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教
判
と
は
、
経
典
の
形
式
、
意
味
、
内
容
を
分
類
整
理
し
て
、
各
経

典
間
の
優
劣

・
浅
深
を
判
定
す
る
こ
と
を
い
う
。
教
判
論
の
原
型
は
、

既
に
イ
ン
ド
仏
教
の
な
か
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
が
、
教
判
論
が
盛

ん
に
行
わ
れ
た
の
は
、
中
国
仏
教
に
お
い
て
で
あ

っ
た
。

中
国
で
教
判
論
が
発
達
し
た
理
由
と
し
て
、
申
国
に
も
た
ら
さ
れ
た

経
典
が
、

イ
ン
ド
に
お
け
る
経
典
成
立
の
歴
史
的
発
展
の
事
実
に
か
か

わ
り
な
く
、
前
後
ば
ら
ば
ら
に
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
そ
う
し
た

経
典
す
べ
て
を
、
歴
史
上
の
釈
尊
の
金
口
直
説
と
考
え
た
故
に
、
そ
れ

に
整
然
た
る
体
系
を
与
え
る
必
要
が
あ

っ
た
か
ら
と
い
わ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
中
国
の
仏
教
者
達
は
、

二
見
、
両
立
し
な
い
よ
う
に
思
え
る

諸
経
の
教
説
間
に
も
、
仏
教
の
教
化
目
的
か
ら
考
え
て
、
そ
の
間
に
調

和
を
見
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

こ
う
し
た
理
由
か
ら
、
申
国

で
教
判
論
が
盛
ん
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し

か
し
、
こ
れ
は
仏
教
が
究
極
の
目
的
と
す
る
証
悟
と
い
う
最
も
重
要
な

事
実
を
欠
落
さ
せ
た
考
え
方
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

仏
教
の
経
論
は
、
八
万
法
蔵
と
い
わ
れ
る

ほ
ど
膨
大
な
も

の
で
あ

る
。

こ
う
し
た
経
論
が
現
在
に
伝
え
ら
れ
て
き
た
背
景
に
は
、
経
論
を

伝
持
し
た
幾
多
の
仏
教
者
の
並
々
な
ら

ぬ
努
力

が
あ

っ
た
。
な

ぜ
な

ら
、
経
論
は
ひ
と
り
で
に
伝
わ
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

釈
尊
の
菩
提
樹
下
の
正
覚
に
始
ま
る
仏
教
は
、

以
後
、
各
地
に
流
伝

し
、
そ
の
国
土
と
民
衆
に
強
い
影
響
を
与

え

て

き
た
。
か

つ
て
イ
ン

ド

・
中
国

・
日
本
の
三
国
仏
教
流
伝
史
上
に
名
を
留
め
た
数
多
く
の
仏

教
者
が
あ

っ
た
。
人
師

・
論
師
と
呼
ば
れ
る
そ
う
し
た
人

々
は
、
仏
教

が
至
上
と
す
る
釈
尊
の
正
覚
を
、
自
ら
も
得
ん
と
し
て
、
己
れ
の
全
人

格
を
賭
し
て
釈
尊
の
正
覚
に
肉
迫
し
、
そ
し
て
分

々
の
悟
り
を
得
た
の

で
あ

っ
た
。
彼
等
は
、
各
自
が
主
体
的
に
選
び
取

っ
た
経
典
に
導
か
れ

て
、
釈
尊
の
正
覚
に
迫

っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
自
ら
の
分
々
の
悟
り
を
可
能
に
し
た
経
典
を
伝
持
し
た
。

そ
の
際
、
各

々
が
主
体
的
に
選
び
取

っ
た
経
典
が
、
他
の
経
典
と
い
か

に
異
な
り
、

い
か
に
優
れ
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、

そ
れ

ぞ
れ
が
独
自
の
教
判
論
を
打
ち
立
て
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
等

