
田
辺
元
に
お
け
る
浄
土
真
宗
の
歴
史
哲
学

|
|
『
俄
悔
道
と
し
て
の
哲
学
』
に
お
け
る
三
願
転
入
と
三
心
釈
を
中
心
に
|
|

一
、
序

小
論
は
主
と
し
て
田
辺
元
(
一
八
八
五
l
一
九
六
一
一
)
の
『
俄
悔
道
と

し
て
の
哲
学
』
(
一
九
四
六
)
に
お
け
る
親
鰭
理
解
を
通
し
て
そ
の
浄
土

真
宗
の
歴
史
哲
学
を
考
察
し
よ
う
と
試
み
る
も
の
で
あ
る
。
以
下
に
お
い

て
、
ま
ず
織
悔
道
と
三
願
転
入
と
の
連
関
を
考
察
す
る
。
そ
の
次
に
田
辺

が
織
悔
道
哲
学
の
歴
史
的
構
造
を
基
底
に
展
開
し
た
三
願
転
入
と
三
心
釈

と
に
お
け
る
時
間
論
と
両
者
の
相
即
関
係
を
明
ら
か
に
し
た
い

Q

機
悔
道
と
三
願
転
入
と
の
関
係
を
探
る
に
あ
た
っ
て
次
の
一
節
か
ら
憐

悔
道
の
検
討
に
入
る
。

若
し
憐
悔
道
に
於
け
る
大
悲
の
他
力
を
信
じ
、
そ
れ
に
身
を
委
せ
て

絶
対
に
現
実
の
限
定
を
肯
い
そ
れ
に
随
順
す
る
行
信
証
を
、
構
造
上

の
比
論
か
ら
先
進
先
達
の
道
に
従
っ
て
念
仏
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
俄
悔

を
公
案
と
す
る
織
悔
道
は
正
に
念
仏
禅
と
称
せ
ら
る
べ
き
理
由
を
も

つ
で
あ
ろ
う
(
中
略
)
私
は
機
悔
と
し
て
の
他
力
念
仏
が
、
そ
の
構

E募

欽

彬

造
上
公
案
の
性
格
を
も
っ
て
修
禅
の
比
論
を
形
造
る
所
か
ら
、
当
然

に
本
質
上
念
仏
禅
と
称
せ
ら
る
べ
き
所
以
が
あ
る
も
の
と
信
ず
る
の

で

あ

る

。

(

『

全

集

」

第

九

巻

、

二

一

五

頁

)

こ
れ
に
従
え
ば
、
惜
悔
道
が
行
信
証
と
い
う
三
一
的
構
造
を
も
っ
念
仏

と
公
案
禅
と
の
統
一
態
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

憐
悔
道
は
、
絶
対
な
る
如
来
の
慈
悲
に
よ
っ
て
憐
悔
(
自
己
否
定
)
を
行

ぜ
し
め
ら
れ
て
行
じ
、
そ
れ
に
随
順
し
て
信
頼
し
、
そ
の
他
者
救
済
に
参

与
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
他
救
済
(
自
己
肯
定
〉
を
証
せ
し
め
ら
れ
る
と

い
う
行
信
証
の
一
一
二
的
構
造
げ
を
有
す
る
と
同
時
に
禅
の
公
案
に
お
け
る

二
律
背
反
の
性
格
α
を
も
帯
び
て
い
る

Q

し
た
が
っ
て
、
憐
悔
道
は
本
質

上
念
仏
禅
と
称
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
い
う
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
行
信
証
の
三
一
的
構
造
を
社
会
実
践
の
形
式
的
内

容
と
す
る
憐
悔
道
は
、
公
案
に
お
け
る
逆
説
二
律
背
反
の
性
質
を
有
し
て

も
、
絶
対
(
如
来
)
と
相
対
(
衆
生
)
と
の
媒
介
関
係
を
抜
き
に
し
て
は

直
ち
に
救
済
の
真
実
と
は
い
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
憐
悔
道
は
如
来
か
ら

す
れ
ば
あ
く
ま
で
衆
生
を
真
実
世
界
、
す
な
わ
ち
「
真
仏
土
の
真
実
浄
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土
」
、
「
絶
対
の
清
浄
浄
土
」
に
導
く
た
め
の
善
巧
方
便
に
す
ぎ
な
い
か
ら

で
あ
る
。
煩
悩
を
具
足
す
る
わ
れ
わ
れ
は
繊
悔
道
を
歩
む
と
き
、
必
然
に

我
性
の
根
原
惑
の
発
現
と
と
も
に
現
実
社
会
に
お
い
て
随
時
随
処
に
公
案

の
二
律
背
反
に
底
面
し
、
そ
の
極
絶
対
他
力
に
よ
っ
て
自
己
放
棄
の
憐
悔

に
到
ら
し
め
ら
れ
、
か
え
っ
て
浬
繋
の
分
を
得
せ
し
め
ら
れ
る

Q

田
辺
が

「
今
や
私
自
身
が
哲
学
す
る
の
で
は
な
い
、
憐
悔
が
哲
学
す
る
の
で
あ

る
」
(
『
全
集
』
第
九
春
、
凹
頁
)
と
告
白
し
て
い
る
よ
う
に
、
絶
対
他
力

に
よ
っ
て
憐
悔
道
な
ら
ぬ
憐
悔
道
を
歩
ま
し
め
ら
れ
て
歩
む
と
い
う
の
は

彼
の
心
情
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
機
悔
遊
が
そ
れ
を
実
践
に
付
す
る
相
対

な
る
人
間
存
在
と
絶
対
他
力
を
媒
介
と
し
な
い
限
り
、
到
底
対
白
的
に
現

成
し
え
な
い
・
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
方
便
と
し
て
の
憐
悔
道
だ
か

ら
こ
そ
、
真
実
世
界
の
否
定
媒
介
と
し
て
救
済
の
真
実
で
あ
り
う
る
の
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
現
に
わ
れ
わ
れ
が
現
実
世
界
に
置
か
れ
、
生
の
身

に
繋
縛
さ
れ
つ
つ
、
絶
対
他
力
に
催
促
さ
れ
て
憐
悔
道
な
ら
ぬ
慨
悔
道
を

歩
ま
し
め
ら
れ
て
歩
む
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
理
想
位
界
に
至
る
と
い

う
「
現
実
即
理
想
」
は
ま
た
「
方
便
即
真
実
」
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
か
か
る
「
方
便
即
真
実
」
に
関
し
て
は
田
辺
が
示
し
て
い
る
以
下
の

よ
う
な
親
鰭
理
解
か
ら
国
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

彼
(
親
矯
|
筆
者
注
)
自
身
の
長
い
苦
闘
を
経
て
迷
せ
し
め
ら
れ
た

他
力
信
心
の
立
場
か
ら
、
翻
っ
て
そ
の
経
過
し
た
自
力
思
想
の
抽
象

段
階
を
反
省
し
解
剖
し
そ
れ
を
位
置
付
け
る
の
は
、
同
時
に
彼
の
附

聞
に
行
わ
れ
る
白
力
執
心
の
思
想
に
対
す
る
批
判
で
あ
る
。
教
行
計

証
の
末
尾
な
る
方
使
化
身
土
巻
は
正
に
此
の
如
き
内
容
を
有
す
る
。

そ
の
支
柱
と
な
る
の
が
三
願
転
入
の
教
説
で
あ
る
。
そ
れ
は
時
代
批

判
で
あ
る
と
同
時
に
自
督
憐
悔
で
あ
る
。
正
に
憐
悔
道
の
活
拠
と
す

べ
き
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
c

(
「
全
集
』
第
九
巻
、
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一
八
九

l
一
九
つ
一
良
)

親
構
が
自
ら
の
現
実
世
界
か
ら
真
実
世
界
に
、
換
一
一
一
目
す
れ
ば
自
力
思
想

の
抽
象
性
か
ら
他
力
信
心
の
具
体
性
に
至
る
ま
で
の
宗
教
的
体
験
を
衆
生

に
示
す
と
と
も
に
自
力
型
選
の
法
門
を
批
判
す
る
に
は
、
ま
ず
救
済
の
方

索
便
宜
と
し
て
吋
教
行
信
証
」
の
末
巻
で
あ
る
「
方
便
化
身
土
巻
」
を

も
っ
て
し
た
。
こ
れ
は
親
縛
が
如
来
の
衆
生
救
済
に
協
力
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
自
ら
の
救
済
を
証
せ
し
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
還
栴
的
で
あ
る

と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
親
驚
が
自
ら
の
還
相
と
し
て
説
い
た
方
便
は
、

す
な
わ
ち
自
ら
の
如
来
の
慈
悲
に
よ
っ
て
救
済
さ
れ
た
真
実
の
証
で
も
あ

る
た
め
、
「
還
相
即
住
相
」
と
い
い
、
「
方
便
即
真
実
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
化
身
土
巻
の
支
柱
と
な
る
の
は
三
願
転
入
の
教
説
で
あ
る
と
い

う
こ
と
か
ら
考
庖
す
れ
ば
、
一
ニ
願
転
入
に
お
け
る
親
鰭
の
宗
教
的
体
験
の

変
遷
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
親
機
の
自
己
の
周
囲
に
対
す
る
時

代
批
判
で
あ
る
と
同
時
に
自
己
の
救
済
過
程
の
反
省
自
覚
で
あ
る
と
い
う

よ
う
に
、
仏
教
の
歴
史
哲
学
に
依
拠
す
る
正
像
末
法
史
観
は
三
願
転
入
に

お
け
る
親
機
の
宗
教
的
体
験
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

こ
う
し
た
歴
史
と
宗
教
的
体
験
と
の
関
わ
り
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
た
三

願
転
入
の
解
釈
が
時
間
の
構
造
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
は
、
旧
辺
の
憐
悔

道
材
学
を
~
説
付
け
る
過
去
的
憐
悔
(
行
)
と
現
・
伐
の
信
心
(
信
)
と
未
・
米



的
欲
生
(
証
)
の
コ
二
的
統
一
が
そ
の
基
底
に
伏
在
し
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
実
際
、
田
辺
は
行
信
証
に
過
去
現
在
未
来
を
、
二
一
願
に
未
来
過
去
現

在
を
、
さ
ら
に
三
心
に
過
去
現
在
未
来
を
配
列
し
て
三
者
を
時
間
論
に
お

い
て
論
述
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

改
め
て
い
う
な
ら
ば
、
小
論
は
以
上
の
よ
う
な
考
察
に
基
づ
き
、
ま
ず

歴
史
を
基
盤
と
す
る
行
信
証
の
三
一
的
構
造
を
も
ち
つ
つ
、
公
案
の
二
律

背
反
の
性
質
を
帯
び
る
慨
悔
道
を
解
明
し
、
次
に
そ
れ
を
も
っ
て
田
辺
に

お
け
る
三
願
転
入
と
三
心
釈
と
の
関
係
を
探
究
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
田
辺

の
浄
土
真
宗
に
お
け
る
.
股
史
哲
学
の
展
開
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ
る
c

