
趙
宋
時
代
の
天
台
学
は
、
山
家
・
山
外
両
派
の
間
に
教
学
上
の

論
争
が
長
年
に
わ
た
っ
て
繰
り
広
げ
ら
れ
た
こ
と
で
よ
く
知
ら
れ

て
い
る
。
そ
の
問
い
く
つ
か
の
問
題
が
提
出
さ
れ
議
論
さ
れ
た
の

で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
天
台
教
学
の
根
本
思
想
に
関
わ
る
問
題
で

あ
っ
た
だ
け
に
～
両
派
の
間
に
は
天
台
の
真
髄
を
ど
こ
に
見
出
す

か
と
い
う
点
で
、
ま
こ
と
に
深
刻
な
対
立
を
生
じ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
取
り
上
げ
る
奉
先
源
清
（
’
九
九
七
）
は
、
こ
の
よ
う
な
中

国
天
台
教
学
の
運
命
に
か
か
わ
る
役
割
り
を
果
た
し
た
人
と
し
て

注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
彼
が
論
争
の
端
緒
を
開
い

た
の
み
な
ら
ず
、
初
期
山
外
派
を
リ
ー
ド
し
て
、
後
の
天
台
に
お

け
る
唯
心
論
的
な
佛
教
思
想
の
基
礎
を
確
立
し
た
人
と
し
て
評
価

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

奉
先
源
清
の
止
観
思
想

さ
て
趙
宋
天
台
が
山
家
と
山
外
に
分
流
す
る
直
接
の
き
っ
か
け

と
な
っ
た
の
は
、
智
顎
（
五
三
八
’
五
九
七
）
の
撰
述
と
さ
れ
る
金

光
明
経
玄
義
二
巻
の
広
略
真
偽
の
問
題
で
あ
っ
た
。
天
台
宗
の
第

十
一
祖
清
辣
の
門
下
に
志
因
と
義
寂
（
九
一
九
’
九
八
六
）
が
あ
り
、

義
寂
は
呉
越
王
銭
叔
の
保
護
の
も
と
に
、
会
昌
の
法
難
な
ど
に
よ

っ
て
散
快
し
た
天
台
教
籍
を
朝
鮮
や
日
本
か
ら
中
国
に
送
還
さ
れ

る
べ
く
努
力
し
た
人
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
一
方
志

因
の
事
蹟
に
つ
い
て
は
殆
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
が
、
志
因
の
弟

子
晤
恩
（
九
二
一
’
九
八
六
）
は
金
光
明
経
玄
義
を
註
釈
し
て
「
金

光
明
経
玄
義
発
揮
記
」
を
撰
述
し
、
当
時
流
布
し
て
い
た
広
略
二

本
の
う
ち
略
本
を
註
解
し
た
。
そ
し
て
特
に
広
本
に
の
み
含
ま
れ

て
い
る
観
心
釈
は
後
人
が
み
だ
り
に
添
加
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、

智
顎
の
真
説
で
は
な
い
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
理

由
に
つ
い
て
晤
恩
は
「
此
の
玄
（
金
光
明
経
玄
義
）
の
十
種
三
法
は
、

福
島
光
哉
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蓋
し
大
師
が
経
文
に
扶
順
し
て
法
性
円
談
せ
る
も
の
な
り
。
始
め

性
徳
の
三
道
よ
り
終
り
果
人
の
三
徳
に
至
る
こ
の
三
法
は
悉
く

是
れ
妙
性
に
し
て
、
こ
の
妙
性
は
悉
く
是
れ
真
源
な
り
。
豈
に

此
れ
純
ら
法
性
を
談
ず
る
ほ
か
に
、
更
に
観
心
を
立
つ
ゞ
へ
け
ん

１

や
。
」
と
い
う
。
即
ち
略
本
に
説
き
明
か
さ
れ
て
い
る
十
種
三
法

は
、
一
一
の
三
法
が
そ
の
ま
ま
妙
性
で
あ
り
真
源
で
あ
る
と
い
う

天
台
円
教
の
究
極
を
く
ま
な
く
説
き
明
か
し
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
更
に
広
本
の
如
く
こ
れ
に
観
心
釈
を
附
加
し
て
、
陰
妄
心
の
事

相
に
対
し
て
重
ね
て
三
法
の
妙
性
を
観
ず
る
必
要
は
な
い
筈
で
あ

る
、
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
晤
恩
は
志
因
の
門
に
入
っ
て
後
、

十
妙
の
深
義
や
五
重
玄
義
を
研
究
し
、
大
部
を
講
説
す
る
こ
と
二

十
余
遍
に
及
ぶ
と
伝
え
ら
れ
、
更
に
澄
観
の
演
義
紗
に
傾
倒
し
て

い
た
と
い
う
か
ら
、
後
に
山
外
派
諸
師
が
華
厳
経
を
重
視
す
る
と

い
う
思
想
的
傾
向
を
す
で
に
抱
い
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
一
方
義
寂
の
門
下
義
通
（
九
三
一
’
九
八
八
）
に
も
金
光

明
玄
義
賛
釈
及
び
金
光
明
経
文
句
備
急
紗
の
撰
述
が
あ
り
、
こ
の

賛
釈
は
広
本
を
註
解
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
と
く
に
晤
恩
の
学

説
と
何
ら
か
の
交
渉
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。

晤
恩
が
発
揮
記
を
著
わ
し
て
後
、
そ
の
弟
子
源
渭
と
洪
敏
の
二

人
は
難
詞
二
十
条
を
製
し
て
師
説
を
弁
護
し
た
。
そ
の
中
で
源
清

は
十
三
条
に
わ
た
っ
て
観
心
釈
を
批
判
し
、
こ
れ
が
智
顎
の
撰
述

に
非
ざ
る
こ
と
を
論
じ
て
い
る
が
、
そ
の
要
点
は

㈲
法
華
玄
義
や
浄
名
玄
疏
は
具
体
的
な
事
相
の
解
釈
が
多
く
、

根
源
的
な
理
念
に
つ
い
て
は
簡
略
で
あ
る
か
ら
観
心
釈
を
必
要

と
し
た
が
、
金
光
明
玄
義
に
つ
い
て
は
、
法
性
の
理
を
く
ま
な

く
説
き
明
か
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
観
心
釈
を
必
要
と
し
な
い
。

口
天
台
の
三
観
か
ら
み
て
、
こ
の
観
心
法
は
空
仮
中
の
い
ず
れ

の
観
法
に
も
当
ら
な
い
。

⑤
も
し
略
本
中
の
観
行
即
の
文
は
観
心
の
要
略
を
示
す
の
み
で
、

歴
事
観
に
つ
い
て
は
殆
ん
ど
説
か
れ
て
い
な
い
か
ら
、
読
者
の

理
解
を
得
る
た
め
に
改
め
て
観
心
釈
を
設
け
た
と
す
る
な
ら
、

こ
れ
も
間
違
っ
て
い
る
。
文
章
は
簡
略
で
あ
っ
て
も
広
く
理
解

②

す
る
者
こ
そ
智
人
と
云
う
零
へ
き
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
さ
ら
に
源
清
は
金
光
明
玄
義
の
文
に
沿
っ
て
、
と
く
に

