
晴
の
天
台
大
師
智
領
の
思
想
に
関
す
る
部
分
的
な
研
究
は
、
今
日
ま
で

多
く
の
研
究
者
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
て
来
て
い
る
。
し
か
し
、
智
韻
の
生

涯
に
わ
た
る
佛
教
思
想
を
総
合
的
に
把
握
し
た
研
究
は
意
外
に
少
な
く
、

近
年
で
は
佐
藤
哲
英
博
士
「
天
台
大
師
の
研
究
」
（
昭
和
三
十
六
年
）
、
安
藤

俊
雄
博
士
「
天
台
学
」
（
同
四
十
三
年
）
、
関
口
真
大
博
士
「
天
台
止
観
の

研
究
」
（
同
四
十
四
年
）
を
数
え
る
の
み
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
情
況
に
あ

っ
て
、
こ
の
た
び
新
田
雅
章
博
士
が
智
顎
教
学
の
中
心
思
想
に
関
す
る
研

究
を
公
刊
さ
れ
、
天
台
学
に
新
し
い
研
究
方
法
を
導
入
し
て
、
学
界
に
大

き
な
問
題
提
起
を
さ
れ
た
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
意
義
深
い
こ
と
と
云
わ
ね

ば
な
ら
な
い
。

本
書
は
著
者
が
東
京
大
学
に
提
出
さ
れ
た
学
位
論
文
の
公
刊
で
あ
っ
て
、

六
百
数
十
。
ヘ
ー
ジ
に
及
ぶ
力
作
で
あ
る
。

は
じ
め
に
本
書
の
構
成
に
つ
い
て
紹
介
す
る
と

新
田
雅
章
著

「
天
台
実
相
論
の
研
究
」

二

福
島
光
哉

序
章
著
述
と
思
想
の
時
代
的
展
附

第
一
章
初
期
実
相
論
の
体
系

第
二
章
初
期
実
相
論
の
変
容

第
三
章
実
相
論
の
新
た
な
体
系
化

第
四
章
「
三
大
部
」
に
お
け
る
実
相
論
の
構
造

第
五
章
晩
年
の
実
相
論

Ｉ
「
維
摩
経
疏
」
を
中
心
と
し
て
ｌ

と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
章
題
か
ら
も
予
想
さ
れ
る
よ
う
に
、
智
顎
の
前
期

時
代
の
「
次
第
禅
門
」
か
ら
始
ま
り
、
晩
年
の
「
維
摩
経
疏
」
に
至
る
十

数
部
の
現
存
文
献
を
取
り
扱
っ
て
い
る
。
そ
し
て
「
行
の
体
系
」
と
「
実

相
」
と
い
う
天
台
教
学
の
中
心
課
題
を
軸
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
撰
述
の
特
色

を
浮
き
彫
り
に
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
智
頒
の
思
想
展
開
の
あ
と
を
、
確
実

な
手
法
を
も
っ
て
解
明
し
て
い
る
。

ま
ず
第
一
章
に
お
い
て
、
「
次
第
禅
門
」
と
「
方
等
三
味
行
法
」
を
取

り
あ
げ
る
。
こ
れ
ら
は
智
頒
の
瓦
官
寺
在
住
時
代
の
識
述
で
あ
る
が
、
ま

ず
「
次
第
禅
門
」
に
つ
い
て
は
、
天
台
の
三
種
止
観
の
う
ち
漸
次
止
観
の

体
系
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
が
、

著
者
は
こ
こ
に
あ
ら
わ
さ
れ
る
「
行
の
体
系
」
の
特
色
を
息
↓
色
↓
心
と

進
む
禅
法
に
あ
る
と
把
え
、
修
禅
に
お
け
る
息
・
色
の
客
観
的
方
法
と
心

の
主
観
的
方
法
と
い
う
質
的
相
違
が
、
際
立
っ
て
浮
き
出
て
い
る
と
主
張

す
る
。
そ
し
て
こ
の
息
・
色
・
心
の
順
序
で
修
せ
ら
れ
る
次
第
観
を
基
調

と
す
る
の
が
、
「
次
第
禅
門
」
の
み
な
ら
ず
智
顎
の
初
期
修
禅
体
系
で
あ

る
と
い
う
。
つ
ぎ
に
「
実
相
」
に
つ
い
て
は
、
法
心
章
（
「
次
第
禅
門
」
巻
一

下
）
を
中
心
に
追
求
し
て
い
る
。
こ
こ
で
著
者
は
「
次
第
禅
門
」
の
実
相
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論
を
「
無
執
著
の
立
場
の
実
践
主
体
に
お
け
る
確
立
が
行
Ｉ
修
禅
の
究
極

