
天
台
暉
門
部
に

つ
い
て
 
(
關

口
)

天
台
暉
門
部
に
つ
い
て

關

口

慈

光

佛
教
教
釧
論

の
最
も
完
備
せ
る
も

の
と
目
さ
れ
て
い
る
、

か

の

天

台

教

釧

は
、
突
如
と
し
て
天
台
大
師
に
依

つ
て
説

か
れ
た
も

の
で
は
な
く
、

そ
れ
に
先

立

つ
い
わ
ゆ
る
南
三
北
七
等

の
諸
家

の
努
力

に
封
す
る
綿

密
な

「
研
詳
去

取
」

の
上
に
構
成
さ
れ
た
も

の
で
あ

つ
た
よ
う

に
、

三
種
止
翻
、

四
種

三
昧
、

二
十

五
方
便
、

十
乗
襯
法
、

百
法
成
乗
等

と
構
せ
ら
れ
る
實
蹉

部
門

の
大
組
織
も

實
は
、

突
如
と
し
て
天
台
大
師

に
依

つ
て
構
成
さ
れ
た
も

の
で
は
な

く
、
教
到

論

の
場
合
と
全
く
同
檬
に
、

そ
れ
に
先
立

つ
諸
家

の
暉
観

法
門

に
封

し
て
緻
密

な
批
到
と
取
捨
と
を
試
み

つ
つ
、
そ
れ
ら
を
綜
合
し

て
大
成
さ
れ
來

つ
た
も

の

で
あ
ろ
う

か
と
考

え
ら
れ
る
。

ま
た
、

天
台
大
師

そ
れ
自

身
に
於

い
て
も
、

一
念

三
千

の
観

法
は
、

そ

の
最

も
圓
熟

せ
る
晩
年

の
思
想

と
し
て
、
摩
詞
止
観

に
至

つ
て
初

め
て
説

か
れ
た
も

の
で
あ

る
こ
と
が
、
既

に
論

ぜ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、

そ

の
生
涯

に
は
思
想
と

教
學
と
の
上
に
種

々
の
推
移

が
あ

つ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

か

る
黙
に
留
意

し
て

の
、
天
台
大
師
教
學

の
思
想
史
的
研
究

に

於

い

て

は
、

天
台
暉
門
部

と
も

よ
ぶ
べ
き

一
部
門
を
、

天
台
止
観
部
と
も

よ
ば

れ
る
べ

き
も

の
に
樹
し
て
、
新

ら
し
く
設
定
す

る
こ
と
が
必
要

で
あ
ろ
う

か
に
考

え
ら

れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、

摩
詞
止
観

の
思
想
教
學
を
そ

の
成
立
展
開

の
経
緯

に

於

い
て
究
明
せ
ん
と
す
る
と
き
に
、

そ

の
最
も

肝
要
な
前
提

と
な

る
も

の
で
あ

る
ば

か
り
で
は
な
く
、

ひ
ろ
く
暉
観
思
想
全
般

の
研
究
に

つ
い
て
も
、

特

に
そ

の
基
礎
的
地
位
を
占
め
る

べ
き
も

の
か
と
考

え
ら
れ
る
。

い
ま
、

こ
こ
に
天
台
暉
門
部
と
名
づ

け
よ
う

と
す

る
の
は
、

天
台
大
師

の
撰

述
で
あ
る
次
第
暉
門
十
雀

を
中
心
に
、
暉
門
要
略
、

暉
門

口
訣
、
暉
門
章
等
、

暉
門

の
二
字
若
し
く
は
、
暉岬
の

一
字

を
書
名

の
う

ち
に
用

い
て
い
る
撰
述
、

及

び
書
名
は
そ
う

で
な

い
と
し
て
も
、

そ

の
内
容

が
思
想
的

に
こ
れ
ら
と
特

に
類

通
し
て

い
る

一
蓮

の
書
物
群

で
あ
る
。

そ
し
て
そ
れ
を
摩
詞
止
襯
十
巻

を
中
心

と
し
て
、

止
襯
大
意
、

止
襯
輔

行
傳

弘
決
等

の
摩
詞
止
襯
注
疏
群
を
含

む
天
台

止
観
部
と
よ
ば
れ
る
べ
き
も

の
に
相

勢
せ
し
め
よ
う

と
す
る

の
で
あ
る
。

天
台

の
法
門
は
教
理
部
門
と
實
践

部
門
、
印

ち

い
わ
ゆ
る
教
翻

二
門
に
分
け

ら
れ
、

二
門

の
關
係
が
爾
輪

爾
翼
に
た
と
え
ら
れ
て
、

そ
の
鍵
美

で
あ
る

こ
と

を
特
に
そ
の
特
色
と
す
る
と
さ
れ
て
來
て

い
る
が
、

し
か
も
そ

の
中
、
観

門
に

つ
い
て
は
、

い
わ
ゆ
る
三
種

止
翻

が
そ

の
大
綱
で
あ
る
と
い
わ
れ

て
い
る
。

天
台

の
教
學
は
教
到
論
が
そ

の
橿

要
を
な
す

と
信
ぜ
ら
れ
、

具
つ
そ

の
教
釧

は

い
わ
ゆ
る
五
時

八
教

で
あ
る
と
さ
れ
て

い
る
。

然
し
な
が
ら
、

天
台

の
教
學

は
天
台
大
師
自

か
ら

の
撰
述
に
依

つ
て
こ
れ
を
見
る
べ
く
、

そ
の
中
心
が

い
わ

ゆ
る
天
台
三
大
部

に
あ
り
、

教
到
論
は
特

に
法
華
玄
義

の
五
重

玄
義

の
第

五
、

教
相
玄
義

の
段
に
於

い
て
こ
れ
を
見
る

べ
き

で
あ
る

こ
と
に
は
、

何
人

の
異
議

を
も
挾
む
鹸
地
を
存

し
な

い
で
あ

ろ
う
。

し
か
も

三
大
部

の
中
に
は
五
時

八
教

と

い
う
こ
と
ば
さ
え
存
在
し
て

い
な

い
こ
と
が
極

め
て
注
意
さ
れ
る
。

そ
し
て
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天
台
教
到
は
、

こ
の
教
相
玄
義
に
明
記

し
て
い
る
と

こ
ろ
に
依
り
、
頓
、

漸
、

(
1
)

