
天
台
法
華
宗

よ
り
遮
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業

仲

尾

俊

博

第

早

は
じ
め
に

第

三
節

中
国
天
台
重
視
の
反
省

-

天
台
法
華
宗
に
ょ
せ
て
-

伝
教
大
師
最
澄
は
天
台
山
に
趣
き
、
中
国
天
台

の
正
系

の
相
承
を
受

け
継
い
で
、
平
安
新
宗
と
し
て
天
台
法
華
宗
を
樹
立
し
た
と
い
う
点
に

お
い
て
、
高

い
評
価
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。

三
方
日
本

の
現
実
課
題
に

答
え
よ
う
と
し
て
己
証
的
な
独
創
性
豊
か
な
遮
那
業
を
形
成
し
よ
う
と

し
た
こ
と
に
対
し
て
は
正
当
な
評
価
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
傾
向
が
み

ら
れ
る
。

つ
ま
り
中
国
天
台
大
成
者
の
智
顕

の

「伝
灯
」
の
重
要
性
が

強
調
さ
れ

て
、
そ
の
正
統
な
中
国
天
台
を
受
法
し
て
天
台
法
華
宗
を
樹

立
し
た
と

い
う
こ
と
に
対
し
て
は
当
時
の
南
都
仏
教
界
も
容
易
に
認
め

た
。
と
こ
ろ
が

「
己
証
」
を
発
揮
し
た
日
本
の
最
澄
の
遮
那
業

の
成
立

に
は
色
色
な
反
論
が
だ
さ
れ
て
い
る
。

も
と
も
と
天
台
史
の
流
れ
の
中
で
は

「伝
灯
」
と

「
己
証
」
は

一
対

の
も
の
で
共
に
高
い
価
値
が
与
え
ら
れ
る
べ
き
ま
も
で
あ
る
の
に
、
中

国
天
台
の

「
伝
灯
」
と
最
澄
の

「
己
証
」
と
の
間
に
ア
ソ
バ
ラ
ソ
ス
の

評
価
が
み
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
中
国
仏
教
尊
重

の
風
潮
が
強
か
っ
た
か

ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

「伝
灯
」
を
受
け

つ
い
だ
天
台
法
華
宗

の

こ
と
も
、

「
己
証
」
を
発
揮
し
た
遮
那
業
の
こ
と
も
、
共
に
日
本
天
台

と
し
て
は
重
要
視
し
て
よ
い
は
ず

の
も
の
が
、

ど
う
し
て
遮
那
業
に
対

し
て
軽
視
の
風
潮
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

初
め
に
天
台
法
華
宗
求
法

の
経
過

の
中
か
ら
、
そ
の
理
由
の

一
端
を

探
ぐ

っ
て
み
た
い
。
島
地
大
等
先
生
の

『天
台
教
学
史
』
の
中
で
は
、

「
立
祖
相
承
論
」
に
ウ

エ
イ
ト
が
お
か
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
そ

の
項

の
最
後

の
と
こ
ろ
に
、

今
更
に
そ
の
帰
着
す
る
と
こ
ろ
を
再
約
す
れ
ば
、

一

金
口
相
承

は
第
二
今
師
相
承
を
立
つ
る
の
前
提
に
し
て
、
天
台
教

義
の
源
流
は
龍
樹
に
発
す
る
も
の
な
る
こ
と
を
明
か
に
し
、

二

今
師
相
承

は
天
台
宗
立
祖
の
中
心
点
を
な
し
、
正
統
教
祖
と
し
て

慧
文

・
慧
思

・
天
台
の
相
承
を
示
し
、

三

直
援
相
承

に
於
て
は
天
台
の
法
門
中
教
祖
己
証
特
発
の
教
義
あ
る

印
度
學
佛
教
學
研
究
第
三
十
八
省
第

三
號

卒
成
元
年
十
二
月
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台
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こ
と
を
指
示
し
、

四

訳
主
相
承
は
支
那
に
於
け
る
天
台
教
の
源
頭
は
羅
什
に
在
る
こ
と
を

顕
は
し
、

五

九
師
相
承

に
於
て
南
岳
天
台
の
同
代
の
禅
家
の
綜
合
的
思
想
を
明

(1
)

か
に
す
る
に
各
々
そ
の
特
色
を
有
す
。

と
あ

っ
て
、
今
師
相
承

の
慧
文

(実
像
は
つ
か
め
な
い
)
慧
思
、
智
顎
の

相
承
の
流
れ
が
立
祖
相
承
論
の
中
核
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
も

ち
ろ
ん

「
伝
灯
」
と
し
て
の
天
台
智
顕

の
教
義
を
重
要
視
す
る
こ
と
は

大
切
な
こ
と
は
論
を
ま
た
な
い
の
で
あ
る
が
、
密
教
を
導
入
し
て
遮
那

業
を
成
立
さ
せ
た

「
己
証
」
の
最
澄
教
学
を
傍
系
的
な
扱
い
を
し
て
い

る
こ
と
は
再
考
さ
れ
て
よ
い
。
さ
ら
に

『
天
台
教
学
史
』
で
は
第
三
篇

「趙
宋
天
台
史
」
の
あ
と
に
趙
宋
時
代

よ
り

古

い

「
日
本
古
代
天
台

史
」
が
で
て
き
て
、

ウ
エ
イ
ト
が
中
国
天
台
に
お
か
れ
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
そ
の
中
国
天
台
中
心
の
学
風
は
日
本
の
天
台
教
学
研
究
の

