
吉
津
宜
英
著

『
華
厳
一
乗
思
想
の
研
究
』

本
書
の
著
者
吉
津
宜
英
博
士
は
、
現
代
最
も
精
力
的
に
華
厳
教
学
の
解

明
に
邇
進
す
る
研
究
者
の
ひ
と
り
で
あ
る
。
本
書
は
博
士
が
こ
こ
十
数
年

に
わ
た
っ
て
積
み
重
ね
て
こ
ら
れ
た
華
厳
学
研
究
の
成
果
を
、
法
蔵
の
華

厳
一
乗
思
想
を
軸
と
し
て
そ
の
成
立
と
展
開
と
い
う
側
面
か
ら
一
ま
と
め

に
さ
れ
た
大
部
な
も
の
で
あ
る
。
本
書
の
内
容
は
極
め
て
専
門
的
で
あ
り
、

そ
こ
で
展
開
さ
れ
て
い
る
博
士
の
主
張
は
全
く
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
独
創

的
な
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
れ
か
ら
華
厳
学
を
志
そ
う
と
い
っ
た
読
者

や
華
厳
学
と
は
ど
う
い
う
学
問
で
あ
る
の
か
と
い
っ
た
視
点
か
ら
本
書
に

感
心
を
寄
せ
る
読
者
に
と
っ
て
は
晦
渋
な
も
の
と
写
ら
ざ
る
を
得
な
い
で

あ
ろ
う
。
そ
こ
で
本
書
の
内
容
を
、
大
海
を
牛
跡
に
入
れ
る
よ
う
な
こ
と

に
な
る
か
も
し
れ
な
い
こ
と
を
承
知
の
上
で
少
し
く
紹
介
し
て
み
た
い
と

田
心
弓
ノ
Ｏ

例
え
ば
、
人
が
夢
の
中
に
あ
る
時
に
は
そ
れ
が
夢
で
あ
る
こ
と
を
知
り

得
な
い
よ
う
に
、
我
点
が
現
実
で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
こ
と
の
真
の
あ
り

様
は
そ
の
中
に
あ
っ
て
は
決
し
て
知
り
得
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
人

が
夢
か
ら
醒
め
て
初
め
て
そ
れ
が
夢
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
り
得
る
よ
う
に
、

我
左
が
そ
れ
を
自
明
と
し
て
い
る
現
実
の
本
当
の
あ
り
様
は
そ
こ
を
離
れ

て
初
め
て
明
ら
か
に
な
る
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
関
係
が

織
田
顕
祐

鮮
明
に
な
っ
て
く
れ
ば
、
↑
コ
ー
ダ
マ
・
シ
ヅ
ダ
ル
タ
と
い
う
名
を
持
つ
歴

史
的
な
一
人
格
が
「
目
覚
め
た
る
者
」
と
呼
ば
れ
る
に
至
っ
た
こ
と
の
中

に
、
人
間
存
在
に
関
す
る
普
遍
的
な
課
題
を
見
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い

だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
未
だ
目
覚
め
な
い
者
は
、
目
覚
め
た
る
者
の
世
界
を

知
ら
な
い
限
り
自
ら
の
未
覚
性
に
す
ら
気
づ
き
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ

℃

の
場
合
に
、
人
間
の
未
覚
性
、
よ
り
正
確
に
言
え
ば
不
覚
性
が
、
人
間

の
言
語
活
動
に
起
因
す
る
と
し
た
ら
、
こ
の
両
者
の
関
係
は
永
久
に
解
消

で
き
な
い
課
題
と
な
る
ば
か
り
で
な
く
、
表
現
す
る
こ
と
自
体
が
ま
す
ま

す
衆
生
の
不
覚
性
を
増
大
す
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

「
華
厳
経
」
と
い
う
大
乗
経
典
が
、
仏
陀
の
初
転
法
輪
以
前
の
自
受
用

法
楽
を
場
面
に
借
り
て
説
か
れ
る
こ
と
は
、
こ
の
覚
者
と
不
覚
者
の
境
界

に
人
間
の
言
語
活
動
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
そ
し

て
そ
の
こ
と
が
や
は
り
言
語
を
通
し
て
し
か
表
現
さ
れ
得
な
い
。
こ
の
点

で
『
華
厳
経
』
は
初
転
法
輪
以
降
の
全
て
の
大
小
乗
経
典
と
根
本
の
と
こ

ろ
で
相
い
異
な
る
意
味
を
持
つ
経
典
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ

