
最
近
、
経
典
研
究
の
方
法
を
考
察
し
た
幾
つ
か
の
論
文
を
読
む

機
会
が
あ
っ
た
。
そ
の
巾
で
、
筆
者
に
は
下
田
正
弘
氏
の
「
浬
梁

経
の
研
究
」
と
勝
呂
信
静
氏
の
『
法
華
経
の
成
立
と
思
想
」
が
と

り
わ
け
興
味
深
く
思
わ
れ
た
。
そ
こ
で
い
ま
は
両
書
に
基
づ
い
て

「
経
典
の
成
立
過
程
を
考
察
す
る
方
法
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
た

い
。
そ
れ
に
先
立
っ
て
、
下
田
氏
の
著
書
に
は
経
典
研
究
全
般
に

関
す
る
方
法
論
や
研
究
史
の
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
、
ま
ず

氏
の
研
究
に
基
づ
い
て
「
経
典
研
究
の
方
法
」
か
ら
考
察
を
始
め

た
い
。
‘

こ
こ
に
取
り
上
げ
る
下
田
氏
の
『
浬
梁
経
の
研
究
」
は
経
典
研

究
に
関
す
る
多
く
の
方
法
論
を
そ
の
長
所
と
短
所
を
上
げ
て
解
説

し
、
自
己
の
方
法
論
を
示
し
、
そ
の
上
で
『
浬
梁
経
」
の
形
成
過

程
を
解
明
す
る
と
い
う
作
業
を
通
し
て
自
ら
そ
れ
を
実
践
し
て
見

口口
研
究
ノ
ー
ト経

典
研
究
の
方
法

せ
る
と
い
う
、
甚
だ
意
欲
的
な
書
物
で
あ
る
。
そ
の
内
容
を
各
章

の
題
名
に
よ
っ
て
示
せ
ば
次
の
よ
う
で
あ
る
。

序
章
大
乗
経
典
研
究
の
諸
問
題

第
一
章
大
乗
浬
薬
経
前
史

第
二
章
大
乗
浬
藥
経
の
形
成
史

第
三
章
大
乗
浬
梁
経
の
思
想
の
変
遷

第
四
章
大
乗
浬
梁
経
の
社
会
背
景
の
変
遷

第
五
章
結
論

こ
こ
で
は
、
紙
面
の
都
合
上
、
経
典
研
究
の
研
究
史
を
扱
う
序

章
と
、
そ
の
方
法
論
を
述
べ
た
第
一
章
、
お
よ
び
著
者
の
方
法
論

を
実
践
し
て
み
せ
た
後
半
の
三
章
の
中
か
ら
第
二
章
を
取
り
上
げ

る
こ
と
と
す
る
。

ま
ず
序
章
で
は
、
従
来
の
大
乗
経
典
研
究
を
、
大
乗
仏
教
の
教

小
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団
起
源
に
か
か
わ
る
も
の
、
思
想
研
究
に
か
か
わ
る
も
の
、
文
献

形
成
史
に
関
す
る
も
の
、
文
献
外
資
料
の
扱
い
に
関
す
る
も
の
、

大
乗
・
小
乗
の
区
別
立
て
へ
の
議
論
に
関
す
る
も
の
、
仏
教
史
解

釈
の
た
め
の
類
型
論
に
か
か
わ
る
も
の
に
分
類
し
、
そ
の
そ
れ
ぞ

れ
に
関
す
る
代
表
的
な
研
究
が
検
討
さ
れ
る
。
著
者
は
多
く
の
研

究
書
の
中
か
ら
当
該
分
野
を
代
表
す
る
と
思
わ
れ
る
も
の
を
幾
つ

か
選
び
出
し
、
そ
の
要
旨
を
簡
潔
に
紹
介
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て

わ
れ
わ
れ
は
大
乗
経
典
の
研
究
史
を
い
な
が
ら
に
し
て
目
に
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
著
者
は
浬
梁
経
の
研
究
に
は
経
典
を
一

挙
に
解
読
せ
し
め
る
よ
う
な
「
賢
明
な
視
点
の
発
見
」
な
ど
は
な

い
と
言
う
⑪
。
実
に
多
く
の
こ
れ
ま
で
の
研
究
成
果
が
そ
の
本
質

を
的
確
に
把
握
さ
れ
て
著
者
の
考
察
の
俎
上
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
ら
の
論
文
の
中
で
「
大
乗
仏
教
の
教
団
起
源
に
か
か
わ
る
も

の
」
と
「
文
献
形
成
史
に
関
す
る
も
の
」
に
分
類
さ
れ
た
研
究
の

項
目
が
著
者
の
浬
梁
経
研
究
に
最
も
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

周
知
の
よ
う
に
わ
が
国
で
は
、
大
乗
仏
教
に
つ
い
て
は
村
上
専

精
ら
の
「
大
乗
非
仏
説
論
」
が
登
場
し
て
以
来
、
様
々
に
議
論
が

な
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
議
論
は
や
が
て
「
大
乗
の
起
源
」
を
問
う

一
、
経
典
研
究
と
大
乗
仏
教
の
起
源

と
い
う
方
向
に
鉾
先
を
転
じ
、
小
乗
の
一
部
派
で
あ
る
大
衆
部
を

起
源
と
す
る
と
い
う
前
川
慧
雲
ら
の
説
を
経
て
、
平
川
彰
「
初
期

大
乗
仏
教
の
研
究
」
（
ら
ｇ
）
に
よ
っ
て
新
た
な
展
開
を
迎
え
た
。

平
川
説
で
は
、
大
乗
教
団
は
、
部
派
と
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
在

家
の
流
れ
に
源
流
を
発
し
、
仏
塔
を
起
源
と
し
て
興
っ
た
と
さ
れ

る
。
平
川
説
に
は
そ
の
当
初
に
お
い
て
反
論
が
あ
っ
た
も
の
の
、

わ
が
国
で
は
お
お
む
ね
支
持
さ
れ
、
近
年
で
は
定
説
化
し
て
い
た

と
言
っ
て
よ
い
。

他
方
、
欧
米
で
は
大
衆
部
を
中
心
と
し
た
部
派
に
起
源
を
有
す

る
と
い
う
理
解
が
ず
っ
と
主
流
を
な
し
て
い
る
。
そ
の
主
た
る
原

因
の
一
つ
を
、
著
者
は
バ
ロ
ー
が
行
な
っ
た
律
蔵
中
の
仏
塔
に
側

す
る
記
述
の
研
究
（
ら
ｇ
）
に
求
め
て
い
る
。
そ
し
て
欧
米
で
仏

塔
を
文
献
的
に
裏
付
け
よ
う
と
す
る
と
き
に
は
、
仏
塔
が
部
派
仏

教
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
と
し
た
バ
ロ
ー
の
研
究
に
基
づ

く
の
が
通
常
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
わ
が
国
で
は
仏
塔
供
養
を
大