上
に
長
い
間
強
い
影
響
を
与
え
て
き
た
。
つ
ま
り
天
台
宗

の
主
流
は
中

国
天
台
に
あ
っ
て
、
悪
く
考
え
る
と
、
日
本

の
最
澄
教
学
は
派
生
的
な

圏
外
的
な
扱
い
方
を
さ
れ
て
い
る
と
も
い
え
る
。

こ
の
天
台
法
華
宗
重
視
に
対
し
遮
那
業
軽
視
の
傾
向
の
あ
る
こ
と
を

二
三
の
資
料
よ
り
と
り
だ
し
て
み
た
い
。

「
仏
教
を
真
に
よ
く
知
る
た
め
の
本
」
(
鎌
田
茂
雄
)
と
し
て

今

で

も
解
説
書
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
凝
然
の

『
八
宗
綱
要
』
(文
永
五
年

〈
三
二
六
八
〉
)
の
中
の

「天
台
宗
」
の
項
を
取
り
出
し
て
み
た
い
。
そ

の
天
台
宗

の
歴
史
を
書
い
て
い
る
と
こ
ろ
に
、

愛
に
日
本
の
伝
教
大
師
、
大
唐
国
に
渡
り
、
道
遽
和
尚
に
謁
し
、
広
く
此

の
宗
を
伝
え
、
潟
瓶
遺
す
こ
と
な
く
、
伝
写
尽
く
、
遂
に
日
本
に
還
り
て
之

(2
)

を
叡
岳
に
弘
む
。

と
あ
っ
て
道
遽
ー
最
澄
の
天
台
法
華

の
伝
承
が
強

調
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
も
う

一
つ
の
順
暁
よ
り
の
密
教
受
法

の
こ
と
は
不
問
に
ふ
さ

れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が

一
乗
忠
の

『叡
山
大
師
伝
』
で
は
、
高
雄
潅
頂
に
つ
い
て

は
力
を
こ
め
て
書
い
て
い
る
。

真
言
の
秘
教
等
い
ま
だ
こ
の
土
に
伝
え
ず
。
し
か
る
に
最
澄
閣
梨
幸
い
に

こ
の
道
を
え
、
良
に
国
師
た
り
。
よ
ろ
し
く
諸
寺
の
智
行
兼
備
の
者
を
抜
き

(3
)

て
潅
頂
三
昧
耶
を
受
け
し
む
べ
し
。

こ
の
記
事
か
ら
す
る
と
、
最
澄
の
密
教
受
法

の
こ
と
は
桓
武
帝
側
近

か
ら
高
い
評
価
が
与
え
ら
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
凝
然

は
こ
の
密
教
受
法
の
こ
と
を
不
問
に
し
て
い
る
。
さ
ら
に
教
義

の
解
説

の
中
で
も
触
れ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
す
な
わ
ち
、

「五
時
八
教
」

の
説

明
の
中
で
教
観
二
門
を
あ
げ
て
い
る
だ
け
で
終

っ
て
い
る
。
(こ
の
遮
那

業
軽
視
の
伝
承
は
、
最
澄
の
直
弟
子
義
真
の
書
い
た

『天
台
法
華
宗
義
集
』
を

凝
然
は
参
考
文
献
と
し
て
利
用
し
た
か
ら
と
も
考
え
ら
れ
る
。
)
凝
然
の
批
判

は
当
時
の
日
本
仏
教
の
中
で
の
天
台
宗
の
立
場
を
示
す

も

の

で

あ

っ

て
、
そ
こ
に
は
中
国
尊
敬
の
姿
勢
か
ら
道
遽
教
学
が
高
く
評
価
さ
れ
て

い
る
と
も
い
え
る
。
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さ
ら
に
最
澄
教
学
軽
視
の
風
潮
は
中
国
四
明
天
台
尊
重
の
姿
勢
か
ら

も
伺
う

こ
と
が
で
き
る
。
趙
宋
天
台
の
中
心
人
物
で
あ

っ
た
四
明
知
礼

は
天
台
智
顕

の

「伝
灯
」
を
重
ん
じ
て
天
台
教
学
の
復
興
を
計

っ
て
、

真
言
密
教
に
は
高
い
評
価
を
与
え
な
か
っ
た
。
加
え
て
最
澄
が
入
唐
中

深
く
心
酔

し
た
道
遽
に
対
し
て
は
、
『
十
不
二
門
指
要
砂
』
(
知
礼
)

