
一
九
七
三
年
か
ら
八
三
年
に
か
け
て
の
十
年
間
に
、
仏
教
の
い
わ
ゆ
る

無
我
説
に
つ
い
て
、
欧
文
に
よ
る
一
連
の
研
究
業
績
が
、
あ
い
次
い
で
発

表
さ
れ
て
い
る
。
管
見
に
入
っ
た
も
の
を
年
代
順
に
列
記
す
る
と
、

ｅ
嵐
．
国
豈
胃
冨
○
丘
肖
く
い
釦
Ｆ
』
シ
貢
ロ
四
国
‐
切
尉
ゆ
冒
己
印
ロ
ロ
四
口
、
厨
ご
○
戸
昌
‐

＆
冒
閏
唇
①
四
国
日
①
Ｐ
甸
凹
風
〃
』
の
『
騨

命
）
国
巨
丙
〆
彦
巨
ｚ
望
醐
恒
Ｐ
ｇ
ｇ
時
シ
ロ
自
国
四
○
○
○
片
日
掛
函
８
月
岸
５
吊
凹
く
ぃ
Ｑ
Ｐ

（
国
巨
旦
。
ｐ
爾
芹
吋
巨
ず
ぼ
○
凹
陸
○
口
⑳
○
日
①
苛
割
］
④
『
い
）、

命
）
】
．
目
．
同
晶
凹
昌
斤
甸
Ｐ
群
ロ
砂
匡
・
属
目
９
三
の
Ｑ
鴨
冒
同
四
Ｈ
与
国
一
己
‐

Ｑ
戸
尉
ロ
】
》
Ｆ
①
昼
①
厚
昌
④
司
式

９
河
．
国
．
の
○
日
ご
凰
ｏ
昏
甑
罰
①
昌
①
言
昌
へ
ご
ヘ
シ
旨
屋
弓
閉
門
具
角
口
旦
５
‐

〆
、
／

ロ
巴
①
、
己
○
口
届
］
》
国
騎
さ
胃
①
。
①
ｍ
の
日
①
ロ
８
〉
忌
詞
〕
も
や
届
？
雲
・

（
巳
］
．
甸
阿
①
園
‐
”
①
Ｂ
ｑ
ｐ
卵
、
①
廟
ｐ
ｐ
ｅ
ｚ
ｏ
口
‐
印
①
尽
旨
両
⑳
禺
々
国
［
昌
‐

・
彦
酎
国
〕
》
計
ぽ
①
吊
閂
四
叩
匡
の
匂
」
Ｃ
ｍ
Ｐ

（
Ｓ
ｍ
○
○
旨
邑
の
”
閃
①
凰
曾
く
具
（
巴
（
ｚ
巨
自
①
ロ
』
く
２
．
〆
〆
固
瞬
［
宮
ｍ
ｏ
・

い
も
勺
．
画
切
つ
Ｉ
唖
『
］
）
》
鐸
④
顕
騨

榛
苓
抄
Ⅳ

Ｓ
・
コ
リ
ン
ズ
「
「
我
」
な
き
人
間
ｌ
テ
ー
ラ

ヴ
ァ
ー
ダ
仏
教
に
お
け
る
心
象
と
思
想
ｌ
」

桜

け
ｐ
雪

Ｚ
Ｊ

ユ
に

建

さ
い
○
○
罠
ロ
、
“
の
①
旨
①
、
、
弓
①
厨
○
口
い
〉
昌
旨
ｐ
鴨
Ｈ
く
ゅ
ロ
Ｑ
夢
○
侭
巨
冒

目
胃
Ｈ
ゆ
く
動
・
色
嗣
ロ
ロ
ロ
言
、
目
〕
○
四
日
胃
ａ
鴨
』
患
隠
．

重
園
・
両
．
ｚ
ｏ
Ｈ
白
色
員
シ
ｚ
ｏ
言
○
ロ
シ
ヰ
画
冒
吾
の
ど
Ｐ
彊
早

ロ
ロ
も
抄
目
色
加
具
国
（
聾
巨
昌
の
の
旨
冒
昌
自
甸
巨
５
ｍ
ｇ
豈
誤
鶴
彦
日
①
目
‐

ｇ
ｇ
ｇ
寵
．
所
収
）

そ
こ
に
は
期
せ
ず
し
て
い
く
つ
か
の
共
通
の
問
題
点
が
と
り
挙
げ
ら
れ

そ
れ
ぞ
れ
の
見
地
か
ら
興
味
深
い
考
察
が
示
さ
れ
て
い
る
。
今
は
、
そ
の

中
で
も
新
進
の
学
者
に
よ
る
力
作
と
思
わ
れ
る
⑦
に
つ
い
て
、
紹
介
と
多

少
の
批
評
と
を
試
み
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
先
立
っ
て
、
①

⑧
⑧
お
よ
び
⑤
⑥
の
所
論
に
つ
い
て
ご
く
簡
略
に
触
れ
て
お
く
こ
と
に
す

る
。
そ
れ
が
⑦
の
研
究
内
容
の
特
性
や
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
よ
す
が
に

