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大

松

博

典

一

は
じ
め

に
、
中
国
天
台
教
学
史
研
究
の
現
状
に
つ
い
て
の
認
識
と
自

ら
の
立
場
を
明
記
し
て
お
く
。
お
お
よ
そ
中
国
天
台
教
学
史
は
次

の
よ

う
に
概
観
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
天
台
智
顕
に
よ
っ
て
大
成
さ
れ
た
天

台
教
学
の
体
系
は
、
荊
渓
湛
然

・
四
明
知
礼
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
た
。

そ
れ
ぞ
れ

の
間
に
は
暗
黒
時
代
が
存
在
し
た
が
、
中
国
天
台
学

の
盛
華

は
日
本
に
輸
入
さ
れ
今
日
に
至
っ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
知
礼
の
教
学
を

最
後
に
中
国
の
天
台
教
学
か
ら
日
本
の
天
台
教
学
に
視
点
が
移
る
の
が

一
般
的
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
中
国
天
台
教
学
史
は
知
礼
を
境
に

そ
の
前
後

に
大
き
な

へ
だ
た
り
を
持

っ
て
お
り
、
知
礼
以
後

は
ほ
と
ん

ど
顧
ら
れ
な
い
の
が
実
際
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
近
年
さ
ま

ざ
ま
な
研
究
が
す
す
み
、
例
え
ば
、
第
二
期
の
暗
黒
時
代
と
い
わ
れ
る

も
の
も
決

し
て
暗
黒
時
代
と
し
て
片
付
け
ら
れ
る
性
格
の
も
の
で
は
な

く
、
永
明
延
寿
に
見
ら
れ
る
思
想
を
分
析
す
れ
ば
す
で
に
し
て
宋
代
天

台
学
の
萌
芽
が
見
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
一
例
か
ら
も
知
ら
れ
る

よ
う
に
、
従
来
の
固
定
し
た
見
方

で
教
学
を
語

る
こ
と
に
対
応
で
き
な

い
こ
と
が
研
究

の
進
展
と
と
も
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

筆
者
は
研
究
対
象
を
主
に
宋
代
天
台
学
、
そ
れ
も
知
礼
以
後
に
し
ぼ

り
、

い
ろ
ん
な
機
会
に
宋
代
天
台
学
研
究
の
必
要
性
を
述
べ
て
き
た
。

今
回
の
研
究
も
そ
の
延
長
線
上
に
あ
る
が
、
筆
者
は
曹
洞
宗
侶
で
あ
り

護
宗
的
立
場
で
の
論
究
で
は
な
い
こ
と
を
付
記

し
て
お
く
。

二

知
礼
以
後

の
教
学
の
様
子
に
つ
い
て
一
般
的

に
知
ら
れ
る
こ
と
は
次

の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
知
礼
滅
後
の
教
団
は
、
知
礼
擁

護
派
で
あ
る
知
礼
門
下
が
栄
え
い
わ
ゆ
る
山
外
派
は
全
く
振
る
わ
な
か

っ
た
。
時
に
浄
覚
仁
岳
や
神
智
従
義
が
出
て
教
団
に
論
争
を
巻
き
お
こ

し
た
が
大
勢
に
影
響
は
な
く
、
四
明
三
家
と
呼
ば
れ
る
広
智
尚
賢

・
神

照
本
如

・
南
屏
梵
藤
の
三
つ
の
系
統
が
知
礼
の
教
学
を
宣
揚
し
て
い
っ

た
、
と
。

お
そ
ら
く
こ
う
し
た
見
方
の
根
本
に
は
広
智
尚
賢
の
系
統
に

出
た
大
石
志
盤
の

『
仏
祖
統
紀
』

の
記
述
が
大

い
に
参
考
に
な

っ
て
い
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る
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
鳥
地
大
等
が
既
に
指
摘
の
よ
う
に
宋
代

天
台
宗
の
学
派
の
分
裂
は
複
雑
多
岐
に
わ
た
っ
て
お
り
、
思
想
的
に
は

簡
単
に
分
類
す
る
こ
と
が
容
易
で
あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
加
え
て
、

今
日
、
当
時
を
知
る
も
の
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
研
究
資
料
の
ほ
と
ん

