
さ
き
（
昭
四
八
）
に
『
日
本
初
期
天
台
の
研
究
」
を
公
け
に
し
て
、
地
道

な
日
本
天
台
の
研
究
ぶ
り
を
評
価
さ
れ
て
い
た
著
者
仲
尾
教
授
に
よ
っ
て
、

今
回
、
そ
の
研
究
の
続
き
と
な
る
『
山
家
学
生
式
序
説
付
叡
山
大
師
伝
（
石
山

本
こ
が
刊
行
さ
れ
、
労
作
が
再
び
我
灸
の
前
に
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

現
在
、
日
本
初
期
天
台
の
研
究
で
、
そ
の
成
果
が
公
刊
さ
れ
て
い
る
も

の
は
比
較
的
少
な
く
、
と
り
わ
け
『
山
家
学
生
式
』
の
研
究
に
至
っ
て
は
、

昭
和
十
三
年
に
佐
友
木
憲
徳
博
士
に
よ
っ
て
「
山
家
学
生
式
新
釈
』
が
公

表
さ
れ
て
以
来
、
ま
と
ま
っ
た
研
究
書
は
類
例
が
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

本
書
は
そ
の
意
味
で
も
評
価
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
仲
尾
教
授
は
佐

燕
太
博
士
の
資
に
あ
た
り
、
師
資
相
並
ん
で
「
山
家
学
生
式
』
の
研
究
に

と
り
組
ま
れ
た
こ
と
に
な
る
。
仲
尾
教
授
は
佐
々
木
博
士
が
龍
谷
大
学
に

於
て
『
山
家
学
生
式
』
を
講
ぜ
ら
れ
た
折
の
、
唯
一
人
の
受
講
者
で
も
あ

っ
た
と
い
』
っ
。

本
書
は
、
仲
尾
教
授
が
西
本
願
寺
の
安
居
に
副
講
を
つ
と
め
ら
れ
た
さ

い
、
講
本
と
し
て
「
山
家
学
生
式
』
を
と
り
あ
げ
、
そ
の
成
果
と
し
て
公

仲
尾
俊
博
著

山
家
学
生
式
序
説

付
叡
山
大
師
傳
（
石
山
本
）

白
土
わ
か

刊
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
さ
き
の
佐
交
木
博
士
の
『
山
家
学
生
式
新
釈
』

も
ま
た
、
同
様
の
事
情
に
よ
っ
て
出
版
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

で
、
そ
こ
に
は
龍
谷
大
学
の
も
つ
日
本
天
台
の
学
問
的
伝
統
が
偲
ば
れ
る

の
で
あ
る
。

次
に
本
書
の
内
容
を
概
観
す
る
と
、
安
居
に
お
け
る
講
述
と
い
う
実
際

を
う
つ
し
て
講
義
風
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
が
、
歴
史
的
事
実
に
そ
い
つ

つ
、
そ
の
間
に
は
諸
学
者
の
説
を
も
紹
介
し
、
「
山
家
学
生
式
」
の
諸
問

題
に
考
察
を
加
え
て
い
る
。

本
論
は
、
第
一
章
「
は
し
が
き
」
に
続
い
て
、
第
二
章
「
延
暦
二
十
五

年
の
太
政
官
符
」
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
『
山
家
学
生
式
』
が
、

延
暦
二
十
五
年
の
太
政
官
符
を
格
と
す
る
な
ら
そ
の
細
則
に
当
る
と
い
う

著
者
の
所
論
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
ま
ず
最
澄
自
筆
の
『
天
台

法
華
宗
年
分
縁
起
』
の
考
察
を
行
な
い
、
『
六
条
式
』
・
「
四
条
式
」
・
「
八

条
式
』
が
『
山
家
学
生
式
』
と
通
称
さ
れ
る
に
至
っ
た
経
緯
を
示
し
、
次

に
延
暦
二
十
五
年
の
太
政
官
符
の
持
つ
問
題
点
を
述
雫
へ
て
い
る
。
そ
れ
は

華
厳
・
天
台
・
律
・
三
論
・
法
相
の
各
業
の
相
奪
禁
止
と
、
各
業
の
学
問

興
隆
と
、
僧
侶
の
生
活
の
粛
正
を
意
図
し
た
も
の
で
、
従
来
の
年
分
度
制

を
綜
合
し
た
規
定
で
あ
り
、
そ
の
後
の
年
分
度
制
の
基
本
法
と
な
る
勝
れ

た
法
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
実
際
に
運
用
さ
れ
る
時

点
に
な
る
と
欠
点
が
あ
り
、
か
つ
、
学
業
の
面
で
も
理
論
的
に
根
拠
が
不

十
分
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
天
台
業
に

於
て
要
求
さ
れ
た
大
日
経
研
究
の
必
然
性
や
、
律
業
に
お
け
る
梵
網
経
重

視
の
理
論
的
根
拠
の
欠
如
等
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
続
い
て
、
こ
の