に
関
し
て
初
転
法
輪
以
後
の
仏
陀
の
教
化
は
対
機
説
法
で
あ
る
と
言
わ
れ

る
。
つ
ま
り
化
す
べ
き
相
手
の
器
に
応
じ
て
言
葉
を
尽
し
て
い
く
の
で
あ

る
。
従
っ
て
相
手
が
言
葉
の
先
に
あ
る
も
の
を
見
よ
う
と
し
な
い
で
説
か

れ
た
言
葉
に
拘
泥
す
る
時
、
そ
の
言
葉
は
本
来
の
機
能
を
果
さ
な
い
ば
か

り
で
な
く
全
く
逆
の
結
果
を
相
手
に
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ

う
な
仏
陀
の
言
葉
に
よ
る
対
機
教
化
の
本
来
的
な
関
係
を
総
括
す
る
の
は

「
法
華
経
」
の
役
割
り
で
あ
る
。

前
置
き
が
多
少
長
く
な
っ
た
が
、
本
書
の
主
張
の
独
創
性
を
理
解
す
る

た
め
に
は
、
今
述
べ
た
よ
う
な
「
華
厳
経
』
と
『
法
華
経
』
と
の
関
係
を
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予
め
頭
に
入
れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
を
踏
ま
え
て
次
に
本
書
の
本
論
の
組
織
と
内
容
を
概
観
し
て
み
よ

￥
「
ノ
Ｏ

第
一
章
智
傭
の
同
別
二
教
判
は
五
節
よ
り
成
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら

の
う
ち
本
章
の
中
心
を
な
す
も
の
は
第
四
節
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
智
傭
に

よ
っ
て
『
華
厳
経
』
の
所
説
が
、
同
教
と
別
教
と
に
整
理
さ
れ
、
両
者
を

兼
ね
備
え
て
い
る
こ
と
を
円
教
と
称
す
る
の
が
智
倣
の
考
え
で
あ
る
と
し

て
、
細
か
く
論
証
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
同
別
二
教
判
は
智
侭
の
思

想
の
特
に
重
要
な
柱
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
が
説
か
れ
て
い
な
い
『
一
乗
十

玄
門
』
は
智
縦
の
撰
で
は
な
い
と
す
る
大
胆
な
仮
説
も
示
さ
れ
て
い
る
。

第
二
章
法
蔵
の
伝
記
と
著
作
は
や
は
り
五
節
か
ら
な
っ
て
い
る
が
、

そ
れ
ら
の
中
心
を
為
す
も
の
は
著
者
が
一
九
七
○
年
代
に
明
ら
か
に
し
た

研
究
成
果
で
あ
る
。
一
般
に
華
厳
教
学
の
大
成
者
と
称
さ
れ
る
法
蔵
の
伝

記
と
著
述
を
現
在
手
に
す
る
こ
と
の
で
き
る
資
料
を
通
し
て
可
能
な
限
り

明
ら
か
に
し
た
も
の
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
特
に
第
三
節
に
お
い

て
示
さ
れ
る
法
蔵
の
主
要
な
著
作
の
選
述
年
代
の
推
定
は
法
蔵
の
思
想
研

究
に
従
事
す
る
者
に
と
っ
て
は
碑
益
す
る
と
こ
ろ
大
で
あ
る
。

第
三
章
法
藏
の
別
教
一
乗
優
越
論
は
四
節
よ
り
な
り
、
本
章
か
ら

後
が
著
者
が
最
も
力
を
注
い
だ
部
分
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
章
で

