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一
、
序 

筆
者
は
、平
成
二
十
三
年
、『
天
台
教
理
の
基
礎
的
研
究
』
と
題
し
て
、学
位
請
求
論
文
（
課
程
博
士
）

を
提
出
し
た
。
拙
稿
は
、
こ
の
論
文
の
一
部
を
掲
載
し
、
目
的
と
内
容
を
端
的
に
示
し
て
概
要
を
述

べ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
論
文
は
、
従
来
の
よ
う
に
五
時
教
判
な
ど
の
「
教
相
」
に
こ
だ
わ
る
こ
と
な
く
、『
維
摩
詰

経
三
観
玄
義
』（
以
下
、『
三
観
義
』）
に
よ
り
、
三
観
の
理
論
を
精
査
し
て
天
台
の
「
教
理
」
を
再

考
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
な
ぜ
「
教
相
」
に
こ
だ
わ
ら
ず
「
教
理
」
と
す
る
の
か
、ま
ず
、

そ
の
理
由
を
述
べ
て
い
る
序
論
を
掲
載
し
て
論
文
の
目
的
を
示
す
。

次
に
、「
教
理
」
を
再
考
し
た
一
つ
の
具
体
例
と
し
て
、『
法
華
玄
義
』
の
三
転
読
文
に
つ
い
て
述

べ
て
い
る
第
六
章
を
掲
載
す
る
。
三
観
と
三
転
読
文
の
関
係
は
密
で
あ
る
が
、『
三
観
義
』
を
精
査

し
た
上
で
三
転
読
文
の
諸
師
釈
を
改
め
て
み
る
と
、
大
宝
守
脱
の
解
釈
に
独
特
な
も
の
が
見
出
さ
れ

た
。「
教
相
」
に
こ
だ
わ
ら
ず
に
再
考
し
た
成
果
が
多
少
な
り
と
も
現
れ
て
い
る
と
考
え
る
。

論
文
の
大
部
分
は
、『
三
観
義
』
に
よ
る
三
観
の
理
論
の
精
査
が
占
め
る
の
だ
が
、
拙
稿
で
は
紙

面
の
都
合
上
そ
の
全
容
を
示
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
、
以
上
の
二
つ
を
掲
載
す
る
こ
と
に

よ
り
、
論
文
の
目
的
と
、
僅
か
な
が
ら
内
容
の
性
質
程
度
は
示
し
う
る
と
考
え
る
。
三
観
の
理
論
に

つ
い
て
は
、
拙
稿
末
尾
に
補
足
的
に
概
略
を
述
べ
る
の
み
と
す
る
。

二
、
『
天
台
教
理
の
基
礎
的
研
究
』　

序
論

ま
ず
本
論
文
の
題
名
を
『
天
台
教
理
の
基
礎
的
研
究
』
と
し
た
経
緯
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。

「
教
理
」
と
い
う
言
葉
の
辞
書
的
な
意
味
は
、
例
え
ば
「
法
の
道
理
な
り
。
世
尊
の
説
法
に
於
て
、

実
行
的
の
訓
戒
と
同
時
に
四
諦
十
二
因
縁
八
正
道
等
の
組
織
の
教
あ
り
、
是
れ
教
理
に
属
す
べ
き
も

の
な
り
」、「
経
典
に
説
く
理
論
。
一
つ
の
宗
派
の
立
て
る
教
え
。
教
義
学
の
説
く
と
こ
ろ
」
と
な
る
（
１
）
。

こ
れ
に
よ
っ
て
「
天
台
教
理
」
と
い
う
言
葉
を
考
え
る
と
、「
天
台
の
法
の
道
理
」、「
天
台
宗
の

立
て
る
教
え
」、「
天
台
教
義
学
の
説
く
と
こ
ろ
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
一
論
文
の
題
名
と
考
え
る

と
、
天
台
教
理
と
し
た
だ
け
で
は
広
範
に
お
よ
び
掴
み
所
が
な
く
、
あ
る
い
は
、
広
範
に
わ
た
っ
て

天
台
教
学
を
説
く
概
論
書
等
に
で
も
使
わ
れ
る
べ
き
性
質
の
言
葉
で
あ
る
。
ま
た
別
言
す
れ
ば
、
天

台
教
学
の
ど
の
部
分
を
扱
っ
た
と
し
て
も
教
理
と
い
う
言
葉
の
範
疇
を
で
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る

か
ら
、
論
文
の
特
徴
を
あ
ら
わ
す
た
め
に
は
極
め
て
不
適
切
な
論
題
で
あ
る
と
も
い
え
よ
う
。
そ
れ

に
も
関
わ
ら
ず
敢
え
て
こ
の
よ
う
な
論
題
に
し
た
根
拠
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

天
台
学
に
お
い
て
は
「
教
理
」
に
必
ず
勘
案
さ
れ
る
言
葉
と
し
て
、「
教
相
」、「
教
判
」
な
ど
が

あ
げ
ら
れ
る
。
例
え
ば
「
天
台
の
教
相
教
理
」、「
天
台
の
教
理
教
判
」
な
ど
と
併
設
さ
れ
て
、
同
義

語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
多
い
両
者
の
言
葉
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
言
葉
に
関
し
て
は
、
お
も
に
昭
和
四
十
年
代
に
学
会
で
諸
学
者
が
お
こ
な
っ
た
天
台
の

五
時
八
教
論
に
関
す
る
論
議
を
あ
げ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。こ
こ
で
詳
細
を
挙
げ
る
こ
と
は
し
な
い
が
、

五
時
八
教
の
教
判
が
天
台
の
所
立
で
は
な
く
後
世
の
学
者
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
見
を
め
ぐ

り
、
そ
の
真
偽
が
お
よ
そ
十
年
間
、
諸
学
者
に
よ
っ
て
論
議
さ
れ
た
の
で
あ
る
（
２
）

。
五
時
八
教
の
教
判

が
天
台
所
立
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
当
時
の
天
台
教
学
に
お
い
て
は
普
遍
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ

を
否
定
す
る
と
い
う
こ
と
は
大
変
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
意
見
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。し
た
が
っ
て
、

後
の
天
台
教
学
に
お
い
て
も
こ
の
部
分
が
と
り
だ
た
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
が
、
本
論
文
に

お
け
る
筆
者
の
関
心
は
、五
時
八
教
の
天
台
所
立
の
真
偽
に
は
な
い
。
一
連
の
論
議
に
付
随
す
る「
教

相
」、「
教
判
」、「
教
理
」
と
い
う
言
葉
に
対
す
る
考
え
方
で
あ
る
。

こ
の
論
議
に
詳
し
い『
天
台
教
学
の
研
究
』か
ら
引
用
す
る
。
ま
ず「
教
相
」と「
教
判
」に
つ
い
て
、
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教
相
判
釈
を
略
し
て
「
教
判
」
と
言
っ
て
い
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
教
判
を
ま
た
「
判
教
」
と

も
い
っ
て
い
る
。
同
じ
く
ま
た
教
相
判
釈
を
略
し
て
単
に
「
教
相
」
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
こ

の
場
合
、「
教
相
」
と
「
教
判
」
と
が
全
く
同
一
の
観
念
で
扱
わ
れ
て
い
る
。
教
相
判
釈
と
は
、

元
来
は
釈
尊
一
代
の
経
教
に
つ
い
て
、
そ
の
説
法
の
種
々
の
様
相
を
判
別
し
て
解
釈
す
る
と
い

う
意
味
で
は
あ
ろ
う
が
、
従
来
一
般
に
は
、
釈
尊
一
代
の
経
教
、
す
な
わ
ち
仏
経
の
全
般
を
、

そ
の
ま
ま
解
釈
し
理
解
す
る
と
い
う
よ
り
は
、
あ
る
特
定
の
教
典
ま
た
は
あ
る
一
宗
派
の
宗
義

宗
旨
を
全
仏
教
内
に
お
い
て
位
置
づ
け
権
威
あ
ら
し
め
よ
う
と
す
る
目
的
が
強
く
働
い
て
い
た

よ
う
で
あ
る
（
３
）

。

と
、
従
来
か
ら
の
「
教
相
」、「
教
判
」
の
扱
い
方
を
述
べ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
に
対
し
て
五
時
八
教
の
一
連
の
論
議
を
踏
ま
え
て
も
う
一
度
考
え
る
と
、
そ
れ
と

