
’
佐
藤
哲
英
博
士
著
『
叡
山
浄
土
教
の
研
究
」
は
、
博
士
が
昭
和
三
十
四

年
に
出
さ
れ
た
名
著
『
天
台
大
師
の
研
究
』
に
続
く
、
博
士
の
第
二
の
ラ

イ
フ
ワ
ー
ク
で
あ
っ
て
、
博
士
の
叡
山
浄
土
教
に
対
す
る
識
見
を
あ
ま
す

と
こ
ろ
な
く
示
さ
れ
た
文
字
通
り
の
大
著
で
あ
る
。
さ
き
の
『
天
台
大
師

の
研
究
』
と
い
い
、
今
回
の
『
叡
山
浄
土
教
の
研
究
』
と
い
い
、
こ
れ
ら

の
大
著
を
生
む
に
至
っ
た
学
問
的
情
熱
の
発
端
は
、
『
叡
山
浄
土
教
の
研

究
』
の
序
や
総
結
に
よ
る
と
、
親
繍
聖
人
へ
の
思
慕
の
情
か
ら
出
発
し
た

も
の
で
あ
り
、
と
り
わ
け
親
鴬
は
青
少
年
時
代
の
二
十
年
を
比
叡
山
で
過

ご
し
、
そ
の
間
に
何
を
学
び
何
を
修
め
た
か
を
解
明
し
た
い
と
い
う
の
が

初
一
念
で
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
天
台
大
師
の
研
究
、
叡
山
浄
土
教
の
研
究

へ
、
と
導
か
れ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
博
士
の
宗
教
的

純
粋
さ
を
ま
ざ
ま
ざ
と
よ
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
、

竜
谷
大
学
が
も
っ
て
い
た
学
問
的
伝
統
が
背
景
に
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ

る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
日
下
大
療
・
禿
氏
祐
祥
。
佐
。
べ
木
憲
徳
等
の
諸
師

に
よ
る
中
国
天
台
や
日
本
天
台
の
研
究
、
ま
た
書
誌
学
等
の
伝
統
が
、
佐

別
Ｉ
４
Ｂ
８
１
８
目
Ｉ
田
口
０
日
ｑ
ｌ
ｑ
Ｈ
Ｖ
■
■
０
８
Ⅱ
１
浬

書
評
・
紹
介

佐
藤
哲
英
著

叡
山
浄
土
教
の
研
究

白
土
わ
か

藤
博
士
の
上
に
開
眼
し
華
ひ
ら
い
た
の
で
あ
っ
た
と
見
て
も
よ
い
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。

ま
た
『
叡
山
浄
土
教
の
研
究
」
は
、
佐
藤
博
士
の
喜
寿
を
記
念
し
て
、

門
下
生
の
方
盈
の
協
力
に
よ
っ
て
出
版
の
は
こ
び
に
至
っ
た
と
い
う
こ
と

で
あ
る
が
、
博
士
の
学
風
は
こ
れ
ら
門
弟
の
諸
学
者
に
よ
っ
て
、
つ
つ
が

な
く
受
け
継
が
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

「
叡
山
浄
土
教
の
研
究
」
は
、
大
別
し
て
研
究
編
と
資
料
篇
と
の
二
部

よ
り
成
っ
て
い
る
が
、
序
四
頁
・
目
次
一
○
頁
・
本
文
第
一
部
研
究
篇
七

○
四
頁
。
第
二
部
資
料
篇
五
二
五
頁
・
索
引
五
一
頁
、
計
一
二
九
四
頁
の

大
冊
で
あ
る
。

第
一
部
研
究
篇
は
こ
れ
を
九
章
に
分
か
ち
、
日
本
浄
土
教
の
始
源
か
ら

江
戸
中
期
の
安
楽
派
の
即
心
念
佛
の
問
題
に
ま
で
至
り
、
そ
の
間
、
叡
山

浄
土
教
の
重
要
な
問
題
を
と
り
あ
げ
て
纒
説
し
、
叡
山
浄
土
教
展
開
史
と

し
て
、
秀
れ
た
研
究
と
講
義
の
内
容
を
呈
し
て
い
る
。
そ
れ
は
辞
書
の
如

き
感
を
与
え
る
ほ
ど
周
到
に
隈
な
く
説
述
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
中

と
く
に
、
源
信
時
代
前
後
の
新
資
料
の
発
掘
と
論
述
と
は
圧
巻
で
あ
る
。

新
資
料
の
発
掘
は
、
源
信
時
代
の
前
後
に
は
文
献
的
に
み
る
と
き
、
二
つ

の
ダ
ー
ク
エ
ー
ジ
が
あ
っ
て
、
そ
の
解
明
が
為
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う

こ
と
か
ら
、
叡
山
周
辺
の
古
刹
や
金
沢
文
庫
等
に
於
て
長
年
に
わ
た
っ
て

調
査
が
続
け
ら
れ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
本
書
は
こ
れ
ら
の
資
料
を
集
大

成
し
て
の
成
果
で
あ
る
。

本
書
の
内
容
に
つ
い
て
逐
次
そ
の
概
略
を
記
し
て
み
る
と
、
第
一
章
序
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説
で
は
、
叡
山
を
中
心
に
展
開
し
た
佛
教
文
化
を
総
称
し
て
「
叡
山
文
化
」

