
親
鷺
に
お
け
る
真
面
念
仏
と
弘
願
念
仏
に
つ
い
て
の
一
試
論

紅
楳
英
顕

一
、
問
題
の
所
在

　
親
鴛
は
法
然
の
諸
行
を
廃
し
た
念
仏
一
行
専
修
の
主
張
を
継
承
し
、
さ
ら
に

そ
の
他
力
義
を
徹
底
せ
し
め
て
、
　
「
浄
土
三
部
経
』
に
お
け
る
隠
顕
釈
、
四
十

八
願
中
に
お
け
る
願
海
真
仮
釈
（
真
実
願
↓
十
入
願
、
方
便
仮
願
↓
十
九
願
、

二
十
願
）
等
多
く
の
独
自
の
養
性
に
よ
り
教
義
形
成
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

念
仏
の
中
に
お
い
て
も
と
く
に
二
十
願
の
自
力
真
門
念
仏
が
簡
出
さ
れ
、
念
仏

の
自
力
（
方
便
真
玉
）
他
力
（
真
実
弘
願
）
が
明
確
に
分
別
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
と
こ
ろ
が
近
年
、
と
か
く
専
門
の
研
究
者
の
中
に
お
い
て
も
真
弓
念
仏

と
弘
願
念
仏
と
が
混
同
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
見
解
が
多
く
見
受
け
ら
れ
る
の

で
あ
る
①
。
そ
し
て
こ
れ
に
関
連
し
て
、
念
仏
実
践
の
問
題
等
か
ら
、
方
便
仮

子
と
し
て
、
廃
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
二
十
願
の
真
門
念
仏
に
、
十

八
願
の
他
力
真
実
信
心
に
至
ら
し
め
る
は
た
ら
き
が
あ
る
と
い
う
考
え
か
ら
、

獲
信
の
た
め
の
真
門
念
仏
の
実
践
を
強
調
す
る
意
見
も
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
本
稿
で
は
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
考
察
し
、
親
鴛
の
真
意
を
明
確
に
し
た
い

と
田
贈
つ
。二

、
真
門
念
仏
の
扱
い
に
み
ら
れ
る
二
面
性

上
述
の
よ
う
に
男
工
は
念
仏
の
自
力
（
真
門
）
他
力
（
弘
願
）
の
分
劉
を
明

確
に
し
て
い
る
の
で
は
あ
る
が
、
　
『
浄
土
和
讃
』
の
二
十
願
・
真
門
念
仏
を
述

べ
る
と
こ
ろ
に

　
　
至
心
廻
向
欲
生
と
　
十
方
衆
生
を
方
便
し
　
名
号
の
真
門
ひ
ら
き
て
ぞ

　
　
不
果
遂
者
と
願
じ
け
る
（
親
鶯
聖
人
全
集
2
の
四
〇
）

と
述
べ
、
　
「
不
果
遂
者
と
願
じ
け
る
」
の
左
訓
に
「
は
た
し
と
け
む
と
ち
か
ひ

た
ま
へ
る
な
り
」
と
述
べ
、
次
に

　
　
果
遂
の
願
に
よ
り
て
こ
そ
　
釈
迦
は
善
本
徳
本
を
弥
陀
経
に
あ
ら
わ
し
て

　
　
一
乗
の
機
を
す
・
め
け
る
（
親
鶯
聖
人
全
集
2
の
四
一
〉

と
述
べ
、
　
＝
乗
の
機
」
の
露
髄
に
「
み
ち
し
ょ
う
き
と
は
ほ
う
と
に
し
や
う

せ
し
め
ん
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
次
に

　
　
定
散
自
力
の
称
名
は
　
果
遂
の
ち
か
ひ
に
帰
し
て
こ
そ
　
お
し
へ
ざ
れ
ど

　
　
も
自
然
に
真
如
の
門
に
転
入
す
る
（
親
仁
聖
人
全
集
2
の
四
こ

と
述
べ
、
そ
こ
の
「
果
遂
の
ち
か
ひ
」
の
左
訓
に
は
「
し
き
り
の
こ
・
う
に
て

み
や
う
こ
う
を
と
な
へ
た
る
を
は
つ
ひ
に
は
た
し
と
け
む
と
ち
か
ひ
た
ま
ふ
な

り
」
述
べ
て
い
る
。

　
ま
た
『
九
願
文
』
に
二
十
願
文
を
説
明
し
て

　
　
コ
ノ
グ
ワ
ン
ハ
ジ
リ
キ
ノ
念
仏
ノ
モ
ノ
ツ
イ
ニ
ム
マ
レ
シ
メ
ン
ト
ナ
リ
ケ

　
　
ネ
ン
ヂ
ヤ
ウ
シ
ヤ
ウ
ノ
グ
ワ
ン
ト
イ
フ
（
親
鴛
聖
人
全
集
3
の
一
七
九
）

と
述
べ
て
あ
る
。
こ
れ
ら
の
文
に
お
い
て
は
二
十
願
の
果
遂
の
力
用
に
よ
り
、

自
力
念
仏
を
修
す
る
こ
と
こ
そ
が
あ
た
か
も
真
実
信
心
へ
の
道
で
あ
る
か
の
よ

う
に
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
「
摂
行
信
証
』
　
「
化
土
巻
」
真
説
釈
下
に
は

　
　
夫
れ
濁
世
の
道
俗
速
に
円
融
至
徳
の
真
門
に
入
り
て
、
難
思
往
生
を
願
ふ

　
　
べ
し
。
　
（
中
略
）
然
れ
ば
即
ち
釈
迦
牟
尼
仏
功
徳
蔵
を
開
演
し
て
、
十
方

　
　
濁
世
を
勧
化
し
た
ま
ふ
。
阿
弥
陀
如
来
は
本
と
果
遂
の
誓
を
発
し
て
諸
有
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親
鴛
に
お
け
る
真
門
念
仏
と
弘
願
念
仏
に
つ
い
て
の
一
試
論

二

　
　
の
群
生
海
を
悲
引
し
た
ま
へ
り
。
　
（
真
聖
全
二
の
一
五
七
）

と
あ
る
。
勿
論
、
方
便
化
土
巻
で
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
仮
門
と
し
て

の
扱
い
で
は
あ
る
が
、
二
十
願
真
門
を
勧
め
、
果
遂
の
誓
に
悲
引
さ
れ
る
と
述

べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
親
鶯
は
真
門
念
仏
を
二
十
願
の
方
便
玉
門
と
は
す
る
も
の
の
、

果
遂
之
誓
（
し
き
り
の
こ
・
う
に
て
み
や
う
こ
う
を
と
な
へ
た
る
を
は
つ
ひ
に

は
た
し
と
け
む
と
ち
か
ひ
た
ま
ふ
な
り
）
に
悲
引
さ
れ
る
と
し
て
、
勧
め
て
い

る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
当
然
な
が
ら
勧
め
る
こ
と
ば
か
り
し
て
い
る
の
で
は

な
い
。
掃
引
の
「
化
革
巻
」
幽
門
釈
下
の
次
下
に

　
　
真
に
知
ぬ
、
専
修
に
し
て
詩
心
な
る
も
の
は
大
慶
喜
心
を
獲
ず
。
　
（
中
略
）

　
　
悲
し
き
哉
、
垢
障
の
凡
愚
、
元
際
障
り
已
来
、
顕
正
間
令
し
、
定
散
心
雑

　
　
す
る
が
故
に
、
出
離
其
の
還
元
し
、
自
ら
流
転
輪
回
を
煮
る
に
、
微
塵
劫

　
　
を
超
過
す
れ
ど
も
、
仏
願
力
に
帰
し
潔
く
、
大
信
海
に
入
り
匝
し
、
良
に

　
　
傷
嵯
す
可
し
、
深
く
悲
歎
す
可
し
。
凡
そ
大
小
聖
人
、
】
切
善
人
、
本
願

　
　
の
嘉
号
を
も
て
己
が
善
根
と
す
る
が
故
に
、
信
を
生
ず
る
こ
と
能
は
ず
、

　
　
仏
智
を
了
ら
ず
、
彼
の
因
を
建
立
せ
る
こ
と
を
了
知
す
る
こ
と
を
能
は
ざ

　
　
る
、
故
に
報
土
に
入
る
こ
と
を
元
き
也
。
　
（
真
聖
全
二
の
一
六
五
）

と
述
べ
て
真
門
念
仏
を
誠
め
て
い
る
。
ま
た
『
正
像
末
和
讃
』
誠
疑
讃
に
は

　
　
不
了
冬
野
の
し
る
し
に
は
　
如
来
の
越
智
を
疑
惑
し
て
　
罪
福
信
じ
善
本

　
　
を
　
た
の
め
ば
辺
地
に
と
ま
る
な
り
（
親
鶯
聖
人
全
集
3
の
一
八
八
）

　
　
仏
智
疑
惑
の
つ
み
に
よ
り
　
慨
慢
辺
地
に
と
ま
る
な
り
　
疑
惑
の
つ
み
の

　
　
ふ
か
き
ゆ
へ
　
年
歳
蚕
簿
を
ふ
る
と
と
く
（
賢
弟
聖
人
全
集
3
の
一
九
〇
）

　
　
自
力
称
名
の
ひ
と
は
み
な
　
如
来
の
本
願
信
ぜ
ね
ば
う
た
が
ふ
つ
み
の
ふ

　
　
か
き
ゆ
へ
　
七
宝
の
獄
に
ぞ
い
ま
し
む
る
（
親
鴛
聖
人
全
集
3
の
一
九
〇
）

等
と
述
べ
て
自
力
の
真
鯵
念
仏
を
厳
し
く
甘
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
親
鴛
に
お
い
て
真
門
念
仏
に
つ
い
て
真
実
信
心
（
弘
願
）
へ
の
道
で
あ
る
と

し
て
、
勧
め
る
面
と
あ
く
ま
で
も
廃
す
る
も
の
と
す
る
一
見
相
矛
盾
す
る
二
面

が
み
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
従
来
方
便
同
門
に
お
け
る
簡
非

（
廃
捨
）
と
権
用
（
誘
引
）
と
言
わ
れ
て
き
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ

と
は
如
何
に
思
考
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

三
、
果
遂
と
い
う
こ
と

　
上
述
の
よ
う
に
親
玉
は
二
十
願
文
に
あ
る
「
果
遂
」
と
い
う
こ
と
を
相
当
に

重
視
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
こ
で
こ
れ
を
整
理
し
て
お
き
た
い
と
思

