
法
蔵

の

一
乗

大
乗

へ
の
批
判

に

つ
い
て

吉

津

宜

英

一

問
題

の
所
在

中
国
の
華
厳
学
派

の
人

々
は
共
通
し
て

一
乗
と
い
う
こ
と

を

説

ぐ

が
、
ど
の
人
も
同
じ
内
容
で
、
同
じ
説
き
方
を
し
て
い
る

か
と

い

う

と
、
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
特
に
智
撮

(六
〇
二
-
六
六
八
)
と
法
蔵

(六
四
三
-
七
二
一)
と
の
一
乗
説
は
大
き
な
差
異
を
示
す
。

こ
の
点
に

(1
)

つ
い
て
は
既
に
別
稿
に
お
い
て
論
じ
た
の
で
あ
る
が
、
今

は
問
題
の
所

在
と
し
て
要
点
の
み
を
記
そ
う
。

す
な
わ
ち
、
同
別
二
教
判
に
つ
い
て
、
従
来
は
智
撮
が
そ
の
基
礎
的

な
理
念
を
提
出
し
、
弟
子
の
法
蔵
が
そ
れ
を
大
成
し
た
と
い
わ
れ
て
い

(2
)る

が
、
私

は
同
別
二
教
判
こ
そ
は
智
假
教
学
の
中
核
を
成
す
教
理
で
あ

り
、
し
た
が

つ
て
彼
に
お
い
て
完
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

つ
て
、
弟
子

の
法
蔵
は
そ
の
師
の
教
理
を
変
容
せ
し
め
た
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
も

う
少
し
具
体
的
に
い
え
ば
、

智
微
は

『
華
厳
経
』

の
場
に

『
法
華
経
』

の
一
乗
説
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
同
別
二
教
を
完
成
し
た
が
、

そ
れ
ら
二
教
は
智
倣

の
教
判
で
あ
る
漸
頓
円
三
教

の
中

の
円
教

の
内
容

と
し
て
対
等
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、
別
教

一
乗
と
し
て
の
華

厳

の
法
門
は
三
乗
小
乗
人
天
乗
な
ど
の

一
切
を
超
出
し
て
ゆ
く
が
、
同

時
に
同
教

一
乗
は

一
切
の
教
え
に
関
わ
る
も
の
と
さ
れ
、

一
切
の
機
根

が
華
厳

の
法
門
に
与
る
道
を
開
ぐ
、

こ
の
よ
う
に
二
方
向
の
内
容
が
具

わ

つ
て
い
る
か
ら
こ
そ
円
教
と
称
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
同
別
二
教
並

存
、
「
対
等
の
円
教
は
智
撮
の
最
初
の
著
作
で
あ
る

『捜
玄
記
』
か
ら

一

(3
)

貫
し
て
出
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
智
撮
に
と

つ
て
の
同
別
二
教
は
そ
の
教
学
の
中
核
を
形

成
す
る
程
の
内
容
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
彼

一
代
限
り
の
も
の
で
あ
り
、

法
蔵
に
お
い
て
は
名
称
や
形
式
は
伝
承
さ
れ
て
は
い
る
が
、
内
容
的
に

は
全
ぐ
異

つ
た
も

の
と
な
つ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
い
わ
ゆ
る
の

『華
厳

(
4
)

五
教
章
』
に
お
け
る
同
別
二
教
の
用
例
を
調
べ
る
と
明
ら
か
で
あ
る
。

(5
)

こ
れ
も
既
に
論
じ
た
の
で
、
結
論
的
な
要
点

の
み
を
述
べ
よ
う
。
す
な

わ
ち
、
『
五
教
章
』

の
第

一
章

「
建
立
乗
」
の
冒
頭
で

「然
る
に
此

の

一
乗
教
義

の
分
斉
、
開
い
て
二
門
と
為
す
。

二
に
は
別
教
、
二
に
は
同

教
な
り
。
」
(大
正
蔵
四
五
巻
四
七
七
頁
上
)
と
あ

り
、
確
か
に
全
篇
に
智

法
蔵
の

一
乗
大
乗

へ
の
批
判

に
つ
い
て

(
吉

津
)
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法
蔵
の
一
乗
大
乗
へ
の
批
判
に
つ
い
て
 (吉

津
)

撮
と
同
様

の
名
称
が
用
い
ら
れ
、
「
所
詮
差
別
第
十
」
で
は
円
教
の
下
で

二
教
が
扱

わ
れ
、
形
式
的
に
も
智
假
と
同

一
の
よ
う
に
も
見
受
け
ら
れ

る
。
し
か
し
、
根
本
的
な
と
こ
ろ
で
智
撮
と
異
な
る
。
そ
れ
は
、
法
蔵

が
円
教
の
下
で
同
別
二
教
を
対
等
に
位
置
づ
け
て
い
な
い
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
法
蔵
は

