
中
国
天
台
学
の
研
究
に
お
い
て
、
新
た
な
方
法
論
が
見
直
さ
れ
て
い
る

現
状
に
あ
っ
て
、
問
題
の
視
点
と
い
う
も
の
が
研
究
方
法
に
重
大
な
位
置

を
占
め
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
史
を
眺
め
て
も
、

天
台
止
観
の
成
立
史
的
な
視
点
に
も
と
づ
く
研
究
方
法
は
決
し
て
少
な
い

わ
け
で
は
な
い
。

昨
今
、
智
顎
の
根
本
教
学
を
表
詮
す
る
諸
著
述
に
つ
い
て
、
そ
れ
の
帰

属
に
関
す
る
疑
義
が
投
げ
か
け
ら
れ
て
い
る
。
本
研
究
に
お
け
る
視
点
は
、

こ
の
よ
う
な
学
界
の
状
況
に
お
い
て
生
じ
た
新
た
な
視
点
で
あ
り
、
そ
の

視
点
に
も
と
づ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
天
台
止
観
の
成
立
の
よ
り
総
合
的
な

研
究
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
る
。

著
者
の
大
野
栄
人
氏
は
現
在
、
愛
知
学
院
大
学
の
教
授
の
職
に
あ
る
が
、

大
学
院
時
代
は
大
谷
大
学
の
故
・
安
藤
俊
雄
博
士
及
び
、
横
超
慧
日
博
士

の
下
で
天
台
学
の
研
讃
を
積
ま
れ
た
。
こ
の
た
び
氏
が
、
新
た
な
見
地
に

立
っ
て
、
よ
り
総
合
的
な
研
究
を
指
標
と
し
、
ま
た
中
国
天
台
が
抱
え
る

重
要
な
問
題
に
改
め
て
着
手
し
た
こ
と
は
誠
に
意
義
深
い
こ
と
で
あ
る
。

大
野
栄
人
著

『
天
台
止
観
成
立
史
の
研
究
』

大
窪
康
充

本
書
は
著
者
が
愛
知
学
院
大
学
に
提
出
さ
れ
た
学
位
論
文
の
公
判
で
あ

っ
て
、
七
百
ペ
ー
ジ
余
り
に
及
ぶ
力
作
で
あ
る
。
は
じ
め
に
本
書
の
全
体

的
な
構
成
に
つ
い
て
紹
介
し
て
お
こ
う
。

序
論

本
論第

一
章
南
岳
慧
思
の
禅
法
と
そ
の
背
景

第
二
章
天
台
智
顎
の
禅
法
と
観
法
の
形
成

第
三
章
天
台
智
顎
の
観
心
に
関
す
る
諸
著
述
の
成
立
史
的
考
察

第
四
章
『
摩
訶
止
観
』
に
お
け
る
円
頓
行
体
系
と
四
種
三
昧
の
成

立
史
的
考
察

第
五
章
『
摩
訶
止
観
』
に
お
け
る
止
観
の
成
立
史
的
考
察

附
編第

一
章
天
台
文
献
の
考
証
と
三
論
学
派
に
対
す
る
智
顎
の
見
解

第
二
章
一
念
三
千
思
想
の
形
成
過
程

一
瞥
し
て
分
か
る
よ
う
に
、
本
研
究
の
中
心
課
題
は
大
き
く
二
つ
に
大

別
さ
れ
る
。
一
つ
は
止
観
の
成
立
史
的
な
考
察
、
も
う
一
つ
は
智
顎
の
諸

文
献
に
関
す
る
考
証
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
文
献
学
的
な
方
法
に
よ
っ
て
、

成
立
史
的
な
視
点
に
も
と
づ
い
て
考
察
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
総

合
的
な
「
止
観
」
法
の
把
握
と
同
時
に
、
文
献
の
帰
属
に
関
す
る
疑
義
の

一
端
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

ま
ず
第
一
章
で
は
、
智
顎
の
止
観
体
系
に
お
い
て
思
想
的
・
実
践
的
な

影
響
を
与
え
て
い
る
慧
思
の
教
学
に
つ
い
て
論
究
す
る
。
第
一
節
「
慧
思
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の
求
道
と
末
法
観
」
、
第
二
節
「
慧
思
に
お
け
る
禅
法
組
織
の
背
景
」
、
第