大
政
官
符
の
性
格
を
明
瞭
に
す
べ
く
、
年
分
度
者
制
と
い
う
も
の
の
歴
史
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的
事
情
に
つ
い
て
記
述
を
進
め
て
い
る
。

第
三
章
「
桓
武
天
皇
の
佛
教
政
策
」
の
項
で
は
、
平
安
初
期
の
佛
教
及

び
最
澄
の
佛
教
に
つ
い
て
考
察
す
る
た
め
に
は
、
桓
武
帝
の
佛
教
政
策
を

度
外
視
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
事
情
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

第
四
章
「
伝
教
大
師
最
澄
の
法
華
経
観
」
に
於
て
は
、
最
澄
の
入
唐
求

法
前
の
問
題
に
関
し
て
述
べ
て
い
る
が
、
ま
ず
、
天
台
法
門
と
の
出
会
い

や
延
暦
十
六
年
の
一
切
経
書
写
研
究
の
問
題
を
と
り
あ
げ
、
一
切
経
書
写

研
究
の
頃
に
於
て
最
澄
の
幅
広
い
佛
教
教
学
の
基
礎
は
培
わ
れ
た
と
見
て

お
り
、
法
華
一
乗
を
法
相
よ
り
も
華
厳
一
乗
よ
り
も
秀
れ
た
も
の
と
考
え

る
に
至
っ
た
事
情
を
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
時
点
で
、
天
台
教
学
は

日
本
佛
教
界
の
中
で
一
つ
の
地
位
を
占
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
と
し
て

い
る
。第

五
章
「
入
唐
求
法
に
つ
い
て
」
の
項
で
は
、
入
唐
勅
許
の
問
題
及
び

四
宗
相
承
の
問
題
を
と
り
あ
げ
て
い
る
。
四
宗
相
承
に
つ
い
て
は
、
こ
れ

が
日
本
天
台
の
中
国
天
台
と
異
る
所
以
の
最
た
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の

問
題
に
つ
い
て
は
、
佐
灸
木
博
士
が
『
山
家
学
生
式
新
釈
』
の
中
で
主
張

さ
れ
た
四
宗
相
承
否
定
論
が
、
現
在
な
お
完
全
に
克
服
さ
れ
た
も
の
で
な

く
、
そ
の
研
究
が
必
要
な
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

第
六
章
「
天
台
法
華
宗
年
分
度
学
生
名
帳
」
の
項
で
は
、
平
安
新
宗
の

樹
立
を
念
願
と
し
て
、
そ
の
成
功
の
為
に
最
澄
に
入
唐
求
法
を
も
命
じ
た

桓
武
帝
が
、
延
暦
二
十
三
年
に
病
気
で
た
お
れ
、
事
情
が
変
化
し
て
き
た

さ
中
に
最
澄
は
帰
朝
し
た
が
、
そ
の
帰
朝
報
告
の
内
容
は
、
入
唐
前
の
上

奏
文
に
記
し
た
初
期
の
目
的
と
は
異
っ
て
き
て
い
る
点
に
着
目
し
て
論
を

進
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
入
唐
前
の
目
的
は
、
天
台
円
教
の
受
法
と
天

台
法
文
の
将
来
に
あ
っ
た
が
、
帰
朝
報
告
書
を
見
る
な
ら
ば
、
天
台
円
教

と
と
，
も
に
密
教
の
受
法
に
つ
い
て
強
調
し
て
い
る
の
が
注
意
を
ひ
く
わ
け

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
桓
武
帝
の
病
気
と
い
う
現
実
の
事
情
と
関
連
が
あ
る

も
の
と
著
者
は
理
解
し
て
お
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
た
し
か
に
有

力
な
説
と
い
う
尋
へ
き
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
禅
・
戒
・
雑
密
の
相
承
に
つ
い

て
は
、
『
叡
山
大
師
伝
」
に
於
て
も
不
問
に
付
さ
れ
て
い
る
が
、
い
わ
ゆ

る
四
宗
相
承
は
後
年
の
『
血
脈
譜
』
に
至
っ
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、