は
こ
と
な
る
次
の
よ
う
な
見
方
が
あ
る
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
引
用
す
る
と
、

教
相
判
釈
と
は
、
教
相
を
判
釈
す
る
こ
と
で
、
分
析
的
に
い
え
ば
、
教
相
に
つ
い
て
の
「
判
釈
」

で
あ
り
、
そ
こ
に
は
判
釈
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
意
味
で
の
「
教
相
」
の
概
念
が
、
ま
ず
先
に

あ
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
区
別
し
て
考
え
れ
ば
、そ
の
意
味
で
の
教
相
と
い
う
言
葉
と
、

「
教
相
」
と
「
判
釈
」
と
の
二
言
を
あ
わ
せ
て
省
略
し
た
意
味
で
の
「
教
判
」
と
い
う
言
葉
と
は
、

別
個
の
も
の
に
考
え
ら
れ
て
よ
い
。
ま
た
「
判
釈
」
と
い
う
言
葉
も
、
批
判
、
判
別
な
ど
の
意

味
の
「
判
」
と
、
解
釈
、
釈
義
、
な
ど
の
意
味
の
「
釈
」
と
の
、
二
個
の
概
念
に
分
け
て
考
え

る
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
。「
教
判
」
と
い
う
場
合
に
は
各
種
の
教
相
の
勝
劣
の
判
別
の
概
念

が
主
と
な
っ
て
い
て
、
教
相
そ
の
も
の
を
あ
る
が
ま
ま
に
忠
実
に
解
釈
し
理
解
し
よ
う
と
す
る

「
釈
」
の
努
力
が
失
わ
れ
勝
ち
の
よ
う
で
あ
る
（
４
）

。

と
あ
り
、
従
来
の
よ
う
に
「
教
相
」
と
「
教
判
」
を
同
一
の
観
念
で
用
い
る
の
で
は
な
く
（
５
）
、
別
個
の

も
の
と
考
え
、
更
に
は
、「
教
相
判
釈
」
の
意
味
を
も
う
一
度
と
ら
え
直
し
、「
教
相
」
を
理
解
す
る

努
力
を
す
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

そ
し
て
次
に
、
理
解
さ
れ
る
べ
き
「
教
相
」
に
つ
い
て
は
、
更
に
意
見
を
進
め
て
、

（
五
時
八
教
の
構
成
要
素
で
あ
る
）
蔵
・
通
・
別
・
円
の
四
教
は
、
教
判
と
い
う
範
疇
で
論
述

さ
れ
て
い
る
の
は
も
ち
ろ
ん
適
当
で
は
な
い
の
み
で
な
く
、
教
相
と
い
う
概
念
で
叙
述
さ
れ
る

べ
き
も
の
で
も
な
く
、
そ
れ
は
む
し
ろ
「
教
理
」
ま
た
は
「
教
義
」
と
い
う
概
念
に
お
い
て
扱

わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
い
ま
は
、
前
に
「
教
判
」
と
「
教
相
」
の
概
念
の

差
別
に
つ
い
て
所
見
を
述
べ
た
の
に
つ
づ
い
て
、
さ
ら
に
新
た
に
「
教
相
」
と
「
教
義
」
の
概

念
の
差
別
を
考
え
、「
教
義
」
ま
た
は
「
教
理
」
と
称
せ
ら
れ
る
べ
き
も
の
の
本
質
に
つ
い
て

考
察
し
、
現
代
の
仏
教
研
究
と
し
て
は
、
教
判
や
教
相
の
研
究
よ
り
は
さ
ら
に
重
要
視
さ
れ
る

べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
に
思
い
を
い
た
し
た
い
（
６
）
。

と
い
っ
て
い
る
。
化
法
の
四
教
を
例
に
挙
げ
て
、
理
解
さ
れ
る
べ
き
「
教
相
」
に
つ
い
て
更
に
考
え

る
と
、そ
れ
は
「
教
義
」
も
し
く
は
「
教
理
」
と
い
う
概
念
に
置
き
換
え
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

こ
こ
に
本
論
の
論
題
に
あ
る
「
教
理
」
と
い
う
言
葉
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
の
引
用
を
も
う
一
度
、考
察
し
て
ま
と
め
る
。
五
時
八
教
な
ど
の
教
相
判
釈
な
ど
に「
一

宗
派
の
宗
義
宗
旨
を
全
仏
教
内
に
お
い
て
位
置
づ
け
権
威
」
づ
け
る
等
と
い
う
目
的
が
あ
る
と
す
る

な
ら
ば
、
そ
れ
を
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
と
、
天
台
の
教
義
そ
の
も
の
を
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
と

は
ま
っ
た
く
別
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
教
相
判
釈
の
目
的
が
「
位
置
づ
け
や
権
威
」
づ
け
に
あ
る

と
し
て
も
、
そ
れ
を
行
う
に
は
批
判
や
判
別
を
行
う
前
に
、
教
相
そ
の
も
の
に
対
す
る
理
解
を
し
な

け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
に
は
、
教
相
判
釈
を
「
教
判
」
と
単
に
約
す
の
で
は
な
く
「
釈
」
の
意
味
に

重
点
を
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
場
合
は
、
理
解
さ
れ
る
概
念
を
「
教
相
」
と
す
る
の
で
は
充
分

で
は
な
く
、「
教
義
」
も
し
く
は
「
教
理
」
と
い
う
言
葉
に
お
き
か
え
た
ほ
う
が
適
当
で
あ
る
。「
教

相
」
と
し
た
場
合
は
、
教
相
判
釈
を
単
に
「
教
相
」
と
約
し
た
場
合
な
ど
と
混
同
し
や
す
い
と
い
う

側
面
も
あ
ろ
う
。

本
論
文
の
題
名
に
は
、
こ
の
よ
う
な
考
え
に
し
た
が
っ
て
「
天
台
教
理
」
と
い
う
言
葉
を
敢
え
て

利
用
し
た
の
で
あ
る
（
７
）

。
教
相
判
釈
な
ど
の
言
葉
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
純
粋
に
天
台
の
教
理
に

つ
い
て
考
え
、
理
解
し
た
と
こ
ろ
を
記
す
こ
と
を
第
一
の
目
的
と
し
た
い
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ま
で

に
あ
る
五
時
八
教
に
対
す
る
考
え
方
に
注
意
を
払
う
こ
と
は
必
要
不
可
欠
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
主
眼

を
お
か
な
い
こ
と
に
よ
り
見
え
て
く
る
「
教
理
」
そ
の
も
の
を
示
し
た
い
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
当
然
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
冒
頭
に
も
述
べ
た
よ
う
に
天
台
教
理
と
題
し
て
、
広
範
に

及
ぶ
天
台
の
教
理
を
本
論
文
で
概
説
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。「
基
礎
的
研
究
」
と
論
題
に

付
し
た
由
縁
で
あ
り
、
こ
れ
に
は
今
後
の
研
究
活
動
の
基
礎
を
記
す
と
い
う
意
味
も
あ
る
。

本
論
文
の
輪
郭
と
具
体
的
な
問
題
意
識
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

ま
ず
、「
天
台
教
理
」
を
理
解
す
る
た
め
の
前
提
と
し
て
、『
維
摩
詰
経
三
観
玄
義
』（
以
下
、『
三

二



『
天
台
教
理
の
基
礎
的
研
究
』
概
要

83

観
義
』）
を
読
解
す
る
こ
と
に
努
め
た
。『
三
観
義
』
を
底
本
に
選
ん
だ
理
由
は
、
同
じ
く
『
天
台
教

学
の
研
究
』
に
、

か
く
て
三
大
部
に
は
、
い
ま
さ
ら
に
蔵
・
通
・
別
・
円
、
大
・
小
、
偏
・
円
の
差
別
内
容
な
ど
を

問
題
に
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
が
、
し
か
も
そ
れ
ら
に
つ
い
て
す
で
に
充
分
な
る
知
識
と
理
解
を