な
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

一
一

ま
ず
、
①
バ
ッ
タ
チ
ャ
リ
ャ
の
所
説
の
要
点
は
左
の
ご
と
く
で
あ
る
。

仏
陀
は
た
し
か
に
言
葉
の
上
で
は
弾
日
ｐ
口
を
否
定
し
た
。
し
か
し
否

定
さ
れ
た
の
は
単
に
経
験
的
（
①
曽
豆
凰
壱
①
）
な
弾
目
Ｐ
己
で
あ
っ
て
、
ウ

パ
’
一
シ
ャ
ッ
ド
的
な
そ
れ
で
は
な
い
。
真
の
弾
９
口
］
］
ゞ
名
目
巨
里
な
弾
‐

目
印
口
は
〃
人
間
が
ふ
つ
う
に
ア
ー
ト
マ
ン
と
考
え
る
も
の
″
と
は
異
る
。

仏
教
で
も
ウ
パ
’
一
シ
ャ
ッ
ド
で
も
同
じ
く
、
真
正
な
（
ぐ
時
自
）
ア
ー
ト
マ

ン
（
鷺
目
色
口
‐
国
尻
昌
日
Ｐ
ロ
な
る
ア
ー
ト
マ
ン
）
は
、
経
験
的
な
ア
ー
ト
マ

ン
の
否
定
で
あ
り
、
色
己
‐
弾
冒
四
画
で
あ
る
。
④
ロ
‐
弾
目
騨
昌
と
い
う
ネ
ガ
テ

ィ
ヴ
な
表
現
は
、
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
こ
と
ば
で
言
い
表
わ
せ
な
い
（
と
い
う

こ
と
は
、
た
だ
客
観
的
な
も
の
と
し
て
は
存
在
し
な
い
）
真
正
な
弾
冒
四
目
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を
示
す
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
弾
目
曽
〕
と
四
］
罠
‐
弾
昌
四
コ
と
の
間
に
矛
盾

は
な
い
（
騨
己
沙
ロ
ー
冒
風
言
昌
ロ
）
。
否
定
さ
れ
る
弾
目
四
口
と
肯
定
さ
れ

る
弾
日
四
口
と
は
二
つ
の
異
っ
た
水
準
に
属
す
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
も
し
仏
陀
が
全
面
的
に
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
的
鷺
目
色
ロ
‐

国
Ｈ
昌
冒
閣
口
を
説
く
と
す
れ
ば
、
仏
教
の
独
自
性
は
何
処
に
あ
る
か
、
と

人
は
い
う
か
も
知
れ
な
い
。
だ
が
、
仏
陀
は
、
森
に
埋
も
れ
た
古
い
都
を

発
見
す
る
よ
う
に
、
古
賢
の
踏
ん
だ
道
を
辿
っ
て
い
っ
て
法
を
発
見
し
た

に
す
ぎ
な
い
、
と
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
た
だ
仏
陀
は
、
人
々
の

要
求
に
合
致
し
た
教
育
的
方
法
（
冒
酔
ｇ
烏
罵
§
唱
唱
壱
①
）
を
造
り
上

げ
た
。
ウ
・
〈
’
一
シ
ャ
ッ
ド
の
哲
人
た
ち
は
、
絶
対
と
い
う
も
の
は
定
義

づ
け
ら
れ
る
よ
う
な
概
念
を
も
っ
て
し
て
は
表
現
で
き
な
い
と
知
っ
て
、

昌
昌
己
島
と
説
い
た
け
れ
ど
も
、
一
方
で
そ
れ
を
神
話
（
目
算
胃
）
と
心

象
（
冒
撹
。
）
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
表
現
し
よ
う
と
試
み
た
。
し
か
し
仏

陀
は
別
の
ゆ
き
方
を
と
る
。
彼
は
、
そ
れ
を
理
解
し
得
る
よ
う
な
人
灸
に

対
し
て
は
弾
日
凹
口
を
肯
定
し
て
説
い
た
。
し
か
し
た
い
て
い
の
場
合
、

人
を
し
て
内
的
変
革
（
恩
く
。
旨
３
口
目
蔚
目
①
）
に
よ
っ
て
実
在
に
迫
ら
し

め
ん
が
た
め
に
、
弾
ｇ
四
目
は
な
い
と
、
否
定
的
表
現
を
も
っ
て
説
い
た

の
で
あ
る
、
と
。

バ
ッ
タ
チ
ャ
リ
ャ
を
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
向
わ
せ
る
一
つ
の
機
縁
に

な
っ
た
の
は
、
カ
ン
ポ
デ
ィ
ア
に
存
す
る
十
世
紀
頃
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト

碑
文
の
中
に
見
出
さ
れ
る
忌
日
目
弾
日
瞬
口
（
勝
我
）
と
い
う
語
で
あ
っ

た
ら
し
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
か
れ
は
大
乗
荘
厳
経
論
偶
（
．
Ⅸ
‐
理
に
見

え
る
ロ
昌
局
弾
日
『
騨
日
凋
国
と
か
留
日
四
目
四
面
弾
日
凹
薗
と
か
の
語
、
そ

の
釈
論
に
見
え
る
冨
国
目
弾
冒
四
口
と
か
盲
目
菌
口
曽
鼠
茸
目
と
か

弾
目
四
目
目
弾
冒
琶
四
と
か
の
語
に
注
目
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
勝
我
、
大
我
な
ど
の
観
念
は
、
や
は
り
、
阿
含
に
説
か

