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一 

本
論
の
目
的 

 
本
学
位
請
求
論
文
で
扱
う
智
儼
（
六
〇
二
〜
六
六
八
）
と
い
う
人
物
は
、
唐
代
初
期
に
活
躍
し
た
学
僧
で
あ

り
、
伝
統
的
な
華
厳
宗
の
祖
統
説
で
は
、
初
祖
の
杜
順
（
五
五
七
〜
六
四
一
）
か
ら
法
灯
を
継
い
だ
第
二
祖
に

位
置
づ
け
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
師
弟
関
係
の
系
譜
に
よ
っ
て
仏
教
史
を
捉
え
る
方
法
は
古
く
よ
り
用
い
ら
れ

て
き
た
が
、
必
ず
し
も
歴
史
的
事
実
と
一
致
し
な
い
場
合
も
あ
り
、
智
儼
を
第
二
祖
と
す
る
華
厳
宗
の
祖
統
説

に
つ
い
て
も
複
数
の
学
者
に
よ
る
議
論
が
昭
和
初
期
に
起
き
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
伝
記
資
料
に
智
儼
の
師
と

伝
え
ら
れ
る
智
正
を
初
祖
と
す
る
説
、
伝
統
説
と
同
じ
く
杜
順
を
初
祖
と
す
る
説
、
智
儼
を
初
祖
と
す
る
説
が

提
唱
さ
れ
た
１

。
こ
の
よ
う
に
、
初
期
華
厳
教
学
の
研
究
は
伝
統
的
な
教
学
的
思
考
を
意
識
し
、
そ
れ
を
批
判

的
に
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
こ
と
で
発
展
し
て
き
た
側
面
が
あ
る
。 

 

初
期
華
厳
教
学
の
研
究
史
に
お
い
て
は
、
智
儼
の
思
想
を
後
代
の
教
学
の
枠
組
み
か
ら
切
り
離
し
て
理
解
す

る
こ
と
が
目
指
さ
れ
、
そ
の
思
想
の
系
譜
に
つ
い
て
は
、
開
祖
と
さ
れ
て
き
た
杜
順
に
代
わ
っ
て
、
当
時
大
き

な
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
地
論
・
摂
論
学
派
の
存
在
が
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
２

。
つ
ま
り
、
華
厳
教
学

の
成
立
背
景
は
「
杜
順
か
ら
智
儼
へ
」
と
い
う
祖
統
説
よ
り
も
、
文
献
に
即
し
て
直
接
的
な
影
響
を
み
る
こ
と

の
で
き
る
「
地
論
・
摂
論
学
派
か
ら
智
儼
へ
」
と
い
う
系
譜
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
言
え

る
。
た
だ
し
、
智
儼
に
は
初
期
と
後
期
と
で
思
想
の
変
化
が
あ
り
、
同
時
代
の
他
学
派
か
ら
影
響
を
受
け
な
が

ら
も
、
や
が
て
独
自
の
思
想
を
打
ち
出
し
て
ゆ
く
。
本
研
究
で
は
、
智
儼
が
何
故
、
旧
来
の
教
学
を
乗
り
越
え

華
厳
教
学
を
形
成
す
る
に
至
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
そ
の
思
想
的
系
譜
に
つ
い
て
の
従

来
の
見
方
を
再
考
す
る
。
そ
し
て
、
智
儼
を
「
華
厳
宗
の
祖
師
」
と
し
て
で
は
な
く
、
一
人
の
思
想
家
と
し
て

捉
え
、
そ
の
思
想
の
独
創
性
と
そ
れ
が
当
時
の
中
国
仏
教
に
お
い
て
果
た
し
た
役
割
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
。 

  

二 

各
章
の
内
容 

 

本
学
位
請
求
論
文
は
三
篇
八
章
と
訳
註
研
究
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
具
体
的
内
容
は
以
下
の
通

り
で
あ
る
。 

  

第
一
篇
「
智
儼
に
お
け
る
華
厳
教
学
の
形
成
」
は
、
智
儼
の
思
想
の
淵
源
を
た
ど
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
国
仏

教
史
上
に
お
け
る
華
厳
教
学
の
成
立
背
景
を
新
た
な
観
点
か
ら
捉
え
直
す
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。 

 

第
一
章
「
智
儼
の
著
作
に
関
す
る
諸
問
題
」
で
は
、
智
儼
の
思
想
内
容
の
考
察
に
先
立
っ
て
、
主
た
る
考
察
の

