
こ
の
言
の
題
名
の
示
す
よ
う
な
日
本
初
期
天
台
の
研
究
書
は
、
か
っ
て

決
し
て
多
い
と
は
い
え
ず
、
研
究
に
は
な
お
残
さ
れ
た
課
題
の
多
い
分
野

で
あ
っ
た
が
、
昭
和
四
十
八
年
度
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
は
、
つ
ぎ
つ
ぎ
と

す
ぐ
れ
た
業
績
に
恵
ま
れ
た
。
仲
尾
俊
博
教
授
著
「
日
本
初
期
天
台
の
研

究
」
、
浅
井
円
道
教
授
著
「
上
古
日
本
天
台
本
門
思
想
史
」
で
あ
り
、
ま

た
福
井
康
順
博
士
編
「
伝
教
大
師
研
究
」
も
そ
れ
に
華
を
そ
え
る
も
の
で

あ
っ
た
。

こ
こ
で
は
仲
尾
教
授
の
著
書
に
つ
い
て
読
解
を
す
す
め
た
い
と
思
う
が
、

種
灸
の
煩
雑
な
問
題
を
ふ
く
む
最
澄
の
周
辺
と
時
代
と
、
そ
の
教
学
の
理

解
に
は
な
か
な
か
困
難
な
点
が
あ
り
、
私
の
い
た
ら
ぬ
読
解
と
、
と
き
に

愚
見
に
対
し
て
、
ま
ず
お
ゆ
る
し
を
頂
き
た
い
と
思
う
。
仲
尾
教
授
は
、
天

台
学
の
権
威
で
あ
っ
た
故
佐
を
木
憲
徳
博
士
の
菫
陶
を
多
年
に
わ
た
っ
て

受
け
ら
れ
て
、
「
伝
教
大
師
最
澄
と
そ
の
周
辺
」
に
深
い
関
心
を
も
た
れ
、

天
台
業
の
止
観
業
と
遮
那
業
、
と
く
に
遮
那
業
形
成
の
道
程
に
深
い
考
察

を
す
す
め
ら
れ
た
学
者
で
あ
る
と
お
き
き
し
て
い
る
。
こ
の
害
の
繧
々
と

し
た
叙
述
の
中
に
は
充
分
そ
れ
を
く
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
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仲
尾
俊
博
著

「
日
本
初
期
天
台
の
研
究
」

白
土
わ
か

本
書
は
副
題
を
「
伝
教
大
師
最
澄
と
そ
の
周
辺
」
と
題
し
、
全
篇
を
十

章
に
分
っ
て
い
る
。
以
下
順
を
追
う
て
ゆ
く
と
、
「
第
一
章
論
宗
と
経

宗
」
に
お
い
て
は
、
最
澄
は
論
宗
と
経
宗
と
い
う
教
判
を
た
て
、
奈
良
時

代
ま
で
盛
行
し
た
法
相
・
三
論
二
宗
は
論
宗
で
あ
る
と
し
、
そ
れ
よ
り
も

経
宗
を
重
ん
じ
て
、
法
華
経
を
典
拠
と
す
る
天
台
教
学
の
研
究
を
お
し
す

す
め
よ
う
と
し
た
最
澄
入
唐
以
前
の
意
図
に
つ
い
て
の
べ
て
お
ら
れ
る
。

そ
の
教
判
は
、
論
は
経
の
末
で
あ
り
経
は
論
の
本
で
あ
る
と
い
う
論
理
に

よ
る
が
、
同
じ
く
経
宗
で
あ
る
華
厳
宗
に
よ
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
、
法
相

