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ッ
シ
ョ
ン
№
３
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発
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す
る
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メ
ン
ト

─
親
鸞
の
信
心
形
成
と
末
法
の
仏
弟
子
に
つ
い
て
─

川

添

泰

信

　

日
本
佛
教
学
会
の
二
〇
一
二
年
度
の
共
同
研
究
テ
ー
マ
は
「
信
仰
と
は
な
に
か
」
で
あ
り
、
ま
た
サ
ブ
テ
ー
マ
が
「
仏
弟
子
と
い
う
こ

と
」
で
あ
っ
た
。

　

さ
て
、
研
究
発
表
の
内
容
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
ま
ず
は
じ
め
に
大
谷
大
学
の
木
越
康
先
生
か
ら
「
他
力
の
信
心
─
親
鸞
の
仏
弟
子

観
─
」
の
テ
ー
マ
で
発
表
が
あ
っ
た
。
本
発
表
は
法
然
か
ら
親
鸞
へ
の
信
心
の
継
承
と
い
う
視
点
か
ら
考
察
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で

あ
る
。

　

法
然
が
『
選
択
集
』
を
は
じ
め
と
す
る
様
々
な
場
面
で
語
る
信
心
は
、
親
鸞
が
主
た
る
著
作
で
語
る
他
力
の
信
と
異
な
る
背
景
を
も
つ

も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
違
い
は
、
法
然
の
信
心
は
『
観
無
量
寿
経
』
に
説
か
れ
る
三
心
で
あ
り
、
親
鸞
は
『
大
無
量
寿
経
』
の

本
願
の
三
心
を
背
景
と
す
る
言
葉
を
用
い
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
信
心
に
関
す
る
両
者
の
背
景
の
違
い
が
、
法
然
と
親
鸞
の
相
違
点
と
し

て
、
他
力
の
信
心
が
あ
た
か
も
、
親
鸞
に
よ
る
独
創
的
思
想
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

法
然
の
信
心
は
『
観
経
』
に
説
か
れ
る
「
も
し
衆
生
あ
り
て
か
の
国
に
生
れ
ん
と
願
ず
る
も
の
は
、
三
種
の
心
を
発
し
て
即
便
往
生
す
。

な
ん
ら
を
か
三
つ
と
す
る
。
一
つ
に
は
至
誠
心
、
二
つ
に
は
深
心
、
三
つ
に
は
回
向
発
願
心
な
り
」
の
三
心
で
あ
る
。
法
然
は
『
選
択
集
』
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二
二
八

で
「
念
仏
の
行
者
か
な
ら
ず
三
心
を
具
足
す
べ
き
文
」
と
標
章
し
、
基
本
的
に
は
善
導
の
『
観
経
疏
』
に
依
り
な
が
ら
解
説
し
て
い
る
。

善
導
は
『
往
生
礼
讃
』
に
三
心
に
つ
い
て
「
も
し
一
心
も
少
け
ぬ
れ
ば
、
す
な
は
ち
生
ず
る
こ
と
を
得
ず
」
と
述
べ
、
往
生
浄
土
の
た
め

に
は
不
可
欠
な
心
で
あ
る
と
強
調
し
て
い
る
。
三
心
の
な
か
最
初
の
至
誠
心
に
注
目
す
る
と
、
善
導
は
『
観
経
疏
』「
散
善
義
」
に
至
誠
心

に
つ
い
て
、「
至
と
は
真
な
り
、
誠
と
は
実
な
り
。
一
切
衆
生
の
身
口
意
業
所
修
の
解
行
、
か
な
ら
ず
す
べ
か
ら
く
真
実
心
の
う
ち
に
な
す

べ
き
こ
と
を
明
か
さ
ん
と
欲
す
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
願
生
行
に
お
け
る
身
口
意
の
三
業
は
す
べ
て
真
実
心
を
持
っ
て
な
さ
れ
る
べ

き
と
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
善
導
は
な
ぜ
行
者
が
実
践
に
お
い
て
真
実
心
を
堅
持
し
な
い
と
い
け
な
い
の
か
、
と
い
う
問
い
を

た
て
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
行
者
が
生
ま
れ
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
法
蔵
菩
薩
の
真
実
な
る
心
に
よ
っ
て
建
立
さ
れ
た
清
浄
な
る
世
界

だ
か
ら
だ
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
生
ま
れ
よ
う
と
す
る
国
土
が
清
浄
真
実
な
ら
ば
、
当
然
そ
こ
に
生
ま
れ
よ
う
と
す
る
心
も
清
浄
真
実

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
行
も
そ
れ
を
根
拠
に
し
た
行
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。『
選
択
集
』
の
「
三
心
章
」
で
は
、

『
観
経
』
の
三
心
、
あ
る
い
は
こ
の
至
誠
心
の
領
解
を
そ
の
ま
ま
継
承
し
て
い
る
。
法
然
は
善
導
の
領
解
を
受
け
て
最
終
的
に
「
こ
の
三
心

は
総
じ
て
こ
れ
を
い
へ
ば
、
も
ろ
も
ろ
の
行
法
に
通
ず
。
別
し
て
こ
れ
を
い
へ
ば
、
往
生
の
行
に
あ
り
。
い
ま
通
を
挙
げ
て
別
を
攝
す
。