う
。
　
「
濫
行
信
証
』
　
「
化
土
器
」
真
門
釈
下
に

　
　
既
に
し
て
悲
願
有
ま
す
、
植
諸
徳
本
之
願
と
傾
く
、
復
た
不
果
遂
者
之
願

　
　
と
名
く
、
亦
た
至
心
回
向
之
願
と
名
く
葺
き
な
り
。
是
を
以
て
『
大
経
』

　
　
の
願
に
言
は
く
「
設
い
直
れ
仏
を
得
ら
む
に
、
十
方
の
衆
生
我
が
名
号
を

　
　
聞
て
、
念
を
我
が
国
に
係
け
て
諸
の
徳
本
を
植
え
て
心
を
至
し
回
向
し
て

　
　
我
が
国
に
生
ま
れ
ん
と
欲
は
む
、
果
遂
せ
ず
ば
、
正
覚
を
と
ら
じ
と
。
　
2
7

　
　
（
真
聖
全
二
の
一
五
八
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

と
あ
る
「
果
遂
」
に
つ
い
て
『
教
行
信
証
』
の
最
初
の
注
釈
書
で
あ
る
『
六
要

紗
』
に
は

　
　
問
。
果
遂
と
い
う
は
御
廟
・
黒
谷
共
に
三
生
果
遂
の
義
を
判
ず
、
今
師
同

　
　
じ
乎
。
答
。
三
生
の
義
理
害
す
可
か
ら
ず
。
問
。
当
願
の
益
化
土
な
ら
ば

　
　
果
齢
す
る
所
は
報
土
往
生
の
益
な
る
べ
き
欺
。
答
。
一
生
聞
名
・
一
生
化

　
　
生
・
↓
生
報
土
、
此
の
如
く
占
得
ば
果
遂
の
益
報
土
な
る
可
か
ら
く
耳
。

　
　
『
大
経
』
の
下
の
云
く
「
若
し
此
の
衆
生
其
の
本
罪
を
識
り
て
深
く
自
ら

　
　
悔
蓋
し
て
彼
の
虞
を
離
れ
ん
と
求
め
ば
、
即
ち
意
の
如
く
無
量
寿
仏
の
所

　
　
に
往
詣
す
る
こ
と
を
得
ん
」
已
上
、
彼
の
往
詣
仏
庭
の
時
を
指
し
て
果
遂

　
　
と
云
う
也
。
　
（
真
聖
全
二
の
四
〇
一
）

と
述
べ
て
い
る
。
即
ち
こ
こ
の
「
距
骨
」
は
三
生
果
遂
の
義
で
あ
る
と
し
、

「
一
生
聞
名
・
一
生
化
生
・
一
生
報
土
」
と
あ
る
よ
う
に
、
　
｝
度
早
筆
に
生
ま

れ
て
、
そ
の
次
生
に
真
実
報
土
に
生
ま
れ
る
時
を
果
遂
と
い
う
と
し
て
い
る
。



そ
し
て
「
化
土
巻
」
次
下
の
三
願
転
入
の
文
、
即
ち

　
　
是
を
以
て
愚
禿
釈
の
鴛
、
論
主
の
解
義
を
仰
ぎ
、
宗
師
の
勧
化
に
依
り
て

　
　
久
し
く
万
行
諸
善
の
仮
門
を
出
で
て
永
く
双
樹
林
下
の
往
生
を
は
な
る
、

　
　
善
本
徳
本
の
真
門
に
回
重
し
て
偏
に
食
思
往
生
の
心
を
欲
し
き
。
然
る
に

　
　
今
特
に
方
便
の
埋
門
を
出
で
て
選
択
の
平
海
に
転
入
せ
り
、
速
や
か
に
難

　
　
思
往
生
の
心
を
離
れ
て
難
思
議
往
生
を
遂
げ
ん
む
と
欲
す
、
果
遂
の
誓
良

　
　
に
由
へ
有
る
哉
。
袋
に
久
し
く
願
海
に
入
り
て
深
く
仏
恩
を
知
れ
り
、
至

　
　
徳
を
報
謝
の
為
に
真
宗
の
簡
要
を
擁
ふ
て
恒
常
に
不
可
思
議
の
徳
海
を
称

　
　
念
ず
。
　
（
真
青
全
二
の
一
六
六
）

と
あ
る
文
の
、
こ
こ
の
「
極
悪
の
誓
良
に
由
へ
有
る
哉
」
の
「
果
遂
」
に
つ
い

て
「
早
生
妙
』
に
は

　
　
「
果
遂
」
等
は
、
興
れ
偏
に
今
師
不
言
の
別
意
、
人
之
を
知
ら
ず
仰
い
で

　
　
信
ず
可
き
な
り
。
　
（
真
聖
全
二
の
四
〇
七
）

と
述
べ
て
い
る
。
即
ち
こ
こ
の
「
果
遂
」
は
上
述
の
三
生
果
遂
と
は
異
な
る

「
方
便
門
を
出
で
て
真
実
門
に
入
る
」
こ
と
の
意
味
で
あ
り
、
親
鴛
の
特
別
の

解
釈
で
あ
る
と
釈
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
尚
、
こ
の
「
果
遂
」
は
、
三
生
果
遂

が
転
生
果
遂
と
も
い
わ
れ
る
の
に
対
し
て
、
一
生
果
遂
と
か
歴
念
果
遂
等
と
い

わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
②
。
先
哲
の
な
か
に
は
三
生
果
遂
に
つ
い
て
『
六
要
紗
』

の
釈
を
批
判
し
、
御
廟
（
良
源
）
・
黒
谷
（
法
然
）
に
は
あ
っ
て
も
親
鶯
に
は

三
生
果
遂
の
意
は
み
ら
れ
な
い
と
い
う
見
解
も
あ
る
よ
う
で
あ
る
が
③
、
親
鴛

の
書
写
し
た
法
然
の
言
行
録
『
西
方
指
南
抄
』
に

　
　
或
人
念
仏
之
不
審
を
、
故
聖
人
に
問
ひ
た
て
奉
り
て
、
曰
は
く
、
第
二
十

　
　
の
願
は
、
大
綱
の
願
な
り
。
係
念
と
い
ふ
は
、
三
生
の
内
に
か
な
ら
ず
果

　
　
起
す
べ
し
。
仮
令
通
計
す
る
に
、
百
年
の
内
に
往
生
す
べ
き
也
。
云
云

　
　
こ
れ
九
品
往
生
義
、
意
釈
な
り
。
極
大
遅
者
を
も
て
三
生
に
出
ざ
る
こ
・

　
　
ろ
、
か
く
の
ご
と
く
釈
せ
り
。
又
「
阿
弥
陀
経
』
の
巳
発
願
等
は
、
こ
れ

　
　
三
生
の
証
也
と
。
　
（
真
聖
七
四
の
＝
一
＝
）

と
あ
る
よ
う
に
、
親
署
自
身
が
書
写
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
に
述
べ

ら
れ
て
い
る
三
生
果
遂
の
義
も
継
承
し
て
い
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う

し
、
ま
た
『
末
灯
砂
』
二
に
は

　
　
自
力
の
御
は
か
ら
い
に
て
は
真
実
の
報
土
へ
む
ま
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。

　
　
行
者
の
お
の
お
の
の
自
力
の
信
に
て
は
解
慢
辺
地
、
胎
生
疑
城
の
浄
土
ま

　
　
で
ぞ
、
往
生
せ
ら
る
る
こ
と
に
て
あ
る
べ
き
ぞ
と
う
け
た
ま
は
り
た
り
し
。

　
　
（
中
略
）
仏
恩
の
ふ
か
き
こ
と
は
、
解
慢
辺
地
に
往
生
し
、
疑
城
胎
宮
に

　
　
往
生
す
る
だ
に
も
、
弥
陀
の
御
ち
か
ひ
の
な
か
に
、
第
十
九
願
・
第
廿
の

　
　
願
の
御
あ
わ
れ
み
に
て
こ
そ
、
不
可
思
議
の
た
の
し
み
に
あ
ふ
こ
と
に
て

　
　
候
へ
。
仏
恩
の
ふ
か
き
こ
と
そ
の
き
わ
も
な
し
。
　
（
端
粛
全
二
の
六
五
九
）

と
親
鴛
自
身
が
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
三
生
語
草
の
意
が
親
鴛
に
あ
っ

た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
親
鶯
に
お
い
て
は
＝
生
男
名
・
一

生
化
生
・
一
生
報
土
」
と
、
一
度
化
土
に
生
ま
れ
て
そ
の
次
生
に
真
実
報
土
に

生
ま
れ
る
、
と
い
う
意
味
の
三
生
果
遂
と
、
三
章
転
入
の
文
に
み
ら
れ
る
「
方

便
門
を
出
で
て
真
実
門
に
入
る
」
と
い
う
意
味
の
一
生
果
遂
の
両
義
が
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。

四
、
含
め
と
勧
め

　
上
述
の
よ
う
に
、
親
鶯
は
『
浄
土
和
讃
』
の
二
十
願
・
真
門
念
仏
に
つ
い
て

の
「
定
散
自
力
の
称
名
は
果
遂
の
ち
か
ひ
に
帰
し
て
こ
そ
お
し
へ
ざ
れ
ど
も
自

然
に
真
如
の
門
に
転
入
す
る
」
等
の
和
讃
、
ま
た
『
九
願
文
』
の
二
十
願
文
の

左
訓
、
そ
し
て
『
教
団
信
証
』
　
「
化
土
豪
し
真
門
釈
下
に
は
「
速
に
円
融
至
徳

の
真
田
に
入
り
て
、
難
思
往
生
を
願
ふ
べ
し
」
等
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
二

十
願
の
果
遂
の
力
用
に
よ
る
往
生
を
勧
め
て
い
る
か
の
よ
う
な
面
を
も
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
上
に
検
討
し
た
よ
う
に
果
遂
に
は
「
方
便
門
を
出
で

て
真
実
門
に
入
る
」
と
い
う
意
味
の
一
生
果
遂
の
義
だ
け
で
な
く
、
三
生
果
遂

の
義
が
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
も
し
三
生
果
遂
の
義
に
よ
る
所
論
で
あ
る
な
ら
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親
鶯
に
お
け
る
真
門
念
仏
と
弘
願
念
仏
に
つ
い
て
の
一
試
論

四

ば
、
二
十
願
の
果
遂
の
力
用
に
よ
る
勧
め
ば
化
土
往
生
の
勧
め
と
い
う
こ
と
で

あ
る
か
ら
、
上
に
あ
げ
た
文
は
勧
め
と
い
う
よ
り
寧
ろ
誠
め
と
い
う
こ
と
に
な

ろ
う
。
従
っ
て
、
こ
れ
ら
の
文
に
よ
っ
て
単
純
に
真
門
を
勧
め
て
い
る
も
の
と

み
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
次
に
「
然
る
に
今
特
に
方
便
の
三
門
を
出
て
、
選
択
の
雲
海
に
転
入
せ
り
、

速
や
か
に
難
思
往
生
の
心
を
離
れ
て
難
思
議
往
生
を
遂
げ
ん
と
欲
す
。
果
遂
に

誓
い
良
に
由
へ
有
る
哉
」
と
あ
る
才
童
転
入
の
文
に
お
け
る
「
果
断
」
に
つ
い

て
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
上
述
の
よ
う
に
、
一
生
果
遂
・
歴
念
果
遂
等
と
い
わ
れ

