
私
が
仏
教
学
の
研
究
を
始
め
る
に
至
っ
た
の
は
、
真
宗
大
谷
派
の
末
寺
に
入
寺
す
る
こ
と
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
大
学
を
卒

業
し
高
校
の
教
員
と
な
っ
て
３
年
半
程
経
過
し
た
頃
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
頃
ま
で
仏
教
学
に
関
す
る
書
物
は
あ
ま
り
読
ん
で
お
ら
ず
、
大

阪
の
あ
る
仏
青
に
加
入
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
真
宗
関
係
の
雑
誌
を
少
々
拾
読
み
し
て
い
た
程
度
で
あ
っ
た
。
記
憶
を
た
ど
る
と
西
洋
哲

学
を
専
攻
し
て
い
た
学
生
の
頃
に
、
長
尾
雅
人
先
生
の
勧
め
で
山
口
益
先
生
の
「
般
若
思
想
史
」
を
少
し
ば
か
り
読
ん
で
み
た
が
、
と
て

も
難
し
い
の
で
途
中
で
放
棄
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
た
だ
仏
教
は
と
て
も
す
ば
ら
し
い
思
想
で
あ
る
こ
と
を
、
漫
然
と
思
い
描
い

て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
の
所
為
で
あ
ろ
う
か
、
大
学
の
哲
学
の
講
義
で
山
内
得
立
先
生
が
「
哲
学
の
論
理
と
論
理
の
哲
学
」
と

い
う
題
目
の
も
と
で
、
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
を
さ
れ
て
い
た
と
き
、
た
ま
た
ま
龍
樹
の
「
八
不
」
に
つ
い
て
紹
介
さ
れ
強
い
衝
撃
を
受
け
た
こ

と
を
覚
え
て
い
る
。
そ
れ
は
先
生
が
イ
ン
ド
哲
学
に
も
関
説
さ
れ
て
、
イ
ン
ド
の
論
理
に
す
ば
ら
し
い
も
の
が
あ
る
の
だ
と
い
っ
て
、

「
中
論
」
か
ら
「
八
不
」
の
偶
頌
を
取
り
上
げ
、
こ
の
論
理
は
プ
ラ
ト
ン
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
課
題
と
し
て
い
た
論
理
学
に
、
重
要
な

示
唆
を
与
え
る
優
れ
た
双
否
の
論
理
で
あ
る
と
教
え
ら
れ
、
大
い
に
感
動
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
爾
来
こ
の
大
き
な
課
題
は
今
も
な
お
私

研
究
三
十
余
年

Ｉ
大
谷
大
学
に
お
け
る
仏
教
学
研
究
を
ふ
り
返
っ
て
Ｉ

１
中
国
仏
教
学
と
の
で
あ
い

福

島
光
哉
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こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
私
に
は
、
仏
教
と
い
え
ば
イ
ン
ド
の
仏
教
だ
け
が
仏
教
哲
学
の
宝
庫
で
あ
る
と
思
い
込
ん
で
い
た
の
で
あ
る
が
、

教
員
時
代
に
た
ま
た
ま
金
子
大
栄
先
生
の
「
仏
教
概
論
」
を
読
ん
だ
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
書
物
を
手
に
し
て
、
は
じ
め
て
大
乗

仏
教
を
代
表
す
る
教
理
哲
学
に
「
華
厳
」
と
「
天
台
」
と
い
う
双
壁
が
あ
る
こ
と
を
知
ら
さ
れ
て
、
心
を
揺
さ
ぶ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
と
に
「
華
厳
経
」
の
「
心
・
仏
及
び
衆
生
、
是
の
三
は
差
別
無
し
」
と
い
う
句
を
め
ぐ
っ
て
、
華
厳
と
天
台
の
解
釈
の
違
い
に
つ
い
て

克
明
に
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
読
ん
だ
時
に
は
華
厳
も
天
台
も
わ
か
っ
た
よ
う
な
錯
覚
に
見
舞
わ
れ
る
ほ
ど
感
激
し
た
こ
と
を
覚
え

て
い
る
。
大
谷
大
学
で
天
台
学
を
専
門
に
研
究
す
る
に
至
る
最
初
の
ご
緑
は
、
あ
と
か
ら
振
り
返
る
と
ど
う
や
ら
金
子
先
生
の
「
仏
教
概

こ
の
よ
う
な
状
況
の
も
と
で
、
大
谷
大
学
の
大
学
院
に
入
学
し
「
仏
教
学
専
攻
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
ど
う
し
て

も
専
門
に
研
究
し
た
い
と
い
う
課
題
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
イ
ン
ド
仏
教
学
と
中
国
仏
教
学
と
の
ど
ち
ら
か
を
選
ぶ
の
で
あ
れ
ば
、

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
よ
り
も
漢
文
の
方
が
入
り
易
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
便
宜
的
な
事
情
に
よ
っ
た
に
過
ぎ
な
い
。
大
学
を
卒
業
し
て

す
で
に
五
年
を
経
過
し
て
お
り
、
そ
の
間
学
問
研
究
か
ら
は
遠
ざ
か
っ
て
い
た
の
で
、
大
学
に
戻
る
こ
と
だ
け
で
も
不
安
に
満
た
さ
れ
て

い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
専
攻
の
内
容
に
つ
い
て
特
に
考
え
る
ま
で
に
は
達
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
大
谷
大
学
に
入
っ
て
大
谷

派
教
師
資
格
を
取
得
す
る
こ
と
が
主
た
る
目
的
で
仏
教
学
の
門
を
叩
い
た
の
で
あ
っ
て
、
最
初
か
ら
動
機
が
や
や
不
鮮
明
、
と
い
う
よ
り

も
不
純
で
あ
っ
た
と
い
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
こ
の
よ
う
に
し
て
大
谷
大
学
に
入
学
し
、
安
藤
俊
雄
先
生
の
ご
指
導
の

も
と
に
中
国
の
天
台
学
を
研
究
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
こ
と
に
不
思
議
な
因
縁
で
あ
っ
た
と
い
う
思
い
が
強
い
。

て
い
る
。
大
谷
大
学
で
天
台
学
を
奉

論
」
に
あ
っ
た
よ
う
な
気
が
す
る
。

の
頭
の
片
隅
に
残
っ
て
い
る
、

私
が
大
谷
大
学
の
大
学
院
に
入
学
し
た
の
は
、
昭
和
三
十
五
年
（
５
９
年
）
の
こ
と
で
あ
る
。
当
時
の
教
室
は
赤
レ
ン
ガ
の
二
階
と
、

２
大
学
院
入
学
か
ら
研
究
室
員
時
代
ま
で
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つ
づ
い
て
博
士
課
題
に
進
ん
で
、
新
し
い
仏
教
学
研
究
室
（
聞
思
館
二
階
）
の
嘱
託
と
な
っ
た
。
此
の
時
期
に
お
い
て
私
の
研
究
と
関

