
天
台
大
師

の
教
相
論

に
つ
い
て

-

I
関

口
博

士

の
所
論

に
関
連

し
て
-

佐

藤

哲

英

一

関
口
博
士
の
五
時
八
教
廃
棄
論
は
、
昭
和
四
十
二
年
に
発
表
さ
れ
た

「
五
時
教
判
論
」
(天
台
学
報
八
)
に
端
を
発
し
、
爾
来
十
年
間
に
順
次

に
こ
の
研
究
を
推
進
さ
れ
て
、
昭
和
四
十
七
年
度
、
昭
和
四
十
八
年
度
、

昭
和
四
十
九
年
度
に
は
そ
れ
ぞ
れ
四
つ
ず

つ
の
論
文
を
、
さ
ら
に
昨
五

十
年
度
に
は
五
つ
の
論
文
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
廃
棄

論
の
主
張

は
従
来
の
伝
統
的
教
判
論
を
根
本
か
ら
見
直
し
て
、
従
来

の

伝
統
に
と
ら
わ
れ
な
い
天
台
大
師
教
学
の
樹
立
を
志
向
さ
れ
た
も
の
で

は
あ
る
が
、
今
ま
で
の
発
表
は
あ
ま
り
に
も
破
邪
の
面
が
強
す
ぎ
て
、

博
士
の
真
意
が
い
ず
こ
に
あ
る
か
も
は
か
り
が
た
い
面
が
あ

つ
た
o
そ

こ
で

一
昨
年
度
の
東
洋
大
学
で
の
学
会
で
は
、
同
学

の
浅
田
正
博
君
と

と
も
に
い
く
つ
か
の
疑
義
を
提
示
し
、

一
問

一
答

の
形
式
で
博
士
の
真

意
を
た
し
か
め
た
の
で
あ
る
。
(関
口
博
士
の
五
時
八
教
廃
棄
論

へ
の

疑
義
)
(本
誌
二
三
の
二
)
、
こ
れ
に
対
し
、
昨
年
度
の
大
谷
大
学
で
の
学

会
で
は
、
関
口
博
士
か
ら

「
佐
藤
博
士
の
疑
義
に
対
す
る
疑
義
」
と
し

て
廿
五
ヵ
条
の
質
義
が
提
示
さ
れ
た
が
、
そ
の
席
で
は
回
答
す
る
時
間

が
な
か
つ
た
の
で
後
日
に
執
筆
し

「天
台
五
時
八
教
論
に
つ
い
て
1

関
口
博
士
の
疑
義
二
十
五
ヵ
条
に
対
す
る
回
答
」
を
本
誌

(
二
四
の
一
)

に
掲
載
し
た
次
第
で
あ
る
o

こ
の
私
の
回
答
に
対
し
て
は
い
く

つ
か
の

点
に
つ
い
て
甚
だ
不
適
確
だ
と
か
具
体
性
を
欠
く
と
か
と
い
う
指
摘
も

さ
れ
て
は
い
る
が
、

こ
う
や
つ
て
論
争
を
進
め
て
ゆ
く
あ
い
だ
に
両
者

間
で
意
見
の

一
致
を
み
た
点
も
少
な
く
な
か
つ
た
。
本
学
会
誌

(
二
四

の
一
)
に
発
表
さ
れ
た
関
口
博
士
の

「
天
台
教
相
論
に
つ
い
て
」
を
見

る
と
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

さ
て
、
佐
藤
哲
英
博
士
か
ら
の
回
答
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、

一
、
天
台
大
師
に
は

「
五
時
八
教
」
の
成
語
は
な
い
o

二
、
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
お
い
て
は
、
五
時
は

「
五
味
」
に
重
点
を
置
い
て
考

え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

天
台
大
師

の
教
相
論

に
つ
い
て

(
佐

藤
)
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四
、
天
台
大
師
に
は
五
時
八
教
と
い
う
概
念

の
組
織
に
よ
つ
て
教
相
ま

た
は
教
判
を
述

べ
て
い
る
と
こ
ろ
は
な
い
。

五
、
五
時

八
教
と
は
、
後
世
に
降

つ
て
の
シ
ナ
天
台
に
お
い
て
の
所
産

で
あ
る
。

六
、
五
時

八
教
に
い
う
頓

・
漸

・
不
定

・
秘
密
の
四
教
と
、
天
台
大
師

が
法
華
玄
義
、
維
摩
経
玄
疏
に
説

い
て
い
る
頓

・
漸

・
不
定

(秘
密
)

の
三
教

(
四
教
)