ニ
、
行
信
証
と
公
案
禅

序
で
述
べ
た
と
お
り
、
憐
悔
道
は
如
来
が
衆
生
を
し
て
理
想
世
界
、
あ

る
い
は
真
実
浄
土
に
至
ら
し
め
る
た
め
の
方
便
で
あ
る
c

方
便
と
い
う
の

も
、
そ
れ
は
救
済
の
真
実
の
否
定
媒
介
で
な
け
れ
ば
、
た
だ
「
安
易
の
摂

理
方
便
思
想
」
に
止
ま
り
、
自
己
同
一
の
思
想
体
系
に
堕
す
る
の
み
で
あ

る
c

し
か
し
、
機
悔
道
は
禅
の
無
性
を
も
っ
以
上
、
不
断
に
転
換
す
る
無

の
象
徴
を
表
わ
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

G

し
た
が
っ
て
、
元
来
自

己
同
一
の
有
を
固
持
す
る
の
を
本
質
と
す
る
思
想
が
直
接
態
に
執
着
せ
ず

に
絶
対
無
に
よ
っ
て
対
自
的
に
自
己
否
定
を
行
ぜ
し
め
ら
れ
る
と
同
時
に

か
え
っ
て
思
想
な
ら
ぬ
思
想
と
し
て
現
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
方
便
と

し
て
の
憐
悔
道
の
本
質
で
あ
る
。
自
力
念
仏
に
お
け
る
二
律
背
反
の
果
て

に
絶
対
他
力
が
現
れ
、
そ
れ
に
催
促
さ
れ
て
念
仏
行
(
憐
悔
行
)
を
せ
し

め
ら
れ
て
す
る
親
婚
も
お
そ
ら
く
こ
う
し
た
憐
悔
道
の
具
体
的
現
成
を
体

現
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

か
く
し
て
親
驚
は
他
力
の
不
可
思
議
に
よ
っ
て
自
己
否
定
の
苦
痛
が
自

己
肯
定
の
歓
喜
に
転
換
せ
し
め
ら
れ
、
そ
れ
へ
の
感
謝
報
思
と
し
て
そ
の

他
者
救
済
の
事
業
に
協
力
す
る
こ
と
を
通
じ
て
自
他
救
済
を
証
せ
し
め
ら

れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
、
そ
の
救
済
の
証
は
一
回
に
止
ま
る
も
の
で

は
な
い
む
か
か
る
親
驚
に
お
け
る
自
他
救
済
の
「
往
相
即
還
相
」
、
「
還
相

即
往
相
」
と
い
う
循
環
運
動
が
終
息
す
る
は
ず
が
な
い
。
田
辺
は
時
代
の

風
潮
に
よ
っ
て
自
力
救
済
の
果
て
に
追
い
込
ま
れ
、
親
驚
の
還
相
調
向
に

導
か
れ
て
住
相
を
せ
し
め
ら
れ
る
と
同
時
に
現
実
衆
生
世
界
に
還
相
し
て

「
憐
悔
道
」
(
一
九
四
四
年
、
十
月
)
を
演
説
し
、
「
憐
悔
道
と
し
て
の
哲

学
』
を
著
し
た
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
親
構
が
如
来
と
と
も
に
衆
生

救
済
に
還
相
し
、
そ
れ
に
応
じ
て
田
辺
は
感
化
さ
れ
て
住
相
せ
し
め
ら
れ

る
と
同
時
に
後
進
の
教
化
に
協
力
せ
し
め
ら
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
田
辺
は
『
憤
悔
道
と
し
て
の
哲
学
」
に
お
い
て
い
か
に
し
て
行
、

信
、
証
と
い
う
親
驚
己
証
の
法
門
を
解
釈
し
て
時
代
批
判
と
自
督
憐
悔
と

を
行
っ
た
の
か
日
。
こ
れ
に
つ
い
て
田
辺
は
、
哲
学
的
思
想
で
宗
教
教
義

の
解
釈
を
行
う
自
力
車
道
門
の
態
度
を
排
斥
し
、
自
ら
の
他
力
念
仏
門
の

立
場
を
示
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
c

私
は
過
去
の
哲
学
生
活
の
結
果
と
し
て
自
力
の
哲
学
的
無
力
を
悟
ら

し
め
ら
れ
、
今
や
全
く
自
己
の
拠
る
べ
き
哲
学
を
喪
っ
た
も
の
で
あ

る
ロ
苛
烈
な
る
現
実
に
処
し
て
迷
う
所
な
く
、
そ
の
指
導
に
従
っ
て

歴
史
を
超
賞
す
る
力
を
、
不
断
に
そ
れ
か
ら
汲
み
取
る
こ
と
が
可
能
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な
る
如
き
理
性
的
哲
学
は
、
私
か
ら
消
去
っ
た
。
特
に
現
実
の
不
合

理
中
、
わ
け
で
も
国
内
の
不
正
不
義
乃
至
偏
見
妄
断
に
対
し
て
ど
こ

ま
で
色
連
帯
責
任
を
感
じ
、
他
の
悪
と
誤
と
は
同
時
に
皆
自
己
の
責

任
で
も
あ
る
こ
と
を
感
ぜ
ず
に
は
居
ら
れ
な
い
私
に
と
っ
て
は
、
私

の
哲
学
の
実
際
的
無
力
は
、
私
の
哲
学
に
対
す
る
無
力
の
絶
望
を
告

白
俄
悔
せ
ざ
る
を
得
、
ざ
ら
し
め
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
此
告
白
機
悔

は
雷
に
私
一
人
の
告
白
憤
悔
た
る
に
止
ま
ら
ず
、
患
者
凡
夫
た
る
私

の
哲
学
に
於
て
は
、
そ
れ
が
一
般
的
に
私
と
同
様
の
患
者
た
り
凡
夫

た
る
何
人
に
も
当
鼠
ま
る
も
の
と
思
惟
せ
ら
れ
る

Q

完
全
集
』
第
九
巻
、
一
二
十
六
i
三
十
七
頁
)

過
去
の
哲
学
と
は
、
田
辺
が
一
連
の
「
種
の
論
理
」
論
文
を
発
表
し
、

「
種
の
論
理
の
意
味
を
明
に
す
」
(
一
九
三
七
)
ま
で
に
お
い
て
一
応
終

息
な
き
螺
旋
型
の
循
環
態
を
な
す
絶
対
媒
介
の
弁
証
法
を
完
成
し
て
い
る

が
、
国
家
全
体
主
義
の
風
潮
に
煽
ら
れ
て
「
国
家
的
存
在
の
論
理
」
(
一

九
三
九
)
を
公
表
し
、
元
来
「
種
」
へ
と
顛
落
せ
し
め
ら
れ
る
は
ず
の
類

的
国
家
を
そ
の
ま
ま
維
持
し
て
し
ま
う
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
の
「
種
の
論

理
」
に
破
綻
を
も
た
ら
し
た
こ
と
を
指
し
て
い
る
古
田
辺
が
「
機
悔
道
」

を
講
演
す
る
ま
で
公
の
場
で
国
家
の
不
正
不
義
に
立
ち
向
か
え
な
か
っ
た

の
は
、
未
だ
他
力
信
仰
の
領
域
に
至
ら
し
め
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
で
あ

る
。
そ
れ
は
依
然
と
し
て
理
性
の
領
域
に
止
ま
っ
て
お
り
、
完
全
な
る
自

己
放
棄
で
は
な
か
っ
た
。
か
か
る
理
性
的
哲
学
の
無
力
に
さ
ら
さ
れ
、
い

か
に
し
て
も
自
力
哲
学
の
二
律
背
反
か
ら
脱
出
で
き
な
い
極
限
に
他
力
の

不
可
思
議
が
現
れ
て
田
辺
を
し
て
過
去
の
哲
学
を
放
棄
せ
し
め
た
。
か
く

て
田
辺
は
絶
対
他
力
に
よ
っ
て
過
去
の
出
来
事
に
対
し
て
機
悔
を
行
ぜ
し

め
ら
れ
る
と
同
時
に
、
周
囲
の
人
々
に
も
自
ら
と
同
じ
よ
う
に
憐
悔
す
る

よ
う
催
促
せ
し
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
よ
う
に
他
力
の

不
可
思
議
に
よ
っ
て
一
度
否
定
せ
ら
れ
た
自
己
が
か
え
っ
て
肯
定
せ
ら

れ
、
未
来
的
欲
生
を
完
遂
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は

田
辺
の
絶
対
他
力
の
他
者
救
済
に
参
与
し
て
自
ら
の
宗
教
的
体
験
を
教
化

の
形
で
表
し
た
還
相
廻
向
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

以
上
に
お
い
て
述
べ
た
田
辺
の
時
代
批
判
と
自
督
機
悔
と
か
ら
、
機
悔

の
論
理
構
造
が
自
己
の
機
悔
の
み
な
ら
ず
、
他
者
の
憐
悔
を
ち
含
ん
で
い

る
こ
と
が
看
取
で
き
る
。
で
は
、
こ
う
し
た
自
他
救
済
を
問
時
に
包
含
す

る
憐
悔
の
論
理
構
造
は
い
か
に
し
て
行
、
信
、
証
と
い
う
他
力
念
仏
の
法

門
に
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
の
か
。
こ
れ
に
関
し
て
田
辺
は
次
の
よ
う
に

論
じ
て
い
る
。

98 

憐
悔
そ
の
も
の
の
起
発
が
私
の
自
力
に
由
来
す
る
の
で
な
く
、
却
て

救
済
の
大
悲
た
る
他
力
に
由
来
し
、
自
己
は
こ
れ
に
随
順
し
て
、
否

定
の
苦
痛
と
共
に
肯
定
の
歓
喜
を
享
受
す
る
。
而
し
て
そ
の
歓
喜
は

他
力
に
拠
る
も
の
と
し
て
必
然
に
感
謝
に
連
な
り
、
更
に
之
を
他
に

頒
ち
振
り
向
け
ん
と
す
る
、
他
力
へ
の
協
力
、
と
し
て
の
報
恩
に
進

展
す
る
。
こ
れ
が
俄
悔
の
証
し
で
あ
る
。
絶
対
他
力
は
そ
れ
自
身
も

ま
た
他
力
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
却
で
相
対
自
立
存
在
を

自
ら
の
媒
介
と
し
、
相
対
の
交
互
関
係
に
現
成
す
る
の
で
あ
る

Q

こ

こ
に
憐
悔
の
証
が
還
相
と
し
て
成
り
立
つ
。
即
ち
機
悔
は
行
倍
証
の

三
一
的
統
一
で
あ
る
の
働
悔
と
信
心
と
歓
喜
(
乃
至
感
謝
報
恩
)
と



は
一
体
を
成
す
。

完
全
集
』
第
九
巻
、
二
十
二
頁
)

過
去
に
お
け
る
自
己
の
所
行
に
対
し
て
倣
悔
を
行
う
と
い
う
の
も
、
そ

れ
は
自
ら
よ
り
発
し
た
行
為
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
知
来
の
慈
悲
に
よ
っ

て
催
起
さ
れ
た
行
為
で
あ
る
。
現
に
大
悲
の
他
力
に
随
順
し
て
信
頼
し
、

自
己
否
定
の
苦
し
み
(
過
去
的
機
悔
)
が
か
え
っ
て
自
己
肯
定
の
喜
び

(
未
来
的
欲
生
)
に
転
換
せ
し
め
ら
れ
、
そ
の
結
果
必
然
に
他
力
に
よ
る

救
済
へ
の
感
謝
報
恩
を
行
わ
し
め
ら
れ
る
に
至
る
。
そ
の
感
謝
報
恩
は
具

体
的
に
は
、
絶
対
他
力
へ
の
恩
返
し
と
し
て
そ
の
他
者
救
済
の
事
業
に
協

力
し
、
他
の
人
々
に
も
自
ら
の
復
活
の
喜
び
を
分
か
ち
合
い
、
自
他
と
も

に
救
済
に
摂
取
さ
れ
る
の
を
内
容
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
、