と
よ
び
、
そ
の
主
流
と
し
て
は
、
法
華
文
化
と
密
教
文
化
と
浄
土
教
文
化

と
が
あ
る
が
、
浄
土
教
を
叡
山
文
化
の
主
流
の
ひ
と
つ
と
し
て
位
置
づ
け

た
関
係
上
、
と
く
に
「
叡
山
浄
土
教
」
と
い
う
学
術
用
語
を
用
い
た
こ
と

を
こ
と
わ
っ
て
い
る
。

次
に
日
本
浄
土
教
の
始
源
と
し
て
聖
徳
太
子
と
浄
土
の
問
題
か
ら
、
南

都
浄
土
教
、
密
教
浄
土
教
に
及
び
、
続
い
て
叡
山
浄
土
教
の
問
題
に
入
っ

て
い
る
。
叡
山
浄
土
教
に
つ
い
て
は
、
は
じ
め
に
時
代
区
分
を
行
な
っ
て

い
る
が
、
そ
の
前
に
、
日
本
天
台
史
の
時
代
区
分
そ
の
も
の
が
、
厳
密
な

意
味
で
未
だ
為
さ
れ
て
い
な
い
と
し
、
そ
の
区
分
を
立
教
開
宗
・
台
密
興

隆
・
念
佛
興
行
・
口
伝
流
行
・
四
明
学
盛
況
の
五
期
に
分
か
っ
て
論
じ
て

い
る
。
叡
山
浄
土
教
の
時
代
区
分
と
し
て
は

第
一
期
初
期
伝
承
時
代
Ｉ
平
安
時
代
初
期

第
二
期
念
佛
興
行
時
代
１
Ｍ
輸
岬
Ⅱ
搾
啼
輌
銅
］
ｌ
平
安
時
代
中
期

‐
後
期
ｌ
｜
ｌ
藤
原
後
期
ｌ
ｌ
ｌ
平
安
時
代
末
期

－
院
政
時
代
－

第
三
期
新
宗
派
生
時
代
Ｉ
鎌
倉
時
代

一
ｌ
鎌
倉
末
期

－
１
南
北
朝
時
代

第
闇
鳶
懲
鷺
Ｉ
室
町
時
代

‐
江
戸
時
代

の
四
期
に
分
け
て
い
る
。

第
二
章
で
は
、
第
一
期
初
期
伝
承
時
代
に
つ
い
て
説
述
し
、
最
澄
の
止

観
念
佛
の
伝
承
、
円
仁
の
五
台
山
念
佛
伝
承
、
そ
れ
か
ら
空
也
が
出
現
す

る
ま
で
の
叡
山
念
佛
展
開
の
様
相
を
論
じ
て
い
る
。

第
三
章
は
念
佛
興
行
時
代
（
前
期
）
に
つ
い
て
、
円
仁
・
円
珍
時
代
か

ら
始
ま
り
安
然
に
至
っ
て
大
成
し
た
台
密
興
隆
に
対
し
て
、
天
台
正
統
教

学
復
興
の
き
ざ
し
が
あ
ら
わ
れ
始
め
た
頃
に
は
浄
土
教
も
ま
た
勃
興
し
て

き
た
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
叡
山
に
於
て
は
法
華
三
昧
と
常
行
三
昧
と
が

成
佛
の
為
の
実
践
道
と
し
て
併
修
さ
れ
て
い
た
が
、
空
也
が
念
佛
弘
通
を

始
め
た
の
を
念
佛
興
行
時
代
の
始
め
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
良
源
・
千
観

か
ら
源
信
に
至
っ
て
浄
土
教
は
大
成
さ
れ
て
ゆ
く
経
緯
に
及
ん
で
い
る
。

ま
ず
空
也
に
つ
い
て
は
、
天
台
止
観
の
流
れ
を
く
ん
だ
観
念
念
佛
を
、

直
戴
簡
明
な
口
称
念
佛
と
し
て
民
衆
に
手
わ
た
し
た
と
こ
ろ
に
空
也
念
佛

の
特
色
が
あ
る
と
し
、
空
也
以
後
の
叡
山
浄
土
教
が
観
念
念
佛
で
あ
る
に

比
し
、
山
を
下
り
て
都
鄙
に
行
な
わ
れ
た
里
の
念
佛
は
空
也
の
流
れ
を
く

む
称
名
念
佛
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
称
名
念
佛
の
問
題
が
あ
ら

わ
れ
て
く
る
が
、
こ
れ
は
称
名
念
佛
の
前
後
の
流
れ
を
考
え
る
上
で
、
問

題
を
提
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
如
何
で
あ
ろ
う
か
。

空
也
が
庶
民
に
念
佛
を
弘
通
し
た
の
に
対
し
て
、
比
叡
山
上
に
念
佛
の

華
を
開
か
せ
る
動
因
と
な
っ
た
の
は
良
源
で
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
良
源