る
も
の
で
、
現
生
に
お
い
て
二
十
願
の
方
便
門
を
出
で
て
十
入
願
の
真
実
門
に

入
る
、
と
い
う
意
味
の
果
報
で
あ
る
。
こ
れ
は
上
引
の
『
六
要
紗
』
に
述
べ
ら

れ
て
い
る
よ
う
に
現
生
の
一
生
の
み
で
語
る
果
遂
は
親
里
の
独
自
の
も
の
で
あ

ろ
う
。
然
る
に
こ
こ
で
極
め
て
重
要
な
こ
と
は
、
こ
の
文
は
親
雪
自
身
の
信
仰

体
験
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
、
今
自
分
は
二
十
願
の
方
便

真
門
を
す
で
に
離
れ
て
、
弘
願
に
転
入
し
た
と
い
う
自
覚
の
上
で
「
果
遂
之
誓

い
良
に
由
へ
有
る
哉
」
と
以
前
真
門
自
力
の
念
仏
の
域
に
あ
っ
た
自
分
が
二
十

願
の
果
遂
の
誓
の
誘
引
に
よ
り
真
実
弘
願
に
転
入
し
た
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と

を
過
去
を
振
り
返
っ
て
感
謝
の
想
い
か
ら
述
べ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
三
願
転

入
の
文
に
お
け
る
「
果
遂
之
誓
い
良
に
由
へ
有
る
哉
」
と
あ
る
二
十
願
・
果
遂

之
誓
の
讃
仰
は
親
指
自
身
に
つ
い
て
の
感
動
と
謝
念
で
あ
り
、
他
者
に
勧
め
る

意
図
の
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
論
を
進
め
て
い
く
と
親
鷺
に
は
二
十
写
真
門
念
仏
を
勧
め
る
傾

向
は
全
く
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
早
引
の
「
正
劇
末
和
讃
』
誠
図
師
の
「
自
力

称
名
の
ひ
と
は
み
な
　
如
来
の
本
願
信
ぜ
ね
ば
　
う
た
が
ふ
つ
み
の
ふ
か
き
ゆ

へ
　
七
宝
の
獄
に
ぞ
い
ま
し
む
る
」
等
と
あ
る
文
の
み
に
よ
り
真
門
念
仏
を
た

だ
罷
め
、
古
書
・
廃
飽
し
た
と
断
じ
え
る
か
の
よ
う
で
も
あ
る
が
、
上
述
の
よ

う
に
真
夏
念
仏
を
勧
め
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
文
も
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
簡

単
に
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

五
、
選
述
年
次
の
問
題

　
上
引
の
二
十
願
の
果
遂
の
力
用
に
よ
り
、
自
力
念
仏
を
修
す
る
こ
と
こ
そ
が

あ
た
か
も
真
実
信
心
へ
の
道
で
あ
る
か
の
よ
う
に
窺
わ
れ
る
『
浄
土
和
讃
』
の

「
定
理
自
力
の
称
名
は
　
果
遂
の
ち
か
ひ
に
帰
し
て
こ
そ
　
お
し
へ
ざ
れ
ど
も

自
然
に
　
真
如
の
門
に
転
入
す
る
」
等
の
和
讃
お
よ
び
『
九
願
文
』
の
二
十
願

文
の
説
明
文
に
お
け
る
果
遂
の
意
を
三
生
果
遂
の
意
に
と
り
き
り
、
ま
ず
は
化

土
に
生
ま
れ
、
次
生
に
浄
土
に
生
ま
れ
る
こ
と
を
勧
め
る
意
味
の
み
と
理
解
す

る
の
は
無
理
が
あ
る
し
、
上
述
の
よ
う
に
親
思
の
果
遂
の
意
に
は
「
方
便
門
を

出
で
て
真
実
門
に
入
る
」
一
生
果
遂
の
意
も
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
一
生
果
遂

と
三
生
果
遂
の
両
義
が
あ
る
と
み
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
に
お
い

て
上
の
「
浄
土
和
讃
』
お
よ
び
『
九
願
文
』
の
二
十
願
文
の
説
明
文
に
お
い
て

親
鴛
が
真
実
信
心
へ
の
道
と
し
て
真
門
自
力
念
仏
を
勧
め
て
い
る
面
を
全
く
否

定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

　
次
に
こ
れ
も
上
引
し
た
『
教
導
信
証
』
　
「
精
測
巻
」
無
為
垂
下
の
「
夫
れ
濁

世
の
道
俗
速
に
円
融
至
徳
の
真
正
に
入
り
て
、
難
思
往
生
を
願
ふ
べ
し
」
と
あ

る
文
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
こ
の
文
に
限
っ
て
い
え
ば
、
君
門
・
難
思
往
生
を
勧

め
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
「
化
腰
巻
」
の
こ
の
文
の
次
下
に

お
い
て
親
鶯
は
上
引
の
「
真
に
知
ぬ
、
専
修
に
し
て
世
心
な
る
も
の
は
大
慶
喜

心
を
獲
ず
。
　
（
中
略
）
悲
し
き
哉
、
垢
障
の
凡
愚
、
元
際
自
り
已
来
、
助
正
間

雑
し
、
解
散
心
雑
す
る
が
故
に
、
出
離
其
の
期
遷
し
、
自
ら
流
転
輪
回
を
度
る

に
、
微
塵
劫
を
超
過
す
れ
ど
も
、
仏
願
力
に
帰
し
豪
く
、
大
信
海
に
入
り
匝
し
、

良
に
傷
嵯
す
可
し
、
深
く
悲
歎
す
冒
し
。
凡
そ
大
小
聖
人
、
一
切
善
人
、
本
願

の
嘉
号
を
も
て
己
が
善
根
と
す
る
が
故
に
、
信
を
生
ず
る
こ
と
能
は
ず
、
仏
智

を
了
ら
ず
、
彼
の
因
を
建
立
せ
る
こ
と
を
了
知
す
る
こ
と
を
能
は
ざ
る
、
故
に

報
土
に
入
る
こ
と
元
き
也
。
」
等
と
述
べ
て
自
力
二
二
念
仏
を
厳
し
く
誠
め
て

い
る
。
厳
し
く
誠
め
な
が
ら
「
速
に
円
融
至
徳
の
真
門
に
入
り
て
、
難
思
往
生

を
願
ふ
べ
し
」
と
勧
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
理
由
と
し
て
先
哲
の
釈
は
大
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体
に
お
い
て
、
十
九
願
の
双
樹
林
下
往
生
に
比
し
て
二
十
願
の
難
思
往
生
が
弘

願
の
難
思
議
往
生
に
近
接
し
て
い
る
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
。
月
珠
の
『
本
典
対

問
記
』
に
は

　
　
上
行
は
非
本
願
な
る
が
故
に
実
に
達
す
る
こ
と
甚
だ
難
し
。
念
仏
は
本
願

　
　
の
行
な
る
が
故
に
転
入
に
便
な
り
。
若
し
難
行
を
す
て
て
念
仏
に
帰
す
れ

　
　
ば
、
其
実
行
に
達
す
る
こ
と
遠
き
に
あ
ら
ず
。
　
（
『
本
典
研
素
語
記
』
下

　
　
巻
四
四
一
頁
）

と
あ
り
、
善
譲
の
「
顕
浄
土
教
行
証
文
類
敬
信
記
』
に
は

　
　
高
祖
の
意
は
真
門
に
さ
へ
入
れ
ば
、
若
し
は
此
土
若
し
は
彼
土
。
何
れ
遠

　
　
か
ら
さ
る
内
に
弘
願
に
入
る
と
思
し
召
し
て
、
入
弘
か
入
用
て
入
る
へ
し

　
　
と
勧
給
ふ
た
る
も
の
な
ら
ん
。
　
（
真
宗
全
書
三
十
一
の
五
宿
六
）

と
あ
る
。
上
述
よ
う
に
親
鴛
は
真
門
を
勧
め
て
は
い
る
が
、
そ
れ
を
あ
く
ま
で

も
仮
門
と
し
、
そ
れ
に
止
ど
ま
っ
て
は
大
信
海
に
入
れ
ず
報
土
に
も
入
れ
な
い
、

と
厳
し
く
誠
め
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
善
美
が
「
若
し
は
此
土
若
し
は
彼
土
。

何
れ
遠
か
ら
さ
る
内
に
弘
願
に
入
る
と
思
し
召
し
て
」
と
釈
す
る
よ
う
に
、
真

門
に
さ
え
入
っ
て
お
れ
ば
、
一
生
果
遂
で
此
土
で
十
八
願
の
真
実
信
心
に
転
入

す
る
も
の
も
あ
る
の
で
あ
ろ
う
し
、
三
生
果
遂
で
一
旦
上
土
に
生
ま
れ
、
そ
こ

で
弘
願
に
転
入
し
て
、
次
生
に
真
実
報
土
に
生
ま
れ
る
も
の
も
あ
る
で
あ
ろ
う

が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
遠
か
ら
ず
弘
願
に
い
る
道
と
し
て
真
書
を
勧
め
て
い
る
と

考
え
て
い
る
の
が
、
　
「
教
行
信
証
』
　
「
化
土
巻
」
嘉
事
釈
に
お
け
る
親
鴛
の
意

に
近
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
親
玉
の
十
入
墨
転
入
の
時
期
に
つ
い
て
は
諸
士
が
あ
る
が
、
私
は
二
十
九
才

説
を
と
っ
て
い
る
④
。
往
生
「
定
の
大
安
堵
の
確
信
は
こ
の
時
得
ら
れ
、
そ
の

こ
と
に
つ
い
て
は
以
後
生
涯
を
通
し
て
些
か
も
揺
ら
ぐ
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
、
そ
の
後
に
お
い
て
親
鴛
の
思
想
に
な
ん
の
変
化

が
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
は
な
い
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
そ
の
後
壮
年
、
晩
年

と
年
齢
と
と
も
に
思
想
に
深
化
・
変
遷
は
あ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
真
門
念
仏

の
扱
い
に
つ
い
て
も
こ
の
点
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
「
浄
土
和
讃
』
の
成
立
年
次
は
高
田
国
宝
本
の
「
浄
土
和
讃
』
、
　
『
高
僧
和

讃
』
の
終
わ
り
に

　
　
宝
治
第
二
戊
申
歳
初
発
下
旬
第
一
日

　
　
愚
禿
釈
親
鴛
七
十
六
歳
書
之
畢
（
「
親
鶯
聖
人
真
蹟
集
成
』
三
の
二
七
「
）

と
あ
る
と
こ
ろ
が
ら
、
親
鶯
七
十
六
歳
の
成
立
と
わ
か
る
。
　
『
九
願
文
』
は

「
親
鷺
聖
人
全
集
』
3
に
収
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
安
井
広
度
氏
の
解

説
に
よ
れ
ば
『
教
行
信
証
』
以
前
の
手
記
の
も
の
と
さ
れ
て
い
る
⑤
。
ま
た

『
教
行
信
証
』
の
選
述
年
次
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
り
、
断
定
は
難
し
い
の
で
あ