不
定

の
三
教
相
を
以

て
そ

の
大
綱
と
な
す

べ
き

で
あ

ろ
う
。

如
來

一
代

の
化
儀

を
か
く

分
析
し
研
究
し
た
結
果
は
、

そ
れ
が
直

ち
に
頓
、

漸
、

不
定

の
三
種

止

襯
法
門

の
組
織

と
な

つ
て
い
る

こ
と
に
於

い
て
、

天
台
教
學

の
い
わ
ゆ
る
教
鶴

一
致

の
特
色
が
完
う

さ
れ

て
い
る

の
で
あ

る
と
考

え
ら

れ
る
。

印

ち
法
華
玄
義
雀
第
十
に
於

い
て
、
先
ず
教
相

の
大
綱
な
り
と
し

て
こ
の
三

教
相
を
詳
読
し
、
次

に
こ
れ
が
教
観

三
致

の
玄
意

に
基
づ

い
て
教
観

二
門
に
究

明
さ
れ
、

翻
門

の
立
場

よ
り
見
る
頓
教
相
と
は
摩
詞

止
翻
干

毬
に
説
く
と

こ
ろ

の
如
く
、

襯
心
繹

に
依

る
漸
教
相
と
は
次

第
暉
門

十
巻
に
於

い
て
こ
れ
を
見
る

べ
く
、

不
定
教

の
襯

心
繹
は

六
妙
法
門

三
雀
に
於

い
て
示
す
と
こ
ろ
の
如

し
、

と
い
つ
て
い
る
が
、

こ
れ
が
印
ち
天
台
止
翻
法
門

の
大
綱
で
あ
る
と
い
わ

れ
て

い
る

三
種
止
襯
法
門
に
外
な
ら
な

い
。

こ
れ
ら
天
台
教
學

の
教
観

二
門

の
具
燈

的
關
係

の
究
明
は
、

い
ま
は
暫
く
別
箇

の
問
題
と
す
る
と
し

て
も
、

天
台

止
襯

法
門

の
大
綱
が

こ
の
い
わ
ゆ
る

三
種
止
襯
に
あ
り
と
は
、

古
來
か
く

の
如

く
に

い
わ
れ

て
來
た
通
り
で
あ

つ
て
、

い
ま
は

こ
製
に
論
考

の
緒
を
お
く
。

印
ち

天
台
止
観
法
門

の
實
修

の
思
想
的
基
調
は
、

ま
さ
に

こ
の
三
種

止
翻

に

存
す
る

と
な
す

べ
き
で
あ
ろ
う
が
、

い
ま
は
止
翻
法
門
成
立

の
思
想
史
的
見
地

か
ら
、

家
第
暉
門
と
六
妙
門
等

と
を

一
括
し

て
、
天
台
輝
門
部
と
構
し
、

こ
れ

を
摩
詞
止
襯
等

の
天
台
止
翻
部

に
封
せ
し
め
よ
う
と
試
み
る
わ
け

で
あ
る
。

○

天
台
暉
門
部
と

い
う
名
禰

は
、

い
ま

こ

に
初
め

て
用
い
ら
れ
る
も

の
で
は

な

い
。
即
ち
傳
教
大
師

に
於

い
て
既

に
そ
の
用
例
を
見

出
す

こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
將
來
目
録
及
び
経
藏

目
録
等

に
於

い
て
で
あ
り
、

し
か
も

天
台
大
師
撰
述

等

の
分
類

に
就

い
て
で
あ
る
。
將
來
録

に
は
台
越

の
爾

目
録

が
あ
り
、

台
州
録

は
天
台
山
に
在

つ
て
作
成
し
た
天
台
典
籍

の
目
録

で
あ

る
が
、

そ

の
中

に
、
摩

詞
止
観
等
十

三
部
三
十
雀
を

「
止
観
部
」
と
よ
び
、
そ
れ
に
家
い
で
暉
門
修
謹

十
巻
以
下
十
四
部
二
十
七
巻
