
天
台
大
師
教
学
の
綱
要

関

口

真

大

「
五
時
八
教
は
天
台
教
判
に
非
ず
」
と
い
う
題
目
を
か

か
げ
、
昭
和

四
十
七
年
度
の
印
仏
学
会
学
術
大
会
で
、
今
後
の
仏
教
学
界
か
ら

一
、
五
時
八
教
を
天
台
大
師
が
立
て
た
も
の
で
あ
る
と
説
く
こ
と
、

二
、

一
般
仏
教
、
仏
教
教
理
史
、
各
宗
綱
要
の
講
述
に
際
し
て
五
時

八
教
を
綱
要
と
し
て
天
台
教
学
を
紹
介
し
講
義
す
る
こ
と
、

の
風
潮
と

を
と
も
に
絶
ち
切

つ
て
い
た
だ
き
た
い
、
と
要
請
し
た
。

爾
来

そ
れ
が

「
五
時
八
教
廃
棄
論
」
な
ど
と
呼
ば
れ
、

そ
れ
に
対
し

て
、
賛
否

の
論
や
疑
義
が
各
方
面
か
ら
提
起
さ
れ
て
来
た
o
こ
れ
ら
の

う
ち
代
表
的
な
疑
義
は
印
仏
研
四
六
の

関
口
博
士
の
五
時
八
教
廃
棄
論

へ
の
疑
義

佐
藤
哲
英

・
浅
田
正
博

で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
私
か
ら
印
仏
研
四
七
に

天
台
教
相
論
に
つ
い
て
ー

佐
藤
博
士
の
疑
義
に
対
す
る
疑
義

を
呈
し
、
印
仏
研
四
七
で

天
台
五
時
八
教
論
に
つ
い
て
ー

関
口
博
士
の
疑
義

二
十
五
力
条
に
対
す
る
回
答
ー

佐
藤
哲
英

を
い
た
だ
い
た
。
今
回
は
そ
の
疑
義
と
回
答
と
を
対
照
せ
し
め
た
い
の

で
は
あ
る
が
、
そ
の
双
方
の
全
文
を
掲
載
す
る
こ
と
は
限
ら
れ
た
紙
数

で
は
と
う
て
い
不
可
能
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
大
体
は
、
大
正
大
学
研
究

紀
要
六
二
輯
に
掲
載
し
た

天
台
教
相
論
に
つ
い
て
の
論
争
の
経
過
と
結
末

に
ゆ
ず

つ
て
お
く
。
そ
し
て
い
ま
は
、
そ
れ
ら

の
問
答
か
ら
さ
ら
に

一

歩
を
進
め
た
問
題
を
提
起
し
て
お
き
た
い
。

二

従
来
の
問
答
往
復
を
見
て
、

一
、
天
台
三
大
部
を
は
じ
め
天
台
大
師
の
い
か
な
る
選
述
に
も

「
五

時
八
教
」
と
い
う
言
葉
は
な
い
。

二
、
同
じ
く
天
台
大
師
に
は

「化
儀
四
教
」
「化
法
四
教
」
乃
至

「化

儀

・
化
法
」
と
い
う
用
語
も
な
い
。

三
、
天
台
大
師
に
は
五
時
八
教
と
呼
ば
れ
得
る
組
織
に
よ
つ
て
教
相

天
台
大
師
教
学

の
綱

要

(
関

口
)
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天
台
大
師
教
学

の
綱
要

(
関

口
)

ま
た
は
教
判
を
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
も
な
い
。

四
、

五
時
八
教
と
は
後
世
に
下

つ
て
の
シ
ナ
天
台
に
お
け
る
所
産
で

あ
る
。

な
ど
の
諸
点
に
お
い
て
は
、
佐
藤
博
士
も
全
く
私
と
所
見
を
を
同
じ
う

し
て
来

ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
佐
藤
博
士
は
、

け
れ
ど
も
私
は
五
時
八
教
を
天
台
大
師
の
思
想
を
う
け
つ
い
で
形
成
さ
れ
た

教
判
だ
と
考
え
て
い
ま
す
の
で
、
五
時
八
教
と
形
成
さ
れ
て
く
る
思
想
の
根

源
ま
で
天
台
大
師
に
な
か
つ
た
と
は
考
え
て
い
ま
せ
ん
。
随
つ
て
に
わ
か
に

貴
説
に
は
賛
成
い
た
し
か
ね
ま
す
。

と
い
い
、
ま
た
、

さ
て
五
時
八
教
は
後
世
天
台
宗
の
教
学
と
し
て
大
成
さ
れ
た
も
の
で

す
か
ら
、
直
ち
に
こ
れ
を

「
智
顕
教
学
」
(博
士
の
天
台
学
)
に
あ
て

は
め
る
こ
と
は
少
し
無
理
で
し
よ
う
。

と
い
つ
て
い
る
o
五
時
八
教
は
天
台
大
師
が
説
い
た
教
判
で
あ
る
と
し

て
露
ほ
ど
も
そ
れ
を
疑
わ
な
か
つ
た
従
来
の
常
識
か
ら
い
え
ば
、
こ
れ

だ
け
で
も
ず

い
ぶ
ん
人
を
驚
か
す
に
足
る
重
大
な
発
言
で
あ
る
。
し
た

が
つ
て
次
に
は
、

天
台
大
師
に

「
五
時
八
教
」
の
言
葉
が
な
い
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
用
語
が
一