ど
は
知
礼
系

の
色
彩
を
色
濃
く
帯
び
て
お
り
、
そ

っ
く
り
そ
の
ま
ま
踏

襲
す
る
こ
と
は
疑
問
が
残
る
。
さ
れ
ぽ
と
い
っ
て
こ
れ
以
上
の
資
料
を

選
定
し
直
す
こ
と
は
不
可
能

で
あ
る
。
要
は
、
残
さ
れ
て
い
る
資
料
を

つ
き
あ
わ
せ
、
で
き
る
限
り
当
時

の
教
学
の
実
際
に
せ
ま
る
こ
と
で
あ

ろ
う
。

安
藤
俊
雄
は
こ
の
未
開
拓

の
分
野
に
初
め
て
足
を
踏
み
入
れ
た
。
彼

は

『
天
台
性
具
思
想
論
』
『
天
台
思
想
史
』
な
ど

一
連

の
著
作
を

通

し

て
、
知
礼
以
後

の
天
台
教
学
を
本
格
的
に
論
じ
た
。
先
に
も
述
べ
た
四

明
三
家
と

い
わ
れ
る
広
智
系

・
神
照
系

・
南
屏
系
の
そ
れ
ぞ
れ
の
教
学

的
特
徴
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
系
統
の
代
表
的
人
物
の
行
状
と