『華
厳
経
』
の
教
え
を
円
教
と
し

(こ
れ
は
智
撮
と
同
じ
)
、
そ
れ
を
別
教

一
乗

の
み
と
限
定
し
、
決
し
て
同

教

一
乗
を
そ
こ
に
付
随
さ
せ
な
い
。
確
か
に
、
「
所
詮
差
別
」
で

は

い

か
に
も
円
教
の
下
に
二
教
が
摂
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
よ

く
検
討
し
て
み
る
と

「同
教
」
の
側
面
は
許
容
し
て
も
、

注

意

深

く

「
同
教

一
乗
」
の
面
は
円
教
の
範
囲
に
持
ち
込
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
が

わ
か
る
。

そ
れ
で
は
同
教

一
乗
は
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
の

か
。
そ
れ

は
必
ず

『
法
華
経
』

の
内
容
で
あ
る
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
に
お
い
て
同
教

一
乗
は
円
教

の
内
容
か
ら
排
除
さ
れ
、
『華
厳
経
』

の
世
界
に
関
わ
ら
ず
、
む
し
ろ

『法
華
経
』

の
教
え

の
こ
と
と
さ
れ
た

の
で
あ
る
。
前
に
述
べ
た
よ
う
に
華
厳
円
教
の
内
容
を
形
成
す
る
両
翼

と
し
て
の
智
綴
の
同
別
二
教
と
は
全
く
異
な
る
法
蔵

の
把
握
の
仕
方
、

つ
ま
り
別
教

一
乗
優
越

の
姿
勢
を
見
い
出
す

の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
何
故
に
法
蔵
に
お
い
て
智
綴
の
同
別
二
教
論
が
別
教

一
乗

独
善
論
に
展
開
し
た
の
か
と
い
う
の
が
本
論
の
問
題
の
所
在
な
の
で
あ

る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
私
は
結
論
的
に
言
う
な
ら
ば
、
法
蔵
が
各
種

の

一
乗
説
を
批
判
し
つ
つ
、
自
己
の
教
学
を
形
成
し
た
結
果
と
し
て
同

別
二
教
の
間
に
亀
裂
が
入
り
、
別
教

一
乗
は

『
華
厳
経
』
に
、
同
教

一

乗
は

『法
華
経
』

に
と
い
う
分
断
が
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

そ
れ
で
は
具
体
的
に
ど
こ
で
、
ど
の
よ
う
に
、
ど
ん
な

一
乗
大
乗
説

を
法
蔵
は
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
私
は

『探
玄
記
』
に
お
い

て
、
円
測

(六
二
三
-
六
九
六
)
と
法
宝

(生
没
年
不
詳
)
の
二
人
、
そ
し

て

『起
信
論
義
記
』

で
元
暁

(六
一
七
1
六
八
六
)
へ
の
批
判
を
想
定
し

う
る
と
考
え
る
が
、

こ
の
論
文
で
は

『探
玄
記
』
を
検
討
し
、
そ
こ
に

一
乗
大
乗
批
判
が
ど
の
よ
う
に
出
て
い
る
か
を
検
討
し
て
み
た
い
。

二

『
探
玄
記
』

「
立
教

差
別
」

の
検

討

『
探
玄
記
』

の
玄
談
の
第
三

「
立
教
差
別
」

は
全
体
で
教
判
論
を
展

開
す
る
段
で
あ
る
が
、
(1)
古
説
を
叙
す
、
(2)
是
非
を
弁
ず
、
(3)
西
域
を

述
ぶ
、
(4)
相
違
を
会
す
、
(5)
現
伝
を
明
す
、
(6)
権
実
を
定
む
、
(
7
)
開
合

を
顕
わ
す
、
(
8
)
教
の
前
後
、
(9)
義
に
就
い
て
教
を
分
か

つ
、
(
1
0)
理
を
以

て
宗
を
開
ぐ
と
い
う
順
序
で
十
門
分
別
を
行
う
。

ま
ず
、
(1)
で
は
菩
提
流
支

(?
-
五
二
七
)
の

一
音
教
以
下
、
法
蔵
以

前
の
十
家
の
教
判
を
列
挙
す
る
。

『
五
教
章
』

の
十
家

(大
正
蔵
四
五
巻

四
八
○
頁
)
と
の
差
異
な
ど
問
題
に
な

る
が
、

今
は

『五
教
章
』
で
第

十
番
目
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
玄
奏

(
六
〇
二
-
六
六
四
)
の
三
種
教

が

『探
玄
記
』
で
は
除
か
れ
て
い
る
こ
と
に
だ
け
に
言
及

し

て

お

こ

う
。
次
に
(2)
で
は
是
非
を
弁
ず
と
い
い
つ
つ
も
、
是
の
み
で
非

の
面
は

蕪
い
。
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さ
て
、
(3)
は
戒
賢
と
智
光
の
空
有
の
論
争
の
紹
介
と
、
さ
ら
に
(4)
は

