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「
日
本
霊
異
記
の
罪
業
と
救
済
の
形
象
」
は
、
『
霊
異
記
』
に
お
け
る
人
間
の

罪
業
と
救
済
の
構
造
、
救
済
者
た
る
〈
聖
人
伝
〉
の
形
象
化
に
つ
い
て
考
察
し
、
『
霊
異
記
』
の
文
学
的

意
義
を
論
じ
る
も
の
で
あ
る
。
人
間
の
罪
業
を
語
る
説
話
、
罪
を
救
済
す
る
聖
人
の
伝
承
を
取
り
上
げ
、

説
話
文
脈
の
典
拠
を
仏
典
の
世
界
に
求
め
な
が
ら
、
古
代
日
本
人
の
欲
望
に
お
け
る
罪
業
と
葛
藤
が
、
如

何
に
文
学
と
し
て
描
か
れ
た
の
か
論
じ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

本
論
文
は
、
「
序
論
」
（Ⅰ

本
論
文
の
目
的
と
方
法
、Ⅱ

『
霊
異
記
』
に
お
け
る
罪
業
観
と
救
済
の
構

造
、Ⅲ

『
霊
異
記
』
下
巻
第
三
十
八
縁
の
研
究
史─

二
つ
の
夢
見
と
夢
解─

、Ⅳ

、
本
論
文
の
概
要
）
、

「
第
一
部 

罪
業
の
形
象
」
（
六
章
）
、｢

第
二
部
〈
聖
人
伝
〉
の
形
象｣

（
四
章
）
、｢

結
論｣

に
よ
っ
て

構
成
す
る
。
以
下
、
各
論
の
概
要
を
述
べ
る
。 

第
一
部｢

罪
業
の
形
象｣

は
、
編
者
の
感
得
し
た
「
愛
網
の
業
」
の
問
題
を
通
し
て
、
人
間
が
い
か
に
罪

業
と
対
峙
し
、
救
済
を
得
る
の
か
を
検
討
す
る
。
そ
こ
で
は
罪
と
業
の
関
係
性
、
罪
業
と
救
済
の
形
象
化

を
論
じ
る
。 

第
一
章
「
狐
妻
説
話
に
お
け
る
主
題─

愛
欲
の
表
現
と
異
類
婚
姻
譚─

｣
（
は
じ
め
に
、
一
、
『
霊
異
記
』

に
見
る
狐
妻
説
話
と
そ
の
主
題
、
二
、
狐
の
変
化
と｢

姝
し
き
女｣

へ
の
眼
差
し
、
三
、
異
類
婚
姻
譚
に
お

け
る
愛
欲
、
お
わ
り
に
） 

本
章
は
、
上
巻
第
二
縁
の
異
類
婚
姻
譚
の
主
題
の
変
容
と
、
漢
籍
に
お
け
る
狐
の
怪
異
譚
を
考
察
す
る
。

狐
は
美
女
や
菩
薩
に
変
化
し
て
人
を
誑
か
す
よ
う
に
、
狐
と
の
恋
愛
は
禁
忌
と
し
て
語
る
べ
き
も
の
で
あ

っ
た
。
さ
ら
に
他
の
異
類
婚
姻
譚
と
の
比
較
に
よ
れ
ば
、
本
縁
は
狐
と
の
愛
欲
と
業
の
問
題
を
提
示
す
る

こ
と
に
主
眼
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
本
章
で
は
、
男
の
求
め
る
美
女
と
し
て
ま
な
ざ
さ
れ
る
狐
の
表
現

性
か
ら
、
男
の
愛
着
に
よ
る
婚
姻
と
そ
こ
に
生
じ
る
業
を
論
じ
る
。 

第
二
縁
は
狐
と
の
婚
姻
に
対
し
、
恋
愛
描
写
を
以
て
叙
情
的
に
描
か
れ
て
い
た
。
し
か
し
『
捜
神
記
』
、

『
太
平
広
記
』
に
お
い
て
狐
は
美
女
や
丈
夫
へ
と
変
じ
、
人
間
の
男
女
を
誑
か
し
、
仏
教
を
侮
蔑
す
る
悪

し
き
獣
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
点
、
『
霊
異
記
』
の
狐
妻
説
話
は
『
古
事
記
』
上
巻
の
豊

玉
毘
売
と
の
婚
姻
譚
や
、
中
巻
崇
神
記
の
意
冨
多
々
泥
古
出
自
譚
の
よ
う
な
、
氏
族
の
優
位
性
や
正
当
性

を
主
張
す
る
話
と
は
異
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
獣
と
の
婚
姻
に
対
す
る
隠
れ
た
欲
望
が
顕
在
化
し
た
結

果
の
説
話
叙
述
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
人
間
で
な
い
者
に
対
す
る
愛
欲
は
、
吉
祥
天
女
へ
愛
欲
を
抱
い

