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一
如
の
実
相

親
鸞
に
於
て
明
記
せ
ら
れ
て
あ
る
も
の
は
一
如
の
実
相
で
あ
っ
て
、
万
有
の
本
体
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
し
か
れ
ば
青
を
知 

り
て
青
さ
を
見
な
い
も
の
は
、
青
の
実
体
に
執
え
ら
れ
て
青
さ
の
実
相
を
知
ら
な
い
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
ろ
う
。
 

し
た
が
っ
て
実
相
を
知
る
も
の
は
、
凡
知
で
は
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
さ
れ
ど
そ
の
智
慧
は
理
性
と
か
論
理
と
か
い
う
も
の
を
要 

求
す
る
も
の
で
は
な
い
。
た
だ 

片

は5

〇
と
領
解
を
要
求
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

は
現
前
当
来
の
法
で
あ
る
。
け

5  
〇
は
実
相
で
あ
る
。
如
で
あ
る
。
更
に
分
別
を
要
と
し
な
い
。
そ
の
通
り
で
あ
る
か
ら' 

理
性
を 

用
い
ず
論
理
に
依
ら
ず
、
そ
れ
が
如
で
あ
る
。

こ
れ
に
依
り
て
親
鸞
は
、
こ
の
如
を
以
て
無
為
涅
槃
界
と
し
て
い
る
。
無
為
と
は
為
作
造
作
を
用
い
ざ
る
こ
と
で
あ
る
。
分
別
思
惟
を 

要
と
せ
ざ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
依
り
て
極
楽
は
無
為
涅
槃
界
で
あ
る
と
解
説
し' 

そ
し
て
そ
の
無
為
涅
槃
は
即
ち
法
性
で
あ
る
、

ー
 

如
で
あ
る
、
法
身
で
あ
る
と
い
っ
て
も
、

つ
い
に
そ
れ
が
実
体
で
あ
る
と
か
法
体
で
あ
と
る
と
か
は
い
っ
て
い
な
い
。
ハ
正
道
は
ハ
聖
道 

で
あ
り
、
八
向
涅
槃
道
で
あ
る
。
そ
れ
は
八
つ
の
道
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
た
だ
一
つ
の
道
で
あ
る
。

1



そ
の
実
相
を
表
現
す
る
も
の
は
名
詞
ま
た
は
動
詞
で
は
な
く
、
形
容
詞
ま
た
は
副
詞
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
例
え
ば
八
大
地
獄
と
い 

え
ば' 

八

つ(

名
詞)

の
地
獄
が
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
業
因
に
よ
り
て(

動
詞)

そ
の
果
を
受
く
る
と
解
せ
ら
れ
て
い
る
。
所
詮' 

実 

体
思
想
で
あ
る
。
そ
れ
は
『
往
生
要
集
』
の
著
者
に
あ
り
て
も
変
る
こ
と
は
な
い
。
さ
れ
ど
親
翹
に
お
い
て
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
で
あ 

ろ
う
。
す
べ
て
は
形
容
詞
で
あ
る
。1

=

お
一'
<5

で
あ
る
。
地
獄
に
は
等
活
の
相
あ
り
、
黒
繩
の
相
あ
り
、
乃
至
頭
下
足
上
の
相
あ
り
と
い
う 

こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
。
し
か
れ
ば
「
地
獄
は
一
定
す
み
か
ぞ
か
し
」
で
十
分
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
往
生
一
定
と
も
転
成
さ
れ
る
の 

で
は
な
い
か
。

同
様
に
浄
土
の
十
楽
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
十
種
の
実
の
相
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
已
に
詳
説
せ
る
よ
う
に
、
極
楽
無
為
涅
槃
界
で
あ 

る
。
し
か
れ
ば
入
正
定
聚
と
い
う
も
実
体
的
に
成
立
す
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
な
れ
ば
こ
そ
往
生
は
一
定
で
あ
る
。

『
教
行
信
証
』

『
和
讃
』
等
に
顕
わ
さ
れ
た
も
の
は
名
詞
で
な
い
と
い
う
こ
と
は
久
し
く
留
意
さ
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
さ
れ
ど
そ
れ 

は
動
詞
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
弁
証
法
と
い
う
も
の
も' 

実
体
を
予
想
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
親
鸞
も
名
詞
と 

し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
は
形
容
詞
と
し
て
の
実
相
で
あ
る
。

中 

対
応
の
行
信

満
之
先
生
は
宗
教
と
は
有
限
と
無
限
と
の
対
応
で
あ
る
と
道
破
せ
ら
れ
た
。
有
限
よ
り
見
れ
ば
無
限
は
有
限
の
外
に
あ
り' 

無
限
よ
り 

見
れ
ば
有
限
は
無
限
の
内
に
あ
る
。
こ
れ
は
対
応
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
れ
ば
そ
の
対
応
と
は
ゝ
即
ち
相
応
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
 

そ
の
相
応
と
は
、 

即

ち

『
論
註
』
に
如
来
は
是
れ
実
相
身
な
り
、
是
れ
為
物
身
な
り
と
知
る
こ
と
で
あ
る
と
解
説
せ
ら
れ
て
あ
る
。
こ 

