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は
じ
め
に

七
五
〇
回
忌
に
向
け
て

　
ま
も
な
く
私
た
ち
は
「
宗
祖
親
鸞
聖
人
七
五
〇
回
忌
」
を
迎
え
る
。
親
鸞
が
源
空
を
通
し
て
出
遇
っ
た
浄
土
真
宗
と
い
う
宗
教
的
伝
統

に
生
き
る
私
た
ち
は
、
そ
の
伝
統
を
ど
の
よ
う
に
受
け
継
い
で
い
け
ば
よ
い
の
か
。
そ
の
こ
と
を
、「
遺
産
相
続
」
と
い
う
概
念
を
も
ち

い
て
考
え
て
み
た
い
。
遺
産
相
続
と
は
、
伝
統
的
な
言
葉
で
い
え
ば
、
師
資
相
承
で
あ
り
、
相
伝
で
あ
り
、
後
学
相
続
で
あ
る
。
遺
産
を

食
い
潰
す
こ
と
は
、
相
続
で
は
な
い
。
相
続
と
は
、
贈
与
さ
れ
た
遺
産
を
、
受
け
止
め
、
選
び
取
り
、
再
構
築
し
、
活
用
し
、
そ
れ
を
次

の
世
代
に
手
渡
し
て
い
く
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
っ
た
い
私
た
ち
は
次
の
世
代
に
何
を
遺
そ
う
と
し
て
い
る
の
か
。
豊
か
で
便

利
な
生
活
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
大
伽
藍
と
い
う
歴
史
的
建
造
物
で
あ
ろ
う
か
。
社
会
的
装
置
と
し
て
の
宗
派
で
あ
ろ
う
か
。
数
多
く

の
先
達
た
ち
の
著
述
で
あ
ろ
う
か
。
完
備
さ
れ
た
教
学
体
系
で
あ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
ら
も
必
要
で
な
い
と
は
い
わ
な
い
。
し
か
し

親
鸞
の
後
学
と
し
て
次
の
世
代
に
伝
え
て
い
く
べ
き
遺
産
の
本
質
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

「
釈
親
鸞
」
の
遺
産
相
続
上

│
│「
鏡
御
影
」
を
手
が
か
り
に①
│
│

加
　
　
来
　
　
雄
　
　
之
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拙
稿
で
は
「
鏡
御
影
」
を
手
が
か
り
と
し
て
、「
源
空
聖
人
」
の
仏
道
を
受
け
継
い
で
い
く
課
題
が
、「
釈
親
鸞
」
に
と
っ
て
明
確
に
な

っ
た
原
風
景
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
み
た
い
。「
鏡
御
影
」
の
美
術
史
的
な
研
究
に
つ
い
て
は
、
先
人
た
ち
の
非
常
に
優
れ
た
業
績
が
あ
り②
、

そ
れ
に
加
え
る
何
も
の
も
私
は
持
っ
て
い
な
い
。
ま
た
「
鏡
御
影
」
の
真
贋
判
定
を
す
る
つ
も
り
も
な
い
。
こ
の
「
鏡
御
影
」
が
本
当
に

親
鸞
の
存
生
中
に
描
か
れ
た
肖
像
画
で
あ
る
の
か
、
も
し
く
は
滅
後
に
描
か
れ
た
模
写
で
あ
る
の
か
、
そ
の
こ
と
は
私
に
と
っ
て
本
質
的

な
問
題
で
は
な
い
。
た
だ
「
鏡
御
影
」
の
原
形
を
イ
メ
ー
ジ
の
う
え
で
復
元
し
、
そ
れ
を
手
が
か
り
に
し
て
、
親
鸞
が
源
空
に
よ
っ
て
開

か
れ
た
浄
土
真
宗
を
遺
産
と
し
て
相
続
す
る
営
み
の
内
実
を
、
リ
ア
ル
に
、
豊
か
な
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
受
け
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
な
り
た
い
の
だ
。

　
今
一
つ
は
、
源
空
の
遺
産
を
相
続
す
る
た
め
の
名
の
り
が
「
釈
親
鸞
」
で
あ
っ
た
こ
と
、「
釈
親
鸞
」
と
い
う
名
の
り
自
体
が
私
た
ち

に
と
っ
て
か
け
が
え
の
な
い
「
遺
産
」
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
の
で
あ
る
。
私
た
ち
親
鸞
の
後
学
に
と
っ

て
「
釈
親
鸞
」
の
名
の
り
は
、
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
名
や
、
ペ
ン
ネ
ー
ム
な
ど
で
は
な
い
。
本
論
文
で
は
「
釈
親
鸞
」
を
名
の
っ
た
で
あ
ろ

う
時
期
に
も
言
及
す
る
が
、
い
わ
ゆ
る
『
教
行
信
証
』〈
後
述
〉
の
「
名
之
字
」
問
題
に
参
戦
す
る
気
は
な
い
。
私
は
こ
の
論
文
で
「
釈

親
鸞
」
の
名
の
り
の
も
と
に
果
た
し
遂
げ
よ
う
と
し
た
宗
祖
の
使
命
・
志
願
に
出
会
い
た
い
と
思
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

遺
産
相
続
と
い
う
視
点

　
私
た
ち
は
遺
産
を
贈
与
さ
れ
た
相
続
人
と
し
て
生
き
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
私
た
ち
の
存
在
を
遺
産
相
続
と
し
て
理
解
す
る
ジ
ャ
ッ

ク
・
デ
リ
ダ
（1930

‐2004

）
の
着
想
は
私
に
と
っ
て
新
鮮
で
あ
っ
た
。
私
は
、
浄
土
真
宗
の
相
続
と
い
う
問
題
を
、
こ
の
デ
リ
ダ
の
手

法
を
用
い
て
、
つ
ま
り
遺
産
相
続
と
い
う
メ
タ
フ
ァ
ー
で
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
と
思
う
。
研
究
者
の
指
摘
を
参
考
に
し
な
が
ら
、

デ
リ
ダ
の
い
う
遺
産
相
続
と
い
う
概
念
の
課
題
性
に
つ
い
て
少
し
整
理
し
て
み
よ
う③
。

　
①
私
た
ち
の
存
在
と
遺
産
相
続
は
等
置
さ
れ
る
。

3

　
人
間
と
し
て
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
だ
れ
も
が
遺
産
を
贈
与
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
義
を
も
っ
て
存
在
し
て
い
る
。
私
た
ち
は

無
数
の
先
人
た
ち
の
物
・
心
の
成
果
・
犠
牲
の
う
え
に
生
活
を
享
受
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
多
く
の
人
々
の
間
に
み
ら
れ
る
帰
属
す
る
共

同
体
の
先
人
を
崇
敬
す
る
慣
習
も
、
遺
産
相
続
と
い
う
人
間
存
在
の
感
覚
に
基
づ
く
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
そ
の
感
覚
が
、
自エ

我ゴ

に
よ
っ

て
汚
さ
れ
る
と
、
自
分
の
先
祖
だ
け
を
崇
拝
す
る
よ
う
な
い
び
つ
な
形
態
と
な
り
、
民
族
主
義
、
宗
教
エ
ゴ
イ
ズ
ム
な
ど
と
し
て
権
力
に

よ
っ
て
利
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
私
た
ち
は
ど
こ
ま
で
も
広
く
人
々
を
包
む
伝
統
（
十
方
諸
仏
に
讃
嘆
さ
れ
る
よ
う
な
伝
統
）
を
選
択

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
②
デ
リ
ダ
は
、
望
む
と
望
ま
ざ
る
と
、
知
ろ
う
と
知
る
ま
い
と
、
地
球
上
の
あ
ら
ゆ
る
人
間
は
、
今
日
、
あ
る
度
合
い
で
マ
ル
ク
ス
と

マ
ル
ク
ス
主
義
の
相
続
人
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
マ
ル
ク
ス
の
遺
産
を
刻
印
さ
れ
た
世
界
に
住
ん
で
い
る
と
い
う
。

　
私
た
ち
は
、
マ
ル
ク
ス
を
源
空
・
親
鸞
に
置
き
換
え
て
、
浄
土
真
宗
の
遺
産
を
刻
印
さ
れ
た
世
界
に
住
ん
で
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
か

も
し
れ
な
い
。
望
む
と
望
ま
ざ
る
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
源
空
・
親
鸞
の
伝
統
に
出
会
っ
た
私
た
ち
は
、
そ
れ
だ
け
で
、
そ
れ
を
受
け
止
め
、

次
世
代
に
伝
え
て
ゆ
く
か
ど
う
か
を
決
断
す
る
責
任
を
負
っ
て
い
る
。
そ
の
応
答
責
任
を
真
摯
に
受
け
止
め
た
一
つ
の
例
が
『
歎
異
抄
』

で
あ
る
。
歎
異
の
精
神
に
、
後
学
と
し
て
責
任
を
果
た
す
姿
勢
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。

　
③
相
続
す
べ
き
遺
産
の
ひ
と
つ
は
世
界
を
変
革
す
る
思
想
で
あ
る
。
自
己
と
世
界
を
変
革
す
る
こ
と
が
で
き
る
思
想
を
私
た
ち
は
相
続

す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
遺
産
の
ひ
と
つ
は
親
鸞
に
と
っ
て
選
択
本
願
と
い
う
思
想
で
あ
る
。
こ
の
思
想
は
、
仏
教
が
形
而
上
的
観

念
に
沈
ん
だ
り
、
教
義
仏
教
に
と
ど
ま
る
こ
と
を
許
さ
な
か
っ
た
。

　
④
遺
産
相
続
は
、
与
え
ら
れ
た
遺
産
を
そ
の
ま
ま
引
き
継
ぐ
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
は
遺
産
を
「
濾
過
し
、
選
別
し
、
差
異
化
し
、
再

構
造
化
」
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
遺
産
相
続
は
、
応
答
責
任
を
と
も
な
う
。
私
た
ち
は
、
無
数
の
贈
与
さ
れ
た
遺
産
の
な
か
か
ら
、
相
続
す
べ
き
遺
産
を
、
選
び
と
っ
た

以
上
、
遺
産
を
無
駄
に
浪
費
し
た
り
、
放
置
し
て
過
去
の
遺
物
に
し
て
は
な
ら
な
い
。
私
た
ち
は
、
遺
産
を
活
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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拙
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御
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」
を
手
が
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り
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し
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、「
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空
聖
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」
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仏
道
を
受
け
継
い
で
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が
、「
釈
親
鸞
」
に
と
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に
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が
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、

そ
れ
に
加
え
る
何
も
の
も
私
は
持
っ
て
い
な
い
。
ま
た
「
鏡
御
影
」
の
真
贋
判
定
を
す
る
つ
も
り
も
な
い
。
こ
の
「
鏡
御
影
」
が
本
当
に

親
鸞
の
存
生
中
に
描
か
れ
た
肖
像
画
で
あ
る
の
か
、
も
し
く
は
滅
後
に
描
か
れ
た
模
写
で
あ
る
の
か
、
そ
の
こ
と
は
私
に
と
っ
て
本
質
的

な
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題
で
は
な
い
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た
だ
「
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御
影
」
の
原
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を
イ
メ
ー
ジ
の
う
え
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元
し
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そ
れ
を
手
が
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に
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て
、
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が
源
空
に
よ
っ
て
開

か
れ
た
浄
土
真
宗
を
遺
産
と
し
て
相
続
す
る
営
み
の
内
実
を
、
リ
ア
ル
に
、
豊
か
な
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
受
け
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
な
り
た
い
の
だ
。

　
今
一
つ
は
、
源
空
の
遺
産
を
相
続
す
る
た
め
の
名
の
り
が
「
釈
親
鸞
」
で
あ
っ
た
こ
と
、「
釈
親
鸞
」
と
い
う
名
の
り
自
体
が
私
た
ち

に
と
っ
て
か
け
が
え
の
な
い
「
遺
産
」
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
の
で
あ
る
。
私
た
ち
親
鸞
の
後
学
に
と
っ

て
「
釈
親
鸞
」
の
名
の
り
は
、
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
名
や
、
ペ
ン
ネ
ー
ム
な
ど
で
は
な
い
。
本
論
文
で
は
「
釈
親
鸞
」
を
名
の
っ
た
で
あ
ろ

う
時
期
に
も
言
及
す
る
が
、
い
わ
ゆ
る
『
教
行
信
証
』〈
後
述
〉
の
「
名
之
字
」
問
題
に
参
戦
す
る
気
は
な
い
。
私
は
こ
の
論
文
で
「
釈

親
鸞
」
の
名
の
り
の
も
と
に
果
た
し
遂
げ
よ
う
と
し
た
宗
祖
の
使
命
・
志
願
に
出
会
い
た
い
と
思
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

遺
産
相
続
と
い
う
視
点

　
私
た
ち
は
遺
産
を
贈
与
さ
れ
た
相
続
人
と
し
て
生
き
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
私
た
ち
の
存
在
を
遺
産
相
続
と
し
て
理
解
す
る
ジ
ャ
ッ