た
優
婆
塞
（
中
巻
第
十
三
縁
）
も
同
様
で
あ
る
。
本
来
な
ら
ば
優
婆
塞
の
行
為
は
戒
律
へ
の
抵
触
と
な
る

が
、
吉
祥
天
女
へ
の
熱
心
な
信
仰
に
よ
っ
て
生
じ
た
奇
縁
と
し
て
賞
賛
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
僧
侶
の

愛
欲
を
信
仰
心
の
顕
れ
と
し
て
展
開
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
や
は
り
人
間
の
愛
欲
に
対
す

る
肯
定
的
な
姿
勢
が
う
か
が
え
る
。
上
巻
第
二
縁
は
異
類
婚
で
あ
る
が
故
に
、
夫
婦
の
別
離
と
歌
に
よ
っ

て
物
語
は
閉
じ
る
。
夫
婦
は
破
綻
を
迎
え
る
も
の
の
愛
欲
へ
の
戒
め
で
は
語
り
切
れ
な
い
、
相
対
す
る
恋

情
が
こ
こ
に
は
あ
り
、
他
者
へ
の
欲
望
と
罪
業
の
問
題
を
抱
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
『
霊
異

記
』
編
者
と
さ
れ
る
景
戒
が
、
「
愛
業
の
網
」
（
下
巻
第
三
十
八
縁
）
を
為
し
た
と
述
べ
る
こ
と
も
含
め
、

仏
道
修
行
に
お
け
る
戒
律
と
愛
欲
と
い
う
問
題
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。 



- 2 - 

 

第
二
章
「
狐
妻
説
話
に
お
け
る
恋
歌
―
「
窈
窕
裳
襴
引
逝
也
」
と
の
関
係
を
通
し
て
―
」
（ 

は
じ
め
に
、

一
、
狐
妻
説
話
の
変
容
と
歌
の
意
義
、
二
、
当
該
歌
の
先
行
研
究
、
三
、
「
窈
窕
」
の
表
現
性
、
四
、
散

文
部
「
裳
襴
引
逝
也
」
の
表
現
性
、
五
、
『
万
葉
集
』
に
お
け
る
類
歌
、
六
、
「
ほ
の
か
」
と
「
は
ろ
か
」
、

お
わ
り
に
） 

第
一
章
で
取
り
上
げ
た
異
類
婚
姻
譚
に
見
え
る
歌
に
着
目
す
る
。
夫
婦
別
離
の
際
、
狐
妻
が
去
る
描
写

は｢

窈
窕
裳
襴
引
逝
也｣
と
表
現
さ
れ
、
そ
の
姿
に
よ
っ
て
夫
の
詠
歌
へ
と
転
じ
る
。
本
章
で
は
夫
の
歌
を

中
心
と
し
て
『
万
葉
集
』
類
歌
と
の
比
較
を
行
な
っ
た
。｢

窈
窕
裳
襴
引
逝
也｣

と
い
う
散
文
脈
の
叙
述
に

よ
っ
て
恋
の
心
が
惹
起
さ
れ
、
夫
の
歌
は
、
「
は
ろ
か
」
の
語
に
よ
っ
て
異
界
へ
と
赴
く
妻
の
姿
を
見
て

い
る
。
一
方
で
、
恋
心
に
よ
っ
て
生
じ
た
狐
と
の
婚
姻
は
愛
欲
に
お
け
る
業
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。 

『
霊
異
記
』
は
異
類
婚
姻
譚
の
定
型
で
あ
る
婚
姻
破
綻
の
場
面
に
敢
て
、
恋
歌
を
載
せ
る
。
「
は
ろ
か
」

の
語
に
よ
っ
て
人
間
と
異
類
と
の
隔
絶
を
示
し
な
が
ら
も
、
夫
の
詠
歌
は
物
語
を
潤
沢
な
も
の
と
し
て
昇

華
さ
せ
て
い
る
。
歌
は
『
万
葉
集
』
と
類
歌
関
係
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
狐
と
の
悪
縁
に
よ
る
邪
淫
譚
と
し

て
排
除
し
き
れ
な
い
、
悲
恋
の
物
語
と
し
て
語
ろ
う
と
す
る
志
向
の
結
果
と
考
え
ら
れ
る
。
『
万
葉
集
』

は
題
詞
や
左
注
に
よ
っ
て
、
歌
の
背
後
に
付
随
し
た
伝
承
を
語
る
方
法
を
取
る
が
、
『
霊
異
記
』
は
仏
教

説
話
の
中
に
歌
を
必
須
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
『
霊
異
記
』
説
話
と
歌
の
機
能
に
つ
い
て
は
、
記
紀
歌

謡
等
を
参
照
と
し
た
広
範
囲
に
渉
る
説
話
と
歌
へ
の
考
察
や
、
仏
典
に
お
け
る
詠
歌
の
意
義
等
を
考
察
す

る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
た
だ
当
該
の
上
巻
第
二
縁
に
つ
い
て
い
え
ば
、
散
文
の
み
で
は
成
し
得
な
か
っ

