
ら
れ
て
、
伝
持
せ
ら
れ
て
き
た
も
（

も
の
と
云
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
思
う
。

佛
教
を
研
究
す
る
も
の
は
、
常
に
そ
の
態
度
婆
勢
に
つ
い
て
自
ら
反
省
す
る
心
構
え
が
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
漫
然
と
佛
教
と
い
う
宗
教

が
長
い
間
東
洋
の
諸
民
族
を
動
か
し
て
き
た
か
ら
↑
そ
の
歴
史
を
調
べ
る
と
い
う
だ
け
で
は
す
ま
さ
れ
ぬ
で
あ
ろ
う
。
佛
教
は
人
々
に
と

っ
て
心
の
安
ら
ぎ
を
与
え
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
そ
の
安
ら
ぎ
は
こ
れ
を
求
め
る
人
に
お
い
て
の
み
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
求
め
る
心

の
な
い
人
之
の
中
で
は
、
何
の
力
も
発
揮
し
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
佛
教
が
長
い
間
人
々
の
心
を
動
か
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
は
、
安
ら
ぎ

を
求
め
る
人
々
は
い
つ
の
世
に
も
絶
え
る
こ
と
が
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
中
で
最
も
真
剣
に
こ
れ
を
追
求
し
、
そ
の
追
求
の
熱
意
に
応
じ

て
佛
教
の
中
か
ら
最
も
深
い
指
針
を
得
て
安
ら
ぎ
の
境
地
に
到
達
し
た
人
が
相
次
い
で
現
わ
れ
；
そ
れ
が
多
く
の
大
衆
の
心
を
ひ
き
つ
け

て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
こ
と
に
注
意
し
な
い
で
、
た
だ
単
に
佛
陀
の
教
説
が
敷
術
せ
ら
れ
、
解
説
せ
ら
れ
、
研
究
せ

ら
れ
て
、
伝
持
せ
ら
れ
て
き
た
も
の
が
佛
教
の
歴
史
を
形
成
し
た
と
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
そ
も
そ
も
の
出
発
点
か
ら
観
点
を
誤
っ
た

佛
教
学
徒
の
反
省

横
超
慧
日
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釈
尊
を
教
祖
と
す
る
以
上
、
誰
し
も
釈
尊
の
最
も
確
か
な
教
の
核
心
は
何
で
あ
っ
た
か
を
究
め
る
の
が
原
点
だ
と
考
え
る
。
こ
れ
に
よ
２

っ
て
原
始
佛
教
・
根
本
佛
教
の
研
究
は
、
こ
の
学
に
志
す
者
の
何
人
に
と
っ
て
も
重
大
な
関
心
対
象
と
な
る
。
近
代
の
佛
教
学
が
こ
の
点

に
お
い
て
未
曾
有
の
業
績
を
挙
げ
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
佛
陀
出
現
の
背
景
と
し
て
イ
ン
ド
の
哲
学
界
・
宗
教

界
の
情
勢
が
広
い
視
野
か
ら
研
究
せ
ら
れ
た
。
言
語
学
・
文
献
学
・
文
化
史
一
般
の
多
方
面
に
わ
た
る
協
力
が
寄
与
し
た
こ
と
は
言
う
ま

で
も
な
い
。
そ
こ
で
今
日
で
は
梵
語
巴
利
語
を
初
め
と
す
る
古
代
の
言
語
や
、
文
献
資
料
の
研
究
検
討
が
重
要
視
せ
ら
れ
、
そ
れ
ら
の
知

識
を
以
て
佛
教
原
典
を
直
接
解
釈
し
理
解
す
る
こ
と
が
佛
教
学
研
究
者
の
最
大
の
任
務
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
明
治
以

前
の
学
者
の
全
く
予
想
さ
え
せ
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
欧
米
の
科
学
的
研
究
法
を
と
り
い
れ
た
こ
の
学
問
発
展
は
、
正
に
明
治
以
後
の
佛

教
を
全
く
と
い
っ
て
よ
い
程
変
っ
た
も
の
と
さ
せ
る
に
至
っ
た
。

従
来
も
佛
教
の
歴
史
的
研
究
が
な
い
で
は
な
か
っ
た
が
、
宗
派
的
な
分
裂
・
対
立
の
中
で
育
成
さ
れ
て
き
た
た
め
に
、
自
宗
の
淵
源
を