わ
り
の
あ
っ
た
こ
と
は
、
次
の
二
つ
の
事
柄
に
つ
き
る
と
い
え
よ
う
。
そ
の
一
つ
は
当
時
の
天
台
学
界
に
お
い
て
、
安
藤
先
生
と
竜
谷
大

期
で
あ
っ
た
。

西
南
隅
に
あ
っ
た
「
大
学
院
教
室
」
と
先
輩
か
ら
教
え
ら
れ
た
古
い
木
造
の
小
教
室
が
中
心
で
あ
っ
た
。
大
学
キ
ャ
ン
パ
ス
の
北
側
に
あ

っ
た
二
階
建
の
木
造
の
教
室
は
、
大
学
院
の
講
義
に
は
殆
ど
使
用
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。
と
く
に
わ
れ
わ
れ
の
棲
息
す
る
区
域
は

赤
レ
ン
ガ
の
中
で
、
一
階
の
東
隅
に
「
仏
教
学
研
究
室
」
が
あ
り
、
二
階
の
東
西
両
端
に
そ
れ
ぞ
れ
大
教
室
が
あ
っ
て
こ
こ
で
は
山
口
益

先
生
の
「
大
乗
の
仏
道
体
系
」
と
か
、
西
谷
啓
治
先
生
の
「
宗
教
と
文
化
」
な
ど
の
名
講
義
が
行
な
わ
れ
て
い
た
。
そ
う
い
っ
た
中
で
私

に
大
き
な
印
象
を
与
え
て
く
れ
た
建
物
が
、
昔
の
講
堂
で
あ
る
。
今
で
は
そ
の
姿
も
完
全
に
消
失
し
て
し
ま
っ
た
が
、
中
央
に
本
尊
の
十

字
名
号
の
軸
が
か
か
っ
て
い
る
シ
ン
プ
ル
な
荘
厳
に
は
、
古
い
聖
教
の
一
宇
一
句
が
身
心
に
染
み
透
る
よ
う
な
雰
囲
気
が
た
だ
よ
っ
て
い

た
。
私
の
大
谷
大
学
で
の
学
問
研
究
は
、
こ
の
薄
暗
く
て
湿
っ
ぽ
い
講
堂
の
一
隅
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
の
で
あ
っ
た
。

修
士
課
程
に
入
学
し
、
最
初
に
目
に
触
れ
た
仏
典
は
智
顎
の
『
摩
訶
止
観
」
と
法
雲
の
「
法
華
義
記
』
で
あ
っ
た
。
数
年
ぶ
り
で
漢
文

を
前
に
し
て
、
し
か
も
こ
の
難
解
な
仏
山
に
取
り
組
む
の
は
ま
こ
と
に
至
難
で
あ
っ
た
が
、
幸
い
に
親
切
な
諸
先
輩
に
恵
ま
れ
、
何
と
か

後
尾
か
ら
つ
い
て
い
く
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
よ
う
な
先
輩
た
ち
に
出
会
っ
た
こ
と
は
、
今
日
の
私
に
と
っ
て
か
け
が
え
の
な
い
尊
い
ご

縁
で
あ
っ
た
と
、
い
ま
も
述
懐
し
て
い
る
。

さ
て
大
学
院
で
は
早
速
「
修
士
論
文
」
が
話
題
に
な
り
、
安
藤
先
生
の
下
宿
（
当
時
先
生
は
下
総
川
に
下
宿
し
て
お
ら
れ
た
）
に
伺
っ

た
折
り
に
、
天
台
の
円
融
三
諦
と
い
う
中
心
問
題
に
つ
い
て
研
究
す
る
よ
う
勧
め
ら
れ
た
。
そ
し
て
最
近
で
は
、
天
台
の
哲
学
的
な
研
究

を
理
解
で
き
る
者
が
少
な
く
な
っ
た
と
嘆
い
て
お
ら
れ
た
こ
と
を
覚
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
論
文
の
研
究
題
目
が
決
定
し
て
か
ら

は
、
た
だ
そ
の
研
究
目
標
に
む
か
っ
て
書
物
を
緋
く
こ
と
に
明
け
暮
れ
る
生
活
が
は
じ
ま
っ
た
。
と
に
か
く
修
士
の
二
年
間
は
、
何
と
し

て
も
論
文
を
仕
上
げ
て
所
定
の
資
格
を
得
る
こ
と
に
専
念
す
る
ほ
か
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
今
か
ら
思
う
と
意
外
に
充
実
し
た
時
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学
の
佐
藤
哲
英
先
生
と
の
間
に
交
わ
さ
れ
た
論
争
で
あ
る
。
そ
れ
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
天
台
の
如
来
性
悪
思
想
の
創
始
者
を

め
ぐ
っ
て
安
藤
先
生
は
従
来
か
ら
信
ぜ
ら
れ
て
い
た
通
り
、
こ
の
学
説
を
智
顎
の
創
説
で
あ
る
と
さ
れ
た
の
に
対
し
、
佐
藤
先
生
は
弟
子

の
瀧
頂
に
よ
る
と
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
根
拠
は
此
の
思
想
を
直
接
紹
介
し
て
い
る
「
観
音
玄
義
」
の
撰
述
は
誰
で
あ
る
か
を
め
ぐ

る
問
題
に
根
ざ
し
て
お
り
、
大
谷
大
学
で
開
催
さ
れ
た
一
九
六
四
年
度
の
「
印
仏
学
会
」
に
お
い
て
、
両
先
生
が
激
し
く
論
戦
を
交
わ
さ

れ
た
こ
と
は
わ
れ
わ
れ
若
輩
に
と
っ
て
も
終
生
忘
れ
ら
れ
な
い
一
大
事
で
あ
っ
た
。
そ
の
頃
、
佐
藤
先
生
は
『
天
台
大
師
の
研
究
』
と
い

う
大
著
を
刊
行
さ
れ
、
こ
こ
に
そ
の
問
題
を
詳
し
く
論
じ
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
安
藤
先
生
の
推
薦
で
私
が
『
大
谷
学
報
」
に
本
書

の
書
評
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
「
大
谷
学
報
」
に
掲
載
さ
れ
る
こ
と
だ
け
で
も
私
に
と
っ
て
大
変
な
こ
と
で
あ
る
の
に
、
ま
し
て
問
題

を
か
か
え
た
書
物
に
対
し
て
「
書
評
」
す
る
と
な
る
と
、
い
く
ら
大
胆
に
や
っ
て
の
け
る
よ
う
勧
め
ら
れ
て
も
、
尻
込
み
す
る
方
が
自
然

で
あ
っ
た
と
思
う
。
し
か
し
と
に
か
く
私
の
書
評
が
「
大
谷
学
報
」
に
掲
載
さ
れ
、
こ
れ
が
私
の
書
い
た
最
初
の
活
字
と
な
っ
た
。
今
想

