
安
藤
教
授
の
天
台
学
に
関
す
る
研
究
は
、
学
界
に
大
き
な
刺
戟
を
与
え

て
い
る
が
、
今
回
ま
た
中
国
天
台
教
学
の
根
本
思
想
と
展
開
の
概
要
を
ま

と
め
『
天
台
学
」
な
る
大
著
を
出
版
さ
れ
た
。
こ
の
方
面
の
研
究
者
に
と

っ
て
非
常
に
有
益
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

由
来
、
天
台
学
は
佛
教
教
学
の
綜
合
的
位
置
づ
け
を
な
す
教
判
諭
を
中

心
と
し
て
哲
学
的
に
興
味
あ
る
内
容
を
も
ち
、
そ
の
実
践
論
の
ユ
ニ
ー
ク

さ
と
相
俟
っ
て
、
佛
教
学
者
の
研
究
対
象
と
な
っ
て
き
た
が
、
欧
米
の
科

学
的
研
究
法
が
と
り
入
れ
ら
れ
佛
教
学
や
佛
教
史
学
の
研
究
が
飛
躍
的
に

進
歩
す
る
に
つ
れ
て
、
天
台
教
判
の
も
つ
意
味
が
不
当
に
軽
視
さ
れ
、
こ

の
方
而
の
研
究
は
一
時
停
滞
し
た
か
に
見
え
た
。
し
か
し
教
判
そ
の
も
の

は
、
佛
教
に
お
け
る
批
判
的
精
神
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
っ
て
、
佛
教
が
主
体

的
に
研
究
さ
れ
、
あ
る
到
達
点
に
達
し
た
と
き
、
自
ら
一
つ
の
教
相
判
釈

が
生
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
。
教
相
判
釈
を
も
た
な
い
間
は
そ
の
人
の
佛
教

が
ま
だ
十
分
に
熟
し
て
い
な
い
と
も
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
天

書
評
・
紹
介

安
藤
俊
雄
著

「
天
台
学
」

ｌ
根
本
思
想
と
そ
の
展
開
Ｉ藤

吉
慈
海

台
の
智
顎
が
あ
の
よ
う
な
教
相
判
釈
を
な
し
得
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ

以
前
の
佛
教
者
の
研
究
に
負
う
と
こ
ろ
大
な
る
も
の
が
あ
る
と
し
て
も
、

そ
れ
は
実
に
す
ば
ら
し
い
批
判
的
精
神
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
っ
て
、
偉
大
な

見
識
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
よ
う
な
見
識
が
ど
こ
か
ら
生
ま

れ
た
か
、
そ
れ
は
天
台
の
特
色
と
す
る
教
観
墜
運
に
目
を
注
が
ね
ば
な
ら

ぬ
で
あ
ろ
う
。
実
践
的
立
場
の
重
視
こ
そ
は
天
台
の
教
判
に
流
れ
て
い
る

基
本
的
精
神
で
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
と
思
う
。
佛
教
を
主
体
的
に
体
解

す
る
上
か
ら
、
も
ろ
も
ろ
の
教
相
の
も
つ
特
殊
性
が
あ
ざ
や
か
に
浮
び
あ

が
っ
て
く
る
。
そ
れ
が
五
時
八
教
の
教
判
と
し
て
組
織
立
て
ら
れ
た
と
考

え
て
も
よ
い
か
と
思
う
。
そ
の
意
味
で
天
台
の
教
判
論
は
、
そ
の
内
面
性

か
ら
見
れ
ば
不
滅
の
真
理
性
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
近
代
佛
教

史
学
の
立
場
に
立
っ
て
経
典
成
立
史
の
上
か
ら
批
判
す
る
と
き
は
問
題
が

あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
い
わ
ば
外
か
ら
の
批
判
で
あ
っ
て
、
経
典
の
思

想
内
容
か
ら
見
る
と
き
、
そ
こ
に
は
十
分
に
味
わ
う
ぺ
き
内
容
が
含
ま
れ

て
お
り
、
そ
の
見
識
の
深
さ
鋭
さ
に
む
し
ろ
お
ど
ろ
く
ば
か
り
で
あ
る
。

さ
て
そ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
天
台
学
を
見
る
と
き
、
安
藤
教
授
が
指
摘