乗
経
典
に
固
有
の
現
象
と
み
な
し
た
と
こ
ろ
に
両
者
の
理
解
の
違

い
が
生
じ
た
と
述
べ
る
含
屋
）
。

バ
ロ
ー
の
研
究
を
踏
ま
え
て
平
川
「
仏
塔
教
団
起
源
説
」
を
批

判
し
た
の
は
シ
ョ
ー
ペ
ン
（
ら
計
）
で
あ
る
。
彼
の
平
川
説
批
判

は
わ
れ
わ
れ
に
大
き
な
衝
撃
を
与
え
た
。
彼
は
そ
の
後
の
論
文

（
こ
ろ
）
で
、
大
乗
目
色
厨
乱
口
四
の
語
は
碑
文
に
お
い
て
は
四
世
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紀
以
降
に
し
か
現
わ
れ
ず
、
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
コ
ン
ダ
や
西
北

イ
ン
ド
に
お
い
て
は
大
乗
の
も
の
と
見
ら
れ
る
碑
文
は
存
在
せ
ず
、

そ
れ
ゆ
え
四
世
紀
ま
で
大
乗
は
独
立
し
た
教
団
を
形
成
す
る
こ
と

な
し
に
部
派
の
中
で
共
存
し
、
そ
の
後
に
教
団
と
し
て
自
立
し
始

め
た
と
結
論
づ
け
て
い
る
含
辰
）
。
大
乗
が
部
派
の
内
部
で
成

長
し
た
こ
と
を
も
っ
と
早
い
時
期
に
指
摘
し
た
の
は
プ
シ
ル
ス

キ
ー
で
あ
っ
た
（
巳
思
‐
畠
）
。
彼
は
各
部
派
内
部
に
大
乗
の
運
動

を
発
展
さ
せ
て
い
っ
た
可
能
性
の
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
、
「
説
一

切
有
部
の
大
乗
」
「
正
量
部
の
大
乗
」
「
法
蔵
部
の
大
乗
」
と
い
っ

た
存
在
を
想
定
す
る
必
要
性
を
示
し
た
の
で
あ
っ
た
寺
．
弓
）
。

著
者
は
仏
教
文
献
を
研
究
す
る
態
度
を
大
き
く
二
つ
に
分
け
て
、

文
献
の
内
容
に
歴
史
的
諸
段
階
を
想
定
し
、
そ
の
段
階
の
解
明
を

通
し
て
当
該
の
思
想
な
り
、
社
会
背
景
な
り
を
明
か
そ
う
と
す
る

態
度
と
、
歴
史
的
諸
段
階
を
想
定
す
る
こ
と
な
く
、
与
え
ら
れ
た

文
献
を
ま
と
ま
り
の
あ
る
全
体
と
し
て
捉
え
、
む
し
ろ
そ
の
統
一

的
な
意
味
解
釈
を
図
ろ
う
と
す
る
態
度
と
に
分
け
る
。
そ
し
て
そ

れ
ぞ
れ
の
態
度
で
行
な
わ
れ
る
研
究
を
実
例
を
挙
げ
つ
つ
説
明
し

て
い
る
。
そ
の
中
、
歴
史
的
諸
段
階
を
想
定
し
て
行
な
わ
れ
る
研

究
に
お
い
て
共
通
な
記
述
が
よ
り
古
い
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
に
関

し
て
著
者
は
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
（
ら
韻
）
が
イ
ン
ド
仏
教
の
歴
史
文

献
が
後
世
に
書
き
換
え
ら
れ
た
可
能
性
を
考
慮
す
る
必
要
性
を
示

唆
し
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
ゴ
ン
ブ
リ
ッ
チ
（
こ
ぎ
）
が
伝
承

は
矛
盾
の
な
い
方
向
に
訂
正
さ
れ
な
が
ら
受
け
継
が
れ
て
い
く
と

述
べ
て
い
る
こ
と
を
紹
介
し
て
、
異
本
に
共
通
な
記
述
を
よ
り
古

い
も
の
と
す
る
暗
黙
の
前
提
に
注
意
を
促
し
て
い
る
合
忠
）
。

著
者
の
経
典
研
究
の
方
法
論
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
も
の
は

以
上
の
よ
う
な
研
究
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
以
外
に
も

こ
れ
ま
で
あ
ま
り
注
目
さ
れ
な
か
っ
た
研
究
で
著
者
の
大
乗
経
典

研
究
に
強
い
影
響
を
与
え
た
と
思
わ
れ
る
幾
つ
か
の
研
究
が
「
新

た
な
仏
教
史
へ
の
可
能
性
」
と
い
う
見
出
し
の
下
に
取
り
上
げ
ら

れ
て
い
る
。

そ
こ
に
は
伝
統
部
派
仏
教
と
大
乗
仏
教
の
連
続
性
を
明
か
す
研

究
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
に
、
阿
含
・
ニ
カ
ー
ャ
か
ら
大

乗
経
典
へ
と
い
う
経
典
制
作
に
連
続
性
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
マ

ッ
ク
イ
ー
ン
の
説
（
ら
巴
‐
駕
）
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
マ
ッ
ク

ィ
ー
ン
は
厳
密
な
意
味
で
ブ
ッ
ダ
自
身
の
こ
と
ば
で
な
い
も
の
が
、

経
典
と
し
て
認
め
ら
れ
た
基
準
を
次
の
よ
う
に
示
し
て
い
る
。

①
弟
子
が
説
い
た
も
の
を
後
に
「
仏
」
が
承
認
し
た
も
の

②
説
法
す
る
前
に
「
仏
」
が
承
認
し
て
説
か
せ
た
も
の

③
そ
の
説
法
に
「
霊
感
冒
昌
与
倒
」
が
認
め
ら
れ
る
も
の

③
の
場
合
に
つ
い
て
マ
ッ
ク
イ
ー
ン
は
、
ニ
カ
ー
ャ
中
に
「
世

尊
よ
、
私
に
霊
感
が
生
じ
ま
し
た
」
と
告
げ
、
そ
れ
を
世
尊
が
許
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可
す
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
経
が
十
二
例
あ
る
こ
と
を
挙
げ
、
そ

れ
ゆ
え
「
よ
く
語
ら
れ
た
の
は
ブ
ッ
ダ
の
こ
と
ば
で
あ
る
」
と
い

う
ニ
カ
ー
ヤ
の
記
述
が
示
す
よ
う
に
仏
説
盲
邑
冨
く
騨
○
９
口
は
必

ず
し
も
「
歴
史
的
な
ブ
ッ
ダ
の
こ
と
ば
」
で
あ
る
必
要
は
な
い
、

と
言
う
。
マ
ッ
ク
イ
ー
ン
は
そ
こ
に
お
い
て
『
八
千
頌
般
若
経
』

を
分
析
し
て
、
こ
の
経
で
ス
ブ
ー
テ
イ
が
ブ
ッ
ダ
に
代
わ
っ
て
法

を
説
く
手
順
が
、
ニ
ヵ
ー
ャ
に
見
ら
れ
る
官
昌
９
脚
の
構
造
を

と
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
最
後
に
「
現
前
す
る
ブ
ッ
ダ
」
の
承
認
を

