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一
乗
義
を
め
ぐ
る
師
会
と
観
復

の
論
争

に
つ
い
て

一
〇

八

吉

田

剛

高
麗

の
義
天
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
散
逸
し
て
い
た
経
疏
類
が
杭
州

慧
因
寺

の
浄
源
の
元

へ
逆
輸
入
さ
れ
せ
か
ら

(
一
〇
八
五
)、
江
南
に
お

け
る
華

楞
学
は
発
展
し
、
趙
宋
の
四
大
家
と
し
て
知
ら
れ
る
師
会

(
一

一
〇
二
～
一

八
六
)
と
観
復

(
―
一
一
四
六
―
)
と
の
間
で
論
争
が
繰
り

広
げ
ら
れ
た
。
こ
こ
で
は
、
現
存
す
る
文
献
か
ら
師
会
と
観
復
の
説
を

具
体
的

に
比
較
検
討
し
た
う
え
で
、
両
者
の
立
場
の
根
本
的
違
い
を
探

り
、
趙
宋
華
厳
の
体
系
の
中
に
位
置
づ
け
た
い
。

教
学
上
に
お
け
る
両
者
の
相
違
は
、
同
別
二
教
判
と
り
わ
け
同
教
の

判
じ
方

に
あ
り
、
そ
れ
が
両
者

の
一
乗
説
の
相
違
と

し

て
表

れ

て
い

る
。
そ
れ
は

『五
教
章
』

の
解
釈
と
関
連
し
て
、
別
教
の
中
の
該
摂
門

の
扱
い
方
に
由
来
す
る
も

の
で
あ
る
。
当
時
の
華
厳
教
学
は
澄
観

.
宗

密
の
影
響
が
強
く
、
観
復
は
そ
の
全
棟
全
収
と
い
う
概
念
を

『
五
教
章
』

の
解
釈

に
反
映
さ
せ
た
。
し
か
し
師
会
は
こ
れ
を
華
厳
別
教

一
乗
の
独

尊
性
を
損
な
う
説

と
受

け

止

め
る
。
師
会
は
新
た
に
入
蔵
開
版
さ
れ

た
智
儼

・
法
蔵
の
文
献
を
閲
覧
し
て
自
ら
の
解
釈
に
確
信
を
得
る
や
、

『
華
厳

一
乗
分
斉
章
焚
薪
』
を
著

し
せ
、
観
復
の
解
釈
は
同
教
を
以
せ

別
教
に
属
せ
し
め
る
本
末
転
倒
な
解
釈
で
あ
る
と
批
評
し
た
。
師
会
も

澄
観
、
宗
密
の
教
学
を
直
接
批
判
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
れ
ら
の

教
学
を
如
何
に
扱
う
か
が
両
者
の
教
学
を
分

か
つ
と
こ
ろ
で
あ
る
。

師
会
は

『華
楞
五
教
章
復
古
記
』
で
、
(
1
)

『
五
教
章
』
の

「普
賢

門

に

就
い
せ
復
た
二
門
を
作
る
。

一
に
は
分
相
門
、
二
に
は
該
摂
門
な
り
」

と
い
う
部
分
を
釈
し
て
、
分
相
該
摂
二
門
を
設
け
る
の
は
、

一
乗
が
余

宗
と
は
る
か
に
異
な
る
も

の
で
あ
る
と
同
時

に
、
余
宗
を
統
収
し
て
異

な
ら
な
い
こ
と
を
明
か
す
た
め
で
あ
る
と
し
て
、

一
乗
の
優
越
性
を
強

調
し
せ
い
る
。
す
な
わ
ち
、
別
教
の
領
域
で
は
余

の
諸
教
は
虚
空
の
如

く
で
あ

っ
て
方
便
無
体
で
あ
り
、
『
五
教
章
』

に
説

か
れ

る

「三
乗
は

本
来
的
に
一
乗
で
あ
る
」
と
い
う
該
摂
門

の
施
設
を

一
乗
が
卓
越
し
て

い
る
こ
と
の
根
拠
と
し
て
見
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
比
し
せ
、
観
復
が

