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小

妻

典

文

高
田
短
期
大
学

親
鸞
に
お
け
る
霊
魂
観
と
い
う
テ
ー
マ
で
親
鸞
の
信
仰
に
お
け
る
霊
魂
に
対
す
る
見
方
を

え
る
こ
と
に
す
る
。
そ
の
際
に
数
多
く
の

文
献
な
ら
び
に
辞
書
な
ど
を
用
い
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
最
後
に
凡
例
と
注
と
し
て
ま
と
め
て
記
し
お
く
こ
と
と
す
る
。

ま
ず
、
親
鸞
に
お
け
る
霊
魂
観
と
い
う
題
に
つ
い
て
は
、

親
鸞
聖
人
著
作
用
語
索
引

な
ど
に
よ
る
限
り
、
霊
魂
と
い
う
熟
語
は
親

鸞
の
著
述
の
中
に
は
一
回
も
見
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
そ
こ
で
ま
ず
、
霊
魂
と
い
う
言
葉
の
一
般
的
解
釈
・
通
念
と
い
う
点
か
ら
検
討
を

進
め
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。
そ
の
上
で
、
こ
の
親
鸞
に
お
け
る
霊
魂
観
と
い
う
テ
ー
マ
を
三
つ
の
視
点
か
ら

え
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

一
、
霊
魂
と
い
う
言
葉
そ
の
も
の
の
意
味
に
つ
い
て

二
、
親
鸞
の
著
述
の
中
か
ら
霊
魂
の
語
に
対
応
す
る
か
、
も
し
く
は
そ
れ
に
順
ず
る
と

え
ら
れ
る
熟
語
な
ど
を
求
め
る

三
、
親
鸞
の
そ
れ
ら
の
霊
魂
に
対
応
す
る
と
思
わ
れ
る
熟
語
等
に
対
す
る
姿
勢
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か

以
上
の
よ
う
な
三
つ
の
視
点
で
親
鸞
の
霊
魂
観
と
い
う
も
の
を

察
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。
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第
一
章

霊
魂

の
語
義

ま
ず
、
一
般
的
通
念
と
し
て
現
代
日
本
人
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
霊
魂
と
い
う
言
葉
が
膾
炙
さ
れ
て
い
る
か
、
そ
れ
を

広
辞
苑

（
第
五
版
）
に
よ
っ
て
確
認
し
て
み
る
と
、

広
辞
苑

の

霊
魂

の
項
目
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
一
部
省
略
し
つ
つ
こ

れ
を
採
録
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

１
霊
魂
、
①
肉
体
の
ほ
か
に
別
に
精
神
的
実
体
と
し
て
存
す
る
と

え
ら
れ
る
も
の
。
不
思
議
な
精
神
、
魂
、（
中
略
）
な
お
こ
の

概
念
は

高
等
諸
宗
教
に
も
形
態
を
変
え
、
洗
練
さ
れ
て
残
存
す
る
。
霊
魂
信
仰
｜
（so

u
l b
elief

）
肉
体
の
死
後
、
霊
魂
は
身
体

か
ら
遊
離
し
、
ま
た
生
時
身
体
か
ら
遊
離
し
て
不
思
議
な
呪
力
を
も
つ
も
の
と
し
て
、
そ
の
影
響
を
怖
れ
て
こ
れ
を
崇
拝
す
る
こ
と
。

以
上
の
よ
う
に
、
肉
体
と
霊
魂
と
い
う
二
元
論
を
掲
げ
、
そ
し
て
死
後
肉
体
か
ら
離
れ
、
不
思
議
な
力
を
こ
の
現
実
世
界
に
及
ぼ
す
と
怖

れ
ら
れ
る
も
の
、
そ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

次
に
長
い
日
本
思
想
史
の
な
か
で
、
こ
れ
ら
が
民
俗
宗
教
と
し
て
日
本
人
に
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
た
か