得
る
と
い
う
、
ニ
ヵ
ー
ャ
と
ま
っ
た
く
同
じ
構
造
を
と
っ
て
い
る

こ
と
を
指
摘
す
る
。
こ
の
指
摘
に
基
づ
い
て
著
者
は
、
『
八
千
頌

般
若
経
」
に
登
場
す
る
ブ
ッ
ダ
は
歴
史
的
ブ
ッ
ダ
で
は
な
い
が
、

経
典
自
身
も
そ
れ
を
装
う
よ
う
に
経
を
作
っ
て
は
い
な
い
。
こ
こ

に
は
ブ
ッ
ダ
観
の
大
き
な
変
革
が
存
在
し
て
い
る
と
述
べ
る
。
ま

た
、
仏
語
の
イ
メ
ー
ジ
が
す
っ
か
り
変
わ
っ
て
し
ま
っ
て
お
り
、

法
師
か
ら
伝
え
ら
れ
る
、
真
実
を
伝
え
よ
う
と
す
る
生
き
た
こ
と

ば
が
仏
語
な
の
で
あ
る
と
も
言
う
含
患
）
。

上
記
の
よ
う
な
過
去
の
経
典
研
究
の
方
法
論
を
踏
ま
え
た
上
で

著
者
は
自
己
の
研
究
態
度
を
四
点
に
総
括
し
て
ほ
ぼ
次
の
よ
う
に

説
明
す
る
（
弓
も
‐
閉
）
。

①
大
乗
と
伝
統
部
派
と
の
関
係
に
つ
い
て

阿
含
・
ニ
カ
ー
ャ
と
大
乗
経
典
と
は
、
た
と
え
ば
共
に

冒
昌
９
画
構
造
を
取
る
も
の
が
存
在
す
る
事
実
が
示
す
ご
と
く
一

致
す
る
。
ま
た
平
川
説
が
教
団
の
依
り
所
と
し
て
想
定
す
る
仏
塔

と
僧
院
と
い
う
対
立
は
、
部
派
単
位
で
の
大
乗
と
小
乗
（
伝
統
部

派
）
と
い
う
対
立
で
は
な
く
、
同
一
部
派
内
部
に
抱
え
た
異
な
っ

た
類
型
の
仏
教
と
し
て
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
。

②
社
会
背
景
研
究
と
思
想
研
究
の
接
点
に
つ
い
て

学
会
に
は
、
同
一
経
典
を
対
象
と
し
て
、
平
川
博
士
に
よ
っ
て

提
唱
さ
れ
た
「
教
団
史
的
観
点
か
ら
経
典
を
読
む
」
と
い
う
新
た

な
立
場
で
解
明
さ
れ
た
教
団
研
究
の
成
果
と
、
論
耆
に
よ
っ
て
切

り
取
ら
れ
た
側
面
か
ら
描
か
れ
た
り
、
従
来
の
宗
学
の
範
囲
を
超

え
な
い
程
度
に
ま
と
め
ら
れ
た
思
想
研
究
と
が
、
互
い
に
連
関
を

持
ち
得
な
い
ま
ま
で
横
溢
す
る
、
と
い
う
現
状
が
存
在
す
る
。
し

か
し
経
典
の
社
会
背
景
と
思
想
と
は
密
接
不
可
分
な
関
係
に
あ
る

こ
と
に
も
っ
と
注
意
を
払
う
べ
き
で
あ
る
。

③
経
典
に
お
け
る
思
想
研
究
の
方
法
に
つ
い
て

②
と
③
の
問
題
は
「
た
だ
一
つ
の
こ
と
ば
を
、
文
献
内
在
的
に

読
み
取
る
」
と
い
う
態
度
に
徹
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
決
が
図
ら

れ
る
。
こ
の
姿
勢
に
徹
す
る
な
ら
ば
仏
教
の
教
団
史
的
理
解
と
思

想
的
理
解
と
は
ば
ら
ば
ら
に
な
り
よ
う
が
な
い
し
、
経
典
に
お
け

る
思
想
研
究
は
注
釈
や
諭
書
に
よ
る
偏
っ
た
制
限
を
受
け
ず
に
行

な
う
こ
と
が
で
き
る
。
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以
上
の
よ
う
な
研
究
態
度
を
自
覚
的
に
維
持
し
つ
つ
浬
梁
経
の

形
成
史
を
解
明
す
る
と
い
う
仕
方
が
終
始
一
貫
し
て
取
ら
れ
て
い

る
の
が
本
書
の
特
長
を
な
し
て
い
る
。
第
一
章
で
は
伝
統
部
派
の

伝
承
し
た
非
大
乗
系
の
浬
藥
経
の
問
題
が
検
討
さ
れ
る
。
著
者
は
、

初
期
経
典
に
お
い
て
は
浬
梁
と
い
う
話
題
を
取
り
上
げ
る
経
典
が

極
め
て
小
数
で
あ
る
点
に
そ
の
特
異
性
が
あ
る
こ
と
に
注
目
す
る
。

そ
し
て
そ
れ
を
経
典
の
持
つ
本
質
的
な
性
格
が
反
映
し
た
も
の
と

考
え
て
い
る
。
著
者
は
阿
含
・
ニ
カ
ー
ャ
・
律
蔵
中
に
ブ
ッ
ダ
の

入
滅
を
主
題
と
し
て
扱
っ
た
文
献
と
し
て
二
十
二
を
挙
げ
る
。
バ

ロ
ー
（
５
週
）
は
か
っ
て
こ
れ
ら
の
文
献
の
中
か
ら
浬
梁
経
の
原

初
形
態
を
辿
ろ
う
と
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
著
者
は
バ
ロ
ー
の
研

究
に
基
づ
い
て
浬
檗
経
の
中
核
に
な
っ
た
部
分
を
捜
し
、
そ
れ
を

「
ク
シ
ナ
ガ
リ
ー
に
お
け
る
ブ
ッ
ダ
の
浬
藥
」
を
物
語
る
部
分
に

求
め
る
。
そ
の
中
で
も
バ
ロ
ー
は
「
ク
シ
ナ
ガ
リ
ー
で
の
最
後
の

時
」
の
部
分
が
中
核
で
あ
り
、
そ
の
後
す
ぐ
に
「
葬
儀
、
舍
利
供

養
」
の
部
分
が
付
け
加
え
ら
れ
た
も
の
と
考
え
た
。
著
者
は
ブ
ッ

④
文
献
形
成
史
の
方
法
論
に
つ
い
て
は
、
著
者
が
「
具
体
例
を

離
れ
た
簡
略
な
ま
と
め
は
意
味
を
な
さ
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
よ