意
す
な
は
ち
あ
ま
ね
し
。
行
者
よ
く
用
心
し
て
、
あ
へ
て
忽
緒
せ
し
む
る
こ
と
な
か
れ
」
と
言
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
法
然
は
『
観
経
』

に
説
か
れ
る
願
生
者
の
三
心
は
往
生
行
の
み
な
ら
ず
、
総
じ
て
あ
ら
ゆ
る
仏
道
修
行
に
通
じ
る
一
般
的
な
心
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
の
で

あ
る
。
い
わ
ば
、
浄
土
宗
の
行
者
に
対
し
て
特
別
に
要
請
さ
れ
る
心
で
は
な
く
、
一
般
的
な
仏
道
修
行
者
の
心
構
え
と
同
様
で
あ
る
と
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
『
選
択
集
』
で
は
、『
観
経
』
の
三
心
は
行
者
の
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
と
こ
ろ
が
『
三
部
経
大

意
』
で
は
、
三
心
理
解
に
対
し
て
法
然
自
身
が
異
な
っ
た
理
解
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。『
三
部
経
大
意
』
で
は
『
観
経
』
の
三
心
の
領
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二
二
九

解
の
特
徴
は
、
こ
れ
ら
の
三
の
心
が
第
二
番
目
の
心
で
あ
る
深
心
一
つ
に
収
ま
る
と
説
い
て
い
る
。
深
心
と
は
善
導
に
よ
っ
て
説
か
れ
る

二
種
の
心
で
あ
り
、
罪
悪
性
に
対
す
る
自
覚
と
本
願
に
対
す
る
信
仰
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
二
種
深
信
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
り
、『
三
部

経
大
意
』
で
法
然
は
三
心
の
す
べ
て
が
深
心
一
つ
に
収
ま
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
法
然
は
『
観
経
』
の
至
誠
心
の
真
実
心
に
関
し
て
、

善
導
の
至
誠
心
釈
を
基
に
展
開
し
て
い
る
が
、
真
実
心
及
び
そ
れ
に
基
づ
い
た
真
実
な
る
行
に
つ
い
て
、
一
旦
善
導
の
解
釈
に
便
乗
し
た

上
で
、「
真
実
心
の
中
に
…
…
こ
え
た
り
」
と
述
べ
る
の
で
あ
る
。『
選
択
集
』
で
は
『
観
経
』
に
お
け
る
至
誠
心
・
真
実
心
の
要
請
を
そ

の
ま
ま
行
者
必
具
の
心
で
あ
る
と
す
る
が
、『
三
部
経
大
意
』
で
は
全
く
反
対
に
「
我
等
が
分
に
こ
え
た
り
」
と
否
定
す
る
態
度
を
示
し
て

い
る
の
で
あ
る
。『
選
択
集
』
を
法
然
の
中
心
思
想
と
捉
え
、
そ
れ
を
基
に
法
然
の
信
心
観
を
理
解
す
る
な
ら
ば
、
例
え
ば
親
鸞
が
『
教
行

信
証
』
の
信
の
巻
で
展
開
す
る
よ
う
な
信
心
観
と
は
多
く
の
点
で
相
違
が
見
ら
れ
る
。
親
鸞
が
信
の
巻
で
強
調
す
る
行
者
の
心
は
、「
一

切
の
群
生
海
、
無
始
よ
り
こ
の
か
た
乃
至
今
日
今
時
に
至
る
ま
で
、
穢
悪
汚
染
に
し
て
清
浄
の
心
な
し
、
虚
仮
諂
偽
に
し
て
真
実
の
心
な

し
」
と
言
わ
れ
る
衆
生
の
在
り
方
で
あ
り
、
そ
れ
は
『
選
択
集
』
に
見
ら
れ
た
三
心
必
具
の
も
の
と
は
対
極
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
し
か

し
『
三
部
経
大
意
』
で
は
、
親
鸞
の
信
心
理
解
に
共
通
す
る
法
然
の
信
の
立
場
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
法
然
が
提
示
す
る

「
頗
る
我
等
が
分
に
こ
え
た
り
」
と
い
う
視
点
で
あ
る
。
あ
る
い
は
同
じ
『
三
部
経
大
意
』
に
、
法
然
は
「
行
住
坐
臥
に
真
実
を
も
ち
い
る

は
悪
人
に
あ
ら
ず
、
煩
悩
を
離
れ
た
る
も
の
な
る
べ
し
」、
さ
ら
に
は
「
罪
悪
生
死
の
凡
夫
、
い
か
に
し
て
か
此
真
実
心
を
具
す
べ
き
や
」

と
、
真
実
心
に
対
し
て
疑
義
を
投
げ
か
け
る
の
で
あ
る
。
真
実
心
に
関
し
て
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
二
つ
の
領
解
の
違
い
が
法
然
の
中
に
出

て
く
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
違
い
に
つ
い
て
『
三
部
経
大
意
』
の
文
で
、
法
然
は
、
至
誠
心
は
「
総
」
と
「
別
」
の
両