つ
の
組
織
と
し
て
ま
だ
充
分
形
成
さ
れ
て
い
な
か
つ
た
か
ら
で
し
よ
う
。

と
い
い
、
さ
ら
に
は
、

天
台
大
師
の
偉
大
な
思
想
体
系
は
、
そ
の
前
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
飛
躍
的

進
展
を
見
せ
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
六
十
年
の
生
涯
中
に
億
な
お
未
完
成
部
分

も
い
く
ら
か
は
残
さ
れ
た
も
の
が
あ
つ
た
と
考
え
て
お
り
、
こ
の
五
時
八
教

も
未
完
成
の
教
学
の
一
で
は
な
か
つ
た
か
と
思
つ
て
い
ま
す
。

な
ど
と
い
つ
て
い
る
。

私
を
し
て
卒
直
に
い
わ
し
て
い
た
だ
け
ば
、
私
に
は
佐
藤
博
士
が
、

天
台
大
師
そ
の
人
の
教
学
を
指
し
て
不
充
分
だ
と
か
未
完
成
だ
と
か
未

熟
だ
と
か
評
し
得
る
ほ
ど
の
偉
大
な
学
者
で
あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。

何
故
に
こ
の
よ
う
な
不
遜
な
暴
言
妄
論
を
敢
え
て
な
さ
る
の
で
あ
ろ

う
か
。

三

五
時
八
教
の
内
容
と
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、

一
、
五
時
は
、
「
五
時
」
で
な
く
、
「
五
味
」
に
重
点
を
お
い
た
理
解

に
改
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
、
化
儀
四
教
と
さ
れ
る
頓

・
漸

・
不
定

・
秘
密
の
四
教
と
、
天
台

大
師
が
法
華
玄
義
巻
第
十
、
維
摩
経
玄
疏
巻
第
六
に
説
い
て
い
る
頓

教

・
漸
教

・
不
定
教

・
秘
密
教
と
は
名

同
義

異
、

(佐
藤
博
士
に
よ
れ

ば
同
名
異
旨
)
の
も
の
で
あ
る
。

三
、
化
法
四
教
と
さ
れ
る
蔵

・
通

・
別

・
円
の
四
教
は
、
天
台
大
師

自
身

の
大
本
四
教
義

(維
摩
経
玄
疏
)
に
基
づ
い
て
理
解

さ
れ
る

べ

き
で
あ
る
。

と
す
る
諸
点
、
お
よ
び
天
台
大
師
教
相
論
の
全
体
に
つ
き
、

四
、
天
台
大
師
の
教
相
と
な
ら
ば
、
法
華
玄
義
巻
第
十
の
所
説
を
見
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る
べ
き
で
あ
る
。

五
、

天
台
大
師
の
教
相
論
は
、
経
教
の
勝
劣
判
定
が
主
眼
で
は
な
く
、

全
仏
教

の
一
仏
乗

へ
の
開
会
統
合
が
趣
旨
で
あ
る
。

と
す
る

こ
と
に
つ
い
て
も
、
私
の
所
説
に
ほ
ぼ
同
意
を
表
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
佐
藤
哲
英
博
士
の
最
後
的
な
回
答
の
な
か
に
、

貴
師
の

「天
台
教
相
論
」
を
拝
見
し
ま
す
と
、
な
お
三
大
部
中
心
の
既
成
観

念
の
残
津
が
な
に
ほ
ど
か
感
ぜ
ら
れ
ま
す
。
わ
れ
わ
れ
は
従
来
の
先
入
観
念

の
す

べ
て
を
払
拭
し
て
、
純
学
術
的
立
場
で
虚
心
に
天
台
大
師
智
顕
の
思
想

教
学
を
研
究
す
べ
き
で
す
。
い
わ
ゆ
る
天
台
教
相
論
の
研
究
も
そ
の
一
環
を

な
す
も
の
で
す
が
、
こ
の
場
合
に
は
五
時
八
教
な
る
先
入
観
念
か
ら
の
脱
皮

が
必
要
な
こ
と
は
申
す
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

と
い
つ
て
い
る
。
従
来

の
先
入
観
念

の
す

べ
て
を
払
拭
し
て
、
純
学
術

的
立
場

で
虚
心
に
天
台
大
師
智
顕
の
思
想
教
学
を
研
究
し
て
こ
そ
天
台

教
相
論

の
研
究
も
成
立
つ
と
い
う
主
張
は
、
ま
さ
に
そ
の
と
お
り
で
あ

る
。

こ
の
場
合
、
五
時
八
教
な
る
先
入
観
念
か
ら
の
脱
皮
が
必
要
だ
と

さ
れ
る
こ
と
は
、
私
の
主
張
を
全
く
承
認
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
佐
藤