た
夫
の
慕
情
と
物
語
の
余
韻
を
残
す
こ
と
が
出
来
て
い
る
。
こ
こ
に
は
愛
欲
の
邪
淫
性
と
、
悲
恋
物
語
と

い
う
説
話
主
題
の
ず
れ
が
存
す
る
が
、
夫
婦
別
離
の
歌
を
載
せ
る
こ
と
は
『
万
葉
集
』
の
類
型
表
現
を
享

受
し
た
結
果
で
あ
る
と
論
じ
た
。 

第
三
章
「
「
愛
心
深
入
」
に
お
け
る
女
の
因
業
」
（
は
じ
め
に
、
一
、
「
愛
心
深
入
」
に
お
け
る
文
脈

の
問
題
点
、
二
、
『
霊
異
記
』
の
夢
見
、
三
、
神
識
に
み
る
人
間
の
心
的
作
用
、
四
、
女
の
「
愛
心
深
入
」
、

お
わ
り
に
） 

中
巻
第
四
十
一
縁
は
蛇
と
娘
の
異
類
婚
姻
譚
で
あ
る
。
娘
の
心
情
は
「
愛
心
深
入
」
と
表
現
さ
れ
る
。

こ
の
「
愛
心
」
の
語
と
、
蛇
と
の
婚
姻
が
娘
の
業
に
影
響
を
受
け
た
「
神
識
」
が
原
因
と
捉
え
る
説
話
叙

述
に
注
目
し
て
、
「
愛
心
」
と
「
神
識
」
の
意
味
を
仏
典
や
仏
教
教
理
を
通
じ
て
考
察
し
た
。
「
神
識
」

と
は
人
間
の
精
神
・
魂
・
意
識
で
あ
る
。
経
典
に
よ
れ
ば
「
愛
心
深
入
」
と
い
う
心
（
識
）
の
状
態
は
、

強
い
「
愛
心
」
故
に
「
神
識
」
を
改
善
し
得
な
か
っ
た
と
い
う
。
善
珠
の
『
本
願
薬
師
経
抄
』
や
『
瑜
伽

論
記
』
、
『
出
曜
経
』
に
お
い
て
、
仏
が
衆
生
の
「
神
識
」
へ
働
き
か
け
る
こ
と
に
対
し
て
、
応
じ
る
こ

と
の
出
来
な
い
者
も
存
在
す
る
と
あ
る
。
そ
れ
ら
衆
生
は
「
罪
垢
深
固
」
で
あ
る
た
め
に
、
神
識
が
改
善

す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
た
め
、
説
話
に
お
い
て
神
識
が
改
善
し
得
な
い
の
は
、

娘
の
「
愛
心
深
入
」
と
い
う
心
的
作
用
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
娘
は
そ
の
愛
心
ゆ
え
に

諸
悪
を
引
き
起
こ
し
、
愛
執
に
よ
っ
て
二
度
も
蛇
と
交
わ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
愛
心
」
の
問
題
は
説
話

後
半
部
で
も
共
通
し
て
い
る
。
前
世
に
お
け
る
息
子
へ
の
深
い
愛
心
に
よ
り
、
輪
廻
を
果
た
し
て
息
子
と

結
ば
れ
る
母
や
、
一
見
し
て
普
遍
的
な
親
子
愛
に
つ
い
て
も
、
父
の
息
子
に
対
す
る
「
重
愛
」
が
時
と
し

て
奇
異
な
因
縁
に
な
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
説
話
内
で
過
剰
な
執
着
心
や
強
い
想
い
に
よ
る
感
情
を
全

て
「
愛
」
と
記
し
て
い
る
こ
と
は
、
愛
と
い
う
人
間
本
来
の
感
情
・
衝
動
・
欲
求
が
、
様
々
な
悪
縁
の
種

で
あ
る
と
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
上
巻
第
二
縁
の
異
類
婚
に
愛
欲
に
対
す
る
自
己
認
識
へ
の
言
及
は

見
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
中
巻
第
四
十
一
縁
は
仏
教
思
想
を
援
用
し
、
自
己
の
意
識
が
悪
因
へ
と
結
び
つ
く
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こ
と
を
、
異
類
婚
の
姿
に
形
象
し
て
語
る
の
で
あ
る
。 