対
象
で
あ
る
智
儼
の
著
作
に
つ
い
て
、
現
行
本
の
来
歴
や
テ
キ
ス
ト
の
問
題
点
を
整
理
し
た
。
ま
ず
、
智
儼
二
十

七
歳
の
と
き
の
撰
述
と
伝
え
ら
れ
る
『
大
方
広
仏
華
厳
経
捜
玄
分
斉
通
智
方
軌
』（
以
下
、『
捜
玄
記
』）
に
つ
い

て
は
、
大
正
蔵
の
テ
キ
ス
ト
校
訂
に
問
題
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
ま
た
続
蔵
本
の
底
本
と
推
定
さ
れ
る
延
享
二

年
刊
本
の
識
語
を
翻
刻
し
た
。
次
に
、
玄
奘
帰
朝
後
（
六
四
五
年
以
降
）
に
成
立
し
た
著
作
『
華
厳
五
十
要
問
答
』

（
以
下
、『
五
十
要
問
答
』）
は
、
内
容
を
五
十
三
の
問
答
に
分
け
る
現
行
本
の
他
、
表
題
通
り
五
十
の
問
答
す
る

異
本
が
か
つ
て
存
在
し
た
。
こ
の
二
系
統
の
写
本
の
関
係
は
、
お
そ
ら
く
後
者
が
よ
り
古
い
形
態
で
あ
り
、
前
者

の
現
行
本
は
朝
鮮
半
島
に
由
来
す
る
も
の
で
、
智
儼
の
弟
子
で
あ
る
法
蔵
（
六
四
四
～
七
一
二
）
以
降
の
教
学
に

よ
っ
て
問
答
を
整
理
し
直
し
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
。
こ
の
他
、
智
儼
の
真
撰
と
し
て
完
全
な
形
で
残

る
『
仏
説
金
剛
般
若
波
羅
蜜
経
略
疏
』（
以
下
、『
金
剛
般
若
経
略
疏
』）
と
『
華
厳
経
内
章
門
等
雑
孔
目
』（
以
下
、

『
孔
目
章
』）
の
前
後
関
係
に
つ
い
て
、
前
者
が
先
に
成
立
し
た
と
推
測
し
た
。
智
儼
の
真
撰
と
考
え
ら
れ
る
著

作
の
う
ち
、
完
全
な
形
で
残
る
の
は
以
上
の
四
部
で
あ
る
。
以
下
の
各
章
で
は
、
主
に
こ
の
四
部
の
著
作
に
よ
っ

て
、
智
儼
の
生
涯
に
お
け
る
思
想
の
変
遷
を
検
討
し
て
い
る
。 

 

第
二
章
「
隋
唐
に
お
け
る
教
体
論
の
諸
相
」
で
は
、
智
儼
の
説
く
教
体
論
が
著
作
ご
と
に
若
干
異
な
る
こ
と
に

着
目
し
、
彼
の
生
涯
に
お
け
る
思
想
の
変
遷
を
明
ら
か
に
し
た
。
教
体
と
は
、
言
語
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
た
仏
の
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教
え
の
本
質
・
本
体
を
意
味
す
る
。
敦
煌
か
ら
発
見
さ
れ
た
地
論
・
摂
論
学
派
文
献
に
よ
れ
ば
、
隋
代
に
は
『
摂

大
乗
論
』
の
唯
識
思
想
を
中
心
に
据
え
つ
つ
、
様
々
に
教
体
を
論
じ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
と
こ
ろ
が
唐

代
に
入
る
と
、
教
体
を
唯
識
と
捉
え
、
さ
ら
に
そ
の
本
体
を
真
如
と
す
る
唯
識
・
真
如
教
体
説
が
主
流
と
な
り
、

や
が
て
こ
の
説
は
華
厳
や
法
相
学
派
に
も
取
り
込
ま
れ
て
ゆ
く
。
本
章
で
は
『
摂
大
乗
論
』
に
基
づ
い
て
唯
識
・

真
如
教
体
を
説
い
た
最
も
早
い
例
と
し
て
、
紀
国
寺
慧
浄
（
五
七
八
～
？
）
撰
『
法
華
経
纉
述
』
の
存
在
を
指
摘

し
た
。
以
上
の
よ
う
な
隋
唐
の
教
体
論
の
流
れ
か
ら
み
る
と
、
智
儼
初
期
の
著
作
『
捜
玄
記
』
に
お
け
る
教
体
論