れ
る
四
顛
倒
を
止
揚
し
た
形
と
し
て
の
大
乗
の
四
不
顛
倒
（
四
徳
、
四
波
羅

蜜
）
の
説
に
基
く
も
の
と
見
る
方
が
自
然
で
あ
り
、
そ
れ
を
ウ
パ
’
一
シ
ャ

ッ
ド
の
ア
ー
ト
マ
ン
の
観
念
の
反
映
と
見
、
ま
た
そ
れ
を
一
一
カ
ー
ヤ
の
所

説
に
直
接
結
び
つ
け
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
’
一
カ
ー
ャ
中
に
耳
目
目
②
ロ

Ⅱ
呂
胃
目
色
、
耳
昌
目
秒
台
目
３
１
色
目
目
な
ど
の
用
例
が
い
か
ほ
ど
見
出

さ
れ
る
と
し
て
も
、
全
体
と
し
て
無
理
な
議
論
と
い
わ
ね
ば
な
る
ま
い
と

思
わ
れ
る
。

次
に
、
⑥
エ
ャ
ガ
ル
ト
の
書
は
、
基
本
的
資
料
を
マ
ッ
ジ
マ
・
’
一
カ
ー

ャ
に
限
っ
て
、
分
析
的
に
考
察
し
詳
細
に
論
ず
る
と
い
う
特
殊
な
方
法
に

立
つ
。
そ
の
標
題
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
無
我
説
を
特
に

中
心
の
問
題
と
し
て
と
り
挙
げ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
ニ
ヵ
ー
ャ
に

見
ら
れ
る
仏
教
思
想
の
特
質
を
論
じ
て
、
当
然
、
随
処
に
我
・
無
我
の
問

題
に
触
れ
な
い
で
は
す
ま
な
い
。

か
れ
は
、
仏
教
に
お
い
て
扱
わ
れ
る
の
は
「
知
覚
し
得
る
こ
の
現
前
の

生
活
容
巨
、
刊
月
①
科
目
①
旨
①
）
」
の
範
囲
で
あ
り
、
罵
言
ｇ
も
ご
巴
。
昌

な
〃
わ
れ
″
（
そ
れ
を
薗
目
日
四
‐
、
畠
と
い
う
語
で
も
い
う
）
以
外
に
何

ら
か
の
日
興
眉
匂
肖
巴
な
も
の
な
ど
を
考
え
る
こ
と
は
、
仏
教
の
関
心

外
で
あ
り
、
そ
の
点
で
ウ
・
〈
’
一
シ
ャ
ッ
ド
的
ア
ー
ト
マ
ン
観
と
は
対
立
す

る
、
と
し
て
バ
ッ
タ
チ
ャ
リ
ャ
と
は
反
対
の
立
場
を
と
る
。
そ
し
て
、
無

我
説
は
「
新
し
い
理
論
」
で
は
な
く
て
人
間
心
理
の
観
察
の
結
果
を
示
す

も
の
で
あ
り
、
解
脱
に
導
く
た
め
の
現
実
的
な
言
○
Ｈ
匠
侭
‐
ご
冒
昏
２
ｍ

だ
、
と
い
う
。
た
だ
、
マ
ッ
ジ
マ
・
’
一
カ
ー
ヤ
の
定
型
的
な
教
説
を
特
に
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と
り
挙
げ
、
そ
の
よ
う
な
定
型
に
こ
そ
最
も
基
本
的
な
阿
含
の
教
学
思
想

が
代
表
さ
れ
て
い
る
と
見
る
の
は
、
確
か
に
一
つ
の
見
方
に
相
違
な
い
が
、

そ
の
よ
う
な
定
型
を
も
た
な
い
韻
文
経
典
な
ど
の
所
述
と
定
型
に
代
表
さ

れ
る
教
学
説
と
の
間
に
、
ど
の
よ
う
な
関
連
あ
る
い
は
径
庭
を
考
え
る
か

に
つ
い
て
、
当
然
、
説
明
は
な
さ
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
思
う
。

⑧
の
中
で
ノ
ー
マ
ン
は
、
旨
隠
筐
騨
盟
目
ｇ
Ｐ
ｇ
Ｐ
紗
に
お
い
て
誤

っ
た
考
え
と
し
て
批
判
さ
れ
て
い
る
も
の
の
中
に
見
え
る
「
我
」
の
観
念

は
口
忌
日
租
昌
ｏ
苞
３
具
ゅ
目
興
目
騨
邑
だ
と
い
う
こ
と
を
論
証
す
る
。

そ
の
我
の
観
念
の
中
に
は
「
世
界
我
」
と
「
個
我
」
と
が
含
ま
れ
て
お
り

こ
こ
で
は
そ
の
い
ず
れ
も
が
否
定
さ
れ
て
い
る
、
と
ノ
ー
マ
ン
は
い
う
。

そ
し
て
一
方
「
無
我
相
経
』
に
代
表
さ
れ
る
い
わ
ゆ
る
「
無
我
」
の
教

説
の
中
で
は
、
た
し
か
に
「
我
」
の
存
在
が
否
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
。
五
認
の
い
ず
れ
も
が
「
我
」
で
な
い
、
と
説
か
れ
て
い
る
の
み
で

あ
る
。
事
実
、
〃
我
は
存
在
し
な
い
″
と
は
凡
そ
パ
ー
リ
経
典
の
ど
こ
に

も
明
ら
か
に
言
わ
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
経
典
の
中
で
仏

陀
は
永
遠
不
滅
の
個
我
（
昏
の
月
尉
ョ
。
ｐ
①
具
冒
ａ
ぐ
箇
匡
こ
い
畠
）
の
存
在

を
「
明
白
に
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
暗
に
」
否
定
し
て
い
る
、
と
見

