
の
は
、
善
を
行
っ
た
か
、
悪
を
行
っ
た
か
と
い
う
こ
と
で

そ
の
報
い
を
受
け
て
次
の
世
に
、
次
の
輪
廻
の
世
界
に
生
ま
れ
変
わ
る
。
そ
れ
が
「
業
報
に
よ
る
輪
廻
転
生
」
で
す
。
だ
い
た
い
民
族
宗

教
と
い
う
の
は
、
死
し
て
生
ま
れ
変
わ
る
と
い
う
再
生
を
説
き
ま
す
。
だ
が
、
業
報
に
よ
る
転
生
と
い
う
こ
と
を
説
い
て
い
る
の
は
イ
ン

ド
だ
け
だ
と
言
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
あ
と
の
民
族
宗
教
に
お
け
る
生
ま
れ
変
り
を
転
生
と
言
わ
ず
に
私
は
再
生
と
言
う
。
非
常
に
素
朴

な
ん
で
す
。
人
は
人
に
生
れ
変
わ
る
、
魚
は
魚
に
生
ま
れ
変
わ
る
、
草
は
草
に
生
ま
れ
変
わ
る
、
と
い
う
よ
う
な
、
ど
の
よ
う
に
生
き
た

と
こ
ろ
で
、
仏
教
は
ど
こ
で
始
ま
っ
た
か
。
い
く
ら
仏
教
に
つ
い
て
無
知
で
あ
っ
て
も
日
本
で
始
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
く
イ
ン
ド
で
始

ま
っ
た
こ
と
ぐ
ら
い
は
知
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
イ
ン
ド
に
、
今
日
は
時
間
が
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
詳
し
い
説
明
は
省
略
し
ま
す
が
、
釈

尊
と
い
う
方
が
生
れ
た
。
釈
尊
の
生
没
年
代
に
つ
い
て
は
い
ろ
い
ろ
な
説
が
あ
り
ま
す
け
ど
も
、
紀
元
前
四
六
三
年
に
生
れ
て
、
そ
し
て

紀
元
前
三
八
三
年
に
亡
く
な
ら
れ
た
。
こ
う
い
う
説
が
一
番
有
力
な
生
没
年
代
で
す
。
も
っ
と
百
年
ほ
ど
遡
る
説
も
あ
り
ま
す
。
と
に
か

く
、
ざ
っ
と
お
お
ま
か
に
言
う
と
、
今
か
ら
二
千
五
百
年
程
前
に
、
仏
教
と
い
う
教
え
を
説
か
れ
た
釈
尊
が
イ
ン
ド
に
生
れ
た
。
こ
う
考

え
て
い
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
た
し
ま
す
と
、
そ
の
当
時
の
釈
尊
が
生
れ
た
イ
ン
ド
の
宗
教
世
界
は
ど
う
な
っ
て
い
た
の
か
。

そ
の
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
実
は
仏
教
と
い
う
も
の
は
誕
生
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
す
が
、
仏
教
と
い
う
も

の
は
他
の
イ
ン
ド
の
宗
教
と
無
関
係
に
勝
手
に
生
れ
た
わ
け
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
。
そ
の
当
時
の
イ
ン
ド
の
宗
教
の
あ
り
方
に
対
す
る
批
判

と
し
て
仏
教
と
い
う
も
の
が
誕
生
し
た
わ
け
で
す
。

｝
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か
と
い
う
こ
と
は
問
題
に
し
な
い
素
朴
な
再
生
論
を
、
私
は
転
生
と
呼
ば
な
い
。
転
生
と
い
っ
た
場
合
に
は
業
（
行
為
）
の
報
い
を
受
け
４

て
生
ま
れ
変
わ
る
と
い
う
こ
と
で
、
再
生
と
転
生
と
を
区
別
し
て
い
ま
す
。

ご
く
自
然
な
原
始
宗
教
に
お
い
て
は
、
例
え
ば
、
春
に
な
る
と
芽
を
吹
き
そ
し
て
花
が
咲
き
、
秋
に
な
る
と
枯
れ
て
土
の
中
に
消
え
て

い
く
け
れ
ど
も
、
次
の
年
の
春
に
は
ま
た
芽
を
吹
く
と
い
う
、
自
然
の
サ
イ
ク
ル
で
す
ね
、
そ
う
い
っ
た
命
の
流
れ
と
し
て
素
朴
な
再
生

論
が
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
の
は
、
原
始
宗
教
に
一
般
的
で
す
が
、
現
代
の
人
々
、
仏
教
と
い
う
も
の
に
無
関
係
な
、
普
通
の
人
々

や
哲
学
者
な
ど
の
多
く
も
再
生
論
者
で
す
。
「
死
と
は
再
生
へ
の
出
発
で
あ
る
」
と
か
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
で
死
と
い
う
も
の
を
意
味
付

け
て
い
る
が
、
あ
ま
り
厳
密
に
考
え
て
い
な
い
よ
う
で
す
。
そ
う
い
う
よ
う
に
自
分
の
死
と
い
う
も
の
を
意
味
付
け
な
い
と
納
得
で
き
な

い
と
い
う
自
我
を
私
た
ち
は
抱
え
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
で
す
か
ら
、
死
と
い
う
の
は
再
生
へ
の
出
発
点
で
あ
る
な
ど
と
わ
け
の
わ
か
ら

な
い
こ
と
を
、
現
代
の
人
々
で
も
言
う
わ
け
で
す
か
ら
、
ま
し
て
い
わ
ん
や
、
い
ま
か
ら
二
千
五
百
年
昔
の
イ
ン
ド
だ
け
じ
ゃ
な
し
に
、

原
始
宗
教
に
お
い
て
再
生
論
と
い
う
こ
と
、
死
と
は
再
生
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
は
ご
く
普
通
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
し
か
し
、
そ
の
上

に
業
報
と
い
う
、
と
て
つ
も
な
い
意
味
付
け
を
加
え
た
の
が
、
イ
ン
ド
の
再
生
論
で
、
こ
れ
は
他
に
な
い
特
徴
な
ん
で
す
。
死
に
対
す
る

意
味
付
け
と
し
て
は
、
最
も
す
ご
い
も
の
だ
と
言
え
ま
し
ょ
う
。
こ
れ
で
善
を
行
わ
し
め
悪
を
行
わ
し
め
な
い
と
い
う
束
縛
を
持
た
せ
た

わ
け
で
す
。
普
通
の
再
生
論
は
善
・
悪
の
行
為
に
関
係
な
い
。
業
報
に
よ
る
輪
廻
転
生
は
、
行
為
の
報
い
を
受
け
て
生
ま
れ
変
わ
る
わ
け

で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
意
味
で
単
な
る
再
生
じ
ゃ
な
し
に
転
生
と
し
て
、
こ
の
世
に
お
い
て
善
を
行
わ
し
め
、
悪
を
行
わ
し
め
な
い
、
と

い
う
束
縛
と
し
て
の
宗
教
倫
理
を
確
立
し
て
い
た
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
非
常
に
明
確
な
宗
教
的
束
縛
だ
と
も
い
え
ま
す
。

そ
の
後
、
四
、
五
百
年
の
後
に
生
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
世
界
で
は
、
人
の
も
の
を
盗
ら
な
い
と
か
、
う
そ
を
言
わ
な
い
と
か
、
神
を
大
切

に
す
る
と
か
い
っ
た
、
そ
う
い
っ
た
約
束
を
守
る
こ
と
を
神
と
契
約
し
て
、
そ
の
こ
と
を
破
る
こ
と
に
よ
っ
て
神
か
ら
罰
が
与
え
ら
れ
る
、

死
し
て
地
獄
、
煉
獄
に
落
と
さ
れ
る
と
い
っ
た
よ
う
な
神
と
人
間
と
の
契
約
の
上
に
、
善
を
行
な
わ
し
め
悪
を
行
わ
し
め
な
い
束
縛
と
し

て
の
宗
教
倫
理
が
成
り
立
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
イ
ン
ド
の
場
合
は
、
人
間
を
罰
す
る
神
が
い
な
か
っ
た
ん
で
す
。
全
く
い
な



そ
の
解
放
と
い
う
こ
と
を
解
脱
と
い
う
の
で
す
が
、
現
代
風
に
読
ん
だ
ら
「
か
い
だ
つ
」
と
読
む
ん
で
す
け
れ
ど
、
「
げ
だ
つ
」
と
読

み
ま
す
。
解
脱
と
い
う
こ
と
は
、
そ
う
い
う
輪
廻
の
苦
し
み
の
世
界
か
ら
解
放
さ
れ
る
と
い
う
意
味
な
ん
で
す
。
で
す
か
ら
解
脱
と
い
う

用
語
は
、
仏
教
以
前
か
ら
あ
っ
た
言
葉
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
が
当
時
の
イ
ン
ド
の
宗
教
界
の
救
い
。
い
ま
の
日
本
の
仏
教
は
何
を
救
い

と
し
て
い
る
の
か
、
あ
ん
ま
り
は
っ
き
り
と
し
ま
せ
ん
け
れ
ど
、
イ
ン
ド
の
場
合
は
業
報
に
よ
る
輪
廻
の
世
界
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
を

願
っ
て
い
た
の
が
当
時
の
宗
教
界
だ
っ
た
ん
で
す
。
そ
の
よ
う
な
時
代
に
お
い
て
、
釈
尊
は
輪
廻
の
世
界
か
ら
解
放
さ
れ
る
道
を
ど
う
説

い
た
の
か
と
。
そ
れ
が
次
の
問
題
で
す
。

か
つ
た
わ
け
で
は
な
い
よ
う
で
す
が
、
大
勢
と
し
て
は
罰
を
加
え
る
神
な
ど
い
な
か
っ
た
ん
で
す
。
そ
う
す
る
と
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
人

間
と
い
う
の
は
、
そ
う
い
う
束
縛
が
な
い
と
、
何
で
も
し
で
か
す
の
が
人
間
で
す
。
現
在
の
日
本
は
法
治
国
家
と
い
っ
て
、
法
律
に
よ
っ