し
て
い
ら
れ
る
よ
う
に
、
天
台
教
学
は
智
者
大
師
に
よ
っ
て
組
織
大
成
さ

れ
て
か
ら
、
長
い
時
代
に
わ
た
っ
て
発
展
を
と
げ
た
思
想
体
系
で
あ
っ
て
、

中
国
佛
教
を
代
表
す
る
一
大
権
威
で
あ
り
、
日
本
で
も
鎌
倉
佛
教
の
母
胎

と
な
っ
た
き
わ
め
て
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
中
国
天
台
が
終
始
一

貫
し
て
真
言
密
教
と
無
関
係
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
日
本
天
台
が
密
教
と

緊
密
に
結
び
つ
い
て
発
展
し
た
こ
と
は
御
指
摘
の
通
り
で
あ
る
が
、
そ
こ

に
ど
の
よ
う
な
功
罪
が
あ
り
変
化
が
見
ら
れ
た
か
今
後
の
検
討
を
要
す
る

こ
と
で
あ
ろ
う
。
安
藤
教
授
は
こ
の
点
に
つ
い
て
「
中
国
天
台
が
求
心
的

うこ
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に
天
台
教
学
の
特
異
性
を
追
求
し
た
の
に
対
し
て
、
日
本
天
台
は
放
射
線

的
に
顕
密
諸
教
を
一
つ
の
教
学
の
な
か
に
包
容
し
よ
う
と
す
る
」
と
い
っ

て
、
中
国
天
台
と
日
本
天
台
の
相
違
点
を
見
て
い
ら
れ
る
。
そ
し
て
前
者

を
相
待
開
会
、
後
者
を
絶
待
開
会
と
結
び
つ
け
、
中
国
天
台
が
相
待
開
会

を
中
心
と
し
て
、
法
華
経
の
他
の
諸
経
に
対
す
る
相
待
的
優
越
性
を
力
説

し
、
主
と
し
て
純
粋
な
天
台
義
を
厳
密
に
追
求
し
確
立
し
よ
う
と
し
た
の

に
対
し
、
日
本
天
台
は
絶
待
開
会
を
中
心
と
し
て
、
他
の
諸
経
も
法
華
経

の
真
理
の
開
顕
の
た
め
に
不
可
欠
の
教
で
あ
る
と
見
る
立
場
で
発
展
し
た

と
見
て
い
ら
れ
る
。
し
か
も
日
本
天
台
の
絶
待
開
会
の
思
想
は
、
ど
こ
ま

で
も
相
待
開
会
の
思
想
を
基
礎
と
し
て
展
開
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

が
、
徒
ら
に
他
の
宗
旨
の
包
容
の
み
に
走
っ
て
天
台
教
学
の
特
質
を
失
っ

て
し
ま
う
お
そ
れ
も
あ
り
、
元
禄
時
代
の
妙
立
や
光
謙
等
の
安
楽
律
院
系

の
天
台
正
義
の
再
認
識
運
動
も
そ
の
反
動
で
あ
る
と
見
て
い
ら
れ
る
。

本
吉
の
緒
論
「
天
台
教
学
の
本
質
」
の
な
か
に
は
右
に
の
。
へ
た
よ
う
な

卓
越
し
た
見
解
が
披
瀝
さ
れ
て
い
る
が
、
さ
ら
に
中
国
天
台
が
重
要
な
意

義
を
も
つ
の
は
、
そ
の
思
想
体
系
が
教
観
墜
美
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
と
し

て
い
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
多
く
の
天
台
学
者
が
言
う
こ
と
で
あ
る
が
、

