
浄土真宗総合研究 11

41

『
親
鸞
伝
絵
』
箱
根
霊
告
段
を
め
ぐ
る
問
題
と
親
鸞
の
神
祇
観 

                                                                                          

前

田

壽

雄

【
要
旨
】

親
鸞
が
箱
根
権
現
を
訪
問
し
た
と
す
る
『
親
鸞
伝
絵
』
の
記
述
は
、
近
年
覚
如
の
創
作
で
は
な
く
、
史
実
の
可
能
性
が
極
め
て
高
い

と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
当
時
、
箱
根
社
を
統
治
し
て
い
た
の
が
聖
覚
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
聖
覚
を
通
し
て

親
鸞
と
箱
根
権
現
と
の
関
係
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

箱
根
霊
告
段
は
、
神
が
親
鸞
を
尊
敬
し
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
親
鸞
の
神
祇
護
念
の
教
説
と
矛
盾
す
る
も
の
で
は

な
い
。
し
た
が
っ
て
、
親
鸞
教
義
の
上
か
ら
も
親
鸞
が
箱
根
権
現
を
訪
問
し
た
こ
と
は
決
し
て
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
い
。

は
じ
め
に

親
鸞
聖
人
（
以
下
、
親
鸞
）
九
十
年
の
生
涯
の
中
で
関
東
在
住
の
期
間
は
、
約
二
十
年
に
も
及
ん
だ（

1
（

。
親
鸞
自
身
が
こ
の
こ
と
に

直
接
言
及
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、『
恵
信
尼
消
息
』
に
は
、
越
後
国
か
ら
関
東
に
移
住
し
た
時
期
が
建
保
二
（
一
二
一
四
）
年
、

常
陸
国
で
浄
土
三
部
経
の
千
部
読
誦
を
発
願
・
中
止
し
た
四
十
二
歳
の
と
き
で
あ
っ
た
こ
と
を
記
述
し
て
い
る（

2
（

。
以
後
、
親
鸞
は
常
陸

国
の
小
島
、
稲
田
、
そ
し
て
相
模
国
へ
と
移
り
、
鎌
倉
や
江
津
（
国
府
津
）
に
居
住
し
て
、
さ
ら
に
箱
根
を
越
え
て
京
都
へ
帰
洛
し
た

と
考
え
ら
れ
る（

3
（

。

親
鸞
の
生
涯
を
綴
っ
た
最
も
古
い
伝
記
で
あ
る
覚
如
上
人
（
以
下
、
覚
如
）
の
『
親
鸞
伝
絵
（
御
伝
鈔
）』
に
は
、
関
東
の
地
で
の
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出
来
事
を
記
述
し
た
話
は
わ
ず
か
に
三
つ
だ
け
で
あ
る
。
下
巻
の
第
二
段
「
稲
田
興
法
」、第
三
段
「
弁
円
済
度
」、そ
し
て
第
四
段
「
箱

根
霊
告
」
で
あ
る
。

「
稲
田
興
法
」
の
段
で
は
、
親
鸞
が
越
後
国
よ
り
常
陸
国
に
入
り
、
稲
田
に
居
住
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
ひ
っ
そ
り
と
隠
れ
住
ん
だ

に
も
関
わ
ら
ず
、
貴
賤
を
問
わ
ず
大
勢
の
人
が
集
ま
り
、
仏
法
を
弘
通
し
た
い
と
い
う
本
懐
が
成
就
し
て
、
衆
生
利
益
の
宿
念
が
満
足

し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
弁
円
済
度
」
の
段
で
は
、
常
陸
国
で
弘
ま
っ
て
い
た
専
修
念
仏
の
教
え
を
快
く
思
わ
な
い
板

敷
山
の
山
伏
で
あ
っ
た
弁
円
が
親
鸞
に
危
害
を
加
え
よ
う
と
試
み
た
が
、
親
鸞
の
尊
顔
を
拝
す
る
と
、
害
心
が
た
ち
ま
ち
に
消
滅
し
、

さ
ら
に
後
悔
の
涙
さ
え
流
し
て
親
鸞
に
帰
依
し
、
遂
に
は
往
生
の
素
懐
を
遂
げ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
前
者
は
親
鸞
が
稲
田
に
お

い
て
布
教
活
動
を
行
っ
た
こ
と
と
し
て
、
後
者
は
明
法
房
の
回
心
と
し
て
、
よ
く
知
ら
れ
た
話
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、「
箱
根
霊
告
」
の
段
は
「
宗
祖
に
関
す
る
伝
承
」
と
し
て
取
り
扱
わ
れ（

4
（

、
こ
の
伝
承
を
伝
え
る
寺
院
も
ほ
と
ん
ど
見
当

た
ら
な
い（

5
（

。
ま
た
こ
の
段
は
、
親
鸞
に
帰
依
し
た
と
い
う
人
物
を
紹
介
し
た
話
で
も
な
い
こ
と
か
ら
、
他
の
二
段
と
は
異
な
っ
た
性
質

の
内
容
で
あ
る
。
果
た
し
て
親
鸞
の
箱
根
権
現
訪
問
を
実
際
の
出
来
事
と
し
て
捉
え
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
な
ぜ
覚
如
は
親

鸞
の
伝
記
と
し
て
、
箱
根
権
現
の
話
を
挿
入
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、「
箱
根
霊
告
」
の
段
は
如
何
な
る
意
味
が
あ
る
の
で
あ

ろ
う
か
。
さ
ら
に
親
鸞
が
箱
根
権
現
を
訪
問
し
た
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
こ
と
と
親
鸞
教
義
と
の
整
合
性
を
図
る
こ
と
は
で
き
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
本
論
で
は
、
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
の
も
と
論
じ
る
こ
と
と
し
た
い
。

一　

箱
根
霊
告
の
段

『
親
鸞
伝
絵
』
下
巻
第
四
段
に
は
、
親
鸞
が
関
東
か
ら
京
都
へ
向
か
う
帰
洛
の
途
中
の
出
来
事
が
次
の
通
り
記
さ
れ
て
い
る
。

聖
人
東
関
の
堺
を
い
で
ゝ
、
華
城
の
路
に
お
も
む
き
ま
し
ま
し
け
り
。
あ
る
日
晩
陰
に
及
で
、
箱
根
の
嶮
阻
に
か
ゝ
り
つ
ゝ
、
は
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る
か
に
行
客
の
蹤
を
送
て
、
や
う
や
く
人
屋
の
枢
に
近
く
に
、
夜
も
す
で
に
暁
更
に
を
よ
ん
で
、
月
も
は
や
孤
嶺
に
か
た
ぶ
き
ぬ
。

と
き
に
聖
人
あ
ゆ
み
よ
り
つ
ゝ
案
内
し
た
ま
ふ
に
、
ま
こ
と
に
齢
傾
き
た
る
翁
の
正
く
装
束
し
た
る
が
、
い
と
こ
と
ゝ
な
く
出
あ

ひ
奉
て
云
や
う
、
社
廟
ち
か
き
所
の
な
ら
ひ
、
巫
ど
も
の
終
夜
あ
そ
び
し
侍
る
に
、
翁
も
ま
じ
は
り
つ
る
が
、
い
ま
な
ん
い
さ
ゝ

か
仮
寝
侍
る
と
を
も
ふ
ほ
ど
に
、
夢
に
も
あ
ら
ず
う
つ
つ
に
も
あ
ら
で
、
権
現
仰
ら
れ
て
云
、
た
ゞ
い
ま
わ
れ
尊
敬
を
い
た
す

べ
き
客
人
、
こ
の
路
を
過
た
ま
ふ
べ
き
こ
と
あ
り
、
必
ず
慇
懃
の
忠
節
を
抽
で
、
こ
と
に
丁
寧
の
饗
応
を
ま
う
く
べ
し
と
云
云
。

示
現
い
ま
だ
覚
を
は
ら
ざ
る
に
、
貴
僧
忽
爾
と
し
て
影
向
し
た
ま
へ
り
。
何
ぞ
た
ゞ
人
に
ま
し
ま
さ
ん
。
神
勅
こ
れ
炳
焉
な
り
、

感
応
も
と
も
恭
敬
す
べ
し
と
い
ひ
て
、
尊
重
屈
請
し
奉
て
、
さ
ま
ざ
ま
に
飯
食
を
粧
ひ
、
い
ろ
い
ろ
に
珍
味
を
調
へ
け
り（

6
（

。

こ
の
「
箱
根
霊
告
」
の
段
は
、「
親
鸞
聖
人
が
東
国
を
出
て
、京
都
へ
の
路
に
進
ま
れ
た
。
あ
る
日
、夕
方
に
箱
根
の
険
し
い
道
を
通
っ

て
、
随
分
長
い
距
離
を
歩
い
て
、
よ
う
や
く
人
家
の
あ
る
と
こ
ろ
に
近
づ
い
た
と
き
に
は
、
も
う
明
け
方
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
と
き
、

聖
人
が
人
家
に
歩
み
寄
っ
て
取
り
次
ぎ
を
頼
む
と
、
年
老
い
た
立
派
な
装
束
を
調
え
た
翁
が
す
み
や
か
に
出
て
き
て
言
っ
た
。「
社
近

く
の
所
の
習
慣
と
し
て
、
巫
た
ち
が
夜
を
徹
し
て
神
楽
を
奏
で
て
い
た
こ
と
に
、
自
分
も
加
わ
っ
て
い
た
が
、
つ
い
い
ま
し
が
た
、
寄

り
か
か
っ
て
う
と
う
と
し
て
い
た
ら
、
夢
か
う
つ
つ
か
、
箱
根
権
現
が
仰
せ
に
な
っ
た
。『
た
だ
い
ま
私
が
尊
敬
し
て
い
る
客
人
が
こ

の
箱
根
路
を
通
過
さ
れ
て
い
か
れ
る
。
必
ず
ま
ご
こ
ろ
を
こ
め
て
礼
儀
を
尽
く
し
て
、
特
に
丁
寧
な
お
も
て
な
し
を
用
意
し
な
さ
い
』