は
摂
論
学
派
の
説
の
発
展
で
あ
り
、「
教
え
の
本
質
に
対
す
る
認
識
の
深
化
」
と
い
う
、
三
性
説
に
基
づ
く
階
梯

構
造
を
有
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
た
だ
、
智
儼
の
教
体
論
は
晩
年
の
『
孔
目
章
』
に
至
っ
て
大
き
く
変

容
し
、
唯
識
・
真
如
の
上
に
、
新
た
に
「
無
尽
」
を
教
体
と
す
る
説
を
提
示
し
て
い
る
。
こ
の
「
無
尽
」
と
い
う

概
念
を
『
華
厳
経
』
の
究
極
的
な
立
場
に
据
え
た
こ
と
こ
そ
、
華
厳
教
学
が
他
学
派
と
一
線
を
画
す
る
思
想
と
な

っ
た
要
因
と
言
え
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
、
次
章
で
は
智
儼
が
何
故
、
旧
来
の
思
想
に
留
ま
ら
ず
、「
無
尽
」
を
至

高
と
す
る
思
想
に
た
ど
り
着
い
た
の
か
を
、
教
体
論
と
同
様
の
変
化
が
生
じ
て
い
る
教
判
の
問
題
を
検
討
す
る

こ
と
で
明
確
に
し
て
い
く
。 

 

第
三
章
「
無
尽
の
思
想
と
華
厳
五
教
の
成
立
」
で
は
華
厳
五
教
の
成
立
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
華
厳
五
教
と
は
、

あ
ら
ゆ
る
仏
説
を
そ
の
内
容
か
ら
小
乗
教
・
三
乗
始
教
・
三
乗
終
教
・
頓
教
・
円
教
の
五
種
に
分
類
し
た
教
判
論

で
あ
る
。
智
儼
が
五
教
を
成
立
さ
せ
た
の
は
、
一
般
的
に
は
、
最
晩
年
の
著
作
『
孔
目
章
』
に
お
い
て
で
あ
る
と

言
わ
れ
て
い
る
。
本
章
で
は
智
儼
が
『
孔
目
章
』
で
そ
れ
以
前
の
中
国
仏
教
の
思
想
傾
向
を
抽
出
し
て
三
乗
教
と

し
、
そ
の
上
に
一
乗
円
教
を
置
く
こ
と
で
華
厳
五
教
の
枠
組
み
を
成
立
さ
せ
た
こ
と
を
論
じ
た
。
こ
の
三
乗
教
の

中
に
は
、
人
法
二
空
を
知
る
「
始
教
」、
一
切
法
の
体
を
不
空
真
如
と
認
識
す
る
「
終
教
」、
そ
し
て
一
切
の
言
説

や
形
相
を
絶
し
た
「
頓
教
」
が
含
ま
れ
る
。
こ
の
う
ち
始
教
と
終
教
の
立
場
は
、
三
性
・
三
無
性
か
ら
真
如
に
至

る
と
い
う
教
体
論
と
同
じ
階
梯
構
造
を
持
つ
。
こ
の
点
だ
け
を
み
れ
ば
、
智
儼
は
地
論
・
摂
論
学
派
の
唯
識
思
想

を
華
厳
の
「
無
尽
」
に
よ
っ
て
超
克
し
よ
う
と
し
た
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
こ
の
考
え
方
だ
け
で
は
初
期
の
『
捜

玄
記
』
で
一
乗
に
近
い
も
の
と
評
さ
れ
て
い
た
頓
教
が
、『
孔
目
章
』
で
は
明
確
に
三
乗
教
と
い
う
一
段
下
の
立

場
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
を
説
明
で
き
な
い
。
こ
こ
に
「
地
論
・
摂
論
学
派
か
ら
華
厳
教
学
へ
」
と
い
う
系
譜

に
よ
る
理
解
の
限
界
が
あ
る
。
そ
こ
で
本
論
で
は
、
こ
の
智
儼
に
お
け
る
思
想
の
転
換
を
「
一
元
論
か
ら
多
元
論

へ
」
と
い
う
新
た
な
解
釈
に
よ
っ
て
捉
え
直
し
た
。
つ
ま
り
、
晩
年
の
智
儼
は
、
そ
れ
以
前
の
中
国
仏
教
に
お
い

て
有
力
で
あ
っ
た
如
来
蔵
・
仏
性
を
背
景
と
し
た
一
元
論
を
三
乗
教
と
し
、
そ
れ
を
超
克
す
る
も
の
と
し
て
「
無