を

「暉
門
部
」
と
名
づ

け
て
い
る
。
輕
藏
目
録

(
2
)

は
、

弘
仁

二
年
、

入
唐
將

來

の
典
籍

を
納
藏

せ
ん
と
し
て
そ

の
分
類
を
試

み
た

際

の
目
録

で
あ
る
が
、

こ
の
中
に
も

「
天
台
摩
詞
止
襯
十
雀
」
乃
至

「
天
台
止

、
襯
雑
萱
秩
目唐
録
在
別本
」
に
次

い
で
、

「
天
台
暉

門
修

謹
十
雀
」
「
天
台
暉
門
難
萱
秩

目唐
録
在
別本
」
等
と
あ
り
、

普
通
に
は

い
わ
ゆ
る
天
台
止
鶴
法
門
に
屡
せ
し
め
て

い

る
諸
撰
述

が
、
共

に
か
く
二
大
分
さ
れ

て
い
る
。

(
3
)

そ

し
て
こ
れ
ら
に
就

い
て
、

不
定
止
襯

た

る

六
妙
門

が
、
「
修
暉
六

妙
門

一

雀
」
と
記
さ
れ
て
、

こ
の
暉岬
門

部

の
内
に
牧

め
与
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ

る
。

そ

の
他
、
輝

門
要
略
、

暉
門
章

及
び

口
決
暉

法
等

は
も
ち

ろ
ん
、
小
止
観

並
び

に
畳
意
三
昧
、

襯
心
論

経
記
、

金
光
明
臓

法
、

方
等
臓
補
閾
儀
等
も

こ
。の

部

に
牧

め
ら
れ

て
い
る
。

特
に
天
台
大
師
自
身

の
撰
述

に

つ
い
て
い
え
ば
、

摩

詞

止
襯

三
部
を
除
く
他

の
殆
ん
ど
総

べ
て
が
、
む

し
ろ
こ

の
暉
門
部

に
牧

め
ら

れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
殊

に
小
止
襯

一
雀

の
如
き

は
、

そ

の
現
行

本
の
序
蹟
等

に
於

い
て
明
ら
か
に
見
ら
れ
る
よ
う

に
、
後
世

の
殆
ん
ど
総

べ
て
の
學
者

が
摩

詞

止
襯

十
雀

の
要
略

で
あ
る
と
心
得

て
い
た

の
に
、
實

は
次

第
暉
門

十
雀

の
要

略
な

の
で
あ
る
。

衡
ち
、

既
に

こ

に
、
摩
詞

止
襯
部
に
牧

め
な

い
で
、
輝
門

部
に
撮

せ
ら
れ

て
い
る

こ
と
に
も

極
め
て
注
目
せ
し
め
ら
れ
る
。

○

さ
て
、

天
台

止
翻
部

の
代
表
で
あ
る
摩
詞

止
観

十
巻
と
、

天
台
暉
門
部

の
代

表
で
あ
る
次
第
暉
門
十
雀
と
を
比
較

し
て
見

る
と
、

次

の
如
き
諸
黙

が
先
ず
注

意
さ
れ
て
來
る
。

そ

の

三
は
、

こ
の
爾
撰
述
が
共
に
同
じ
く

い
わ
ゆ
る
十
大
章
よ
り
構
成

さ
れ

て
い
る

こ
と
で
あ
り
、

し
か
も
各
十
章

の
章
名
ま

で
も
が
殆
ん
ど
同
じ
で
あ
る

こ
と
、
そ

の
二
は
、
摩
詞
止
襯

に
於

い
て
、
十
大
章

の
第
七
正
修
章
が
十
境

に

天
台
輝
門
部

に

つ
い
て
 
(
關

口
)
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天
台
輝
門
部

に
つ

い
て
 
(
關

口
)

