
こ
Σ
に
隆
寛
と
親
鷺

の
重
大
な
る
共
通
点
を
見
出
す
と
同
時
に

親
彎
が
隆
寛
を
先
輩
と

し
て
仰
ぎ
聖
覚
と
同
じ
よ
う
に
同
行
と
し

て
敬
慕
し
た
る
事
情
が
理
解
出
来
る
の
で
あ
る
。

往

生

拾

因

の

研

究
平

井

義

孝

日
本
に
於
け
る
浄
土
教
は
、
法
然

の

一
宗
開
立
に
よ

つ
て
大
成

さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ま
で
の
日
本
浄
土
教
は
ど
の
よ
う
な

も

の
で
あ

つ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
知
る
手
が
か
り
と
し
て
、

永

観
の

「往
生
拾
因
」

に
み
ら
れ
る
浄
土
教
思
想
を
考
え
て
み
た

の
で
あ
る
。

「往
生
拾
因
」

の
矛

一
因
に
、
称
名
の
功
徳
を
強
調

し
て
い
る
。

即
ち
、

「
弥
陀
名
号
中
即
彼
如
来
従
初
発
心
乃
至
仏

果
、
所
有

一
切
万

幺

、

行
万
徳
皆
悉
具
足
無
有
欠
減
。
非
唯
弥
陀

一
仏
功
徳
、
亦
摂
十

レ

ニ

一

二

一

二

方

諸

仏

功

徳

。

一
切

如

来

不
.離

阿

字

故

。

」

一

ソ

ζ

声

と
述

べ
、
弥
陀

の
名
号
は
阿
字
を
離
れ

な
い
か
ら
万
行
万
徳
を
具

足
す
る
と
説
く

の
で
あ
る
。
こ
の
阿
字

観
を
も

つ
て
弥
陀
の
名
号

の
功
徳
を
強
調
す

る
事
は
、
彼
が
未
だ
密
教
的
な
域
を
出
て

い
な

い
こ
と
を
示
す
も

の
で
あ
り
、
又
彼

の
特
色
あ
る
も

の
で
あ

る
。

矛
八
因
に
於
て
、

一
心
に
称
念
す
れ
ぼ
、
三
昧
発
得
の
故

に
必

ず
往
生
を
得
る
と
の
べ
、

「夫
諸
法
本
無
自
在
、
唯
是

一
心
所
作

。
流
転
生
死
心
染
相
、

'
[

一

趣
向
菩
提

心
浄
相
、
但
散
心
事
難
事

、
専
念
事
易
成
、
(
申
略
)