て
悪
い
こ
と
を
す
れ
ば
罰
せ
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
い
ま
か
ら
二
千
五
百
年
前
の
イ
ン
ド
に
現
在
の
日
本
の
よ
う
な
法
律
の
あ
る
法
治
国

家
な
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
権
力
者
が
、
こ
の
者
の
首
を
は
ね
よ
と
命
じ
た
ら
そ
の
首
は
は
ね
ら
れ
ち
ゃ
う
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
社
会
の
中

で
、
そ
う
い
う
無
茶
な
こ
と
を
す
る
と
次
の
世
で
は
ひ
ど
い
目
に
あ
い
ま
す
よ
と
い
う
意
味
で
、
神
に
罰
せ
ら
れ
な
い
宗
教
社
会
の
中
で
、

業
の
報
い
を
受
け
て
来
世
に
苦
し
い
生
ま
れ
が
待
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
あ
ん
ま
り
悪
い
こ
と
し
て
は
い
け
な
い
と
、
そ
う
い
う
宗
教
倫
理

を
確
立
す
る
上
で
た
い
へ
ん
す
ぐ
れ
た
一
つ
の
発
想
で
あ
っ
た
と
思
う
ん
で
す
。
そ
う
い
う
業
報
に
よ
る
輪
廻
転
生
と
い
う
「
生
ま
れ
の

差
別
」
が
定
着
し
た
中
で
、
今
度
は
そ
の
輪
廻
の
世
界
か
ら
解
放
さ
れ
た
い
と
い
う
課
題
が
起
こ
っ
て
き
た
わ
け
で
す
。

イ
ン
ド
の
宗
教
な
ん
で
す

イ
ン
ド
の
宗
教
の
場
合
は
、
こ
の
輪
廻
の
世
界
か
ら
ど
の
よ
う
に
し
た
ら
解
放
さ
れ
る
か
、
終
り
の
な
い
苦
し
い
世
界
へ
の
生
ま
れ
変

わ
り
死
に
変
わ
り
か
ら
解
放
さ
れ
る
、
苦
し
い
世
界
に
生
ま
れ
変
わ
る
こ
と
の
な
い
教
え
、
そ
う
い
う
教
え
を
求
め
て
い
た
の
が
当
時
の

5



と
こ
ろ
が
、
こ
の
業
の
報
い
を
受
け
て
輪
廻
転
生
す
る
と
い
う
イ
ン
ド
の
宗
教
は
決
し
て
い
い
か
げ
ん
な
思
想
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
。
き

ち
っ
と
論
理
的
に
お
さ
え
ら
れ
て
い
る
。
も
し
私
が
こ
の
世
で
多
く
の
善
い
行
い
を
し
た
ら
、
次
の
世
は
楽
な
生
ま
れ
に
な
る
。
そ
の
時

に
私
が
死
ん
で
焼
か
れ
て
灰
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
と
、
ど
う
し
よ
う
も
な
い
で
し
ょ
う
。
私
の
行
っ
た
善
い
行
い
の
報
い
は
ど
の
よ
う

に
し
て
次
の
世
に
引
き
継
が
れ
る
の
か
。
そ
の
へ
ん
を
き
ち
っ
と
し
て
お
か
な
き
ゃ
い
け
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
誰
が
考
え
て
も
そ
う
で
し
ょ

う
。
そ
う
す
る
と
、
私
の
身
体
が
、
私
の
個
体
存
在
が
、
こ
の
世
で
消
滅
し
て
も
、
私
が
一
生
か
け
て
行
っ
た
行
為
、
業
の
報
い
を
次
の

世
に
持
っ
て
い
っ
て
運
ん
で
い
っ
て
く
れ
る
存
在
を
想
定
し
な
い
と
輪
廻
転
生
は
可
能
に
な
り
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
、
当
時
の
宗
教
家
た
ち
は
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
考
え
た
け
れ
ど
、
最
も
伝
統
的
な
の
は
、
ア
ー
ト
マ
ン
と
言
わ
れ
る
存
在
。

こ
れ
は
ど
う
日
本
語
訳
し
て
い
い
か
わ
か
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
い
ま
の
日
本
の
学
者
は
「
自
我
」
と
訳
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ

は
あ
ま
り
正
確
な
訳
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
自
我
と
い
う
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
哲
学
の
自
我
と
重
な
り
ま
す
か
ら
、
こ
れ
は
い
け
な
い
。

ア
ー
ト
マ
ン
と
そ
の
ま
ま
言
っ
と
く
の
が
一
番
い
い
ん
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
一
つ
の
名
称
で
す
か
ら
。
と
も
か
く
も
こ
の
ア
ー

ト
マ
ン
は
私
の
身
体
が
死
し
て
火
に
焼
か
れ
て
灰
に
な
っ
て
も
な
お
残
っ
て
存
続
し
て
、
次
の
世
に
業
の
報
い
を
引
き
継
い
で
く
れ
る
存

在
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
ア
ー
ト
マ
ン
は
、
永
遠
に
存
続
す
る
か
、
次
の
世
に
行
っ
た
ら
消
え
て
し
ま
う
無
常
な
も
の
な
の
か
、

い
ろ
い
ろ
学
説
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
と
に
か
く
、
こ
の
私
の
身
体
が
滅
ん
で
も
続
い
て
存
在
し
て
い
る
も
の
。
そ
れ
を
ど
う
表
現
し
た
ら

い
い
の
か
。
私
は
か
り
そ
め
に
「
霊
的
実
在
」
と
呼
ん
で
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
。
目
に
も
見
え
な
い
し
、
触
る
こ
と
も
で
き
な
い
し
、
臭

い
を
か
ぐ
こ
と
も
で
き
な
い
。
と
に
か
く
人
間
の
五
感
を
超
え
た
霊
的
な
実
在
で
あ
る
。
そ
う
い
う
よ
う
に
一
応
定
義
し
て
お
い
た
ら
い

そ
の
霊
的
実
在
に
私
た
ち
の
行
っ
た
業
が
付
着
す
る
。
付
着
し
た
そ
れ
を
運
ん
で
い
っ
て
く
れ
る
。
い
ま
の
医
学
で
言
え
ば
遺
伝
子
の

よ
う
に
。
遺
伝
子
は
無
常
で
す
か
ら
身
体
が
焼
か
れ
た
ら
消
え
て
し
ま
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
焼
か
れ
て
も
消
え
な
い
よ
う
な
遺
伝
子
だ
と

思
っ
た
ら
い
い
で
す
ね
。
そ
の
ア
ー
ト
マ
ン
の
中
に
こ
の
世
で
行
っ
た
私
の
業
の
情
報
が
全
部
く
っ
つ
い
て
い
る
、
入
っ
て
い
る
。
そ
し

い
の
じ
や
な
い
か
と
思
い
、
ま
手
９
．
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と
こ
ろ
が
、
釈
尊
は
ア
ー
ト
マ
ン
の
よ
う
な
霊
的
実
在
そ
の
も
の
が
あ
り
え
な
い
と
主
張
し
た
の
で
す
。
他
の
イ
ン
ド
の
宗
教
は
ア
ー

ト
マ
ン
の
存
在
を
認
め
た
上
で
、
ど
の
よ
う
に
し
て
そ
の
ア
ー
ト
マ
ン
か
ら
離
脱
し
よ
う
か
、
解
放
さ
れ
よ
う
か
と
思
索
し
た
の
に
対
し

て
、
釈
尊
の
独
自
性
と
い
う
の
は
、
ア
ー
ト
マ
ン
の
存
在
そ
の
も
の
を
認
め
な
い
、
と
い
う
教
え
だ
っ
た
わ
け
で
す
。
こ
の
教
え
は
六
師

外
道
に
代
表
さ
れ
る
「
沙
門
」
、
時
間
が
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
詳
し
く
申
し
上
げ
ら
れ
ま
せ
ん
が
、
伝
統
的
な
イ
ン
ド
の
バ
ラ
モ
ン
と
い
う

宗
教
家
と
は
別
に
、
新
し
い
宗
教
の
あ
り
方
を
模
索
し
て
い
た
人
た
ち
の
こ
と
を
沙
門
と
言
い
ま
す
、
シ
ュ
ラ
マ
ナ
と
言
い
ま
す
。
釈
尊

て
次
の
世
に
持
っ
て
い
っ
て
く
れ
る
。
遺
伝
子
の
場
合
は
中
へ
入
っ
ち
ゃ
い
ま
す
か
ら
確
実
だ
け
れ
ど
も
、
く
っ
つ
い
て
い
る
の
で
は
途

中
で
落
ち
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
、
と
も
か
く
も
、
そ
う
い
う
在
り
方
で
、
ア
ー
ト
マ
ン
と
言
わ
れ
る
存
在
、
そ
う
い
っ
た
霊
的
な
実
在
に
、

こ
の
世
で
行
っ
た
私
の
業
の
報
い
が
付
着
し
て
、
そ
れ
を
運
ん
で
い
っ
て
く
れ
る
。
お
お
ざ
っ
ぱ
に
言
い
ま
す
と
、
そ
う
い
う
こ
と
で
す
。

そ
の
よ
う
に
し
て
過
去
の
世
か
ら
こ
の
世
に
、
こ
の
世
か
ら
未
来
の
世
に
と
い
う
、
私
た
ち
の
輪
廻
の
世
界
が
成
り
立
つ
。
成
り
立
つ
た

め
に
は
、
こ
の
ア
ー
ト
マ
ン
の
よ
う
な
存
在
が
絶
対
に
必
要
な
わ
け
で
す
。
こ
れ
が
な
か
っ
た
ら
業
報
輪
廻
は
成
り
立
た
な
い
ん
で
す
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
ア
ー
ト
マ
ン
と
い
う
霊
的
実
在
、
そ
れ
を
プ
ル
シ
ャ
と
言
っ
て
み
た
り
、
プ
ド
ガ
ラ
と
言
っ
て
み
た
り
、
サ
ッ
ト
ヴ