そ
の
議
論
に
つ
い
て
の
法
蔵
流
の
融
会
で
あ
る
。
す
で
に

『
五
教
章
』

(五
〇
一
頁
上
)
に
清
弁
と
護
法
の
論
争
と
い
う
形
で
取
り
上

げ

ら

れ

て
い
た
も

の
が
、

日
照
三
蔵

(六
二

丁

六
八
七
)
の
ナ
ー
ラ
ン
ダ
寺

に

お
け
る
最
新
情
報
を
得
た
結
果
と
し
て
、
戒
賢

と
智
光

と

の
間

の
も

の
に
な

っ
た
。
こ
こ
で
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
戒
賢

の

『
解
深
密
経
』
に
拠

る
三
時
教

は
す
で
に
玄
癸
に
よ

つ
て
紹
介
ず
み
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、

中
国
に
未
伝
の

『
妙
智
経
』

に
基
ぐ
と
さ
れ
る
智
光

の
三
教

の
存
在
で

あ
ろ
う
。
『解
深
密
経
』
に
依
る
三
時
教
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
菩

提

流
支
や
真
諦

(四
九
九
-
五
六
九
)
な
ど
の
訳
経
や
注
釈
を
通
じ
て
広
ぐ

知
ら
れ
て
い
た
が
、
改
め
て
玄
奨
に
よ
つ
て
紹
介
さ
れ
て
み
る
と
、
そ

の
説

の
重
み
が
人
々
に
実
感
さ
れ
た
。
法
蔵
も

『
五
教
章
』
(四
八
二
頁

上
)
で
は
三
時
教
に
は

『華
厳
経
』
を
摂
め
る
と
こ
ろ
が
な
い
と
言
う

ほ
ど
で
あ

る
。
い
わ
ば
、
勝
手
に
、
自
分
の
目
的
に
合
わ
せ
て
教
判
を

作
り
上
げ

て
い
た
と
こ
ろ
に
、
本
当
は
仏
陀
の
教
え
は
こ
の
よ
う
に
展

開
し
た
の
だ
よ
と
言
わ
れ
て
、
か
な
り
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た
様
子
も
伺

わ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が

つ
て
、
同
様
に

『
妙
智
経
』
と
い
う
経
典

に
由
来
し
、
し
か
も
竜
樹
や
清
弁
の
流
れ
を
承
け
る
智
光
が
戒
賢

の
三

時
教
に
真
向
か
ら
反
対
す
る
三
教
を
掲
げ
た
と
い
う

ニ
ュ
ー
ス
は
法
蔵

に
は
あ
り
が
た
か
つ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が

つ
て
、
ω

の
両
者
を
融

会
す
る
と

こ
ろ
で
は
、
智
光
の
方
が

一
乗
説
と
い
う
こ
と
か
ら
、
智
光

の
方
を
優
位
に
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。

た
だ
、
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
そ
の
会
釈
の
中
で
法
蔵
が

「
二
説
の

三
教
は
各
の
初
に
小

(乗
)
を
説
ぐ
。
華
厳
は
初
に
説
け
り
。
如
何
ん

が
会
釈
す
る
や
。
」
(大
正
蔵
三
五
巻
一
一
三
頁
中
二
〇
行
)
と
問

う

と

こ

ろ
で
あ
る
。
『
五
教
章
』

の

「決
択
前
後
意
」
(
四
八
三
頁
上
中
下
)
の
よ

う
な
機
根
論
で
、
二
説
を
法
蔵
の
体
系
の
中

に
融
会
は
し
て
い
る
も

の

の
、
結
論
的
に
は
先
の

一
文
か
ら
法
蔵
は

『解

深

密

経
』
と

『
妙

智

経
』
に
由
来
す
る
二
種
の
三
教
説
を
教
判
と
し
て
は
不
十
分
と
し
た
こ

と
が
わ
か
る
。

こ
れ
ら
の
二
説
は

一
応
西
域
の
こ
と
と
し
て
扱
わ
れ
た
が
、
法
蔵
の

眼
前
に
は
こ
れ
ら
二
説

の
対
立
と
関
連
し
た
大
き
な
論
争
が
あ

つ
た
。

そ
れ
は
三
乗
大
乗
と

一
乗
大
乗
と
の
問

の
成
仏
論
争
で
あ
り
、
法
蔵
は

(5)
と
(
6
)
と
で
、
こ
の
問
題
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
「現
伝
」
と
い

