
い
わ
ゆ
る
趙
宋
天
台
に
関
す
る
研
究
の
成
果
は
決
し
て
少
な
い
と
は
い

え
な
い
。
し
か
し
そ
の
な
か
で
の
浄
土
教
を
め
ぐ
る
研
究
と
な
る
と
、
そ

の
成
果
は
必
ず
し
も
多
く
は
な
い
。
と
り
わ
け
そ
の
時
代
に
お
け
る
浄
土

思
想
の
展
開
の
跡
を
ト
ー
タ
ル
に
視
野
の
な
か
に
収
め
て
進
め
ら
れ
る
よ

う
な
研
究
は
、
正
直
な
と
こ
ろ
な
さ
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
の
が
現
状
で

あ
る
。
天
台
学
と
な
れ
ば
、
研
究
者
の
関
心
は
ま
ず
天
台
大
師
智
顎
に
注

が
れ
や
す
い
。
そ
れ
か
ら
六
祖
湛
然
に
向
け
ら
れ
た
り
、
ま
た
南
岳
慧
思

を
は
じ
め
と
す
る
先
行
の
諸
師
、
乃
至
諸
思
想
に
注
が
れ
た
り
、
そ
し
て

趙
宋
天
台
が
対
象
と
さ
れ
る
場
合
で
も
、
そ
れ
ら
先
達
が
教
え
示
し
た
い

わ
ゆ
る
天
台
思
想
の
核
心
を
な
す
と
見
倣
さ
れ
る
問
題
、
す
な
わ
ち
「
諸

法
の
実
相
」
の
問
題
と
か
「
止
観
」
に
関
す
る
問
題
を
め
ぐ
っ
て
、
そ
こ

で
い
か
な
る
論
究
が
な
さ
れ
て
き
た
の
か
と
い
っ
た
こ
と
が
問
わ
れ
る
の

が
、
い
わ
ば
自
然
の
成
り
行
き
で
あ
る
。
研
究
者
の
間
で
こ
う
し
た
研
究

姿
勢
が
定
着
し
て
し
ま
う
と
、
趙
宋
天
台
の
浄
土
思
想
に
光
を
当
て
、
そ

の
全
貌
の
解
明
に
努
め
よ
う
と
す
る
努
力
も
生
ま
れ
に
く
い
。

た
だ
し
天
台
思
想
の
展
開
の
歴
史
を
眺
め
つ
つ
、
趙
宋
天
台
の
全
体
を

、
ノ
、
〃
く
ノ
ｋ
ノ
ｋ
ノ
ミ
ノ
、
ノ
、
〆
、
ノ
、
〆
、
ノ

書
評
・
紹
介口

福
島
光
哉
著

『
宋
代
天
台
浄
土
教
の
研
究
』

新
田
雅
章

把
握
し
き
ろ
う
と
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
研
究
姿
勢
を
保
持
す
る
だ
け
で

は
十
分
と
は
い
え
な
い
。
趙
宋
天
台
の
展
開
の
過
程
を
見
て
み
る
と
、
そ

こ
に
は
浄
土
系
統
の
思
想
を
め
ぐ
る
思
索
の
高
ま
り
の
跡
を
見
て
と
る
こ

と
が
で
き
る
。
こ
の
領
域
に
考
察
の
メ
ス
を
入
れ
な
け
れ
ば
、
趙
宋
天
台

の
全
体
を
捉
え
切
っ
た
と
は
、
と
う
て
い
い
え
な
い
の
で
あ
る
。
天
台
学

派
が
育
て
上
げ
た
浄
土
思
想
は
、
智
頷
作
と
さ
れ
て
は
い
て
も
、
実
際
に

は
か
れ
に
仮
託
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
著
述
Ｉ
『
浄
土
十
疑
論
」
お
よ
び

『
観
無
量
寿
経
疏
』
の
両
著
の
内
容
を
消
化
し
、
そ
し
て
そ
れ
を
独
自
に

発
展
さ
せ
て
成
立
す
る
に
い
た
っ
た
思
想
で
あ
っ
て
、
も
と
も
と
智
顎
の

思
想
と
無
縁
な
も
の
と
い
っ
て
よ
い
思
想
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
の
か
ぎ