の

中
で
は
、
六
祖
湛
然
の
天
台
義
に
背
く
学
説
が
み
ら
れ
る
。
ー

道
遽

は
止
観

の
正
統
思
想
を
理
解
し
て
い
な
い
と
非
難
し
て
い
る
。

こ
の
道

遽

へ
の
非
難
は
そ
の
ま
ま
弟
子
の
最
澄
に
及
ぶ
こ
と
は
当
然
の
筋
道
で

あ
る
。
四
明
天
台
が
江
戸
時
代
に
日
本
天
台
の
主
流
に
な

っ
て
く

る

と
、
そ
れ

に
反
比
例
し
て
最
澄
教
学
の
評
価
は
下
降
線
を
た
ど
り
、
「
己

証
」
の
遮
那
業
は
勿
論

の
こ
と
、

「伝
灯
」

の
天
台
教
学
に
つ
い
て
も

四
明
天
台
優
位

の
評
価
に
変

っ
て
き
た
。
そ
こ
で
は
日
本
天
台
は
中
国

天
台
を
尊
重
し
、
順
守
す
る
こ
と
が
第

三
と
考
え
て
い
た

か

ら

で
あ

る
。
そ
の
四
明
天
台
の
日
本
天
台
の
流
伝
の
経
緯
に
つ
い
て
は

『
天
台

教
学
』
(
佐
々
木
憲
徳
)
の
中
で
略
説
さ
れ
て
い
る
。

霊
空
、
玄
門
な
ど
の
後
に
慧
澄
凝
空
が
出
で
、
さ
ら
に
大
宝
守
脱
が
出
つ

る
に
及
ん
で
、
旧
来
の
日
本
天
台
の
教
学
は
三
変
し
て
、
趙
宋
四
明
の
学
風

を
以
て
教
相
的
理
論
が
構
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
現
時
見
る
が
如
く
、
伝

教
大
師
以
来
の
叡
山
本
来
の
教
学
と
十
分
に
調
和
し
得
ざ
る
欠
陥
を
示
せ
る

(
4
)

ま
で
、
変
貌
的
状
態
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

と
あ
る
。
最
澄
の
ユ
ニ
ー
ク
な
学
説
よ
り
、
中
国
天
台
の
相
承
が
大
切

で
あ
る
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
湛
然
教
学
に
背
く
道
遽
教
学
を
最
澄
が

伝
承
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
中
国
天
台
重
視
の
姿
勢
か
ら
は
日

本
天
台
軽
視
の
立
場
に
近
世
天
台
は

三
変
し
て
し
ま

っ
た
と
い
え
る
。

「
伝
灯
」
を
尊
重
し
な
が
ら

「己
証
」
の
学
説
を
発
揮
し
た
天
台
宗

の
人
師
を
選
ん
で
高
く
評
価
し
た
も
の
に
前
田
慧
雲
博
士
の

『仏
教
古

今

一
変
』
が
あ
る
。
そ
の
中
で
行
満
の
学
説
に
比
較
し
て

ユ
ニ
ー
ク
な

学
説
を
発
揮
し
た
人
と
し
て
道
遽
の
学
説
を
評
価
し
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、

さ
て
荊
漢
の
次
に
道
遽
と
云
へ
る
人
が
出
た
り
。
是
れ
は
日
本
天
台
の
祖

師
伝
教
大
師
の
師
匠
な
り
。
此
の
人
の
時
代
は
、
又
台
宗
に
三
大
変
化
を
与

え
た
り
、
即
ち
台
密

二
致
、
台
禅

一
致
の
説
是
な
り
と
す
。
蓋
し
是
よ
り
先

き
、
不
空
、
善
無
畏
等
の
三
蔵
真
言
密
教
を
伝
え
、
一
行
阿
閣
梨
之
を
承
け

て
大
日
義
釈
を
著
は
し
、
大
日
経
と
法
華
経
と
を
融
合
し
て
支
那
に
於
け
る

台
密
一
致
の
濫
触
を
な
せ
り
。
爾
來
密
教
は
処
処
に
流
布
し
て
頗
る
旺
盛
の

(5
)

兆
を
呈
せ
り
。

こ
こ
で
は
法
華
の
純
粋
性
を
固
持
す
る
保
守
的
な
行
満
よ
り
も
、
法

華
を
中
心
と
し
な
が
ら
他
の
密
教
、
禅
等
を
摂
取
し
た
進
取
的
、
綜
合

的
な
台
密

一
致

・
台
禅

一
致
の
学
風
を
宣
揚
し
た
道
遽
を
高
く
評
価
し

て
台
宗
第
二
変
化
を
も
た
ら
せ
た
優
秀
な
人
物

で
あ
る
と
し
て
も
ち
あ

げ
て
い
る
。

天
台
宗
の
流
れ
の
中
で
道
遽
教
学
を
取
り
あ
げ
る
こ
と
は
そ
れ
な
り

に
意
味
が
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
が
、

こ
れ
と
同
じ
よ
う
に
天
台
宗
の

「伝
灯
」
に
合
せ
て

「
己
証
」
を
発
揮
し
た
日
本
の
最
澄

の
ユ
ニ
ー
ク

天
台
法
華
宗
よ
り
遮
那
業

(仲

尾
)
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な
学
説
を
こ
こ
で
は
不
問
に
し
て
い
る
の
は
何
故
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

天
台
宗
の
流
れ
で
は
中
国
天
台
の
動
向
が
第

三
で
あ

っ
て
日
本
天
台

は
そ
の

「伝
灯
」
を
受
け

つ
ぐ
こ
と
に
汲
汲
と
し
て
い
る
と
考
え
て
の

こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
最
澄
は
綜
合
的
な
道
遽
教
学
を
さ
ら
に
発
展
進
化