分
け
ら
れ
て

い
る
中

の
後
三
境
と
、

そ

の
後

の
三
大
章

の
全

部
と
が
不
読
閾
略

の
ま
ま
に
残

さ
れ
て

い
る
こ
と
は
、

古
來
著
名
の
こ
と
な

の
で
は
あ

る
が
、
次

第
琿
門

の
十
巻
十
大
章

に
於

い
て
も
亦
全

く
こ
れ

と
同
檬

に
、
第

七
修
謹
章

の

後
牛
部
と
後

三
大
章

と
が
闘
け

て
い
る
こ
と
等

で
あ
る
。

ま
た
、

そ

の
思
想
的
基

調
に
於

い
て
、
摩

詞
止
襯

が
圓
頓

の
思
想

に
、
次
第

輝
門
が

い
わ
ゆ
る
漸

次
止
齪

の
思
想
に
立

つ
て
い
る

こ
と
は

い
う

ま
で
も
な

い

の
で
あ
る
が
、

し
か
も
次
第
暉
門
に
於

い
て
は

「
止
観
」
ど

い
う
用
語

が
殆
ん

ど
全
く
用

い
ら
れ
て

い
な

い
と
と
な
ど
に
、
特

に
強
く
注

目
せ
し
め
ら
れ
る
。

印

ち
天
台
大
師

は
止
鶴

の

一
語
を
以
て
全
佛
教

の
實
蹉
部

面
を
統
擾

し
て
い
た

と
信

じ
ら
れ
て

い
る
が
、

そ
れ
は
摩
詞
止
観
に
依

つ
て
天
台

の
思
想
教
學
を
見

る
場
合
に
於

い
て
の
み
そ
う

い
え
る

の
で
あ

つ
て
、
次

第
暉

門

で
は
、
淺

深
次

第
す
る
諸
暉

法

の
内

の

三
科

で
あ
る
に
過
ぎ
な

い
六
妙

法
門

の
中
に
、

止
と
観

と
の
爾
法
が
あ
る
だ
け

で
あ

つ
て
、
全
佛
教

の
實
践

面

を

意

味

す

る
よ
う
な

「
止
翻
」
と

い
う
用
語
例

は
未
だ

こ
れ
を
見
出
す

こ
と
が

で
き
な

い
。
そ
し
て

摩
詞
止
翻
に
於
け
る

「
止
鶴
」

と
全
く
同
じ
地
位
を
、

「
輝
波
羅

密
」
「
輝
門
」

「
暉
法
」
等
即

ち

「輝

」

の

三
字

が
占
め
て

い
る
よ
う

で
あ
る
。

次

に
注
意
さ
れ
る

こ
と
は
、

そ
の
各

々
の
選
述

の
年
次
に

つ
い
て
で
あ
る
。

印

ち
摩
詞
止
翻
が
天
台
大
師

の
最
も

晩
年

に

ち

か

い

階
開
皇
十
四
年
 
(
五
九

四
)
 荊
州
玉
泉
寺

で
の
読
法
で
あ

つ
た

の
は
古
來

明
ら
か
な

こ
と

で
あ
る
が
、

次
第
暉
門
は
、

大
師

が
陳
光
大
元
年
 
(
五
六

七
)
 初

め

て
金
陵
に
出

で
て
瓦
官

寺

に
住
し
て

い
た
間

の
読
法
に
依

る
も

の
で
、
印

ち
大
師
三
十
歳
よ
り
凡
そ
八

年
程

の
間

の
読

法
で
あ

つ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
即

ち
次
第
暉
門
十
巻

は
天
台
大
師

の
最
も

早

い
時
代

の
思
想
、

摩
詞
止
覗
は
そ

の
最
も
晩
年

に
近

い

思
想
を
示
す
も

の
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

換
言
す

れ
ば
、

天
台
大
師

は
、
次
第

輝
門

に
示
さ
れ
て

い
る
が
如
き
思
想

に
於

い
て
、

先
ず
自

か
ら
開
解

し
、

そ
れ

ら
が
や
が

て
圓
熟

し
て
、
摩
詞

止
襯

に
見
ら
れ
る
よ
う
な
思
想
に
大
成

し