ク
・
デ
リ
ダ
（1930

‐2004

）
の
着
想
は
私
に
と
っ
て
新
鮮
で
あ
っ
た
。
私
は
、
浄
土
真
宗
の
相
続
と
い
う
問
題
を
、
こ
の
デ
リ
ダ
の
手

法
を
用
い
て
、
つ
ま
り
遺
産
相
続
と
い
う
メ
タ
フ
ァ
ー
で
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
と
思
う
。
研
究
者
の
指
摘
を
参
考
に
し
な
が
ら
、

デ
リ
ダ
の
い
う
遺
産
相
続
と
い
う
概
念
の
課
題
性
に
つ
い
て
少
し
整
理
し
て
み
よ
う③
。

　
①
私
た
ち
の
存
在
と
遺
産
相
続
は
等
置
さ
れ
る
。
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れ
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受
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は
遺
産
を
「
濾
過
し
、
選
別
し
、
差
異
化
し
、
再

構
造
化
」
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
遺
産
相
続
は
、
応
答
責
任
を
と
も
な
う
。
私
た
ち
は
、
無
数
の
贈
与
さ
れ
た
遺
産
の
な
か
か
ら
、
相
続
す
べ
き
遺
産
を
、
選
び
と
っ
た

以
上
、
遺
産
を
無
駄
に
浪
費
し
た
り
、
放
置
し
て
過
去
の
遺
物
に
し
て
は
な
ら
な
い
。
私
た
ち
は
、
遺
産
を
活
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



4

遺
産
を
み
ず
か
ら
の
生
き
る
時
代
社
会
の
な
か
で
運
用
し
再
構
築
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
再
構
築
す
る
と
は
ど
う
い
う
営
み
か
、

こ
の
こ
と
が
問
題
と
な
る
。

一
　
御
影
と
著
述

「
釈
親
鸞
」
の
二
つ
寿
像

　
親
鸞
に
よ
る
仏
道
の
遺
産
相
続
を
「
鏡
御
影
」
と
い
う
肖
像
画
を
手
が
か
り
に
考
え
よ
う
と
す
る
理
由
は
な
に
か
。
肖
像
は
、「
記
念

的
な
目
的
に
よ
る
か
、
あ
る
い
は
ま
た
崇
敬
的
な
意
味
に
よ
っ
て
製
作
さ
れ
る
」（
平
松
『
真
宗
重
宝
聚
英
　
第
四
巻
』
総
説
二
一
五
頁
）
と

い
わ
れ
る
が
、
と
く
に
親
鸞
の
場
合
は
著
述
と
の
関
係
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
親
鸞
の
仏
道

継
承
に
お
い
て
は
著
述
と
肖
像
画
が
重
要
な
意
味
を
も
っ
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
簡
単
に
親
鸞
の
生
前
中
に
製
作
さ
れ
た

肖
像
画
の
意
義
を
確
か
め
て
お
き
た
い
。

　
親
鸞
の
生
前
の
御
影
（
真
影
）
と
し
て
「
鏡
御
影
」
と
「
安
城
御
影
」
と
呼
ば
れ
る
二
つ
肖
像
画
が
有
名
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
鎌
倉
時

代
の
す
ぐ
れ
た
肖
像
画
と
し
て
国
宝
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
二
つ
以
外
に
も
描
か
れ
た
可
能
性
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
現
存
す

る
も
の
と
し
て
は
、
こ
の
二
つ
の
み
が
知
ら
れ
る
。

　
現
在
の
「
鏡
御
影
」
は
、
西
本
願
寺
の
所
蔵
で
、
縦
七
三
・
五
セ
ン
チ
、
横
三
三
セ
ン
チ
、
像
高
二
九
セ
ン
チ
の
比
較
的
小
さ
な
斜
め

右
向
き
の
雄
勁
な
立
像
で
あ
り
、
紙
本
に
墨
線
で
描
か
れ
て
い
る
。
頭
部
は
淡
墨
の
精
緻
な
線
で
描
か
れ
、
帽も

う
す子

や
着
衣
は
濃
淡
の
墨
で

若
干
荒
々
し
く
描
か
れ
て
い
る
。
上
部
に
は
覚
如
（1270

‐1351

）
筆
に
よ
る
「
正
信
念
仏
偈
」
龍
樹
章
に
も
と
づ
く
讃
が
記
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
上
下
は
描か

き
び
ょ
う
そ
う

表
装
が
施
し
て
あ
る
。
一
九
五
六
（
昭
和
三
十
一
）
年
二
月
の
国
宝
指
定
に
あ
わ
せ
、
大
が
か
り
な
修
理
が
な
さ

れ
た
。
親
鸞
七
十
歳
頃
の
肖
像
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

　
「
安
城
御
影
」
は
、
縦
一
二
七
・
六
セ
ン
チ
、
横
四
〇
・
一
セ
ン
チ
で
、
畳
に
敷
皮
を
し
い
て
斜
め
右
向
き
に
坐
し
、
前
に
草
履
、
杖
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と
火
桶
が
置
い
て
あ
る
。
上
部
に
は
『
無
量
寿
経
優
婆
提
舎
願
生
偈
』
と
『
大
無
量
寿
経
』
の
、
下
部
に
は
「
正
信
偈
」（
本
願
名
号
正

定
業
〜
即
横
超
截
五
悪
趣
）
の
讃
文
が
あ
る
。
讃
文
は
聖
人
直
筆
で
、
筆
跡
の
基
準
と
さ
れ
て
い
る
。
正
本
は
西
本
願
寺
に
蔵
さ
れ
、

「
鏡
御
影
」
と
と
も
に
国
宝
の
指
定
を
う
け
て
い
る
。
模
写
本
の
も
う
一
本
は
東
本
願
寺
に
蔵
さ
れ
国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い

る④
。
門
弟
・
専
信
房
専
海
が
建
長
七
年
（
一
二
五
五
）
に
『
教
行
信
証
』
を
書
写
し
た
お
り
に
、
絵
師
法
眼
朝
円
に
描
か
せ
た
真
影
と
さ

れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
親
鸞
八
十
三
歳
の
寿
像
で
あ
る
。

　
親
鸞
に
と
っ
て
肖
像
画
は
、
そ
の
肖
像
人
の
著
述
と
深
い
関
連
を
も
つ
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
次
に
述
べ
る
源
空
の
肖
像
「
選

択
付
属
（
相
伝
）
御
影
」
と
み
ず
か
ら
の
肖
像
「
安
城
御
影
」
と
の
記
録
か
ら
推
測
で
き
る
。
ま
た
御
影
と
著
述
と
の
関
係
と
い
う
こ
と

で
は
、
錦
織
寺
の
伝
承
も
留
意
し
て
も
よ
い
。
か
つ
て
真
筆
の
一
つ
と
さ
れ
て
い
た
錦
織
寺
の
『
教
行
信
証
』
は
、
親
鸞
六
十
五
歳
に
錦

織
寺
に
お
い
て
完
成
し
、
ま
た
そ
れ
に
あ
わ
せ
て
「
真
向
御
影
」
が
描
か
れ
た
と
い
う
伝
承
が
あ
る⑤
。
真
偽
は
分
か
ら
な
い
が
、
こ
の
よ

う
な
伝
承
は
、『
教
行
信
証
』
と
御
影
が
関
係
し
て
い
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
と
す
れ
ば
「
鏡
御
影
」
も
ま
た
何
ら
か
の
著
述
と
関

係
し
て
い
た
か
も
し
れ
ず
、
そ
の
著
述
は
、
後
に

述
べ
る
よ
う
に
「
正
信
念
仏
偈
」
と
関
連
し
た
書

物
、
つ
ま
り
そ
れ
を
含
む
『
教
行
信
証
』
の
草
稿
、

少
な
く
と
も
原
型
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

「
選
択
付
属
御
影
」
と
「
安
城
御
影
」
と
の
讃
銘

　
「
鏡
御
影
」
の
考
察
に
入
る
前
に
、
御
影
と
著

述
の
関
係
に
つ
い
て
「
選
択
付
属
御
影
」
と
「
安

城
御
影
」
と
の
呼
応
関
係
を
簡
単
に
取
り
上
げ
て
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お
き
た
い
。
親
鸞
に
と
っ
て
肖
像
図
画
の
原
点
が
、
源
空
の
門
下
に
入
っ
て
約
四
年
が
経
過
し
、
親
鸞
三
十
三
歳
の
と
き
の
源
空
に
よ
っ

て
許
さ
れ
た
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
書
写
と
真
影
図
画
に
あ
っ
た
こ
と
は
疑
え
な
い
。
そ
の
事
実
を
、
親
鸞
は
深
い
感
動
を
も
っ
て
『
教

行
信
証
』〈
後
序
〉
に
記
し
た
後
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

『
選
擇
本
願
念
佛
集
』
は
・
禅
定
博
陸
　
月
輪
殿
兼ケ
ン

實シ
チ

／
法
名
圓
照

　
の
敎カ

ウ
メ
イ命

に
依
て
撰
集
せ
令
む
る
所
也
、
真
宗
の
簡
要
念
佛
の
奥フカシ

義
　
斯
に
攝
在
せ
り
　
見
者ノ

諭サ
ト
リ

り
易
し
　
誠マコト
に
是
れ
希
有
最
勝
之
華ク

ワ

文
・
无
上
甚
深
之
寶
典
也
　
年
を
渉ワ

タ

り
日
を
渉
て
其
の
敎
誨

を
蒙
ふ
る
の
人
千
萬
と
雖
も
親
と
云
ひ
疎ウト
キと
云
ひ
此
の
見
写ウツス
を
獲
る
の
徒モ

カ
ラ

　
甚
た
以
て
難
し
　
爾
る
に
既
て
に
製セ

イ

作サ
ク

を
書
写
し
真

影
を
図
画
せ
り
　
是
專
念
正
業
の
徳
也
、
是
決
定
往
生
の
徴シルシ
也
、
仍ヨ

ン

て
悲
喜
の
涙
を
抑
て
由
来
之
縁
を
註
す
（「
化
身
土
文
類
六⑥
」）

　
こ
の
と
き
親
鸞
に
お
い
て
、
仏
道
の
相
続
を
象
徴
す
る
或
る
種
の
著
述
と
肖
像
と
は
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
し
て
強
く
結

び
付
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
五
十
年
が
経
過
し
、
八
十
三
歳
と
な
っ
た
親
鸞
は
、
専
海
に
対
し
て
『
教
行
信
証
』
の
書
写
と
「
御

影
」
の
図
画
を
許
可
し
た
。
お
そ
ら
く
親
鸞
の
手
元
に
は
書
写
し
た
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
と
図
画
し
た
「
選
択
付
属
御
影
」
が
置
か
れ

て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
親
鸞
の
「
安
城
御
影
」
は
そ
れ
を
意
識
し
て
製
作
さ
れ
た
、
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
。

親
鸞
三
十
三
歳
　
「
選
択
付
属
御
影
」
と
『
選
択
本
願
念
仏
集
』（
親
鸞
書
写
本
）

親
鸞
八
十
三
歳
　
「
安
城
御
影
」
と
『
教
行
信
証
』（
専
海
書
写
本
）

　
そ
れ
ぞ
れ
の
御
影
の
特
徴
に
つ
い
て
こ
こ
で
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
注
目
し
た
い
の
は
、
二
つ
の
御
影
の
讃
銘
で
あ
る
。
も
し

御
影
が
著
述
と
深
い
関
係
を
も
つ
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
著
述
の
中
に
あ
る
す
べ
て
の
言
説
の
源
泉
を
象
徴
す
る
文
が
そ
こ
に
刻
印
さ
れ

カ
ネ
サ
ネ

ア
ウ

ソ

チ

7

る
は
ず
だ
、
と
理
解
し
た
い
か
ら
で
あ
る
。

　
『
教
行
信
証
』〈
後
序
〉
の
記
述
か
ら
す
れ
ば
、「
選
択
付
属
御
影
」
の
真
影
に
は
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
の
六
字
名
号
と
善
導
の
『
往
生

礼
讃
』
か
ら
の
「
本
願
加
減
の
文
」
が
記
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
事
実
、
原
本
と
し
て
伝
え
ら
れ
る
妙
源
寺
蔵
「
選
択
付
属
御
影
」

に
は
、
こ
の
二
つ
が
影
像
の
上
部
に
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
二
つ
は
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
を
象
徴
す
る
。『
選
択
本
願
念
仏
集
』
で
は
、

「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
は
題
下
に
お
か
れ
、「
本
願
加
減
の
文
」
は
、
第
三
本
願
章
に
引
用
さ
れ
る
。

　
専
海
の
『
教
行
信
証
』
書
写
に
あ
た
っ
て
は
「
安
城
御
影
」
と
と
も
に
「
黄
地
十
字
名
号
」
が
製
作
さ
れ
た
と
い
う
（
平
松
『
親
鸞
真