は
ま
ず
、
「
華
厳
五
教
章
」
を
中
心
と
し
て
法
蔵
の
同
別
二
教
判
の
特
質

が
著
者
独
自
の
視
点
か
ら
検
討
さ
れ
て
い
る
。
本
章
の
第
二
節
で
は
古
来

よ
り
存
在
す
る
「
五
教
章
』
の
テ
キ
ス
ト
の
問
題
に
つ
い
て
言
及
し
、
従

来
の
宋
本
・
和
本
の
議
論
に
加
え
て
、
海
東
華
厳
学
に
伝
承
さ
れ
た
テ
キ

ス
ト
に
つ
い
て
も
触
れ
ら
れ
、
そ
れ
ら
の
各
一
一
ノ
キ
ス
ト
で
題
号
が
異
な
る

理
由
を
推
察
し
、
結
果
と
し
て
和
本
の
題
号
と
列
門
が
法
蔵
の
原
意
を
伝

え
て
い
る
に
相
違
な
い
と
の
結
論
を
導
き
出
し
て
い
る
。
こ
の
議
論
を
踏

ま
え
て
第
三
節
で
は
法
蔵
の
同
別
二
教
が
師
の
智
搬
と
は
全
く
異
な
っ
た

意
図
を
持
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
著
者
の
こ
と
ば

を
借
り
れ
ば
「
智
雌
に
お
い
て
は
ど
こ
ま
で
い
っ
て
も
同
別
二
教
は
対
等

て
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
対
等
な
両
面
を
具
え
て
い
て
こ
そ
円
教
と
称
さ
れ

た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
法
蔵
は
別
教
一
乗
の
み
を
円
教
と
し
、
そ
れ
の

み
が
「
華
厳
経
』
の
教
え
で
あ
る
と
い
う
。
そ
れ
で
は
同
教
一
乗
は
ど
う

な
っ
た
の
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
『
法
華
経
」
の
教
え
と
さ
れ
、
別
教
一

乗
に
は
は
る
か
に
及
ば
な
い
も
の
と
判
じ
ら
れ
て
い
る
。
」
（
六
八
五
頁
）

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
著
者
は
法
蔵
の
「
別
教
一
乗
優
越
論
」
と

称
す
る
の
で
あ
る
。

第
四
章
『
華
厳
経
探
玄
記
』
に
お
け
る
一
乗
大
乗
批
判
は
六
節
よ

り
な
る
が
、
そ
の
中
心
を
な
す
の
は
第
三
節
と
第
五
節
で
あ
る
。
第
三
節

で
は
、
前
章
に
お
い
て
言
及
さ
れ
た
法
蔵
の
「
別
教
一
乗
優
越
論
」
は
彼

の
主
著
で
あ
る
『
探
玄
記
』
に
は
ど
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
て
い
る
の
か
と

い
う
点
が
「
探
玄
記
』
の
玄
談
を
中
心
と
し
て
考
察
さ
れ
て
い
る
。
『
探

玄
記
』
の
玄
談
は
十
門
を
以
て
構
成
さ
れ
て
い
る
か
、
そ
の
う
ち
の
第
三

門
立
教
差
別
に
特
に
焦
点
を
あ
て
て
『
五
教
章
』
と
の
比
較
検
討
が
な
さ

れ
て
い
る
。
本
節
の
論
旨
で
特
に
注
目
す
べ
き
点
は
、
法
蔵
の
別
教
一
乗

思
想
が
他
の
一
乗
真
実
を
主
張
す
る
仏
教
者
ｌ
本
書
で
具
体
的
に
取
り
挙

げ
ら
れ
て
い
る
の
は
円
測
・
法
宝
・
元
暁
と
い
っ
た
人
々
の
『
法
華
経
』

や
『
浬
渠
経
」
を
依
り
ど
こ
ろ
と
す
る
一
乗
思
想
ｌ
へ
の
批
判
の
上
で
成

り
立
っ
て
い
る
と
結
論
づ
け
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
論
旨
に
従
え
ば
著
者
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は
．
乗
家
の
最
大
の
拠
り
ど
こ
ろ
は
『
法
華
経
』
で
あ
る
か
ら
、
華
厳