尽
」
の
華
厳
一
乗
を
提
示
し
た
の
で
あ
る
。
智
儼
の
初
期
と
晩
年
と
で
頓
教
の
位
置
付
け
が
異
な
る
の
も
、
こ
の

教
判
の
枠
組
み
の
転
換
に
よ
っ
て
説
明
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
一
元
的
な
存
在
に
よ
っ
て
満
た
さ
れ
た
世
界
を
想

定
し
て
み
る
と
、
そ
こ
に
他
者
は
無
く
、
ま
た
他
と
の
相
対
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
る
自
己
も
無
い
。
華
厳
五
教
に

お
け
る
頓
教
と
は
一
切
法
を
無
相
・
不
可
説
と
捉
え
る
立
場
で
あ
り
、
こ
れ
は
要
す
る
に
、
相
対
的
な
認
識
を
超

え
た
あ
る
種
の
一
元
論
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
一
切
法
の
本
質
を
真
如
と
捉
え
る
立
場
を
三
乗
終
教
と
し
た

結
果
、
同
じ
く
一
元
論
の
特
徴
を
持
つ
頓
教
も
三
乗
教
の
範
疇
に
含
ま
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

以
上
の
よ
う
に
、
智
儼
は
初
期
の
段
階
で
は
他
の
学
派
等
と
同
様
に
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
を
一
元
的
に
捉
え
る
在

り
方
を
最
上
と
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
晩
年
に
至
る
と
、
こ
う
し
た
一
元
論
を
三
乗
教
と
し
、
そ
の
上
に
華
厳

一
乗
の
立
場
と
し
て
『
華
厳
経
』
に
描
か
れ
る
世
界
観
に
基
づ
く
「
無
尽
」
と
い
う
多
元
論
を
提
示
す
る
。
こ
の

よ
う
な
思
想
の
転
換
が
生
じ
た
の
は
、
玄
奘
三
蔵
の
帰
朝
と
法
相
唯
識
学
派
の
勃
興
、
そ
し
て
そ
れ
に
伴
っ
て
旧

来
の
地
論
・
摂
論
学
派
等
の
唯
識
思
想
が
批
判
さ
れ
た
こ
と
に
起
因
す
る
。
そ
し
て
最
終
的
に
、
智
儼
は
対
立
す

る
二
者
の
い
ず
れ
の
側
に
も
立
つ
こ
と
な
く
、
両
者
を
と
も
に
超
越
し
包
摂
す
る
立
場
と
し
て
、
華
厳
一
乗
の
無

尽
の
思
想
を
打
ち
出
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
後
の
華
厳
教
学
の
方
向
性
は
決
定
付
け
ら
れ
た
と
言
え
る
。 

  

第
二
篇
「
智
儼
の
思
想
の
継
承
と
展
開
」
に
お
い
て
は
、
智
儼
の
思
想
が
後
世
に
お
い
て
ど
う
解
釈
さ
れ
、
如

何
に
し
て
教
学
と
し
て
発
展
し
て
い
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
を
取
り
上
げ
る
。 

 

第
四
章
「
法
蔵
撰
『
華
厳
経
探
玄
記
』
と
『
文
義
綱
目
』
の
成
立
過
程
」
で
は
、
智
儼
の
弟
子
で
あ
る
法
蔵
の
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著
作
の
成
立
過
程
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
法
蔵
自
身
の
思
想
系
統
に
対
す
る
意
識
に
変
化
が
生
じ
て
い
る
こ
と

を
明
ら
か
に
し
た
。
多
く
の
先
行
研
究
で
は
、
法
蔵
撰
『
文
義
綱
目
』
一
巻
は
初
期
の
著
作
で
あ
り
、『
華
厳
経

探
玄
記
』
二
十
巻
（
以
下
、『
探
玄
記
）
は
後
期
の
著
作
で
あ
っ
て
、
後
者
に
は
法
蔵
自
身
に
よ
る
加
筆
が
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
本
章
で
は
、『
文
義
綱
目
』
の
テ
キ
ス
ト
の
大
部
分
が
『
探
玄
記
』
巻
一
〜
五
ま
で
の

テ
キ
ス
ト
と
一
致
す
る
こ
と
か
ら
、
両
テ
キ
ス
ト
の
比
較
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
、『
探
玄
記
』
巻
二
以
降
は
『
文

義
綱
目
』
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
文
言
が
多
い
の
に
対
し
、『
探
玄
記
』
巻
一
と
の
対
応
箇
所
の
み
、
表
現
や
思
想
内

