
本
書
は
、
既
に
『
安
然
・
源
信
』
『
日
本
仏
教
史
Ｉ
思
想
史
と
し
て

の
ア
プ
ロ
ー
チ
』
『
日
本
仏
教
思
想
史
論
考
』
等
の
著
書
を
刊
行
さ
れ
、

こ
れ
ま
で
日
本
仏
教
、
と
り
わ
け
平
安
仏
教
・
鎌
倉
仏
教
を
主
た
る
対
象

に
し
て
、
そ
の
教
理
研
究
を
続
け
て
い
る
末
木
文
美
士
氏
が
、
博
士
の
学

位
論
文
に
多
少
の
手
を
加
え
ら
れ
て
公
刊
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。

お
よ
そ
八
五
○
頁
に
も
及
ぶ
大
著
で
あ
る
が
、
全
体
は
論
述
篇
と
文
献

研
究
篇
と
の
二
部
か
ら
な
っ
て
い
る
。
む
ろ
ん
、
両
篇
は
緊
密
な
関
連
を

持
っ
て
お
り
、
論
述
篇
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
る
教
理
上
の
問
題
の
理
解
に

と
っ
て
不
可
欠
な
が
ら
、
未
だ
翻
刻
さ
れ
て
い
な
い
文
献
、
あ
る
い
は
未

だ
十
分
な
注
解
が
な
さ
れ
て
い
な
い
文
献
が
、
文
献
研
究
篇
に
収
め
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
本
書
は
平
安
仏
教
に
対
し
て
従
来

な
さ
れ
て
き
た
研
究
の
視
座
に
対
し
て
、
新
た
な
問
題
提
起
を
試
み
ん
と

す
る
意
欲
的
な
研
究
成
果
な
の
で
あ
る
。
そ
の
問
題
提
起
と
は
、
こ
れ
ま

で
の
日
本
仏
教
研
究
が
鎌
倉
仏
教
、
と
り
わ
け
新
仏
教
の
研
究
を
中
心
に

末
木
文
美
士
著

『
平
安
初
期
仏
教
思
想
の
研
究
』

（
春
秋
社
．
一
九
九
五
年
）

I■■■■■■■

新
川
哲
雄

行
わ
れ
て
来
た
動
向
に
対
し
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
日
本
仏
教
思
想
の
高

揚
期
が
鎌
倉
期
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
来
た
こ
と
を
問
題
点
と
し
て
取
り

上
げ
、
実
は
平
安
初
期
が
日
本
仏
教
の
最
も
生
産
的
な
時
代
で
あ
り
、
日

本
仏
教
思
想
の
主
要
な
問
題
は
、
既
に
概
ね
こ
の
時
期
に
示
さ
れ
活
発
に

論
じ
ら
れ
て
い
た
、
と
説
く
こ
と
な
の
で
あ
る
。

以
上
の
問
題
提
起
は
、
従
来
の
日
本
仏
教
研
究
が
方
法
と
対
象
の
両
面

に
わ
た
っ
て
大
き
な
偏
り
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
、
す
で
に
先
行
論
文
の

中
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
末
木
氏
の
問
題
意
識
か
ら
導
か
れ
た
も
の
に

他
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
方
法
面
で
は
、
従
来
、
歴
史
学
と
宗
学
の
立

場
か
ら
の
研
究
が
多
く
、
教
理
思
想
の
研
究
を
中
心
と
す
る
狭
義
の
仏
教

学
の
立
場
か
ら
す
る
研
究
が
十
分
に
な
さ
れ
て
き
て
い
な
い
た
め
に
、
現

在
、
宗
派
を
越
え
た
思
想
史
研
究
が
急
務
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
ま

た
、
対
象
の
面
で
は
、
従
来
の
日
本
仏
教
史
の
見
方
が
、
多
く
鎌
倉
新
仏

教
を
中
心
と
す
る
も
の
で
、
古
代
仏
教
は
鎌
倉
新
仏
教
に
よ
っ
て
否
定
さ

れ
る
べ
き
も
の
、
あ
る
い
は
新
仏
教
の
先
駆
・
前
提
と
し
て
の
み
見
ら
れ
、

た
と
え
ば
平
安
初
期
の
空
海
や
最
澄
等
は
、
そ
の
宗
派
内
で
こ
そ
研
究
が

す
す
め
ら
れ
た
も
の
の
、
よ
り
広
い
観
点
か
ら
思
想
史
的
に
位
置
付
け
る

研
究
は
殆
ど
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。

し
か
し
、
教
理
思
想
の
面
か
ら
言
え
ば
、
平
安
仏
教
は
極
め
て
多
面
的

に
発
展
し
、
そ
の
後
の
日
本
仏
教
の
基
本
的
な
性
格
付
け
を
し
た
と
言
え

る
大
き
な
意
味
を
持
つ
と
考
え
る
末
木
氏
は
、
本
書
に
お
い
て
平
安
初
期

仏
教
の
、
日
本
仏
教
史
に
お
け
る
思
想
史
的
な
位
置
付
け
を
検
討
し
よ
う

と
す
る
の
で
あ
る
。
末
木
氏
の
こ
れ
ら
の
指
摘
は
、
日
本
仏
教
研
究
の
現
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本
書
は
、
「
安
然
の
思
想
形
成
を
中
心
と
し
て
」
と
い
う
副
題
を
持
っ