そ
の
こ
と
の
重
要
性
を
新
し
い
論
理
で
わ
れ
わ
れ
に
訴
え
る
論
述
が
す
ぐ

な
い
・
安
藤
教
授
も
「
仏
教
は
単
な
る
知
解
の
学
で
も
な
け
れ
ば
、
反
対

に
単
な
る
盲
目
的
な
修
禅
に
終
る
べ
き
も
の
で
も
な
い
。
智
顎
が
し
ば
し

ば
論
述
す
る
如
く
、
定
と
誉
と
は
相
依
相
関
の
関
係
に
あ
る
、
へ
き
も
の
で

あ
っ
て
、
誉
な
き
定
は
盲
目
で
あ
り
、
定
な
き
菩
は
空
虚
で
あ
る
と
い
わ

ね
ば
な
ら
ぬ
。
智
顎
は
文
字
の
法
師
や
闇
証
の
禅
師
の
学
風
を
排
し
て
、

教
禅
相
関
の
原
則
に
し
た
が
っ
て
天
台
教
学
を
教
相
門
と
観
心
門
の
二
大

部
門
に
分
け
、
こ
れ
ら
両
門
を
車
の
両
輪
の
如
く
相
依
相
関
の
関
係
に
あ

る
べ
き
も
の
と
し
て
、
こ
の
二
門
に
つ
い
て
古
今
に
比
類
な
き
教
学
体
系

を
組
織
し
た
。
教
観
睦
美
と
は
ま
さ
に
天
台
教
学
の
み
が
独
占
す
る
言
葉

で
あ
る
」
と
い
っ
て
い
ら
れ
る
が
、
こ
の
点
の
よ
り
深
い
究
明
を
希
望
し

た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
は
、
多
く
の
学
者
が
言
わ
れ
る
が
、
教

相
の
な
か
に
観
心
が
ど
の
よ
う
に
生
か
さ
れ
、
観
心
が
教
相
と
ど
ん
な
に

内
面
的
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
か
、
あ
ま
り
よ
く
納
得
さ
れ
な
い
。
こ
れ

は
天
台
学
今
後
の
課
題
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
教
観
陸
運
と
か
教
観
墜

美
と
言
っ
て
う
ぬ
ぼ
れ
て
い
て
も
、
人
倉
は
納
得
し
な
い
、
何
故
に
観
心

の
実
践
が
必
要
な
の
か
、
そ
の
理
由
が
明
ら
か
に
な
ら
ね
ば
実
践
的
情
熱

も
湧
か
な
い
し
、
事
実
、
日
本
天
台
で
も
教
相
の
理
解
の
み
で
、
実
践
面

に
お
い
て
欠
け
て
い
た
が
為
に
、
鎌
倉
新
佛
教
を
生
ん
だ
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
天
台
の
実
践
は
教
相
の
な
か
に
含
ま
れ
て
い
る
と
か
、
実
践
に

も
と
づ
い
た
教
相
で
あ
る
と
い
う
の
み
で
、
単
純
化
さ
れ
た
実
践
の
必
然

性
が
強
調
さ
れ
ず
、
密
教
化
し
て
し
ま
っ
た
と
こ
ろ
に
、
日
本
天
台
の
弱

さ
が
あ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

安
藤
教
授
も
「
天
台
学
を
少
し
く
研
究
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
理

説
の
当
否
は
論
外
と
し
、
と
も
か
く
も
複
雑
多
岐
な
仏
教
思
想
の
統
一
的

な
理
解
の
し
か
た
を
学
び
と
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
実
に
天
台
教
学
が

内
外
の
思
想
を
哲
学
的
な
合
理
的
方
法
に
よ
っ
て
集
大
成
し
、
そ
こ
に
美

し
い
調
和
と
統
一
を
与
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
」
と
い
わ
れ
る
が
、
天

台
学
に
対
し
一
応
の
理
解
を
も
つ
こ
と
は
佛
教
学
者
の
義
務
で
も
あ
る
が
、

さ
ら
に
天
台
学
を
専
攻
す
る
方
有
に
は
、
右
に
の
、
へ
た
よ
う
な
点
を
さ
ら

に
深
く
解
明
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
。
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さ
て
本
書
は
、
緒
論
、
天
台
教
学
の
本
質
に
つ
づ
い
て
、
第
一
章
、
天

台
の
学
系
、
第
二
章
、
天
台
宗
の
開
創
、
第
三
章
、
智
顎
の
法
華
学
、
第

四
章
、
天
台
の
教
判
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
ま
で
は
特
別
に
論
ず
べ
き
こ