さ
せ
て
創
造
的
な
天
台
業
を
成
立
さ
せ
よ
う
と
試
み
て
い
る
。
こ
の
天

台
法
華
宗
を
求
め
、
そ
れ
が
さ
ら
に
遮
那
業

へ
と
展
開
し
た
過
程
の
中

で
の
最
澄
の
創
造
性
は
決
し
て
道
遽
教
学
に
お
と
る
も
の
で
は
な
い
。

さ
ら
に
云
う
と
台
宗
の
第
二
変
化
は
、
日
本
の
最
澄
に
こ
そ
焦
点
を
あ

て
て
も
よ
い
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
や
は
り
同
じ
よ

う
な

ユ
ニ

ク
な
道
遽

・
最
澄
教
学
を
比
較
し
て
み
て
、

三
方
の
最
澄

を
軽
視
し
て
い
る
む
き
の
あ
る
こ
と
は
、
天
台
宗
と
い
え
ば
中
国
天
台

の

「
伝
灯
」
こ
そ
第

一
と
考
え
る
思
考
法
が
日
本
天
台
の
低
流
に
根
づ

よ
く
残

っ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
加
え
て
江
戸
時
代
に
趙
宋
天
台

の
思
想
が
日
本
に
導
入
さ
れ
、
そ
こ
に
み
ら
れ
る
道
遽
不
信
が
そ
の
ま

ま
最
澄
教
学
に
も
影
響
し
て
、
遮
那
業
形
成
の
努
力
は
高
く
評
価
さ
れ

な
い
傾
き
が
み
ら
れ
た
と
も
い
え
る
。
以
上
天
台
智
顕
の
伝
灯
相
承
を

受
け
た
も
の
と
し
て
天
台
法
華
宗
が
す
ん
な
り
受
け
入
れ
ら
れ
、
智
顕

が
重
要
視
し
な
か
っ
た
密
教
思
想
を
道
遽
教
学
を
通
し
て
受
法
し
遮
那

業

へ
と
発
展
さ
せ
た
努
力
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
近
年
ま
で
は
正
当
に

評
価
す

る
の
で
は
な
く
し
て
、
か
え

っ
て
傍
系
的
な
扱
い
を
し
て
い
た

傾
向
さ
え
あ

っ
た
と
い
え
る
。
そ
し
て
現
在
に
お
い
て
も
ま
だ
そ
の
考

え
方
は
完
全
に
脱
皮
で
き
て
い
る
と
は
い
え
な
い
よ
う
で
あ
る
。

第
二
節

日
本
天
台
に
お
け
る
最
澄
教
学
の
位
置

-

遮
那
業
に
ょ
せ
て
ー

平
安
新
宗
と
し
て

「経
宗
」
と
し
て
の
法
華
経
観
を
成
立
さ
せ
る
た

め
、
入
唐
求
法
を
試
み
、
そ
の
結
果
、
延
暦
二
十
五
年
正

月

五

日

の

「
太
政
官
符
」
に
お
い
て
は
、

天
台
業

二
人

三
人
は
大
既
盧
遮
那
経
を
読
ま
し
む
べ
し
。

(
6
)

三
人
は
摩
詞
止
観
を
読
ま
し
む
べ
し
。

と
あ

っ
て
新
た
に
遮
那
業
の
許
可
が
出
さ
れ
て
い
る
。

俗
世
の
王
法
を
支
え
る
仏
教
と
し
て
普
遍
的

な
天
台
法
華
宗
が
導
入

さ
れ
て
き
た
こ
と
は
、

「
入
唐
表
」
に
お
い
て
す
で
に
表
明
さ
れ
て
あ

っ
た
の
で
南
都
仏
教
界
で
も
異
を
唱
え
る
こ
と

は
な
か
っ
た
の
で
あ
る

が
、
密
教
修
法
と
し
て
の
遮
那
業
に
対
す
る
理
解
は
冷
た
か
っ
た
。
そ

の
た
め
中
国
天
台
と

三
線
を
画
す
る
よ
う
な
日
本
天
台
が
唱
導
さ
れ
て

き
た
と
も
い
え
る
。
日
本
天
台
の
名
称
に
つ
い
て
は
佐

々
木
憲
徳
博
士

は
、

そ
も
そ
も
日
本
天
台
と
は
中
国
天
台
に
対
簡
す
る
名
称
で
あ

っ
て
、
こ
れ

を
使
用
し
た
の
は
明
治
時
代
の
我
国
の
学
匠
達
で
あ

っ
た
や
う
に
思
ふ
。
而

し
て
日
本
天
台
の

「日
本
」
な
る
制
限
辞
は
但
に
天
台
宗
が
存
在
し
た
場
を

あ
ら
は
し
て
ゐ
る
の
み
に
止
ま
ら
ず
、
そ
の
宗
義

の
結
構
ま
た
は
法
門
思
想

の
内
容
に
於
て
、
中
国
天
台
と
異
な
る
と
こ
ろ
に
あ
る
こ
と
を
示
せ
る
意
図

も
存
し
て
ゐ
よ
う
。
か
か
る
特
異
的
方
面
を
ば
、
日
本
的
と
な
し
て
、
日
本

-114-



(7
)