て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
末
木
氏
は
先
の
問
題
の
検
討

に
あ
た
っ
て
、
天
台
密
教
教
理
の
事
実
上
の
大
成
者
で
あ
る
五
大
院
安
然

を
取
り
上
げ
、
彼
の
思
想
形
成
を
検
討
の
軸
に
据
え
て
い
る
。
こ
れ
は
、

一
つ
に
、
安
然
に
お
い
て
平
安
初
期
仏
教
が
集
大
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
、

も
う
一
つ
に
は
、
安
然
に
お
い
て
後
の
日
本
仏
教
の
大
き
な
流
れ
と
な
る

一
つ
の
方
向
、
す
な
わ
ち
本
覚
思
想
に
連
な
る
「
現
世
主
義
的
傾
向
」
の

方
向
が
顕
著
に
示
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
だ
、
と
末
木
氏
は
説
い
て

い
る
。
筆
者
も
、
既
に
安
然
研
究
の
著
書
を
発
表
し
て
い
る
も
の
の
一
人

と
し
て
、
末
木
氏
の
安
然
に
対
す
る
こ
の
評
価
に
は
全
く
同
意
す
る
も
の

で
あ
り
、
氏
の
検
討
方
法
は
、
平
安
初
期
仏
教
研
究
に
と
っ
て
適
切
で
有

効
な
も
の
で
あ
る
と
思
う
。

い
ま
指
摘
し
た
「
現
世
主
義
的
傾
向
」
と
は
、
末
木
氏
の
考
え
に
よ
れ

ば
、
最
澄
の
大
乗
戒
思
想
や
一
乗
思
想
、
あ
る
い
は
空
海
の
即
身
成
仏
思

想
を
継
承
し
展
開
し
た
地
平
か
ら
生
じ
て
く
る
、
日
本
仏
教
の
特
徴
的
な

性
格
の
一
つ
な
の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
最
澄
以
後
の
天
台
密
教
の
形

成
発
展
に
お
い
て
、
密
教
と
天
台
開
会
思
想
の
統
合
に
よ
り
仏
教
教
理
面

で
の
現
実
主
義
的
傾
向
が
進
展
し
た
が
、
そ
の
頂
点
に
安
然
が
位
置
し
て

い
る
と
見
る
の
で
あ
る
。
安
然
以
後
、
平
安
中
期
に
至
っ
て
、
末
法
思
想

状
に
対
す
る
問
題
点
と
今
後
の
課
題
を
明
確
に
し
た
も
の
と
し
て
、
重
い

意
味
を
持
つ
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

二

の
浸
透
に
と
も
な
う
浄
土
教
信
仰
の
広
ま
り
に
お
い
て
は
、
む
し
ろ
現
世

否
定
の
傾
向
が
強
ま
る
も
の
の
、
平
安
後
期
に
お
い
て
、
特
に
叡
山
天
台

に
お
い
て
本
覚
思
想
の
形
成
が
始
ま
り
、
中
世
の
口
伝
法
門
に
お
い
て
極

限
に
ま
で
達
す
る
と
、
末
木
氏
は
平
安
仏
教
を
概
観
し
た
上
で
、
平
安
末

期
に
お
け
る
証
真
の
よ
う
に
本
覚
思
想
を
真
正
面
か
ら
批
判
し
た
天
台
僧

の
登
場
を
経
て
、
鎌
倉
新
仏
教
や
南
都
の
旧
仏
教
改
革
派
は
、
そ
う
し
た

本
覚
思
想
の
修
行
不
要
論
に
対
し
、
新
た
に
実
践
の
立
場
を
取
り
戻
そ
う

と
す
る
問
題
提
起
を
な
し
た
も
の
、
と
位
置
付
け
る
の
で
あ
る
。
こ
の
概

観
と
位
置
付
け
に
つ
い
て
も
、
平
安
仏
教
研
究
を
課
題
に
し
て
来
た
者
に

と
っ
て
は
、
今
日
、
正
当
な
も
の
と
首
肯
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。

以
上
の
理
解
の
も
と
で
、
末
木
氏
が
日
本
仏
教
に
お
け
る
「
現
世
主
義

的
傾
向
」
と
呼
ぶ
の
は
、
氏
の
言
葉
に
よ
れ
ば
、
「
迷
い
の
世
界
そ
の
も

の
が
す
べ
て
そ
の
ま
ま
悟
り
の
世
界
の
展
開
で
あ
り
、
悟
り
の
世
界
の
現

れ
」
で
あ
り
、
そ
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
「
こ
の
世
界
の
中
に
否
定
す
べ
き