と
は
名
同
義
異
の
も
の
で
あ
る
。

な
ど
の
諸
点
に
お
い
て
、
よ
う
や
く
ほ
ぼ
所
見
を
同
じ
う
し
て
来
た

よ
う
で
あ
る
。

ご
指
摘

の
如
く
、
(
1
)
私
も
天
台
大
師
の
著
作
に
は
五
時
八
教
の
成
語

が
な
く
、
(
2
)
天
台
大
師
に
は
化
儀
四
教

・
化
法
四
教
乃
至
化
儀

・
化
法

の
用
語
も
な
い
と
見
て
い
る
。
(
3
)
天
台
大
師
に
お
い
て
は
、
五
時
は
五

味
に
重
点
が
お
か
れ
て
い
る
o
ま
た
、
(
4
)
天
台
大
師
に
は
五
時
八
教
の

組
織
で
教

相
ま
た
は
、
教
判
を
述
べ
た
と
こ
ろ
は
な
く
、
(
5
)五時
八
教

は
シ
ナ
天
台
に
お
け
る
後
世
の
所
産
と
す
る

こ
と
に
も
同
意
見

で
あ

り
、
(
7
)
五
時
八
教
に
い
う
頓

・
漸

・
不
定

・
秘
密
と
法
華
玄
義
第
十
巻

の
頓

・
漸

・
不
定
や
維
摩
経
玄
疏
第
六
巻
の
頓

・
漸

・
不
定

・
秘
密
と

は
名
同
義
異
で
あ
る
と
す
る
こ
と
も
賛
成
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
諸
点
に

お
い
て
同
意
見
で
あ
る
な
ら
ば
、
当
然
五
時
八
教
廃
棄
論

へ
賛
成
し
て

も
よ
い
で
は
な
い
か
と
関
口
博
士
は
考
え
て
い
ら
れ
る
よ
う
で
、
五
時

八
教
を
天
台
大
師
が
立
て
た
教
判
で
あ
る
と
説

い
た
り
、
五
時
八
教
を

天
台
学

の
綱
要
と
し
て
講
義
す
る
こ
と
を
止
め
て
い
た
だ
け
ま
す
か
、

そ
れ
と
も
反
対
で
す
か
と
い
う
質
問
が
出
て
き
た

の
で
あ
る
。
か
か
る

疑
義
に
対
し
て
は
昨
年
度
の
学
会
誌
上
で
極
め
て
簡
単
な
が
ら
も

一
応

の
回
答
は
し
て
お
い
た
が
、
こ
こ
に
天
台
大
師
の
教
相
論
に
つ
い
て
の

私
の
立
揚
と
そ
の
主
張
を
の
べ
て
大
方
の
批
判

を
あ
お
ぎ
た

い
と
思

う
。

二

は
じ
め
に
天
台
学
な
る
概
念
の
規
定
か
ら
問
題
を
は
つ
き
り
さ
せ
て

(1
)

お
き
た
い
。
関
口
博
士
に
は

「
天
台
学
と
は
な
に
か
」
と
い
う
論
文
が

あ
り
、
博
士
に
よ
れ
ば
天
台
学
に
二
種
の
概
念
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
す

な
わ
ち
、
そ
の

一
は
天
台
大
師
智
顕
の
思
想
教
学

の
研
究
を
意
味
す
る

天
台
学
で
あ
り
、
他
の

一
つ
は
天
台
宗
の
宗
学
を
意
味
す
る
天
台
学
で

あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
、
私
も
天
台
大
師
智
顕
の
教
学
を

特
に
「智
顕
教
学
」
と
呼
ん
で
い
る
の
で
、
こ
の
点
で
問
題
は
な
い
が
、

第
二
義
の
天
台
学
の
概
念
に
つ
い
て
は
、
関
口
博

士
と
私
と
の
間
に
ニ

ュ
ー
ア
ン
ス
の
相
違
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
私
は
天
台
大
師
プ
ロ
パ
ー

の
教
学
を

「智
顕
教
学
」
と
呼
ぶ
に
対
し
、
天
台
大
師
以
後
に
発
達
せ

る
天
台
宗
の
教
学
を
ば
、
シ
ナ
も
日
本
も
ひ
つ
く

る
め
て
「
天
台
教
学
」

ま
た
は

「
天
台
学
」
と
呼
び
な
ら
わ
し
て
い
る
。

し
か
る
に
関
口
博
士

に
よ
れ
ば

「
わ
れ
わ
れ
が
宗
祖
と
し
て
あ
が
め
て
い
る
の
は
伝
教
大
師

で
あ
る
。
天
台
宗
の
宗
学
と
は
、
も
ち
ろ
ん
宗
祖
大
師

へ
の
帰
依
渇
仰

(
2
)

