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論
文
概
要
書

趙
宋
天
台
に
お
け
る
円
融
論
の
展
開

弓
場
苗
生
子

一
、
本
研
究
の
意
義

そ
の
始
ま
り
を
言
え
ば
た
だ
一
代
の
独
創
に
か
か
る
天
台
教
学
が
、
そ
の
開
宗
の
当
時
に
在
っ
て
画
期

た
り
得
た
の
み
な
ら
ず
、
遠
く
歳
月
を
隔
て
た
現
今
に
至
る
ま
で
そ
の
精
美
を
謳
わ
れ
る
所
以
は
、
何
よ

り
そ
の
巧
妙
な
円
融
論
理
と
そ
れ
を
体
現
す
る
と
こ
ろ
の
教
学
そ
の
も
の
の
構
成
と
が
時
代
を
問
わ
ず
人

心
を
し
て
感
嘆
の
念
を
抱
か
せ
る
に
足
る
も
の
で
あ
る
た
め
と
考
え
る
。
一
切
の
教
説
に
お
い
て
最
勝
で

あ
り
、
か
つ
他
の
一
切
の
教
説
を
そ
の
中
に
包
摂
す
る
と
こ
ろ
の
円
教
の
教
説
と
い
う
も
の
を
創
出
せ
ん

と
し
た
と
し
て
、徒
ら
に
そ
の
最
勝
や
一
切
摂
を
主
張
す
る
の
み
で
は
全
く
説
得
力
を
欠
く
こ
と
と
な
る
。

こ
こ
に
お
い
て
、
そ
こ
に
言
う
と
こ
ろ
の
円
融
を
、
秩
序
だ
っ
た
構
成
を
具
え
た
体
系
と
し
て
表
現
す
る

こ
と
が
必
然
的
に
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
開
祖
た
る
天
台
智
顗
は
こ
の
問
題
を
、
所
謂
敵
対
的
相
即
の

発
想
に
基
づ
く
弁
証
法
的
円
融
論
理
に
よ
っ
て
解
決
し
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
例
え
ば
法
数
と
い
う

概
念
に
約
し
て
考
え
て
み
る
な
ら
ば
、
そ
も
そ
も
三
毒
・
四
諦
・
十
界
等
々
に
代
表
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
諸

法
数
と
は
、
世
間
の
諸
法
を
任
意
の
観
点
に
基
づ
き
分
類
・
総
合
し
た
も
の
で
あ
る
と
も
言
い
得
る
。
智

顗
は
数
多
の
経
論
か
ら
種
々
様
々
の
法
数
を
採
取
し
、
或
い
は
こ
れ
に
留
ま
ら
ず
自
ら
考
案
し
て
不
足
を

補
い
、
自
ら
の
内
奥
を
披
瀝
す
る
に
際
し
て
は
こ
れ
ら
を
縦
横
に
駆
使
し
て
論
理
を
展
開
し
た
。
こ
れ
は

た
だ
に
説
示
の
便
宜
や
充
実
を
図
る
と
い
う
意
義
を
超
え
て
、
更
に
そ
れ
ら
諸
法
数
を
三
軌
三
法
と
い
う

一
つ
の
法
軌
の
下
に
配
当
・
類
通
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
切
法
の
該
摂
を
果
た
し
、
そ
の
幽
妙
な
円
融
論

理
に
具
体
性
を
獲
得
せ
し
め
る
と
い
う
目
的
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
天
台
の
壮
大
に
し
て
緻
密
な
教
学
体

系
は
こ
の
よ
う
な
規
範
の
も
と
創
り
上
げ
ら
れ
た
と
言
え
よ
う
。

し
か
る
に
、
完
成
さ
れ
た
教
学
を
享
受
す
る
立
場
に
あ
る
後
世
の
学
者
ら
に
あ
っ
て
は
、
智
顗
に
お
け

る
が
如
き
教
学
建
立
の
努
力
と
い
っ
た
意
識
は
自
然
薄
い
も
の
と
な
る
。
湛
然
が
三
大
部
に
註
釈
を
つ
く

っ
た
際
、
智
顗
の
原
意
を
祖
述
す
る
に
留
ま
ら
ず
自
ら
の
発
揮
を
加
え
た
こ
と
は
、
華
厳
教
学
の
発
展
や

禅
宗
の
流
行
と
い
っ
た
時
代
の
趨
勢
を
受
け
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
し
て
宋
の
時
代
に
至
る
と
、