・
三
論
二
宗
に
く
ら
べ
華
厳
宗
は
す
で
に
弱
体
化
し
て
い
た
こ
と
、
最
澄

が
鑑
真
将
来
の
摩
訶
止
観
に
め
ぐ
り
あ
っ
た
こ
と
、
新
し
い
佛
教
を
期
待

し
て
お
ら
れ
た
桓
武
帝
へ
の
応
答
と
も
い
う
尋
へ
き
も
の
に
よ
る
と
理
解
さ

れ
て
い
る
。
法
華
経
研
究
は
聖
徳
太
子
以
来
行
な
わ
れ
、
南
都
の
華
厳
宗

に
も
元
暁
や
義
寂
等
の
注
釈
書
が
す
で
に
入
り
、
さ
か
ん
に
研
究
さ
れ
た

そ
の
中
で
最
澄
は
法
華
経
の
研
究
に
う
ち
こ
み
、
鑑
真
将
来
の
摩
訶
止
観

に
め
ぐ
り
あ
っ
た
こ
と
、
鑑
真
は
天
台
玉
泉
寺
系
弘
景
の
弟
子
で
あ
っ
た

こ
と
、
玉
泉
寺
系
天
台
は
止
観
中
心
で
あ
り
、
円
・
密
・
戒
・
禅
を
な
ら

び
行
な
う
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
等
、
後
の
最
澄
の
天
台
教
学
の
萠
芽
が
す

で
に
こ
こ
に
も
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
ふ
れ
て
い
る
。

第
二
章
「
伝
教
大
師
最
澄
の
教
判
論
」
は
、
前
章
の
教
判
論
か
ら
さ
ら

に
進
み
、
最
澄
の
教
判
は
、
中
国
天
台
の
伝
統
を
う
け
つ
ぎ
な
が
ら
、
当

時
の
南
都
六
宗
や
空
海
の
真
言
宗
を
対
抗
と
し
て
、
そ
の
教
義
批
判
、
ま

た
は
現
実
批
判
の
上
に
立
っ
て
組
み
た
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
の
尋
へ
て

い
る
。
法
相
・
三
論
二
宗
に
対
し
て
は
す
で
に
の
べ
た
通
り
で
あ
る
が
、

最
澄
の
教
判
の
相
手
は
、
最
も
つ
よ
く
こ
の
二
宗
に
む
け
ら
れ
た
も
の
で
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あ
っ
た
。
成
実
・
倶
舎
宗
に
対
し
て
は
同
じ
く
論
宗
の
範
嶢
と
し
な
が
ら
、

あ
ま
り
、
こ
れ
を
と
り
た
て
て
問
題
と
し
な
か
っ
た
こ
と
、
又
、
華
厳
宗

は
経
宗
で
は
あ
る
が
、
華
厳
経
を
天
台
伝
統
の
上
で
の
円
兼
一
別
の
立
場

と
し
、
さ
ら
に
最
澄
独
自
の
見
解
も
加
え
て
、
法
華
経
を
最
勝
と
し
南
都

の
華
厳
宗
を
一
段
下
の
経
宗
で
あ
る
と
判
定
し
た
。
律
宗
に
対
し
て
は
不

必
定
入
定
入
印
経
の
五
乗
菩
薩
説
に
よ
り
、
羊
乗
・
象
乗
の
成
佛
不
必
定

の
、
蔵
通
の
戒
と
し
て
い
る
こ
と
、
真
言
宗
に
対
す
る
教
判
は
、
最
澄
の

大
日
経
研
究
が
不
充
分
で
あ
り
、
天
台
業
中
の
遮
那
業
に
つ
い
て
も
問
題

点
を
の
こ
し
た
ま
ま
に
な
っ
た
よ
う
に
、
結
局
、
大
日
経
と
法
華
経
を
約

部
的
に
解
明
す
る
こ
と
は
失
敗
に
お
わ
り
、
対
真
言
宗
の
教
判
は
結
実
を

み
ず
に
了
っ
た
と
論
述
し
て
い
る
。

第
三
章
「
顕
戒
論
に
現
わ
れ
た
批
判
精
神
」
に
お
い
て
は
、
顕
戒
論
に

は
烈
し
い
気
迫
に
み
ち
た
批
判
精
神
が
充
溢
し
て
お
り
、
一
宇
一
句
に
最

澄
の
生
命
が
こ
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
害
に
対
し
て
は
意
外
な