い
起
こ
し
て
も
恥
か
し
い
や
ら
懐
か
し
い
や
ら
、
ま
こ
と
に
複
雑
な
心
境
で
あ
る
。
た
だ
此
の
両
先
生
の
論
争
は
、
当
時
の
天
台
研
究
を

志
す
若
い
学
徒
に
と
っ
て
は
甚
だ
重
い
責
務
を
負
わ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
事
実
で
あ
る
。
私
た
ち
は
此
の
論
争
を
通
し
て
、
天
台
研

究
に
は
い
く
つ
か
の
方
法
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
佐
藤
先
生
ば
り
の
文
献
研
究
だ
け
が
天
台
研
究
の
主
流
に
な
る
こ
と
に
は
、
大
き
な
抵
抗

を
感
じ
な
が
ら
今
Ｈ
に
至
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

当
時
の
中
国
仏
教
学
の
研
究
方
法
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
禅
宗
史
な
ど
に
見
ら
れ
た
よ
う
に
文
献
資
料
を
丹
念
に
検
討
し
、
そ
の
史
的

価
値
を
判
断
し
な
が
ら
新
し
い
史
実
を
発
見
し
て
い
く
こ
と
が
非
常
に
目
立
っ
た
方
法
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。
そ
れ
は
イ
ン
ド
仏
教
学

が
文
献
研
究
を
基
本
に
し
て
、
世
界
の
学
界
レ
ベ
ル
に
お
い
て
も
「
近
代
仏
教
学
」
と
し
て
す
さ
ま
じ
い
発
展
を
遂
げ
て
い
た
こ
と
に
よ

る
影
響
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
中
国
仏
教
学
に
お
い
て
も
文
献
研
究
の
必
要
性
に
迫
ら
れ
て
、
研
究
方
法
上
新
し
く
脱
皮
す
る
最
も
有
効

な
方
法
と
し
て
登
場
し
て
き
た
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、
わ
が
大
谷
大
学
の
中
国
仏
教
学
の
伝
統
に
お
い
て
は
、
ど
ち

ら
か
と
い
う
と
文
献
研
究
の
み
に
終
始
す
る
か
の
ど
と
き
方
法
に
は
批
判
的
で
あ
っ
て
、
仏
教
研
究
の
初
心
に
か
え
っ
て
仏
教
の
思
想
を
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も
と
よ
り
「
弘
明
集
」
と
い
う
書
物
は
、
梁
の
憎
祐
が
六
朝
期
の
仏
教
護
持
を
目
的
と
し
て
柵
墓
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
私
に
と
っ
て

は
第
一
に
原
漢
文
が
甚
だ
難
解
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
第
二
に
内
容
が
儒
・
仏
・
道
の
三
教
に
わ
た
る
哲
学
に
つ
い
て
そ
の
優
劣
を
論
断

す
る
論
文
が
多
数
を
占
め
、
私
な
ど
と
く
に
儒
家
や
道
家
の
思
想
に
弱
く
、
そ
の
う
え
六
朝
史
に
も
暗
い
学
生
に
と
っ
て
は
近
付
き
難
く
、

研
究
会
に
つ
い
て
い
く
の
に
大
変
重
苦
し
い
気
持
ち
を
抱
き
な
が
ら
参
加
し
た
も
の
で
あ
る
。

若
い
院
生
や
研
究
室
員
と
し
て
は
、
京
大
を
は
じ
め
竜
大
か
ら
も
参
加
し
て
お
り
、
わ
が
谷
大
か
ら
は
鍵
主
良
敬
、
三
桐
慈
海
、
古
田

和
弘
の
諸
氏
、
の
ち
に
若
槻
俊
秀
氏
も
参
加
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
記
憶
し
て
い
る
。
そ
し
て
此
の
研
究
会
で
は
、
前
も
っ
て
若
い
学
徒

（
即
ち
わ
れ
わ
れ
の
こ
と
で
あ
る
）
が
、
原
文
を
し
っ
か
り
読
ん
で
こ
れ
を
口
語
訳
す
る
。
と
同
時
に
註
を
詳
細
に
調
査
し
て
そ
れ
を
掲

載
し
て
お
く
、
と
い
う
作
業
を
し
て
お
い
て
、
そ
の
成
果
を
研
究
会
の
資
料
と
し
て
準
備
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
上
で
研
究
会
に
臨
み
、

深
く
追
求
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
学
界
に
貢
献
し
得
る
研
究
を
、
諸
先
生
か
ら
学
び
と
っ
て
い
く
べ
き
だ
と
自
認
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
今
日
、
そ
の
よ
う
な
研
究
方
法
は
決
し
て
誤
り
で
は
な
か
っ
た
と
思
え
る
し
、
む
し
ろ
そ
の
研
究
方
法
こ
そ
が
大
谷
大
学
の
中
国

仏
教
学
が
進
む
べ
き
大
切
な
道
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

さ
て
第
二
の
事
柄
は
、
京
大
人
文
科
学
研
究
所
の
宗
教
学
研
究
室
が
実
施
し
て
い
た
共
同
研
究
に
、
わ
れ
わ
れ
大
谷
大
学
の
若
輩
も
参

加
さ
せ
て
も
ら
っ
て
、
当
時
の
京
都
を
代
表
す
る
大
先
生
方
に
厳
し
く
鍛
え
ら
れ
る
と
い
う
、
大
変
な
幸
運
に
恵
ま
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は
牧
田
諦
亮
先
生
が
中
心
と
な
っ
て
、
人
文
研
の
島
田
展
次
、
平
岡
武
夫
、
福
永
光
司
、
藤
吉
慈
海
、
京
大
文
学
部
の
竺
沙
雅
章
、

大
阪
大
学
の
森
三
樹
三
郎
、
木
全
徳
雄
、
さ
ら
に
本
学
の
横
超
慧
日
、
野
上
俊
静
、
安
藤
俊
雄
の
各
先
生
な
ど
が
研
究
会
の
主
た
る
メ
ン

バ
ー
で
あ
っ
た
。
此
の
研
究
会
は
す
で
に
塚
本
善
隆
先
生
の
と
き
『
肇
論
研
究
」
を
、
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
が
参
加
し
始
め
た
こ
ろ
に
木
村

英
一
先
生
を
チ
ー
フ
と
す
る
「
慧
遠
研
究
」
を
出
版
し
て
お
り
、
中
国
六
朝
の
宗
教
学
に
関
し
て
は
京
都
の
研
究
会
が
学
界
を
リ
ー
ド
し

て
い
た
。
そ
し
て
そ
れ
に
続
い
て
「
弘
明
集
」
の
輪
読
会
が
は
じ
ま
っ
て
い
た
時
に
、
わ
れ
わ
れ
も
参
加
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
っ

た
。
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一
方
專
門
研
究
に
つ
い
て
は
、
智
韻
の
思
想
を
「
止
観
法
門
」
の
側
面
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
よ
う
に
心
が
け
た
。
智
顎
の
場
合
「
教