別
教
一
乗
を
挙
揚
し
た
い
法
蔵
と
し
て
は
何
が
何
で
も
法
華
一
乗
を
批
判

し
尽
く
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
六
八
五
頁
）
の
が
法
蔵
の
華
厳
思
想

の
中
核
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
第
五
節
で
は
、

第
三
節
で
触
れ
ら
れ
た
円
測
・
法
宝
・
元
暁
の
思
想
が
、
そ
れ
ぞ
れ
「
円

測
の
唯
識
一
乗
義
」
（
三
○
二
頁
）
「
法
宝
の
浬
藥
一
乗
義
」
（
三
二
頁
）

「
元
暁
の
和
諄
一
乗
義
」
（
三
一
六
頁
）
と
定
義
づ
け
ら
れ
、
そ
れ
ら
を

法
蔵
が
ど
の
よ
う
に
批
判
し
て
い
る
か
と
い
う
点
が
著
者
独
自
の
視
点
か

ら
考
察
さ
れ
て
い
る
。
本
章
の
章
題
に
あ
る
．
乗
大
乗
批
判
」
と
は
、

法
蔵
の
別
教
一
乗
の
思
想
が
、
三
乗
真
実
一
乗
方
便
を
主
張
す
る
法
相
教

学
ば
か
り
で
な
く
一
乗
真
実
を
主
張
す
る
思
想
を
も
批
判
す
る
こ
と
で
成

り
立
っ
て
い
る
と
す
る
著
者
の
独
創
的
な
考
え
方
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
。

第
五
章
別
教
一
乗
教
学
の
帰
趨
は
五
節
よ
り
な
る
。
第
三
章
及
び

第
四
章
に
お
い
て
言
及
さ
れ
た
法
蔵
の
華
厳
別
教
一
乗
の
思
想
が
如
何
に

法
蔵
独
自
の
も
の
で
あ
っ
て
、
師
の
智
倣
と
も
後
輩
の
澄
観
と
も
共
有
で

き
な
い
も
の
で
あ
る
か
を
示
す
の
が
本
章
の
ね
ら
い
で
あ
る
。
そ
の
よ
う

な
意
図
に
従
っ
て
、
第
二
節
で
は
「
因
分
可
説
、
果
分
不
可
説
」
と
い
う

法
蔵
の
主
張
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
．
第
三
節
で
は
い
わ
ゆ
る
「
唯
心
偶
」

を
中
心
と
し
て
「
心
」
を
め
ぐ
る
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
更
に
第
四

節
で
は
賢
首
品
を
中
心
と
し
て
「
信
満
成
仏
」
説
を
取
り
上
げ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
点
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
著
者
の
結
論
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る

こ
と
が
で
き
よ
う
。
つ
ま
り
、
法
蔵
は
果
分
不
可
説
を
明
ら
に
か
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
華
厳
至
上
主
義
を
打
ち
立
て
た
。
し
か
し
そ
れ
を
強
調
す
れ

ば
す
る
ほ
ど
一
方
で
仏
と
衆
生
の
溝
は
深
ま
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
を
補

う
か
の
よ
う
に
主
張
さ
れ
た
の
が
法
蔵
の
「
信
満
成
仏
」
説
な
の
で
あ
る
、

と
い
》
フ
こ
と
で
あ
る
。

第
六
章
一
乗
義
の
展
開
と
別
教
一
乗
は
五
節
よ
り
な
る
。
本
章
は

法
蔵
を
境
と
し
て
法
蔵
以
前
と
法
蔵
以
降
の
諸
師
の
一
乗
思
想
を
網
羅
的

に
整
理
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
法
蔵
の
別
教
一
乗
の
思
想
が
如
何
に
突
出
し