義
の
意
味
で
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。
両
義
と
い
う
の
は
、
一
つ
は
定
散
二
善
の
立
場
、
も
う
一
つ
は
弘
願
の
立
場
で

あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
「
総
」
の
意
味
で
の
至
誠
心
と
「
別
」
の
意
味
で
の
至
誠
心
が
あ
る
と
理
解
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
次
に
「
総
」
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二
三
〇

の
義
の
解
釈
と
し
て
、
定
散
二
善
の
文
に
関
わ
る
至
誠
心
の
意
味
に
つ
い
て
、
慮
り
を
離
れ
て
心
を
凝
ら
す
行
、
悪
を
離
れ
て
善
を
修
す

る
行
の
二
行
に
お
い
て
真
実
信
心
を
保
て
と
い
う
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
さ
ら
に
、
法
然
は
至
誠
心
に
は
本
願
を
示
唆
す
る
「
別
」
の
義

が
あ
る
と
述
べ
、「
別
」
と
言
う
の
は
「
大
経
に
説
が
如
し
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、『
大
無
量
寿
経
』
に
説
か
れ
る
本
願
を
中
心
と
す
る

も
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
、
法
然
が
真
実
心
の
要
請
に
対
し
て
「
頗
る
我
等
が
分
に
こ
え
た
り
」、
あ
る
い
は
、「
罪
悪
生
死
の
凡
夫
」
を
起

点
と
し
た
理
解
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
解
釈
を
得
て
、
法
然
は
再
び
真
実
心
の
意
味
を
尋
ね
る
の
で
あ
る
。
善
導
は
始
め
に
、
な
ぜ
身
口
意
業
に
修
す
る
と
こ
ろ

の
解
行
は
、
必
ず
真
実
心
の
中
に
説
く
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
特
に
「
解
行
」
と
い
う
言
葉
に
注
目
し
、
こ
れ
は
行
者
が
自
ら

を
罪
悪
生
死
の
凡
夫
と
解
す
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
同
時
に
弥
陀
の
本
願
に
乗
じ
て
往
生
す
る
こ
と
で
あ
る
、
と
理
解
す
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
善
導
に
よ
っ
て
二
種
深
信
と
し
て
表
現
さ
れ
た
信
心
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
法
然
が
三
心
の
す
べ
て
が
深
心
に
収
ま
る
と
見
た
背

景
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
法
然
に
と
っ
て
至
誠
心
と
は
、
自
己
の
罪
悪
性
に
深
く
目
覚
め
、
同
時
に
本
願
の
救
済
に
目
覚
め

て
い
く
大
き
な
契
機
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
親
鸞
が
法
然
か
ら
継
承
し
た
信
心
と
は
、
ま
さ
に
後
者
の
よ
う
な
意
味
で
の
信

心
で
あ
り
、
自
力
の
信
を
離
れ
て
他
力
に
乗
ず
る
心
で
あ
る
。
親
鸞
が
「
定
散
の
自
心
に
迷
ひ
て
金
剛
の
真
信
に
昏
し
」
と
批
判
す
る
浄

土
門
の
立
場
と
は
、
法
然
の
思
想
の
展
開
を
承
知
し
な
い
も
の
と
し
て
、
ま
さ
に
親
鸞
に
と
っ
て
は
「
昏
し
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で

あ
る
。「
昏
」
き
も
の
と
は
、『
観
経
』
の
三
心
に
対
し
て
、
こ
れ
を
仏
教
一
般
に
お
け
る
「
通
」
の
義
で
理
解
す
る
も
の
で
あ
り
、
親
鸞

は
、
そ
れ
が
法
然
の
浄
土
宗
独
立
の
真
の
義
を
理
解
し
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
確
信
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
親
鸞
と
法
然

の
相
違
点
を
強
調
す
る
な
ら
ば
、
法
然
が
「
通
」「
別
」、
も
し
く
は
「
総
」「
別
」
と
語
っ
た
三
心
の
理
解
を
、
親
鸞
は
後
に
「
真
」「
仮
」

の
形
で
継
承
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
親
鸞
は
離
れ
る
べ
き
方
便
の
仏
道
と
帰
依
す
べ
き
本
願
の
仏
道
を
明
確
に
区
別
し
た
と
考
え
ら
れ
る
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二
三
一

の
で
あ
る
。

　

最
後
に
、
な
ぜ
親
鸞
に
お
い
て
他
力
信
心
が
真
仏
弟
子
と
表
現
さ
れ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
逆
に
、
そ
れ
以
外

の
も
の
す
べ
て
が
仮
と
さ
れ
る
視
点
は
一
体
何
な
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
法
然
の
言
葉
に
よ
る
と
『
三
部
経
大
意
』
で
「
総
」
の

意
味
で
至
誠
心
に
か
な
い
真
実
で
あ
ろ
う
と
す
る
仏
教
者
に
つ
い
て
、
こ
れ
は
自
力
を
も
っ
て
定
散
等
を
修
し
て
往
生
を
願
う
も
の
、
あ

る
い
は
一
切
の
菩
薩
と
同
じ
く
諸
悪
を
捨
て
て
行
住
坐
臥
に
真
実
を
用
い
る
も
の
と
さ
れ
た
。
一
方
、「
別
」
の
義
、
弘
願
の
仏
弟
子
は
一