相
法
門
」
は
彼
の
後
半
期
に
属
す
る
経
典
研
究
が
中
心
と
な
る
の
に
対
し
、
「
止
観
法
門
」
に
な
る
と
彼
の
前
半
期
の
講
説
と
考
え
ら
れ

る
諸
耆
も
現
存
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
「
摩
訶
止
観
』
に
至
る
ま
で
の
禅
思
想
と
の
関
係
を
無
視
し
得
な
い
の
で
、
ま
ず
彼
の
瓦
官
寺

時
代
（
智
顎
の
三
十
歳
代
）
の
代
表
的
な
講
説
と
さ
れ
る
『
次
第
禅
門
」
を
少
し
読
み
始
め
た
。
本
書
は
主
と
し
て
「
大
智
度
論
』
に
拠

り
な
が
ら
、
凡
夫
禅
か
ら
菩
薩
禅
に
至
る
ま
で
仏
教
の
あ
ら
ゆ
る
禅
観
の
思
想
と
方
法
を
体
系
化
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
当
時
の
禅
思
想

の
集
大
成
と
も
い
う
べ
き
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。
た
だ
十
二
巻
か
ら
な
る
膨
大
な
書
物
で
あ
る
た
め
、
こ
れ
を
読
破
す
る
こ
と
は
容
易
で

な
い
が
、
取
り
敢
え
ず
「
大
智
度
論
」
と
対
照
し
な
が
ら
、
中
で
も
智
顎
の
特
色
を
発
揮
し
て
い
る
部
分
、
た
と
え
ば
方
便
行
の
う
ち
で

も
「
内
方
便
」
章
を
苦
心
し
な
が
ら
読
み
進
め
て
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
と
く
に
関
心
を
も
っ
た
の
は
「
験
善
悪
根
性
」
の
一
節

で
、
止
観
と
い
う
実
践
上
か
け
が
え
の
な
い
課
題
と
し
て
現
前
し
て
く
る
行
者
自
心
の
「
業
相
」
に
対
し
て
、
智
顎
が
三
十
歳
代
の
こ
ろ

す
で
に
執
拘
に
追
求
し
て
お
り
、
善
悪
業
の
種
々
相
を
詳
細
に
分
析
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
業
相
と
の
あ
く
な
き
格
闘
の
姿
を
浮
き
彫
り

に
し
て
お
り
、
随
分
心
を
惹
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
方
面
の
私
の
研
究
と
し
て
は
、
「
次
第
禅
門
の
内
方
使
』
と
題
し
た
論
文
そ

の
他
の
短
篇
を
書
い
た
に
過
き
な
い
が
、
心
情
的
に
は
「
天
台
止
観
」
に
大
い
に
啓
発
さ
れ
、
「
禅
」
の
一
宇
に
惹
か
れ
た
時
期
で
も
あ

権
威
あ
る
諸
先
生
か
ら
厳
し
い
チ
ェ
ッ
ク
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
た
ま
た
ま
私
が
そ
の
資
料
準
備
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
る
と
、
数
週

間
の
あ
い
だ
全
く
安
眠
も
で
き
な
い
ま
ま
、
口
語
訳
と
註
の
作
成
に
明
け
暮
れ
る
日
が
続
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
自
分
自
身
と
し

て
は
か
な
り
自
信
を
も
っ
て
提
出
し
た
資
料
に
対
し
て
、
私
の
原
訳
は
ほ
と
ん
ど
黒
く
塗
り
つ
ぶ
さ
れ
て
跡
形
も
な
く
訂
正
さ
せ
ら
れ
て

し
ま
う
と
い
う
、
ま
こ
と
に
惨
惜
た
る
状
況
に
陥
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
い
ま
思
え
ば
懐
か
し
い
と
同
時
に
、
六
朝
期
の
漢
文
文
献
の
読

み
方
に
つ
い
て
し
っ
か
り
た
た
き
込
ま
れ
た
感
慨
が
蘇
り
、
あ
ら
た
め
て
深
謝
し
た
い
と
思
う
。

３
止
観
法
門
の
研
究
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此
の
智
顎
の
初
期
の
止
観
思
想
を
研
究
し
て
い
く
と
、
や
が
て
彼
の
恩
師
で
あ
る
南
岳
慧
思
に
た
ど
り
つ
く
。
そ
こ
で
慧
思
の
禅
観
思

想
を
課
題
と
し
て
、
「
法
華
経
安
楽
行
義
」
や
『
諸
法
無
靜
三
昧
法
門
」
の
研
究
に
う
つ
り
、
灌
頂
が
三
種
止
観
の
源
流
を
慧
文
や
慧
思

に
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
、
こ
れ
を
慧
思
に
求
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
す
で
に
諸
先
達
に
よ
り
慧
思
の
円
頓
止
観
は

『
法
華
経
安
楽
行
義
」
に
、
そ
し
て
漸
次
止
観
は
『
諸
法
無
靜
三
昧
法
門
」
に
見
い
だ
せ
る
と
云
わ
れ
て
い
た
の
で
、
そ
の
点
を
再
碓
認

す
る
つ
も
り
で
こ
の
両
耆
を
検
討
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
此
の
頃
か
ら
慧
思
と
い
う
人
物
に
は
特
異
性
が
見
ら
れ
、
こ
と
に
禅
者
と
し
て

の
豪
胆
な
風
貌
を
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
部
分
が
あ
る
こ
と
に
、
心
を
寄
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
彼
の
禅
学
思
想
を
研
究
の
対
象
に
す
る
こ
と

は
難
し
い
。
そ
れ
は
彼
の
諸
撰
述
に
は
一
貫
し
た
論
理
性
が
見
い
だ
さ
れ
に
く
い
か
ら
で
あ
っ
て
、
そ
の
点
智
顎
と
は
大
き
な
違
い
が
あ

る
。
け
れ
ど
も
慧
思
に
は
、
智
頷
の
よ
う
な
透
徹
し
た
論
理
性
に
は
欠
け
て
も
、
ほ
と
ば
し
る
よ
う
な
護
法
へ
の
情
熱
が
感
じ
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
自
ら
に
対
し
て
非
常
に
厳
し
か
っ
た
と
同
時
に
、
他
人
に
対
し
て
も
「
悪
魔
の
ご
と
き
菩
薩
」
像
を
減
じ
て
き
び

し
く
迫
っ
た
の
で
は
？
と
思
わ
せ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
、
そ
う
い
う
人
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
智
顎
の
周
辺
の
禅
思
想
に
多
少
研
究
範
囲
を
広
げ
た
こ
と
を
基
礎
に
、
指
導
教
授
の
勧
め
も
あ
っ
て
「
擬
講
論
文
」
の
作

成
に
向
か
っ
て
、
構
想
を
練
り
本
格
的
に
ま
と
め
る
べ
き
研
究
に
は
い
っ
た
の
は
、
研
究
室
員
時
代
の
末
期
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
「
摩