の
目
標
で
あ
る
、
と
の
見
解
が
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
て
い
る
」
か
ら
、

．
切
法
の
あ
り
方
の
究
極
相
が
無
自
性
。
空
で
あ
る
様
を
教
示
し
て
い

る
、
と
み
ら
れ
よ
う
。
」
と
い
う
ａ
・
ヘ
ー
ジ
）
・

以
上
が
著
者
の
「
次
第
禅
門
」
の
「
行
の
体
系
」
と
「
実
相
」
に
対
す

る
主
要
な
見
解
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
を
み
る
と
、
著
者
は
後
期

に
は
っ
き
り
と
見
ら
れ
る
三
観
・
三
諦
の
思
想
を
念
頭
に
お
き
な
が
ら
も
、

「
次
第
禅
門
」
の
み
に
盛
ら
れ
て
い
る
果
実
を
選
び
出
し
、
そ
れ
を
適
確

に
位
置
づ
け
る
よ
う
努
力
を
傾
け
て
い
る
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。

つ
ぎ
に
「
方
等
三
味
行
法
」
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
こ
の
書
が
智
頒
の

撰
述
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
に
疑
問
を
提
出
さ
れ
て
い
る
（
佐
藤
哲
英
「
天
台

大
師
の
研
究
」
）
が
、
著
者
は
本
書
の
内
容
吟
味
を
通
し
て
智
頒
初
期
の
講

述
と
み
て
差
し
支
え
な
い
こ
と
を
論
証
し
、
こ
の
点
に
か
な
り
の
紙
数
を

費
し
て
い
る
。
し
か
し
著
者
の
主
眼
は
こ
の
害
の
も
つ
実
践
論
と
実
相
論

の
追
求
に
あ
り
、
結
論
的
に
は
「
方
等
三
味
行
法
」
の
思
想
内
容
を
「
次

第
禅
門
」
と
同
質
の
無
自
性
・
空
を
説
く
実
相
論
と
位
置
づ
け
て
い
る
が
、

実
践
論
に
関
し
て
は
、
倣
悔
法
と
坐
禅
の
総
合
化
を
「
次
第
禅
門
」
以
上

に
企
図
せ
ら
れ
て
お
り
、
の
ち
「
摩
訶
止
観
」
に
明
か
さ
れ
る
半
行
半
坐

三
昧
の
原
初
的
形
式
を
呈
示
し
て
い
る
と
評
価
し
て
い
る
。

第
二
章
に
お
い
て
は
、
「
法
華
三
昧
餓
儀
」
「
方
等
俄
法
」
「
六
妙
法

門
」
が
取
り
扱
わ
れ
、
こ
れ
ら
の
諸
撰
述
に
あ
ら
わ
れ
た
新
し
い
実
践
観

と
実
相
論
を
中
心
に
研
究
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
実
践
観
に
つ
い
て
い
え
ば
、

「
法
華
三
昧
繊
儀
」
で
は
、
㈲
正
観
と
い
わ
れ
る
坐
禅
が
方
法
的
に
〃
観

心
″
を
基
本
と
す
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
法
華
三
昧
の
中
心
が
、
究
極
的

に
は
観
心
に
徹
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。
具
体
的
に
は
、
礼
佛
な
ど
の