う
に
第
二
章
以
下
に
具
体
的
な
形
で
示
さ
れ
る
。

二
、
初
期
経
典
に
お
け
る
浬
藥
経
の
形
成
史

ダ
の
「
入
滅
の
事
実
」
の
み
を
記
し
た
も
の
は
な
く
、
必
ず
ブ
ッ

ダ
減
「
後
」
の
模
様
の
記
述
が
絡
ん
で
い
る
事
実
を
理
由
に
、
バ

ロ
ー
の
考
え
に
疑
念
を
抱
い
た
。

経
典
の
中
核
を
求
め
る
に
際
し
て
著
者
は
「
経
典
制
作
の
意

図
」
を
尋
ね
る
と
い
う
方
法
を
取
る
。
「
歴
史
的
事
実
は
教
義
の

保
存
を
は
じ
め
と
す
る
何
ら
か
の
宗
教
的
関
心
に
支
え
ら
れ
、
そ

れ
に
付
随
し
て
残
さ
れ
た
二
次
的
な
成
果
と
考
え
た
ほ
う
が
よ

い
」
と
思
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
「
ブ
ッ
ダ
の
入
滅
」
を
話
題
に
し

た
経
典
作
者
の
関
心
は
何
で
あ
っ
た
か
。
あ
ら
ゆ
る
経
典
や
律
は
、

ブ
ッ
ダ
に
よ
っ
て
真
理
と
し
て
の
資
格
を
得
て
い
く
も
の
で
あ
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
ブ
ッ
ダ
の
浬
梁
を
語
る
の
は
、
そ
の
真
理
の
担

い
手
で
あ
る
ブ
ッ
ダ
が
最
後
を
迎
え
る
場
面
を
設
定
す
る
こ
と
だ

か
ら
、
仏
教
の
源
泉
が
途
絶
え
て
し
ま
う
場
面
を
作
り
上
げ
よ
う

と
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
を
あ
え
て
す
る
に
は
通
常
の
経
典
制

作
以
上
の
格
別
の
動
機
が
要
求
さ
れ
る
。

著
者
に
よ
れ
ば
、
浬
藥
経
制
作
の
意
図
は
、
入
滅
の
解
釈
を
、

「
仏
の
入
定
」
と
い
う
観
点
と
、
「
仏
身
・
舍
利
に
関
す
る
奇
跡
」

と
い
う
二
つ
の
観
点
に
よ
っ
て
ま
と
め
あ
げ
る
点
に
存
し
て
い
た

と
さ
れ
る
。
前
者
の
観
点
に
よ
る
解
釈
と
は
、
ブ
ッ
ダ
の
「
死
」

を
「
禅
定
」
と
い
う
観
点
で
捉
え
直
し
、
浬
梁
を
ブ
ッ
ダ
の
存
在

の
消
滅
で
は
な
く
禅
定
に
よ
る
「
浬
藥
界
」
へ
の
悟
入
と
解
し
た
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と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
法
を
保
証
す
る
ブ
ッ
ダ
が
禅
定

に
常
に
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
仏
滅
後
に
制
作
さ
れ
続
け

る
聖
典
の
根
拠
が
保
証
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
他
方
、
後
者
の
観

点
に
よ
る
浬
梁
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
経
の
「
ブ
ッ
ダ
の
遺
体
を
包

ん
だ
最
上
と
最
下
の
布
が
焼
け
残
っ
た
」
と
い
う
こ
と
ば
は
ブ
ッ

ダ
の
滅
後
の
遺
体
に
関
す
る
奇
跡
を
述
べ
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。

つ
ま
り
こ
の
箇
所
で
の
浬
藥
経
の
意
図
は
、
ブ
ッ
ダ
の
入
滅
と
い

う
場
面
を
「
仏
身
・
仏
舍
利
に
関
す
る
奇
跡
を
認
め
る
場
面
」
に

変
え
る
と
い
う
点
に
存
す
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
観
点

か
ら
に
せ
よ
、
浬
梁
経
は
ブ
ッ
ダ
の
入
滅
と
い
う
事
実
を
語
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
か
え
っ
て
「
仏
身
の
永
遠
性
」
と
い
う
テ
ー
マ
に

踏
み
込
ん
だ
の
で
あ
る
。
以
下
、
著
者
は
、
阿
含
・
ニ
カ
ー
ャ
・

『
ブ
ッ
ダ
チ
ャ
リ
タ
」
・
碑
文
・
律
に
お
け
る
遺
骨
崇
拝
の
記
述

を
通
し
て
、
遺
骨
（
仏
塔
）
崇
拝
が
い
か
に
し
て
浬
藥
経
の
核
心

と
な
る
「
ブ
ッ
ダ
の
存
続
」
と
い
う
主
題
と
結
び
つ
く
に
至
っ
た

か
を
追
及
し
て
い
く
。
結
論
の
み
を
示
せ
ば
、
著
者
は
そ
れ
ら
が

結
び
つ
く
起
源
を
律
中
に
記
さ
れ
る
ブ
ッ
ダ
の
髪
や
爪
な
ど
を
祀

っ
た
「
聖
遺
物
の
日
冒
８
烏
ぐ
３
」
と
し
て
の
ス
ト
ゥ
ー
パ
に
求

め
て
い
る
吾
巳
己
。
著
者
は
ま
た
、
仏
塔
崇
拝
が
す
で
に
部
派

に
お
い
て
存
在
し
て
お
り
、
全
仏
教
の
前
提
と
な
っ
て
い
た
こ
と

を
指
摘
し
て
い
る
含
屋
巴
。
こ
れ
ら
の
指
摘
は
、
平
川
博
士
の

大
乗
仏
教
「
仏
塔
教
団
起
源
説
」
を
覆
す
も
の
と
し
て
興
味
深
い

が
、
こ
こ
で
は
そ
の
問
題
に
は
立
ち
入
ら
な
い
。
い
ま
は
む
し
ろ

本
書
に
お
け
る
よ
り
重
要
と
思
わ
れ
る
指
摘
を
紹
介
し
て
お
き
た

い
○

第
一
章
の
結
び
に
お
い
て
仏
塔
信
仰
と
大
乗
経
典
の
関
係
に
つ

い
て
考
察
し
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
極
め
て
重
要
な
指
摘
が
な
さ

れ
て
い
る
。
そ
こ
に
お
い
て
、
著
者
は
二
つ
の
ブ
ッ
ダ
観
に
触
れ
、

ブ
ッ
ダ
の
存
在
は
、
大
き
く
分
け
て
、
形
象
・
イ
コ
ン
に
託
さ
れ

る
か
、
あ
る
い
は
形
象
を
超
え
た
「
こ
と
ば
」
に
託
さ
れ
る
か
、

に
分
か
れ
て
い
っ
た
と
述
べ
る
。
そ
し
て
、
後
者
の
流
れ
は
一
一

カ
ー
ヤ
を
中
心
と
す
る
初
期
仏
教
経
典
と
な
っ
て
現
わ
れ
、
前
者

の
流
れ
は
仏
塔
や
仏
像
に
象
徴
さ
れ
る
（
弓
」
虚
‐
Ｅ
、
の
前

者
・
後
者
と
い
う
指
示
語
は
逆
に
な
っ
て
い
る
）
。
こ
の
う
ち
、

阿
含
・
ニ
カ
ー
ャ
と
い
う
形
に
ま
と
ま
っ
て
い
く
後
者
の
伝
承
の

大
部
分
は
、
比
較
的
早
く
に
閉
ざ
し
て
し
ま
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