三
節
弓
大
品
般
若
経
」
『
大
智
度
論
』
所
説
の
禅
観
と
慧
思
の
禅
法
」
と

い
う
三
種
の
構
成
を
も
と
に
、
慧
思
の
生
涯
、
末
法
観
、
禅
法
組
織
の
社

会
的
背
景
、
そ
し
て
智
顎
に
影
響
を
与
え
た
禅
法
な
ど
に
つ
い
て
考
証
す

る
。
慧
思
に
お
い
て
は
様
々
な
社
会
的
背
景
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る

が
、
こ
と
に
著
者
は
、
『
大
品
般
若
経
」
『
大
智
度
論
』
と
慧
思
の
禅
法
と

の
関
係
性
に
着
眼
し
、
こ
の
両
経
論
か
ら
の
禅
観
摂
取
の
基
本
的
立
場
を

通
し
て
、
慧
思
独
自
の
禅
法
に
つ
い
て
指
摘
す
る
。
基
本
的
に
は
両
経
論

の
影
響
が
も
っ
と
も
顕
著
で
あ
る
『
随
自
意
三
昧
』
（
一
巻
）
と
『
諸
法

無
靜
三
昧
』
（
二
巻
）
を
中
心
に
考
察
が
進
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
説

示
さ
れ
る
禅
法
が
多
分
に
両
経
論
の
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
文
献
学

的
な
立
場
か
ら
立
証
す
る
。
慧
思
に
よ
る
両
経
論
か
ら
の
禅
観
摂
取
に
つ

い
て
、
本
来
的
に
般
若
波
羅
蜜
を
重
点
に
置
く
『
般
若
経
』
『
大
智
度
論
』

を
基
調
と
し
な
が
ら
も
、
実
際
は
禅
波
羅
蜜
を
根
底
に
お
い
た
禅
観
の
摂

取
で
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
。
そ
し
て
著
者
は
「
慧
思
は
と
く
に
心
・
心

性
・
如
来
蔵
な
ど
の
問
題
に
注
意
を
そ
そ
い
で
講
説
す
る
」
こ
と
を
指
摘

し
、
ま
た
「
そ
の
前
提
に
は
、
禅
法
を
た
ん
に
観
念
の
問
題
と
し
て
捉
え

る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
衆
生
済
度
と
し
て
の
菩
薩
行
を
明
ら
か
に
す

る
た
め
で
あ
る
」
こ
と
を
示
唆
す
る
。
さ
ら
に
著
者
は
禅
法
と
神
通
と
の

関
係
性
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
お
り
、
最
後
に
は
、
こ
の
よ
う
な
慧
思
独

自
の
把
捉
に
も
と
づ
き
、
具
体
的
な
禅
法
と
し
て
四
念
処
観
を
取
り
上
げ

論
究
を
試
み
て
い
る
。

続
く
第
二
章
は
、
全
体
が
四
種
の
構
成
よ
り
成
っ
て
お
り
、
慧
思
の
影

響
が
い
ま
だ
強
い
智
顎
の
前
期
時
代
に
お
け
る
禅
法
お
よ
び
観
法
、
そ
し

て
観
法
組
織
の
基
本
構
想
と
基
本
的
立
場
に
つ
い
て
究
明
す
る
。
第
一
節

が
「
中
国
に
お
け
る
方
等
骸
法
の
実
修
と
そ
の
意
義
」
、
第
二
節
が
『
方

等
三
昧
行
法
』
所
説
の
禅
法
」
と
あ
っ
て
、
い
ず
れ
も
方
等
三
昧
（
方
等

儀
法
）
を
中
心
に
取
り
扱
っ
て
い
る
。
周
知
の
ご
と
く
、
方
等
三
昧
は

『
方
等
陀
羅
尼
経
』
（
四
巻
）
を
基
調
と
し
て
お
り
、
智
顎
が
生
涯
を
通

し
て
も
っ
と
も
重
視
し
た
三
昧
行
の
ひ
と
つ
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
著
者
は

『
方
等
陀
羅
尼
経
』
に
つ
い
て
、
一
方
で
現
世
利
益
的
な
信
仰
を
認
め
な

が
ら
も
、
あ
く
ま
で
も
罪
業
に
ま
み
れ
た
自
己
の
直
視
内
観
の
実
践
的
な

意
味
合
い
に
力
点
を
お
き
、
こ
の
「
経
」
で
教
示
し
て
く
れ
る
儀
悔
法
に

特
別
な
意
義
を
見
い
だ
し
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
智
顎
は
、
こ
の
『
方
等
陀