る
が
、
尊
蓮
に
初
め
て
書
写
を
許
し
た
の
が
寛
元
五
年
、
七
十
五
歳
の
時
で
あ

る
の
で
こ
の
頃
一
応
完
成
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
⑥
。

　
以
上
の
よ
う
に
真
門
念
仏
を
勧
め
て
い
る
か
と
も
思
わ
れ
る
上
下
の
『
浄
土

和
讃
』
の
文
、
　
「
九
願
文
』
の
文
、
　
『
教
行
信
証
』
真
土
三
下
の
「
速
に
円
融

至
徳
の
真
門
に
入
り
て
」
と
あ
る
文
は
い
ず
れ
も
『
浄
土
和
讃
』
の
選
述
年
次

の
七
十
六
歳
以
前
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
上
述
の
よ
う
に
『
正
像
末
和
讃
』
の
墨
型
讃
に
お
い
て
は
真
門
自
力
念
仏
を

厳
し
く
重
め
て
い
る
。
　
「
正
像
末
和
讃
』
の
選
述
年
次
は
高
田
国
宝
本
（
草
稿
　
餌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

本
）
に

　
　
正
嘉
元
年
丁
巳
三
月
一
日
、
愚
禿
七
三
八
十
五
罫
書
之
（
『
親
鶯
聖
人
真

　
　
蹟
集
成
』
三
の
三
　
二
）

と
あ
り
、
ま
た
高
田
顕
智
書
写
本
に
は

　
　
草
本
云
　
正
嘉
二
歳
九
月
廿
四
日
　
親
鶯
八
十
六
歳
（
『
親
玉
聖
人
全
集
』

　
　
2
の
二
一
三
）

と
あ
る
と
こ
ろ
が
ら
入
十
五
歳
か
ら
八
十
六
歳
の
選
述
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

上
述
の
よ
う
に
こ
の
中
の
誠
疑
讃
は
自
力
三
門
を
誠
め
て
い
る
も
の
で
あ
り
、

そ
こ
に
あ
る
二
十
二
首
（
蓮
如
文
明
本
二
十
三
首
）
の
末
尾
に

　
　
越
智
う
た
が
う
つ
み
と
が
の
ふ
か
き
こ
と
を
あ
ら
は
せ
り
こ
れ
を
へ
ん
ぢ

　
　
け
ま
ん
た
い
し
ょ
う
な
ん
ど
・
い
ふ
な
り
（
『
親
鶯
聖
人
全
集
』
2
の
二

　
　
〇
一
）

と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
上
引
の
も
の
の
み
な
ら
ず
、
二
十
二
首
全
部
が
自
力

真
門
念
仏
を
早
め
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
　
『
正
像
末
和
讃
』
に
は
誠
疑
讃
の
他

親
鴛
に
お
け
る
真
門
念
仏
と
弘
願
念
仏
に
つ
い
て
の
一
試
論
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親
鴛
に
お
け
る
真
門
念
仏
と
弘
願
念
仏
に
つ
い
て
の
一
試
論

山IN

に
も

　
　
真
実
信
心
の
称
名
は
　
弥
陀
廻
向
の
法
な
れ
ば
　
不
廻
向
と
な
づ
け
て
ぞ

　
　
自
力
の
称
念
き
ら
は
る
・
（
『
親
鴛
聖
人
全
集
』
2
の
一
七
七
）

と
あ
る
よ
う
に
弘
願
念
仏
で
あ
る
真
実
信
心
の
称
名
を
勧
め
、
旗
門
念
仏
で
あ

る
自
力
の
称
念
を
誠
め
て
い
る
も
の
も
あ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
宮
門
念
仏
の
扱
い
に
つ
い
て
、
　
『
浄
土
和
讃
』
選
述
の
七
十

六
歳
以
前
と
『
正
像
末
和
讃
』
選
述
の
八
十
五
歳
と
の
間
に
、
明
ら
か
な
変
化

が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
恐
ら
く
八
十
四
歳
五
月
の
善
鷺
事
件
が
関

係
あ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
　
『
正
像
末
和
讃
』
選
述
の
契
機
に
つ
い
て
親
鴛
が

『
正
嘉
末
和
讃
』
国
宝
本
（
草
稿
本
）
に

　
　
康
元
二
歳
丁
巳
二
月
九
日
の
夜
驚
時
夢
告
に
い
は
く

　
　
弥
陀
の
本
願
信
ず
べ
し
　
本
願
信
ず
る
ひ
と
は
み
な
　
摂
取
不
捨
の
利
益

　
　
に
て
　
図
上
覚
お
ば
さ
と
る
な
り

　
　
こ
の
和
讃
を
ゆ
め
に
お
ほ
せ
か
ふ
り
て
う
れ
し
さ
に
か
き
つ
け
ま
い
ら
せ

　
　
た
る
な
り

　
　
正
嘉
元
年
丁
巳
三
月
一
日
、
愚
禿
親
鶯
八
十
五
歳
書
之
（
『
親
鴛
聖
人
真

　
　
蹟
集
成
』
三
の
三
一
〇
）

と
あ
り
、
次
に
書
か
れ
て
い
る
も
の
が
上
引
の
「
真
実
信
心
の
称
名
は
　
如
来

⑦
廻
向
の
法
な
れ
ば
　
不
廻
向
と
な
づ
け
て
ぞ
　
自
力
の
称
念
き
ら
は
る
・
」

の
和
讃
で
あ
る
。
康
元
二
歳
と
正
嘉
元
年
は
同
年
で
あ
る
か
ら
、
夢
告
が
入
十

五
歳
の
二
月
で
、
書
き
始
め
た
の
が
三
月
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
善
鴛
の
異
義

が
専
修
賢
善
計
の
傾
向
で
あ
ろ
う
と
い
う
指
摘
は
以
前
か
ら
あ
る
⑧
。
私
も
こ

れ
に
賛
成
す
る
の
で
あ
る
が
、
特
に
自
力
念
仏
の
策
励
を
強
調
し
た
の
で
は
な

い
か
と
考
え
る
。
八
十
五
歳
の
時
の
五
月
二
十
九
日
の
善
言
に
宛
て
た
義
絶
状

に
は

　
　
い
か
に
い
は
む
や
、
往
生
極
楽
の
大
事
を
い
ひ
ま
ど
わ
し
て
、
ひ
だ
ち
・

　
　
し
も
つ
け
の
念
仏
者
を
ま
ど
わ
し
、
お
や
に
そ
ら
ご
と
を
い
ひ
つ
け
た
る

　
　
こ
と
、
こ
・
ろ
う
き
こ
と
な
り
。
第
十
八
の
本
願
を
ば
、
し
ぼ
め
る
は
な

　
　
に
た
と
え
て
、
人
ご
と
に
、
み
な
す
て
ま
い
ら
せ
た
り
と
き
こ
ゆ
る
こ
と
、

　
　
ま
こ
と
に
は
う
ぼ
う
の
と
が
、
又
五
逆
の
つ
み
を
こ
の
み
て
、
人
を
そ
む

　
　
じ
ま
ど
わ
さ
る
・
こ
と
、
か
な
し
き
こ
と
な
り
。
　
（
真
直
全
二
の
七
二
八
）

と
あ
る
。
二
輪
の
異
義
が
専
修
賢
善
計
の
傾
向
で
あ
ろ
う
と
い
う
意
見
に
賛
成

で
あ
る
こ
と
は
上
に
述
べ
た
。
そ
し
て
「
往
生
極
楽
の
大
事
を
い
ひ
ま
ど
わ
し

て
」
と
あ
り
、
　
「
往
生
極
楽
の
大
事
を
否
定
し
て
」
と
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、

浄
土
門
を
否
定
し
た
の
で
は
な
い
と
思
う
。
そ
し
て
「
第
十
八
の
本
願
を
ば
、

し
ぼ
め
る
は
な
に
た
と
え
て
、
人
ご
と
に
、
み
な
す
て
ま
い
ら
せ
た
り
と
き
こ

ゆ
る
こ
と
」
と
あ
る
文
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
通
常
親
鶯
は
十
八
願
を
単
に
本

願
と
い
っ
て
い
る
。
第
十
八
願
と
い
う
時
は
他
の
願
と
対
比
し
て
説
明
す
る
時

で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
こ
で
は
、
こ
と
さ
ら
に
「
第
十
八
の
本
願
」
と
い
っ
て

い
る
と
こ
ろ
に
、
十
八
願
を
と
く
に
す
て
た
と
い
う
意
味
が
感
じ
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
こ
の
文
は
善
鶯
が
弥
陀
の
四
十
八
願
全
部
を
す
て
た
と
い
う
こ
と
を
意

味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
し
、
ま
た
念
仏
を
す
て
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て

も
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
多
食
の
主
張
が
念
仏
そ
の
も
の
を
す
て
る
も
の
で
は

な
か
っ
た
こ
と
は
『
御
消
息
集
』
七
に

　
　
余
の
人
を
縁
と
し
て
、
念
仏
を
ひ
ろ
め
ん
と
、
は
か
ら
い
あ
は
せ
た
ま
ふ

　
　
こ
と
、
ゆ
め
ゆ
め
あ
る
べ
か
ら
ず
さ
ふ
ら
ふ
。
そ
の
と
こ
ろ
に
念
仏
の
ひ

　
　
ろ
ま
り
さ
ふ
ら
は
ん
こ
と
も
仏
天
の
御
は
か
ら
い
に
て
さ
ふ
ら
ふ
べ
し
。

　
　
慈
信
房
が
や
う
や
う
に
ま
ふ
し
さ
ふ
ら
ふ
な
る
に
よ
り
て
、
ひ
と
び
と
も

　
　
御
こ
・
う
ど
も
の
や
う
や
う
に
な
ら
せ
た
ま
ふ
よ
し
、
　
（
中
略
）
慈
信
房

　
　
が
ま
ふ
し
さ
ふ
ら
ふ
こ
と
を
た
の
み
お
ぼ
し
め
し
て
、
こ
れ
よ
り
は
余
の

　
　
人
を
業
縁
と
し
て
念
仏
ひ
ろ
め
よ
と
ま
ふ
す
こ
と
、
ゆ
め
ゆ
め
ま
ふ
し
た

　
　
る
こ
と
さ
ふ
ら
は
ず
。
　
（
早
早
全
二
の
七
〇
七
〉

と
あ
る
文
か
ら
窺
え
る
。
こ
こ
に
あ
る
「
余
の
人
を
縁
と
し
て
念
仏
ひ
ろ
め
ん
」
、

「
余
の
人
を
強
縁
と
し
て
念
仏
ひ
ろ
め
よ
と
ま
ふ
す
」
は
慈
信
（
善
鷺
）
が
親

驚
の
指
示
と
い
つ
わ
っ
て
行
お
う
と
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
方
法