天
台
と
い
う
名
称
を
つ
け
た
も
の
で
あ
る
。

と
い
っ
て

い
る
。
そ
し
て
日
本
天
台
の
中
国
天
台
に
区
別
さ
れ
る
特
異

な
点
の

三
つ
は
正
し
く
遮
那
業
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

つ
ま
り

「法
華

経
」
と

「
大
日
経
」
の
関
係
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
教
学
と
し
て
は

円
密

二
致

の
体
系
化
を
計
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
天
台

教
判
の
五
時
判
の
中
で
第
五
時
、
法
華

・
浬
繋
時
を
第
五
時
、
法
華

・

大
日
時
と

い
う
よ
う
に
ど
う
し
て
変
様
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る
の
か
と

い
う
困
難
な
課
題
で
あ

っ
て
、

こ
の
こ
と
は
当
時
の
中
国
天

台
で
も
ま
だ
明
確
に
解
決
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
。
そ
の
上
、
天
台
業
の

解
明
に
最
澄
は
模
索
し
て
い
た
最
中

の
大
同
元
年

(八
〇
六
)
十
月
二
十

二
日
、
『
請
来
目
録
』
を
弘
法
大
師
空
海
が
進
上
し
て
き
た
。
そ

の
目

録
の
結
び
の
と
こ
ろ
で
顕
劣
密
勝

の
思
想
を
打
ち
出
し
て
、
円
密

三
致

の
思
想
を
暗
に
批
判
し
て
い
る
。

定
を
修
す
る
に
、
多
途
に
し
て
遅
あ
り
速
あ
り
。
一
心
の
利
刀
を
翫
ぶ
は

顕
教
な
り
。
三
密
の
金
剛
を
揮
ふ
は
密
蔵
な
り
。
心
を
顕
教
に
遊
ば
し
む
れ

ば
、
三
僧
祇
、
砂
か
な
り
、
身
を
密
蔵
に
持
す
れ
ば
、
十
六
生
、
甚
だ
促
か

(8
)

な
り
。
頓
が
中
の
頓
は
、
密
蔵
、
こ
れ
に
当
れ
り
。

と
あ
る
。

こ
の
顕
密
対
比
の
新
思
想
に
対
抗
し
て
、
最
澄
の
円
密

三
致

の
体
系
化
の
こ
と
を
成
功
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ

の
た
め
円
密

一
致
思
想
は
日
本
天
台
の
ア
ポ
リ
ヤ
と
な

っ
て
き
た
。
こ

の
困
難
な
状
況
の
中
で
、
師
最
澄
と
共
に
入
唐
求
法
を
実
現
さ
せ
た
義

真
が
天
長
六
本
宗
書

の
一
つ
と
し
て
著
作
し
た

「
天
台
法
華
宗
義
集
」

の
中
で
は
、
密
教
に
触
れ
る
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

陳
階
の
代
、
南
岳
恵
思
、
天
台
の
智
頻
両
師
あ
り
。
む
か
し
霊
山
に
在
り

て
親
し
く
妙
法
を
聴
き
、
震
旦
に
降
誕
し
て
、
円
の
一
乗
を
弘
む
。
…
…
巨

唐
の
天
宝
年
中
に
、
湛
然
法
師
と
い
う
ひ
と
累
聖
の
重
規
を
も
っ
て
、
干
載

鷹
け
、
し
か
し
て
孤
り
挺
れ
て
こ
の
道
を
中
興
せ
る
は
、
実
に
こ
の
人
に
頼

る
。
(
9
)

と
い
っ
て
天
台
宗

の
正
統

の
流
れ
は
、
慧
思

・
智
顕

・
湛
然
で
あ
る
と

し
て
、
順
暁
よ
り
受
法
の
密
教

は
全
く
不
問
に
ふ
し
て
い
る
。
し
か
し

歴
史
的
事
実
と
し
て
は
、
最
澄
の
密
教
思
想
は
桓
武
天
皇

の
苦
悩
を
し

っ
か
り
受
け
と
め
、
天
皇

の
精
神

の
安
定
を
計
か
り
た
い
こ
と
を

三
途

に
考
え
た
た
め
に
導
入
さ
れ
た
と
い
え
る
。
好
都
合
な
こ
と
は
道
遽
の

教
学
の
中
に
台
密

一
致

の
思
想
が
包
合
さ
れ
て

い
た
。
そ
の
教
学
に
影

響
さ
れ
た
こ
と
も
あ

っ
て
順
暁
よ
り
の
密
教
受
法
に
つ
い
て
は
積
極
的

に
ふ
み
き

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
辺
の
事
情

は
義
真
も
よ
く
理
解
し

て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
に
、
ど
う
し
て
密
教
受
法

の
こ
と
を
不
問
に
ふ

し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

義
真

の
遮
那
業
に
対
す
る
非
協
力
ぶ
り
に
加
え
て
空
海
の
顕
劣
密
勝

の
思
想
が
日
本
仏
教
界
に
導
入
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、

「国
師
」
最
澄

の
評
価
は
下
向
線
を
た
ど
る
こ
と
に
な
り
、
さ
ら
に
最
澄
の
死
は
円
密

三
致
の
思
想
の
体
系
化
の
こ
と
は
弟
子
達
に
残

こ
さ
れ
た
大
き
な
課
題

と
な
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
最
澄
の
遮
那
業
は
慈
覚
大
師
円
仁
、
智
証
大