と
。
こ
の
権
現
の
お
告
げ
が
終
わ
ら
な
い
う
ち
に
、あ
な
た
が
突
然
姿
を
現
さ
れ
た
。
ど
う
し
て
あ
な
た
は
た
だ
び
と
で
あ
ら
れ
よ
う
。

神
勅
は
明
ら
か
で
あ
る
。
神
が
こ
の
よ
う
に
感
応
さ
れ
た
こ
と
を
最
も
敬
う
」
と
い
っ
て
、
聖
人
を
敬
い
た
て
ま
つ
り
招
き
入
れ
、
さ

ま
ざ
ま
な
食
事
を
準
備
し
、
い
ろ
い
ろ
と
ご
馳
走
を
ふ
る
ま
っ
た
」
と
意
訳
す
る
こ
と
が
で
き
る（

7
（

。

こ
こ
で
は
親
鸞
が
箱
根
権
現
の
夢
告
に
基
づ
い
て
、
年
老
い
た
翁
か
ら
も
て
な
し
を
受
け
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

箱
根
権
現
と
は
、
現
在
の
神
奈
川
県
足
柄
下
郡
箱
根
町
元
箱
根
の
箱
根
山
に
あ
り
、
明
治
維
新
の
神
仏
分
離
令
に
よ
っ
て
、
箱
根
神
社

へ
と
改
称
さ
れ
た
。
鎌
倉
時
代
に
は
伊
豆
・
箱
根
両
所
権
現
へ
の
参
拝
を
二
所
詣
と
し
て
源
頼
朝
の
篤
い
尊
崇
を
受
け
、
源
家
三
代
の
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ほ
か
北
条
執
権
の
世
に
な
っ
て
も
武
士
を
中
心
と
し
て
信
仰
を
集
め
た（

8
（

。

さ
て
、
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
が
、
親
鸞
と
箱
根
権
現
と
の
関
係
で
あ
る
。
平
松
令
三
氏
は
、
親
鸞
が
箱
根
社
へ
訪
問
し
た
の
は
偶

然
で
、
自
ら
進
ん
で
参
詣
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
こ
と
を
強
調
し
て
い
る（

9
（

。
し
か
し
、
偶
然
の
参
詣
を
親
鸞
の
伝
記
に
描
く
必
要

は
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
参
詣
が
自
発
的
で
な
か
っ
た
と
し
て
も
、『
親
鸞
伝
絵
』
に
は
親
鸞
の
箱
根
権
現
訪
問
を
記
述
し

て
い
る
。
で
は
、
親
鸞
が
神
社
を
訪
問
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
如
何
に
考
え
た
ら
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、「
た
ゞ
い
ま

わ
れ
尊
敬
を
い
た
す
べ
き
客
人
、
こ
の
路
を
過
た
ま
ふ
べ
き
こ
と
あ
り
」
と
い
う
言
葉
に
注
目
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
こ
の
文
は
箱
根

権
現
が
親
鸞
を
尊
敬
し
、
神
官
が
親
鸞
を
歓
迎
し
た
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
親
鸞
が
神
に
対
し
て
敬
意
を
表
し
た

と
い
う
記
述
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
神
が
親
鸞
の
念
仏
の
教
え
を
尊
敬
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
神
が
親
鸞
を
尊
敬
し
た
と
い
う
理
解

が
成
立
す
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
ま
た
、「
箱
根
霊
告
」
の
段
に
は
記
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
の
直
前
の
「
弁
円

済
度
」
の
段
に
あ
っ
た
、
板
敷
山
の
山
伏
と
同
じ
く
、
親
鸞
に
帰
依
し
た
者
が
箱
根
に
も
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら

れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
推
察
は
、
以
下
の
説
か
ら
導
き
出
さ
れ
て
く
る
。

二　

箱
根
権
現
訪
問
の
背
景

さ
て
、
こ
の
出
来
事
が
史
実
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
傍
証
す
る
史
料
が
な
い
こ
と
か
ら
現
段
階
で
は
確
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

た
だ
し
、
従
来
こ
の
「
箱
根
霊
告
」
の
段
を
収
め
た
覚
如
の
意
図
が
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
、
箱
根
権
現
訪
問
の
背
景
に
は
如
何
な
る
こ

と
が
考
え
ら
れ
る
の
か
、
さ
ま
ざ
ま
に
議
論
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
ま
ず
取
り
上
げ
る
べ
き
説
は
、
平
松
令
三
氏
が
「
箱
根
権
現
は
鎌
倉
幕
府
が
た
い
へ
ん
尊
崇
し
た
神
だ
っ
た
か
ら
、

そ
の
神
が
聖
人
を
尊
崇
し
た
と
い
う
説
話
を
掲
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
幕
府
の
念
仏
者
に
対
す
る
風
当
た
り
を
少
し
で
も
や
わ
ら
げ
よ
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う
と
し
た
の
で
は
い
か
、
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
あ
る
い
は
ま
た
箱
根
権
現
は
山
岳
信
仰
で
あ
っ
て
、
筑
波
山
な
ど
と
同
じ
く
修
験
者

が
数
多
く
集
っ
て
い
た
筈
で
す
が
、
そ
れ
ら
の
中
に
板
敷
山
の
山
伏
と
同
じ
く
、
親
鸞
聖
人
に
帰
依
す
る
者
が
あ
っ
た
こ
と
を
背
景
に

し
て
生
ま
れ
た
伝
承
だ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん（

（1
（

」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
鎌
倉
幕
府
の
念
仏
者
へ
の
政
策

を
緩
和
さ
せ
る
意
図
や
、
在
来
信
仰
と
の
調
和
と
浄
土
教
へ
の
回
心
を
促
す
伝
道
的
側
面
を
目
的
と
し
た
と
い
う
考
え
を
提
示
し
て
い

る
。
も
っ
と
も
覚
如
に
よ
る
本
願
寺
を
社
会
的
に
権
威
づ
け
て
い
こ
う
と
す
る
作
業
の
一
環
で
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。

ま
た
小
島
惠
昭
氏
は
、
覚
如
が
「
箱
根
霊
告
」
の
段
を
挿
入
し
た
理
由
を
、
以
下
の
三
点
に
つ
い
て
挙
げ
て
い
る（

（（
（

。
第
一
に
、「
永

仁
三
年
の
「
筥
根
山
」
焼
失
と
『
親
鸞
伝
絵
』
制
作
は
は
な
は
だ
近
時
の
こ
と
で
、
箱
根
権
現
復
興
の
た
め
の
箱
根
信
仰
の
勃
興
時
期

に『
親
鸞
伝
絵
』の
成
立
が
あ
る
。
こ
の
点
が『
親
鸞
伝
絵
』に
箱
根
権
現
の
逸
話
を
収
め
た
理
由
の
一
つ
に
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
」と
、

箱
根
社
の
喪
失
と
復
興
と
の
関
係
性
を
問
題
と
し
て
い
る
。
第
二
に
、箱
根
社
を
創
建
し
た
万
巻
が
鹿
島
神
宮
寺
も
創
建
し
た
と
さ
れ
、

そ
の
鹿
島
神
宮
の
神
人
の
家
に
生
ま
れ
た
の
が
横
曽
根
門
徒
の
性
信
で
、「
万
巻
と
性
信
の
伝
承
を
『
親
鸞
伝
絵
』
に
箱
根
権
現
の
逸

話
を
収
め
た
理
由
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
第
三
に
、
伊
豆
権
現
の
神
々
と
熊
野
信
仰
は
深

い
関
わ
り
が
あ
っ
て
、
箱
根
に
は
各
所
に
熊
野
神
社
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、「『
親
鸞
伝
絵
』
が
箱
根
権
現
の
逸
話
を
収
め
た
理
由
に
、

熊
野
霊
告
と
の
関
連
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
「
箱
根
霊
告
」
の
段
は
、
続
い
て
『
親
鸞
伝
絵
』
に
記
さ
れ

て
い
る
「
熊
野
霊
告
」
の
段
と
合
わ
せ
て
収
め
た
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
こ
の
第
三
の
主
張
か
ら
は
、
覚
如
の
神
祇
観
が
知
ら
れ
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。
覚
如
は
本
地
垂
迹
説
を
導
入
し
て
、
親
鸞
教
義
を
再
解
釈
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
見
ら
れ
る（

（1
（

。

さ
て
、
小
島
惠
昭
氏
に
よ
る
第
二
の
性
信
が
介
在
し
た
と
す
る
説
は
、
平
松
氏
に
よ
っ
て
、
鎌
倉
時
代
に
鹿
島
社
と
箱
根
社
と
の
親

密
性
を
立
証
す
る
史
料
が
不
足
し
て
い
る
こ
と
か
ら
否
定
さ
れ
て
い
る（

（1
（

。
そ
れ
に
対
し
、平
松
氏
が「
興
味
が
深
い
」と
示
し
た
説
が『
箱

根
町
誌
』
第
二
巻
の
「
建
永
元
年
（
一
二
〇
六
）
青
蓮
院
門
跡
慈
円
が
、
伊
豆
山
と
箱
根
山
の
支
配
を
安
居
院
聖
覚
に
委
せ
た
」
と
い
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う
記
事
で
あ
る
。
そ
の
う
え
で
法
然
の
門
弟
で
あ
る
「
聖
覚
の
指
示
を
受
け
た
箱
根
権
現
の
祠
官
が
聖
人
を
丁
重
に
も
て
な
し
た
こ
と

は
十
分
に
あ
り
得
」
る
と
論
じ
て
い
る
。
た
だ
し
、『
箱
根
町
誌
』
の
記
事
が
何
に
依
っ
た
史
料
で
あ
る
の
か
は
、
未
確
認
で
あ
る
と