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
。

○

か
く
見

て
來
る

と
、

い
ま
廣
義

の
、

い
わ
ゆ
る
天
台

止
襯

法
門

の
中

に
於

い

て
、
摩
詞

止
襯

十
雀

を
中
心

と
す

る
止
襯
部
に
相
封
し
て
、
次

第
暉
門

十
雀
を

中
心
と
す

る
暉
門

部
な

る

三
部
門
を
新
設
す
る

こ
と
に
就

い
て
は
、

左

の
如
き

新
意
義

が
生
じ
て
來
る
か
と
考

え
ら
れ
る
。

印

ち
漸
次

止
観

と
圓
頓

止
襯

と
を
、
奮
來

の
如
く
天
台
止
襯
法
門

の
大
綱
と

し

て
、
並
列
的
に
考
え
る
外
に
、

そ

の
思
想
教
學

の
進
展

の
過
程

の
上
に
於

い

て
も

こ
れ
ら
を
検

討
し

て
行
く
必
要
が
考

え
ら
れ
て
來
る
。

天
台
大
師

の
實
陵

門
に
属
す

る
諸
選
述

の
内
、

こ
の
暉
門
部

に
属
せ
し
め
る

べ
き
も

の
が
多

い
こ

と
は
、

そ
の
生
涯

の
読

法
や
教
化
が
む
し
ろ

こ
の
思
想
に
基
づ

い
て
行

わ
れ
た

こ
と
を
示
す

と
考

え
ら
れ
、

そ

の
間

に
、
ま
た

「
暉
」

の
思
想
か
ら

「
止
襯
」

の
思
想

へ
の
展

開
と
圓
熟

と

の
あ
と
が
翻

取
さ
れ

て
來
る
は
ず

で
あ
る
。

そ
し
て
、
次
第
暉
門

と
摩
詞

止
観

と
に
全
く
共
通
す
る
も

の
は
、

天
台
大
師

の
生
涯
を

一
貫
せ
る
も

の
で
あ

つ
た
と
も
見
る

べ
き

で
あ
ろ
う
。

顯
著
な

一
例

と
し
て
は
、

そ

の
爾
者

の
不
読
閾
略

分
の
存
在
な
ど
も
、

佛
道

の
實
躊
面
に
關

す
る
天
台
大
師

の
考

え
方

の
最
も
基
本
的
な
特
徴
を
示
す
も

の
と
見
る

べ
き

で

あ
ろ
う
か
に
考

え
ら
れ
て
來
る
。

ま
た
、
次

第
暉

門
を
初

め
と
し
、
輝
門
部
諸
撰
述

の
中
に
は
、

摩
詞
止
観
に

比
し
て
、
輝
襯

に
關
す

る
諸
師

の
読
を
引

い
て
い
る

こ
と

の
多

い
の
が
、

先
ず

目
に

つ
く
。
印

ち
そ
れ
を

「
研
詳

」
し

「
去

取
」

し
た
も

の
が
次
第
輝
門

の
組

織
と
な

つ
た
も

の
で
あ
る
と
見
ら
れ
、

こ

の
黙

に

於

い

て
、
天
台
暉
門
部

の

研
究
は
、

同
時

に
、

そ
れ
に
先
立

つ
中
國
輝
襯
思
想
史

の
究
明
に
資
す
る
織
が

大
き

い
と
考
え
ら
れ
る
。
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ま
た
、

こ
の
暉
門
部
に
は
暉
観
に
關
す

る
諸
経
等
を
引

用
し
て
い
る
こ
と
の

多

い
の
も
、

三
つ
の
特
徴

で
あ
る
。
次
第
輝
門

は
、
暉
門
修
詮
、

暉
波
羅

蜜
、

暉
門
な
ど

と
も
よ
ば
れ

て
い
る
が
、

そ

の
具
名

は
縄
暉
波
羅
蜜
次
第

法
門

で
あ

り
、

そ

の
具
名
の
示
す
が
如
く
に
、

一
切

の
諸

経
論

の
中
に
あ
ら
わ
れ
て

い
る

輝
観
法
門
に
、
家
第
順
序
即
ち
、

秩
序

と
騰
系

と
を
與
え
て
綜

合
せ
ん
と
し
た

も

の