ァ
と
言
っ
て
み
た
り
、
ジ
ー
ヴ
ァ
と
言
っ
て
み
た
り
、
学
派
に
よ
っ
て
言
い
方
が
異
な
る
け
れ
ど
も
、
最
も
伝
統
的
な
言
葉
で
言
う
、
こ

の
ア
ー
ト
マ
ン
か
ら
、
ど
の
よ
う
に
し
て
離
れ
た
ら
い
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
ア
ー
ト
マ
ン
さ
え
無
く
な
れ
ば
輪
廻
に
転
生
す
る
こ
と
か
ら

解
放
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
ア
ー
ト
マ
ン
の
束
縛
か
ら
ど
の
よ
う
に
脱
し
た
ら
い
い
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
が
当
時
の
イ
ン
ド
の

宗
教
界
の
課
題
だ
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
の
時
に
、
イ
ン
ド
の
伝
統
的
な
宗
教
は
、
こ
の
ア
ー
ト
マ
ン
と
い
う
霊
的
実
在
を
認
め
た
上
で
、

そ
の
ア
ー
ト
マ
ン
か
ら
ど
の
よ
う
に
離
脱
す
る
か
。
ア
ー
ト
マ
ン
の
束
縛
か
ら
ど
の
よ
う
に
解
放
さ
れ
る
か
と
い
う
思
索
を
し
て
い
た
わ

け
で
す
。
い
ろ
い
ろ
考
え
た
わ
け
で
す
。
ア
ー
ト
マ
ン
さ
え
い
な
く
な
れ
ば
、
私
の
行
っ
た
行
為
の
報
い
は
未
来
世
に
続
き
ま
せ
ん
。
誰

も
持
っ
て
い
っ
て
く
れ
ま
せ
ん
か
ら
。
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余
談
に
な
り
ま
す
が
、
皆
さ
ん
の
中
で
イ
ン
ド
に
行
っ
た
人
い
ま
す
か
。
こ
の
八
月
に
私
は
ま
た
行
か
な
き
ゃ
な
ら
な
い
。
イ
ン
ド
の

仏
跡
を
研
修
す
る
と
い
う
旅
行
を
第
一
研
究
室
の
真
宗
学
科
・
仏
教
学
科
と
短
期
の
仏
教
科
の
合
同
で
企
画
し
て
、
「
谷
大
生
な
ら
イ
ン

ド
に
行
こ
う
」
と
い
う
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
で
、
イ
ン
ド
旅
行
を
始
め
た
も
の
で
す
か
ら
、
そ
の
一
回
目
（
一
発
一
年
夏
）
に
行
っ
て
き
ま
し
た

そ
れ
か
ら
、
そ
の
後
に
こ
の
海
外
研
修
が
「
イ
ン
ド
の
宗
教
と
文
化
」
と
い
う
大
学
の
単
位
が
認
め
ら
れ
る
授
業
に
な
っ
た
時
も
責
任
が

あ
っ
た
も
ん
で
す
か
ら
行
っ
て
き
ま
し
た
。
も
う
行
く
必
要
が
な
い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
ら
、
定
年
前
に
も
う
一
回
行
っ
て
来
い
っ
て
言

わ
れ
ま
し
て
、
今
年
行
く
ん
で
す
け
れ
ど
、
皆
さ
ん
も
ぜ
ひ
行
か
れ
た
ら
よ
い
で
す
よ
。
今
年
は
も
う
手
遅
れ
で
締
め
切
っ
て
ま
す
か
ら

も
沙
門
の
一
人
だ
っ
た
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
、
仏
弟
子
た
ち
は
釈
尊
の
こ
と
を
大
沙
門
と
も
呼
ん
で
い
ま
す
。
釈
尊
は
沙
門
の
一
人
な
８

の
で
す
。
そ
の
新
し
い
宗
教
の
あ
り
方
を
求
め
て
い
た
沙
門
で
あ
る
六
師
外
道
の
中
に
は
、
釈
尊
と
は
少
し
内
容
は
違
い
ま
す
け
れ
ど
も
、

ア
ー
ト
マ
ン
の
存
在
そ
の
も
の
を
認
め
な
い
教
え
を
説
い
て
い
る
人
が
何
人
も
い
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
新
し
い
宗
教
の
動
き
の
中

の
沙
門
の
一
人
と
し
て
、
釈
尊
は
ア
ー
ト
マ
ン
の
存
在
そ
の
も
の
を
否
定
し
た
わ
け
で
す
。
し
か
し
、
単
に
否
定
し
た
の
で
は
ど
う
し
よ

う
も
な
い
で
す
ね
。
否
定
す
る
論
理
が
必
要
だ
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
の
否
定
す
る
論
理
が
、
皆
さ
ん
方
が
よ
く
知
っ
て
い
る
「
縁
起
」
と

い
う
言
葉
で
す
。
よ
く
経
典
を
読
み
ま
す
と
、
「
ガ
ン
ジ
ス
河
の
砂
の
数
ほ
ど
の
諸
仏
が
ま
し
ま
す
」
と
説
か
れ
て
お
り
ま
す
。
何
の
た

め
に
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
説
い
て
い
る
の
か
と
言
う
と
、
ガ
ン
ジ
ス
河
の
砂
の
数
を
超
え
る
程
の
諸
仏
が
、
こ
の
い
ま
の
私
と
な
っ
て
い

る
と
い
う
深
い
意
味
が
あ
る
の
で
す
。
そ
の
諸
仏
の
こ
と
を
言
い
か
え
れ
ば
、
条
件
と
い
っ
て
も
い
い
し
、
因
縁
と
い
っ
て
も
い
い
し
、

あ
る
い
は
、
日
本
の
仏
教
で
よ
く
い
わ
れ
る
、
ご
縁
と
か
ご
恩
と
い
っ
て
も
い
い
。
そ
れ
が
宗
教
性
を
深
め
て
い
っ
た
ら
、
諸
仏
に
な
る

ん
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
私
た
ち
の
存
在
は
、
ガ
ン
ジ
ス
河
の
砂
の
数
ほ
ど
の
条
件
・
因
縁
に
よ
っ
て
起
こ
っ
て
い
る
、
存
在
し
て
い
る

と
い
う
。
こ
れ
が
縁
起
と
い
う
言
葉
の
意
味
で
す
。
す
な
わ
ち
、
無
量
無
数
に
し
て
計
り
知
れ
な
い
ほ
ど
の
、
無
量
無
数
と
言
っ
て
い
い

ほ
ど
の
様
々
な
条
件
に
よ
っ
て
、
た
だ
い
ま
の
こ
の
瞬
間
の
私
は
存
在
し
得
て
い
る
と
い
う
の
が
縁
起
と
い
う
言
葉
の
意
味
な
ん
で
す
。



来
年
ぜ
ひ
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
そ
し
て
、
イ
ン
ド
の
ベ
ナ
レ
ス
で
、
ガ
ン
ジ
ス
河
を
見
て
く
だ
さ
い
。
す
ご
い
大
き
な
河
で
す
。
あ
の
河

の
砂
の
数
ほ
ど
の
条
件
が
い
ま
こ
の
私
と
な
っ
て
い
る
、
と
ん
で
も
な
い
こ
と
を
考
え
ま
す
ね
。
あ
の
砂
の
数
、
数
え
き
れ
ま
す
か
ね
。

必
ず
数
え
き
れ
る
は
ず
で
す
。
無
限
に
あ
る
わ
け
じ
ゃ
な
い
で
す
か
ら
。
無
限
に
あ
っ
た
ら
、
地
球
上
は
ガ
ン
ジ
ズ
河
の
砂
の
数
で
埋
ま

っ
ち
ゃ
い
ま
す
か
ら
。
必
ず
限
り
が
あ
る
ん
だ
け
ど
も
、
と
て
も
じ
ゃ
な
い
け
ど
人
間
の
能
力
で
は
無
理
で
す
。

と
も
か
く
も
ガ
ン
ジ
ス
河
の
砂
の
数
ほ
ど
の
ご
縁
・
条
件
が
私
と
な
っ
て
い
る
。
い
ま
の
私
を
私
た
ら
し
め
て
い
る
条
件
の
一
つ
を
取

り
上
げ
て
み
た
ら
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
私
が
こ
こ
で
話
を
し
て
い
る
の
は
、
今
年
た
ま
た
ま
学
会
長
だ
か
ら
で
し
よ
。
学
会
長
と
い
う
条

件
一
つ
が
欠
け
た
ら
い
ま
こ
こ
で
話
は
で
き
な
い
。
話
を
さ
せ
て
く
れ
と
言
っ
て
も
。
そ
う
い
う
よ
う
に
、
い
ろ
い
ろ
な
条
件
が
い
ま
の

こ
の
私
の
こ
の
瞬
間
を
形
成
し
て
い
る
。
さ
っ
き
そ
こ
に
座
っ
て
い
た
私
は
も
う
い
ま
せ
ん
。
タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
で
過
去
に
戻
れ
た
ら
別

で
す
が
。
こ
れ
か
ら
話
を
終
え
る
私
も
ま
だ
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
こ
こ
に
只
今
い
る
私
の
存
在
は
間
違
い
な
い
で
す
ね
。
こ
の
只
今
の

一
瞬
を
形
成
し
て
い
る
諸
条
件
、
い
ろ
い
ろ
な
条
件
は
ガ
ン
ジ
ス
河
の
砂
の
数
ほ
ど
あ
る
と
言
う
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
条
件
を
一

つ
一
つ
取
り
去
っ
て
い
っ
た
な
ら
ば
、
私
は
こ
こ
に
存
在
し
て
い
な
い
。
只
今
い
る
私
は
あ
り
得
な
く
な
り
ま
す
。

釈
尊
と
い
う
人
は
は
ず
る
い
人
で
、
自
分
で
な
か
な
か
答
え
を
言
わ
な
い
ん
で
す
。
相
手
に
言
わ
せ
る
。
「
こ
の
私
の
存
在
は
、
無
常