た
も
の
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
と
こ
ろ
に
ね
ら
い
が
あ
る
。
本
章
の

主
張
の
中
心
は
第
二
節
と
第
四
節
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
中
で
特
に

注
目
す
。
へ
き
は
、
第
一
節
に
お
い
て
「
法
華
経
』
の
一
乗
義
を
検
討
し

て
い
く
中
で
展
開
さ
れ
て
い
る
著
者
独
自
の
「
自
灯
明
一
乗
・
法
灯
明
一

乗
」
論
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
ば
は
、
本
章
以
前
に
も
既
に
い
く
つ
か
の
場

面
で
用
い
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
お
い
て
著
者
の
独
創
的

な
一
乗
解
釈
と
し
て
立
論
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
要
点
を
著
者
の
こ
と
ば
に

よ
っ
て
み
て
み
よ
う
。
そ
れ
は
、
「
釈
尊
は
自
灯
明
と
法
灯
明
の
二
つ
の

拠
り
ど
こ
ろ
を
大
切
に
せ
よ
と
説
か
れ
た
が
、
私
は
『
法
華
経
』
の
一
乗

を
目
灯
明
一
乗
と
し
て
把
握
す
る
。
仏
陀
が
教
化
の
姿
勢
と
し
て
一
乗
の

立
場
を
貫
か
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
自
灯
明
一
乗
に
対
し
、
法

灯
明
一
乗
論
と
は
教
法
の
側
に
一
乗
を
立
て
、
教
法
の
唯
一
性
・
至
上
性

を
主
張
す
る
」
（
七
頁
）
こ
と
を
指
す
と
言
う
の
で
あ
る
。
更
に
、
真
の

一
乗
は
自
灯
明
一
乗
で
あ
る
と
考
え
る
著
者
は
、
「
い
っ
た
い
縁
起
の
教

え
を
中
心
と
す
る
仏
教
の
法
の
世
界
に
「
唯
だ
－
つ
」
と
い
う
内
容
を
持

つ
一
乗
が
許
容
さ
れ
よ
う
か
」
（
四
三
三
頁
）
と
の
疑
義
を
提
出
す
る
に

至
る
。
こ
の
よ
う
な
著
者
の
考
え
方
に
従
え
ば
、
既
に
述
ゞ
へ
て
き
た
よ
う

な
法
蔵
の
別
教
一
乗
説
は
法
灯
明
一
乗
の
典
型
と
解
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

第
四
節
は
そ
の
よ
う
な
法
蔵
の
思
想
が
そ
の
後
の
華
厳
宗
の
中
で
ど
の
ょ
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う
に
展
開
し
て
い
っ
た
か
と
い
う
点
が
、
慧
苑
・
李
通
玄
・
澄
観
・
宗
密

・
均
如
の
思
想
の
中
で
検
討
さ
れ
、
彼
等
の
中
に
は
別
教
一
乗
思
想
は
継

承
さ
れ
な
か
っ
た
と
の
結
論
が
示
さ
れ
る
。

以
上
に
よ
っ
て
法
蔵
の
別
教
一
乗
思
想
を
め
ぐ
る
諸
問
題
に
つ
い
て
一

通
り
の
検
討
が
な
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
以
下
の
二
章
は
「
大
乗
起
信
論

義
記
』
と
『
梵
網
経
菩
薩
戒
本
疏
』
と
い
う
法
蔵
の
特
異
な
二
つ
の
著
作

に
関
し
て
そ
の
成
立
と
展
開
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
法
蔵
教
学
の
特