り
に
お
い
て
顧
み
ら
れ
ず
と
も
よ
い
と
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

し
か
し
そ
う
し
た
見
方
は
あ
ま
り
に
近
視
眼
的
で
、
一
方
的
す
ぎ
る
。
趙

宋
天
台
の
学
徒
に
お
い
て
も
こ
れ
ら
両
著
は
智
顎
の
著
述
と
確
信
さ
れ
て

い
た
わ
け
で
あ
り
、
従
っ
て
か
れ
ら
は
そ
れ
ら
両
著
と
真
蟄
に
対
面
し
、

そ
れ
ら
に
導
か
れ
、
浄
土
思
想
に
関
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
思
索
を
深
め
て
い

っ
た
の
で
あ
る
。
天
台
学
派
の
な
か
で
の
浄
土
思
想
を
め
ぐ
る
思
索
が
こ

う
し
た
事
情
の
も
と
進
行
し
て
い
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
た
と
え
『
浄

土
十
疑
論
』
『
観
無
量
寿
経
疏
」
が
智
顎
の
著
述
で
な
い
に
し
て
も
、
そ

れ
ら
が
表
示
す
る
浄
土
思
想
に
啓
発
さ
れ
て
構
想
さ
れ
る
、
天
台
学
派
の

浄
土
思
想
Ⅱ
天
台
浄
土
教
の
全
貌
の
解
明
に
努
め
る
こ
と
は
、
き
わ
め
て

意
味
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
よ
り
、
取
り
組
ま
れ
ね
ば
な
ら
な
い

重
要
な
課
題
と
い
っ
て
よ
い
。

さ
て
こ
の
ほ
ど
、
わ
れ
わ
れ
は
天
台
学
の
分
野
で
そ
の
考
察
の
深
ま
り

が
の
ぞ
ま
れ
る
浄
土
思
想
に
つ
い
て
の
研
究
領
域
に
直
接
切
り
込
ん
だ
労
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作
に
接
す
る
好
機
に
恵
ま
れ
た
。
福
島
教
授
が
世
に
送
ら
れ
た
『
宋
代
天

台
浄
土
教
の
研
究
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
本
書
は
趙
宋
天
台
の
複
雑
に
流
れ

る
思
想
の
展
開
の
過
程
の
全
体
を
見
渡
し
た
著
述
で
あ
る
ば
か
り
か
、
教

授
が
大
谷
大
学
に
お
い
て
文
学
博
士
の
学
位
を
取
得
さ
れ
た
折
の
学
位
請

求
論
文
を
出
版
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
に
き
わ
め
て
意
味
深
い

著
述
で
あ
る
。

本
書
の
構
成
を
示
す
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
。
ま
ず
は
じ
め
に
序
論
、
こ

れ
は
本
論
へ
と
導
く
い
わ
ゆ
る
導
入
部
で
あ
る
。
つ
づ
い
て
本
論
で
あ
る

が
、
八
章
よ
り
成
る
。
そ
の
あ
と
結
論
が
つ
づ
き
、
こ
こ
で
本
書
の
主
題

の
究
明
が
終
わ
る
の
で
あ
る
が
、
結
論
の
あ
と
さ
ら
に
付
篇
と
し
て
二
篇

の
論
文
が
付
さ
れ
て
い
る
。

以
下
各
章
の
主
題
を
示
し
、
本
書
の
内
容
へ
の
手
引
き
と
し
よ
う
。

ま
ず
序
論
。
こ
こ
で
の
著
者
の
狙
い
は
、
一
つ
に
は
、
智
顎
が
教
え
示

し
た
、
四
種
三
昧
の
な
か
の
常
行
三
昧
と
し
て
の
「
般
舟
三
昧
」
お
よ
び

仏
身
論
な
か
ん
ず
く
阿
弥
陀
仏
の
性
格
、
そ
れ
か
ら
浄
土
に
つ
い
て
の
見

解
（
Ⅱ
四
種
浄
土
説
）
が
、
そ
の
後
の
天
台
浄
土
教
の
展
開
の
歴
史
の
な

か
で
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
、
扱
わ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
か
を
あ
ら