で
あ
ろ
う
か
、
常
住
で
あ
ろ
う
か
」
。
わ
か
り
き
っ
て
い
ま
す
ね
、
無
常
だ
と
い
う
こ
と
は
。
ご
自
身
で
言
え
ば
言
い
の
に
、
言
わ
な
い

ん
で
す
。
相
手
に
言
わ
せ
る
。
「
は
い
、
世
尊
よ
、
こ
の
私
の
存
在
は
無
常
で
あ
り
ま
す
」
。
そ
れ
な
ら
、
「
無
常
な
も
の
は
、
楽
し
み
で

あ
ろ
う
か
、
苦
し
み
で
あ
ろ
う
か
」
。
そ
ん
な
こ
と
も
わ
か
っ
て
ま
す
よ
ね
。
無
常
な
も
の
は
苦
し
み
に
き
ま
っ
て
ま
す
。
そ
れ
を
、
釈

尊
は
言
わ
な
い
。
相
手
に
言
わ
せ
る
。
「
は
い
、
世
尊
よ
、
苦
し
み
で
あ
り
ま
す
」
。
そ
れ
で
は
、
計
無
常
で
あ
り
、
自
分
の
思
い
通
り
に

な
ら
な
い
苦
し
み
の
身
で
あ
る
こ
の
私
の
存
在
に
は
、
確
か
な
私
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
確
か
な
私
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
」
こ
れ

も
答
え
は
わ
か
っ
て
ま
す
よ
ね
。
確
か
な
私
が
あ
っ
た
ら
無
常
で
は
な
い
し
、
苦
し
ま
な
い
は
ず
で
す
。
楽
は
無
常
で
な
く
て
常
住
に
存
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こ
の
縁
起
と
い
う
基
本
が
仏
教
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
二
人
の
ひ
と
の
帰
仏
に
至
る
話
を
紹
介
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
一
つ

は
、
舎
利
弗
と
い
う
人
で
す
が
、
知
っ
て
い
ま
す
か
。
釈
尊
の
十
大
弟
子
の
ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
で
す
。
智
慧
第
一
と
言
わ
れ
た
舎
利
弗
と
い

う
人
。
シ
ャ
ー
リ
プ
ト
ラ
で
す
。
舎
利
弗
が
ど
う
し
て
仏
教
徒
に
な
っ
た
の
か
。
彼
は
六
師
外
道
の
或
る
先
生
の
高
弟
と
し
て
、
釈
尊
が

三
十
五
歳
で
覚
り
を
開
い
た
頃
に
は
、
イ
ン
ド
で
名
を
は
せ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
い
っ
ぱ
し
の
宗
教
家
だ
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
の

舎
利
弗
が
、
釈
尊
の
初
転
法
輪
に
お
い
て
釈
尊
と
同
じ
覚
り
を
得
た
五
人
の
仲
間
の
一
人
の
ア
ッ
サ
ジ
、
馬
勝
と
漢
訳
さ
れ
ま
す
が
、
そ

の
ア
ッ
サ
ジ
と
出
合
う
の
で
す
。
ア
ッ
サ
ジ
が
向
こ
う
か
ら
や
っ
て
来
る
。
そ
れ
に
対
し
て
舎
利
弗
は
こ
っ
ち
か
ら
歩
い
て
い
く
。
そ
う

す
る
と
ア
ッ
サ
ジ
の
な
ん
と
も
言
え
な
い
物
静
か
な
端
正
で
道
理
に
か
な
っ
た
遊
行
者
と
し
て
の
歩
み
、
目
を
足
元
に
向
け
て
、
ゆ
っ
く

り
と
歩
み
を
運
ん
で
く
る
。
そ
の
ア
ッ
サ
ジ
の
姿
を
見
て
、
舎
利
弗
は
、
き
っ
と
何
か
を
感
じ
た
ん
で
す
ね
。
こ
れ
は
ち
ょ
っ
と
普
通
の

出
家
者
と
違
う
ぞ
。
そ
れ
で
、
舎
利
弗
は
近
づ
い
て
き
た
ア
ッ
サ
ジ
に
尋
ね
る
ん
で
す
。
「
あ
な
た
の
先
生
は
ど
う
い
う
お
方
で
す
か
、

ど
う
い
う
こ
と
を
お
説
き
に
な
っ
て
い
ま
す
か
」
と
尋
ね
る
。
そ
の
時
に
、
ア
ッ
サ
ジ
は
「
私
は
ま
だ
、
大
沙
門
で
あ
る
世
尊
の
教
え
を

聞
い
て
日
が
浅
い
か
ら
、
十
分
に
世
尊
の
教
え
を
了
解
し
て
い
る
者
と
は
言
え
ま
せ
ん
が
、
こ
の
よ
う
に
聞
い
て
お
り
ま
す
」
。
も
の
す

ご
く
謙
虚
に
答
え
る
ん
で
す
。
そ
の
答
え
の
内
容
と
い
う
の
が
こ
の
こ
と
な
ん
で
す
。
「
す
べ
て
の
も
の
は
因
縁
に
よ
っ
て
生
じ
、
因
縁

在
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
か
ら
。
確
か
な
私
が
な
い
か
ら
無
常
で
あ
り
苦
し
み
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
う
す
る
と
弟
子
は
確
か
な
私
が
あ

る
と
答
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
、
「
確
か
な
私
は
あ
り
ま
せ
ん
」
。
ち
ゃ
ん
と
相
手
に
答
え
を
言
わ
せ
る
。
そ
の
確
か
な
私
が
な
い
と
い

う
こ
と
を
「
無
我
」
と
言
う
の
で
す
。
ア
ー
ト
マ
ン
の
こ
と
を
漢
訳
で
「
我
」
と
漢
訳
す
る
。
で
す
か
ら
、
こ
の
私
は
縁
起
で
あ
る
が
故

に
、
ガ
ン
ジ
ス
河
の
砂
の
数
ほ
ど
の
諸
条
件
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
が
故
に
、
そ
の
諸
条
件
を
取
り
払
っ
て
い
っ
て
し
ま
っ
た
な
ら

ば
、
何
か
が
残
る
か
、
何
も
残
ら
な
い
。
そ
れ
を
無
我
と
い
う
。
だ
か
ら
ア
ー
ト
マ
ン
は
な
い
。
こ
れ
が
仏
教
の
基
本
な
ん
で
す
。
時
間

が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
不
充
分
で
す
が
、
一
応
こ
の
よ
う
に
仏
教
の
基
本
を
お
さ
え
て
お
き
ま
す
。
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が
減
す
れ
ば
消
滅
す
る
、
そ
の
よ
う
に
世
尊
は
説
い
て
お
り
ま
す
。
」
こ
れ
聞
い
て
舎
利
弗
は
び
っ
く
り
仰
天
す
る
ん
で
す
。
い
ま
ま
で

聞
い
た
こ
と
も
な
い
教
え
な
ん
で
す
。
だ
い
た
い
想
像
が
つ
く
で
し
ょ
う
。
宗
教
と
い
っ
た
ら
、
神
か
何
か
が
い
て
、
そ
の
神
の
力
に
す

が
っ
て
願
い
ご
と
を
か
な
え
て
も
ら
お
う
と
。
そ
ん
な
話
で
し
ょ
う
。
人
間
を
超
え
た
大
き
な
力
に
、
人
間
は
力
弱
い
か
ら
、
頼
み
ご
と

を
し
て
な
ん
と
か
自
分
の
都
合
の
い
い
よ
う
に
か
な
え
て
も
ら
お
う
。
そ
ん
な
の
が
普
通
の
宗
教
で
す
。
そ
ん
な
こ
と
ば
か
り
聞
い
て
い

た
舎
利
弗
に
と
っ
て
は
、
「
す
べ
て
の
存
在
は
因
縁
に
よ
っ
て
生
じ
、
因
縁
が
減
す
れ
ば
消
滅
し
て
い
く
」
。
こ
れ
は
い
ま
ま
で
聞
い
た
こ

と
の
な
い
教
え
だ
と
。
そ
こ
で
彼
は
釈
尊
の
と
こ
ろ
行
っ
て
説
法
を
聞
い
て
、
そ
し
て
即
座
に
教
団
に
入
る
。
し
か
も
、
二
百
五
十
人
の

弟
子
を
引
き
連
れ
て
来
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
二
百
五
十
人
と
い
う
数
字
は
当
て
に
な
り
ま
せ
ん
。
イ
ン
ド
の
数
字
っ
て
当
て
に
な
り

ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
そ
れ
だ
け
の
弟
子
を
連
れ
て
行
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
多
く
の
弟
子
が
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
、
も
う
す
で
に
。
だ

か
ら
、
彼
は
い
っ
ぱ
し
の
宗
教
家
と
し
て
名
を
は
せ
て
、
彼
の
教
え
の
も
と
に
従
っ
て
い
た
弟
子
も
い
た
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。
舎
利

弗
が
仏
教
の
教
団
に
入
っ
た
の
は
そ
う
い
う
事
情
な
ん
で
す
。
舎
利
弗
の
帰
仏
は
釈
尊
が
四
十
才
に
な
る
ま
で
、
覚
り
を
ひ
ら
い
て
五
年

ほ
ど
の
間
の
で
き
ご
と
で
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
大
乗
仏
教
の
思
想
的
大
成
者
と
言
わ
れ
て
い
る
龍
樹
菩
薩
。
龍
樹
菩
薩
の
名
を
知
ら
な
い
人
は
こ
れ
か
ら
勉
強
し
て
く
だ
さ

い
。
説
明
し
て
い
る
と
時
間
が
な
く
な
り
ま
す
か
ら
。
龍
樹
、
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
と
い
う
人
に
よ
っ
て
、
大
乗
仏
教
は
思
想
的
に
確
立

さ
れ
た
と
言
わ
れ
て
る
偉
大
な
人
で
す
。
日
本
で
も
い
ろ
ん
な
仏
教
の
宗
派
が
あ
り
ま
す
け
ど
も
、
凝
然
の
「
八
宗
綱
要
」
に
よ
り
ま
す