容
に
隔
た
り
が
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
ま
た
、『
文
義
綱
目
』
に
は
『
探
玄
記
』
以
前
に
成
立
し
た
と
す
る
従

来
の
説
で
は
説
明
で
き
な
い
記
述
も
存
在
す
る
。
そ
こ
で
、
本
章
で
は
『
探
玄
記
』
に
は
現
行
本
の
元
と
な
る
も

の
が
存
在
し
、
そ
の
執
筆
初
期
に
講
経
の
た
め
に
必
要
な
部
分
を
抜
粋
し
て
作
っ
た
の
が
『
文
義
綱
目
』
で
あ
る

可
能
性
を
論
じ
た
。
現
行
の
『
探
玄
記
』
に
は
主
に
巻
一
の
部
分
に
つ
い
て
法
蔵
自
身
が
後
年
に
な
っ
て
か
ら
改

稿
を
行
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
法
蔵
が
『
探
玄
記
』
を
改
稿
す
る
に
至
っ
た
の
は
、
第
一
に
は
そ
の
間
に
生
じ
た

思
想
の
進
展
を
反
映
さ
せ
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
仔
細
に
見
て
い
け
ば
、
法
蔵
の
先
徳
に
対
す
る
態
度
に

も
変
化
が
現
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
改
稿
が
行
わ
れ
た
と
目
さ
れ
る
時
期
が
東
山
法
門
の
台
頭
と
重
な

る
た
め
、
法
蔵
は
祖
統
を
重
ん
ず
る
彼
ら
に
影
響
を
受
け
、
自
身
の
思
想
的
源
流
を
意
識
す
る
よ
う
に
な
り
、
意

図
的
に
地
論
学
派
と
華
厳
教
学
の
連
続
性
を
否
定
し
よ
う
と
し
た
可
能
性
が
あ
る
。 

 

第
五
章
「
華
厳
教
学
に
お
け
る
同
体
門
・
異
体
門
の
形
成
」
で
は
、
法
蔵
の
『
五
教
章
』
等
で
明
ら
か
に
さ
れ

る
同
体
門
・
異
体
門
の
相
即
・
相
入
と
い
う
思
想
に
つ
い
て
、
そ
の
思
想
の
淵
源
と
形
成
過
程
を
探
っ
た
。
同
体

門
・
異
体
門
は
十
玄
門
（
十
玄
縁
起
）
と
呼
ば
れ
る
教
理
を
構
成
す
る
要
素
の
一
つ
で
あ
り
、
十
玄
門
は
法
界
縁

起
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
と
言
わ
れ
て
き
た
。
こ
の
問
題
を
扱
う
理
由
は
、
前
述
の
「
一
元
論
か
ら
多
元
論
へ
」

と
い
う
転
換
が
法
界
の
構
造
に
も
及
ん
で
い
る
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
一
個
の
閉
じ
た
宇
宙
と
捉
え
ら
れ
て

き
た
法
界
が
、
個
の
内
に
も
世
界
の
外
に
も
無
限
に
広
が
る
重
層
的
な
構
造
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
こ
と
で
、
法
界
縁
起
の
思
想
に
も
変
容
が
生
じ
た
。
す
な
わ
ち
、
智
儼
の
『
捜
玄
記
』
巻
三
上
に
お
け
る
法

界
縁
起
説
は
、
如
来
蔵
た
る
「
一
心
」
を
前
提
と
す
る
３

。
し
か
し
、
法
蔵
が
『
五
教
章
』
に
お
い
て
法
界
縁
起

を
明
ら
か
に
す
る
も
の
と
し
て
示
す
十
玄
縁
起
無
礙
法
門
の
思
想
は
、『
捜
玄
記
』
の
説
と
は
大
き
く
異
な
っ
て

い
る
。
こ
の
十
玄
門
を
構
成
す
る
重
要
な
教
理
で
あ
る
同
体
門
・
異
体
門
の
相
即
・
相
入
は
、
も
と
を
辿
れ
ば
智

儼
が
説
い
た
と
さ
れ
る
十
銭
（
十
数
）
の
譬
喩
に
由
来
す
る
。
本
章
で
は
、
智
儼
の
諸
著
作
、
お
よ
び
義
湘
撰
『
一

乗
法
界
図
』、
伝
智
儼
述
『
一
乗
十
玄
門
』
４

、
法
蔵
撰
『
五
教
章
』
と
『
文
義
綱
目
』
に
お
け
る
同
体
門
・
異
体

門
の
説
示
を
検
討
し
、
そ
の
展
開
を
考
察
し
た
。
そ
し
て
、
著
者
問
題
の
存
す
る
『
一
乗
十
玄
門
』
の
説
に
つ
い