か
じ
め
見
通
し
て
お
こ
う
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
三
点
の
事
項

は
い
ず
れ
も
内
容
的
に
浄
土
思
想
と
深
く
絡
む
事
柄
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、

確
認
し
て
お
く
こ
と
は
こ
れ
か
ら
の
論
究
を
い
っ
そ
う
明
白
な
も
の
と
す

る
で
あ
ろ
う
。

つ
ぎ
の
確
認
は
『
浄
土
十
疑
論
』
と
『
観
無
量
寿
経
疏
』
の
内
容
に
つ

い
て
で
あ
る
。
趙
宋
天
台
の
時
代
に
お
け
る
浄
土
思
想
へ
の
関
心
の
高
ま

り
は
、
著
述
で
い
え
ば
こ
れ
ら
両
書
に
負
う
と
こ
ろ
大
な
る
も
の
が
あ
っ

た
わ
け
で
あ
り
、
従
っ
て
こ
れ
ら
両
耆
の
内
容
を
見
極
め
て
お
こ
う
、
と

い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
ら
両
書
は
内
容
的
に
非
常
に
異
な
っ
て
い
る
。

前
者
は
曇
驚
・
善
導
系
の
浄
土
思
想
の
影
響
の
も
と
著
さ
れ
た
著
述
で
あ

り
、
天
台
教
学
の
匂
い
を
あ
ま
り
感
じ
さ
せ
な
い
著
述
で
あ
る
の
に
た
い

し
て
、
後
者
は
『
観
無
量
寿
経
』
に
い
う
念
仏
が
『
法
華
経
』
や
『
維
摩

経
』
な
ど
が
教
示
す
る
い
わ
ゆ
る
天
台
の
円
頓
止
観
と
内
容
的
に
同
じ
境

地
を
切
り
拓
く
三
昧
で
あ
る
と
の
了
解
を
背
後
に
も
っ
て
著
さ
れ
た
著
述

で
あ
っ
て
、
天
台
教
学
の
特
徴
を
色
濃
く
に
じ
ま
せ
た
著
述
で
あ
る
。
こ

う
し
た
両
書
の
内
容
上
の
相
違
か
ら
、
趙
宋
天
台
の
学
僧
た
ち
が
こ
れ
ら

の
い
ず
れ
に
思
想
的
な
親
近
感
を
抱
く
か
に
よ
っ
て
、
そ
の
浄
土
思
想
に

ち
が
い
が
生
ず
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
、
従
っ
て
の
ち
の
ち
の
趙
宋
天
台

の
思
想
的
展
開
の
流
れ
を
い
っ
そ
う
明
白
に
せ
ん
が
た
め
に
、
こ
れ
ら
両

書
の
確
認
が
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

第
三
の
確
認
は
永
明
延
寿
の
浄
土
思
想
に
向
け
ら
れ
る
。
五
代
の
時
代
、

復
興
の
兆
し
が
み
え
は
じ
め
た
天
台
宗
に
お
い
て
浄
土
教
へ
の
関
心
も
高

ま
り
は
じ
め
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
と
き
注
目
さ
れ
た
の
が
延
寿
の
浄
土

思
想
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
事
情
が
あ
る
た
め
に
、
著
者
は
こ
こ
で
か
れ

の
思
想
の
特
徴
を
見
極
め
て
お
こ
う
と
試
み
る
わ
け
で
あ
る
。

趙
宋
時
代
の
天
台
宗
に
お
け
る
浄
土
思
想
の
展
開
を
準
備
す
る
い
わ
ば

思
想
的
土
台
を
以
上
の
三
点
に
絞
り
、
こ
の
面
の
確
認
を
行
っ
た
上
で
、

い
よ
い
よ
本
論
の
論
述
へ
と
移
る
の
で
あ
る
。

本
論
の
第
一
章
は
、
そ
の
タ
ィ
ト
ル
ー
「
山
外
派
の
浄
土
思
想
」
が

示
す
よ
う
に
、
山
外
派
の
な
か
で
形
成
さ
れ
た
浄
土
思
想
の
究
明
を
主
題
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と
す
る
章
で
あ
る
。
ま
ず
は
じ
め
に
、
浄
土
思
想
も
そ
れ
を
背
景
と
し
て