と
、
鎌
倉
仏
教
以
前
の
八
宗
で
は
ど
の
宗
派
で
も
龍
樹
を
祖
師
と
し
て
仰
い
で
い
る
ん
で
す
。
八
宗
の
祖
師
と
こ
う
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

奈
良
の
六
宗
と
、
そ
れ
か
ら
平
安
朝
に
入
っ
て
か
ら
の
日
本
天
台
宗
と
真
言
密
教
の
真
言
宗
、
こ
の
二
つ
を
加
え
た
八
つ
の
宗
の
ど
の
宗

派
で
も
龍
樹
は
祖
師
と
仰
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ほ
ど
偉
大
な
龍
樹
が
な
ぜ
仏
教
徒
に
な
っ
た
の
か
。
彼
は
バ
ラ
モ
ン
階
級
の
生
ま
れ
な
ん

で
す
。
本
来
な
ら
ば
バ
ラ
モ
ン
の
教
え
に
従
っ
て
い
る
人
な
ん
で
す
。
そ
れ
が
な
ぜ
仏
教
徒
に
改
宗
し
た
の
か
。
龍
樹
の
主
著
と
し
て
有
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そ
う
い
っ
た
よ
う
に
、
こ
の
縁
起
と
い
う
こ
と
が
仏
教
の
教
え
の
ベ
ー
ス
な
ん
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
業
報
に
よ
る
輪
廻
転
生
を
否

定
す
る
た
め
の
縁
起
・
無
我
と
い
う
仏
教
の
基
本
が
ど
っ
か
で
少
し
ず
つ
軌
道
を
は
ず
れ
だ
し
た
ん
で
す
。
そ
れ
で
、
業
報
に
よ
る
輪
廻

転
生
と
い
う
当
時
の
イ
ン
ド
の
宗
教
界
の
常
識
を
仏
教
の
中
に
取
り
入
れ
だ
し
た
ん
で
す
。
な
ぜ
な
の
か
。
そ
う
い
う
こ
と
を
研
究
し
て

い
る
学
者
は
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
ど
、
民
族
宗
教
を
脱
し
た
は
ず
の
仏
教
が
、
そ
の
民
族
宗
教
の
中
に
逆
戻
り
す
る
と
い
う
、
そ
う

い
う
現
象
を
起
こ
し
た
と
い
う
こ
と
が
一
つ
。
も
う
一
つ
は
、
業
報
に
よ
る
輪
廻
転
生
と
い
う
考
え
方
は
、
善
を
行
わ
し
め
、
悪
を
行
わ

し
め
な
い
と
い
う
宗
教
倫
理
と
し
て
す
ぐ
れ
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
初
期
の
経
典
を
見
る
と
だ
い
た
い
道
徳
経
で
す
。
善
い
こ
と
を
し
な

名
な
『
根
本
中
論
偶
」
、
こ
の
書
名
も
ま
だ
聞
い
た
こ
と
な
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
こ
れ
か
ら
演
習
Ｉ
や
、
演
習
Ⅱ

で
説
明
し
て
も
ら
え
る
と
い
い
ん
で
す
が
。
龍
樹
の
根
本
思
想
を
解
明
す
る
た
め
に
は
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
書
物
と
し
て
「
根
本
中
論

偶
」
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
「
根
本
中
論
偶
』
を
作
る
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
最
初
に
龍
樹
が
言
う
て
い
る
こ
と
、
こ
れ
を
帰
敬
偶
と
い
い
ま

す
。
こ
れ
か
ら
こ
の
『
根
本
中
論
掲
」
を
作
る
け
れ
ど
も
、
ど
う
い
う
姿
勢
で
こ
の
『
根
本
中
論
偶
」
を
作
る
か
、
ど
う
い
う
方
の
教
え

に
従
っ
て
こ
の
書
物
を
作
る
か
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
あ
る
。
帰
敬
偶
と
い
い
ま
す
。
そ
の
帰
敬
偶
に
彼
は
明
確
に
き
ち
っ
と
態
度
表
明

を
し
て
い
ま
す
。
龍
樹
と
い
う
人
は
い
ま
か
ら
千
八
百
年
前
の
方
で
す
。
二
世
紀
か
ら
三
世
紀
に
生
存
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
龍

樹
が
、
当
時
も
、
現
代
と
同
じ
よ
う
に
い
ろ
い
ろ
な
宗
教
家
が
い
て
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
説
い
て
い
た
と
思
う
ん
で
す
。
そ
う
い
う
社

会
状
況
の
中
で
、
宗
教
事
情
の
中
で
、
龍
樹
は
、
「
縁
起
を
お
説
き
に
な
る
世
尊
を
諸
々
の
説
法
者
の
中
の
最
高
の
お
方
で
あ
る
と
敬
礼

す
る
」
と
こ
う
言
い
き
っ
て
い
る
。
「
諸
々
の
説
法
者
」
、
い
ろ
ん
な
宗
教
が
あ
っ
た
ん
で
し
ょ
う
。
「
諸
々
の
説
法
者
」
と
い
う
の
は
仏

教
だ
け
じ
ゃ
な
い
。
い
ろ
い
ろ
な
教
え
が
あ
る
。
い
ろ
い
ろ
な
教
え
を
説
い
て
い
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
、
「
縁
起
を
説
き
給
え
る
世
尊

を
そ
の
最
高
の
お
方
で
あ
る
と
私
は
敬
礼
い
た
し
ま
す
。
」
と
。
縁
起
が
説
か
れ
て
い
な
か
っ
た
ら
彼
は
仏
教
徒
に
な
っ
て
い
な
か
っ
た

ん
で
す
。
縁
起
を
説
い
て
い
る
世
尊
こ
そ
が
最
高
だ
、
こ
れ
こ
そ
が
最
高
の
教
え
だ
と
撰
択
し
て
、
龍
樹
は
仏
教
に
帰
依
し
た
ん
で
す
。
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も
う
一
つ
は
、
こ
れ
は
私
だ
け
が
主
張
し
て
い
る
理
由
で
す
が
、
仏
教
は
神
を
持
た
な
い
宗
教
で
す
。
従
い
ま
し
て
、
釈
尊
は
最
後
の

旅
の
中
で
、
自
分
が
亡
く
な
っ
た
後
は
、
自
分
自
身
を
た
よ
り
と
し
、
釈
尊
の
説
い
た
教
え
、
真
理
を
た
よ
り
と
な
さ
い
と
い
う
、
有
名

な
自
灯
明
・
法
灯
明
と
い
う
こ
と
を
お
説
き
に
な
ら
れ
た
け
れ
ど
も
、
弟
子
た
ち
は
そ
の
遺
言
を
守
り
な
が
ら
も
、
釈
尊
が
亡
く
な
っ
た

後
、
す
ぐ
に
釈
尊
を
神
に
仕
立
て
上
げ
て
い
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
私
が
ヒ
ン
ト
を
得
た
の
は
も
う
だ
い
ぶ
前
で
、
若
い
頃
で
す

け
れ
ど
、
タ
ゴ
ー
ル
と
い
う
、
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
を
受
け
た
近
代
の
イ
ン
ド
の
詩
人
が
仏
陀
に
つ
い
て
の
評
論
を
書
い
て
い
る
、
そ
れ
を

読
ん
だ
時
に
、
仏
陀
は
す
ば
ら
し
い
人
だ
っ
た
け
れ
ど
も
、
仏
弟
子
た
ち
が
犯
し
た
過
ち
が
あ
る
。
そ
れ
は
仏
陀
を
神
、
人
間
を
超
え
た

存
在
に
す
る
努
力
を
し
て
し
ま
っ
た
。
人
間
が
神
に
な
れ
る
は
ず
が
な
い
。
ヒ
ン
ズ
ー
教
徒
の
タ
ゴ
ー
ル
か
ら
す
れ
ば
あ
た
り
ま
え
の
こ

と
で
す
。
人
間
が
神
に
な
れ
る
は
ず
が
な
い
の
に
、
仏
弟
子
た
ち
は
釈
尊
を
神
に
近
づ
け
よ
う
と
し
た
。
そ
う
い
う
こ
と
を
批
判
し
て
い

ま
す
。
そ
の
評
論
に
で
あ
っ
た
時
に
、
そ
う
す
る
と
釈
尊
の
覚
り
は
神
の
覚
り
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
私
が
覚
っ
た
ら
神
に
な

さ
い
、
悪
い
こ
と
を
し
た
ら
い
け
な
い
と
説
い
て
あ
り
ま
す
。
あ
あ
い
う
も
の
を
見
て
い
く
と
人
間
の
道
徳
・
倫
理
の
た
め
に
、
輪
廻
転

生
説
は
た
い
へ
ん
役
に
立
ち
ま
す
。
善
い
こ
と
を
行
え
ば
楽
が
与
え
ら
れ
る
。
悪
い
こ
と
を
行
え
ば
苦
が
与
え
ら
れ
る
と
い
う
、
輪
廻
転

生
は
非
常
に
わ
か
り
や
す
く
、
道
徳
・
倫
理
の
上
で
必
要
に
な
っ
て
き
た
。
本
来
は
仏
教
は
道
徳
と
関
係
あ
り
ま
せ
ん
。
道
徳
を
超
え
て

い
る
の
が
仏
教
で
す
。
善
も
必
要
と
せ
ず
、
悪
も
怖
れ
な
い
。
た
だ
ひ
た
す
ら
自
己
の
縁
起
と
い
う
命
を
生
き
き
っ
て
い
く
。
こ
れ
が
仏

教
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
道
徳
に
と
ら
わ
れ
る
必
要
な
か
っ
た
ん
だ
け
れ
ど
、
ど
う
し
て
も
道
徳
を
取
り
入
れ
て
し
ま
う
。
善
い
こ