切
の
善
悪
の
凡
夫
、
あ
る
い
は
罪
悪
生
死
の
凡
夫
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
仏
教
と
は
い
っ
た
い
誰
に
対
し
て
説
か
れ
る
も
の
か
。
救
済
の

道
は
一
体
誰
に
対
し
て
開
か
れ
る
も
の
で
あ
る
の
か
。
こ
れ
が
『
選
択
集
』
で
も
見
ら
れ
る
法
然
に
一
貫
し
た
関
心
事
で
あ
る
。
も
し
、

真
実
信
心
の
堅
持
が
、
釈
尊
の
矜
持
の
本
意
で
あ
り
、
従
う
も
の
が
真
の
仏
弟
子
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、『
三
部
経
大
意
』
の
法
然
の
言

葉
に
よ
れ
ば
「
千
が
中
に
一
人
も
な
し
」
と
な
る
の
で
あ
る
。
親
鸞
は
こ
の
よ
う
な
法
然
の
視
点
を
仏
教
観
と
し
て
継
承
し
た
と
考
え
ら

れ
、
親
鸞
の
法
然
か
ら
継
承
し
た
仏
教
の
生
起
と
は
、
真
実
心
を
堅
持
す
る
菩
薩
や
行
者
で
は
な
く
、「
頗
る
我
ら
が
分
に
こ
え
た
り
」
と

自
覚
し
、「
い
か
に
し
て
か
こ
の
心
を
具
す
べ
き
や
」
と
苦
悩
す
る
存
在
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
親
鸞
に
と
っ
て

は
自
己
自
身
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
存
在
と
し
て
生
き
と
し
生
き
る
す
べ
て
の
も
の
に
対
し
て
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

次
に
、
九
州
龍
谷
短
期
大
学
の
後
藤
明
信
先
生
の
「
末
法
の
時
代
に
お
け
る
仏
弟
子
─
親
鸞
を
中
心
と
し
て
─
」
と
題
し
て
の
発

表
に
つ
い
て
で
あ
る
。
本
発
表
は
、
親
鸞
の
末
法
思
想
の
理
解
を
踏
ま
え
、
末
法
に
生
き
る
仏
弟
子
と
は
ど
の
よ
う
な
あ
り
方
か
、
に
つ

い
て
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

言
う
ま
で
も
な
く
親
鸞
は
信
を
重
視
し
た
が
、
経
典
に
説
示
さ
れ
た
仏
陀
・
釈
尊
の
言
葉
に
つ
い
て
親
鸞
は
自
ら
「
大
聖
の
真
言
に
帰

し
」「
五
濁
悪
時
の
群
生
海
、
如
来
如
実
の
言
を
信
ず
べ
し
」
と
言
っ
て
い
る
。
親
鸞
は
『
大
無
量
寿
経
』
に
説
か
れ
た
教
説
を
帰
す
べ
き
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二
三
二

教
と
し
た
。『
教
行
証
文
類
』
の
「
教
文
類
」
に
「
そ
れ
真
実
の
教
を
顕
さ
ば
、
す
な
は
ち
『
大
無
量
寿
経
』
こ
れ
な
り
」
と
明
か
し
、
そ

し
て
、
そ
の
教
の
大
意
を
述
べ
て
「
弥
陀
、
誓
を
超
発
し
て
、
広
く
法
蔵
を
開
き
て
、
凡
小
を
哀
れ
ん
で
選
ん
で
功
徳
の
宝
を
施
す
る
こ

と
を
致
す
。
釈
迦
、
世
に
出
興
し
て
、
道
教
を
光
闡
し
て
、
群
萌
を
拯
ひ
恵
む
に
真
実
の
利
を
も
つ
て
せ
ん
と
欲
す
な
り
」
と
示
し
、
さ

ら
に
経
の
宗
体
を
「
こ
こ
を
も
つ
て
如
来
の
本
願
を
説
き
て
経
の
宗
致
と
す
、
す
な
は
ち
仏
の
名
号
を
も
っ
て
経
の
体
と
す
る
な
り
」
と

述
べ
て
い
る
。
経
の
体
を
示
す
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
経
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
特
に
『
大
経
』
を
真
実

の
経
と
す
る
意
が
窺
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。『
大
経
』
に
示
さ
れ
る
仏
道
と
は
、
哀
れ
み
救
う
べ
き
機
を
、
凡
小
あ
る
い
は
群
萌
と
示

し
、
そ
の
機
に
功
徳
の
法
を
回
施
し
、
真
実
の
義
を
恵
む
こ
と
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
の
で
あ
る
と
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
濁

悪
の
群
萌
が
本
願
力
に
よ
っ
て
救
わ
れ
、
仏
に
成
る
こ
と
が
仏
道
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
『
大
経
』
に
説
か
れ
る
本
願
名
号
を
聞

信
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
る
こ
と
の
で
き
る
証
道
を
、
浄
土
真
宗
と
し
て
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

で
は
さ
ら
に
、
親
鸞
に
お
け
る
末
法
の
時
代
に
生
き
る
仏
弟
子
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、『
教
行
証
文
類
』
の
「
化
身
土
文
類
」
の
聖
道
釈
、