で
あ
る
と
考

え
ら
れ

る
。

こ
の
意
味
に
於

い
て
は
、

一
切
経

の
中

に
あ

ら

わ
れ

て
い
る
輝
槻
思
想

の
綜
合
的
研
究
に
甥
し
、
佛
教
史

上
に
あ

ら
わ
れ
た
無

二
の
指
南
と
も
な
り
得
る
も

の
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。

ま

た
、

こ
の
暉
門
部

に
於

い
て
は
、
暉

の

一
字

に
全
佛

法
を
統
擾

し
、

具
つ

坐
暉

の

三
行
に
全
佛
道
を
統
搦
せ
ん
と
し
、
從

つ
て
、

い
わ
ゆ
る
坐
暉
儀

が
懇

切
詳
密
を
極
め
て
い
る
。

こ
れ
ら

の
黙

に
於

い
て
は
、
後
世

に
獲
達
す

る
諸
種

の
暉
観
法
門
、
特

に
暉
宗

と
の
關
聯
に
於

い
て
重

大
な
關

係
を
も

つ
よ
う

で
あ

る
。

即
ち
早
く
は
善
導
、

元
曉
、

法
藏
、
道
信
等

の
読

い
た
坐
暉
儀
は

み
な
天

台
小
止
襯
を
依
用
し
た
も

の
か
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
後
世

の
暉
宗

の
坐
暉
儀

の
縮

べ
て
は
み
な
宗
密

の
坐
暉
儀
に
基
づ

い
て

い
る
と
い
わ
れ
て
い
る

が
、
そ

の
宗
密

の
い
わ
ゆ
る
坐
暉

法
十
門
止
は
、

天
台

小
止
観

の
十
章

の
列
次

に
若
干

の
攣
更
を
加
え
た
だ
け

の
も

の
で
、
殆
ん
ど
全

く
そ

の
全

文
を
窟

し
と

つ
た
も

の
に
過
ぎ
な

い
。
小

止
襯

を
摩
詞
止
襯
十
雀

の
要
略

と
す

る
こ
と
は
、
前

に
も

三
言

し
た
よ
う
に
、
全

く
謬
り

で
、
天
台
小
止
襯

は
次
第
暉
門

の
要
略
な

の
で

あ
り
、

次
第
暉
門
十
巻

の
中
か
ら
坐
暉

の
作
法
と
、

そ

の
内
外

の
用
心

と
を
抜

葦

し
た
如
き
關
係
に
あ
る

の
で
あ
る
。
印

ち
坐
輝

に
於

い
て

の
そ
れ
ら
と
こ
の

小
止
襯

と
の
關
係
は
、

ま
た
直
ち

に
、

こ
の
次

第
暉
門

を
中
心
と
す
る

天
台
暉

門
部

と
の
關
係
と
し
て
改
め
て
究
明
さ
れ
る
べ
き
で
あ

る
。

(
4
)

輝
宗
の
四
租
道
信
、
五
祀
弘
忍
等
の
思
想
暉
要
が
、
從
來
傳
説
さ
れ
て
い
た

と
こ
ろ
と
は
む
し
ろ
反
甥
に
、
い
わ
ゆ
る
坐
暉
襯
心
に
そ
の
特
色
が
あ
り
、
殊

に
そ

の
思
想

の
綱
格
を
導

き
出
し
て

い
る
と
考

え
ら
れ
る
緻
燵
出
土

の
読

心
論

が
、
實

は
菩
提
達
摩

の
撰
述

で
は
な
く
て
、

天
台
大
師

の
撰
述
に
外
な
ら

ぬ
と

考

え
ら
れ
る

こ
と
等
も
既
に
論
じ
來

つ
た
が
、

し
か
も

そ

れ

は

こ

の
次

第
暉輝

門
等

と
同
じ
年
代

の
撰
と
考
え
ら
れ
、

こ
れ
も
共

に
天
台
暉
門
部
に
牧

む

べ
き

も

の
で
あ
り
、

こ
れ
ら
は
相
侯

つ
て
、
後

世

の
い
わ
ゆ
る
輝
宗

の
成
立
と

こ
の

天
台
輝
門
部
と

の
關

係
に
於

い
て
究
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
。

(
5
)