の
浄
土
教
に
つ
い
て
は
御
遺
告
や
論
義
成
佛
思
想
に
も
ふ
れ
て
い
る
。
ま

た
そ
の
『
九
品
往
生
義
』
は
、
『
天
台
観
経
疏
」
を
指
南
と
し
て
弥
陀
念

佛
の
信
仰
を
天
台
教
義
上
か
ら
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、

し
か
し
ま
だ
そ
の
主
張
は
明
確
で
な
く
、
両
者
の
融
合
に
も
乏
し
い
も
の

が
あ
り
そ
れ
ら
の
点
は
門
人
源
信
に
よ
っ
て
う
け
つ
が
れ
、
天
台
観
心
の

極
要
は
弥
陀
念
佛
に
あ
る
と
の
叡
山
浄
土
教
の
理
論
体
系
の
確
立
と
な
っ
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た
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
『
天
台
観
経
疏
』
へ
の
関
心
の
素
地
は
、
叡
山
の
初
期
伝
承
時

代
に
す
で
に
で
き
あ
が
っ
て
い
た
が
、
良
源
に
お
け
る
『
天
台
観
経
疏
』

重
視
の
着
眼
は
、
趙
宋
天
台
の
学
者
よ
り
も
一
歩
先
ん
じ
て
い
た
と
い
う

べ
く
、
趙
宋
天
台
の
影
響
が
わ
が
国
に
及
ぼ
し
た
も
の
と
み
る
ぺ
き
で
は

な
い
で
あ
ろ
う
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
示
唆
に
と
む
見
解
で
あ
る
。

良
源
と
同
時
代
の
千
観
に
つ
い
て
は
、
「
弥
陀
和
讃
」
・
「
八
制
』
の
他

に
と
く
に
『
十
願
発
心
記
」
を
と
り
あ
げ
、
こ
れ
が
念
佛
興
行
時
代
の
ト

ッ
プ
を
き
っ
た
浄
土
教
文
献
と
し
て
、
良
源
の
『
九
品
往
生
義
』
に
ま
さ

る
と
も
劣
ら
ぬ
貴
重
な
資
料
で
あ
る
と
評
価
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
源
信

や
良
源
の
浄
土
教
思
想
と
の
関
連
に
つ
い
て
も
考
察
さ
る
べ
き
も
の
で
あ

る
と
提
示
し
て
い
る
。

次
に
禅
瞼
に
つ
い
て
、
禅
職
は
そ
の
事
蹟
も
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
な
か
っ

た
浄
土
教
徒
で
あ
る
が
、
そ
の
『
阿
弥
陀
新
十
疑
』
は
源
信
の
『
往
生
要

集
」
以
前
の
文
献
と
し
て
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
提
言
し
て
い

る
。
こ
の
書
は
も
と
は
天
台
の
『
十
疑
論
』
に
型
ど
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、

当
代
に
お
け
る
浄
土
教
の
諸
疑
難
を
と
り
あ
げ
て
い
る
の
で
、
そ
の
頃
の

浄
土
教
徒
が
い
か
な
る
問
題
に
関
心
を
示
し
て
い
た
か
を
う
か
が
わ
せ
る

資
料
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。
ま
た
禅
職
の
浄
土
教
は
『
観
無
量
寿
経
』

中
心
の
信
仰
で
あ
っ
て
、
「
新
十
疑
』
に
は
善
導
教
義
の
影
響
は
ど
こ
に

も
見
ら
れ
な
い
が
、
そ
の
十
念
釈
に
は
善
導
の
そ
れ
と
摸
を
一
に
す
る
も

の
が
あ
っ
て
、
良
源
の
立
場
か
ら
一
歩
進
ん
で
、
「
往
生
要
集
』
の
念
佛

へ
と
つ
な
が
る
も
の
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
尋
へ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
と
い

わ
れ
、
叡
山
浄
土
教
の
系
譜
に
ま
た
ひ
と
つ
の
示
唆
を
示
し
て
い
る
。

慶
保
胤
の
『
十
六
相
讃
』
は
、
『
往
生
要
集
』
の
末
尾
に
付
し
て
あ
る

未
へ
の
書
状
の
中
に
そ
の
名
が
見
え
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
早
く
散
侠

し
て
流
伝
を
絶
っ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
佐
藤
博
士
は
、
坂
本
真
如
蔵

か
ら
十
二
世
初
頭
筆
写
の
古
筆
本
を
発
見
さ
れ
た
が
、
本
書
に
は
こ
れ
を

掲
載
し
て
紹
介
、
さ
ら
に
『
十
六
相
讃
』
の
問
題
を
日
宋
天
台
の
交
流
の

面
か
ら
論
じ
て
、
現
存
す
る
「
観
経
』
の
『
十
六
観
讃
』
中
、
中
国
の
七

種
と
保
胤
の
『
十
六
相
讃
』
と
を
対
比
し
て
い
る
。
ま
た
『
十
六
相
讃
』

に
流
れ
て
い
る
願
生
浄
土
の
信
仰
は
「
観
経
」
の
九
品
往
生
で
あ
っ
て
、

良
源
・
千
観
と
共
通
面
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

次
に
博
士
が
昭
和
十
一
年
に
青
蓮
院
吉
水
蔵
よ
り
発
見
さ
れ
た
『
西
方

倣
悔
法
」
に
つ
い
て
紹
介
し
て
い
る
。
こ
の
書
は
『
長
西
録
』
に
円
仁
作

と
し
て
見
え
て
は
い
る
も
の
の
流
伝
を
絶
っ
て
い
た
が
、
平
安
中
期
の
古

写
本
（
一
○
五
一
学
写
）
を
発
見
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
本
書
は
く
わ
し
く