観
心
釈
所
説
の
不
倫
や
矛
盾
を
批
判
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
以
上

の
源
清
に
よ
る
難
詞
は
の
ち
に
知
礼
が
釈
難
扶
宗
記
に
於
て
逐
一

反
論
を
加
え
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
た
だ
こ
の
難
詞
を
構
え
た
源

清
の
思
想
的
根
拠
あ
る
い
は
彼
の
天
台
学
説
を
こ
の
十
三
条
の
難

詞
だ
け
で
は
充
分
に
解
明
で
き
な
い
。
け
れ
ど
も
例
え
ば
Ｑ
に
主

張
し
て
い
る
如
く
、
専
ら
歴
法
観
の
説
明
に
終
始
し
て
い
る
観
心

釈
は
空
仮
中
の
三
観
に
非
ず
と
い
う
の
は
、
彼
が
法
性
の
理
観
に
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よ
っ
て
の
み
一
心
三
観
を
完
成
し
得
る
と
考
え
て
い
た
こ
と
を
示

唆
し
て
い
る
し
、
㈲
や
白
に
よ
っ
て
歴
法
の
事
観
に
対
し
て
は
、

こ
れ
を
著
し
く
軽
視
し
て
い
た
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
と
い
う
こ

と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
つ
ぎ
に
、
こ
の
よ
う
な
難
詞
を

発
表
し
た
源
渭
の
止
観
思
想
そ
の
も
の
に
つ
い
て
考
察
を
す
す
め

て
い
き
た
い
と
思
う
。

山
家
派
の
巨
匠
知
礼
（
九
六
○
’
一
○
二
八
）
は
、
源
清
の
弟
子

慶
昭
（
九
六
三
’
一
○
一
七
）
に
対
し
て
慶
昭
の
天
台
学
が
多
く
の

過
失
に
陥
っ
て
い
る
こ
と
を
非
難
し
て
い
る
中
に
、
源
清
の
十
不

二
門
示
珠
指
に
は
何
一
つ
取
る
に
足
る
も
の
が
な
い
。
し
か
も
慶

昭
は
源
清
の
所
説
を
弁
護
し
よ
う
と
懸
命
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、

甚
し
い
間
違
い
を
犯
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
一
刻
も

早
く
示
珠
指
の
説
を
棄
て
る
熱
へ
き
で
あ
る
、
と
厳
し
い
忠
告
を
与

③

え
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
そ
の
取
柄
が
な
い
と
い
わ
れ
る
十
不
二
門

示
珠
指
こ
そ
、
実
は
源
渭
教
学
の
中
心
思
想
を
存
分
に
発
揮
し
た

も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
の
よ
う
に
山
家
派
の
強
い
反
撃
を
受
け

た
示
珠
指
の
思
想
と
は
一
体
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て

つ
ぎ
に
考
察
し
て
み
よ
う
。

源
清
の
十
不
二
門
示
珠
指
は
、
六
祖
湛
然
（
七
二
’
七
八
二
）

二

の
十
不
二
門
を
註
釈
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
十
不
二
門
は
短
篇
で

難
解
で
あ
り
、
且
つ
複
雑
な
思
想
内
容
を
も
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ

で
源
清
が
こ
れ
に
註
釈
を
加
え
、
宗
昼
も
註
十
不
二
門
を
著
わ
す

に
至
っ
て
、
こ
れ
ら
二
言
に
対
す
る
反
論
書
と
し
て
知
礼
が
周
知

の
十
不
二
門
指
要
紗
を
発
表
し
た
の
で
、
十
不
二
門
を
め
ぐ
る
諸

問
題
が
趙
宋
天
台
の
中
心
課
題
と
な
っ
て
い
っ
た
。
し
た
が
っ
て

山
家
・
山
外
両
派
が
思
想
上
の
分
裂
を
来
た
す
に
至
っ
た
直
接
の

原
因
は
、
湛
然
の
十
不
二
門
に
存
し
て
い
る
と
云
う
こ
と
が
で
き

よ
う
。
事
実
趙
宋
時
代
の
天
台
学
は
、
湛
然
の
諸
著
を
証
権
と
し
、

い
か
に
し
て
湛
然
の
学
説
を
弁
護
し
維
持
す
る
か
を
め
ぐ
っ
て
展

開
し
て
い
く
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
彼
の
趙
宋
天
台
に
占
め

る
潜
在
的
な
権
威
は
甚
だ
高
い
も
の
で
あ
っ
た
。

さ
て
十
不
二
門
は
、
周
知
の
如
く
法
華
玄
義
釈
義
に
お
い
て
迩

門
十
妙
の
註
釈
の
あ
と
に
設
け
た
短
篇
で
あ
っ
て
、
境
智
行
な
ど

の
十
妙
を
総
括
し
て
こ
れ
を
色
心
不
二
、
内
外
不
二
な
ど
十
門
に

わ
た
っ
て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
注
意
す
帯
へ
き
こ
と
は
、

４

「
十
妙
を
摂
っ
て
観
法
の
大
体
と
為
す
」
と
い
う
よ
う
に
、
天
台

止
観
の
理
念
と
実
践
に
立
っ
て
こ
の
十
妙
を
解
釈
し
よ
う
と
し
て

い
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
こ
の
短
篇
は
単
に
法
華
玄
義

の
妙
理
の
註
釈
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
湛
然
の
止
観
思
想
を
知

る
上
で
も
ま
こ
と
に
重
要
な
文
献
で
あ
る
。
そ
し
て
源
清
が
示
珠
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指
に
お
い
て
発
揮
し
て
い
る
彼
の
天
台
学
の
特
色
も
、
主
と
し
て

止
観
思
想
の
側
面
に
関
し
て
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

源
清
が
示
珠
指
に
お
い
て
第
一
に
主
張
し
て
い
る
の
は
、
唯
心

実
相
の
原
理
で
あ
る
。
即
ち
法
華
経
が
開
権
顕
実
す
る
と
い
う
の

は
、
衆
生
の
一
念
心
が
真
佛
知
見
を
服
用
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら

ず
、
こ
の
経
が
佛
の
出
世
本
懐
を
暢
寺
へ
る
と
い
う
の
は
、
「
衆
生

に
十
法
界
は
皆
是
れ
自
心
清
浄
知
体
・
妙
円
覚
性
な
り
と
了
せ
し

⑤

め
る
」
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
湛
然
の
い
う
不
二
と
い
う
の