こ
の
こ
と
を

岩
波

哲
学
思
想
辞
典

に
よ
っ
て
た
ず
ね
て
み
た
い
。

岩
波
哲
学
思
想
辞
典

に
よ
る
と
次
の
よ
う
な
日
本
思
想
史
の
中
で
の
霊
魂
の
記
述

が
な
さ
れ
て
い
る
。

民
俗
宗
教
で
は
死
後
霊
魂
は
こ
の
世
の
近
辺
に
い
る
が
、
次
第
に
山
な
ど
遠
く
へ
い
く
も
の
の
、
お
盆
や
正
月
に
は
ま
た
身
近
に
帰

っ
て
く
る
と
信
じ
ら
れ
て
き
た
。
こ
の
世
の
近
辺
に
あ
る
期
間
は
不
安
定
な
状
態
に
あ
り
、
こ
れ
が
安
定
し
た
状
態
に
移
行
す
る
と

成
仏

し
、

先
祖

に
な
っ
た
と

え
る
。
ま
た
、
神
と
し
て
祀
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
。
そ
れ
が
う
ま
く
い
か
な
い
と
、
こ
の

世
に
好
ま
し
く
な
い
事
態
が
起
こ
る
。
と
り
わ
け
、
怨
み
や
不
安
を
遺
し
た
死
者
や
祀
る
者
の
い
な
い
死
者
の
霊
魂
は
、
長
く
こ
の
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世
に
悪
影
響
を
与
え
る
と
す
る
。

怨
霊

や

祟
り

の
信
仰
も
強
い

な
ど
、
以
上
の
よ
う
な
形
で
体
を
抜
け
出
て
死
後
霊
魂
は
山
な
ど
生
者
の
近
辺
に
い
る
が
死
後
一
定
期
間
は
不
安
定
な
状
態
に
あ
り
、
残

さ
れ
た
も
の
の
儀
礼
を
と
お
し
て
成
仏
し
た
り
先
祖
に
な
っ
た
り
す
る
と

え
ら
れ
て
き
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
プ
ロ
セ
ス
が
う
ま
く

ゆ
か
な
い
と

う
ま
く
祀
ら
れ
な
か
っ
た
死
者
の
霊
魂
は

怨
霊

や

祟
り

を
も
た
ら
す
も
の
と
な
る
と
も
あ
る
。

さ
て
、
続
い
て
、
一
九
七
〇
年
代
以
降
民
俗
的
な
霊
魂
観
が
大
衆
変
化
の
な
か
で
形
を
変
え
、
一
九
七
〇
年
代
の
高
度
成
長
期
を
迎
え

て
以
降
の
日
本
の
中
で
こ
の
よ
う
な
民
俗
信
仰
を
母
体
と
す
る
宗
教
観
と
い
う
も
の
が
再
び
そ
の
力
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
き
た
と
い
う
、

そ
う
い
う
日
本
思
想
史
の
な
か
で
の
変
遷
も
あ
る
。

さ
ら
に
、
仏
教
学
の
立
場
か
ら
、
中
村
元
著

仏
教
大
辞
典

を
引
用
し
て
み
た
い
。

霊
魂

肉
体
か
ら
区
別
さ
れ
た
精
神
的
な
も
の
。
霊
は
不
可
思
議
な
も
の
を
意
味
す
る
。
た
だ
し
、
仏
教
で
は
精
神
と
肉
体
と
区
別

す
る
二
元
論
に
は
立
た
な
い
。

こ
う
い
う
仏
教
学
か
ら
の
基
本
的
な
、
一
番
根
本
的
な
霊
魂
に
対
す
る
姿
勢
と
い
う
も
の
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
今
ま
で
の
一
般
通