『
五
教
章
折
薪
記
』
で
同
じ
箇
所
を
解
釈

す
る
際
、
(
2
)

に
は
師
会
が
説
く
よ
う
な
徹
底
し
た

棄

の
優
越
性
は
表
さ

れ
て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
分
相
門
と
は
全
三
の

一

(三
乗
を
完
備
し
て

い
る
一
乗
)
を
以
て
全

一
の
三

(
一
乗
を
保
持
す
る
三
乗
)
を
よ
り
分
け
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る
こ
と

で
あ
り
、
該
摂
門
と

は
全

一
の
三

(
一
乗
を
保
持
す
る
三
乗
)
が

本
来
的

に
全
三

の
一

(三
乗
を
完
備
し
て
い
る
一
乗
)
で
あ
る
こ
と
と
述

べ
、

一
乗

と
三
乗
の
斉
同
性
を
根
底
に
据
え
て
三
乗
の
実
体
性
を
認
め

て
い
る

の
で
あ
る
。
観
復
は
さ
ら
に
、

一
乗
と
三
乗
は
相
を
分
か
つ
と

錐
も

一
乗
と
三
乗
は
不
同
で
は
な
く
、

一
乗
が
三
乗
を
該
摂
す
る
と
は

錐
も

一
乗
は
三
乗
と
不
異
で
は
な
い
と
述
べ
、

一
乗
と
三
乗
と
は
異
に

し
て
同
、
同
に
し
て
異
で
あ
る
と
し
て
、
分
相
門
の
中
に
も
該
摂
的
要

素
を
認

め
、
該
摂
門
の
中
に
も
分
相
的
要
素
を
認
め
、
こ
の
二
門
は
棟

収
自
在
で
あ
る
と
し
て
、
分
相
該
摂
二
門
の
形
式
を
あ
え
て
解
き
ほ
ぐ

す
か
の
よ
う
で
あ
る
。

観
復

に
よ
る
こ
の
よ
う

な
解
釈
は
、
「方
便
無
体
の
故
に

一
乗
は
卓

絶
独
立
し
て
い
る
」
と
し
て
別
教

一
乗
を
高
く
位
置
づ
け
る
師
会
の
解

釈
と
は
大
き
く
異
な

っ
て
い
る
。

三
乗

の
実
体
性
を
認
め
た
上
で
三
乗
と

一
乗
と
の
斉
同
性
を
説
く
の

は
、
正

に
三

一
相
対
し
た
上
で
そ
れ
ら
が
互
い
に
能
同
所
同
と
な
る
こ

と
を
説
く
同
教
の
領
域
に
於
い
て
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
故
に
師
会

は

『
華
厳

一
乗
分
斉
章
焚
薪
』
で
、
観
復
の
説
は
同
教
を
以
せ
別
教
に

属
せ
し
め
る
も
の
で
あ
り
、
本
末
転
倒
し
て
い
る
と
論
駁
し
た
の
で
あ

る
。
(
3
)

華
厳

教
学
で
は
、
別
教
は
華
厳
の
内
容
で
あ
り
、

一
乗
の
機
根

(普

機
)
の
者
に
よ

っ
て
修
習
さ
れ
、
同
教
は
そ
れ
以
外
の
機
根

(別
機
)
の

た
め
の
方
便
に
す
ぎ
な
い
と
さ
れ
る
。
し
た
が

っ
て
、
同
教
の
内
容
を

一
乗
義
を
め
ぐ
る
師
会
と
観
復
の
論
争
に
つ
い
て

(吉

田
)