の
教

判
論
は
、
自
ら
の
証
悟
を
も
た
ら
し
た
経
典

の
優
越
性
を
示
す
た
め
の
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基
準

・
尺
度
を
客
観
的
に
示
す
こ
と
が
目
的
で
あ
る
。

教
判
論
で
優
越
性
を
論
証
さ
れ
た
経
典
は
、
そ
の
教
判
を
立
て
た
人

師

・
論
師
達

を
、
分

々
の
悟
り
に
導
い
た
経
典
で
あ

っ
た
。
各
教
判
論

が
持

つ
普
遍
妥
当
性
、
論
理
的
整
合
性
は
、
そ

の
教
判
を
立

て
た
人

師

・
論
師
の
悟
り
の
段
階
と
正
比
例
し
て
い
る
。

そ
こ
で
、
中
国
仏
教

の
教
判
論
で
、
そ
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、

我

々
は
天
台
智
顕
が
立
て
た
五
時
八
教

の
教
判

を
知

っ
て

い
る
。
近

年
、

こ
の
五
時
八
教
が
、
智
顎
よ
り
後
に
作
ら
れ
た
と
す
る
説
が
出
さ

れ
た
が
、

こ
こ
で
は

一
往
、
智
顕
の
創
説
で
あ
る
と
の
伝
統
的
解
釈
に

従

っ
て
お
く
。

天
台
智
顎

は
こ
の
五
時
八
教
の
教
判
に
よ
っ
て
、
申
国
に
も
た
ら
さ

れ
た
膨
大
な
経
典
を
見
事
に
整
理
、
体
系
づ
け
、
法
華
経
こ
そ
が
諸
経

中
最
第

一
の
経
典
で
あ
る
こ
と
を
論
証
し
た
の
で
あ

っ
た
。
法
華
経
が

釈
尊

一
代

の
教
説

の
な
か
で
、
最
高
峰
に
位
置
す
る
と
い
う
智
顕
の
結

・

論
は
、
五
時

八
教

の
教
判
が
先
に
あ

っ
て
、
そ
こ
か
ら
導
き
出
さ
れ
た

結
論
で
は
な

い
。
八
万
法
蔵
と
い
わ
れ
る
仏
教
経
論
の
な
か
で
、
智
顕

自
ら
が
法
華

経
に
導
か
れ
、
法
華
経
に
基
づ
い
て
自
ら
の
証
悟
を
得
た

か
ら
こ
そ
、

法
華
経
を
最
第

二
と
し
て
位
置
づ
け
た
の
で
あ
る
。

天
台
智
顕

が
現
れ
た
こ
ろ
、
中
国
仏
教
界
に
は
、
各
宗
各
派
が
並
び

存
し
、
教
義

の
蘭
菊
を
競

っ
て
い
た
。
学
派

・
宗
派
の
成
立
は
、
開
祖

に
よ
る
独
自

の
教
判
論
成
立
の
時
と
さ
れ
、

そ
の
教
判
は
、
各
宗
所
依

の
経
論
を
最
第

二
と
す
る
。
開
祖
の
教
え
に
従
い
、
そ
の
法
系
に
属
す

る
人
々
も
ま
た
、
開
祖
が
選
び
取
り
、
教
判
論
で
示
さ
れ
た
経
論
に
導

か
れ
て
、
自
ら
も
証
悟
を
得
、
更
に
新
し
い
教
判
論
を
立
て
て
自
宗
を

補
強
し
、
宣
揚
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

天
台
智
顎
の
当
時
、

中
国
に
は
南
三
北
七

と
い
わ

れ
る
十
師

が

い

た
。
十
師
は
、
そ
れ
ぞ
れ
教
判
を
立
て
、
各
自
が
選
び
取

っ
た
経
論
を

奉
持
し
て
い
た
。
智
顎
は
、

こ
の
十
師
と
法
論
対
決
を
行
い
、
こ
と
ご

と
く
論
破
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
事
実
は
、
十
師
の
教
判
が
、
天
台
智
顎
の
五
時
八
教
の
教
判
に