も
つ
者
に
対
す
る
立
場
で
説
か
れ
て
お
り
、随
所
に
四
教
や
三
観
の
名
が
駆
使
さ
れ
て
い
る
か
ら
、

四
教
三
観
に
つ
い
て
の
充
分
な
予
備
知
識
と
素
養
が
な
け
れ
ば
、
三
大
部
は
学
び
得
な
い
（
８
）
。

な
ど
と
、
四
教
、
三
観
に
つ
い
て
ま
ず
理
解
す
る
こ
と
が
、
天
台
の
教
理
を
理
解
す
る
上
で
重
要
で

あ
る
旨
が
言
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
９
）

。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、『
大
本
四
教
義
』
な
ど
四
教
に
よ
る
理

解
を
端
緒
に
し
て
も
い
い
の
で
あ
る
が
、『
三
観
義
』
を
選
ん
だ
の
は
、四
教
の
場
合
、必
ず
「
教
判
」

の
問
題
が
絡
ん
で
く
る
の
で
あ
り
、
筆
者
に
五
時
八
教
の
教
判
を
基
に
し
た
理
解
と
混
同
し
て
し
ま

う
の
で
は
と
い
う
懸
念
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、『
三
観
義
』
を
精
査
し
た
と
思
わ
れ
る
先

行
研
究
の
数
も
限
ら
れ
て
お
り
、
ま
ず
は
こ
れ
を
精
査
す
る
こ
と
を
本
論
文
の
端
緒
と
し
た
。

そ
の
際
に
は
『
卍
大
日
本
続
蔵
経
』
五
五
巻
所
収
の
『
維
摩
詰
経
三
観
玄
義
二
巻
』
を
底
本
と
し
、

本
純
撰
『
維
摩
詰
経
三
観
玄
義
籖
録
二
巻
』
と
、天
明
九
年
版
『
新
刻
浄
名
経
三
観
玄
義
二
巻
』（
東

都
書
林
）
を
参
考
と
し
た
。

後
に
詳
し
く
述
べ
る
が
、『
三
観
義
』
は
、
晩
年
の
天
台
大
師
智
顗
が
「
私
は
三
論
、
成
実
、
釈
論
、

地
論
等
の
偏
せ
る
も
の
よ
り
、
禅
に
よ
っ
て
得
た
真
の
慧
を
受
け
た
い）

（（
（

」
等
と
い
う
晋
王
廣
（
後
の

隋
の
煬
帝
）
の
願
い
に
応
じ
て
著
述
し
た
天
台
維
摩
疏
の
一
部
で
あ
る
。
こ
の
天
台
維
摩
疏
の
う
ち

『
三
観
義
』
は
『
維
摩
玄
疏
』
の
離
出
本
と
い
わ
れ
て
お
り
、同
じ
離
出
本
に
は
他
に
『
四
教
義
』、『
四

悉
壇
義
』が
あ
る
。
天
台
教
学
の
骨
格
が
教
観
二
門
に
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、『
三
観
義
』と『
四
教
義
』

は
ま
さ
し
く
そ
の
二
門
を
さ
し
て
お
り
、
そ
の
う
ち
の
一
門
で
あ
る
『
三
観
義
』
に
あ
ら
わ
さ
れ
る

「
偏
り
の
な
い
慧
」
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
。
ま
た
『
三
観
義
』
に
は
「
た
だ
浄
名
の
名
の

み
に
あ
ら
ず
。
一
部
の
宗
致
を
顕
わ
し
、
文
意
炳
然
た
り）

（（
（

」
い
わ
れ
て
い
る
。
一
部
の
宗
致
で
あ
る

「
三
観
」
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。『
三
観
義
』
を
精
査
し
て
、
天
台
教
理
に
つ
い
て
理
解

し
た
と
こ
ろ
を
述
べ
る
。

註
（1）
前
者
は
『
織
田
仏
教
大
辞
典
』、
後
者
は
中
村
元
著
『
仏
教
語
大
辞
典
』
よ
り
引
用
。

（2）
学
会
で
の
一
連
の
論
議
に
は
、『
天
台
教
学
の
研
究
』関
口
真
大
編
著（
大
東
出
版
社
）に
詳
し
い
。

（3）
『
同
』
六
〇
九
頁
。

（4）
『
同
』
六
一
二
頁
。

（5）
ち
な
み
に
、
例
え
ば
『
織
田
仏
教
大
辞
典
』
な
ど
で
も
、「
教
判
」
に
つ
い
て
「
所
謂
教
観
二

門
中
の
教
相
門
な
り
」
な
ど
と
同
一
に
扱
わ
れ
て
い
る
。

（6）
同

（2）
、
六
一
三
頁
。
括
弧
内
、
筆
者
。

（7）
「
教
義
」
を
用
い
な
か
っ
た
の
は
、『
同
』
六
二
七
頁
に
、「
現
代
に
お
い
て
は
、
教
義
な
る
用

語
に
は
、
各
宗
の
宗
義
を
指
す
場
合
な
ど
の
教
義
と
い
う
用
語
と
明
確
に
区
別
し
が
た
い
点
が

あ
る
か
ら
、
私
は
、
む
し
ろ
「
仏
教
教
理
」「
仏
教
教
理
史
」
な
ど
の
用
語
例
に
な
ら
っ
て
「
教

理
」
と
い
っ
た
ほ
う
が
、
仏
教
に
説 

か
れ
る
教
義
の
思
想
内
容
を
指
す
意
味
が
明
白
に
な
り
、

も
っ
て
ひ
ろ
く
各
般
の
経
散
に
合
ま
れ
る
教
義
教
理
を
ひ
ろ
く
理
解
す
る
た
め
の
基
礎
的
理
解

に
資
す
る
も
の
と
な
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。」
と
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

（8）
『
同
』
六
二
六
頁
。

（9）
ま
た
、『
同
』
六
二
四
頁
に
は
、『
維
摩
経
』
に
対
す
る
理
解
を
例
に
挙
げ
、「『
維
摩
経
』
の
内

容
を
理
解
す
る
た
め
に
は
必
然
的
に
小
乗
、
大
乗
の
差
別
、
権
実
偏
円
の
教
理
に
つ
い
て
の
充

分
な
る
予
備
知
識
を
要
す
る
。 

そ
の
大
小
偏
円
の
経
教
を
、
天
台
大
師
は
蔵
・
通
・
別
・
円

の
四
教
に
整
頓
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
四
教
の
そ
れ
ぞ
れ
の
思
想
内
容
の
基
本
を
折
空

観
、
体
空
観
、
次
第
三
観
、
一
心
三
観
と
規
定
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、『
四
教
義
』
は
『
三
観
義
』

と
あ
い
ま
っ
て
は
じ
め
て
完
璧
と
な
る
。
こ
れ
が
『
四
教
義
』
と
『
三
観
義
』
と
が
『
維
摩
玄
義
』

に
お
い
て
な
ら
べ
て
懇
説
さ
れ
て
い
る
所
以
で
あ
る
。
四
教
も
三
観
も
天
台
大
師
に
よ
る
仏
教

教
理
の
概
論
、
ま
た
は
仏
教
思
想
の
通
論
と
も
見
る
べ
き
」
と
い
う
主
張
な
ど
も
見
ら
れ
、『
天

台
教
学
の
研
究
』
に
お
い
て
は
、四
教
と
三
観
に
対
す
る
理
解
が
重
要
で
あ
る
旨
が
散
見
で
き
る
。

（10）
多
田
厚
隆
「
高
祖
天
台
維
摩
部
述
作
の
年
次
」『
山
家
学
報
』
第
一
巻
四
号

（11）
『
三
観
義
』
新
続
蔵
五
五
・
六
六
九
上
。

三
、
『
天
台
教
理
の
基
礎
的
研
究
』　

三
転
読
文
に
つ
い
て

第
一
節　

問
題
の
所
在

三
転
読
文
は
、
十
如
三
転
と
も
い
わ
れ
『
法
華
玄
義
』
の
五
重
玄
義
釈
名
の
衆
生
法
の
解
釈
（
１
）
に
示

さ
れ
る
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。『
法
華
経
』
十
如
是
の
各
々
の
句
を
是
相
如
・
如
是
相
・