天
台
円
教
中
心
の
密
・
禅
．
戒
を
包
容
し
た
大
き
な
ス
ケ
ー
ル
の
教
学
大

系
は
、
延
暦
年
代
で
は
未
だ
考
え
が
整
理
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
述
尋
へ
て

お
ら
れ
る
が
、
こ
の
見
解
は
妥
当
で
あ
ろ
う
。

最
澄
は
こ
う
し
て
延
暦
二
十
五
年
の
太
政
官
符
の
中
で
、
天
台
業
二
人

に
、
一
人
に
は
大
毘
盧
遮
那
経
を
読
ま
し
め
、
一
人
に
は
摩
訶
止
観
を
読

ま
し
め
る
年
分
度
者
の
許
可
を
受
け
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
密
教

に
つ
い
て
の
最
澄
の
力
量
は
未
だ
十
分
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
空
海

に
弟
子
の
礼
を
と
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
い
き
さ
つ
を
、
空
海
側
の
資
料

や
消
息
に
よ
っ
て
考
察
を
加
え
て
い
る
。

最
澄
と
空
海
と
の
交
渉
は
、
結
局
は
密
教
に
対
す
る
両
者
の
考
え
の
相

違
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
最
澄
は
円
密
一
致
の
思
想
を
体
系
づ
け
よ
う
と

し
、
空
海
は
顕
劣
密
勝
の
思
想
を
よ
り
充
実
し
て
即
身
成
佛
の
教
学
を
体

系
化
し
よ
う
と
す
る
双
方
の
相
違
に
よ
っ
て
打
ち
切
ら
れ
る
が
、
最
澄
に

と
っ
て
は
天
台
教
団
樹
立
の
道
に
お
け
る
必
然
で
あ
っ
た
こ
と
を
著
者
は

力
説
す
る
。
そ
れ
は
最
澄
に
あ
っ
て
は
、
真
言
宗
と
の
妥
協
で
も
な
く
、

法
相
宗
の
相
奪
を
恐
れ
る
こ
と
で
も
な
く
、
天
台
業
の
自
立
は
具
足
戒
と

訣
別
し
て
大
乗
戒
を
打
ち
立
て
る
こ
と
に
あ
る
と
い
う
自
覚
が
、
そ
の
根
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本
に
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
故
に
こ
そ
、
『
天
台
法
華

宗
年
分
度
者
学
生
名
帳
』
と
い
う
、
あ
る
が
ま
ま
の
天
台
学
生
の
実
態
を

書
き
記
す
こ
と
に
も
な
っ
た
の
で
あ
り
、
更
に
「
山
家
学
生
式
』
に
よ
っ

て
、
天
台
法
華
宗
の
主
体
性
を
と
り
も
ど
し
た
の
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。

こ
の
あ
た
り
の
著
者
の
見
解
に
は
鋭
く
光
る
も
の
が
あ
る
。

第
七
章
「
小
乗
戒
棄
捨
」
の
項
で
は
、
従
来
は
あ
ま
り
注
意
さ
れ
な
か

っ
た
こ
と
で
は
な
い
か
と
断
り
書
き
し
て
、
空
海
の
影
響
と
い
う
点
に
注

目
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
空
海
の
三
味
耶
戒
主
張
は
、
最
澄
の
大
乗
戒