は
『
修
行
念
佛
三
昧
七
月
道
場
明
餓
悔
方
法
』
と
い
う
が
、
阿
弥
陀
伽
を

本
尊
と
し
七
ヶ
月
の
念
佛
三
味
を
修
し
て
己
が
罪
障
を
倣
悔
す
る
行
法
で

あ
る
。
そ
の
峨
悔
の
方
軌
は
天
台
の
『
法
華
三
味
峨
儀
』
に
よ
り
つ
つ
も
、

弥
陀
中
心
の
餓
悔
法
に
改
編
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
善
導
の
念
佛
思
想
を

導
入
し
て
い
る
点
で
源
信
の
『
往
生
要
集
」
と
共
通
す
る
立
場
を
と
り
、

叡
山
浄
土
教
展
開
史
上
、
極
め
て
重
要
な
意
義
を
も
つ
文
献
で
あ
る
と
述

、
へ
て
い
る
。
こ
の
書
の
成
立
年
代
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
よ
う
に
円
仁
作

と
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
が
、
実
は
『
往
生
要
集
』
と
ほ
と
ん
ど
同
時

か
あ
る
い
は
多
少
先
行
す
る
も
の
と
佐
藤
博
士
は
み
な
し
、
ひ
と
り
「
往

生
要
集
』
の
み
が
善
導
教
学
を
受
け
入
れ
て
、
正
修
念
佛
の
行
法
を
体
系

づ
け
た
と
す
る
従
来
の
考
え
方
を
改
め
る
、
へ
き
も
の
で
あ
る
と
指
摘
し
て
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い
る
。第

四
章
「
念
佛
興
行
時
代
（
中
期
）
」
の
項
は
、
叡
山
浄
土
教
大
成
の
時

期
を
扱
い
、
源
信
・
覚
運
・
静
照
・
覚
超
ら
の
浄
士
教
学
に
ふ
れ
て
い
る

が
、
そ
の
中
の
中
心
的
存
在
を
源
信
に
定
め
て
い
る
。
そ
し
て
源
信
の
学

問
的
分
野
は
広
汎
に
わ
た
り
深
遠
で
あ
る
が
、
そ
の
思
想
の
根
底
に
は
阿

弥
陀
佛
の
信
仰
が
流
れ
て
い
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
源
信
の
浄
土
教
関
係

の
著
作
は
二
十
余
部
あ
る
が
、
そ
の
中
心
を
な
す
も
の
は
壮
年
期
の
「
往

生
要
集
』
と
老
年
期
の
「
観
心
略
要
集
』
で
あ
る
と
し
、
前
者
は
善
導
浄

土
教
の
影
響
を
強
く
受
け
て
往
生
極
楽
の
道
を
念
佛
一
門
に
明
ら
か
に
し
、

後
者
は
『
摩
訶
止
観
』
に
よ
っ
て
天
台
の
観
心
そ
の
ま
ま
念
佛
で
あ
る
と

し
、
天
台
の
実
践
法
の
帰
結
を
念
佛
に
納
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
観
心

略
要
集
』
の
思
想
の
萠
芽
は
す
で
に
『
往
生
要
集
』
に
明
ら
か
に
み
と
め

ら
れ
る
と
述
・
へ
て
い
る
。
ま
た
、
現
在
、
一
部
の
学
者
の
中
に
い
わ
れ
る

『
観
心
略
要
集
』
真
偽
の
問
題
は
、
源
信
の
思
想
体
系
そ
の
も
の
に
つ
い

て
考
え
る
と
き
、
「
観
心
略
要
集
』
を
も
っ
て
源
信
の
真
撰
と
み
る
こ
と

は
、
他
の
論
著
と
比
較
し
て
些
か
の
矛
盾
も
な
く
、
む
し
ろ
源
信
の
浄
土

学
の
体
系
に
、
「
往
生
要
集
』
と
『
観
心
略
要
集
』
と
を
ど
の
よ
う
に
位

置
づ
け
て
考
え
る
か
と
い
う
こ
と
に
本
書
の
論
述
の
中
心
を
置
い
て
い
る

と
述
舎
へ
て
い
る
。

つ
ぎ
に
覚
運
に
つ
い
て
は
、
「
観
心
念
佛
』
・
『
一
実
菩
提
偶
』
・
『
念
佛

宝
号
」
等
の
覚
連
作
と
さ
れ
る
著
作
を
、
何
れ
も
真
撰
と
積
極
的
に
立
証

す
る
論
拠
は
乏
し
く
、
そ
の
真
偽
に
つ
い
て
は
後
日
の
研
究
に
ま
た
ね
ば

な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
と
い
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
『
念
佛
宝
号
』
の
念
佛
偶