て
、
義
湘
の
『
一
乗
法
界
図
』
に
影
響
を
受
け
、『
五
教
章
』
の
説
の
前
身
と
な
っ
て
い
る
可
能
性
を
論
じ
た
。

智
儼
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
無
尽
の
思
想
を
解
明
し
、
重
層
的
な
法
界
の
構
造
を
具
体
的
に
説
明
す
る
こ
と
は
、
彼

の
弟
子
た
ち
に
残
さ
れ
た
課
題
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

第
六
章
「
南
都
諸
宗
の
草
木
成
仏
論
」
で
は
、
日
本
に
お
け
る
智
儼
・
法
蔵
説
の
受
容
の
一
端
を
、
草
木
成
仏

の
側
面
か
ら
見
て
い
く
。
平
安
時
代
の
天
台
宗
の
学
僧
、
安
然
の
『
草
木
成
仏
私
記
』
に
引
用
さ
れ
る
南
都
諸
宗

の
草
木
成
仏
論
を
取
り
上
げ
、
中
国
か
ら
日
本
へ
の
伝
来
と
そ
れ
に
伴
う
思
想
の
変
化
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
特

に
日
本
の
草
木
成
仏
論
の
文
脈
で
重
要
な
役
割
を
担
っ
た
の
は
、
日
本
の
法
相
宗
が
用
い
た
自
依
心
・
他
依
心
と

い
う
教
理
で
あ
る
。
法
相
宗
は
他
宗
を
批
判
す
る
際
に
こ
の
概
念
を
用
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
日
本
の
華
厳
宗

や
天
台
宗
の
草
木
成
仏
論
に
そ
の
影
響
が
見
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
仏
を
能
同
、
草
木
を
所
同
と
固
定
的
に
捉

え
る
日
本
華
厳
宗
の
説
は
、
必
ず
し
も
法
蔵
の
思
想
と
一
致
せ
ず
、
日
本
法
相
宗
の
説
に
影
響
を
受
け
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
日
本
に
お
け
る
草
木
成
仏
論
が
中
国
と
は
異
な
る
発
展
を
遂
げ
た
の
に
は
、
両

国
に
お
け
る
宗
派
の
関
係
性
の
相
違
が
あ
っ
た
と
結
論
づ
け
た
。 

  

第
三
篇
「
唐
代
初
期
仏
教
の
一
側
面
」
は
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
長
耳
三
蔵
と
紀
国

寺
慧
浄
と
い
う
人
物
の
中
国
仏
教
史
に
お
け
る
位
置
を
探
る
も
の
で
あ
る
。
第
二
章
で
論
じ
た
通
り
、
慧
浄
は

智
儼
に
先
立
っ
て
唯
識
・
真
如
教
体
を
説
い
た
。
ま
た
、
長
耳
三
蔵
は
慧
浄
が
そ
の
学
説
を
引
用
す
る
異
国
僧
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で
あ
り
、
慧
浄
の
思
想
系
譜
を
探
る
上
で
重
要
な
人
物
で
あ
る
。 

 
第
七
章
「
長
耳
三
蔵
の
思
想
と
そ
の
受
容
」
で
は
、
唐
代
以
降
の
様
々
な
学
僧
に
よ
っ
て
そ
の
学
説
が
引
用

さ
れ
な
が
ら
、
素
性
の
は
っ
き
り
し
な
い
長
耳
三
蔵
と
い
う
異
国
僧
を
取
り
上
げ
、
そ
の
思
想
が
継
受
さ
れ
て

き
た
過
程
を
検
討
し
た
。
長
耳
三
蔵
の
学
説
を
引
用
す
る
文
献
は
、
大
き
く
四
つ
の
系
統
に
分
類
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
そ
の
う
ち
、
最
も
流
布
し
た
長
耳
三
蔵
説
を
引
用
す
る
文
献
の
中
で
最
も
早
い
も
の
と
し
て
、
慧
浄

の
『
法
華
経
纉
述
』
の
存
在
を
指
摘
し
た
。
た
だ
し
、
時
代
が
下
る
と
そ
の
引
用
元
は
忘
れ
去
ら
れ
、
孫
引
き

の
繰
り
返
し
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
次
第
に
長
耳
三
蔵
の
学
説
は
本
来
の
意

味
を
離
れ
、
自
説
を
補
強
す
る
た
め
の
権
威
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
ゆ
く
。
ま
た
、
長
耳
三
蔵
は