う

言

葉
に
、
根
本
的
に
は
イ
ン
ド
伝
来

の
考
え
方
だ
け
れ
ど
も
、
現
実
に
中

国
で
も
論
争
が
行
な
わ
れ
て
い
る
と
い
う
感
じ
が
出

て

い

る
。
こ

こ

で
、
ま
ず
法
蔵
は
(
5
)
で
入
寂

の
二
乗
の
成
仏
を
認
め
な
い
三
乗
大
乗
と

そ
の
成
仏
を
認
め
る

一
乗
大
乗
の
双
方
の
典
拠

に
な
る
経
論
を
列
挙
す

る
。
前
者
に
つ
い
て
は

『
大
般
若
経
』
『解
深
密
経
』
『喩

伽

論
』
『十

輪
経
』
な
ど
の
経
論
が
引
用
さ
れ
、
後
者
に

つ

い

て

は

『浬
禦
経
』

『
法
華
経
』
『法
華
論
』
『
入
楊
伽
経
』
『勝
髪
経
』
『密
厳
経
』
な
ど
が

列
挙
さ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
経
典
の
列
挙
に
つ
い
て
、
法
宝
の

『
一
乗
仏

(
6
)

性
究
寛
論
』
が
円
測
の

『解
深
密
経
疏
』
を
参
照
し
て
い
る
と
い
う
根

(
7
)

蕪

一
力
氏

の
指
摘
に
よ
り
、
私
も
法
蔵

の
経
論

の
列
挙
と

『
解
深
密
経

法
蔵

の

二
乗
大
乗

へ
の
批
判

に

つ
い
て

(吉

津
)
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法
蔵

の

二
乗
大
乗

へ
の
批
判

に
つ
い
て

(吉

津
)

(8
)

疏
』
と
を
対
照
し
て
み
た
。
そ
し
て
、
明
ら
か
に
法
蔵
も
円
測
の
注
釈

を
参
照
し
た
こ
と
を
確
認
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
法

蔵
は
円
測

に
拠

つ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
結
論
的
に
言
え
ば
、
円
測(9

)

と
法
蔵
の
立
場
は
全
ぐ
異
な
り
、
法
蔵
は
円
測
の
よ
う
な

一
乗
大
乗
家

を
も
批
判
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
、
法
蔵
自
身

の
別
教

一
乗

の
論
証
に
と

つ
て
重
要
な
前
提
で
あ
る
こ
と
は
、
円
測
に
対
し
て
も
元

暁
と
同
じ
程
度
の
位
置
づ
け
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
法
蔵
は
法
宝
の
教
学
を
参
見
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
認
定

は
む
つ
か
し
い
が
、
私
は

の
権
実
を
定
め
る
と
い
う
項
の

検
討
か
ら
、
参
照
し
て
い
る
と
判
断
す
る
に
至

つ
た
。
そ
れ
は
こ
の
項

で
法
蔵
が

『解
深
密
経
』
の
三
時
教
に
関
連
さ
せ
て
、
ま
ず

「
一
乗
は
是

れ
権
に
し
て
、
三
乗
は
是
れ
実
な
り
」
(大
正
蔵

三
五
巻

一
一
三
頁
下

三

行
)
と
い
う
サ
イ
ド
の
典
拠

の

一
つ
と
し
て
の
法
華
第
二
時
教
説

へ
の

言
及
と
、
次
に

「
一
乗
は
是
れ
実
に
し
て
、
三
乗
は
是

れ

権

な

り
」

(
1
0)

(伺
、
二
四
行
)
と
主
張
す
る
論
者

の
三
乗
真
実
論
者

へ
の
反
論
の
有
力

な
根
拠
と
し
て
の

「
『法
華
経
』

は

『解
深
密
経
』

の
後

の
説
示

で

あ

(
1
0)

る
」
と
い
う
主
張
が
い
ず
れ
も
法
宝

に
拠
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

特
に
法
華
深
密
後
説

(法
華
は
深
密
の
後
で
説
か
れ
た
か
ら
、
一
切
皆
成
と

な
る
の
だ
と
い
う
主
張
)
は

『究
寛
論
』

の
議
論
の
ポ
イ
ン
ト
と
言

つ
て

も
よ
い
の
で
あ
り
、
そ
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
を
法
宝
に
帰
せ
し
め
て
、