師
円
珍
ら
の
入
唐
求
法
を
呼
び
お
こ
し
、
そ
の
円
密

三
致
思
想

の
体
系

天
台
法
華
宗
よ
り
遮
那
業

(仲

尾
)
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天
台
法
華
宗
よ
り
遮
那
業

(仲

尾
)

化
の
努
力
は

「台
密
」
と
し
て
結
実
を
み
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
遮
那

業
の
成
立
の
こ
と
は
、
最
澄
の
生
み
の
悩
み
に
苦
し
ん
だ
先
駆
的
意
味

を
持
つ
も
の
と
し
て
、
ま
た
思
想
と
し
て
は
体
系
化
の
成
功
で
き
な
か

っ
た
と
い
う
点
か
ら
、
最
澄
は
中
国
天
台
と
日
本
天
台
の
結
合
点
に
お

い
て
の
み
評
価
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
最
澄
は
中
国
天
台
の

法
華
至
上
主
義
の

「伝
灯
」
を
相
承
し
て
天
台
法
華
宗
を
樹
立
し
た
と

い
う
点

に
お
い
て
高
く
評
価
さ
れ
た
が
、

日
本
天
台
と
し
て

「
己
証
」

と
し
て
の
遮
那
業
は
円
密

三
致

の
体
系
化
を
成
功
さ
せ
な
か
っ
た
と
い

う
点
も
あ

っ
て
、
不
充
分
な
評
価
が
な
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
。

こ
の

こ
と
は
鎌
倉
時
代
に
な

っ
て
か
ら
の
凝
然
の
天
台
宗
理
解

に
な

っ
て
く

る
と
多
少

の
誤

っ
た
解
釈
が
な
さ
れ
て
き
て
い
る
。
そ
こ
で
は
中
国
尊

重
の
姿
勢

で
も

っ
て
道
遽
-

最
澄
の
系
譜
と
出
し
て
い
る
が
、
も
し

保
守
的
な
伝
灯
的
な
中
国
天
台

の
受
法
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
行
満

i

最
澄

の
系
譜
を
あ
げ
た
方
が
よ
い
よ
う
で
あ
る
。
凝
然
の
時
代
に

は
国
清
寺
天
台
と
か
玉
泉
寺
天
台
の
系
譜
と
か
が
天
台
山
で
み
ら
れ
た

と
い
う
こ
と
は
理
解
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
こ
と
は
や
む
を
え
な
い
と
し

て
も
、
天
台
密
教
を
無
視
し
た
の
は
空
海

の
東
密
を
強
く
意
識
し
た
か

ら
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
凝
然
は
各
宗

の
相
異
点
を
明
白

に

す

る

た

め
、
第
六
章
天
台
宗
、
第
八
章
真
言
宗
と
だ
し
て
、
順
暁
よ
り
の
密
教

受
法
の
こ
と
は

三
言
も
ふ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
最
澄

の
密
教
思
想
は
、
空
海
の
顕
劣
密
勝
の
思
想
に
対
し
て

大
刀
う
ち
で
き
な
い
ほ
ど
劣

っ
た
も
の
で
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

現
に
最
澄
の
弟
子
た
ち
の
血
み
ど
ろ
の
努
力

の
成
果
と
し

て

立

派

に

「台
密
」
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
理
解

で
き
る
。
し
か
し
思
想

的
未
完
成
で
あ

っ
た
点
が
遮
那
業
軽
視
と
な

っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な

い
。
当
時
の
日
本
の
現
実
の
苦
悩
に
対
応
し
て
、
普
遍
的
な
真
実
の
天

台
仏
教
に
加
え
て
、
現
世
利
益
的
な
修
法
を
加
味
し
た
天
台
業
、
と
く

に
遮
那
業

に
対
し
て
は
正
当
な
評
価
が
与
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い

え
る
。
さ
ら
に
い
う
と
空
海
の
新
伝
密
教
を
強
く
意
識
し
て
、
後
代
に

な

っ
て
遮
那
業
の
教
学
的
不
備
を
補
う
も
の
と
し
て
最
澄
教
学

の
特
異

性
を
発
揮
し
た
も
の
と
し
て
い
わ
ゆ
る
四
宗
相
承
が
い
わ
れ
て
き
た
の

で
あ
ろ
う
か
。

(四
宗
相
承
の
こ
と
は
改
め
て
考
え
ら
れ
る
べ
き
大
き
な
問
題

(10
)

を
持
っ
て
い
る
。
)