れ
恐
ら
く
如
来
は
実
相
身
で
な
く
ば
為
物
も
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
如
来
は
実
相
身
な
る
が
ゆ
え
に
為
物
身
と
な
り
 ゝ

為
物
身
な
る
が
ゆ
え
に
実
相
身
で
あ
る
。
し
か
る
に
称
名
憶
念
す
れ
ど
も
無
明
な
お
存
し
て
所
願
を
満
た
ざ
る
は
何
故
で
あ
る
か
。
そ
れ
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は
称
名
し
て
憶
念
し
よ
う
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
念
仏
の
実
相
で
は
な
い
。
念
仏
そ
れ
自
身
が
憶
念
す
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
そ 

の
憶
念
は
純
一
に
相
続
す
る
。
そ
れ
が
若
存
若
亡
で
あ
り
、
純
一
に
相
続
せ
ざ
る
こ
と
は
、
何
か
実
体
思
想
に
執
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で 

は
な
い
か
。
こ
れ
に
依
り
如
実
修
行
相
応
は
信
心
一
つ
に
定
め
た
り
と
領
解
せ
ら
れ
た
。

そ
の
相
応
は
対
応
で
あ
る
。
有
限
よ
り
見
れ
ば
無
限
は
有
限
の
外
に
あ
り
、
無
限
よ
り
見
れ
ば
有
限
は
無
限
の
内
に
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
 

そ
れ
が
相
応
と
し
て
の
対
応
で
あ
る
。

し
か
る
に
そ
の
相
応
は
即
ち
感
応
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
特
に
量
深
先
生
に
依
り
て
強
調
せ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
 

そ
れ
は
二
種
深
信
の
体
験
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
"

自
身
を
信
ず"

乃

至"

信
を
超
え
て
願
に
帰
す"

と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
 

す
べ
て
感
応
せ
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
。
し
か
る
に
そ
の
法
機
の
深
信
は
一
度
は
逆
対
応
と
い
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
れ
ど
対
応 

に
順
逆
は
な
い
。

「善
人
な
を
も
て
往
生
を
と
ぐ
、

い
は
ん
や
悪
人
を
や
。
」
そ
れ
こ
そ
感
応
と
し
て
直
接
な
る
対
応
で
は
な
い
か
。
 

聖
徳
太
子
に
依
れ
ば"

も
し
機
、
感
ず
る
こ
と
あ
れ
ば
応
き
わ
ま
り
な
し"

と
道
破
せ
ら
れ
て
あ
る
。
し
か
れ
ば
対
応
に
正
逆
あ
る
の 

で
は
な
い
。
た
だ
感
応
あ
る
の
み
で
あ
る
。

こ
う
し
て
対
応
は
感
応
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
せ
ら
れ
た
。
し
か
る
に
そ
の
感
応
を
成
立
せ
し
め
る
も
の
こ
そ
、
呼
応
と
も
い
う
べ 

き
も
の
で
は
な
い
か
。
本
願
に
感
応
せ
し
め
る
も
の
は' 

そ
の
本
願
は
招
換
の
声
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
真
実
の
教
は
本
願
を
宗
と
し
、
 

名
号
を
体
と
す
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
体
と
は
法
で
あ
り' 

宣
せ
で
あ
り
招
換
の
勅
命
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
れ
ば
感
応
と
い
う
も 

そ
の
勅
命
を
感
じ
、
そ
れ
に
応
答
す
る
の
外
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
如
来
と
衆
生
と
の
対
応
は
相
応
感
応
呼
応
と
し
て
身
心
に
行
証 

さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
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下 

光
輪
の
道
理

生
死
の
帰
依
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
私
は
そ
れ
を
「
死
の
帰
す
る
と
こ
ろ
を
以
て
生
の
依
る
と
こ
ろ
」
と
受
容
し
て
い
る
。
そ
れ
は
生 

の
依
る
と
こ
ろ
を
以
て
死
の
帰
す
る
と
こ
ろ
と
す
る
と
い
う
も
同
じ
こ
と
か
も
知
れ
な
い
。
さ
れ
ど
そ
れ
で
は
何
と
な
く
緊
張
さ
が
損
な 

わ
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
と
い
っ
て
も
生
死
事
大
な
り
と
い
う
も' 

死
生
命
あ
り
と
い
う
も
別
の
こ
と
で
な
い
に
違
い
は
な
い
。
と
す
れ
ば
、 

"

い
か
に
死
す
べ
き
か"

を
主
と
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
こ
ろ
に
、
私
の
生
い
立
ち
が
あ
り
人
生
経
験
が
あ
っ
た
と
い
っ
て
も
よ
い
の
で
あ
ろ 

う
。こ

こ
に
は
生
死
の
帰
依
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
私
た
ち
の
道
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
道
と
は
何
か
、
知
進
守
道
で
あ
る
。
道 

を
行
う
も
の
は
日
々
新
た
に
日
々
に
新
た
な
る
も
の
を
感
じ
る
。
即
ち
知
進
で
あ
る
。
さ
れ
ど
そ
れ
は
脱
線
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら 