三
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相
如
是
、
是
性
如
・
如
是
性
・
性
如
是
な
ど
と
三
通
り
に
転
じ
て
読
み
、
そ
れ
ぞ
れ
に
空
諦
、
仮
諦
、

中
諦
を
配
当
さ
せ
る
天
台
独
特
の
法
の
解
釈
で
あ
り
、
三
観
と
の
関
連
は
明
ら
か
で
あ
る
。

ま
た
、
三
転
読
文
は
『
法
華
玄
義
』
に
「（
妙
の
義
を
）
広
く
説
く
は
、
先
に
法
、
次
に
妙
な
り
（
２
）

」

と
あ
る
よ
う
に
、
釈
名
に
お
い
て
「
妙
」
の
義
を
詳
し
く
示
す
前
提
と
し
て
、
ま
ず
衆
生
法
が
妙
で

あ
る
こ
と
を
端
的
に
表
意
す
る
重
要
な
箇
所
で
あ
る
の
で
、
三
転
読
文
は
昨
今
ま
で
各
時
代
の
諸
学

者
に
よ
っ
て
様
々
に
理
解
さ
れ
て
き
た
。

本
論
に
お
い
て
は
、
こ
こ
ま
で
、
四
不
可
説
と
の
関
係
を
中
心
に
三
観
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。

そ
の
過
程
に
お
い
て
、
諸
学
者
の
三
転
読
文
の
解
釈
に
も
あ
た
っ
た
の
で
あ
る
が
、
特
に
注
目
さ
れ

た
の
は
大
宝
守
脱
（
以
下
、
守
脱
）
の
三
転
読
文
解
釈
で
あ
る
。
守
脱
の
三
転
読
文
の
解
釈
は
、
他

の
諸
学
者
に
な
い
独
特
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
仮
諦
転
に
つ
い
て
、
従
空
入
仮
観
で
み
た
「
自

行
の
惑
」
ま
た
は
「
塵
沙
の
惑
」
と
い
う
意
味
を
あ
ら
わ
す
の
に
優
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
た
。
守

脱
の
三
転
読
文
を
中
心
に
考
察
し
て
い
く
。

第
二
節　

三
転
読
文
に
対
す
る
三
通
り
の
解
釈

ま
ず
は
、
諸
学
者
の
三
転
読
文
に
対
す
る
解
釈
を
整
理
し
た
い
。

今
回
、
披
見
し
え
た
限
り
の
『
法
華
玄
義
』
の
末
疏
等
に
お
い
て
、
三
転
読
文
の
諸
学
者
の
解
釈
（
３
）

を
整
理
す
る
と
、
そ
れ
に
は
、
大
き
く
分
別
す
る
と
三
通
り
の
系
統
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

ま
ず
一
つ
は
、
大
転
、
小
転
に
着
目
し
た
理
解
で
あ
る
。

後
の
二
つ
に
つ
い
て
は
、
仮
諦
転
の
「
如
是
相
」
の
一
字
ず
つ
の
字
義
と
読
み
下
し
方
に
、
両
者

の
相
違
が
顕
著
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。「
如
是
相
」
の
う
ち
「
如
是
」
を
指
示
の
語
と
し
て
「
如
キレ
是
ノ

相
（
是
く
の
如
き
相
）」
と
す
る
読
み
方
と
、
も
う
一
方
は
「
如
」
を
即
空
・
不
異
を
意
味
す
る
語
、

「
是
」
を
系
同
の
語
と
し
て
「
如
ハ
是
レ
相
ナ
リ
（
如
は
是
れ
相
な
り
）」
と
す
る
読
み
方
で
あ
る
（
４
）

。

繁
雑
で
あ
る
の
で
、
も
う
一
度
整
理
す
る
と
、
三
転
読
文
の
諸
学
者
の
主
要
な
理
解
に
は
、

①
大
転
、
小
転
に
着
目
し
た
解
釈

②
仮
諦
転
の
「
如
是
」
の
二
字
を
指
示
の
語
と
す
る
解
釈
（
是
の
如
き
相
）

③
仮
諦
転
の
「
如
」
を
即
空
・
不
異
、
是
を
系
同
の
語
と
す
る
解
釈
（
如
は
是
れ
相
な
り
）

の
三
通
り
が
あ
る
の
で
あ
る
（
５
）

。

①
の
解
釈
は『
法
華
経
鷲
林
拾
葉
鈔
』（
以
下
、『
鷲
林
鈔
』）や『
法
華
経
直
談
抄
』（
以
下
、『
直
談
抄
』）

に
見
ら
れ
る
解
釈
で
あ
る
（
６
）
。
こ
れ
と
②
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
諸
々
の
天
台
学
の
概
説
書
等
に
も
詳

し
い
の
で
そ
れ
ら
を
参
照
と
し
た
い
（
７
）
。
つ
ま
り
は
、③
の
解
釈
が
守
脱
の『
法
華
玄
義
釋
籖
講
述
』（
以

下
、『
講
述
』）
の
解
釈
な
の
で
あ
る
が
、
被
見
の
う
ち
、
守
脱
の
み
が
用
い
て
い
る
独
特
な
も
の
で

あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
は
②
の
解
釈
を
否
定
す
る
形
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
も
、
そ
の
特
異
さ

が
み
え
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
以
下
に
そ
れ
を
示
す
。

第
三
節　

大
宝
守
脱
の
三
転
読
文
の
解
釈

守
脱
は
、
三
転
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
ま
ず
空
諦
転
に
つ
い
て
は
、

初
に
是
相
如
と
い
う
は
、
是
の
字
は
指
示
の
辞
な
り
。
相
は
い
わ
く
仮
相
な
り
。
如
は
不
異
に

名
づ
く
、
即
空
の
義
（
畢
竟
空
義
）
な
り
。
蓋
し
是
の
相
即
ち
如
な
り
と
。
故
に
是
相
如
と
云

う
な
り
（
８
）

と
し
て
、
是
＝
指
示
、
相
＝
仮
相
、
如
＝
即
空
の
義
で
あ
る
と
規
定
す
る
。

続
い
て
仮
諦
転
に
、

次
に
如
是
相
と
い
う
は
、
如
は
不
異
に
名
づ
く
。
畢
竟
空
義
な
り
。
是
の
字
は
系
同
の
辞
な

り
。
即
の
義
を
取
る
。
相
は
謂
わ
く
仮
相
な
り
。
蓋
し
如
即
ち
こ
れ
相
な
り
と
。
故
に
如
是
相

と
云
う
な
り
。

随
聞
の
二
に
、
輙
く
如
是
の
二
字
を
訓
し
て
倶
に
指
示
の
辞
と
為
し
、
い
わ
く
「
是
の
如
き

相
」と
云
う
は
、忽
ち
次
に
空
を
点
じ
て
相
性
と
云
い
、籖
に
約
空
論
仮
と
い
う
に
い
う
に
違
す
。

況
ん
や
仮
を
成
ず
と
い
え
ど
も
即
の
義
を
成
ぜ
ざ
る
を
や
。
偈
の
文
に
如
是
性
相
の
義
と
云
う

が
若
き
は
、
如
是
の
二
字
は
倶
に
指
示
の
辞
な
り
。
然
る
に
三
転
は
本
よ
り
義
に
よ
る
。
偈
に

よ
っ
て
こ
れ
を
妨
ぐ
べ
か
ら
ず
（
９
）

と
あ
る
。
如
＝
不
異
、
畢
竟
空
義
、
相
＝
仮
相
の
二
字
に
つ
い
て
、
空
諦
転
の
字
義
を
そ
の
ま
ま
引

き
継
い
で
用
い
て
い
る
。

②
の
解
釈
で
は
、「
如
是
」
の
二
字
を
指
示
の
語
と
し
て
、「
是
の
如
き
相
」
と
す
る
の
で
あ
る
が
、

守
脱
は
そ
の
よ
う
に
解
釈
せ
ず
に
、
更
に
そ
れ
を
否
定
す
る
の
で
あ
る
。
玄
門
の
『
釋
籖
随
聞
記
』

を
あ
げ）

（（
（

、
右
の
よ
う
に
「
籖
に
約
空
論
仮
と
い
う
に
い
う
に
違
す
」
等
と
「
是
の
如
き
相
」
と
す
る

四
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②
の
解
釈
を
否
定
し
て
い
る）

（（
（

。

「
空
に
約
す
」
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。『
三
観
義
』
に
「
菩
薩
は
深
く
禅
定
に