説
示
さ
れ
る
に
い
た
る
山
外
派
の
止
観
の
思
想
の
一
般
的
な
特
徴
の
確
認

が
行
わ
れ
る
。
こ
こ
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
源
清
の
見
解
で
あ
る
。
天

台
思
想
の
も
と
で
は
止
観
の
方
法
の
基
本
は
「
観
心
」
と
し
て
了
解
さ
れ

る
べ
き
も
の
と
み
ら
れ
て
い
て
も
、
当
の
心
を
、
把
握
さ
れ
る
べ
き
諸
法

の
実
相
と
の
関
連
か
ら
眺
め
て
み
て
、
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
認
定
、

理
解
す
る
の
か
と
い
っ
た
問
題
を
め
ぐ
っ
て
、
山
外
派
は
智
顎
の
思
想
に

必
ず
し
も
合
致
し
な
い
、
い
さ
さ
か
特
異
な
見
解
を
も
ち
あ
わ
せ
て
い
る
。

「
心
」
と
「
諸
法
」
と
の
関
係
を
め
ぐ
る
そ
の
理
解
は
、
実
は
実
相
観
の

上
に
も
反
映
す
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
重
要
な
こ
と
に
、
こ
の
心
と
実

相
に
つ
い
て
の
理
解
が
山
外
派
の
浄
土
思
想
の
性
格
を
も
決
定
づ
け
る
、

と
い
う
こ
と
に
も
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
わ
け
で
著
者
は
源

清
の
思
想
を
手
掛
か
り
と
し
て
山
外
派
の
止
観
の
思
想
の
基
本
的
性
格
を

ま
ず
見
と
ど
け
て
お
こ
う
と
試
み
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
試
み
は
こ
の
あ

と
に
つ
づ
く
論
述
の
理
解
に
当
っ
て
道
筋
を
与
え
て
く
れ
て
、
意
味
の
あ

る
作
業
で
あ
る
。

こ
の
あ
と
智
円
の
浄
土
思
想
の
究
明
が
つ
づ
く
。
前
段
に
お
い
て
確
認

し
た
山
外
派
の
思
想
的
特
徴
を
踏
ま
え
て
構
築
さ
れ
た
浄
土
思
想
で
あ
る

こ
と
が
示
さ
れ
る
と
と
も
に
、
さ
ら
に
山
外
派
の
浄
土
思
想
の
基
本
的
性

格
そ
の
も
の
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。

第
二
章
は
、
そ
の
章
の
タ
ィ
ト
ル
ー
「
知
礼
の
念
仏
論
」
が
示
す
よ

う
に
、
山
家
派
の
中
心
的
位
置
に
立
つ
知
礼
の
浄
土
思
想
の
解
明
に
当
て

ら
れ
る
。

か
れ
の
浄
土
思
想
と
い
っ
て
も
天
台
思
想
の
基
本
か
ら
か
け
離
れ
た
も

の
で
は
も
ち
ろ
ん
な
く
、
従
っ
て
ま
ず
は
じ
め
に
天
台
の
止
観
の
思
想
の

基
本
構
造
が
概
観
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
れ
を
受
け
て
、
智
頷
の
思
想
の
正