と
そ
の
思
想
教
学
の
研
究
を
中
心
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
さ
れ

て
お
り
、

こ
れ
は
天
台
宗
の
宗
徒
と
し
て
の
関

口
博
士
・と
し
て
は
当
然
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の
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
私
か
ら
す
れ
ば
天
台
宗

の
宗
学
は
、
荊
渓
湛
然

以
後
、
特

に
趙
宋
時
代
に
発
晟
せ
る

「
中
国
天
台
」
と
、
伝
教
大
師
を

基
点
と
し
て
発
達
せ
る

「
日
本
天
台
」
と
を
含
め
て
い
る
の
で
、
両
者

間
に
広
狭

の
差
が
あ
り
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

い
ま
当
面
の
課
題
で
あ

る
五
時
八
教
の
教
判
は
、
早
く
も
荊
渓
湛
然
の
著
作
の
上
に
幾
回
か
そ

の
用
語
が
見
ら
れ
、
そ
の
門
人
の
明
暖

の

『
天
台
八
教
大
意
』
に
い
た

つ
て
化
儀

・
化
法
の
四
教
が
組
織
づ
け
ら
れ
、
高
麗
の
諦
観
の

『
天
台

四
教
儀
』

に
い
た
つ
て
そ
の
教
判
論
が
大
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
中
国
天
台
で
形
成
さ
れ
て
き
た
教
判
論
は
、
日
本
天
台
の
初
頭
に

立

つ
伝
教
大
師
の
上
に
早
く
も
影
響
が
見
ら
れ
る
ば
か
り
か
、
日
本
天

台
の
発
展
過
程
で
し
ば
し
ば
論
議
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。

し
た
が

つ
て
、
関
口
博
士
の
五
時
八
教
廃
棄
論

に
関
し
て
は
、
た
し

か
に
天
台

大
師
の
全
著
作
の
上
に
五
時
八
教

の
成
語

が
な

い
ば
か
り

か
、
五
時

八
教
と
呼
ば
れ
る
組
織
で
教
相
や
教
判
を
説
い
て
い
る
と
こ

ろ
も
な
く
、
化
儀
四
教
と
か
化
法
四
教
と
か
い
う
名
称
も
な
い
の
だ
か

ら
、
文
献
論
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
両
者
間
に
少
な
か
ら
ぬ
意
見
の

一
致

を
み
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
な
れ
ば
五
時
八
教
廃
棄
論
に
賛
成
し
て

は
ど
う
か

と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
関
口
博
士
が
な
ん
と
い
わ
れ
よ
う

と
も
、
法
華
経
を
も
つ
て
出
世
本
懐
の
経
と
す
る
天
台
教
学
を
講
ず
る

に
あ
た
つ
て
は
、
五
時
八
教
こ
そ
不
可
欠
の
教
判
論
で
あ
る
と
み
て
い

る
私
と
し

て
は
、
よ
し
や
こ
の
教
判
論
の
組
織
大
成
は
唐
宋
時
代
に
あ

つ
た
と
し
て
も
、
そ
の
思
想
の
根
源
は
当
然
天
台
大
師
の
上
に
あ
つ
た

に
ち
が
い
な
く
、
そ
の
思
想
的
源
流
を
天
台
大
師

の
上
に
探
り
あ
て
る

こ
と
が
天
台
学
徒

の
使
命
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
o

三

天
台
大
師
の
教
相
を
論
ず
る
に
あ
た
つ
て
、
関

口
博
士
は

「
教
判
」

「
教
相
」
「教
理
」
の
概
念
を
区
別
し
、
天
台
大
師
が

「
教
相
」
と
し
て

説
い
て
い
る
の
は
法
華
玄
義
第
十
巻
に
お
け
る
大
綱
三
種
す
な
わ
ち
頓

教
、
漸
教
、
不
定
教
の
三
種
教
相
で
あ
り
、

こ
れ

に
対
す
る
教
観
二
門

の
解
釈
を
施
し
た
と
こ
ろ
に
、
天
台
大
師
の
教
相
論
の
特
色
が
あ
る
と

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
ご
意
見
は
至
極
こ
も

つ
と
も

で
あ
り
、

こ
の
点
で

反
論
を
試
み
よ
う
と
す
る
考
な
ど
い
さ
さ
か
も
な

い
の
で
あ
る
が
、
博

士
は
こ
の
主
張
を
あ
ま
り
に
も
強
く
押
し
出
さ

れ
る
あ
ま
り
、
法
華
玄

義
第

一
巻

の

一
巻
教
相
に
ほ
と
ん
ど
眼
も
く
れ
て

い
ら
れ
な
い
の
で
そ

の
真
意
を
た
だ
し
た
と
こ
ろ
、
「
私
は
決
し
て

一
巻
教
相
を
無
視

し
て

(3
)