絶
対
他
力
に
よ
っ
て
過
去
的
機
悔
が
未
来
的
欲
生
に
転
換
せ
ら
れ
る
証
で

あ
る
。
過
去
的
機
悔
と
未
来
的
欲
生
と
の
関
係
に
お
い
て
現
に
生
き
て
い

る
わ
れ
わ
れ
の
他
力
信
心
が
作
用
し
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
、
過
去
的
機

悔
の
証
が
還
相
と
し
て
成
立
す
る
基
盤
も
な
い
。
自
他
救
済
を
包
含
す
る

機
悔
の
論
理
構
造
は
か
く
し
て
過
去
的
機
悔
(
行
)
と
現
在
の
信
心
(
信
)

と
未
来
的
欲
生
(
証
〉
と
い
う
歴
史
を
基
盤
と
す
る
行
信
証
の
一
三
的
統

一
態
と
な
る
の
で
あ
る
。

以
上
見
て
き
た
と
お
り
、
機
悔
道
は
念
仏
に
お
け
る
行
信
託
の
三
一
的

構
造
を
実
践
の
形
式
的
内
容
と
す
る
一
方
で
、
そ
れ
が
わ
れ
わ
れ
に
よ
っ

て
実
践
に
お
い
て
随
時
随
所
に
行
わ
れ
る
限
り
、
必
然
に
禅
公
案
に
お
け

る
二
律
背
反
と
い
う
側
面
も
合
せ
持
つ
。
し
か
し
、
機
悔
道
は
念
仏
や
禅

に
通
ず
る
所
が
あ
っ
て
も
両
者
と
は
異
な
る
高
次
の
立
場
に
あ
る
。
こ
れ

を
敷
街
し
て
田
辺
は
機
悔
道
と
禅
と
念
仏
三
者
の
関
係
を
「
そ
れ
(
憐
悔

道
i
筆
者
注
)
は
正
に
禅
と
念
仏
と
の
、
即
自
態
と
対
他
性
と
の
聞
に
立
っ

て
、
そ
の
何
れ
で
も
な
く
し
て
而
も
何
れ
に
も
通
ず
る
対
自
的
自
覚
の
立

場
た
る
こ
と
を
特
色
と
す
る
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
」
完
全
並
立
第
九

巻
、
二
ハ
五
頁
)
と
論
じ
て
い
る
。
繊
悔
道
は
禅
で
も
な
く
念
仏
で
も
な

い
念
仏
禅
、
す
な
わ
ち
即
自
か
つ
対
自
の
立
場
で
あ
り
、
禅
公
案
に
お
け

る
二
律
背
反
に
よ
っ
て
表
わ
さ
れ
る
無
の
象
徴
的
内
容
日
と
、
念
仏
の
行

信
証
と
い
う
一
一
二
的
構
造
に
お
け
る
自
他
救
済
の
社
会
性
、
歴
史
性
と
に

通
ず
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
か
か
る
歴
史
性
を
背
景
に
も

つ
無
の
社
会
性
を
特
色
と
す
る
儲
悔
道
を
念
仏
禅
と
称
す
る
田
辺
の
意
図

は
ど
こ
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
c

そ
れ
は
次
の
文
に
よ
っ
て
示
唆

さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

禅
に
於
て
は
現
実
は
日
常
的
立
場
か
ら
そ
の
空
有
と
し
て
の
無
性
を

主
と
し
て
発
揮
せ
し
め
ら
れ
、
方
便
存
在
と
し
て
有
す
べ
き
歴
史
的

客
観
界
の
倫
理
的
厳
粛
性
を
欠
く
。
此
傾
向
は
本
来
仏
教
一
般
の
弱

点
で
あ
る
が
、
特
に
禅
に
於
て
其
弊
は
著
し
い
。
こ
れ
に
反
し
機
悔

道
は
倫
理
を
現
成
公
案
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
否
定
的
転

換
に
依
っ
て
還
帰
せ
し
め
ら
る
る
肯
定
の
立
場
は
、
還
相
報
思
の
存

在
と
し
て
の
倫
理
的
世
界
で
あ
り
、
そ
の
建
設
は
歴
史
の
内
容
を
形

遣
る
。
憐
悔
道
こ
そ
歴
史
の
根
底
を
自
覚
す
る
哲
学
で
あ
る
。
本
来

機
悔
道
の
地
盤
が
歴
史
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
当
然
の

事
で
あ
る
と
も
い
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
o
Q
全
集
」
第
九
巻
、
一
二
八

頁
)
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こ
れ
に
よ
れ
ば
、
憾
悔
道
が
禅
の
無
性
と
念
仏
の
社
会
性
と
に
よ
っ
て

現
実
の
倫
理
的
世
界
を
建
設
す
る
こ
と
は
同
時
に
過
去
現
在
未
来
と
い
っ

た
歴
史
の
内
容
を
構
築
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。
禅
の
無
性
が
歴
史
を
基
盤

と
す
る
念
仏
の
社
会
性
を
欠
き
、
「
無
分
別
へ
の
往
相
的
一
面
に
偏
し
て
、

分
別
の
還
相
商
を
稀
薄
な
ら
し
め
る
こ
と
志
避
け
難
い
」
(
「
全
集
』
第
九

巻
、
一
六
四
頁
)
と
い
っ
て
い
る
の
は
、
明
ら
か
に
田
辺
の
禅
に
お
け
る

歴
史
と
倫
理
の
欠
如
に
対
す
る
批
判
で
あ
る
。
神
の
こ
う
し
た
欠
陥
を
補

う
に
は
、
回
辺
は
歴
史
性
時
間
性
を
基
盤
と
し
、
自
他
救
済
の
社
会
性
を

含
む
行
信
証
の
一
ニ
一
的
構
造
を
も
っ
て
し
た
の
で
あ
る
。
田
辺
が
織
悔
道

を
念
仏
禅
と
称
す
る
の
は
そ
れ
に
禅
の
不
断
転
換
(
絶
対
転
換
)
の
無
性

と
念
仏
の
社
会
性
、
歴
史
性
の
概
念
を
導
入
す
る
た
め
で
あ
る
。
念
仏
の

社
会
性
に
お
け
る
時
間
論
は
、
む
ろ
ん
「
往
相
即
還
相
」
、
「
還
相
即
住
相
」

と
い
う
自
他
救
済
の
循
環
に
お
け
る
過
去
現
在
未
来
と
い
っ
た
時
間
の
循

環
構
造
を
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
機
悔
道
は
絶
対
媒
介
の

弁
証
法
を
構
造
に
も
つ
宗
教
哲
学
の
み
な
ら
ず
、
ま
た
歴
史
哲
学
で
あ
る

と
も
い
え
る

T
田
辺
が
三
願
転
入
と
三
心
釈
と
の
関
係
を
時
間
の
概
念

で
説
明
し
、
両
者
に
機
悔
道
哲
学
の
歴
史
的
構
造
を
持
ち
込
ん
だ
意
図
は

明
ら
か
に
浄
土
真
宗
に
お
い
て
自
ら
の
歴
史
哲
学
を
構
築
し
よ
う
と
す
る

こ
と
に
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
歴
史
哲
学
の
展
開
は
次
の
二
節
に
お
け
る

二
一
願
転
入
と
三
心
釈
と
に
関
す
る
解
釈
が
い
か
に
時
間
の
概
念
と
の
関
わ

り
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
た
の
か
を
検
証
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
鮮
明
に
な

る
の
で
あ
ろ
う
。

三
、
三
願
転
入
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既
述
し
た
よ
う
に
、
三
願
転
入
の
教
説
は
親
驚
の
時
代
批
判
と
自
督
機

悔
で
あ
る
。
そ
れ
は
同
時
に
田
辺
の
時
代
批
判
と
自
督
機
悔
と
で
も
あ

る
G

田
辺
は
末
法
思
想
を
踏
ま
え
て
像
末
法
滅
の
時
代
に
お
い
て
自
力
聖

道
門
よ
り
も
他
力
念
仏
門
の
ほ
う
が
相
応
し
い
と
主
張
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
自
ら
の
三
願
転
入
に
お
け
る
宗
教
的
精
神
の
形
態
に
時
間
の
概
念
を
導

入
し
た
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
田
辺
の
、
第
十
九
願
の
自
力
修
善
で
未
来
の

往
生
を
願
う
の
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
、
進
ん
で
第
二
十
願
の

自
力
念
仏
で
過
去
的
憐
悔
を
行
う
の
が
不
徹
底
で
あ
る
こ
と
に
気
付
き
、

さ
ら
に
第
十
八
願
の
他
力
念
仏
で
現
在
の
信
心
が
成
就
さ
れ
、
救
済
に
摂

取
さ
れ
る
に
至
る
と
い
っ
た
時
間
性
を
包
含
す
る
絶
対
他
力
の
宗
教
的
体

験
で
あ
る
。

さ
て
、
か
か
る
時
間
の
概
念
を
含
む
三
願
転
入
の
論
理
を
検
証
す
る
前

に
、
若
干
三
願
転
入
と
「
教
行
信
証
」
の
構
造
と
の
関
係
を
見
て
み
よ
う
。

親
鰭
は
観
無
量
寿
経
を
第
十
九
願
に
、
阿
弥
陀
経
を
第
二
十
願
に
配

当
し
、
市
し
て
大
無
量
寿
経
を
第
十
八
願
に
配
し
た
。
此
経
が
浄
土

真
宗
の
所
依
た
る
所
以
で
あ
る
。
教
行
信
証
前
五
巻
は
す
な
わ
ち
此

第
十
八
願
の
成
立
す
る
要
素
を
展
開
し
て
、
教
は
大
無
量
寿
経
、
行

は
念
仏
、
信
は
至
心
信
楽
、
証
は
往
相
還
相
の
廻
向
成
就
、
に
あ
る

を
示
し
、
以
て
無
量
光
明
無
量
寿
命
の
真
仏
土
を
開
顕
し
た
も
の
で

あ
る
。
そ
れ
に
対
し
第
十
九
第
二
十
両
願
の
内
容
と
、
そ
れ
等
が
第

十
八
願
へ
順
次
に
転
入
す
べ
き
媒
介
契
機
た
る
こ
と
を
明
に
し
た
の



が
、
化
身
土
巻
に
外
な
ら
な
い
。

(
「
全
集
』
第
九
巻
、

一
九
二
頁
)

田
辺
は
「
教
行
信
証
』
の
前
五
巻
(
教
、
行
、
信
、
証
、
真
仏
土
巻
)

に
第
十
八
願
を
当
て
、
そ
の
末
巻
(
化
身
土
巻
)
に
第
十
九
願
と
第
二
十

願
と
を
配
当
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
第
十
九
願
の
自
力
修
善
か
ら
第
二
十