西
方
の
異
国
僧
と
考
え
ら
れ
て
き
た
が
、
そ
の
学
説
の
内
容
に
は
中
国
の
三
論
学
派
や
そ
の
周
辺
の
思
想
に
近

い
も
の
が
含
ま
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
長
耳
三
蔵
説
を
多
数
引
用
す
る
慧
浄
は
、
出
家
し
て
間
も
な
く
北
地

に
お
い
て
大
論
学
派
に
学
ん
だ
と
さ
れ
、
こ
の
大
論
学
派
は
三
論
学
派
に
近
い
思
想
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら

れ
て
い
る
。
以
上
に
よ
り
、
長
耳
三
蔵
の
学
説
と
さ
れ
る
も
の
は
、
北
地
の
大
論
学
派
の
中
で
重
要
視
さ
れ
伝

え
ら
れ
て
き
た
可
能
性
が
高
い
と
言
え
る
。 

 

第
八
章
「
紀
国
寺
慧
浄
の
著
作
と
思
想
」
で
は
、
著
作
や
伝
記
資
料
等
か
ら
慧
浄
の
思
想
傾
向
を
探
っ
た
。

慧
浄
撰
述
の
可
能
性
が
あ
る
文
献
は
二
十
四
部
確
認
で
き
る
が
、
そ
の
多
く
は
敦
煌
文
書
か
ら
発
見
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
た
め
、
先
行
研
究
で
は
個
別
の
文
献
の
検
討
が
主
に
行
わ
れ
、
そ
の
思
想
の
全
体
像
は
明
ら
か
に
な

っ
て
い
な
い
と
言
え
る
。
ま
た
、
慧
浄
の
著
作
と
さ
れ
る
も
の
の
中
に
は
、
散
逸
し
目
録
に
書
名
の
み
残
る
も

の
や
、
撰
号
を
欠
く
等
の
理
由
に
よ
り
慧
浄
の
著
作
と
断
定
で
き
な
い
も
の
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
研
究
状
況

を
踏
ま
え
、
本
章
で
は
慧
浄
の
著
作
に
関
す
る
先
行
研
究
を
総
合
し
、
そ
の
全
て
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
た
。

結
果
と
し
て
、
慧
浄
の
思
想
に
は
、
初
期
に
学
ん
だ
北
地
の
大
論
学
派
の
思
想
の
影
響
が
晩
年
ま
で
及
ん
で
い

る
こ
と
、
ま
た
、
限
定
的
で
は
あ
る
が
、
摂
論
学
派
や
法
相
学
派
と
い
っ
た
中
国
唯
識
教
学
を
取
り
入
れ
て
い

る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
以
上
の
検
討
に
よ
り
、
慧
浄
は
唐
代
初
期
の
中
国
仏
教
思
潮
と
し
て
の
「
如
来
蔵
思

想
」
の
担
い
手
の
一
人
で
あ
っ
た
と
推
測
し
た
。 

  

最
後
に
、
訳
註
研
究
と
し
て
、
智
儼
撰
『
金
剛
般
若
経
略
疏
』
の
科
段
、
お
よ
び
冒
頭
か
ら
序
分
ま
で
の
箇

所
に
註
釈
お
よ
び
書
き
下
し
を
付
し
た
。 

  

三 

結
論 

 

本
学
位
請
求
論
文
で
は
、
智
儼
の
華
厳
五
教
の
成
立
に
関
連
す
る
問
題
か
ら
出
発
し
て
、
華
厳
教
学
の
形
成

を
中
国
仏
教
史
の
観
点
か
ら
考
察
し
た
。
華
厳
教
学
の
成
立
背
景
を
探
る
研
究
史
に
お
い
て
は
、
伝
統
的
な
祖

統
説
に
基
づ
く
初
祖
杜
順
の
思
想
的
影
響
が
否
定
さ
れ
る
と
、『
華
厳
経
伝
記
』
等
で
智
儼
の
師
と
伝
え
ら
れ

る
法
常
や
智
正
の
存
在
が
注
目
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
敦
煌
文
献
の
整
理
が
進
ん
だ
こ
と
に
よ
り
、
具
体
的
な
地

論
・
摂
論
学
派
文
献
か
ら
智
儼
の
思
想
へ
の
展
開
が
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
智
儼
の
思
想
に

は
、「
地
論
・
摂
論
学
派
か
ら
華
厳
教
学
へ
」
と
い
う
従
来
の
研
究
の
枠
組
み
だ
け
で
は
捉
え
き
れ
な
い
多
様