中
国
か
ら
イ
ン
ド
に
ま
で
遡
っ
て
求
め
、
現
在
自
分
の
信
ず
る
所
の
宗
は
佛
陀
釈
尊
の
正
統
を
継
ぐ
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
歴
史
の
発
展

の
中
で
裏
付
け
よ
う
と
す
る
意
味
が
強
か
っ
た
。
い
わ
ば
宗
学
史
の
性
格
を
脱
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
三
国
佛
法
伝
通
の
歴
史

を
調
令
へ
る
と
云
っ
て
も
、
諸
宗
派
の
綜
合
的
な
宗
学
史
と
い
っ
た
観
を
免
れ
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
佛
陀
の
教
が
正
し
く
承
け
つ

が
れ
て
自
分
の
許
に
到
達
し
た
と
い
う
こ
と
が
信
念
の
上
に
保
た
れ
て
い
て
、
歴
史
的
研
究
と
い
う
こ
と
の
基
礎
は
ど
こ
ま
で
も
わ
が
所

信
が
正
し
く
佛
祖
の
正
統
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
た
い
意
図
が
根
抵
を
な
し
て
い
た
と
い
え
る
。
し
か
る
に
明
治
以
来
の
新
研
究

は
、
出
発
点
が
全
く
異
る
。
佛
陀
の
出
現
を
歴
史
的
事
実
と
確
認
す
る
こ
と
か
ら
初
め
、
聖
典
に
し
て
も
久
し
く
信
仰
の
基
盤
と
し
て
尊

崇
し
て
き
た
漢
訳
経
典
に
よ
る
の
で
な
く
、
言
語
学
・
文
献
学
等
の
如
き
宗
教
意
識
か
ら
全
く
独
立
し
た
立
場
に
支
え
ら
れ
て
、
漢
訳
経

典
よ
り
も
前
に
あ
る
基
礎
的
な
原
典
に
立
っ
て
研
究
を
進
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
う
な
る
と
、
信
仰
的
要
求
か
ら
発
足
す
る
の
で
な
く
、

も
ち
ろ
ん
宗
学
的
立
場
か
ら
も
離
れ
た
研
究
で
あ
る
か
ら
、
佛
教
研
究
に
参
加
す
る
者
が
、
佛
教
信
仰
の
信
者
で
あ
る
必
要
は
な
い
。
他

宗
教
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
な
ど
の
人
が
こ
う
し
た
研
究
に
入
っ
た
と
し
て
も
何
ら
差
支
え
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
見
方
に
よ
れ
ば
、



既
成
の
宗
学
教
義
な
ど
を
予
定
し
て
い
な
い
方
が
公
正
公
平
な
判
断
を
下
し
得
る
と
さ
え
言
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
こ
う
い
う
わ
け
で
、

佛
陀
釈
尊
に
ま
で
洲
っ
て
根
源
を
究
め
よ
う
と
す
る
言
語
学
・
文
献
学
か
ら
出
発
し
た
研
究
は
、
仏
教
研
究
の
意
図
そ
の
も
の
に
変
化
を

も
た
ら
し
た
。
そ
し
て
そ
れ
と
同
時
に
、
研
究
者
の
範
囲
も
僧
侶
中
心
か
ら
ひ
ろ
く
在
家
者
一
般
に
ま
で
及
び
、
日
本
人
や
東
洋
人
だ
け

で
な
く
欧
米
人
、
非
佛
教
者
・
無
宗
教
者
に
ま
で
拡
大
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
今
日
の
佛
教
学
が
明
治
以
前
の
仏
教
学
と
著
し
い
性
格

の
相
違
を
示
し
て
い
る
背
景
に
は
以
上
の
如
き
事
情
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

明
治
以
前
に
は
前
に
も
言
っ
た
よ
う
に
、
宗
学
中
心
で
あ
っ
た
。
今
日
で
も
各
宗
の
教
団
が
並
立
し
て
存
在
し
、
宗
学
が
維
持
さ
れ
て

い
る
が
、
し
か
し
そ
の
宗
学
の
中
に
傾
向
の
変
化
著
し
い
も
の
が
あ
る
。
佛
教
史
研
究
が
釈
尊
と
い
う
基
点
か
ら
検
討
し
初
め
ら
れ
た
た

