
天
台
学
系
に
よ
る
浬
藥
経
研
究

鈴

木

祐

孝

浬
架
経
研
究
の
流
れ
を
天
台
系
に
注
目
す
る
時
、
灌
頂

の

『
浬
葉
経

疏
』
、
そ
れ
を
受
け
て
の
道
逞
、
行
満
両
師
の

『
浬
葉
経
疏
私
記
』
が

存
す
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。

こ
れ
か
ら
論
じ
よ
う
と
す
る
こ

と
は
両
師

の

『浬
繋
経
私
記
』
に
関
わ
る
二
つ
の
問
題

の
ご
く
限
定
さ

れ
る
点
で
あ
る
。

第

一
点
は
灌
頂
撰
、
湛
然
再
治

の
疏
に
み
ら
れ
る

『私
謂
』
と
い
う

説
示
を
両
師

の
私
記
は
ど
の
様
に
扱

い
、
問
題
と
し
て
い
る
の
か
と
い

う
点
。

第

二
点
は
道
逞

の

『私
記
』
に
お
い
て
の
み

『澤
州
』
な
る
引
用
が

み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で

『澤
州
』
と
は
誰
を
名
指
し
、
そ
の

引
用
が
浬
梨
経
研
究
に
ど
の
様
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
か
と
い
う
点
。

以
上
の
二
点
に
つ
い
て
少
し
く
論
じ
て
み
た
い
。

先
の
第

一
点
に
関
わ
る
問
題

で
あ
る
が
、
天
台
系
に
よ
る
浬
葉
経
研

究
は
そ
の
原
流
を
、
南
北
朝
梁
代
に

『
浬
架
宗
』
と
い
う

一
宗
に
よ

っ

て
そ
の
最
高
点
に
達
す
る
、
と
い
う
指
摘
が
あ
る
が
そ
の
後

の
浬
繋
経

研
究
は
天
台
系
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
の
代
表
的
著

作
が
、
灌
頂
の
疏
で
あ
り
、

そ
の
再
治
を
な
し
た

の
が
湛
然
で
あ
り
、

そ
の
門
下
に
よ

っ
て
実
に
よ
く
研
究
が
な
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
再
治
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
が
、

い
わ
ゆ
る
再
治
さ
れ
た
個

所
は
約
五
十
個
所
に
及
び
、
そ
の
再
治
さ
れ
た
書
き
出
し
が

『私
謂
』

で
あ
る
。
そ
の
説
示
の
な
か
で
特
に
問
題
と
な

る
の
が
仏
性
義
で
あ
ろ

う
。
そ
れ
は
灌
頂
と
湛
然
に
お
い
て
少
し
解
釈
が
異
る
と
い
う
点
で
あ

る
。
そ
れ
は
湛
然
が
天
台
学
に
お
い
て
浬
架
経
解
釈
を
す
る
時
に
、
当

時

の
華
・厳
学
つ
ま
り
、
法
蔵
、
澄
観

の
説
な
ど

の
影
響
が
あ

っ
た
と
い

う
こ
と
な
ど
は
先
学
の
示
す
所
で
あ
り
、
見
の
が

せ
な
い
点

で
あ
ろ

う
。
し
か
ら
ば
そ
の
点
に
つ
い
て
両
師

の

『
私
記
』
な
ど
は
ど
の
様

に

受
け
と
め
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

つ
ま
り
天
台
系

に
よ
る
浬
藥
経
研
究
の

流
れ
を
灌
頂
、
湛
然
、

そ
し
て
湛
然
門
下
と
し

て
の
立
場

に
た

つ
行

満
、

そ
し
て
道
逞
、
元
皓
等

が
存
す
る
わ
け
で
あ

る
が
、
さ
ら
に
時
代

が
下
が

っ
て
智
円
の

『
浬
架
経
疏
三
徳
指
帰
』
が
代
表
的
で
あ
る
。
そ

れ
ら
の
関
係
を
通
じ
て
先
に
示
し
た
道
逞
の

『
私
記
』
に
で
て
く
る
所

の

『澤
州
』
な
る
引
用
を
み
て
み
た
い
と
思
う
。

最
初
に
「
澤
州
」

と

天
台
学
系
に
よ
る
浬
繋
経
研
究
 (鈴

木
)
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は
誰
を
名
指
す
の
か
と
云
え
ば
、