願
の
自
力
念
仏
へ
、
そ
し
て
第
十
八
願
の
他
力
念
仏
に
至
る
親
鷲
の
三
願

転
入
に
お
け
る
宗
教
的
体
験
を
示
し
て
い
る
。
実
際
、
「
教
行
信
証
』
の

前
五
巻
と
末
巻
と
で
は
、
「
顕
彰
隠
密
の
義
市
に
基
づ
け
ば
、
末
巻
の
第

十
九
、
二
十
願
は
彰
義
(
裏
面
)
に
お
い
て
は
前
五
巻
の
第
十
八
願
と
一

に
帰
す
る
が
、
顕
義
(
表
面
)
に
お
い
て
は
そ
れ
と
異
な
る
。
前
五
巻
の

第
十
八
願
は
彰
義
に
お
い
て
は
末
巻
の
第
十
九
、
二
十
願
と
一
に
帰
す
る

が
、
顕
義
に
お
い
て
は
そ
れ
と
異
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
前
五
巻
に
第
十

八
願
が
説
か
れ
で
も
第
十
九
、
二
十
願
が
潜
ん
で
い
る
の
に
対
し
て
、
末

巻
に
第
十
九
、
二
十
願
が
説
か
れ
で
も
第
十
八
願
が
潜
ん
で
い
る
。
本
論

の
序
で
い
う
末
巻
の
支
柱
を
な
す
三
願
転
入
の
教
説
は
後
者
の
こ
と
、
「
方

便
真
実
の
教
」
を
指
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
応
し
て
前
五
巻
は
「
真
実
方

便
の
願
」
を
表
し
て
い
る
。
こ
こ
で
『
教
行
信
証
』
に
末
巻
の
方
便
世
界

か
ら
真
実
世
界
へ
の
往
相
廻
向
と
、
前
五
巻
の
真
実
世
界
か
ら
方
便
世
界

へ
の
還
相
廼
向
と
が
相
即
し
て
い
る
関
係
が
看
取
で
き
る
。
つ
ま
り
、
「
教

行
信
証
』
は
、
第
十
九
願
か
ら
第
二
十
願
へ
、
そ
し
て
第
十
八
願
へ
の
上

昇
運
動
と
、
第
十
八
願
か
ら
第
二
十
願
へ
、
そ
し
て
第
十
九
願
へ
の
下
降

運
動
と
い
う
三
願
の
「
上
下
昇
降
的
循
環
運
動
」
の
構
図
を
も
つ
も
の
で

あ
る
。
一
ニ
経
(
『
観
無
量
寿
経
』
、
『
阿
弥
陀
経
』
、
『
大
無
量
寿
経
』
、
以
下

は
そ
れ
ぞ
れ
「
観
経
」
、
「
小
経
」
、
「
大
経
』
と
略
称
)
は
こ
れ
に
よ
っ
て

「
教
行
信
証
』
に
お
い
て
そ
の
コ
二
的
統
一
の
弁
証
法
関
係
を
表
わ
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
三
願
転
入
に
お
け
る
親
驚
自
ら
の
宗
教
的
体
験
を
記
し
て
い

る
「
教
行
信
証
」
は
親
鰭
が
如
来
の
衆
生
救
済
に
協
力
し
た
結
果
で
も
あ

り
、
如
来
の
慈
悲
に
よ
っ
て
救
済
さ
れ
た
証
で
も
あ
る

Q

如
来
か
ら
す
れ

ば
こ
れ
は
親
閣
を
し
て
田
辺
に
還
相
さ
せ
、
彼
を
し
て
田
辺
を
救
済
の
真

実
へ
と
手
引
き
せ
し
め
た
方
便
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
教
行
信
証
』

と
い
う
教
え
は
田
辺
に
と
っ
て
救
済
の
真
実
へ
の
案
内
で
あ
り
、
親
驚
の

閉
辺
に
対
す
る
遼
相
で
あ
る
と
同
時
に
親
驚
自
ら
の
往
相
の
証
で
あ
る
。

も
し
、
以
上
の
論
証
が
成
り
立
つ
と
す
れ
ば
、
絶
対
他
力
に
促
さ
れ
て

過
去
的
機
悔
を
行
ぜ
し
め
ら
れ
て
行
じ
、
そ
の
不
可
思
議
に
随
順
し
て
信

頼
し
、
か
え
っ
て
未
来
的
欲
生
に
転
ぜ
ら
れ
る
と
い
う
田
辺
の
行
信
証
の

前
に
親
構
の
衆
生
へ
の
教
化
(
還
相
)
、
す
な
わ
ち
親
驚
の
如
来
に
よ
る

救
済
(
住
相
)
の
証
が
現
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
も
し

田
辺
の
行
信
託
が
先
達
で
あ
る
親
驚
の
教
化
に
よ
っ
て
せ
し
め
ら
れ
た
体

験
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
田
辺
の
行
信
証
は
ま
ず
証
(
教
)
行
信
と
い

う
順
序
か
ら
始
ま
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

Q

つ
ま
り
、
証
行
信
こ
そ
田
辺

の
絶
対
他
力
に
よ
る
救
済
過
程
で
あ
り
、
親
驚
の
還
相
に
応
じ
て
自
ら
の

往
相
を
遂
げ
る
順
序
で
あ
る
。
そ
し
て
、
田
辺
は
さ
ら
に
往
相
の
証
と
し

て
現
実
世
界
に
還
相
し
、
衆
生
教
化
と
し
て
の
方
使
、
す
な
わ
ち
「
慨
悔

道
と
し
て
の
哲
学
』
を
著
し
、
こ
の
時
点
に
お
い
て
証
行
信
と
い
う
往
相

(
自
利
〉
の
段
階
を
通
過
し
て
行
信
証
と
い
う
還
相
(
利
他
)
の
段
階
に

至
る
の
で
あ
る
。
も
し
、
行
信
証
(
還
相
)
が
逆
に
証
行
信
(
往
相
)
を
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裏
付
け
る
立
場
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
証
行
信
と
行
信
証
と
は
同
時
相
即
の

事
態
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
に
親
轡
の
未
来
的
欲
生
の
成
就
(
証
H

教
)
に
応
じ
て
田
辺

は
、
第
十
九
願
の
自
力
修
善
に
よ
る
未
来
の
往
生
の
不
可
能
を
自
覚
せ
ら

れ
、
進
ん
で
第
二
十
願
の
自
力
念
仏
に
よ
る
過
去
的
憐
悔
の
不
徹
底
を
思

い
知
ら
さ
れ
、
さ
ら
に
第
十
八
願
の
他
力
念
仏
に
よ
る
現
在
の
信
心
に
お

い
て
徹
底
し
た
憐
悔
行
を
せ
し
め
ら
れ
、
未
来
の
往
生
を
完
遂
せ
ら
れ
る

証
と
し
て
他
の
衆
生
救
済
の
教
化
に
還
相
せ
し
め
ら
れ
る
に
至
っ
た
の
で

あ
る
。
田
辺
の
証
行
信
の
証
に
お
い
て
親
驚
の
他
力
還
相
の
行
と
田
辺
の

自
力
往
相
の
行
と
が
相
互
に
否
定
媒
介
し
て
い
る
の
は
明
白
で
あ
る

G

そ

れ
に
対
し
て
田
辺
の
行
信
託
は
ま
さ
に
そ
の
二
重
構
造
を
も
っ
証
の
挫
折

に
よ
っ
て
行
ぜ
し
め
ら
れ
た
三
一
的
統
一
の
還
相
廻
向
で
あ
る
。
し
か

も
、
こ
う
し
た
個
人
に
お
け
る
行
信
託
の
コ
二
的
統
一
は
一
回
転
に
止
ま

る
-
-
も
の
で
は
な
く
、
不
断
の
憐
悔
を
媒
介
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
無
限
に

続
く
回
転
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
一
人
の
終
息
な
き

行
信
証
の
回
転
は
ま
た
多
く
の
後
進
の
そ
れ
と
交
互
に
共
鳴
呼
応
を
喚
起

し
て
い
る
は
ず
で
あ
る

T

以
上
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
親
機
の
(
証
H
釈
尊
の
教
え
)
行
信
証

に
応
ず
る
田
辺
の
(
証
H
親
鰭
の
教
え
)
行
信
証
は
、
一
回
転
に
止
ま
る

こ
と
な
く
(
証
H
教
)
行
信
証
行
信
証
:
:
:
と
い
う
行
信
証
の
一
一
二
的
構

造
の
永
遠
に
発
展
し
て
い
く
構
図
を
形
成
し
て
い
る
に
違
い
な
い
。
田
辺

が
希
求
す
る
「
現
実
即
理
想
」
、
「
理
想
即
現
実
」
の
世
界
は
、
親
驚
の
如

来
の
慈
悲
に
よ
る
無
限
に
発
展
す
る
行
信
証
(
絶
対
還
相
)
が
、
多
く
の

後
進
(
田
辺
も
含
ま
れ
る
)
の
そ
れ
と
相
互
間
に
共
鳴
呼
応
を
起
こ
し
て

構
築
し
た
、
い
わ
ゆ
る
「
人
間
協
力
宥
和
の
兄
弟
世
界
」
、
あ
る
い
は
「
実

存
協
同
」
、
「
聖
徒
の
交
わ
り
」
で
あ
っ
た
。

上
述
し
た
、
第
十
九
願
に
お
け
る
未
来
へ
の
往
生
(
証
)
を
願
う
自
力

行
の
挫
折
を
経
過
し
、
第
二
十
願
に
お
け
る
過
去
的
機
悔
(
行
)
の
不
徹

底
を
自
覚
し
、
第
十
八
願
に
お
け
る
絶
対
他
力
に
よ
る
現
在
の
信
心
(
信
)

の
成
就
に
至
ら
し
め
ら
れ
る
と
い
う
三
願
転
入
の
構
造
は
、
田
辺
に
お
け

る
以
下
の
よ
う
な
三
願
転
入
の
解
釈
か
ら
見
出
せ
る
。
そ
の
内
容
は
次
の

通
り
で
あ
る
。
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第
十
九
願
は
そ
の
内
容
上
、
諸
善
功
徳
業
を
廻
向
し
て
浄
土
往
生
を

発
願
す
る
衆
生
に
係
わ
る
が
故
に
、
次
章
に
説
く
三
心
中
の
廻
向
発

願
心
に
相
当
し
、
未
来
に
関
す
る
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
が
、
そ
の
暫

願
成
就
の
条
件
た
る
諸
普
功
徳
業
の
無
力
の
自
覚
と
し
て
の
憐
悔

が
、
単
に
善
本
徳
本
と
し
て
の
念
仏
の
思
想
的
定
立
と
い
う
消
極
的

観
念
性
に
止
ま
る
限
り
、
第
二
十
願
の
植
諸
徳
本
之
願
、
果
遂
之
願

以
上
に
出
で
得
な
い
。
そ
れ
が
更
に
積
極
的
に
自
力
念
仏
の
矛
盾
概

念
た
る
こ
と
の
機
悔
に
転
じ
、
過
去
の
妄
念
と
し
て
至
心
に
転
換
せ

ら
る
る
限
り
、
第
十
八
願
の
信
心
に
転
入
し
て
三
願
転
入
を
成
就
す

る

の

で

あ

る

。

完

全

集

』

第

九

巻

、

一

九

二

頁

)