統
の
継
承
者
と
し
て
の
知
礼
の
思
想
的
立
場
の
確
認
が
、
か
れ
が
教
示
す

る
妄
心
観
、
事
理
二
観
の
隻
修
の
主
張
、
約
心
観
心
論
な
ど
の
諸
説
を
手

掛
か
り
と
し
て
進
め
ら
れ
る
。

こ
の
あ
と
、
本
章
の
中
心
テ
ー
マ
で
あ
る
知
礼
の
浄
土
思
想
の
特
質
が

明
ら
か
に
さ
れ
て
ゆ
く
。
か
れ
の
浄
土
思
想
は
天
台
の
止
観
の
思
想
に
深

く
根
差
す
も
の
で
あ
る
こ
と
、
少
し
く
内
容
に
立
ち
入
っ
て
の
く
れ
ば
、

念
仏
は
事
相
の
念
仏
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
あ
く
ま
で
も
理
観
の
念
仏
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
す
な
わ
ち
『
観
無
量
寿
経
』
に
説
か
れ
る
十
六
観

は
、
円
教
の
止
観
の
場
合
と
ま
っ
た
く
同
様
に
、
一
心
三
観
を
能
観
の
法
、

一
境
三
諦
・
一
念
三
千
を
所
観
と
し
て
成
り
立
つ
理
観
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ

え
阿
弥
陀
仏
も
、
ま
た
そ
の
世
界
も
客
観
的
な
実
在
と
考
え
ら
れ
る
べ
き

で
は
な
く
、
ま
さ
に
衆
生
の
心
と
一
体
の
関
係
に
あ
る
も
の
と
み
ら
れ
る

べ
き
で
あ
る
。
こ
う
し
た
内
容
の
事
柄
が
整
理
し
て
の
べ
ら
れ
、
知
礼
の

浄
土
思
想
の
基
本
が
詳
述
さ
れ
る
。

第
三
章
は
「
遵
式
の
浄
土
思
想
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
知
礼
の
学
友

で
も
あ
り
、
同
じ
山
家
派
の
学
僧
、
遵
式
の
浄
土
思
想
の
性
格
が
論
究
さ

れ
る
。
念
仏
の
基
本
を
理
観
に
み
る
知
礼
と
は
異
な
り
、
罪
障
の
滅
除
を

実
現
す
る
も
の
と
し
て
の
熾
法
に
つ
よ
い
関
心
を
示
し
、
か
つ
称
名
念
仏

を
重
視
す
る
と
い
っ
た
い
わ
ゆ
る
思
想
の
事
的
な
側
面
に
比
重
を
置
い
て

そ
の
教
法
を
構
想
し
た
の
が
遵
式
で
あ
り
、
こ
の
点
で
か
れ
の
浄
土
思
想

は
知
礼
と
ち
が
っ
た
局
面
を
切
り
拓
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
繧
々
説

き
示
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
だ
か
ら
と
い
っ
て
か
れ
の
浄
土
思
想
が
天
台
の
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根
本
の
思
想
と
無
縁
な
も
の
と
い
う
の
で
は
な
い
。
一
念
三
千
や
十
界
互

具
の
思
想
と
関
係
づ
け
て
己
身
弥
陀
・
唯
心
浄
土
を
主
張
す
る
、
ま
さ
に

天
台
浄
土
教
と
呼
ん
で
お
か
し
く
な
い
思
想
で
あ
る
こ
と
が
、
明
ら
か
に

さ
れ
る
。
な
お
か
れ
が
熾
法
な
り
口
称
念
仏
に
関
心
を
示
す
よ
う
に
な
っ

た
思
想
的
理
由
と
し
て
、
人
間
在
存
の
罪
悪
性
に
つ
い
て
の
鋭
い
自
覚
が

あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
点
も
の
べ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

第
四
章
は
「
神
照
本
如
系
の
浄
土
教
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
遵
式
以
後

の
天
台
浄
土
教
の
い
わ
ゆ
る
思
想
模
様
の
究
明
が
主
題
と
さ
れ
る
。
四
明

知
礼
の
あ
と
、
天
台
の
教
学
は
「
四
明
の
三
家
」
と
呼
ば
れ
る
人
た
ち
に

よ
っ
て
継
承
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
が
、
浄
土
思
想
に
関
心
を
示
し
た
の

は
、
そ
の
う
ち
の
神
照
本
如
、
そ
し
て
か
れ
の
流
れ
を
汲
む
人
び
と
で
あ

っ
た
こ
と
、
そ
れ
か
ら
本
如
系
の
人
び
と
が
継
承
し
た
の
は
、
知
礼
の
浄

土
学
で
は
な
く
遵
式
の
浄
土
思
想
で
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
遵
式
の
思
想
を