し
て
い
た（

（1
（

。
し
か
し
そ
の
後
、
平
松
氏
は
そ
の
出
典
を
『
門
葉
記
』
第
九
一
巻
所
収
「
大
懺
法
院
起
請
文
」
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
る
と

し
た（

（1
（

。
こ
の
『
門
葉
記
』
の
記
述
を
詳
細
に
研
究
し
た
の
が
、
今
井
雅
晴
氏
で
あ
っ
た
。
今
井
氏
は
、『
門
葉
記
』
に
あ
る
青
蓮
院
の
記
録

集
を
も
と
に「
聖
覚
は
青
蓮
院
に
お
い
て
慈
円
に
仕
え
て
い
て
、箱
根
社
を
含
む「
桜
下
門
跡
領
」と
い
う
荘
園
群
の
所
有
を
保
証
さ
れ
」

て
い
た
と
述
べ
、
聖
覚
が
箱
根
権
現
や
伊
豆
山
権
現
な
ど
を
含
む
桜
下
門
跡
領
荘
園
群
を
慈
円
の
寺
坊
に
寄
進
し
て
、「
青
蓮
院
門
跡

（
慈
円
）
─
桜
下
門
跡
領
荘
園
等
（
聖
覚
）
─
箱
根
社
」
と
い
う
支
配
関
係
を
構
築
し
た
と
結
論
づ
け
た
の
で
あ
っ
た（

（1
（

。

こ
の
よ
う
に
建
永
元
（
一
二
〇
六
）
年
の
時
点
で
、
聖
覚
が
箱
根
山
を
領
掌
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
親
鸞
が
箱
根
権
現
を
訪
問

し
た
こ
と
を
裏
づ
け
る
有
力
な
史
料
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、親
鸞
が
書
写
し
た
聖
覚
の『
唯
信
鈔
』（
専

修
寺
蔵
）
に
は
、「
寛
喜
二
歳
仲
夏
下
旬
第
五
日
か
の
草
本
真
筆
を
も
つ
て
愚
禿
釈
親
鸞
こ
れ
を
書
写
す（

（1
（

」
と
い
う
奥
書
が
見
ら
れ
る

こ
と
か
ら
、
親
鸞
は
関
東
在
住
の
頃
か
ら
聖
覚
の
『
唯
信
鈔
』
を
尊
重
し
、
晩
年
に
至
る
ま
で
門
弟
に
し
ば
し
ば
『
唯
信
鈔
』
を
熟
読

す
る
よ
う
勧
め
た
と
い
う
こ
と
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、『
唯
信
鈔
』
が
述
作
さ
れ
た
九
年
後
の
寛
喜
二

（
一
二
三
〇
）
年
五
月
、
親
鸞
五
十
八
歳
の
と
き
に
、
聖
覚
の
自
筆
本
か
ら
『
唯
信
鈔
』
を
書
写
し
、
そ
の
数
年
後
に
、
聖
覚
が
統
治

し
て
い
た
箱
根
権
現
を
訪
問
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
聖
覚
を
通
し
て
、
親
鸞
と
箱
根
権
現
と
の
関
係
を
見
出
す
こ
と
が
で

き
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
交
流
は
、
親
鸞
が
帰
洛
す
る
以
前
か
ら
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
こ

と
が
で
き
、
親
鸞
が
箱
根
権
現
で
伝
道
し
て
い
た
可
能
性
も
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、「
箱
根
霊
告
」
の
段
は
念

仏
の
教
え
が
伝
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

こ
れ
ま
で
歴
史
学
の
先
行
研
究
を
検
証
し
つ
つ
、
親
鸞
が
箱
根
権
現
を
訪
問
し
た
背
景
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
が
、
そ
の
行
実
と
は
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決
し
て
親
鸞
の
信
体
験
か
ら
か
け
離
れ
た
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
親
鸞
の
行
動
は
そ
の
教
義
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
で

あ
ろ
う
し
、
教
義
は
そ
の
行
動
に
影
響
を
与
え
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
親
鸞
が
箱
根
権
現
を
訪
問
し
た
と
い
う

史
実
を
追
及
す
る
こ
と
の
み
に
終
始
す
る
の
で
は
な
く
、
教
義
と
の
関
連
性
を
問
う
て
こ
そ
は
じ
め
て
、
箱
根
霊
告
段
を
め
ぐ
る
問
題

の
全
貌
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

親
鸞
教
義
に
つ
い
て
言
え
ば
、
一
般
的
に
「
神
祇
不
拝
」
と
い
わ
れ
て
い
る（

（1
（

。
神
祇
不
拝
で
あ
る
な
ら
ば
、
神
を
如
何
に
理
解
す

べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、『
親
鸞
伝
絵
』
に
記
述
さ
れ
た
、
神
が
親
鸞
を
尊
敬
し
て
い
る
と
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
し
て
神
祇
不
拝
と
、
神
が
念
仏
者
を
尊
敬
す
る
関
係
性
を
如
何
に
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
、
親
鸞
の

著
述
を
通
し
て
論
じ
る
こ
と
と
す
る
。
親
鸞
の
神
祇
観
に
つ
い
て
は
、
従
来
種
々
論
じ
ら
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る（

（1
（

が
、
本
論
で
は
親
鸞

の
神
社
訪
問
と
そ
の
教
義
が
矛
盾
し
な
い
か
ど
う
か
も
あ
わ
せ
て
考
え
る
こ
と
と
し
た
い
。

三　

神
祇
不
帰
依

親
鸞
は
、『
教
行
信
証
』、『
浄
土
和
讃
』「
現
世
利
益
讃
」、『
正
像
末
和
讃
』「
悲
歎
述
懐
讃
」、
消
息
の
中
で
神
祇
観
を
述
べ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
著
作
に
は
、「
梵
王
」「
帝
釈
」「
諸
天
」「
善
神
」「
善
鬼
神
」「
四
天
大
王
」「
悪
鬼
」「
堅
牢
地
祇
」「
龍
神
」「
炎
魔
法
王
」「
他

化
天
の
大
魔
王
」「
神
祇
」「
天
神
」「
地
祇
」
な
ど
の
神
祇
を
表
す
語
句
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

『
教
行
信
証
』「
化
身
土
巻
」
外
教
釈
で
は
、『
涅
槃
経
』『
般
舟
三
昧
経
』『
大
集
経
』
等
を
引
用
す
る
中
で
こ
れ
ら
の
語
句
を
使
用

し
て
い
る
。
こ
れ
ら
引
用
し
た
経
典
は
イ
ン
ド
で
語
ら
れ
、
中
国
で
翻
訳
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の

神
祇
は
直
接
的
に
は
イ
ン
ド
・
中
国
の
神
々
を
指
し
て
い
る
。
し
か
し
、宮
崎
圓
遵
氏
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、親
鸞
に
お
け
る
神
祇
と
は
、

決
し
て
イ
ン
ド
・
中
国
の
神
々
に
限
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い（

11
（

。『
正
像
末
和
讃
』「
悲
歎
述
懐
讃
」
に
見
ら
れ
る
「
外
儀
は
仏
教
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の
す
が
た
に
て　

内
心
外
道
を
帰
敬
せ
り（

1（
（

」
は
、
神
国
思
想
を
背
景
と
し
た
顕
密
仏
教
に
対
し
て
の
悲
歎
述
懐
で
あ
り
、
ま
た
「
念
仏

の
人
々
御
中
」
に
宛
て
た
消
息
に
は
、「
よ
ろ
づ
の
神
祇
・
冥
道
を
あ
な
づ
り
す
て
た
て
ま
つ
る
と
ま
ふ
す
こ
と
、
こ
の
こ
と
ゆ
め
ゆ

め
な
き
こ
と
な
り（

11
（

」
と
、神
々
へ
の
軽
侮
を
誡
め
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
親
鸞
に
お
け
る
神
祇
は
、日
本
の
神
々
も
含
め
た
神
々

の
総
称
で
あ
る
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

さ
て
、親
鸞
が
神
祇
へ
の
姿
勢
を
明
確
に
示
し
て
い
る
の
は
、『
教
行
信
証
』「
化
身
土
巻
」末
の
外
教
釈
で
あ
る
。「
化
身
土
巻
」末
は
、

次
の
文
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。

そ
れ
諸
の
修
多
羅
に
拠
て
、
真
偽
を
勘
決
し
て
、
外
教
邪
偽
の
異
執
を
教
誡
せ
ば
、

『
涅
槃
経
』
に
言
は
く
、「
仏
に
帰
依
せ
ば
、
終
に
ま
た
そ
の
余
の
諸
天
神
に
帰
依
せ
ざ
れ
」
と
。

『
般
舟
三
昧
経
』
に
言
は
く
、「
優
婆
夷
こ
の
三
昧
を
聞
て
学
ば
む
と
欲
せ
ん
者
は
、（
乃
至
）
自
ら
仏
に
帰
命
し
、
法
に
帰
命
し
、

比
丘
僧
に
帰
命
せ
よ
。
余
道
に
事
ふ
る
こ
と
を
得
ざ
れ
、
天
を
拝
す
る
こ
と
を
得
ざ
れ
、
鬼
神
を
祠
る
こ
と
を
得
ざ
れ
、
吉
良
日

を
視
る
こ
と
を
得
ざ
れ
」
と
。

又
言
は
く
、「
優
婆
夷
三
昧
を
学
ば
ん
と
欲
せ
ば
、（
乃
至
）
天
を
拝
し
神
を
祠
祀
す
る
こ
と
を
得
ざ
れ
」
と（

11
（

。

こ
れ
ら
の
文
か
ら
親
鸞
の
教
説
を
「
神
祇
不
拝
」
と
捉
え
ら
れ
て
き
た（

11
（

。
こ
の
釈
に
お
い
て
「
教
誡
」
さ
れ
る
「
外
教
邪
偽
の
異
執
」

と
は
、「
天
神
へ
の
帰
依
」「
天
を
拝
す
る
」「
鬼
神
を
祠
る
」「
吉
良
日
を
視
る
」「
神
を
祀
祠
す
る
」
で
あ
り
、
仏
法
僧
の
三
宝
に
帰