第
十
九
願
の
自
力
修
普
に
よ
る
未
来
の
往
生
(
証
)
は
第
十
八
願
の
他

力
念
仏
に
よ
る
救
済
の
真
実
(
信
)
に
至
る
ま
で
、
必
然
に
第
二
十
願
の

自
力
念
仏
に
よ
る
不
徹
底
な
る
過
去
的
機
悔
(
行
)
、
つ
ま
り
念
仏
の
思

想
的
定
立
を
経
由
す
る
。
自
力
修
善
の
無
力
を
自
覚
し
て
自
力
念
仏
に
到



遣
し
た
が
、
自
力
念
仏
で
あ
る
以
上
、
な
お
思
想
の
観
念
的
転
換
か
ら
脱

出
で
き
な
い
た
め
、
未
だ
救
済
に
摂
取
さ
れ
た
と
は
い
え
な
い
。
そ
れ
は

絶
対
他
力
に
よ
っ
て
完
全
な
る
自
己
放
棄
、
す
な
わ
ち
他
力
念
仏
行
に
歪

ら
し
め
ら
れ
て
は
じ
め
て
救
済
の
真
実
に
摂
取
さ
れ
る
こ
と
が
可
能
と
な

る
。
か
く
て
第
十
九
願
(
証
)
が
第
二
十
願
(
行
)
に
転
入
し
、
さ
ら
に

第
十
八
願
(
信
)
に
転
入
す
る
の
は
、
二
一
願
転
入
で
あ
り
、
田
辺
の
往
相

廻
向
で
あ
る
。
田
辺
は
さ
ら
に
こ
う
し
た
三
願
転
入
の
解
釈
に
歴
史
性
時

間
性
を
組
み
込
も
う
と
し
て
三
心
の
時
相
に
関
連
付
け
て
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

そ
の
時
相
に
配
当
せ
ら
れ
る
夫
々
の
三
契
機
の
順
序
が
、
次
章
に
述

べ
る
三
心
釈
と
三
願
転
入
と
で
相
違
し
逆
転
す
る
の
も
、
往
相
は
過

去
既
成
を
主
要
点
と
す
る
に
対
し
、
還
相
は
未
来
発
展
を
主
と
す
る

に
由
る
の
で
あ
ろ
う
。
三
心
釈
の
三
心
が
過
現
未
の
順
序
に
排
列
せ

ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
三
願
転
入
が
未
過
現
と
し
て
未
来
に
中
心
を

置

く

所

以

で

あ

る

。

(

『

全

集

』

第

九

巻

、

二

O
三
頁
)

二
一
願
転
入
に
お
け
る
未
来
過
去
現
在
(
証
行
信
)
の
順
序
を
逆
転
さ
せ
、

三
心
に
過
去
現
在
未
来
(
行
信
託
)
を
配
置
す
る
の
は
、
二
一
願
転
入
に
お

い
て
過
去
既
成
を
基
点
と
し
て
未
来
発
展
を
志
向
す
る
往
相
を
主
張
す
る

の
に
対
し
、
一
一
一
心
に
お
い
て
未
来
発
展
を
基
点
と
し
て
過
去
既
成
を
志
向

す
る
還
相
を
主
張
す
る
に
よ
る
。
三
願
の
時
相
に
つ
い
て
次
の
三
願
転
入

の
永
遠
に
発
展
す
る
循
環
態
を
表
わ
す
一
文
か
ら
検
証
す
れ
ば
、
さ
ら
に

そ
の
主
旨
が
明
確
と
な
る
。

俄
悔
は
第
二
十
願
が
第
十
八
願
へ
具
体
化
せ
ら
れ
る
媒
介
た
る
に
止

ま
ら
ず
、
却
て
第
二
十
願
が
第
十
九
願
ま
で
落
ち
て
第
十
八
願
へ
帰

る
循
環
の
媒
介
と
も
な
る
。
斯
か
る
上
下
昇
降
的
循
環
運
動
に
於

て
、
第
二
十
願
の
中
間
性
は
現
実
に
成
立
す
る
。
そ
の
弁
証
法
的
性

格
は
之
を
単
に
静
的
同
一
性
的
に
解
釈
す
る
こ
と
を
許
さ
な
い
、
飽

く
ま
で
・
自
己
否
定
的
、
否
定
即
肯
定
的
二
重
性
を
保
ち
、
動
的
循
環

性
を
見
失
う
こ
と
を
禁
ず
る
の
で
あ
る
。

(
「
全
集
」
第
九
巻
、

一
九
五
頁
)

第
二
十
願
か
ら
第
十
八
願
に
転
入
す
る
た
め
に
そ
の
媒
介
契
機
と
し
て

機
悔
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
第
二
十
願
が
第
十
九
願
か
ら
第
十
八

願
に
至
る
中
間
に
立
ち
、
第
十
九
願
の
自
力
修
善
に
よ
る
往
生
の
矛
盾
を

超
え
つ
つ
も
第
十
八
願
の
念
仏
往
生
の
他
力
行
的
媒
介
に
達
し
て
い
な
い

か
ら
で
あ
る
。
第
二
十
願
は
俄
悔
に
よ
っ
て
一
度
第
十
八
願
に
転
入
せ
し

め
ら
れ
る
と
し
て
も
、
自
ら
の
う
ち
に
含
む
対
立
契
機
で
あ
る
根
原
悪
が

消
滅
さ
れ
ず
に
常
に
付
き
ま
と
っ
て
い
る
と
い
う
事
態
に
直
面
し
て
い

る
。
し
た
が
っ
て
、
た
と
え
第
二
十
願
は
機
構
の
行
的
転
換
に
よ
っ
て
第

十
八
願
に
転
入
で
き
て
も
、
そ
の
時
点
に
お
い
て
す
で
に
根
原
悪
に
よ
っ

て
思
想
の
観
念
的
転
換
に
陥
り
、
第
二
十
願
経
由
で
第
十
九
願
へ
ま
で
顛

落
す
る
の
で
あ
る
。
第
十
九
願
は
再
び
そ
の
顛
落
か
ら
自
力
修
善
に
よ
る

往
生
の
矛
盾
に
直
面
し
て
第
二
十
願
の
白
力
念
仏
に
よ
る
往
生
を
願
う
に

至
っ
た
が
、
結
局
叶
え
ら
れ
ず
に
自
力
の
七
花
八
裂
の
極
限
に
立
た
さ
れ

た
と
き
に
絶
対
の
催
起
に
よ
っ
て
他
力
念
仏
を
行
ぜ
し
め
ら
れ
、
救
清
に

103 



摂
取
さ
れ
、
第
十
八
願
に
上
昇
す
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
三
願
転
入
は

不
断
の
憐
悔
に
よ
っ
て
「
第
十
九
願
↓
第
二
十
願
↓
第
十
八
願
↓
第
十
九

願
↓
第
二
十
願
↓
第
十
八
願
:
:
:
」
と
い
う
無
限
に
発
展
す
る
「
上
下
昇

降
的
循
環
運
動
」
の
構
図
と
な
り
、
時
相
の
循
環
態
に
し
て
は
「
未
過
現

未
過
現
:
:
:
」
と
い
う
構
造
と
な
る
。

以
上
の
考
察
か
ら
、
田
辺
は
時
間
を
背
景
に
三
願
転
入
と
三
心
釈
と
の

関
係
を
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
田
辺
は
絶
対
他
力
に

よ
っ
て
三
願
転
入
に
お
け
る
自
ら
の
救
済
過
程
、
つ
ま
り
住
相
に
至
る
ま

で
の
宗
教
的
体
験
(
証
行
信
)
に
未
来
過
去
現
在
と
い
う
時
相
を
配
列
す

る
。
さ
ら
に
こ
う
し
た
自
ら
の
往
相
(
過
去
既
成
)
の
成
就
の
裏
付
け
と

し
て
還
相
(
未
来
発
展
)
を
唱
え
、
三
心
に
過
去
現
在
未
来
と
い
う
時
相

を
配
置
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
三
願
転
入
即
三
心
釈
」
、
「
往
相
即
遼
相
」
、

「
証
行
信
即
行
信
証
」
、
「
過
去
既
成
即
未
来
発
展
」
と
い
っ
た
よ
う
な
相

即
不
離
、
不
一
不
こ
な
る
弁
証
法
的
関
係
を
構
築
し
て
い
る
と
。
こ
の
よ

う
に
、
往
相
に
お
け
る
無
限
の
循
環
態
を
な
す
三
願
転
入
と
他
者
の
往
相

を
促
す
無
限
の
還
相
運
動
を
行
う
三
心
釈
と
の
聞
に
不
断
の
機
悔
(
自
己

否
定
の
行
)
が
媒
介
と
し
て
は
た
ら
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

三
願
転
入
の
往
相
(
過
去
既
成
)
が
成
就
さ
れ
る
の
は
、
一
二
心
釈
の
還
相

(
未
来
発
展
)
、
換
言
す
れ
ば
絶
対
他
力
の
他
者
救
済
へ
の
参
与
(
絶
対

他
力
と
と
も
に
現
実
世
界
へ
の
下
降
)
が
裏
付
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

四
、
一
一
一
心
釈

前
節
を
受
け
継
ぎ
、
こ
こ
で
は
回
辺
が
時
間
を
根
底
に
三
心
釈
の
還
相

を
、
い
か
な
る
三
心
釈
と
憐
悔
と
に
関
す
る
解
釈
を
示
し
て
か
ら
三
願
転

入
の
住
相
と
の
連
関
で
展
開
し
、
さ
ら
に
そ
れ
に
よ
っ
て
浄
土
真
宗
の
歴

史
哲
学
を
構
築
し
た
の
か
と
い
う
問
題
に
論
点
を
集
中
さ
せ
た
い
。
そ
も

そ
も
田
辺
の
三
心
釈
を
理
解
す
る
た
め
に
、
善
導
の
『
観
経
」
に
お
け
る

三
心
釈
を
「
大
経
』
の
三
心
釈
に
転
ず
る
親
購
の
三
心
釈
か
ら
考
察
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
を
考
察
す
る
前
に
ま
ず
田
辺
は
時
相
に
関
連
付

け
て
善
導
の
三
心
釈
を
い
か
に
理
解
し
て
い
る
の
か
を
見
て
み
よ
う
c
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斯
く
て
至
誠
心
は
過
去
の
行
為
に
対
す
る
能
修
の
心
に
、
深
心
は
現

在
の
如
来
に
対
す
る
能
帰
の
心
に
、
発
願
心
は
未
来
の
往
生
に
対
す

る
能
求
の
心
に
、
相
当
す
る
も
の
と
な
る
ο

(
吋
全
集
」
第
九
巻
、
二
一
三
頁
)

以
上
は
、
田
辺
が
至
誠
心
、
深
心
、
廻
向
発
願
心
に
そ
れ
ぞ
れ
過
去
現

在
未
来
を
配
し
て
説
明
し
た
三
心
の
時
間
的
構
造
で
あ
る
。
こ
れ
に
続
き
、

田
辺
は
か
か
る
時
相
を
も
っ
三
心
の
問
と
そ
れ
ぞ
れ
の
一
心
の
内
部
と
に

矛
盾
が
伏
在
し
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
も
、
田
辺
は
こ
れ
を
親

機
が
三
心
釈
を
転
釈
し
た
理
由
で
あ
る
と
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

議
口
導
に
於
て
既
に
俄
悔
の
精
神
は
強
く
内
に
動
く
こ
と
紛
れ
も
な
い

が
、
な
お
表
面
は
単
に
厳
痢
な
る
良
心
の
自
己
反
省
に
止
ま
り
当
為

的
要
求
を
脱
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
更
に
そ
の
.
要
求
に
植
え
る
能
力