し
か
し
、
そ
の
中
の
一
部
、
た
と
え
ば
官
昌
喜
倒
を
尊
重
す
る

流
れ
の
者
た
ち
は
、
前
者
、
す
な
わ
ち
イ
コ
ン
、
仏
塔
と
し
て
の

ブ
ッ
ダ
の
表
現
か
ら
示
唆
を
得
な
が
ら
、
経
典
制
作
活
動
を
続
け

て
い
っ
た
。
マ
ッ
ク
イ
ー
ン
の
研
究
か
ら
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
、

こ
の
流
れ
が
大
乗
経
典
制
作
に
結
び
つ
い
て
い
る
可
能
性
が
高
い
、

と
言
う
。
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こ
の
指
摘
は
序
章
で
紹
介
さ
れ
た
マ
ッ
ク
イ
ー
ン
の
「
ブ
ッ
ダ

の
こ
と
ば
の
基
準
」
と
考
え
合
わ
す
と
色
々
な
こ
と
が
想
像
さ
れ

て
極
め
て
興
味
深
い
。
例
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
次
の
よ
箔
７
に
も
想

像
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
原
始
浬
藥
経
に
お
い
て
は

浬
藥
し
た
ブ
ッ
ダ
の
存
在
は
禅
定
に
入
っ
た
者
で
あ
る
か
、
あ
る

い
は
舍
利
と
し
て
存
在
す
る
者
と
解
さ
れ
た
。
そ
れ
は
い
づ
れ
も

何
ら
か
物
質
的
な
身
体
と
し
て
存
在
す
る
者
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。

そ
れ
に
対
し
て
或
る
人
々
の
も
と
に
お
い
て
は
、
浬
梁
し
た
ブ
ッ

ダ
は
形
象
を
超
え
た
「
こ
と
ば
」
に
託
さ
れ
、
冒
昌
匡
倒
の
流
れ

と
合
流
し
、
や
が
て
大
乗
混
梁
経
を
生
み
出
し
て
い
っ
た
。
そ
の

よ
う
に
し
て
合
流
し
た
も
の
を
著
者
は
、
『
般
若
経
」
や
『
法
華

経
」
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
儀
礼
的
事
実
と
し
て
の
仏
塔
信
仰

に
飽
き
足
り
ず
、
「
経
典
」
と
い
う
形
で
表
さ
れ
る
新
し
い
真
理

の
す
が
た
を
模
索
し
よ
う
と
す
る
流
れ
、
と
表
現
し
て
い
る
含

匡
今
］
お
）
。
そ
れ
で
は
そ
れ
ら
は
ど
の
よ
う
に
し
て
合
流
し
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
著
者
は
こ
の
問
題
に
直
接
的
に
は
答
え
て
く
れ
な

い
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
問
題
を
も
著
者
の
提
供
す
る
資
料

を
も
と
に
色
々
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

例
え
ば
そ
れ
に
は
「
縁
起
を
見
る
者
は
法
を
見
る
。
法
を
見
る

者
は
縁
起
を
見
る
」
と
説
か
れ
、
「
法
を
見
る
者
は
ブ
ッ
ダ
を
見

る
。
ブ
ッ
ダ
を
見
る
者
は
法
を
見
る
」
と
説
か
れ
る
阿
含
・
ニ

カ
ー
ャ
に
反
映
し
て
い
る
ブ
ッ
ダ
観
の
存
在
を
考
え
る
こ
と
が
で

き
る
か
も
し
れ
な
い
。
著
者
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
大
乗
の
『
稲

桿
経
」
に
お
い
て
も
縁
起
を
見
る
者
は
「
無
上
の
法
の
身
体
と
し

て
ブ
ッ
ダ
を
見
る
」
と
説
か
れ
て
い
る
。
こ
の
経
典
は
パ
ー
リ
聖

典
と
多
く
の
平
行
箇
所
を
有
す
る
こ
と
か
ら
成
立
が
非
常
に
古
く
、

紀
元
前
二
百
年
頃
と
見
る
学
者
も
あ
る
ほ
ど
で
あ
る
合
大
乗
経
典

解
説
事
典
」
）
。
そ
れ
は
ま
た
二
世
紀
の
も
の
と
認
め
ら
れ
る
カ

ロ
ー
シ
ュ
テ
イ
碑
文
の
中
に
ブ
ッ
ダ
の
遺
骨
と
「
縁
起
の
法
」
を

収
め
る
記
録
が
存
在
す
る
寺
』
合
）
こ
と
と
も
関
係
す
る
で
あ

ろ
う
。
著
者
は
遺
骨
を
縁
起
頌
と
等
置
す
る
塔
を
、
そ
の
出
土
時

代
か
ら
『
般
若
経
』
等
よ
り
後
に
成
立
し
た
も
の
と
考
え
て
い
る

（
軍
辰
巳
。
し
か
し
、
塔
の
建
築
さ
れ
た
年
代
は
遅
い
と
し
て
も
、

「
稲
桿
経
』
や
カ
ロ
ー
シ
ュ
テ
イ
碑
文
の
年
代
の
古
さ
を
考
慮
す

れ
ば
、
ブ
ッ
ダ
の
遺
骨
を
縁
起
頌
と
等
置
す
る
思
想
の
成
立
を
果

た
し
て
『
般
若
経
」
等
よ
り
後
と
す
べ
き
か
ど
う
か
、
一
考
の
余

地
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
れ
は
大
乗
の
起
源
を
解
明
す

る
重
要
な
手
掛
か
り
と
な
る
問
題
で
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
著
者

に
さ
ら
に
調
査
検
討
を
求
め
た
い
点
で
あ
る
。

三
、
大
乗
浬
藥
経
の
形
成
史

さ
て
、
大
乗
浬
梁
経
の
形
成
史
の
考
察
は
第
二
章
に
お
い
て
な
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さ
れ
る
。
考
察
の
対
象
と
さ
れ
る
の
は
イ
ン
ド
成
立
で
あ
る
こ
と

が
確
認
さ
れ
る
部
分
に
限
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
資
料
と
し

て
は
、
現
存
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
断
片
す
べ
て
と
、
法
顕
訳
『
大
般