住
し
、
空
は
空
に
非
ず
と
知
り
仮
を
観
ず）

（（
（

」
と
い
う
よ
う
に
、
必
ず
空
を
ふ
ま
え
た
上
で
の
仮
諦
で

あ
る
の
だ
が
、
如
＝
空
と
し
な
い
と
、
そ
の
意
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
な
い
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
は
、前
二
章
で
み
た
よ
う
に
、「
自
行
の
惑
」
を
四
句
推
検
に
空
と
考
え
て
入
仮
と
す
る
の
だ
が
、

そ
の
意
味
も
、「
是
の
如
し
」
と
し
た
の
で
は
踏
ま
え
ら
れ
て
い
な
い
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ

こ
ま
で
従
空
入
仮
観
を
見
て
き
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、「
如
（
空
）
は
是
れ
相
な
り
」
と
し
た
ほ
う
が
、

よ
り
厳
密
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
守
脱
は
更
に
、
そ
れ
ら
の
意
を
顧
み
な
い
で
『
法
華
経
』
の
十
如

是
さ
な
が
ら
に
「
是
の
如
き
相
」
と
た
だ
読
む
の
で
は
、
天
台
の
そ
れ
ら
の
意
義
が
一
切
含
ま
れ
て

い
な
い
と
付
け
加
え
て
い
る
。

続
い
て
、
中
諦
転
に
お
い
て
も
『
釋
籖
随
聞
記
』
に
、
辛
辣
な
批
判
を
く
わ
え
て
い
る
。
中
諦
転

の
解
釈
に
は
、

次
に
相
如
是
と
云
う
は
、
相
は
仮
相
を
云
う
。
実
相
を
指
す
に
非
ず
。
如
は
冥
如
を
云
う
。
空

の
義
を
取
る
に
非
ず
。
是
は
非
に
簡
異
す
。
直
ち
に
実
相
に
名
づ
く
。
蓋
し
相
は
是
に
如
す
と
。

故
に
相
如
是
と
い
う）

（（
（

と
あ
り
、
こ
こ
で
は
空
諦
転
、
仮
諦
転
と
は
如
と
是
と
字
義
を
改
め
て
、
今
度
は
、
如
＝
冥
如
、
是

＝
実
相
の
義
で
あ
る
と
し
て
「（
仮
）
相
は
（
中
道
実
相
の
）
是
に
如
す
」
と
読
み
下
し
て
い
る
。

そ
し
て
、

次
に
釈
し
て
中
道
実
相
の
是
に
如
す
と
云
う
が
如
き
は
、
且
く
如
是
の
二
字
を
消
す
。
總
じ
て

相
如
是
の
三
字
を
解
釈
す
る
に
は
非
ず
。
籖
録
の
二
の
上
に
註
し
て
云
く
、
諸
法
は
中
道
実
相

の
是
に
冥
如
す
な
り
と
。
得
た
り
。
隨
聞
の
二
に
相
を
実
相
と
為
し
、
如
を
称
如
と
為
し
、
是

の
字
を
訓
じ
て
法
を
指
す
の
辞
と
為
す
。
読
ん
で
相
に
如
す
る
の
是
な
り
。
一
笑
す
る
に
堪
え

た
り
。
相
如
是
を
訓
じ
て
如
相
是
と
為
す
。
文
字
錯
倒
な
り
。
況
ん
や
句
末
の
是
の
字
を
訓
じ

て
指
示
の
辞
と
為
す
を
や
。
こ
れ
何
を
か
い
わ
ん
や
。
若
し
諸
文
の
中
、
句
末
に
是
也
の
二
字

を
用
い
れ
ば
、
定
ん
で
指
示
の
辞
な
り）

（（
（

と
、
仮
諦
転
と
同
様
に
、『
釋
籖
随
聞
記
』
に
「
一
笑
す
る
に
堪
え
た
り
」
な
ど
と
辛
辣
な
批
判
を

加
え
て
い
る
。
確
か
に
、『
法
華
玄
義
』
に
は
、「
も
し
如
是
相
と
作
す
は
、
中
道
実
相
の
是
に
如

す）
（（
（

」
と
中
諦
転
を
説
明
し
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
も
、
玄
門
の
相
＝
実
相
、
等
と
す
る
解
釈
は
適
当

で
な
い
よ
う
に
推
察
で
き
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
仮
諦
転
に
戻
れ
ば
、『
法
華
玄
義
』
に
は
「
如
是
相
と
は
、
空
の
相
性
を
点
じ
て
名
字
の

施
設
す
。
邐
迤
不
同
な
り
（
４
）
」
と
あ
る
。
守
脱
の
よ
う
に
、
如
＝
空
と
し
な
け
れ
ば
、「
空
の
相
性
」

と
あ
る
「
空
」
の
意
味
が
あ
ら
わ
せ
な
い
。
先
の
「
約
空
論
仮
」
と
あ
わ
せ
て
、
守
脱
の
解
釈
は
、

よ
り
智
顗
や
湛
然
の
解
釈
に
厳
密
に
従
っ
て
い
る
と
考
え
る
。

第
四
節　

小
結

以
上
の
よ
う
に
守
脱
の
三
転
読
文
の
解
釈
を
検
討
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
如
と
是
と
相
の
一

字
づ
つ
の
意
味
を
三
転
そ
れ
ぞ
れ
に
変
え
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
正
確
に
捉
え
ね
ば
な
ら
な
い
。『
三

観
義
』
と
照
ら
し
あ
わ
せ
る
な
ら
ば
、
菩
薩
は
一
度
、
空
を
ふ
ま
え
て
か
ら
仮
を
観
じ
る
と
い
う
意

味
に
忠
実
で
あ
る
。ま
た
智
顗
や
潅
頂
の
考
え
方
に
よ
り
厳
密
な
解
釈
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

煩
雑
で
あ
る
の
で
以
下
に
表
に
ま
と
め
て
小
結
と
す
る
。『
三
観
義
』
と
照
ら
し
あ
わ
せ
る
な
ら
ば
、

菩
薩
は
一
度
、
空
を
ふ
ま
え
て
か
ら
仮
を
観
じ
る
と
い
う
意
味
に
忠
実
で
あ
る
。
ま
た
智
顗
や
潅
頂

の
考
え
方
に
よ
り
厳
密
で
あ
る
と
言
え
る
。

五

空
諦
転

是
＝
指
示

相
＝
仮
相

如
＝
空
、
不
異

是
ノ
相
ハ
如
ナ
リ
（
是
の
相
は
如
な
り
）

仮
諦
転

如
＝
空
、
不
異

是
＝
系
同

相
＝
仮
相

如
ハ
是
レ
相
ナ
リ
（
如
は
是
れ
相
な
り
）

中
諦
転

相
＝
仮
相

如
＝
冥
如

是
＝
中
道
実
相

相
ハ
如
スレ
是
ニ
（
相
は
是
に
如
す
）

註
（1）
『
法
華
玄
義
』（
大
正
三
三
・
六
九
三
中
）

（2）
『
法
華
玄
義
』（
大
正
三
三
・
六
九
三
上
）
括
弧
内
は
筆
者
。

（3）
本
論
に
お
い
て
、
披
見
し
え
た
末
疏
、
解
説
書
等
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