な
い
。
そ
こ
に
守
退
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
退
一
歩
を
あ
ら
し
め
る' 

そ
の
守
退
な
く
ば
知
進
は
成
立
し
な
い
。
そ
れ
が
道
で
あ
る
。
 

し
か
る
に
、
そ
の
知
進
守
退
で
あ
ら
し
め
る
道
た
る
は
円
で
あ
り
特
に
輪
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
若
し
道
は
限
り
な
く
前
進
を
求
め 

る
直
線
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
か
え
っ
て
道
に
迷
い
道
を
知
ら
な
い
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。

わ
れ
ら
の
道
は
円
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
円
は
常
に
新
た
な
る
円
輪
で
あ
る
。
生
死
の
帰
依
と
は
こ
の
円
輪
に
摂
め
ら
れ
て
い
く
こ
と 

で
あ
る
。
故
に
そ
の
円
輪
は
光
輪
と
い
わ
れ
る
。
生
死
の
帰
依
と
な
る
も
の
は' 

即
ち
光
輪
に
摂
め
ら
れ
て
い
く
も
の
で
あ
る
。

光
輪
の
言
葉
に
心
ひ
か
れ
て
輪
形
を
図
示
せ
る
も
の
に
興
味
を
感
じ
、
ま
た
円
輪
の
幾
何
学
軌
跡
と
い
う
も
の
さ
え
あ
る
べ
き
こ
と
を 

推
求
し
た
。
さ
れ
ど
思
想
の
及
ぶ
と
こ
ろ
で
な
く
、
ま
た
必
要
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。

た
だ
一
つ
適
切
に
思
い
合
わ
さ
れ
る
も
の
は
水
輪
で
あ
る
。
石
を
水
に
投
げ
入
れ
る
。
そ
の
沈
ん
で
ゆ
く
深
さ
に
し
た
が
っ
て
波
紋
は
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広
が
っ
て
い
く
。
そ
の
深
さ
は
知
る
こ
と
は
で
き
ぬ
が
、 

広
さ
は
そ
の
深
さ
を
表
現
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
広
さ
は
深
さ
の
分
量
な
る
べ 

し
と
言
わ
る
る
も
の
が
あ
る
。

和
讃
を
拝
誦
す
る
。
そ
れ
は

無
明
の
大
夜
を
あ
は
れ
み
て

法
身
の
光
輪
き
は
も
な
く

無
碍
光
仏
と
し
め
し
て
ぞ

安
養
界
に
影
現
す
る

と
讃
嘆
せ
ら
れ
た
。
こ
れ
即
ち
今
こ
こ
に
念
仏
の
衆
生
を
摂
取
す
る
の
は
法
身
の
光
輪
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
れ
ば
光
明 

遍
照
十
方
世
界
は
光
輪
の
広
さ
で
あ
り
、
念
仏
衆
生
摂
取
不
捨
は
そ
の
深
さ
の
測
る
こ
と
の
で
き
ぬ
も
の
な
る
こ
と
を
彰
わ
す
も
の
で
は 

な
い
で
あ
ろ
う
か
。

わ
れ
ら
の
道
は
円
で
あ
り
輪
で
あ
る
。
生
死
の
帰
依
と
な
る
も
の
は
知
進
守
退
の
道
で
あ
る
。
そ
の
道
は
光
輪
の
摂
化
で
あ
る
こ
と
は 

繰
返
す
ま
で
も
な
い
。
ま
す
ま
す
深
入
せ
し
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
そ
こ
に
与
え
ら
れ
て
あ
る
も
の
は
分
を
尺
く
し
て
用
に
立
つ 

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
分
と
は
孤
と
し
て
独
生
独
死
す
る
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
弧
と
な
り
て
全
の
用
に
立
つ
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
如
来 

の
光
輪
は
即
ち
衆
生
の
行
信
と
し
て
廻
向
せ
ら
れ
る
。
そ
の
行
信
こ
そ
弥
陀
成
仏
し
て
十
劫
を
経
た
る
今
、
十
方
諸
有
を
利
益
し
、
安
養

界
に
影
現
し
て
、
こ
こ
に
光
輪
の
無
際
な
る
こ
と
が
現
わ
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
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し
か
れ
ば
光
輪
は
後
光
と
し
て
背
負
わ
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
後
光
に
は
何
か
実
体
的
の
も
の
が
感
ぜ
ら
れ 

る
。
光
輪
は
そ
う
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
雲
の
如
く
、
遙
か
に
照
ら
し
て
ほ
の
か
に
感
じ
ら
れ
る
。
こ
れ
に
依
り
て
私
た
ち
は
、
か
え
っ 

て
有
無
の
実
体
思
想
を
離
れ
て
平
等
覚
に
帰
す
る
こ
と
と
な
る
。
平
等
覚
は
即
ち"

如
の
実
相"

で
あ
る
。
そ
の
身
に
触
れ
る
も
の
こ
そ 

真
に
身
に
浸
み
て
感
ぜ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
か
。
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