と
も
な
く
、
懇
切
町
寧
に
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
第
五
章

は
円
融
実
相
で
、
第
一
節
に
三
諦
円
融
の
原
理
、
第
二
節
、
法
界
の
構
造

節
三
節
、
一
念
三
千
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
は
一
番
、
重
要
な
と
こ
ろ

で
あ
る
だ
け
に
、
一
般
の
読
者
も
そ
の
説
明
を
哲
学
的
に
究
明
し
て
い
た

だ
き
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
た
だ
一
般
に
誤
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
一
念

三
千
説
を
唯
心
論
的
に
解
す
る
の
は
よ
く
な
い
と
指
摘
し
、
一
念
三
千
説

が
十
界
互
具
・
百
界
千
如
の
思
想
の
発
展
で
、
具
体
的
現
実
的
差
別
相
が

そ
の
ま
ま
一
如
法
性
の
全
体
で
あ
り
、
生
死
即
浬
梁
で
あ
り
、
諸
法
即
実

相
の
別
の
説
示
に
す
ぎ
ぬ
と
し
て
い
ら
れ
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
「
千

波
万
波
の
具
体
的
な
差
別
相
か
ら
水
体
を
抽
象
し
て
、
波
と
海
水
と
の
平

等
や
相
即
を
談
ず
る
の
で
な
く
、
海
水
と
い
え
ば
千
波
万
波
の
具
体
的
な

差
別
相
の
ほ
か
に
在
り
得
ず
、
そ
の
差
別
相
が
海
水
の
唯
一
の
在
り
方
で

あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
円
教
の
実
相
原
川
が

諸
法
の
具
体
的
差
別
を
そ
の
当
処
に
お
い
て
開
会
し
得
る
こ
と
を
示
す
の

が
立
論
の
趣
意
で
あ
る
。
…
・
・
・
現
実
こ
そ
唯
一
の
法
界
で
あ
り
、
娑
婆
こ

そ
唯
一
の
寂
光
浄
土
で
あ
る
こ
と
を
強
調
せ
ん
た
め
で
あ
っ
た
の
で
あ
る

こ
の
点
は
一
念
三
千
法
門
を
理
解
す
る
た
め
に
、
と
く
に
留
意
す
尋
へ
き
こ

と
で
あ
る
」
と
し
て
い
ら
れ
る
。

第
六
章
は
性
具
法
門
、
第
一
節
、
具
の
一
字
、
第
二
節
、
天
台
法
界
観

の
系
譜
、
第
三
節
、
華
厳
経
の
蓮
華
蔵
世
界
、
第
四
節
、
天
台
智
顎
と
華

厳
経
、
第
五
節
、
異
如
三
千
の
成
立
基
樅
、
第
六
節
、
三
身
四
土
と
な
っ

て
い
て
、
智
顎
の
三
身
四
土
の
思
想
に
も
性
具
思
想
が
基
礎
に
な
っ
て
い

る
こ
と
を
明
か
に
し
、
一
の
中
に
全
体
を
木
具
す
る
と
い
う
論
理
を
理
解

す
る
こ
と
な
し
に
、
天
台
の
身
土
説
は
わ
か
ら
な
い
と
し
て
い
ら
れ
る
。

第
七
章
は
如
来
性
悪
思
想
で
、
こ
の
性
悪
説
に
天
台
教
学
の
特
色
が
み

ら
れ
る
と
し
て
い
ら
れ
る
。
第
一
節
は
性
具
と
性
悪
、
第
二
節
は
如
来
思

想
の
転
換
、
館
三
節
、
そ
の
思
想
根
拠
と
な
っ
て
い
る
が
、
｜
」
こ
に
安
藤

教
授
の
力
点
が
お
か
れ
、
「
智
顎
は
智
度
論
や
慧
遠
と
は
反
対
に
、
作
意

の
神
通
を
不
自
在
と
し
、
無
記
化
化
禅
の
本
領
が
無
作
の
神
通
に
あ
り
、

こ
の
無
作
の
神
通
を
行
う
た
め
に
、
如
来
は
性
悪
を
本
具
せ
ね
ば
な
ら
ぬ

と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
か
く
の
如
く
考
察
す
る
と
き
、
天
台
性
悪
説
が