事
行
も
観
心
に
支
え
ら
れ
る
行
法
で
あ
り
、
さ
ら
に
観
心
も
心
源
を
観
察

し
尽
く
し
、
そ
の
不
生
不
滅
す
な
わ
ち
空
な
る
あ
り
よ
う
を
観
得
す
る
こ

と
で
あ
る
点
を
強
調
し
て
い
る
。
目
し
た
が
っ
て
「
次
第
禅
門
」
に
見
ら

れ
た
よ
う
な
息
↓
色
↓
心
と
い
う
次
第
観
と
は
構
造
を
異
に
す
る
不
次
第

観
の
確
立
を
は
か
る
と
い
う
、
新
た
な
修
行
形
式
を
呈
示
す
る
に
至
る
、

と
い
う
。
こ
れ
は
ま
さ
し
く
初
期
実
践
形
態
か
ら
新
し
い
局
面
を
開
拓
し

て
い
っ
た
智
顎
の
思
想
形
成
と
い
え
る
、
と
著
者
は
見
て
い
る
。

「
方
等
繊
法
」
に
つ
い
て
は
、
先
の
「
方
等
三
昧
行
法
」
が
行
の
基
本

と
し
て
息
↓
色
↓
心
の
順
序
で
次
第
観
を
明
か
す
に
対
し
、
こ
こ
で
は
同

じ
く
方
等
三
昧
を
教
示
し
な
が
ら
も
、
行
の
基
本
を
「
観
心
」
に
見
出
そ

う
と
し
て
い
る
点
を
指
摘
し
、
構
造
的
に
「
法
華
三
味
餓
儀
」
に
共
通
し

て
い
る
と
い
う
。
ま
た
行
の
始
め
か
ら
観
心
に
基
礎
を
お
く
か
ら
、
「
方

等
俄
法
」
で
は
不
次
第
観
の
立
場
に
立
つ
と
解
釈
す
る
。

「
六
妙
法
門
」
に
つ
い
て
は
、
日
こ
れ
も
行
の
基
本
は
「
観
心
」
に
あ

る
こ
と
、
目
古
来
こ
の
害
は
不
定
観
を
説
い
た
も
の
と
さ
れ
て
来
た
が
、

実
は
不
定
観
を
一
つ
の
行
法
と
し
て
「
随
便
宜
六
妙
門
」
及
び
四
種
証
相

中
の
「
互
証
」
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
こ
れ
を
行
の
究
極
の
形

式
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
、
同
「
三
大
部
」
に
見
ら
れ

る
五
十
二
位
の
行
位
論
と
ほ
ぼ
同
じ
構
成
の
行
位
論
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
、

な
ど
を
挙
げ
て
詳
細
に
論
証
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
以
上
三
書
に
共
通
し
た
実
践
論
は
、
「
観
心
」
に
基
礎

を
お
く
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
「
観
心
」
の
方
法
を
重
視
す
る
根
拠
と
し
て
、

一
切
法
は
心
よ
り
生
ず
る
と
い
う
思
想
的
立
場
を
挙
げ
て
い
る
。
ま
た
こ
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れ
ら
三
害
に
見
ら
れ
る
実
相
論
は
、
無
自
性
・
空
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

こ
れ
は
初
期
の
「
次
第
禅
門
」
や
「
方
等
三
味
行
法
」
の
場
合
と
同
じ
構

造
を
示
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
三
書
を
同
質
の
内
的
思
想
を
有
す

る
も
の
と
し
て
、
一
つ
の
グ
ル
ー
プ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。

第
三
章
に
お
い
て
は
「
覚
意
三
昧
」
「
法
界
次
第
初
門
」
「
小
止
観
」

の
三
書
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
そ
の
成
立
時
期
が
、
天
台

山
隠
棲
前
後
の
頃
と
予
想
さ
れ
、
思
想
内
容
と
し
て
は
三
諦
・
三
観
の
思

想
を
提
起
し
、
こ
れ
を
整
理
し
て
ゆ
く
段
階
と
い
う
点
に
特
徴
が
見
ら
れ

る
と
い
』
フ
。

ま
ず
「
覚
意
三
味
」
に
お
い
て
は
、
そ
の
実
践
論
と
し
て
四
運
心
を
紹

介
し
て
い
る
が
、
こ
の
内
的
構
造
は
「
自
性
の
否
定
」
↓
「
名
字
の
法
の
凝

視
」
↓
「
名
字
の
法
の
否
定
」
↓
「
そ
れ
ら
両
者
の
偏
向
な
き
観
得
」
（
叩
ヘ
ー

ジ
）
へ
と
推
論
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
で
あ
り
、
こ
こ
に
天
台
の
い
わ
ゆ
る
三