蹟
の
研
究
』）。
も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、「
選
択
付
属
御
影
」
は
、「
黄
地
十
字
名
号
」
と
「
安
城
御
影
」
と
い
う
二
つ
の
造
形
と
し

て
展
開
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。「
選
択
付
属
御
影
」
に
書
か
れ
て
い
た
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
は
「
黄
色
十
字
名
号
」
と
し
て
独

立
し
て
製
作
さ
れ
、
そ
し
て
御
影
と
讃
文
（
善
導
「
本
願
加
減
の
文
」）
は
、「
安
城
御
影
」
と
そ
の
上
部
に
配
置
さ
れ
る
『
大
無
量
寿

経
』・『
浄
土
論
』
の
讃
文
と
し
て
展
開
し
た
の
で
あ
る
。「
帰
命
尽
十
方
無
碍
光
如
来
」
の
十
字
名
号
と
『
大
無
量
寿
経
』・『
浄
土
論
』

は
、
ま
さ
し
く
『
教
行
信
証
』
の
教
学
の
基
盤
と
な
る
言
説
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
も
親
鸞
は
、
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
真
影
の
下

部
に
は
「
釈
親
鸞
正
信
偈
」
の
十
行
二
十
句
を
記
し
た
。
そ
こ
に
、『
大
無
量
寿
経
』
の
仏
道
を
『
浄
土
論
』
を
通
し
て
相
続
す
る
浄
土

真
宗
の
伝
承
を
銘
記
し
た
の
で
あ
る
。
真
実
信
を
顕
す
と
い
う
課
題
は
、
第
十
八
願
の
三
心
と
『
浄
土
論
』
の
一
心
に
あ
る
。
そ
の
受
け

止
め
が
「
正
信
偈
」
で
あ
る
。
こ
の
「
正
信
偈
」
の
意
味
に
つ
い
て
は
後
述
し
よ
う
。

　
こ
の
「
選
択
付
属
御
影
」
か
ら
「
安
城
御
影
」
へ
の
二
つ
の
御
影
の
讃
文
に
つ
い
て
は
教
学
に
お
け
る
大
き
な
転
回
が
あ
る
。
源
空
の

『
観
無
量
寿
経
』
を
基
軸
と
し
た
善
導
教
学
か
ら
、
親
鸞
の
『
大
無
量
寿
経
』
を
基
軸
と
す
る
世
親･

曇
鸞
教
学
へ
の
シ
フ
ト
で
あ
る
。

私
は
、
こ
の
シ
フ
ト
の
間
に
「
鏡
御
影
」
を
想
定
し
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
相
続
に
あ
た
っ
て
シ
フ
ト
す
べ
き
親

鸞
の
課
題
が
明
確
に
な
る
よ
う
に
思
う
か
ら
で
あ
る
。
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お
き
た
い
。
親
鸞
に
と
っ
て
肖
像
図
画
の
原
点
が
、
源
空
の
門
下
に
入
っ
て
約
四
年
が
経
過
し
、
親
鸞
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源
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っ
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仏
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鸞
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述
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本
願
念
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實シ
チ

／
法
名
圓
照
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ウ
メ
イ命
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簡
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ワ
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萬
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カ
ラ
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イ

作サ
ク
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縁
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鸞
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仏
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し
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「
選
択
付
属
御
影
」
が
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か
れ

て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
親
鸞
の
「
安
城
御
影
」
は
そ
れ
を
意
識
し
て
製
作
さ
れ
た
、
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
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鸞
三
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三
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「
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付
属
御
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と
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択
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仏
集
』（
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書
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本
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鸞
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三
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「
安
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御
影
」
と
『
教
行
信
証
』（
専
海
書
写
本
）

　
そ
れ
ぞ
れ
の
御
影
の
特
徴
に
つ
い
て
こ
こ
で
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
注
目
し
た
い
の
は
、
二
つ
の
御
影
の
讃
銘
で
あ
る
。
も
し

御
影
が
著
述
と
深
い
関
係
を
も
つ
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
著
述
の
中
に
あ
る
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べ
て
の
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の
源
泉
を
象
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る
文
が
そ
こ
に
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る
は
ず
だ
、
と
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る
。
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に
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無
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仏
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生
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の
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加
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の
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が
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さ
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て
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る
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ず
で
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る
。
事
実
、
原
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と
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て
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え
ら
れ
る
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寺
蔵
「
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択
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属
御
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」

に
は
、
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影
像
の
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に
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第
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に
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れ
る
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専
海
の
『
教
行
信
証
』
書
写
に
あ
た
っ
て
は
「
安
城
御
影
」
と
と
も
に
「
黄
地
十
字
名
号
」
が
製
作
さ
れ
た
と
い
う
（
平
松
『
親
鸞
真

蹟
の
研
究
』）。
も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、「
選
択
付
属
御
影
」
は
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黄
地
十
字
名
号
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と
「
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よ
う
。「
選
択
付
属
御
影
」
に
書
か
れ
て
い
た
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
は
「
黄
色
十
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号
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と
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て
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立
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て
製
作
さ
れ
、
そ
し
て
御
影
と
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文
（
善
導
「
本
願
加
減
の
文
」）
は
、「
安
城
御
影
」
と
そ
の
上
部
に
配
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さ
れ
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大
無
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経
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浄
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の
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と
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て
展
開
し
た
の
で
あ
る
。「
帰
命
尽
十
方
無
碍
光
如
来
」
の
十
字
名
号
と
『
大
無
量
寿
経
』・『
浄
土
論
』

は
、
ま
さ
し
く
『
教
行
信
証
』
の
教
学
の
基
盤
と
な
る
言
説
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
も
親
鸞
は
、
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
真
影
の
下

部
に
は
「
釈
親
鸞
正
信
偈
」
の
十
行
二
十
句
を
記
し
た
。
そ
こ
に
、『
大
無
量
寿
経
』
の
仏
道
を
『
浄
土
論
』
を
通
し
て
相
続
す
る
浄
土

真
宗
の
伝
承
を
銘
記
し
た
の
で
あ
る
。
真
実
信
を
顕
す
と
い
う
課
題
は
、
第
十
八
願
の
三
心
と
『
浄
土
論
』
の
一
心
に
あ
る
。
そ
の
受
け

止
め
が
「
正
信
偈
」
で
あ
る
。
こ
の
「
正
信
偈
」
の
意
味
に
つ
い
て
は
後
述
し
よ
う
。

　
こ
の
「
選
択
付
属
御
影
」
か
ら
「
安
城
御
影
」
へ
の
二
つ
の
御
影
の
讃
文
に
つ
い
て
は
教
学
に
お
け
る
大
き
な
転
回
が
あ
る
。
源
空
の

『
観
無
量
寿
経
』
を
基
軸
と
し
た
善
導
教
学
か
ら
、
親
鸞
の
『
大
無
量
寿
経
』
を
基
軸
と
す
る
世
親･

曇
鸞
教
学
へ
の
シ
フ
ト
で
あ
る
。

私
は
、
こ
の
シ
フ
ト
の
間
に
「
鏡
御
影
」
を
想
定
し
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
相
続
に
あ
た
っ
て
シ
フ
ト
す
べ
き
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鸞
の
課
題
が
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に
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う
に
思
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か
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で
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。
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「
釈
親
鸞
」
の
名
の
り
に
つ
い
て

　
「
安
城
御
影
」（
下
段
）、『
尊
号
真
像
銘
文
』（
広
本
）
に
は
「
正
信
念
仏
偈
」
か
ら
の
十
行
二
十
句
が
引
用
さ
れ
る
。
共
通
す
る
の
は
、

そ
の
「
正
信
偈
」
が
「
釈
親
鸞
」
の
名
の
り
の
も
と
に
引
用
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。（『
尊
号
真
像
銘
文
』
略
本
の
場
合
は
「
愚
禿
親
鸞
正
信
偈

に
い
は
く⑦
」
で
あ
っ
て
「
釈
」
の
字
は
な
い
。
た
だ
略
本
は
、
銘
文
の
本
文
が
あ
げ
ら
れ
て
い
な
い
な
ど
、
独
立
し
た
著
述
と
は
言
い
が
た
く
、
他
の
祖

師
た
ち
の
名
も
広
本
に
比
べ
る
と
極
め
て
簡
略
で
あ
る
こ
と
に
関
係
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
。）

　
親
鸞
は
、「
安
城
御
影
」
と
『
尊
号
真
像
銘
文
』（
広
本
）
に
お
い
て
「
釈
親
鸞
正
信
偈
」
と
引
用
し
な
が
ら
末
尾
に
は
「
愚
禿
親
鸞
」

と
署
名
し
て
い
る
。
な
ぜ
同
一
の
著
述
の
中
で
さ
え
「
釈
」
の
一
字
を
付
け
る
場
合
と
付
け
な
い
場
合
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
親
鸞
は

「
釈
」
と
い
う
一
字
に
ど
の
よ
う
な
意
義
を
託
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。『
教
行
信
証
』〈
後
述
〉
に
記
さ
れ
る
改
名
問
題
に
つ
い
て
論

究
さ
れ
る
と
き
も
「
名
之
字
」
に
対
す
る
注
目
に
比
べ
る
と
「
釈
」
の
字
に
対
す
る
注
目
度
は
低
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
私
は
こ
の

「
釈
」
と
い
う
名
の
り
に
は
仏
弟
子
と
し
て
の
厳
格
な
確
か
め
が
あ
る
と
思
う
。

釈
し
ゃ
く
の

迦
才
と
ま
ふ
す
は
、
釈
と
い
ふ
は
釈
尊
の
御
弟
子
と
あ
ら
は
す
こ
と
ば
也
、
迦
才
は
浄
土
宗
の
祖
師
也
、（『
尊
号
真
像
銘
文⑧
』）

　
「
釈
親
鸞
」
と
い
う
名
の
り
は
親
鸞
の
著
述
の
な
か
で
、『
教
行
信
証
』、『
浄
土
文
類
聚
鈔
』（「
愚
禿
釈
親
鸞
集
」）、『
入
出
二
門
偈
頌

文
』（「
愚
禿
釈
親
鸞
作
」
法
雲
寺
本
）、
な
ど
に
し
か
見
る
こ
と
が
で
き
な
い⑨
。

　
親
鸞
に
お
け
る
「
釈
」
の
字
の
使
用
に
つ
い
て
は
注
目
し
た
い
事
件
が
あ
る
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
親
鸞
は
元
久
元
（
一
二
〇

四
）
年
十
一
月
八
日
、
吉
水
教
団
が
弾
圧
を
予
感
さ
せ
る
緊
張
の
な
か
、「
七
箇
条
制
誡
」
に
「
僧
綽
空
」
と
署
名
し
た⑩
。
源
空
に
は
三

百
人
の
門
弟
が
い
る
と
い
わ
れ
て
い
た
が
、
三
日
に
わ
た
っ
て
約
二
百
人
が
署
名
が
し
た
。
親
鸞
は
二
日
目
の
七
番
目
に
、
全
体
の
八
十

七
番
目
に
署
名
し
た
。「
僧
綽
空
」、
こ
の
当
時
の
「
僧
」
と
い
う
称
号
に
は
特
別
の
意
味
が
あ
っ
た
。
律
令
に
よ
る
正
式
出
家
者
で
あ
る

9

と
こ
ろ
の
僧
で
あ
る
綽
空
、
あ
る
自
負
を
も
っ
て
三
十
二
歳
の
出
家
者
は
そ
う
署し

る

し
た
に
違
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
ほ
ぼ
五
ヵ
月
の

ち
、
翌
年
、
元
久
二
（
一
二
〇
五
）
年
四
月
二
十
四
日
に
、
親
鸞
が
書
写
し
た
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
に
、
源
空
は
み
ず
か
ら
の
筆
で
内

題
と
題
下
十
四
字
と
、
あ
わ
せ
て
「
釈
綽
空
」
の
字
を
書
い
た
。
覚
如
の
『
拾
遺
古
徳
伝
』（
巻
六
第
四
段
）
に
よ
れ
ば
、
そ
の
位
置
は

外
題
の
下
で
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る⑪
。
あ
ま
り
注
目
は
さ
れ
て
い
な
い
が
、
源
空
が
「
僧
綽
空
」
と
書
か
ず
に
「
釈
綽
空
」
と
書
き
付
け

た
こ
と
は
、
親
鸞
に
と
っ
て
衝
撃
的
な
体
験
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。「
あ
な
た
は
律
令
僧
と
し
て
生
き
る
の
か
、
そ
れ
と
も
仏
弟
子
と

し
て
生
き
る
の
か
」
と
い
う
師
か
ら
の
無
言
の
問
い
を
感
じ
取
っ
た
に
相
違
な
い
。
そ
の
た
め
に
「
夢
の
告
げ
に
依
て
」
師
源
空
が
新
た