い
る
の
で
も
な
け
れ
ば
否
定
し
て
い
る
の
で
も
な

い
」
と
答
え
ら
れ
て

(4
)

い
る
。
た
し
か
に
そ
の
通
り
で
あ
つ
て
、
「教
相

と
教
理
」
の
論
文
に
お

い
て
は
、
「
教
相
三
意
」
な
る

一
項
を
も
う
け
て

一
巻
教
相
に

つ
い
て
も

論
述
さ
れ
て
は
い
る
が
、
そ
の
主
要
点
は
法
華
玄
義
第
十
巻
の
三
種
教

相
に
あ
り
て
、

一
巻
教
相
の
そ
れ
は
教
相
の
大
意

と
原
則
を
の
べ
た
も

の
と
み
て
い
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

か
か
る
天
台
大
師
の
教
相
論
は
関
口
博
士
の
立
場
に
立
つ
か
ぎ
り
、

決
し
て
間
違
つ
て
い
る
と
思
わ
な
い
の
で
あ
る
が
、

こ
こ
に
あ
え
て
疑

難
を
さ
し
は
さ
ま
ざ
る
を
得
な
い
の
は
、
天
台
大
師
の
教
相
論
に
対
す

天
台
大
師

の
教
相
論
に

つ
い
て

(
佐

藤
)
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る
関
口
博
士
の
見
解
と
、
そ
れ
に
対
す
る
私
の
所
見
と
に
い
さ
さ
か
の

ず
れ
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
関
口
博
士
が
あ
ま
り
に
も
十
巻
教

相
の
頓

・
漸

・
不
定
の
三
種
教
相
を
重
視
し
、
他
の
部
分
を
か
え
り
み

ら
れ
な
い
点
に
あ
る
か
と
思
う
℃
こ
れ
に
対
し
、
私
の
見
解
を
率
直
に

申
せ
ば
、

法
華
玄
義
に
は
第

一
巻
に
見
ら
れ
る

「
一
巻
教
相
」
と
、
第

十
巻
に
見
ら
れ
る

「十
巻
教
相
」
と
の
二
ヵ
所
に
そ
の
教
相
論
が
の
べ

ら
れ
て
あ
る
以
上
、

こ
の
両
史
料
を
ば
対
等
に
な
が
め
て
、
そ
こ
に
流

れ
る
思
想

の
一
貫
性
を
追
求
す

べ
き
だ
と
す
る
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
い

ず
れ
か

一
方
に
立

つ
て
、
天
台
大
師
の
教
相
論
の
本
意
は
こ
こ
に
あ
る

と
す
る
が
如
き

一
方
的
見
解
は
と
る
べ
き
で
な
い
と
私
は
考

え
て

い

る
。
そ
こ
で
私
は
天
台
大
師
に
お
け
る
教
相
論
の
基
本
的
立
場
は
、
法

華
玄
義
第

一
巻
に
お
け
る
教
相
為
三
の
文
と
、
法
華
玄
義
第
十
巻
に
お

け
る
大
意
章
に
よ
る
べ
き
だ
と
す
る
の
が
、
公
正
妥
当
な
見
解
で
あ
る

と
す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
法
華
玄
義
第

一
巻
で
は
七
番
共
解
の

第

一
標
章
下
に

教
相
を
三
と
為
す
。
一
に
は
根
性
融
不
融
の
相
、
二
に
は
化
道
の
始
終
不
始

終
の
相
、
三
に
は
師
弟
の
遠
近
不
遠
近
の
相
な
り
。
教
と
は
聖
人
下
に
被
ら

し
む
る
の
言
な
り
。
相
と
は
同
異
を
分
別
す
る
な
り
。

(大
正
、
三
三
、
六
一
八
三
b
)

の
文
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
仏
の

一
代
説
法
に
い
ろ
い
ろ
の
差
別
が
あ
る

の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
仏
が
教
え
よ
う
と
し
た
目
的
に
い
ろ
い