の
数
句
が
、
親
鴬
の
ヨ
ー
尊
大
悲
本
懐
』
の
う
ち
に
「
檀
那
院
覚
運
和
尚

の
曰
く
」
と
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
を
は
ら
っ
て
い
る
。

静
照
に
つ
い
て
は
、
そ
の
「
極
楽
遊
意
」
や
「
四
十
八
願
釈
』
の
問
題

を
と
り
あ
げ
て
い
る
。
ま
た
『
長
西
録
』
に
静
照
撰
と
し
て
出
さ
れ
て
い

る
『
往
生
十
念
』
は
散
快
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
が
、

佐
藤
博
士
は
金
沢
文
庫
で
同
名
の
鎌
倉
中
期
書
写
本
を
発
見
さ
れ
た
。
た

だ
し
そ
れ
は
「
源
信
撰
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
内
容
か
ら
し
て
源
信

撰
と
は
思
わ
れ
ず
、
こ
れ
を
静
照
撰
と
み
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と

論
じ
て
い
る
。

覚
超
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
博
士
門
下
の
喜
多
義
英
氏
が
「
覚
超
の
修
善

講
式
と
そ
の
浄
土
教
」
と
い
う
論
題
の
も
と
に
執
筆
さ
れ
、
覚
超
自
筆
の

『
修
善
講
式
』
に
つ
い
て
報
告
し
て
い
る
。

第
五
章
「
念
佛
興
行
時
代
（
後
期
の
一
）
」
に
於
て
は
、
源
信
に
よ
っ
て

組
織
と
体
系
と
が
与
え
ら
れ
た
叡
山
浄
土
教
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
影
響
は

叡
山
の
み
な
ら
ず
南
都
浄
土
教
に
も
密
教
浄
土
教
に
も
及
ん
だ
こ
と
を
論

じ
て
い
る
。
と
り
わ
け
叡
山
に
お
い
て
源
信
以
後
の
浄
土
教
に
寄
与
し
た

人
々
は
、
ほ
と
ん
ど
す
、
へ
て
が
源
信
の
流
れ
を
く
む
が
、
こ
れ
ら
の
人
を

を
「
恵
心
学
派
の
浄
土
教
」
と
名
づ
け
、
そ
こ
に
展
開
す
る
時
代
を
念
佛

興
行
時
代
の
後
期
と
し
て
い
る
。

し
か
し
、
源
信
よ
り
法
然
に
出
る
ま
で
に
は
、
研
究
を
す
す
め
る
上
で

第
二
の
ダ
ー
ク
エ
ー
ジ
が
あ
っ
て
、
そ
の
解
明
の
為
に
、
叡
山
周
辺
の
古

刹
に
お
け
る
古
文
献
調
査
発
掘
に
つ
と
め
た
こ
と
、
し
か
し
予
期
し
た
成

果
は
な
か
な
か
あ
が
ら
ず
、
今
ま
で
源
信
の
著
作
と
し
て
『
恵
心
僧
都
全

集
』
に
収
録
さ
れ
て
き
た
い
く
つ
か
の
文
献
に
つ
い
て
、
そ
の
分
析
と
思

想
的
位
置
づ
け
を
行
な
う
必
要
を
考
え
た
と
述
べ
て
い
る
。
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そ
の
第
一
の
新
出
資
料
の
発
掘
の
成
果
は
諺
青
蓮
院
吉
水
蔵
か
ら
『
浄

土
厳
飾
抄
』
と
『
本
誓
願
要
集
』
、
金
沢
文
庫
か
ら
は
『
菩
提
要
集
』
で

あ
る
が
、
ま
た
西
教
寺
正
教
蔵
に
は
、
源
隆
国
の
『
安
養
集
」
十
巻
が
あ

る
こ
と
も
戸
松
氏
ら
の
紹
介
に
よ
っ
て
知
ら
れ
て
き
た
こ
と
に
ふ
れ
て
い

づ
（
句
Ｏ

そ
の
中
、
『
浄
土
厳
飾
抄
』
は
、
鎌
倉
末
期
害
写
本
で
、
叡
山
浄
土
教

論
義
の
論
草
書
と
し
て
特
異
の
も
の
で
あ
る
が
、
東
大
寺
図
書
館
蔵
平
安

末
期
の
写
本
「
安
養
抄
』
と
関
連
ふ
か
く
、
ま
た
源
隆
国
の
「
安
養
集
』

と
も
対
比
研
究
さ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
、
そ
の
何
れ
も
『
往
生
要
集
』
に

源
を
も
つ
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
『
本
誓
願
要
集
」
（
三

○
八
撰
）
は
、
平
安
末
期
の
人
だ
の
信
仰
の
実
態
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の

て
あ
る
が
、
源
信
よ
り
法
然
へ
の
思
想
的
移
行
を
跡
づ
け
る
の
は
む
つ
か

し
く
文
献
的
に
も
乏
し
い
中
に
あ
っ
て
、
本
書
は
貴
重
な
存
在
で
あ
る
と

評
価
し
て
い
る
。

次
に
、
「
長
西
録
」
が
提
供
す
る
資
料
に
注
目
す
べ
き
も
の
が
多
い
こ

と
を
あ
げ
、
そ
の
中
、
勝
範
の
『
西
方
集
』
・
『
相
好
集
』
・
『
相
好
文
字
紗
』

に
つ
い
て
ふ
れ
、
『
西
方
集
』
は
散
快
し
て
知
ら
れ
な
い
が
、
あ
と
の
二

言
は
大
原
如
来
蔵
に
古
写
本
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
続
い
て