そ
れ
は
浄
影
寺
慧
遠
な
の
で
あ
る
。

そ
の
典
拠
、
唐
高
僧
伝
お
い
て
「
澤
州
本
寺
」

と
か
「
よ
く
浬
繋
経
を

祖
翌
す
」

と
も
あ
り
、
澤
州
と
は
地
名
で
あ
り
、
そ
こ
に
住
ん
で
い
た

人
そ
の
も

の
が
浬
契
経
研
究
を
行

っ
て
い
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
そ

の
こ
と
を
明
確
に
し
て
い
る
の
は
、
智
証
大
師
請
来
録
に
も

「
澤
州
、
大
浬
架
経
義
記
」

と
あ
り
、
澤
州
と
は
慧
遠
で
あ
る
こ
と
が

わ
か
る
。
次
に
そ
の
引
用
文
で
あ
る
が
慧
遠
の

『義
記
』
を
そ
の
ま
ま

引
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
引
用
は
約
五
十
点
に
も
及
ん
で
い
る

の
で
あ
り
、
特
に
仏
性
義
と
い
う
内
容
に
限
定
し
て
み
る
と
、
さ
ら
に

次
の
二
点

に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

第

一
点
は
、
慧
遠
の
説

い
た
浬
繋
経
そ
の
も
の
の
位
置
づ
け
は
各
経

典
の
中
心
と
な
る
経
亜
ハ
で
な
い
と
い
う

こ
と
。

こ
れ
に
対

し

て
道
逞

は
、
機
根
に
か
な

っ
た
必
要
性
に
お
い
て
説
か
れ
た
経
典
ハ
で
あ
る
と
位

置
づ
け
る
こ
と
。

こ
の
位
置
づ
け
を
明
確
に
す
る
為
に

『
義
記
』
を
引

用
し
批
判
し
た
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
点
。

第
二
点

は
、
先
の
批
判
で
あ
る
が
華
厳
学
に
影
響
を
与
え
た
と
こ
ろ

の
地
論
派

ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
い
る
と
い
う
点
。
そ
の
背
景
に
は
、
当

時
湛
然
の
教
学
と
、
他
宗
、
他

の
学
説
と
の
関
係
が
存
す
る
こ
と
で
あ

る
。

こ
の
こ
と
は
先
に
示
し
た
如
く
仏
性
義
の
問
題
に
な
る
と
思
わ
れ

る
。

こ
の
こ
と
に
関
し
て
智
円
の

『
三
徳
指
帰
』

で
は
、
灌
頂
と
湛
然

の
解
釈
に
は
優
劣
な
し
と
。
こ
れ
は
金
剛
鉾
顕
性
録
に
明
か
す
が
如

し

と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

こ
の
点
は
今
回
は
留
保
し
、
義
記
の
引

用
を
み
て
み
る
次
第

で
あ
る
。

偶
判
有
二
。
初
問
学
法
。
云
何
得
近
無
上
道
下
問
学
行
。
此
云
何
知
如
下
大

衆
間
品
未
将
答
学
行
。
迦
葉
請
云
願
説
是
大
浬
葉
中
所
得
功
徳
。
故
知
。
前

是
学
法
後
是
学
行
。
法
通
理
事
行
唯
在
事
。
法
通
内
外
行
徳
唯
内
。
法
通
三

性
観
三
性
法
皆
得
起
行
。
行
唯
在
善
。
法
通
自
他
。
他
人
之
行
徳
為
己
法
。

己
家
之
行
徳
為
他
法
。
如
此
判
者
太
為
浅
局
。

こ
れ
は
、
議
記
の
釈
が
道
逞
か
ら
し
て
み
れ
ば
、
残

い
判
断
で
あ
る
と

示
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
何
故
に
と
い
う
理
由
を
明
示
し
て
い
な
い