あ
る
い
は
「
正
像
末
和
讃
」
に
は
、
親
鸞
の
末
法
観
を
示
す
も
の
と
し
て
道
綽
の
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。「
化
身
土
文
類
」「
聖
道
釈
」

の
「
聖
道
」
に
つ
い
て
親
鸞
は
「
こ
の
界
の
う
ち
に
し
て
入
聖
得
果
す
る
を
聖
道
門
と
名
づ
く
。
難
行
道
と
い
へ
り
」
と
示
し
、
さ
ら
に

「
ま
こ
と
に
知
ん
ぬ
、
聖
道
の
諸
教
は
、
在
世
・
正
法
の
た
め
に
し
て
、
ま
つ
た
く
像
末
・
法
滅
の
時
機
に
あ
ら
ず
。
す
で
に
時
を
失
し
機

に
乖
け
る
な
り
。
浄
土
真
宗
は
在
世
・
正
法
・
像
末
・
法
滅
、
濁
悪
の
群
萌
、
斉
し
く
悲
引
し
た
ま
ふ
を
や
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は

聖
道
の
諸
教
に
対
し
て
、
浄
土
真
宗
は
正
法
・
像
・
末
・
法
滅
の
と
き
に
い
た
る
ま
で
罪
悪
の
群
萌
を
救
い
続
け
る
と
い
う
こ
と
を
明
か

し
た
も
の
で
あ
る
。『
大
経
』
の
「
流
通
分
」
に
は
、「
当
来
の
世
に
経
道
滅
尽
せ
ん
に
、
わ
れ
慈
悲
を
も
つ
て
哀
愍
し
て
、
特
に
こ
の
経

を
留
め
て
止
住
す
る
こ
と
百
歳
せ
ん
。
そ
れ
衆
生
あ
り
て
こ
の
経
に
値
ふ
も
の
は
、
意
の
所
願
に
随
ひ
て
み
な
得
度
す
べ
し
」
と
あ
り
、
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二
三
三

法
然
は
そ
れ
を
「
念
仏
付
属
章
」
に
「
念
仏
往
生
の
道
は
正
像
末
の
三
時
、
お
よ
び
法
滅
百
歳
の
時
に
通
ず
」
と
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

親
鸞
は
こ
の
教
示
を
受
け
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
親
鸞
に
と
っ
て
は
、
末
法
の
時
代
で
あ
る
か
ら
浄
土
の
教
え
が
必
要
で
あ

る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
た
と
え
在
世
正
法
の
時
代
で
あ
っ
て
も
、
底
下
の
凡
夫
は
自
力
の
心
が
あ
っ
て
救
わ
れ
る
こ
と
が
な
い
の
で

あ
る
。

　

次
い
で
、
親
鸞
は
「
し
か
る
に
正
真
の
教
意
に
よ
つ
て
古
徳
の
伝
説
を
披
く
。
聖
道
・
浄
土
の
真
仮
を
顕
開
し
て
、
邪
偽
・
異
執
の
外

教
を
教
誡
す
。
如
来
涅
槃
の
時
代
を
勘
決
し
て
正
・
像
・
末
法
の
旨
際
を
開
示
す
」
と
い
う
よ
う
に
、
邪
偽
異
執
の
外
教
を
教
誡
す
る
と

こ
ろ
に
、
真
仮
偽
を
出
し
て
、
そ
し
て
末
法
の
時
代
を
明
確
に
し
て
、
時
代
相
応
の
仏
道
を
明
ら
か
に
す
る
の
で
あ
る
。
末
法
と
い
う
時

代
認
識
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
法
然
が
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
の
冒
頭
に
「
道
綽
禅
師
、
聖
道
・
浄
土
の
二
門
を
立
て
て
、
聖
道
を
捨
て

て
ま
さ
し
く
浄
土
に
帰
す
る
文
」
と
標
章
し
、
道
綽
の
『
安
楽
集
』
の
二
門
判
を
引
用
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
受
け
て
親
鸞
は
「
し
か

れ
ば
、
穢
悪
・
濁
世
の
群
生
、
末
代
の
旨
際
を
知
ら
ず
、
僧
尼
の
威
儀
を
毀
る
。
今
の
時
の
道
俗
、
お
の
れ
が
分
を
思
量
せ
よ
」
と
顕
し

て
い
る
の
で
あ
る
。「
末
代
の
旨
際
を
知
ら
ず
」
と
い
う
の
は
、
い
ま
だ
末
法
の
世
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
ず
、
そ
の
こ
と
を
理
解
で
き
て
い

な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
、
最
澄
撰
の
『
末
法
燈
明
記
』
を
引
用
し
て
、
今
の
世
が
ま
さ
に
末
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
の

で
あ
る
。
そ
し
て
「
た
だ
し
、
い
ま
論
ず
る
と
こ
ろ
の
末
法
に
は
、
た
だ
名
字
の
比
丘
の
み
あ
ら
ん
。
こ
の
名
字
を
世
の
真
宝
と
せ
ん
。