湛
然
『
法
華
玄
義
釋
籖
』（『
仏
教
大
系
』
法
華
玄
義
一
）　

以
下
『
釋
籖
』

證
眞
『
法
華
玄
義
私
記
』（『
仏
教
大
系
』
法
華
玄
義
一
）

尊
舜
『
法
華
経
鷲
林
拾
葉
鈔
』（
臨
川
書
店
）
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栄
心
『
法
華
経
直
談
抄
』（
臨
川
書
店
）

慧
澄
『
法
華
玄
義
釋
籖
講
義
』（『
仏
教
大
系
』
法
華
玄
義
一
）

守
脱
『
法
華
玄
義
釋
籖
講
述
』（『
仏
教
大
系
』
法
華
玄
義
一
）

福
田
堯
穎
『
天
台
學
概
論
』（
文
一
出
版
）

多
田
厚
隆
『
実
相
の
哲
学
』（『
講
座
仏
教
／
大
蔵
出
版
』
２
仏
教
の
思
想
）

そ
の
他
、
簡
単
な
概
説
の
み
に
留
め
て
い
る
も
の
等
多
々
あ
る
が
、
詳
細
に
三
転
読
文
そ
の
も
の

を
解
釈
し
て
い
る
も
の
の
み
を
参
照
と
し
た
。

（4）
即
空
、
不
異
、
系
同
、
指
示
の
語
は
守
脱
の
『
講
述
』
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
次
章
に
詳
し
く

論
じ
る
。

（5）
『
実
相
の
哲
学
』
に
お
い
て
は
、
こ
の
三
つ
の
系
統
を
「
こ
の
如
是
の
訓
み
方
を
、「
是
く
の

如
き
相
、
是
く
の
如
き
性
、
乃
至
本
末
究
竟
等
」
と
読
む
の
を
仮
諦
点
と
い
い
、
相
性
等
を
立

て
て
不
同
を
肯
定
す
る
仮
諦
の
意
義
を
あ
ら
わ
す
も
の
と
す
る
。
…
…
（
中
略
）
…
…
是
（
ぜ
）

は
非
に
対
す
る
も
の
で
二
辺
を
離
れ
た
中
道
実
相
を
意
味
す
る
か
ら
、
十
は
み
な
中
諦
で
あ
る

こ
と
を
あ
ら
わ
す
中
諦
点
と
い
う
（
②
）。
こ
れ
は
十
如
是
の
文
を
一
の
円
形
に
書
き
、
如
を

起
点
と
し
て
読
ん
で
仮
を
あ
ら
わ
し
、
是
を
起
点
と
し
て
空
諦
を
あ
ら
わ
し
、
相
を
起
点
と
し

て
中
諦
を
あ
ら
わ
し
て
読
ん
で
も
同
じ
で
あ
る（
①
）。
そ
の
他
の
読
み
か
た
も
あ
る（
③
）が
、

要
は
一
文
を
三
義
に
読
ん
で
一
文
が
三
諦
を
詮
表
す
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
、
こ
れ
を
十
如
三

転
読
と
言
っ
て
い
る
。」（
傍
線
、
括
弧
内
筆
者
）
と
し
て
い
る
。

（6）
『
鷲
林
鈔
』、『
直
談
鈔
』
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、

大
転
の
三
諦
、
小
転
の
三
諦
と
云
う
事
こ
れ
在
り
。
十
如
は
始
終
相
対
し
て
末
の
本
末
究
竟

よ
り
最
初
の
如
是
の
句
に
還
っ
て
之
を
読
む
。
三
諦
理
を
成
ず
れ
ば
大
転
な
り
。
十
如
に
亘
て

各
一
如
是
に
於
て
三
諦
を
顕
せ
ば
小
転
な
り
。
謂
ゆ
る
如
是
相
は
仮
諦
、
相
如
是
は
中
道
、
是

相
如
は
空
諦
な
り
。
又
た
経
文
の
儘
に
三
諦
の
点
読
む
事
あ
り
。
是
の
如
き
相
、
如
は
相
を
是

す
、
是
の
相
を
如
す
。
此
の
如
く
一
々
の
如
是
に
於
て
各
の
三
諦
の
点
じ
る
は
小
転
の
三
諦
と

云
う
な
り
。『
鷲
林
鈔
』（
臨
川
書
店
）
四
三
五
頁
。

大
転
三
諦
、
小
転
三
諦
と
云
う
事
有
り
。
大
転
の
三
諦
と
云
う
は
十
如
是
の
始
終
に
亘
て
三

諦
の
徳
義
を
分
別
す
な
り
。
是
れ
即
ち
十
如
に
亘
て
如
と
云
う
は
空
義
な
り
。
相
性
躰
力
等
は

仮
諦
の
義
な
り
。
是
と
は
中
道
義
な
り
。
さ
て
小
転
三
諦
と
云
う
は
一
如
是
の
内
に
て
三
諦
点

を
読
む
な
り
。
常
の
如
く
如
是
相
、
如
是
性
等
と
読
む
は
仮
諦
の
点
な
り
。
さ
て
是
相
如
、
是

性
如
、
是
躰
如
と
読
む
は
空
点
な
り
。
さ
て
相
如
是
、
性
如
是
、
躰
如
是
と
読
む
は
中
道
の
点

な
り
。
此
の
如
き
十
如
是
と
云
う
は
三
諦
不
思
議
の
功
徳
な
る
が
故
に
迷
悟
の
根
源
、
果
徳
の

理
本
と
称
歎
し
て
法
華
の
躰
と
成
る
な
り
。『
直
談
鈔
』（
臨
川
書
店
）
三
三
七
頁
。

と
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
『
織
田
仏
教
語
辞
典
』
で
は
、「
又
中
諦
の
時
は
所
謂
諸
法
と
読
み
て
如

是
の
二
字
を
超
へ
て
相
如
スレ
是
性
ハ
如
スレ
是
ニ
等
と
読
み
最
末
の
本
末
究
竟
等
よ
り
最
初
の
二
字
へ
還

っ
て
本
末
究
竟
し
て
是
に
如
す
と
読
む
な
り
。
之
を
大
転
と
云
ふ
。
之
に
対
し
て
小
転
と
て
一
句
の

中
に
て
反
へ
り
読
む
法
も
あ
る
な
り
、
空
の
時
に
は
如
ナ二
リ
是
ノ
相
一
如
ナ二
リ
是
ノ
性
ナ
リ
等
と
読
み
中
の

時
は
如
スレ
是
ニ
相
如
スレ
是
ニ
性
等
と
読
む
な
り
、
さ
れ
ど
大
転
の
方
勝
さ
る
べ
し
、
此
は
十
如
是
を
輪

に
す
れ
ば
自
ら
生
ず
る
読
み
方
に
し
て
真
言
の
所
謂
字
輪
観
な
り
」等
と
あ
る
。
ま
た
註

（5）
を
参
照
。

（7）
概
説
書
等
の
う
ち
、
仮
諦
転
に
つ
い
て
の
み
引
用
す
る
。『
織
田
仏
仏
教
大
辞
典
』
に
「
三
転

は
一
に
如
キレ
是
相
。
如
キレ
是
性
。
乃
至
如
キレ
ノ
是
本
末
究
竟
シ
テ
等
シ
と
読
み
て
仮
諦
の
義
を
顕
は

す
な
り
、相
性
体
力
等
の
不
同
な
る
は
仮
諦
な
る
が
故
な
り
」と
あ
り
、『
天
台
學
概
論
』（
二
一
一

頁
）
に
は
「
第
二
の
転
は
「
二
云
如
レ
是
相
、
如
レ
是
性
」
等
と
読
み
、
之
は
諸
法
の
差
別
不

同
を
顕
は
す
事
に
な
る
故
、
仮
諦
の
点
と
呼
ぶ
」
等
と
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
如
是
の