『
往
生
要
集
』
の
諸
註
釈
を
あ
げ
、
平
基
親
の
『
往
生
要
集
外
異
紗
」
（
鎌

倉
中
期
書
写
本
）
を
紹
介
し
て
い
る
。

次
に
第
二
の
方
法
と
し
て
『
恵
心
僧
都
全
集
』
に
収
め
ら
れ
る
恵
心
作

と
さ
れ
て
き
た
も
の
に
焦
点
を
あ
て
て
い
る
。
源
信
後
の
浄
土
教
に
は
、

『
往
生
要
集
』
の
流
れ
と
『
観
心
略
要
集
』
の
流
れ
の
二
つ
が
あ
る
と
し

て
い
る
が
、
そ
の
前
者
に
於
て
は
、
『
往
生
要
集
」
か
ら
直
ち
に
法
然
浄

土
教
に
結
び
つ
け
て
し
ま
う
従
来
の
考
え
方
に
対
し
て
諒
之
を
文
献
的
に

跡
づ
け
る
べ
く
努
力
を
払
わ
れ
、
『
観
心
略
要
集
』
の
流
れ
に
於
て
は
、

『
妙
行
心
要
集
』
・
『
自
行
念
佛
問
答
』
・
『
決
定
往
生
縁
起
』
・
『
菩
提
要
集
』

．
『
勧
心
往
生
論
』
等
を
と
り
あ
げ
て
こ
れ
を
論
じ
て
い
る
。
『
妙
行
心
要

集
』
に
つ
い
て
は
、
『
観
心
略
要
集
』
を
受
け
な
が
ら
も
思
想
的
前
進
が

う
か
が
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
作
者
を
恵
快
と
推
定
し
、
十
一
世
紀

末
の
作
と
し
て
い
る
。
恵
心
学
派
の
浄
土
教
派
真
源
に
つ
い
て
は
、
『
四

十
八
願
釈
』
・
『
順
次
講
式
」
・
「
自
行
念
佛
問
答
』
を
そ
の
著
作
と
し
て
と

り
あ
げ
て
い
る
。
『
決
定
往
生
縁
起
』
に
つ
い
て
は
、
そ
の
十
界
念
佛
の

思
想
を
宋
の
遵
式
の
『
円
頓
観
心
十
法
界
図
』
と
良
忍
の
融
通
念
佛
思
想

と
の
関
連
に
於
て
論
じ
て
い
る
。

次
に
金
沢
文
庫
か
ら
発
見
さ
れ
た
「
菩
提
要
集
』
と
「
往
生
十
念
』
に

つ
い
て
、
こ
れ
ら
は
『
真
如
観
』
や
『
菩
提
集
』
と
同
じ
く
平
易
に
真
如

思
想
の
要
旨
を
語
っ
た
和
文
で
あ
っ
て
、
成
立
年
代
は
明
ら
か
で
な
い
が

十
二
世
紀
初
頭
に
伝
写
さ
れ
た
も
の
と
推
定
し
、
こ
れ
ら
に
一
貫
す
る
真

如
思
想
や
本
覚
思
想
は
、
と
も
に
源
信
の
『
観
心
略
要
集
』
を
受
け
つ
つ

も
、
更
に
こ
れ
ら
の
思
想
が
高
潮
さ
れ
た
院
政
期
に
述
作
さ
れ
た
も
の
で

あ
ろ
う
と
さ
れ
て
い
る
。

次
に
同
じ
く
源
信
以
後
の
浄
土
教
に
つ
い
て
、
「
忍
空
の
勧
心
往
生
論
」

と
題
し
て
、
佐
藤
博
士
門
下
の
福
原
隆
善
氏
が
、
つ
づ
い
て
「
中
古
天
台

文
献
と
念
佛
思
想
」
に
つ
い
て
花
野
光
昭
氏
が
執
筆
さ
れ
て
い
る
。
何
れ

も
佐
藤
博
士
の
学
風
を
つ
ぐ
堅
実
な
論
証
で
あ
る
。

第
六
章
「
念
佛
興
行
時
代
（
後
期
の
二
）
」
に
お
い
て
は
、
ま
ず
「
良
忍

と
融
通
念
佛
」
の
問
題
を
、
横
田
兼
章
氏
が
大
原
如
来
蔵
の
良
忍
手
択
本
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や
書
写
本
を
紹
介
し
な
が
ら
論
じ
、
次
に
源
信
の
影
響
が
南
都
浄
土
教
学