も
の
は
な
に
も
な
く
な
っ
て
く
る
」
「
す
べ
て
が
悟
り
と
し
て
肯
定
さ
れ

る
こ
と
に
も
な
っ
て
し
ま
う
」
の
で
あ
っ
て
、
「
こ
の
世
界
の
ま
ま
で
す

で
に
成
仏
し
た
世
界
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
も
な
っ
て
く
る
」
と
い
う
、

イ
ン
ド
や
中
国
の
仏
教
に
は
見
ら
れ
な
い
、
日
本
に
独
特
の
こ
の
世
界
の

見
方
な
の
で
あ
ろ
う
（
本
書
、
五
一
五
頁
）
。

こ
の
見
方
が
草
木
成
仏
論
と
し
て
展
開
さ
れ
れ
ば
、
「
草
や
木
が
芽
生

え
て
、
花
を
咲
か
せ
て
枯
れ
て
い
く
そ
の
自
然
の
ま
ま
の
姿
が
そ
の
ま
ま

に
成
仏
の
姿
で
あ
る
」
（
本
書
、
五
一
三
頁
）
と
さ
れ
、
即
身
成
仏
論
と
し

て
展
開
さ
れ
ば
、
凡
夫
の
そ
の
身
そ
の
ま
ま
、
あ
り
の
ま
ま
の
姿
で
の
成
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仏
と
い
う
所
ま
で
お
し
進
め
ら
れ
て
い
く
。
そ
れ
を
末
木
氏
は
「
現
世
主

義
の
最
も
徹
底
し
た
形
態
で
、
修
行
を
も
不
要
と
す
る
『
あ
る
が
ま
ま
主

義
』
と
も
言
う
べ
き
も
の
に
ま
で
至
る
」
と
説
い
て
い
る
（
本
書
、
二
頁
）
。

こ
う
し
た
現
世
主
義
的
傾
向
の
極
ま
っ
た
本
覚
思
想
を
、
本
来
イ
ン
ド

で
始
ま
っ
た
仏
教
と
は
非
常
に
異
な
っ
た
、
「
仏
教
が
日
本
化
し
た
一
つ

の
極
限
」
（
本
書
、
五
○
一
頁
）
と
末
木
氏
は
論
じ
、
そ
れ
が
以
後
の
日
本

の
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
、
さ
ら
に
言
う
と
日
本
人
の
自
然
観
全
体
に
非
常
に

大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
し
、
そ
れ
故
に
こ
そ
、
こ
の
問
題
は
ひ
と
り

仏
教
の
問
題
に
と
ど
ま
ら
ず
、
日
本
文
化
全
体
の
問
題
と
し
て
研
究
し
て

み
る
必
要
が
あ
る
、
と
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。

が
、
本
書
で
末
木
氏
が
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
そ
う
し
た
大

き
な
視
座
に
立
ち
な
が
ら
、
先
に
述
べ
た
よ
う
な
日
本
仏
教
に
お
け
る
「
現

実
主
義
的
傾
向
」
を
形
成
さ
せ
た
基
盤
、
そ
の
基
礎
理
論
と
見
な
し
得
る

教
理
思
想
で
あ
り
、
そ
れ
を
厳
密
な
文
献
解
釈
に
基
づ
い
て
解
明
せ
ん
と

し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
、
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
が
、
『
大
乗
起
信
論
』

に
記
さ
れ
た
真
如
論
で
あ
る
。
中
国
仏
教
で
は
華
厳
宗
が
こ
れ
に
着
目
し

教
理
の
中
心
に
取
り
込
ん
で
発
展
さ
せ
た
が
、
日
本
で
は
天
台
宗
に
お
い

て
ま
ず
最
澄
が
こ
れ
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
を
安
然
が
教
学
の
中
心
に
据
え

て
独
特
の
天
台
密
教
教
理
を
大
成
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
、
本
書
に

お
い
て
、
安
然
の
思
想
形
成
を
軸
に
し
て
平
安
初
期
仏
教
思
想
を
検
討
せ

ん
と
す
る
構
想
が
成
立
す
る
所
以
が
あ
る
。

そ
の
結
果
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
本
書
に
お
い
て
安
然
の
思
想
が
全

体
的
に
取
り
扱
わ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
先
の

本
書
は
、
安
然
の
思
想
形
成
の
解
明
と
い
う
観
点
か
ら
し
て
、
以
下
に

述
べ
る
よ
う
な
構
成
を
と
っ
て
い
る
。

既
述
の
よ
う
に
、
本
書
は
大
き
く
論
述
篇
と
文
献
研
究
篇
と
か
ら
な
る

が
、
第
一
部
の
論
述
篇
は
、
中
心
と
な
る
六
章
に
序
章
と
結
章
と
が
付
さ

れ
た
部
分
に
、
本
論
理
解
へ
の
参
考
と
な
る
付
章
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
付
章
は
、
本
書
理
解
へ
の
よ
い
手
引
き
と
な
る
、
末
木
氏
の
講
演
記