る
の
は
正
し
い
と
し
て
、
ノ
ー
マ
ン
は
論
を
結
ん
で
い
る
。

⑤
に
お
い
て
・
へ
レ
ス
・
ル
モ
ン
は
、
経
蔵
中
に
鼻
国
の
語
が
し
ば
し

ば
た
め
ら
い
も
な
く
使
わ
れ
そ
の
用
例
は
ニ
カ
ー
ャ
の
全
般
に
及
ん
で
い

る
と
い
う
認
識
か
ら
考
察
を
始
め
る
。

経
典
の
中
で
、
こ
の
よ
う
に
一
方
で
は
た
し
か
に
胃
国
が
語
ら
れ
な

=＝

が
ら
、
他
方
で
は
Ｐ
目
呉
国
が
説
か
れ
る
。
そ
し
て
鼻
薗
の
実
在
を
絶

対
的
に
、
明
瞭
に
、
否
定
す
る
記
述
は
ど
こ
に
も
見
ら
れ
な
い
。
し
て
み

れ
ば
、
騨
二
農
国
の
教
え
は
た
だ
相
対
的
な
意
味
を
も
つ
。
す
な
わ
ち
そ

れ
は
、
異
風
が
絶
対
に
実
在
性
を
も
た
ぬ
と
い
う
の
で
な
く
、
人
が
呉
団

で
あ
る
と
考
え
て
い
る
も
の
は
実
は
胃
散
で
な
い
、
だ
か
ら
そ
れ
を

厭
離
せ
よ
、
と
い
う
の
み
で
あ
る
。
「
我
（
夢
①
、
の
ら
」
の
存
在
を
拒
否

す
る
の
で
な
く
た
だ
「
我
な
ら
ざ
る
も
の
（
苔
の
。
。
ロ
‐
の
①
三
」
の
我
性

（
の
①
］
段
○
○
ｓ
を
否
定
す
る
の
で
あ
る
。

、
、

そ
こ
で
四
口
目
国
の
語
は
、
単
に
我
で
な
い
と
い
う
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
観

念
を
あ
ら
わ
す
の
で
な
く
、
表
現
は
否
定
的
で
あ
り
な
が
ら
「
我
な
ら
ざ

る
も
の
」
（
す
な
わ
ち
「
真
の
我
昏
の
町
ロ
①
の
①
Ｅ
な
る
最
高
の
実
在
）

、
、

が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
（
そ
れ
に
よ
っ
て
人
を
し
て
そ
の
潜
在
的
霊

性
を
顕
在
化
せ
し
め
る
）
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
意
味
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
そ

し
て
そ
の
一
方
で
ま
た
、
同
じ
経
蔵
の
中
に
た
め
ら
い
も
な
く
ご
く
自
然

に
胃
団
の
語
が
使
わ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
〃
業
″
の
作
者
（
の
①
罵
冒

胃
丘
○
口
）
、
善
悪
の
行
為
の
主
体
（
夢
①
ｇ
。
Ｈ
巴
い
の
属
）
、
を
意
味
し
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
前
者
は
目
鼻
ｇ
ご
肖
巴
な
（
真
の
）
我
を
否
定
的
な

表
現
で
語
る
の
で
あ
り
、
後
者
は
①
例
曾
の
昌
巨
な
（
行
為
）
我
を
肯
定

的
に
語
る
の
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
を
区
別
し
な
い
こ
と
か
ら
学
者
に
理
解

の
混
乱
が
多
く
生
じ
た
、
と
．
へ
レ
ス
・
ル
モ
ン
は
主
張
す
る
。

「
真
の
我
」
の
性
質
が
い
か
な
る
も
の
か
は
経
中
に
全
く
説
か
れ
て
い

な
い
。
た
だ
、
〃
こ
れ
こ
れ
は
我
で
な
い
〃
と
い
う
い
い
方
に
よ
っ
て
、

我
が
い
か
な
る
も
の
で
な
い
か
を
語
る
の
み
で
あ
る
。
我
は
超
越
的
で
、

こ
と
ば
に
言
い
表
わ
せ
ず
、
わ
れ
わ
れ
の
理
解
の
彼
方
に
あ
る
。
人
が
、

ハ 戸
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我
が
あ
る
と
か
解
脱
を
得
れ
ば
も
は
や
我
は
な
い
と
か
考
え
る
と
き
、
そ