羅
尼
経
』
に
よ
る
織
悔
の
実
修
法
を
体
系
化
し
た
わ
け
で
あ
り
、
そ
の
結

果
と
し
て
『
方
等
三
昧
行
法
』
「
方
等
熾
法
」
「
方
等
三
昧
」
の
三
本
の
撰

述
を
導
い
た
の
で
あ
る
。
と
く
に
最
初
期
の
『
方
等
三
昧
行
法
』
の
究
明

は
、
円
頓
止
観
と
し
て
体
系
化
さ
れ
た
「
方
等
三
昧
」
の
原
初
的
形
態
の

あ
ら
わ
れ
を
意
味
し
て
お
り
、
そ
れ
は
ま
さ
し
く
悪
の
業
相
に
対
す
る
熾

悔
対
治
を
基
本
と
し
た
智
顎
の
人
間
回
復
の
願
い
が
前
提
に
あ
る
と
主
張

す
る
。
そ
し
て
第
三
節
は
「
『
次
第
禅
門
』
所
説
の
禅
観
・
禅
法
・
観
法
」

と
し
て
、
智
顎
の
前
期
時
代
の
代
表
的
な
著
作
で
あ
る
『
次
第
禅
門
』

（
十
二
巻
）
を
取
り
扱
っ
て
、
智
顎
の
禅
観
組
織
の
基
本
的
な
構
造
に
つ

い
て
考
察
す
る
。
具
体
的
に
著
者
は
、
禅
法
な
ど
の
名
目
を
列
挙
す
る
と

い
う
資
料
的
な
面
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
っ
て
、
イ
ン
ド
以
来
の
大
小

乗
諸
禅
観
・
諸
禅
法
を
観
法
と
し
て
体
系
づ
け
て
い
く
智
顎
の
基
本
的
な

態
度
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
い
わ
ゆ
る
慧
思
の
学
風
を
受
け
継
ぐ
こ
と
に

よ
り
、
『
大
品
般
若
経
』
「
大
智
度
論
』
が
智
顎
の
初
期
禅
法
の
形
成
に
重
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大
な
影
響
を
及
ぼ
し
、
ま
た
そ
れ
が
後
の
止
観
形
成
の
基
盤
と
な
っ
た
の

で
あ
る
。
最
後
の
第
四
節
は
「
智
顎
に
お
け
る
調
経
法
の
形
成
」
と
あ
っ

て
、
「
い
か
に
謂
経
が
単
に
経
典
を
読
調
す
る
こ
と
か
ら
、
天
台
円
教
の

実
践
行
法
と
し
て
確
立
さ
れ
て
い
く
の
か
」
と
い
う
調
経
法
の
形
成
過
程

に
つ
い
て
、
智
顎
の
初
期
か
ら
後
期
時
代
の
著
作
を
も
と
に
論
じ
て
い
る
。

こ
こ
で
著
者
は
、
智
顎
の
調
経
観
の
典
拠
と
な
っ
て
い
る
経
典
を
と
く
に

指
示
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
根
拠
と
し
た
智
頴
独
自
の
荊
経
観
に
つ
い
て
考

証
し
て
い
る
。
と
く
に
智
顎
の
調
経
観
と
し
て
四
種
に
大
別
し
ま
と
め
て

述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
の
紹
介
は
省
略
す
る
。

以
上
の
よ
う
な
、
智
顎
の
前
期
時
代
に
お
け
る
著
作
を
通
じ
た
禅
観
あ

る
い
は
禅
法
組
織
の
解
明
は
、
智
顎
の
完
成
し
た
「
止
観
」
法
の
基
本
的

な
構
造
を
示
唆
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
・

続
く
第
三
章
は
、
従
来
の
学
会
に
お
け
る
審
議
未
了
の
文
献
に
関
す
る

研
究
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
『
観
心
十
二
部
数
経
義
』
『
観
心
食
法
』
『
観
心