は
不
二
な
る
唯
心
こ
そ
実
相
な
り
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
だ
い
た
い
十
法
界
と
い
う
の
も
悉
く
一
念
に
即
す
る
も
の

で
あ
っ
て
、
法
界
は
唯
心
で
あ
り
一
切
の
法
は
そ
の
ま
ま
一
念
真

如
の
妙
体
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。
そ
し
て
「
当
に
知
る
べ
し
、

諸
法
は
不
二
唯
心
な
り
。
唯
心
無
相
に
し
て
一
切
相
を
具
す
」
と

い
い
、
こ
れ
を
一
念
清
浄
霊
知
な
り
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
源
渭

は
十
不
二
門
の
根
本
精
神
を
当
時
佛
教
界
を
風
摩
し
て
い
た
禅
宗

の
用
語
に
よ
っ
て
解
釈
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
同
時
に

思
想
内
容
に
関
し
て
も
禅
宗
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
た
こ
と
を

示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
更
に
六
即
位
は
几
よ
り
聖
に
至

る
ま
で
二
が
み
な
即
始
終
不
二
で
あ
っ
て
、
一
念
清
浄
の
摩
尼

珠
で
あ
る
か
ら
、
「
一
念
の
外
に
生
佛
無
く
、
生
佛
の
外
に
我
心

無
し
」
と
い
っ
て
、
佛
法
・
衆
生
法
は
悉
く
心
法
と
共
に
あ
り
、

心
法
よ
り
生
ず
る
も
の
と
し
て
、
こ
こ
に
特
色
の
あ
る
心
佛
衆
生

の
三
法
説
を
展
開
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
も
と
華
厳
経
に

６

説
か
れ
て
い
る
有
名
な
三
法
無
差
の
偶
に
つ
い
て
の
解
釈
で
あ
る

が
、
華
厳
経
に
於
い
て
は
、
心
佛
衆
生
の
三
法
に
関
し
て
「
心
が

五
陰
を
画
く
」
と
か
「
法
と
し
て
造
ら
ざ
る
な
し
」
と
か
「
一
切

は
心
よ
り
転
ず
」
と
い
う
よ
う
に
、
心
が
佛
や
衆
生
に
対
し
て

そ
の
根
拠
と
な
る
こ
と
を
教
え
て
い
る
。
け
れ
ど
も
同
時
に
こ
の

偏
に
は
「
心
の
如
く
佛
も
亦
た
爾
り
、
佛
の
如
く
衆
生
も
然
り
。

是
の
三
は
差
別
無
し
」
と
説
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
三
法
が
対
等

も
し
く
は
平
等
で
あ
る
こ
と
も
示
し
て
い
る
の
で
、
古
来
特
に
天

台
と
華
厳
の
間
に
い
ろ
い
ろ
な
議
論
が
行
な
わ
れ
て
来
た
と
こ
ろ

で
あ
る
。

天
台
教
学
に
於
い
て
は
、
法
華
玄
義
の
中
に
、
智
顎
が
こ
の
偶

の
う
ち
特
に
是
三
無
差
別
の
一
句
に
注
目
し
て
い
る
。
即
ち
衆
生

法
は
一
応
因
果
に
通
ず
る
が
、
佛
法
は
果
に
拠
り
、
心
法
は
因
に

拠
る
と
い
う
。
そ
し
て
十
法
界
に
つ
い
て
云
え
ば
、
佛
法
は
果
、

心
法
は
佛
果
を
証
す
尋
へ
き
因
、
衆
生
法
は
十
法
界
の
す
べ
て
に
亘

る
か
ら
因
果
に
通
ず
る
と
し
、
三
法
い
ず
れ
も
そ
の
ま
ま
実
相
で

あ
っ
て
、
こ
の
三
者
の
間
に
差
別
は
な
く
同
格
で
あ
る
と
し
た
の

⑦

で
あ
る
。
そ
し
て
湛
然
は
こ
れ
を
註
釈
し
て
、
衆
生
身
中
に
佛
法

・
心
法
と
も
に
あ
る
か
ら
因
果
に
通
じ
、
佛
身
中
の
衆
生
法
・
心

1ワ
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法
は
必
ず
果
に
あ
り
、
心
法
中
の
佛
法
・
衆
生
法
は
必
ら
ず
因
に

あ
る
、
こ
の
三
が
無
差
別
な
り
と
い
う
の
は
理
体
と
し
て
は
無
差

と
い
う
こ
と
で
、
事
用
に
つ
い
て
の
み
差
別
が
あ
る
に
過
ぎ
な
い

⑧

と
云
っ
て
い
る
。
こ
の
場
合
注
意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と

は
、
理
体
と
事
用
を
三
法
の
そ
れ
ぞ
れ
に
認
め
て
い
る
こ
と
で
あ

っ
て
、
し
た
が
っ
て
智
顎
に
し
て
も
湛
然
に
し
て
も
三
法
無
差
別

を
重
視
し
、
三
法
は
本
質
的
に
は
同
じ
実
相
の
究
極
で
あ
っ
て
区

別
さ
れ
る
ゞ
へ
き
で
な
い
と
い
う
点
は
一
致
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
源
清
の
学
説
に
よ
る
と
、
心
と
は
佛
や
衆
生
の
根
底

に
あ
る
心
で
あ
り
、
佛
や
衆
生
を
離
れ
て
別
に
心
が
あ
る
の
で
は

な
い
。
し
た
が
っ
て
心
は
佛
・
衆
生
の
本
で
あ
る
と
云
い
切
る
の

で
あ
る
。
そ
し
て
「
心
は
必
ず
因
に
よ
る
」
と
い
う
法
華
玄
義
の

意
味
に
つ
い
て
、
心
は
本
来
因
で
も
な
く
果
で
も
な
く
因
果
を
超

越
し
た
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
一
切
諸
法
を
造
る
か
ら
心
は
因

に
あ
り
と
源
清
は
判
定
す
る
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
華
厳
経
に

「
一
切
唯
心
造
、
心
造
諸
如
来
」
と
い
う
よ
う
に
、
十
法
界
の
法

は
す
尋
へ
て
心
よ
り
造
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
「
佛
は
果
に
拠

る
」
と
い
う
の
は
、
自
心
を
覚
し
て
究
寛
す
る
の
を
佛
と
名
づ
け

る
の
で
あ
る
か
ら
、
必
ず
果
に
よ
る
と
い
い
、
「
衆
生
は
因
果
に

通
ず
」
と
は
、
衆
生
は
無
始
本
迷
に
よ
っ
て
自
心
清
浄
知
体
な
る

こ
と
を
覚
ら
ず
、
つ
ね
に
妄
縁
を
逐
い
妄
業
を
造
る
の
で
こ
れ
を

妄
因
と
名
づ
け
、
諸
妄
報
を
受
け
る
の
で
こ
れ
を
妄
果
と
名
づ
け

る
。
し
た
が
っ
て
．
応
は
因
果
に
通
ず
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