め
、
各
宗
の
宗
祖
か
ら
そ
の
師
承
系
統
だ
け
を
た
ど
る
い
わ
ゆ
る
法
脈
の
域
か
ら
は
な
れ
、
広
い
視
野
に
立
っ
て
綜
合
的
に
見
直
さ
れ
よ

う
と
す
る
。
宗
祖
か
ら
遠
い
イ
ン
ド
や
中
国
の
高
僧
の
事
蹟
や
著
作
が
徹
底
的
解
明
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
政
治
・
経
済

・
地
理
・
哲
学
・
文
学
・
美
術
等
の
関
連
諸
部
門
と
の
交
渉
に
わ
た
っ
て
、
研
究
の
領
域
が
俄
か
に
拡
大
し
て
き
た
。
思
想
教
学
の
部
門

を
専
攻
す
る
者
も
そ
れ
ら
へ
の
配
慮
な
し
に
、
孤
肥
な
殻
の
中
に
と
じ
こ
も
っ
て
い
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
わ
け
で

今
日
で
は
、
依
然
と
し
て
各
宗
宗
学
の
立
場
を
守
る
人
倉
と
宗
学
と
い
う
枠
を
は
な
れ
む
し
ろ
各
時
代
の
思
想
史
的
役
割
特
色
に
重
点
を

お
き
つ
つ
、
そ
の
中
か
ら
分
裂
が
起
っ
て
く
る
背
景
を
探
ろ
う
と
す
る
人
々
と
の
二
つ
の
傾
向
が
分
れ
て
き
た
。
昔
も
宗
学
者
が
自
宗
だ

け
の
教
学
で
決
し
て
満
足
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
各
宗
の
祖
師
は
初
め
か
ら
そ
の
宗
義
だ
け
を
提
唱
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、

誰
も
み
な
そ
の
当
時
の
諸
宗
の
動
き
を
大
観
し
研
鑛
し
そ
の
上
で
独
自
の
信
念
に
到
達
し
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
の
祖
師
の
信
念
を
明

か
に
す
る
た
め
に
は
、
近
親
関
係
と
対
立
関
係
と
の
別
は
あ
る
に
し
て
も
そ
の
時
代
教
学
の
主
要
な
も
の
へ
の
考
察
な
し
に
期
待
で
き
る

も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
宗
学
者
が
決
し
て
そ
れ
ら
を
無
視
し
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
宗
乗
と
余
乗
と
い
う
名
に
お
い
て
、

宗
学
者
も
必
ず
こ
の
両
者
を
併
習
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
し
か
る
に
今
日
で
は
、
宗
学
者
は
宗
乗
す
な
わ
ち
自
宗
の
伝
統
教
学
だ
け

を
維
持
す
れ
ば
足
る
と
し
て
、
余
乗
と
目
さ
れ
た
周
辺
教
学
へ
の
兼
修
を
任
務
外
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
も
そ
も
宗
乗
・
余
乗
と
い
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う
分
け
方
か
ら
し
て
宗
派
意
識
中
心
の
考
え
方
に
由
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
ま
だ
こ
の
両
者
を
併
習
す
る
制
度
の
行
わ
れ
た
時
代

は
、
自
宗
が
単
独
に
初
め
か
ら
孤
立
し
て
あ
る
も
の
で
な
く
、
諸
派
教
学
の
対
立
の
中
か
ら
革
新
的
な
も
の
と
し
て
出
現
し
た
こ
と
へ
の

着
眼
が
あ
っ
た
。
そ
れ
が
今
日
で
は
も
は
や
任
務
外
の
こ
と
と
せ
ら
れ
、
益
々
孤
立
独
善
の
狭
い
枠
の
中
に
と
じ
こ
も
る
傾
向
を
強
め
た
。

現
在
の
宗
門
大
学
は
何
宗
で
も
そ
う
し
た
傾
向
は
多
か
れ
少
か
れ
免
れ
ぬ
所
と
思
う
。

そ
れ
で
は
他
方
の
綜
合
的
考
察
を
旨
と
す
る
一
派
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
派
と
雛
も
、
各
時
代
の
傑
出
し
た
代
表
的
高
僧
を
念
頭