と
を
し
ま
し
ょ
う
。
悪
い
こ
と
を
し
ち
ゃ
い
け
ま
せ
ん
と
言
わ
れ
る
と
、
そ
れ
は
基
本
的
な
事
柄
で
は
な
い
と
は
言
い
ず
ら
く
な
る
。
そ

れ
で
、
道
徳
と
い
う
面
で
輪
廻
転
生
説
を
仏
教
の
中
に
、
善
因
楽
果
・
悪
因
苦
果
、
善
い
こ
と
を
行
え
ば
楽
が
与
え
ら
れ
る
。
悪
い
こ
と

を
行
え
ば
苦
が
与
え
ら
れ
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
道
徳
・
倫
理
と
し
て
輪
廻
転
生
を
受
け
入
れ
利
用
し
た
。
こ
れ
が
二
つ
目
の
理
由
と
し

て
考
え
ら
れ
ま
す
。
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そ
こ
で
仏
弟
子
た
ち
は
困
っ
た
わ
け
で
す
。
釈
尊
は
ア
ー
ト
マ
ン
は
存
在
し
な
い
と
説
い
た
の
で
す
。
私
た
ち
の
業
を
未
来
世
に
持
っ

て
行
っ
て
く
れ
る
ア
ー
ト
マ
ン
は
存
在
し
な
い
と
言
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
で
困
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
こ
で
考
え
出
し
た
の
は
と
て
つ
も

な
い
こ
と
を
考
え
た
ん
で
す
。
業
（
行
為
）
自
身
に
そ
う
い
う
働
き
が
あ
る
ん
だ
と
。
こ
の
世
で
行
っ
た
業
自
身
に
、
次
の
世
に
果
報
を

も
た
ら
す
働
き
が
あ
る
ん
だ
と
。
そ
う
い
う
こ
と
を
説
き
だ
し
た
ん
で
す
。
そ
の
た
め
に
、
業
論
の
成
立
が
必
要
と
な
っ
た
の
で
す
。
そ

の
一
つ
と
し
て
、
説
一
切
有
部
の
業
論
を
取
り
あ
げ
て
見
ま
す
と
、
人
間
の
業
に
は
三
種
類
あ
る
。
こ
れ
は
、
説
一
切
有
部
の
『
毘
婆
沙

こ
の
よ
う
に
、
三
つ
ほ
ど
の
理
由
が
と
に
か
く
考
え
ら
れ
ま
す
。
一
つ
目
は
民
族
宗
教
へ
の
逆
戻
り
現
象
を
起
こ
し
た
。
二
つ
目
は
宗

教
倫
理
と
し
て
受
け
入
れ
、
仏
教
と
道
徳
を
一
緒
に
し
た
。
三
つ
目
は
自
ら
の
覚
り
を
実
現
す
る
た
め
に
は
輪
廻
転
生
を
受
け
入
れ
ざ
る

を
え
な
く
な
っ
た
。
こ
の
ぐ
ら
い
の
理
由
で
、
輪
廻
転
生
を
仏
教
は
取
り
込
ん
で
い
っ
た
。
輪
廻
転
生
と
い
う
の
は
当
時
の
イ
ン
ド
の
社

会
の
常
識
で
す
。
そ
の
束
縛
か
ら
仏
教
は
離
脱
し
よ
う
と
し
た
わ
け
で
す
。
輪
廻
転
生
は
世
間
の
教
え
で
す
。
仏
教
は
出
世
間
で
す
。
輪

廻
を
超
え
る
教
え
を
説
い
た
の
に
、
そ
の
超
え
る
教
え
を
説
い
た
出
世
間
道
の
中
に
世
間
道
を
取
り
入
れ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
す
。
道
徳

と
し
て
。
そ
こ
に
大
き
な
問
題
が
生
じ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
。

っ
て
し
ま
う
。
そ
う
す
る
と
、
釈
尊
の
覚
り
は
人
間
に
は
覚
れ
な
い
。
釈
尊
は
覚
り
を
得
て
神
に
な
っ
た
わ
け
で
す
か
ら
、
私
が
も
し
覚

っ
た
ら
神
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
困
り
ま
す
。
そ
こ
に
ジ
レ
ン
マ
が
生
じ
て
、
こ
の
世
で
は
人
間
は
神
に
な
れ
な
い
、
従
っ
て
覚
り

を
得
る
も
の
に
な
れ
な
い
。
だ
か
ら
、
輪
廻
転
生
を
受
け
入
れ
て
何
度
も
生
ま
れ
変
っ
て
修
行
を
続
け
な
け
れ
ば
覚
り
が
開
け
な
い
。
そ

う
い
う
論
理
に
陥
っ
た
、
ジ
レ
ン
マ
に
陥
っ
た
ん
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ

は
私
の
独
自
の
見
解
な
ん
で
す
が
、
だ
か
ら
今
で
も
、
ど
ん
な
に
修
行
し
て
も
、
次
の
世
に
生
ま
れ
変
わ
ら
な
け
れ
ば
仏
に
は
な
れ
な
い
、

と
い
う
発
想
が
仏
教
の
中
に
定
着
し
て
い
き
ま
す
。
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イ
ン
ド
の
一
般
の
宗
教
で
は
ア
ー
ト
マ
ン
の
よ
う
な
霊
的
実
在
を
ち
ゃ
ん
と
想
定
し
て
い
て
、
そ
の
霊
的
実
在
が
私
た
ち
の
業
の
報
い

を
次
の
世
に
運
ん
で
行
く
と
言
う
、
そ
の
方
が
論
理
的
で
し
ょ
う
。
そ
う
じ
ゃ
な
し
に
業
自
身
が
そ
う
い
う
働
き
を
持
つ
と
主
張
し
は
じ

め
る
、
業
は
ア
ー
ト
マ
ン
と
同
じ
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
う
い
う
問
題
が
起
こ
る
わ
け
で
す
。
し
か
し
、
そ
れ
は
非
常
に
説
明
が
難

し
い
。
あ
り
え
な
い
こ
と
を
説
明
す
る
ん
だ
か
ら
難
し
い
で
す
。
私
た
ち
の
現
実
の
世
の
中
を
見
て
下
さ
い
。
善
い
こ
と
を
し
た
人
は
す

べ
て
楽
に
な
っ
て
い
ま
す
か
。
悪
い
こ
と
し
た
人
は
す
べ
て
苦
し
ん
で
ま
す
か
。
悪
い
こ
と
し
た
人
が
楽
し
ん
で
い
た
り
、
善
い
こ
と
し

た
人
が
苦
し
ん
で
い
る
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
善
い
こ
と
し
た
ら
楽
が
与
え
ら
れ
る
と
か
。
悪
い
こ
と
し
た
ら
苦
が
与
え
ら
れ
る
と
い
う
短

絡
的
な
こ
と
を
仏
教
が
説
く
は
ず
が
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
現
実
性
を
持
た
な
い
ん
で
す
。
い
や
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
。
あ
の
人
は
悪
い

こ
と
し
て
、
い
ま
ね
大
金
持
ち
に
な
っ
て
い
い
顔
し
て
る
け
れ
ど
、
死
ん
だ
ら
地
獄
に
落
ち
る
と
言
っ
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
そ
ん
な
こ
と

は
何
の
確
か
さ
も
あ
り
ま
せ
ん
。
私
た
ち
は
善
い
こ
と
を
し
て
楽
が
与
え
ら
れ
、
悪
い
こ
と
を
し
て
苦
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
願
う
け
れ
ど

も
、
そ
れ
は
現
実
と
遊
離
し
た
発
想
で
す
。
私
が
い
つ
も
言
っ
て
い
る
こ
と
で
す
が
、
善
と
悪
と
い
う
行
為
に
つ
い
て
は
、
そ
の
結
果
に

お
い
て
し
か
あ
り
え
な
い
の
で
す
。
結
果
に
立
っ
て
そ
の
因
と
し
て
の
善
悪
の
行
為
が
成
立
す
る
の
で
す
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
後

論
」
の
中
に
出
て
き
ま
す
。
身
体
の
行
為
と
い
う
業
と
、
言
葉
で
語
る
と
い
う
業
と
、
そ
れ
か
ら
心
の
中
で
思
う
と
い
う
業
と
、
こ
れ
を

身
口
意
の
三
業
と
い
い
ま
す
。
そ
の
三
業
に
三
種
類
あ
る
。
一
つ
は
、
何
の
果
も
引
か
な
い
単
な
る
動
き
、
行
為
の
こ
と
が
一
つ
。
二
つ

目
は
仏
教
の
作
法
の
こ
と
。
儀
式
と
か
声
明
と
か
、
い
ろ
い
ろ
あ
る
。
そ
う
い
う
仏
教
行
事
と
か
、
仏
教
の
法
要
の
た
め
の
作
法
の
こ
と

を
業
と
い
う
の
で
す
。
こ
の
業
に
つ
い
て
は
漢
訳
に
す
る
時
に
業
と
訳
さ
な
い
で
掲
磨
と
、
業
の
原
語
カ
ル
マ
を
発
音
通
り
謁
磨
と
い
う
。

掲
磨
と
漢
訳
す
る
場
合
は
仏
教
行
事
の
い
ろ
ん
な
作
法
の
こ
と
で
す
。
そ
し
て
三
つ
目
に
は
、
こ
の
世
で
行
っ
た
行
為
を
次
の
世
に
運
ん

で
行
っ
て
、
善
業
を
行
っ
た
者
は
楽
を
与
え
る
と
い
う
、
意
思
を
持
っ
た
業
が
三
つ
目
で
す
。
こ
の
三
種
の
業
を
立
て
始
め
る
ん
で
す
。

苦
肉
の
発
想
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
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一
つ
は
、
『
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
」
の
言
葉
で
す
。
「
生
ま
れ
に
よ
っ
て
尊
い
人
と
な
る
の
で
は
な
い
。
生
ま
れ
に
よ
っ
て
卑
し
い
人
と
な

る
の
で
は
な
い
。
行
為
に
よ
っ
て
尊
い
人
と
も
な
り
、
行
為
に
よ
っ
て
卑
し
い
人
と
も
な
る
の
で
あ
る
」
。
も
し
輪
廻
転
生
と
い
う
、
業