こ
れ
ら

の
特
質
と
意
義

に
於

い
て
、

從
來
普
通

に
は
天
台
止
翻
法
門
と
構
せ

ら
れ

て
い
る
部
門

の
中
を
、

更
に
止
翻

部
と
暉
門
部

と
に
爾
分
し
、

天
台

暉
門

部

と
名
つ
く
べ
き

一
分
野
を
こ

こ
に
開
拓
し
て
、
止
襯
法
門
成
立
、
暉
襯

思
想

史

の
研
究

の
た
め

の
基

礎
的

三
部
門

た
ら
し
め

た
い
と
考
え
る
。

1

「
五
時

八
教
」
と

い
う

こ
と
ば
が
、

い
つ
、
何

人
に
ょ
つ
て
初
め

て
用

い
ら
れ
た
か
は
詳
ら
か
で
な

い
。
三
大
部

を
初

ぬ
天
台
大
師

の
撰

述
中

に

は
、

こ
の
こ
と
ば
を
見
出
し
得
な

い
よ
う
で
あ
る
。

天
脅

の
教
學
と

い
え
ば
直

ち
に
五
時

八
教
を

い
う
よ

う

に
な

つ

た

の

は
、
高
麗
諦
観

の
天
台
四
教
儀

の
流
行
に
よ
る
竜

の
で
あ
ろ
う
が
、

諦
翻

の
四
教
儀
世
に
行
わ
れ
て
爲

に
台
宗

の
學
闇

も
、
と

智
旭
が
慨

い
た
よ
う

に
、

の
書

は
天
台
教
學

の
入
門
書

と
し

て
は
根
本

的
に
再
考
す

べ
き
幾

多

の
問
題
を
藏

し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
五
時

八
教

説
に
於

い
て

論
ぜ
ら
れ

る
頓
教
、
漸

教
、

不
定
教
等
と
、

法
華

玄
義

巻
第
十

の
教
相
玄

義
分

に
於

い
て

「
教
相
を
剣
ず

る
に
郎
ち
六
と
な
す
。

一
に
は
大
綱

を
學

ぐ
、

二
に
は
丈

謹
を
引
く
、
…
…
〇
一

に
大
綱

に
三
種
あ
り
、

一
に
は
頓
、

二
に
は
漸
、

三
に
は

不
定
。
」

と

い
つ
て
説

か
れ

て
い
る
と

こ
ろ

と

は
、

本
質
的

に
か
な

り
に
異

つ
た
竜

の
で
あ

る
と
見
受
け
ら
れ
る
。

天
台
教
剣

の
構
成
と
そ

の
特
色
、

後
世

の
天
台
教
剣
論

の
攣
遷
と
、

そ

の
結
果
と
し

て
の
五
時

八
教

説

の
成
立

に
關
し

て
は
、

別

の
機
會
を
得
て

天
台
輝
門
部

に
つ
い
て
 (
關

口
)
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天
台
輝
門
部

に
つ

い
て
 
(
關

口
)