に
お
い
て
そ
れ
ら
の
間
の
共
通
の
課
題
を
考
え
な
が
ら
そ
の
中
で
分
裂
対
立
が
お
こ
っ
て
き
た
事
情
を
探
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
か
ら
、

各
宗
の
祖
師
た
ち
の
教
義
信
仰
を
不
問
に
附
し
た
ま
ま
で
研
究
に
手
が
つ
け
ら
れ
得
る
も
の
で
は
な
い
。
従
っ
て
古
来
宗
学
と
し
て
伝
え

ら
れ
て
き
た
も
の
へ
の
研
究
を
通
し
て
そ
れ
を
綜
合
し
て
諸
派
の
間
の
交
流
・
摩
擦
の
跡
を
尋
ね
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
顕
著

な
事
実
は
著
作
の
上
に
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
今
日
多
く
の
学
者
が
先
づ
努
め
る
と
こ
ろ
は
著
作
の
成
立
前
後
の
問
題
で
あ
る
。

宗
学
者
が
或
る
高
僧
の
代
表
的
著
作
を
中
心
に
教
義
の
核
心
を
把
え
よ
う
と
し
て
き
た
の
に
対
し
、
こ
の
綜
合
的
・
思
想
史
的
立
場
を
主

と
す
る
人
々
は
そ
れ
ぞ
れ
の
高
僧
に
つ
い
て
、
著
作
の
前
後
を
研
究
し
そ
れ
を
段
階
的
に
序
列
を
つ
け
る
。
そ
し
て
そ
の
上
で
そ
の
著
作

の
段
階
的
序
列
の
中
か
ら
、
思
想
信
仰
の
変
遷
推
移
を
た
ど
ろ
う
と
試
み
る
。
こ
こ
ま
で
は
今
日
の
宗
学
者
も
同
じ
努
力
を
払
う
こ
と
が

あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
か
ら
進
ん
で
そ
う
し
た
文
献
の
成
立
前
後
を
考
定
す
る
作
業
を
広
い
範
囲
に
及
ぼ
し
て
そ
の
相
互
関
連
の
上
に
思

想
の
流
れ
を
見
出
そ
う
と
す
る
意
図
は
、
綜
合
的
歴
史
的
研
究
に
努
め
る
人
々
の
側
に
属
す
る
。

以
上
見
て
き
た
よ
う
な
事
情
で
、
宗
学
者
も
宗
学
者
で
な
い
者
も
、
イ
ン
ド
や
中
国
・
日
本
と
い
う
地
域
的
不
同
の
中
の
ど
こ
を
専
攻

す
る
学
者
も
、
今
日
で
は
文
献
の
成
立
段
階
措
定
を
以
て
研
究
の
主
要
課
題
と
し
て
い
る
観
が
あ
る
。
そ
し
て
成
立
の
前
後
に
よ
る
序
列

さ
え
で
き
れ
ば
、
個
人
に
せ
よ
時
代
に
せ
よ
思
想
・
信
仰
の
推
移
は
容
易
に
跡
づ
け
ら
れ
得
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
そ

う
見
る
の
は
私
の
独
り
ぎ
め
の
見
方
か
も
知
れ
ぬ
が
兎
も
角
、
今
日
の
佛
教
学
が
文
献
資
料
の
成
立
序
列
に
最
も
大
き
な
重
点
を
お
き
、

そ
こ
か
ら
思
想
展
開
の
過
程
を
見
出
そ
う
と
す
る
考
え
方
が
大
勢
を
占
め
て
い
る
よ
う
に
思
う
が
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
い
う
私
自
身
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前
項
で
私
は
主
と
し
て
中
国
や
日
本
で
の
佛
教
を
念
頭
に
お
い
て
述
べ
た
が
、
そ
の
基
礎
と
な
る
経
典
に
つ
い
て
の
研
究
に
対
し
て
も

同
様
の
こ
と
が
言
え
る
。
明
治
以
前
の
佛
家
は
、
経
典
を
み
な
佛
説
と
信
じ
釈
迦
佛
金
口
の
説
法
と
信
じ
て
い
た
。
そ
の
た
め
同
じ
佛
陀

の
説
法
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
中
に
種
均
の
亙
に
異
る
教
が
あ
る
と
い
う
の
は
、
そ
の
教
を
受
け
る
者
の
機
根
に
不
同
が
あ
っ
て
そ
れ
に