ほ
ど
註
釈
書
も
少
く
、
あ
ま
り
内
容
研
究
も
な
さ
れ
て
い
な
い
が
、
最
澄

は
も
っ
と
再
評
価
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
論
旨
は
、
ま
こ
と
に
賛

同
を
表
す
べ
き
も
の
と
思
う
。
最
澄
が
精
魂
こ
め
た
大
乗
戒
建
立
の
建
白

害
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
て
、
本
書
に
は
最
澄
の
批
判
精
神
の
根
底
に

は
摩
訶
止
観
が
あ
る
こ
と
、
天
台
宗
公
認
の
頃
に
比
べ
て
顕
戒
論
撰
述
の

時
に
は
最
澄
に
は
驚
く
べ
き
成
長
ぶ
り
が
あ
っ
た
こ
と
を
あ
げ
る
。
南
都

教
団
の
僧
綱
の
支
配
を
断
ち
き
る
た
め
に
は
、
顕
戒
論
を
心
血
注
い
で
書

か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
。
当
時
の
南
都
佛
教
が
一
方
に
は
勝
れ
た

教
理
を
持
ち
な
が
ら
、
一
方
に
は
低
俗
な
雑
密
的
な
呪
術
的
行
法
を
行
な

っ
て
い
る
と
い
う
矛
盾
を
も
ち
、
さ
ら
に
僧
尼
令
に
よ
っ
て
宗
教
的
活
動

は
公
認
の
寺
院
内
に
限
ら
れ
た
結
果
、
大
衆
か
ら
遊
離
し
国
家
権
力
と
結

び
つ
き
、
観
念
的
学
問
性
格
が
つ
よ
く
な
り
、
戒
行
精
進
も
ま
た
登
坦
受

戒
の
儀
式
と
化
し
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
声
聞
の
二
百
五
十
戒
で
は

一
切
衆
生
の
成
佛
の
道
に
は
遠
く
、
そ
れ
を
観
念
的
の
も
の
と
し
て
捨
て

た
と
の
べ
て
い
ら
れ
る
が
、
最
澄
に
お
け
る
梵
網
戒
と
具
足
戒
の
問
題
に

つ
い
て
は
な
お
考
究
を
要
す
る
問
題
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
如
何
で
あ
ろ