に
及
ぼ
し
た
あ
と
を
、
永
観
の
「
往
生
拾
因
』
・
『
往
生
講
式
」
、
珍
海
の

「
決
定
往
生
集
』
・
『
安
養
知
足
相
対
抄
」
・
『
菩
提
心
集
」
を
中
心
に
考
察

を
加
え
て
い
る
。
密
教
浄
土
教
に
及
ぼ
し
た
影
響
に
つ
い
て
は
、
仁
和
寺

済
暹
・
実
範
・
覚
鎖
の
著
作
に
よ
っ
て
論
じ
て
い
る
。

更
に
「
朝
鮮
浄
土
教
の
叡
山
浄
土
教
に
及
ぼ
せ
る
影
響
」
と
題
し
て
源

弘
之
氏
が
執
筆
さ
れ
、
良
源
の
『
九
品
往
生
義
』
を
は
じ
め
と
す
る
叡
山

浄
土
教
に
対
す
る
朝
鮮
浄
土
教
の
影
響
の
見
逃
せ
ぬ
事
を
指
摘
し
て
い
る
。

第
七
章
「
新
宗
派
時
代
」
で
は
▽
鎌
倉
佛
教
と
叡
山
浄
土
教
と
の
関
係

に
及
び
「
青
蓮
院
慈
円
と
浄
土
教
」
に
つ
い
て
も
ふ
れ
て
い
る
。
「
法
然

と
浄
土
教
」
に
つ
い
て
は
福
原
隆
善
氏
が
執
筆
さ
れ
、
叡
山
浄
土
教
思
想

史
の
流
れ
の
上
で
法
然
を
位
置
づ
け
る
こ
と
に
つ
と
め
ら
れ
て
い
る
。
次

に
法
然
門
下
の
隆
寛
と
浄
土
教
と
の
関
係
に
及
び
、
更
に
「
澄
憲
・
聖
覚

の
浄
土
教
」
に
つ
い
て
武
覚
超
氏
が
、
「
証
空
の
浄
土
教
」
に
つ
い
て
は

岻
本
弘
英
氏
が
執
筆
さ
れ
て
い
る
。

次
に
「
叡
山
浄
土
教
と
親
鴬
」
の
問
題
に
入
っ
て
い
る
。
恵
信
尼
文
書
、

叡
山
常
行
堂
と
常
行
三
味
《
三
願
転
入
、
源
信
の
浄
土
教
と
親
鴬
、
久
遠

実
成
阿
弥
陀
佛
、
信
微
上
人
御
釈
に
つ
い
て
、
等
に
わ
た
っ
て
説
述
し
て

い
る
。
更
に
「
日
蓮
と
浄
土
教
」
に
つ
い
て
は
「
旛
陀
羅
思
想
に
よ
せ
て
」

と
副
題
し
て
仲
尾
俊
博
氏
が
書
い
て
お
ら
れ
る
。

第
八
章
「
戒
律
双
修
時
代
」
に
お
い
て
は
、
ま
ず
「
法
然
の
戒
観
と
興

円
の
円
戒
復
興
」
に
つ
い
て
西
村
問
紹
氏
が
執
筆
さ
れ
、
次
に
「
真
盛
の

持
戒
念
佛
」
に
つ
い
て
考
察
が
加
え
ら
れ
、
「
妙
立
・
霊
空
の
安
楽
律
と

即
心
念
佛
」
に
っ
．
い
て
小
寺
文
頴
氏
が
執
筆
さ
れ
て
い
る
。
何
れ
も
当
を

第
二
部
は
資
料
篇
と
な
っ
て
い
る
。
佐
藤
博
士
が
叡
山
浄
土
教
研
究
の

為
に
は
欠
か
せ
ぬ
条
件
と
し
て
、
古
文
献
の
発
掘
と
調
査
に
精
魂
を
傾
け

ら
れ
た
こ
と
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
が
、
本
篇
に
於
て
は
、
そ
れ
ら
の
資

料
の
中
か
ら
十
二
部
を
選
ん
で
収
録
掲
載
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
資
料
に