と
も
あ
れ
最
澄

の

「
己
証
」
は
、
中
国
天
台

の

「
伝
灯
」
を
継
承
し

な
が
ら
教
学
論
争

の
枠
を
こ
え
た
実
践
的
課
題

に
答
え
よ
う
と
し
て
悪

戦
苦
闘
し
た
も
の
で
あ

っ
た
。
そ
の
た
め
の
最
澄
教
学
は
あ
ま
り
に
も

雄
大
に
な
り
、
あ
ま
り
に
実
践
的
で
あ

っ
た
の
で
、
そ
の
全
体
像
を
把

握
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ

っ
た
と
い
う
欠
点
が
み
ら
れ
る
。

第

二
章

天
台
法
華
宗

の
樹

立

第

一
節

桓
武
天
皇

の
仏
教
観

天
台
法
華
宗
の
樹
立
は
、
桓
武
天
皇
が
平
安

新
宗
を
念
願
し
、
そ

の

こ
と
を
最
澄
に
要
請
し
た
結
果
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
天
台

法
華
宗
探
求
の
背
景
と
し
て
は
桓
武
天
皇
の
仏
教
観
を
抜
き
に
し
て
は
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考
え
ら
れ
な
い
。
そ
こ
で
桓
武
天
皇

の
仏
教
観
の
特
色
を
二
方
面
よ
り

考
え
て
み
た
い
。

第

一
の
立
場
は
王
法
指
導
型
で
、
権
力
者
と
し
て
律
令
仏
教
の
立
て

直
し
を
計
画
し
た
り
、
仏
教
の
事
業
を
盛
ん
に
し
て
い
る
。
そ
の
た
め

き
び
し
い
統
制
を
加
え
、
新
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
仏
教
実
現
に
努
力
し

た
。
天
皇

の
仏
教
観

の
特
色
に
つ
い
て
村
尾
次
郎
博
士
は
、

第
三

仏
教
か
ら
淫
祠
性
を
と
り
の
ぞ
く
こ
と
。

第
二

寺
院
経
済
の
際
限
も
な
い
膨
張
を
お
さ
え
て
寺
院
の
俗
権
化
を
防
ぐ

こ
と

(
11

)

第
三

学
闘
争
い
に
終
止
符
を
う
つ
こ
と
。

と
要
約
し
て
い
る
。
桓
武
天
皇

の
時
代
は
四
期
に
分
け
る

こ
と

が

で

き
、
そ
の
前
三
期
の
時
代
が
第

一
の
立
場
に
あ
た
る
と
い
え
る
。

第

一
期

延
暦
十
年
代

(平
安
遷
都
)
ま
で
。

弘
仁
朝
の
政
策

の
受
け

つ
ぎ
の
時
期
。
律
令
仏
教
の
立
て
直
し
を

計
画
し
て
、
南
都
仏
教
を
批
判
し
、
や
た
ら
に
多
く
の
禁
止
条
項

を
出
し
て
い
る
。

第
二
期

延
暦
二
十
年
代
ま
で
。

南
都
仏
教
に
対
す
る
規
正
の
効
果
が
み
え
て
き
た
時
機
。

そ
こ
で

は
南
都
教
団
の
欠
点
が
明
白
と
な

っ
て
き
た
の
を
う
け
て
、
各
宗

の
教
学
の
充
実
に
力
を
入
れ
て
い
る
。

第
三
期

延
暦
二
十
三
年
。
(最
澄
入
唐
求
法
に
出
発
す
る
時
機
)
ま
で
。

桓
武
帝
の
仏
教
政
策

の
成
果
の
あ
が

っ
た
時
機
。
法
相
宗
の
独
走

体
制
を
強
く
批
判
し
、

三
方
徳
行
の
勝
れ
た
清
浄
僧
を
優
遇
し
、

律
令
仏
教
の
立
て
直
し
を
計

っ
て
い
る
。

こ
こ
に
き
て
今
ま
で
の
仏
教
粛
正
の
方
向
を

三
変
さ
せ
て
育
成
の
方

針
に
き
り
か
え
て
、
南
都
各
宗
の
競
学
を
奨
励
し
た
り
、
清
浄
僧
を
表

彰
し
た
り
し
て
、
か

っ
て
法
相
宗

の
道
鏡
に
よ

っ
て
行
こ
な
わ
れ
た
政

教

二
致
の
弊
害
を
避
け
て
、
世
俗

の
政
治
の
力

で
も

っ
て
仏
教
改
革
を

実
行
し
よ
う
と
し
た
時
機
で
あ

っ
て
、
儒
教
の
合
理
精
神

で
も

っ
て
政

治
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
仏
教
教
団
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
よ
う
と
し

て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
あ
る
程
度
ま
で
成
功
を

お
さ
め
た
が
、

三
面
王

法
の
力
で
仏
法

の
教
学
ま
で
指
導
し
よ
う
と
し
た
点
に
勇
み
足
が
で
て

ぎ
て
い
る
。

第
二
の
立
場
は
天
皇
が
悩
乱
し
て
怨
霊
に
お
び
え
て
仏
教
に
懇
願
し

た
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
第
二
の
立
場
は
淫
祠
性
を
と
り
除
い
て
、
政
教