性
が
あ
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
本
論
の
特
色
は
、
晩
年
の
智
儼
に
お
け
る
華
厳
教
学
の
確
立
を
、
当
時
の
中

国
仏
教
の
主
流
で
あ
っ
た
如
来
蔵
・
仏
性
思
想
の
超
克
、
す
な
わ
ち
「
一
元
論
か
ら
多
元
論
へ
」
の
展
開
と
捉

え
た
こ
と
に
あ
る
。 

 

智
儼
の
弟
子
で
あ
る
法
蔵
は
、
智
儼
の
諸
著
作
を
評
し
て
「
新
奇
を
剖
曜
す
一

５

」
、
つ
ま
り
独
創
的
な
思
想

を
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
し
た
。
こ
れ
は
単
な
る
文
飾
で
は
な
く
、
智
儼
の
思
想
が
同
時
代
の
誰
と
も
異
な
る

と
法
蔵
の
目
に
は
写
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
や
が
て
東
ア
ジ
ア
の
各
国
で
宗
派
と
し
て
確
立
し
て
い
く
華
厳
教
学

の
原
点
は
こ
こ
に
あ
る
と
言
え
る
。 
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１ 

華
厳
宗
の
初
祖
を
め
ぐ
る
論
争
の
経
過
に
つ
い
て
は
、
吉
津
宜
英
『
華
厳
禅
の
思
想
史
的
研
究
』（
大
東
出
版

社
、
一
九
八
五
）
一
七
〜
一
八
頁
（
註
二
〜
註
四
）
に
詳
し
い
。 

２ 

智
儼
の
思
想
を
中
心
に
扱
っ
た
研
究
は
、
木
村
清
孝
『
初
期
中
国
華
厳
思
想
の
研
究
』（
春
秋
社
、
一
九
七

七
）
に
始
ま
り
、
そ
の
後
、
石
井
公
成
『
華
厳
思
想
の
研
究
』（
春
秋
社
、
一
九
九
六
）、
大
竹
晋
『
唯
識
説
を

中
心
と
し
た
初
期
華
厳
教
学
の
研
究―

―

智
儼
・
義
湘
か
ら
法
蔵
へ
』（
大
蔵
出
版
、
二
〇
〇
七
）、
織
田
顕
祐

『
華
厳
教
学
成
立
論
』（
法
蔵
館
、
二
〇
一
七
）
等
が
発
表
さ
れ
た
。 

３ 

智
儼
撰
『
捜
玄
記
』
巻
三
下
（
大
正
三
五
・
六
二
頁
下
〜
六
三
頁
下
）。『
捜
玄
記
』
の
浄
法
縁
起
門
（
菩
提
浄

法
）
と
は
、
法
界
の
在
り
方
を
修
生
（
修
行
に
よ
っ
て
成
仏
す
る
こ
と
）
と
本
有
（
本
来
的
に
備
わ
る
悟
り
の

可
能
性
）
の
循
環
と
捉
え
る
側
面
で
あ
る
。
ま
た
、
染
法
縁
起
門
（
凡
夫
染
法
）
は
「
縁
起
一
心
門
」
と
「
依

持
一
心
門
」
か
ら
構
成
さ
れ
、
衆
生
の
生
き
る
迷
い
の
世
界
は
阿
梨
耶
識
よ
り
生
じ
、
維
持
さ
れ
て
い
る
と
み

る
側
面
を
指
す
。 

４ 

『
一
乗
十
玄
門
』
は
「
智
儼
述
、
承
杜
順
和
尚
説
」
と
い
う
撰
号
を
有
す
る
こ
と
か
ら
、
伝
統
的
に
は
智
儼

の
著
作
と
考
え
ら
れ
て
き
た
が
、
近
代
以
降
の
研
究
で
は
多
く
の
研
究
者
に
よ
っ
て
偽
撰
の
可
能
性
が
論
じ
ら

れ
て
い
る
。『
一
乗
十
玄
門
』
の
審
議
問
題
に
関
す
る
先
行
研
究
は
、
石
井
公
成
『
華
厳
思
想
の
研
究
』
第
二

章
・
第
三
節
「『
一
乗
十
玄
門
』
の
諸
問
題
」
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。 

５ 

法
蔵
撰
『
華
厳
経
伝
記
』
巻
三
・
智
儼
伝
（
大
正
五
一
・
一
六
四
頁
上
）。 

 