源
渭
は
こ
の
よ
う
に
三
法
を
解
釈
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
例
え

ば
智
顔
や
湛
然
は
迷
悟
に
つ
い
て
因
果
の
分
別
を
し
て
い
る
の
に
、

源
清
が
衆
生
法
は
妄
因
妄
果
に
通
ず
る
と
す
る
の
は
甚
だ
奇
怪
で

あ
り
、
ま
た
佛
法
の
果
に
対
す
る
心
法
の
因
と
い
う
関
係
も
全
く

無
視
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
三
法
無
差
に
関
す
る
源
清
の
湛
然
解

釈
は
、
非
常
に
無
理
が
あ
る
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
と

も
か
く
、
源
清
は
自
心
清
浄
霊
知
な
る
非
因
非
果
の
唯
心
を
も
っ

て
根
本
と
な
し
、
こ
の
唯
心
の
所
造
と
し
て
迷
悟
、
染
浄
の
佛
、

衆
生
を
造
る
の
で
あ
る
と
解
釈
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
湛
然
が

理
体
と
し
て
は
無
差
別
、
事
用
と
し
て
は
差
別
あ
り
と
云
っ
た
の

を
受
け
て
、
こ
こ
に
理
と
は
一
念
清
浄
の
心
法
で
あ
り
、
事
と
は

佛
衆
生
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
と
解
釈
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ

は
明
ら
か
に
、
天
台
性
具
説
の
伝
統
に
対
し
て
華
厳
の
法
界
縁
起

説
を
導
入
し
、
天
台
を
再
解
釈
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の

よ
う
な
源
清
の
唯
心
重
視
の
傾
向
は
、
の
ち
の
山
外
派
に
も
一
貫

し
て
見
ら
れ
る
特
色
で
あ
り
、
同
時
に
山
家
派
が
厳
し
く
追
究
し

た
の
も
実
に
こ
の
点
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

13



さ
て
源
清
は
、
以
上
の
如
き
唯
心
論
的
実
相
論
を
基
礎
に
し
て

十
不
二
門
を
解
釈
し
て
い
く
。

ま
ず
色
心
不
二
門
は
迩
門
十
妙
の
う
ち
第
一
境
妙
に
つ
い
て
立

て
ら
れ
た
法
門
で
あ
っ
て
、
十
如
境
を
は
じ
め
十
二
因
縁
、
四
諦
、

二
諦
な
ど
の
境
に
つ
い
て
、
皆
総
別
二
意
が
あ
る
と
し
「
総
在
一

念
、
別
分
色
心
」
で
あ
る
と
い
う
。
「
別
は
色
心
に
分
っ
」
と
い

う
点
に
つ
い
て
は
、
各
境
の
内
容
を
そ
れ
ぞ
れ
色
と
心
の
ど
ち
ら

か
に
判
別
し
て
い
る
だ
け
で
余
り
問
題
は
な
い
が
、
総
は
一
念
に

在
り
と
い
う
の
を
湛
然
は
さ
ら
に
説
明
し
て
「
別
を
摂
し
て
総
に

入
れ
ば
、
一
切
諸
法
は
心
性
に
非
ざ
る
無
し
。
一
性
無
性
に
し
て

三
千
宛
然
な
り
。
」
と
い
澪
ワ
。

こ
こ
に
総
と
し
て
の
一
念
、
一
切
法
の
根
源
と
し
て
の
心
性
の

問
題
が
出
て
来
る
の
で
あ
る
が
、
源
清
は
示
珠
指
に
お
い
て
、
こ

の
一
念
と
は
一
性
と
同
じ
で
あ
り
一
念
霊
知
に
し
て
性
体
常
寂
な

り
と
い
う
。
そ
し
て
一
念
の
知
性
を
指
し
て
本
来
清
浄
不
生
不
滅

に
し
て
、
こ
れ
が
真
無
性
で
あ
る
と
い
う
。
こ
こ
に
心
佛
衆
生
三

法
の
根
本
が
心
性
で
あ
・
る
と
し
た
こ
と
と
同
様
に
、
一
念
を
根
本

心
性
と
し
て
い
る
こ
と
は
大
き
な
特
色
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
一

念
心
性
を
も
っ
て
十
界
の
色
心
諸
法
に
即
せ
し
め
る
か
ら
、
一
念

三

即
三
千
諸
法
で
あ
り
世
間
相
常
住
で
あ
る
と
解
釈
す
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
彼
は
こ
れ
の
理
論
的
根
拠
と
し
て
、
十
不
二
門
に
は
「
当

⑨

知
、
心
之
色
心
、
即
心
名
変
。
変
名
為
造
、
造
謂
体
同
・
」
と
説

か
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
源
渭
は
ま
ず
「
心
之
色
心
」
の

句
の
中
に
あ
る
「
之
」
は
語
助
で
は
な
く
往
趣
と
い
う
意
味
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
こ
れ
は
心
は
色
心
に
往
く
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、

本
源
の
心
性
が
色
心
諸
法
に
趣
く
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
は

起
信
論
の
真
如
随
縁
説
を
援
用
し
て
解
釈
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、

彼
は
心
と
は
真
如
性
に
し
て
不
変
で
あ
り
、
之
色
心
と
は
随
縁
で

あ
る
と
い
う
。
湛
然
は
止
観
大
意
の
中
に
「
随
縁
の
不
変
故
に
性

⑩

と
為
し
、
不
変
の
随
縁
故
に
心
と
為
す
」
と
い
う
か
ら
、
こ
の
心

之
色
心
は
上
述
の
如
く
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
実
に
巧
妙
な
解
釈
で
あ
る
が
、
の
ち
に
知
礼
が
論
難
す
る

よ
う
に
「
之
」
の
字
を
往
趣
の
義
に
解
釈
す
る
こ
と
が
果
し
て
妥

当
で
あ
る
か
問
題
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
注
意
す
べ
き
点
は
源
清
の
修
性
不
二
門
に
対
す
る
解
釈

で
あ
る
。
も
と
も
と
修
徳
と
は
修
治
造
作
の
義
と
さ
れ
、
衆
生
が

佛
果
を
求
め
佛
智
を
獲
得
し
よ
う
と
し
て
為
す
尋
へ
き
実
践
修
行
の

こ
と
で
あ
り
、
一
方
性
徳
と
は
本
有
不
改
の
義
と
云
わ
れ
、
衆
生

に
本
来
具
足
し
て
い
て
し
か
も
不
変
な
る
も
の
を
い
う
。
し
た
が

っ
て
性
と
修
の
関
係
は
我
全
が
本
来
的
に
或
い
は
潜
在
的
に
あ
る
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本
性
と
い
う
、
へ
き
も
の
を
開
発
し
鍛
錬
し
て
、
そ
の
本
来
的
潜
在