う
か
。
二
百
五
十
戒
に
つ
い
て
の
最
澄
の
真
意
は
、
に
わ
か
に
断
じ
が
た

い
と
思
う
の
は
愚
考
に
す
ぎ
ぬ
の
で
あ
ろ
う
か
。

さ
ら
に
顕
戒
論
に
あ
ら
わ
れ
た
僧
綱
佛
教
へ
の
批
判
、
都
市
佛
教
へ
の

批
判
、
歴
史
的
現
実
へ
の
批
判
等
に
つ
い
て
論
じ
て
い
ら
れ
る
が
、
顕
戒

論
に
お
け
る
批
判
の
問
題
は
種
々
の
角
度
よ
り
考
究
さ
る
ぺ
き
も
の
で
あ

り
、
著
者
の
労
と
先
鞭
と
に
敬
意
を
表
し
た
い
。

第
四
章
「
伝
教
大
師
最
澄
の
人
間
観
」
に
お
い
て
は
、
山
家
学
生
式
と

顕
戒
論
の
上
に
そ
れ
を
と
ら
え
、
最
澄
の
純
粋
性
を
強
調
し
て
い
る
。
山

林
に
の
が
れ
世
俗
の
繁
栄
を
拒
否
し
、
永
遠
の
生
命
の
み
ち
あ
ふ
れ
た
一

乗
法
の
開
顕
に
努
力
し
た
の
も
、
こ
の
純
粋
さ
に
よ
る
し
、
そ
れ
は
ま
た

最
澄
の
思
想
形
成
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
山
家
学
生
式
に

あ
ら
わ
れ
た
桓
武
帝
へ
の
思
慕
も
そ
れ
で
あ
る
と
し
、
そ
の
他
、
最
澄
の

自
己
反
省
や
、
人
間
の
平
等
観
に
ふ
れ
、
顕
戒
論
巻
中
に
お
け
る
梵
網
受

戒
の
対
象
の
拡
充
は
そ
れ
を
示
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

た
だ
残
念
な
こ
と
に
は
最
澄
の
生
涯
は
ほ
と
ん
ど
理
論
闘
争
に
む
け
ら
れ
、

彼
の
滅
後
の
弟
子
達
は
師
の
真
意
を
く
み
か
ね
て
意
見
の
相
違
を
来
た
し
、

在
家
佛
教
の
歩
み
を
展
開
す
る
に
至
ら
な
か
っ
た
と
し
て
い
る
。

第
五
章
「
天
台
業
」
に
お
い
て
は
、
と
く
に
遮
那
業
に
つ
い
て
の
べ
、
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著
者
の
独
自
の
見
解
を
展
開
し
て
ま
こ
と
に
示
唆
に
と
む
も
の
と
な
っ
て

い
る
。
延
暦
二
十
五
年
正
月
三
日
の
最
澄
の
上
表
は
、
天
台
法
華
宗
に
二

人
の
年
分
度
者
を
請
う
た
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
同
年
正
月
二
十

六
日
付
の
太
政
官
符
で
は
、
天
台
業
二
人
、
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
と
な
っ
て
い
る
の
は
、

ど
う
し
て
こ
う
な
っ
た
の
で
あ
る
か
。
は
た
し
て
最
初
か
ら
最
澄
が
遮
那

業
を
望
ん
だ
か
ら
そ
う
な
っ
た
の
か
、
そ
れ
は
そ
う
で
は
な
く
し
て
桓
武

帝
が
強
く
志
願
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
と
い
う
論
拠
に
立
っ
て
、

天
台
業
成
立
の
い
き
さ
つ
、
遮
那
業
の
持
つ
そ
れ
以
後
の
種
々
の
問
題
、

空
海
を
意
識
し
て
の
苦
闘
、
結
局
は
最
澄
に
あ
っ
て
は
法
華
経
と
大
日
経

と
の
会
通
は
未
解
決
に
了
っ
た
こ
と
を
論
述
さ
れ
て
い
る
。
遮
那
業
が
桓

武
帝
の
志
願
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
第
六
章
桓

武
政
権
と
天
台
業
の
中
に
再
び
の
べ
ら
れ
て
い
て
、
政
治
か
ら
独
立
し
よ

う
と
し
た
最
澄
が
、
政
治
の
配
慮
の
強
い
遮
那
業
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
に

な
っ
た
の
が
、
遮
那
業
の
体
系
化
へ
の
悪
戦
苦
闘
と
な
っ
た
因
由
で
あ
る

と
論
じ
て
い
ら
れ
る
。
こ
の
論
旨
は
ま
こ
と
に
興
味
あ
る
こ
と
で
あ
り
教

え
ら
れ
る
点
が
き
わ
め
て
多
い
が
、
一
、
二
の
初
歩
的
な
間
を
の
べ
さ
せ

て
頂
く
な
ら
、
延
暦
二
十
五
年
正
月
三
日
の
上
表
に
は
、
天
台
宗
以
外
の

他
宗
の
年
分
学
生
に
対
し
て
、
た
と
え
ば
律
宗
に
二
人
と
あ
る
の
が
、
正

月
二
十
六
日
の
太
政
官
符
に
は
、
律
業
二
人
、
並
び
に
梵
網
経
若
し
は
職

伽
声
聞
地
を
読
ま
し
む
、
と
あ
る
の
は
、
誰
の
意
向
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ

う
か
。
か
り
に
律
業
に
は
伝
統
が
あ
る
と
い
っ
て
も
、
官
符
の
旨
は
官
の

手
に
よ
っ
て
の
み
作
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
顕
戒
論
巻
上
の
は
じ
め
の

護
命
の
言
と
最
澄
の
筬
言
と
は
、
そ
れ
ら
の
機
微
に
ふ
れ
る
と
こ
ろ
が
あ

る
と
思
わ
れ
る
が
如
何
で
あ
ろ
う
か
。
唐
よ
り
帰
朝
し
た
ば
か
り
の
最
澄

に
と
っ
て
、
彼
の
地
に
お
け
る
印
象
は
き
わ
め
て
鮮
烈
な
も
の
で
あ
っ
た

ろ
う
し
、
玉
泉
寺
系
の
天
台
を
受
け
た
最
澄
に
、
円
・
密
・
禅
．
戒
の
四

宗
を
生
か
す
こ
と
は
自
然
な
こ
と
で
あ
り
、
円
と
禅
と
は
止
観
業
と
な
り
、

密
は
遮
那
業
と
な
り
、
戒
は
大
乗
円
頓
戒
と
し
て
展
開
し
た
と
推
測
す
る

の
は
、
あ
ま
り
に
も
素
人
め
い
た
想
像
に
す
ぎ
ぬ
で
あ
ろ
う
か
。
顕
戒
論

巻
中
に
、
興
善
寺
の
両
院
に
お
の
お
の
一
業
を
安
置
し
、
持
念
真
言
の
者

と
諭
経
転
読
の
者
と
を
置
か
ん
こ
と
を
請
う
不
空
の
牒
制
を
あ
げ
て
、
天

台
二
業
の
強
力
な
先
例
と
な
し
て
い
る
の
は
、
如
何
に
理
解
す
べ
き
で
あ

ろ
う
か
。
空
海
に
対
す
る
対
抗
意
識
か
ら
表
制
集
を
、
た
び
た
び
例
証
と

し
て
あ
げ
た
旨
を
仲
尾
教
授
は
説
い
て
お
ら
れ
る
．
密
教
に
つ
い
て
の
研

鐙
の
日
の
あ
さ
い
最
澄
に
は
そ
う
い
う
こ
と
も
あ
ろ
う
が
、
ま
た
一
方
、

在
唐
期
間
は
短
く
、
辺
州
に
し
か
最
澄
は
い
な
か
っ
た
に
し
て
も
、
か
つ

て
長
安
に
と
き
め
い
た
不
空
の
評
判
や
事
蹟
を
聞
く
こ
と
は
な
か
っ
た
で

あ
ろ
う
か
。
在
唐
期
間
の
強
烈
な
印
象
が
、
最
澄
の
行
動
に
影
響
し
た
こ

と
は
多
分
に
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
最
澄
の
も
た
ら
し
た

密
教
が
、
新
鮮
な
も
の
と
し
て
桓
武
帝
に
映
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
要

望
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
あ
る
い
は
相
乗
作
用
が
働
い
た
か
も

し
れ
な
い
。
し
か
し
最
澄
自
身
の
意
図
が
中
心
で
あ
っ
た
よ
う
に
理
解
し

た
い
の
は
私
の
勝
手
な
想
像
に
す
ぎ
ぬ
の
で
あ
ろ
う
か
。
最
澄
と
い
う
人

は
、
純
粋
な
性
格
の
上
に
か
な
り
思
い
き
っ
た
こ
と
を
す
る
人
で
あ
る
〃

素
人
の
意
見
を
の
ゞ
へ
て
不
遜
の
そ
し
り
を
ま
ぬ
が
れ
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
な