の
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
の
部
分
を
灌
頂
の
「
疏
」

に
か
え

っ
て
み
る
と

次

の
様
に
で
て
く
る
の
で
あ
る
。

於
間
中
分
二
十
三
偶
為
両
前
十
九
偶
正
作
三
十
四
間
後
四
偶
講
答
初

一
行
問

仏
因
果
仏
修
因
得
果
不
可
言
現
未
強
可
指
於
過
去
。

と
示
す
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
長
寿
品
の
云
何
得
長
寿
以
下
の
問
を
三

つ

に
分
け
「
云
何
比
経
」

よ
り
過
現
未

の
三
世
の
現
在
、

つ
ま
り
機
根
の

機
に
お
い
て
説
き
、
又
云
何
得
広
大
よ
り
先
に
示
し
た
(義
記
の
引
用
の

初
め
)
云
何
而
得
近
最
勝
無
上
道
ま
で
を
過
去
、
現
在
に
置
き
か
え

て

示
し
た
か
ら
、
今
は
未
来
を
示
す
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
さ

ら
に
智
円
の
「
三
徳
指
帰
」

で
み
て
み
よ
う
。

問
佛
因
果
者
即
問
佛
久
遠
本
因
本
果
也
。
以
此
経
在
法
華
顕
之
後
。
中
略
-

当
機
而
説
者
為
常
機
談
常
教
究
尭
到
於
三
徳
彼
岸
也
。

こ
の
説
示
に
お
い
て
灌
頂

の
疏

を
引

い
て
「

機
」

に
あ
た

っ
て
常

教
、

い
わ
ゆ
る
法
身
、
般
若
、
解
脱

の
三
徳
が
常
住

す
る
教
と
説

か
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れ
、
又
浬
葉
経
と
い
う
も
の
は
法
華
経
の
説
か
れ
た
後

に
説
か
れ
た
経

典
で
あ
る
と
い
う
註
釈
か
ら
言
え
る
こ
と
は
、
道
遙
が
義
記
を
引
用
し

た
偶

の
判

じ
方
は
天
台
学
の
法
華
経
で
救
わ
れ
な
か

っ
た
人
々
を
救
う

追
説
追
涙

の
教
え
と
い
う
立
場
の
浬
架
経

の
位
置
づ
け
と
そ
の
根
本
思

想
で
あ
る
所

の
法
身
常
住
と
い
う
点
の
説
き
方
が
甚
だ
浅
い
と
批
判
し

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
は
結
局
慧
遠
の
教
判
で
位
置
づ
け
る
浬
藥
経
観
と
、
灌
頂
、
湛