徴
を
考
え
る
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

第
七
章
「
大
乗
起
信
論
義
記
」
の
成
立
と
展
開
は
五
節
よ
り
な
る
。

本
論
を
構
成
す
る
の
は
第
二
・
第
三
・
第
四
節
で
あ
る
。
始
め
に
第
二
節

で
は
「
義
記
』
以
前
の
現
存
す
る
注
釈
書
、
即
ち
曇
延
疏
・
慧
遠
疏
・
元

暁
疏
の
特
徴
を
簡
潔
に
述
◇
へ
、
更
に
『
起
信
論
』
に
対
す
る
智
倣
の
了
解

に
言
及
す
る
。
次
に
第
三
節
で
は
「
義
記
』
撰
述
に
関
す
る
問
題
が
、
主

と
し
て
四
宗
判
に
関
す
る
点
と
元
暁
疏
と
の
対
比
と
い
う
観
点
か
ら
論
じ

ら
れ
る
。
法
蔵
が
「
義
記
』
に
お
い
て
明
ら
か
に
す
る
四
宗
判
は
、
そ

の
主
張
意
図
と
理
解
の
仕
方
に
つ
い
て
必
ず
し
も
明
瞭
で
は
な
い
部
分
が

有
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
著
者
は
、
二
つ
の
点
か
ら
こ

れ
を
考
え
る
霧
へ
き
で
あ
る
と
す
る
。
一
つ
は
、
法
蔵
が
『
起
信
論
』
の
所

説
を
如
来
蔵
縁
起
宗
と
規
定
し
た
背
景
に
は
、
如
来
蔵
縁
起
宗
と
唯
識
法

相
宗
と
の
違
い
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
あ
り
、
こ
の
点
で
両
者
を
和
評

し
て
い
こ
う
と
す
る
元
暁
の
姿
勢
は
法
蔵
に
と
っ
て
許
容
で
き
な
い
も
の

で
あ
っ
た
と
す
る
点
で
あ
る
。
第
二
点
は
、
更
に
あ
く
ま
で
『
起
信
論
』

は
如
来
蔵
縁
起
を
宗
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
別
教
一
乗
と
し
て
の
『
華
厳

経
』
と
同
一
視
す
等
へ
き
で
は
な
い
か
ら
、
こ
の
点
で
も
両
者
を
同
視
す
る

元
暁
の
態
度
は
法
蔵
の
批
判
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
う
し
た
見
方
に
立
っ
て
、
『
義
記
』
は
一
見
す
る
と
元
暁
疏
に
よ
っ
て

成
り
立
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
な
が
ら
内
実
は
徹
底
し
た
元
暁
疏
批

判
の
た
め
に
撰
述
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
結
論
的
に
述
べ
ら

れ
る
。
第
四
節
で
は
以
上
の
よ
う
に
『
義
記
』
は
そ
の
本
質
に
お
い
て
元

暁
疏
を
受
け
容
れ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
後
代
に
な
る
と
特
に
朝