泥
垣
経
』
と
、
そ
れ
に
相
応
す
る
曇
無
識
訳
「
大
般
浬
梁
経
」
前

十
巻
及
び
チ
ベ
ッ
ト
訳
と
が
用
い
ら
れ
る
。

大
乗
浬
梁
経
の
形
成
に
関
し
て
階
層
設
定
を
行
な
う
に
際
し
て

著
者
は
、
第
二
章
で
は
本
経
の
抱
え
る
異
質
性
に
考
察
の
目
を
向

け
、
第
三
章
、
第
四
章
で
そ
の
異
質
性
が
い
か
な
る
意
味
で
連
続

を
保
っ
て
い
る
か
と
い
う
同
質
性
に
目
を
向
け
る
よ
う
に
努
め
る

こ
と
を
、
基
本
的
な
態
度
と
す
る
と
言
う
含
］
臼
）
。
著
者
は
か

つ
て
横
超
慧
日
が
立
て
た
「
原
型
の
浬
梁
経
」
と
い
う
仮
説

（
畠
憩
）
を
単
に
文
献
の
記
述
・
体
裁
上
の
観
点
か
ら
な
さ
れ
た

も
の
と
し
て
批
判
し
、
経
典
の
内
容
研
究
、
異
訳
テ
ク
ス
ト
の
比

較
研
究
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
帰
納
さ
れ
、
理
論
的
な
前
提
と
し
て
要
請

さ
れ
る
「
原
始
大
乗
浬
梁
経
」
を
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

言
う
。
つ
ま
り
、
一
つ
の
テ
ク
ス
ト
に
様
々
な
内
部
矛
盾
が
あ
り
、

異
訳
テ
ク
ス
ト
に
差
異
が
あ
る
こ
と
が
説
明
で
き
る
よ
う
な
、

「
原
始
大
乗
浬
藥
経
」
を
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
う
の

で
あ
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
法
顕
訳
の
「
序
品
第
ご
「
大
身
菩
薩

品
第
二
」
「
長
者
純
陀
品
第
三
」
「
哀
歎
品
第
四
」
「
金
剛
身
品
第

六
」
が
「
原
始
大
乗
浬
梁
経
」
に
相
当
す
る
層
（
第
一
類
）
を
な

し
、
「
長
寿
品
第
五
」
お
よ
び
「
受
持
品
第
七
」
以
降
の
全
十
二

品
が
後
に
発
展
形
成
さ
れ
あ
る
い
は
移
入
形
成
さ
れ
た
層
（
第
二

類
）
を
な
す
も
の
と
想
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
以
下
、
一
つ
の
テ
ク

ス
ト
内
の
矛
盾
及
び
異
訳
間
の
矛
盾
が
、
こ
れ
ら
二
つ
の
層
の
間

に
見
ら
れ
る
差
異
と
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て
い
る
か
が
考
察
さ
れ

う
（
》
Ｏ

そ
れ
ら
の
矛
盾
が
ま
ず
、
社
会
背
景
の
変
化
と
い
う
側
面
か
ら
、

浬
藥
経
の
支
持
母
体
が
「
法
師
」
か
ら
「
菩
薩
」
に
代
わ
っ
た
こ

と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
説
明
さ
れ
る
。

浬
藥
経
で
は
世
尊
の
対
告
衆
と
し
て
登
場
し
こ
の
経
を
支
持
す
る

者
と
さ
れ
る
の
は
、
「
比
丘
」
（
大
乗
と
部
派
と
を
問
わ
ず
乞
食
生

活
を
送
る
宗
教
者
全
体
に
幅
広
く
使
用
さ
れ
た
）
を
除
け
ば
、

「
法
師
」
と
「
菩
薩
」
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
「
金
剛
身
品
第
六
」

を
境
に
し
て
「
法
師
」
は
殆
ど
登
場
し
な
く
な
り
、
代
わ
っ
て

「
菩
薩
」
が
護
法
者
と
し
て
登
場
す
る
よ
う
に
な
る
。
し
か
も

「
金
剛
身
口
凹
以
前
の
諸
品
に
お
い
て
は
法
師
が
、
国
王
・
大

臣
・
長
者
ら
と
親
し
く
「
香
・
油
・
幡
・
華
」
等
を
供
養
し
、
利

養
と
名
誉
と
を
拒
否
せ
ず
、
春
属
を
喜
ば
せ
る
こ
と
が
推
奨
さ
れ

て
い
る
が
、
そ
れ
以
降
の
諸
品
で
は
そ
れ
ら
の
行
為
を
菩
薩
の
行

な
う
こ
と
が
否
定
さ
れ
て
い
る
。
「
金
剛
身
品
」
の
以
前
と
以
降

に
見
ら
れ
る
こ
の
よ
う
な
変
化
は
、
浬
藥
経
を
支
持
す
る
者
た
ち

ハ 句
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の
社
会
背
景
が
変
化
し
た
こ
と
、
つ
ま
り
彼
ら
の
「
出
家
化
」

「
教
団
化
」
の
進
ん
だ
こ
と
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
る
と
著
者
は

一
言
第
っ
。

次
に
思
想
内
容
の
相
違
と
い
う
側
面
か
ら
「
仏
身
常
住
思
想
」

か
ら
「
如
来
蔵
思
想
」
へ
と
思
想
が
変
化
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の

で
あ
る
こ
と
が
説
明
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
浬
藥
経
が
常
・
楽
・

我
・
浄
を
説
く
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
著
者
は
そ
の
常

楽
我
浄
説
が
二
種
に
分
か
れ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
「
原
始
大
乗

混
藥
経
」
に
属
す
る
と
考
え
ら
れ
る
「
哀
歎
品
」
で
は
そ
れ
ら
は

そ
れ
ぞ
れ
法
身
・
浬
藥
・
仏
・
法
に
配
当
さ
れ
て
い
る
が
、
後
期

の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
「
四
倒
品
第
十
二
」
や
「
如
来
性
口
叩
第
十

三
」
で
は
そ
れ
ら
は
す
べ
て
如
来
と
如
来
蔵
に
配
当
さ
れ
て
お
り
、

前
者
と
後
者
と
に
は
「
仏
身
常
住
思
想
」
か
ら
「
如
来
蔵
思
想
」

へ
の
変
化
が
見
ら
れ
る
と
言
う
。

こ
の
よ
う
に
二
つ
の
側
面
か
ら
浬
藥
経
に
二
つ
の
層
の
あ
る
こ

と
が
、
同
一
テ
ク
ス
ト
内
に
見
ら
れ
る
種
々
の
矛
盾
、
異
訳
間
に

現
わ
れ
る
齪
酷
を
詳
細
に
検
討
す
る
こ
と
を
通
し
て
論
証
さ
れ
る
。

そ
の
精
綴
な
論
証
作
業
の
中
に
上
記
の
著
者
の
研
究
方
法
が
自
覚

的
に
実
践
さ
れ
て
お
り
、
わ
れ
わ
れ
は
経
典
研
究
の
方
法
論
が
い

か
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
如
実
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