報
の
思
想
を
受
け
入
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
私
た
ち
は
生
ま
れ
に
よ
っ
て
自
分
の
身
分
が
決
ま
る
わ
け
で
す
。
過
去
世
に
行
っ
た
行
い
の
報

い
を
受
け
て
こ
の
世
に
尊
い
人
に
生
ま
れ
る
し
、
あ
る
い
は
卑
し
い
人
に
生
ま
れ
る
。
そ
れ
を
釈
尊
は
こ
こ
で
否
定
し
て
い
ま
す
。
そ
う

で
は
な
く
、
行
為
に
よ
っ
て
卑
し
い
人
と
も
な
り
、
行
為
に
よ
っ
て
尊
い
人
と
も
な
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
農
夫
を
考
え
て
み
て
下
さ

い
。
農
夫
だ
け
で
は
農
夫
に
な
ら
な
い
の
で
す
。
畑
を
耕
す
と
い
う
行
為
に
よ
っ
て
農
夫
と
な
る
ん
で
す
。
畑
を
耕
さ
な
い
農
夫
と
い
う

の
は
あ
り
え
ま
せ
ん
。
言
葉
の
上
で
は
「
畑
を
耕
さ
な
い
農
夫
」
を
考
え
ま
す
け
ど
も
、
畑
を
耕
す
と
い
う
行
為
が
な
け
れ
ば
農
夫
と
は

言
え
な
い
ん
で
す
。
子
供
が
生
ま
れ
る
と
い
う
現
実
が
な
け
れ
ば
親
と
は
な
り
え
ま
せ
ん
。
親
か
ら
子
が
生
ま
れ
る
と
い
う
発
想
は
間
違

こ
の
よ
う
に
、
人
間
の
行
っ
た
行
為
自
身
が
、
次
の
世
に
果
報
を
運
ん
で
い
く
意
思
を
持
つ
と
い
う
論
理
を
展
開
せ
ざ
る
を
え
な
く
な

っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
ア
ー
ト
マ
ン
の
存
在
を
否
定
し
ま
し
た
か
ら
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
な
ん
と
か
説
明
し
よ
う
と
し
て
膨
大
な
業
論

が
出
来
上
が
っ
て
い
く
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
、
阿
毘
達
磨
の
教
相
を
説
明
し
て
い
る
『
阿
毘
達
磨
倶
舎
論
」
と
い
う
書
物
を
見
る
と
、

業
に
関
す
る
説
明
が
一
番
多
い
ん
で
す
。
「
界
二
、
根
五
、
世
間
五
、
業
六
、
随
三
、
賢
聖
四
、
智
二
、
定
二
、
破
我
一
品
。
是
名
倶
舎

三
十
巻
」
と
、
九
品
三
十
巻
の
『
倶
舎
論
」
の
う
ち
六
巻
ま
で
を
費
や
し
て
業
の
説
明
を
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
と
も
か
く
も
、
先
に
指

摘
し
た
よ
う
な
三
つ
の
理
由
か
ら
、
輪
廻
転
生
と
い
う
イ
ン
ド
社
会
の
常
識
を
仏
教
は
取
り
入
れ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
、
そ
の
た
め
に

は
業
論
を
作
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
に
陥
っ
た
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
釈
尊
は
業
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
か
ら
説
明
し

ま
す
よ
う
に
、
非
常
に
明
確
な
独
自
の
業
論
を
説
い
て
い
る
の
で
す
。

に
説
明
し
ま
す
。
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こ
れ
が
釈
尊
の
業
に
対
す
る
基
本
的
な
考
え
方
で
す
。
こ
れ
を
受
け
継
い
で
、
龍
樹
の
先
ほ
ど
触
れ
ま
し
た
『
根
本
中
論
偶
』
が
こ
の

こ
と
を
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
「
行
為
者
は
行
為
に
よ
っ
て
起
こ
り
、
行
為
は
そ
の
行
為
者
に
よ
っ
て
起
こ
る
。
そ
れ
以
外
〔
の
業

報
の
成
立
〕
の
原
因
を
、
私
た
ち
は
見
な
い
。
」
と
い
う
。
こ
れ
は
『
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
」
の
基
本
思
想
を
受
け
継
い
で
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
釈
尊
の
業
論
に
つ
い
て
は
、
も
う
一
つ
大
事
な
釈
尊
の
主
張
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
「
業
は
思
で
あ
る
」
と
い
う
考
え
で

す
。
思
と
い
う
の
は
意
思
と
い
う
こ
と
で
、
業
の
問
題
は
意
思
、
す
な
わ
ち
心
の
事
柄
で
あ
る
と
い
う
、
釈
尊
独
自
の
業
論
が
あ
り
ま
す
。

当
時
の
イ
ン
ド
の
宗
教
家
に
は
な
い
独
自
の
主
張
で
す
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
充
分
に
説
明
す
る
時
間
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
別
の
機

会
に
詳
し
く
取
り
上
げ
て
見
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
少
し
だ
け
触
れ
て
お
き
ま
す
と
、
例
え
ば
、
殺
生
、
生
き
物
を
殺
す
と
い
う
行
為
が

あ
っ
た
場
合
、
そ
れ
を
罪
悪
と
感
じ
苦
悩
す
る
人
も
い
れ
ば
、
そ
れ
に
罪
悪
を
感
じ
ず
苦
悩
し
な
い
人
も
い
る
わ
け
で
す
。
そ
の
場
合
、

罪
悪
を
感
じ
苦
悩
す
る
人
の
心
の
問
題
と
し
て
、
釈
尊
の
業
論
は
あ
る
わ
け
で
す
。
従
い
ま
し
て
、
そ
れ
に
罪
悪
を
感
じ
ず
苦
悩
し
な
い

人
の
た
め
に
は
釈
尊
の
業
論
は
意
味
が
な
い
の
で
す
。
よ
く
因
果
応
報
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
ま
す
が
、
こ
れ
は
苦
悩
し
て
い
る
と
い
う

事
実
に
お
い
て
の
み
成
立
す
る
の
で
あ
り
、
苦
悩
が
出
発
点
な
の
で
す
。
そ
の
苦
悩
の
中
に
因
果
応
報
を
見
て
行
く
の
が
仏
教
の
基
本
な

の
で
す
。
ま
た
、
法
律
の
よ
う
に
殺
生
に
罪
悪
を
感
じ
て
も
感
じ
な
く
て
も
、
そ
れ
を
悪
業
と
し
て
、
犯
罪
と
し
て
裁
く
よ
う
な
業
論
で

っ
て
る
ん
で
す
。
子
が
生
ま
れ
て
親
に
な
る
ん
で
す
。
だ
か
ら
、
子
供
か
ら
親
が
生
ま
れ
る
ん
で
す
。
そ
れ
を
私
た
ち
は
親
か
ら
子
が
生

ま
れ
る
。
親
が
い
て
子
が
生
ま
れ
る
。
そ
ん
な
こ
と
あ
り
え
ま
す
か
。
子
供
の
い
な
い
親
な
ど
い
な
い
。
子
供
が
生
ま
れ
て
親
に
な
る
ん

だ
か
ら
。
そ
う
い
う
よ
う
に
、
子
供
が
生
ま
れ
る
と
い
う
行
い
の
中
で
親
に
な
る
し
、
畑
を
耕
す
と
い
う
行
い
に
よ
っ
て
農
夫
と
言
わ
れ

る
ん
で
す
。
病
気
を
治
す
と
い
う
行
為
に
よ
っ
て
医
者
と
言
わ
れ
る
ん
で
す
。
医
者
が
い
て
治
療
す
る
ん
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
。
治
療
を
行

う
と
い
う
行
為
に
よ
っ
て
医
者
と
な
り
え
る
ん
で
す
。
そ
れ
が
い
ま
の
と
こ
ろ
の
「
行
為
に
よ
っ
て
卑
し
い
人
と
も
な
る
」
。
自
分
が
い

ま
何
を
行
う
か
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
尊
ば
れ
も
す
る
し
、
人
か
ら
軽
蔑
も
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
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で
す
か
ら
、
仏
教
と
い
う
の
は
科
学
じ
ゃ
な
い
の
で
す
。
現
在
の
只
今
の
、
こ
こ
に
存
在
し
て
い
る
私
と
い
う
身
の
事
実
か
ら
原
因
を

考
え
る
。
も
う
一
つ
付
け
加
え
て
お
き
ま
す
け
れ
ど
も
、
仏
教
の
業
論
は
只
今
の
こ
の
瞬
間
の
行
為
の
中
に
業
を
見
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

只
今
の
瞬
間
の
こ
の
業
の
中
に
お
い
て
、
そ
の
因
を
考
え
て
い
る
。
こ
れ
が
仏
教
の
基
本
で
、
事
実
に
立
っ
て
も
の
を
考
え
て
い
く
わ
け

も
な
い
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
釈
尊
の
業
論
は
、
行
為
者
と
行
為
の
相
互
関
係
に
お
い
て
心
の
問
題
と
し
て
の
み
成
立
し
、
そ
れ
以
外
の

客
観
的
な
因
果
応
報
と
し
て
の
因
果
律
、
そ
れ
を
科
学
的
な
因
果
律
と
言
っ
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
が
、
そ
う
い
う
法
則
で
も
な
く
、
ま
た
、

法
律
の
よ
う
な
外
部
の
因
果
律
、
そ
れ
を
約
束
事
と
し
て
の
因
果
律
と
言
っ
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
が
、
そ
う
い
う
法
律
で
も
な
い
の
で
す
、

こ
れ
が
仏
教
の
業
論
の
基
本
な
ん
で
す
。
し
か
し
、
そ
の
基
本
を
踏
み
外
し
て
先
ほ
ど
示
し
た
三
つ
の
理
由
か
ら
業
に
果
報
を
も
た
ら
す