謂
経
法
』
『
禅
門
要
略
』
と
い
う
重
要
な
文
献
を
取
り
扱
っ
て
、
こ
れ
ら

の
著
作
の
講
説
者
、
講
説
の
年
次
、
講
説
の
意
図
と
目
的
に
つ
い
て
究
明

し
て
い
る
。
著
者
は
こ
れ
ら
四
点
の
著
作
に
対
し
て
、
お
お
よ
そ
智
顎
の

講
説
で
あ
る
と
結
論
づ
け
て
お
り
、
ま
た
推
測
の
域
を
脱
し
て
い
な
い
も

の
の
、
そ
れ
ら
の
年
次
、
さ
ら
に
は
講
説
の
意
図
と
目
的
な
ど
に
つ
い
て
、

綿
密
な
文
献
学
的
な
研
究
方
法
を
通
し
て
新
た
な
見
解
を
呈
示
し
て
い
る
〔

そ
し
て
第
四
章
は
『
摩
訶
止
観
』
の
円
頓
止
観
と
四
種
三
昧
の
成
立
に

つ
い
て
考
察
す
る
。
第
一
節
は
「
智
顎
に
お
け
る
行
体
系
の
変
遷
」
と
し

て
、
『
法
華
経
』
所
説
の
「
方
便
と
真
実
」
義
の
根
幹
を
究
明
す
る
と
同

時
に
、
そ
の
義
に
も
と
づ
く
円
頓
止
観
の
体
系
が
確
立
さ
れ
て
い
く
経
過

に
つ
い
て
論
証
す
る
。
こ
と
に
円
頓
止
観
の
骨
格
と
な
る
二
十
五
方
便
・

十
境
十
乗
観
法
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
変
遷
過
程
を
智
顎
の
著
作
を
通

じ
て
跡
づ
け
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
原
型
が
『
次
第
禅
門
』
の
近
方
便

（
二
十
五
方
便
）
と
遠
方
便
（
五
種
法
）
で
あ
る
と
規
定
す
る
こ
と
は
従

来
の
学
説
通
り
で
あ
る
。
第
二
節
は
「
智
顎
に
お
け
る
円
教
相
即
論
の
形

成
」
で
あ
る
。
著
者
は
智
顎
の
相
即
論
の
変
貌
と
し
て
、
弓
大
品
般
若

経
』
の
般
若
空
観
か
ら
「
法
華
経
』
の
諸
法
実
相
を
基
盤
と
し
た
絶
待
相

即
の
体
系
確
立
」
で
あ
り
、
換
言
す
れ
ば
、
「
不
二
相
即
論
（
否
定
の
論

理
）
か
ら
絶
待
相
即
（
現
実
の
絶
待
肯
定
の
論
理
）
」
へ
の
変
貌
で
あ
る

こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
変
貌
の
基
盤
に
は
、
ま
さ
し
く

法
華
円
教
の
絶
待
開
会
の
論
理
を
基
底
と
し
た
円
融
相
即
（
円
融
三
諦
・

一
心
三
観
）
、
ま
た
は
互
具
相
即
（
十
界
互
具
・
百
界
千
如
・
一
念
具
三

千
）
と
い
っ
た
天
台
相
即
論
の
特
質
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
著
者

は
相
即
論
理
を
体
系
づ
け
た
意
図
に
つ
い
て
、
当
時
の
時
代
的
な
背
景
と

の
関
連
か
ら
二
点
の
要
因
を
上
げ
て
論
証
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
の
紹
介

は
省
く
こ
と
に
す
る
。
第
三
節
は
「
智
顎
に
お
け
る
四
種
三
昧
の
形
成
過

程
」
と
し
て
、
「
摩
訶
止
観
」
所
説
の
四
種
三
昧
の
形
成
過
程
を
明
ら
か

に
す
る
上
で
、
龍
樹
の
『
大
智
度
論
』
所
説
の
三
昧
思
想
、
慧
思
の
三
昧

思
想
、
さ
ら
に
智
顎
の
前
期
時
代
の
三
昧
思
想
か
ら
、
「
摩
訶
止
観
』
の

四
種
三
昧
へ
の
展
開
と
、
そ
の
思
想
に
つ
い
て
論
究
す
る
。
こ
こ
で
著
者

は
、
禅
観
を
主
眼
と
す
る
慧
思
の
三
昧
に
お
い
て
、
四
種
三
昧
の
行
法
の

実
際
が
ほ
ぼ
備
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
さ
ら
に
は
慧
思
の
実
践

的
・
思
想
的
影
響
が
濃
厚
で
あ
る
「
次
第
禅
門
』
に
お
い
て
、
四
種
三
昧

の
原
型
な
り
実
質
が
既
に
成
立
し
備
わ
っ
て
お
り
、
智
顎
の
初
期
の
こ
ろ
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に
お
い
て
実
際
に
そ
れ
を
修
行
し
て
い
た
事
実
に
つ
い
て
も
明
示
す
る
。