鮮
の
華
厳
思
想
家
た
ち
に
よ
っ
て
両
者
は
積
極
的
に
一
つ
の
も
の
と
見
散

さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
こ
の
教
学
形
態
を
著
者
は

「
元
暁
・
法
蔵
融
合
形
態
」
と
名
づ
け
、
そ
の
内
容
が
太
賢
・
表
員
・
見

登
と
い
っ
た
人
た
ち
の
思
想
の
中
に
検
討
さ
れ
て
い
く
。
更
に
こ
の
形
態

は
日
本
の
奈
良
時
代
の
教
学
の
中
に
も
見
う
け
ら
れ
る
点
が
指
摘
さ
れ
て

い
る
。第

八
章
法
蔵
の
『
梵
網
経
疏
』
の
成
立
と
展
開
は
三
節
よ
り
な
る
。

本
章
は
前
章
と
同
じ
形
式
に
よ
り
、
ま
ず
第
一
節
に
お
い
て
法
蔵
以
前
の

『
梵
網
経
』
に
関
す
る
注
釈
の
考
察
が
な
さ
れ
る
。
第
二
節
で
は
そ
れ
ら

と
の
比
較
の
上
で
法
蔵
疏
の
特
異
な
点
が
指
摘
さ
れ
る
。
そ
の
要
点
は
次

の
二
点
で
あ
る
。
第
一
点
は
法
蔵
が
華
厳
至
上
主
義
の
立
場
か
ら
、
『
梵

網
経
』
を
「
華
厳
経
』
の
結
経
と
考
え
る
他
の
諸
師
た
ち
の
見
方
を
批
判

し
て
い
る
と
す
る
点
で
あ
る
。
第
二
点
は
『
梵
網
経
』
所
説
の
三
聚
浄
戒

の
中
の
摂
律
儀
戒
に
七
衆
戒
を
充
当
さ
せ
る
よ
う
な
見
方
を
法
蔵
は
批
判

し
て
い
る
と
す
る
点
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
法
蔵
の
二
重
の
意
図
」
（
六

五
八
頁
）
は
そ
の
後
ど
の
よ
う
に
継
承
さ
れ
て
い
っ
た
か
を
検
討
す
る
の

が
第
三
節
の
ね
ら
い
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
智
周
・
明
曠
・
法
洗
・
太
賢

と
い
っ
た
人
々
の
注
釈
が
著
者
独
自
の
視
点
に
よ
っ
て
検
討
さ
れ
、
そ
れ
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ら
の
人
倉
が
法
蔵
の
解
釈
を
積
極
的
に
依
用
し
て
い
る
こ
と
が
証
明
さ
れ

る
。
し
か
し
な
が
ら
彼
等
に
よ
っ
て
「
法
蔵
の
二
重
の
意
図
」
が
顧
慮
さ

れ
た
形
跡
は
全
く
な
い
ば
か
り
か
、
む
し
ろ
『
梵
網
経
』
は
積
極
的
に

『
華
厳
経
』
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。

以
上
に
よ
っ
て
本
書
の
本
論
を
構
成
す
る
八
章
の
あ
ら
ま
し
を
概
観
し

得
た
。
既
に
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
本
書
は
、
法
蔵
の
別
教
一
乗
の
思

想
を
軸
と
し
な
が
ら
い
く
つ
か
の
独
創
的
な
見
解
を
提
唱
し
て
い
る
。
第

一
章
の
『
一
乗
十
玄
門
』
偽
作
説
、
第
三
章
の
「
別
教
一
乗
優
越
論
」
、

第
六
章
を
中
心
と
す
る
「
自
灯
明
・
法
灯
明
一
乗
論
」
、
第
七
章
以
下
の

「
元
暁
・
法
蔵
融
合
形
態
」
な
ど
が
そ
の
主
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は

外
面
的
に
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
課
題
の
よ
う
に
み
え
る
が
、
元
を
た
ず

ね
て
い
く
と
い
ず
れ
も
一
つ
の
共
通
す
る
問
題
に
行
き
当
る
。
そ
れ
は
智

臘
か
ら
法
蔵
に
至
る
流
れ
の
中
で
同
別
二
教
判
を
ど
の
よ
う
な
思
想
と
し

て
理
解
す
る
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
言
い
換
え
れ
ば
、
智
熾
あ
る

い
は
法
蔵
が
こ
の
同
別
二
教
と
い
う
用
語
を
通
し
て
、
仏
教
を
成
り
立
た

し
め
る
た
め
の
ど
の
よ
う
な
枠
組
を
整
理
し
よ
う
と
す
る
の
か
と
い
う
点

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
著
者
は
第
一
章
に
お
い
て
『
捜
玄
記
』

の
同
別
二
教
に
触
れ
、
「
『
華
厳
経
』
に
は
す
ぐ
れ
た
教
と
し
て
の
別
教
と

巧
み
な
教
え
と
し
て
の
同
教
の
両
面
が
具
わ
っ
て
い
」
（
五
二
頁
）
る
こ

と
で
あ
る
と
定
義
す
る
。
そ
し
て
こ
の
同
別
二
教
判
は
智
倣
の
生
涯
を
貫

ぬ
く
根
本
的
な
教
理
で
あ
る
と
力
説
す
る
。
従
っ
て
『
五
十
要
問
答
』

に
示
さ
れ
る
共
不
共
の
問
題
や
「
孔
目
章
』
で
示
さ
れ
る
同
別
を
そ
の
よ

う
な
も
の
と
し
て
読
み
込
ん
で
い
く
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
『
華
厳
経
』