対
し
て
、
全
く
歯
が
立
た
な
か
っ
た

こ
と
を
示
す

と
同
時
に
、
十
師
の

そ
れ
ぞ
れ
が
得
た
証
悟
が
、
智
顕

の
そ
れ
と
比
べ
て
は
る
か
に
浅
く
、

し
か
も
普
遍
性
に
乏
し
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

南
三
北
七
の
十
師
は
、
智
顎
の
証
悟

の
深
さ
、
広
さ
、
普
遍
性

の
前

に
屈
し
た
の
で
あ

っ
た
。
そ
れ
は
ま
た
、
智
顕
が
諸
経
論
の
な
か
か
ら

選
び
出
し
た
法
華
経
こ
そ
、
釈
尊
の
悟
り
に
最
も
確
実
に
人
を
導
き
得

る
経
典
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

仏
教
は
悟
り
の
宗
教
で
あ
る
。
仏
道
を
実
践
し
、
自
ら
も
釈
尊
の
悟

り
を
得
よ
う
と
す
る
者
に
と
っ
て
、
自
ら
が
得
た
分

々
の
悟
り
が
、
果

た
し
て
ど
れ
ほ
ど
釈
尊

の
そ
れ
に
近
づ
い
て
い
る
か
を
確
認
す
る
こ
と

は
、
重
大
な
関
心
事
で
あ
る
。
も
し
、
そ
の
悟
り

の
段
階
を
正
し
く
把

握
で
き
な
け
れ
ば
、
人
は
増
上
慢
に
堕
し
、
悟
り

の
独
断
に
陥

っ
て
し

ま
う
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
ひ
た
す
ら
に
自
己
を
卑
下
し
、
懐
疑

の

中
に
沈
ん
で
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。
諸
経
論
が
、
仏
道
修
行
者
の
証

教
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悟
の
段
階

に
つ
い
て
、
詳
説
す
る
の
は
こ
の
た
め
な
の
で
あ
る
。

五
時
八
教
の
教
判
で
、
智
顎
は
阿
含
経
典
を
誘
引
の
教
え
と
し
て
低

く
位
置
づ
け
た
。

そ
れ
は
、
阿
含
経
で
得
ら
れ
る
証
悟
が
、
自
己
の
悟

り
の
み
を
考
え
、
化
他

の
実
践
を
伴
わ
な
い
低
い
証
悟
で
あ
る
と
し
て

斥
け
た
の
で
あ

っ
た
。
釈
尊

の
成
道

の
様
子
を
伝

え
る
仏
伝
経
典
に

は
、
化
他

の
実
践
を
伴
う
釈
尊
の
悟
り
を
無
上
正
等
覚
と
表
し
、
等
正

覚
、
あ
る
い
は
正
覚
と
区
別
し
て
示
す
場
合
が
あ
る
。
化
他
の
実
践
に

ょ
っ
て
仏
法
が
堅
立
し
た

こ
と
か
ら
も
、

こ
れ
は
当
然
の
こ
と
と
い
え

る
で
あ
ろ
う
。

天
台
智
顕
の
証
悟
か
ら
創
出
さ
れ
た
五
時
八
教
の
教
判
は
、
そ
の
後

の
仏
教
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
伝
教
大
師
最
澄
が
入
唐
し
、
天
台

教
学
を
日
本
に
伝
え
て
か
ら
、
仏
教
流
伝
の
舞
台
は
日
本
に
移
る
。
日

本
仏
教
に
お
い
て
も
、
五
時
八
教
の
教
判
は
、
何
人
も
こ
れ
を
打
ち
破

る
こ
と
が

で
き
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

日
本
仏
教
が
開
花
し
た
鎌
倉
期
に
現
れ
た
日
蓮
は
、
法
華
至
上
主
義

に
立

っ
て
、
法
華
経
こ
そ
釈
尊
の
正
意
で
あ
り
、
出
世
の
本
懐
で
あ
る

こ
と
を
強
く
主
張
し
た
。
日
蓮
は
そ
の
論
証
の
た
め
に
、
天
台
の
五
時

八
教
を
縦
横
に
用

い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

日
蓮
の
法
華
至
上
主
義
は
、
天
台

の
五
時
八
教

の
教
判
か
ら
も
た
ら

さ
れ
た
結
論
で
は
な
い
。
日
蓮
は

「
さ
れ
ば
我
弟
子
等
心
み
に
法
華
経

の
ご
と
く
身
命
も
お
し
ま
ず
修
行
し
て
、
此
度
仏
法
を
心
み
よ
」
等
と

述
べ
、
主
体
を
賭
し
た
教
法
の
選
び
取
り
が
、
い
か
に
重
要
で
あ
る
か

を
力
説
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
日
蓮
自
身
が
法
華
経
の
文
に
導
か
れ
、