福
田
な
か
ら
ん
や
。
た
と
ひ
末
法
の
な
か
に
持
戒
あ
ら
ば
、
す
で
に
こ
れ
怪
異
な
り
、
市
に
虎
あ
ら
ん
が
ご
と
し
。
こ
れ
た
れ
か
信
ず
べ

き
や
」
と
明
か
し
、
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
末
法
に
は
た
だ
名
前
ば
か
り
で
あ
り
、
名
字
の
比
丘
だ
け
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
名
字
の
比

丘
を
真
宝
と
す
る
の
で
あ
る
と
示
す
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
「
こ
の
文
の
な
か
に
、
八
重
の
無
価
あ
り
。
い
は
ゆ
る
如
来
、
縁
覚
・
声
聞

お
よ
び
前
三
果
、
得
定
の
凡
夫
、
持
戒
・
破
戒
・
無
戒
名
字
、
そ
れ
次
い
で
の
ご
と
し
。
名
づ
け
て
正
・
像
・
末
の
時
の
無
価
の
宝
と
す
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二
三
四

る
な
り
」
と
言
わ
れ
、
ま
た
「
初
め
の
四
つ
は
正
法
時
、
次
の
三
つ
は
像
法
時
、
後
の
一
つ
は
末
法
時
な
り
」
と
示
す
よ
う
に
、
無
戒
名

字
と
い
う
の
が
末
法
時
の
宝
で
あ
り
、
そ
し
て
さ
ら
に
「
こ
れ
に
よ
り
て
あ
き
ら
か
に
知
ん
ぬ
、
破
戒
・
無
戒
こ
と
ご
と
く
こ
れ
真
宝
な

り
」
と
述
べ
、
末
法
の
時
の
無
価
の
宝
、
最
高
の
宝
と
い
う
も
の
は
無
戒
名
字
の
比
丘
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
「
無
戒
名
字
の
比
丘
」
の
理
解
が
、
真
の
仏
弟
子
に
繫
が
っ
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
真
の
仏
弟
子
は
、「
信
の
巻
」
で
展
開
さ
れ
て

い
る
。
す
な
わ
ち
「
弟
子
と
は
釈
迦
・
諸
仏
の
弟
子
な
り
、
金
剛
心
の
行
人
な
り
。
こ
の
信
行
に
よ
り
て
か
な
ら
ず
大
涅
槃
を
超
証
す
べ

き
が
ゆ
ゑ
に
、
真
の
仏
弟
子
と
い
ふ
」
と
言
わ
れ
、
必
ず
大
涅
槃
を
超
証
す
る
べ
き
も
の
を
真
の
仏
弟
子
で
あ
る
と
明
か
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
さ
ら
に
『
教
行
証
文
類
』
の
「
後
序
」
に
「
聖
道
の
諸
教
は
行
証
久
し
く
廃
れ
、
浄
土
の
真
宗
は
証
道
い
ま
盛
ん
な
り
」
と
述
べ

る
よ
う
に
、
聖
道
の
諸
教
と
浄
土
の
真
宗
を
対
比
し
、
証
道
と
し
て
の
真
宗
こ
そ
が
大
涅
槃
を
超
証
す
る
の
で
あ
る
と
の
確
信
が
あ
っ
た

こ
と
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
仮
と
偽
に
つ
い
て
は
、「
仮
と
い
ふ
は
、
す
な
は
ち
こ
れ
聖
道
の
諸
機
、
浄
土
の
定
散
の
機
な
り
」

と
明
か
し
、
さ
ら
に
「
偽
と
い
ふ
は
、
す
な
は
ち
六
十
二
見
・
九
十
五
種
の
邪
道
こ
れ
な
り
。」
と
示
し
て
い
る
。
金
剛
心
の
行
人
に
関
し

て
は
、『
唯
信
鈔
文
意
』
に
「
選
択
不
思
議
の
本
願
・
無
上
智
慧
の
尊
号
を
き
き
て
、
一
念
も
疑
ふ
こ
こ
ろ
な
き
を
真
実
信
心
と
い
ふ
な
り
。

金
剛
心
と
も
な
づ
く
。
こ
の
信
楽
を
う
る
と
き
か
な
ら
ず
摂
取
し
て
捨
て
た
ま
は
ざ
れ
ば
、
す
な
は
ち
正
定
聚
の
位
に
定
ま
る
な
り
。
こ

の
ゆ
ゑ
に
信
心
や
ぶ
れ
ず
、
か
た
ぶ
か
ず
、
み
だ
れ
ぬ
こ
と
金
剛
の
ご
と
く
な
る
が
ゆ
ゑ
に
、
金
剛
の
信
心
と
は
申
す
な
り
」
と
述
べ
ら

れ
、
ま
た
『
末
燈
鈔
』
に
は
「
こ
の
信
心
の
人
を
真
の
仏
弟
子
と
い
へ
り
。
こ
の
人
を
正
念
に
住
す
る
人
と
す
。
こ
の
人
は
、
阿
弥
陀
仏

摂
取
し
て
捨
て
た
ま
は
ざ
れ
ば
、
金
剛
心
を
得
た
る
人
と
申
す
な
り
」
と
明
か
さ
れ
る
。
さ
ら
に
は
「
こ
の
人
は
正
定
聚
の
位
に
定
ま
れ

