
周
知
の
よ
う
に
こ
こ
数
年
来
、
天
台
学
の
分
野
に
お
い
て
教
相

判
釈
を
め
ぐ
る
論
争
が
続
い
て
来
た
。
論
争
の
発
端
は
、
天
台
智

顎
の
諸
講
説
に
、
成
語
と
し
て
「
五
時
八
教
」
と
い
う
文
句
が
あ

る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
多
く
の
先
生
方
が
加
わ
り

詳
細
に
天
台
の
文
献
を
検
討
し
、
学
界
に
大
き
な
成
果
を
も
た
ら

私
は
佛
典
を
読
ん
で
い
る
と
き
、
ふ
と
今
自
分
は
何
を
し
て
い

る
の
か
な
と
い
う
疑
問
に
お
そ
わ
れ
て
、
佛
典
か
ら
目
を
そ
ら
せ

て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。
年
甲
斐
も
な
く
…
…
と
自
省
し
て
み
る

の
だ
が
、
こ
の
悪
癖
は
な
か
な
か
癒
ら
な
い
。

以
下
に
書
き
綴
る
小
文
は
、
こ
う
い
っ
た
時
に
思
い
浮
か
ぶ
断

想
の
一
部
で
あ
る
。

研
究
ノ
ー
ト

×

教
観
相
依
に
思
う

×

×

×

し
て
来
た
の
で
あ
る
。
そ
の
論
争
の
経
過
や
学
問
的
成
果
に
つ
い

て
は
、
す
で
に
関
口
真
大
編
著
『
天
台
教
学
の
研
究
』
に
報
告
せ

ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
に
紹
介
す
る
こ
と
は
避
け
る
。
た
だ
こ

の
論
争
が
深
め
ら
れ
る
に
つ
れ
、
私
な
り
の
関
心
か
ら
天
台
学
に

限
ら
ず
広
く
佛
教
学
上
の
い
ろ
い
ろ
な
課
題
が
提
起
さ
れ
て
き
た

よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
、
そ
の
中
か
ら
一
、
二
の
問
題
に
つ
い
て

述
暑
へ
て
み
よ
う
。

第
一
の
問
題
は
、
関
口
先
生
の
「
五
時
八
教
の
教
判
が
天
台
智

顔
の
説
で
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
以
上
、
今
後
は
五
時
八
教
の

教
判
を
も
っ
て
、
天
台
の
綱
要
を
講
ず
る
こ
と
は
止
め
よ
。
」
と

い
う
提
言
で
あ
る
。
そ
し
て
天
台
の
綱
要
を
講
ず
る
に
は
、
五
時

八
教
に
か
わ
っ
て
、
㈲
教
観
二
門
の
相
依
、
Ｑ
教
門
に
つ
い
て
は

四
種
釈
と
五
重
玄
義
、
観
門
に
つ
い
て
は
三
種
止
観
と
四
種
三
昧
、

福
島
光
哉
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た
だ
私
は
こ
こ
で
い
わ
ゆ
る
「
入
門
」
と
か
「
綱
要
」
と
い
う

学
問
遂
行
の
た
め
の
一
つ
の
ス
テ
ッ
プ
を
設
定
す
る
意
味
に
つ
い

て
、
多
少
の
疑
問
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
天
台
学
に
限
ら
ず
、

佛
教
学
一
般
に
共
通
す
る
課
題
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
佛
教
学
あ

る
い
は
天
台
学
を
「
学
」
と
し
て
学
ぶ
と
き
に
、
外
面
的
に
は
そ

れ
な
り
の
段
階
を
践
む
こ
と
の
必
然
性
は
充
分
理
解
で
き
る
。
か

り
に
大
谷
大
学
佛
教
学
科
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
見
て
も
、
初
年
次