制
定
に
刺
戟
を
与
え
て
い
る
で
あ
ろ
う
と
論
じ
て
い
る
。
こ
の
説
は
留
意

す
ぺ
き
も
の
で
あ
る
。
次
に
真
野
正
順
教
授
の
説
を
引
用
し
て
、
最
澄
の

大
乗
戒
制
定
は
「
史
的
事
情
が
そ
の
誘
因
を
な
せ
る
は
確
か
で
あ
る
が
、

内
面
的
に
は
す
で
に
天
台
教
学
に
内
在
せ
る
迩
門
的
思
想
よ
り
本
門
的
思

想
へ
の
転
向
と
解
す
、
へ
き
で
あ
ろ
う
」
と
記
し
て
い
る
が
、
こ
の
説
は
注

目
す
べ
く
、
か
つ
拡
充
展
開
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

第
八
章
「
大
乗
戒
」
に
於
て
は
、
は
じ
め
に
「
山
家
学
生
式
」
の
大
乗

戒
主
張
は
、
一
切
皆
成
佛
の
実
現
的
表
現
で
あ
る
と
い
う
所
論
に
立
っ
て
、

三
一
権
実
に
つ
い
て
中
国
佛
教
に
於
け
る
問
題
か
ら
徳
一
と
の
論
争
に
わ

た
っ
て
論
述
を
す
す
め
て
い
る
。
次
に
最
澄
の
大
乗
戒
は
、
聖
徳
太
子
・

鑑
真
・
行
基
・
道
堵
・
法
進
等
の
影
響
を
受
け
て
独
自
の
説
を
主
張
す
る

に
至
っ
た
が
、
し
か
し
な
お
、
出
家
の
菩
薩
僧
と
し
て
の
資
格
を
得
る
よ

う
に
す
る
た
め
に
は
、
正
統
な
伝
戒
師
よ
り
円
教
の
菩
薩
戒
を
受
け
る
必

要
が
あ
り
、
中
国
に
於
け
る
師
交
相
承
の
戒
耽
相
伝
及
び
智
顎
の
一
一
菩
薩

戒
義
疏
』
を
加
え
る
必
要
が
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。

第
九
章
「
山
家
学
生
式
」
の
項
に
於
て
は
、
そ
の
成
立
事
情
を
前
述
の

よ
う
に
や
『
山
家
学
生
式
』
の
大
乗
戒
は
、
三
一
権
実
論
諄
を
実
際
の
場

に
具
体
化
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
、
法
華
最
勝
の
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
を
、
僧
侶
養
成
の
現
実
の
立
場
に
於
け
る
制
度
化
実
現
を
目
指

し
た
も
の
と
規
定
し
て
い
る
。
そ
れ
は
ま
た
延
暦
二
十
五
年
の
太
政
官
符

を
格
と
す
る
な
ら
、
そ
の
細
式
化
で
あ
っ
た
と
も
い
っ
て
い
る
。

一
つ
の
教
団
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
優
秀
な
思
想
だ
け
で
は
そ
の
実

現
は
不
可
能
な
の
で
あ
っ
て
、
制
度
化
と
い
う
こ
と
が
必
須
条
件
で
あ
っ

た
と
指
摘
し
、
そ
し
て
こ
の
教
育
制
度
及
び
教
団
樹
立
の
問
題
を
は
ら
ん

だ
『
山
家
学
生
式
』
の
呈
示
は
、
南
都
教
団
の
制
約
か
ら
の
脱
却
を
意
味

す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
日
本
佛
教
教
団
を
二
分
す
る
重
大
問
題
を
意
図
す

る
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
で
日
本
佛
教
に
は
宗
派
の
観
念
が
明
瞭
に
な
っ
た

と
し
て
い
る
。
『
山
家
学
生
式
』
は
決
し
て
天
台
年
分
学
生
の
教
育
問
題

と
い
う
枠
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
重
ね
て
力
説
し
て
い

づ
（
》
○

『
山
家
学
生
式
」
の
内
容
の
問
題
に
関
し
て
は
、
『
六
条
式
』
の
い
わ

ゆ
る
「
照
千
一
隅
」
の
問
題
は
、
学
界
に
お
け
る
議
論
の
紹
介
に
と
ど
め

て
論
述
を
さ
け
て
い
る
。
又
、
『
八
条
式
』
の
第
七
条
に
つ
い
て
は
、
十

二
年
間
修
業
を
し
た
学
生
に
つ
い
て
そ
の
待
遇
を
、
大
法
師
位
ま
た
は
法

師
位
を
賜
わ
ら
ん
こ
と
を
最
澄
は
請
求
し
て
い
る
が
、
そ
の
こ
と
に
つ
い

て
著
者
は
「
き
び
し
い
生
命
が
け
の
修
業
を
終
っ
た
菩
薩
僧
の
た
め
に
、

そ
れ
相
当
の
待
遇
を
要
求
し
て
い
る
こ
と
は
、
理
想
だ
け
で
は
教
団
は
存

続
し
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
良
い
待
遇
を
求
め
た
こ
と
は
、

最
澄
の
現
実
的
感
覚
の
鋭
さ
と
共
に
、
ど
う
で
も
新
し
い
平
安
佛
教
と
し

て
の
天
台
法
華
宗
を
樹
立
し
た
い
と
い
う
気
迫
の
は
げ
し
さ
が
感
ぜ
ら
れ
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る
・
」
と
い
う
著
者
の
論
述
は
、
著
者
仲
尾
教
授
自
身
の
歴
史
的
感
覚
の