観
思
想
が
見
て
と
れ
る
と
い
う
。
も
っ
と
も
「
三
大
部
」
に
見
ら
れ
る
三

槻
の
思
想
と
は
質
的
に
異
な
る
け
れ
ど
も
、
従
前
の
空
観
に
徹
し
よ
う
と

す
る
実
践
理
念
か
ら
新
し
い
実
践
の
方
向
を
見
出
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら

れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
三
観
（
三
諦
）
思
想
は
峻
路
経
の
三
観
を
汲
み
取

っ
て
導
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
三
諦
よ
り
も
三
観
主
導
型
で
あ
る
と
指

摘
し
て
い
る
。

「
法
界
次
第
初
門
」
に
お
い
て
は
、
さ
ら
に
四
諦
を
手
掛
り
と
し
て
蔵

・
通
・
別
。
円
の
教
判
論
が
見
ら
れ
、
諸
経
論
に
説
か
れ
る
真
理
を
価
値

的
に
識
別
し
て
ゆ
く
と
い
う
全
く
新
し
い
教
学
思
想
を
呈
示
す
る
。
こ
こ

に
は
三
観
・
三
諦
の
思
想
と
直
接
的
な
関
係
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

四
教
と
三
観
の
間
に
は
有
機
的
な
関
係
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
推
論
し

て
い
る
。

「
小
止
観
」
に
つ
い
て
は
、
従
来
こ
の
書
が
前
期
の
「
次
第
禅
門
」
と

後
期
の
「
摩
訶
止
観
」
の
中
間
に
あ
っ
て
、
智
顎
の
止
観
体
系
が
確
立
せ

ら
れ
て
ゆ
く
一
つ
の
過
渡
的
な
段
階
を
示
す
も
の
と
し
て
注
目
せ
ら
れ
て

来
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
本
書
は
種
灸
の
角
度
か
ら
研
究
せ
ら
れ
て
来
て

い
る
。
著
者
は
こ
れ
ら
の
諸
研
究
を
ふ
ま
え
、
本
書
に
見
ら
れ
る
止
観
体

系
の
構
造
、
「
次
第
禅
門
」
と
の
比
較
を
通
し
て
の
止
観
体
系
の
成
立
過

程
、
さ
ら
に
三
観
・
三
諦
説
の
成
立
に
関
す
る
諸
問
題
、
な
ど
を
論
じ
て

い
る
。
こ
の
中
で
著
者
は
止
観
の
体
系
や
三
観
・
三
諦
説
を
形
式
的
側
面

よ
り
も
そ
の
内
面
的
構
造
に
着
目
し
、
そ
の
成
立
過
程
を
吟
味
し
て
い
る

点
が
注
目
さ
れ
る
。

第
四
章
で
は
「
三
大
部
」
を
一
括
し
て
取
り
扱
っ
て
い
る
。
「
三
大
部
」

は
智
顔
教
学
の
最
高
結
実
と
調
わ
れ
て
来
た
の
み
な
ら
ず
、
天
台
宗
学
の

根
本
聖
典
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
従
来
、
い
ろ
い
ろ

な
角
度
か
ら
こ
の
三
害
に
対
す
る
研
究
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
が
、
著
者
は

「
三
大
部
」
を
前
の
諸
章
と
同
じ
く
、
「
行
の
体
系
」
と
「
実
相
」
の
内

面
構
造
を
掘
り
起
こ
す
点
に
努
力
を
傾
け
て
い
る
。

ま
ず
「
行
の
体
系
」
に
つ
い
て
著
者
が
主
張
す
る
と
こ
ろ
は
、
ほ
ぼ
つ

ぎ
の
諸
点
に
要
約
さ
れ
よ
う
。

日
十
観
・
十
境
と
い
う
秩
序
体
系
を
も
っ
て
、
能
観
・
所
観
の
有
機
的

な
関
係
を
明
ら
か
に
し
、
整
理
し
て
い
っ
た
と
こ
ろ
に
、
智
顎
の
教
学
的

関
心
の
究
極
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

㈲
こ
の
十
観
・
十
境
と
い
う
実
践
体
系
の
内
面
的
構
造
は
「
観
心
」
に

基
礎
を
お
く
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
十
境
の
う
ち
第
一
陰
入
界
境
を
実
践