に
佛
教
基
礎
学
が
あ
り
、
二
年
次
に
佛
教
学
基
礎
講
読
が
課
せ
ら

れ
て
、
文
字
通
り
基
礎
的
な
法
門
内
容
の
解
説
や
、
佛
典
解
読
の

の
二
項
目
を
柱
と
せ
よ
、
と
い
う
意
味
の
こ
と
を
主
張
さ
れ
た
。

こ
れ
を
テ
キ
ス
ト
の
上
で
言
え
ば
、
長
い
間
わ
が
国
で
天
台
の

入
門
乃
至
綱
要
と
し
て
広
く
学
ば
れ
て
来
た
高
麗
僧
諦
観
の
『
天

台
四
教
儀
』
を
捨
て
て
、
天
台
大
師
智
顎
の
『
三
大
部
』
に
か
え

れ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
教
学
内
容
に
つ
い
て
い
え
ば
、
天
台
の

基
礎
理
念
と
し
て
は
教
判
の
み
を
取
り
あ
げ
る
ゞ
へ
き
で
な
く
、
教

観
二
門
に
わ
た
っ
て
一
方
に
偏
る
こ
と
な
く
溝
ぜ
よ
、
と
い
う
こ

と
に
な
ろ
う
。
以
上
の
ご
と
き
関
口
先
生
の
主
張
に
私
は
全
面
的

に
賛
成
で
あ
り
、
先
生
の
ご
教
示
を
深
く
感
謝
し
て
い
る
も
の
で

坐
柄
〉
づ
（
句
◎

×

×

×

×

基
礎
学
力
の
養
成
に
つ
と
め
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
を
講
ず
る

者
が
、
佛
教
学
の
初
心
者
を
対
象
に
す
る
か
ら
と
い
っ
て
、
法
門

を
敢
え
て
平
易
に
解
説
し
た
り
、
佛
典
解
読
の
初
歩
的
な
技
術
を

身
に
つ
け
さ
せ
る
こ
と
を
も
っ
て
、
充
分
責
務
を
果
た
し
て
い
る

と
は
言
え
な
い
筈
で
あ
る
。
い
ま
私
が
漠
然
と
不
充
分
で
は
な
い

か
と
お
そ
れ
て
い
る
点
こ
そ
、
ま
さ
し
く
天
台
の
入
門
乃
至
綱
要

の
一
翼
を
担
っ
て
い
る
「
観
」
そ
の
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
の

で
あ
る
。
観
と
は
止
観
の
観
で
あ
り
、
内
観
の
観
で
あ
る
。
佛
教

学
に
は
常
に
あ
る
種
の
「
観
」
が
伴
っ
て
い
る
。
い
や
「
観
」
を

通
し
て
こ
そ
佛
教
学
の
存
在
が
確
実
と
な
り
、
「
観
」
に
包
ま
れ
た

世
界
を
指
し
て
法
界
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
天
台
智
顎
は
経
論
に

説
か
れ
る
法
門
の
解
釈
や
註
解
に
走
る
人
を
「
文
字
の
法
師
」
と

言
っ
て
批
判
し
た
。
そ
し
て
観
法
の
体
系
化
を
は
か
り
、
そ
の
中

に
観
法
の
価
値
批
判
や
理
念
を
盛
り
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
観
」

を
佛
教
「
学
」
の
ま
な
い
た
に
載
せ
た
。
そ
し
て
経
論
所
説
の
法

門
内
容
を
軽
視
し
て
、
い
た
ず
ら
に
自
己
の
狭
い
内
観
の
み
に
沈

潜
す
る
人
を
「
闇
証
の
禅
師
」
と
い
っ
て
批
判
し
た
の
で
あ
る
。

当
時
の
中
国
佛
教
学
界
に
お
い
て
は
、
教
門
の
研
究
は
急
速
に

進
め
ら
れ
て
お
り
、
経
諭
の
解
釈
は
活
発
に
な
さ
れ
て
い
た
の
で

あ
る
が
、
観
門
に
お
い
て
は
こ
れ
を
組
織
大
成
し
、
教
門
と
の
必

然
的
な
つ
な
が
り
に
お
い
て
主
体
的
な
観
法
を
確
立
す
る
こ
と
は
、

覗



殆
ん
ど
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
教
観
二
門
の
確
立
は
、

天
台
智
顎
の
偉
大
な
発
揮
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
教
観
二

門
が
智
顎
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
故
に
、
却
っ
て
末
学
の
わ
れ
わ