別
教
に
持
ち
来
た
っ
て
解
釈
す
る
こ
と
は
別
教
の
価
値
を
下
げ
る
こ
と

に
な
る
。

こ
れ
が
師
会
に
よ
る
観
復
批
判
の
主
な
内
容
で
あ
る
。

で
は
、
観
復
が
別
教
の
内
容
を
説
明
す
る
際
に
、
同
教
的
な
解
釈
を

以
て
す
る
意
図
は

一
体
ど
こ
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

実
は
観
復
は
師
会

の
見
方
と
は
反
対
に
、
同
教
の
価
値
を
高
く
見
て

い
る
の
で
あ
る
。

澄
観
は
全
棟
お
よ
び
全
収
と
い
う
言
葉

を

用

い
、
「五
教
を
全
収
し

乃
し
人
天
に
至
る
ま
で
総
じ
て
包
ま
ざ
る
こ

と
無

し

(中
略
)
円
は
必

ず
四
を
摂
す
」
(
4
)

と
説
い
て
い
る
が
、
宗
密
は
全
揀
と
全
収
を
対
応
関
係

に
あ
る
と
見
て
、
そ
れ
ぞ
れ
を
別
教
と
同
教

に
当
て
せ
い
る
。
観
復
は

こ
れ
を
承
け
て
、
四
種
の
同
教
を
立
て
、
三
一

和
合
同

・
涙
二
同

・
義

類
相
似
同
と
共
に
、
こ
れ
を
全
収
諸
教
同
と
名
付
け
て
同
教
と
し
て
定

義
し
解
釈
し
て
い
る
。
(
5
)

五
教
判
の
う
ち
の
前
四
教
は
第
五
円
教
に
摂
せ
ら
れ
、

一
つ

一
つ
の

教
ええ
は
皆
な
円
教
に
同
ず
る
の
だ
と
す
る
全
収
門
の
立
場
は
、
円
教
の

包
含
性
と
無
尽
な
る
融
合
性
を
顕
さ
ん
と
す
る
も
の
で
、
む
し
ろ
別
教

の
該
摂
門
の
領
域
に
属
す
も
の
と
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
観
復

が
こ
れ
を
同
教
の
ひ
と

つ
に
数
え
る
理
由
は
、
彼
が
同
教
を
以
て
円
教

の
包
含
性
を
示
す
も

の
と
し

て
把
捉
し
て
い
る
た
め
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
故
に
観
復
は
、
そ
の
よ
う
な
円
教
の
包
含
性
を
示
す
も
の
と
し
て

定
義
さ
れ
た
同
教
が
ペ
ー
ス
と
な

っ
て
、
別
教
の
成
立
す
る
所
以
が
導

き
出
さ
れ
る
の
だ
と
す
る
の
で
あ
る
。

一
〇
九
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一
乗
義
を
め
ぐ
る
師
会
と
観
復
の
論
争
に
つ
い
て

(吉

田
)

こ
の
よ
う
な
理
解
に
よ

っ
て
観
復
は
、
あ
く
ま
で
も
方
便
無
体
の
立

場
を
と
ら
ず
、

一
乗
が
諸
教
と
異
な
る
の
は
そ
の
中
に
諸
教
を
具
有
し

て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
考
ええ
、
全
収
を
同
教
に
当
て
る
際
に
も
、
三
乗

の
存
在

を
空
じ
る
こ
と
な
く
し
て

一
乗
が
そ
れ
ら
を
普
く
収
め
尽
く
す

こ
と
を
そ
の
内
容
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
観
復
が
、
分
相
該
摂
二
門

を
解
釈
す
る
際
、
単
に

一
乗
と
か
三
乗

と

は
言
わ
ず
、
「全
三
の

一
」

と
か

「全

一
の
三
」
な
ど
と
い
う
表
現
を
用
い
た
の
は
こ
の
意
味
を
顕

す
為
で
あ
る
。

「全
」

と
い
う
字
は
全
徳

・
全
真

・
全
人
な
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
、

完
備

.
保
持

・
保
全

・
統
括
な
ど
の
意
味

で
あ

り
、
「
全
三
の

一
」
と

い
え
ば

三
乗
を
そ
の
中
に
完
全

に
具

え
た

一
乗
を
意
味
し
、
「
全

一
の

三
」
と

い
え
ば

一
乗
を
保
持
し
そ
れ
に
順
応
す
る
三
乗
と
い
う
意
味
に

な
り
、

一
乗
と
三
乗
を
分
か
ち
揀
ぶ
と
す
る
も
、

一
乗
が
三
乗
を
摂
し

収
め
る
と
す
る
も
、
全
の
字
を
冠
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
三
乗
の
存
在