前
述
し
た
よ
う
に
、
著
者
は
、
大
乗
浬
梁
経
の
形
成
過
程
を
考

察
す
る
に
際
し
て
、
第
二
章
で
は
異
質
性
に
考
察
の
目
を
向
け
、

第
三
章
、
第
四
章
で
は
同
質
性
に
目
を
向
け
る
よ
う
に
努
め
る
こ

と
を
基
本
的
な
態
度
と
し
て
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
勝
呂
氏

の
目
指
し
た
も
の
と
親
和
性
の
強
い
結
果
に
到
達
し
た
旨
を
記
し

て
い
る
含
扇
己
。
し
か
し
筆
者
に
は
、
両
氏
の
達
成
さ
れ
た
成

果
は
少
な
か
ら
ず
異
質
な
印
象
を
与
え
る
。
勝
呂
氏
は
、
法
華
経

全
体
を
一
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と

考
え
、
そ
う
で
あ
る
以
上
「
編
纂
者
た
ち
は
、
当
然
執
筆
に
先
立

っ
て
、
経
全
体
の
構
想
に
つ
い
て
の
一
致
し
た
見
取
り
図
や
目
論

見
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
る
含
紐
）
。

し
た
が
っ
て
氏
の
考
察
は
常
に
経
典
の
階
層
の
同
質
性
に
向
け
ら

れ
る
。
他
方
、
下
田
氏
は
、
浬
藥
経
の
第
一
類
と
第
二
類
の
制
作

者
（
ト
レ
ー
ガ
ー
）
は
そ
れ
ぞ
れ
別
で
あ
り
、
前
者
は
法
師
で
あ

る
が
後
者
で
は
菩
薩
に
代
わ
っ
て
い
る
と
言
う
。
氏
は
そ
の
交
代

を
、
遊
行
者
で
あ
っ
た
法
師
が
徐
々
に
教
団
内
部
に
と
こ
ろ
を
得

て
、
「
林
住
型
か
ら
僧
院
型
へ
変
化
」
し
た
こ
と
に
合
致
す
る
も

の
と
述
べ
る
（
弓
閉
午
笛
こ
。
こ
の
よ
う
に
、
経
典
の
階
層
の

同
質
性
を
考
察
し
よ
う
と
努
め
た
第
三
章
、
第
四
章
に
お
い
て
も
、

下
田
氏
の
視
線
は
む
し
ろ
そ
の
異
質
性
の
方
に
向
か
っ
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
こ
そ
が
氏
の
考
察
を
興
味
深
い
も

の
と
し
て
い
る
長
所
で
あ
る
よ
う
に
筆
者
に
は
思
わ
れ
る
。
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こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
両
氏
の
見
解
の
違
い
を
明
ら
か
に
す
る
た

め
に
、
勝
呂
氏
の
「
法
華
経
の
成
立
と
思
想
』
に
目
を
転
じ
て
み

よ
う
。
「
法
華
経
』
は
そ
の
諸
品
の
間
に
説
相
を
異
に
し
た
場
面

が
認
め
ら
れ
る
た
め
、
そ
の
異
質
性
に
着
目
し
て
経
を
分
析
的
に

見
る
と
、
あ
た
か
も
、
独
立
性
の
強
い
諸
部
分
を
接
合
し
て
全
体

が
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
印
象
を
与
え
る
。
し
か
し
先
に
述
べ

た
よ
う
に
、
「
経
典
の
編
蟇
者
た
ち
は
、
経
全
体
の
構
想
に
つ
い

て
の
一
致
し
た
見
取
り
図
や
目
論
見
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
ね
ば

な
ら
な
い
」
と
す
る
の
が
氏
の
主
張
せ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

つ
ま
り
氏
は
、
継
続
的
に
行
な
わ
れ
た
一
連
の
編
蟇
作
業
が
終
了

し
た
と
き
に
は
、
法
華
経
は
提
婆
品
を
除
く
二
十
七
品
の
形
態
を

と
っ
て
い
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
き
駅
）
。
説
相
の
相
違
は
、

複
数
の
作
者
が
複
数
の
読
者
層
を
意
識
し
て
作
成
し
た
と
い
う
事

情
の
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
谷
、
望
）
。
し
た
が
っ
て
、
連
接
す

る
諸
品
の
間
に
説
相
の
変
化
が
大
き
く
、
所
説
が
直
接
に
結
び
つ

き
が
た
く
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
こ
に
隠
さ
れ

た
論
理
を
見
出
し
て
顕
在
化
す
る
必
要
が
あ
る
き
ら
己
。

例
え
ば
こ
れ
ま
で
多
く
の
研
究
者
が
、
書
写
行
へ
の
言
及
の
有

無
や
ス
ト
ゥ
パ
崇
拝
と
チ
ャ
イ
テ
ィ
ャ
崇
拝
の
相
違
な
ど
に
基
づ

四
、
法
華
経
の
成
立
史

い
て
、
そ
れ
ら
が
現
わ
れ
る
諸
品
の
成
立
年
代
が
推
移
し
た
も
の

と
想
定
し
て
き
た
の
に
対
し
て
氏
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
す
な
わ

ち
「
仏
在
世
の
時
代
は
経
典
の
書
写
は
行
な
わ
れ
て
い
な
か
っ
た

か
ら
、
そ
れ
を
場
面
と
す
る
第
一
類
に
は
書
写
の
言
葉
は
あ
ら
わ

れ
て
い
な
い
。
（
中
略
）
こ
れ
に
対
し
て
第
二
類
に
お
い
て
は
、

滅
後
の
経
典
の
流
通
が
主
題
で
あ
っ
て
、
と
く
に
チ
ャ
イ
テ
ィ
ャ

ヘ
の
奉
安
が
問
題
と
し
て
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
と

の
関
係
上
、
必
然
的
に
書
写
行
が
強
調
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ

ろ
う
。
書
写
行
の
有
無
の
相
違
、
ス
ト
ゥ
パ
崇
拝
と
チ
ャ
ィ
テ
ィ

ャ
崇
拝
の
相
違
は
、
時
代
に
よ
る
変
化
で
は
な
く
て
、
主
題
の
転

換
に
伴
う
「
法
華
経
」
作
者
の
関
心
事
の
推
移
に
外
な
ら
な
い
と

考
え
る
の
で
あ
る
。
（
中
略
）
そ
れ
は
経
作
者
の
関
心
事
が
、
在

世
か
ら
滅
後
へ
変
化
・
推
移
し
た
こ
と
［
を
示
す
の
（
筆
者
加

筆
）
］
で
あ
る
含
に
ｅ
」
と
。
第
一
類
と
は
序
品
以
下
の
九
品

と
随
喜
品
を
指
し
、
第
二
類
と
は
提
婆
品
を
除
く
法
師
品
以
下
の

十
品
を
指
す
。

氏
は
ま
た
、
第
一
類
か
ら
第
二
類
に
至
る
「
法
華
経
」
の
叙
述

構
成
は
、
声
聞
が
菩
薩
に
転
化
す
る
過
程
を
描
い
た
も
の
で
あ
り

そ
の
叙
述
構
成
そ
の
も
の
が
廻
小
向
大
（
廻
心
）
を
寓
意
し
た
も

の
と
解
さ
れ
る
と
も
言
う
含
目
巴
。
こ
の
よ
う
に
従
来
は
『
法

華
経
」
諸
品
の
成
立
年
代
の
相
違
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
て
き
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た
種
々
の
矛
盾
し
た
記
述
に
関
し
て
、
氏
は
、
経
の
作
者
に
と
っ