宗
教
思
想
全
般
が
民
衆
に
よ
る
強
力
な
支
持
の
下
に
大
い
に
隆
盛
し
、
湛
然
の
没
後
久
し
く
停
滞
の
時
期

に
在
っ
た
天
台
宗
の
教
学
研
究
も
ま
た
浮
揚
の
機
を
得
る
に
至
っ
た
。
天
台
の
法
脈
は
明
州
と
銭
塘
と
い

う
江
南
地
域
有
数
の
都
市
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
師
承
を
重
ね
、
四
明
知
礼
を
領
袖
と
す
る
一
派
と
銭
塘
の

学
匠
ら
を
中
心
と
す
る
一
派
と
は
し
ば
し
ば
天
台
の
正
統
義
を
巡
っ
て
論
戦
を
展
開
し
た
。
こ
の
論
争
が

所
謂
山
家
山
外
の
争
い
で
あ
る
。
こ
の
と
き
両
派
の
間
で
議
論
さ
れ
た
種
々
の
教
学
的
問
題
も
ま
た
、
極

論
す
れ
ば
湛
然
が
遺
し
た
課
題
を
如
何
に
し
て
解
決
す
る
か
と
い
う
点
に
集
約
し
得
る
も
の
で
あ
り
、
湛

然
以
後
の
停
滞
期
に
在
っ
て
保
留
さ
れ
て
い
た
問
題
が
宋
代
に
お
い
て
つ
い
に
発
揚
し
た
結
果
と
も
言
え

よ
う
。
本
論
文
で
は
宋
代
に
為
さ
れ
た
議
論
を
中
心
に
、
天
台
教
学
に
お
け
る
円
融
論
が
こ
の
時
代
に
お

い
て
如
何
な
る
展
開
を
遂
げ
た
か
を
検
討
し
た
い
と
思
う
。

そ
も
そ
も
、
一
切
諸
法
の
代
表
で
あ
る
三
法
に
お
い
て
こ
の
円
融
を
論
ず
る
に
当
た
っ
て
は
、
こ
れ
ら

相
互
の
関
係
性
が
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
と
い
う
点
に
ま
ず
注
意
を
向
け
る
必
要
が
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
三
諦
を
例
に
す
る
な
ら
ば
、
空
・
仮
・
中
の
円
融
の
関
係
に
お
い
て
は
三
観
の
次
第
や
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空
・
有
（
仮
）
の
一
対
と
中
諦
と
の
対
比
等
が
前
提
と
し
て
踏
ま
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
階
梯
の
部
分

を
如
何
に
理
解
す
る
か
と
い
う
こ
と
こ
そ
が
、
実
質
的
に
天
台
の
円
融
に
対
す
る
理
解
を
示
し
て
い
る
と

も
言
い
得
よ
う
。
例
え
ば
両
重
能
所
の
判
や
修
性
離
合
義
に
対
す
る
解
釈
等
、
趙
宋
期
の
学
匠
ら
に
お
い

て
三
法
の
関
係
性
自
体
に
対
す
る
言
及
が
数
多
く
存
す
る
こ
と
は
、
円
融
論
の
具
体
的
な
構
造
に
対
す
る

注
目
の
高
ま
り
を
示
す
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。
本
論
文
で
は
特
に
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
詳
し
く
扱

っ
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

近
年
趙
宋
天
台
を
対
象
と
す
る
研
究
は
や
や
増
え
て
き
て
は
い
る
も
の
の
、
論
争
の
詳
細
な
内
容
に
踏

み
込
ん
だ
も
の
は
依
然
多
く
な
く
、
こ
の
上
さ
ら
に
知
礼
の
去
世
以
降
に
お
け
る
展
開
と
な
る
と
扱
わ
れ

る
こ
と
は
殆
ど
稀
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
も
そ
も
、
両
派
に
お
け
る
思
想
的
相
異
を
論
ず
る
に
当
た
っ
て
は
、

正
統
派
で
あ
る
知
礼
が
華
厳
・
禅
宗
義
に
浸
潤
さ
れ
た
異
端
派
を
斥
け
た
と
す
る
見
方
が
、
現
在
に
至
る

ま
で
根
強
く
存
す
る
。
こ
の
よ
う
な
見
方
の
も
た
ら
す
弊
害
と
し
て
は
、
こ
の
正
統
・
異
端
と
い
う
分
類

が
教
説
内
容
を
検
討
す
る
際
に
先
入
観
と
し
て
働
い
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
が
ま
ず
挙
げ
ら
れ
る
。
詳
し