は
と
も
か
く
と
し
て
慈
信
（
善
鴛
）
の
異
義
は
念
仏
そ
の
も
の
を
す
て
る
の
で

は
な
か
っ
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
十
八
願
は
す
て
る
が
念
仏
は
す
て
な
い
と

な
る
と
、
残
る
は
二
十
願
の
念
仏
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
専
修
賢
善
計
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的
自
力
念
仏
、
即
ち
二
十
願
の
自
力
真
面
念
仏
、
あ
る
い
は
諸
行
兼
修
の
十
九

願
の
自
力
念
仏
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
多
く
の

念
仏
者
が
動
揺
し
た
の
は
自
力
・
他
力
の
違
い
は
あ
る
が
同
じ
念
仏
の
教
え
で

あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
ま
た
少
し
後
年
の
も
の
に
は
な
る
が
、
覚
如
の
子
の

知
覚
の
『
慕
帰
会
詞
』
、
覚
如
の
弟
子
愈
愈
の
『
最
須
敬
重
絵
詞
』
に
い
ず
れ

も
晩
年
の
善
鶯
が
念
仏
実
践
者
で
も
あ
っ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

り
⑨
、
私
の
考
察
の
裏
づ
け
と
な
る
と
思
わ
れ
る
。
　
『
歎
異
抄
』
の
結
び
に

　
　
か
な
し
き
か
な
や
、
さ
い
は
い
に
念
仏
し
な
が
ら
、
直
に
報
土
に
む
ま
れ

　
　
ず
し
て
辺
地
に
や
ど
を
と
ら
ん
こ
と
。
　
（
男
旱
全
二
の
七
九
三
）

と
あ
る
の
は
、
ま
さ
に
善
鴛
お
よ
び
そ
の
一
派
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
の
よ
う
に
私
は
善
鶯
の
異
義
は
、
親
鷲
の
意
に
背
き
、
墨
入
願
を
す
て
、

往
生
の
大
事
を
い
い
ま
ど
わ
し
た
自
力
念
仏
の
策
励
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
こ

の
こ
と
は
親
鶯
に
と
っ
て
痛
恨
の
極
み
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
同
様
に
自

分
が
教
化
し
て
き
た
関
東
の
多
く
の
念
仏
者
が
善
鶯
の
主
張
に
動
揺
し
た
こ
と

が
ま
た
極
め
て
遺
憾
な
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
善
鴛
義
絶
状

と
同
日
の
八
十
五
歳
、
五
月
二
十
九
日
置
性
信
に
宛
て
た
消
息
に

　
　
と
し
ご
ろ
往
生
｝
定
と
お
ほ
せ
ら
れ
候
人
々
、
慈
信
と
お
な
じ
や
う
に
、

　
　
そ
ら
ご
と
を
み
な
ま
う
さ
れ
候
け
る
を
、
と
し
ご
ろ
ふ
か
く
た
の
み
ま
い

　
　
ら
せ
て
候
ひ
け
る
こ
と
、
か
へ
す
が
へ
す
あ
さ
ま
し
う
候
。
そ
の
ゆ
へ
は
、

　
　
往
生
の
信
心
と
ま
う
す
こ
と
は
、
一
念
も
う
た
が
ふ
こ
と
の
候
は
ぬ
を
こ

　
　
そ
、
往
生
一
定
と
は
お
も
ひ
て
候
へ
。
　
（
真
旦
全
二
の
七
一
七
）

と
述
べ
、
ま
た
追
伸
と
し
て

　
　
な
を
な
を
念
仏
者
た
ち
の
信
心
は
一
定
と
候
ひ
し
こ
と
は
、
み
な
御
そ
ら

　
　
ご
と
ど
も
に
て
候
な
り
。
こ
れ
ほ
ど
の
第
十
八
の
本
願
を
す
て
ま
い
ら
せ

　
　
あ
ふ
て
候
人
々
の
御
こ
と
ば
を
た
の
み
ま
い
ら
せ
て
、
と
し
ご
ろ
候
け
る

　
　
こ
そ
、
あ
さ
ま
し
う
候
。
　
（
真
聖
全
二
の
七
一
九
）

と
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
で
よ
く
窺
え
る
。
ひ
ご
ろ
か
ら
往
生
一
定
と
い
い
他
力

真
実
信
心
が
さ
だ
ま
っ
て
い
る
と
ば
か
り
思
っ
て
い
た
人
々
が
、
慈
信
（
善
鴛
）

の
言
葉
に
動
揺
し
た
と
は
、
念
仏
は
し
な
が
ら
も
、
ま
だ
他
力
信
心
が
さ
だ
ま

っ
て
い
な
い
本
願
疑
惑
の
自
力
の
念
仏
者
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
ま
さ
に
親

藩
に
と
っ
て
た
え
ら
れ
な
い
ほ
ど
の
愁
嘆
事
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
痛
恨
・

悲
嘆
の
な
か
で
親
鶯
が
上
述
の
八
十
五
歳
の
時
の
康
元
二
歳
軸
距
二
月
九
日
の

面
面
時
三
飯
に
よ
る
「
弥
陀
の
本
願
信
ず
べ
し
」
の
言
葉
に
よ
っ
て
真
実
信
心

を
勧
め
る
こ
と
の
大
切
さ
を
あ
ら
た
め
て
深
く
感
じ
、
そ
し
て
つ
づ
く
和
讃
の

「
真
実
信
心
の
称
名
は
」
と
あ
る
、
他
力
信
心
の
他
力
念
仏
を
勧
め
る
こ
と
こ

そ
が
残
る
生
涯
の
使
命
で
あ
る
と
深
く
感
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
厳
し
く

真
門
念
仏
を
誠
め
た
誠
疑
讃
の
作
成
と
な
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
親
鶯
は
真
星
念
仏
の
扱
い
に
つ
い
て
『
浄
土
和
讃
』
選
述
の
七

十
六
歳
以
後
ゆ
る
や
か
な
変
化
は
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
上
に
論
じ
た
よ
う
に
、

八
十
四
歳
の
時
の
書
誌
事
件
、
そ
れ
に
つ
づ
く
八
十
五
歳
の
時
の
夢
占
に
よ
り
、

大
き
な
変
化
が
生
じ
た
も
の
と
考
察
す
る
の
で
あ
る
。
即
ち
七
十
六
歳
以
前
に

は
方
便
窺
書
と
は
し
な
が
ら
も
、
果
遂
の
誓
い
と
い
う
こ
と
で
勧
め
て
い
る
か

と
思
え
る
面
も
も
っ
て
い
た
真
門
念
仏
が
、
八
十
五
歳
か
ら
八
十
六
歳
の
『
正

像
末
和
讃
』
で
は
た
だ
厳
し
く
誠
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
因
み
に
論
ず
る
が
、
獲
信
の
た
め
の
真
正
念
仏
の
実
践
を
強
調
す
る
意
見
の

根
拠
の
ひ
と
つ
に
な
っ
て
い
る
も
の
に
『
親
鶯
聖
人
御
消
息
集
』
二
に

　
　
往
生
を
不
定
に
お
ぼ
し
め
さ
ん
ひ
と
は
、
ま
つ
わ
が
身
の
往
生
を
お
ぼ
し

　
　
め
し
て
、
御
念
仏
さ
ふ
ら
ふ
べ
し
。
　
（
真
下
全
二
の
六
九
七
）

と
あ
る
文
が
あ
る
。
こ
れ
は
「
方
便
門
を
出
で
て
真
実
門
に
入
る
」
の
義
の
】

生
果
遂
の
願
の
意
に
と
り
真
門
念
仏
を
勧
め
て
い
る
と
と
れ
な
い
こ
と
も
な
い

と
は
思
う
が
、
こ
の
消
息
に
あ
る
鎌
倉
へ
の
訴
訟
事
件
は
置
生
事
件
よ
り
前
と

考
え
ら
れ
る
の
で
、
こ
の
消
息
は
建
長
七
年
、
親
鶯
八
十
三
歳
の
時
の
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
文
は
善
鴛
事
件
よ
り
前
の
も
の
で
あ
る
⑩
。
ま

た
上
に
引
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
　
『
末
書
妙
』
二
に
「
仏
恩
の
ふ
か
き
こ
と
は
、

愕
慢
辺
地
に
往
生
し
、
七
城
里
宮
に
往
生
す
る
だ
に
も
、
弥
陀
の
御
ち
か
ひ
の

な
か
に
、
第
十
九
願
・
第
廿
の
願
の
御
あ
わ
れ
み
に
て
こ
そ
、
不
可
思
議
の
楽

し
み
に
あ
ふ
こ
と
に
て
候
へ
。
仏
恩
の
ふ
か
き
こ
と
そ
の
き
わ
も
な
し
」
と
あ

る
と
文
は
｝
度
重
土
に
生
ま
れ
て
か
ら
報
土
に
生
ま
れ
る
と
い
う
三
生
果
遂
の
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親
鶯
に
お
け
る
真
門
念
仏
と
弘
願
念
仏
に
つ
い
て
の
一
試
論

八

章
で
は
あ
る
が
、
自
力
の
真
門
（
廿
の
願
）
を
一
分
肯
定
し
て
い
る
か
の
よ
う

な
内
容
で
あ
る
が
、
こ
の
消
息
に
は
「
建
長
七
歳
乙
卯
愚
禿
親
鴛
　
之
を
書
く
」

と
明
確
に
年
月
日
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
善
鶯
事
件
よ
り
前
の

も
の
で
あ
る
。
善
鶯
事
件
お
よ
び
夢
告
以
後
の
前
述
で
あ
る
『
心
像
末
和
讃
』

に
お
い
て
は
上
述
の
よ
う
に
、
自
力
念
仏
・
化
身
往
生
の
価
値
は
全
く
否
定
さ

れ
て
お
り
、
た
だ
厳
し
く
白
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
八
十
五
歳
選
述
の

「一

O
多
念
文
意
』
に
も

　
　
「
不
定
聚
」
は
自
力
の
念
仏
、
疑
惑
の
念
仏
の
人
は
報
土
に
な
し
と
い
ふ

　
　
な
り
、
正
定
聚
の
人
の
み
、
真
実
報
土
に
む
ま
る
れ
ば
な
り
（
真
弓
全
二

　
　
の
六
＝
）

と
あ
る
よ
う
に
、
真
門
自
力
念
仏
を
厳
し
く
誠
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
後

で
論
ず
る
が
、
　
『
浄
土
三
経
往
生
麺
類
』
　
（
広
本
）
等
に
お
い
て
も
同
様
で
あ

る
。

六
、

「
教
行
信
証
』
と
『
浄
土
三
皇
往
生
文
応
』
　
（
広

本
）
・
（
略
本
）
に
お
け
る
真
言
の
扱
い
の
相
違
点

　
上
論
の
よ
う
に
親
鶯
の
櫓
門
念
仏
の
扱
い
か
た
に
、
年
と
と
も
に
少
し
の
変

化
は
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
八
十
四
歳
か
ら
八
十
五
歳
の
善
鶯
事
件
お
よ
び
夢