関
係
を
正
常

の
形
に
も
ど
し
た
り
し
て
、
仏
法
が
世
俗
の
政
治

に
介
入

す
る
こ
と
を
積
極
的
に
批
判
し
た
姿
勢
が
く
ず
れ
て
し
ま

っ
た
。
そ
し

て
そ
の
こ
と
は
仏
教
寺
院
の
経
済
的
抑
制
、
教
学
の
奨
励
、
戒
律

の
厳

守
と
い
う
粛
正
と
育
成
の
強
行
踏
線
が
逆
転
し
て
、
天
皇
の
病
気
平
癒

の
た
め
な
ら
、
ど
ん
な
修
法
で
も
受
け
入
れ
た

い
、
ど
ん
な
に
金
が
か

か
っ
て
も
よ
い
と
い
う
弱
者

の
考
え
方

に
変
質

し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ

こ
で
は
権
力
者
と
し
て
の
強
者

の
立
場
か
ら
南
都
仏
教
を

批

判

し

た

り
、
外
護
者
の
立
場
か
ら
指
導
し
た
り
し
よ
う
と
す
る
高
圧
的
な
仏
教

政
策
は
ど
こ
か
に
行

っ
て
し
ま
い
、
現
世
利
益
を
熱
望
す
る
と

い
う
非

天
台
法
華
宗
よ
り
遮
那
業

(仲

尾
)
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合
理
な
精
神
が
表
面
に
で
て
き
て
い
る
。

つ
ま
り
弱
者

の
人
間
と
し
て

仏
教
に
加
護
を
求
め
、
現
世
利
益
を
期
待
す
る
方
向
に
変
質
し
て
い
る

の
が
第
二
の
立
場
で
あ
る
。

歴
史
の
表
面
で
は
天
皇
の
権
威
を
強
調
し
て
南
都
仏
教
の
粛
正

育

成
を
計
る
と
い
う
こ
と
に
力
を
注
が
れ
て
い
る
が
、
反
面
怨
霊
思
想
に

悩
乱
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
延
暦
二
十
四
年
、

二
十
五
年
の
第
四

期
の
聖
体
不
予
の
時
機
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
怨
霊

に
悩
む
マ
イ
ナ
ス

の
部
分
は
歴
史
の
裏
面
史
と
し
て
扱
か
わ
れ
表
面

に
は
で
て
こ
な
か
っ

た
。
そ
の
こ
と
は
最
澄

の
入
唐
求
法
に
も
影
響
し
て
三
論
。

法
相
の
二

宗
を

「論
宗
」
と
判
定
し
、
法
華
最
第

三
を
標
槽
し
た

「
経
宗
」
と
し

て
の
天
台
法
華
宗
の
樹
立
の
こ
と
が
華
や
か
に
喧
伝
さ
れ
て
い
る
が
、

桓
武
天
皇

の
精
神
的
安
定
を
計
る
た
め
新
し
い
修
法
を
求
め
た
こ
と
は

強
調
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
も
理
解
で
き
る
。

し
か
し
怨
霊
思
想
に
悩
ん
だ
事
実
は
早
く
か
ら
み
ら
れ

た

の

で
あ

る
。
す
な
わ
ち
桓
武
天
皇
が
奈
良
期
末
期
の
政
争

の
陰
謀

の
過
中

に
巻

き

こ
ま
れ
、
自
分
が
立
太
子
に
な
る
た
め
井
上

・
他
戸
母
子
を
死
に
追

い
や
っ
た
事
実
が
天
皇
の
精
神
を
不
安
に
さ
せ
て
い
た
。

さ
ら
に
延
暦
二
十
四
年
の
天
皇
病
気
平
癒

の
た
め
に
は
異
常
な
行
動

が
次
次
に
と
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
延
暦
四
年
藤
原
種
継
暗
殺
事
件

に
連
座
し
て
、
淡
路

へ
流
さ
れ
る
途
中
で
死
亡
し
た
皇
弟

の
早
良
親
王

の
亡
霊
に
は
お
び
え

つ
づ
け
、
天
皇
不
予
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
早

良
親
王
に
崇
道
天
皇
を
追
号
し
て
そ
の
怨
霊
を
な
ぐ
さ
め
る
こ
と
に
狂

奔
し
て
い
る
。

つ
ま
り
人
間
の
悪
業
の
深
さ
に
お
の
の
き
、
崇
り
を
恐

怖
す
る
弱
者
と
し
て
の
人
間
に
強
者
と
し
て
の
王
者
が
変
質
し
て
し
ま

う
矛
盾
的
な
仏
教
観
を
持

つ
よ
う
に
な
っ
た
と

い
え
る
。

つ
ま
り
南
都

教
団
立
て
直
し
の
政
策
と
自
己
の
弱
さ
に
悩
み
現
世
利
益
に
よ
り
か
か

ろ
う
と
し
た
二
面
が
み
ら
れ
る
。

こ
の
矛
盾
の
交
錯
の
中
で
天
皇
の
仏

教
観
は
ゆ
ら
い
で
い
た
と
い
え
る
。
そ
し
て
こ
の
二
つ
の
問
題
を
持
っ

た

「御
願
」
に
応
答
し
よ
う
と
し
て
、
天
台
法
華
宗
よ
り
遮
那
業
の
形

成

へ
と
最
澄
は
ひ
た
む
き
に
努
力
す
る
の
で
あ
る
。
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