く
は
後
述
に
譲
る
が
、
山
家
山
外
の
争
い
は
、
少
な
く
と
も
そ
の
初
期
に
あ
っ
て
は
宗
内
の
分
派
間
に
お

け
る
対
立
と
称
し
て
差
し
支
え
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
二
派
の
分
系
は
中
国
天
台
宗
第
十
四
祖
の
清
竦
門

下
に
義
寂
と
志
因
の
両
名
が
出
た
こ
と
に
始
ま
り
、
こ
の
う
ち
義
寂
の
法
脈
を
承
け
た
知
礼
が
一
代
の
教

学
を
大
成
し
て
、
四
明
の
地
に
権
勢
を
得
、
後
に
山
家
派
と
呼
ば
れ
る
一
流
を
築
い
た
。
一
方
、
志
因
の

弟
子
に
当
た
る
晤
恩
以
下
、
源
清
・
慶
昭
・
智
円
・
継
齋
・
咸
潤
ら
の
銭
塘
を
拠
点
と
し
て
師
承
を
重
ね

た
門
派
が
こ
れ
と
は
別
に
存
し
、
知
礼
か
ら
異
端
の
謗
り
を
受
け
、
後
に
山
外
派
の
貶
称
を
用
い
ら
れ
る

に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
両
派
に
よ
る
議
論
は
四
明
と
銭
塘
と
い
う
地
域
的
な
対
立
の
構
図
の

下
に
発
生
し
た
が
、
も
と
知
礼
の
高
弟
で
あ
っ
た
仁
岳
が
山
家
派
を
離
反
し
た
こ
と
で
、
論
争
は
そ
の
過

程
に
お
い
て
一
つ
の
転
機
を
迎
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
仁
岳
を
後
の
従
義
と
合
わ
せ
て
特
に
後
山
外

派
と
称
す
る
の
は
、
た
だ
に
そ
の
教
説
の
連
続
性
の
み
な
ら
ず
、
従
義
も
ま
た
自
ら
の
師
承
に
逆
ら
い
山

家
批
判
を
展
開
し
た
と
い
う
事
情
に
由
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
も
と
よ
り
、
知
礼
一
人
の
教
学
に
全
面
的
に

依
っ
て
立
つ
山
家
派
説
に
比
し
て
、
山
外
派
の
立
論
は
多
数
の
学
匠
ら
の
手
に
成
り
、
か
つ
論
争
の
進
展

に
伴
っ
て
発
達
を
遂
げ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
を
山
外
派
と
い
う
一
つ
の
括
り
に
お
い
て
見
る
と
き
、

そ
の
主
張
内
容
も
ま
た
多
分
に
不
統
一
か
つ
流
動
的
な
性
格
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
。
天
台
宗
の
内
部
に

留
ま
ら
ず
他
宗
の
学
匠
ま
で
も
が
山
家
説
へ
の
批
判
に
参
加
し
て
い
た
こ
と
も
、
様
相
を
さ
ら
に
複
雑
化

さ
せ
る
一
因
と
言
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
山
外
派
の
呼
称
を
同
じ
く
す
る
と
は
言
え
、
そ
の
教
説
は
論

者
個
々
人
の
思
想
や
論
争
当
時
の
情
況
を
反
映
し
、
一
口
に
は
概
括
し
難
い
も
の
が
あ
る
。
特
に
後
山
外

の
両
師
に
つ
い
て
言
え
ば
、
こ
う
し
た
前
提
を
顧
み
る
こ
と
な
く
、
山
外
派
の
中
で
も
後
期
に
属
す
る
仁

岳
・
従
義
の
思
想
を
以
て
こ
れ
ら
に
先
行
す
る
山
外
の
諸
師
と
全
く
同
一
と
見
な
し
た
な
ら
、
一
面
に
お

い
て
齟
齬
を
来
す
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
両
師
は
当
初
知
礼
の
所
対
破
と
な
っ
た
銭
塘
の
学
匠
ら
と
は