そ
し
て
第
四
節
「
「
摩
訶
止
観
』
常
坐
三
昧
と
そ
の
形
成
」
、
第
五
節

『
摩
訶
止
観
』
常
行
三
昧
と
そ
の
形
成
」
、
第
六
節
弓
摩
訶
止
観
』
半

行
半
坐
三
昧
《
方
等
三
昧
》
と
そ
の
形
成
」
で
は
、
『
摩
訶
止
観
』
所
説
の

常
坐
三
昧
、
常
行
三
昧
、
半
行
半
坐
三
昧
（
方
等
三
味
）
に
お
け
る
形
成

過
程
に
つ
い
て
概
観
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
三
昧
が
典
拠
と
な
っ

て
い
る
諸
経
論
に
つ
い
て
徴
密
な
対
照
表
に
よ
っ
て
、
そ
の
典
拠
と
『
摩

訶
止
観
」
の
説
相
を
具
体
的
に
比
較
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
ら
の

相
違
点
や
問
題
点
に
つ
い
て
究
明
し
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
筆
者
は
、

著
者
の
注
目
す
べ
き
意
見
と
し
て
次
の
二
点
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
第

一
点
は
常
坐
三
昧
に
対
す
る
吟
味
に
お
い
て
、
智
顎
が
端
坐
正
観
と
歴
縁

対
境
と
を
設
け
た
こ
と
に
深
い
理
由
を
見
い
だ
し
、
四
種
三
昧
の
な
か
で
、

端
坐
を
身
儀
と
規
定
す
る
常
坐
三
昧
と
歴
縁
対
境
で
あ
る
非
行
非
坐
三
昧

を
最
も
智
顎
が
重
視
し
た
と
い
う
見
解
で
あ
り
、
第
二
点
は
方
等
三
昧
に

対
す
る
吟
味
に
お
い
て
、
仏
道
修
行
（
観
法
）
と
俄
法
が
不
即
不
離
の
関

係
に
あ
る
こ
と
を
明
示
し
た
上
で
、
智
顎
の
実
相
論
の
根
底
を
儀
悔
の
中

に
お
い
て
み
よ
う
と
す
る
見
解
で
あ
る
。

最
後
の
第
五
章
は
、
『
摩
訶
止
観
』
で
説
か
れ
る
十
境
・
十
乗
観
法
の

一
々
の
形
成
過
程
を
究
明
す
る
と
同
時
に
、
十
境
・
十
乗
観
法
の
思
想
的

意
義
に
つ
い
て
具
体
的
に
論
究
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
実
際
的
に

は
、
十
境
が
陰
入
界
境
、
煩
悩
境
、
病
患
境
、
業
相
境
、
魔
事
境
に
つ
い

て
、
ま
た
十
乗
観
法
が
起
慈
悲
心
の
み
に
限
定
さ
れ
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、

全
体
が
「
摩
訶
止
観
』
本
文
の
忠
実
な
解
明
と
同
時
に
、
成
立
史
的
な
視

点
か
ら
智
顎
の
前
期
時
代
の
資
料
と
の
照
合
を
通
し
て
研
究
が
進
め
ら
れ

て
い
る
。
一
々
の
詳
細
は
省
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
主
要
な
点
の
み
を
紹
介
し

て
お
く
に
留
め
て
お
き
た
い
。

ま
ず
初
め
に
陰
入
界
境
に
つ
い
て
、
著
者
は
陰
入
界
の
諸
見
解
を
智
顎

の
著
作
全
般
に
わ
た
っ
て
資
料
を
呈
示
し
、
陰
入
界
そ
の
も
の
の
本
質
に

つ
い
て
触
れ
て
お
り
、
ま
た
そ
れ
が
十
境
の
第
一
に
設
定
さ
れ
る
理
由
に

つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
陰
入
界
境
は
己
心
の
日
常
性

の
中
に
現
前
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
識
す
る
こ
と
に
よ
り
、
何
よ
り

も
陰
入
界
か
ら
の
己
心
の
脱
却
を
最
も
重
要
な
課
題
と
す
る
智
顎
の
現
実

主
義
的
な
見
方
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
。
ま
た
陰
入
界
の
成
立
史
的
な
視
点