的
な
も
の
を
顕
現
す
る
こ
と
が
修
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
こ
で
湛
然
は
十
不
二
門
に
お
い
て
、
こ
の
修
徳
と
性
徳
と
の
関

係
は
不
二
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
法
華

玄
義
の
十
妙
の
う
ち
境
智
行
の
三
妙
の
関
係
が
不
二
で
あ
る
こ
と

を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
と
云
わ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
源
清
は
十

不
二
門
示
珠
指
の
中
で
、
こ
の
修
性
不
二
に
つ
い
て
特
色
の
あ

る
註
釈
を
施
し
た
。
即
ち
十
不
二
門
に
よ
れ
ば
、
性
徳
に
つ
い
て

こ
れ
は
十
界
千
如
の
一
念
で
あ
っ
て
、
こ
の
十
界
千
如
の
諸
法
に

法
身
・
般
若
・
解
脱
の
三
法
が
具
足
し
て
い
る
こ
と
を
い
う
の
で

あ
る
が
、
源
清
に
よ
れ
ば
性
徳
と
は
三
徳
で
あ
り
常
楽
我
浄
で
あ

る
が
、
と
く
に
性
と
は
一
念
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
一
念

は
心
性
霊
虚
寂
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
湛
然
が
界
如
の
一

念
な
り
と
規
定
し
た
性
徳
を
源
清
が
性
虚
寂
な
る
唯
心
な
り
と
解

釈
し
た
こ
と
は
、
後
に
問
題
を
提
起
す
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に

十
不
二
門
に
於
い
て
は
、
こ
の
性
徳
は
本
来
衆
生
に
具
足
し
て
い

る
け
れ
ど
も
現
実
に
は
迷
妄
の
状
態
に
あ
る
の
だ
か
ら
、
妙
智
に

よ
っ
て
天
台
円
教
に
基
づ
く
実
践
修
行
を
起
こ
す
。
そ
し
て
湛
然

は
実
践
行
た
る
修
徳
と
本
来
具
足
し
て
い
る
性
徳
と
の
関
係
に
つ

い
て
全
修
成
性
、
全
性
成
修
と
い
う
天
台
色
豊
か
な
相
即
を
論
じ

て
い
く
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
源
清
は
、
十
不
二
門
の
「
性
雌
本

爾
、
籍
智
起
修
。
由
修
照
性
、
由
性
発
修
。
」
の
う
ち
、
籍
智
起

修
と
い
う
の
は
書
写
の
誤
ま
り
で
あ
っ
て
、
正
し
く
は
籍
知
日
修

と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
こ
に
知
と
は
諸
法
唯
心
の
知

で
あ
っ
て
、
こ
の
一
知
が
遍
く
善
悪
な
ど
の
諸
法
を
造
る
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
例
え
ば
水
が
波
と
な
り
或
い
は
澄
と
な
っ
た
と
し
て

も
、
波
も
澄
も
水
の
相
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
如
く
で
あ
る
。
だ
か

か
な

ら
こ
の
知
は
性
知
と
名
づ
け
る
こ
と
が
で
き
、
こ
の
性
知
に
称
う

こ
と
を
修
と
云
う
の
で
あ
る
と
源
清
は
断
定
す
る
の
で
あ
る
。
そ

し
て
そ
れ
が
法
華
経
の
「
衆
生
に
佛
知
見
を
開
か
せ
る
」
こ
と
で

あ
り
、
荷
沢
神
会
が
「
知
の
一
宇
は
衆
妙
の
門
な
り
」
と
云
っ
た

の
も
、
こ
の
性
知
を
指
す
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
永
嘉
玄
覚
が

⑪

「
知
知
を
須
ひ
ず
、
た
目
知
な
る
の
み
」
と
い
っ
た
の
も
こ
の
知

で
あ
り
、
清
涼
澄
観
が
「
寂
照
無
二
の
一
心
に
則
り
、
空
有
墜
融

⑫

の
中
道
に
契
ふ
」
と
い
っ
た
の
も
、
天
台
の
い
う
全
性
の
修
知
と

同
じ
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
こ
の
よ
う
に
源
清
は
禅
宗
で
重
視
し

て
い
た
「
知
」
す
な
わ
ち
一
念
清
浄
の
霊
知
を
も
っ
て
こ
の
修
性

不
二
を
解
釈
し
よ
う
と
し
た
の
で
、
籍
智
起
修
と
い
う
智
か
ら
修

へ
の
展
開
は
不
必
要
で
あ
り
、
且
つ
藷
知
日
修
と
い
う
知
と
修
の

一
体
性
が
強
調
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

か
く
て
源
清
は
、
修
性
と
い
う
佛
教
実
践
に
か
か
わ
る
問
題
に

お
い
て
一
念
性
知
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
湛
然
の
い
う
修
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徳
、
即
ち
広
く
天
台
の
観
法
全
体
の
中
で
こ
の
知
と
い
う
実
践
は

い
か
な
る
位
置
を
占
め
る
の
か
、
摩
訶
止
観
そ
の
他
に
説
か
れ
て

い
る
天
台
止
観
の
全
体
系
と
い
か
な
る
関
係
を
も
つ
こ
と
に
な
る

の
か
、
と
い
う
こ
と
が
改
め
て
問
題
と
な
っ
て
来
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
如
く
、
源
清
は
一
念
性
知
の
理
観
の
み
を
称
讃
し
て
い

る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
天
台
の
四
種
三
昧
や
十
境
十
乗
観
法

な
ど
複
雑
な
止
観
体
系
を
ど
の
よ
う
に
見
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
点
に
関
連
し
て
源
渭
は
「
た
図
諸
法
は
本
と
唯
心
な
り
。
是

の
故
に
世
間
相
常
住
に
し
て
挙
足
下
足
は
道
場
な
り
。
何
ぞ
む
な

し
く
歴
事
を
慮
っ
て
開
悟
せ
ざ
ら
ん
や
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ

れ
は
彼
の
佛
道
実
践
が
日
常
一
切
の
染
浄
諸
法
の
中
に
、
直
観
的

に
形
而
上
学
的
な
唯
心
実
相
を
見
出
し
、
超
越
的
普
遍
的
な
清
浄

の
理
に
頓
入
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
こ
と
を
如
実
に
示

し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
日
常
心
を
分
別
し
て
、
こ
れ
を
仔
細
に