異
な
り
、
元
は
山
家
の
法
流
に
お
い
て
知
礼
の
教
説
を
稟
受
し
、
加
え
て
そ
れ
ま
で
に
交
わ
さ
れ
た
論
争

の
経
緯
を
も
踏
ま
え
た
上
で
こ
れ
を
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
立
論
が
よ
り
体
系
的
か
つ
発

展
し
た
内
容
を
得
る
に
到
る
の
も
至
極
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
議
論
の
進
展
と
い
う
観

点
を
欠
き
、
一
定
の
対
立
軸
に
拘
泥
し
て
こ
れ
に
よ
っ
て
論
争
全
体
を
概
括
し
よ
う
と
い
う
試
み
自
体
、

甚
だ
難
が
あ
る
と
言
え
る
。

安
藤
俊
雄
氏
は
『
天
台
性
具
思
想
論
』
に
お
い
て
、
従
来
に
お
け
る
山
家
・
山
外
を
そ
の
ま
ま
正
統
・

異
端
の
別
と
見
る
解
釈
を
踏
ま
え
た
上
で
、
極
相
異
と
極
相
順
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
両
派
の
相
異
を
簡

潔
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
（
同
書
二
三
八
頁
）
こ
こ
に
言
う
極
相
異
と
は
他
宗
の
教
学
に
対
し
て
天
台
の
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特
色
た
る
性
具
説
を
顕
揚
す
る
こ
と
を
旨
と
し
た
山
家
説
へ
の
評
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
山
外
派
は
極

相
順
の
立
場
か
ら
他
宗
の
教
学
と
の
融
和
を
目
指
し
た
の
で
あ
る
と
解
釈
す
る
。
す
な
わ
ち
、
両
派
の
対

立
は
智
顗
以
来
天
台
教
学
に
本
来
存
し
た
二
種
の
態
度
に
各
々
依
っ
て
展
開
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
の
で

あ
る
。
山
家
・
山
外
を
字
の
如
く
正
統
派
と
異
端
派
の
別
と
見
な
す
よ
り
は
格
段
に
公
平
な
評
価
で
あ
り
、

画
期
的
な
分
類
と
言
う
べ
き
で
あ
る
が
、
論
争
の
後
期
に
お
い
て
も
こ
の
分
類
が
直
ち
に
適
用
さ
れ
る
か

と
い
え
ば
首
肯
し
得
な
い
部
分
が
存
す
る
よ
う
に
思
う
。
さ
ら
に
円
融
論
理
と
い
う
観
点
に
照
ら
す
な
ら

ば
、
安
藤
氏
は
前
掲
の
著
書
に
お
い
て
性
具
の
観
点
か
ら
両
派
の
思
想
を
分
析
さ
れ
た
が
、
こ
こ
で
は
む

し
ろ
相
即
義
の
解
釈
を
焦
点
と
し
て
、
山
家
・
山
外
の
主
張
内
容
を
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
具
義
と