鋭
さ
と
現
実
的
感
覚
の
確
か
さ
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

第
十
章
「
む
す
び
」
に
続
い
て
は
、
「
山
家
学
生
式
」
の
テ
キ
ス
ト
と

し
て
、
「
天
台
法
華
宗
年
分
学
生
式
』
（
六
条
式
）
・
『
勧
奨
天
台
宗
年
分
学

生
式
』
（
八
条
式
）
・
「
天
台
法
華
宗
年
分
得
度
回
小
向
大
式
』
（
四
条
式
）

を
、
最
澄
真
蹟
「
天
台
法
華
宗
年
分
縁
起
』
か
ら
の
翻
刻
と
、
そ
れ
に
読

点
．
書
き
下
し
・
註
を
付
し
て
い
る
。

更
に
付
録
と
し
て
、
『
更
加
法
華
宗
年
分
二
人
定
諸
宗
度
者
数
官
符
』
・

『
天
台
法
華
宗
年
分
得
度
学
生
名
帳
』
及
び
『
叡
山
大
師
伝
」
（
石
山
寺

本
）
を
載
せ
て
い
る
が
、
そ
の
中
、
前
二
者
は
真
蹟
『
天
台
法
華
宗
年
分

縁
起
』
よ
り
の
翻
刻
と
、
読
点
。
書
き
下
し
・
註
を
付
し
て
い
る
。
次
の

『
叡
山
大
師
伝
』
は
、
石
山
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た
貴
重
本
（
重
文
指
定
）

で
、
最
も
原
本
の
趣
を
伝
え
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
だ
け
に
、
そ
の
全
写

真
を
採
録
し
た
こ
と
は
、
研
究
者
の
た
め
に
資
す
る
こ
と
が
極
め
て
大
き

い
。
同
時
に
ま
た
、
「
叡
山
大
師
伝
』
の
諸
本
概
説
。
校
訂
。
書
き
下
し

・
註
も
秀
れ
た
労
作
で
あ
っ
て
、
そ
の
労
苦
に
謝
し
た
い
。
な
お
、
こ
の

『
叡
山
大
師
伝
』
に
つ
い
て
の
作
業
は
大
谷
大
学
大
学
院
生
中
西
随
功
氏

に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

以
上
、
ご
く
お
お
ま
か
に
本
書
の
内
容
を
紹
介
し
て
き
た
が
、
本
書
は

克
明
な
努
力
作
で
あ
り
や
歴
史
的
な
ま
た
現
実
的
な
鋭
い
感
覚
が
、
随
所

に
目
立
つ
書
物
で
あ
る
。
諸
学
者
の
説
を
も
丁
寧
に
引
用
紹
介
し
な
が
ら

論
述
を
す
す
め
る
あ
た
り
は
、
著
者
の
篤
実
さ
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
、

読
者
に
と
っ
て
も
便
利
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
数
少
な
い

『
山
家
学
生
式
」
研
究
書
の
一
と
し
て
、
本
書
が
も
つ
意
味
と
比
重
は
大

き
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
又
、
後
学
者
の
た
め
の
指
南
書
と
し
て
も

恰
好
な
も
の
で
あ
ろ
う
。

著
者
の
歴
史
的
な
洞
察
の
鋭
さ
に
つ
い
て
は
前
か
ら
度
を
述
尋
へ
て
き
た

こ
と
で
あ
っ
た
が
、
な
お
願
わ
く
は
、
本
書
中
に
も
引
用
さ
れ
た
真
野
正

順
教
授
の
言
の
如
く
、
最
澄
自
身
の
内
面
的
な
佛
教
思
想
か
ら
の
考
察
に

よ
っ
て
、
そ
の
大
乗
戒
建
立
に
至
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
必
然
性
に

つ
い
て
も
御
説
を
承
り
た
い
と
念
じ
て
い
る
。
又
、
本
文
中
、
不
明
な
箇

所
に
つ
い
て
は
、
後
日
、
機
を
得
て
お
教
え
頂
き
た
い
と
考
え
て
い
る
が
、

と
も
あ
れ
、
平
安
初
期
に
お
け
る
、
大
乗
戒
建
立
と
い
う
、
政
治
的
に
も

佛
教
学
的
に
も
、
戒
律
の
問
題
そ
の
も
の
に
於
て
も
、
膨
大
な
問
題
に
向

か
っ
て
、
そ
の
解
明
の
く
さ
び
を
打
ち
こ
ま
れ
た
著
者
の
労
に
感
謝
の
意

を
表
し
た
い
。

（
一
九
八
○
年
七
月
永
田
文
昌
堂
Ａ
５
版
五
二
九
頁
索
引
九
頁
九
五
○

○
円
）
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