第
四
章
「
婬
泆
な
る
慈
母─

子
の
孝
養
に
お
け
る
救
済─

」
（
は
じ
め
に
、
一
、
問
題
の
所
在
、
二
、

「
天
骨
婬
泆
」
の
意
味
、
三
、
婬
泆
の
母
・
悪
逆
の
子
、
四
、
孝
の
思
想
と
『
父
母
恩
重
経
』
、
五
、
仏

の
導
き
と
子
の
孝
、
お
わ
り
に
） 

『
霊
異
記
』
に
語
ら
れ
る
母
親
の
多
く
は
、
律
令
社
会
の
規
範
の
中
で
生
き
、
我
が
子
を
慈
し
む
母
で

あ
る
。
し
か
し
、
下
巻
第
十
六
縁
の
母
親
は
、
「
天
骨
婬
泆
」
な
る
淫
蕩
な
性
質
に
よ
っ
て
育
児
放
棄
を

行
な
っ
た
母
で
あ
る
。
だ
が
子
は
母
を
恨
ま
ず
、
む
し
ろ
「
慈
母
」
と
呼
ぶ
。
こ
れ
に
つ
い
て
子
か
ら
親

へ
の
孝
養
と
い
う
視
点
か
ら
考
察
し
た
。
母
の
婬
泆
は
養
老
律
令
に
抵
触
す
る
罪
で
あ
り
、
同
様
に
養
老

律
令
に
お
け
る
懲
罰
の
対
象
で
あ
る
、
中
巻
第
三
縁
の｢

悪
逆｣

の
息
子
も
死
の
報
い
を
受
け
る
。
し
か
し

両
者
は
そ
の
後
、
肉
親
か
ら
の
供
養
を
受
け
る
。
悪
逆
の
息
子
の
救
済
は
語
ら
れ
な
い
が
、
婬
泆
の
母
は

そ
こ
に
救
済
が
明
示
さ
れ
る
点
に
、
『
霊
異
記
』
の
孝
養
の
絶
対
性
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で

『
霊
異
記
』
の
孝
養
説
話
の
背
景
に
『
父
母
恩
重
経
』
を
想
定
し
、
経
典
に
見
ら
れ
る
母
子
の
恩
愛
の
姿

を
通
し
て
孝
養
と
仏
教
と
の
迎
合
を
確
認
し
た
。
よ
っ
て
、
婬
泆
な
る
母
の
罪
に
対
し
て
も
供
養
に
よ
っ

て
救
済
す
る
と
い
う
姿
勢
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
『
霊
異
記
』
の
説
話
も
そ
の
影
響
下
に
あ
る
と
考
え
る
。

母
を
救
済
す
る
と
い
う
問
題
は
、
東
ア
ジ
ア
仏
教
圏
に
お
い
て
要
請
さ
れ
た
主
題
で
あ
り
、
儒
教
思
想
で

重
視
さ
れ
た
孝
養
の
モ
チ
ー
フ
を
取
り
込
ん
だ
説
話
が
本
縁
で
あ
っ
た
。
そ
の
上
で
『
霊
異
記
』
は
、
罪

人
に
よ
る
罪
の
意
識
を
契
機
と
し
て
、
そ
の
罪
人
の
罪
を
許
し
、
救
済
へ
と
導
く
問
題
が
あ
る
と
考
え
る
。 

 

第
五
章
「
盲
目
説
話
の
感
応
と
形
象─

古
代
東
ア
ジ
ア
圏
に
お
け
る
信
仰
と
奇
瑞─

」
（
は
じ
め
に
、

一
、
盲
目
の
母
、
二
、
盲
目
治
癒
説
話
に
お
け
る
願
、
三
、
「
郷
歌
」
に
み
る
母
子
の
盲
目
譚
、
四
、
『
雜

宝
蔵
経
』
に
見
え
る
盲
目
説
話
、
五
、
『
霊
異
記
』
の
宿
業
の
病
と
感
応
、
お
わ
り
に
） 

本
章
で
は
下
巻
第
十
一
縁
の
盲
目
の
母
親
が
薬
師
如
来
の
木
像
へ
の
帰
依
に
よ
っ
て
治
癒
を
得
る
説
話

と
、
『
郷
歌
』
、
『
雜
宝
蔵
経
』
な
ど
東
ア
ジ
ア
圏
を
視
野
に
入
れ
た
母
子
の
盲
目
説
話
を
取
り
上
げ
、

そ
れ
ら
に
共
通
す
る
感
応
の
様
相
と
そ
れ
を
語
る
手
法
を
論
じ
た
。
『
郷
歌
』
の
場
合
、
千
手
観
音
へ
の

帰
依
と
呪
歌
に
よ
っ
て
子
の
盲
目
が
治
る
。
主
題
の
類
似
性
を
抱
え
つ
つ
、
諸
仏
へ
の
感
応
の
方
法
を
異

に
す
る
。
『
雜
宝
蔵
経
』
は
仏
へ
の
称
名
に
よ
っ
て
治
癒
を
得
る
。
そ
の
点
『
霊
異
記
』
は
、
病
者
の
深

い
信
心
の
願
、
そ
れ
に
憐
れ
み
を
覚
え
た
人
間
の
介
在
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
罪
を
滅
す
る
た
め
の
周
囲
の

働
き
か
け
を
要
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
救
済
を
語
る
上
で
『
霊
異
記
』
は
他
者
を
媒
介
と
し
た