哲
英
博

士
の
ご
と
き
天
台
大
師
研
究
の
権
威
者
と
自
他
と
も
に
許
さ
れ

て
い
る
人
が
こ
の
よ
う
に
い
う
こ
と
は
、
私
と
し
て
は
ま
こ
と
に
力
強

い
か
ぎ
り
で
あ
る
。

し
か
る
に

コ
ニ
大
部
申
心
の
既
成
観
念

の
残
津
」
と
は
な
に
を
意
味

し
て
い
る
の
か
、
私
に
は
わ
か
ら
な
い
。
払
拭
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

先
入
観
念
の

一
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
が
、
天
台
大
師
の
思
想

教
学
を
研
究
す
る
に
は
、
虚
心
に
天
台
三
大
部

を
中
心
と
す
る
天
台
大

師

の
撰
述
に
依
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う

の
が
、
私
の
主
張
の
中

心
観
念
で
あ
る
。
そ
れ
を

「
三
大
部
中
心
の
既
成
観
念

の
残
澤
」
な
ど

と
評
し
て
払
拭
し
去
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
こ
と
を
い
わ
れ
る

こ
と
は
、
私
と
し
て
は
い
か
ん
と
し
て
も
承
服
し
か
ね
る
。

い
つ
た
い
佐
藤
博
士
は
天
台
三
大
部
等
を
捨

て
て
、
何
に
よ
つ
て
天

台
大
師
の
思
想
教
学
を
研
究
さ
れ
る
の
か
。

そ
も
そ
も
何
の
た
め
に
天

台
大
師
教
学
を
研
究
さ
れ
る
の
か
。
改
め
て
う

か
が
い
た
い
。

四

佐
藤
博
士
は
、
法
華
玄
義
巻
第

一
と
巻
第
十
に
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
を

「
一
巻
教
相
」
「
十
巻
教
相
」
と
よ
ぴ
、

天
台
の
教
相
を
ば

「十
巻
教
相
」
に
す
わ
っ
て
見
よ
う
と
さ
れ
る
貴
師
の
御

所
見
を
否
定
し
よ
う
な
ど
、
私
は
毛
頭
考
え
て
お
り
ま
せ
ん
。

と
い
い
な
が
ら
も
、
二

巻
教
相
L
と

「
十
巻
教
相
」
を
同
等

に
見

る

べ
き
だ
と
す
る
。

こ
れ
は
従
来
も

二

十
教
相
不
同
」
と
し
て
、

一
個

の
論
題
に
な

つ
た
こ
と
の
あ
る
問
題

で
あ
る
。
け
れ
ど
も

二

巻
教

相
」
は
五
時
八
教
、
「
十
巻
教
相
」
が
三
種
教
相
で
あ

る
と
し
て
、
全

く
異
な
つ
た
教
相
を
説
い
て
い
る
か
の
ご
と
く

に
見
る
こ
と
が
許
さ
れ

る
か
否
か
は
大
な
る
疑
問
で
あ
る
o
こ
と
に
巻
第

一
に
説
か
れ
て
い
る

頓

・
漸

・
不
定
と
巻
第
十
に
説
か
れ
て
い
る
頓

・
漸

・
不
定
と
の
同
異

な
ど
天
台
大
師
自
身
は
す
こ
し
も
問
題
に
し
て
い
な
い
。
そ
れ
を
同
名

天
台
大
師
教
学
の
綱
要

(関

口
)
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台
大
師
教
学
の
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要

(関

ロ
)