意
思
を
付
着
さ
せ
る
こ
と
を
考
え
出
し
、
業
論
を
客
観
的
な
因
果
律
に
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
阿
毘
達
磨
仏
教
に
お
け
る
業
論
を
、
龍
樹

は
徹
底
的
に
批
判
し
ま
す
。
で
す
か
ら
、
龍
樹
が
批
判
し
た
事
柄
は
二
つ
あ
り
ま
す
。
仏
教
以
外
の
イ
ン
ド
の
宗
教
に
よ
っ
て
説
か
れ
て

い
る
ア
ー
ト
マ
ン
と
い
う
霊
的
実
在
や
、
阿
毘
達
磨
仏
教
が
説
く
私
た
ち
を
構
成
し
て
い
る
事
物
の
本
質
は
三
世
に
お
い
て
実
在
す
る
と

い
う
実
在
論
、
こ
の
二
つ
の
実
在
論
を
徹
底
的
に
批
判
し
ま
す
。
そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
は
、
龍
樹
は
実
在
論
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る

阿
毘
達
磨
の
業
論
を
詳
し
く
批
判
し
ま
す
。
龍
樹
が
一
人
称
で
批
判
す
る
の
は
、
そ
の
二
つ
で
す
。
龍
樹
が
「
私
は
」
と
か
「
私
た
ち

は
」
と
い
う
一
人
称
で
批
判
し
て
い
る
そ
の
一
つ
は
、
阿
毘
達
磨
の
業
論
で
す
。
そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
は
、
ア
ー
ト
マ
ン
と
か
物
質
の
本

質
を
説
く
実
在
論
を
批
判
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
彼
は
釈
尊
に
よ
っ
て
説
か
れ
た
縁
起
と
い
う
こ
と
を
、
私
た
ち
は
「
空
、
ゼ
ロ
で
あ

る
」
と
、
こ
の
私
は
ゼ
ロ
で
あ
る
と
い
う
身
の
事
実
に
目
覚
め
よ
と
、
こ
れ
が
仏
教
の
伝
統
で
あ
る
と
主
張
し
ま
す
。
こ
れ
が
先
ほ
ど
申

し
ま
し
た
縁
起
・
無
我
と
言
う
こ
と
で
、
縁
起
・
無
我
と
い
う
基
本
の
立
場
に
立
っ
た
時
に
、
龍
樹
は
、
物
質
の
実
在
論
と
か
、
ア
ー
ト

マ
ン
と
い
う
心
の
本
質
は
実
在
す
る
と
い
っ
た
実
在
論
を
否
定
す
る
と
同
時
に
、
実
在
論
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
業
論
に
対
し
て
も
、

一
人
称
で
批
判
し
て
い
る
の
で
す
。
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こ
の
よ
う
に
説
明
し
た
ら
わ
か
る
で
し
ょ
う
。
仏
教
は
果
か
ら
因
を
考
え
る
。
釈
尊
は
そ
れ
し
か
し
て
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
が
こ
の
苦
悩

の
原
因
は
渇
愛
で
あ
る
と
釈
尊
が
説
法
さ
れ
た
ら
、
そ
れ
を
聞
い
た
弟
子
は
、
渇
愛
が
あ
る
か
ら
苦
悩
が
あ
る
ん
だ
と
逆
に
考
え
ち
ゃ
っ

た
。
こ
れ
は
科
学
で
す
。
因
か
ら
果
を
考
え
た
ら
、
果
は
必
ず
仮
設
で
す
。
麦
の
種
か
ら
麦
の
芽
が
生
え
る
。
こ
れ
科
学
の
世
界
で
す
。

し
か
し
、
麦
の
種
は
全
部
が
芽
に
な
り
ま
す
か
。
な
ら
な
い
間
に
食
べ
ら
れ
ち
ゃ
い
ま
す
ね
。
だ
か
ら
、
麦
の
種
か
ら
麦
の
芽
が
生
え
る
。

こ
れ
科
学
の
世
界
で
す
。
そ
う
な
る
は
ず
だ
と
い
う
だ
け
で
す
。
仏
教
は
そ
の
も
の
ず
ば
り
の
事
実
で
す
。
果
か
ら
も
の
を
考
え
て
い
く

と
い
う
、
そ
う
い
う
上
に
仏
教
の
業
論
の
基
本
が
あ
っ
て
、
そ
う
す
る
と
、
私
の
前
世
な
ど
を
前
提
と
す
る
の
で
は
な
く
、
こ
の
世
に
お

け
る
只
今
の
自
分
の
あ
さ
ま
し
い
生
き
方
と
い
う
結
果
に
立
っ
て
自
分
を
見
た
時
に
、
命
が
始
ま
っ
て
以
来
の
、
無
始
時
来
の
つ
く
り
と

つ
く
る
悪
業
煩
悩
、
そ
う
い
う
も
の
が
見
え
て
き
ま
す
。
こ
の
世
界
に
命
が
始
ま
っ
て
以
来
の
命
の
歴
史
を
い
ま
私
た
ち
は
引
き
つ
い
で

い
る
わ
け
で
す
か
ら
。
そ
う
い
う
自
分
の
只
今
の
こ
の
瞬
間
を
成
り
立
た
し
て
い
る
命
の
歴
史
を
思
っ
た
時
に
、
自
分
の
現
在
に
対
す
る

深
い
自
覚
を
持
っ
た
時
に
、
自
分
の
罪
が
見
え
て
く
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
過
去
世
に
殺
生
を
し
た
か
し
な
か
っ
た
か
と
い
う
客

観
的
な
事
実
を
前
提
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
の
で
す
。
過
去
に
お
い
て
人
を
殺
し
た
か
殺
さ
な
か
っ
た
か
、
そ
ん
な
こ
と
が
原
因
で
は

な
い
の
で
す
。
只
今
の
自
分
の
こ
の
身
の
事
実
に
お
い
て
、
無
始
時
来
、
こ
の
命
が
始
ま
っ
て
以
来
の
歴
史
の
中
に
自
分
の
身
を
置
い
て

で
す
。
例
え
ば
、
釈
尊
は
只
今
の
自
ら
の
上
に
起
こ
っ
て
い
る
苦
悩
と
い
う
結
果
に
お
い
て
、
そ
の
因
を
追
究
し
て
い
っ
た
。
そ
こ
に
渇

愛
で
あ
る
と
か
、
自
ら
の
無
明
が
見
え
て
き
た
。
釈
尊
は
こ
こ
か
ら
し
か
考
え
て
い
な
い
ん
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
説
法
を
聞
い
た
弟
子
た

ち
は
そ
れ
を
逆
に
考
え
た
ん
で
す
。
無
明
が
原
因
と
な
っ
て
苦
し
み
が
起
こ
る
と
。
し
か
し
、
こ
れ
は
誤
り
な
の
で
す
。
ど
う
し
て
か
と

言
い
ま
す
と
、
皆
さ
ん
は
い
ま
苦
し
ん
で
ま
す
か
。
け
つ
こ
う
楽
し
く
や
っ
て
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
あ
な
た
方
は
無
明
の
た
だ
中
に
い

る
の
す
。
み
ん
な
無
明
で
真
っ
暗
な
所
に
い
な
が
ら
け
つ
こ
う
楽
し
く
や
っ
て
る
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
無
明
が
原
因
と
な
っ
て
苦
が
あ
る

な
ん
で
、
と
ん
で
も
な
い
で
す
よ
ね
。
無
明
が
あ
る
か
ら
か
え
っ
て
楽
し
ん
で
る
か
も
し
れ
な
い
。
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予
定
の
時
間
が
越
え
ま
し
た
か
ら
、
一
応
、
舌
足
ら
ず
で
は
あ
り
ま
し
け
れ
ど
も
、
「
生
ま
れ
の
差
別
」
を
き
び
し
く
批
判
し
た
釈
尊

の
仏
教
の
基
本
的
な
主
張
を
説
明
し
、
そ
う
で
あ
る
の
に
、
仏
教
は
三
つ
の
観
点
で
輪
廻
転
生
を
取
り
入
れ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
と
い

う
状
況
が
あ
り
、
そ
れ
を
再
び
越
え
よ
う
と
し
た
の
が
、
大
乗
仏
教
に
お
け
る
龍
樹
の
立
場
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
ま
で
を
お
話
し
て
、

今
回
の
講
演
を
終
え
た
い
と
思
い
ま
す
。

（
本
稿
は
一
九
九
九
年
度
の
仏
教
学
会
新
入
会
員
歓
迎
会
に
お
い
て
行
わ
れ
た
講
演
録
に
若
干
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
）

い
る
、
と
い
う
こ
と
が
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
過
去
世
に
何
か
原
因
が
あ
っ
て
い
ま
の
身
が
あ
る
と
い
う
よ
う
な
客
観
的

な
因
果
律
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
い
ま
何
を
し
て
い
る
か
、
い
ま
自
分
は
何
を
す
る
か
と
い
う
行
為
に
お
い
て
、
そ
こ
に
行
為
者
と
い
う

私
が
見
え
て
く
る
。
苦
し
む
私
が
あ
り
、
楽
し
む
私
が
あ
る
と
い
う
、
そ
の
結
果
に
お
い
て
因
が
自
覚
的
に
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
。
そ

れ
以
外
に
、
先
立
っ
て
因
と
な
っ
て
い
る
業
が
あ
る
の
で
は
な
い
と
い
う
の
が
仏
教
の
主
張
で
す
。
そ
う
い
う
よ
う
に
、
仏
教
は
業
の
因

果
律
を
科
学
的
法
則
と
考
え
て
い
な
い
。
自
分
の
只
今
の
問
題
と
し
て
考
え
た
時
に
、
実
体
的
に
過
去
を
因
と
し
て
考
え
る
の
で
は
な
く
、

現
在
の
こ
の
瞬
間
の
自
分
の
身
に
お
け
る
事
実
に
深
い
思
索
を
凝
ら
し
た
時
に
、
自
分
の
過
去
に
頭
が
下
が
る
。
そ
う
い
う
世
界
が
見
え

て
く
る
の
で
す
。
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