る
な
り
と
し
る
べ
し
。
し
か
れ
ば
弥
勒
仏
と
ひ
と
し
き
人
と
の
た
ま
へ
り
。
こ
れ
は
真
実
信
心
を
え
た
る
ゆ
ゑ
に
か
な
ら
ず
真
実
の
報
土

に
往
生
す
る
な
り
と
し
る
べ
し
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
正
定
聚
の
位
に
定
ま
り
、
ま
た
弥
勒
仏
と
等
し
き
人
で
あ
り
、
必
ず
真
実
の
浄
土
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二
三
五

に
往
生
す
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
金
剛
心
の
行
人
、
正
定
聚
の
位
に
定
ま
れ
る
信
心
の
行
者
こ
そ
が
、
真
の
仏
弟
子
で
あ
り
、
釈

迦
・
諸
仏
の
弟
子
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
末
法
の
時
代
を
生
き
る
無
戒
名
字
の
比
丘
が
、
正
定
聚
の
信
心
の
行
者
で
あ

り
、
そ
れ
こ
そ
が
真
の
仏
弟
子
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
さ
ら
に
は
そ
れ
を
「
便
同
弥
勒
」
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
便
同
弥

勒
」
と
い
う
こ
と
は
、「
ま
こ
と
に
知
ん
ぬ
、
弥
勒
大
士
は
等
覚
の
金
剛
心
を
窮
む
る
が
ゆ
ゑ
に
、
竜
華
三
会
の
暁
、
ま
さ
に
無
上
覚
位
を

極
む
べ
し
。
念
仏
の
衆
生
は
横
超
の
金
剛
心
を
窮
む
る
が
ゆ
ゑ
に
、
臨
終
一
念
の
夕
、
大
般
涅
槃
を
超
証
す
。
ゆ
ゑ
に
便
同
と
い
ふ
な
り
。

し
か
の
み
な
ら
ず
金
剛
心
を
獲
る
も
の
は
、
す
な
は
ち
韋
提
と
等
し
く
、
す
な
は
ち
喜
・
悟
・
信
の
忍
を
獲
得
す
べ
し
。
こ
れ
す
な
は
ち

往
相
回
向
の
真
心
徹
到
す
る
が
ゆ
ゑ
に
、
不
可
思
議
の
本
誓
に
よ
る
が
ゆ
ゑ
な
り
」
と
明
か
さ
れ
、
ま
た
「
証
文
類
」
の
結
び
に
は
、「
大

涅
槃
を
証
す
る
こ
と
は
願
力
の
回
向
よ
り
て
な
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
末
法
濁
世
の
念
仏
衆
生
が
大
般
涅
槃
を
超
証
す
る
の
は
、
他
力
の

金
剛
心
に
よ
る
と
示
し
、
さ
ら
に
は
『
一
念
多
念
文
意
』
の
中
に
は
、
念
仏
衆
生
、
便
同
弥
勒
と
い
う
語
を
解
釈
し
て
、「「
念
仏
衆
生
」

は
、
金
剛
の
信
心
を
え
た
る
人
な
り
。「
便
」
は
す
な
は
ち
と
い
ふ
、
た
よ
り
と
い
ふ
。
信
心
の
方
便
に
よ
り
て
、
す
な
は
ち
正
定
聚
の
位

に
住
せ
し
め
た
ま
ふ
が
ゆ
ゑ
に
と
な
り
。「
同
」
は
お
な
じ
き
な
り
と
い
ふ
。
念
仏
の
人
は
無
上
涅
槃
に
い
た
る
こ
と
、
弥
勒
に
お
な
じ
き

ひ
と
と
申
す
な
り
」
と
述
べ
、
最
後
に
「
真
仏
弟
子
釈
」
の
結
釈
に
は
、「
ま
こ
と
に
知
ん
ぬ
、
悲
し
き
か
な
愚
禿
鸞
、
愛
欲
の
広
海
に
沈

没
し
、
名
利
の
太
山
に
迷
惑
し
て
、
定
聚
の
数
に
入
る
こ
と
を
喜
ば
ず
、
真
証
の
証
に
近
づ
く
こ
と
を
快
し
ま
ざ
る
こ
と
を
、
恥
づ
べ
し

傷
む
べ
し
と
」
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ど
こ
ま
で
も
虚
仮
不
実
で
あ
り
、
真
実
信
も
な
い
こ
と
を
悲
嘆
し
、
し
か
し
現

に
正
定
聚
の
位
に
あ
り
大
涅
槃
を
超
証
す
べ
き
身
で
あ
る
こ
と
を
深
く
恥
じ
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
親
鸞
の
真
仏
弟
子
の
特
色

が
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
が
発
表
の
要
旨
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
そ
れ
ぞ
れ
の
視
点
か
ら
考
察
が
な
さ
れ
て
お
り
、
い
ず
れ
も
親
鸞
の
仏
弟
子
論
に
つ
い
て
、
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教
学
的
な
意
味
で
そ
の
内
容
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
、
そ
の
根
拠
が
一
体
ど
う
い
う
も
の
な
の
か
、
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
っ
た
と