の
問
題
と
い
う
よ
り
は
、
『
華
厳
経
』
と
そ
れ
以
外
の
経
典
と
の
関
係
を

問
題
に
す
る
も
の
で
あ
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
を
著
者
は
、

全
く
一
つ
の
問
題
と
し
て
扱
っ
て
い
る
が
果
し
て
智
倣
の
意
図
に
か
な
う

も
の
で
あ
ろ
う
か
。
仮
に
著
者
の
論
旨
を
極
端
に
敷
術
し
て
い
く
と
す
る

と
、
経
典
が
『
華
厳
経
』
一
経
し
か
存
在
し
な
い
場
合
で
も
同
別
二
教
判

は
成
り
立
つ
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
智
侭
が
「
孔
目
章
』
で
言
わ
ん
と

し
て
い
る
こ
と
は
『
華
厳
経
』
と
そ
の
他
の
経
典
と
が
あ
っ
て
初
め
て
課

題
と
な
る
よ
う
な
性
質
の
議
論
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
視
点

か
ら
み
れ
ば
同
教
一
乗
と
は
、
『
華
厳
経
」
中
の
「
巧
み
な
教
」
で
も
な
け

れ
ば
単
純
に
『
法
華
経
』
そ
の
も
の
を
指
す
も
の
で
も
な
い
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
『
法
華
経
』
に
よ
っ
て
初
め
て
明
さ
れ
る
と
こ
ろ

の
三
乗
教
の
真
意
を
表
わ
す
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
言
葉

を
換
え
て
言
え
ば
『
法
華
経
』
方
便
品
で
明
ら
か
に
さ
れ
る
方
便
と
真
実

と
の
本
来
の
関
係
を
表
わ
す
も
の
で
あ
り
、
方
便
は
真
実
に
対
し
て
一
段

し
。
ヘ
ル
の
低
い
教
え
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。

『
華
厳
経
」
が
初
転
法
輪
以
前
の
経
典
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
更
に
初
転

法
輪
以
降
の
各
友
の
経
典
が
『
華
厳
経
』
の
「
所
流
」
で
あ
り
「
所
目
」

で
あ
る
と
さ
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
『
法
華
経
』
に
よ
っ
て
会
三
帰
一
の
一

乗
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
、
こ
れ
ら
の
こ
と
は
あ
る
水
準
を
立
て
て
そ

れ
ら
の
優
劣
を
議
論
す
ゞ
へ
き
性
質
の
も
の
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
点
が
明

確
に
な
れ
ば
同
別
二
教
判
が
単
純
に
「
華
厳
経
」
の
み
の
問
題
で
も
な
く
、

更
に
「
華
厳
経
』
と
『
法
華
経
』
の
優
劣
を
問
題
に
す
る
も
の
で
も
な
い

こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
著
者
が
既
に
本
書
の
中
で
指
摘
し
て

い
る
よ
う
に
、
趙
宋
華
厳
の
諸
師
の
問
で
同
教
一
乗
を
め
ぐ
る
意
見
の
対

立
が
巻
き
起
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
何
に
起
因
す
る
か
と
い
う
こ
と
は
本
書

54



で
は
考
察
さ
れ
て
い
な
い
が
、
同
教
一
乗
を
そ
の
原
意
に
従
っ
て
理
解
す

る
こ
と
の
困
難
さ
を
示
す
一
例
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
点
を
考
慮
に
入
れ

て
、
最
初
に
同
別
二
教
判
の
本
質
を
見
極
め
た
上
で
本
書
に
お
い
て
言
及

し
た
よ
う
な
諸
問
題
を
考
察
し
た
時
に
は
も
う
少
し
異
な
っ
た
結
論
が
得

ら
れ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
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