ら
、
何
卒
お
ゆ
る
し
頂
き
た
い
と
思
う
。

第
六
章
「
桓
武
政
権
と
天
台
業
」
に
お
い
て
は
、
桓
武
帝
が
二
大
政
策

76



で
あ
る
東
北
の
征
討
と
平
安
遷
都
の
事
業
が
よ
う
や
く
小
康
を
来
し
、
新

し
い
時
代
の
佛
教
を
天
台
法
華
宗
に
求
め
ら
れ
た
こ
と
、
天
台
業
の
成
立

に
は
桓
武
帝
の
意
志
が
つ
よ
く
反
映
し
て
い
る
こ
と
を
中
心
に
論
ぜ
ら
れ

て
い
る
。
延
暦
二
十
五
年
正
月
二
十
六
日
の
官
符
に
示
さ
れ
る
各
宗
の
業

は
、
南
都
六
宗
に
あ
っ
て
は
伝
統
や
宗
祖
が
あ
る
こ
と
、
所
依
の
教
典
・

教
理
・
教
判
が
あ
る
こ
と
、
学
派
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
が
、
日
本
天

台
宗
は
新
規
の
も
の
で
あ
り
、
桓
武
帝
の
意
向
に
よ
る
こ
と
が
強
い
と
い

う
論
旨
で
あ
る
。
天
台
業
の
う
ち
遮
那
業
が
と
く
に
そ
う
な
の
で
あ
っ
て
、

そ
れ
が
止
観
業
の
体
系
に
く
ら
善
へ
、
遮
那
業
の
体
系
が
未
完
成
に
了
っ
た

原
因
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
前
章
で
も
ふ
れ
た
点
で
あ
る

が
、
た
し
か
に
大
き
な
示
唆
に
と
ん
だ
見
方
で
あ
る
こ
と
は
異
論
が
な
い
。

桓
武
帝
は
最
澄
の
終
生
の
恩
人
で
あ
り
、
そ
の
御
意
志
に
そ
う
た
め
に
、

最
澄
は
遮
那
業
の
研
究
時
間
も
少
な
く
、
未
完
の
感
の
深
い
こ
と
に
も
屈

せ
ず
に
、
そ
の
研
究
の
大
成
を
め
ざ
し
て
、
空
海
に
密
教
受
法
の
こ
と
を

懇
請
し
た
と
の
尋
へ
て
い
る
。

第
七
章
「
天
台
業
と
十
住
心
判
」
に
お
い
て
は
、
天
台
業
成
立
の
事
情

と
、
空
海
の
十
住
心
判
に
お
け
る
天
台
批
判
を
め
ぐ
っ
て
論
述
さ
れ
て
い

る
。
天
台
業
成
立
の
第
一
の
課
程
は
道
遼
と
の
出
会
い
で
あ
る
と
し
、
摩

訶
止
観
重
視
の
玉
泉
寺
系
天
台
宗
の
理
解
者
で
あ
り
、
実
践
的
性
格
の
つ

よ
い
道
遼
と
の
出
会
い
が
、
止
観
業
を
形
成
せ
し
め
る
因
と
な
っ
て
い
た

と
み
な
し
て
い
る
。
玉
泉
寺
系
統
は
ま
た
円
・
密
・
禅
．
戒
を
相
承
す
る

も
の
で
あ
る
こ
と
も
前
述
の
と
お
り
で
あ
る
。
日
本
で
最
澄
に
天
台
学
の

資
料
を
も
た
ら
し
た
鑑
真
の
天
台
学
も
ま
た
こ
の
系
統
で
あ
っ
た
。
し
か

し
道
遼
の
天
台
教
学
は
、
後
の
四
明
知
礼
に
よ
っ
て
湛
然
の
教
学
を
誤
る

も
の
で
あ
る
と
批
判
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
こ
と
が
影
響
し
て
後
世

の
日
本
天
台
宗
で
は
天
台
業
の
研
究
が
消
極
的
に
な
っ
た
よ
う
に
も
考
え

ら
れ
る
と
、
仲
尾
教
授
は
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。
遮
那
業
形
成
の
事
情
に

つ
い
て
は
前
に
も
ふ
れ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
桓
武
帝
の
晩
年
の
、
和
気
広