無
き
自
己
存
在
の
矛
盾
す
な
わ
ち
罪
悪
の
中
核
に
ま
で
追
窮
せ
ら

れ
、
そ
の
核
心
の
破
れ
て
自
己
存
在
そ
の
も
の
の
破
壊
放
棄
せ
ら
る



る
自
己
否
定
を
、
自
ら
進
ん
で
肯
い
行
ず
る
の
が
親
機
の
峨
悔
道
で

あ

る

。

(

円

全

集

」

第

九

巻

、

二

一

四

i
一
二
五
頁
)

右
に
よ
れ
ば
、
普
導
の
三
心
釈
に
す
で
に
自
己
否
定
の
要
素
が
入
っ
て

い
る
こ
と
は
自
明
の
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
な
お
自
力
の
当

為
が
支
配
し
て
い
る
た
め
、
絶
対
他
力
に
よ
る
徹
底
し
た
自
己
否
定
に
至

る
は
ず
が
な
い
。
そ
こ
で
親
鰭
は
善
導
の
三
心
釈
を
弁
証
法
的
に
徹
底
し
、

不
断
の
憐
悔
に
よ
っ
て
行
信
的
に
打
開
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て

親
驚
の
三
心
釈
は
善
導
の
三
心
釈
よ
り
も
い
っ
そ
う
深
い
弁
証
法
的
事
態

を
現
し
て
お
り
、
善
導
の
三
心
釈
が
対
自
的
で
あ
る
の
に
対
し
て
即
自
か

っ
対
自
的
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
田
辺
は
お
そ
ら
く
、
親
構
が
善
導
の
三
心

釈
が
即
自
か
つ
対
自
の
立
場
に
至
る
前
段
階
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
統
一

さ
れ
る
前
段
階
に
お
い
て
矛
盾
を
抱
え
る
の
が
当
然
の
こ
と
で
あ
る
と
考

え
、
そ
れ
を
次
の
段
階
な
る
「
大
経
』
の
三
心
に
転
ず
る
に
は
、
絶
対
他

力
の
媒
介
、
い
わ
ば
憐
悔
の
絶
対
媒
介
が
必
須
で
あ
る
と
自
覚
し
て
い
る

と
考
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
田
辺
は
絶
対
媒
介
の
弁
証
法
を

も
っ
て
親
鰭
の
三
心
釈
を
憾
悔
道
的
に
解
釈
し
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
機
悔
の
精
神
が
現
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
完
全
に

自
力
の
当
為
か
ら
抜
け
出
て
い
な
い
善
導
の
三
心
に
お
い
て
い
か
な
る
矛

眉
が
伏
在
し
て
い
る
の
か
。
こ
れ
に
対
し
て
田
辺
は
ま
ず
三
心
の
聞
に
お

け
る
矛
盾
に
つ
い
て
、
過
去
の
至
誠
心
と
現
在
の
機
の
深
心
と
の
聞
に
お

け
る
矛
盾
と
、
未
来
の
廻
向
発
願
心
と
現
在
の
法
の
深
心
と
の
問
に
お
け

る
矛
盾
と
、
過
去
の
至
誠
心
と
未
来
の
廻
向
発
願
心
と
の
間
に
あ
る
矛
盾

を
取
り
上
げ
て
い
る
。
次
に
一
心
の
内
部
に
お
け
る
矛
盾
に
つ
い
て
、
三

心
の
統
一
的
中
心
で
あ
る
深
心
が
こ
磁
深
信
の
対
立
矛
盾
を
含
ん
で
い
る

の
を
指
摘
し
て
い
る

1

そ
れ
ら
は
い
か
に
し
て
そ
れ
ぞ
れ
消
滅
せ
ず
に
対
立
し
つ
つ
も
相
即
し

て
い
る
統
一
態
を
形
成
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
か
。
田
辺
は
「
畑
地
向
発
願

心
も
斯
く
て
至
誠
心
と
同
じ
く
織
悔
に
媒
介
せ
ら
れ
て
始
め
て
可
能
と
な

る
。
惜
悔
に
依
っ
て
聞
か
れ
る
深
信
が
至
誠
心
を
も
廻
向
発
願
心
を
も
可

能
な
ら
し
め
る
の
で
あ
る
」
(
吋
全
集
』
第
九
巻
、
二
二
一
頁
)
と
い
い
、

未
来
の
廻
向
発
願
心
は
、
過
去
の
至
誠
心
が
如
来
の
本
願
力
に
催
起
さ
れ

た
俄
悔
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
現
在
の
機
の
深
心
と
の
相
即
不
離
の
関
係
が

形
成
さ
れ
る
の
と
同
様
に
、
機
悔
に
媒
介
せ
ら
れ
て
は
じ
め
て
現
在
の
法

の
深
心
と
の
不
一
不
二
の
統
一
態
が
形
成
で
き
る
と
論
じ
て
い
る
。
過
去

の
至
誠
心
も
前
両
者
と
同
じ
く
俄
悔
に
媒
介
せ
ら
れ
て
未
来
の
廻
向
発
願

心
と
撞
着
し
な
が
ら
も
両
立
し
て
い
る
。
そ
の
相
互
間
に
お
け
る
否
定
媒

介
の
関
係
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
が
両
立
す
る
の
は
、
現
在
に
於
て
両
者
が
転
換
的
に
媒
介
せ
ら

れ
、
過
去
は
持
続
し
な
が
ら
自
性
を
固
執
す
る
の
で
な
く
、
却
て
未

来
に
向
か
っ
て
発
動
す
る
現
在
の
媒
介
と
し
て
不
断
に
そ
の
意
味
を

新
に
す
る
為
に
俄
悔
に
於
て
自
己
を
転
換
せ
し
め
、
そ
れ
に
対
し
未

来
は
無
媒
介
に
新
し
き
内
容
を
創
造
す
る
の
で
な
く
、
常
に
過
去
の

限
定
を
そ
の
否
定
的
媒
介
と
な
し
、
こ
れ
に
随
順
す
る
こ
と
に
よ

り
、
却
て
過
去
を
よ
り
深
き
根
抵
か
ら
新
に
す
る
絶
対
無
の
転
換
に

於
て
創
造
を
成
す
に
よ
っ
て
、
過
去
で
も
未
来
で
も
な
く
し
て
而
も

否
定
的
に
両
者
を
生
か
し
、
相
互
転
換
的
に
之
を
統
一
す
る
現
在
の
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絶
対
転
換
性
と
し
て
の
超
越
的
統
一
に
よ
り
、
両
者
が
媒
介
結
合
せ

ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
完
全
集
」
第
九
巻
、
二
二
一
頁
)

か
く
て
、
過
去
の
至
誠
心
と
未
来
の
廻
向
発
願
心
と
は
対
立
し
つ
つ
も

現
在
の
深
心
を
媒
介
と
し
、
夫
々
そ
れ
に
お
い
て
否
定
転
換
せ
ら
れ
る
こ

と
に
よ
り
、
統
一
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
田
辺
は
さ
ら
に
「
過
去
の
否
定

転
換
た
る
憤
悔
は
同
時
に
未
来
の
往
生
決
定
た
る
救
済
の
媒
介
た
る
の
で

あ
る
」
(
「
全
集
」
第
九
巻
、
二
二
二
頁
)
と
い
い
、
過
去
の
憐
悔
(
能
修

の
心
)
と
未
来
の
救
済
(
能
求
の
心
)
と
は
現
在
の
深
心
(
能
帰
の
心
)

に
よ
っ
て
相
即
不
離
の
否
定
媒
介
関
係
に
あ
る
と
強
調
し
て
い
る
。
し
た

が
っ
て
、
「
過
去
と
未
来
と
の
転
換
相
入
に
依
る
媒
介
統
一
と
し
て
の
現
在

の
永
遠
現
成
は
、
機
悔
の
行
に
成
立
す
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」

完
全
集
』
第
九
巻
、
二
二
二
頁
)
と
い
っ
て
い
る
よ
う
に
、
一
ニ
心
(
過

去
現
在
未
来
)
は
絶
対
他
力
に
促
さ
れ
た
峨
悔
行
に
よ
っ
て
コ
一
一
的
統
一

を
な
す
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
田
辺
は
以
上
の
よ
う
に
時
相
を
も
っ

三
心
の
一
一
二
的
統
一
(
三
心
却
一
心
)
が
憐
悔
行
を
媒
介
と
し
て
の
み
永

遠
の
現
在
に
お
い
て
現
成
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
し
て
一
心
の
内
部
に
お
け
る
こ
種
深
信
の
矛
盾
は
儲
悔
の
転
換
を

媒
介
と
し
て
相
即
し
て
い
る
の
を
次
の
よ
う
に
示
し
て
い
る
。

実
は
罪
悪
深
重
に
し
て
出
離
之
縁
無
き
を
自
覚
す
る
機
の
深
信
が
、

大
悲
本
願
の
法
の
深
信
に
促
さ
れ
て
そ
れ
に
支
え
ら
れ
る
の
で
あ
る

と
同
時
に
、
法
の
深
信
は
機
の
深
信
と
相
即
す
る
の
で
な
け
れ
ば
深

信
と
は
な
ら
ぬ
、
其
聞
は
峨
悔
の
転
換
が
媒
介
す
る
の
で
あ
っ
て
、

深
信
の
二
種
が
動
的
弁
証
法
的
統
一
を
形
造
る
の
は
、
正
に
俄
悔
の

裏
付
け
に
依
る
の
で
あ
る
。
(
「
全
一
集
』
第
九
巻
、
二
二
二
頁
)
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も
し
、
以
上
が
善
導
の
三
心
釈
か
ら
生
じ
た
、
三
心
の
聞
に
お
け
る
矛

盾
と
、
一
心
の
内
部
に
お
け
る
矛
盾
と
に
対
し
、
親
驚
が
俄
悔
の
絶
対
媒

介
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
撞
着
矛
盾
を
弁
証
法
的
に
止
揚
す
る
論
理
を
展

開
し
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
こ
で
は
田
辺
が
機
悔
と
『
大
経
』

に
お
け
る
三
心
(
至
心
信
楽
欲
生
)
の
核
心
で
あ
る
信
楽
と
の
関
係
を
次

の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
意
図
も
容
易
に
理
解
で
き
よ
う
。

機
悔
に
依
っ
て
二
種
深
信
は
統
一
せ
ら
れ
て
始
め
て
真
に
弁
証
法
的

な
る
も
の
と
な
る
。
そ
の
原
動
力
で
あ
り
根
原
因
由
で
あ
る
本
願
の

信
楽
は
、
正
に
憐
悔
を
通
じ
て
現
成
す
る
。
同
時
に
俄
悔
は
本
願
の

信
楽
に
超
越
的
に
媒
介
せ
ら
る
る
に
依
っ
て
可
能
と
な
る
も
の
と
信

ぜ

ら

れ

る

。

(

「

全

集

」

第

九

春

、

二

二

二

頁

)

つ
ま
り
、
善
導
の
三
心
釈
を
「
大
経
」
の
三
心
釈
に
転
釈
し
た
親
驚
を

支
え
て
い
る
の
は
「
痛
切
真
実
な
る
機
悔
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
本
願
の
信