南
道
地
諭
系
の
仏
身
観
や
神
通
観
に
対
抗
せ
ん
と
し
て
組
織
さ
れ
た
の
で

は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
大
乗
止
観
法
門
の
性
悪
思
想
は
不
空
如
来
蔵

の
包
容
性
を
世
界
観
的
に
説
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
観
音
玄
義
は
む
し
ろ

純
乎
た
る
如
来
観
と
し
て
説
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
後
に
湛
然
や

知
礼
に
よ
っ
て
、
ひ
と
り
如
来
の
み
な
ら
ず
十
界
互
具
説
等
の
世
界
観
と

結
び
つ
け
ら
れ
、
天
台
教
学
の
根
本
原
理
と
さ
れ
た
」
と
見
て
い
ら
れ
る
。

如
来
性
悪
思
想
に
つ
い
て
は
論
議
が
多
い
が
、
一
つ
の
卓
見
と
い
う
べ
き

で
あ
ろ
う
。

第
八
章
は
止
観
法
門
の
椛
造
、
第
一
節
、
円
教
の
実
践
体
系
、
第
二
節
、

止
観
法
門
の
概
要
と
な
っ
て
い
る
。
天
台
止
観
の
完
成
を
促
し
た
理
由
に
、

慧
思
が
問
題
と
し
て
の
一
」
し
た
観
音
信
仰
を
法
華
三
味
の
な
か
に
と
り
入

れ
る
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
と
、
北
魏
、
北
周
の
法
難
に
シ
ョ
ッ
ク
を
う
け

た
智
顎
が
、
確
乎
と
し
た
止
観
の
行
規
を
体
系
づ
け
、
こ
れ
に
よ
っ
て
厳

粛
な
僧
風
を
確
立
す
る
必
要
を
痛
感
し
た
と
い
う
二
つ
の
理
由
を
あ
げ
て

~旬
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い
ら
れ
る
の
は
注
目
さ
れ
る
。

第
九
章
、
四
極
三
味
で
は
常
坐
三
味
、
常
行
三
味
、
半
行
半
坐
三
味
、

非
行
非
坐
三
味
に
つ
い
て
か
な
り
詳
細
に
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
常
坐
三
昧

で
は
一
行
三
味
の
一
佛
が
阿
弥
陀
仏
で
あ
る
か
ど
う
か
、
一
佛
名
を
称
す

る
こ
と
が
常
坐
三
味
の
正
行
と
す
る
か
助
行
と
す
る
か
に
つ
い
て
の
問
題

を
提
起
し
助
行
と
見
て
い
ら
れ
る
。
常
行
三
味
で
は
、
身
業
と
し
て
は
弥

陀
を
行
旋
し
、
口
に
弥
陀
を
唱
し
、
意
に
弥
陀
を
念
じ
て
不
断
な
ら
し
め

る
と
い
う
思
想
が
、
後
代
各
方
面
に
影
響
を
与
え
、
善
導
の
三
業
無
間
の

思
想
さ
え
智
甑
の
説
の
継
承
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
と
し
て
い
ら
れ
る
。
こ

こ
で
般
舟
三
味
の
念
佛
は
慧
遠
流
の
観
想
念
佛
の
限
界
を
こ
え
な
い
と
し

て
も
、
智
凱
自
身
は
こ
の
観
想
念
佛
を
一
心
三
槻
の
原
理
に
よ
っ
て
理
観

化
し
よ
う
と
し
た
と
見
て
い
ら
れ
る
が
、
身
口
意
の
三
業
を
越
え
る
よ
う

な
絶
対
的
念
佛
を
考
え
て
い
な
か
っ
た
か
ど
う
か
、
主
体
化
さ
れ
た
絶
対

的
念
佛
の
思
想
と
天
台
の
念
佛
と
の
関
係
は
ど
う
な
る
で
あ
ろ
う
か
、
そ

の
よ
う
な
念
佛
思
想
は
天
台
の
系
列
か
ら
は
生
ま
れ
得
な
い
も
の
か
ど
う

か
、
私
自
身
そ
の
手
が
か
り
が
非
行
非
坐
三
味
に
求
め
ら
れ
は
し
な
い
か

と
考
え
た
こ
と
も
あ
る
が
、
天
台
の
そ
れ
は
、
か
な
り
ち
が
っ
た
も
の
で

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
方
而
に
造
詣
深
い
安
藤
教
授
の
御
教
示
を