そ
れ
を
法
蔵
が
援
用
し
て
、
自
ら
の
別
教

一
乗
の
論
証

の
一
環
と
し
て

使

っ
た
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
法
宝
と
の
接
点
は

も
う
少
し
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
こ
の

と

と

の
部
分
に
円
測
あ
る
い
は
法
宝
の

影
響
が
伺
わ
れ
る
。
し
か
し
、
あ
ぐ
ま
で
法
蔵

は
自
己
の
別
教

一
乗
の

建
立
の
た
め
に
両
師

の
説
を
援
用
す
る
の
で
あ

っ
て
、
決
し
て
両
師
に

賛
成
す
る
の
で
は
な
ぐ
、
む
し
ろ
結
果
と
し
て
全
面
的
に
否
定
す
る
こ

と
に
な
る
。
そ
れ
を
確
認
す
る
た
め
に
、
一
応
最
後
ま
で

「
立
教
差
別
」

の
検
討
を
続
け
よ
う
。

も
う

一
度
(5)
と
(
6
)
と
の
要
点
を
記
せ
ぽ
、
(5)

で
は
三
乗
家
と

一
乗
家

と
の
双
方
の
典
拠
と
な
る
経
論
を
列
挙
し
、
(6)

で
は
三
乗
家
の
方
か
ら

一
乗
家
の
典
拠
を
批
判
し
た
り
、

一
乗
家
か
ら
の
批
判
に
対
し
て
防
護

し
た
り
、
ま
た
逆
に

一
乗
家
の
方
で
は
三
乗
家

の
根
拠
を
ぐ
ず
そ
う
と

(
1
2)

す
る
。

こ
の
あ
た
り
の
議
論
は
基

(
六
三
二
-
六
八
二
)
や
円
測
、
さ
ら

に
法
宝
の
教
学
を
法
蔵
が
ア
レ
ン
ジ
し
て
、
対
立
的
に
き
わ
だ
た
せ
て

い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
両
者
を
土
俵

に
上
げ
て
、
法
蔵
が
行

司
を
務
め
る
と
い
う
図
で
あ
る
が
、
勝
負
の
面

で
は
明
ら
か
に

二
乗
家

の
方
に
軍
配
を
上
げ
る
こ
と
に
な

つ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

さ
て
、

こ
こ
ま
で
の
議
論
で
法
蔵
が

『
華
厳
経
』
が
別
教

一
乗
で
あ

る
と
い
う
自
分
の
主
張
を
前
面
に
出
す
た
め
の
準
備
は
整

っ
た
と
い
つ

て
よ
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
華
厳
別
教

一
乗
に
と
っ
て
の
論
敵
は

一
通
り
、
そ
ろ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

ま
ず
、
三
乗
大
乗
が

二

乗
大
乗
の
前
で
、
も
は
や
敵
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
あ
と
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は
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
で
浮
び
上

つ
て
き
た
各
種

の
一
乗
説

の
区
切
り

を
つ
け
る
だ
け
で
あ
る
。
そ

の
作
業
が
(7)
と

と
で
行
な
わ
れ
る
。
ま

ず

で
は

『解
深
密
経
』
全
体
を
三
乗
と
規
定
し
た
後
で

『法
華
経
』

と

『浬
藥
経
』
の
内
容
を

「異
を
破
す
」

一
乗
と
し
、
さ
ら
に

『華
厳

経
』
を
、
「直
体
」
の

一
乗
と
呼
ぶ
。
さ
ら
に

の
後
段
で
は

『
解
深
密

経
』
で
説
ぐ
も
の
を

「
存
三
」
の

一
乗
、
『
法
華
経
』

の
内

容

を

「
遮

三
」
の
一
乗
、
そ
し
て

『華
厳
経
』
の
教
え
を

「表
体
」
の

一
乗
と
、

そ
れ
ぞ
れ

の
区
別
を
行
う
。
さ
ら
に
(8)
で
は
四
門
に
分
け
て
種

々
に
論

じ
ら
れ
る
が
、
結
論
と
し
て
は
い
か
に

『華
厳
経
』
の

一
乗
が
成
道
以

後
の

「
初
説
」
で
あ
り
、
そ
れ
故
に

「根
本
教
」
で
あ
る
か
を
示
そ
う

と
し
た
も

の
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
比
べ
る
と

『
浬
桀
経
』
は
明
ら

か
に
最
後

の
説
法
で
あ
る
し
、
『
法
華
』
『
深
密
』
さ
ら
に

『
妙
智
経
』

の

一
乗
説

で
す
ら

「
末
教
」
と
い
う
扱
い
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

さ
て
、
(
9
)
(
1
0

)
は
五
教
と
十
宗
と
い
う
法
蔵
独
自
の
教
判
を
示
す
。
特

に

で

『
解
深
密
経
』

の
三
時
教
の
第
二
と
第
三
と
を
合
せ
て
大
乗
始

(
1
3)

教
と
し
、
『五
教
章
』
の
教
判
の
場
合
と
の
差
異
を
示
し
た
の
も

法

宝

(
1
4)