楽
、
す
な
わ
ち
絶
対
他
力
に
よ
っ
て
超
越
的
に
裏
付
け
ら
れ
て
は
じ
め
て

憐
悔
た
り
う
る
の
で
あ
る
。
そ
の
本
願
の
信
楽
と
相
即
す
る
憐
悔
こ
そ
三

心
を
貫
通
し
て
い
る
基
底
で
あ
る
。
三
心
は
む
ろ
ん
本
願
の
信
楽
に
催
起

さ
れ
た
俄
悔
に
よ
ら
な
け
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
に
お
け
る
矛
盾
を
統
一
す
る

の
が
不
可
能
で
あ
り
、
そ
の
過
去
現
在
未
来
と
い
う
時
相
も
当
然
一
一
二
的

統
一
を
な
す
基
盤
が
な
い
の
で
あ
る
。
田
辺
は
こ
う
し
た
三
心
の
三
一
的



構
造
が
行
信
証
の
コ
二
的
構
造
に
対
応
連
関
し
て
い
る
こ
と
を
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。

浄
土
真
宗
の
全
体
を
成
立
せ
し
め
る
行
信
証
の
三
契
機
が
ま
た
三
心

に
対
応
連
関
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
根
本
的
統
一
を
成
立
せ
し
め

る
も
の
は
繊
悔
に
外
な
ら
な
い
と
い
わ
れ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
行
は

至
心
の
成
立
す
べ
き
過
去
憐
悔
の
行
を
意
味
し
、
信
は
現
在
に
於
け

る
信
心
の
信
に
外
な
ら
ず
、
市
し
て
誌
は
未
来
の
欲
生
心
に
相
当
す

る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
(
「
全
集
』
第
九
巻
、
二
二
五
頁
)

三
心
と
行
信
証
と
が
コ
二
的
統
一
を
な
す
と
い
う
の
も
、
惜
悔
の
否
定

媒
介
を
通
じ
て
で
な
け
れ
ば
到
底
不
可
能
で
あ
る
。
田
辺
が
両
者
を
絶
対

他
力
(
本
願
の
信
楽
)
の
立
場
か
ら
対
応
連
関
さ
せ
、
過
去
に
対
す
る
働

悔
の
み
な
ら
ず
、
現
在
の
信
心
に
お
い
て
未
来
へ
の
寄
与
を
取
り
込
む
こ

と
に
よ
っ
て
両
者
の
「
未
来
的
欲
生
即
過
去
的
憐
悔
」
と
い
う
還
相
の
側

面
に
力
点
を
置
い
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
「
過
去

的
儲
悔
即
未
来
的
欲
生
」
と
い
う
往
相
の
側
面
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る

三
願
転
入
は
い
か
に
行
信
託
と
三
心
と
に
関
連
付
け
ら
れ
て
い
る
の
か
。

田
辺
は
い
う
c

行
信
証
は
我
々
に
対
す
る
自
証
の
秩
序
に
於
て
、
機
悔
の
行
と
報
謝

的
無
作
の
作
に
於
け
る
復
活
転
換
の
証
と
の
相
入
媒
介
統
一
と
し

て
、
本
願
に
対
す
る
信
を
総
合
的
に
成
立
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。
化

身
土
巻
に
於
け
る
三
願
転
入
が
方
便
化
身
の
自
立
性
に
於
て
、
衆
生

心
の
三
契
機
の
発
展
的
転
入
を
展
開
す
る
場
合
に
は
、
未
来
過
去
現

在
の
順
序
を
と
り
、
三
心
釈
の
真
実
報
身
に
於
け
る
過
現
未
の
順
序

を
逆
に
し
た
所
が
あ
る
の
は
、
其
為
と
解
せ
ら
れ
る
。

(
吋
全
集
」
第
九
巻
、
二
二
九
頁
)

コ
一
願
転
入
の
仮
に
説
か
れ
る
方
便
性
は
そ
の
相
対
的
立
場
に
よ
っ
て
最

終
的
に
は
徹
底
し
た
自
己
矛
盾
に
陥
り
、
そ
の
絶
体
絶
命
の
と
き
、
絶
対

他
力
に
よ
る
自
己
否
定
を
行
ぜ
し
め
ら
れ
る
と
同
時
に
自
己
肯
定
に
転
ぜ

ら
れ
る
。
三
願
転
入
の
「
方
便
化
身
の
自
立
性
」
と
は
、
田
辺
の
機
悔
な

し
で
の
未
来
的
欲
生
(
証
)
の
挫
折
か
ら
、
不
徹
底
の
過
去
的
機
悔
(
行
)

を
経
て
つ
い
に
現
在
の
信
心
(
信
)
に
至
る
と
い
う
往
相
理
向
、
す
な
わ

ち
そ
の
救
済
過
程
に
お
け
る
即
自
態
の
側
面
を
指
す
。
時
間
の
順
序
は
未

来
過
去
現
在
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
た
だ
本
願
の
信
楽
の
み
と
い
う
三

心
の
立
場
、
す
な
わ
ち
絶
対
他
力
の
立
場
に
至
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
徹
底
し

た
俄
悔
を
行
ぜ
し
め
ら
れ
て
行
じ
、
如
来
の
力
に
随
順
し
て
信
頼
し
、
同

時
に
そ
れ
に
対
す
る
感
謝
報
恩
を
行
わ
し
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
こ

で
如
来
の
衆
生
救
済
に
協
力
し
、
自
他
の
未
来
的
欲
生
(
証
)
を
と
も
に

完
遂
せ
ら
れ
る
に
至
る
。
三
心
釈
の
「
真
実
報
身
」
と
は
、
田
辺
の
「
住

相
即
還
相
」
と
し
て
自
ら
の
救
済
さ
れ
た
身
を
も
っ
て
如
来
と
と
も
に
衆

生
に
下
降
す
る
還
相
廻
向
、
す
な
わ
ち
そ
の
救
済
過
程
に
お
け
る
対
自
態

の
側
面
を
指
す
。
時
間
の
順
序
は
過
去
現
在
未
来
で
あ
る
。

以
上
に
基
づ
き
、
一
一
一
心
釈
と
行
信
証
と
三
願
転
入
三
者
の
関
係
を
、
前

節
で
言
及
し
た
つ
ニ
願
転
入
即
三
心
釈
」
、
「
証
行
信
即
行
信
証
」
、
「
往
相

即
還
相
」
と
い
う
相
即
不
離
、
不
一
不
二
な
る
弁
証
法
的
関
係
に
関
連
付

107 



け
て
考
え
て
み
よ
う
。
も
し
三
願
転
入
が
不
断
の
憐
悔
に
よ
ら
な
け
れ

ば
、
そ
れ
は
一
回
転
に
止
ま
り
、
往
相
だ
け
あ
っ
て
他
者
の
往
相
を
促
す

還
相
を
欠
い
て
し
ま
う
。
そ
の
上
昇
の
順
序
と
時
相
も
未
来
的
欲
生
(
証
)

か
ら
過
去
的
機
悔
(
行
)
へ
、
最
後
に
現
在
の
億
心
(
信
)
に
止
ま
り
、

他
者
救
済
に
協
力
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
他
の
絶
対
伯
力
に
よ
る
救
済
の

成
就
を
証
せ
ら
れ
る
過
程
が
欠
落
し
て
い
る

Q

そ
こ
に
お
い
て
還
相
を
伴

わ
な
い
往
相
は
真
の
往
相
と
は
い
え
な
い
。
証
行
信
の
無
限
に
発
展
す
る

循
環
態
を
も
っ
三
願
転
入
の
往
相
(
未
過
現
)
が
成
り
立
つ
の
は
、
不
断

の
行
信
証
を
内
容
と
す
る
三
心
釈
の
還
相
(
過
現
未
)
が
そ
れ
と
相
互
に

否
定
し
な
が
ら
も
相
即
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
両
者
の
対
立
・
矛
盾
を

そ
の
ま
ま
消
滅
せ
ず
に
統
一
す
る
の
は
絶
対
他
力
(
本
願
の
信
楽
)
に
よ

る
憾
悔
の
行
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
三
願
転
入
の
時
相
・
土
木

過
現
が
無
限
に
反
復
す
る
の
に
対
し
、
三
心
釈
の
時
相
・
過
現
未
も
ま
た

無
限
に
反
復
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
両
者
に
よ
る
「
往
相
即
還
相
」
の

運
動
は
か
く
て
時
間
の
無
限
に
反
復
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
田
辺
が
三
願
転
入
と
三
心
釈
と
の
連

関
を
「
住
相
即
還
相
」
に
お
け
る
社
会
性
と
「
未
過
現
則
過
現
未
」
に
お

け
る
時
間
性
を
も
っ
て
説
明
し
て
い
る
の
は
も
は
や
賛
言
を
要
し
な
い
。

む
ろ
ん
、
そ
の
根
底
に
は
行
信
証
の
社
会
性
、
歴
史
性
と
禅
の
無
性
と
を

基
盤
と
す
る
憐
悔
道
哲
学
が
媒
介
と
し
て
は
た
ら
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
田
辺
は
以
上
の
よ
う
に
憤
悔
道
哲
学
を
基
底
と
し
て
親
構
の
核
心
思

想
と
も
い
え
る
三
願
転
入
と
三
心
釈
を
解
釈
し
て
独
自
の
浄
土
真
宗
の
腔

史
哲
学
を
構
築
し
た
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

五
、
結
論
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こ
こ
に
お
い
て
改
め
て
儲
悔
瀧
と
三
願
転
入
と
三
心
釈
と
を
絶
対
媒
介

の
弁
証
法
の
展
開
に
基
づ
い
て
整
理
し
て
み
よ
う
。
絶
対
運
相
と
い
う
憐

悔
道
の
核
心
思
想
に
お
い
て
は
、
行
信
証
(
過
現
未
)
の
還
相
が
無
限
に

発
展
す
る
に
は
、
そ
れ
に
対
応
す
る
不
断
の
証
行
信
(
未
現
過
)
の
住
相

が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。
こ
れ
は
念
仏
の
社
会
性
、
歴
史
性
で
あ
る
。
そ

の
無
限
に
発
展
す
る
基
底
に
絶
対
否
定
、
絶
対
媒
介
の
無
性
が
伏
在
し
て

い
る
。
こ
れ
は
禅
の
無
性
を
い
う
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
念
仏
禅
の
統
一

態
は
方
便
と
し
て
の
憤
悔
道
の
本
質
で
あ
る
。
田
辺
は
こ
れ
を
も
っ
て
三

願
転
入
の
往
椙
に
証
行
信
(
未
現
過
〉
を
、
そ
し
て
そ
れ
に
呼
応
す
る
三

心
釈
の
還
相
に
行
信
証
(
過
現
未
)
を
配
置
し
、
時
間
論
に
お
い
て
三
願

転
入
の
時
相
・
未
過
現
が
無
限
に
反
復
す
る
の
に
対
し
て
三
心
釈
の
時
相
・

過
現
未
の
循
環
態
が
終
息
す
る
こ
と
な
く
永
遠
に
発
展
し
て
い
く
の
を
唱

え
る
。
そ
の
根
底
に
絶
対
媒
介
の
無
性
が
横
た
わ
っ
て
い
る
の
は
い
う
ま

で
も
な
い
。
か
く
し
て
田
辺
は
「
慨
悔
道
と
し
て
の
哲
学
』
に
お
い
て
自

ら
の
滞
土
真
宗
の
歴
史
哲
学
を
構
築
し
た
の
で
あ
る
。

で
は
、
田
辺
は
な
ぜ
教
化
の
方
便
と
し
て
の
織
悔
道
哲
学
を
形
成
し
て

の
ち
、
そ
れ
を
も
っ
て
三
願
転
入
と
三
心
釈
と
を
時
間
論
に
お
い
て
論
述

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
独
自
の
浄
土
真
宗
の
歴
史
哲
学
を
構
築
す
る
必
要
が