四
運
推
検
す
る
と
い
う
よ
う
な
歴
事
観
に
は
関
心
を
払
わ
な
か
っ

た
。
む
し
ろ
そ
れ
は
佛
道
の
妨
げ
に
な
る
と
考
え
て
い
た
の
で
あ

る
。
そ
し
て
彼
は
法
華
経
の
世
間
相
常
住
に
注
目
し
て
い
る
が
、

そ
れ
は
「
十
界
は
迷
悟
に
よ
っ
て
立
つ
も
、
も
と
既
に
唯
心
な
り
。

何
ぞ
常
住
な
る
を
妨
げ
ん
。
」
と
云
っ
て
い
る
よ
う
に
、
世
間
一

一
の
当
相
が
そ
の
ま
ま
常
住
で
あ
る
と
い
っ
た
智
顎
の
実
相
論
は

影
を
ひ
そ
め
て
、
世
間
相
は
迷
悟
の
諸
相
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
が

諸
相
の
根
底
に
あ
る
唯
心
の
理
は
常
住
で
あ
る
と
解
釈
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
十
界
の
当
相
を
分
別
す
る
い
わ
ゆ
る
仮
観
に
対
し

て
も
甚
だ
冷
淡
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
内
外
不
二
門
の
解
釈
に
お

い
て
明
ら
か
で
あ
る
。
即
ち
十
不
二
門
に
は
内
外
二
境
を
説
明
し

て
「
外
と
は
彼
の
依
正
色
心
に
託
す
る
を
謂
い
、
即
空
即
中
な
り
。

空
中
妙
な
る
が
故
に
色
心
の
体
絶
す
れ
ば
唯
一
実
性
な
り
。
」
と

述
諦
へ
て
い
る
が
、
源
清
は
こ
れ
に
つ
い
て
、
彼
の
依
正
に
寄
せ
て

三
観
不
二
を
明
か
す
も
の
で
あ
っ
て
依
正
三
千
は
仮
で
あ
り
、
空

と
中
を
も
っ
て
こ
の
依
正
の
仮
を
亡
ず
る
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら

こ
の
仮
は
即
空
即
中
と
い
う
の
で
あ
る
。
十
不
二
門
の
別
行
本
に

は
、
即
空
即
中
を
即
空
仮
中
と
い
い
、
空
中
妙
と
い
う
の
を
即
空

仮
中
妙
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
誤
り
で
あ
っ
て
、
こ
の
文
の

意
味
は
ま
さ
し
く
空
中
二
観
を
も
っ
て
彼
の
仮
を
否
定
超
越
す
る

こ
と
で
あ
る
、
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
点
は
や
が
て
知
礼
が
厳

し
く
非
難
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
源
渭
に
お
い
て
は
別
行
本
の

色
心
依
正
は
即
空
仮
中
な
り
と
す
る
の
で
あ
っ
て
は
、
唯
心
実
相

の
理
を
著
し
く
歪
曲
す
る
も
の
で
あ
り
、
仮
を
混
亡
す
る
意
味
が

全
く
失
わ
れ
て
し
ま
う
も
の
で
あ
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
こ
こ

に
彼
の
仮
の
思
想
乃
至
三
諦
三
観
思
想
に
独
自
な
も
の
が
あ
っ
て
、

仮
は
混
亡
せ
ら
れ
る
蕊
へ
き
単
な
る
事
相
で
あ
り
、
根
拠
の
な
い
迷
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源
清
が
か
く
の
如
く
真
心
観
の
立
場
か
ら
、
伝
統
的
な
天
台
止

観
体
系
を
無
視
す
る
程
禅
宗
に
近
づ
い
た
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
最
大
の
理
由
は
恐
ら
く
、
禅
宗
あ
る
い
は
禅
の
要
素
を
取
り

妄
の
差
別
相
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
智
顎
に
見
ら
れ

る
よ
う
な
仮
そ
の
も
の
に
絶
対
性
を
認
め
る
と
い
う
実
相
観
は
見

失
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
源

清
の
場
合
、
三
千
諸
法
は
否
定
さ
れ
る
、
へ
き
唯
仮
な
り
と
す
る
立

場
が
充
分
予
想
せ
ら
れ
＄
既
述
の
如
く
四
運
心
を
推
検
す
る
こ
と

も
不
要
で
あ
る
し
、
四
種
三
昧
も
三
業
の
事
用
の
相
違
に
し
た
が

っ
て
四
種
の
名
が
与
え
ら
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
み
な
一
行
三
昧

に
外
な
ら
な
い
し
、
十
境
十
乗
観
も
一
心
不
二
の
理
観
と
し
て
始

め
て
意
味
を
も
っ
て
来
る
と
い
う
。
云
い
か
え
れ
ば
、
天
台
止
観

体
系
に
お
い
て
一
行
三
昧
と
い
う
理
観
の
み
が
必
要
な
の
で
あ
り
、

一
念
清
浄
霊
知
と
し
て
の
不
思
議
観
だ
け
が
不
可
欠
で
あ
る
と
い

う
思
想
に
つ
な
が
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
後
の
山

外
派
で
強
く
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
三
千
唯
仮
の
思
想
や
、
十

境
十
乗
観
を
不
要
と
す
る
に
至
る
極
端
な
唯
心
論
的
止
観
思
想
に

発
展
し
て
い
く
素
地
が
、
既
に
源
清
の
止
観
思
想
に
胚
胎
し
て
い

た
の
で
あ
る
。

!'出

入
れ
た
華
厳
系
の
学
者
が
頓
悟
禅
を
主
張
し
て
い
て
、
こ
の
立
場

か
ら
み
る
と
天
台
の
伝
統
的
な
止
観
行
規
に
は
幾
多
の
漸
悟
的
要

素
が
あ
る
こ
と
に
源
渭
は
不
満
を
抱
い
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

天
台
の
場
合
円
頓
止
観
と
い
っ
て
も
、
そ
の
頓
悟
性
に
お
い
て
当

時
の
禅
宗
な
ど
に
対
し
て
不
充
分
さ
が
あ
る
こ
と
を
、
彼
は
痛
切

に
感
じ
て
い
た
に
相
違
な
い
の
で
あ
る
。
彼
は
示
珠
指
の
中
に
十

不
二
門
と
止
観
大
意
の
関
係
に
つ
い
て
、
こ
の
両
書
と
も
直
ち
に

不
思
議
を
示
す
～
こ
れ
唯
心
な
り
と
い
っ
て
、
真
心
観
に
立
脚
す

る
頓
悟
的
性
格
に
お
い
て
湛
然
教
学
の
特
色
を
見
出
し
て
い
る
。

ま
た
宗
密
が
天
台
教
学
に
つ
い
て
、
南
岳
天
台
の
三
諦
三
観
の
理

は
教
義
に
つ
い
て
は
最
も
円
妙
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
趣
入
の

門
戸
に
つ
い
て
は
次
第
観
で
あ
る
こ
と
を
免
れ
な
い
。
さ
ら
に
そ

の
止
観
体
系
の
中
に
諸
禅
行
相
が
説
か
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
達