念
も
し
く
は
日
本
思
想
史
民
俗
信
仰
に
お
い
て
は
肉
体
と
精
神
と
の
二
元
論
的
に
分
け
る

え
方
を
し
て
い
た
が
、
仏
教
で
は
本
来
身
と

心
を
二
元
論
的
に
分
け
て
精
神
と
体
と
い
う
見
方
を
し
、
そ
の
一
方
を
霊
魂
と
す
る
と
い
う

え
方
は
と
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
根
本
的
姿
勢
を
仏
教
の
本
来
の
立
場
と
し
て
掲
げ
て
い
る
と
い
う
点
が
大
切
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
、
さ
ら
に
視
野
を
広
く
広
げ
て
、
宗
教
学
一
般
の
立
場
か
ら
霊
魂
と
い
う
も
の
の
内
容
を

え
て
み
た
い
。
東
京
大
学
出
版

会
版
の

宗
教
学
辞
典

の
霊
魂
の
項
か
ら
そ
の
一
般
概
念
、
そ
れ
か
ら
仏
教
に
お
け
る
霊
魂
の

え
か
た
、
そ
し
て
日
本
の
神
道
に
お

け
る
霊
魂
の
捉
え
方
、
こ
の
三
つ
の
点
を
、
引
用
し
つ
つ
確
認
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
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霊
魂
｜
概
念
、
霊
は
、
す
ぐ
れ
て
神
妙
な
も
の
、
神
、
た
ま
し
い
、
こ
こ
ろ
、
い
の
ち
な
ど
、
多
様
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
魂
は
、

た
ま
し
い
、
と
く
に
肉
体
を
つ
か
さ
ど
る
魄
に
対
し
て
精
神
を
つ
か
さ
ど
る
精
気
を
い
い
、
こ
こ
ろ
、
お
も
い
な
ど
を
も
意
味
し
て

い
る
。
霊
魂
は
し
た
が
っ
て
、
霊
と
魂
魄
、
両
方
の
意
味
を
ふ
く
む
概
念
と
し
て
用
い
ら
れ
る
が
、
ふ
つ
う
、
個
人
の
肉
体
お
よ
び

精
神
活
動
を
つ
か
さ
ど
る
独
立
の
人
格
的
な
実
在
で
、
感
覚
に
よ
る
認
識
を
超
え
た
永
遠
の
存
在
を
意
味
し
て
い
る
。

一
般
通
念
と
し
て
は
概
念
を
霊
魂
に
ふ
し
て
い
る
。
こ
こ
で
特
徴
的
な
の
は
肉
体
と
精
神
と
い
う
二
元
論
に
た
っ
た
概
念
で
あ
る
と
理
解

を
し
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
が
人
格
的
実
在
で
あ
り
そ
し
て
永
遠
の
存
在
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
る
の
が
一
般
的
通
念
で
あ
る

と
定
義
し
て
い
る
点
が
特
徴
的
で
あ
る
。

さ
ら
に
同
じ

宗
教
学
辞
典

で
仏
教
の
霊
魂
観
の
項
で
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

仏
教
は
、
イ
ン
ド
の
伝
統
と
は
異
な
り
、
無
我
説
の
も
と
に
霊
魂
の
存
在
を
否
定
し
た
。（
中
略
）
輪
廻
転
生
す
る
と
し
て
も
、
そ

の
主
体
と
し
て
霊
魂
が
あ
る
と
は

え
ら
れ
な
い
。
人
間
は
五
蘊
（
色
、
受
、
想
、
行
、
識
）
の
仮
合
に
過
ぎ
な
い
存
在
だ
か
ら
で

あ
る
。
し
か
し
、
の
ち
の
発
展
で
は
、
死
者
の
供
養
や
浄
土
信
仰
に
か
ら
ん
で
霊
魂
を
認
め
る
立
場
も
生
じ
た
。

こ
の
よ
う
に
仏
教
の
本
来
の
立
場
、
無
我
説
の
立
場
は
先
ほ
ど
に
述
べ
た
よ
う
に
霊
魂
が
肉
体
と
対
す
る
、
も
し
く
は
寄
り
添
う
よ
う
に

し
て
肉
体
と
別
に
存
す
る
と
い
う

え
方
が
否
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
発
展
形
態
の
中
で
仏
教
が
展
開
し
て
い
く
過
程
で
そ
の
死