ろ
の
差
異

が
あ
つ
た
か
ら
で
は
な
く
、

こ
れ
を
う
け
と
る
衆
生
の
側
に

根
性

の
融
と
不
融
の
ち
が
い
が
あ
る
か
ら
で
あ

る
o
こ
の
機
根

の
相
違

に
よ
つ
て
権
実
偏
円
の
教
を
説
く
必
要
か
ら
、

そ
こ
に
化
道
の
始
終
と

不
始
終
の
ち
が
い
を
生
じ
、
師
弟
の
遠
近
と
不
遠
近
の
差
を
生
じ
は
す

る
が
、
と
も
に
同

一
仏
陀
の
説
法
で
あ
る
以
上
、

そ
の
説
法
教
化
に
は

終
始

一
貫
せ
る
趣
旨
が
あ

つ
た
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
o
そ
し
て
こ
こ
に

は
教
相
な
る
字
義
を
釈
し
て
、
教
と
は
聖
人
下
に
被
ら
し
む
る
の
言
な

り
、
相
と
は
同
異
を
分
別
す
る
な
り
と
あ
る
が
、

こ
の
文
こ
そ
天
台
大

師
教
相
論
の
基
本
的
立
場
を
示
し
た
要
文
と
み

て
い
る
。

つ
き
に
法
華
玄
義
第
十
巻
に
眼
を
う

つ
す
と
、
こ
の
十
巻
教
相
の
組

織
は

(
一
)
大
意
、

(二
)
出
異
、
(三
)
明
難
、

(四
)
去
取
、
(五
)

判
教
の
五
章
か
ら
な

つ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
の
第
五
の
判
教
相
の
は
じ

め
に
あ
る
大
綱
三
種
に
す
わ

つ
て
天
台
大
師
の
教
相
論
を
立
て
て
い
ら

れ
る
の
が
関
口
博
士
に
し
て
、
「
こ
の
五
章
の
な
か
の
第
五

の
判

教

の

ぞ
 

一
章
の
所
説
こ
そ
、
天
台
大
師
自
身
の
教
相
判
釈
で
あ
る
」
と
し
て
、

そ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
頓

・
漸

・
不
定
の
三
教
を
も
つ
て
天
台
大
師
の

教
相
論
が
語
ら
れ
て
い
る
o
こ
れ
に
対
す
る
私

の
見
解
は
、
天
台
大
師

の
教
相
論
の
基
本
的
立
場
を
示
す
文
は
先
に
引

用
し
た
法
華
玄
義
第

一

巻
の
文
と
と
も
に
、
法
華
玄
義
第
十
巻
の
冒
頭

に
あ
る

大
章
第
五
に
教
相
を
釈
せ
ば
、
若
し
余
経
を
弘
む
る
に
は
教
相
を
明
さ
ざ
れ

ど
も
、
義
に
お
い
て
傷
る
る
な
し
。
若
し
法
華
を
弘
む
る
に
は
、
教
を
明
さ

ざ
れ
ば
、
文
義
閾
く
る
こ
と
あ
り
。
(大
正
、
三
三
、
八
〇
〇
a
)

の
文
で
あ
る
と
み
て
い
る
o
こ
の
文
は
法
華
玄
義
第

一
巻
に
あ
る

「
教
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と
は
聖
人
下
に
被
ら
し
む
る
の
言
な
り
。
相
と
は
同
異
を
分
別
す
る
な

り
」
の
文
と
同

一
意
趣
の
文
と
み
る
べ
く
、
天
台
大
師
の
い
う
教
相
論

は
、
法
華
経
と
法
華
経
以
外
の
余
経
と
の
同
異
を
分
別
す
る
こ
と
に
基

本
的
立
揚

が
置
か
れ
て
い
た
と
み
る
の
で
あ
つ
て
、
こ
こ
に
関
口
博
士

と
私
と
の
間
に
教
相
論
に
関
す
る
見
解
の
相
違
が
あ
る
の
で
あ
る
。

五
.

つ
ぎ
に
は
頓

・
漸

・
不
定
の
三
種
教
相
と
化
儀
四
教
に
関
す
る
問
題

で
あ
る
。
法
華
玄
義
第
十
巻
の
大
綱
三
種
の
も
と
に
は
教
観
の
二
門

に

約
し
て
頓

・
漸

・
不
定
の
三
教
が
説
か
れ
て
お
り
、
関
口
博
士
は
こ
こ

に
腰
を
す
え
て
天
台
大
師
の
教
相
論
を
主
張
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
維

摩
経
玄
疏
第
六
巻
に
あ
る
頓

・
漸

・
不
定

・
秘
密
の
四
教
と
は
開
合
の

差
異
に
す
ぎ
ず
、

と
も
に
化
法
の
三
教

・
四
教
に
し
て
い
わ
ゆ
る
化
儀

の
四
教
で
は
な
い
と
強
調
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
は
私
も
関

口
博
士
の
主
張
に
賛
成
で
あ
り
、
い
さ
さ
か
の
異
論
を
挾
む
も
の
で
は

な
い
o

と
こ
ろ
が
、
「
後
世
の
学
者
が

「化
儀
四
教
」
と
呼
ん
だ
頓

・
漸

・
不

定

・
秘
密

の
四
教
は
、
天
台
大
師
の
文
献
に
な
い
の
で
す
か
L
と
問
え

(
6
)