告
を
境
に
し
て
大
き
な
変
化
が
生
じ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
上
述
の
よ
う

に
、
　
『
西
行
信
証
』
は
七
十
五
歳
頃
一
応
完
成
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
　
『
浄
土

三
経
往
生
文
類
』
　
（
略
本
）
は
八
十
三
歳
の
選
述
で
あ
る
の
で
、
善
難
事
件
お

よ
び
銀
面
の
直
前
の
も
の
で
あ
り
、
　
『
浄
土
三
座
往
生
文
類
』
　
（
広
本
）
は
八

十
五
歳
の
三
月
の
選
述
で
あ
る
の
で
、
夢
告
か
ら
ひ
と
月
た
ら
ず
の
直
後
の
も

の
で
あ
る
。
　
「
教
行
信
証
』
に
お
い
て
は
上
に
ふ
れ
た
よ
う
に
「
速
に
円
融
至

徳
の
真
門
に
入
り
て
、
難
思
往
生
を
願
ふ
べ
し
」
と
真
門
の
難
思
往
生
を
勧
め

て
い
る
か
の
よ
う
な
文
が
あ
る
が
、
　
『
浄
土
三
経
往
生
文
金
』
に
は
広
本
・
略

本
と
も
に
こ
れ
は
み
ら
れ
な
い
。
専
門
の
難
思
往
生
は
他
力
の
中
の
自
力
と
し

て
誠
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
略
本
は
善
感
事
件
の
直
前
で
あ
る
が
『
教
行

信
証
』
と
の
相
違
は
み
ら
れ
る
。
過
言
疑
惑
を
集
め
た
『
大
経
』
お
よ
び
『
如

来
会
』
の
胎
化
段
の
文
が
、
　
『
教
行
信
証
』
で
は
軽
機
釈
に
引
か
れ
、
真
門
釈

に
は
「
大
経
』
胎
化
段
の
文
の
み
が
極
く
短
文
で
引
か
れ
て
、
胎
化
段
の
文
は

主
と
し
て
血
続
の
関
係
の
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
　
『
浄
土

三
経
往
生
文
類
』
　
（
略
本
）
で
は
、
黒
門
の
弥
陀
経
往
生
午
下
に
『
教
行
信
証
』

で
は
要
門
釈
下
に
引
か
れ
て
い
る
『
大
経
』
お
よ
び
『
如
来
会
』
の
胎
化
段
の

文
が
そ
の
ま
ま
引
か
れ
て
真
門
を
誠
め
る
文
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
『
教

行
信
証
』
と
「
浄
土
三
経
往
生
文
類
』
　
（
略
本
）
の
間
に
違
い
が
あ
る
の
は
当

然
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
独
自
の
釈
顕
で
あ
る
真
門
念
仏

の
扱
い
は
法
然
の
念
仏
往
生
を
正
確
に
継
承
す
る
上
で
の
極
め
て
重
要
な
問
題

で
あ
り
、
い
ろ
い
ろ
と
変
遷
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
善
鶯
事
件
お
　
2
1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

よ
び
夢
告
を
挟
ん
だ
『
浄
土
三
経
往
生
文
類
』
の
略
本
と
広
本
に
ま
た
変
化
が

あ
る
の
で
あ
る
。

　
細
か
い
点
は
別
の
機
会
に
ゆ
ず
る
こ
と
に
し
て
、
こ
こ
で
は
善
鴛
事
件
お
よ

び
著
増
に
関
す
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
に
か
ぎ
っ
て
論
ず
る
こ
と
に
す
る
が
、

先
ず
広
本
「
大
経
往
生
」
釈
下
に
あ
り
略
本
に
は
な
い

　
　
如
来
二
種
の
廻
向
に
よ
り
て
、
真
実
の
信
楽
を
う
る
人
は
、
か
な
ら
ず
正

　
　
定
聚
の
く
ら
み
に
住
す
る
が
ゆ
へ
に
他
力
と
ま
ふ
す
な
り
（
真
聖
全
二
の

　
　
五
五
四
）

と
あ
る
文
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
い
ま
だ
他
力
信
心
に
い
た
っ
て
な
か
っ
た
善
鴛

お
よ
び
善
鴛
に
動
揺
さ
せ
ら
れ
た
関
東
の
門
弟
の
こ
と
を
憂
い
、
他
力
信
心
を

強
調
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
同
「
観
経
往
生
」
釈
下
に
は

　
　
『
元
量
寿
仏
観
経
』
に
は
、
定
善
・
散
善
三
福
・
九
品
の
諸
善
、
自
力
の

　
　
称
名
念
仏
を
と
き
て

と
あ
る
が
こ
れ
は
略
本
に
は
な
い
。
恐
ら
く
善
驚
の
異
義
が
判
明
し
、
要
門
的



な
自
力
念
仏
の
主
張
が
な
さ
れ
て
い
た
の
で
、
と
く
に
こ
こ
で
誠
め
た
と
考
え

ら
れ
る
。
そ
れ
か
ら
直
接
に
真
門
の
釈
で
あ
る
弥
陀
経
釈
に
お
い
て
で
あ
る
が

　
　
植
諸
徳
本
の
誓
願
に
よ
り
て
不
果
遂
者
の
真
門
に
い
り
、
善
本
徳
本
の
名

　
　
号
を
え
ら
び
て
、
万
行
諸
行
の
少
善
を
さ
し
お
く
、
し
か
り
と
い
ゑ
ど
も

　
　
定
論
自
力
の
行
人
は
、
不
可
思
議
の
仏
工
を
疑
惑
し
て
信
織
せ
ず
、
如
来

　
　
の
尊
号
を
お
の
れ
が
善
根
と
し
て
、
み
つ
か
ら
浄
土
に
廻
向
し
て
果
遂
の

　
　
ち
か
ひ
を
た
の
む
、
不
可
思
議
の
名
号
を
称
念
し
な
が
ら
不
可
称
不
可
説

　
　
不
可
思
議
の
大
悲
の
誓
願
を
う
た
が
ふ
（
中
略
）
徳
号
に
よ
る
が
ゆ
へ
に

　
　
難
思
往
生
と
ま
ふ
す
な
り
、
不
可
思
議
の
誓
願
、
疑
惑
す
る
つ
み
に
よ
り

　
　
て
難
思
議
往
生
と
は
ま
ふ
さ
ず
と
し
る
べ
き
な
り
。
　
（
真
聖
全
二
の
五
五

　
　
七
）

と
あ
る
。
全
体
的
な
意
味
は
略
本
と
同
じ
で
あ
る
が
、
　
「
不
言
益
者
」
、
　
「
果

遂
の
ち
か
ひ
」
の
そ
れ
ぞ
れ
に
略
本
に
は
な
い
左
訓
が
「
不
凝
滞
者
」
　
（
ハ
タ

シ
ト
ゲ
ズ
バ
ト
イ
フ
ナ
リ
）
、
　
「
果
遂
の
ち
か
ひ
」
　
（
ツ
イ
隔
心
タ
ス
ベ
シ
ト

ナ
リ
）
と
あ
る
。
善
鶯
の
異
義
が
「
果
遂
」
を
強
調
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
る
。
そ
れ
か
ら
「
果
遂
の
ち
か
ひ
を
た
の
む
」
と
い
う
文
は
略
本
に
は
な

い
。
こ
れ
も
十
八
願
を
す
て
る
こ
と
を
勧
め
た
善
鴛
が
二
十
願
を
た
の
む
こ
と

を
勧
め
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
を
自
力
的
行
為
と
し
て
誠
め
て
い
る
の
で

あ
る
。
そ
し
て
終
わ
り
の
「
不
可
思
議
の
誓
願
、
疑
惑
す
る
つ
み
に
よ
り
て
難

思
議
往
生
と
は
ま
ふ
さ
ず
と
し
る
べ
き
な
り
」
が
略
本
に
は
な
い
文
で
あ
る
。

こ
れ
も
自
力
念
仏
策
励
を
主
張
し
た
善
鶯
の
異
義
に
対
し
て
自
力
と
他
力
の
分

別
を
明
確
に
述
べ
、
自
力
を
強
く
重
め
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
最
後
に

な
る
が
広
本
で
は
願
成
就
の
文
と
は
っ
き
り
明
記
さ
れ
て
『
大
経
』
お
よ
び

「
如
来
会
』
の
胎
化
段
の
文
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
　
「
大
経
』
等
の
胎
化
段
の

文
が
二
十
願
の
成
就
文
だ
と
い
う
明
記
は
略
本
に
は
な
く
、
ま
た
『
斜
行
信
証
』

に
も
な
い
の
で
あ
る
。
　
「
教
導
信
証
』
選
述
時
に
一
応
形
成
し
て
は
い
た
も
の

の
、
そ
の
後
も
流
動
的
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
親
鴛
の
竜
門
釈
、
即
ち
自
力
真

門
念
仏
の
扱
い
方
が
、
善
鷺
事
件
と
単
層
を
経
過
し
て
、
こ
こ
で
完
成
し
た
と

い
え
る
で
あ
ろ
う
。

七
、
蓮
如
文
明
本
の
冠
頭
讃
に
つ
い
て

下
書
文
明
本
（
一
四
七
三
年
刊
）
の
巻
首
に
冠
頭
讃
と
い
わ
れ
る

　
弥
陀
の
名
号
と
な
へ
っ
・
　
信
心
ま
こ
と
に
う
る
ひ
と
は
　
憶
念
の
心
つ

　
ね
に
し
て
　
仏
恩
報
ず
る
お
も
ひ
あ
り

　
誓
願
不
思
議
を
う
た
が
ひ
て
　
御
名
を
称
す
る
往
生
は
　
宮
殿
の
う
ち
に

　
　
五
百
歳
　
む
な
し
く
す
ぐ
と
そ
と
き
た
ま
ふ
（
真
聖
全
二
の
四
三
五
）

の
二
首
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
高
田
国
宝
本
（
草
稿
本
）
　
（
親
鴛
七
十

六
歳
時
）
に
は
巻
首
に
和
讃
は
な
く
、
同
顕
智
書
写
本
（
親
鶯
八
十
三
歳
時
）

に
は
巻
首
に

　
　
弥
陀
の
名
号
と
な
へ
っ
・
　
信
心
ま
こ
と
に
う
る
ひ
と
は
　
憶
念
の
心
つ

　
　
ね
に
し
て
　
仏
恩
報
ず
る
お
も
ひ
あ
り

末
法
五
濁
の
よ
と
な
り
て
　
釈
迦
の
遺
教
か
く
れ
し
む

ひ
ろ
ま
り
て
　
念
仏
往
生
と
げ
や
す
し

弥
陀
の
悲
願
は

　
像
季
末
法
の
衆
生
の
　
心
証
か
な
は
ぬ
と
き
な
れ
ば
　
釈
迦
の
遺
法
こ
と

　
　
ご
と
く
　
竜
宮
に
す
で
に
い
り
た
ま
ふ
（
親
玉
聖
人
全
集
2
の
二
七
七
）

と
三
種
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
巻
首
の
形
体
が
こ
と
な
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
蓮
如
文
明
本
の
二
首
、
高
田
顕
智
書
写
本
の
三
首
、
す