身
命
を
惜
し
ま
ず
仏
道
実
践
に
挺
身
し
た
故
の
結
論
で
あ
る
。

そ
の
結
果
、

日
蓮
は
天
台
智
顎

の
証
悟

の
深

さ
が
、
他
の
い
か
な
る

人
師

・
論
師
の
そ
れ
よ
り
も
卓
絶
し
た
も
の
で
あ
り
、
智
顕
が
選
び
取

っ
た
法
華
経
は
、
人
を
確
実
に
釈
尊
の
証
悟

へ
と
導
く
経
典
で
あ
る
こ

と
を
確
証
し
た
の
で
あ

っ
た
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
竜
樹
や
世
親
、

智
顎
や
最
澄
と
い
っ
た
仏
教
流
伝
史
上
、
重
要

な
位
置

を
占
め

る
人

師

・
論
師
を
証
悟
せ
し
め
た
究
極

の
成
仏
法
が
、

法
華
経
の
文
の
底
に

秘
沈
し
て
い
る
と
し
て
、
そ
れ
を
我

々
に
開
示
し
た
の
で
あ
る
。

そ
し

て
、
五
綱

(五
義
)
、
五
重
相
対
、

五
重
三
段
な
ど
の
独
自

の
教
判
を

立
て
て
、
そ
れ
を
論
証
し
た
。

な
か
で
も
五
綱
判
は
、
五
時
八
教
の
教

判
を
も
包
含
す
る
壮
大
な
教
判
論
で
あ
る
。

日
蓮
の
教
判
は
、
我
々
を
確
実
に
証
悟

へ
導
く
究
極
の
法
が
、
法
華

経
寿
量
品
の
文
底
に
秘
沈
さ
れ
て
い
る
南
無
妙
法
蓮
華
経
で
あ
る

こ
と

を
説
示
す
る
た
め
の
も
の
で
あ

っ
た
。
日
蓮
は

「
今
、
末
法
に
入
ぬ
れ

ば
余
経
も
法
華
経
も
せ
ん
な
し
。
但
南
無
妙
法
蓮
華
経
な
る
べ
し
」
と

述
べ
て
い
る
。
正
像
末
の
三
時
史
観
の
上
か
ら
し
て
も
、
白
法
隠
没
の

末
法
今
時
に
お
い
て
は
、
も
は
や
法
華
経
す
ら
も
、
我

々
の
証
悟
に
益

な
く
、
た
だ
南
無
妙
法
蓮
華
経
の
み
が
、
我
々
を
確
実
に
証
悟

へ
導
く

法
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
こ
の
文
は
、

五
重
相
対
判
の
第
五

重

・
種
脱
相
対
を
示
す
文
に
該
当
す
る
。

明
治
維
新
を
迎
え
、
我
が
国
は
急
速
に
近
代
化

へ
の
道
を
進
む
。
仏
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教
界
も
そ
の
例
外
で
は
な
か
っ
た
。

近
代
仏
教
学
の
方
法
論
は
、
大
乗
経
典
の
す
べ
て
が
、
釈
尊
よ
り
も

は
る
か
後
代
の
創
作
で
あ
る
と
し
た
が
、
そ
の
故
に
天
台
の
五
時
八
教

の
教
判
も
、

当
時

の
歴
史
的
、
社
会
的
制
約
の
も
と
で
成
立
し
た
時
代

の
産
物
で
あ

っ
て
、
現
在
で
は
通
用
し
な
い
と
い
う
意
見
も
出
さ
れ
る

に
至

っ
た
。

ま
た
、
そ
の
五
時
八
教
を
用
い
て
法
華
至
上
主
義
に
立

つ

日
蓮

の
教
説
も
ま
た
、
そ
の
根
拠
を
失
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
一

し
か
し
、

こ
う
し
た
見
解
は
、
仏
教
が
究
極
の
目
的
と
す
る
証
悟
を

看
過
し
た
皮
相
的
な
見
解
で
あ
り
、

そ
れ
は
、
文
献
学
の
方
法
論
に
傾

斜
す
る
近
代
仏
教
学
の
悪
し
き
傾
向
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。