感
応
の
方
法
を
必
須
と
す
る
。
『
霊
異
記
』
の
病
治
癒
譚
は
漢
訳
仏
典
の
世
界
に
お
け
る
信
仰
の
様
相
を

基
盤
と
し
、
種
々
の
経
典
の
効
能
を
記
し
な
が
ら
、
諸
仏
へ
の
至
心
と
そ
れ
に
心
動
か
さ
れ
た
周
囲
の
人

々
の
援
助
を
媒
介
さ
せ
る
展
開
を
形
成
し
て
い
た
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
『
霊
異
記
』
は
読
経
や
信
心
に
よ
る

霊
験
の
享
受
を
本
願
と
し
て
は
い
る
が
、
人
間
の
行
為
に
よ
る
善
行
を
推
奨
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
『
霊

異
記
』
は
、
懲
罰
的
な
説
話
を
多
く
収
載
す
る
も
の
の
、
病
治
癒
説
話
に
お
い
て
は
、
人
間
の
持
つ
善
な

る
心
を
一
心
に
信
じ
る
編
者
の
信
念
と
も
い
う
べ
き
語
り
が
看
取
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
『
霊
異

記
』
の
盲
目
説
話
は
、
東
ア
ジ
ア
仏
教
圏
の
感
応
譚
を
享
受
し
つ
つ
、
そ
こ
に
人
間
の
善
行
を
奨
励
さ
せ

る
た
め
の
意
図
を
も
つ
説
話
で
あ
る
と
位
置
づ
け
る
。 

第
六
章
「
宿
業
の
病
と
無
縁
大
悲
」
（
は
じ
め
に
、
一
、
『
霊
異
記
』
の
病
と
宿
業
、
二
、
無
縁
の
大

悲
と
無
相
妙
智
、
三
、
『
霊
異
記
』
説
話
と
無
縁
の
大
悲
、
お
わ
り
に
） 

本
章
で
は
下
巻
第
三
十
四
縁
の
宿
業
の
病
者
の
説
話
に
見
ら
れ
る
「
無
縁
の
大
悲
」
の
語
に
注
目
し
、

仏
典
に
こ
の
語
の
意
味
を
求
め
、
『
霊
異
記
』
編
者
景
戒
自
伝
と
共
に
記
さ
れ
る
意
義
を
考
察
し
た
。
こ
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の
説
話
は
、
宿
業
を
背
負
う
者
と
そ
れ
を
救
う
仏
教
者
と
の
相
互
関
係
が
見
て
取
れ
、
一
方
的
な
救
済
で

は
な
い
、
修
行
者
が
病
者
と
の
関
係
に
よ
っ
て
生
じ
る
「
無
縁
の
大
悲
」
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
「
無
縁

大
悲
」
は
下
巻
第
三
十
八
縁
の
延
暦
六
年
の
夢
に
記
さ
れ
る
。
景
戒
は
夢
解
に
よ
っ
て
「
観
音
の
無
縁
の

大
悲
」
が
、
観
音
に
よ
る
分
け
隔
て
な
い
慈
悲
の
心
で
あ
る
と
解
す
る
。
行
者
忠
仙
が
巨
勢
呰
女
に
対
し

て
起
し
た
無
縁
の
大
悲
の
心
は
、
病
者
の
救
済
の
一
助
と
な
る
慈
悲
の
心
で
あ
る
。
仏
典
に
お
い
て
病
気

や
身
体
の
不
俱
は
、
病
者
自
身
の
過
去
の
因
業
に
拠
る
も
の
と
説
か
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
思
想
背
景
を

持
ち
つ
つ
『
霊
異
記
』
は
、
単
に
罪
人
の
罪
を
滅
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
様
々
な
人
々
と
の
共
生
に
よ
っ

て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
間
が
救
済
を
得
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
『
霊
異
記
』
は
罪

を
救
済
へ
向
か
う
聖
人
の
形
を
伝
え
る
態
度
が
あ
る
と
考
え
る
。
こ
れ
は
、
第
二
部
で
取
り
上
げ
る
〈
聖

人
伝
〉
と
も
関
わ
る
点
で
あ
り
、
こ
の
志
向
に
よ
っ
て
叙
述
さ
れ
た
聖
人
に
よ
る
救
済
に
つ
い
て
論
じ
る
。 

 