是

一
心
之
力
也
。
染
浄
諸
法
皆
以
如

是
、
往
生
浄
土
業
崔
不
微

乱

一
心
哉
。
」

一

と
言

つ
て
い
る
。
諸
法
は
も
と
よ
り
自
性
が
な
く
、
全
て

一
心
の

作
で
あ

つ
て
、
散

心
に
よ
つ
て
は

一
心
と
な
ら
な
い
か
ら
、
何
事

も
成
じ
が
た
く
、
専
念
は

一
心
を
得
る

か
ら
何
事
も
成
じ
や
す

い

の
で
あ
る
。
三
昧
を
発
得
し
て
達
成
せ
ら
れ
る
と
説
く
も
の
で
あ

る
。又

永

観
は
矛
八
因
に
、

「行
者
麋

蒭

纛

諸
煮

雄
願
等

念
仏

一
窕

散
躡.之

者
干
不

一
生
、
専
修
之
人
万
無

一
失
。
」

二

1

,
1

1

i,



と
述
べ
て
い
る
。
行
者
ば

諸
願
諸
行
を
す
て

玉
、
念
仏

一
行
を
修

す

べ
き
事
を
勧

め
、
専
修
の
人
な
れ
ば
必
ず
専
念

に
至
り
往
生
出

来

る
事
を
明
し
て
い
る
。
こ
乂
に
彼
が
、
念
仏

の

一
行
を
と
り
、

余

行
を
庫

し
て
、
専
修
念
仏

の
意
を
み
せ
て
い
る
事
に
注
意

し
な

け
れ
ば
な
ら
な

い
。
専
修
念
仏
思
想
は
、
法
然
に
於
て
み
ら
れ
る

よ
う
に
、
永
観

の
専
修
念
仏
も
そ
れ
に
近

い
も
の
と
言
え
る

の
で

あ

る
。
し
か
し
、
念
仏

一
行
を
と
り
余
行
を
廃
し
た
理
由
は
、
専

念
を
お
こ
す
た
め
の
も

の
で
、
そ
れ
に
は
次

の
よ
う
な
説
を
も

つ

て
解
釈
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
即
ち
、

「凡
夫
行
者
唯
従
初
泌
有
縛
定
者
、
説
轍

位
ス
健
位
'、日疋
三
乗

行

人
入
聖
方
便
也
。
施
彼

黒
鳥
為
紺
泊
鶸
嘱
隅
批
散
称
為
溌
専
愈
。

而
今
丕
消
散
称
'、
盍
是
無
志
之
甚
也
。
」

と
述
べ
て
い
る
。
だ
れ
で
も
始
め
か
ら
得
定
の
者
は
な
く
、
ま
ず

散
位
に
入

づ
て
定
位

に
至
る
の
が
常
道
で
あ
る
か
ら
、
散
位

の
称

名

を
唱
え
る
の
は
、
三
昧
を
発
得

し
て
専
念
に
至
る
た
め
で
あ

つ

て
、
そ
れ
は
定
位
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
説
く
も

の
に

外

な
ら
な

い
。
定
位

の
専
念
を
修
す
事
に
よ
つ
て
始
め
て
往
生
を

得

る
と
い
う
の
で
あ

る
。
又
永
観
は
矛
八
因
の
中

に
、

「
何

此

人

欲
即
生

'籖

国

「

口

隅

職

名
'心

猶

散

乱

、

若

非
'一一
心
{違
職

本

願

。

可

翫

可

蹴

、

早

速

制

伏

一
心

不

乱

。

」

一

レ

レ

a

と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
永
観

の
意
と
す
る
所
は
、

一
心
に
あ
ら

ざ
れ
ば
仏
の
本
願
に
違
う
か
ら
、
心
を
専
ら
に
し
て
、

一
心
と
な

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
心
で
な
け

れ
ば
、
散
位
の
念
仏
を
称

え
て
も
定
位

の
そ
れ
に
至
る
こ
と
は
不

可
能
で
あ
り
、

一
心
は
往

生
極
楽
を
願
う
者
に
と

つ
て
、
欠
く

べ
か
ら
ざ
る
存
在
と
し
て
強

調

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
艇
対
し
て
、
法
然

の
説
は
、
散

位

の
称
名
を
専
念
す
る
事

に
あ

つ
て
、
永
観
の
よ
う
に
定
位
を
求

め
た
も
の
で
は
な
く
、
散

位
で
往
生
を
得
る
と
説

か
れ
た
も
の
で
、
こ
の
点
に
於
て
も
、
永

観
と
法
然

の
聞
に
は
思
想
的
な
相
違
を

認
め
ら
れ
る
の
で
あ

る
。

永
観
は
名
号
の
称
念
を
勧
め
る
よ
り
も

、
称
名
に
よ

つ
て
三
昧
を

発
得

し
、
定
位
に
入

つ
て
往
生
す
る
事

を
勧
め
る
の
が
申
心
で
あ

り
、
そ
の
事
を
彼
は
、

十
因
之
興
意
在
斯
因
、
不
愛
身
命
但
惜
三
昧
。

∩

冫

,

レ

ニ

1

ク

'

と
述
べ
て
い
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。

永
観
は
念
仏
の
態
度
に

つ
い
て
大
集
経
日
蔵
分
の
文
を
ひ
い
て
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述

べ
て
い
る
事
は
、
大
声
に
よ
る
称
念
は
三
昧
が
成
じ
易

い
と
し
、

小
声

に
よ
る
称
念
は
黜
散
が
多
く
三
昧
に
至
る
事
は
不
可
能
で
あ

る
と
説
く
も

の
で
あ
る
。
そ
し
て
永
観
が
実
践

し
、
彼
が
体
験
し

た
実
績
を
も

つ
て
証
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
・

こ
の
よ
う
な
永
観
が
、
善
導
に
対
す
る
見
方
や
、
善
導
を
三
昧

発
得
者
と
し
て
も

つ
た
関

心
は
、
法
然
が
善
導

に
対

し
て
も

つ
た

そ
れ
と
お
の
ず
か
ら
違

つ
て
来
る
の
も
当
然
の
事
と
思
わ
れ
る

の

で
あ
る
。

彼
の
浄
土
教

の
中
、
往
生
拾
因
の
矛
十
因
に
、
説
く
こ
と
も
見

逃

し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ

つ
て
、
即
ち
、
称
名
念
仏
が
、
沖
十

八
願
に
順
ず
る
行
で
あ
る
事
を
示

し
、
そ
の
本
願
随
順
め
行
を
、

善
導
.の

「
観
経
疎
」

よ
り
引

い
て

「
行
声

二
種
'、

一
一
心
遵
念
弥
陀
名
夛
、
是
名
'正
定
業
h
順
破

仏
本
願
故
。
若
依
礼
誦
等
即
名
助
業
。
除
此
二
行
自
余
諸
善
悉

,

4

一

二

'

二

'

洛
雑
見

」

と
述
べ
て
い
る
。
往
生

の
行
に
正
雑
助
正

の
別
が
あ
り
、
称
名
行

が
仏

の
太
願
に
随
順
す
る
か
ら
正
定
業
と
言

い
、
他

の
正
行
を
助

業
と
言
い
、
そ
の
他

の
諸
善
を
雑
行
と
名
づ
け
る
事
を
強
調

し
て

い
る
。
こ
の
永
観

の
説
く
と
こ
ろ
は
、

善
導
の

「観
経
疎
」
散
善

義
に
説
か
れ
る
も

の
で
、
こ
の
文
を
引

用
し
た
事
に
最
も
意
義

が

あ
り
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

永
観
が
善
導

の

「
観
経
疎
」

に
説
か

れ
る
就
行
立
信
釈
に
新
し

く
注
目
し
た
事
は
、
そ
の
前
の
源
信
に
於
て
は
全
く
認
め
る
事
が

出
来
ず
、
法
然
に
至

つ
て
は
、

「
選
択

本
願
念
仏
集
」

の
二
行
章

に
み
ら
れ
る
も
の
で
あ

つ
て
、
こ
の
点

に
於
て
、
永
観
と
法
然

の

関
係

に
重
視
す

べ
き
で
あ

ろ
う
。

し
か

し
彼
は
、
散
心
の
称
名
を

も

つ
て
正
定
業
と
規
定

し
た

の
で
は
な
く
、
定
心
の
称
名
を
も

つ

て
正
定
業
と
規
定
し
た
事

は
明
ら
か
で
あ
り
、
法
然
が
散
心

の
称

名
を
正
定
業
と

し
た

の
と
大
き
な
相
違

点
を
み
つ
け
る
事
が
出
来

る
の
で
あ

る
。
こ
玉
に
彼
が
念
仏
宗
と
号
し
な
が
ら
も
、
未

だ
聖

道

門
的
立
場
を
脱
し
き
れ
な
か

つ
た
事
が
う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ

る
。
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