ば
、
「
な

い
の
で
は
な
い
」
と
答
え
ら
れ
、
で
は
「
ど
こ
に
あ
る
の
で
す

(7
)

か
」
と
尋
ね
る
と
、
「法
華
玄
義
の
第

一
巻
に
あ
る
」
と
答
え
ら
れ
な
が

ら
関
口
博
士
は
、
な
に
ゆ
え
に
化
儀
四
教
に
つ
い
て
語
ろ
う
と
さ
れ
な

い
の
だ
ろ
う
か
。
天
台
大
師

の
教
相
論
は
法
華
玄
義
第
十
巻

の
三
種
教

相
に
重
点
を
置
い
て
考
察
す

べ
き
だ
と
す
る
博
士
の
主
張
を
か
れ
こ
れ

い
う
の
で
は
な
い
。
け
れ
ど
も
同
じ
天
台
大
師

の
教
相
論
に
は
こ
れ
と

違

つ
た
思
想
が
厳
然
と
し
て
あ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
法
華
玄
義
第

一
巻
に
は
、
「
化
儀
四
教
」
と
い
う
言
葉
こ
そ
な

い
け
れ
ど
も
、
後
に
な

つ
て

「化
儀
四
教
」
に
ま
と
め
ら
れ
て
ゆ
く
「
頓

・
漸

・
不
定

・
秘
密
」

の
用
語
も
思
想
も
こ
こ
に
は
明
ら
か
に
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

○
い
か
ん
が
分
別
す
る
。日
の
初
め
て
出
で
て
前
に
高
山
を
照
ら
す
が
如
し
。

厚
く
善
根
を
植
え
て
こ
の
頓
説
を
感
ず
。
頓
説
も
と
小
の
た
め
に
せ
ず
。
小

は
座

に
あ
り
と
錐

も
聾

の
如
く
唖

の
如

し
。
…
…
此
は
華
厳

の
如
し
。

○
次
に
幽
谷
を
照
ら
す
。
浅
行
偏
に
明
か
に
し
て
当
分
に
漸
く
解
す
。
此
は

三
蔵
の
如
し
。

…
…
法

の
縁

に
被
る
に
約
せ
ば
漸
教

の
相
と
名
く
。

○
次
に
平
地
を
照
ら
す
。

…
…
此
れ
浄

名
方
等

の
如
し
。

法

の
縁

に
被

る
に

約
せ
ば
、
猶
こ
れ
漸
教
な
り
。

○
復
義
あ
り
大
人
は
そ
の
光
明
を
蒙
り
、
嬰
児
は
そ
の
晴
明
を
喪
う
。
…
…

具
さ
に
大
品

の
如
し
。
若
七
法

の
縁
に
被
る
に
約

せ
ぱ
、
猶

こ
れ
漸

教
な
り
。

〇

一
時

一
説

一
念

の
中
に
備
さ

に
不
定
あ

り
。

…
…
味

味

中

悉

く

是

の
如

し
。
此
れ
す
な
わ
ち
顕
露
不
定
な
り
。
秘
密
不
定
は
其
の
義
然
ら
ず
。

○
或
は
一
座
に
黙
し
十
方
に
は
説
く
。
十
方
に
は
黙
し
一
座
に
は
説
く
。
或

は
倶

に
黙
し
倶
に
説
く
。

各
各

相
い
知

ら
ず
、
互
に
顕
密
と
な
る
。
…
…
復

甚
だ
多
し
と
錐
も
、
ま
た
漸

・
頓

・
不
定
・
秘
密
を
出
で
ず
。

(大
正
三
三
、
六
八
三
b
l
六
八
四
a
)

関
口
博
士
の
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
法
華
玄
義
第
十
巻
に
は
頓

・
漸

・

不
定
の
三
教
が
あ
り
、
維
摩
経
玄
疏
第
六
巻
に
な
頓

・
漸

・
不
定

・
秘

天
台
大
師

の
教

相
論

に

つ
い
そ
 
(
佐

藤
)
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天
台
大
師
の
教
相
論
に

つ
い
て

(
佐

藤
)