者
供
養
の
儀
礼
や
ま
た
浄
土
教
の
発
展
な
ど
に
お
い
て
、
供
養
さ
れ
る
べ
き
も
し
く
は
浄
土
へ
と
往
生
し
て
い
く
主
体
の
問
題
な
ど
の
事

柄
に
よ
っ
て
、
人
間
に
は
霊
魂
と
い
う
も
の
が
肉
体
と
は
別
に
存
在
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う

え
方
も
、
仏
教
の
中
に
取
り
入
れ
ら

れ
て
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

さ
て
、
引
き
続
い
て
神
道
に
お
け
る
霊
魂
観
に
つ
い
て
確
か
め
て
お
く
こ
と
と
す
る
。
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（
神
道
に
お
い
て
は
）
理
性
や
道
徳
的
意
志
を
つ
か
さ
ど
る
主
体
と
し
て
の

タ
マ

と
し
て
の
信
仰
が
あ
る
。
中
略
。
歴
史
を
通

じ
て
、
霊
魂
は
実
体
的
な
存
在
と
し
て
信
じ
ら
れ
て
き
た
形
跡
が
濃
い
。
し
か
し
、
そ
の
本
質
は
形
而
上
の
実
在
で
、
も
の
に
触
れ
、

も
の
に
即
し
て
感
得
さ
れ
て
き
た
の
だ
と

え
た
ほ
う
が
よ
い
。

こ
の
よ
う
に
、
神
道
に
お
い
て
は
日
本
古
来
の
言
葉

タ
マ

と
い
う
言
葉
が
霊
魂
と
い
う
言
葉
に
対
応
す
る
と
ま
ず
規
定
し
、
理
性
や

道
徳
的
意
志
を
つ
か
さ
ど
る
も
の
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
神
道
の
歴
史
を
つ
ら
ぬ
い
て
実
体
的
な
存
在
と
信
じ
ら
れ
て
き
た
。

本
質
的
に
形
而
上
的
存
在
実
在
で
あ
る
と
さ
れ
て
き
て
い
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
点
が
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
形
而
上
的
な
存
在

で
は
あ
る
が
、
そ
れ
に
触
れ
た
時
に
感
得
さ
れ
て
く
る
形
而
下
的
な
接
点
を
も
持
ち
う
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
て
い
る
。

そ
れ
で
は
こ
の
よ
う
な
日
本
の
神
道
に
お
け
る

タ
マ

の
理
解
が
そ
の
中
国
の
思
想
で
あ
る

ハ
ク

の
思
想
と
神
道
の

タ
マ

の
思
想
と
の
か
か
わ
り
の
う
え
で
ど
の
よ
う
な
対
応
関
係
を
用
い
て
理
解
さ
れ
て
き
た
の
か
を
少
し
検
討
し
て
み
た
い
。
國
學
院
大
學
日

本
文
化
研
究
所
が
編
纂
し
た

神
道
事
典

で
は
次
の
よ
う
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
古
代
中
国
で
は
魂
魄
が
次
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い

る
。

魂
魄＝

霊
魂
を
表
す
漢
語
的
表
現
。
古
代
中
国
で
は
、
魂
は
陽
で
精
神
活
動
の
次
元
に
、
魄
は
陰
で
肉
体
的
生
理
的
な
次
元
に
か
か

わ
っ
て
い
て
、
霊
魂
は
二
重
の
構
造
に
な
っ
て
い
た
。
そ
し
て
人
間
が
死
ね
ば
そ
れ
ぞ
れ
順
を
追
っ
て
天
地
に
帰
す
る
と