依
す
る
者
は
、
天
神
に
帰
依
し
な
い
こ
と
を
明
確
に
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
教
誡
の
事
項
は
、
三
帰
依
に
よ
っ
て
必
然
的
に
導
き
出

さ
れ
る
帰
結
と
し
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
親
鸞
の
仏
教
と
は
何
か
を
問
う
姿
勢
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、『
一
念
多
念

文
意
』
に
は
、
一
念
多
念
の
争
い
を
す
る
人
を
「
異
学
・
別
解
の
ひ
と
」
で
あ
る
と
し
て
、

異
学
と
い
ふ
は
、
聖
道
・
外
道
に
お
も
む
き
て
、
余
行
を
修
し
、
余
仏
を
念
ず
、
吉
日
良
辰
を
え
ら
び
、
占
相
祭
祀
を
こ
の
む
も

の
な
り
。
こ
れ
は
外
道
な
り
、
こ
れ
ら
は
ひ
と
へ
に
自
力
を
た
の
む
も
の
な
り（

11
（

。
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と
、「
余
行
を
修
し
、余
仏
を
念
ず
、吉
日
良
辰
を
え
ら
び
、占
相
祭
祀
を
こ
の
む
も
の
」
は
、聖
道
門
の
教
え
や
仏
道
以
外
の
外
道
に
従
っ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
し
、
こ
れ
を
「
自
力
を
た
の
む
も
の
」
と
明
示
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
帰
依
に
関
し
て
は
、『
教
行
信
証
』「
証
巻
」
の
『
往
生
論
註
』
引
文
で
「
真
実
の
法
身
を
知
る
は
、
則
ち
真
実
の
帰
依

を
起
す
な
り（

11
（

」
と
あ
り
、「
真
仏
土
巻
」
に
は
『
涅
槃
経
』
引
文
中
に
、
涅
槃
の
異
名
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
帰
依
に
「
タ
ノ
ム
ヨ
ル
ト

モ（
11
（

」
と
左
訓
を
付
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
親
鸞
に
お
け
る
帰
依
と
は
「
拠
り
処
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
真
実
の
法
身
」
以
外
に
は
な
い
。

ま
た
「
化
身
土
巻
」
末
に
は
、
こ
の
他
に
も
『
地
蔵
十
輪
経
』
を
引
い
て
、

具
に
正
し
く
帰
依
し
て
、
一
切
妄
執
吉
凶
を
遠
離
せ
む
も
の
は
、
終
に
邪
神
・
外
道
に
帰
依
せ
ざ
れ（

11
（

。

と
、
一
切
の
妄
執
や
吉
凶
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
こ
れ
を
遠
ざ
け
る
者
は
、
決
し
て
邪
神
・
外
道
に
帰
依
し
て
は
な
ら
な
い
と
述

べ
て
い
る
ほ
か
『
本
願
薬
師
経
』
を
引
用
し
て
、

若
し
浄
信
の
善
男
子
・
善
女
人
等
有
て
、
乃
至
尽
形
ま
で
に
余
天
に
事
へ
ざ
れ（

11
（

。

と
、
生
涯
に
わ
た
っ
て
仏
教
以
外
の
天
に
信
奉
し
て
は
な
ら
な
い
と
、
神
祇
へ
の
帰
依
を
強
く
否
定
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
親
鸞
が

神
祇
不
帰
依
を
強
調
す
る
意
図
は
ど
こ
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
「
外
道
の
所
有
の
三
昧
」
に
あ
た
る
神
祇
へ
の
帰
依
と
は
、

「
見
愛
我
慢
の
心
を
離
れ
ず
。
世
間
の
名
利
恭
敬
に
貪
着
す
る
が
故
な
り（

11
（

」
で
あ
る
と
語
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

す
な
わ
ち
、
神
祇
に
帰
依
す
る
こ
と
と
は
、
よ
こ
し
ま
な
考
え
や
貪
り
の
心
、
お
ご
り
高
ぶ
り
の
心
を
離
れ
る
こ
と
が
な
く
、
世
俗
の

名
誉
や
利
益
、
あ
る
い
は
尊
敬
さ
れ
た
い
と
い
う
思
い
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
姿
勢
は
『
正
像
末
和
讃
』「
悲
歎
述
懐
讃
」
に
、
よ
く
表
れ
て
い
る
。

か
な
し
き
か
な
や
道
俗
の　

良
時
・
吉
日
え
ら
ば
し
め

　

天
神
・
地
祇
を
あ
が
め
つ
つ　

卜
占
祭
祀
つ
と
め
と
す（

1（
（

か
な
し
き
か
な
や
こ
の
ご
ろ
の　

和
国
の
道
俗
み
な
と
も
に
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仏
教
の
威
儀
を
も
と
と
し
て　

天
地
の
鬼
神
を
尊
敬
す（

11
（

す
な
わ
ち
、
親
鸞
は
日
の
良
し
悪
し
を
選
び
、
天
神
・
地
祇
を
崇
め
、
卜
占
祭
祀
を
た
よ
っ
た
り
、
仏
教
徒
で
あ
る
か
の
如
く
外
見

を
取
り
繕
っ
て
、
天
地
の
鬼
神
を
尊
敬
し
た
り
す
る
あ
り
方
を
「
か
な
し
き
か
な
や
」
と
悲
歎
述
懐
し
て
い
る
。
つ
ま
り
親
鸞
に
お
け

る
神
祇
不
帰
依
と
は
、
神
祇
を
崇
め
る
こ
と
へ
の
否
定
ば
か
り
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
こ
と
を
通
し
て
衆
生
は
ど
こ
ま
で

も
自
己
中
心
的
で
、
如
何
に
悲
し
い
存
在
で
あ
る
か
と
い
う
視
点
を
示
し
、
外
教
邪
偽
に
た
よ
ろ
う
と
す
る
衆
生
の
無
明
煩
悩
に
悲
泣

す
る
態
度
を
表
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

四　

善
鬼
神
と
悪
鬼
神

前
述
し
た
「
化
身
土
巻
」
末
の
冒
頭
は
、『
涅
槃
経
』
に
つ
づ
い
て
『
般
舟
三
昧
経
』
を
引
文
し
、
四
つ
の
否
定
的
規
範
が
述
べ
ら

れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
「
余
道
に
事
ふ
る
こ
と
を
得
ざ
れ
、
天
を
拝
す
る
こ
と
を
得
ざ
れ
、
鬼
神
を
祠
る
こ
と
を
得
ざ
れ
、
吉
良
日
を

視
る
こ
と
を
得
ざ
れ
」
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
の
「
鬼
神
を
祠
る
こ
と
を
得
ざ
れ
」
に
つ
い
て
は
、『
菩
薩
戒
経
』
引
文
に
「
鬼
神
を
礼

せ
ず（

11
（

」
と
あ
り
、
ま
た
外
教
釈
結
び
の
『
論
語
』
の
読
み
替
え
を
行
っ
て
で
も
鬼
神
に
事
え
て
は
な
ら
な
い
趣
旨
を
明
か
し
て
い
る（

11
（

こ

と
か
ら
、「
鬼
神
を
祠
る
こ
と
を
得
ざ
れ
」
は
外
教
釈
の
一
貫
し
た
中
心
テ
ー
マ
で
あ
る
と
考
え
る（

11
（

。

親
鸞
に
お
け
る
鬼
神
の
概
念
と
は
、「
天
神
を
鬼
と
云
ひ
、
地
神
を
祇
と
曰
ふ（

11
（

」「
神
は
謂
く
鬼
神
な
り
。
総
て
四
趣
、
天
・
修
・
鬼
・

獄
に
収
む（

11
（

」と
、神
を
鬼
、鬼
神
と
定
義
づ
け
、迷
い
の
境
界
に
属
し
て
い
る
も
の
と
す
る
。
つ
ま
り
神
・
鬼
神
と
は
、未
だ
解
脱
に
は
至
っ

て
は
い
な
い
存
在
で
あ
る
か
ら
、
迷
え
る
存
在
で
あ
り
、
仏
の
教
化
対
象
で
あ
る
。
阿
弥
陀
仏
の
救
済
の
対
象
は
十
方
衆
生
で
あ
る
か

ら
、
も
ち
ろ
ん
神
や
鬼
神
の
存
在
を
認
め
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
親
鸞
は
仏
の
教
化
に
よ
っ
て
、
仏
に
帰
依
す
る
神
々
と
は
、

そ
の
能
力
を
仏
法
護
持
の
た
め
に
用
い
る
存
在
で
あ
る
と
意
味
づ
け
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、『
大
集
経
』「
月
蔵
分
」
の
引
文
中
に
は
、
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こ
の
故
に
願
は
く
は
仏
、
こ
の
閻
浮
提
の
一
切
国
土
に
於
い
て
、
彼
の
諸
鬼
神
、
分
布
安
置
し
て
、
護
持
の
為
の
故
、
一
切
諸
の

衆
生
を
護
ら
ん
が
為
の
故
に（

11
（

。

と
、
こ
の
世
界
（
閻
浮
提
）
の
一
切
の
国
土
を
護
る
た
め
に
、
ま
た
一
切
衆
生
を
護
る
た
め
に
鬼
神
を
配
置
す
る
よ
う
願
っ
て
い
る
こ

と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
同
じ
く
『
大
集
経
』「
月
蔵
分
」
に
は
、「
甚
深
の
仏
法
を
顕
示
せ
し
む
。
ま
た
世
間
を
護
ら
ん
が

為
の
故
に
」
仏
が
、
鬼
神
を
分
布
安
置
し
て
、
護
持
養
育
す
べ
き
こ
と
を
述
べ
て
い
た
り（

11
（

、
仏
に
帰
依
し
た
大
梵
天
王
・
帝
釈
天
が
、

三
宝
の
種
が
断
絶
し
な
い
よ
う
に
、「
仏
法
を
し
て
久
し
く
住
せ
む
こ
と
を
得
し
め
ん
が
為
」
護
持
す
る
こ
と
を
説
い
て
い
た
り
し
て