然
、
道
逞
、

そ
し
て
時
代
が
下
が

っ
て
の
智
円
が
位
置
づ
け
る
浬
契
経

観

の
差
は
、

仏
の
所
説
か
ら
し
て
み
れ
ば
皆
同

じ
と
す

る
慧

遠

の
説

と
、

そ
の
同
じ
く
説
か
れ
た
仏
の
教
え
を
ど
の
様
に
受
け
取
め
た
か
と

い
う
点
を
考
え
た
場
合
に
、
そ
の
教
え
を
聞
く
人

々
の
態
度
を
考
え
て

仏

の
教
え
が
あ
る
と
規
定
す
る
時
、

そ
の
教
え
に
も
法
華
経
を
ふ
く
め

て
諸
経
を
説

く
必
要
性
が
根
拠
に
か
な
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
お
い

て
、
浬
葉
経

を
説
い
た
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
明
確
に
す
る
為
に
義

記

の
引
用
が
道
遙
に
あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

以
上
の
考
察
か
ら
道
逞
が
澤
州
云
と
し

て
引
用

し
た
慧
遠

の

『
義

記
』
は
、
結
局
浬
藥
経

の
位
置
づ
け
で
少
し
く
異
り
批
判
し
た
も
の
と

思
わ
れ
る
。

つ
ま
り
慧
遠
の
位
置
づ
け
は
、
経
典
は
全
て
仏
の
所
説
で
あ
り
、
浬

般
不経
を
中
心
に
み
る
の
で
は
な
い
と
い
う
点
、

こ
れ

に
対

し
て
道

逞

は
、
あ
く
ま
で
も
機
根
に
か
な

っ
た
諸
経
を
説
く
必
要
が
あ
り
、

そ
の

諸
経
の

一
つ
で
あ
る
浬
繋
経

も
又

必
要

(法
華
経
で
救
わ
れ
な
か
っ
た
者

に
対

し
て
説

か
れ
た
)

に

お

い
て
説

か

れ

た

も

の
で

あ

る

こ
と

を
明

確

に

し

よ
う

と

し

て

『
義

記

』

を
引

用

し

て
批

判

し

た

も

の
と
思

わ

れ

る

の

で
あ

る
。

〈
細
註
省
略
〉

〈
註

記

〉

発
表

の
後

に
駒
大
教
授

池
田
魯
参
先
生
と
叡

山
学
院

の
坂
本
広

博
先
生

に

質
問

と
貴
重
な
御
教
示

を
頂

い
た
。

池
田
先
生
は
、

天
台
系

と
限
定

し
な
い

で
、
東
洋
大
学

の
河
村
孝

照
博
士
が
な
さ
れ
た
厳

密
な
検

討
を
与

え
た
結
果

導

き
出
さ
れ
る
様
な
方
法

で
は
ど
う
か
?

と

い
う
様

な
研
究

の

一
方
法
論

を
明
示

し
て
、
小
論

の
研
究

に
も
う
少
し
広
範
な
そ
れ
も
今
何

が
、

何
故

と

い
う
問
題
意
識
を
も

っ
て
考
察

さ
れ
る

べ
き
だ
と
い
う
御

教
示
を
頂

い
た
。

そ

の
点

に
つ
い
て
は
、
私

も
限
定

さ
れ
た
点
か
ら
の
考
察

に
と
ど
ま
る

こ
と

な
く
、

疏

の
読
み
方
、

読

ま
れ
方
、

さ
ら
に
末
註
書

を
め
ぐ

っ
て
の
問
題
点

を
も
う
少
し
具
さ

に
考
察

を
し
、

先
生
が
御
指
摘

下
さ

っ
た
点

を
課

題

と
し

た

い
。

さ

ら
に
叡

山
学
院

の
坂

本
先

生
は
、

こ
の
発
表

と
同

じ
内
容
、

つ
ま
り
道

逞
、

行
満

の

『
私
記
』

に

つ
い
て

の
研
究

の
先
学

で
あ
り
、
私

も
非

常
に
多

く

の
御
指
導

と
御
教
示
を
頂

い
て
お
り
感
謝
申

し
上
げ

る
次
第

で
あ

る
。

先

生

は
、

こ
の
こ
と

に
関

し
て
最
近

の
発
表

は
、

さ
ら
に
ど
の
様

な
方

法

で
?

と

い
う
内
容

の
質

問
を
頂

い
た
が
、
先

に
も
述

べ
た
通

り
坂
本
先

生

の
御
発

表
よ
り
ず

っ
と
発
表
が

な
く
、

私
も
先

生
の
御
教
示

を
基

に
限
定

さ
れ
た
範

囲
内

の
問
題
解
決

し
か

で
き
な
か

っ
た
点

を
課
題

と
し
、
池

田
先
生
、

坂
本

先
生

の
御
質
問

と
御
教
示

に
切

に
謝
意

を
表

し
ま
す
。

(
駒
大
大
学
院
修
了
)

天
台
学
系

に
よ
る
浬
榮
経
研
究

く
鈴

木
)
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