を
空
じ
る
姿
勢
は
無
く
な

っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
師
会
と
観
復
と
で
は
同
教
の
定
義
が
異
な
る
。
師
会

は
同
教

の
内
容
は
会
三
帰

一
に
き
わ
ま
る
と
す
る
が
、
観
復
は
そ
れ
を

円
教
の
包
含
性
と
見
て
い
る
。
師
会
か
ら
す
れ
ば
観
復
は
同
教
の
定
義

を
間
違

っ
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、

一
乗
に
直
接
趣
入
す
る
普
機
の
存
在

を
知
ら
ず
、
同
教
と
別
教
を
混
乱
し
て
い
る
と
受
け
止
め
ら
れ
る
こ
と

に
な
る
。

澄
観
が
打
ち
立
て
た
全
収
と
い
う
概
念
を
同
教
の
義

に
当

て
る

の

一
一
〇

は
、
続
蔵
本
の

『行
願
品
疏
鈔
』
に

「諸
宗
を
全
収
す
る
は
即
ち
同
教

縁
起
の
義
」
(
6
)

と
あ
り
、
既
に
宗
密
が
そ
の
よ
う
に
説
い
て
い
た
よ
う
で

あ
る
が
、
後
に
円
の
字
が
同
と
書
き
改
め
ら
れ
た
と
い
う
説
も
あ
り
、
(
7
)

検
討
を
要
す
る
。
た
だ
し
後

の
浄
源
や
宗
豫
も
や
は
り
全
収
門
を
同
教

の
義
と
し
て
お
り
、
観
復
は
こ
の
よ
う
な
当
時

の
伝
統
解
釈
を
受
け
継

い
だ
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
、
諸
教
の
実
体
性

を
認
め
、
そ
れ
ら
を
具
有

す
る
こ
と
こ
そ
を
勝
と
す
る
が
如
き
立
場
は
、
宗
密
教
学
の
特
徴
と
も

い
え
る
も

の
で
、
智
儼

・
法
蔵
の
文
献
が
ほ
ぼ
散
逸
し
て
い
た
趙
宋
の

当
時
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
立
場
が
義

天
の
入
宋
ま
で
主
流
と
な

っ
て
い
た
。
し
か
し
、
『
円
覚
経
』
を

は
じ

め
、
『首
楞
厳
経
』
『
楞
伽

経
』
な
ど
の
注
釈
も
こ
の
よ
う
な
立
場
で
説

か
れ
る
こ
と
が
多
く
、
も

し
華
厳
に
つ
い
て
も
こ
の
立
場
を
用
い
れ
ば
、
華
厳

の
独
尊
性
が
翳
る

こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
師
会
は
こ
れ
を
恐
れ
せ
華
厳
別
教

一
乗
の
独

尊
を
強
調
し
、
観
復

の
解
釈
を
激
し
く
論
駁

し
た
の
で
あ

っ
た
。

1

『復
古
記
』
続
蔵
二
―
八
―
三
、

一
九
九
左
上

2

『折
薪
記
』
続
蔵
二
―
八
―
二
、

一
六
八
右
上
～
右
下
所
引

3

『焚
薪
』
続
蔵
二
―
八
―
二
、

一
六
八
右
下
～
左
上

4

『華
厳
経
疏
』
大
正
蔵
三
五
、
五

一
四
上

5

『会
解
記
』
金
沢
文
庫
研
究
紀
要
第
五
号
、
二
〇

一
頁

6

『行
願
品
疏
紗
』
続
蔵

一
―
七
―
五
、
四
〇

一
右
上

7

『明
宗
記
』
続
蔵
二
―
八
―

一
、
二
六
左
上

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉

師
会
、
観
復
、
同
教
、
別
教
、
全
揀
全
収

(駒
沢
大
学
大
学
院
)
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