訶
止
観
」
を
主
た
る
研
究
対
象
と
し
て
、
円
頓
止
観
の
成
立
過
程
を
慧
思
以
来
の
禅
思
想
の
展
開
を
ベ
ー
ス
に
し
て
考
察
し
た
。
具
体
的

な
止
観
法
と
し
て
は
「
念
仏
三
昧
」
を
取
り
上
げ
、
各
種
の
禅
経
類
に
窺
え
る
「
念
仏
三
昧
」
を
解
明
し
な
が
ら
、
智
韻
の
「
般
舟
三

味
」
の
特
色
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
こ
れ
ら
の
研
究
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
多
く
の
先
輩
た
ち
の
優
れ
た
研

究
が
あ
り
、
そ
れ
ら
を
拠
り
所
に
し
つ
つ
、
結
局
先
輩
の
発
表
成
果
を
少
し
く
な
ぞ
ら
え
る
程
度
の
研
究
に
終
始
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
、

い
つ
ま
で
も
反
省
材
料
と
し
て
脳
裏
を
離
れ
な
い
。
折
角
の
機
会
で
あ
っ
た
の
だ
か
ら
、
天
台
止
観
に
関
し
て
一
応
の
区
切
り
と
な
る
研

究
を
達
成
で
き
る
ま
で
の
努
力
が
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
私
が
今
日
に
至
っ
て
な
お
、
「
止
観
」
に
つ
い
て
は
不
安
の
残
る
結

っ
た
の
で
あ
る
。
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さ
て
一
九
七
○
年
を
中
心
と
す
る
い
わ
ゆ
る
大
学
紛
争
の
波
を
、
大
谷
大
学
が
正
面
か
ら
か
ぶ
る
こ
と
に
な
っ
た
頃
、
「
大
谷
大
学
の

仏
教
学
」
と
し
て
の
独
自
性
を
め
ぐ
っ
て
議
論
も
な
さ
れ
た
。
当
然
、
仏
教
学
の
研
究
方
法
に
つ
い
て
も
色
々
考
え
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ

る
が
、
当
時
の
課
題
は
同
時
に
大
学
の
研
究
と
教
育
と
が
密
接
に
関
わ
り
、
主
体
的
な
研
究
に
た
っ
て
そ
れ
が
教
育
に
反
映
さ
れ
る
べ
き

も
の
を
求
め
る
、
と
い
う
方
向
性
を
目
指
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
仏
教
学
科
の
教
員
は
、
そ
れ
以
前
か
ら
「
仏
教
入
門
」
と

い
う
全
学
生
必
修
の
科
目
を
担
当
し
、
「
釈
尊
伝
」
を
教
科
書
通
り
に
講
義
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
が
、
教
員
の
末
端
に
い
た
私
は
此
の

科
目
を
早
く
か
ら
、
し
か
も
年
度
に
よ
っ
て
は
複
数
の
ク
ラ
ス
を
受
け
持
つ
よ
う
命
ぜ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
た
ま
た
ま
科
目
名
の
変

更
に
伴
い
、
こ
の
科
目
に
対
す
る
深
い
反
省
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
本
学
に
お
い
て
「
必
修
」
と
さ
れ
て
い
る
意
味
を
根
本
か
ら

問
い
な
お
す
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
が
「
総
合
科
目
」
と
な
り
、
「
仏
教
と
人
間
」
と
い
う
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
の
も

と
に
、
ひ
き
つ
づ
き
全
学
必
修
の
科
目
と
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
此
の
あ
ま
り
魅
力
の
な
い
題
目
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
文
字
通
り
「
仏

教
と
人
間
」
を
課
題
と
し
て
教
壇
に
立
つ
に
は
、
大
変
な
勇
気
と
決
断
と
が
要
求
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
私
自
身
の
経
験
に
お
い
て
も
、
此

の
課
題
を
背
負
っ
て
か
ら
授
業
の
講
義
内
容
は
一
変
し
た
し
、
教
壇
に
立
つ
と
き
の
悲
壮
感
も
倍
増
し
た
か
の
ご
と
き
で
あ
っ
た
。
若
気

の
至
り
と
一
笑
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
大
谷
大
学
独
自
の
「
仏
教
学
」
と
は
、
具
体
的
に
は
そ
の
よ
う
な
側
面
に
現
わ
れ
た
の
だ
と

云
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
爾
来
、
私
の
仏
教
研
究
の
姿
勢
そ
の
も
の
が
常
に
矢
面
に
立
た
さ
れ
る
中
で
、
「
大
谷
大
学
の
仏
教
学
」
な
る

も
の
は
そ
れ
な
り
に
育
っ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
。

再
び
専
門
研
究
に
目
を
向
け
よ
う
。
専
任
の
教
員
に
な
っ
た
頃
、
安
藤
先
生
か
ら
受
け
た
ア
ド
パ
イ
ス
は
「
法
華
玄
義
」
の
大
半
を
占

め
る
「
迩
門
十
妙
」
を
ま
と
め
て
智
顎
の
法
華
哲
学
を
解
明
し
て
は
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
具
体
的
に
は
「
境
妙
」
か
ら
始
ま

果
を
招
い
た
一
因
が
こ
こ
に
あ
っ
た
と
思
っ
て
い
る
。

４
大
学
状
況
と
教
育
と
研
究
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昭
和
五
十
六
年
（
ら
曽
年
）
の
秋
に
は
約
四
十
日
間
訪
米
し
、
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
大
学
を
中
心
に
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
仏
教
学
者

と
い
く
つ
か
の
会
合
を
も
つ
機
会
を
得
た
。
こ
と
に
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
大
学
の
清
田
実
先
生
の
お
世
話
に
よ
り
、
若
い
研
究
生
の
方
が
た

と
仏
教
へ
の
関
心
や
研
究
方
法
な
ど
を
め
ぐ
っ
て
話
合
え
た
こ
と
は
、
視
野
を
広
め
る
こ
と
と
と
も
に
漢
文
を
外
国
語
と
し
て
読
み
取
る

難
し
さ
を
改
め
て
知
る
こ
と
が
で
き
、
い
ろ
い
ろ
な
点
で
わ
れ
わ
れ
の
仏
教
研
究
の
あ
り
か
た
に
反
省
を
迫
る
も
の
が
あ
っ
た
。
専
門
研

究
の
上
で
は
、
ハ
ワ
イ
大
学
の
チ
ャ
ペ
ル
先
生
や
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
大
学
の
ス
ワ
ン
ソ
ン
氏
な
ど
と
最
近
の
日
本
の
天
台
学
の
状
況
に
つ

い
て
話
し
合
う
機
会
が
あ
り
、
一
方
ア
メ
リ
カ
で
は
天
台
学
が
ま
だ
本
格
的
に
は
研
究
せ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
華
厳
学
に
か
な
り
遅
れ
を
と