の
教
学
の
受
容
に
よ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

三

一
乗
大
乗

へ
の
批
判

こ
れ
ま

で
の

「
立
教
差
別
」
の
検
討
か
ら
、
法
蔵
は
三
乗
家
の
基
の

教
学
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
特
に
円
測
や
法
宝
の
よ
う
な

一
乗
家
の
文

献
を
参
照
し
て
、
行
論
を
進
め
て
い
る
こ
と
が
分

つ
た
。
し
か
し
、

二

乗
家
の
説
を
参
照
し
、
受
容
し
て
い
る
か
ら
と
い
つ
て
、
そ
れ
ら
を
認

め
た
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
結
果
的
に
は
そ
れ
ら
の

一
乗
家
の
教
え
方
は
法
蔵
の
華
厳
教
学
と
同
居

し
え
な
い
と
い
う
意
味

か
ら
は
、
法
蔵
に
よ

っ
て
批
判
さ
れ
て
い
る
と
い
つ
て
も
よ
い
で
あ
ろ

う
。こ

こ
で
取
り
上
げ
た
円
測
の
教
学
は
玄
奏

の
も
た
ら
し
た
唯
識
仏
教

を
ベ
ー
ス
に
し
て
矛
盾
し
な
い
限
り
で
、
で
き

る
だ
け
真
諦
系

の
教
学

や
竜
樹
系
の
思
想
を
融
合
し
て
ゆ
こ
う
と
い
う

よ
う
な
方
向
で
の

一
乗

家
で
あ

っ
た
。
玄
奨
系

の
仏
教
は
大
乗
始
教
に
、
そ
し
て
真
諦
系
は
終

教
に
収
め
る
法
蔵
が
、
円
測

の
よ
う
な
唯
識

一
乗
と
同
居
で
き
る
わ
け

は
な
い
。
ま
た
浬
葉

一
乗
を
究
寛
と
考
え
る
法
宝
の
よ
う
な
教
学
は
法

蔵
か
ら
み
れ
ば
終
教
分
斉
と
判
じ
ら
れ
、
華
厳
別
教

一
乗
の
教
え
に
は

は
る
か
に
及
ば
な
い
と
考
え
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
法
蔵
は

『起
信
論
義
記
』
に
お
い
て
、
全
面
的
に
元
暁

の

『起
信
論
疏
』
を
批
判
し
て
ゆ
ぐ
が
、

こ
れ
も
単

に
元

暁

が

『華
厳

経
』
と

『起
信
論
』
と
を

一
体
視
し
て
い
る
と
か
、
あ
る
い
は

『起
信

論
』
の
教
学
と
玄
奏
所
伝
の
仏
教
と
を
和
静
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
か

等

へ
の
批
判
ば
か
り
で
な
ぐ
、
根
本
的
に
は
元
暁
思
想
の
低
流
と
な
つ

て
い
る
法
華

一
乗

へ
の
批
判
こ
そ
が
真
意
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

す
で
に
江
南
の
三
論
や
天
台
学
派
の
教
学
に
お
い
て

一
乗
思
想
は
十

二
分
に
発
展
し
て
い
た
が
、
特
に
玄
奨
仏
教
の
伝
来
に
対
す
る
反
擾
は

一
段
と
各
種
の

一
乗
思
想
を
開
華
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け

一
乗

法
蔵

の

二
乗

大
乗

へ
の
批
判

に

つ
い
て

(吉

津
)
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法
蔵
の
二
乗
大
乗
へ
の
批
判
に
つ
い
て
 (吉

津
)

思
想
の
一
番

の
拠
り
ど
こ
ろ
は

『法
華
経
』

の
教
え
と
い
つ
て
よ
い
で

あ
ろ
う
。
あ

の
浬
藥
経

一
乗
を
唱
え
る
法
宝
も
法
華
を
以

つ
て
深
密
の

三
時
説
を

一
蹴
し
よ
う
と
す
る
程
で
あ

つ
た
。

法
蔵
は
こ
れ
ら
の

一
乗
家
た
ち
、
特
に

『
法
華
経
』
を
所
依
と
す
る

諸
思
想
に
対
し
て
華
厳
別
教

一
乗
の
教
学
を
主
張
し

ょ
う
と
し
た
。
師

の
智
撮
か
ら
の
伝
承
と
し
て
、
彼
に
と

つ
て

『
法
華
経
』
は
必
要
な
も

の
で
あ

つ
た
。
し
か
し
、
他
の
或
る

一
乗
家
の
よ
う
に
そ
れ
で
十
分
で

は
な
か
つ
た
。
そ
こ
で
法
蔵
は
自
分
の
別
教

一
乗
の
立
場
か
ら

『
法
華

経
』
を
同
教

一
乗
と
限
定
し
て
位
置
づ
け
た
。

こ
の
限
定
は
ひ
と
え
に

こ
の
小
論

で
述
べ
た
よ
う
な
法
蔵
の
」
乗
大
乗
家

へ
の
批
判

の
結
果
で

あ
る
と
考
え
る
。

1

拙
稿

「華
厳
同
別
一
乗
の
成
立
と
展
開
-

法
蔵
の
別
教

一
乗
の
特
異

性
1

」
仏
教
思
想
学
会
発
刊

『仏
教
学
』
第
二
十
七
号
に
掲
載

2
、
湯
次
了
栄

『
華
厳

大
系
』

(
三
二
八
頁
)