い
る（

11
（

。
こ
の
よ
う
な
護
法
善
神
の
表
現
は
、『
浄
土
和
讃
』「
現
世
利
益
讃
」
に
お
い
て
顕
著
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

南
无
阿
弥
陀
仏
を
と
な
ふ
れ
ば　

梵
王
・
帝
釈
帰
敬
す

　

諸
天
善
神
こ
と
ご
と
く　

よ
る
ひ
る
つ
ね
に
ま
も
る
な
り（

1（
（

南
无
阿
弥
陀
仏
を
と
な
ふ
れ
ば　

堅
牢
地
祇
は
尊
敬
す

　

か
げ
と
か
た
ち
と
の
ご
と
く
に
て　

よ
る
ひ
る
つ
ね
に
ま
も
る
な
り（

11
（

南
无
阿
弥
陀
仏
を
と
な
ふ
れ
ば　

難
陀
・
跋
難
大
龍
等

　

無
量
の
龍
神
尊
敬
し　

よ
る
ひ
る
つ
ね
に
ま
も
る
な
り（

11
（

天
神
・
地
祇
は
こ
と
ご
と
く　

善
鬼
神
と
な
づ
け
た
り

　

こ
れ
ら
の
善
神
み
な
と
も
に　

念
仏
の
ひ
と
を
ま
も
る
な
り（

11
（

こ
れ
ら
は
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
の
念
仏
を
称
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
梵
王
」「
帝
釈
」「
諸
天
善
神
」「
堅
牢
地
祇
」「
難
陀
」「
跋
難

大
龍
等
無
量
の
龍
神
」
等
の
あ
ら
ゆ
る
天
神
地
祇
が
「
よ
る
ひ
る
つ
ね
に
」
念
仏
者
を
護
念
す
る
こ
と
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ

ら
神
祇
は
「
善
鬼
神
」
と
名
づ
け
る
と
し
て
い
る
。
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こ
れ
に
つ
い
て
は
『
教
行
信
証
』「
信
巻
」
に
、

金
剛
の
真
心
を
獲
得
す
れ
ば
、
横
に
五
種
八
難
の
道
を
超
へ
、
必
ず
現
生
に
十
種
の
益
を
獲
。
何
者
か
十
と
す
る
。
一
に
は
冥
衆

護
持
の
益（

11
（

、

と
、
述
べ
て
い
る
現
生
十
益
の
第
一
「
冥
衆
護
持
の
益
」
を
詳
し
く
表
し
た
も
の
で
あ
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
信
心
獲
得
し

た
行
者
が
現
生
に
獲
る
十
種
の
利
益
の
う
ち
の
第
一
と
し
て
、「
冥
衆
」
す
な
わ
ち
諸
仏
・
諸
菩
薩
や
諸
神
と
い
っ
た
、
目
に
見
え
な

い
存
在
か
ら
護
持
さ
れ
る
利
益
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
仏
法
を
守
護
し
、信
心
の
行
者
を
護
持
す
る
善
鬼
神
と
は
、「
箱
根
霊
告
」

の
段
に
記
さ
れ
た
箱
根
権
現
が
親
鸞
を
尊
敬
し
て
い
る
と
い
う
構
図
と
同
じ
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
「
箱
根
霊
告
」
の
段
が
記
さ
れ
た
背

景
に
は
、
こ
の
よ
う
な
神
祇
護
念
の
教
義
が
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

一
方
、
親
鸞
は
『
月
蔵
経
』「
諸
悪
鬼
神
得
敬
信
品
」
を
引
用
し
て
、
か
つ
て
仏
法
に
触
れ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
後
に
悪
知
識
に
近

づ
い
た
因
縁
で
「
悪
鬼
神
」
と
し
て
生
ま
れ
た
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る（

11
（

。
こ
の
悪
鬼
神
と
は
、『
首
楞
厳
経
』
に
「
菩
提
の
路
を
失
し
、

詃
惑
無
識
に
し
て
、恐
は
心
を
失
せ
し
め
む（

11
（

」
と
あ
る
よ
う
に
、仏
道
を
歩
む
衆
生
を
欺
い
て
、つ
い
に
仏
道
を
失
わ
せ
る
存
在
を
い
い
、

真
実
か
ら
目
を
背
け
さ
せ
、
判
断
力
や
認
識
力
を
迷
わ
せ
る
存
在
で
あ
る
。
同
様
の
内
容
は
、『
起
信
論
』
引
文
に
お
い
て
も
導
き
出

す
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
衆
生
は
善
根
力
が
な
け
れ
ば
、
諸
魔
・
外
道
・
鬼
神
に
よ
っ
て
誑
か
さ
れ
惑
わ
さ
れ
る
こ
と
、
ま
た

恐
ろ
し
い
姿
を
現
し
た
り
、
あ
る
い
は
美
し
い
男
女
の
姿
で
現
れ
て
は
誘
惑
し
た
り
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る（

11
（

。
こ
れ
は
す
べ
て
衆

生
の
心
が
創
出
さ
せ
る
世
界
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
、
悪
鬼
神
を
示
す
意
味
と
は
、
鬼
神
に
迷
う
衆
生
の
心
を
浮
き
彫
り
に
さ

せ
、
善
根
力
の
必
要
性
を
説
く
こ
と
に
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
詰
ま
る
と
こ
ろ
信
心
、
菩
提
心
の
問
題
で
あ
り
、
鬼
神
に
迷
う
衆
生

に
仏
願
力
の
届
く
こ
と
を
願
い
、
引
用
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。

そ
し
て
、
親
鸞
は
こ
の
よ
う
な
仏
道
を
妨
げ
る
悪
鬼
神
が
、
念
仏
者
に
対
し
て
は
畏
れ
て
、
何
ら
妨
げ
を
な
す
も
の
で
は
な
い
こ
と

を
述
べ
て
い
る
。『
浄
土
和
讃
』「
現
世
利
益
讃
」
で
は
、
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願
力
不
思
議
の
信
心
は　

大
菩
提
心
な
り
け
れ
ば

　

天
地
に
み
て
る
悪
鬼
神　

み
な
こ
と
ご
と
く
お
そ
る
な
り（

11
（

と
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
力
回
向
の
信
心
は
、
大
菩
提
心
で
も
あ
る
の
で
、
天
地
に
満
ち
て
い
る
悪
鬼
神
が
み
な
そ
ろ
っ
て
畏
れ
る
の
で

あ
る
と
明
か
し
て
い
る
。
悪
鬼
神
が
「
み
な
こ
と
ご
と
く
お
そ
る
」
の
は
、
阿
弥
陀
仏
か
ら
回
向
さ
れ
る
信
心
が
大
菩
提
心
に
ほ
か
な

ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
信
心
を
獲
得
し
た
者
は
、「
阿
弥
陀
仏
の
御
こ
こ
ろ
に
を
さ
め
た
ま
ふ
」
摂
護
不
捨
が
あ
る
か

ら
こ
そ
、「
天
魔
波
旬
に
や
ぶ
ら
れ
ず
、
悪
鬼
・
悪
神
に
み
だ
ら
れ
ず（

11
（

」「
天
魔
波
旬
に
お
か
さ
れ
ず
、
悪
鬼
・
悪
神
な
や
ま
す
こ
と
な

し
と
な
り（

1（
（

」
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

五　

消
息
に
示
さ
れ
た
神
祇
の
意
味

と
こ
ろ
で
、
か
つ
て
『
正
像
末
和
讃
』「
悲
歎
述
懐
讃
」
と
「
念
仏
の
人
々
御
中
」
に
宛
て
た
消
息
と
を
対
照
し
て
、
神
祇
不
拝
と

神
祇
護
念
と
が
矛
盾
し
た
概
念
で
あ
る
と
す
る
説（

11
（

が
提
示
さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
を
契
機
に
親
鸞
の
神
祇
観
に
関
す

る
研
究
が
盛
ん
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
多
く
は
、
親
鸞
教
義
に
お
い
て
神
祇
不
拝
と
神
祇
護
念
と
が
矛
盾
し
な
い
根
拠
を
明
確

に
し
た
も
の
で
あ
り
、
両
者
が
真
実
信
心
に
お
い
て
共
に
成
立
す
る
と
論
じ
ら
れ
た
。 

そ
こ
で
「
念
仏
の
人
々
御
中
」
に
宛
て
た
消

息
を
見
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

ま
づ
よ
ろ
づ
の
仏
・
菩
薩
を
か
ろ
し
め
ま
い
ら
せ
、
よ
ろ
づ
の
神
祇
・
冥
道
を
あ
な
づ
り
す
て
た
て
ま
つ
る
と
ま
ふ
す
こ
と
、
こ

の
こ
と
ゆ
め
ゆ
め
な
き
こ
と
な
り
。
世
々
生
々
に
無
量
無
辺
の
諸
仏
・
菩
薩
の
利
益
に
よ
り
て
、
よ
ろ
づ
の
善
を
修
行
せ
し
か
ど

も
、
自
力
に
て
は
生
死
を
い
で
ず
あ
り
し
ゆ
へ
に
、
曠
劫
多
生
の
あ
ひ
だ
、
諸
仏
・
菩
薩
の
御
す
す
め
に
よ
り
て
、
い
ま
ま
う
あ

ひ
が
た
き
弥
陀
の
御
ち
か
ひ
に
あ
ひ
ま
ゐ
ら
せ
て
さ
ふ
ら
ふ
御
恩
を
し
ら
ず
し
て
、
よ
ろ
づ
の
仏
・
菩
薩
を
あ
だ
に
ま
ふ
さ
ん
は
、
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ふ
か
き
御
恩
を
し
ら
ず
さ
ふ
ら
ふ
べ
し
。
仏
法
を
ふ
か
く
信
ず
る
ひ
と
を
ば
、
天
地
に
お
は
し
ま
す
よ
ろ
づ
の
か
み
は
、
か
げ
の