っ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
直
接
耳
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
な
ど
は
、
訪
米
の
一
つ
の
収
穫
で
あ
っ
た
と
思
う
。

る
十
種
の
相
待
・
絶
待
の
二
妙
に
ス
ポ
ッ
ト
を
あ
て
て
、
そ
の
思
想
的
背
景
を
視
野
に
入
れ
な
が
ら
研
究
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
課
題
は
天
台
教
学
を
志
す
者
に
と
っ
て
は
、
一
度
は
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
自
分
自
身
の
天
台
学
研
究
の
基
盤
を
確
立
し
た
い
と
願
う
こ
と

で
あ
り
、
私
に
と
っ
て
は
修
士
以
来
少
し
ず
つ
貯
え
て
き
た
研
究
成
果
を
基
盤
に
す
れ
ば
、
あ
る
い
は
可
能
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
と
考

え
続
け
て
き
た
課
題
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
時
間
的
な
余
裕
は
あ
っ
て
も
、
不
勉
強
な
私
に
は
な
か
な
か
集
大
成
す
る
に
は
い
た
ら
な
か

っ
た
。
も
と
よ
り
「
法
華
玄
義
』
と
い
う
書
物
は
、
仏
教
全
休
の
理
論
体
系
を
総
合
的
に
整
理
し
て
い
て
、
必
ず
し
も
『
法
華
経
」
学
と

は
思
え
な
い
一
面
を
も
っ
て
い
る
。
む
し
ろ
『
法
華
経
』
以
外
の
あ
ら
ゆ
る
仏
典
を
活
用
し
て
、
『
法
華
経
」
の
根
本
精
神
を
鮮
明
に
発

揮
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
仏
教
研
究
の
キ
ャ
リ
ア
が
か
な
り
身
に
つ
い
て
い
な
い
か
ぎ
り
、
読
破
す
る
こ
と
は
甚
だ
困
難
で
あ
る
。
た

と
え
ば
最
初
の
「
境
妙
」
中
の
四
諦
や
十
二
因
縁
、
さ
ら
に
三
諦
・
二
諦
な
ど
を
そ
の
思
想
的
背
景
を
も
考
慮
し
な
が
ら
、
そ
の
天
台
独

自
の
思
想
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
、
か
な
り
長
い
準
備
期
間
と
し
っ
か
り
し
た
目
的
意
識
の
持
続
と
が
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
時

期
、
い
く
つ
か
の
部
分
的
な
研
究
論
文
を
発
表
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
全
体
像
を
浮
き
彫
り
に
す
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。

５
海
外
仏
教
の
見
学
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此
の
時
期
の
大
谷
大
学
で
は
、
海
外
仏
教
研
究
の
実
態
を
正
確
に
把
握
し
て
、
本
学
と
ア
メ
リ
カ
の
大
学
や
研
究
機
関
と
が
仏
教
研
究

や
教
育
の
面
に
お
い
て
提
携
を
保
つ
方
法
を
模
索
し
て
い
た
。
本
学
に
は
多
く
の
国
際
的
な
教
授
陣
が
そ
ろ
っ
て
い
た
に
も
拘
ら
ず
、
大

学
と
し
て
公
式
に
外
国
の
大
学
と
提
携
す
る
こ
と
は
、
仏
教
学
に
限
っ
て
い
え
ば
か
な
り
遅
れ
て
い
た
よ
う
に
思
う
。
ち
ょ
う
ど
学
内
に

「
真
宗
総
合
研
究
所
」
が
設
立
さ
れ
、
そ
の
中
に
「
海
外
仏
教
研
究
」
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
組
織
し
て
、
積
極
的
に
海
外
の
仏
教
研
究
の

情
報
を
収
集
し
よ
う
と
し
て
い
た
矢
先
の
こ
と
で
も
あ
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
の
仏
教
研
究
を
し
っ
か
り
把
握
す
る
端
緒
に
な
る
こ
と
を
願
い

つ
つ
、
訪
米
を
終
え
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

昭
和
五
十
七
年
（
ら
忠
年
）
頃
よ
り
数
年
間
は
、
大
学
行
政
に
係
わ
る
こ
と
も
あ
っ
て
眼
前
の
諸
問
題
に
忙
殺
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、

専
門
研
究
か
ら
は
遠
ざ
か
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
よ
う
や
く
大
谷
派
の
安
居
を
命
ぜ
ら
れ
た
昭
和
六
十
二
年
（
ら
閏
年
）
に
、
懸
案

で
あ
っ
た
「
法
華
玄
義
」
の
研
究
を
一
応
ま
と
め
て
「
妙
法
蓮
華
経
玄
義
序
説
」
と
題
す
る
講
本
と
し
て
発
表
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ

の
内
容
は
、
「
境
妙
」
の
研
究
を
足
が
か
り
と
し
て
「
智
妙
」
「
行
妙
」
を
合
わ
せ
て
三
種
の
「
妙
」
を
原
点
と
し
、
後
半
の
「
感
応
妙
」

以
下
「
春
属
妙
」
ま
で
を
視
野
に
入
れ
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
中
心
課
題
は
何
と
い
っ
て
も
円
融
三
諦
諭
で
あ
り
、
此
の
思
想

の
背
景
と
な
る
六
朝
の
実
相
論
哲
学
や
観
音
信
仰
な
ど
の
実
態
な
ど
に
も
注
意
を
払
い
な
が
ら
、
智
韻
が
『
法
華
経
」
の
精
神
を
発
揮
す

る
に
い
た
る
プ
ロ
セ
ス
を
重
視
し
て
論
じ
た
つ
も
り
で
あ
る
。
し
か
し
結
果
的
に
は
智
顎
の
「
妙
」
を
主
題
と
し
な
が
ら
、
そ
の
骨
格
の

部
分
を
論
じ
た
に
と
ど
ま
り
、
中
国
仏
教
特
有
の
微
妙
な
肉
付
け
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
悔
や
ま
れ
る
。
け
れ
ど

も
私
に
と
っ
て
は
、
本
書
を
も
っ
て
天
台
研
究
の
ベ
ー
ス
と
す
れ
ば
、
後
世
の
天
台
の
諸
問
題
を
研
究
す
る
糸
口
は
見
え
て
く
る
に
違
い

な
い
、
と
い
う
確
信
を
も
つ
こ
と
は
で
き
た
よ
う
に
思
う
。

大
学
行
政
か
ら
開
放
さ
れ
て
、
よ
う
や
く
自
分
の
研
究
に
戻
っ
た
の
は
昭
和
六
十
四
年
（
５
＄
年
）
頃
の
こ
と
で
あ
る
。
気
が
つ
い

６
天
台
浄
土
教
の
研
究
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私
の
よ
う
に
真
宗
寺
院
に
育
っ
た
者
に
と
っ
て
、
「
浄
土
教
」
と
い
う
言
葉
に
は
「
仏
教
」
と
い
う
以
上
に
親
近
感
を
抱
か
せ
る
も
の