こ
に
考
え
ら
れ
て
い
る
の
は
真
の
我
で
は
な
く
て
「
我
見
的
な
我
（
層
昌
‐

雪
菖
鼠
○
自
国
）
」
で
あ
り
、
人
は
そ
の
上
に
誤
っ
て
我
性
を
見
て
い
る
に

過
ぎ
な
い
。
真
の
我
は
実
に
昔
の
ロ
○
口
‐
の
①
席
で
あ
る
。
そ
し
て
、
も
し

個
為
の
人
間
に
と
っ
て
究
極
的
実
在
が
超
越
的
な
も
の
で
あ
る
な
ら
、
そ

れ
は
こ
の
よ
う
な
「
真
の
我
」
以
外
に
な
い
で
は
な
い
か
。
わ
れ
ら
の
経

験
的
生
を
構
成
す
る
諸
要
素
す
な
わ
ち
五
穂
が
「
我
で
な
い
」
と
い
う
こ

と
は
、
そ
れ
ら
五
認
以
外
に
、
別
な
、
五
穂
を
超
越
し
た
「
我
」
（
す
な

わ
ち
〃
我
な
ら
ざ
る
も
の
″
と
し
て
の
真
の
我
）
が
あ
る
こ
と
を
意
味
す

る
の
で
あ
る
。

右
の
よ
う
な
。
へ
レ
ス
・
ル
モ
ン
の
所
論
は
、
⑥
に
お
い
て
コ
リ
ン
ズ
に

よ
っ
て
激
し
く
批
判
さ
れ
た
。
⑥
の
批
判
の
中
心
は
、
⑤
が
後
代
の
註
釈

や
伝
統
的
教
義
学
に
左
右
さ
れ
ず
原
典
に
直
接
迫
る
と
い
い
な
が
ら
、
原

典
そ
の
も
の
の
正
し
い
解
釈
の
た
め
の
方
法
論
を
追
求
す
る
こ
と
な
く
、

伝
統
説
に
煩
わ
さ
れ
ま
い
と
し
て
か
え
っ
て
、
西
欧
人
的
思
考
の
↑
侭
‐

唱
①
、
巴
く
①
』
な
導
入
に
よ
る
新
奇
な
立
論
に
お
わ
っ
て
い
る
、
と
い
う
点

に
あ
る
。
⑤
の
著
者
は
、
そ
の
西
欧
的
思
考
方
式
の
ゆ
え
に
、
善
悪
の
行

為
を
な
す
主
体
た
る
も
の
の
存
在
な
し
に
は
出
家
も
修
道
も
意
味
を
な
さ

れ
と
い
う
よ
う
に
し
か
考
え
得
な
い
の
で
、
「
無
我
」
説
を
そ
の
ま
ま
で

は
理
解
し
が
た
い
と
し
、
胃
国
と
④
ロ
自
国
と
を
《
四
口
目
①
目
。
旨
の

合
昌
、
日
》
と
し
て
考
え
る
と
い
う
新
し
い
解
釈
を
提
出
し
た
。
そ
し
て

四
目
鼻
団
す
な
わ
ち
「
真
の
我
」
と
い
う
観
念
を
仮
説
す
る
こ
と
か
ら
、

原
典
に
お
い
て
単
に
再
帰
的
な
表
現
に
す
ぎ
函
も
の
ま
で
も
こ
と
さ
ら
に

「
霊
性
的
な
（
真
の
）
自
我
」
を
意
味
す
る
よ
う
に
解
し
た
り
、
輪
廻
的

生
存
と
し
て
の
《
①
酋
ぃ
鳶
口
８
》
と
真
の
我
の
あ
り
方
と
し
て
の
。
Ｈ
①
農
‐

ｑ
・
と
を
対
比
さ
せ
る
と
い
う
単
に
英
語
の
表
現
に
基
づ
く
（
パ
ー
リ
語

に
お
い
て
も
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
に
お
い
て
も
考
え
得
ぬ
）
差
別
立
て
を

し
た
り
す
る
誤
り
に
陥
っ
て
い
る
、
と
コ
リ
ン
ズ
は
指
摘
す
る
。

。
へ
レ
ス
・
ル
モ
ン
が
伝
統
的
教
義
に
引
き
ず
ら
れ
ま
い
と
考
え
た
の
に

対
し
、
コ
リ
ン
ズ
は
、
⑦
に
お
い
て
、
仏
教
思
想
を
理
解
す
る
の
に
は
そ

れ
が
生
き
て
い
る
場
と
し
て
の
仏
教
社
会
を
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
、
仏
教
者

の
内
に
抱
く
「
心
的
宇
宙
」
に
触
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
と
い
う
考
え
か
ら
テ

ー
ラ
ヴ
ァ
ー
ダ
の
伝
統
説
を
重
視
し
よ
う
と
す
る
。

⑦
は
、
著
者
コ
リ
ン
ズ
に
よ
れ
ば
、
テ
ー
ラ
ヴ
ァ
ー
ダ
仏
教
を
対
象
と

し
て
、
そ
の
思
想
を
そ
の
文
化
的
歴
史
的
背
景
の
中
で
明
ら
か
に
し
よ
う

と
す
る
試
み
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
イ
ン
ド
学
・
仏
教
学
の
専
門
家

の
た
め
に
は
既
知
の
教
義
に
対
す
る
新
し
い
評
価
を
提
示
し
よ
う
と
、
一

般
知
識
人
の
た
め
に
は
西
欧
人
に
と
っ
て
異
質
な
一
つ
の
独
特
な
文
化
世

界
の
す
が
た
を
描
き
出
そ
う
と
、
意
図
す
る
。
そ
の
場
合
著
者
は
、
イ
ン

ド
の
歴
史
は
イ
ン
ド
的
な
し
か
た
で
読
ま
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
点
、
テ

ー
ラ
ヴ
ァ
ー
ダ
仏
教
と
い
う
も
イ
ン
ド
文
化
の
一
部
で
あ
り
そ
れ
は
西
洋

の
文
化
と
全
く
異
っ
た
特
質
を
も
つ
と
い
う
点
に
、
特
に
留
意
す
る
、
と

い
』
フ
。テ

ー
ラ
ヴ
ァ
ー
ダ
仏
教
は
、
そ
の
基
礎
に
一
種
独
特
の
概
念
構
造
と
仮

説
を
有
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
全
く
独
特
な
関
心
の
あ
り
方
を
示
す
が
、
一