な
「
名
之
字
」
を
書
い
た
と
き
も
、「
綽
空
」
の
二
字
は
改
め
た
が
「
釈
」
の
一
字
は
そ
の
ま
ま
残
し
た
こ
と
を
明
記
・
強
調
す
る
文
脈

と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
以
降
、
親
鸞
は
「
釈
」
と
い
う
一
字
に
付
属
・
相
続
と
い
う
使
命
感
を
託
し
て
署
し
て
き
た
に
違
い

な
い
。
昨
今
、「
名
之
字
」
が
善
信
で
あ
る
か
、
親
鸞
で
あ
る
か
、
と
い
う
議
論
が
大
谷
派
で
は
盛
ん
に
な
さ
れ
て
い
る
。
ど
ち
ら
に
も

決
定
的
な
物
証
は
な
い
。
む
し
ろ
こ
の
段
で
は
「
釈
」
の
一
字
こ
そ
が
主
題
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
と
も
か
く
〈
後
述
〉
に
は
、『
教
行
信
証
』
を
著
述
す
る
「
愚
禿
釈
親
鸞
集
」
と
い
う
撰
号
の
由
来
の
縁
が
刻
印
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
、
と
私
は
考
え
て
い
る
。
つ
ま
り
『
選
択
集
』
の
袖
書
き
で
あ
っ
た
「
釈
綽
空
」
は
、
最
終
的
に
「
釈
親
鸞
」
で
な
く
て
は
な
ら

な
い
と
思
う
。
事
実
は
ど
う
で
あ
れ
、
親
鸞
書
写
の
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
の
題
号
の
下
に
は
「
釈
親
鸞
」
の
字
が
記
さ
れ
て
い
る
イ

メ
ー
ジ
を
も
つ
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
「
釈
」
の
字
の
も
と
で
の
著
作
の
付
属
が
坂
東
本
の
「
証
文
類
四
」「
真
仏
土
文
類
五
」
の
表
紙

に
「
釈
蓮
位
」
と
い
う
袖
書
き
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
踏
襲
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。「
釈
親
鸞
」
が
源
空
に
よ
っ
て
名
の
る

こ
と
を
許
さ
れ
た
法
名
か
（
存
覚
も
「
厳
師
諾
有
り
」（『
六
要
鈔⑫
』）
と
い
う
）、
も
し
く
は
自
称
か
は
措
い
て
、「
釈
親
鸞
」
と
い
う
名
に

教
学
者
親
鸞
の
畢
生
の
課
題
が
托
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
疑
う
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
名
に
は
、「
僧
綽
空
」
で
も
「
釈

綽
空
」
で
も
「
善
信
」「
釈
善
信
」
で
も
果
た
す
こ
と
が
で
き
な
い
浄
土
真
宗
と
い
う
仏
道
を
生
き
る
使
命
が
象
徴
さ
れ
て
い
る
。
と
す

れ
ば
寿
像
で
あ
る
「
鏡
御
影
」（
原
本
）
と
「
安
城
御
影
」
に
「
釈
親
鸞
」
と
い
う
名
の
り
が
共
通
し
て
い
る
の
は
偶
然
で
は
な
い
か
も
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「
釈
親
鸞
」
の
名
の
り
に
つ
い
て

　
「
安
城
御
影
」（
下
段
）、『
尊
号
真
像
銘
文
』（
広
本
）
に
は
「
正
信
念
仏
偈
」
か
ら
の
十
行
二
十
句
が
引
用
さ
れ
る
。
共
通
す
る
の
は
、

そ
の
「
正
信
偈
」
が
「
釈
親
鸞
」
の
名
の
り
の
も
と
に
引
用
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。（『
尊
号
真
像
銘
文
』
略
本
の
場
合
は
「
愚
禿
親
鸞
正
信
偈

に
い
は
く⑦
」
で
あ
っ
て
「
釈
」
の
字
は
な
い
。
た
だ
略
本
は
、
銘
文
の
本
文
が
あ
げ
ら
れ
て
い
な
い
な
ど
、
独
立
し
た
著
述
と
は
言
い
が
た
く
、
他
の
祖

師
た
ち
の
名
も
広
本
に
比
べ
る
と
極
め
て
簡
略
で
あ
る
こ
と
に
関
係
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
。）

　
親
鸞
は
、「
安
城
御
影
」
と
『
尊
号
真
像
銘
文
』（
広
本
）
に
お
い
て
「
釈
親
鸞
正
信
偈
」
と
引
用
し
な
が
ら
末
尾
に
は
「
愚
禿
親
鸞
」

と
署
名
し
て
い
る
。
な
ぜ
同
一
の
著
述
の
中
で
さ
え
「
釈
」
の
一
字
を
付
け
る
場
合
と
付
け
な
い
場
合
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
親
鸞
は

「
釈
」
と
い
う
一
字
に
ど
の
よ
う
な
意
義
を
託
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。『
教
行
信
証
』〈
後
述
〉
に
記
さ
れ
る
改
名
問
題
に
つ
い
て
論

究
さ
れ
る
と
き
も
「
名
之
字
」
に
対
す
る
注
目
に
比
べ
る
と
「
釈
」
の
字
に
対
す
る
注
目
度
は
低
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
私
は
こ
の

「
釈
」
と
い
う
名
の
り
に
は
仏
弟
子
と
し
て
の
厳
格
な
確
か
め
が
あ
る
と
思
う
。

釈
し
ゃ
く
の

迦
才
と
ま
ふ
す
は
、
釈
と
い
ふ
は
釈
尊
の
御
弟
子
と
あ
ら
は
す
こ
と
ば
也
、
迦
才
は
浄
土
宗
の
祖
師
也
、（『
尊
号
真
像
銘
文⑧
』）

　
「
釈
親
鸞
」
と
い
う
名
の
り
は
親
鸞
の
著
述
の
な
か
で
、『
教
行
信
証
』、『
浄
土
文
類
聚
鈔
』（「
愚
禿
釈
親
鸞
集
」）、『
入
出
二
門
偈
頌

文
』（「
愚
禿
釈
親
鸞
作
」
法
雲
寺
本
）、
な
ど
に
し
か
見
る
こ
と
が
で
き
な
い⑨
。

　
親
鸞
に
お
け
る
「
釈
」
の
字
の
使
用
に
つ
い
て
は
注
目
し
た
い
事
件
が
あ
る
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
親
鸞
は
元
久
元
（
一
二
〇

四
）
年
十
一
月
八
日
、
吉
水
教
団
が
弾
圧
を
予
感
さ
せ
る
緊
張
の
な
か
、「
七
箇
条
制
誡
」
に
「
僧
綽
空
」
と
署
名
し
た⑩
。
源
空
に
は
三

百
人
の
門
弟
が
い
る
と
い
わ
れ
て
い
た
が
、
三
日
に
わ
た
っ
て
約
二
百
人
が
署
名
が
し
た
。
親
鸞
は
二
日
目
の
七
番
目
に
、
全
体
の
八
十

七
番
目
に
署
名
し
た
。「
僧
綽
空
」、
こ
の
当
時
の
「
僧
」
と
い
う
称
号
に
は
特
別
の
意
味
が
あ
っ
た
。
律
令
に
よ
る
正
式
出
家
者
で
あ
る
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と
こ
ろ
の
僧
で
あ
る
綽
空
、
あ
る
自
負
を
も
っ
て
三
十
二
歳
の
出
家
者
は
そ
う
署し

る

し
た
に
違
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
ほ
ぼ
五
ヵ
月
の

ち
、
翌
年
、
元
久
二
（
一
二
〇
五
）
年
四
月
二
十
四
日
に
、
親
鸞
が
書
写
し
た
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
に
、
源
空
は
み
ず
か
ら
の
筆
で
内

題
と
題
下
十
四
字
と
、
あ
わ
せ
て
「
釈
綽
空
」
の
字
を
書
い
た
。
覚
如
の
『
拾
遺
古
徳
伝
』（
巻
六
第
四
段
）
に
よ
れ
ば
、
そ
の
位
置
は

外
題
の
下
で
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る⑪
。
あ
ま
り
注
目
は
さ
れ
て
い
な
い
が
、
源
空
が
「
僧
綽
空
」
と
書
か
ず
に
「
釈
綽
空
」
と
書
き
付
け

た
こ
と
は
、
親
鸞
に
と
っ
て
衝
撃
的
な
体
験
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。「
あ
な
た
は
律
令
僧
と
し
て
生
き
る
の
か
、
そ
れ
と
も
仏
弟
子
と

し
て
生
き
る
の
か
」
と
い
う
師
か
ら
の
無
言
の
問
い
を
感
じ
取
っ
た
に
相
違
な
い
。
そ
の
た
め
に
「
夢
の
告
げ
に
依
て
」
師
源
空
が
新
た

な
「
名
之
字
」
を
書
い
た
と
き
も
、「
綽
空
」
の
二
字
は
改
め
た
が
「
釈
」
の
一
字
は
そ
の
ま
ま
残
し
た
こ
と
を
明
記
・
強
調
す
る
文
脈

と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
以
降
、
親
鸞
は
「
釈
」
と
い
う
一
字
に
付
属
・
相
続
と
い
う
使
命
感
を
託
し
て
署
し
て
き
た
に
違
い

な
い
。
昨
今
、「
名
之
字
」
が
善
信
で
あ
る
か
、
親
鸞
で
あ
る
か
、
と
い
う
議
論
が
大
谷
派
で
は
盛
ん
に
な
さ
れ
て
い
る
。
ど
ち
ら
に
も

決
定
的
な
物
証
は
な
い
。
む
し
ろ
こ
の
段
で
は
「
釈
」
の
一
字
こ
そ
が
主
題
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
と
も
か
く
〈
後
述
〉
に
は
、『
教
行
信
証
』
を
著
述
す
る
「
愚
禿
釈
親
鸞
集
」
と
い
う
撰
号
の
由
来
の
縁
が
刻
印
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
、
と
私
は
考
え
て
い
る
。
つ
ま
り
『
選
択
集
』
の
袖
書
き
で
あ
っ
た
「
釈
綽
空
」
は
、
最
終
的
に
「
釈
親
鸞
」
で
な
く
て
は
な
ら

な
い
と
思
う
。
事
実
は
ど
う
で
あ
れ
、
親
鸞
書
写
の
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
の
題
号
の
下
に
は
「
釈
親
鸞
」
の
字
が
記
さ
れ
て
い
る
イ

メ
ー
ジ
を
も
つ
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
「
釈
」
の
字
の
も
と
で
の
著
作
の
付
属
が
坂
東
本
の
「
証
文
類
四
」「
真
仏
土
文
類
五
」
の
表
紙

に
「
釈
蓮
位
」
と
い
う
袖
書
き
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
踏
襲
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。「
釈
親
鸞
」
が
源
空
に
よ
っ
て
名
の
る

こ
と
を
許
さ
れ
た
法
名
か
（
存
覚
も
「
厳
師
諾
有
り
」（『
六
要
鈔⑫
』）
と
い
う
）、
も
し
く
は
自
称
か
は
措
い
て
、「
釈
親
鸞
」
と
い
う
名
に

教
学
者
親
鸞
の
畢
生
の
課
題
が
托
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
疑
う
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
名
に
は
、「
僧
綽
空
」
で
も
「
釈

綽
空
」
で
も
「
善
信
」「
釈
善
信
」
で
も
果
た
す
こ
と
が
で
き
な
い
浄
土
真
宗
と
い
う
仏
道
を
生
き
る
使
命
が
象
徴
さ
れ
て
い
る
。
と
す

れ
ば
寿
像
で
あ
る
「
鏡
御
影
」（
原
本
）
と
「
安
城
御
影
」
に
「
釈
親
鸞
」
と
い
う
名
の
り
が
共
通
し
て
い
る
の
は
偶
然
で
は
な
い
か
も
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し
れ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
私
は
、「
愚
禿
釈
親
鸞
」
は
、「
愚
禿
釈
」
と
「
親
鸞
」
で
は
な
く
、「
愚
禿
」
と
「
釈
親
鸞
」
と
し
て
理
解
す

る
べ
き
あ
る
と
思
う
。『
教
行
信
証
』〈
後
述
〉
に
お
い
て
示
さ
れ
る
よ
う
に
、「
禿
」
は
「
姓
」
で
あ
り
、「
法
師
并
に
門
徒⑬
」「
予
は
其

の
一
也⑭
」
と
あ
っ
て
、
み
ず
か
ら
が
帰
属
す
る
共
同
体
を
表
明
す
る
名
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
「
釈
親
鸞
」
は
仏
弟
子
と
し
て
生
き
ん

と
す
る
自
身
の
使
命
を
表
明
す
る
名
の
り
で
あ
る
と
思
う
。

二
　
復
元
鏡
御
影

「
鏡
御
影
」
由
来

　
さ
き
に
私
は
、「
鏡
御
影
」
を
、「
源
空
聖
人
」
か
ら
「
釈
親
鸞
」
へ
の
伝
承
（
遺
産
相
続
）
を
象
徴
す
る
御
影
で
あ
る
、
と
述
べ
た
。