継
承
し
つ
つ
、
か
れ
ら
の
間
で
ど
の
よ
う
な
浄
土
思
想
が
構
想
き
れ
る
に

い
た
っ
た
の
か
と
い
っ
た
問
題
、
こ
う
し
た
事
柄
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。

第
五
章
「
禅
宗
系
浄
土
教
と
天
台
の
関
係
」
。
知
礼
、
遵
式
の
あ
と
、

禅
宗
に
心
を
寄
せ
な
が
ら
も
、
天
台
浄
土
教
に
関
心
を
示
す
な
ん
人
も
の

在
俗
の
信
仰
者
が
現
れ
て
く
る
。
こ
の
章
で
は
、
こ
の
系
統
の
人
び
と
の

浄
土
思
想
の
特
徴
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
禅
の
思
想
と
浄
土
思
想
と
は
思

想
構
造
を
同
じ
く
す
る
も
の
で
は
な
い
。
禅
の
立
場
を
保
ち
つ
つ
浄
土
思

想
に
接
近
す
れ
ば
、
思
想
的
に
み
て
、
阿
弥
陀
仏
が
、
ま
た
浄
土
が
、
そ

れ
か
ら
往
生
と
い
う
こ
と
が
当
然
問
題
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
禅
宗
系
浄

土
教
の
も
と
で
こ
れ
ら
の
問
題
が
ど
の
よ
う
に
解
決
さ
れ
、
い
か
な
る
浄

土
思
想
が
形
成
さ
れ
て
く
る
の
か
と
い
た
こ
と
が
詳
述
さ
れ
る
。

第
六
章
は
「
在
家
信
仰
と
天
台
浄
土
教
」
で
あ
る
。
十
一
、
二
世
紀
ご

ろ
の
天
台
浄
土
教
を
と
り
ま
く
状
況
は
、
遵
式
や
本
如
系
の
諸
師
た
ち
の

活
動
に
加
え
て
、
他
の
法
系
の
人
た
ち
の
活
動
も
あ
っ
て
、
僧
俗
の
信
奉

者
の
数
を
次
第
に
増
大
さ
せ
つ
つ
あ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の

傾
向
が
そ
の
後
さ
ら
に
つ
よ
め
ら
れ
る
な
か
で
、
注
目
す
べ
き
こ
と
に
在

家
の
信
奉
者
の
な
か
か
ら
天
台
浄
土
教
を
独
自
な
見
方
に
立
っ
て
見
直
そ

う
と
す
る
動
き
が
生
ま
れ
て
く
る
。
そ
れ
は
天
台
思
想
の
基
本
に
立
ち
返

っ
て
天
台
浄
土
教
を
見
直
そ
う
と
す
る
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な
試
み
で
あ
っ

た
。
著
者
は
在
俗
の
信
奉
者
が
構
想
す
る
独
自
の
見
解
を
鮮
や
か
に
描
き

出
し
て
み
せ
て
く
れ
る
。

第
七
章
「
元
照
の
天
台
浄
土
教
批
判
」
。
『
観
無
量
寿
経
』
の
解
釈
を
論

拠
と
し
て
提
起
さ
れ
る
天
台
浄
土
教
に
つ
い
て
の
元
照
の
批
判
の
構
造
を

論
究
し
た
章
が
こ
の
七
章
で
あ
る
。
元
照
の
「
観
経
』
解
釈
の
基
本
姿
勢
、

そ
こ
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
観
法
観
、
さ
ら
に
は
阿
弥
陀
仏
の
仏
身
・
仏
土