え
ら
れ

た
。
わ
が
国
の

た
ま

と
の
対
応
関
係
と
し
て
は
八
世
紀
前
半
の
養
老
律
令

職
員
令

で
は
、
神
祇
官
条

鎮
魂

に
お
け
る

義
解
の
説
に
お
い
て
、
魂
魄
の
う
ち
の

魂

を
対
応
さ
せ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
他
方
十
世
紀
の

倭
名
類
聚
抄

で
は

み
た
ま

の
表
記
と
し
て

魂
魄

も
用
い
ら
れ
る
と
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に

魂
魄

の
表
題
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
肉
体
的
生
理
的
次
元
と
精
神
活
動
と
の
二
元
的
構
造
に
な
っ
て
い
る
と

親
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け
る
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い
う
こ
と
を

魂

と

魄

を
あ
げ
、
そ
れ
が
霊
魂
に
対
応
す
る
な
ど
と
し
て
い
る
。
や
は
り
日
本
の
神
道
と
同
じ
よ
う
に
死
す
る
と

あ
る
一
定
の
期
間
を
お
き
な
が
ら
天
と
地
に
帰
し
て
い
く
と
い
う
形
で
日
本
の
文
化
に
お
け
る

た
ま

と
対
応
を
さ
せ
て
い
る
概
念
と

し
て
い
る
。
養
老
律
令
な
ど
神
祇
官
条
な
ど
に
そ
れ
ら
の
類
例
な
ど
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
て
、
同
辞
典
に
よ
っ
て
日
本
語
に
お
け

る

た
ま

の
定
義
を
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

た
ま＝

古
代
の
お
け
る
霊
魂
の
一
般
的
呼
称
。
人
格
的
な
霊
魂
の
ほ
か
に
、
自
然
の
精
霊
や
霊
威
を
も
含
ん
で
い
る
。

こ
こ
で
は
、
人
間
の
一
般
的
な
人
格
的
精
神
性
、
さ
ら
に
広
く

た
ま

霊
魂
の
意
味
を
広
げ
て
、
自
然
の
精
霊
が
自
然
に
お
け
る
霊
威

と
い
う
も
の
を
含
ん
で
霊
魂
を
規
定
す
る
言
葉
と
し
て

た
ま

と
い
う
ふ
う
に
そ
の
定
義
が
さ
れ
て
い
る
。
さ
て
、
以
上
の
よ
う
に
今

日
の
現
代
の
一
般
的
日
本
人
の
社
会
通
念
と
し
て
の
霊
魂
、
ま
た
日
本
思
想
史
上
の
民
俗
宗
教
系
の
霊
魂
、
ま
た
仏
教
学
そ
れ
か
ら
神
道

に
お
け
る
霊
魂
も
し
く
は

た
ま

の
概
念
を
確
認
を
し
て
き
た
。

そ
れ
で
は
、

親
鸞
に
お
け
る
霊
魂
観

と
い
う
本
題
に
は
い
る
こ
と
に
す
る
。

第
二
章

親
鸞
の
霊
魂
観

親
鸞
は
、
第
一
章
で
確
認
し
た
よ
う
な
霊
魂
と
い
う
言
葉
を
そ
の
著
述
の
中
で
一
度
も
用
い
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
霊
魂

内
容
に
対
応
す
る
の
で
は
な
い
か
、
と
想
定
さ
れ
る
言
葉
は
そ
の
著
述
の
中
に
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
の
生
涯
の
主
著
で
あ
る

顕
浄

土
真
実
教
行
証
文
類

の
末
尾
に
あ
た
る
第
六
巻

顕
浄
土
方
便
化
身
土
文
類

の
末
に
例
え
ば
天
神
鬼
神
、

て
ん
（
天
）（
天
神
地

祇
）

し
ん
（
神
）

ま
（
魔
）

と
い
う
言
葉
で
出
て
く
る
概
念
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
が
い
わ
ゆ
る

魂
魄

や

た
ま

に
対
応
す
る

概
念
と
し
て

え
て
い
く
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
か
と

え
ら
れ
る
。
そ
れ
で
は

教
行
証
文
類

か
ら
そ
の
著
述
の
あ
る
部
分
を

親
鸞
に
お
け
る
霊
魂
観
（
小
妻
典
文
）
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引
用
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