「
鏡
御
影
」
が
歴
史
に
登
場
す
る
の
は
、
延
慶
三
（
一
三
一
〇
）
年
、
覚
如
が
廟
堂
の
留
守
職
に
安
堵
さ
れ
た
年
で
あ
る
。
覚
如
は
、
留

守
職
継
承
を
め
ぐ
る
唯
善
と
の
紛
争
を
解
決
し
、
東
国
の
門
徒
た
ち
か
ら
継
職
の
諒
解
を
と
り
、
よ
う
や
く
留
守
職
に
つ
き
、
そ
の
年
の

十
一
月
二
十
八
日
親
鸞
祥
月
命
日
に
向
け
て
「
鏡
御
影
」
を
修
補
し
た
。
そ
れ
が
現
在
の
「
鏡
御
影
」
で
あ
る
。
覚
如
は
、
修
補
銘
を
御

影
の
巻
留
に
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

専
阿
弥
陀
仏
　
信
実
朝
臣
息
也
＼
号
袴
殿
　
奉
拝
聖
人
御
存
生
之
尊
像
　
泣
奉
図
画
之
　
末
代
無
双
重
宝
仰
可
帰
敬
之
＼
毛
端
不
奉
違

云
々
　
所
得
其
証
也
＼
延
慶
三
歳
　
庚
戌

　
十
一
月
廿
八
日
以
前
奉
修
補
遂
供
養
訖
＼
応
長
元
歳
　
辛
亥

　
五
月
九
日
於
越
州
＼
教

行
証
講
談
之
次
　
記
之
了

（
専
阿
弥
陀
仏
　
信
実
朝
臣
の
息
な
り
。
袴
殿
と
号
す
。
　
聖
人
の
御
存
生
の
尊
像
を
拝
し
奉
り
て
、
泣
き
て
之
を
図
画
し
奉
る
。
末
代
の

無
双
の
重
宝
な
り
。
仰
い
で
之
を
帰
敬
す
可
し
。
毛
端
も
違
い
奉
ら
ず
と
云
々
。
其
の
証
を
得
る
所
也
。
延
慶
三
歳
、
庚
戌
十
一
月

二
十
八
日
以
前
に
、
修
補
し
奉
り
、
遂
に
供
養
し
訖
り
ぬ
。
応
長
元
歳
　
辛
亥

　
五
月
九
日
、
越
州
に
於
て
教
行
証
講
談
の
次
い
で
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に
之
を
記
し
了
り
ぬ⑮
。）

　
こ
の
識
語
に
よ
っ
て
、
絵
の
筆
者
は
似
絵
の
大
成
者
藤
原
信
実
の
子
で
あ
る
専
阿
弥
陀
仏
で
あ
っ
た
こ
と
、
親
鸞
聖
人
の
生
前
に
描
か

れ
た
像
で
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
き
わ
め
て
写
実
的
に
描
か
れ
た
こ
と
な
ど
の
認
識
が
覚
如
に
あ
っ
た
こ
と
、
こ
の
御
影
は
覚
如
に
よ
っ
て

親
鸞
祥
月
命
日
で
あ
る
十
一
月
二
十
八
日
に
あ
わ
せ
て
修
理･

補
修
さ
れ
た
こ
と
、
こ
の
識
語
が
、
応
長
元
年
（
一
三
一
一
年
）
に
越
州

（
福
井
）
に
お
い
て
『
教
行
信
証
』
を
講
談
す
る
機
会
に
書
か
れ
た
こ
と
な
ど
が
わ
か
る
。
ま
た
、
こ
の
『
教
行
信
証
』
の
講
談
に
つ
い

て
は
、
存
覚
に
よ
る
次
の
よ
う
な
記
録
が
残
っ
て
い
る
。

五
月
之
比
、
大
上
御
下
向
越
前
国
、
則
奉
扈
従
畢
、
廿
余
日
御
居
住
大
町
如
道
許
、
奉
伝
受
（
授
）
教
行
証
之
間
、
依
御
与
奪
、
予

大
略
授
之
畢

（
五
月
の
比
、
大
上
〔
覚
如
〕
越
前
の
国
へ
御
下
向
し
た
ま
う
。
則
ち
扈
従
し
奉
り
畢
り
ぬ
。
二
十
余
日
、
大
町
の
如
道
の
許
に
御
居

住
し
、
教
行
証
を
伝
授
し
奉
る
間
、
御
与
奪
に
よ
っ
て
、
予
〔
存
覚
〕
大
略
之
を
授
け
畢
り
ぬ
。）（『
存
覚
一
期
記
』、
応
長
元
年
の
条⑯
）

　
こ
の
記
録
と
対
照
す
る
と
、
覚
如
に
よ
る
識
語
の
執
筆
は
大
町
の
如
道
の
と
こ
ろ
に
滞
在
中
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
覚
如
は
、

修
補
を
お
え
た
「
鏡
御
影
」
を
携
え
て
越
前
に
下
向
し
、
そ
の
御
影
の
前
に
お
い
て
存
覚
に
指
図
し
て
『
教
行
信
証
』
伝
授
の
儀
式
を
行

っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
教
行
信
証
』
伝
授
の
あ
り
方
を
窺
う
上
で
も
き
わ
め
て
意
義
の
深
い
記
録
と
い
え
よ
う
。
こ
の
記
録
に
は
御

影
と
著
述
と
の
役
割
、
ま
た
直
接
で
は
な
い
と
し
て
も
「
鏡
御
影
」
が
『
教
行
信
証
』
と
何
ら
か
の
関
わ
り
方
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
暗

示
し
て
い
る
。
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し
れ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
私
は
、「
愚
禿
釈
親
鸞
」
は
、「
愚
禿
釈
」
と
「
親
鸞
」
で
は
な
く
、「
愚
禿
」
と
「
釈
親
鸞
」
と
し
て
理
解
す

る
べ
き
あ
る
と
思
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教
行
信
証
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後
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に
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い
て
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れ
る
よ
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に
、「
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「
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」
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り
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の
一
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」
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て
、
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ら
が
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す
る
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明
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る
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仏
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す
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あ
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。
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影
」
由
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」
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聖
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ら
「
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鸞
」
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遺
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続
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を
象
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る
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る
、
と
述
べ
た
。
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御
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が
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史
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す
る
の
は
、
延
慶
三
（
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三
一
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年
、
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如
が
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の
留
守
職
に
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た
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で
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。
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守
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継
承
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め
ぐ
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と
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、
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十
一
月
二
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鸞
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日
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「
鏡
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」
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修
補
し
た
。
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鏡
御
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」
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あ
る
。
覚
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は
、
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補
銘
を
御

影
の
巻
留
に
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

専
阿
弥
陀
仏
　
信
実
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臣
息
也
＼
号
袴
殿
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拝
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尊
像
　
泣
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双
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＼
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＼
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歳
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廿
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元
歳
　
辛
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越
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＼
教

行
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次
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了
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仏
　
信
実
朝
臣
の
息
な
り
。
袴
殿
と
号
す
。
　
聖
人
の
御
存
生
の
尊
像
を
拝
し
奉
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双
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な
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奉
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得
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二
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ぬ
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月
九
日
、
越
州
に
於
て
教
行
証
講
談
の
次
い
で
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。
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「
鏡
御
影
」
の
謎

　
従
来
か
ら
現
存
の
「
鏡
御
影
」
に
は
い
く
つ
か
の
疑
問
が
提
出
さ
れ
て
る
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
て
き
た
問
題
点
を

整
理
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

ア
頭
部
と
そ
れ
以
外
の
筆
致
が
随
分
と
異
な
っ
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
。

イ
御
影
部
分
に
等
間
隔
の
折
り
目
が
つ
い
て
い
る
が
そ
れ
は
な
ぜ
か
。

ウ
覚
如
に
よ
っ
て
修
補
さ
れ
た
と
き
、
原
本
の
「
鏡
御
影
」
に
大
が
か
り
な
改
変
が
加
え
ら
れ
た
。
そ
れ
は
ど
の
程
度
の
改
変
で
あ

っ
た
の
か
。
ま
た
な
ぜ
覚
如
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
行
っ
た
の
か
。

エ
「
鏡
御
影
」
は
寿
像
と
い
わ
れ
る
が
、
本
当
に
在
世
中
の
写
生
か
、
滅
後
に
模
写
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か⑰
。

オ
も
し
御
影
が
模
写
で
あ
る
な
ら
ば
、
讃
銘
も
親
鸞
の
自
筆
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。

カ
模
写
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
模
写
さ
れ
る
も
と
の
原
本
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。

キ
原
本
に
お
け
る
御
影
と
讃
銘
と
の
関
係
は
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
か
。
ま
た
、
そ
れ
ら
は
誰
に
よ
っ
て
構
想
さ
れ
た
の
か
。

　
こ
れ
ら
の
疑
問
に
対
す
る
先
人
た
ち
の
す
ぐ
れ
た
研
究
に
基
づ
い
て
、
私
は
次
の
よ
う
に
理
解
し
た
い
と
思
う
。
専
阿
弥
陀
仏
が
親
鸞

の
存
生
中
に
描
か
れ
た
肖
像
画
を
模
写
し
て
原
本
「
鏡
御
影
」
を
制
作
し
た
。
そ
の
原
本
「
鏡
御
影
」
を
覚
如
が
延
慶
三
年
に
修
補
し
た
。

そ
の
修
補
に
お
い
て
、
覚
如
は
、
原
本
の
影
像
の
上
部
（
そ
こ
に
は
讃
銘
が
あ
っ
た
）
を
切
り
と
っ
て
紙
を
継
ぎ
、
覚
如
自
身
の
筆
で

「
和
朝
親
鸞
聖
人
真
影
」
と
「
正
信
念
仏
偈
」
龍
樹
讃
の
文
を
書
い
た
。
そ
の
際
、
原
本
に
あ
っ
た
讃
文
で
影
像
に
ま
で
は
み
出
た
文
字

は
胡
粉
に
よ
っ
て
塗
り
つ
ぶ
し
た
。
下
部
（
こ
こ
に
も
讃
銘
が
あ
っ
た
）
に
つ
い
て
は
直
接
に
絵
の
具
を
塗
っ
て
描
表
装
と
し
た
。
こ
れ

に
よ
っ
て
も
と
は
影
像
の
上
下
に
あ
っ
た
讃
は
見
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
。
覚
如
が
こ
の
よ
う
な
改
変
を
行
っ
た
の
は
、
讃
文
を
親
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鸞
の
自
筆
と
見
な
さ
な
か
っ
た
た
め
と
、「
聖
人
」
と
い
う
尊
称
を
源
空
に
で
は
な
く
親
鸞
に
用
い
た
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

　
切
り
と
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
原
本
上
部
に
あ
っ
た
讃
に
つ
い
て
は
日
下
無
倫
に
よ
っ
て
推
定
さ
れ
、
描
表
装
の
た
め
に
塗
り
つ
ぶ
さ
れ
て

い
た
下
部
の
讃
に
つ
い
て
は
昭
和
二
九
年
の
修
復
の
と
き
裏
打
紙
を
と
り
除
い
た
際
に
裏
写
り
し
て
い
た
文
字
か
ら
確
定
さ
れ
た
（
赤
松

俊
秀
・
宮
崎
円
遵
）。

　
こ
れ
ら
の
研
究
に
よ
っ
て
イ
メ
ー
ジ
の
上
に
復
元
し
た
原
本
「
鏡
御
影
」
を
復
元
「
鏡
御
影
」
と
呼
ん
で
お
き
た
い
。
そ
れ
は
次
の
よ

う
な
も
の
に
な
ろ
う
。

〔
釈
親
鸞
正
信
偈
曰
〕

本
願
名
号
正
定
業
　
　
　
至
心
信
楽
願
為
因 

源
空
聖
人
云

成
等
覚
証
大
涅
槃
　
　
　
必
至
滅
度
願
成
就 

当
知
生
死
之
家

如
来
所
以
興
出
世
　
　
唯
説
弥
陀
本
願
海 

以
疑
為
所
止
涅

五
濁
悪
時
群
生
海
　
　
　
応
信
如
来
如
実
言 

槃
之
城
以
信
為

能
発
一
念
喜
愛
心
　
　
　
　
不
断
煩
悩
得
涅
槃 

能
入
　
文

凡
聖
逆
謗
斉
回
入
　
　
　
　
如
衆
水
入
海
一
味 

釈
親
鸞
云

摂
取
心
光
常
照
護
　
　
　
已
能
雖
破
無
明
闇 

還
来
生
死
流
転
之
家

貪
愛
瞋
憎
之
雲
霧
　
　
　
　
　
　
常
覆
真
実
信
心
天 

決
以
疑
情
為
所
止

譬
如
日
光
覆
雲
霧
　
　
　
　
　
雲
霧
之
下
明
無
闇 

速
入
寂
静
無
為
之
城

獲
信
見
敬
大
慶
喜
　
　
　
即
横
超
截
五
悪
趣
文 

必
以
信
心
為
能
入
　
文
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補
し
た
。

そ
の
修
補
に
お
い
て
、
覚
如
は
、
原
本
の
影
像
の
上
部
（
そ
こ
に
は
讃
銘
が
あ
っ
た
）
を
切
り
と
っ
て
紙
を
継
ぎ
、
覚
如
自
身
の
筆
で