異
旨
だ
な
ど
と
論
ず
る
こ
と
は
、
天
台
大
師
そ
の
人
を
精
神
分
裂
者

の

ご
と
く
に
見
る
こ
と
で
あ
る
。
私
が
名
同
義
異
と
呼
ん
だ
の
は
、
五
時

八
教

の
化
儀
四
教
と
法
華
玄
義

の
頓

・
漸

・
不
定
と
の
相
異

で
あ

つ

て
、
玄
義
巻
第

一
と
巻
第
十
の
間
に
そ
れ
が
あ
る
と
い
う

の
で
は
な

い
。
私

は
巻
第

一
と
巻
第
十
の
所
説
と
は
と
も
に
同

一
法
華
玄
義
の
な

か
の
所
説
と
し
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
の
も
の
で
あ
る

と
考
え

る
。

一
十
教
相
不
同
な
ど
と
し
、
両
巻
の
頓
漸
不
定
を
同
名
異

旨
の
も

の
と
見
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
。
ど
う
し
て
そ
の
よ

う
な
不
合
理
な
見
方
が
生
じ
た
の
か
。
そ
れ
は
天
台
大
師
が
説
い
た
教

相
は
五
時
八
教
で
あ

つ
た
と
す
る
先
入
観
念
の
た
め
で
あ
る
と
い
わ
ざ

る
を
得
な
い
o
す
な
わ
ち
巻
第

一
が
五
時
八
教
を
説
い
て
い
る
と
見
る

こ
と
が
誤
ま
り
の
根
源
な
の
で
あ
る
o

五

五
時

八
教
固
執
者
は
、
法
華
玄
義
巻
第
十

の
教
相
玄
義
に
い
わ
ゆ
る

化
法
四
教
が
説
か
れ
て
い
な
い
こ
と
を
語
る
と
共
に
、
化
儀
四
教
に
該

当
す
る
と
思
つ
て
い
る
も
の
が
、
三
種

の
教
相
に
終

つ
て
い
る
こ
と
に

つ
い
て
、
そ
れ
は
対
他
的

の
も
の
で
、
天
台
大
師
の
独
自
の
教
相
義
で

は
な
い
と
す
る
。
す
な
わ
ち
南
三
北
七
等

の
教
判
に
お
い
て
す
で
に
説

か
れ
て

い
た
の
が
頓

・
漸

・
不
定
の
三
教
で
あ
る
か
ら
、
天
台
大
師
が

そ
れ
に
準
じ
て
三
教
だ
け
を
説
い
た
の
で
あ
る
と
す
る
。

け
れ
ど
も
周
知

の
ご
と
く
法
華
玄
義
は
名

・
体

・
宗

・
用

・
教
相

の

五
重
玄
義
を
も

つ
て
構
成
さ
れ
て
お
り
、
第
五
重
の
教
相
玄
義
が
そ
の

巻
第
十
に
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
も

そ
の

一
段
は
、

一
、
大
意
。

二
、
異
を
出
だ
す
o
三
、
難
を
明
か
す
。
四
、
去
取
。

五
、
判
教
o

の
五
段
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
そ
の
第

一
の

「
大
意
」
は
教

相
な
る
も
の
を
扱
う
大
意
で
、
そ
こ
に
説
か
れ
て
い
る
の
は
、
巻
第

一

上
に
、
五
重
玄
義
な
る
も
の
に
つ
い
て
総
体
的

に
各

々
の
名
義
や
相
互

の
関
係
な
ど
を
示
し
て
い
る
い
わ
ゆ
る
七
番
共
解

の
な
か
に
説
か
れ
て

い
る
も
の
で
、
教
相
三
意
と
い
わ
れ
、
教
相
を
判
釈
す
る
場
合

の
基
本

的
意
義
原
則
に
つ
い
て
の
理
解
の
仕
方
で
あ
る
。

第
二
項
の

「
異
を
出
だ
す
」
で
は
い
わ
ゆ
る
南
三
北
七
の
諸
家
の
教

判
を
列
記
し
、
第
三
項
の

「難
も
明
か
す
」
で
そ
れ
ら
諸
家
の
教
判
に

対
し
て

一
一
に
厳
密
な
批
判
を
加
え
、
第
四
項

の

「去
取
」
に
お
い
て

そ
れ
ら
の
批
判
検
討
の
結
果
、
南
三
北
七
の
諸
教
判
の
な
か
か
ら
取

つ

て
用
う
べ
き
部
分
と
捨
て
て
用
う
べ
か
ら
ざ

る
部
分
と
を
明
ら
か
に

し
、
こ
の
よ
う
な
充
分
な
準
備
の
の
ち
に
つ
い
で
第
五
項
の
教
相
に
い

た
つ
て
は
じ
め
て
大
師
自
身
の
教
相
論
を
述

べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ

の
大
綱
が
三
種
教
相
で
あ
る
。

し
か
も
こ
の
三
種
の
教
相
を
説
く
に
つ
い
て
、
初
め
に

今
、
此
の
三
教
を
釈
す
る
に
、
各
、
二
解
を
作
す
。

一
に
は
教
門
に
約
し
て

解
し
、
二
に
は
観
門
に
約
し
て
解
す
。

と
し
て
三
教
に
対
す
る
教
門
観
門
か
ら
の
そ
れ
ぞ
れ
の
解
説
を
な
し
、
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教
門
は
、
信
行
の
人
の
た
め
に
ま
た
聞
の
義
を
成
じ
、
観
門
は
、
法
行
の
人

の
た
め
に
は
ま
た
慧
の
義
を
成
ず
。
い
ま
信
法
の
両
行
を
弁
じ
て
化
法
を
明

か
す
に
、
お
の
お
の
三
意
を
作
す
。
前
の
諸
教
に
経
て
、
一
科
と
し
て
諸
の
法

師
に
異
な
ら
ざ
る
こ
と
あ
る
こ
と
な
し
。
も
し
修
禅
学
道
せ
ん
と
欲
す
る

に
、
前
の
諸
観
に
経
て
、
法
行
の
人
の
た
め
に
安
心
の
法
を
説
き
、
巴
科
と

し
て
世
間
の
禅
師
と
同
じ
き
も
の
あ
る
こ
と
な
し
。

と
ま
で
い
つ
て
、
自
分
の
教
相
論

の
特
殊
性
を
強
調
し
、

こ
れ
を
略
し
て
教
観
の
大
意
を
点
じ
、
大
い
に
仏
法
を
該
う
と
名
つ
く
。

と
い
つ
て
い
る
o
「
大
い
に
仏
法
を
該
う
」
は
荊
渓
湛
然

が

二

化

に

該
通
す
L
と
注
し
て
い
る
よ
う
に
仏

一
代
の
教
化
を
馨
く
し
て
尽
く
さ

ざ
る
も

の
は
な
い
意
味
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
わ
れ
わ
れ
は
天
台
大
師
の