に
つ
い
て
の
見
解
、
元
照
の
思
想
を
こ
れ
ら
の
側
面
か
ら
整
理
し
、
そ
し

て
そ
れ
ぞ
れ
の
点
か
ら
知
礼
に
象
徴
さ
れ
る
天
台
浄
土
教
の
思
想
と
の
異

同
を
、
著
者
は
明
ら
か
に
し
て
み
せ
て
く
れ
る
。

本
論
の
最
終
章
が
第
八
章
「
知
礼
浄
土
学
の
復
興
」
で
あ
る
。
十
一
世

紀
後
半
か
ら
十
二
世
紀
の
初
頭
に
か
け
て
天
台
浄
土
教
は
活
況
を
呈
す
る

こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
時
代
の
そ
れ
は
、
思
想
的
に
み
て
、
遵
式
に
よ
る

浄
土
思
想
の
開
陳
に
端
を
発
す
る
系
統
の
も
の
で
あ
り
、
遡
れ
ば
『
浄
土

十
疑
論
』
の
思
想
に
繋
が
る
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
傾
向
の

浄
土
思
想
が
隆
盛
を
み
る
に
い
た
っ
た
結
果
、
知
礼
の
浄
土
思
想
は
も
と

よ
り
天
台
教
学
そ
の
も
の
も
顧
ら
れ
な
い
と
い
う
状
況
が
現
出
す
る
に
い
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複
雑
な
展
開
の
経
過
を
辿
る
趙
宋
時
代
の
天
台
浄
土
教
の
全
貌
を
明
ら

か
に
し
て
み
せ
た
著
述
で
あ
る
だ
け
に
、
そ
こ
で
の
著
者
の
問
題
設
定
な

り
狙
い
と
さ
れ
る
主
題
を
的
確
に
取
り
出
し
え
た
か
ど
う
か
、
正
直
な
と

こ
ろ
不
安
な
し
と
し
な
い
。
見
当
ち
が
い
の
す
べ
て
は
筆
者
の
読
み
取
り

の
ま
ず
さ
ゆ
え
と
は
っ
き
り
と
の
べ
て
お
こ
う
。
錯
綜
し
た
問
題
が
扱
わ

れ
る
本
書
の
内
容
を
考
え
る
と
き
、
筆
者
は
そ
の
紹
介
の
任
に
あ
ら
ず
、

の
思
い
を
つ
よ
め
る
は
か
り
で
あ
る
が
、
筆
を
燗
く
に
あ
た
り
、
読
後
感

を
一
、
二
付
言
す
る
こ
と
を
お
許
し
い
た
だ
く
こ
と
に
し
よ
う
。

一
つ
は
、
天
台
浄
土
教
を
研
究
対
象
と
す
る
と
き
、
天
台
浄
土
教
と
し

て
独
立
し
た
領
域
を
画
し
う
る
の
か
、
と
い
う
問
題
を
め
ぐ
っ
て
の
漠
然

と
し
た
疑
問
で
あ
る
。
知
礼
の
浄
土
学
は
天
台
教
学
に
は
っ
き
り
裏
打
ち

さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
、
天
台
浄
土
教
と
し
て
の
確
固
と
し
た
独
立
の

思
想
的
領
域
を
保
有
す
る
こ
と
に
な
る
け
れ
ど
も
、
知
礼
か
ら
距
離
を
も

っ
た
思
想
は
、
そ
こ
か
ら
離
れ
れ
ば
離
れ
る
ほ
ど
、
天
台
教
学
と
し
て
の

た
っ
た
。
し
か
し
十
二
世
紀
中
葉
以
降
、
状
況
は
大
き
く
変
化
し
、
天
台

の
基
本
思
想
の
研
鰭
に
意
味
を
見
出
す
思
想
的
雰
囲
気
が
醸
成
さ
れ
て
く

る
。
か
く
て
こ
こ
に
知
礼
浄
土
学
へ
の
回
帰
と
そ
れ
に
導
か
れ
た
新
た
な

浄
土
思
想
の
形
成
へ
の
動
き
が
現
実
化
し
て
く
る
。
著
者
は
そ
こ
に
提
示

さ
れ
る
新
た
な
天
台
浄
土
思
想
を
丹
念
に
描
い
て
み
せ
て
く
れ
る
。

本
論
は
こ
れ
で
終
わ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
あ
と
付
篇
と
し
て
二
篇
の