第
二
部
は
罪
業
を
認
識
す
る
自
己
と
の
関
連
か
ら
、
聖
人
の
姿
を
希
求
す
る
心
的
要
因
と
聖
人
の
伝
承

の
形
象
化
を
中
心
と
し
、
聖
人
が
『
霊
異
記
』
に
て
い
か
な
る
〈
聖
人
伝
〉
と
し
て
表
現
さ
れ
た
の
か
に

考
察
し
た
。 

第
一
章
「
聖
徳
太
子
の
片
岡
説
話─

「
出
遊
」
に
見
え
る
〈
聖
人
伝
〉
の
系
譜─

」
（
は
じ
め
に
、
一
、

聖
徳
太
子
片
岡
説
話
伝
承
の
異
相
、
二
、
釈
迦
の
出
家
に
お
け
る
遊
観
・
出
遊
、
三
、
聖
徳
太
子
伝
承
と

『
梁
高
僧
伝
』
、
お
わ
り
に
） 

上
巻
第
四
縁
は
、
聖
徳
太
子
が
宮
か
ら
出
て
「
遊
観
」
し
た
際
に
乞
食
の
病
者
と
交
流
を
す
る
、
所
謂

片
岡
説
話
で
あ
る
。
『
万
葉
集
』
巻
三
・
四
一
五
番
歌
に
は
、
題
詞
に
聖
徳
太
子
が
竹
原
井
に
「
出
遊
」

す
る
。
本
章
は
こ
れ
ら
伝
承
に
記
さ
れ
る
巡
遊
行
為
の
意
義
を
求
め
た
。
中
国
撰
述
経
典
で
あ
る
『
釈
迦

譜
』
に
は
釈
迦
の
事
績
を
語
る
仏
伝
と
し
て
の
性
格
を
有
す
る
。
そ
こ
で
は
、
出
家
前
の
釈
迦
が
東
西
南

北
の
門
か
ら
「
出
遊
」
（
「
遊
観
」
）
し
、
老
人
・
病
人
・
死
人
を
見
つ
け
る
。
釈
迦
は
そ
こ
で
人
間
が

生
き
る
上
で
向
き
合
う
苦
悩
と
直
面
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
出
会
い
を
経
験
と
し
て
聖
人
と
な
る

者
は
、
土
地
を
巡
る
こ
と
に
よ
っ
て
特
殊
な
人
物
と
出
逢
う
こ
と
が
約
束
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
『
霊

異
記
』
の
聖
徳
太
子
伝
承
は
釈
迦
の
出
家
譚
を
踏
ま
え
て
い
る
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
ま
た
『
高
僧
伝
』

に
は
、
高
徳
の
僧
が
巡
遊
し
て
仏
道
を
求
め
る
と
い
っ
た
内
容
の
伝
記
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
か
ら

聖
徳
太
子
の
行
為
を
遊
観
と
表
記
す
る
こ
と
は
仏
教
者
と
し
て
の
資
質
を
太
子
に
付
与
す
る
意
図
が
あ
る

と
考
え
る
。
第
四
縁
が
仏
典
や
仏
教
説
話
が
語
る
聖
人
の
話
型
を
通
し
て
形
成
さ
れ
た
、
『
霊
異
記
』
の

た
め
の
聖
徳
太
子
〈
聖
人
伝
〉
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
る
。 

 

第
二
章
「
霊
異
記
が
語
る
行
基
伝─

聖
人
の
眼
を
め
ぐ
っ
て─

」
（
は
じ
め
に
、
一
、
『
霊
異
記
』
の

行
基
説
話
と
分
類
、
二
、
聖
人
が
備
え
る
天
眼
と
そ
の
機
能
、
三
、
天
眼
の
菩
薩
・
通
眼
の
聖
人
、
お
わ

り
に
） 

『
続
日
本
紀
』
に
よ
れ
ば
行
基
は
東
大
寺
盧
舎
那
仏
造
営
の
勧
進
を
行
い
、
大
僧
正
の
位
を
受
位
さ
れ

る
。
行
基
の
事
績
か
ら
付
随
し
た
霊
験
伝
承
の
一
形
態
が
、
『
霊
異
記
』
の
行
基
説
話
で
あ
る
。
し
か
し
、

『
霊
異
記
』
は
行
基
の
能
力
で
あ
る
前
世
の
事
象
を
見
通
す
「
天
眼
」
（
ま
た
は
「
明
眼
」
）
な
る
力
に

よ
っ
て
解
き
明
か
さ
れ
る
因
果
や
罪
を
語
る
よ
う
に
、
行
基
の
社
会
事
業
よ
り
も
彼
の
霊
験
に
眼
目
が
あ

る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
印
度
撰
述
経
典
に
お
け
る
仏
の
眼
の
力
、
『
霊
異
記
』
上
巻
第
四
縁
、
聖
徳
太
子

の
通
眼
と
の
比
較
を
通
じ
て
、
聖
人
の
持
つ
眼
の
役
割
に
つ
い
て
考
察
し
、
『
霊
異
記
』
の
行
基
伝
を
論

じ
る
。
『
出
曜
経
』
に
は
、
天
眼
と
は
仏
の
備
え
る
能
力
と
さ
れ
る
。
ま
た
、｢

明
眼｣

と
は
、
凡
人
の
対
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比
で
あ
る
有
智
の
人
が
備
え
る
眼
で
あ
り
、
悪
行
や
愚
痴
な
る
心
を
見
る
こ
と
の
で
き
る
眼
で
あ
る
。
そ