即
義
と
は
い
ず
れ
も
天
台
の
円
融
論
を
説
く
上
で
不
可
欠
の
概
念
で
あ
り
、
こ
の
両
義
が
そ
れ
ぞ
れ
ど
の

よ
う
な
内
容
を
持
つ
も
の
な
の
か
、
ま
た
両
義
が
如
何
な
る
関
係
に
あ
る
か
を
判
釈
す
る
こ
と
は
、
宋
代

の
議
論
に
お
い
て
も
問
題
と
さ
れ
た
部
分
で
あ
る
。
本
論
文
で
は
こ
の
点
に
つ
い
て
、
特
に
即
義
の
解
釈

と
い
う
視
座
か
ら
両
派
の
思
想
を
論
じ
た
い
と
思
う
。

本
論
文
は
、
天
台
独
自
の
円
融
論
理
が
趙
宋
期
に
隆
盛
し
た
教
義
論
争
を
通
し
て
、
如
何
な
る
解
釈
上

の
変
容
を
遂
げ
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
特
に
重
要
と

な
る
の
は
、
円
融
論
理
の
基
礎
と
な
る
即
義
・
具
義
を
ど
の
よ
う
な
概
念
と
し
て
捉
え
る
か
と
い
う
点
で

あ
る
。
宋
代
に
お
い
て
争
わ
れ
た
教
学
上
の
問
題
は
複
数
存
す
る
も
の
の
、
こ
こ
で
は
取
り
分
け
別
理
随

縁
・
理
毒
性
悪
の
論
争
に
お
け
る
相
即
義
解
釈
を
巡
る
議
論
、
三
法
離
合
に
対
す
る
判
釈
に
焦
点
を
当
て

て
検
討
を
進
め
た
い
。
そ
の
中
に
お
い
て
は
、
四
句
分
別
や
両
重
判
、
修
性
離
合
義
等
、
従
来
と
も
す
れ

ば
枝
葉
末
節
の
論
と
見
做
さ
れ
て
き
た
部
分
も
含
ま
れ
る
。
こ
の
類
の
評
釈
は
確
か
に
煩
雑
の
感
を
抱
か

せ
る
も
の
と
も
言
え
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
に
お
い
て
は
単
な
る
語
戯
に
留
ま
ら
な
い
意
義
が

存
す
る
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
円
融
や
相
即
・
性
具
と
い
っ
た
甚
だ
曖
昧
な
概
念
が
、

論
者
に
お
い
て
如
何
な
る
構
造
の
下
に
理
解
さ
れ
て
い
る
の
か
端
的
か
つ
明
白
に
知
り
得
る
た
め
で
あ

る
。
そ
の
他
、
後
山
外
派
や
山
家
派
の
後
裔
に
よ
る
教
説
は
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
お
い
て
論
及
さ
れ
る
機

会
が
少
な
か
っ
た
領
域
と
言
え
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
重
点
的
に
扱
い
た
い
と
思
う
。
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二
、
本
論
文
の
構
成

本
論
文
の
構
成
は
以
下
の
如
く
で
あ
る
。

序緒
論

趙
宋
期
に
お
け
る
論
争
の
概
要

一
、
四
明
派
と
銭
塘
派
の
対
立

二
、
山
家
山
外
論
争
の
展
開

三
、
後
山
外
派
の
論
駁
と
山
家
派
の
後
裔
ら
に
よ
る
評
釈

第
一
章

智
顗
の
円
融
論
と
湛
然
に
よ
る
解
釈

一

智
顗
の
教
説
中
に
お
け
る
四
句
分
別
の
用
法

一
、
は
じ
め
に

二
、
文
字
門
・
可
説
境
と
し
て
の
意
義

三
、
四
句
の
有
す
る
多
義
性
と
、
網
羅
さ
れ
た
総
体
と
し
て
の
位
置
づ
け

四
、
小
結

二

三
軌
三
法
の
開
説
と
そ
の
展
開

一
、
は
じ
め
に

二
、
三
軌
の
構
成

三
、
資
成
軌
の
有
す
る
意
義

四
、
湛
然
に
よ
る
発
揮

五
、
小
結

第
二
章

四
明
知
礼
の
教
学
と
こ
れ
に
対
す
る
反
駁

一

四
明
知
礼
の
教
説

一
、
は
じ
め
に

二
、
敵
対
種
に
対
す
る
判
釈

三
、
三
種
相
即
の
開
説

四
、
小
結

二

後
山
外
派
説
に
お
け
る
相
即
の
譬
喩

一
、
は
じ
め
に

二
、
仁
岳
に
よ
る
相
即
義
解
釈

三
、
従
義
の
所
判
に
見
え
る
継
承

四
、
小
結

三

後
山
外
派
に
よ
る
相
即
解
釈
の
来
由
―
―
別
理
随
縁
の
論
争

一
、
は
じ
め
に
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二
、
山
家
説
に
お
け
る
即
義
・
具
義
の
解
釈