教
相
判
釈
の
大
綱
、
教
観
二
門

の
綱
要
は
、
こ
こ
に
こ
そ
そ
れ
を
見
る

べ
き
で
あ
り
、

こ
こ
に
説
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
以
外
に
そ
れ
を
考
え
る

べ
き
で
は
な
い
。

此
の
三
、
名
は
旧
に
同
じ
き
も
、
義
は
異
な
る
。

と
言
明

し
て
い
る
所
似
は
、
天
台
大
師
自
身
が
説
い
て
い
る
頓
教

・
漸

教

・
不
定
教
の
三
教
が
華
厳
経
を
頓
教
と
し
、
阿
含

・
方
等

・
般
若

・

法
華
.

浬
契
の
五
時
を
漸
教
と
し
、
勝
髭
経
等
の
部
類
を
偏
方
不
定
教

と
し
た
旧
来
の
頓

・
漸

・
不
定
の
三
教

の
理
念
と
は
全
く
異
な
る
も
の

で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
天
台
大
師

は
、
頓
教
を
説
く
に
当

つ
て
、
華
厳
経
の
ほ
か
、
法
華
経

・
浬
墾
経

・

維
摩
経

・
大
品
般
若
経
の
句
な
ど
に
依
つ
て
頓
教
と
名
づ
け
ら
れ
る
教

相
を
示
し

「諸
大
乗
経
の
、
此
の
如
き
類
例
を
、
皆
、
頓
教
の
相
と
名

つ
く
、
頓
教
の
部
に
は
非
ず
」
と
結
ん
で
い
る
。
こ
こ
に
頓
教
の
部
に

非
ず
と
い
つ
て
い
る
の
は
、
華
厳
経
だ
け
を
頓
教
と
す
る
頓
教
を
否
定

す
る
意
味
で
あ
る
。
そ
れ
は
南
三
北
七
の
旧
教
判
に
お
け
る
頓
教
の
観

念
の
否
定
で
あ
る
が
、
同
時
に
同
じ
く

「頓
教
と
は
華
厳
経
な
り
」
と

い
う
五
時
八
教
の
な
か
の
頓
教
の
観
念
も
ま
た
否
定
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
ま
た
天
台
大
師
が
説
く
漸
教
と
は
、
四
教
五
味
の
全
般
に
わ
た

つ
て
次
第
に
調
熟
す
る
漸
教
な
の
で
あ
つ
て
、

こ
れ
は

漸
教
の
相
に
し
て
、
漸
教
の
部
に
非
ず
。

と
い
つ
て
い
る
よ
う
に
、
阿
含

・
方
等

・
般
若

・
法
華

・
浬
葉
の
五
時

を
漸
教
と
し
た
旧
教
判

の
漸
教
の
観
念
の
否
定

で
あ
る
。

す
な
わ
ち
天
台
大
師
教
相
論
に
お
い
て
は
、

漸
教
か
ら
華
厳
経
、
華

厳
時
を
除
外
し
て
は
な
ら
な
い
o
漸
教
か
ら
い
え
ば
そ
れ
は
擬
宜
の
た

め
の
教
で
あ
り
、
座
に
あ
れ
ど
も
聾
の
ご
と
く
唖
の
ご
と
く
で
あ

つ
た

二
乗
も
、
や
が
て
誘
引

・
弾
呵

・
淘
汰
、
開
会

に
よ
つ
て
乳

・
酪

・
生

蘇

・
熟
蘇

・
醍
醐

へ
と
次
第
に
融
熟
し
て
ゆ
く

の
で
あ
り
、
ま
た

漸
と
は
、
蔵
通
別
円
な
り
。

と
い
つ
て
い
る
よ
う
に
、
蔵

・
通

・
別

・
円
と
次
第
し
、
析
空
観

・
体

空
観

・
次
第
三
観

・
一
心
三
観
と
開
悟
を
進
め
て
ゆ
く
の
が
、
漸
教
な

の
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
阿
含
、
方
等
、
般
若
の
三
時
、
三
部
の
み

を
漸
教
と
す
る
五
時
八
教
判
の
漸
教
の
観
念
は
な
お
い
つ
そ
う
否
定
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

天
台
大
師
教
学

の
綱
要

(
関

口
)
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こ
れ
を
不
定
教
の
相
と
名
つ
く
、
不
定
の
部
に
非
ず
。