が
あ
る
。
そ
れ
は
本
願
と
か
念
仏
・
信
心
と
い
う
言
葉
よ
り
も
多
少
へ
だ
た
り
を
感
じ
な
が
ら
も
、
ど
こ
か
故
郷
の
よ
う
に
身
近
に
あ
る

事
柄
と
し
て
受
け
と
め
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、
今
私
が
課
題
と
し
て
専
門
的
に
研
究
し
よ
う
と
す
る
浄
土
教
は
、
従
来
抱
い

た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
従
来
の
研
究
対
象
で
あ
っ
た
智
顎
を
中
心
と
す
る
初
期
天
台
か
ら
、
一
挙
に
数
百
年
後
の
宋
代
に
焦
点
を
あ
て
て
天
台
の
新
し

い
展
開
を
明
ら
か
に
す
る
べ
く
、
そ
の
拠
り
所
を
天
台
浄
土
教
に
求
め
よ
う
と
定
め
た
の
で
あ
る
。
此
の
問
題
は
、
か
つ
て
安
藤
先
生
が

『
観
無
量
寿
経
疏
妙
宗
妙
概
論
』
と
い
う
講
本
を
出
さ
れ
て
、
知
礼
浄
土
学
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
く
ま
な
く
解
明
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る

が
、
先
生
は
天
台
浄
土
教
の
研
究
半
ば
に
し
て
早
逝
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
私
に
は
先
生
が
安
居
に
お
い
て
知
礼
の
『
妙
宗

紗
」
を
テ
キ
ス
ト
と
し
て
講
じ
ら
れ
た
時
、
「
親
鶯
は
智
顎
以
来
の
壮
大
な
大
乗
仏
教
の
課
題
に
対
し
て
、
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
換
を
も

っ
て
応
答
せ
ら
れ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
」
と
云
わ
れ
た
一
言
が
い
つ
ま
で
も
脳
裏
に
残
っ
て
い
て
、
い
つ
か
は
此
の
問
題
に
少
し

で
も
迫
り
た
い
と
思
っ
て
い
た
。
以
上
の
よ
う
な
事
情
も
あ
っ
て
、
私
の
最
後
の
研
究
課
題
を
趙
宋
天
台
の
浄
土
教
に
定
め
る
こ
と
に
し

て
み
る
と
大
学
に
お
い
て
研
究
で
き
る
の
は
十
年
く
ら
い
し
か
残
っ
て
い
な
い
で
は
な
い
か
。
い
さ
さ
か
焦
り
を
感
じ
な
が
ら
も
、
大
学

で
の
最
後
に
な
る
研
究
の
主
題
を
定
め
る
こ
と
か
ら
始
め
た
。
安
藤
・
横
超
両
先
生
を
失
っ
た
わ
が
大
学
院
に
お
い
て
講
義
を
担
当
し
て

以
来
、
私
は
天
台
で
も
と
く
に
趙
宋
天
台
に
焦
点
を
あ
て
て
文
献
資
料
の
研
究
を
少
し
ず
つ
重
ね
て
き
た
の
で
、
や
や
不
安
は
残
っ
た
も

の
の
趙
宋
天
台
を
本
格
的
に
研
究
す
る
こ
と
に
し
た
。
趙
宋
天
台
は
、
智
顎
な
ど
の
初
期
天
台
実
相
論
の
研
究
を
続
け
て
い
た
頃
か
ら
、

す
で
に
関
心
を
抱
い
て
い
た
課
題
で
あ
っ
て
、
知
礼
の
『
十
不
二
門
指
要
紗
」
や
「
四
明
十
義
書
」
な
ど
を
拾
い
読
み
し
、
中
で
も
安
藤

先
生
の
独
壇
場
と
い
わ
れ
た
山
家
派
・
山
外
派
の
論
争
に
象
徴
さ
れ
る
学
説
に
は
、
時
代
を
超
え
た
宗
教
性
を
感
じ
て
い
た
。
こ
と
に
先

生
の
「
敵
対
的
相
即
」
と
い
う
言
葉
に
魅
せ
ら
れ
て
、
四
明
知
礼
の
明
快
で
大
胆
な
論
理
に
引
き
込
ま
れ
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
あ
っ
た
の

で
幸
の
る
○
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て
い
た
感
傷
的
な
浄
土
の
イ
メ
ー
ジ
と
は
著
し
く
異
な
っ
て
、
も
っ
と
醒
め
た
砂
漠
の
よ
う
な
浄
土
と
い
う
印
象
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
。

と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
華
麗
な
楽
土
を
否
定
し
て
苛
酷
な
娑
婆
に
生
き
る
命
を
発
見
し
よ
う
と
す
る
「
浄
土
」
、
と
い
え
る
の
か
も
知
れ

な
い
。
「
唯
心
浄
土
」
と
い
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
安
易
に
そ
れ
は
自
力
・
聖
道
門
の
浄
土
で
あ
る
と
い
っ
て
否
定
し
去
る
こ
と
も
あ
る
が
、

実
は
唯
心
浄
土
と
い
う
語
は
同
じ
で
あ
っ
て
も
そ
の
意
味
内
容
に
は
か
な
り
の
振
幅
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
浄
土
の
理
念
に
立

っ
て
往
生
浄
土
の
諸
相
を
仔
細
に
検
討
し
、
複
雑
な
宋
代
の
仏
教
文
献
を
吟
味
し
な
が
ら
、
「
自
性
弥
陀
」
「
唯
心
浄
土
」
と
は
？
そ
し

て
『
観
経
』
所
説
の
念
仏
三
味
と
は
？
と
い
う
疑
問
を
、
一
つ
一
つ
資
料
に
照
ら
し
て
宋
代
の
浄
土
教
家
一
人
ひ
と
り
に
答
え
て
も
ら

此
の
時
代
の
浄
土
教
が
主
と
し
て
依
用
し
た
経
典
は
、
第
一
に
『
観
経
」
で
あ
り
、
そ
れ
を
思
想
的
に
補
助
す
る
の
は
『
維
摩
経
」
や

「
法
華
経
」
『
華
厳
経
」
で
あ
る
。
こ
と
に
『
維
摩
経
」
の
「
心
浄
土
浄
」
説
は
天
台
浄
土
説
の
根
拠
で
も
あ
っ
て
、
そ
れ
が
「
唯
心
浄

土
」
と
い
う
概
念
の
依
り
処
で
も
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
「
観
経
」
所
説
の
十
六
観
法
は
「
唯
心
浄
土
」
を
論
証
す
る
有
力
な
仏
説
で
あ

っ
た
か
ら
、
お
の
ず
か
ら
『
観
経
」
の
把
握
の
仕
方
も
第
八
像
観
に
説
か
れ
る
心
仏
不
二
の
理
念
を
根
本
と
し
て
展
開
し
て
い
く
こ
と
に