論
及
し

た

い
。

2
 

現
行

の
傳
教
大
師
將
來
台
州
録
は
、

そ

の
中
に
少

な
か
ら
ぬ
疑
問
と
矛

盾

と
が
見
出

さ
れ
る
。
然
し
越
州
録
は
大
師
親
筆
本
が

現
存
し
、

纏
藏

目

録

竜
亦

そ
の

一
部
が
、

大
師
親
筆

の
尤

な
竜

の
と

さ
れ

つ
つ
現
存
し

て
い

る
。
現
行
台
州
録
に
見
受

け
ら
れ
る
甚
だ
し

い
錯
齪
は
、

か
つ
て
原
本

の

剥
離
錯
簡
等
が
あ

つ
た

こ
と

に
因

る
と
推
考
さ
れ
、
具

つ
越
州
録
、

纏
藏

録

と
の
比
較
研
究
に
於

い
て
、
そ

の
復
原

が
ぼ

穿
可
能

で
あ

る
。

こ
れ
ら

に
つ
い
て
も
別
に
論
考
を
試
み
た

い
と
思
う
が
、

い
ま

の
引
用
は
、

そ
れ

ら
の
問
題

に
は
係
わ
ら
な

い
部

分
か
ら
で
あ
る
。

3
 
纏
藏
目
録

の

「
天
台
暉
門
雑
萱
峡
目唐
録
在
別体
」
と
は
、

或
は
、

あ
な
が
ち

訳
第

輝
門

に
關
す

る
竜

の
の
意

に
の
み
解
す

べ
き
で
は
な

い
、
と

の
見
方

が
生
ず

る
で
あ
ろ
う
。

郎
ち
付
法
縁
起
等
に
見

ら
れ
る
よ
う
に
、

道
遽

か

ら
,輝
法
を
竜
相
承
し
た
と

の
論
、

帥
ち
天
台
家

の
人
師
に
よ

つ
て
傳
え

ら

れ
て

い
た
暉
宗
法
冊

の
意
味

に
於

い
て
竜
天
台
潭
門
と

い
玉
得

る
と

い
う

見
解

で
あ
る
。
然
し
な
が

ら
、

こ
れ
ら

の
見
方
は
次

の
理
由
に
よ

つ
て
否

定

せ
ら
れ

る
べ
き

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
師

ち
そ

の

一
は
、

同
じ
く
輕

藏

目
録

の
中

に
、

こ
の
天
台
暉
門
難
萱

峡

の
外

に

「
天
台
雑
井
達
塵
宗
雑

壱
峡
目唐
録
在
別本
」

な
る
も

の
が
存

し
て

い
る

こ
と
で
あ
る
。

傳
教
大
師

の
入
唐
求
法

の
當

時
、

天
台
山

に
は
佛

窟
遺
則
や
雲
居
普
智

等
が
住
し
て

い
た
。
遺
則
は
牛
頭
宗
第

六
組
慧

忠

の
法
嗣

と
さ
れ
て
お
り
、

傳

教
大
師
よ
り
十

六
歳

ほ
ど
年
長

で
、
後

に
南
宗
輝
、

北
宗
揮

・
牛
頭
輝

に
比
肩
さ
れ

て

い
る

い
わ

ゆ
る
佛
窟
輝

の

一
派
が
、

彼
等

に
よ

つ
て
、

大

い
に
興
ら
ん
と
し
て

い
た
頃
で
あ
る
。

遺
則
は
張
懐
灌

に
從

つ
て
書
法

を

學

び
濁
り
筆
妙

を

つ
く
し
た
と
構
讃

さ
れ
て

い
る
が
、
傳
教
大
師

は
そ

の

遺
則

の
眞
跡
を
わ
が
國

に
携
え
蹄

つ
て
特
に
書

法

の
範

と
し

て

い
る
。

ま

た
遣
則

の
撰

た
る
無
生
義

一
巻
、

遺
則

の
師
た
る
牛
頭
慧
忠

の
碑
、

牛
頭

宗

初
祀
法
融
の
繕
親
論

一
魅
、

法
華

経
名
相

一
巻
、
巾
子
崇
慧

の
刀
梯
歌

等

の
牛
頭
繹
法
門
を
中
心
と
し
困
南
宗

の
曹

渓
大
師
,傳

三
巻
、

北
宗
神
秀

の
撰

と
せ
ら
る
る
看
心
論

一
巻
、

そ

の
他
達
摩
系
圖

一
巻
等
を
初
め
と
し

て
相
當
部
藪

の
輝
宗
典
籍

を
將

來
し
て
は

い
る
が
、

そ
の
所
要
紙
藪

等
か

ら
考
え
、

具

つ
纏
藏

目
録
中

の
他

の
各
部
秩

の
量

か
ら
推
し

て
、
特
に

一

峡

を
成
す

ほ
ど

で
は
な
く
、

天
台
雑
部

と
併

せ
て

一
秩

ほ
ど

の
竜

の
で
あ

っ
た
か
と
想
像
さ
れ
る

の
で
あ
る
。

こ
れ
ら

の
黙

に
つ
い
て
の
詳
細
竜
別

の
機
會

に
ゆ
ず

る
。

そ
の
二
は
、

「
天
台
暉
門
雑
萱
峡
」
が

「
天
台
輝
門
修
謹
十

巻
」
郎

ち
次

第
輝
門

の
直
後
に
列
ね
ら
れ
て

い
て
、

こ
れ
ら
の
天
台
輝
門
と
は
全
く
同

一
意
義

の
竜
丘の
で
あ

つ
た
と
見

な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
と
見
受
け
ら
れ
る
こ
と

で
あ

る
。
そ

の
三
は
、
將
來
録

に
於

い
て
、
暉
門
修
誰
十
巻
以
下
に
暉
門

章

一
巻
、
輝
門
要
略

一
巻
等

を
含

ん
で

「
已
上

一
十

四
部

二
十
七
巻
同
秩
、

レ輝
門
部
四
百

八
十
四
紙
」

と
明

記
さ
れ
て

い
る
こ
と

で
あ

る
。

4
 
圭
峰
宗
密

の
坐
輝
儀

と
天
台

小
止
襯

と

の
關
係

の
詳
細
、

及
び
善
導
、

元
曉
、

法
藏
、

道
信
等

の
坐
輝
儀

と

天
台

小
止
襯

の
關

係
等

は
、
拙
著

「
天
台
小
止
襯

の
研
究
」

に
ゆ
ず

る
。

5
 
暉
宗
第

四
組
道
信

の
思
想
と
敷
樟
雌出

土
謹
心
論

と
の
關
係
等

に
つ
い
て

は
、
印
度
學
佛

教
學

研
究
第

一
巻
第

二
號
、
第

二
巻
第

一
號
、

同

二
號

の

拙
稿

を
参
照

せ
ら
れ
た

い
。

(
附
記
)
 本

研
究
は
丈
部
省
科
學

研
究
費

に
ょ
る
綜
合
研
究

「
佛

教

の

根
本
眞

理
」

の
中

「
輝
波
羅
蜜

の
型
態

と
天
台

止
襯

の
成
立
」

に
つ
い
て

の
研
究

の

一
部

で
あ

る
。

-112-