れ
は
神
通
力
と
い
っ
た
霊
的
な
能
力
と
い
う
よ
り
も
、
悪
心
と
対
峙
で
き
る
智
慧
の
心
を
も
つ
人
間
の
眼

で
あ
っ
た
。
聖
徳
太
子
も
こ
の
よ
う
な
「
眼
」
を
持
つ
者
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
『
霊
異
記
』
は
聖
徳
太

子
と
彼
の
転
生
で
あ
る
聖
武
天
皇
、
行
基
を
結
び
つ
け
、
仏
法
を
広
め
た
聖
徳
太
子
、
東
大
寺
建
立
事
業

を
為
し
た
聖
武
天
皇
、
東
大
寺
の
勧
進
に
な
っ
た
行
基
の
三
者
が
日
本
を
仏
国
土
と
し
て
形
成
す
る
土
壌

を
築
い
た
聖
人
と
し
て
位
置
付
け
て
い
る
。
そ
の
中
で
行
基
は
、
天
眼
に
よ
っ
て
衆
生
の
罪
を
曝
し
、
内

に
潜
む
罪
を
露
呈
し
、
罪
を
為
し
た
人
間
の
自
覚
を
促
す
者
と
し
て
の
役
割
を
持
つ
。
『
霊
異
記
』
が
行

基
を
特
別
な
僧
と
し
て
重
要
視
す
る
こ
と
は
、
個
々
の
説
話
叙
述
か
ら
も
窺
え
る
の
で
あ
り
、
『
霊
異
記
』

は
行
基
を
民
衆
に
己
の
罪
を
自
覚
さ
せ
、
罪
に
お
け
る
因
果
を
教
え
諭
す
伝
道
師
の
よ
う
な
聖
人
と
し
て

語
る
の
で
あ
る
。 

 

第
三
章
「
行
基
詠
歌
伝
承
と
烏
の
形
象
」
（
は
じ
め
に
、
一
、
行
基
の
詠
歌
、
二
、
烏
の
形
象
と
歌
の

伝
承
、
三
、
婆
羅
門
僧
正
と
行
基
と
の
贈
答
歌
、
四
、
行
基
の
嘆
き
と
歌
の
意
義
、
お
わ
り
に
） 

中
巻
第
二
縁
は
烏
の
邪
婬
を
契
機
と
し
て
妻
子
を
捨
て
、
行
基
に
師
事
し
た
信
厳
禅
師
の
出
家
譚
か
ら

始
ま
り
、
登
場
人
物
の
出
家
と
死
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。
本
章
で
は
行
基
の
歌
と
『
万
葉
集
』
東
歌
と

の
詞
章
の
比
較
を
行
な
う
。
『
万
葉
集
』
の
「
言
の
み
」
や
、｢
言
に
し
あ
り
け
り｣

の
語
を
持
つ
歌
の
例

を
み
る
と
、
「
言
の
み
」
と
は
相
手
か
ら
の
言
葉
を
頼
り
に
し
た
も
の
の
、
そ
の
言
葉
が
現
実
に
叶
わ
な

か
っ
た
過
去
を
回
想
し
て
嘆
く
意
を
持
つ
。
こ
れ
ら
は
、
逢
瀬
の
言
葉
が｢

言
の
み｣

で
あ
っ
た
過
去
と
、

逢
瀬
へ
の
期
待
を
裏
切
ら
れ
た
こ
と
へ
の
批
難
が
込
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
よ
り
行
基
の
歌
は
、
信
厳

の
約
束
を
、
愛
惜
の
意
を
以
て
批
難
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
批
難
の
内
実
は
悪
鳥
で
あ
る
烏
に

寄
せ
て
歌
わ
れ
て
お
り
、｢

烏
の
邪
婬｣

の
妻
烏
の
行
為
と
、
自
分
の
元
か
ら
先
立
っ
た
信
厳
と
を
重
層
さ

せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
後
世
の
行
基
と
婆
羅
門
僧
正
の
贈
答
歌
を
見
る
に
、
僧
の
徳
や
威
光
を
語

る
た
め
の
材
料
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
『
梁
高
僧
伝
』
巻
十
三
に
は
梵
唱
に
お
け
る
音
楽
の
感
動
を
記
す

よ
う
に
、
僧
が
梵
唄
を
歌
う
こ
と
の
行
為
に
は
韻
律
と
経
文
の
両
者
が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
は
僧
の
徳
で

あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
『
霊
異
記
』
に
も
、
読
経
の
美
し
さ
を
閻
羅
王
に
賞
賛
さ
れ
た
在
家
信
徒
の

女
の
読
経
が
、
妙
音
に
し
て
道
俗
か
ら
愛
さ
れ
た
と
い
う
話
や
（
中
巻
第
十
九
縁
）
、
次
章
で
取
り
上
げ

た
舎
利
菩
薩
の
読
経
が
聞
く
人
に
哀
れ
み
を
も
た
ら
し
た
と
あ
る
よ
う
に
、
韻
律
に
対
す
る
意
識
が
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
歌
と
散
文
の
関
係
性
や
、
仏
教
者
に
お
け
る
読
経
の
機
能
を
説
く
『
高
僧
伝
』
の
説