教
学
を
明
ら
か
に
し
た
。
さ
ら
に
、
山
外
派
と
称
さ
れ
た
人
々
の
行
状

と
教
学
に
つ
い
て
も
詳
細
な
検
討
を
加
え
た
。
そ
れ
は
天
台
教
学
研
究

史
上
に
お
い
て
紛
れ
も
な
く

一
大
金
字
塔
を
打
ち
た
て
た
こ
と
で
も
あ

る
し
、
今

日
で
も
わ
れ
わ
れ
を
稗
益
し
研
究
に
資
す
る
と
こ
ろ
大
な
る

も
の
が
あ

る
。
知
礼
以
後

の
教
学
史
を
こ
れ
以
上
本
格
的
に
述
べ
た
も

の
は
他
に
類
を
見
な
い
。

こ
の
よ
う
に
素
晴
し
い
研
究
成
果
で
は
あ
る
が
、
彼

の
論
証
過
程
に

は
時
と
し
て
無
理
が
あ
る
場
面
も
現
わ
れ
る
。
例
え
ぽ
」
浄
覚
仁
岳
を

述
べ
る
段
な
ど
は
そ
れ
で
あ
る
。
筆
者
は
先
の
東

大
で
の
本
学
会
で
そ

の
点

に
関
す
る
私
見
を
述
べ
た
。
概
要
を
繰
り
返
す
と
、
彼
の
仁
岳
研

究
の
視
点
に
は
四
点
あ
り
そ
の
行
状
と
教
学
を
、

四
明
退
去
の
理
由

噂

四
明
退
去
後

の
活
動

・
実
相
論

・
首
楊
厳
経
と

の
関
連
か
ら
考
察
し
、

結
局
の
と
こ
ろ
仁
岳
の
教
学
を
山
家
に
対
す
る
批
判
者
と
し
て
公
平
に

判
断
し
よ
う
と
い
う
従
来
ど
お
り
の
主
張
に
落
ち
着
か
れ

る

の

で
あ

る
。
筆
者
は
こ
の
論
証
の
中
の
二
点
、

四
明
退
去
の
理
由
と
首
楊
厳
経

と
の
関
連
を
と
り
あ
げ
、
さ
ら
に
宋
代
天
台
学

に
お
け
る
仁
岳

の
位
置

と
い
う
視
点
を
加
え
都
合
三
点
の
視
点
か
ら
別

の
見
方
が
で
き
る
の
で

は
な
い
か
と
い
う
主
張
を
し
た
。
問
題
に
な
る
点
は
、
知
礼
系
擁
護

の

立
場
が
は
っ
き
り
し
て
い
る

『
仏
祖
統
紀
』
の
記
述
を
ほ
と
ん
ど
そ

の

ま
ま
採
用
し
て
仁
岳
の
思
想
形
成
過
程
を
類
推

し
て
い
る

こ

と

で
あ

る
。
換
言
す
れ
ば
、
後
世
の
歴
史
観
が
先
入
見
と
し
て
働
い
た
記
述
を

そ
の
ま
ま
使

っ
た
点
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
首
栃
(厳
と
の
関
連
を
述
べ

た
と
こ
ろ
に
も
見
ら
れ
る
。
彼
は
言
う
。

四
明
退
去
後
、
仁
岳
が
最
も
力
を
注
い
だ
の
は
首
樗
厳
経
の
研
究
で
あ
り
、

こ
の
こ
と
は
著
述
の
量
の
多
さ
か
ら
い
っ
て
も
明
白
な
事
実
で
あ
る
。
か
か

る
禅
宗
的
な
思
想
系
統
に
属
す
る
経
典
に
親
ん
だ
仁
岳
が
、
年
と
と
も
に
天

台
の
性
具
説
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
い
っ
た
の
も
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

と
。

つ
ま
り
、
仁
岳
が
知
礼
の
も
と
を
去

っ
て
か
ら
没
頭
し
た
の
は
首

楊
厳
経
で
あ
り
、
そ
れ
は
著
述
量
の
多
さ
か
ら
わ
か
る
。
そ
の
首
楊
厳

経
は
禅
宗
系
統
の
経
典
で
あ
り
そ
れ
が
原
因
で
性
具
説
か
ら
遠
ざ
か

っ

宋
代
天
台
学
と
首
樗
厳
経

(大

松
)
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宋
代
天
台
学
と
首
携
厳
経

(大

松
)

た
と
い
う

の
で
あ
る
。
は
た
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
論
法
で
は

首
娚
厳
経
が
禅
宗
系
統
だ
け
で
重
視
さ
れ
た
経
典
で
あ
る
と
い
う
見
方

が
背
後
に
あ
る
。
ま
た
著
述
量
の
多
さ
が
そ

の
ま
ま
研
究
姿
勢
に
か
か

わ
る
と
す

る
見
方
が
あ
る
。
後
者
に
つ
い
て
は
そ
れ
ほ
ど
の
問
題
が
な

い
よ
う
に
思
え
る
が
、
前
者
に
つ
い
て
は
考
え
て
見
る
必
要
が
あ
る
。

三

首
楊
厳
経
は
具
名
を

「
大
仏
頂
如
来
密
因
修
証
了
義
諸
菩
薩
方
行
首

楊
(厳
経
」
と
い
い
、
唐
の
神
竜
元
年

(七
〇
五
)
に
般
刺
密
帝
が

訳

出

し
、
こ
れ
を
房
融
が
筆
受
、
弥
迦
釈
迦
が
訳
語
し
た
と
さ
れ
る
。
が
、
八

世
紀
初
頭

に
中
国
で
編
ま
れ
た
偽
経
で
あ
る
と
見
る
の
が
隠
当
の
よ
う

で
あ
る
。
偽
経
説

の
た
め
か
日
本

で
の
研
究
の
跡
は
見
ら
れ
な
い
が
中

国
で
は
盛

ん
に
研
鑛
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
村
中
祐
生
に
よ
れ
ば
、
諸