か
ら
は
、
『
次
第
禅
門
』
所
説
の
陰
入
界
が
『
六
妙
法
門
』
に
継
承
さ
れ
、

さ
ら
に
「
四
念
処
』
へ
と
展
開
し
、
『
天
台
小
止
観
』
に
お
い
て
、
止
・

観
に
よ
る
六
根
の
対
治
法
へ
と
発
展
さ
せ
、
最
終
的
に
は
『
摩
訶
止
観
』

の
十
境
第
一
陰
入
界
境
と
し
て
体
系
づ
け
が
な
さ
れ
た
、
と
い
う
新
た
な

展
開
を
示
し
て
い
る
。

続
く
煩
悩
境
で
は
、
『
次
第
禅
門
』
『
覚
意
三
昧
』
「
六
妙
法
門
』
『
禅
門

章
』
な
ど
に
お
け
る
煩
悩
の
生
起
と
対
治
法
と
の
関
連
に
つ
い
て
明
ら
か

に
し
な
が
ら
も
、
こ
と
に
十
境
中
の
煩
悩
境
が
『
次
第
禅
門
」
の
所
説
に

全
面
的
に
依
処
し
て
説
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
示
す
る
。

次
は
病
患
境
に
お
け
る
成
立
過
程
と
そ
の
思
想
的
な
意
義
の
究
明
で
あ

る
が
、
著
者
は
病
患
の
発
る
原
因
と
そ
の
対
治
療
法
に
つ
い
て
、
決
し
て

智
顎
の
独
創
で
な
い
こ
と
を
指
摘
し
、
仏
教
諸
経
論
を
依
処
す
る
ほ
か
に
、

陰
陽
五
行
説
な
ど
の
中
国
の
伝
統
的
な
医
学
、
あ
る
い
は
道
家
の
説
を
も

取
り
入
れ
、
総
合
的
な
立
場
か
ら
仏
教
医
学
を
体
系
づ
け
た
と
結
論
づ
け

て
い
る
。
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次
は
業
相
境
に
お
け
る
成
立
過
程
と
そ
の
思
想
的
な
究
明
で
あ
る
。
著

者
は
『
摩
訶
止
観
』
の
業
相
境
に
つ
い
て
、
『
方
等
三
昧
行
法
」
と
『
次

第
禅
門
』
と
の
深
い
関
係
性
を
指
摘
す
る
。
と
く
に
前
者
と
の
関
係
性
を

重
視
す
る
が
、
そ
れ
は
ま
さ
し
く
生
涯
を
通
し
て
方
等
三
昧
を
重
視
す
る

立
場
か
ら
、
自
己
の
業
相
を
明
ら
か
に
し
熾
悔
滅
罪
を
願
う
智
顎
の
関
心

事
の
あ
ら
わ
れ
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

次
は
魔
事
境
で
あ
る
が
、
は
じ
め
に
著
者
は
、
仏
教
諸
経
論
を
通
じ
て
、

魔
お
よ
び
魔
事
に
つ
い
て
吟
味
す
る
。
い
わ
ゆ
る
魔
と
は
実
在
す
る
も
の

で
は
な
い
が
、
己
心
中
に
お
い
て
形
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
魔

の
対
治
法
は
、
あ
く
ま
で
己
心
中
に
存
在
す
る
魔
の
対
治
で
あ
り
、
我
々

の
日
常
生
活
そ
の
も
の
に
対
治
の
眼
を
向
け
る
以
外
に
な
い
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
著
者
は
魔
事
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
、
と
く
に
『
大
智
度
論
』
の

所
説
を
ベ
ー
ス
に
し
て
、
『
治
禅
病
秘
要
法
』
『
大
集
経
」
『
雑
阿
含
経
』

『
大
品
般
若
経
』
「
維
摩
経
』
な
ど
に
よ
っ
て
説
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

論
証
す
る
。
ま
た
民
間
信
仰
的
、
ま
た
は
道
教
的
な
鬼
魔
を
取
り
上
げ
て

い
る
こ
と
も
指
摘
し
て
い
る
。

次
に
十
乗
観
法
の
な
か
の
、
第
二
起
慈
悲
心
（
発
菩
提
心
）
の
成
立
過

程
と
そ
の
思
想
的
な
究
明
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
そ
れ
は
、
衆
生
の
機
感
と