録
で
あ
る
。

序
章
は
「
課
題
と
方
法
」
と
題
さ
れ
た
本
書
の
序
論
で
、
従
来
の
日
本

仏
教
研
究
の
問
題
点
の
指
摘
に
始
ま
り
、
方
法
と
対
象
、
そ
し
て
本
書
の

課
題
と
概
要
が
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

続
く
第
一
章
は
「
平
安
仏
教
と
安
然
」
と
題
さ
れ
、
以
下
の
二
節
か
ら

な
る
。
第
一
節
「
平
安
仏
教
思
想
史
の
概
観
と
研
究
の
現
状
」
で
は
、
近

年
の
研
究
動
向
を
踏
ま
え
つ
つ
教
理
の
観
点
か
ら
平
安
仏
教
思
想
史
を
初

期
・
中
期
・
後
期
の
三
期
に
分
け
て
概
観
し
た
上
で
、
本
研
究
を
平
安
初

期
（
九
世
紀
末
頃
ま
で
）
の
仏
教
思
想
史
に
位
置
付
け
て
、
そ
の
意
義
を

明
確
に
せ
ん
と
す
る
。
こ
れ
を
う
け
て
、
第
二
節
「
安
然
の
生
涯
と
著
作
」

で
は
、
本
研
究
に
お
け
る
検
討
の
軸
と
な
る
安
然
に
つ
い
て
、
従
来
の
研

検
討
の
た
め
に
、
主
と
し
て
安
然
の
円
教
教
理
に
関
す
る
著
作
、
お
よ
び

密
教
教
理
に
関
す
る
著
作
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
そ
の
思
想
解
明
が
中
心
と

な
る
の
で
あ
っ
て
、
安
然
の
著
作
の
中
で
大
部
分
を
し
め
る
密
教
事
相
関

係
の
著
作
は
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。

｜
｜
’

日本思想史学28<1996> I74



究
を
踏
ま
え
な
が
ら
現
状
を
明
確
に
し
、
『
即
身
成
仏
義
私
記
』
『
掛
定
草

木
成
仏
私
記
』
『
教
時
詳
論
』
等
を
安
然
初
期
の
主
要
著
作
と
み
な
し
、

『
教
時
問
答
』
『
菩
提
心
義
抄
』
を
後
期
の
代
表
作
と
考
え
、
「
そ
の
間
に

顕
教
的
な
問
題
意
識
か
ら
密
教
へ
の
転
換
が
あ
っ
た
と
い
う
仮
定
の
も
と

に
論
述
を
進
め
る
こ
と
と
し
た
い
」
（
本
書
、
五
七
頁
）
と
、
本
研
究
の
見

通
し
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
慎
重
に
、
末
木
氏
は
「
仮
定
」
と
い
う
言

葉
を
使
わ
れ
て
い
る
が
、
十
分
に
首
肯
し
う
る
本
研
究
の
基
礎
的
な
前
提

で
あ
る
。

以
下
の
第
二
章
か
ら
第
六
章
ま
で
の
五
章
が
、
本
書
の
中
心
と
な
る
論

考
で
あ
る
。

こ
の
内
、
第
二
章
「
諸
宗
の
論
靜
と
教
判
（
ご
第
一
～
第
三
期
」
と

第
三
章
「
諸
宗
の
論
靜
と
教
判
（
二
）
第
四
期
」
と
が
対
に
な
っ
て
お
り
、

内
容
は
そ
の
章
題
か
ら
も
知
れ
る
よ
う
に
、
奈
良
時
代
か
ら
平
安
初
期
に

至
る
間
の
、
仏
教
諸
宗
間
で
な
さ
れ
た
論
靜
の
主
な
も
の
を
取
り
上
げ
、

そ
の
推
移
・
展
開
を
四
期
に
分
け
た
上
で
、
簡
潔
に
概
観
し
て
見
せ
て
く

れ
た
も
の
で
あ
る
。
が
、
末
木
氏
の
力
点
は
、
四
期
の
う
ち
三
期
ま
で
を

第
二
章
に
あ
て
、
四
期
に
第
三
章
全
体
を
当
て
て
い
る
こ
と
、
ま
た
そ
の

記
述
か
ら
見
て
も
四
期
で
展
開
さ
れ
た
問
題
に
あ
り
、
そ
こ
に
至
る
ま
で

の
日
本
仏
教
思
想
史
上
の
教
理
論
評
を
概
観
す
る
こ
と
に
よ
り
、
第
四
期

で
安
然
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
そ
れ
ま
で
の
論
評
の
整
理
が
、
単
に
こ
の
時

期
の
論
争
の
総
括
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
イ
ン
ド
以
来
の
仏
教
史
全
体

の
総
括
を
め
ざ
し
た
規
模
の
大
き
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
か
し
、
彼
が