三
、
嘉
禾
子
玄
の
立
論
に
見
え
る
後
山
外
派
説
へ
の
影
響

四
、
小
結

四

理
毒
性
悪
の
論
争

一
、
は
じ
め
に

二
、
理
毒
性
悪
論
争
の
大
勢

三
、
智
円
の
理
毒
解
釈
と
知
礼
に
よ
る
論
難

四
、
智
円
の
性
悪
義
解
釈
に
お
け
る
知
礼
説
と
の
同
異

五
、
小
結

第
三
章

神
智
従
義
の
教
説

一

従
義
に
よ
る
三
身
解
釈

一
、
は
じ
め
に

二
、
法
身
お
よ
び
自
受
用
報
身
に
対
す
る
解
釈

三
、
界
外
法
性
身
義
の
強
調

四
、
小
結

二

複
俗
義
に
対
す
る
解
釈

一
、
は
じ
め
に

二
、
複
俗
義
の
典
拠

三
、
従
義
の
教
説
に
お
け
る
依
用

四
、
小
結

第
四
章

後
世
の
学
匠
ら
に
よ
る
論
争
の
総
括

一

智
湧
了
然
に
お
け
る
二
義
判
釈
と
具
相
家
・
具
性
家
の
判

一
、
は
じ
め
に

二
、
了
然
に
よ
る
「
体
」
義
の
解
釈

三
、
山
外
派
説
と
の
相
異

四
、
具
相
・
具
性
判

五
、
小
結

二

智
湧
了
然
の
理
性
差
別
義
解
釈

一
、
は
じ
め
に

二
、
法
身
・
寂
土
に
お
け
る
差
別
相
に
対
す
る
解
釈

三
、
「
性
用
」
の
概
念
に
基
づ
く
理
性
差
別
判

四
、
小
結

三

柏
庭
善
月
の
仁
岳
説
批
判
に
み
る
論
争
の
総
括

一
、
は
じ
め
に
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二
、
仁
岳
説
に
対
す
る
基
本
的
な
位
置
づ
け

三
、
法
身
無
相
義
へ
の
論
難

四
、
善
月
の
相
即
義
解
釈

五
、
小
結

第
五
章

修
性
離
合
義
を
巡
る
論
争

一

知
礼
の
示
し
た
判
釈
と
そ
の
影
響

一
、
は
じ
め
に

二
、
知
礼
に
よ
る
発
展
的
解
釈

三
、
後
代
の
山
家
派
に
与
え
た
影
響

四
、
小
結

二

山
外
派
に
よ
る
修
性
離
合
義
の
解
釈

一
、
は
じ
め
に

二
、
仁
岳
の
離
合
義
解
釈
―
―
合
掌
型
・
川
字
型
の
離
合
判
に
つ
い
て

三
、
源
清
・
智
円
に
よ
る
離
合
義
解
釈

四
、
小
結

三

後
期
の
山
家
派
に
お
け
る
修
性
離
合
義
の
判
釈
に
つ
い
て

一
、
は
じ
め
に

二
、
景
徳
法
雲
の
釈

三
、
無
極
可
度
の
釈

四
、
柏
庭
善
月
の
釈

五
、
小
結

結
論

附
録

「
別
理
随
縁
十
門
析
難
書
」
訳
註

緒
論
に
お
い
て
は
、
本
論
に
て
扱
う
趙
宋
期
天
台
宗
に
お
け
る
議
論
に
つ
い
て
、
論
争
の
経
緯
や
展
開

を
大
ま
か
に
整
理
す
る
と
と
も
に
、
時
代
的
・
地
理
的
背
景
を
併
せ
て
概
観
し
た
い
。

第
一
章
に
お
い
て
は
、
四
句
分
別
の
用
例
お
よ
び
三
軌
三
法
の
教
説
に
照
ら
し
て
、
智
顗
の
開
説
に
成

る
円
融
論
理
が
如
何
な
る
内
容
を
持
つ
も
の
で
あ
る
か
を
確
認
す
る
。
智
顗
に
お
け
る
三
法
円
融
と
は
、

敵
対
相
即
の
論
理
を
基
礎
と
し
て
成
り
立
つ
教
説
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
一
切
諸
法
の
統
摂
を
円
融
の

体
系
は
、
資
成
と
な
る
権
法
と
こ
れ
に
対
す
る
観
照
と
い
う
関
係
を
前
提
に
、
こ
れ
ら
の
対
立
を
否
定
す

る
過
程
を
経
て
、
は
じ
め
て
具
体
性
を
伴
っ
て
表
現
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
敵
対
相
即
に
基

づ
く
円
教
論
に
つ
い
て
、
本
論
で
は
四
句
分
別
を
例
に
と
り
、
そ
の
文
字
門
・
如
来
蔵
と
し
て
の
性
格
と

こ
れ
を
媒
介
と
し
て
示
さ
れ
る
円
融
の
あ
り
方
を
検
討
す
る
。
こ
の
よ
う
な
智
顗
に
よ
る
三
法
円
融
の
論

を
踏
ま
え
た
上
で
、
こ
れ
に
対
し
て
加
え
ら
れ
た
湛
然
の
発
揮
を
、
特
に
修
性
解
釈
と
い
う
点
に
着
目
し

て
考
察
し
た
い
。
智
顗
に
よ
っ
て
不
縦
不
横
と
位
置
付
け
ら
れ
た
三
法
の
内
部
に
お
い
て
修
二
・
性
一
の
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対
比
を
設
け
、
か
つ
修
性
三
因
の
義
を
三
法
一
般
に
適
用
し
た
こ
と
な
ど
は
、
湛
然
に
よ
る
新
た
な
展
開