な
る
。
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
実
践
法
門
と
し
て
浄
業
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
『
観
経
」
は
、
専
ら
念
仏
三
昧
を
修
す
る
こ
と
に
あ
り
、

そ
の
意
味
で
「
観
経
」
の
念
仏
と
は
い
か
な
る
念
仏
三
昧
で
あ
る
の
か
を
め
ぐ
っ
て
、
激
し
い
論
争
を
繰
り
広
げ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ

で
一
般
に
「
理
観
」
と
か
「
観
想
」
「
称
名
」
な
ど
、
難
易
さ
ま
ざ
ま
な
念
仏
方
法
が
案
出
さ
れ
て
く
る
。
た
と
え
ば
知
礼
や
道
因
・
道

深
な
ど
は
「
理
観
」
と
い
う
難
行
で
あ
る
べ
き
こ
と
を
主
張
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
伝
統
的
な
天
台
円
教
の
止
観
を
実
現
す
る
手
段
と
し
た
。

そ
れ
に
対
し
て
、
遵
式
や
択
瑛
・
元
照
な
ど
は
称
名
念
仏
と
い
う
易
行
の
念
仏
を
奨
励
し
、
そ
れ
が
や
が
て
念
仏
三
昧
を
成
就
し
て
い
く

重
要
な
浄
業
で
あ
る
と
し
て
人
び
と
に
勧
め
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
両
者
の
相
違
は
、
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
を
求
め
る
機
根
に
上
・

中
・
下
の
差
異
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
浄
業
に
も
異
な
り
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
基
本
的
に
は
同
一
線
上
に
念
仏
三
昧
を
把

握
し
て
い
た
と
云
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
章
提
希
を
単
に
凡
夫
と
見
る
の
で
な
く
、
浄
影
寺
慧
遠
が
早
く
か
ら
主
張
し
て
い
た
よ

て
「
観
経
』
所
説
の
念
仏
三
味
叶

お
う
と
思
い
立
っ
た
の
で
あ
る
。
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親
粥
は
元
照
の
「
観
経
義
疏
』
や
『
阿
弥
陀
経
義
疏
」
、
さ
ら
に
『
楽
邦
文
類
」
な
ど
を
中
心
に
宋
代
の
浄
土
教
文
献
を
「
教
行
信
証
」

に
引
用
し
、
宋
代
の
浄
土
教
に
深
い
関
心
を
示
し
て
い
る
が
、
そ
れ
が
親
驚
の
思
想
と
ど
の
よ
う
に
関
係
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
恩
師
法

然
に
は
宋
代
浄
土
教
に
言
及
し
た
形
跡
は
な
い
。
そ
し
て
法
然
直
弟
の
諸
師
の
間
に
は
、
宋
代
の
天
台
浄
土
教
や
元
照
な
ど
の
律
宗
系
浄

土
教
に
対
す
る
評
価
は
、
い
く
つ
か
に
分
か
れ
て
し
ま
っ
た
と
云
わ
れ
る
が
、
親
驚
に
と
っ
て
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
、
な
ど
の
問
題
も

気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
と
り
わ
け
菩
薩
行
と
し
て
の
浄
業
と
い
う
場
合
、
「
凡
夫
」
の
自
覚
を
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
る
こ
と
が
で

き
る
の
か
、
そ
し
て
「
罪
業
」
に
つ
い
て
は
？
「
信
」
に
つ
い
て
は
？
な
ど
な
ど
、
今
の
段
階
で
は
つ
ぎ
つ
ぎ
と
疑
問
が
湧
い
て
く
る

ば
か
り
で
あ
る
。
そ
し
て
親
鶯
の
「
自
性
唯
心
に
沈
む
」
者
へ
の
厳
し
い
批
判
は
、
宋
代
浄
土
教
に
は
ど
の
よ
う
に
響
く
の
で
あ
ろ
う

こ
の
よ
う
な
特
色
を
も
つ
宋
代
の
天
台
系
浄
土
教
に
対
し
て
、
私
に
は
た
だ
ち
に
い
く
つ
か
の
疑
問
が
湧
き
出
て
く
る
。
け
れ
ど
も
三

十
数
年
に
わ
た
っ
て
中
国
天
台
の
思
想
と
取
り
組
ん
で
き
た
私
は
、
そ
の
発
展
形
態
の
一
つ
と
し
て
天
台
浄
土
教
の
思
想
展
開
を
解
明
す

る
こ
と
に
限
定
し
て
、
学
位
論
文
を
ま
と
め
る
こ
と
に
し
た
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
浄
土
教
思
想
に
は
、
天
台
の
実
相
論
や
止
観
論
の
総
合
的

な
枠
組
み
の
中
に
、
天
台
の
重
要
な
一
つ
の
帰
結
点
を
見
い
だ
せ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
そ
こ
に
「
天
台
の
人
間
観
」

そ
の
も
の
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
智
顎
以
来
の
理
想
主
義
的
な
人
間
像
の
極
致
と
も
い
う
べ
き
「
生
仏
不

二
」
の
理
念
が
徹
底
的
に
追
求
せ
ら
れ
て
き
た
一
つ
の
結
論
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

う
に
「
章
提
は
是
れ
実
大
菩
薩
な
り
」
と
す
る
見
解
を
堅
持
し
て
い
た
と
こ
ろ
に
も
窺
え
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
浄
土
教
が
「
大
乗
中
の

大
乗
」
と
し
て
重
要
視
せ
ら
れ
た
背
景
に
は
、
西
方
浄
土
へ
の
往
生
は
菩
薩
行
を
ひ
た
す
ら
行
ず
る
と
こ
ろ
に
成
就
す
る
の
で
あ
り
、
し

た
が
っ
て
浄
土
の
行
は
自
ら
菩
薩
で
あ
る
と
の
自
覚
に
立
っ
て
始
め
て
行
ぜ
ら
れ
る
大
乗
菩
薩
道
の
一
環
と
し
て
理
解
せ
ら
れ
て
い
た
の

で
あ
っ
た
。

７
今
後
の
課
題
と
夢
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か
？
ま
た
親
鶯
の
意
と
す
る
と
こ
ろ
は
何
で
あ
っ
た
の
か
？
等
々
・

田
舎
の
自
坊
に
あ
っ
て
、
以
上
の
よ
う
な
大
き
な
重
い
課
題
を
分
析
し
な
が
ら
、
少
し
づ
つ
ペ
ー
ジ
を
め
く
っ
て
い
る
。
そ
し
て
浄
土

教
と
法
華
仏
教
と
は
本
質
的
に
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
の
か
、
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と
い
う
の
が
私
の
夢
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
こ
の
大

き
な
重
い
課
題
を
背
負
い
な
が
ら
親
鶯
の
思
想
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
み
た
い
と
願
っ
て
い
る
昨
今
で
あ
る
。

68