で
は
智
嚴

の
素
旨
を
受
け
て
、

法
蔵
が
周
備

完
成
し
た
と
述

べ
る
。

3

『
捜
玄
記

』
か
ら
、

こ
の
よ
う
な
同
別

二
教
を
認

め
る

こ

と

に

対

し

て
、
織

田
顕
祐
氏

の

「
華
厳

一
乗
思
想

の
成
立
史

的
研
究

地
論
宗
教

判
史

よ
り
見

た
智
嚴

の
教
学
-

」
(
『
華
厳

学
研
究
』
第

二
号
、

一
九
八

八
年

一
〇
月
、

一
七
〇
頁
以
下
)
に
お
い
て
批
判

を
受
け
た
。
私

の
反
論

は
注
1
に
示

し
た
論
文

で
述
べ
た
の
で
、
参

照
し
て
い
た
だ
き

た
い
。

4

本
書

の
テ
キ

ス
ト
論

に
つ
い
て

は
、
拙
稿

「
華
厳

五
教

章

の

研

究
」

(
『駒
沢
大
学
仏
教
学
部
研
究
紀

要
』
三
六
号
、

一
九
七
八
年

三
月
)
を
参

照
し
て
い
た
だ
き
た

い
。

5

注
1
と
同

じ
。

6

「
『
二
乗
仏
性
究
寛
論

』
の
共

同

研

究
」
(
『
印
仏
研

』
三
五
-

二
、

一

九

八
七
年

三
月
)
を
参
照
。

ま
た
具
体
的
な

テ
キ

ス
ト
に

つ
い
て
は
続
蔵

経

(
影
印
本
九

五
冊
)
所
収

の
巻
第

三
と
、

『
龍
谷
大
学
論
集
』
第

四

二

九
号

(
一
九

八
六
年

一
二
月
)
と

『
龍
谷
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
紀
要

』

第

二
五
集

(
一
九

八
六
年
)
と

に
収
め
ら
れ
て
い
る
浅

田
正
博
氏

の
翻

刻

本

に
拠
る
。

7

根
蕪

一
力

「
一
乗
仏
性
究
寛
論

の
撰
述
と
時
代
的
背
景
」

(『
叡
山
学

院

研
究
紀

要
』
第

九
号
、

一
九
八
六
年

一
二
月
)
。
こ
の
論
文
よ
り
多

ぐ

の

御
教
示
を
受
け
た

こ
と
を
記
し
、

感
謝
す
る
。

8

『
解
深
密
経

疏
』
巻

四

(続
蔵

影
印
本

三
四
冊

三
八
八
頁
左
下
か
ら

三

九
〇

頁
左
下
ま

で
)

9

私
も

こ
こ
で
円
測

を

一
乗

大
乗
家
と

し
て
認
定
し
た
が
、

こ
れ

は
羽
渓

了
諦

「
唯
識
宗

の
異
派
」
(
『
宗
教
研
究
』

一
-

一
、
三
、

四
、

大

正

五

年
)