か
た
ち
に
そ
へ
る
が
ご
と
く
し
て
、
ま
も
ら
せ
た
ま
ふ
こ
と
に
て
さ
ふ
ら
へ
ば
、
念
仏
を
信
じ
た
る
身
に
て
、
天
地
の
か
み
を
す

て
ま
ふ
さ
ん
と
お
も
ふ
こ
と
、
ゆ
め
ゆ
め
な
き
こ
と
な
り
。
神
祇
等
だ
に
も
す
て
ら
れ
た
ま
は
ず（

11
（

。

こ
の
消
息
の
主
題
は
、
弥
陀
一
仏
へ
帰
依
す
る
あ
ま
り
他
の
諸
仏
・
諸
菩
薩
を
軽
ん
じ
た
者
へ
の
誡
め
に
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て

は
、
一
楽
真
氏
が
「
自
ら
が
た
だ
念
仏
一
つ
と
い
う
信
に
立
つ
こ
と
と
、
他
の
人
が
崇
め
て
い
る
も
の
を
否
定
す
る
と
い
う
こ
と
は

イ
コ
ー
ル
で
は
な
い
。
そ
れ
を
自
ら
が
信
じ
て
い
る
も
の
だ
け
を
絶
対
化
し
て
他
を
軽
ん
ず
る
と
い
う
の
は
、
自
己
主
張
に
す
ぎ
な

い（
11
（

」
と
論
じ
て
い
る
よ
う
に
、
自
身
の
信
仰
に
帰
依
す
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
他
の
信
仰
を
対
立
的
・
排
他
的
に
否
定
す
る
態
度
を
取

る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

つ
づ
い
て
こ
の
消
息
で
は
、
衆
生
は
こ
れ
ま
で
何
度
も
生
死
を
経
め
ぐ
っ
て
き
た
中
で
、
数
限
り
な
い
仏
や
菩
薩
の
利
益
に
よ
っ
て
、

諸
善
を
修
行
し
て
き
た
が
、
自
力
で
は
生
死
を
出
離
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う
自
力
に
は
、
自

身
の
欲
望
を
叶
え
よ
う
と
す
る
行
為
で
あ
る
神
へ
の
礼
拝
が
含
ま
れ
て
い
る
。
親
鸞
は
神
祇
に
た
よ
る
衆
生
の
非
力
さ
を
問
題
と
し
、

衆
生
が
生
死
の
迷
い
か
ら
解
放
さ
れ
る
に
は
、
神
祇
不
拝
は
当
然
の
帰
結
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
阿
弥
陀
仏
の
誓
願

に
遇
う
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
諸
仏
・
菩
薩
の
「
御
す
す
め
」
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
で
あ
る
と
強
調
し
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
諸
仏
・

菩
薩
を
粗
末
に
扱
う
こ
と
は
、そ
の
「
御
恩
」
を
知
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
、念
仏
を
信
じ
る
者
が
「
天

地
の
神
を
す
て
ま
ふ
さ
ん
と
お
も
ふ
こ
と
」
と
、
天
地
の
神
を
無
視
す
る
は
ず
も
な
い（

11
（

と
語
っ
て
い
る
。
そ
の
根
拠
と
は
仏
法
を
深
く

信
じ
る
人
を
、
天
地
の
諸
神
が
「
か
げ
の
か
た
ち
に
そ
へ
る
が
ご
と
く
し
て
、
ま
も
ら
せ
た
ま
ふ
」
と
、
影
が
そ
の
姿
に
付
き
添
う
よ

う
に
離
れ
る
こ
と
な
く
護
持
す
る
か
ら
で
あ
る
。「
か
げ
の
か
た
ち
に
そ
へ
る
が
ご
と
く
」
と
い
う
表
現
は
、『
唯
信
鈔
文
意
』
に
も

南
無
阿
弥
陀
仏
は
智
慧
の
名
号
な
れ
ば
、
不
可
思
議
光
仏
の
御
な
を
信
受
し
て
憶
念
す
れ
ば
、
観
音
・
勢
至
は
か
な
ら
ず
か
げ
の

か
た
ち
に
そ
え
る
が
ご
と
く
な
り（

11
（

。
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と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
南
無
阿
弥
陀
仏
の
名
号
が
智
慧
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
名
号
を
信
受
し
て
憶
念
す
れ
ば
、
観
音
・
勢
至
二
菩
薩

が
護
念
す
る
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
『
浄
土
和
讃
』「
現
世
利
益
讃
」
で
護
法
善
神
説
の
和
讃
を
示
し
た
直
後
に
讃
え
た
、

南
無
阿
弥
陀
仏
を
と
な
ふ
れ
ば　

観
音
・
勢
至
は
も
ろ
と
も
に

　

恒
沙
塵
数
の
菩
薩
と　

か
げ
の
ご
と
く
に
身
に
そ
へ
り（

11
（

と
い
う
和
讃
の
内
容
と
も
重
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
諸
仏
・
諸
菩
薩
を
語
る
と
こ
ろ
で
神
祇
も
同
様
に
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、

諸
仏
・
諸
菩
薩
と
神
祇
は
、
念
仏
者
を
護
念
す
る
と
い
う
性
質
に
お
い
て
共
通
す
る
存
在
で
あ
る
と
言
え
る
。

そ
し
て
「
神
祇
等
だ
に
も
す
て
ら
れ
た
ま
は
ず
」
と
い
う
「
だ
に
も
」
の
語
に
注
目
し
て
、嬰
木
義
彦
氏
が
「
廃
捨
さ
れ
た
も
の
も
、

現
在
の
自
己
存
在
を
支
え
て
い
る
一
要
素
と
し
て
新
し
い
存
在
価
値
を
も
つ
も
の
と
し
て
再
発
見
さ
れ
て
く
る（

11
（

」
と
指
摘
し
て
い
る

よ
う
に
、
親
鸞
に
と
っ
て
神
祇
と
は
信
心
獲
得
に
よ
っ
て
阿
弥
陀
仏
の
本
願
を
中
心
と
す
る
世
界
観
に
お
い
て
再
構
築
さ
れ
、
諸
仏
・

諸
菩
薩
と
共
に
念
仏
者
を
護
念
す
る
と
い
う
新
し
い
意
味
づ
け
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
親
鸞
に
と
っ
て
神
祇
は
無
視

す
る
こ
と
の
で
き
な
い
存
在
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、消
息
に
は
諸
天
善
神
や
神
祇
の
罰
に
つ
い
て
も
言
及
し
た
も
の
が
あ
る
。「
こ
の
御
ふ
み
ど
も
の
様
、く
わ
し
く
み
さ
ふ
ら
ふ
」

に
始
ま
る
五
月
二
十
九
日
付
の
消
息
に
は
、

ま
た
よ
る
も
ひ
る
も
慈
信
一
人
に
、
人
に
は
か
く
し
て
法
文
を
し
へ
た
る
こ
と
さ
ふ
ら
は
ず
。
も
し
こ
の
こ
と
、
慈
信
に
ま
う

し
な
が
ら
、
そ
ら
ご
と
を
も
ま
う
し
か
く
し
て
、
人
に
も
し
ら
せ
ず
し
て
を
し
へ
た
る
こ
と
さ
ふ
ら
は
ば
、
三
宝
を
本
と
し
て
、

三
界
の
諸
天
善
神
・
四
海
の
龍
神
八
部
・
閻
魔
王
界
の
神
祇
冥
道
の
罰
を
、
親
鸞
が
身
に
こ
と
ご
と
く
か
ぶ
り
さ
ふ
ら
ふ
べ
し（

11
（

。

と
、
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
消
息
は
、
親
鸞
の
息
男
慈
信
房
善
鸞
の
義
絶
を
関
東
の
門
弟
に
通
知
す
る
手
紙
と
い
わ
れ
、
親
鸞

八
十
四
歳
の
建
長
八
年
五
月
二
十
九
日
、
い
わ
ゆ
る
「
慈
信
房
義
絶
状
」
と
同
日
に
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
他
人
に
隠
し
て
た
だ
一
人
慈
信
房
の
み
に
教
え
を
伝
え
た
と
い
う
な
ら
ば
、
仏
法
僧
の
三
宝
を
根
本
と
し
て
、
欲
界
・
色
界
・
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無
色
界
の
三
界
の
諸
天
善
神
や
四
海
の
仏
法
を
守
護
す
る
八
種
の
鬼
神
や
閻
魔
王
界
の
神
祇
冥
道
が
く
だ
す
罰
を
、
親
鸞
が
こ
の
身
に

受
け
る
こ
と
で
あ
る
と
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
慈
信
房
の
問
題
は
仏
法
に
関
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
三
宝
の
罰
と
言
う
こ
と
も
あ
ろ

う
が
、
親
鸞
は
こ
こ
に
神
祇
の
罰
を
も
含
ん
で
い
る
。
仏
・
菩
薩
の
み
な
ら
ず
、
天
神
・
地
祇
を
も
含
め
た
世
界
観
を
展
開
し
て
い
る
。

こ
こ
で
い
う
神
祇
に
関
す
る
表
現
は
、
起
請
文
と
し
て
の
定
型
句
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
そ
れ
以
上
に
前
述
し
た
、

阿
弥
陀
仏
の
本
願
に
帰
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
仏
法
を
根
本
と
し
て
新
た
に
意
味
づ
け
ら
れ
た
神
祇
に
対
す
る
思
い
を
語
っ
た
も
の
で

あ
っ
た
と
考
え
る
。お

わ
り
に

親
鸞
が
箱
根
権
現
を
訪
問
し
た
と
す
る
『
親
鸞
伝
絵
』
の
記
述
は
、
近
年
覚
如
の
創
作
で
は
な
く
、
史
実
の
可
能
性
が
極
め
て
高
い