磨
の
佛
体
に
頓
同
す
る
と
い
う
の
と
は
遙
か
に
距
っ
て
い
る
も
の

で
あ
る
、
と
い
っ
て
天
台
止
観
を
次
第
漸
次
の
観
門
な
り
と
批
判

⑬

し
て
い
る
が
、
源
清
は
こ
の
批
判
に
対
し
て
、
宗
密
は
天
台
の
漸

次
止
観
法
門
し
か
わ
か
っ
て
い
な
い
、
少
く
と
も
円
頓
止
観
に
つ

い
て
は
充
分
そ
の
意
を
理
解
し
て
い
な
い
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
誤

ま
っ
た
批
判
を
し
た
の
で
あ
る
と
い
っ
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
反
論

し
て
い
る
。
法
華
経
の
開
顕
の
精
神
か
ら
す
る
と
、
二
十
五
方
便

や
十
境
互
発
な
ど
は
一
つ
一
つ
皆
そ
の
目
的
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の

T ワ
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諸
方
便
行
は
い
ず
れ
も
真
法
界
唯
心
妙
行
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
し
て
智
頻
が
諸
境
を
列
ね
て
論
じ
た
の
は
、
行
人
が
唯
心
妙
観

を
修
す
る
に
当
っ
て
行
人
の
宿
習
が
発
動
し
、
そ
れ
が
宿
習
発
動

の
妄
境
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
ず
し
て
、
こ
れ
を
聖
法
で
あ
る
と
思

い
込
む
の
を
恐
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
摩
訶
止
観
に
は
、
こ

の
宿
習
所
発
の
境
で
あ
る
煩
悩
・
業
相
・
病
患
・
魔
事
な
ど
の
諸

境
を
行
人
に
示
し
て
、
こ
れ
が
行
人
所
発
の
迷
妄
の
相
で
あ
っ
て

唯
心
の
境
で
な
い
こ
と
に
体
達
す
れ
ば
、
真
佛
法
界
の
唯
心
法
門

で
な
い
も
の
は
な
い
、
智
頻
は
摩
訶
止
観
に
そ
の
事
を
詳
細
に
説

示
し
た
の
で
あ
る
。
諸
禅
の
行
相
は
宗
密
の
場
合
に
も
明
ら
か
に

し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
そ
れ
と
天
台
の
場
合
は
同
じ
こ
と

で
あ
る
ば
か
り
か
、
天
台
は
上
述
の
如
く
法
華
開
顕
の
意
に
基
い

て
い
る
の
に
、
宗
密
に
は
そ
れ
が
な
い
か
ら
天
台
の
方
が
優
れ
て

い
る
の
だ
と
論
じ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
も
推
察
で
き
る
よ
う
に
、
源
清
が
あ
く
ま
で
天

台
法
門
の
優
越
性
を
強
調
す
る
の
は
当
然
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る

が
、
智
頴
が
煩
悩
境
以
下
い
わ
ゆ
る
発
得
の
諸
境
を
設
定
し
こ
れ

を
詳
述
し
た
理
由
は
、
こ
の
諸
境
を
発
得
し
た
と
き
に
、
行
人
が

こ
れ
を
唯
心
不
思
議
境
な
り
と
思
い
誤
ま
る
こ
と
を
恐
れ
た
た
め

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
ら
諸
境
は
捨
て
ら
れ
る
識
へ
き
、
あ
る

い
は
超
越
否
定
さ
れ
る
、
へ
き
妄
境
に
過
ぎ
な
い
と
考
え
て
い
た
の

で
あ
る
。
源
清
は
こ
の
よ
う
に
論
じ
て
天
台
止
観
を
弁
護
し
、
宗

密
に
反
論
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
少
く
と
も
諸
境
に
対
し
て
以

上
の
如
く
把
握
し
た
理
由
と
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
げ

ら
れ
る
。
即
ち
智
頻
は
十
境
を
設
定
し
て
い
わ
ゆ
る
百
法
成
乗
の

止
観
体
系
を
確
立
し
た
が
、
こ
れ
は
宗
密
が
指
摘
す
る
通
り
漸
次

止
観
と
見
倣
さ
れ
る
要
素
が
あ
っ
て
、
頓
悟
禅
の
性
格
を
欠
く
も

の
で
あ
る
。
そ
こ
で
禅
宗
の
頓
悟
禅
の
思
想
に
対
し
て
天
台
止
観

が
堂
々
と
太
刀
打
ち
で
き
る
の
は
‐
一
念
三
千
の
妙
理
を
極
速
に

体
得
す
る
と
い
う
不
思
議
観
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
し
か
も

そ
の
場
合
、
陰
妄
心
を
対
境
と
す
る
の
で
な
く
、
直
ち
に
清
浄
唯

心
の
知
に
至
る
観
法
で
あ
っ
て
始
め
て
頓
悟
的
性
格
を
も
つ
。
し

た
が
っ
て
他
の
九
境
観
な
ど
の
妄
境
に
対
す
る
観
法
は
、
真
の
不

思
議
観
た
り
得
ず
方
便
の
観
門
で
し
か
な
い
。
源
渭
は
以
上
の
如

く
摩
訶
止
観
所
説
の
止
観
体
系
を
把
握
し
直
し
て
、
九
境
が
説
か

れ
た
目
的
は
、
邪
観
に
陥
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
だ
と
主
張
し
た
の

で
あ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
源
清
の
止
観
学
説
は
、
禅
や
華
厳
の
唯
心
論
的

な
頓
悟
思
想
の
強
い
影
響
下
に
、
宗
密
な
ど
の
真
心
観
に
立
っ
て

天
台
の
円
頓
止
観
を
改
造
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
天
台
止
観
の
優
越

性
を
誇
示
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が

こ
の
よ
う
に
天
台
止
観
の
頓
悟
的
性
格
を
め
ぐ
る
問
題
は
、
す
で
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に
湛
然
が
遭
遇
し
た
問
題
で
あ
っ
た
。
即
ち
湛
然
は
止
観
義
例
や

止
観
大
意
に
お
い
て
、
盛
ん
に
天
台
止
観
が
華
厳
の
法
界
縁
起
に

基
く
止
観
に
劣
る
も
の
で
な
い
こ
と
を
弁
証
し
て
い
る
が
、
こ
の

と
き
湛
然
の
と
っ
た
方
法
は
、
起
信
論
の
不
変
随
縁
説
を
援
用
し

て
天
台
性
具
説
を
か
な
り
唯
心
論
的
に
変
革
し
て
い
く
こ
と
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
趙
宋
時
代
に
な
っ
て
天
台
止
観
は
、
当
時
優
勢
で