思
わ
れ
る
。
ま
ず
は
じ
め
の
木
越
先
生
の
場
合
は
、
特
に
信
心
を
中
心
と
し
て
法
然
の
信
心
理
解
の
二
重
性
か
ら
親
鸞
へ
の
影
響
を
考
察

を
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
後
藤
先
生
に
つ
い
て
は
末
法
思
想
の
視
点
か
ら
、
親
鸞
の
信
心
の
あ
り
方
、
さ

ら
に
は
人
間
観
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
両
者
の
発
表
は
、
い
わ
ば
法
然
・
親
鸞
の
教
学
的
立
場
か
ら
の
考
察
と
い

う
こ
と
で
あ
る
が
、
し
か
し
親
鸞
の
仏
弟
子
論
を
考
え
る
場
合
、
前
提
と
し
て
仏
教
で
言
わ
れ
る
自
ら
求
め
る
意
味
に
お
い
て
の
祖
師
と

弟
子
と
い
う
関
係
と
し
て
考
え
て
い
い
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
親
鸞
の
場
合
、
求
道
的
に
自

ら
求
め
る
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
他
力
思
想
の
場
に
お
け
る
師
と
弟
子
の
関
係
に
変
化
を
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
換
言
す

る
と
、
出
家
と
し
て
求
め
る
師
と
弟
子
の
関
係
か
ら
、
非
僧
非
俗
と
い
う
立
場
の
師
と
弟
子
へ
の
変
化
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
の
で
あ
る
。
親
鸞
の
仏
弟
子
論
は
、
そ
の
よ
う
な
変
化
を
踏
ま
え
て
捉
え
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
師
弟
論
に
つ
い
て
は
、
親
鸞
に
と
っ
て
は
直
接
的
に
は
法
然
と
の
関
係
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
い
わ
ば
法
然
と
親

鸞
と
い
う
視
点
か
ら
す
れ
ば
、
当
然
法
然
か
ら
す
る
と
善
導
、
そ
れ
か
ら
、
親
鸞
は
法
然
と
の
関
係
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
が
祖
師
・
弟
子

と
い
う
相
互
の
関
係
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
と
き
に
念
仏
・
信
心
が
中
心
思
想
に
な
る
と
い
う
一
点
だ
け
は
変
わ
ら
な
い
が
、
そ
れ

以
外
の
点
、
例
え
ば
高
僧
伝
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
、
善
導
は
仏
の
化
身
で
る
と
か
、
法
然
の
本
地
は
、
本
来
仏
や
弥
勒
で
あ
っ
た
と
す
る

見
方
、
そ
れ
か
ら
、
さ
ら
に
今
一
つ
と
し
て
法
然
が
善
導
一
師
を
選
択
す
る
時
に
用
い
た
三
昧
発
得
の
論
理
、
さ
ら
に
は
法
然
の
体
験
と

し
て
の
三
昧
発
得
の
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
善
導
も
、
法
然
も
三
昧
発
得
と
い
う
も
の
を
き
わ
め
て
重
要

視
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
と
こ
ろ
が
親
鸞
は
三
昧
発
得
に
つ
い
て
は
ま
っ
た
く
言
及
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
法
然
、

親
鸞
の
信
仰
形
成
、
仏
弟
子
論
は
、
こ
の
よ
う
な
側
面
を
も
同
時
に
考
え
て
考
察
が
な
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
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の
で
あ
る
。

　

そ
れ
か
ら
、
末
法
の
受
け
止
め
方
に
つ
い
て
は
、
法
然
は
末
法
の
な
か
で
も
は
じ
め
に
あ
た
る
時
代
と
い
う
理
解
の
仕
方
を
し
て
い
る

の
に
対
し
、
親
鸞
は
ま
さ
に
今
は
末
法
そ
の
も
の
で
あ
る
と
言
う
よ
う
に
、
異
な
っ
た
と
ら
え
方
を
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
末
法

観
の
受
け
止
め
方
の
違
い
が
、
い
わ
ゆ
る
仏
弟
子
論
に
何
ら
か
の
形
で
影
響
し
て
い
る
の
か
否
か
の
点
、
さ
ら
に
は
道
元
は
末
法
思
想
を

全
く
受
容
し
な
い
に
も
か
か
ら
ず
、
同
じ
く
仏
弟
子
で
あ
る
と
い
う
主
張
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
こ
と
か
ら
末
法
思
想
が
仏
弟
子

論
に
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
か
、
の
問
題
が
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
親
鸞
に
お
い
て
「
便
同
弥
勒
」
の
理

解
が
あ
げ
ら
れ
た
が
、
真
仏
弟
子
の
問
題
で
「
便
同
弥
勒
」
が
あ
げ
ら
れ
れ
ば
、
必
然
的
に
「
如
来
等
同
」
の
問
題
も
あ
る
の
で
は
な
い

か
、
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

な
お
最
後
に
今
回
の
両
者
の
発
表
で
触
れ
ら
れ
な
か
っ
た
『
歎
異
抄
』
の
「
親
鸞
は
弟
子
一
人
も
も
た
ず
候
ふ
」
に
つ
い
て
の
考
察
は

き
わ
め
て
重
要
な
課
題
で
あ
り
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
問
題
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ

ろ
う
。