けn
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上
の
観
境
と
し
て
行
人
が
選
ぶ
場
合
に
識
陰
Ｉ
心
に
き
わ
ま
る
こ
と
、
及

び
他
の
九
境
が
い
ず
れ
も
観
心
論
を
補
強
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
か
ら

明
ら
か
で
あ
る
。

目
こ
の
「
観
心
に
き
わ
ま
る
」
こ
と
の
思
想
的
根
拠
と
し
て
、
存
在
論

的
解
釈
と
唯
心
論
的
解
釈
の
両
面
か
ら
考
察
で
き
る
。
存
在
論
的
解
釈
と

は
、
一
切
法
を
衆
生
法
に
よ
せ
て
述
べ
る
場
合
で
、
い
わ
ゆ
る
十
如
是
の

三
転
読
に
示
さ
れ
る
空
仮
中
と
し
て
の
あ
り
方
を
意
味
す
る
。
著
者
は
こ

れ
を
．
法
の
例
外
も
ゆ
る
さ
ず
、
ま
さ
に
等
し
く
空
で
あ
り
仮
で
あ
り

中
で
あ
る
一
切
法
の
あ
り
方
を
明
そ
う
と
意
図
し
て
企
て
ら
れ
た
も
の
で

あ
っ
た
」
（
柵
。
ヘ
ー
ジ
）
と
断
定
し
、
し
か
も
こ
れ
が
一
切
法
を
推
究
す
る

形
式
を
「
観
心
」
に
帰
着
せ
し
め
る
理
論
的
根
拠
で
あ
る
と
主
張
す
る
。

一
方
、
唯
心
論
的
解
釈
と
は
一
切
法
を
心
法
に
よ
せ
て
明
さ
れ
る
こ
と
を

い
い
、
「
遊
心
法
界
」
に
対
す
る
智
顎
の
解
釈
を
手
掛
り
と
し
て
、
著
者

は
一
切
法
は
心
よ
り
生
ぜ
し
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
一
切
法
の
存
在
の

根
拠
を
心
に
み
る
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
方
法
的
に
「
観
心
」
の
形
式

を
と
る
の
は
何
ら
不
思
議
で
は
な
い
と
い
う
。
か
く
て
以
上
二
種
の
解
釈

を
総
合
し
、
「
観
心
」
の
実
践
的
有
効
性
を
明
ら
か
に
し
た
の
だ
と
い
う
。

さ
ら
に
著
者
は
「
観
心
」
の
方
法
が
、
一
心
三
観
に
き
わ
ま
る
理
由
に

つ
い
て
も
詳
細
に
論
じ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
の
紹
介
は
省
略
す
る
。

つ
ぎ
に
「
三
大
部
」
に
示
さ
れ
た
「
実
相
」
の
表
現
形
式
を
概
念
的
表

白
と
直
接
的
表
白
に
分
け
、
十
如
・
十
二
因
縁
・
四
諦
・
三
諦
・
二
諦
は

前
者
に
、
一
念
三
千
・
一
諦
・
無
諦
は
後
者
に
属
す
る
と
い
う
。
そ
し
て

概
念
的
表
白
の
特
質
を
十
如
と
三
評
、
と
り
わ
け
「
仮
」
の
問
題
を
中
心

に
論
及
し
、
直
接
的
表
白
の
場
合
を
一
念
三
千
の
教
説
を
中
心
に
吟
味
を

進
め
て
い
る
。
中
で
も
「
仮
」
を
め
ぐ
る
問
題
に
関
し
て
著
者
は
、
智
顎

の
把
握
し
た
仮
は
、
三
論
宗
に
よ
っ
て
厳
し
く
批
判
せ
ら
れ
た
成
実
家
の

仮
の
教
説
と
深
い
つ
な
が
り
が
あ
る
、
と
指
摘
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ

れ
る
。
そ
し
て
著
者
は
以
上
の
両
種
の
表
現
形
式
を
実
相
表
白
の
有
効
性

に
よ
る
相
違
と
し
、
前
者
を
方
便
、
後
者
を
実
と
す
る
摩
訶
止
観
に
よ
っ

て
、
そ
の
有
効
性
を
価
値
的
に
整
理
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
あ
る
と
見
て

い
る
。第

五
章
で
は
晩
年
の
撰
述
で
あ
る
「
維
摩
経
」
の
註
釈
害
を
取
り
上
げ

て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
は
「
三
大
部
」
と
本
質
的
に
は
変
ら
な
い
が
、

と
く
に
実
相
論
に
関
し
て
三
諦
よ
り
も
一
諦
に
力
点
を
お
く
よ
う
に
な
る

経
過
を
明
ら
か
に
し
て
ゆ
く
。

本
書
を
通
読
し
て
強
く
印
象
づ
け
ら
れ
る
第
一
の
点
は
、
「
三
大
部
」

以
前
の
諸
撰
述
、
す
な
わ
ち
智
顎
の
瓦
官
寺
時
代
か
ら
天
台
山
隠
棲
時
代

に
か
け
て
の
諸
撰
述
に
関
す
る
研
究
が
、
全
体
の
五
分
の
三
を
占
め
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
著
者
が
、
智
韻
の
思
想
が
円
熟
す
る
に
至

る
ま
で
の
長
い
思
索
・
修
行
の
過
程
に
、
と
り
わ
け
大
き
な
関
心
を
抱
い

て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
著
者
は
は
し
が
き
に
「
こ
れ
ま
で
の
智
顎

の
研
究
史
を
眺
め
て
み
る
と
、
「
三
大
部
」
中
心
に
傾
斜
し
が
ち
で
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
は
否
め
な
い
。
智
顎
の
教
学
思
想
を
集
約
的
に
陳
述
し
て

み
せ
る
書
物
が
「
三
大
部
」
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
そ
れ
へ
の
傾
斜
は
も
ち

ろ
ん
意
味
の
な
い
こ
と
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
し
か
し
そ
れ
は
一
夜
に
し

て
形
成
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
が
世
に
送
り
出
さ
れ
る
ま
で
に
は

三
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長
い
思
索
の
経
過
が
あ
る
わ
け
で
あ
り
、
そ
れ
は
そ
う
し
た
も
の
の
背
景

の
上
に
花
開
か
せ
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
智
韻

の
思
索
の
動
向
を
最
初
期
か
ら
時
代
を
追
っ
て
眺
め
な
が
ら
、
思
索
の
高

ま
り
の
過
程
を
辿
る
と
い
う
こ
と
に
も
意
味
が
あ
ろ
う
と
い
う
も
の
で
あ

る
。
」
と
述
零
へ
て
い
る
。
た
し
か
に
智
韻
の
研
究
に
つ
い
て
い
え
ば
、
湛

然
以
来
「
三
大
部
」
に
重
点
が
お
か
れ
、
ま
た
こ
こ
に
天
台
教
学
の
核
心

が
網
羅
さ
れ
て
い
る
と
し
て
、
天
台
宗
学
の
教
学
体
系
の
基
礎
を
「
三
大

部
」
に
求
め
て
来
た
。
し
か
し
戦
後
に
お
け
る
智
頒
教
学
の
研
究
は
、
思

想
家
と
し
て
の
智
頒
に
迫
ろ
う
と
す
る
傾
向
が
著
し
く
、
そ
の
た
め
、
智

頻
の
佛
教
思
想
を
広
く
中
国
佛
教
史
の
上
で
と
ら
え
る
よ
う
に
な
っ
て
来

て
い
る
。
し
た
が
っ
て
六
朝
期
以
来
の
般
若
学
や
禅
学
の
流
れ
と
の
関
係

で
智
顎
の
思
想
を
見
直
そ
う
と
し
た
り
、
あ
る
い
は
智
顎
の
撰
述
と
さ
れ

て
来
た
文
献
に
あ
ら
た
め
て
実
証
的
な
吟
味
を
施
そ
う
と
す
る
研
究
が
目

立
っ
て
来
た
の
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
こ
の
よ
う
な
智
甑
研
究
の
傾
向
は
、