と
言
い
得
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
修
性
三
法
の
説
が
後
世
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
は
、
第
五
章
に
お

い
て
詳
説
す
る
。

第
二
章
に
お
い
て
は
、
初
め
に
宋
代
に
お
い
て
四
明
知
礼
が
行
っ
た
解
釈
に
つ
い
て
、
敵
対
種
お
よ
び

性
悪
説
に
対
す
る
判
釈
と
三
種
相
即
義
の
宣
説
と
い
う
観
点
か
ら
検
討
す
る
。
当
体
全
是
の
語
に
端
的
に

示
さ
れ
る
が
如
く
、
知
礼
の
示
し
た
相
即
義
解
釈
と
は
、
敵
対
機
と
な
る
権
法
に
対
す
る
究
極
的
な
肯
定

を
強
調
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
理
解
は
と
も
す
れ
ば
安
易
な
現
実
肯
定
主
義
を
助
長
す
る
危

険
性
を
も
孕
み
、
当
時
の
対
論
者
で
あ
っ
た
銭
塘
の
学
匠
ら
の
み
な
ら
ず
、
後
に
は
知
礼
の
門
流
に
お
い

て
さ
え
議
論
を
呼
ぶ
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
ず
当
時
に
お
け
る
批
判
と
し
て
、
殊
に
知
礼
に
よ
る

別
理
随
縁
の
主
張
に
対
し
て
は
銭
塘
の
学
匠
ら
に
よ
る
批
判
が
盛
ん
に
寄
せ
ら
れ
、
ま
た
智
円
に
向
け
て

示
さ
れ
た
理
毒
性
悪
の
説
に
つ
い
て
も
銭
塘
側
に
よ
る
反
駁
が
為
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
論
争
に
お
い
て
は
、

即
義
と
具
義
の
弁
別
の
論
も
ま
た
重
要
な
焦
点
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
後
年
知
礼
の
高
弟
で
あ

っ
た
仁
岳
が
門
下
を
離
反
し
知
礼
教
学
に
対
す
る
批
判
を
展
開
す
る
に
至
っ
て
は
、
銭
塘
派
に
よ
る
議
論

を
一
部
受
け
継
ぎ
つ
つ
も
、
山
家
の
教
学
を
稟
受
し
た
者
と
し
て
そ
の
教
説
に
お
け
る
問
題
点
を
指
摘
し

て
い
る
。
本
論
で
は
特
に
鏡
像
・
如
意
珠
の
譬
喩
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
相
即
義
に
着
目
し
て

考
察
を
加
え
る
。

第
三
章
に
お
い
て
は
、
知
礼
の
在
世
時
よ
り
や
や
下
る
時
期
に
活
躍
し
た
神
智
従
義
の
教
学
に
つ
い
て

検
討
す
る
。
従
義
は
仁
岳
と
同
様
に
、
山
家
派
の
法
系
を
受
け
な
が
ら
も
知
礼
の
教
説
に
対
し
て
論
難
を

与
え
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。
そ
の
主
張
に
お
い
て
は
、
唯
仮
三
千
釈
を
基
調
と
す
る
三
法
の
解
釈
が
示
さ

れ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
本
論
で
は
三
身
に
つ
い
て
の
解
釈
お
よ
び
複
俗
義
の
依
用
と
い
う
観
点
か
ら

分
析
す
る
。

第
四
章
に
お
い
て
は
、
山
家
派
の
後
裔
で
あ
る
智
湧
了
然
と
柏
庭
善
月
に
よ
る
評
釈
を
中
心
に
、
後
世

の
学
匠
ら
に
よ
る
論
争
の
総
括
に
つ
い
て
論
じ
る
。
了
然
の
所
説
に
お
い
て
は
任
意
の
二
義
を
立
て
る
判

釈
を
行
う
点
が
特
徴
的
で
あ
り
、
従
来
の
山
家
山
外
論
争
に
お
い
て
大
き
な
焦
点
と
な
っ
た
理
性
の
境
界

に
相
好
を
認
め
る
か
否
か
と
い
う
問
題
に
対
し
て
も
、
こ
の
二
義
判
釈
を
用
い
て
山
家
・
山
外
い
ず
れ
の

立
場
と
も
異
な
る
独
自
の
解
釈
を
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
前
代
に
お
け
る
論
争
を
総
論
す
る
に
当
た
っ
て