応
ず
る
た
め
の
善
巧
方
便
に
由
る
も
の
と
領
解
し
て
き
た
。
し
か
し
明
治
以
後
に
な
る
と
、
大
乗
非
佛
説
諭
の
定
着
に
よ
り
特
に
大
乗
経

典
は
西
歴
紀
元
前
後
か
ら
そ
の
後
数
百
年
の
長
い
間
に
亘
っ
て
、
撰
述
編
成
さ
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
き
た
。
そ
の
た
め
順
次

に
大
乗
経
典
を
受
け
い
れ
て
、
佛
教
思
想
の
展
開
を
イ
ン
ド
の
方
の
成
立
順
序
に
従
っ
て
領
受
し
た
中
国
の
方
で
も
、
不
断
に
教
相
判
釈

を
通
し
て
佛
教
教
義
の
体
系
的
理
解
に
努
力
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
わ
け
で
、
経
典
成
立
史
は
、
イ
ン
ド
佛
教
の
研
究
者
だ

け
の
課
題
で
な
く
、
中
国
佛
教
思
想
史
を
専
攻
す
る
者
に
と
っ
て
も
重
要
な
関
心
と
し
な
い
で
お
れ
ぬ
所
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
こ
れ

に
つ
い
て
の
研
究
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
と
い
う
に
、
卑
見
に
よ
れ
ば
、
大
乗
経
典
の
成
立
段
階
を
論
ず
る
た
め
に
↑
中
国
へ
の
伝
来
翻

訳
の
記
録
を
参
照
し
、
同
一
経
典
が
幾
度
も
回
数
を
重
ね
て
翻
訳
さ
れ
た
場
合
そ
の
前
後
諸
本
の
対
照
に
よ
っ
て
増
広
の
部
分
を
見
出
す

と
い
う
方
法
が
と
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
他
原
典
の
存
す
る
も
の
は
そ
れ
と
比
較
す
る
こ
と
は
固
よ
り
、
内
容
の
構
成
を
分
析
し
中
心
的
主

題
に
か
か
わ
る
も
の
と
附
随
的
第
二
義
的
な
も
の
と
の
判
別
が
試
み
ら
れ
、
更
に
文
化
史
的
な
社
会
の
諸
様
相
ｌ
例
え
ば
佛
塔
崇
拝
だ

と
か
、
在
家
者
の
進
出
と
か
、
生
活
様
式
の
様
態
な
ど
Ｉ
が
新
古
層
推
定
の
基
準
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と

は
明
治
以
前
の
学
者
が
殆
ん
ど
想
像
も
し
な
か
っ
た
所
と
言
っ
て
も
よ
い
。
こ
の
点
に
お
い
て
今
日
の
佛
教
学
者
の
研
究
成
果
は
甚
だ
括

目
す
。
へ
き
も
の
が
あ
っ
て
、
た
だ
に
一
経
の
中
の
新
古
層
だ
け
で
な
く
、
異
る
諸
経
相
互
の
間
の
先
後
関
係
を
考
慮
す
る
こ
と
に
よ
り
、

浄
土
教
だ
と
か
～
如
来
蔵
思
想
だ
と
か
、
混
樂
観
だ
と
か
い
う
よ
う
な
大
き
な
思
想
の
潮
流
に
つ
い
て
も
そ
の
発
生
・
展
開
・
変
遷
が
論

も
こ
れ
ま
で
多
分
に
そ
う
し
た
考
方
に
動
か
さ
れ
て
き
た
が
、
今
私
は
こ
の
点
に
つ
い
て
反
省
を
感
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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究
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
新
鋭
な
る
学
究
者
の
大
作
は
凡
そ
こ
う
し
た
方
向
に
お
い
て
進
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
私
は

今
一
つ
立
ち
止
ま
っ
て
考
え
て
み
た
い
。

佛
教
研
究
者
は
、
経
典
を
研
究
す
る
場
合
、
そ
の
成
立
段
階
を
解
明
す
る
と
い
う
こ
と
だ
け
が
主
要
な
任
務
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
ろ

う
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
も
思
想
史
の
上
か
ら
決
し
て
看
過
で
き
ぬ
課
題
で
あ
る
が
、
経
典
は
い
づ
れ
も
何
の
た
め
に
作
ら
れ
た
か
。
佛
教
の