れ
は
既
に
完
成
さ
れ
た
法
門
と
し
て
受
け
取
り
勝
ち
で
あ
り
、
天

台
を
学
ぶ
に
あ
た
っ
て
そ
れ
は
既
成
の
基
礎
事
実
で
あ
る
か
の
如

き
錯
覚
を
も
ち
易
い
。
果
し
て
「
教
観
相
依
」
と
は
既
に
了
解
ず

み
の
事
実
と
し
て
、
そ
れ
を
後
進
に
伝
達
す
、
へ
き
も
の
な
の
か
ど

う
か
、
甚
だ
疑
問
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
「
教
観
相
依
」
と
は
、

確
か
に
天
台
学
の
綱
要
を
形
成
す
る
基
礎
的
な
法
門
で
あ
る
が
、

同
時
に
「
教
観
相
依
」
と
は
、
限
り
な
く
追
求
さ
れ
る
今
へ
き
天
台

学
の
究
極
目
標
で
も
あ
る
筈
で
あ
る
。

い
ま
一
つ
、
論
争
の
過
程
に
お
い
て
話
題
と
な
っ
た
の
は
、
智

、
、

顎
の
撰
述
の
中
に
「
五
時
八
教
」
と
い
う
成
語
は
見
ら
れ
な
く
と

、
、

も
、
そ
の
思
想
は
充
分
窺
え
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
反
論
が
あ

っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
議
論
の
内
容
の
詳
細
は
省
略
す
る
が
、

要
す
る
に
智
甑
の
三
大
部
に
は
、
随
処
に
蔵
通
別
円
の
四
教
に
わ

た
っ
て
諸
法
門
を
整
理
し
秩
序
づ
け
、
佛
教
の
原
理
を
解
明
し
て

い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
智
顎
に
教
判
の
思
想

が
な
か
っ
た
と
速
断
す
る
こ
と
は
到
底
許
さ
れ
る
こ
と
で
は
な
い
。

×

×

×

×

そ
こ
で
こ
の
よ
う
な
教
判
思
想
の
内
容
と
、
成
語
と
し
て
「
五
時

八
教
」
が
見
出
せ
な
い
と
い
う
こ
と
と
の
関
係
を
、
ど
の
よ
う
に

考
え
る
べ
き
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
種
の
課
題
は
天
台
に
限
ら
ず
、
一
般
に
佛
教
研
究

の
場
に
お
い
て
も
直
面
す
る
問
題
で
あ
っ
て
，
佛
教
学
の
方
法
論

と
密
接
に
関
わ
っ
て
来
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で

天
台
に
関
し
て
言
え
ば
、
こ
の
問
題
は
前
述
の
「
教
観
相
依
」
と

重
な
り
合
っ
て
来
る
と
思
わ
れ
る
。
い
さ
さ
か
飛
躍
す
る
か
も
知

れ
な
い
が
、
た
と
え
ば
天
台
に
は
十
如
是
の
三
転
読
と
い
う
有
名

な
法
華
経
の
解
釈
が
あ
る
。
こ
の
場
合
法
華
経
自
体
に
つ
い
て
、

十
如
是
の
経
文
が
直
ち
に
三
転
読
で
き
る
よ
う
な
必
然
性
・
客
観

性
が
あ
る
と
は
、
到
底
考
え
ら
れ
な
い
。
に
も
拘
ら
ず
智
顎
は
こ

れ
を
三
転
読
す
る
よ
う
に
教
え
、
し
か
も
こ
の
三
転
読
に
よ
っ
て

明
か
さ
れ
る
三
諦
説
が
、
天
台
法
門
の
根
幹
と
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
つ
ま
り
わ
れ
わ
れ
が
佛
教
学
研
究
に
際
し
て
、
広
く
採
用

し
て
い
る
客
観
性
・
必
然
性
の
追
求
と
い
う
方
法
を
用
い
て
い
る

限
り
、
十
如
是
の
三
転
読
を
了
解
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
天
台
の
法
門
を
理
解
す
る
為
に
は
、
少
く
と
も
文
献