密
の
四
教
が
あ
り
、
こ
れ
ら
は
化
法
の
三
教
四
教
で
あ
る
が
、
こ
れ
と

同
時
に
、
法
華
玄
義
第

一
巻
に
は
上
記
の
如
く
や
が
て
化
儀
四
教
に
形

成
さ
れ

て
ゆ
く
頓

・
漸

・
不
定

・
秘
密

の
四
教
の
用
語
も
思
想
も
あ
る

こ
と
は
、
何
人
も
動
か
し
が
た
い
客
観
的
事
実
で
は
あ
る
ま
い
か
。

六

つ
ぎ

に
は
五
味
と
五
時
と
の
問
題
で
あ
る
。
後
世
の
天
台
教
判
で
は

五
時
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
が
、
天
台
大
師
に
お
い
て
は
む
し
ろ
五

味
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
と
い
わ
れ
る
関
口
博
士
の
主
張
に
も
私
は

賛
成
で
あ
る
。
但
し
こ
の
説
を
強
調
さ
れ
る
あ
ま
り
、
「
五
時
は
五
味
に

(
8
)

重
点
を
置

い
た
理
解
に
改
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
か
、
「五
時
は
五

(
9
)

味
に
重
点
を
置
い
て
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
い
切
ら
れ

(
1
0
)

る
こ
と
は
果
し
て
ど
う
で
あ
ろ
う
か
o
佐
藤
泰
舜
師
も
指
摘
さ
れ
た
よ

う
に
、
法
華
玄
義
第

一
巻

の
教
相
は
頓
漸
五
味
の
説
に
ち
が
い
な
い
が
、

華
厳
の
三
照
と
浬
繋
の
五
味
の
響
を
用
い
て
、
頓
漸
二
教
を
説
明
す
る

の
に
、
華
厳

二
ご
蔵

・
方
等

・
般
若

・
法
華
の
五
時

の
対
配
が
な
さ
れ

て
い
る
事
実
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
法
華
玄
義
第
十
巻
の
教
相

は

(
一
)
大
意
、
.(
二
)
出
異
、

(三
)
明
難

(
四
)
去
取
、
(五
)
判
教

の
五
章
よ
り
な
る
が
、
そ
の
第

一
の
大
意
章
に
は
は
じ
め
に
若
し
余
経

を
弘
む
る
に
は
教
相
を
明
さ
ざ
れ
ど
も
、
義
に
於
て
傷
る
る
な
し
。
若

し
法
華
を
弘
む
る
に
は
教
を
明
さ
ざ
れ
ば
文
義
閾
く
る
こ
と
あ
り
L
と

い
い
、
こ
れ
に
つ
い
で
教
法
の
優
劣
を
明
す
に
華
厳

・
阿
含

・
方
等

・

般
若

・
浬
繋
と
今
経

(法
華
)

と
を
対
比
し
て
い
る
。
ま
た
第
五
の
判

教
の

一
章
は
、
(
一
)
挙
大
綱
、

(二
)
引
三
文
証
、
(三
)
五
味
半
満
相

成
、

(四
)
明
合
不
合
、
(五
)
通
別
料
簡
、
(六
)
増
数
明
教
の
六
項
か

ら
な
る
が
、
そ
の
第
二
項
に
は
方
便
品
と
無
量
義
経
と
信
解
品
の
三
文

を
引
証
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
法
華
経
信
解
品

の
長
者
窮
子
の
響
を
引

く
際
に
浬
繋
経
の
五
味

の
響
を
も
合
せ
引

い
て
、
擬
宜

・
誘
引
・
弾
詞
・

淘
汰

・
開
会
の
次
第
が
示
さ
れ
て
い
る
o
而
も
三
蔵
の
後
に
方
等
を
説

き
、
方
等
の
後
に
般
若
を
説
き
、
般
若
の
後
に
法
華
を
説
く
際
に
こ
れ

を
生
蘇

・
熟
蘇

・
醍
醐
の
三
味
に
配
し
、

こ
れ
を
第
三
時
教
、
第
四
時

時
教
、
第
五
時
教
と
い
つ
て
い
る
。
さ
ら
に
第
五
の
通
別
料
簡
の
章
に

は
五
味
半
満
を
通
別
に
約
す
る

一
段
が
あ
る
。

こ
の
う
ち
別
門
と
は
仏

陀

一
代
の
化
道
の
始
終
を
五
時
に
分
つ
も
の
、
通
門
と
は
五
時

の

一
々

に
ま
た
通
じ
て
五
時
の
説
法
あ
り
と
す
る
も
の
で
、
仏
陀
の
説
法
に
は

機
類
に
適
応
し
た
教
化
の
妙
用
あ
り
と
す
る
も

の
で
あ
る
。
こ
の
五
味

半
満
の
通
別
を
示
し
た

一
段
に
は
、
第
二
時
、

第
三
時
、
第
四
時
、

第

五
時
の
語
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
用
例
を
み
る
と
、
天
台
大
師
は