方
西
洋
思
想
も
ま
た
別
種
な
独
特
の
概
念
構
造
と
仮
説
の
上
に
う
ち
建
て

四
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ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
著
者
は
、
異
質
の
両
思
想
の
問
に
立
っ
て
哲
学
的

裁
決
者
と
な
ろ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
仏
教
者
の
心
に
抱
か
れ
る
心
的

宇
宙
の
い
く
つ
か
の
面
を
も
っ
て
西
欧
的
な
思
念
と
対
決
し
て
み
た
い
、

そ
の
よ
う
に
自
ら
を
一
旦
仏
教
的
世
界
の
中
に
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
文
化

的
地
平
を
拡
大
し
た
い
、
と
考
え
る
。

こ
の
吾
は
二
つ
の
問
題
に
挑
む
と
い
う
。
一
つ
は
こ
の
害
の
第
一
部
・

第
二
部
で
扱
わ
れ
る
「
無
我
言
ロ
胃
国
』
ロ
○
爵
①
罠
）
」
の
問
題
、
も
う
一

つ
は
第
三
部
・
第
四
部
で
扱
わ
れ
る
「
仏
教
と
社
会
」
の
問
題
で
あ
る
。

各
部
は
そ
れ
ぞ
れ
二
章
づ
っ
を
含
み
、
各
章
は
三
な
い
し
四
節
を
含
む
か

ら
、
こ
れ
は
都
合
、
四
部
・
八
章
・
二
十
六
節
か
ら
成
る
整
然
と
し
た
形

式
の
著
作
で
あ
る
。

第
一
の
問
題
に
つ
い
て
、
著
者
は
無
我
説
に
最
後
的
評
価
を
下
そ
う
と

い
う
の
で
は
な
く
、
経
典
の
説
く
ま
ま
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
無
我
説
が

仏
教
者
の
思
索
と
実
践
と
の
中
で
い
か
な
る
役
目
を
も
っ
た
か
を
知
ろ
う

と
す
る
。
行
為
の
主
体
な
る
も
の
を
立
て
ず
に
仏
教
は
い
か
に
し
て
経
験

・
行
動
・
道
徳
的
責
任
な
ど
を
考
え
得
る
の
か
、
そ
の
行
為
に
い
か
な
る

（
根
本
的
）
理
由
．
（
合
理
的
）
根
拠
を
見
る
の
か
、
個
体
の
持
続
性
を

い
か
に
説
明
す
る
る
の
か
、
を
考
え
る
。

第
二
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
・
ハ
ー
リ
三
蔵
に
見
え
る
仏
教
教
義
の
内
容

と
、
仏
教
社
会
に
見
い
だ
さ
れ
る
そ
れ
と
は
別
種
な
宗
教
思
想
や
宗
教
的

実
践
と
、
の
間
の
関
係
を
考
え
る
。
テ
ー
ラ
ヴ
ァ
ー
ダ
仏
教
に
お
い
て
は
、

そ
の
パ
ー
リ
語
聖
典
に
基
づ
く
教
学
思
想
が
、
そ
れ
と
は
別
な
、
地
方
語

で
語
ら
れ
る
、
よ
り
大
衆
的
な
、
福
を
希
い
禍
を
逃
れ
る
こ
と
を
旨
と
す

る
よ
う
な
宗
教
的
心
想
と
、
い
た
る
と
こ
ろ
で
共
存
し
て
い
る
。
す
な
わ

第
一
章
で
は
、
仏
陀
時
代
の
イ
ン
ド
の
宗
教
事
情
を
概
観
し
、
侵
入
者

ア
ー
リ
ャ
人
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
文
化
が
浸
透
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
婆
羅

門
教
の
信
仰
と
実
践
が
各
地
方
各
部
族
の
小
伝
統
を
圧
倒
し
て
新
し
い
大

き
な
文
化
的
伝
統
を
形
造
っ
た
こ
と
を
述
べ
、
そ
の
婆
羅
門
教
的
伝
統
の

中
に
輪
廻
ｌ
解
脱
と
い
う
呂
呂
ｏ
さ
日
電
に
基
づ
く
世
界
観
・
社
会
観
が

生
じ
て
、
そ
れ
が
一
方
に
四
姓
的
世
俗
社
会
を
生
み
他
方
に
世
俗
放
棄
の

出
家
者
群
を
生
ん
だ
、
と
論
ず
る
。

第
二
章
で
は
、
そ
の
四
姓
社
会
と
世
俗
放
棄
者
群
と
が
、
仏
教
世
界
の

中
で
は
在
家
仏
教
社
会
と
出
家
僧
団
と
い
う
形
で
一
層
対
照
を
鮮
明
に
し

た
、
と
説
く
。
そ
の
ほ
か
に
も
仏
教
は
婆
羅
門
教
思
想
の
中
に
見
ら
れ
る

い
く
つ
か
の
モ
チ
ー
フ
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
た
が
、
究
極
の
目
標
た
る
浬