あ
っ
た
禅
宗
の
頓
悟
思
想
に
対
し
て
何
ら
か
の
弁
護
が
な
さ
れ
ね

ば
な
ら
ず
、
そ
こ
で
源
清
は
湛
然
を
遙
か
に
越
え
て
禅
宗
的
な
法

界
観
を
色
濃
く
浮
き
彫
り
に
し
た
天
台
止
観
と
し
て
、
こ
れ
に
対

抗
し
よ
う
と
し
た
た
め
、
伝
統
的
な
天
台
法
門
を
思
い
切
っ
て
転

換
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
こ
れ
を
天
台
宗
内
部
の
教
学
的
展
開
の
上
か
ら
見
直

す
と
、
源
清
の
止
観
学
説
は
湛
然
の
止
観
学
説
に
見
ら
れ
た
唯
心

論
へ
の
傾
斜
と
同
一
線
上
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
は
な
い

も
っ
と
も
知
礼
が
源
清
の
思
想
を
厳
格
に
批
判
し
＄
あ
ら
た
め
て

湛
然
教
学
の
底
に
流
れ
て
い
る
天
台
独
自
の
性
具
哲
学
を
発
掘
し

て
い
っ
た
の
で
、
危
う
く
山
外
派
に
よ
っ
て
見
失
わ
れ
つ
つ
あ
っ

た
天
台
の
独
自
性
を
再
び
強
固
な
も
の
に
し
た
け
れ
ど
も
、
湛
然

教
学
に
は
源
清
教
学
へ
発
展
し
て
い
く
可
能
性
が
秘
め
ら
れ
て
い

た
こ
と
も
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
湛
然
が
起
信
論
に

よ
っ
て
天
台
止
観
を
明
ら
か
に
す
る
と
き
に
は
、
唯
心
論
的
な
方

向
を
目
指
す
も
の
と
受
け
取
れ
る
点
が
止
観
大
意
や
輔
行
に
於
い

て
も
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
傾
向
は
十
不
二

門
に
お
い
て
一
層
明
瞭
に
強
く
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

十
不
二
門
に
は
唯
心
論
的
縁
起
論
的
に
解
釈
し
得
る
と
こ
ろ
と
し

て
、
例
え
ば
色
心
不
二
門
に
は
有
名
な
「
総
在
一
念
、
別
分
色
心
。

…
：
摂
別
入
総
、
一
切
諸
法
無
非
心
性
」
と
か
「
故
知
、
但
識
一

念
遍
見
己
他
」
と
い
っ
て
い
る
し
、
内
外
不
二
門
に
お
い
て
は

「
心
性
無
外
摂
無
不
周
」
、
修
性
不
二
門
の
「
性
徳
祗
是
界
如
一

念
」
、
依
正
不
二
門
の
「
依
正
既
居
一
心
、
一
心
豈
別
能
所
」
な

ど
、
一
読
し
て
唯
心
論
的
な
要
素
を
数
多
く
指
摘
で
き
る
の
で
あ

る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
は
、
源
消
が
後
に
十
不
二
門
の
根
本
概
念
で

あ
る
と
考
え
た
一
念
と
か
心
性
な
ど
を
め
ぐ
っ
て
、
論
理
の
展
開

が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
源
清
は
湛

然
教
学
の
中
で
も
と
く
に
禅
や
華
厳
の
思
想
と
の
融
合
を
試
み
た

十
不
二
門
の
一
面
を
、
天
台
教
学
の
中
心
に
取
り
あ
げ
て
こ
れ
を

註
釈
し
、
新
し
い
天
台
学
が
法
華
開
顕
の
大
目
的
に
合
致
す
、
へ
く
、

巨
視
的
包
容
的
な
天
台
学
へ
改
造
す
る
こ
と
が
急
務
で
あ
る
と
考

え
た
の
で
あ
ろ
う
。
彼
が
示
珠
指
に
お
い
て
、
唯
心
法
界
の
世
界

観
に
反
す
る
十
不
二
門
の
い
く
つ
か
の
語
句
を
敢
て
訂
正
し
て
ま

で
唯
心
論
を
強
調
し
た
の
は
、
た
し
か
に
奇
異
に
感
ぜ
ら
れ
る
。

そ
し
て
智
顎
に
見
ら
れ
た
弁
証
法
的
な
論
理
は
無
視
せ
ら
れ
て
、
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単
純
な
一
相
的
論
理
に
転
換
し
、
さ
ら
に
は
止
観
体
系
を
も
軽
視

し
て
安
易
に
真
心
観
を
主
張
し
て
い
る
の
は
、
い
か
に
も
天
台
の

伝
統
を
著
し
く
冒
涜
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
け
れ
ど
も
禅
宗

系
の
頓
悟
禅
に
拮
抗
し
、
こ
れ
を
天
台
教
学
の
中
に
摂
取
し
て
円

頓
止
観
の
実
を
顕
彰
す
る
に
は
、
源
渭
の
場
合
、
以
上
の
如
く
湛

然
の
天
台
教
学
を
証
権
と
し
つ
つ
天
台
法
門
を
改
造
す
る
こ
と
以

外
に
、
方
法
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ

ヴ
（
》
○

訂①
四
明
十
義
書
巻
上
、
大
正
四
六
・
八
三
二
Ｃ
、
釈
難
扶
宗
記
、
続

蔵
一
’
九
五
’
四
、
四
一
六
右

②
釈
難
扶
宗
記
、
続
蔵
一
’
九
五
’
四
、
四
一
六
以
下

⑧
四
明
十
義
書
巻
上
、
大
正
四
六
・
八
四
○
ａ

⑳
十
不
二
門
、
大
正
四
六
・
七
○
二
ｃ

⑤
十
不
二
門
示
珠
指
巻
上
、
続
蔵
二
’
五
’
一
、
五
四
左

⑥
大
方
広
佛
華
厳
経
巻
十
、
夜
摩
天
宮
菩
薩
説
偶
品
、
大
正
九

六
五
Ｃ

⑦
法
華
玄
義
巻
二
上
、
大
正
三
三
・
六
九
三
ｂ

⑧
法
華
玄
義
釈
簔
巻
四
、
大
正
三
三
・
八
三
九
ｃ

⑨
十
不
二
門
示
珠
指
巻
上
、
続
蔵
二
’
五
’
一
、
六
○
左

⑩
止
観
大
意
、
大
正
四
六
・
四
六
○
ｂ

⑪
永
嘉
集
、
著
摩
他
頌
第
四
、
大
正
四
八
・
三
八
九
Ｃ

⑫
華
厳
経
行
願
品
疏
巻
一
、
続
蔵
一
’
七
’
三
、
二
五
一
左

⑬
禅
源
諸
詮
集
都
序
巻
上
一
、
大
正
四
八
・
三
九
九
ｂ

聖
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