世
に
対
す
る
口
宣
に
、
最
澄
閨
梨
を
し
て
朕
が
た
め
に
重
ね
て
灌
頂
の
秘

法
を
修
行
せ
し
め
よ
、
と
あ
る
の
に
注
目
し
、
桓
武
帝
の
密
教
へ
の
傾
斜

を
遮
那
業
成
立
の
大
き
な
因
由
と
考
え
る
一
証
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
天

台
業
が
空
海
の
教
判
に
お
い
て
は
、
無
視
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
十

住
心
論
の
第
八
に
位
置
づ
け
る
天
台
宗
は
、
中
国
の
天
台
大
師
に
よ
る
天

台
教
学
な
の
で
あ
り
、
空
海
は
遮
那
業
を
密
教
と
し
て
は
不
充
分
で
あ
る

と
し
た
に
違
い
な
い
と
論
じ
て
い
る
。

第
八
章
「
修
禅
大
師
義
真
」
は
、
天
長
六
本
宗
書
の
一
で
あ
る
天
台
法

華
宗
義
集
を
巡
っ
て
の
問
題
で
あ
る
。
天
台
法
華
宗
義
集
は
日
本
天
台
宗

の
立
場
を
明
ら
か
に
す
る
意
図
を
も
つ
義
真
の
撰
で
あ
る
が
、
天
台
教
観

二
門
の
要
綱
を
示
す
に
と
ど
ま
り
、
円
密
一
致
の
立
場
が
鮮
明
に
さ
れ
て

い
な
い
。
ま
た
他
宗
の
害
に
対
し
て
些
か
見
劣
り
が
す
る
こ
と
な
ど
を
手

が
か
り
と
し
て
論
を
す
す
め
て
い
る
。
義
真
は
最
澄
の
通
訳
僧
と
し
て
と

も
に
入
唐
し
た
人
で
あ
り
、
天
台
法
門
お
よ
び
円
頓
戒
を
道
遼
よ
り
受
け
、

順
暁
よ
り
密
教
を
受
け
た
人
で
あ
る
が
、
何
故
、
か
れ
の
宗
義
集
の
中
に

は
円
密
一
致
の
日
本
天
台
宗
が
主
張
さ
れ
て
い
な
い
の
か
。
仲
尾
教
授
は
、

義
真
は
最
澄
の
気
持
を
充
分
知
り
な
が
ら
、
最
澄
滅
後
の
叡
山
の
沈
滞
期

に
、
天
台
教
観
の
入
門
概
要
程
度
の
も
の
を
書
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い

わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
最
澄
は
滅
後
の
弟
子
た
ち
に
そ
れ
ぞ
れ
の
分
担
を

委
嘱
し
た
の
で
あ
り
、
止
観
業
は
主
と
し
て
義
真
に
、
遮
那
業
は
円
澄
に
、
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南
都
教
団
や
宮
中
と
の
政
治
折
衝
は
光
定
に
、
延
暦
寺
の
経
営
は
仁
忠
に

と
い
う
具
合
に
の
ぞ
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
。
円
澄
ら
は
最
澄
の
意
志

を
つ
ぎ
、
空
海
か
ら
の
受
法
を
請
う
て
い
る
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
。