と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
当
時
、
箱
根
社
を
統
治
し
て
い
た
の
が
法
然
の
門
弟
の
聖
覚
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
の

聖
覚
を
通
し
て
親
鸞
と
箱
根
権
現
と
の
関
係
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
箱
根
権
現
の
話
は
、
覚
如
に
と
っ
て
本
願
寺
を
社
会
的
に
権
威
づ
け
る
意
図
が
あ
っ
た
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
の
、
親

鸞
の
足
跡
を
書
き
と
め
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、「
箱
根
霊
告
」
の
段
は
、
神
が
親
鸞
を
尊
敬
し
た
こ
と
を
記
し
た

も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
親
鸞
の
神
祇
護
念
の
教
説
と
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
親
鸞
が
神
祇
不
帰
依
を
主
張
し
た

こ
と
は
、
神
祇
に
た
よ
る
衆
生
の
無
明
煩
悩
を
悲
歎
す
る
こ
と
で
も
あ
り
、
神
祇
を
対
立
的
・
排
他
的
に
理
解
す
る
も
の
で
も
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
親
鸞
教
義
の
上
か
ら
も
親
鸞
が
箱
根
権
現
を
訪
問
し
た
こ
と
は
決
し
て
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
く
、
明
確
に
説
明
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
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【
註
】

（
1 
） 顕
誓
『
反
古
裏
書
』（『
真
宗
史
料
集
成
』
第
二
巻
、
七
四
一
頁
）。

（
2
） 『
恵
信
尼
消
息
』
第
三
通
（『
浄
土
真
宗
聖
典
─
原
典
版
─
』
八
九
二
〜
八
九
四
頁
、『
浄
土
真
宗
聖
典
─
註
釈
版
第
二
版
─
』
八
一
五
〜
八
一
七
頁
、『
真

宗
聖
教
全
書
』
五
、一
〇
一
〜
一
〇
二
頁
）。

（
3
） 

顕
誓
『
反
古
裏
書
』（『
真
宗
史
料
集
成
』
第
二
巻
、七
四
一
〜
七
四
二
頁
）、『
本
願
寺
史
第
一
巻
』（
本
願
寺
出
版
社
、二
〇
一
〇
年
）
一
三
〇
頁
。
な
お
、

『
本
願
寺
史
第
一
巻
』
で
は
帰
洛
の
年
時
を
、
一
般
的
な
説
と
し
て
「
お
よ
そ
文
暦
元
年
、
宗
祖
六
十
二
歳
ご
ろ
と
推
測
」
し
て
い
る
。

（
4
） 『
本
願
寺
史
第
一
巻
』
二
〇
五
〜
二
〇
六
頁
。

（
5
） 

草
野
顕
之
『
親
鸞
の
伝
記
─
『
御
伝
鈔
』
の
世
界
』（
筑
摩
書
房
、
二
〇
一
〇
年
）
に
は
、「
箱
根
霊
告
」
の
「
伝
承
を
伝
え
る
寺
院
が
な
か
っ
た
の
か
、

近
世
に
編
纂
さ
れ
た
旧
跡
巡
拝
記
の
類
に
は
、こ
の
話
は
詳
し
く
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
」（
一
八
二
頁
）
と
述
べ
た
う
え
で
、『
大
谷
遺
跡
録
』
と
『
二
十
四

輩
順
拝
図
絵
』
に
「
箱
根
大
権
現
」
の
項
が
あ
る
こ
と
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
ち
な
み
に
『
大
谷
遺
跡
録
』
に
は
「
高
祖
聖
人
六
十
二
歳
、
文
暦
元
年

八
月
十
七
日
よ
り
三
日
間
御
逗
留
云
云
」（『
真
宗
史
料
集
成
』
第
八
巻
、
七
三
一
頁
）
と
あ
り
、『
二
十
四
輩
順
拝
図
絵
』
に
は
「
文
暦
元
年
八
月
十
七

日
聖
人
御
帰
洛
の
砌
、
こ
の
山
坂
を
通
行
な
し
給
ひ
け
る
時
権
現
巫
の
翁
に
命
じ
て
招
請
し
給
ひ
、
三
日
が
間
種
々
御
饗
応
あ
り
け
る
と
か
や
事
実
委

く
は
御
伝
抄
に
し
め
し
給
ひ
世
の
よ
く
知
る
所
な
り
」（『
真
宗
史
料
集
成
』
第
八
巻
、
九
六
六
頁
）
と
記
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
親
鸞
が
箱
根
に
三
日

間
逗
留
し
た
と
い
う
伝
承
は
、
神
奈
川
県
足
柄
下
郡
箱
根
町
・
萬
福
寺
（
真
宗
大
谷
派
）
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
際
、
萬
福
寺
で
は
親
鸞
が
自
作

の
御
影
と
十
字
名
号
を
箱
根
権
現
に
授
与
し
た
と
し
て
い
る
。

（
6
） 『
浄
土
真
宗
聖
典
─
原
典
版
─
』
一
〇
八
一
頁
、『
浄
土
真
宗
聖
典
─
註
釈
版
第
二
版
─
』
一
〇
五
五
〜
一
〇
五
六
頁
、『
真
宗
聖
教
全
書
』
三
、六
五
〇
頁
。

（
7
） 

草
野
顕
之
『
親
鸞
の
伝
記
─
『
御
伝
鈔
』
の
世
界
』（
筑
摩
書
房
、
二
〇
一
〇
年
）
一
八
〇
頁
、
今
井
雅
晴
『
親
鸞
聖
人
と
箱
根
権
現
（
歴
史
を
知
り
、

親
鸞
を
知
る
⑨
）』（
二
〇
一
五
年
、
自
照
社
出
版
）
一
一
〜
一
二
頁
参
照
。

（
8
） 『
箱
根
神
社
体
系
上
巻
』（
箱
根
神
社
社
務
所
編
、名
著
出
版
、一
九
八
〇
年
）
四
〜
六
頁
、岩
崎
宗
純
『
中
世
の
箱
根
山
』（
神
奈
川
新
聞
社
、一
九
九
八
年
）

二
八
〜
三
〇
頁
参
照
。

（
9
） 

平
松
令
三
『
聖
典
セ
ミ
ナ
ー
親
鸞
聖
人
伝
絵
』（
本
願
寺
出
版
社
、
一
九
九
七
年
）
二
三
九
頁
。

（
10
） 

平
松
令
三
『
聖
典
セ
ミ
ナ
ー
親
鸞
聖
人
伝
絵
』（
本
願
寺
出
版
社
、
一
九
九
七
年
）
二
四
〇
頁
。

（
11
） 

小
島
惠
昭
「
箱
根
と
熊
野　

神
祇
不
拝
と
汚
穢
不
浄
」（『
誰
も
書
か
な
か
っ
た
親
鸞
─
伝
絵
の
真
実
』、
法
蔵
館
、
二
〇
一
〇
年
）。

（
12
） 

覚
如
は
『
親
鸞
伝
絵
』
巻
下
第
五
「
熊
野
霊
告
」
の
段
で
、「
証
誠
殿
の
本
地
す
な
は
ち
今
の
教
主
な
り
。
故
に
と
て
も
か
く
て
も
衆
生
に
結
縁
の
志
ふ

か
き
に
よ
り
て
和
光
の
垂
迹
を
留
た
ま
ふ
。
垂
迹
を
留
る
本
意
た
だ
結
縁
の
群
類
を
し
て
願
海
に
引
入
せ
ん
と
な
り
。」（『
浄
土
真
宗
聖
典
─
原
典
版
─
』
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一
〇
八
二
頁
、『
浄
土
真
宗
聖
典
─
註
釈
版
第
二
版
─
』
一
〇
五
八
頁
、『
真
宗
聖
教
全
書
』
三
、六
五
一
〜
六
五
二
頁
）
と
、
本
地
の
阿
弥
陀
仏
は
熊
野

権
現
と
し
て
垂
迹
し
て
い
る
と
述
べ
、そ
れ
は
衆
生
を
阿
弥
陀
仏
の
本
願
海
に
引
入
さ
せ
る
た
め
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
。
覚
如
の
神
祇
観
に
つ
い
て
は
、

拙
論
「
覚
如
・
存
覚
教
学
と
和
歌
─
特
に
神
祇
観
に
つ
い
て
─
」（
大
取
一
馬
編
『
浄
土
真
宗
玉
林
和
歌
集
』、
臨
川
書
店
、
二
〇
〇
一
年
）
で
論
じ
た
。

（
13
） 
平
松
令
三
『
聖
典
セ
ミ
ナ
ー
親
鸞
聖
人
伝
絵
』（
本
願
寺
出
版
社
、
一
九
九
七
年
）
二
四
四
頁
。

（
14
） 

平
松
令
三
『
聖
典
セ
ミ
ナ
ー
親
鸞
聖
人
伝
絵
』（
本
願
寺
出
版
社
、
一
九
九
七
年
）
二
四
四
頁
。

（
15
） 

平
松
令
三
『
親
鸞
（
歴
史
文
化
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
三
七
）』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
八
年
）
二
〇
〇
頁
。

（
16
） 

今
井
雅
晴
『
親
鸞
聖
人
と
箱
根
権
現
（
歴
史
を
知
り
、
親
鸞
を
知
る
⑨
）』（
自
照
社
出
版
、
二
〇
一
五
年
）
四
三
〜
五
五
頁
。
な
お
、
橋
本
順
正
「
相

模
国
の
親
鸞
：
一
切
経
校
合
を
中
心
に
（
一
）」（『
親
鸞
の
水
脈
』
第
一
八
号
、
二
〇
一
五
年
）
に
は
、『
門
葉
記
』「
大
懺
法
院
起
請
（
付
発
願
文
）」（『
大

正
新
修
大
蔵
経
』
図
像
部
第
一
二
巻
、
一
一
頁
中
）
の
署
名
に
、「
権
律
師
法
橋
上
人
位
隆
寛
」
の
名
前
が
見
え
る
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。