は
、
具
性
・
具
相
と
い
う
新
た
な
観
点
に
基
づ
い
て
両
派
の
思
想
的
相
異
を
説
明
し
て
い
る
こ
と
は
特
筆

に
値
す
る
部
分
で
あ
る
。
ま
た
善
月
の
評
釈
に
お
い
て
は
仁
岳
説
と
知
礼
説
と
の
比
較
が
為
さ
れ
、
仁
岳

説
を
知
礼
説
の
前
段
階
に
当
た
る
一
往
の
義
と
し
て
位
置
づ
け
る
と
と
も
に
、
そ
の
所
説
の
非
を
具
義
・

即
義
に
失
し
て
い
る
点
に
求
め
て
い
る
点
が
着
目
さ
れ
る
。

第
五
章
に
お
い
て
は
、
山
家
派
の
後
代
に
お
け
る
修
性
離
合
義
を
巡
る
議
論
に
つ
い
て
総
説
す
る
。
湛

然
が
示
し
た
修
性
三
法
の
教
説
お
よ
び
知
礼
の
『
十
不
二
門
指
要
鈔
』
に
お
け
る
新
解
釈
に
つ
い
て
の
検

討
は
、
知
礼
の
後
裔
ら
に
課
題
と
し
て
遺
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
本
論
文
で
は
先
行
研
究
に
お
け
る
問

題
点
を
も
検
証
し
つ
つ
、
修
性
離
合
義
に
対
す
る
解
釈
を
通
し
て
宋
代
の
学
匠
ら
に
よ
る
三
法
円
融
義
に

対
す
る
理
解
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

ま
た
、
附
録
と
し
て
第
二
章
三
節
に
て
扱
っ
た
「
別
理
随
縁
十
門
析
難
書
」
（
「
附
法
智
遺
編
別
理
随

縁
十
門
析
難
書
」
、
『
四
明
仁
岳
異
説
叢
書
』
巻
四
所
収
・
続
蔵
一
―
九
五
・
四
〇
七
丁
右
下
～
四
一
五

丁
左
下
）
の
訳
註
を
掲
載
す
る
。
知
礼
の
『
十
不
二
門
指
要
鈔
』
に
お
い
て
明
か
さ
れ
た
別
理
随
縁
説
に

対
し
て
は
、
永
嘉
継
齊
・
嘉
禾
子
玄
・
天
台
元
頴
の
三
師
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
批
判
が
寄
せ
ら
れ
、
本
書
は
知

礼
の
高
弟
で
あ
っ
た
時
期
の
仁
岳
が
こ
れ
ら
の
論
難
に
返
答
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
中
に
引
用
さ
れ
る
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継
齊
の
「
指
濫
」
、
子
玄
の
「
随
縁
擈
」
、
元
頴
の
「
随
縁
徴
決
」
は
い
ず
れ
も
今
に
伝
わ
ら
ず
、
ま
た

転
向
以
前
の
仁
岳
の
思
想
を
窺
い
得
る
と
い
う
点
で
も
貴
重
な
資
料
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
四

明
離
反
前
の
仁
岳
へ
の
注
目
の
薄
さ
故
か
、
あ
る
い
は
批
判
対
象
と
さ
れ
る
三
師
が
殆
ど
無
名
の
人
物
と

考
え
ら
れ
て
い
た
た
め
か
、
従
来
の
研
究
で
は
そ
の
内
容
に
対
す
る
詳
し
い
検
討
が
あ
ま
り
為
さ
れ
て
こ

な
か
っ
た
。
そ
こ
で
本
訳
註
を
示
す
こ
と
で
、
今
後
の
研
究
の
参
考
に
供
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
な
お
、

こ
こ
に
お
い
て
は
続
蔵
本
を
底
本
と
し
、
必
要
に
応
じ
て
京
都
大
学
図
書
館
蔵
本
（
蔵
経
書
院
文
庫
本
）

を
参
考
し
て
文
字
の
訂
正
を
行
っ
た
。