も
、
同
じ
こ
と
で
あ

つ
て
、
旧
来
の
偏
方
不
定
教
の
部

の
否
定
で
あ
る

と
同
時

に
、
前
四
時

の
経
典
を
不
定
教
と
す
る
五
時
八
教
の
観
念
も
ま

た
許
さ
れ
な
い
。

佐
藤
博
士
は
、
化
儀
四
教
が
化
法
四
教
と
と
も
に
天
台
大
師
に
あ
っ

た
か
の
ご
と
く
に
い
う
け
れ
ど
も
、

一
面
で
は
、
天
台
大
師
の
頓

・
漸
・

不
定

・
秘
密
と
五
時
八
教
の
化
儀
四
教
の
頓

・
漸

・不
定
・
秘
密
と
は
、

名
は
同
じ
で
も
義
旨
は
異
な
つ
た
こ
と
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
し
、

す
で
に
天
台
大
師
に
は

「
化
儀
四
教
」
ま
た
は

「化
儀

・
化
法
」
の
名

義
さ
え
も
な
い
こ
と
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

天
台
大
師
に
化

儀
四
教
が
あ
つ
た
と
す
る
こ
と
は
、
甚
だ
し
い
自
己
矛
盾
で
あ
る
。

六

さ
て
、
法
華
玄
義
巻
第
十
に
説
か
れ
て
い
る
の
は
頓

・
漸

・
不
定
の

三
種
教
相
で
あ
り
、
維
摩
経
玄
疏
巻
第
六
に
説
か
れ
て
い
る
の
は
頓

・

漸

・
不
定

・
秘
密
の
四
教
で
あ
る
が
、
三
教
が
も
と
で
そ
れ
が
後
に
四

教
に
展
開
さ
れ
た
と
見
る
か
、
却
つ
て
四
教
が
三
教
に
約
め
ら
れ
た
も

の
で
あ
る
か
の
問
題
が
残
る
。
私
は
後
者

の
見
方
を
取
る
。
な
る
ほ
ど

維
摩
経
玄
疏
は
法
華
玄
義
よ
り
後
の
撰
述
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
点
か
ら

い
え
ば
三
教
が
や
が
て
の
四
教
に
展
開
し
た
と
も
見
ら
れ
よ
う
が
、
法

華
玄
義

に
お
い
て
も
、
巻
第

一
に
は
、
五
時
八
教
論
者
が
化
儀
四
教
の

典
拠
を
巻
第
二

の
教
相
に
求
め
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
、
そ
こ
に
す

で
に
頓

・
漸

・
不
定

・
秘
密
の
四
教
の
名
が
説

か
れ
て
い
る
の
で
あ
る

か
ら
、
三
種
教
相
が
説
か
れ
る
以
前
に
四
教
が
あ

つ
た
こ
と
が
知
ら
れ

る
。
す
な
わ
ち
巻
第
十
で
は
、
不
定
教
と
は
顕
露
不
定
教
、
秘
密
教
と

は
秘
密
不
定
教

の
略
称
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
二

つ
の
不

定
教
を
併
わ
せ
て
不
定
教
と
称
し
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
維
摩

経
玄
疏
巻
第
六
の
教
相
段
に
は
、
頓
漸

・
不
定

・
秘
密
の
四
教
の
名
を

つ
ら
ね
。

備
さ
に
は
法
華
玄
義
に
出
づ
。

と
い
い
、
そ
の
内
容
の
す

べ
て
を
法
華
玄
義
に
ゆ
ず

つ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
o

さ
て
ま
た
、
五
時
八
教
固
執
者
は
、
玄
義
巻
第
十
は
三
種
教
相
と
し
、

五
時
八
教

の
血
ハ拠
を
巻
第
二

に
の
み
求
め
、

一
十
教
相
不
同
な
ど
と
称

し
、
巻
第
十
に

つ
い
て
は
、

古
来
議
し
て
い
わ
く
、
問
う
、
諸
文
、
一
家
の
判
教
は
、
皆
、
八
教
に
約
し

て
五
時
を
判
ず
。
此
の
中
に
は
何
ぞ
化
法
四
教
を
没
し
、
及
び
化
儀
に
於
て

秘
密
を
閾
く
や
。
又
、
頓
は
則
ち
教
に
約
し
、
漸
は
則
ち
説
の
次
第
に
約
し
、

不
定
は
則
ち
毒
発
に
約
し
て
、
乃
ち
通
途
の
頓

・
漸

・
不
定
と
其
の
義
同
じ

か
ら
ざ
る
や
。

と
い
う
疑
問
を
発
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
は
、
五
時
八
教
が
も
し
天
台
大

師
の
説
い
た
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
当
然
起
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
疑

問
で
あ
る
。
し
か
る
に
法
華
玄
義
そ
れ
自
体
に
お
い
て
は
、
そ
の
間
に

何
等
の
説
明
も
加
え
て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
天
台
大
師
自
身
に
お
い
て
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は
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
問
題
に
な
ら
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。