「
和
朝
親
鸞
聖
人
真
影
」
と
「
正
信
念
仏
偈
」
龍
樹
讃
の
文
を
書
い
た
。
そ
の
際
、
原
本
に
あ
っ
た
讃
文
で
影
像
に
ま
で
は
み
出
た
文
字

は
胡
粉
に
よ
っ
て
塗
り
つ
ぶ
し
た
。
下
部
（
こ
こ
に
も
讃
銘
が
あ
っ
た
）
に
つ
い
て
は
直
接
に
絵
の
具
を
塗
っ
て
描
表
装
と
し
た
。
こ
れ

に
よ
っ
て
も
と
は
影
像
の
上
下
に
あ
っ
た
讃
は
見
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
。
覚
如
が
こ
の
よ
う
な
改
変
を
行
っ
た
の
は
、
讃
文
を
親
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鸞
の
自
筆
と
見
な
さ
な
か
っ
た
た
め
と
、「
聖
人
」
と
い
う
尊
称
を
源
空
に
で
は
な
く
親
鸞
に
用
い
た
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

　
切
り
と
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
原
本
上
部
に
あ
っ
た
讃
に
つ
い
て
は
日
下
無
倫
に
よ
っ
て
推
定
さ
れ
、
描
表
装
の
た
め
に
塗
り
つ
ぶ
さ
れ
て

い
た
下
部
の
讃
に
つ
い
て
は
昭
和
二
九
年
の
修
復
の
と
き
裏
打
紙
を
と
り
除
い
た
際
に
裏
写
り
し
て
い
た
文
字
か
ら
確
定
さ
れ
た
（
赤
松

俊
秀
・
宮
崎
円
遵
）。

　
こ
れ
ら
の
研
究
に
よ
っ
て
イ
メ
ー
ジ
の
上
に
復
元
し
た
原
本
「
鏡
御
影
」
を
復
元
「
鏡
御
影
」
と
呼
ん
で
お
き
た
い
。
そ
れ
は
次
の
よ

う
な
も
の
に
な
ろ
う
。

〔
釈
親
鸞
正
信
偈
曰
〕

本
願
名
号
正
定
業
　
　
　
至
心
信
楽
願
為
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源
空
聖
人
云

成
等
覚
証
大
涅
槃
　
　
　
必
至
滅
度
願
成
就 

当
知
生
死
之
家

如
来
所
以
興
出
世
　
　
唯
説
弥
陀
本
願
海 

以
疑
為
所
止
涅

五
濁
悪
時
群
生
海
　
　
　
応
信
如
来
如
実
言 

槃
之
城
以
信
為

能
発
一
念
喜
愛
心
　
　
　
　
不
断
煩
悩
得
涅
槃 

能
入
　
文

凡
聖
逆
謗
斉
回
入
　
　
　
　
如
衆
水
入
海
一
味 

釈
親
鸞
云

摂
取
心
光
常
照
護
　
　
　
已
能
雖
破
無
明
闇 

還
来
生
死
流
転
之
家

貪
愛
瞋
憎
之
雲
霧
　
　
　
　
　
　
常
覆
真
実
信
心
天 

決
以
疑
情
為
所
止

譬
如
日
光
覆
雲
霧
　
　
　
　
　
雲
霧
之
下
明
無
闇 

速
入
寂
静
無
為
之
城

獲
信
見
敬
大
慶
喜
　
　
　
即
横
超
截
五
悪
趣
文 

必
以
信
心
為
能
入
　
文
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復
元
「
鏡
御
影
」
の
構
造
と
解
釈

　
こ
の
復
元
「
鏡
御
影
」
を
遺
産
相
続
と
い
う
視
点
か
ら
読
み
解
い
て
み
た
い
と
思
う
。
私
は
、
覚
如
の
修
補
以
前
の
「
鏡
御
影
」
の
原

型
が
、
源
空
の
遺
産
相
続
（
伝
承
）
を
果
た
し
遂
げ
た
親
鸞
の
応
答
責
任
（
己
証
）
を
象
徴
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ

の
復
元
「
鏡
御
影
」
は
以
下
の
三
つ
の
部
分
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
こ
れ
を
遺
産
相
続
と
い
う
メ
タ
フ
ァ
ー
で
理
解
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
配

当
で
き
よ
う
。

【
下
部
】（
右
）
遺
産
人
の
名
で
あ
る
「
源
空
聖
人
」
と
そ
の
遺
言
（『
選
択
本
願
念
仏
集
』
三
心
章
の
文
）

（
左
）
相
続
人
の
名
で
あ
る
「
釈
親
鸞
」
と
そ
の
応
答
（「
正
信
念
仏
偈
」・「
念
仏
正
信
偈
」
類
似
の
文
）

【
中
央
部
】 

遺
産
相
続
人
と
し
て
の
釈
親
鸞
の
肖
像
（
鏡
御
影
）

【
上
部
】 

釈
親
鸞
が
遺
産
相
続
し
た
仏
道
（「
正
信
偈
」
の
文
十
行
二
十
句
）

　
復
元
「
鏡
御
影
」
の
三
つ
の
部
分
の
構
造
か
ら
検
討
し
て
み
よ
う
。
は
た
し
て
御
影
作
成
者
の
構
想
す
る
意
識
は
、
上
部
か
ら
下
部
へ

と
向
か
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
下
部
か
ら
上
部
へ
と
向
か
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
中
世
の
絵
伝
は
下
部
か
ら
上
部
へ

と
時
系
列
が
展
開
し
て
い
く
も
の
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
「
安
城
御
影
」
で
は
上
部
に
経
論
か
ら
の
讃
が
、
下
部
の
讃
に
は
「
正
信

偈
」
が
置
か
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
な
ど
か
ら
一
概
に
断
定
は
で
き
な
い
が
、
こ
こ
で
は
、
一
応
、
下
部
（
遺
産
相
続
の
手
続
き
）
か
ら

上
部
（
相
続
さ
れ
た
遺
産
）
へ
と
い
う
展
開
で
考
察
し
て
み
た
い
と
思
う
。

【
下
部
】
の
讃
│
│
遺
産
相
続
の
手
続
き

（
右
）

15

源
空
聖
人
云
／

当
知
生
死
之
家
／
以
疑
為
所
止
涅
／
槃
之
城
以
信
為
／
能
入
　
文

（
左
）

釈
親
鸞
云
／

還
来
生
死
流
転
之
家
／
決
以
疑
情
為
所
止
／
速
入
寂
静
無
為
之
城
／
必
以
信
心
為
能
入
　
文

 

（「
／
」
は
改
行
を
示
す⑱
。）

　
遺
産
相
続
と
い
う
観
点
か
ら
み
れ
ば
、「
源
空
聖
人
」
は
遺
産
人
の
名
で
あ
り
、「
云
」
以
下
の
「
当
に
知
る
べ
し
」
に
始
ま
る
文
は
、

遺
産
人
の
遺
言
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
親
鸞
は
原
則
的
に
師
源
空
を
、「
源
空
」
と
い
う
法
諱
と
「
聖
人
」
と
い
う
尊
称
で
呼
ん
で

お
り
、
そ
の
傾
向
に
一
致
す
る
。
親
鸞
に
と
っ
て
源
空
は
「
源
空
ひ
じ
り
」（『
高
僧
和
讃
』
源
空
）
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
「
釈
親

鸞
」
は
、
遺
産
相
続
人
と
し
て
指
名
さ
れ
た
名
で
あ
ろ
う
。
上
述
し
た
よ
う
に
「
釈
」
も
「
親
鸞
」
も
源
空
聖
人
の
仏
道
に
応
答
す
る
意

味
を
も
っ
て
い
る
。
そ
し
て
「
云
」
以
下
は
、
相
続
人
と
し
て
の
応
答
を
あ
ら
わ
す
と
い
っ
て
も
よ
い
と
思
う
。

　
こ
こ
に
は
、「
源
空
聖
人
」
の
文
と
「
釈
親
鸞
」
の
文
と
の
二
つ
文
が
並
置
さ
れ
て
い
る
。
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
二
つ
の
文
の
差
は

微
妙
な
も
の
で
し
か
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
配
置
の
仕
方
に
こ
そ
親
鸞
に
よ
る
遺
産
相
続
と
い
う
手
続
き
の
独
自
性
が
象
徴
的
に
示
さ
れ

る
の
で
あ
ろ
う
。

　
【
中
央
部
】
の
御
影
│
│
相
続
人
の
肖
像

　
こ
こ
に
配
置
さ
れ
る
影
像
は
、「
釈
親
鸞
」
と
名
の
る
遺
産
相
続
を
指
名
さ
れ
た
人
の
肖
像
で
あ
る
。「
源
空
聖
人
」
の
仏
法
を
遺
産
と

し
て
受
け
継
い
だ
人
格
を
象
徴
す
る
た
め
の
肖
像
で
あ
る
。
当
時
の
宗
教
者
の
肖
像
画
（
今
日
で
も
そ
う
で
あ
る
が
）
は
、
そ
の
図
様
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復
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解
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こ
の
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元
「
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解
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の
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空
の
遺
産
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像
（
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御
影
）

【
上
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が
遺
産
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続
し
た
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道
（「
正
信
偈
」
の
文
十
行
二
十
句
）
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の
三
つ
の
部
分
の
構
造
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み
よ
う
。
は
た
し
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作
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者
の
構
想
す
る
意
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は
、
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部
か
ら
下
部
へ

と
向
か
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
下
部
か
ら
上
部
へ
と
向
か
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て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
中
世
の
絵
伝
は
下
部
か
ら
上
部
へ

と
時
系
列
が
展
開
し
て
い
く
も
の
が
多
い
よ
う
で
あ
る
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た
だ
「
安
城
御
影
」
で
は
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部
に
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の
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下
部
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部
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部
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右
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／
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み
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」
は
遺
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の
名
で
あ
り
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云
」
以
下
の
「
当
に
知
る
べ
し
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に
始
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る
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遺
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遺
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と
が
で
き
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に
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空
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」
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法
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称
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ん
で
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、
そ
の
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に
一
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る
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に
と
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て
源
空
は
「
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空
ひ
じ
り
」（『
高
僧
和
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』
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空
）
で
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た
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れ
に
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し
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は
、
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続
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と
し
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さ
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で
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ろ
う
。
上
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し
た
よ
う
に
「
釈
」
も
「
親
鸞
」
も
源
空
聖
人
の
仏
道
に
応
答
す
る
意

味
を
も
っ
て
い
る
。
そ
し
て
「
云
」
以
下
は
、
相
続
人
と
し
て
の
応
答
を
あ
ら
わ
す
と
い
っ
て
も
よ
い
と
思
う
。

　
こ
こ
に
は
、「
源
空
聖
人
」
の
文
と
「
釈
親
鸞
」
の
文
と
の
二
つ
文
が
並
置
さ
れ
て
い
る
。
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
二
つ
の
文
の
差
は

微
妙
な
も
の
で
し
か
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
配
置
の
仕
方
に
こ
そ
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鸞
に
よ
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遺
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と
い
う
手
続
き
の
独
自
性
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的
に
示
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れ

る
の
で
あ
ろ
う
。

　
【
中
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部
】
の
御
影
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│
相
続
人
の
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像

　
こ
こ
に
配
置
さ
れ
る
影
像
は
、「
釈
親
鸞
」
と
名
の
る
遺
産
相
続
を
指
名
さ
れ
た
人
の
肖
像
で
あ
る
。「
源
空
聖
人
」
の
仏
法
を
遺
産
と

し
て
受
け
継
い
だ
人
格
を
象
徴
す
る
た
め
の
肖
像
で
あ
る
。
当
時
の
宗
教
者
の
肖
像
画
（
今
日
で
も
そ
う
で
あ
る
が
）
は
、
そ
の
図
様
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（
姿
勢
や
物
品
）
に
よ
っ
て
そ
の
人
物
の
帰
属
す
る
伝
統
・
共
同
体
や
人
生
の
事
件
を
暗メ

タ
フ
ァ
ー喩

す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
肖
像
が
意
味
す
る

と
こ
ろ
を
先
人
の
研
究
を
手
が
か
り
に
尋
ね
て
み
た
い
。

　
ア
黒
衣
を
着
て
い
る
。

　
着
色
は
さ
れ
て
い
な
い
が
、
装
束
は
あ
き
ら
か
に
遁
世
僧
を
象
徴
す
る
黒
衣
で
あ
り
、
官
僧
の
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
首
に
は
明
法
房