打
ち
立
て
た
「
四
一
教
判
」
が
壮
大
な
規
模
で
行
わ
れ
た
平
安
初
期
の
諸

宗
の
論
争
の
最
終
的
帰
結
で
あ
る
と
評
価
し
、
も
っ
て
安
然
教
学
の
占
め

る
思
想
史
的
位
置
を
明
確
に
す
る
。
有
効
で
十
分
な
対
象
の
選
択
の
上
で
、

文
献
の
厳
密
な
解
釈
を
踏
ま
え
た
手
堅
い
議
論
で
あ
り
、
我
々
に
平
安
仏

教
思
想
が
持
つ
思
想
史
上
の
意
義
を
明
ら
か
に
し
て
く
れ
て
い
る
。

こ
れ
を
う
け
て
、
い
よ
い
よ
本
研
究
の
核
心
部
分
を
な
す
第
四
章
「
即

身
成
仏
論
」
と
第
五
章
「
草
木
成
仏
論
」
が
検
討
さ
れ
る
が
、
こ
れ
も
二

章
が
表
裏
一
体
の
も
の
と
し
て
対
を
な
し
て
い
る
。
こ
れ
は
末
木
氏
自
身

が
「
即
身
成
仏
と
草
木
成
仏
と
い
う
の
は
い
わ
ば
セ
ッ
ト
に
な
っ
た
問
題
」

（
本
書
、
五
二
頁
）
と
説
い
て
い
る
こ
と
か
ら
知
れ
る
こ
と
だ
が
、
そ
の

点
を
理
解
す
る
こ
と
が
、
ま
ず
こ
の
両
章
で
論
じ
ら
れ
る
問
題
の
理
解
に

不
可
欠
で
ろ
う
。

そ
れ
は
単
に
、
両
者
が
共
に
仏
教
に
お
け
る
成
仏
論
の
問
題
と
い
う
こ

と
で
は
な
い
。
イ
ン
ド
、
中
国
、
そ
し
て
日
本
と
、
仏
教
の
大
き
な
改
革

運
動
（
と
い
う
一
つ
の
評
価
そ
の
も
の
が
問
題
に
さ
れ
る
地
平
に
、
位
置
付
け

ら
れ
る
検
討
課
題
と
し
て
、
仏
性
論
は
あ
る
）
と
し
て
展
開
さ
れ
た
大
乗
仏

教
思
想
に
お
い
て
、
そ
の
核
心
部
分
を
な
す
「
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
」
説

を
最
も
先
鋭
的
な
形
で
展
開
し
て
い
る
の
が
、
此
処
で
問
題
に
さ
れ
る
「
即

身
成
仏
」
と
「
草
木
成
仏
」
な
の
で
あ
る
。

末
木
氏
は
、
そ
れ
を
両
章
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
論
が
こ
れ
ま
で
の

仏
教
思
想
史
に
お
い
て
如
何
に
形
成
さ
れ
て
き
た
か
と
い
う
問
題
か
ら
ま

ず
説
き
明
か
さ
れ
、
そ
の
上
で
安
然
の
即
身
成
仏
論
と
草
木
成
仏
論
を
検

討
し
て
そ
の
意
義
を
明
か
し
、
そ
れ
が
安
然
以
後
、
ど
の
よ
う
に
展
開
さ

れ
て
い
る
か
を
論
じ
て
い
る
。
何
れ
も
堅
固
な
同
じ
構
成
を
も
つ
章
で
あ
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こ
こ
で
も
、
紙
面
の
都
合
上
、
両
章
の
内
容
に
詳
細
に
立
ち
入
る
こ
と

は
避
け
る
こ
と
に
す
る
が
、
第
四
章
の
冒
頭
、
即
身
成
仏
思
想
が
日
本
仏

教
思
想
の
主
流
に
な
っ
て
い
く
理
由
と
し
て
、
末
木
氏
が
指
摘
さ
れ
て
い

る
理
由
、
そ
も
そ
も
日
本
や
中
国
で
は
死
後
の
観
念
そ
の
も
の
が
明
白
で

は
な
く
、
ま
し
て
永
劫
の
輪
廻
の
観
点
は
仏
教
が
持
ち
込
ん
だ
も
の
の
、

本
来
の
形
で
は
必
ず
し
も
定
着
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
、
と
う
指
摘
は
（
本

書
、
二
七
二
頁
）
日
本
仏
教
の
特
異
性
を
考
え
る
上
で
、
重
要
な
観
点
と

な
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
第
五
章
に
お
い
て
、
安
然
に
お
け
る
有
情
と

非
情
の
同
一
視
が
、
万
物
に
神
の
存
在
を
認
め
る
ア
ニ
ミ
ズ
ム
的
な
考
え

方
に
基
礎
を
置
き
な
が
ら
も
、
木
石
の
精
た
る
「
主
託
神
」
の
観
念
を
否

定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
在
来
の
宗
教
か
ら
の
単
純
な
連
続
性
を
拒
否
し
、