根
本
的
な
願
い
を
ひ
ろ
く
世
に
訴
え
る
た
め
で
な
か
っ
た
か
。
そ
の
根
本
的
な
願
と
は
何
で
あ
っ
た
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
個
々
の
経
に

お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
特
異
な
形
で
表
わ
さ
れ
て
い
る
が
、
と
も
あ
れ
ど
う
あ
っ
て
も
こ
れ
だ
け
は
人
々
に
伝
え
な
い
で
は
お
れ
ぬ
と
い
う
情

勢
の
も
と
に
経
が
編
纂
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
決
し
て
昔
か
ら
の
伝
承
し
口
調
し
て
き
た
言
い
伝
え
と
い
う
だ
け
に
止
ま
る
も
の
で
は
な

い
。
そ
の
点
の
発
見
究
明
に
最
大
の
努
力
を
払
わ
な
け
れ
ば
、
経
典
の
新
古
層
判
別
や
思
想
の
発
生
起
源
の
推
定
、
展
開
推
移
の
序
列
化

だ
け
で
終
る
限
り
、
個
灸
の
経
の
本
来
の
趣
旨
目
的
が
達
せ
ら
れ
た
と
は
言
え
な
い
の
で
な
い
か
。
ど
ん
な
経
で
も
、
そ
れ
は
他
の
経
と

の
関
連
如
何
を
問
わ
ず
、
そ
れ
自
身
単
独
で
こ
れ
だ
け
は
絶
対
に
世
に
訴
え
な
い
で
は
お
れ
ぬ
と
い
う
強
い
主
張
を
持
っ
て
い
る
は
ず
で

あ
る
。
そ
の
経
は
後
世
の
史
家
か
ら
思
想
史
的
序
列
付
け
さ
れ
る
の
を
願
っ
て
は
い
な
い
。
今
現
に
自
分
の
最
も
肝
要
と
信
ず
る
所
を
披

瀝
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
そ
れ
を
徹
底
的
に
究
明
す
る
こ
と
こ
そ
が
、
そ
の
経
典
の
本
来
の
趣
旨
に
沿
う
所
以
で
あ
っ
て
、
こ
の

点
を
真
に
痛
感
し
個
々
の
経
典
か
ら
そ
れ
が
種
々
の
爽
雑
的
第
二
義
的
な
も
の
を
附
随
し
な
が
ら
核
心
に
お
い
て
は
何
を
言
い
た
い
の
か

と
徹
底
的
に
論
究
す
る
努
力
に
お
い
て
、
私
は
中
国
の
古
賢
の
熱
意
は
ま
こ
と
に
た
だ
な
ら
ぬ
も
の
が
あ
っ
た
と
思
う
。

例
を
挙
げ
れ
ば
、
法
華
経
は
一
乗
を
言
う
。
そ
の
こ
と
は
誰
で
も
認
め
る
所
で
異
論
は
な
い
。
そ
し
て
一
乗
だ
か
ら
、
何
人
も
佛
に
な

る
こ
と
が
こ
の
経
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
て
い
る
と
人
は
い
う
。
三
乗
の
差
別
が
あ
っ
て
、
す
謡
へ
て
の
人
が
佛
に
な
る
と
い
う
の
で
は
な
い

と
説
く
経
が
多
い
の
に
比
べ
れ
ば
↑
法
華
の
一
乗
が
最
も
大
き
な
主
張
で
あ
り
特
色
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
法
華
経
は
た

だ
す
べ
て
の
人
が
佛
に
な
り
得
る
と
い
う
だ
け
が
そ
の
主
張
の
根
本
の
願
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
で
は
な
い
、
佛
の
根
本
的
な

願
は
す
尋
へ
て
の
人
を
佛
に
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
の
だ
か
ら
、
何
人
も
こ
の
こ
と
に
目
覚
め
て
自
ら
が
佛
と
な
る
こ
と
を
志
せ
、
と

Ｈ



勧
め
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
佛
の
根
本
の
願
と
い
う
の
は
佛
教
の
究
極
目
的
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
佛
教
の
究
極
目
的
は
各
自
が
自
分