を
通
し
、
行
基
の
詠
歌
自
体
に
僧
の
徳
を
示
す
役
割
が
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
。 

 

第
四
章
「
外
道
な
る
尼─

女
人
菩
薩
説
話
の
形
成─

」
（
は
じ
め
に
、
一
、
肉
団
か
ら
の
異
常
出
生
、

二
、
尼
と
神
人
、
三
、
外
道
な
る
尼
、
お
わ
り
に
） 

下
巻
第
十
九
縁
は
「
肉
団
」
（
肉
塊
）
か
ら
出
生
し
た
女
子
が
、
舎
利
菩
薩
に
至
る
説
話
で
あ
る
。
こ

の
説
話
は
、
印
度
撰
述
経
典
で
あ
る
『
撰
集
百
縁
経
』
や
『
賢
愚
経
』
で
肉
団
か
ら
男
子
が
生
ま
れ
、
阿

羅
漢
と
な
る
こ
と
、
新
羅
王
・
高
句
麗
王
の
卵
生
に
よ
る
始
祖
伝
承
と
い
っ
た
神
話
的
思
考
を
享
受
し
つ

つ
、
日
本
に
お
い
て
肉
塊
か
ら
仏
教
者
が
誕
生
し
た
こ
と
を
語
る
。｢

菩
薩｣

で
あ
り
な
が
ら
「
外
道
」
と

罵
ら
れ
る
「
尼
」
の
特
質
を
僧
伝
類
か
ら
検
討
し
つ
つ
、
律
令
制
度
下
に
お
け
る
官
僧
を
取
り
巻
く
状
況

と
合
せ
て
考
察
し
た
。
経
典
に
は
男
児
が
多
産
し
て
阿
羅
漢
と
な
る
。
一
方
『
霊
異
記
』
は
女
子
が
一
人

生
ま
れ
て
菩
薩
へ
と
転
じ
る
よ
う
に
、
経
典
を
越
え
る｢

善
類｣

が｢

我
が
聖
朝｣

に
存
在
す
る
こ
と
を
主
張

し
て
い
る
。
こ
の
女
子
は
尼
と
な
り
、
二
人
の
僧
か
ら
外
道
と
呼
ば
れ
て
迫
害
を
受
け
る
。
菩
薩
た
る
資
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質
を
持
つ
尼
の
迫
害
と
、尼
を
庇
護
す
る
神
人
の
登
場
は
庇
護
と
庇
護
者
の
関
係
性
で
あ
る
こ
と
を
、
『
霊

異
記
』
内
の
神
人
の
例
、
『
比
丘
尼
伝
』
、
『
梁
高
僧
伝
』
、
『
神
仙
伝
』
か
ら
考
察
し
た
。
そ
の
結
果
、

『
霊
異
記
』
は
東
ア
ジ
ア
仏
教
に
お
け
る
聖
人
で
あ
る
神
人
の
姿
を
踏
襲
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
特

に
『
比
丘
尼
伝
』
に
は
、
女
が
仏
道
修
行
を
す
る
上
で
の
困
難
の
他
、
神
人
が
尼
の
聖
性
を
保
証
す
る
夢

見
が
示
さ
れ
た
よ
う
に
、
舎
利
菩
薩
を
庇
護
す
る
神
人
も
こ
う
し
た
仏
法
守
護
者
の
系
譜
上
に
位
置
す
る

者
と
考
え
ら
れ
る
。
下
巻
第
十
九
縁
は
、
東
ア
ジ
ア
圏
の
神
話
や
経
典
に
拠
り
な
が
ら
、
「
聖
朝
」
で
あ

る
日
本
国
に
女
の
菩
薩
が
顕
現
し
た
こ
と
を
強
調
し
て
語
る
の
で
あ
る
。
本
章
で
は
異
形
の
尼
が
「
外
道
」

か
ら
「
舎
利
菩
薩
」
へ
と
転
換
さ
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
『
霊
異
記
』
が
女
身
の
「
菩
薩
」
の
〈
聖
人
伝
〉

を
形
成
し
た
こ
と
が
、
『
霊
異
記
』
の
語
る
新
進
的
な
〈
聖
人
伝
〉
で
あ
っ
た
と
論
じ
る
。 

以
上
が
各
論
の
概
要
で
あ
る
。
本
論
文
は
、
第
一
部
で
は
恋
や
愛
と
い
う
他
者
へ
の
欲
望
か
ら
生
ま
れ

る
罪
業
、
宿
業
の
者
を
救
済
す
る
問
題
を
取
り
上
げ
、
第
二
部
で
は
、
救
う
者
を
語
る
〈
聖
人
伝
〉
か
ら
、

聖
人
の
姿
を
い
か
に
形
象
し
た
の
か
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。 

   