そ
れ
を
仏
教
的
に
解
釈
し
直
そ
う
と
い
う
も
の
、
と
い
う
指
摘
も
（
本
書
、

四
○
四
頁
）
仏
教
の
日
本
化
を
考
え
る
上
で
、
や
は
り
重
要
な
観
点
を
提

示
し
て
く
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

何
れ
に
し
て
も
、
第
四
章
第
二
節
「
安
然
『
即
身
成
仏
義
私
記
』
」
、
同

第
三
節
「
憐
昭
『
天
台
法
華
宗
即
身
成
仏
義
』
」
、
及
び
第
五
章
第
二
節
「
安

然
『
勘
定
草
木
成
仏
私
記
』
」
の
三
節
は
、
次
の
第
六
章
第
二
節
「
『
教
時

問
答
』
に
お
け
る
真
如
論
」
と
と
も
に
、
本
書
が
示
し
た
新
し
い
研
究
成

果
の
核
心
部
分
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
安
然
と
憐
昭
の
即
身
成
仏
義
を
比

較
検
討
し
た
点
は
、
興
味
深
い
考
察
で
あ
り
、
今
後
の
即
身
成
仏
論
研
究

に
と
っ
て
大
い
な
る
成
果
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
そ
の
よ
う
な
新
し
い
成

果
が
、
厳
密
の
文
献
考
証
の
も
と
に
、
抑
制
の
き
い
た
論
考
と
し
て
記
述

さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
恐
ら
く
そ
の
記
述
の
平
明
さ
を
意
識
的
に
心
掛
け

て
お
ら
れ
る
点
と
相
ま
っ
て
、
末
木
氏
の
学
問
的
姿
勢
を
良
く
顕
す
も
の

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
今
あ
げ
た
章
節
を
一
読
し
て
み
れ
ば
分
か
る
よ
う
に
、

内
容
は
煩
蹟
と
も
思
え
る
教
理
上
の
細
か
な
文
言
や
語
句
を
め
ぐ
っ
て
の

議
論
に
終
始
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
安
然
の
教
理
思

想
理
解
に
と
っ
て
、
そ
れ
が
不
可
欠
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
な
し
に
安
然

を
論
じ
得
な
い
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ら
の
章
節
が
、
本
書
の

核
心
部
分
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
こ
だ
け
を
取
り
出
し
て
読
ん
だ
の
で
は
、

恐
ら
く
よ
ほ
ど
仏
教
学
の
こ
の
領
域
の
専
門
家
で
な
け
れ
ば
理
解
す
る
こ

と
が
困
難
な
論
考
で
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
核
心
部
分
の
論

考
の
理
解
の
前
提
と
し
て
、
二
七
○
頁
に
も
及
ぶ
三
章
ま
で
の
考
察
が
必

要
で
あ
っ
た
と
、
了
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
う
け
た
第
六
章
「
仏
性
と
真
如
」
で
は
、
安
然
の
即
身
成
仏
論

や
草
木
成
仏
論
が
成
立
す
る
根
拠
と
な
る
教
理
に
つ
い
て
検
討
す
る
も
の

で
あ
る
。
こ
こ
で
も
、
そ
れ
に
先
立
っ
て
、
仏
教
思
想
史
上
に
先
行
す
る

真
如
論
を
、
主
と
し
て
法
宝
の
真
如
所
縁
縁
種
子
論
を
中
心
に
説
き
、
次

い
で
安
然
の
真
如
論
の
特
徴
を
見
る
た
め
に
『
教
時
問
答
』
を
取
り
上
げ

て
検
討
し
、
彼
の
真
如
論
の
特
徴
が
「
随
縁
真
如
」
の
強
調
に
あ
る
こ
と

を
明
か
し
、
そ
れ
が
成
仏
論
の
根
拠
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
論
じ
る
。
そ

し
て
、
安
然
以
後
の
真
如
論
の
展
開
を
見
る
た
め
に
、
源
信
の
『
一
乗
要

決
』
と
高
山
寺
蔵
『
真
如
観
教
』
を
取
り
上
げ
て
、
そ
の
真
如
論
を
紹
介

し
、
そ
れ
が
安
然
の
論
と
比
較
し
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
か
を
指
摘
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し
て
い
る
。
本
章
は
、
と
り
わ
け
末
木
氏
の
仏
教
思
想
史
に
対
す
る
広
範