に
お
け
る
議

論
と

は
異
な

る
。
羽
渓
博
士

は
円
測
が

五
性
各
別
を
認

め
ず
、

天
台
華
厳

の

一
乗
家

に
同
じ
た
と
ま

で
言
わ
れ
る
が
、

本

文
を
読

め
ば
彼
が
正
面

か
ら

の
議
論
と

し
て
は
大
唐
三
蔵
と
呼

ぶ
玄

契

を

尊

崇

し
、

五
性
各
別
を
認

め
た

三
乗
家

で
あ
る
こ
と
は
明
ら

か
で
あ

る
。

そ
れ

を
ベ
ー

ス
に
し
て
、

出
来
る
か
ぎ
り

一
乗
や

一
切
皆

成
の
、
特

に
真

諦
系

の
仏
教

を
融
合
し
て
ゆ

こ
う
と
す
る
姿
勢

を
私
は

二
乗
家
と
見

る
。

い
わ

ば
、

唯
識

一
乗

家
と
称
し
て
も
よ
い
で
あ

ろ
う
。
木
村
邦
和
氏

の

「真

諦

三
蔵

の
学

説
に
対
す
る
西
明
寺
円
測
の
評
価
-
解
深
密
経
疏

の
場
合
1
」

(
『
印
仏
研

』
三
〇
1

一
、

一
九
八

一
年

一
二
月
)
、
「
西
明
寺
円
測

に

お

け

る
真
諦

三
蔵
所

伝
の
学
説
に
対
す

る
評
価
0
⇔
」

(『
長
岡
短
期

大
学

研

究
紀
要
』
第

五
号
、

第

六
号
、

一
九

八
二
年

一
月
、

十

二
月
)
な
ど

二
連

の
論
文

は
細
密
な
検
討

に
よ

つ
て
、
円
測
が
や

は
り
玄
奨
教
学
を

ベ
ー

ス

に
し

て
い
る

こ
と

を
明
ら

か
に
し
た
。
た
だ
、

木
村
氏
が

「
円
測

は
真
諦

の
影
響
を
殆

ん
ど
受

け
て
い
ず
、

逆

に
玄
奨

に
忠
実

で
あ
る
と
い
う

こ
と
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で
あ

つ
た
。
」
、と

い
う
結
論

は
意
外
と

い
う

べ
き

で
あ

ろ
う
。

私

は

木
村

茂

の
分
析
を
拝
見

し
て
、
玄
奨

を
ベ
ー

ス
に
し

つ
つ
も
、

そ

こ
に
大
い
に

真
諦
説
を
生
か
し
、
両
者

の
蕪
矛
盾

の
所

で
教
学

を
建
立
し
よ
う
と
す
る

姿
勢
を
見
い
出
す
。

円
測

に
と

つ
て
真
諦
教
学

の
影

は
や

は
り
大
き

い
と

い
う
べ
き

で
あ

ろ
う
。

10

『探
玄

記
』
「の
国
訳

の
注

は
い
か
に
も
、

こ
ち
ら

の
論
者
を
法
蔵

の
立

場
で
あ

る
か
の
よ
う

に
説
明
す
る
が
、

こ
の

『
法
華
経
』
を
典
拠
と

し
た

「
有
説
者
」
も

『
華
厳
経
』
を
別
教

一
乗
と
考
え

る
法
蔵
に
と

つ
て
批
判

の
対
象
と
な
る

こ
と

は
明
ら
か

で
あ
る
。

11

注
6
所
引
、

『
龍
谷
大
学
論
集
』
所
収

の

『
究
寛
論
』
巻

一

「教

時

前

後
章
第

三
」

の
行
数
番
号
1
8
1
1
1
の

「
妄

云
、
」

の
法
華
第
二
時
説
と
、

同
じ
く
1
N
の

「
今
、

更
に
十
義
を
以
て
法
華
経

は
、
深
密

の
後

の

説

に

し
て
、
是
れ
第
四
時

の
教
な
り
。
」
以
下

の
議
論
を
参
照
。

12

こ
れ
ま

で
基

の
教

学
に

つ
い
て
言
及
し
な
か

っ
た
が
、

こ
の

「
立
教
差

別
」

の
処

々
に
彼
の
教

学
を
予
想

し
た
批
判
が
み
ら
れ
る
こ
と

は
言
う
ま

で
も
な
い
。

今
の

の
三
乗
家

の
教

説

の
内
容

は
主
と
し
て
彼

の
も

の
に

拠
る
と
思
わ
れ
る
が
、

こ
の
小
論

は

一
乗

大
乗

の
扱
い
の
方

に
ポ
イ

ソ
ト

を
置

い
て
い
る
の
で
、

三
乗

大
乗

へ
の
言
及
が
少
く
な
る
こ
と

を
御
了
解

い
た
だ
き

た
い
。

13

赤
尾
栄
慶

「
法
蔵
教
学

に
於
け

る
始
教

と
終
教
-

『
五
教
章
』
と

『探

玄
記
』
の
相
違
を

め
ぐ

つ
て
I
」

(『
仏
教
学

セ
ミ

ナ
ー
』
第
四
〇
号
、

二

九
八
四
年

一
〇
月
)
を
参
照
。

14

注
6
所
収

の

『
龍
谷
大
学
論
集
』
所
収

の

『
究
寛
論
』
巻

一

「
教
時
前

後
章
第

三
」

(行
数
番
号
1
偽
以
下
)

の

「
五
述
法
異
」

の

「
定
性

二
乗
」

の
成
不
成
を

め
ぐ
る
議
論
を
法
蔵
が
参
照

し
た
可
能
性
が
あ
る
。

<
キ
ー
ワ
ー
ド
>

法
蔵
、

華
厳
、

一
乗
大
乗

(
駒
沢
大
学
教
授
)

法
蔵
の

一
乗
大
乗

へ
の
批
判

に

つ
い
て
 
(
吉

津
)
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