第
九
章
「
遮
那
業
と
義
真
・
円
澄
」
は
、
前
章
に
ひ
き
つ
づ
き
、
最
澄

滅
後
の
弟
子
た
ち
の
動
向
を
の
今
へ
て
い
る
。
義
真
の
教
学
は
、
円
頓
戒
に

お
い
て
は
充
分
で
あ
っ
た
が
、
遮
那
業
の
体
系
づ
け
、
円
密
一
致
の
思
想

形
成
に
は
欠
け
る
と
こ
ろ
あ
り
、
そ
こ
に
義
真
の
苦
衷
が
あ
っ
た
。
義
真

当
時
の
、
真
言
宗
に
比
雫
へ
て
の
叡
山
教
団
の
劣
勢
ぶ
り
を
、
教
団
内
の
派

閥
対
立
、
南
都
教
団
や
真
言
宗
に
く
ら
べ
て
政
治
的
手
腕
の
欠
除
、
経
済

力
に
対
す
る
関
心
の
う
す
さ
、
天
台
法
華
宗
の
独
立
と
い
っ
て
も
禅
庵
式

の
よ
う
な
理
想
に
す
ぎ
た
点
な
ど
を
列
挙
し
て
論
述
さ
れ
て
い
る
が
、
私

の
よ
く
理
解
の
と
ど
く
と
こ
ろ
で
な
く
、
こ
の
程
度
の
紹
介
に
と
ど
め
さ

せ
て
頂
く
こ
と
と
す
る
。

第
十
章
「
遮
那
業
と
唐
決
」
に
お
い
て
は
、
日
本
初
期
天
台
宗
に
と
っ

て
重
要
な
テ
ー
マ
で
あ
る
遮
那
業
の
問
題
を
、
唐
決
を
通
し
て
考
察
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
。
最
澄
の
唐
決
集
は
、
道
遼
の
決
義
す
る
も
の
で
あ
っ
た

が
、
そ
れ
に
は
遮
那
業
に
つ
い
て
ふ
れ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
修
禅
院
未
決

に
も
遮
那
業
は
出
て
こ
な
い
。
最
澄
の
あ
と
、
天
台
業
の
止
観
業
と
遮
那

業
の
体
系
化
を
は
か
る
こ
と
の
で
き
る
人
物
で
あ
る
と
、
光
定
に
も
認
め

ら
れ
た
円
澄
の
唐
決
の
決
答
は
、
天
台
沙
門
広
修
と
そ
の
弟
子
維
緬
に
よ

る
も
の
で
あ
る
が
、
円
澄
の
大
日
経
と
法
華
経
の
教
判
上
の
問
題
に
対
し

て
、
そ
の
決
答
は
、
大
日
経
を
法
華
経
の
前
説
と
す
る
不
満
足
な
も
の
で

あ
っ
た
と
い
う
。
遮
那
業
の
研
究
を
通
し
て
唐
決
を
し
ら
べ
て
み
る
と
、

「
徳
円
疑
問
、
宗
頴
決
答
」
が
一
番
み
の
り
ゆ
た
か
な
問
答
で
あ
る
と
あ

げ
、
宗
瓢
が
大
日
経
を
第
五
時
の
摂
に
入
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
天

台
は
台
密
と
し
て
前
進
す
る
拠
点
を
も
つ
に
い
た
っ
た
と
論
述
さ
れ
て
い

↓
〈
〕
０

以
上
、
仲
尾
教
授
の
著
書
に
対
し
、
と
か
く
不
充
分
な
理
解
の
ま
ま
に

書
き
綴
っ
た
こ
と
を
お
わ
び
す
る
こ
と
と
も
に
、
初
期
日
本
天
台
の
研
究

に
、
大
き
な
貢
献
を
お
与
え
下
さ
れ
た
こ
と
に
感
謝
し
た
い
。
と
く
に
い

ま
ま
で
等
閑
に
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
天
台
業
の
研
究
に
先
鞭
を
つ
け
ら
れ
、

遮
那
業
の
考
察
に
お
い
て
は
全
く
独
自
の
見
解
を
披
推
さ
れ
た
。
今
後
の

教
授
の
御
研
究
の
成
果
を
ま
つ
と
同
時
に
、
天
台
業
に
関
わ
る
、
山
家
学

生
式
や
顕
戒
諭
の
問
題
で
あ
る
梵
網
大
乗
戒
に
つ
い
て
の
御
教
示
を
ね
が

う
も
の
で
あ
る
。（

一
九
七
三
年
九
月
、
永
田
文
昌
堂
、
Ａ
五
版
、
三
、
五
○
○
円
）
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