七

化
法
四
教
に
つ
い
て
私
が
主
張
し
て
い
た
こ
と
は
、

一
、
蔵

・
通

・
別

・
円
の
四
教
は
、
五
時
八
教
な
ど
と
称
し
、
い
わ

ゆ
る
教
判
の
な
か
に
組
み
入
れ
る

べ
き
で
は
な
い
。

二
、

こ
の
四
教
は
、
教
義
ま
た
は
教
理
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
教
判
と

は
異
な
つ
た
次
元
に
お
い
て
学
ば
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

三
、

こ
の
四
教
は
、大
本
四
教
義
に
よ

つ
て
学
ば
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

四
、

五
時
八
教
説
こ
と
に
諦
観
の
天
台
四
教
儀

に
見
る
化

法
四
教

は
、

そ
の
要
略
の
仕
方
が
き
わ
め
て
拙
劣
で
あ
る
。

と
い
う

こ
と
な
ど
で
あ
る
。

蔵
通
別
円
の
四
教
は
、
天
台
大
師
の
説
く
仏
教
教
理
の
理
解

の
基
礎

知
識
と
し
て
き
わ
め
て
大
事
な
も
の
で
あ
る
o
け
れ
ど
も
、
三
大
部
に

は
そ
の
組
織
的
な
解
説
は
な
い
o
大
本
四
教
義
は
維
摩
経
玄
義

の
一
部

で
あ
る
o
維
摩
経
は
方
等
部
に
属
す
る
代
表
的
な
経
典

で
、
四
教

の

「対
」
説
を
特
色
と
す
る
o
し
た
が

つ
て
四
教
全
般
に
つ
い
て
の
知
識

が
な
け
れ
ば
維
摩
経
の
所
説
は
理
解

で
き
な
い
。
こ
れ
が
維
摩
経
玄
疏

に
お
い
て
四
教
の
教
義
が
詳
説
さ
れ
て
い
る
所
以
で
あ
る
o
四
教
を
対

比
し
て
詳
説
す
る
こ
と
は
、
自
か
ら
大
小
偏
円
の
差
別
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
に
な
り
、
弾
偏
折
小
嘆
大
褒
円
の
弾
呵
と
な
る
。
三
即

一
、
権

即
実

の

一
仏
乗
開
会
が
法
華
経
で
あ
る
と
す
る
天
台
大
師
の
法
華
大
部

に
い
ま
さ
ら
大
小
偏
円
の
差
別
な
ど
が
論
ぜ
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。

ま
た
、
法
華
玄
義
に
は

当
に
知
る
べ
し
、
此
の
経
は
、
唯
だ
如
来
の
設
教
の
大
綱
を
論
じ
、
微
細
の

網
目
を
委
し
く
せ
ず
。

と
い
つ
て
い
る
。
大
綱
と
し
て
の
頓

・
漸

・
不
定
の
三
教
が
詳
説
さ
れ

る
の
み
で
、
そ
の

一
一
の
内
容
の
綱
目
を
説
明
す
る
た
め
の
蔵
通
別
円

の
四
教

の
解
説
が
見
ら
れ
な
い
所
以
で
あ
る
。

大
本
四
教
義
を
見
る
と
、

い
わ
ゆ
る
四
教
四
門
が
重
要
な
位
置
を
占

め
て
い
る
o

四
教
に
そ
れ
ぞ
れ
四
門
あ
り
と
し
、
蔵
教
に
お
い
て
は
有
門
に
毘
曇
宗

を
、
蔵
教
の
空
門
に
成
実
宗
を
配
す
る
な
ど
し
て
、
婆
沙
論
と
成
実
論

と
を
な
ら
べ
て
蔵
教
の
教
義
を
説
い
て
い
る
。

五
時
八
教
説
で
は
有
門

に
よ

つ
て
の
み
蔵
教
の
内
容
を
示
し
、
空
門
の
成
実
論
に
は

一
言
も
触

れ
な
い
。

通
途
の
五
時
八
教
論
に
お
い
て
は
、
化
儀
四
教
は
五
時
と
合
揉
し
て

き
わ
め
て
簡
略
に
叙
述
し
、化
法
四
教
の
叙
述

に
重
点
を
お
い
て
い
る
。

こ
れ
は
大
綱
を
忘
れ
て
網
目
の
叙
述
に
走

つ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
蔵

教
に
つ
い
て
も
婆
沙
論
に
よ
る
名
相
の
紹
介
に

の
み
力
を
入
れ
、
空
門

と
成
実
論
の
存
在
を
忘
れ
て
い
る
。
三
界
六
道
、
見
惑
思
惑
、
三
賢
七

聖
な
ど
の
詳
説
を
し
て
い
る
余
裕
が
あ
る
な
ら
、
何
故
、

い
わ
ゆ
る
四

門
の
存
在
に
つ
い
て

一
言
も
し
な
い
の
か
。
甚

だ
し
く
こ
と
の
軽
重
本

末
を
誤
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
元
来
が
、
四
教
を
説
く
な

ち
、
「
四
教

天
台
大
師
教
学
の
綱
要

(関

欄
)
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は
三
観
よ
り
起
る
」
と
定
義
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
四
教
の
教
義
の
基