の
寄
進
で
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
帽も

う

子す

を
巻
い
て
い
る
。

　
イ
数
珠
を
持
ち
、
爪
繰
っ
て
い
る
。

　
次
に
、
数
珠
を
両
手
に
持
ち
爪
繰
っ
て
い
る
と
い
う
姿
は
、「
安
城
御
影
」
に
も
共
通
す
る
。
源
空
の
「
選
択
付
属
御
影
」
の
伝
統
を

受
け
継
ぐ
も
の
で
あ
り
、
念
仏
宗
の
遁
世
僧
で
あ
る
こ
と
を
示
す
の
で
あ
ろ
う
。

　
ウ
立
像
で
あ
る
。

　
斜
め
右
向
の
自
然
な
立
ち
姿
で
あ
る
。
行
住
座
臥
の
四
威
儀
で
い
え
ば
行
で
あ
ろ
う
が
、
念
仏
聖
・
空
也
や
遊
行
聖
・
一
遍
の
有
名
な

像
の
よ
う
に
歩
き
な
が
ら
念
仏
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
こ
の
立
ち
姿
は
遊
行
で
は
な
い
。
ま
た
足
下
の
描
き
方
で
は
履
き
物
を
履
い
て

い
る
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
家
屋
の
な
か
で
座
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。

　
エ
口
が
微
か
に
開
い
て
い
る
。

　
頭
部
を
拡
大
す
る
と
、
口
が
ほ
ん
の
少
し
開
い
て
お
り
中
に
歯
が
書
か
れ
て
い
る
。
口
が
開
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
何
か
声
を
出

し
て
い
る
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
少
し
と
い
う
こ
と
は
大
声
で
は
な
い
。
お
そ
ら
く
何
か
を
静
か
に
唱
え
て
い
る

か
、
何
か
を
語
っ
て
い
る
か
、
で
あ
ろ
う
。
堅
田
は
、
こ
の
姿
が
や
が
て
覚
如
の
製
作
に
な
る
『
親
鸞
聖
人
伝
絵
』
の
一
段
（
六
角
夢

想
）
に
東
方
の
群
衆
に
語
り
か
け
る
姿
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
と
い
う⑲
。
こ
の
こ
と
か
ら
教
え
を
他
者
に
対
し
て
静
か
に
語
り
告
げ
る
「
教

人
信
」
の
使
命
を
象
徴
す
る
姿
と
し
て
私
は
受
け
と
め
た
い
。
で
は
、
そ
し
て
そ
の
教
え
の
内
容
は
何
で
あ
っ
た
か
。
そ
れ
こ
そ
肖
像
画

の
上
部
に
書
か
れ
て
い
た
「
正
信
偈
」
十
行
二
十
句
、
つ
ま
り
源
空
聖
人
か
ら
の
相
続
し
た
遺
産
、
正
信
の
仏
道
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
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【
上
部
】
の
讃
│
│
遺
産
と
し
て
の
正
信
の
仏
道

　
こ
の
「
正
信
念
仏
偈
」
の
な
か
の
十
行
二
十
句
は
、「
鏡
御
影
」「
安
城
御
影
」
の
二
つ
に
共
通
し
て
讃
と
し
て
採
用
さ
れ
て
い
る
。

本
願
名
号
正
定
業
　
　
至
心
信
楽
願
為
因

成
等
覚
証
大
涅
槃
　
　
必
至
滅
度
願
成
就

如
来
所
以
興
出
世
　
　
唯
説
弥
陀
本
願
海

五
濁
悪
時
群
生
海
　
　
応
信
如
来
如
実
言

能
発
一
念
喜
愛
心
　
　
不
断
煩
悩
得
涅
槃

凡
聖
逆
謗
斉
回
入
　
　
如
衆
水
入
海
一
味

摂
取
心
光
常
照
護
　
　
已
能
雖
破
無
明
闇

貪
愛
瞋
憎
之
雲
霧
　
　
常
覆
真
実
信
心
天

譬
如
日
光
覆
雲
霧
　
　
雲
霧
之
下
明
無
闇

獲
信
見
敬
大
慶
喜
　
　
即
横
超
截
五
悪
趣
　
文 

（『
親
鸞
聖
人
行
実⑳
』）

　
現
存
の
「
鏡
御
影
」
の
上
部
、
覚
如
筆
の
讃
の
下
に
は
、
胡
粉
で
塗
り
消
さ
れ
た
文
字
の
痕
跡
（
傍
線
の
部
分
）
が
あ
り
、
日
下
無
倫

に
よ
っ
て
肖
像
の
上
部
に
は
「
正
信
念
仏
偈
」
の
「
本
願
名
号
正
定
業
」
か
ら
「
即
横
超
絶
五
悪
趣
」
ま
で
の
十
行
二
十
句
が
記
さ
れ
て

い
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
た
。
こ
の
十
行
二
十
句
は
、
親
鸞
に
と
っ
て
特
別
の
意
味
を
有
し
た
偈
文
で
あ
っ
た
。「
安
城
御
影
」
の
下
に

「
和
朝
釈
親
鸞
正
信
偈
曰㉑
」
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
の
も
こ
の
十
行
二
十
句
で
あ
り
、
ま
た
『
尊
号
真
像
銘
文
』
で
は
親
鸞
自
身
が
、
こ

の
十
行
二
十
句
を
「
和

わ
て
う
ぐ
と
く
し
ゃ
く
の
し
ん
ら
ん
が
し
ゃ
う
し
ん
げ
の
も
ん

朝
愚
禿
釈
親
鸞
正
信
偈
文
」（『
尊
号
真
像
銘
文
』
広
本㉒
）
と
呼
び
、
み
ず
か
ら
解
釈
を
施
し
て
い
る
。
親
鸞
が
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『
尊
号
真
像
銘
文
』
で
み
ず
か
ら
の
銘
文
を
一
番
最
後
に
置
い
た
の
は
、
正
統
性
を
主
張
す
る
た
め
で
は
な
い
、
自
身
が
出
遇
っ
た
仏
道

の
伝
統
は
、
自
身
の
前
で
終
わ
る
の
で
は
な
く
、
み
ず
か
ら
が
こ
の
よ
う
に
受
け
止
め
た
と
応
答
で
き
た
と
こ
ろ
に
、
初
め
て
伝
承
と
い

う
事
実
が
成
就
す
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
親
鸞
は
、
こ
の
十
行
二
十
句
を
こ
そ
「
正
信
偈
」
と
呼
ん
だ
。「
正
信
偈
」
と
い
う
の
は
、
単
な

る
「
正
信
念
仏
偈
」
の
略
称
で
は
な
い
。「
安
城
御
影
」
に
も
、『
尊
号
真
像
銘
文
』
の
広
本
・
略
本
に
も
、
こ
の
十
行
二
十
句
は
「
正
信

偈
」
と
い
う
名
の
も
と
に
記
さ
れ
、「
正
信
念
仏
偈
」
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
想
像
で
し
か
な
い
が
、「
安
城
御
影
」
に
準
え
ば
、
こ
の

「
鏡
御
影
」
の
原
本
に
も
「
釈
親
鸞
正
信
偈
曰
」
の
句
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
源
空
聖
人
が
見
い
だ
し
た
大
き
な
仏
教
の
核
心
を

「
正
信
の
仏
道
」
と
い
う
。
信
心
を
私
た
ち
に
成
就
す
る
か
、
し
な
い
か
、
そ
れ
が
、「
選
択
本
願
念
仏
」
の
仏
道
の
核
心
な
の
だ
と
い

う
こ
と
を
、「
正
信
偈
」
と
い
う
名
に
象
徴
す
る
。
だ
か
ら
私
は
、
こ
の
部
分
を
「
釈
親
鸞
」
が
「
源
空
聖
人
」
か
ら
相
続
し
た
遺
産
と

い
い
た
い
の
で
あ
る
。

　
先
述
し
た
よ
う
に
上
下
の
讃
に
つ
い
て
は
親
鸞
自
身
の
真
筆
で
は
な
い
と
い
う
見
解
も
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
復
元
「
鏡
御

影
」
の
基
本
的
な
構
造
や
讃
の
内
容
は
、
親
鸞
以
外
に
よ
っ
て
構
想
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
う
。（
つ
づ
く
）

注①
　
こ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
は
「「
釈
親
鸞
」
の
遺
産
相
続
│
「
鏡
御
影
」
を
手
が
か
り
に
」（『
と
も
し
び
』
六
九
三
号
、
二
〇
一
〇
年
七
月
発
行
）
に

も
報
告
し
た
。
関
連
す
る
も
の
と
し
て
は
、「
己
証
の
名
の
り
と
し
て
の
「
親
鸞
」」（『
と
も
し
び
』
二
〇
〇
八
年
一
一
月
号
）
が
あ
る
。

②
　「
鏡
御
影
」
研
究
史
の
主
た
る
も
の
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

　
玄
智
『
本
願
寺
通
紀
』
巻
九
（『
真
宗
全
書
』
六
八
巻
）

日
下
無
倫
「
親
鸞
聖
人
寿
像
の
研
究
」（『
真
宗
史
の
研
究
』
平
楽
寺
書
店
、
一
九
三
一
年
）。

赤
松
俊
秀
「
親
鸞
像
に
つ
い
て
」・「「
鏡
御
影
」
の
賛
に
つ
い
て
」（『
鎌
倉
仏
教
の
研
究
』
平
楽
寺
書
店
、
一
九
五
七
年
）。

宮
崎
円
遵
「
親
鸞
の
寿
像
鏡
御
影
私
考
」・「
親
鸞
聖
人
鏡
御
影
」（『
宮
崎
円
遵
著
作
集
第
二
巻
　
親
鸞
の
研
究
　
下
』
思
文
閣
出
版
、
一
九
八

19

六
年
）。

平
松
令
三
「
親
鸞
総
説: 

親
鸞
聖
人
絵
像
」（『
真
宗
重
宝
聚
英
　
第
四
巻
』、
同
朋
舎
、
一
九
八
八
年
）。

堅
田
修
「
鏡
御
影
」（『
真
宗
史
考
叢
』
文
栄
堂
、
二
〇
〇
七
年
）。

③
　
遺
産
相
続
と
応
答
責
任
と
い
う
理
解
に
つ
い
て
は
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
の
用
法
に
ヒ
ン
ト
を
得
た
。
デ
リ
ダ
『
マ
ル
ク
ス
の
亡
霊
た
ち

（Spectres de M
arx, 1993)

』（
増
田
一
夫
訳
・
解
説
、
藤
原
書
店
、
二
〇
〇
七
年
）
を
参
照
の
こ
と
。『
遺
産
と
し
て
の
三
木
清
』（
同
時
代
社
、

三
頁
）
か
ら
は
ヒ
ン
ト
を
頂
い
た
。
ま
た
宇
波
彰
氏
の
「
宇
波
彰
現
代
哲
学
研
究
所
（http://uicp.blog123.fc2.com

/bl

）
に
掲
載
さ
れ
た
ブ
ロ
グ

は
、
哲
学
の
素
養
が
な
い
私
に
と
っ
て
も
理
解
し
や
す
い
内
容
で
参
考
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。

④
　
平
松
令
三
は
、
こ
れ
も
親
鸞
存
生
中
に
製
作
さ
れ
た
肖
像
画
と
し
て
い
る
。（
平
松
『
真
宗
重
宝
聚
英
』
第
四
巻
）

⑤
　『
錦
織
寺
伝
絵
記
』（『
親
鸞
傳
叢
書
』
無
我
山
房
、
一
九
一
〇
年
、
九
二
頁
）、
ま
た
『
叢
林
集
巻
九
』「
錦
織
寺
　
第
七
十
四
」（『
真
宗
史
料
集
成

第
八
巻
　
寺
誌
・
遺
跡
』
三
三
一
頁
）
を
参
照
。

⑥
　『
定
本
教
行
信
証
』
三
八
二
〜
三
八
三
頁
、
原
漢
文
。

⑦
　『
定
本
親
鸞
聖
人
全
集
』
和
文
篇
、
六
頁
。
略
本
の
性
格
に
つ
い
て
は
名
畑
崇
『『
尊
号
真
像
銘
文
』
敬
信
記
』
一
一
頁
を
参
照
。

⑧ 
『
尊
号
真
像
銘
文
』『
定
本
親
鸞
聖
人
全
集
』
和
文
篇
、
九
一
頁
。

⑨
　「
釈
親
鸞
」
の
用
例
に
つ
い
て
は
、
鶴
見
晃
「
親
鸞
の
名
の
り
│
「
善
信
」
房
号
説
を
め
ぐ
っ
て
│
」『
教
化
研
究
一
四
四
』
二
〇
〇
九
年
、
二
九