一
人
の
解
脱
に
止
め
ず
、
自
他
共
に
真
の
智
に
目
覚
め
て
一
人
残
ら
ず
常
楽
の
混
藥
の
境
に
入
る
こ
と
に
あ
る
と
力
説
し
、
そ
れ
を
懇
々

と
説
き
進
め
て
い
る
。
そ
う
し
て
み
れ
ば
、
こ
の
こ
と
に
気
づ
い
て
そ
の
教
え
る
所
に
衷
心
か
ら
随
喜
の
心
を
お
こ
さ
な
い
限
り
、
法
華

経
を
学
ん
だ
と
い
う
こ
と
に
な
ら
い
で
あ
ろ
う
。
今
日
佛
教
系
の
大
学
で
法
華
経
を
習
学
す
る
人
は
多
い
が
、
果
し
て
こ
の
願
い
が
何
人

に
も
心
か
ら
汲
み
と
ら
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
法
華
経
だ
け
を
例
に
挙
げ
た
が
、
他
の
諸
経
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
言

え
る
。
要
す
る
に
ど
ん
な
に
文
献
的
研
究
が
深
め
ら
れ
た
り
、
ま
た
現
代
語
訳
の
理
解
し
易
い
経
典
が
提
供
せ
ら
れ
た
と
し
て
も
、
受
け

と
る
方
の
側
に
お
い
て
そ
の
経
の
真
の
狙
い
願
い
が
何
で
あ
る
か
の
追
求
な
く
し
て
、
従
っ
て
、
そ
の
経
へ
の
心
か
ら
の
共
鳴
随
喜
な
く

し
て
は
、
真
の
意
味
の
佛
教
的
学
に
は
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
を
私
は
痛
感
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

最
後
に
も
う
一
度
中
国
佛
教
に
か
え
っ
て
考
え
て
み
よ
う
。
例
え
ば
天
台
智
頻
の
教
を
学
ぼ
う
と
す
る
場
合
、
彼
の
著
作
を
時
期
的
に

何
段
階
に
も
分
け
て
そ
の
間
の
相
違
点
を
見
出
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
彼
の
思
想
の
発
展
過
程
を
知
ろ
う
と
す
る
。
こ
う
し
た
方
法
は
近
代

の
学
者
に
よ
っ
て
大
き
な
業
績
と
し
て
発
表
せ
ら
れ
て
い
る
。
又
或
は
、
彼
が
一
心
三
観
と
か
円
融
三
諦
と
か
い
い
な
が
ら
そ
の
根
拠
が

法
華
経
の
経
文
の
上
に
見
出
せ
ぬ
か
ら
、
彼
の
思
想
を
考
察
す
る
に
は
引
用
し
た
経
論
を
検
索
し
引
用
頗
度
な
ど
に
も
注
意
す
、
へ
き
だ
と

の
見
方
も
あ
り
得
る
。
更
に
は
ま
た
彼
の
法
華
経
観
の
中
に
は
先
行
す
る
光
宅
寺
法
雲
の
影
響
が
多
く
認
め
ら
れ
る
か
ら
、
彼
が
光
宅
に

対
し
て
厳
し
い
批
判
を
加
え
な
が
ら
も
反
面
ま
た
依
用
し
た
所
も
少
な
く
な
い
と
し
て
両
者
の
関
連
に
努
力
す
る
見
方
も
あ
る
。
こ
れ
ら

は
何
れ
も
重
要
な
視
点
に
着
眼
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
か
ら
、
私
は
決
し
て
そ
れ
が
不
要
だ
な
ど
と
評
す
る
つ
も
り
は
全

く
な
い
け
れ
ど
も
、
こ
こ
で
反
省
し
た
い
の
は
智
顎
自
身
の
佛
教
に
対
す
る
態
度
如
何
の
問
題
で
あ
る
。
多
く
の
経
を
読
ん
で
そ
の
中
か

ら
随
意
に
関
係
あ
る
文
章
を
抄
出
し
た
り
、
先
駆
者
の
説
に
共
感
し
た
り
同
意
す
る
所
が
あ
っ
た
時
そ
れ
を
採
用
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
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と
で
、
彼
の
佛
教
観
が
形
成
さ
れ
た
と
は
思
え
な
い
。
多
く
の
経
論
や
学
界
の
著
名
な
学
者
の
説
が
い
か
に
溢
れ
て
い
よ
う
と
も
、
彼
は