五
味
と
五
時
と
を
同
義
に
使
わ
れ
て
お
り
、
決

し
て
五
味
は
機
根
論
、

五
時
は
教
判
論
と
、
区
別
さ
れ
て
は
な
か
つ
た

の
で
あ
る
か
ら
、
五
時

は
五
味
に
重
点
を
置

い
た
理
解
に
改
め
ら
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と

で
は
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。

七

最
後
に
蔵

・
通

・
別

・
円
の
化
法
四
教
に
つ
い
て
私
見
を
の
べ
て
お

こ
う
o
関
口
博
士
の
指
摘
を
ま
つ
ま
で
も
な
く
、
法
華
玄
義
全
十
巻
の
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い
ず

こ
に
も
蔵

・
通

・
別

・
円
の
四
教
の
組
織
的
叙
述
は
な
い
の
で
あ

る
。

そ
れ
ば
か
り
か
、
維
摩
経
玄
疏
に
お
い
て
も
、
化
法
四
教
が
説
か

れ
て
い
る
の
は
、
教
相
玄
義
の

一
段
で
は
な
い
と
さ
れ
る
。
し
か
も
法

華
第
十
巻
に
あ
る

「
こ
の
経
は
、
た
だ
如
来

の
設
教
の
大
綱
を
論
じ
、

(
1
1
)

微
細

の
網
目
を
委
し
く
せ
ず
」
の
文
を
あ
げ
て
、
天
台
大
師
に
あ
り
て

は
頓

・
漸

・
不
定
の
三
教
は
大
綱
で
あ
り
、
蔵

・
通

・
別

・
円
の
四
教

は
微
細
の
網
目
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
こ
れ
を
同
格
に
は
扱
わ
ず
省
略
さ

(
1
2
)

れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
天
台
三
大
部

そ
の
他
の
天
台
大
師
の
著
作
に
は
、
四
教
や
三
観
な
ど
の
名
が
い
た
る

と
こ
ろ
に
駆
使
さ
れ
て
い
る
の
で
、
四
教
三
観
な
ど
に
つ
い
て
の
素
養

を
充
分
も
ち
合
せ
て
い
な
い
と
、
三
大
部
は
到
底
理
解
し
得
ら
れ
な
い

の
で
あ
る
。
関
口
博
士
が
ど
れ
ほ
ど
五
時
八
教

の
廃
棄
を
強
調
さ
れ
よ

う
と
も
、
蔵

・
通

・
別

・
円
の
四
教
は
天
台
大
師
が
大
本
四
教
義
や
維

摩
経
玄
疏
に
説
い
た
組
織
整
然
た
る
仏
教
教
学
の
体
系
で
あ
る
。
し
た

が

つ
て
博

士
が
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
頓

・
漸

・
不
定
の
三
教
は
天
台
教

相
の
大
綱

で
あ
り
、
蔵

・
通

・
別

・
円
の
四
教
は
微
細
の
網
目
だ
と
い

う
が
如
き
も
の
で
は
断
じ
て
な
く
、
化
法
の
四
教

こ
そ
は
天
台
教
相
の

前
提
と
な
る

べ
き
重
要
教
義
で
あ
る
の
で
あ
る
。

天
台
大
師
の
教
相
論
に
つ
い
て
は
尚
論
ず
べ
き
問
題
が
多
々
残
さ
れ

て
い
る
が
、
後
日
の
論
議
に
ま
ち
た
い
と
思
つ
て
い
る
。

1

天
台
学
と
は
何
か

(天
台
学
報
一
七
)

2

同

右

(

〃
)

3

関

口
博
士

の
五
時
八
教
廃
棄
論

へ
の
疑

義

(
印
仏

研
究

二
三

の
二
)

4

教
相

と
教
理

(
智
山
学
報
二
三

・
二
四
号

(
仏
教
と
哲

学
)
)

5

教
相

と
教
判

(
佐
藤
博
士
古
稀
記
念
仏
教
思
想
論
叢
)

6

関

口
博
士

の
五
時
八
教
廃
棄
論

へ
の
疑

義

(
印
仏
研
究
二
三

の

一
)

7

同

右

(

〃
)

8

五
時

八
教
教
判
論

の
起
元

(
大
正
大
学
研
究
紀

要
六

一
)

9

天
台
教
相
論

に
つ
い
て

(
印
仏
研
究
二
四

の

一
)

10

経
典
成
立
史

の
立
場
と
天
台

の
教
判

(
支
那
仏

教
思
想
論
)

11

大
正
、

三
三
、

八
○
O
b

12

教
相

と
教
理

(
智
山
学
報
二
三

・
二
四
)

天
台
大

師

の
教
相
論
に

つ
い
て

(
佐

藤
)
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