の
客
観
性
の
み
を
信
頼
す
る
よ
う
な
態
度
は
捨
て
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
‐

そ
こ
で
思
わ
れ
る
こ
と
は
、
十
如
是
の
三
転
読
に
よ
っ
て
智
顎
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釈
尊
は
菩
提
樹
の
下
で
冥
想
に
入
り
、
や
が
て
成
道
さ
れ
た
。

多
く
の
大
乗
経
典
に
は
、
世
尊
が
深
い
三
昧
よ
り
出
て
始
め
て
説

法
さ
れ
た
と
説
か
れ
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
世
尊
は
得
道
よ
り
泥

は
、
彼
自
身
の
「
観
」
を
「
教
」
の
上
に
顕
現
し
よ
う
と
し
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
十
如
是
の
経
文
を
三
転
読
す
る
な
ど
と
い
う
の

は
、
ま
さ
し
く
彼
の
「
観
」
の
表
白
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の

よ
う
に
、
観
の
内
景
を
教
学
体
系
の
上
に
直
接
明
示
し
よ
う
と
す

る
傾
向
は
、
彼
の
講
述
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

も
と
も
と
天
台
三
大
部
の
文
章
は
、
わ
れ
わ
れ
に
理
解
し
易
い

よ
う
な
構
造
を
必
ず
し
も
整
え
て
い
な
い
。
文
章
の
一
行
ご
と
に

言
外
の
ふ
く
ら
み
が
あ
り
、
余
韻
を
残
し
な
が
ら
つ
ぎ
の
新
し
い

テ
ー
マ
の
論
述
が
始
ま
る
と
い
っ
た
こ
と
も
多
い
。
少
く
と
も
三

大
部
は
、
形
式
論
理
を
追
い
、
合
理
的
思
考
に
裏
打
ち
さ
れ
た
文

章
で
は
な
い
。
飛
躍
と
い
う
か
、
非
合
理
と
い
う
か
γ
そ
こ
に
言

い
知
れ
ぬ
深
み
を
感
じ
さ
せ
る
何
か
が
あ
る
。
そ
の
言
い
知
れ
ぬ

と
こ
ろ
が
、
ま
た
魅
力
で
あ
る
。

×

×

×

×

疸
に
至
る
ま
で
、
常
に
三
昧
に
あ
っ
て
説
法
さ
れ
た
と
も
い
う
。

こ
の
よ
う
に
三
昧
を
離
れ
て
説
法
は
な
い
の
で
あ
り
、
三
昧
即
ち

「
観
」
の
世
界
が
経
典
と
な
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
前
に
示
さ
れ
た

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
り
わ
け
大
乗
経
典
に
目
立
つ
奇
瑞
の
示

現
や
神
秘
的
な
世
界
な
ど
＄
こ
れ
は
ま
さ
し
く
禅
定
の
世
界
の
開

顕
で
あ
っ
て
、
文
字
や
文
章
の
背
後
に
こ
そ
甚
深
広
大
な
思
想
を

湛
え
て
い
る
筈
で
あ
る
。
そ
れ
は
経
典
に
限
ら
ず
、
偉
大
な
佛
教

者
の
述
作
か
ら
も
し
ば
し
ば
感
得
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
そ

う
い
う
三
昧
を
具
備
し
た
佛
典
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
わ
れ
わ
れ
の

心
を
揺
り
動
か
す
の
で
あ
ろ
う
。

今
日
の
佛
教
学
に
お
い
て
、
教
理
研
究
は
随
分
進
展
し
て
い
る

に
も
拘
ら
ず
、
い
わ
ゆ
る
「
観
」
の
哲
学
は
依
然
と
し
て
貧
弱
で

あ
る
。
明
治
以
後
の
近
代
佛
教
学
の
輝
か
し
い
業
績
が
、
あ
る
い

は
こ
の
よ
う
な
一
つ
の
傷
痕
を
残
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
「
教
観
相
依
」
を
大
目
標
と
し
た
天
台
智
凱
の

「
学
」
の
姿
勢
を
、
あ
ら
た
め
て
省
み
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
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