べ
て
高
田
国
宝
本
（
草
稿
本
）
の
『
正
装
末
和
讃
』
に
収
ま
っ
て
い
る
も
の
で

あ
る
。
蓮
如
文
明
本
の
冠
頭
讃
二
首
は
、
　
『
三
帖
和
讃
ヒ
全
体
の
大
要
を
示
し

た
も
の
で
あ
り
、
勧
信
・
誠
疑
の
和
讃
と
い
わ
れ
重
視
さ
れ
て
き
た
。
即
ち

「
弥
陀
の
名
号
と
な
へ
っ
・
」
の
和
讃
が
真
実
信
心
を
え
て
、
報
謝
の
お
も
い

よ
り
念
仏
す
べ
き
こ
と
勧
め
る
電
信
で
あ
り
、
　
「
誓
願
不
思
議
を
う
た
が
ひ
て
」

の
和
讃
が
弥
陀
誓
願
を
疑
う
過
失
を
示
し
て
之
を
病
め
る
誠
疑
で
あ
る
。
上
述

の
よ
う
に
、
こ
の
巻
首
に
冠
頭
讃
二
首
が
あ
る
形
体
は
国
宝
本
、
顕
智
書
写
本
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仏
と
弘
願
念
仏
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仏
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仏
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○

と
異
な
る
も
の
で
あ
る
の
で
、
冠
頭
讃
二
首
の
形
体
は
親
鴛
の
手
に
よ
る
も
の

で
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
蓮
如
の
手
に
よ
る
の
か
、
ま
た
は
そ
の
他
の
者
か
、

の
問
題
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。
　
『
三
帖
和
讃
』
の
書
誌
学
的
研
究
に
つ
い
て
は
、

多
屋
頼
俊
氏
⑪
、
宮
崎
円
遵
氏
⑫
等
の
す
ぐ
れ
た
業
績
が
あ
り
、
多
く
の
異
本

の
細
か
な
校
異
や
成
立
前
後
の
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
。
今
は
こ
れ
に
頼
り
な

が
ら
、
直
接
見
る
こ
と
の
で
き
た
、
選
述
年
次
が
明
確
で
あ
る
高
田
国
宝
本
、

同
顕
智
書
写
本
、
蓮
如
文
明
本
に
よ
っ
て
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。

　
上
に
述
べ
た
よ
う
に
文
明
本
の
冠
頭
讃
二
首
は
国
宝
本
『
浄
土
和
讃
』
　
（
七

十
六
歳
選
述
）
に
は
な
く
、
国
宝
本
（
草
稿
本
）
の
「
正
意
末
和
讃
』
　
（
八
十

五
歳
選
述
）
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
顕
智
書
写
本
は
正
応
三
年
（
一
二
九

〇
）
に
書
写
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
　
『
浄
土
和
讃
』
の
終
わ
り
に

　
　
草
本
に
い
は
く
、
建
長
七
年
乙
卯
四
月
置
六
日
之
を
書
写
す

と
あ
る
こ
と
に
よ
る
と
、
親
鴛
の
作
で
あ
る
顕
智
書
写
本
の
底
本
は
建
長
七
年

（
親
鴛
八
十
三
歳
）
に
で
き
た
こ
と
に
な
る
。
上
引
の
よ
う
に
文
明
本
の
冠
頭

讃
仰
一
首
の
「
弥
陀
の
名
号
と
な
へ
っ
・
」
は
、
顕
智
書
写
本
の
巻
首
に
あ
る

が
、
冠
頭
讃
第
二
首
「
誓
願
不
思
議
を
う
た
が
ひ
て
」
は
顕
智
書
写
本
で
は
巻

首
に
は
な
く
、
　
「
大
経
意
」
の
十
八
首
目
に
あ
る
の
で
あ
る
。
　
「
大
経
回
」
和

讃
の
数
が
国
宝
本
、
文
明
本
の
二
十
二
首
よ
り
一
首
多
く
二
十
三
首
に
な
っ
て

い
る
。
上
述
の
よ
う
に
、
文
明
本
の
巻
首
の
二
首
、
お
よ
び
顕
智
書
写
本
の
巻

首
三
首
の
和
讃
は
八
十
五
歳
逆
潮
の
国
宝
本
（
草
稿
本
）
　
『
正
像
末
和
讃
』
の

中
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
全
て
底
本
が
親
藩
八
十
三
歳
の
時
の
も
の
と

あ
る
顕
智
書
写
本
『
浄
土
和
讃
』
に
あ
る
五
首
が
八
十
三
歳
の
時
す
で
に
つ
く

ら
れ
て
い
た
か
、
あ
る
い
は
正
応
三
年
（
一
二
九
〇
）
に
顕
智
が
書
写
す
る
と

き
に
誤
っ
て
『
浄
土
和
讃
』
の
中
に
入
れ
た
か
で
あ
ろ
う
。
五
首
の
和
讃
の
そ

れ
ぞ
れ
で
理
由
が
こ
と
な
っ
て
も
い
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
は
あ
る
が
、

何
と
い
っ
て
も
資
料
と
し
て
は
国
宝
本
が
第
一
級
で
あ
る
の
で
、
文
明
本
の
冠

頭
讃
の
二
首
を
含
ん
だ
上
の
五
首
は
親
鷺
八
十
五
歳
の
作
と
考
え
る
の
が
先
ず

妥
当
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
こ
で
論
じ
た
い
の
は
文
明
本
の
冠
頭
讃
に
つ
い
て

で
あ
る
の
で
、
論
を
絞
る
が
、
顕
智
書
写
本
で
「
弥
陀
の
名
号
と
な
へ
っ
・
」

の
一
首
が
巻
首
に
あ
る
の
に
不
自
然
さ
は
感
じ
な
い
が
、
　
「
誓
願
不
思
議
を
う

た
が
ひ
て
」
の
一
首
が
「
大
経
意
」
の
第
十
八
首
目
に
入
っ
て
い
る
の
に
は
極

め
て
不
自
然
さ
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
先
に
論
じ
た
よ
う
に
、
　
「
浄
土
和
讃
』
に
お
い
て
は
二
十
願
真
門
念
仏
を
勧

め
て
い
る
か
に
み
え
る
面
が
あ
る
の
で
あ
る
。
　
「
大
経
意
」
第
十
四
首
、
第
十

五
首
、
第
十
六
首
が
二
十
願
に
つ
い
て
の
和
讃
で
あ
り
、
　
「
定
散
自
力
の
称
名

は
　
果
遂
の
ち
か
ひ
に
帰
し
て
こ
そ
」
の
和
讃
が
第
十
六
首
の
も
の
で
あ
る
。

第
十
七
首
は

　
　
安
楽
浄
土
を
願
い
つ
・
　
他
力
の
信
を
え
ぬ
ひ
と
は
　
仏
智
不
思
議
を
う

　
　
た
が
ひ
て
　
辺
地
慨
慢
に
と
ま
る
な
り
（
親
鴛
聖
人
全
集
2
の
四
二
）

と
あ
る
も
の
で
あ
る
。
　
「
辺
地
僻
慢
」
の
左
幕
に
「
き
わ
く
た
い
し
よ
う
を
へ

ん
ち
と
い
ふ
　
こ
れ
五
百
歳
を
へ
て
ほ
う
と
に
ま
い
る
な
り
　
し
ょ
き
や
う
わ

う
し
や
う
の
ひ
と
は
け
ま
ん
に
お
つ
こ
れ
ら
は
お
く
せ
ん
ま
ん
の
と
き
ま
れ
に

一
人
ほ
う
と
へ
は
す
・
む
な
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
和
讃
の
前
で
は
自
力

念
仏
を
一
面
勧
め
、
こ
こ
で
厳
し
く
速
め
て
い
る
の
は
上
の
一
、
辺
地
慨
慢
」
の

垂
訓
に
明
ら
か
な
よ
う
に
自
力
念
仏
に
つ
い
て
で
は
な
く
諸
行
往
生
に
つ
い
て

な
の
で
あ
る
。
こ
こ
の
「
五
百
歳
を
へ
て
ほ
う
と
に
ま
い
る
な
り
」
と
い
う
胎

化
段
に
よ
る
誠
め
は
『
直
行
信
証
』
　
「
心
土
巻
」
と
同
様
諸
行
往
生
へ
の
誠
め

な
の
で
あ
る
⑬
。
し
た
が
っ
て
こ
の
和
讃
の
あ
と
に
「
誓
願
不
思
議
を
う
た
が

ひ
て
御
名
を
称
す
る
往
生
は
宮
殿
の
う
ち
に
五
百
歳
む
な
し
く
す
ぐ
と
そ
と
き

た
ま
ふ
」
と
い
き
な
り
後
年
真
門
念
仏
の
誠
め
と
し
た
「
宮
殿
の
う
ち
に
五
百

歳
」
の
語
を
も
て
自
力
念
仏
を
厳
し
く
否
定
し
た
和
讃
が
入
っ
て
い
る
の
は
不

自
然
に
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
善
鴛
事
件
・
夢
事
後
の
同
様
に
「
七

宝
の
宮
殿
に
生
ま
れ
て
は
五
百
歳
の
と
し
を
へ
て
」
等
と
述
べ
て
い
る
『
正
像

末
和
讃
』
誠
疑
讃
と
同
時
期
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た

こ
の
和
讃
が
「
大
経
意
」
第
十
八
首
目
に
入
っ
て
い
る
の
は
、
多
く
の
異
本
の

中
で
管
見
に
よ
れ
ば
あ
と
ひ
と
つ
河
内
慈
願
寺
本
の
み
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
諸
状
況
か
ら
、
文
明
本
の
冠
頭
二
首
の
和
讃
は
八
十
五
歳
の

時
の
も
の
で
あ
り
、
善
鴛
事
件
・
夢
告
後
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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そ
れ
で
は
こ
の
冠
頭
二
首
を
掲
げ
た
の
は
誰
の
手
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

多
屋
氏
・
宮
崎
氏
の
見
解
か
ら
総
合
的
に
判
断
す
る
に
、
蓮
如
の
手
に
よ
る
可

能
性
は
あ
る
が
断
定
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
蓮
如
文
明
本
も
発
刊
年
次
こ

そ
後
年
に
は
な
る
が
、
そ
の
所
収
の
「
善
光
寺
和
讃
」
の
あ
と
に

　
　
親
鴛
八
十
八
歳
御
筆
（
階
下
聖
人
全
集
2
の
二
二
課
目

と
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
親
鴛
が
八
十
八
歳
の
時
に
選
照
し
た
も
の
が
、
文
明

本
の
底
本
で
あ
っ
た
こ
と
も
十
分
考
え
ら
れ
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
文
明
本
の