つ
い
て
は
、
ま
ず
資
料
の
全
文
写
真
を
掲
げ
、
更
に
利
用
者
の
便
を
考
え

て
延
害
を
添
え
て
、
解
説
を
付
し
た
も
の
で
あ
る
。
延
書
・
解
説
は
博
士

門
下
の
方
々
の
手
に
成
っ
て
い
る
。
掲
載
資
料
を
列
挙
す
る
と

日
西
方
俄
悔
法

（
作
者
）
未
詳
（
長
西
録
に
は
円
仁
作
と
す
る
）

（
年
代
）
八
三
五
’
九
八
五
・

（
底
本
）
青
蓮
院
蔵
本
、
永
承
六
年
（
一
○
五
一
）
写

目
十
六
相
讃

（
作
者
）
慶
保
胤
（
’
一
○
○
三

（
年
代
）
未
詳

（
底
本
）
叡
山
文
庫
真
如
蔵
本
、
永
久
四
年
（
一
二
六
）
以
前
写

得
た
執
筆
陣
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
法
然
以
後
の
叡
山
黒

谷
に
お
け
る
興
円
恵
鎮
の
戒
浄
双
修
、
盧
山
寺
仁
空
の
戒
浄
双
修
、
西
教

寺
真
盛
の
持
戒
念
佛
、
安
楽
律
院
妙
立
・
霊
空
の
四
分
律
と
即
心
念
佛
の

ご
と
き
、
持
戒
と
念
佛
の
双
修
思
想
を
と
く
に
打
出
し
た
の
は
、
叡
山
浄

土
教
史
の
時
代
区
分
に
「
戒
浄
双
修
時
代
」
を
立
て
た
所
以
で
あ
る
が
、

示
唆
に
と
む
問
題
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

第
九
章
は
総
結
に
な
っ
て
い
る
。

二二

戸 局
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白
極
楽
遊
意

（
作
者
）
静
照
（
’
一
○
○
三
）

（
年
代
）
寛
和
元
年
ｌ
正
暦
元
年
（
九
八
五
’
九
九
○
）

（
底
本
）
東
大
寺
図
書
館
蔵
本
（
二
三
五
写
）

㈲
順
次
往
生
講
式

（
作
者
）
真
源

（
年
代
）
永
久
二
年
（
一
二
四
）
以
前

（
底
本
）
知
恩
院
本
、
文
治
二
年
（
二
八
六
）
六
月
二
日
写

㈲
十
願
発
心
記

（
作
者
）
千
観
（
九
一
八
’
九
八
三
）

（
年
代
）
応
和
二
年
（
九
六
二
）

（
底
本
）
叡
山
文
庫
本
（
江
戸
時
代
写
本
）

（
対
校
本
）
西
教
寺
正
教
蔵
本
、
明
暦
三
年
（
一
六
五
七
）
写

㈹
阿
弥
陀
新
十
疑

（
作
者
）
禅
琉

（
年
代
）
往
生
要
集
（
九
八
五
）
以
前

（
底
本
）
正
教
蔵
本
、
明
暦
三
年
写
、
保
延
四
年
（
二
三
八
）
の

奥
書
あ
り

（
校
合
本
）
真
福
寺
本
・
生
源
寺
本
・
無
動
寺
本
・
京
都
大
学
本

（
校
合
本
）
真
福

㈲
往
生
要
集
外
典
抄

（
作
者
）
平
基
親
（
二
五
一
ｌ
）

（
年
代
）
基
親
出
家
（
一
二
○
六
）
後
か

（
底
本
）
名
古
屋
真
福
寺
本
、
文
暦
二
年

㈹
菩
提
要
集

一
二
三
五
）
写

『
叡
山
浄
土
教
の
研
究
』
は
佐
藤
博
士
が
半
世
紀
を
か
け
ら
れ
た
大
著

で
あ
っ
て
、
そ
の
全
貌
を
紹
介
す
る
こ
と
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
限

ら
れ
た
時
間
と
紙
数
と
に
よ
っ
て
は
、
ご
く
そ
の
一
部
を
か
い
ま
見
た
に

過
ぎ
な
い
ま
ま
に
了
っ
た
。
博
士
の
布
か
れ
た
路
線
と
学
問
的
方
法
と
は

（
作
者
）
伝
源
信

（
年
代
）
十
一
世
紀
末
か

（
底
本
）
金
沢
文
庫
蔵
本
、
文
永
七
年
（
一
二
七
○
）
写

鋤
往
生
十
念

（
作
者
）
未
詳
（
撰
号
は
源
信
と
あ
り
）

（
年
代
）
未
詳
（
九
八
五
’
二
○
五
）

（
底
本
）
金
沢
文
庫
蔵
本
、
文
永
七
年
写

硝
念
佛
五
悔
講
式

（
作
者
）
尊
道
法
親
王
（
一
三
三
二
’
一
四
○
三
）

（
年
代
）
貞
治
元
年
（
一
三
六
二
）

（
底
本
）
西
本
願
寺
蔵
本
、
尊
道
筆

山
西
方
戯
法

（
作
者
）
未
詳

（
年
代
）
天
正
二
年
（
一
五
七
四
）
以
前

（
底
本
）
曼
殊
院
蔵
本
、
室
町
時
代
写

閨
浄
土
厳
飾
抄

（
作
者
）
未
詳

（
年
代
）
二
○
○
年
前
後

（
底
本
）
青
蓮
院
蔵
本
、
弘
安
二
年
（
一
二
七
九
）
頃
写
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後
学
者
の
指
針
で
あ
る
こ
と
に
間
違
い
は
な
い
。
わ
た
く
し
ど
も
は
そ
の 

路
線
に
学
び
つ
つ
考
究
を
進
め
る
と
と
も
に
、
博
士
の
い
わ
れ
た
ダ
ー
ク 

エ
ー
ジ
を
日
本
佛
教
の
各
所
に
見
出
し
て
、
そ
の
解
明
に
努
め
る
べ
き
で 

あ
ろ
う
。
博
士
に
学
ん
で
資
料
の
発
掘
と
思
想
的
考
察
と
を
。
ま
た
最
後 

に
、

『
観
心
略
要
集
』
真
偽
の
問
題
は
な
お
時
間
を
か
け
て
論
議
さ
る
べ 

き
も
の
で
あ
ろ
う
し
、
佐
藤
博
士
の
学
問
の
出
発
点
で
あ
っ
た
親®

が
叡

山
か
ら
何
を
学
ん
だ
か
に
つ
い
て
は
、
日
本
天
台
の
問
題
と
し
て
今
後
に 

課
題
を
残
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
叡
山
浄
土
教
が
日
本
文
化
の
上 

に
残
し
た
跡
に
つ
い
て
も
、
後
学
者
に
と
っ
て
宿
題
は
き
わ
め
て
大
き
い 

と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
改
め
て
佐
藤
博
士
の
学
恩
に
謝
し
、
い
よ
い
よ 

の
御
長
寿
を
念
じ
あ
げ
る
次
第
で
あ
る
。

(

昭
和
五
十
四
年
三
月
、
百
華
苑
刊' 
A
5
W

ニ
ー
九
四
頁
ニ
ー
ー
、0
0
0

円)
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