信
念
に
従
っ
て
自
分
の
進
む
べ
き
道
、
従
う
謡
へ
き
教
を
見
出
し
て
行
っ
た
。
そ
の
根
源
は
自
己
の
生
き
る
べ
き
道
を
苦
悶
の
中
に
問
い
続

け
た
道
心
で
あ
っ
た
。
そ
の
道
心
が
経
を
見
、
師
を
選
ぶ
決
定
を
下
し
た
の
で
あ
る
。
道
心
と
云
っ
て
も
生
ま
れ
つ
き
の
も
の
で
な
く
、

生
活
の
中
か
ら
磨
き
出
さ
れ
て
育
成
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
道
心
が
常
に
厳
し
い
目
で
自
己
を
見
つ
め
つ
つ
自
己
の
進
む
べ
き
道
を

決
定
し
て
い
っ
た
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
私
は
天
台
智
顎
の
生
涯
と
思
想
を
考
え
る
場
合
、
梁
陳
の
世
相
、
北
周
の
廃
佛
、
光
宅
教
学
の

根
本
姿
勢
、
智
顎
の
家
庭
悲
劇
、
大
蘇
山
慧
思
の
解
行
一
体
観
な
ど
、
智
顎
の
道
心
成
長
に
資
し
た
内
外
正
反
様
之
の
角
度
を
顧
慮
し
つ

つ
、
そ
の
中
で
智
顎
が
最
後
ま
で
如
何
に
忠
実
に
自
己
の
道
心
を
守
り
ぬ
い
た
か
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
思
う
。
こ
う
し
た
見
方
は
宗

学
と
い
う
形
式
化
し
概
念
的
に
枯
渇
し
た
立
場
の
他
に
在
り
つ
つ
、
智
顎
の
真
意
に
少
し
で
も
接
近
す
る
方
法
だ
と
思
う
。

尚
も
う
一
つ
別
な
面
か
ら
例
を
挙
げ
て
み
よ
う
。
我
女
は
浄
土
教
の
曇
溌
が
、
陶
弘
景
か
ら
得
た
仙
経
を
投
げ
す
て
て
菩
提
流
支
の
教

に
よ
っ
て
忽
ち
に
浄
土
の
教
に
入
っ
た
と
い
う
こ
と
を
聞
か
さ
れ
て
い
る
。
又
道
紳
は
混
盤
経
の
研
究
に
全
力
を
挙
げ
て
き
た
半
生
に
別

れ
を
告
げ
、
曇
鴬
の
遺
跡
石
壁
玄
中
寺
で
念
佛
の
法
を
門
前
の
碑
に
よ
っ
て
知
る
や
忽
ち
浄
土
門
に
帰
入
し
た
と
い
う
こ
と
も
聞
い
て
い

る
。
し
か
し
、
無
量
寿
の
法
を
聞
い
た
か
ら
と
云
っ
て
直
ち
に
い
の
ち
が
け
で
得
た
仙
経
を
焼
き
棄
て
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。

こ
う
し
た
逸
話
・
事
跡
は
、
彼
等
が
生
命
の
本
質
に
つ
い
て
問
い
つ
づ
け
、
佛
教
の
理
想
と
そ
こ
へ
入
る
道
に
寝
て
も
醒
め
て
も
忘
れ
ら

れ
ぬ
苦
慮
を
重
ね
て
き
た
こ
と
を
背
景
に
考
え
な
く
て
は
と
う
て
い
理
解
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
求
道
心
が
そ
の
生
涯
を
貫

い
て
彼
等
の
信
仰
に
ゆ
る
ぎ
な
い
力
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
我
為
は
そ
う
し
た
基
本
的
な
こ
と
を
忘
れ
て
、
結
論
と
し
て
ま
と
め
ら

れ
た
浄
土
論
註
や
安
楽
集
の
所
説
を
ド
グ
マ
的
教
義
と
し
て
受
け
と
ろ
う
と
し
が
ち
に
な
る
。

宗
学
と
教
学
思
想
史
と
の
間
に
、
見
落
さ
れ
勝
ち
な
谷
間
の
あ
る
こ
と
を
思
い
、
こ
こ
に
反
省
の
一
端
を
述
雲
へ
た
次
第
で
あ
る
。
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