本
来
、
仏

の
悟
り
は
、
言
語
に
よ
る
表
現
を
超
え
、
言
語
で
表
す
こ

と
が
で
き
な

い
も
の
で
あ

っ
た
。
経
典
の
製
作
は
、
言
葉
を
超
え
た
と

こ
ろ
に
あ
る
仏
の
悟
り
を
、
あ
え
て
言
葉

で
表
現
し
よ
う
と
す
る
試
み

で
あ
る
。
経
典
の
作
者
に
と

っ
て
、
そ
の
経
典
を
読
む
者
を
悟
り
に
導

く
こ
と
は
、
最
大
の
課
題
で
あ

っ
た
。
言
語
で
表
現

で
き
な
い
仏

の
悟

り
を
言
説
化

す
る
作
業
は
、
自
ら
も
仏

の
悟
り
に
肉
迫
し
、
そ
の
悟
り

の
核
心
を
把
握
し
た
者
以
外
に
は
、
全
く
不
可
能
な
作
業
で
あ
る
。
故

に
、
経
典
は
仏
陀
釈
尊
の
悟
り
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
極
め
て
近
い
悟
り

を
得
た
人

々
の
手
に
よ
っ
て
成

っ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

釈
尊
入
滅
後
、

さ
ま
ざ
ま
な
経
典
が
作
ら
れ
て
い
っ
た
が
、
そ
の
冒

頭
に
は

二
様

に

「如
是
我
聞
」
の
文
字
が
置
か
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
、

釈
尊
の
入
滅
直
後
に
行
わ
れ
た
と
い
う
経
典

の
第

一
次
結
集

の
際
、
多

聞
第

二
の
阿
難
が
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
か
ら
、
釈
尊

の
教
え
を
暗
諦
し

た
。
そ
れ
を
他
の
長
老
達
が
認
可
し
て
、
経
典
を
作
成
し
た
と
い
う
ひ

そ
み
に
な
ら

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

後
世

の
経
典
作
者
は
、
ま
さ
に
作
者
自
身

の
な
か
に
顕
現
し
た
仏
陀

釈
尊

の
声
を
聞

い
た
故
に

「是
く

の
如
く
我
れ
聞

き
き
」
と
、
経
典

の

冒
頭
に
置

い
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
我
が
胸

中
に
響
く
仏
陀
釈
尊

の
教
説
を
言
説
化
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
故
に
各
経
典
に
説
か
れ
た

教
説
間
の
優
劣
、
浅
深
は
、
そ
の
経
典
製
作
者

の
証
悟
の
優
越
性
、

証

悟

の
深
さ
を
そ
の
ま
ま
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

浅
い
証
悟
か
ら
創
作
さ
れ
た
経
典
に
導
か
れ
て
も
、
浅

い
証
悟
し
か

得
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
釈
尊
の
悟
り
に
肉
迫
せ
ん
と
す
れ
ば
、
深
き

証
悟
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
経
典
に
導
か
れ
る
こ
と

こ
そ
、
最
も
益
多
き

仏
道
実
践
な
の
で
あ
る
。
煩
項
に
流
れ
、
労
多
く

し
て
益
少
な
き
実
践

は
、
仏
教
が
目
指
す
証
悟
を
我

々
か
ら
遠
く
す
る
。

こ
こ
に
証
悟
実
現

の
た
め
の
教
法
選
択
の
基
準
を
示
す
教
判
論
の
重
要
性
が
浮
か
び
上
が

っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

今
、
我

々
に
要
請
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
自
ら
の
主
体
を
賭
し
て
、

自
ら
の
証
悟
の
た
め
の
教
法
を
選
び
取
る
こ
と
で

あ
ろ
う
。
"
仏
教
学

盛
ん
に
し
て
仏
教
廃
る
"
と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
久
し
い
。
我

々

は
、

こ
こ
で
教
判
論
の
意
味
を
再
考
し
、
自
身
の
証
悟
実
現
に
思

い
を

留
め
た
い
も
の
で
あ
る
。

(遥
虹
人
間
性
開
発
研
究
所
主
任
研
究
員
)

教
判
論
の
意
味
再
考
 (
松

岡
)
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