二
字
を
指
示
の
語
と
す
る
解
釈
で
あ
る
。
ま
た
、『
鷲
林
鈔
』
に
は
「
又
た
経
文
の
儘
に
三
諦

の
点
読
む
事
あ
り
。
是
の
如
き
相
、
如
は
相
を
是
す
、
如
是
の
相
を
如
す
。
此
の
如
く
一
々
の

如
是
に
於
て
各
の
三
諦
の
点
じ
る
は
小
転
の
三
諦
と
云
う
な
り
」（
四
三
五
頁
）
と
あ
る
。
②

の
解
釈
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
を
参
考
。

（8）
『
講
述
』（『
仏
教
大
系
』
法
華
玄
義
一
）
五
〇
七
頁
。

（9）
『
同
』
五
〇
七
頁
。

（10）
辞
書
類
に
よ
る
と
、
玄
門
は
安
楽
律
の
中
興
の
祖
と
い
わ
れ
る
。
時
代
は
下
る
が
守
脱
が
一
時
、

安
楽
律
に
い
た
と
い
う
経
緯
か
ら
も
、
随
聞
と
は
『
釋
籖
随
聞
記
』
を
さ
す
と
考
え
る
。『
渋

谷
目
録
』
に
は
叡
山
文
庫
南
渓
藏
に
存
と
あ
る
が
未
見
。

（11）
『
釋
籖
』
五
〇
八
頁
に
、「
次
に
読
相
の
中
、
仮
に
約
す
る
に
、
邐
迤
の
言
有
り
と
い
え
ど
も
、

た
だ
こ
れ
空
に
約
し
て
仮
を
論
ず
」
と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
湛
然
は
守
脱
の
参
考
に
さ
れ

て
い
る
の
だ
か
ら
、
守
脱
と
同
様
に
考
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
だ
と
す
る
と
、
こ
れ
は
守
脱

独
特
の
も
の
と
も
言
い
難
い
。
し
か
し
、
中
村
元
選
集
第
２
巻
「
シ
ナ
人
の
思
惟
方
法
」（
春

六
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秋
社
）
一
二
七
頁
に
は
、
三
転
読
文
と
同
じ
よ
う
に
吉
蔵
が
中
観
論
、
観
中
論
、
論
中
観
と
三

通
り
に
転
読
す
る
こ
と
を
指
し
て
、「
シ
ナ
の
学
者
は
、
名
称
は
概
念
を
顕
す
も
の
で
あ
る
と

い
う
道
理
を
わ
す
れ
て
い
る
の
で
あ
る
」「
シ
ナ
人
の
訓
詁
癖
、
文
章
愛
好
」
で
あ
る
と
し
て

い
る
。
シ
ナ
人
は
、
こ
れ
ら
を
当
然
の
こ
と
と
し
て
受
け
入
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
守
脱
が
述

べ
て
い
る
の
は
、
日
本
語
へ
の
書
き
下
し
方
の
問
題
で
も
あ
る
。
湛
然
は
シ
ナ
人
で
あ
る
。
同

様
の
考
え
方
を
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
、
や
は
り
守
脱
は
独
特
で
あ
る
。

（12）
『
三
観
義
』
新
続
蔵
五
五
・
六
七
二
中

（13）
『
講
述
』（『
仏
教
大
系
』
法
華
玄
義
一
）
五
〇
七
頁
。

（14）
『
同
』
五
〇
七
頁
。

（15）
『
法
華
玄
義
』
大
正
三
三
・
六
九
三
中
。

四
、
結
に
か
え
て

以
上
が
、
論
文
の
目
的
と
具
体
例
で
あ
る
。

「
三
転
読
文
に
つ
い
て
」
の
掲
載
は
、『
三
観
義
』
に
よ
り
三
観
の
理
論
を
精
査
し
た
こ
と
が
前
提

と
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
守
脱
の
独
特
の
解
釈
が
智
顗
に
よ
り
厳
密
で
あ
る
根
拠
と
し
て
、

こ
の
掲
載
で
は
、『
三
観
義
』
の
一
部
の
用
例
の
み
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
よ
り
詳
細
に
は
『
三
観
義
』

等
を
参
照
さ
れ
た
い
。

次
に
、
論
文
の
内
容
を
説
明
す
る
補
足
の
意
味
を
兼
ね
て
、
論
文
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
三
観
の

理
論
を
精
査
し
た
の
か
概
略
を
述
べ
て
、
拙
稿
の
結
に
か
え
た
い
。

ま
ず
、
三
観
と
『
涅
槃
経
』
の
四
不
可
説
と
の
関
係
に
着
目
し
、
四
不
可
説
の
句
を
用
い
て
三
観

の
理
論
を
説
明
し
た
。

ま
た
、
三
観
に
は
析
仮
入
空
観
、
体
仮
入
空
観
、
従
空
入
仮
観
、
中
道
第
一
義
観
の
四
つ
の
観
法

が
あ
り
、
生
生
、
生
不
生
、
不
生
生
、
不
生
不
生
と
割
り
当
て
る
の
が
従
来
で
あ
る
。
し
か
し
、
智

顗
の
所
説
に
は
、
不
生
生
と
生
不
生
の
二
句
が
次
第
前
後
し
て
い
る
場
合
が
多
々
あ
る
。
な
ぜ
前
後

す
る
の
か
理
由
を
述
べ
た
。
更
に
は
『
三
観
義
』
に
よ
る
と
、
析
仮
入
空
観
の
理
論
は
生
生
の
句
で

は
説
明
し
え
な
い
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
言
及
し
た
。

次
に
、
三
観
と
四
悉
檀
の
関
係
に
着
目
し
た
。
先
の
四
つ
の
観
法
は
、
世
界
、
為
人
、
対
治
、
第

一
義
と
次
第
し
て
割
り
当
て
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
の
み
な
ら
ず
各
観
法
の
理
論
が
、
さ
ら
に
四

悉
檀
の
次
第
ど
お
り
に
説
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
た
。
例
え
ば
、
析
仮
入
空
観
の
理
論

は
、法
を
微
塵
と
設
定
し（
世
界
）、そ
れ
を
観
じ
た
人
心
に
断
常
の
二
辺
見
が
あ
る（
為
人
）の
だ
が
、

そ
の
対
処
方
法
は
「
分
破
空
」
と
観
ず
る
こ
と
で
あ
り
（
対
治
）、結
果
と
し
て
言
語
道
断
（
第
一
義
）

と
な
る
、
と
四
悉
檀
の
次
第
ど
お
り
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
同
様
の
こ
と
は
、
他
の
観
法

に
つ
い
て
も
言
え
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
三
観
の
い
か
な
る
観
法
を
修
し
て
も
第
一
義
に
至
れ
る

可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
察
し
た
。

ま
た
、
四
不
可
説
は
「
不
可
説
」
の
根
拠
で
あ
り
、
四
悉
檀
は
「
可
説
」
の
根
拠
で
あ
る
が
、
同

時
に
知
恵
と
慈
悲
と
い
う
側
面
も
表
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
述
べ
た
。

以
上
が
『
天
台
教
理
の
基
礎
的
研
究
』
の
概
要
で
あ
る
。
今
後
さ
ら
に
論
を
進
め
て
行
き
た
い
と

考
え
る
。

七
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「『
天
台
教
理
の
基
礎
的
研
究
』
概
要
」

『
天
台
教
理
の
基
礎
的
研
究
』
の
要
旨
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

第
一
章
で
は
、『
三
観
義
』
の
成
立
し
た
背
景
と
、
そ
の
構
成
に
つ
い
て
述
べ
た
。
第
一
節
で
は
、

『
三
観
義
』
は
、
天
台
維
摩
疏
の
離
出
本
で
あ
り
、「
偏
る
こ
と
の
な
い
真
の
智
恵
を
教
え
て
ほ
し
い
」

と
い
う
、
随
の
煬
帝
の
求
め
に
応
じ
て
献
上
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
た
。
ま
た
、