本
と
し
て
、
析
空
観

・
体
空
観

・
次
第
三
観

・
一
心
三
観
に
つ
い
て
明

記
す
べ
き
で
あ
る
o
維
摩
経
玄
義
を
分
割
別
行
し
て
四
教
義
十
二
巻
、

三
観
義

二
巻
、
四
悉
壇
義

一
巻
と
な
つ
て
い
る
の
で
あ
る
。
三
観
義
を

忘
れ
た
四
教
義
は
、
天
台
大
師
教
学
と
し
て
は
そ
の
本
義
を
失
つ
た
も

の
で
あ
る
。八

私

の
主
張
は
こ
の
よ
う
な
も
の
な
の
で
あ
る
か
ら
、

天
台
大
師
に
五
時
の
思
想
が
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

天
台
大
師
に
化
法
四
教
判
が
確
立
し
て
い
た
こ
と
は
明
瞭
で
す
。

な
ど
と

い
う
論
議
や
考
証
は
、
す

べ
て
無
意
味
で
あ
り
、
全
く
不
必
要

な
も
の
で
あ
る
o
必
要
な
の
は
、
五
時
八
教
に
い
う
化
儀
四
教
と
法
華

玄
義
巻
第
十
、
維
摩
経
玄
疏
巻
第
六
の
頓

・
漸

・
不
定

・
秘
密

の
四
教

と
を

「
同
名
異
旨
と
見
て
い
ま
す
」
「
そ
の
名
称
こ
そ
同

一
で
も
化
儀

と
化
法
と

の
違

い
が
あ
り
ま
す
」
と
い
い
、
伝
教
大
師
に
つ
き

「
天
台

大
師
か
ら
化
法
と
化
儀
の
両
面
を
う
け
ら
れ
た
よ
う
で
す
。
随

つ
て

『化
法
の
頓
教
』
な
ど
と
あ
る
か
ら
と
い
つ
て
天
台

へ
の
誤
解
だ
と
は

考
え
て
い
ま
せ
ん
」
な
ど
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
五
時
八
教

で
は
と
う

て
い
許
さ
れ
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
か
ら
、
何
に
よ

つ
て
そ

う
い
う
の
か
、
何
故
に
そ
う
い
う
の
か
が
、
明
瞭
に
説
明
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な

い
の
に
、
そ
の
説
明
は
全
く
な
い
。

っ
円
頓
」
の
教
義
の
説
明
が
回
避
さ
れ
て
い
る
の
も
、
華
厳

経

の
み

を
頓
教
と
す
る
五
時
八
教
か
ら
で
は
そ
の
説
明

が
不
可
能
で
あ

つ
た
か

ら
で
あ
ろ
う
。
同
じ
く
阿
含

・
方
等

・
般
若
の
三
時
三
部
の
み
を
漸
教

と
す
る
五
時
八
教
か
ら
で
は
、
漸
次
止
観
の
説
明
も
不
可
能
で
あ
り
、

不
定

・
秘
密
の
二
教
を
前
四
時
に
限
れ
り
と
す
る
五
時
八
教
か
ら
で
は

不
定
止
観
の
意
義
の
説
明
も
不
可
能

で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
同
時
に
ま

た
円
頓
止
観
の
行
法
と
さ
れ
る
四
種
三
昧
も
ま
た
五
時
八
教
か
ら
で
は

と
う
て
い
そ
の
教
義
的
根
拠

の
説
明
が
不
可
能

で
あ
ろ
う
。

そ
の
他
、
法
華
本
門
を
忘
れ
て
い
る
こ
と
、
教
観
二
門
を
両
輪
双
翼

の
ご
と
し
と
す
る
天
台
大
師
教
学
の
観
門
の
欠

除

し
て
い
る
こ
と
な

ど
、
五
時
八
教
は
天
台
大
師
教
学
の
綱
要
を
大

き
く
誤
ま
ら
し
め
て
い

る
も
の
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
o

天
台
大
師
教
学

の
研
究
に
お
い
て
大
事
な
こ
と
は

「
五
時
八
教
」
が

天
台
大
師
に
あ
つ
た
か
無
か

つ
た
か
な
ど
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
天
台

大
師
が
自
ら
説
い
た
も
の
が
何
で
あ

つ
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私
が
天
台
大
師
教
学
の
教
相
た
る
べ
き
も
の
及

び
天
台
大
師
教
学
の
綱
要
た
る
も
の
と
し
て

「
天
台
教
相
論
」
に
述
べ

て
お
い
た
も
の
に
対
し
て
充
分
の
関
心
と
批
判

を
ね
が
い
た
い
。
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