渠
に
つ
い
て
は
古
い
婆
羅
門
教
と
明
ら
か
に
異
っ
た
考
え
方
に
立
つ
。
仏

教
は
、
〃
業
″
の
力
に
よ
っ
て
作
動
せ
し
め
ら
れ
た
非
人
格
的
な
も
ろ
も

ろ
の
要
素
の
結
合
が
個
体
と
し
て
の
人
間
存
在
、
生
存
の
（
暫
時
の
）
持

続
性
、
を
形
造
る
、
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
業
的
生
存
を
ま

さ
に
捨
離
す
べ
き
も
の
、
否
定
す
べ
き
も
の
、
と
考
え
る
そ
の
点
に
お
い

て
、
後
期
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
と
は
撲
を
一
に
す
る
が
、
ヴ
ェ
ー
ダ
・
ブ
ラ

ち
テ
ー
ラ
ヴ
ァ
ー
ダ
仏
教
徒
の
多
数
が
、
・
ハ
ー
リ
聖
典
の
教
義
に
基
づ
く

実
践
と
、
そ
れ
と
は
異
質
な
俗
信
に
よ
る
実
践
と
を
、
併
せ
お
こ
な
っ
て

い
る
。
そ
の
こ
と
を
い
か
に
見
る
か
と
い
う
視
点
か
ら
、
個
体
と
し
て
の

人
間
存
在
を
無
我
説
と
の
関
連
に
お
い
て
考
え
、
仏
教
と
社
会
の
問
題
を

考
察
す
る
の
で
あ
る
。

五
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１
フ
マ
ナ
・
初
期
ウ
パ
’
一
シ
ャ
ッ
ド
の
よ
う
に
業
的
生
存
を
肯
定
的
に
見

る
の
と
は
対
照
的
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
著
者
の
見
解
で
あ
る
。

「
我
」
の
否
定
は
、
著
者
に
よ
れ
ば
、
こ
と
ば
の
上
の
一
種
の
タ
ブ
ー

と
で
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
胃
画
や
官
開
昌
四
な
ど
の
語
は
教
説

の
種
々
な
型
の
中
で
、
有
用
な
、
意
味
の
あ
る
語
と
し
て
随
時
用
い
ら
れ

て
お
り
な
が
ら
、
一
方
、
そ
こ
で
の
論
議
が
心
理
学
・
形
而
上
学
的
な
明

確
な
体
系
を
含
ん
で
い
る
よ
う
な
、
あ
る
い
は
明
ら
か
に
そ
れ
を
予
想
し

て
い
る
よ
う
な
、
理
論
的
な
文
脈
の
中
に
限
っ
て
は
、
｝
」
れ
ら
の
語
が
拒

否
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
タ
ブ
ー
の
適
用
の
意
味
は
人
に
よ
っ

て
異
る
。
テ
ー
ラ
ヴ
ァ
ー
ダ
の
一
般
大
衆
に
と
っ
て
「
我
」
の
否
定
は
直

接
な
関
心
の
外
で
あ
り
、
た
だ
そ
れ
が
婆
羅
門
教
に
対
す
る
仏
教
の
妥
協

を
許
さ
ぬ
対
立
を
象
徴
す
る
の
み
で
あ
る
。
一
方
、
僧
団
の
知
識
層
に
と

っ
て
「
無
我
」
は
自
己
認
識
と
心
理
的
自
己
分
析
の
確
乎
た
る
型
で
あ
り
、

そ
れ
が
と
り
も
直
さ
ず
も
の
の
実
相
の
表
詮
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
三

味
的
実
践
に
専
注
す
る
人
々
に
と
っ
て
「
無
我
」
は
そ
れ
を
体
得
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
浬
樂
に
到
る
．
へ
き
手
だ
て
で
あ
る
。

学
僧
の
知
的
生
活
の
中
で
無
我
が
実
相
の
表
詮
と
見
ら
れ
る
と
は
、
瞬

時
に
生
滅
す
る
非
人
格
的
な
諸
要
素
の
縁
起
的
結
合
に
よ
っ
て
個
体
と
し

て
の
生
存
が
構
成
さ
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
「
正
見
」
が
そ
こ
に
追

求
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
、
と
第
三
章
は
説
き
、
三
昧
実
修
の
各
厨
房
日

中
で
無
我
が
浬
渠
に
到
る
尋
へ
き
手
だ
て
と
さ
れ
る
と
は
、
一
つ
の
理
論
的

見
解
を
捉
え
て
離
さ
ぬ
固
執
の
非
な
る
こ
と
を
さ
と
ら
し
め
る
「
無
見
」

が
そ
こ
に
追
求
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
、
と
第
四
章
は
説
く
。

後
半
に
入
っ
て
、
第
五
章
で
は
、
仏
教
徒
大
衆
の
〃
世
俗
″
的
宗
教
生

活
を
テ
ー
ラ
ヴ
ァ
ー
ダ
の
知
的
伝
統
は
二
つ
の
概
念
、
鼻
冨
菖
習
四
と

官
開
騨
冨
と
、
に
基
づ
い
て
体
系
化
し
た
、
と
論
ず
る
。
第
六
章
で
は
、

カ
タ
ー
ヴ
ァ
ッ
ト
ゥ
・
ミ
リ
ン
ダ
・
ハ
ン
ハ
・
ヴ
ィ
ス
ッ
デ
ィ
マ
ツ
ガ
な
ど

に
お
い
て
「
正
見
」
と
し
て
の
無
我
の
理
論
づ
け
が
一
貫
し
て
行
わ
れ

、
、
、
、

て
い
る
こ
と
、
に
も
拘
ら
ず
そ
こ
に
自
己
自
身
を
認
識
す
る
形
と
し
て
の

「
相
続
」
の
観
念
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
、
さ
ら
に
そ
の
考
え
方
の
底
に
は