智
頒
を
「
三
大
部
」
中
心
で
な
く
、
従
来
比
較
的
軽
視
せ
ら
れ
て
い
た
彼

の
前
期
時
代
（
天
台
隠
棲
時
代
を
含
む
）
の
諸
撰
述
に
も
強
い
関
心
を
払
わ
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
来
た
の
で
あ
る
。
本
書
は
以
上
の
如
き
天
台
学
界
の
現

状
の
中
か
ら
生
れ
た
も
の
と
い
っ
て
差
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

つ
ぎ
に
第
二
の
点
は
、
智
顎
の
も
つ
「
思
想
の
構
造
的
性
格
」
に
着
目

し
、
こ
こ
に
研
究
の
焦
点
を
お
い
て
智
領
の
諸
撰
述
に
取
り
組
ん
で
い
る

こ
と
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
智
顎
教
学
の
「
行
の
体
系
」
と
「
実
相
」
と

い
う
天
台
学
の
二
本
柱
を
テ
ー
マ
と
し
、
各
著
作
ご
と
に
そ
の
二
つ
の
思

想
構
造
を
追
求
し
て
ゆ
く
。
そ
し
て
そ
の
結
果
と
し
て
引
き
出
さ
れ
て
来

る
智
頗
の
思
索
の
動
向
や
経
過
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
来
る
、
と
い
う
方

法
を
採
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
研
究
方
法
に
依
っ
た
た
め
に
、
本
書
に
は
と
く
に
三
大
部

以
前
の
智
顎
の
諸
撰
述
の
研
究
に
、
著
者
の
苦
心
の
あ
と
が
に
じ
み
出
て

い
る
。
そ
れ
は
、
三
大
部
以
前
の
現
存
諸
撰
述
は
主
と
し
て
実
践
論
を
明

か
し
た
も
の
で
あ
り
、
実
相
に
関
す
る
理
論
研
究
は
極
め
て
乏
し
い
か
ら

で
あ
る
。
智
頒
は
鋤
歳
代
に
法
華
経
題
や
智
度
論
の
講
義
を
し
た
と
伝
え

ら
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
時
期
に
も
「
実
相
」
の
研
究
は
進
ん
で
い
た
と

予
想
さ
れ
る
が
、
残
念
な
が
ら
今
日
そ
の
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
こ
う
い
う
状
況
下
に
あ
っ
て
、
著
者
が
本
書
に
お
い
て
智
頒

の
前
期
乃
至
中
間
期
に
属
す
る
撰
述
の
思
想
表
現
を
吟
味
し
、
ね
ば
っ
こ

く
そ
の
頃
の
実
相
論
を
看
取
し
よ
う
と
し
た
努
力
に
は
敬
服
す
べ
き
で
あ

る
一
つ
。と

も
あ
れ
、
著
者
が
本
書
に
お
い
て
智
頻
研
究
の
新
し
い
方
法
論
を
提

起
し
、
思
想
の
内
部
構
造
に
迫
ろ
う
と
し
た
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
智
顔

教
学
が
広
く
佛
教
学
・
哲
学
の
研
究
対
象
に
な
る
と
、
そ
の
研
究
方
法
に

も
多
様
な
可
能
性
が
あ
る
筈
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
か
ら
の
智
額
研

究
に
と
っ
て
は
、
そ
の
研
究
方
法
を
め
ぐ
る
問
題
が
い
ろ
い
ろ
な
角
度
か

ら
議
論
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
う
い
っ
た
時
期
に
あ
た
っ
て
、
著
者
が
こ
の
た
び
本
書
を
公
刊
さ
れ
、

智
顔
教
学
の
研
究
に
新
し
い
方
法
論
を
も
っ
て
発
表
さ
れ
た
こ
と
は
、
今

後
の
天
台
研
究
の
動
向
に
重
大
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

（
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