（
17
） 『
浄
土
真
宗
聖
典
全
書
』（
以
下
、『
聖
典
全
書
』）
二
、一
一
〇
一
頁
。

（
18
） 

柏
原
祐
泉
「
親
鸞
に
お
け
る
神
祇
の
構
造
」
は
、「
神
祇
不
拝
が
浄
土
真
宗
の
教
意
を
開
陳
す
る
た
め
の
純
教
法
的
な
立
場
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
」（『
真
宗
史
仏
教
史
の
研
究
Ⅰ
親
鸞
・
中
世
篇
』
二
九
頁
、
平
楽
寺
書
店
、
一
九
九
五
年
）
と
論
じ
て
い
る
。

（
19
） 

親
鸞
に
お
け
る
神
祇
観
に
関
す
る
主
な
論
考
と
し
て
、
嬰
木
義
彦
「
親
鸞
聖
人
の
神
祇
観
」（『
真
宗
研
究
』
第
一
七
輯
、
一
九
七
二
年
）、
田
代
俊
孝
「
親

鸞
に
お
け
る
神
祇
の
「
不
拝
」
と
「
不
捨
」
に
つ
い
て
」（『
真
宗
研
究
』
第
二
九
号
、
一
九
八
四
年
）、
林
智
康
「
親
鸞
の
神
祇
観
」（『
九
州
龍
谷
短
期

大
学
紀
要
』
第
三
二
号
、
一
九
八
六
年
）、
山
崎
龍
明
「
神
祇
不
拝
の
本
質
的
意
義
」（『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
第
三
七
巻
第
二
号
、
一
九
八
九
年
）、

本
多
静
芳
「
親
鸞
の
神
祇
観
」（『
武
蔵
野
女
子
大
学
紀
要
』
第
二
六
号
、
一
九
九
一
年
）、
内
藤
知
康
「
親
鸞
の
神
祇
観
に
つ
い
て
の
一
考
察
」（『
龍
谷

紀
要
』
第
一
五
巻
第
一
号
、
一
九
九
三
年
）、
西
義
人
「『
教
行
信
証
』
と
神
祇
観
」（『『
教
行
信
証
』
の
研
究
第
二
巻
『
顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類
』
の

背
景
と
展
開
』、
二
〇
一
二
年
）
等
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
論
は
、
こ
れ
ら
先
行
研
究
を
参
考
と
し
た
。

（
20
） 

宮
崎
圓
遵
「
親
鸞
の
神
祇
批
判
」
は
、「「
述
懐
和
讃
」
や
消
息
は
時
代
人
の
日
常
生
活
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
わ
が
国
の
神
祇
を
除
外
し
て
い

る
は
ず
は
な
く
、
こ
の
点
に
お
い
て
、
親
鸞
は
わ
が
国
の
神
祇
を
も
同
様
に
考
定
し
て
い
た
と
い
い
得
る
で
あ
ろ
う
」（『
初
期
真
宗
の
研
究
』
五
七
〜

五
八
頁
、
永
田
文
昌
堂
、
一
九
七
一
年
）
と
論
じ
て
い
る
。

（
21
） 『
聖
典
全
書
』
二
、五
二
〇
頁
。

（
22
） 『
聖
典
全
書
』
二
、八
三
四
頁
。

（
23
） 『
聖
典
全
書
』
二
、二
二
一
頁
。

（
24
） 

柏
原
祐
泉
『
真
宗
史
仏
教
史
の
研
究
Ⅰ
親
鸞
・
中
世
篇
』（
平
楽
寺
書
店
、
一
九
九
五
年
）
二
九
頁
。
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（
25
） 『
聖
典
全
書
』
二
、六
七
一
頁
。

（
26
） 『
聖
典
全
書
』
二
、一
四
五
頁
。

（
27
） 『
聖
典
全
書
』
二
、一
六
六
頁
。

（
28
） 『
聖
典
全
書
』
二
、二
四
〇
頁
。

（
29
） 『
聖
典
全
書
』
二
、二
四
〇
頁
。

（
30
） 『
聖
典
全
書
』
二
、二
四
二
頁
。

（
31
） 『
聖
典
全
書
』
二
、五
二
一
頁
。

（
32
） 『
聖
典
全
書
』
二
、五
二
二
頁
。

（
33
） 『
聖
典
全
書
』
二
、二
四
一
頁
。

（
34
） 『
聖
典
全
書
』
二
、二
五
三
頁
。『
論
語
』
先
進
第
十
一
の
「
季
路
問
事
鬼
神
子
曰
未
能
事
人
焉
能
事
鬼
」
を
、通
常
「
季
路
、鬼
神
に
事
へ
ん
こ
と
を
問
ふ
。

子
の
曰
く
、
未
だ
人
に
事
ふ
る
こ
と
能
は
ず
。
い
づ
く
ん
ぞ
能
く
鬼
神
に
事
へ
ん
や
」
と
読
む
と
こ
ろ
を
、「
季
路
問
は
く
、
鬼
神
に
事
へ
む
か
と
。
子

の
曰
く
、
事
ふ
る
こ
と
能
は
ず
。
人
い
づ
く
ん
ぞ
能
く
鬼
神
に
事
へ
ん
や
」
と
し
て
い
る
。『
浄
土
真
宗
聖
典
─
註
釈
版
第
二
版
─
』
四
七
一
〜
四
七
二

頁
脚
註
参
照
。

（
35
） 

拙
論
「
親
鸞
に
お
け
る
鬼
神
の
意
味
」（『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
第
五
一
巻
第
一
号
、
二
〇
〇
二
年
）。

（
36
） 『
聖
典
全
書
』
二
、二
五
二
頁
。

（
37
） 『
聖
典
全
書
』
二
、二
五
三
頁
。

（
38
） 『
聖
典
全
書
』
二
、二
三
〇
頁
。

（
39
） 『
聖
典
全
書
』
二
、二
三
三
頁
。

（
40
） 『
聖
典
全
書
』
二
、二
三
四
頁
。

（
41
） 『
聖
典
全
書
』
二
、三
八
九
頁
。

（
42
） 『
聖
典
全
書
』
二
、三
九
〇
頁
。

（
43
） 『
聖
典
全
書
』
二
、三
九
〇
頁
。

（
44
） 『
聖
典
全
書
』
二
、三
九
二
頁
。

（
45
） 『
聖
典
全
書
』
二
、九
四
〜
九
五
頁
。

（
46
） 『
聖
典
全
書
』
二
、二
二
七
頁
。
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（
47
） 『
聖
典
全
書
』
二
、二
三
九
〜
二
四
〇
頁
。

（
48
） 『
聖
典
全
書
』
二
、二
四
一
〜
二
四
二
頁
。

（
49
） 『
聖
典
全
書
』
二
、三
九
二
頁
。

（
50
） 『
尊
号
真
像
銘
文
』（『
聖
典
全
書
』
二
、六
三
〇
頁
）。

（
51
） 『
一
念
多
念
文
意
』（『
聖
典
全
書
』
二
、六
六
七
頁
）。

（
52
） 

戸
頃
重
基
『
鎌
倉
仏
教
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
六
七
年
）
は
、「
一
方
で
拒
絶
し
他
方
で
妥
協
す
る
よ
う
な
矛
盾
が
、
親
鸞
の
場
合
は
神
祇
観
に
も
現

れ
て
い
る
」「
さ
き
の
一
神
教
的
信
仰
と
し
て
有
す
る
非
妥
協
的
反
神
道
観
が
汎
神
論
的
仏
教
の
ひ
と
つ
と
し
て
有
す
る
妥
協
的
神
道
観
へ
移
行
し
て
い

る
の
で
あ
る
」（
一
四
六
〜
一
四
七
頁
）
と
論
じ
た
。

（
53
） 『
聖
典
全
書
』
二
、八
三
四
頁
。

（
54
） 

一
楽
真
『
親
鸞
の
教
化
─
和
語
聖
教
の
世
界
』（
筑
摩
書
房
、
二
〇
一
○
年
）
二
〇
〇
頁
。

（
55
） 

河
田
光
夫
『
親
鸞
か
ら
の
手
紙
を
読
み
解
く
』（
明
石
書
店
、
一
九
九
六
年
）
に
、「
す
て
ま
ふ
さ
ん
と
お
も
ふ
こ
と
」
を
、「
無
視
し
、
申
し
上
げ
よ
う

と
思
う
こ
と
」（
四
一
頁
）
と
訳
し
て
い
る
。
西
義
人
「『
教
行
信
証
』
と
神
祇
観
」（『『
教
行
信
証
』
の
研
究
第
二
巻
『
顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類
』
の

背
景
と
展
開
』、二
〇
一
二
年
）
も
河
田
光
夫
氏
の
解
釈
に
従
っ
て
、「
信
心
の
念
仏
者
が
阿
弥
陀
如
来
以
外
の
諸
仏
菩
薩
を
軽
ん
じ
た
り
、神
を
あ
な
ど
っ

て
無
視
し
た
り
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
道
理
と
し
て
あ
り
え
な
い
こ
と
で
あ
る
と
、
断
言
し
て
い
る
の
で
あ
る
」（
三
六
〇
頁
）
と
論
じ
て
い
る
。

（
56
） 『
聖
典
全
書
』
二
、六
八
六
頁
。

（
57
） 『
聖
典
全
書
』
二
、三
九
三
頁
。

（
58
） 

嬰
木
義
彦
「
親
鸞
聖
人
の
神
祇
観
」（『
真
宗
研
究
』
第
一
七
輯
、
一
九
七
二
年
）。

（
59
） 『
聖
典
全
書
』
二
、八
七
五
〜
八
七
六
頁
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】

　

親
鸞　

箱
根
権
現　

覚
如　

聖
覚　

門
葉
記　

神
祇
不
帰
依　

悲
歎　

神
祇
護
念