、
℃
、

自
他
の
平
等
を
感
ず
る
実
践
と
し
て
の
慈
悲
喜
捨
へ
の
趣
向
が
あ
る
こ
と
↑

が
主
張
さ
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
第
七
・
八
章
で
は
、
〃
勝
義
″
と
し
て
の
「
相
続
」
の

観
念
が
論
じ
ら
れ
、
ニ
ッ
デ
ー
サ
に
見
え
る
「
行
作
識
（
号
目
閏
冒
昏
胃
四
‐

ぐ
蔵
副
目
）
」
と
か
パ
テ
ィ
サ
ン
ビ
ダ
ー
マ
ッ
ガ
以
後
に
多
く
見
出
さ
れ
る

「
命
根
含
く
ぼ
且
凰
冨
）
」
と
か
パ
ッ
タ
ー
ナ
か
ら
ヴ
ィ
ス
ッ
デ
ィ
マ
ツ

ガ
に
亘
っ
て
現
れ
る
「
有
分
（
ｇ
Ｐ
ぐ
昌
盟
こ
と
か
が
そ
れ
に
関
す
る
重

要
な
術
語
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
。

著
者
に
よ
れ
ば
、
仏
教
の
教
義
は
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
で
厭
世
的
に
見
え
、
確

か
に
難
解
で
、
卒
爾
な
直
観
に
背
き
、
通
常
人
の
求
め
る
と
こ
ろ
に
応
え

る
よ
う
に
は
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
。
〈
－
リ
経
典
に
説
か
れ
る
思
想
・
観

念
や
そ
れ
に
繋
が
る
実
践
（
大
伝
統
）
は
、
そ
れ
と
は
別
な
そ
し
て
そ
れ

と
補
完
的
な
よ
り
大
衆
的
な
宗
教
体
系
（
小
伝
統
）
と
共
存
し
て
お
り
、

両
者
を
繋
ぐ
の
は
譽
職
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
心
象
的
諸
観
念
で

あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
わ
れ
わ
れ
は
、
意
識
の
場
に
は
た
ら
く
、
合
理
的
観
念

構
造
と
し
て
の
仏
教
思
想
を
究
明
す
る
こ
と
と
併
せ
て
、
そ
こ
に
含
ま
れ

る
諸
観
念
を
、
意
識
の
場
と
は
別
な
と
こ
ろ
に
は
た
ら
く
、
合
理
性
と
無

縁
な
心
象
の
も
ろ
も
ろ
の
型
を
も
っ
て
、
分
析
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
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コ
リ
ン
ズ
の
研
究
の
特
徴
は
何
よ
り
ま
ず
そ
れ
が
テ
ー
ラ
ヴ
ァ
ー
ダ
仏

教
の
研
究
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
阿
含
を
資
料
に
し
て
初
期
仏

教
、
あ
る
い
は
「
原
始
」
仏
教
、
を
知
ろ
う
と
す
る
の
で
は
な
い
。
。
ハ
ー
リ

阿
含
の
教
説
の
上
に
、
そ
し
て
後
の
テ
ー
ラ
ヴ
ァ
ー
ダ
派
の
展
開
の
歴
史

の
上
に
、
「
新
・
古
の
層
」
や
変
遷
発
達
の
段
階
を
見
分
け
て
ゆ
こ
う
と
す

る
よ
う
な
行
き
方
は
そ
の
関
心
事
で
な
い
。
そ
の
視
点
は
、
テ
ー
ラ
ヴ
ァ

ー
ダ
仏
教
が
け
っ
し
て
勉
口
員
ｓ
ｑ
ｑ
刊
９
ヶ
呂
旦
四
目
目
四
○
茸
８

の
だ
、
と
い
輻
フ
○

一
ハ

で
は
な
い
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
し
て
、
い
く
つ
か
の
層
に
見
分

け
ら
れ
る
テ
ー
ラ
ヴ
ァ
ー
ダ
仏
教
の
人
的
構
成
の
中
で
、
「
無
我
」
説
は

た
だ
そ
の
上
部
構
造
、
少
数
の
知
識
層
、
に
と
っ
て
の
み
の
問
題
で
あ
る
、

と
す
る
の
で
あ
る
。
阿
含
は
出
家
僧
団
の
教
義
的
伝
承
で
あ
っ
て
初
期
の

仏
教
の
全
面
を
ま
ど
か
に
代
表
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
な
い
か
、
と
久

し
く
考
え
て
来
た
私
に
と
っ
て
、
コ
リ
ン
ズ
の
論
は
示
唆
す
る
と
こ
ろ
が

多
い
が
、
そ
の
い
わ
ゆ
る
「
心
象
の
型
」
が
、
仏
教
内
部
に
併
存
す
る
あ

い
異
る
考
え
方
を
結
合
す
る
も
の
を
、
知
ら
し
め
る
よ
す
が
と
な
る
と
い

う
説
な
ど
は
、
あ
ま
り
に
も
巧
み
な
理
窟
づ
け
と
感
じ
ら
れ
、
私
の
理
解

の
外
に
あ
る
。
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