論
文
が
付
さ
れ
て
い
る
。
タ
イ
ト
ル
だ
け
を
紹
介
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

「
智
頷
の
念
仏
三
昧
論
」
と
「
智
顎
の
般
舟
三
昧
」
、
以
上
の
二
篇
で
あ

る
。

色
合
い
を
薄
め
、
逆
に
種
々
の
爽
雑
物
を
含
む
こ
と
に
な
り
や
す
い
。

『
浄
土
十
疑
論
』
に
繋
が
っ
て
自
ら
の
浄
土
思
想
の
構
築
を
模
索
す
る
思

想
的
立
場
は
、
「
浄
土
十
疑
論
』
自
体
天
台
的
で
な
い
分
、
他
の
系
統
の

思
想
を
内
に
取
り
込
む
思
想
的
い
と
な
み
を
許
す
立
場
と
み
ら
れ
て
よ
い

で
あ
ろ
う
。
ま
し
て
『
十
疑
論
』
が
善
導
的
要
素
を
内
包
す
る
作
品
で
あ

っ
て
み
れ
ば
、
こ
れ
に
従
っ
た
思
索
の
歩
み
の
な
か
に
い
わ
ゆ
る
善
導
的

な
る
も
の
が
混
入
し
て
き
て
も
な
ん
ら
お
か
し
く
な
い
。
『
浄
土
十
疑
論
』

に
従
っ
た
思
索
の
方
向
と
曇
鴬
・
善
導
の
系
統
と
の
間
の
思
想
的
垣
根
は

決
し
て
高
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
中
国
の
浄

土
思
想
の
展
開
の
跡
を
辿
ろ
う
と
す
れ
ば
、
関
連
の
思
想
の
全
体
を
ト
ー

タ
ル
に
み
る
眼
が
求
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
て
く
る
。
も
ち
ろ
ん
筆

者
の
こ
う
し
た
思
い
も
こ
の
労
作
の
ま
え
で
は
な
ん
の
意
味
も
も
ち
え
な

い
。
錯
綜
し
た
過
程
を
辿
る
天
台
浄
土
教
の
展
開
の
歴
史
が
、
著
者
の
慧

眼
に
よ
っ
て
見
事
に
整
理
さ
れ
た
わ
け
で
、
こ
の
こ
と
は
な
に
も
の
に
も

替
え
が
た
い
。

も
う
一
つ
、
こ
れ
は
本
耆
の
内
容
と
ま
っ
た
く
関
係
の
な
い
事
柄
で
あ

る
が
、
天
台
学
が
絡
む
場
面
と
い
う
こ
と
で
、
場
ち
が
い
と
承
知
の
う
え

で
の
べ
る
こ
と
を
許
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
し
よ
う
。
の
べ
て
お
き
た
い

と
考
え
る
事
柄
は
、
知
礼
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
天
台
智
顎
の
思
想
の
根

本
は
「
性
具
」
（
ま
た
「
具
」
）
を
教
示
す
る
点
に
あ
る
、
と
み
て
よ
い
の

か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
智
顎
が
い
う
「
諸
法
の
実

相
」
と
は
．
念
に
三
千
の
法
が
具
足
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
あ
り
よ
う

の
こ
と
で
あ
る
と
か
、
あ
る
い
は
ま
た
「
理
具
三
千
」
「
事
造
三
千
」
と

い
う
表
現
で
示
さ
れ
る
こ
と
と
理
解
し
て
よ
い
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
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る
。
知
礼
の
こ
う
し
た
解
釈
に
は
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
ず

問
題
提
起
の
意
味
か
ら
あ
え
て
記
す
こ
と
に
し
た
。
な
お
「
諸
法
の
実

相
」
を
め
ぐ
る
知
礼
の
こ
う
し
た
解
釈
が
成
立
し
な
く
と
も
、
「
具
」
の

思
想
を
基
本
に
据
え
て
説
示
さ
れ
る
か
れ
の
浄
土
思
想
そ
れ
自
体
は
、
そ

の
論
理
的
基
盤
を
な
ん
ら
弱
め
る
も
の
で
は
な
い
。
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