〜
三
四
頁
）
を
参
照
。

⑩
　「
七
箇
條
起
請
文
」『
昭
和
新
修
法
然
上
人
全
集
』、
平
楽
寺
書
店
、
一
九
五
五
年
、
七
九
二
頁
。

⑪
　『
真
宗
聖
教
全
書
　
三
　
歴
代
部
』
七
三
一
頁
。

⑫
　『
真
宗
聖
教
全
書
　
二
　
宗
祖
部
』
二
〇
六
頁
、
原
漢
文
。

⑬
　
「
化
身
土
文
類
六
」〈
後
述
〉『
定
本
教
行
信
証
』
三
八
〇
頁
。

⑭
　
同
右
三
八
一
頁
。

⑮
　
覚
如
に
よ
る
「
鏡
御
影
」
巻
留
の
修
理
銘
。『
親
鸞
聖
人
行
実
』
真
宗
大
谷
派
宗
務
所
出
版
部
、
二
〇
〇
八
年
、
一
三
一
頁
、
原
漢
文
。
書
き
下
し

は
筆
者
。
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『
尊
号
真
像
銘
文
』
で
み
ず
か
ら
の
銘
文
を
一
番
最
後
に
置
い
た
の
は
、
正
統
性
を
主
張
す
る
た
め
で
は
な
い
、
自
身
が
出
遇
っ
た
仏
道

の
伝
統
は
、
自
身
の
前
で
終
わ
る
の
で
は
な
く
、
み
ず
か
ら
が
こ
の
よ
う
に
受
け
止
め
た
と
応
答
で
き
た
と
こ
ろ
に
、
初
め
て
伝
承
と
い

う
事
実
が
成
就
す
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
親
鸞
は
、
こ
の
十
行
二
十
句
を
こ
そ
「
正
信
偈
」
と
呼
ん
だ
。「
正
信
偈
」
と
い
う
の
は
、
単
な

る
「
正
信
念
仏
偈
」
の
略
称
で
は
な
い
。「
安
城
御
影
」
に
も
、『
尊
号
真
像
銘
文
』
の
広
本
・
略
本
に
も
、
こ
の
十
行
二
十
句
は
「
正
信

偈
」
と
い
う
名
の
も
と
に
記
さ
れ
、「
正
信
念
仏
偈
」
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
想
像
で
し
か
な
い
が
、「
安
城
御
影
」
に
準
え
ば
、
こ
の

「
鏡
御
影
」
の
原
本
に
も
「
釈
親
鸞
正
信
偈
曰
」
の
句
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
源
空
聖
人
が
見
い
だ
し
た
大
き
な
仏
教
の
核
心
を

「
正
信
の
仏
道
」
と
い
う
。
信
心
を
私
た
ち
に
成
就
す
る
か
、
し
な
い
か
、
そ
れ
が
、「
選
択
本
願
念
仏
」
の
仏
道
の
核
心
な
の
だ
と
い

う
こ
と
を
、「
正
信
偈
」
と
い
う
名
に
象
徴
す
る
。
だ
か
ら
私
は
、
こ
の
部
分
を
「
釈
親
鸞
」
が
「
源
空
聖
人
」
か
ら
相
続
し
た
遺
産
と

い
い
た
い
の
で
あ
る
。

　
先
述
し
た
よ
う
に
上
下
の
讃
に
つ
い
て
は
親
鸞
自
身
の
真
筆
で
は
な
い
と
い
う
見
解
も
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
復
元
「
鏡
御

影
」
の
基
本
的
な
構
造
や
讃
の
内
容
は
、
親
鸞
以
外
に
よ
っ
て
構
想
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
う
。（
つ
づ
く
）

注①
　
こ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
は
「「
釈
親
鸞
」
の
遺
産
相
続
│
「
鏡
御
影
」
を
手
が
か
り
に
」（『
と
も
し
び
』
六
九
三
号
、
二
〇
一
〇
年
七
月
発
行
）
に

も
報
告
し
た
。
関
連
す
る
も
の
と
し
て
は
、「
己
証
の
名
の
り
と
し
て
の
「
親
鸞
」」（『
と
も
し
び
』
二
〇
〇
八
年
一
一
月
号
）
が
あ
る
。

②
　「
鏡
御
影
」
研
究
史
の
主
た
る
も
の
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

　
玄
智
『
本
願
寺
通
紀
』
巻
九
（『
真
宗
全
書
』
六
八
巻
）

日
下
無
倫
「
親
鸞
聖
人
寿
像
の
研
究
」（『
真
宗
史
の
研
究
』
平
楽
寺
書
店
、
一
九
三
一
年
）。

赤
松
俊
秀
「
親
鸞
像
に
つ
い
て
」・「「
鏡
御
影
」
の
賛
に
つ
い
て
」（『
鎌
倉
仏
教
の
研
究
』
平
楽
寺
書
店
、
一
九
五
七
年
）。

宮
崎
円
遵
「
親
鸞
の
寿
像
鏡
御
影
私
考
」・「
親
鸞
聖
人
鏡
御
影
」（『
宮
崎
円
遵
著
作
集
第
二
巻
　
親
鸞
の
研
究
　
下
』
思
文
閣
出
版
、
一
九
八
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六
年
）。

平
松
令
三
「
親
鸞
総
説: 

親
鸞
聖
人
絵
像
」（『
真
宗
重
宝
聚
英
　
第
四
巻
』、
同
朋
舎
、
一
九
八
八
年
）。

堅
田
修
「
鏡
御
影
」（『
真
宗
史
考
叢
』
文
栄
堂
、
二
〇
〇
七
年
）。

③
　
遺
産
相
続
と
応
答
責
任
と
い
う
理
解
に
つ
い
て
は
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
の
用
法
に
ヒ
ン
ト
を
得
た
。
デ
リ
ダ
『
マ
ル
ク
ス
の
亡
霊
た
ち

（Spectres de M
arx, 1993)

』（
増
田
一
夫
訳
・
解
説
、
藤
原
書
店
、
二
〇
〇
七
年
）
を
参
照
の
こ
と
。『
遺
産
と
し
て
の
三
木
清
』（
同
時
代
社
、

三
頁
）
か
ら
は
ヒ
ン
ト
を
頂
い
た
。
ま
た
宇
波
彰
氏
の
「
宇
波
彰
現
代
哲
学
研
究
所
（http://uicp.blog123.fc2.com

/bl

）
に
掲
載
さ
れ
た
ブ
ロ
グ

は
、
哲
学
の
素
養
が
な
い
私
に
と
っ
て
も
理
解
し
や
す
い
内
容
で
参
考
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。

④
　
平
松
令
三
は
、
こ
れ
も
親
鸞
存
生
中
に
製
作
さ
れ
た
肖
像
画
と
し
て
い
る
。（
平
松
『
真
宗
重
宝
聚
英
』
第
四
巻
）

⑤
　『
錦
織
寺
伝
絵
記
』（『
親
鸞
傳
叢
書
』
無
我
山
房
、
一
九
一
〇
年
、
九
二
頁
）、
ま
た
『
叢
林
集
巻
九
』「
錦
織
寺
　
第
七
十
四
」（『
真
宗
史
料
集
成

第
八
巻
　
寺
誌
・
遺
跡
』
三
三
一
頁
）
を
参
照
。

⑥
　『
定
本
教
行
信
証
』
三
八
二
〜
三
八
三
頁
、
原
漢
文
。

⑦
　『
定
本
親
鸞
聖
人
全
集
』
和
文
篇
、
六
頁
。
略
本
の
性
格
に
つ
い
て
は
名
畑
崇
『『
尊
号
真
像
銘
文
』
敬
信
記
』
一
一
頁
を
参
照
。

⑧ 
『
尊
号
真
像
銘
文
』『
定
本
親
鸞
聖
人
全
集
』
和
文
篇
、
九
一
頁
。

⑨
　「
釈
親
鸞
」
の
用
例
に
つ
い
て
は
、
鶴
見
晃
「
親
鸞
の
名
の
り
│
「
善
信
」
房
号
説
を
め
ぐ
っ
て
│
」『
教
化
研
究
一
四
四
』
二
〇
〇
九
年
、
二
九

〜
三
四
頁
）
を
参
照
。

⑩
　「
七
箇
條
起
請
文
」『
昭
和
新
修
法
然
上
人
全
集
』、
平
楽
寺
書
店
、
一
九
五
五
年
、
七
九
二
頁
。

⑪
　『
真
宗
聖
教
全
書
　
三
　
歴
代
部
』
七
三
一
頁
。

⑫
　『
真
宗
聖
教
全
書
　
二
　
宗
祖
部
』
二
〇
六
頁
、
原
漢
文
。

⑬
　
「
化
身
土
文
類
六
」〈
後
述
〉『
定
本
教
行
信
証
』
三
八
〇
頁
。

⑭
　
同
右
三
八
一
頁
。

⑮
　
覚
如
に
よ
る
「
鏡
御
影
」
巻
留
の
修
理
銘
。『
親
鸞
聖
人
行
実
』
真
宗
大
谷
派
宗
務
所
出
版
部
、
二
〇
〇
八
年
、
一
三
一
頁
、
原
漢
文
。
書
き
下
し

は
筆
者
。



20

⑯
　『
存
覚
一
期
記
』、
応
長
元
年
の
条
。『
真
宗
史
料
集
成
　
第
一
巻
　
親
鸞
と
初
期
教
団
』
八
七
一
頁
。

⑰
　
堅
田
修
は
「
鏡
御
影
」
の
巻
留
に
あ
る
「
尊
像
」
の
語
か
ら
「
専
阿
弥
陀
仏
が
親
鸞
の
在
世
中
の
生
身
の
姿
を
眼
前
に
拝
し
て
描
い
た
、
と
い
う

の
で
は
な
く
、
親
鸞
の
在
世
中
に
写
し
描
か
れ
て
い
た
絵
像
を
、
専
阿
弥
陀
仏
が
奉
拝
し
て
、
と
解
す
べ
き
で
あ
る
」（
堅
田
『
真
宗
史
考
叢
』
四

頁
）
と
解
釈
し
て
い
る
。

⑱
　『
親
鸞
聖
人
行
実
』
真
宗
大
谷
派
宗
務
所
出
版
部
、
二
〇
〇
八
年
、
一
三
〇
〜
一
三
一
頁
。

⑲
　
堅
田
『
真
宗
史
考
叢
』
一
二
頁
。

⑳
　『
親
鸞
聖
人
行
実
』
真
宗
大
谷
派
宗
務
所
出
版
部
、
二
〇
〇
八
年
、
一
三
〇
〜
一
三
一
頁
。

㉑
　「
安
城
御
影
讃
銘
下
」『
親
鸞
聖
人
真
蹟
集
成
　
第
九
巻
』
三
三
頁
。

㉒
　『
定
本
親
鸞
聖
人
全
集
　
和
文
篇
』
一
一
五
頁
。

＊
「
鏡
御
影
」
の
画
像
掲
載
に
つ
い
て
は
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
の
御
許
可
を
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
た
。
紙
面
で
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。
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は
じ
め
に

　
『
西
方
指
南
抄
』
は
、
親
鸞
が
八
十
四
歳
か
ら
八
十
五
歳
に
か
け
て
執
筆
し
た
法
然
の
遺
文
集
で
あ
る
。
上
・
中
・
下
の
三
巻
が
そ
れ

ぞ
れ
本
・
末
に
分
か
れ
た
六
冊
の
形
態
で
、
高
田
専
修
寺
に
親
鸞
真
蹟
本
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
に
は
、
法
然
の
法
語
、
伝
記
、

消
息
な
ど
全
部
で
二
十
八
部
の
法
然
関
係
の
資
料
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
法
然
の
遺
文
集
と
し
て
は
『
西
方
指
南
抄
』
は
最
初
期
に
成
立

し
た
書
で
あ
り
、
ま
た
親
鸞
の
真
蹟
本
が
現
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
法
然
研
究
に
お
い
て
も
、
ま
た
親
鸞
研
究
に
お
い
て
も
、
極

め
て
重
要
な
資
料
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
ま
で
の
『
西
方
指
南
抄
』
研
究
を
概
観
す
る
と
、
こ
の
書
は
親

鸞
自
身
に
よ
る
編
集
本
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
何
ら
か
の
底
本
を
も
と
に
親
鸞
が
写
し
た
転
写
本
で
あ
る
の
か
と
い
う
成
立
問
題
を
中

心
に
、
主
と
し
て
書
誌
的
な
観
点
か
ら
進
め
ら
れ
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る①
。

　
そ
の
一
方
で
、『
西
方
指
南
抄
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
資
料
の
思
想
内
容
や
、
親
鸞
が
こ
の
書
を
執
筆
し
た
意
義
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま

で
に
充
分
論
じ
ら
れ
て
き
た
と
は
言
い
難
い
。

　
本
論
で
は
、
こ
の
『
西
方
指
南
抄
』
に
注
目
し
て
、
親
鸞
に
と
っ
て
こ
の
書
の
執
筆
に
は
ど
の
よ
う
な
意
義
が
あ
る
の
か
尋
ね
て
み
た

親
鸞
と
『
西
方
指
南
抄
』
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