底
本
が
親
鷺
八
十
廿
歳
の
時
の
黒
々
で
あ
る
な
ら
ば
、
八
十
五
歳
時
制
作
の
冠

頭
讃
二
首
は
す
で
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
巻
首
に
掲
げ
た
の
は
親

鶯
自
身
で
あ
る
こ
と
も
十
分
あ
り
う
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
冠
頭
二

首
の
和
讃
を
最
初
に
掲
げ
た
の
が
誰
で
あ
る
か
の
断
定
は
今
は
で
き
か
ね
る
が
、

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
二
首
が
『
三
帖
和
讃
』
の
大
綱
で
あ
り
帰
結
で
あ
る
と

い
う
想
い
か
ら
掲
げ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
も
し
親
鴛
で
あ
る
な
ら
ば
、
親

縁
の
教
え
の
帰
結
的
集
約
が
こ
こ
に
掲
げ
ら
れ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
し
、
も

し
親
里
で
な
い
と
す
れ
ば
蓮
如
で
あ
ろ
う
。
親
思
の
教
え
の
旨
旨
が
こ
の
二
首

の
和
讃
で
あ
ら
わ
さ
れ
る
と
確
信
し
た
蓮
華
以
外
の
も
の
で
は
な
か
ろ
う
。
上

述
の
よ
う
に
「
教
行
信
証
』
選
述
以
後
に
も
変
化
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ

れ
る
真
門
念
仏
の
扱
い
か
た
の
結
論
が
出
た
の
は
善
鴛
事
件
・
夢
告
後
の
八
十

五
歳
の
時
で
あ
る
。
　
「
弥
陀
の
名
号
と
な
へ
っ
・
」
と
真
実
信
心
を
え
て
、
報

謝
の
お
も
い
よ
り
念
仏
す
る
弘
願
念
仏
こ
そ
が
勧
め
る
念
仏
で
あ
り
、
　
「
誓
願

不
思
議
を
う
た
が
ひ
て
」
の
弥
陀
誓
願
を
疑
う
過
失
の
あ
る
真
門
自
力
念
仏
は

厳
し
く
誠
め
る
。
こ
れ
が
言
忌
の
念
仏
観
の
結
論
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
自
己

の
手
に
よ
っ
て
巻
首
に
掲
げ
た
か
否
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、

親
鴛
の
念
仏
観
を
正
し
く
継
承
し
、
こ
の
二
首
こ
そ
が
「
三
帖
和
讃
』
の
大
綱

で
あ
り
、
真
宗
念
仏
の
真
髄
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
し
て
発
刊
し
、
広
く
普
及

せ
し
め
た
の
が
蓮
如
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

む
す
び

　
以
上
親
鷺
の
念
仏
の
つ
い
て
考
察
し
た
。
特
に
近
年
よ
く
取
り
上
げ
ら
れ
る

念
仏
の
自
力
（
真
門
）
・
他
力
（
弘
願
）
の
問
題
、
親
鴛
の
念
仏
と
蓮
如
の
念

仏
と
の
比
較
の
問
題
に
つ
い
て
の
考
察
を
試
み
た
の
で
あ
る
。
念
仏
の
自
力

（
真
門
）
・
他
力
（
弘
願
）
に
つ
い
て
は
三
願
転
入
の
文
に

　
　
袋
に
久
し
く
願
海
に
入
り
て
深
く
仏
恩
を
知
れ
り
、
至
徳
を
報
謝
の
為
に

　
　
真
宗
の
簡
要
を
撫
ふ
て
恒
常
に
不
可
思
議
の
徳
海
を
称
念
す
。
　
（
真
聖
全

　
　
二
の
一
六
⊥
ハ
）

と
あ
る
よ
う
に
、
親
鴛
は
十
八
願
転
入
後
は
他
力
弘
願
念
仏
の
行
者
で
あ
っ
た

こ
と
は
当
然
で
あ
る
が
、
自
力
翅
鞘
念
仏
の
扱
い
に
つ
い
て
、
　
『
教
行
信
証
』

の
一
応
の
完
成
時
お
よ
び
高
田
国
宝
本
『
浄
土
和
讃
』
帯
側
時
の
七
十
五
歳
か

ら
七
十
六
歳
以
後
に
も
少
々
変
化
が
あ
り
⑭
、
善
鶯
事
件
・
思
為
を
経
た
八
十

五
歳
頃
に
自
力
真
門
念
仏
は
勧
め
る
も
の
で
は
な
く
、
下
め
る
も
の
で
あ
る
と
　
1
8

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

の
結
論
に
達
し
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
尤
も
「
化
土
巻
」
三
富
転
入
の
文
に

あ
る
「
果
遂
之
誓
い
良
に
由
へ
有
る
哉
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
自
力
真
門
念

仏
の
行
者
を
大
悲
誘
引
せ
ん
と
す
る
二
十
願
意
は
深
く
感
漉
す
る
思
念
は
も
っ

た
ま
ま
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
を
た
の
み
と
し
て
真
円
念
仏
を
勧
め
る
の
で
は
な

く
、
あ
く
ま
で
も
黒
め
る
も
の
と
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
報
恩
念
仏
を
高
調
し

た
蓮
如
は
こ
の
親
鴛
の
念
仏
の
結
論
を
継
承
し
た
の
で
あ
り
、
正
し
く
親
鶯
の

念
仏
を
正
当
に
理
解
し
宣
揚
し
た
人
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

親
鶯
に
お
け
る
真
門
念
仏
と
弘
願
念
仏
に
つ
い
て
の
一
試
論



親
鶯
に
お
け
る
真
門
念
仏
と
弘
願
念
仏
に
つ
い
て
の
一
試
論

二

註

①
拙
稿
「
宗
祖
に
お
け
る
信
心
と
念
仏
」
　
（
竜
谷
教
学
十
三
。
S
、
5
3
、
6
）
。

　
拙
稿
「
宗
祖
に
お
け
る
信
心
と
念
仏
」
　
（
二
）
　
（
竜
谷
教
学
十
三
。
S
、
5
5
、

　
6
）
。

②
山
辺
習
学
・
赤
沼
智
善
『
言
行
信
証
講
義
』
＝
二
六
四
頁
。

③
「
教
行
証
文
日
賦
聞
記
』
五
十
九
（
真
宗
全
書
二
十
九
の
三
七
七
）
。
『
顕

　
浄
土
教
行
証
文
類
敬
信
記
』
十
八
（
真
宗
全
書
三
十
一
の
六
〇
〇
）
等
。

　
三
生
の
三
に
限
ら
れ
は
し
な
い
と
思
う
が
、
狸
掘
が
果
遂
を
一
生
果
遂
の
み

　
と
考
え
て
は
い
な
か
っ
た
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。

　
尚
、
大
江
淳
誠
氏
は
略
章
に
つ
い
て
自
力
願
心
の
者
が
皇
土
の
往
生
す
る
こ

　
と
、
弘
願
に
転
入
す
る
こ
と
の
二
義
を
の
べ
て
い
る
。
　
（
「
教
行
信
証
講
義

　
録
』
下
一
〇
〇
八
頁
）
。

④
拙
稿
「
心
願
転
入
に
つ
い
て
の
考
察
」
　
（
印
度
学
仏
教
学
研
究
三
十
八
の
一
、

　
H
、
1
、
1
2
）
。

⑤
『
親
鶯
聖
人
全
集
』
3
の
二
二
三
。

⑥
「
親
鴛
聖
人
全
集
』
1
の
巻
末
解
説
。
『
親
鶯
聖
人
真
蹟
集
成
』
第
二
巻
の

　
巻
末
解
説
。

　
赤
松
俊
秀
氏
の
見
解
に
、
坂
東
真
蹟
本
の
一
面
入
行
書
き
の
文
は
親
鴛
六
十

　
三
歳
頃
の
筆
蹟
で
一
面
七
行
書
き
の
文
は
八
十
五
歳
頃
の
筆
蹟
と
述
べ
て
い

　
る
。
本
稿
で
論
じ
て
い
る
「
化
土
巻
」
は
七
行
書
き
で
あ
る
の
で
、
こ
の
見

　
解
に
よ
る
と
六
十
三
歳
頃
の
も
の
と
な
り
、
い
ず
れ
に
せ
よ
七
十
五
歳
以
前

　
に
書
か
れ
た
も
の
と
な
る
。

⑦
高
田
顕
智
書
写
本
、
蓮
如
文
明
本
で
は
弥
陀
と
な
っ
て
い
る
。

⑧
重
松
明
久
「
中
世
真
宗
思
想
の
研
究
』
第
一
編
、
第
二
善
鴛
の
宗
教
的
立
場

　
に
諸
説
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

⑨
『
慕
帰
会
詞
』
巻
四
（
真
聖
全
三
の
七
入
二
）
。
『
最
須
敬
重
絵
詞
』
巻
五

　
　
（
真
聖
全
三
の
入
四
一
）
。

⑩
大
原
性
実
『
真
宗
教
学
の
伝
統
と
己
証
』
一
〇
九
頁
。
宮
地
覚
慧
『
御
消
息

　
講
讃
』
十
三
頁
。
重
松
明
久
『
中
世
真
宗
思
想
の
研
究
』
三
十
頁
。

⑪
多
屋
頼
俊
『
和
讃
の
研
究
』
。

⑫
宮
崎
円
遵
『
真
宗
書
誌
学
の
研
究
』
　
（
宮
崎
円
遵
著
作
集
第
⊥
ハ
巻
）
。

⑬
『
大
経
』
お
よ
び
『
如
来
会
』
の
胎
化
段
の
胎
生
者
が
宮
殿
で
五
百
歳
を
す

　
ご
す
と
あ
る
誠
め
の
文
は
『
教
行
信
証
』
で
は
要
門
釈
下
に
引
か
れ
、
要
門

　
諸
行
往
生
を
誠
め
る
文
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
後
年
の
「
浄
土
三
経
往
生

　
文
類
』
で
は
弥
陀
経
往
生
宣
下
に
引
か
れ
、
真
門
自
力
念
仏
往
生
を
誠
め
る

　
文
と
さ
れ
て
い
る
。

⑭
親
鴛
七
十
六
歳
選
述
の
国
宝
本
『
浄
土
和
讃
』
の
「
笹
葺
自
力
の
称
名
は
果

　
遂
の
ち
か
ひ
に
帰
し
て
こ
そ
」
の
「
果
遂
の
ち
か
ひ
」
の
左
筆
で
あ
る
「
し

　
き
り
の
こ
・
う
に
て
み
や
う
こ
う
を
と
な
へ
た
る
を
は
つ
ひ
に
は
た
し
と
け

　
む
と
ち
か
ひ
た
ま
ふ
な
り
」
が
親
鴛
入
十
三
歳
の
も
の
と
さ
れ
る
顕
智
書
写

　
本
で
は
「
は
た
し
と
く
と
い
ふ
」
と
だ
け
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の

　
間
に
お
け
る
親
鴛
の
自
力
真
門
念
仏
の
扱
い
に
つ
い
て
の
変
化
を
こ
こ
に
も
　
1
7

　
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1