て
整
合
性
は
あ
え
て
考
慮
に
価
し
な
い
こ
と
で
あ
り
、
「
要
す
る

に
諸
品
の
教
説
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
、
全
体
と
し
て
統
一
的
な

思
想
を
表
現
す
る
と
い
う
の
が
『
法
華
経
」
の
立
場
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
」
と
述
べ
る
（
口
笛
］
）
。

さ
ら
に
普
通
は
最
も
遅
れ
て
成
立
し
た
と
さ
れ
る
最
後
の
六
品

（
第
三
類
）
も
先
の
諸
品
と
同
時
の
編
蟇
と
考
え
、
「
こ
れ
ら
六

品
は
、
第
二
十
品
ま
で
の
「
法
華
経
』
（
提
婆
品
を
除
く
）
に
対

し
、
そ
の
「
付
録
」
の
部
分
に
当
た
る
も
の
と
し
て
作
成
さ
れ
た

も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
二
十
品
の
「
法
華
経
」
に
付
し
て
、
経

の
読
者
の
立
場
に
応
じ
て
六
品
の
う
ち
ど
れ
か
一
品
を
選
ん
で
か

れ
に
受
持
読
調
せ
し
め
る
と
い
う
目
的
の
下
に
作
成
さ
れ
た
に
違

い
な
い
」
と
推
定
す
る
（
も
勗
巴
。
こ
の
よ
う
な
勝
呂
氏
の
論
述

か
ら
わ
れ
わ
れ
は
、
法
華
経
の
諸
品
の
有
機
的
な
関
連
性
を
教
え

ら
れ
、
経
典
全
体
の
意
図
を
示
唆
さ
れ
る
。
た
だ
氏
の
言
わ
れ
る

よ
う
に
、
法
華
経
の
作
者
に
と
っ
て
整
合
性
は
あ
え
て
考
慮
に
価

し
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
と
言
い
切
っ
て
よ
い
か
ど
う
か
は
、
筆
者

に
は
い
さ
さ
か
気
に
な
る
点
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
考
え
方
が
氏

の
論
攻
に
一
貫
性
と
明
蜥
さ
を
も
た
ら
し
て
い
る
長
所
で
あ
る
こ

と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
の
反
面
、
下
田
氏
の
論
攻
に
見
ら

れ
る
よ
う
な
「
社
会
背
景
研
究
と
思
想
研
究
の
接
点
」
に
つ
い
て

以
上
、
両
氏
の
経
典
成
立
史
に
関
す
る
考
察
を
見
て
き
た
。
下

田
氏
が
経
の
階
層
の
相
違
を
そ
の
制
作
者
の
違
い
に
求
め
、
勝
呂

氏
が
編
纂
者
の
関
心
事
の
推
移
あ
る
い
は
経
の
寓
意
の
違
い
に
求

め
て
お
ら
れ
る
こ
と
が
、
両
氏
の
見
解
の
根
本
的
な
相
違
点
で
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
そ
の
相
違
に
も
関
わ
ら
ず
、
筆
者

は
両
耆
か
ら
経
典
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
の
様
々
な

示
唆
や
、
経
典
研
究
の
方
法
に
つ
い
て
思
い
を
巡
ら
せ
る
貴
重
な

機
会
を
与
え
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
（
一
九
九
八
年
九
月
十
二
日
）

の
考
察
を
や
や
希
薄
な
も
の
と
さ
せ
た
原
因
と
な
っ
て
い
る
よ
う
、

に
も
思
わ
れ
る
。

国
閏
①
凹
匡
》
シ
，
《
《
Ｆ
四
。
○
口
里
目
９
５
口
里
置
ｏ
巳
敲
堅
①
ｍ
、
日
も
卸
角
四
冒
刷
、

罰
君
員
旨
営
冒
曾
》
》
）
、
回
悶
圃
ｐ
＃
ｇ
）
５
９
〕
で
ロ
圏
や
野
吟

《
《
Ｆ
印
Ｃ
Ｏ
冒
己
○
四
巨
○
昌
與
］
の
の
陣
四
℃
①
の
口
①
臣
｛
○
日
］
胃
〕
○
画

己
同
○
ぬ
Ｈ
①
的
巴
ぐ
①
ｇ
］
邑
邑
園
琴
働
、
ミ
ー
営
号
ご
ミ
ミ
匂
曽
、
ｉ
ｓ
ｍ
ｐ
ｇ
ｇ
〕
）
》
》
、
両
‐

司
両
（
）
〉
升
汁
①
。
］
①
『
ぬ
己
や
一
切
Ｉ
』
Ｃ
い

の
○
日
宮
旨
戸
幻
．
田
《
《
罰
の
○
○
く
国
営
ｍ
ｓ
の
、
岸
・
ユ
ゴ
四
〕
ｍ
旨
①
の
的
緒
の
》
》
・
回
Ｓ
，
‐

爵
忽
、
胃
弐
言
い
ミ
心
苫
型
』
奇
忌
旨
ミ
負
雷
．
す
ぐ
詞
匡
ｆ
四
口
．
い

い
己
口
の
Ｏ
言
昌
己
号
四
巨
の
①
ロ
）
伊
・
斗
什
い
』
④
④
Ｐ
己
や
岸
い
い

》
畠
、
○
ぬ
巨
の
①
ロ
》
の
自
口
の
宮
屋
の
堅
の
も
①
の
ｏ
犀
旨
両
胃
毎
戸
［
巴
国
く
画
ロ
四

国
巨
堅
旦
巨
め
目
局
》
詞
、
一
崎
一
§
》
＃
巨
》
ら
圏
》
己
亨
ｇ
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Ｐ

昌
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二
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嵩
料
○
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》
＃
』
脚
胃
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も
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》
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８
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○
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．
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旨
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Ｒ
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ミ
ヘ
討
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固
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面
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（
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．
《
壷
弓
彦
の
も
言
‐
四
の
①
砂
煙
烏
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『
ｇ
弓
Ｈ
百
国
旦
凰
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○
巴
ご
色
ず
壷
貝
○

ｍ
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固
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旨
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①
昌
丙
叫
奉
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岸
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華
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と
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想
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九
九
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月
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日
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シ
５
判
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六
十
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頁
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二
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○
○
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○
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］
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Ⅲ
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○
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○
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ｌ
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○
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催
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