第
二
項
に
お
い
て
は
、『
三
観
義
』
の
構
成
に
つ
い
て
、天
明
九
年
版
『
新
刻
浄
名
経
三
観
玄
義
二
巻
』

（
東
都
書
林
）
に
あ
る
科
文
を
起
こ
し
、
そ
れ
に
よ
り
『
三
観
義
』
の
構
成
を
略
説
し
た
。

第
二
章
か
ら
第
五
章
で
は
、
三
観
と
『
涅
槃
経
』
の
四
不
可
説
と
の
関
係
に
着
目
し
、
四
不
可
説

の
句
を
用
い
て
三
観
の
理
論
を
説
明
し
た
。

ま
た
、
三
観
に
は
析
仮
入
空
観
、
体
仮
入
空
観
、
従
空
入
仮
観
、
中
道
第
一
義
観
の
四
つ
の
観
法

が
あ
り
、
生
生
、
生
不
生
、
不
生
生
、
不
生
不
生
と
割
り
当
て
る
の
が
従
来
で
あ
る
。
し
か
し
、
智

顗
の
所
説
に
は
、
不
生
生
と
生
不
生
の
二
句
が
次
第
前
後
し
て
い
る
場
合
が
多
々
あ
る
が
、
な
ぜ
前

後
す
る
の
か
理
由
を
述
べ
た
。

従
来
ど
お
り
の
説
示
が
見
ら
れ
る
『
涅
槃
経
疏
』
等
と
、
次
第
前
後
す
る
『
三
観
義
』、『
摩
訶
止

観
』
の
四
不
可
説
の
解
釈
、『
四
教
義
』
な
ど
と
比
較
し
な
が
ら
考
察
す
る
と
、
四
不
可
説
の
句
を

用
い
て
「
能
詮
」
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
か
、「
所
詮
」
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
か
で
次
第
が
前
後

す
る
の
で
あ
る
。
化
法
の
四
教
で
い
え
ば
、「
能
詮
の
教
」
か
、
も
し
く
は
「
所
詮
の
理
」
に
つ
い

て
述
べ
て
い
る
か
で
あ
る
。
例
え
ば
、『
四
教
義
』
に
「
三
蔵
教
は
生
滅
四
諦
の
理
を
詮
じ
る
」
な
ど

と
あ
る
が
、
こ
の
場
合
、
三
蔵
教
が
「
能
詮
の
教
」
で
、
生
滅
の
四
諦
が
「
所
詮
の
理
」
で
あ
る
。「
能

詮
の
教
」
を
四
不
可
説
で
説
明
す
る
場
合
、通
教
を
生
不
生
、別
教
を
不
生
生
と
あ
ら
わ
し
、各
々
の
「
所

詮
の
理
」
を
四
不
可
説
で
説
明
す
る
場
合
、
通
教
は
不
生
生
、
別
教
は
生
不
生
と
あ
ら
わ
さ
れ
る
の

で
あ
る
。

同
様
に
、三
観
に
関
し
て
も
「
能
観
の
観
（
法
）」
と
「
所
観
の
理
」
に
分
け
ら
れ
、体
仮
入
空
観
、

従
空
入
仮
観
に
つ
い
て
、
生
不
生
と
不
生
生
が
次
第
前
後
す
る
。
以
上
を
、
三
智
や
五
眼
な
ど
と
あ

わ
せ
て
図
示
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

「
三
観
」　

「
四
教
」
「
三
智
」「
五
眼
」「
四
種
四
諦
」　

「
三
諦
偈
」　　
　
　
「
四
不
可
説
」　　
　

体
仮
入
空
観　

通
教　

一
切
智　

恵
眼　

無
生
の
四
諦　

観
因
縁
即
空　
　

不
生
生　
　

生
不
生

従
空
入
仮
観　

別
教　

道
種
智　

法
眼　

無
量
の
四
諦　

観
因
縁
亦
仮
名　

生
不
生　
　

不
生
生

（
所
詮
の
理
）（
能
詮
の
教
）

ま
た
、
従
来
、
析
仮
入
空
観
は
生
生
の
句
に
対
応
さ
れ
て
考
え
ら
れ
る
が
、
析
仮
入
空
観
の
「
所

観
の
理
」
は
、
生
生
の
句
で
は
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
生
生
を
用
い
る
場
合
、
そ
れ
は
、「
外

の
外
道
」、「
仏
法
に
附
せ
る
外
道
」、「
仏
法
を
学
ん
で
外
道
入
る
」
な
ど
「
化
用
の
所
」
で
あ
る
機

縁
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
こ
と
を
言
及
し
た
。

ま
た
中
道
第
一
義
観
、
一
心
三
観
に
つ
い
て
述
べ
、
不
可
説
、
不
可
思
議
で
あ
ら
わ
さ
れ
る
智
恵

に
つ
い
て
考
察
し
た
。
そ
れ
に
は
同
時
に
、
可
説
、
思
議
で
あ
ら
わ
さ
れ
る
慈
悲
の
側
面
が
あ
り
、

四
悉
檀
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

第
六
章
で
は
、
こ
こ
ま
で
の
三
観
に
つ
い
て
の
考
察
を
反
映
さ
せ
て
、『
法
華
玄
義
』
の
三
転
読

文
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
三
転
読
文
の
諸
先
学
の
解
釈
を
整
理
す
る
と
四
通
り
の
解
釈
が
あ
る
こ
と

が
確
認
さ
れ
た
。
大
転
小
転
に
着
目
し
た
解
釈
、
仮
諦
転
を
「
是
の
如
き
相
」
と
読
み
下
す
解
釈
、

仮
諦
転
を
「
如
は
是
れ
相
な
り
」
と
す
る
解
釈
の
四
通
り
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
「
如
は
是
れ
相
な
り
」

と
す
る
解
釈
は
守
脱
に
よ
る
も
の
で
、
こ
の
解
釈
は
智
顗
や
湛
然
の
意
図
に
よ
り
厳
密
な
の
で
は
な

い
か
と
指
摘
し
た
。

第
七
章
と
第
八
章
で
は
、
可
説
、
思
議
、
慈
悲
の
側
面
を
あ
ら
わ
す
四
悉
檀
に
つ
い
て
考
察
し
た
。

ま
ず
『
法
華
玄
義
』
の
四
悉
檀
に
つ
い
て
略
説
し
、『
大
智
度
論
』
と
『
法
華
玄
義
』
の
説
相
を
比
較

検
討
し
て
、
智
顗
が
、
い
か
に
慈
悲
の
側
面
を
重
視
し
て
四
悉
檀
を
用
い
て
い
る
か
を
述
べ
た
。

ま
た
、
三
観
と
四
悉
檀
の
関
係
に
着
目
し
た
。
析
仮
入
空
観
、
体
仮
入
空
観
、
従
空
入
仮
観
、
中

道
第
一
義
観
の
四
つ
の
観
法
は
、
世
界
、
為
人
、
対
治
、
第
一
義
と
次
第
し
て
割
り
当
て
ら
れ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
の
み
な
ら
ず
各
観
法
の
理
論
が
、
さ
ら
に
四
悉
檀
の
次
第
ど
お
り
に
説
明
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
例
え
ば
、
析
仮
入
空
観
の
理
論
は
、
法
を
微
塵
と
設
定
し
（
世
界
）、
そ
れ
を

観
じ
た
人
心
に
断
常
の
二
辺
見
が
あ
る
（
為
人
）
の
だ
が
、
そ
の
対
処
方
法
は
「
分
破
空
」
と
観
ず

る
こ
と
で
あ
り
（
対
治
）、
結
果
と
し
て
言
語
道
断
（
第
一
義
）
と
な
る
、
と
四
悉
檀
の
次
第
ど
お
り

に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
他
の
観
法
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
は
三
観

の
い
か
な
る
観
法
を
修
し
て
も
第
一
義
に
至
れ
る
可
能
性
を
示
し
て
い
る
こ
と
な
ど
を
言
及
し
た
。