経
典
に
対
す
る
現
存
注
釈
書
を
分
類
し
て
み
る
と
時
代
に
よ

っ
て
経
典

に
対
す
る
関
心
度
に
強
弱
が
あ
り
、
首
楊
厳
経
に
つ
い
て
は
宋
代
以
降

さ
か
ん
に
研
究
さ
れ
た
よ
う
だ
と
い
う
。
ま
た
彼
の
言
を
借
り
れ
ば
、

現
存
す
る
樗
厳
経
諸
註
疏
の
内
、
宋
代
に
関
す
る
も
の
で
注
目
さ
れ
る
の

は
、
天
台
教
観
に
関
し
て
、
い
わ
ゆ
る
山
外
派
に
立
つ
浄
覚
仁
岳
が
現
存
天

台
系
の
最
初
の
註
疏
を
残
し
て
い
る
こ
と
」
明
代
に
関
し
て
は
神
宗
の
万
暦

年
間
を
含
め
明
末
と
清
初
と
井
行
す
る
期
間
に
わ
た
る
凡
そ
六
十
年
間
に
、

現
存
す
る
半
数
の
註
疏
が
述
作
さ
れ
て
い
る
。

と
い
う
。

現
存
す
る
宋
代
の
注
釈
書
は
九
種
類
あ
る
が
、
天
台
系
で
は

仁
岳
の

『楊
厳
経
蕪
聞
記
』
と
宗
印
の

『榜
厳

経
釈
題
』

の
二
種
が
あ

り
、
智
円
や
可
観
の
解
釈
も

一
部
残

っ
て
い
る
。

そ
れ
ら
の
解
釈
に
つ

い
て
は

「宋
代
に
お
け
る
首
楊
厳
経
の
受
容
」
と
い
う
論
題
で
既
に
発

表
済
み
で
あ
る
が
、
要
は
、
智
円

・
仁
岳
と
も
天
台
教
観

の
伝
統
的
解

釈
法
に
の
っ
て
解
釈
し
て
い
る
こ
と
と
、
山
家
派

も
ほ
と
ん
ど
智
円
な

り
仁
岳
な
り
の
解
釈
法
を
と
り
入
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
、

先

の
村
中
も
慎
重
な
表

現

な
が

ら

「楊
厳
経

の
解
釈
に
見
る
天
台
教

義
」
の
中
に
い
う
。

後
世
の
非
は
と
も
か
く
、
智
円
・
仁
岳
の
註
疏
が
最
も
よ
く
天
台
教
観
の

思
想
に
立
脚
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
多
く
の
樗
厳
注
釈
家
が
認
め
て
い

た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
(中
略
)
樗
厳
註
疏
に
関
し
て
は
、
単
に
山
外
の

説
と
の
み
斥
け
ら
れ
な
い
、
一
つ
の
権
威
的
な
形
で
修
学
さ
れ
た
も
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
(中
略
)
宗
印
に
お
い
て
見
ら
れ
る
天
台
系
の
樗
厳
思
想
の
継

承
の
一
端
に
、
智
円
・
仁
岳
の
樗
厳
解
釈
の
立
場
を
単
に
山
外
の
説
と
の
み

排
除
し
尽
さ
な
い
、
容
認
的
な
姿
勢
が
働
い
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

と
。

つ
ま
り
、
首
楊
厳
経
は
宋
代
以
降
宗
派
を
と
わ
ず
盛
ん
に
研
究
さ

れ
た
経
典
で
あ
り
、
思
想
系
統
が
禅
宗
系
統
に
属
す
る
か

ら

と

い

っ

て
、
禅
宗
の
立
場
か
ら
だ
け
関
心
が
よ
せ
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
言

葉
を
換
え
る
と
、
安
藤
が
主
に

『
仏
祖
統
紀
』

の
記
述
を
依
り
所
と
し

て
構
築
し
て
い
っ
た
仁
岳
伝
は
考
察
し
直
す
必
要

が
あ
る
の
で
は
な
い

か
。
と
り
わ
け
、
首
楊
厳
経
を
介
在
さ
せ
て
考
察

し
た
部
分
、
す
な
わ

ち
、
禅
宗
的
な
思
想
系
統
に
属
す
る
経
典
に
親
し
ん
だ
た
め
天
台
の
伝
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統
か
ら
離
れ
て
い
っ
た
と
い
う
図
式
は
、
当
時
の
教
学
的
背
景
か
ら
導

き
出
す
結
論
と
し
て
は
無
理
が
あ
る
。

従
来
の
教
学
史
が
正
統

・
異
端
の
価
値
観
を
持

っ
て
山
家

・
山
外
論

争
を
論
じ
て
来
た
点
は
そ
ろ
そ
ろ
再
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

言
葉
は
適
切
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
保
守

・
革
新
の
価
値
で
論

争
を
見
て
は
ど
う
か
。
す
な
わ
ち
、
前
代
の
湛
然
に
さ
か
の
ぼ

っ
て
解

釈
を
展
開

し
よ
う
と
す
る
の
が
保
守
の
山
家
派
で
あ
り
、
必
ず
し
も
湛

然
の
教
学

に
と
ら
わ
れ
な
い
で
解
釈
を
展
開
し
よ
う
と
す
る
の
が
革
新

の
山
外
派
、
そ
の
立
場
の
違

い
を
鮮
明
に
見
せ
て
く
れ
る
の
が
首
楊
厳

経
へ
の
対
処
の
仕
方
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
湛
然
に
首
楊
厳
経
に
関