得
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

第
十
章
、
正
修
の
観
法
で
は
、
第
一
節
に
二
十
五
方
便
、
第
二
節
、
十

境
、
第
三
節
、
十
乗
観
法
と
詳
し
く
述
、
へ
ら
れ
、
第
十
一
章
は
円
頓
止
観

の
成
立
過
程
、
第
一
節
、
円
頓
止
観
の
骨
賂
、
第
二
節
、
原
型
と
し
て
の

二
十
五
方
便
と
五
種
法
、
第
三
節
、
内
方
便
の
拡
充
、
第
四
節
、
十
境
十

乗
の
完
成
、
第
五
節
、
禅
門
体
系
の
再
組
織
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で

智
顎
が
十
乗
観
法
に
よ
っ
て
全
佛
教
の
止
観
法
門
の
新
し
い
綜
合
統
一
を

実
現
し
た
こ
と
を
強
調
し
て
い
ら
れ
る
。

第
十
二
章
は
十
乗
観
法
の
修
行
規
定
で
、
｝
」
れ
に
二
つ
の
立
場
を
分
け
、

第
一
は
円
頓
止
観
の
修
行
者
を
上
・
中
・
下
の
三
根
に
分
け
、
上
根
一
法
、

中
根
七
法
、
下
根
十
法
と
す
る
立
場
で
あ
る
、
第
二
は
上
根
一
法
、
中
根

六
法
、
下
根
十
法
と
す
る
説
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
問
題
に
つ
き
摩
訶
止

観
の
本
文
に
て
ら
し
、
巧
安
止
観
、
観
不
思
議
境
の
地
位
を
の
、
へ
、
十
乗

観
法
の
組
織
の
歴
史
的
背
景
を
も
探
っ
て
、
頓
悟
禅
と
の
関
係
を
も
論
じ
、

智
顎
自
身
、
一
念
心
の
う
ち
に
一
切
の
修
行
を
成
就
す
る
思
想
を
い
だ
い

て
い
た
が
、
上
根
一
法
を
十
乗
観
修
行
の
原
則
と
は
し
な
か
っ
た
と
述
べ

て
い
ら
れ
る
。

第
十
三
章
、
唐
代
の
天
台
教
学
で
、
第
一
節
、
荊
溪
湛
然
の
思
想
背
景
、

館
二
節
、
法
華
超
八
の
主
張
、
第
三
節
、
性
具
説
の
確
立
、
第
四
節
、
随

縁
真
如
、
第
五
節
、
十
乗
観
法
の
区
分
、
第
六
節
、
事
観
と
理
観
、
と
湛

然
の
学
説
の
大
要
を
論
述
し
な
が
ら
多
く
の
卓
見
推
定
を
下
し
て
い
ら
れ

る
。
第
十
四
章
で
は
宋
代
に
お
け
る
四
明
天
台
の
興
隆
を
論
じ
、
第
十
五

章
で
知
礼
残
後
の
天
台
宗
、
第
十
六
章
で
他
宗
と
の
対
決
と
し
て
禅
宗
の

影
響
と
四
明
浄
土
教
の
足
跡
を
概
説
し
て
い
ら
れ
る
。
な
お
宋
代
の
天
台

浄
土
教
に
つ
い
て
著
者
に
は
『
観
無
量
寿
経
疏
妙
宗
紗
概
論
」
な
る
著
作

が
あ
り
そ
こ
に
も
詳
論
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
附
録
と
し
て
第
一
に
如
来
性
悪
思
想
の
創
説
者
と
い
う
著
者
の
如

来
性
悪
思
想
を
天
台
智
甑
の
創
説
と
す
る
立
場
に
立
っ
て
の
詳
細
な
前
著

『
天
台
性
具
思
想
論
』
に
対
す
る
佐
藤
哲
英
教
授
の
如
来
性
悪
思
想
は
漉

頂
の
も
の
と
す
る
反
論
へ
の
再
批
判
の
論
文
が
附
加
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
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要
旨
は
佐
藤
哲
英
教
授
が
観
音
義
疏
、
及
び
如
来
性
悪
に
関
連
の
あ
る
理