あ
っ
た
の
か
。
こ
の
問
題
を
解
く
手
が
か
り
は
お
よ
そ
次
の
一
節
か
ら
察

知
で
き
よ
う
。

以
上
私
は
峨
悔
道
の
論
理
な
る
絶
対
批
判
が
、
時
間
性
歴
史
性
の
理



解
に
対
す
る
必
然
の
途
な
る
こ
と
を
明
に
し
た
が
、
次
に
は
逆
に
絶

対
批
判
乃
査
機
悔
道
が
必
然
に
歴
史
性
を
合
意
し
、
歴
史
哲
学
へ
導

く
こ
と
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
俄
悔
道
と
へ

l
ゲ
ル
の

精
神
現
象
学
と
の
対
決
と
い
う
意
味
を
も
っ
。
何
と
な
れ
ば
、
韓
に

注
意
し
た
如
く
、
へ

l
ゲ
ル
の
精
神
現
象
学
は
カ
ン
ト
の
理
性
批
判

の
徹
底
と
し
て
絶
対
批
判
の
道
を
開
い
た
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、

カ
ン
ト
の
場
合
に
欠
如
す
る
歴
史
性
が
へ

l
ゲ
ル
に
於
て
す
ば
ら
し

い
展
開
を
示
し
た
の
で
あ
る
が
、
機
悔
道
か
ら
見
れ
ば
そ
れ
に
も
拘

ら
ず
、
な
お
不
徹
底
と
い
う
べ
き
所
が
あ
り
、
そ
れ
は
へ

l
ゲ
ル
の

絶
対
主
義
に
導
く
結
果
、
却
で
弁
証
法
の
否
定
を
将
来
し
て
其
為
に

弁
証
法
に
否
定
せ
ら
れ
る
と
い
う
皮
肉
な
運
命
に
陥
っ
た
の
だ
か
ら

で

あ

る

。

(

「

全

集

」

第

九

巻

、

九

十

五

1
九
十
六
貰
)

へ
l
ゲ
ル
は
カ
ン
ト
の
批
判
哲
学
(
弁
証
論
)
の
不
徹
底
と
そ
れ
に
お

け
る
歴
史
性
の
欠
如
と
を
補
う
た
め
に
歴
史
性
を
も
っ
「
精
神
現
象
学
」

を
著
し
、
絶
対
批
判
の
道
を
切
り
開
い
た
。
し
か
し
、
田
辺
は
「
精
神
現

象
学
』
に
お
い
て
は
へ

l
ゲ
ル
が
な
お
理
性
の
立
場
に
止
ま
っ
て
未
だ
弁

証
法
を
徹
底
的
に
展
開
し
て
い
な
い
の
と
同
様
に
そ
の
歴
史
性
も
ま
た
不

徹
底
と
い
う
べ
き
所
が
あ
る
と
批
判
し
て
い
る
。
機
悔
道
か
ら
見
れ
ば
、

そ
の
歴
史
性
の
不
徹
底
と
は
、
過
去
現
在
未
来
と
い
っ
た
時
間
の
循
環
が

理
性
の
自
己
同
一
に
よ
っ
て
一
回
転
倒
仁
止
ま
っ
て
い
る
た
め
に
、
無
限

に
発
展
し
て
い
く
構
図
を
形
成
す
る
は
ず
が
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い

る
。
し
た
が
っ
て
、
田
辺
は
そ
れ
ぞ
れ
禅
と
念
仏
に
絶
対
媒
介
の
無
性
と

歴
史
を
基
盤
と
す
る
社
会
性
と
を
求
め
、
そ
れ
ら
を
自
ら
の
憾
悔
道
哲
学

の
基
盤
と
し
、
さ
ら
に
そ
れ
を
根
底
に
浄
土
真
宗
の
三
顧
転
入
と
三
心
釈

と
に
時
間
の
概
念
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
へ

l
ゲ
ル
の
歴
史
哲
学
と

の
対
決
に
挑
ん
だ
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
至
っ
て
田
辺
が
「
実
存
と
愛
と
実
践
」
に
お
い
て
行
信
託
の
三

一
的
統
一
を
取
り
上
げ
、
キ
リ
ス
ト
教
の
愛
の
一
ニ
一
性
と
の
比
較
を
行

い
、
そ
の
次
に
「
キ
リ
ス
ト
教
の
嬬
議
同
(
一
九
四
八
)
に
お
い
て
愛
の

三
一
性
を
全
面
的
に
展
開
し
て
い
る
理
由
も
明
ら
か
に
な
ろ
う
。
そ
れ
は

す
な
わ
ち
田
辺
の
、
末
法
思
想
と
い
う
歴
史
観
を
基
盤
と
す
る
浄
土
真
宗

の
行
信
託
の
二
二
的
統
一
に
相
応
し
て
終
末
論
と
い
う
歴
史
観
を
根
底
と

す
る
キ
リ
ス
ト
教
の
愛
の
三
一
一
肢
を
引
合
い
に
出
し
、
東
洋
と
西
洋
と
に

お
け
る
代
表
的
な
宗
教
哲
学
を
絶
対
否
定
、
絶
対
媒
介
の
無
性
を
通
し
て

徹
底
的
に
媒
介
し
て
い
く
「
絶
対
弁
証
法
」
の
展
開
上
に
お
け
る
必
然
の

帰
結
で
あ
る
。

注※
「
田
辺
元
全
集
』
(
筑
摩
書
房
、
第
二
版
)
か
ら
の
引
用
の
旧
海
字
は

す
べ
て
新
字
体
に
、
な
お
仮
名
は
現
代
仮
名
遣
い
に
改
め
た
。

)
 

-(
 

こ
こ
に
い
う
行
信
証
の
内
容
に
関
し
て
は
、
『
全
集
」
第
九
巻
四

i

五
、
二
十
二
頁
を
参
照
。

田
辺
は
禅
公
案
の
性
格
に
つ
い
て
、
「
論
理
的
に
い
え
ば
公
案
は
一
般

に
二
律
背
反
を
其
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
無
論
多
く
の
公
案

中
に
は
、
二
律
背
反
よ
り
も
寧
ろ
そ
れ
に
由
っ
て
打
開
せ
ら
れ
た
無

の
象
徴
的
内
容
を
表
わ
す
也
の
が
あ
る
」
(
吋
全
集
」
第
九
巻
、
一
二
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(2) 



(3) 

三
頁
)
と
論
じ
て
い
る
。
禅
の
無
性
に
関
し
て
は
、
田
辺
は
無
難
禅

師
の
歌
「
生
き
な
が
ら
死
人
と
な
り
で
な
り
は
て
て
思
い
の
ま
ま
に

す
る
わ
ざ
ぞ
よ
き
」
(
「
全
集
』
第
九
巻
、
五
十
七
頁
)
を
取
り
上
げ
、

「
生
即
死
」
、
「
死
即
生
」
と
い
う
「
自
己
同
一
的
直
観
を
超
え
る
不

断
転
換
の
無
」
を
も
っ
て
説
明
し
て
い
る
。

田
辺
の
時
代
批
判
に
関
す
る
言
及
は
西
洋
哲
学
の
一
部
と
彼
自
身
の

「
種
の
論
理
」
の
挫
折
に
視
点
を
置
く
に
止
ま
っ
て
い
る
。
田
辺
の

西
田
哲
学
に
対
す
る
時
代
批
判
は
別
の
論
述
機
会
に
譲
り
た
い
。

「
積
の
論
理
」
の
形
成
か
ら
そ
の
挫
折
に
至
る
ま
で
の
経
緯
と
論
証
に

関
し
て
は
、
伊
藤
益
「
愛
と
死
の
哲
学
」
(
北
樹
出
版
、
二

O
O
五

年
)
第
一
章
を
参
照
。

旧
辺
が
「
公
案
は
所
設
逆
説
二
律
背
反
を
以
て
、
日
常
的
知
性
を
脱

し
難
き
行
詰
ま
り
に
追
込
み
、
そ
れ
を
し
て
大
死
一
番
峨
涯
に
手
を

徹
し
て
絶
後
に
再
び
蘇
ら
し
む
る
機
関
で
あ
る
」
(
『
全
集
』
第
九
巻
、

一
二
三

i
一
二
四
頁
)
と
い
っ
て
い
る
よ
う
に
、
禅
の
無
性
は
ま
さ

に
峨
悔
に
お
け
る
不
断
の
死
復
活
(
否
定
即
肯
定
の
転
換
)
で
あ
る
。

田
辺
に
お
い
て
、
歴
史
哲
学
と
宗
教
哲
学
と
が
一
方
を
切
り
離
し
て

は
語
ら
れ
な
い
関
係
に
あ
る
。
そ
れ
は
田
辺
が
「
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ

ス
以
降
歴
史
哲
学
が
宗
教
哲
学
と
離
れ
得
な
い
」
(
「
全
集
」
第
九
巻
、

九
十
四
頁
)
と
い
い
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
1
が
歴
史
哲
学
と
宗
教
哲
学
と

を
裁
断
し
た
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
文
脈
や
、
「
慣
悔
道
は
宗
教
哲
学

的
歴
史
哲
学
へ
の
唯
一
の
通
路
な
の
で
あ
る
」
(
「
全
集
」
第
九
巻
、

九
十
五
頁
)
と
い
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
見
ら
れ
る
。
田
辺
の
西

洋
に
お
け
る
歴
史
哲
学
に
関
す
る
批
判
は
、
本
論
の
論
点
か
ら
離
れ

(4) (5) (6) 

(i) 

て
い
る
た
め
、
こ
こ
で
は
割
愛
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

こ
の
「
顕
彰
隠
密
の
義
」
に
関
す
る
一
言
説
は
『
全
集
』
第
九
巻
一
九

六
、
二
一
八
頁
を
参
照
。

こ
こ
に
い
う
一
人
に
お
け
る
無
限
に
発
展
す
る
行
信
証
の
回
転
が
多

く
の
他
者
に
お
け
る
そ
れ
と
共
鴫
呼
応
す
る
言
説
に
関
し
て
は
、
『
全

集
』
第
九
巻
所
収
『
実
存
と
愛
と
実
践
』
一
ニ
三
八
頁
を
参
照
。

普
導
の
三
心
の
間
と
そ
れ
ぞ
れ
の
一
心
の
内
部
と
に
お
け
る
矛
膚
に

関
す
る
論
証
は
紙
幅
の
関
係
で
省
略
さ
せ
て
い
た
だ
く
。
詳
し
く
は

『
全
集
」
第
九
巻
二
一
八
i
二
二
ニ
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

一
回
転
と
は
、
「
同
一
の
軌
道
を
反
復
す
る
正
確
な
る
循
環
」
(
『
全
集
」

第
九
巻
、
一
二
九
頁
)
も
し
く
は
「
自
己
同
一
な
る
中
心
の
周
囲
に

成
立
つ
円
の
反
復
」
(
向
上
〉
を
指
し
て
い
る
。
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