で
正
確
な
理
解
を
も
と
に
生
み
出
さ
れ
た
、
今
後
の
安
然
の
思
想
の
全
体

像
の
理
解
に
と
っ
て
重
要
な
鍵
と
な
る
論
考
と
思
わ
れ
る
。

最
後
の
結
章
で
は
、
安
然
の
即
身
成
仏
論
・
草
木
成
仏
論
、
及
び
そ
の

根
拠
と
し
て
の
随
縁
真
如
論
に
よ
っ
て
、
後
の
本
覚
思
想
に
連
な
る
現
象

世
界
の
全
面
的
な
肯
定
へ
の
道
が
開
か
れ
る
に
至
る
こ
と
を
指
摘
す
る
た

め
に
、
安
然
以
後
の
平
安
仏
教
の
展
開
を
検
討
す
る
見
通
し
を
、
、
王
と
し

て
源
信
の
『
往
生
要
集
』
・
『
阿
弥
陀
仏
白
毫
観
』
に
見
え
る
白
毫
観
を
取

り
上
げ
て
検
討
し
、
そ
れ
が
後
の
本
覚
思
想
に
継
承
さ
れ
展
開
さ
れ
て
い

く
こ
と
を
示
す
こ
と
で
、
結
び
に
か
え
て
い
る
。
が
、
源
信
の
白
毫
観
の

意
義
に
つ
い
て
は
鮮
明
に
さ
れ
る
も
の
の
、
惜
し
む
ら
く
は
、
此
処
ま
で

に
論
じ
ら
れ
た
安
然
の
真
如
論
な
ど
と
源
信
の
論
が
ど
の
よ
う
な
関
わ
り

に
な
る
の
か
、
そ
れ
ほ
ど
十
分
に
明
か
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
な
い
。

短
い
結
章
の
中
で
十
分
な
検
討
が
困
難
で
あ
る
の
は
理
解
で
き
る
が
、
本

章
を
末
木
氏
の
今
後
の
研
究
へ
の
見
通
し
と
受
け
止
め
、
明
確
な
論
考
を

期
待
し
た
い
と
思
う
。

以
上
の
第
一
部
の
後
に
、
第
二
部
の
文
献
研
究
篇
で
は
、
論
述
篇
の
基

礎
と
な
り
、
そ
の
理
解
を
助
け
る
主
要
な
文
献
六
書
が
取
り
上
げ
ら
れ
、

そ
れ
ぞ
れ
必
要
度
に
応
じ
て
、
本
文
・
校
注
・
訳
・
注
が
収
め
ら
れ
て
い

る
。
収
録
さ
れ
て
い
る
文
献
は
以
下
の
六
種
で
あ
る
。

一
安
然
『
即
身
成
仏
義
私
記
』
（
校
注
・
訳
・
注
）
。

二
憐
昭
『
天
台
法
華
宗
即
身
成
仏
義
』
（
本
文
・
訳
・
注
）
。

三
千
観
『
即
身
成
仏
義
私
記
』
（
本
文
）
。

本
書
を
通
読
し
て
ま
ず
直
ち
に
了
解
さ
れ
る
の
は
、
著
者
末
木
氏
の
厳

密
な
文
献
考
証
に
対
す
る
態
度
と
誠
実
な
文
献
解
釈
に
基
づ
く
、
堅
実
な

考
察
に
貫
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
今
後
の
平

安
仏
教
研
究
に
と
っ
て
必
ず
踏
ま
え
ら
れ
る
べ
き
大
き
な
成
果
が
生
み
出

さ
れ
た
だ
け
で
な
く
、
日
本
仏
教
史
全
体
の
理
解
に
と
っ
て
避
け
て
通
る

こ
と
の
出
来
な
い
本
覚
思
想
の
、
先
駆
け
と
な
る
安
然
の
思
想
の
も
つ
意

義
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
こ
と
は
、
仏
教
の
日
本
化
と
い
う
大
き
な
問
い
に

答
え
る
有
効
な
指
針
が
示
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
。
そ
の
意
味

で
、
た
ん
に
仏
教
思
想
史
や
平
安
思
想
史
を
志
す
も
の
に
と
っ
て
の
み
読

ま
れ
る
べ
き
書
で
は
な
く
、
広
く
日
本
思
想
史
研
究
を
め
ざ
す
も
の
に
と

四
安
然
『
掛
定
草
木
成
仏
私
記
』
（
本
文
・
訳
・
注
）
。

五
法
宝
『
一
乗
仏
性
究
寛
論
』
真
如
所
縁
縁
種
子
章
（
本
文
・
訳
・

注
）
。

六
高
山
寺
蔵
『
真
如
観
教
』
（
本
文
）
。

こ
の
殆
ど
が
初
翻
刻
の
文
献
で
あ
り
、
本
書
の
理
解
に
と
っ
て
の
み
な
ら

ず
、
今
後
の
平
安
仏
教
研
究
の
た
め
の
基
礎
資
料
文
献
集
と
し
て
も
貴
重

な
も
の
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
な
文
献
の
活
字
翻
刻
を
喜
び
た
い
。
し
か