毒
と
い
う
思
想
を
説
く
諸
観
音
経
疏
に
対
し
原
典
学
的
研
究
を
加
え
、
こ

れ
ら
の
も
の
が
智
顎
の
講
説
で
も
撰
述
で
も
な
く
、
智
顎
の
門
人
灌
頂
の

撰
述
で
あ
る
と
立
証
し
、
如
来
性
悪
思
想
は
智
甑
の
創
説
で
は
な
く
門
人

灌
頂
の
創
説
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
に
対
し
、
著
者
は
観
音

玄
義
と
維
摩
疏
と
の
関
係
を
く
ら
べ
、
観
音
玄
義
の
内
容
は
浄
名
玄
疏
や

維
摩
経
玄
疏
、
及
び
維
摩
経
文
疏
の
内
容
と
性
格
を
全
く
同
じ
く
す
る
も

の
で
あ
っ
て
、
智
顎
の
講
説
し
た
も
の
と
断
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
言
う

の
で
あ
る
。
こ
の
論
争
は
天
台
学
界
に
お
い
て
稀
に
み
る
充
実
し
た
も
の

で
、
共
に
学
界
に
稗
益
す
る
と
こ
ろ
大
な
る
も
の
が
あ
る
と
思
う
。

附
録
の
第
二
は
天
台
初
期
の
禅
法
で
、
四
種
三
味
が
諸
経
諭
の
教
説
に

も
と
づ
く
常
坐
・
常
行
等
の
四
修
の
身
儀
を
代
表
す
る
も
の
を
選
択
し
て

組
織
さ
れ
た
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
な
く
、
智
凱
が
修
学
時
代
に
自
ら
実

修
し
た
有
縁
の
行
法
で
あ
っ
た
こ
と
等
に
つ
い
て
論
じ
て
い
ら
れ
る
。
第

三
の
次
第
禅
門
と
六
妙
法
門
な
る
論
文
で
は
、
こ
の
二
つ
は
智
顔
の
初
期

の
禅
学
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
三
種
止
観
の
構
想
も
当
時
す
で
に

形
成
さ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
を
問
題
と
し
、
次
第
禅
門
に
漸
次
止
観
、
六

妙
法
門
に
不
定
止
観
を
説
い
た
か
ど
う
か
を
検
討
し
、
智
顔
が
初
期
の
金

陵
講
説
期
に
す
で
に
三
種
止
観
の
構
想
を
も
っ
て
お
り
、
次
第
禅
門
と
六

妙
門
が
そ
れ
ぞ
れ
漸
次
止
観
と
不
定
止
観
の
構
想
に
も
と
づ
い
て
説
か
れ

た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
論
証
し
て
い
ら
れ
る
。
そ
し
て
智
顎
の
止
観
の
思

想
体
系
の
組
織
は
そ
の
全
生
涯
を
通
じ
て
次
第
に
成
熟
し
て
行
っ
た
と
見

て
い
ら
れ
る
。

以
上
、
本
書
を
通
覧
し
て
そ
の
内
容
の
一
端
を
紹
介
し
た
が
、
天
台
の

学
問
に
浅
い
筆
者
に
は
十
分
な
解
説
も
批
判
も
で
き
な
い
こ
と
を
お
詫
び

し
た
い
と
思
う
。
た
だ
、
著
者
と
は
親
し
く
会
読
の
機
会
を
恵
ま
れ
、
常

に
高
教
を
賜
っ
て
い
る
の
で
、
．
。
ヘ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
大
学
へ
の
出
講
を
前
に

し
て
、
十
分
に
読
了
す
る
餘
祐
も
な
く
、
請
わ
れ
る
ま
ま
に
紹
介
の
一
文

を
草
し
た
こ
と
を
告
白
し
、
そ
の
不
手
際
な
る
こ
と
を
お
許
し
願
い
た
い

と
思
う
。

（
一
九
六
八
年
刊
、
平
楽
寺
書
店
、
Ａ
５
版
、
三
、
五
○
○
円
）
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