す
る
注
釈
書
は
な
い
。
宋
代
に
な

っ
て
盛
ん
に
な
り
始
め
た
首
楊
厳
経

に
対
し
て
、
前
代
に
保
証
を
求
め
て
行
こ
う
と
す
る
教
学
姿
勢
の
山
家

派
で
は
対
応
で
き
な
い
不
利
が
あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
点
」
ベ

ラ
ル
に
柔
軟
に
対
応
す
る
こ
と
が
可
能
な
山
外
派
が
い
ち

早

く

反

応

し
、
や
が

て
は
山
家
派
に
ま
で
影
響
を
与
え
て
い
っ
た
の

で

は
な

い

か
。

つ
ま
り
、
首
楊
厳
経
を
天
台
教
観
の
中
で
何
如
に
位
置
づ
け
る
か

が
知
礼
以
後
の
教
団
で
は
問
題
と
さ
れ
、
歴
史
家
か
ら
は
異
端
と
さ
れ

た
智
円
や
仁
岳

の
解
釈
が
、
実
際
は
天
台
の
伝
統
的
解
釈
に
組
み
入
れ

ら
れ
研
鑛

さ
れ
て
行

っ
た
と
見
る
の
が
自
然
な
見
方
で
は
な
い
か
。

四

以
下
の
三
点
か
ら
問
題
を
整
理
す
る
。

第

一
点
、
宋
代
天
台
学

の
位
置
。
知
礼
に
至
る
ま
で
の
お
よ
そ
五
百

年

の
歴
史
は
、
現
在
に
至
る
ま
で
の
九
百
年
の
歴
史
を
抜
き
に
し
て
は

語
り
つ
く
せ
な
い
。
い
っ
て
み
れ
ば
表

の
華
や
か
な
五
百
年
は
裏

の
地

味
な
九
百
年
を
見
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
さ
ら
に
輝
き
を
増
す
。
そ
の
転

回
点
は
ま
さ
に
宋
代
に
求
め
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、
宋
代
天
台
学
を
考
え

る
こ
と
は
中
国
天
台
教
学
史

の
転
回
点
を
探
る

こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

第
二
点
、
山
家

・
山
外
論
争
の
捉
え
方
。
正
統

・
異
端
の
価
値

に
と

ら
わ
れ
た
論
争
の
捉
え
方
は
反
省

の
時
期
を
迎
え
て
い
る
。
正
し
い
か

否
か
で
は
な
く
、
ど

の
よ
う
な
対
処
の
仕
方
を
し
た
か
が
中
心
に
問
わ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
『
仏
祖
統
紀
』

の
記
述
を
依
り
所
と
し

て
山

家

・
山
外
を
分
類
し
、
そ
の
主
張
や
論
点
ま
で
が
完
全
な
色
分
け
を
さ

れ
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
点
は
省
み
る
必
要
が
あ
る
。
完
全
に
固
定
さ
れ

た
も
の
で
は
な
い
。

第
三
点
、
首
榜
厳
経
の
位
置
。
本
経
典
は
宋

代
に
な
っ
て
盛
ん
に
研

鐙
さ
れ
た
経
典
で
あ
り
、
決
し
て
禅
宗
系
統
だ
け
に
支
持
さ
れ
た
も
の

で
は
な
い
。
各
宗
の
碩
学
が
自
宗
の
教
学
体
系

の
中
に
何
如
に
位
置
づ

け
る
か
に
腐
心
し
、
自
説
の
開
陳
を
行

っ
て
い
た
宋
代
仏
教
の
自
由
な

学
場
に
こ
そ
研
究
さ
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
経
典
で
あ

っ
た
。

そ
の
研
鑛
の
跡
を
た
ど
る
こ
と
は
知
礼
以
後

の
天
台
教
学
を
考
え
る

上

で
ど
う
し
て
も
は
ず
す
こ
と
の
で
き
な
い
重
要
な
点
で
あ
る
。

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉

宋
代
天
台
学
、
首
樗
厳
経
、
天
台
教
学
史
、
山
家
山
外

(専
修
大
学
北
上
高
校
教
諭
)

宋
代
天
台
学
と
首
樗
厳
経

(大

松
)
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