も
、
積
極
的
に
平
明
な
訳
を
試
み
ら
れ
て
い
る
末
木
氏
の
基
本
姿
勢
は
、

今
後
の
研
究
の
在
り
方
を
考
え
る
上
で
注
目
す
べ
き
点
で
は
あ
る
ま
い
か
。

難
解
な
文
献
を
難
解
な
ま
ま
留
め
て
お
く
こ
と
は
、
決
し
て
学
術
的
で
あ

る
こ
と
に
は
な
る
ま
い
。

四
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っ
て
読
ま
れ
る
べ
き
書
で
あ
る
と
思
う
。

こ
の
よ
う
に
評
価
す
る
根
拠
の
一
端
を
あ
げ
て
、
こ
の
書
評
を
終
え
た

い
。
す
な
わ
ち
、
末
木
氏
が
本
書
で
明
ら
か
に
し
た
安
然
の
随
縁
真
如
論

は
、
従
来
の
仏
教
経
論
に
は
見
ら
れ
な
い
全
く
独
創
的
な
も
の
で
（
そ
の

意
味
で
、
仏
教
教
理
と
し
て
は
批
判
の
対
象
に
な
る
の
だ
が
）
、
迷
妄
の
根
源

た
る
無
明
を
も
真
如
の
変
化
し
た
も
の
と
明
言
す
る
説
な
の
で
あ
る
。
と

す
れ
ば
、
無
明
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
全
て
の
迷
い
や
煩
悩
も
み
な

真
如
の
変
転
し
た
も
の
と
言
う
こ
と
に
な
り
、
あ
え
て
悟
り
を
求
め
る
必

要
は
ど
こ
に
も
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
徹
底
は
、
現
象
世
界

の
即
自
的
な
肯
定
に
つ
な
が
っ
て
い
き
、
本
来
、
仏
教
が
も
っ
て
い
た
厳

し
い
現
実
否
定
の
契
機
が
全
く
失
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
や
が
て
、
こ
う

し
た
現
実
肯
定
が
、
日
本
の
中
世
天
台
に
お
い
て
、
本
覚
思
想
と
し
て
さ

ら
に
極
端
に
ま
で
押
し
進
め
ら
れ
る
の
だ
と
い
う
（
本
書
、
四
六
三
頁
）
。

明
快
な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
で
あ
る
と
思
う
。

以
上
の
見
通
し
に
基
づ
い
た
、
最
澄
・
空
海
か
ら
証
真
に
至
る
ま
で
の

平
安
仏
教
思
想
史
が
、
近
い
将
来
、
末
木
氏
に
よ
っ
て
明
快
に
論
じ
ら
れ

る
こ
と
を
待
ち
た
い
と
思
う
。

（
学
習
院
大
学
教
授
）

思
想
史
学
的
研
究
は
、
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
宿
世
の
思
想
を
い
か

に
捉
え
返
し
得
る
か
。
ま
た
、
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
宿
世
の
思
想
の

研
究
は
、
平
安
時
代
人
の
心
思
の
実
態
に
近
づ
こ
う
と
す
る
思
想
史
学
に

対
し
、
何
を
資
し
得
る
か
Ｉ
佐
藤
勢
紀
子
著
『
宿
世
の
思
想
Ｉ
源
氏

物
語
の
女
性
た
ち
』
が
企
図
す
る
と
こ
ろ
を
最
も
大
掴
み
に
い
え
ば
、
こ

う
な
る
だ
ろ
う
か
。

著
者
は
、
平
安
時
代
人
の
人
生
観
・
世
界
観
の
一
つ
の
基
調
を
な
し
て

い
た
と
見
ら
れ
る
宿
世
の
思
想
に
つ
い
て
、
『
源
氏
物
語
』
本
文
の
詳
密

な
読
解
を
通
じ
て
、
鋭
く
そ
の
核
心
に
迫
っ
て
い
る
。
従
来
の
論
考
が
と

も
す
れ
ば
定
型
的
表
面
的
な
表
現
形
態
に
し
か
目
を
向
け
て
こ
な
か
っ
た

の
に
対
し
、
著
者
は
あ
る
い
は
文
脈
が
、
あ
る
い
は
作
中
人
物
の
特
定
の

意
識
様
相
が
、
宿
世
の
思
想
の
表
現
形
態
た
り
得
て
い
る
こ
と
を
示
す
。

新
た
に
見
出
さ
れ
た
表
現
に
基
づ
き
、
宿
世
の
思
想
の
真
相
を
解
き
明
か

し
て
い
く
過
程
に
は
、
著
者
の
本
領
が
遺
憾
な
く
発
揮
さ
れ
て
い
る
。

本
書
は
三
章
か
ら
成
る
。
こ
れ
ま
で
十
余
年
間
に
公
刊
さ
れ
て
き
た
諸

論
文
を
も
と
に
し
な
が
ら
、
全
体
が
緊
密
な
連
関
を
も
っ
て
構
成
さ
れ
て

佐
藤
勢
紀
子
著

『
宿
世
の
思
想
Ｉ
源
氏
物
語
の
女
性
た
ち
』

（
ペ
リ
か
ん
社
．
一
九
九
五
年
）

柏
木
寧
子
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