仏
・
菩
薩
の
応
同
と
い
っ
た
感
応
道
交
に
因
る
こ
と
を
前
提
に
し
な
が
ら

も
、
忠
実
な
文
献
の
検
討
と
通
し
て
、
四
種
四
諦
、
四
弘
誓
願
、
そ
し
て

六
即
と
の
関
連
か
ら
吟
味
さ
れ
て
い
る
。
こ
と
に
四
弘
誓
願
と
の
関
連
に

お
い
て
、
そ
の
発
菩
提
心
の
特
徴
に
つ
い
て
言
え
ば
、
「
三
大
部
」
講
説

以
前
で
は
仏
。
菩
薩
の
側
か
ら
説
示
さ
れ
て
い
る
が
、
『
摩
訶
止
観
』
で

は
そ
れ
が
、
一
念
心
の
上
に
把
捉
し
た
と
い
う
見
解
を
表
示
す
る
。

最
後
に
附
編
と
し
て
、
天
台
教
学
に
お
け
る
重
要
な
問
題
を
そ
れ
ぞ
れ

二
節
に
わ
た
っ
て
取
り
扱
っ
て
い
る
が
、
直
接
的
に
天
台
止
観
の
成
立
の

問
題
と
関
係
が
な
い
の
で
、
こ
こ
で
の
紹
介
は
省
略
す
る
。

一
一
一

本
研
究
の
特
徴
は
、
『
摩
訶
止
観
』
説
示
の
「
止
観
」
体
系
の
究
明
に

あ
た
り
、
そ
の
成
立
背
景
と
思
想
的
展
開
を
前
期
時
代
の
諸
著
述
会
方

等
三
昧
行
法
』
「
次
第
禅
門
』
「
法
華
三
昧
俄
儀
』
『
覚
意
三
昧
』
『
法
界
次

第
初
門
』
『
六
妙
法
門
』
『
天
台
小
止
観
』
『
禅
門
口
決
』
な
ど
）
に
求
め

る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
視
点
に
も
と
づ
い
た
文
献
資
料
の
照
合
、

さ
ら
に
そ
れ
を
通
じ
て
得
ら
れ
る
「
止
観
」
法
の
思
想
的
（
成
立
史
的
）

な
究
明
は
、
今
後
の
研
究
に
お
い
て
有
益
に
は
た
ら
く
こ
と
は
多
言
を
要

し
な
い
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
著
者
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
方
法
論
に
お
け
る

研
究
の
背
景
に
は
、
佐
藤
・
平
井
両
博
士
の
問
題
提
議
に
対
す
る
疑
義
が

存
在
す
る
。
著
者
は
「
本
研
究
は
、
佐
藤
・
平
井
両
博
士
を
意
識
し
て
す

す
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
見
解
を
披
瀝
し
て
お
り
、
「
成
立
史

の
研
究
」
と
題
し
た
所
以
も
そ
こ
に
お
い
て
い
る
。
し
か
し
全
体
的
な
印

象
と
し
て
言
え
る
こ
と
は
、
本
研
究
が
佐
藤
・
平
井
両
博
士
を
は
じ
め
と

す
る
先
学
の
研
究
成
果
を
前
提
と
し
、
そ
れ
ら
を
あ
ま
り
に
も
意
識
し
過

ぎ
た
せ
い
か
、
本
来
「
止
観
成
立
史
」
と
い
う
一
連
の
視
点
に
立
っ
て
進

め
ら
れ
る
べ
き
研
究
が
、
何
か
限
定
さ
れ
た
よ
う
な
究
明
方
法
に
止
ま
っ

て
い
る
感
は
拭
い
き
れ
な
い
。
先
学
の
諸
研
究
に
重
複
し
な
い
よ
う
に
努

め
た
著
者
の
意
図
に
は
全
く
敬
意
を
表
す
る
も
の
の
、
「
止
観
成
立
史
」
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と
い
う
総
合
的
な
一
貫
性
を
要
す
る
研
究
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
著
者

の
配
慮
が
本
当
に
適
切
か
ど
う
か
、
疑
問
が
残
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

元
来
、
「
止
観
成
立
史
」
と
題
す
る
と
き
、
「
天
台
止
観
の
成
立
す
る
背

景
を
、
仏
教
諸
経
論
や
、
智
顎
以
前
の
イ
ン
ド
や
中
国
の
諸
師
の
上
に
究

明
し
て
い
く
の
が
妥
当
」
（
一
○
頁
）
で
あ
る
わ
け
だ
が
、
著
者
の
関
心

は
「
天
台
智
顎
が
そ
の
生
涯
に
お
い
て
、
い
か
な
る
経
過
の
も
と
に
『
摩

訶
止
観
』
の
止
観
を
体
系
的
に
組
織
し
て
い
っ
た
の
か
」
と
い
う
目
的
に

お
い
て
、
い
わ
ゆ
る
智
顎
の
最
初
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
の
思
索
の
動
向

に
研
究
の
焦
点
を
お
く
「
成
立
史
の
研
究
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
著
者
は

文
献
学
的
な
典
拠
を
諸
著
述
（
「
三
大
部
」
以
前
）
に
求
め
る
と
い
う
独

自
の
方
法
論
に
よ
っ
て
、
詳
細
に
一
々
の
止
観
体
系
に
お
け
る
新
た
な
発

展
過
程
の
展
開
を
提
示
し
て
み
せ
る
。
こ
と
に
十
乗
観
法
の
体
系
化
に
つ

い
て
、
そ
の
前
身
を
『
四
念
処
』
に
求
め
て
い
る
点
は
非
常
に
興
味
深
い
。

従
来
の
学
説
で
は
、
『
次
第
禅
門
』
の
内
方
便
↓
『
天
台
小
止
観
」
の
五

番
止
観
↓
『
摩
訶
止
観
』
の
十
乗
観
法
と
い
う
発
展
過
程
が
定
説
で
あ
っ

た
が
、
い
わ
ゆ
る
著
者
の
文
献
学
的
な
方
法
論
に
よ
っ
て
み
れ
ば
、
確
か

に
弓
次
第
禅
門
」
で
は
止
門
と
安
心
法
を
、
『
天
台
小
止
観
」
で
は
止

門
・
観
門
・
安
心
法
を
説
い
た
に
す
ぎ
な
い
」
（
三
二
八
頁
）
わ
け
で
あ

ｚ
匂
○

し
か
し
文
献
的
（
多
目
的
）
な
関
連
と
は
別
に
、
十
乗
観
法
と
五
番
止

観
の
内
容
に
お
い
て
、
有
機
的
な
関
連
性
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
も
決
し
て

否
定
で
き
な
い
。
十
乗
観
法
の
形
成
過
程
に
お
い
て
、
内
方
便
に
そ
の
原

四

今
回
新
た
な
視
点
に
も
と
づ
く
方
法
論
に
お
い
て
、
天
台
智
顎
の
止
観

成
立
史
の
研
究
に
迫
ろ
う
と
し
た
こ
と
に
は
重
要
な
意
義
が
あ
る
。
「
三

大
部
」
に
対
す
る
研
究
方
法
に
お
い
て
、
あ
る
意
味
で
は
行
き
詰
ま
り
を

感
じ
さ
せ
る
時
期
に
あ
っ
て
、
研
究
す
る
上
で
の
様
々
な
可
能
性
と
様
々

な
角
度
の
視
点
を
も
つ
こ
と
の
重
要
性
を
改
め
て
示
唆
し
て
く
れ
た
よ
う

に
思
え
て
な
ら
な
い
。
新
し
い
視
点
に
も
と
づ
い
て
中
国
天
台
の
重
要
な

問
題
に
取
り
組
み
続
け
て
き
た
著
者
の
努
力
に
敬
服
す
る
と
同
時
に
、
残

さ
れ
た
課
題
の
今
後
の
研
究
成
果
に
期
待
し
た
い
。

（
平
成
六
年
七
月
Ｂ
５
版
法
蔵
館
六
九
五
頁
索
引
三
七
頁
３

２
０
０
０
円
）

初
的
な
形
態
が
認
め
ら
れ
、
ま
た
思
想
的
な
基
盤
で
は
五
番
止
観
に
お
い

て
十
分
に
見
受
け
ら
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
一
例
か
ら
み
て
も
、

「
止
観
」
法
の
成
立
史
的
な
視
点
は
、
文
献
学
的
な
考
証
と
同
時
に
、
思

想
的
な
展
開
の
究
明
を
要
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
止
観
」

法
の
中
核
で
あ
る
十
乗
観
法
が
部
分
的
な
解
明
で
お
わ
っ
た
こ
と
は
誠
に

残
念
で
は
あ
る
が
、
今
述
べ
た
よ
う
な
『
次
第
禅
門
』
内
方
便
か
ら
、

『
天
台
小
止
観
」
五
番
止
観
へ
と
い
っ
た
有
機
的
な
発
展
過
程
の
究
明
こ

そ
は
、
十
乗
観
法
の
形
成
過
程
に
関
す
る
重
要
な
課
題
で
あ
り
、
決
し
て

避
け
ら
れ
る
べ
き
問
題
で
は
な
い
と
考
え
る
。
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