顕
浄
土
方
便
化
身
土
文
類

六

愚
禿
釈
親
鸞
集

そ
れ
、
も
ろ
も
ろ
の
修
多
羅
に
拠
っ
て
真
偽
を
勘
決
し
て
、
外
教
邪
偽
の
異
執
を
教
誡
せ
ば
、
終
に
ま
た
そ
の
余
の
緒
天
神
に
帰

依
せ
ざ
れ
、
と
。
略
出

般
舟
三
昧
経

に
言
わ
く
、
優
婆
夷
、
こ
の
三
昧
を
聞
き
て
学
ば
ん
と
欲
わ
ば
、
乃
至

自
ら
仏
に
帰
命

し
、
法
に
帰
命
し
、
比
丘
僧
に
帰
命
せ
よ
。
余
道
に
事
う
る
こ
と
を
得
ざ
れ
、
天
を
拝
す
る
こ
と
を
得
ざ
れ
、
鬼
神
を
祠
る
こ
と
を

得
ざ
れ
、
吉
良
日
を
視
る
こ
と
を
得
ざ
れ
、
と
。
已
上

ま
た
言
わ
く
、
優
婆
夷
、
三
昧
を
学
ば
ん
と
欲
わ
ば
、
乃
至

天
を
拝
し
神
を
祠
祀
す
る
こ
と
を
得
ざ
れ
、
と
。
略
出

（
中
略
）

天
台
（
智

）
の

法
界
次
第

に
云
わ
く
、
一
つ
に
は
仏
に
帰
依
す
。

経

（
涅
槃
経
）
に
云
わ
く
。

仏
に
帰
依
せ
ん
者
、、
終

に
更
っ
て
そ
の
余
の
も
ろ
も
ろ
の
外
天
神
に
帰
依
せ
ざ
れ

と

１
な
り
。

こ
の
よ
う
な
引
用
が
な
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
で
は
ま
た
鬼
神
、
天
、
神
、
外
天
神
な
ど
の
言
葉
が
用
い
ら
れ
引
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら

は
ど
の
よ
う
な
内
容
を
も
っ
て
親
鸞
に
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
点
に
注
目
し
つ
つ
、
さ
ら
に
少
し
中
略
し
て
引
用
を

続
け
よ
う
。

（
四
経
儀
集
解
）
神
智
法
師
（
従
義
）
釈
し
て
云
わ
く
、
餓
鬼
道
は
、
常
に
飢
え
た
る
を

餓

と
曰
う
、

鬼

の
言
は

に
帰

す
。

子

の
曰
わ
く
、

古
は
人
死
と
名
づ
く
、
帰
人
と
す
。
ま
た
天
神
を

鬼

と
云
う
、
地
神
を

と
曰
う
な
り
。

乃

至

形
あ
る
い
は
人
に
似
た
り
、
あ
る
い
は
獣
等
の
ご
と
し
。
心
正
直
な
ら
ざ
れ
ば
、
名
づ
け
て

諂
誑

と
す
、
と
。

親
鸞
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け
る
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（
盂
蘭
盆
経
疏
新
記
）
大
智
律
師
（
元
照
）
の
云
わ
く
、
神
は
謂
わ
く
鬼
神
な
り
。
す
べ
て
四
趣
・
天
・
修
・
鬼
・
獄
に
収
む
、

２
と
。

以
上
の
よ
う
に
繰
り
返
し
天
神
、
神
、
等
の
言
葉
を

方
便
化
身
土
文
類

で
は
引
用
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
親
鸞
の
著
述
を
理
解
し
て

い
く
た
め
に
親
鸞
の
用
い
た
言
葉
を
解
説
し
つ
つ
、
そ
の
思
想
的
ベ
ー
ス
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
辞
典
と
し
て

真
宗
新
辞
典

を
引
用

し
て
み
た
い
と
思
う
。
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
鬼
神
と
い
う
項
目
を
確
認
し
て
い
く
と
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

鬼
神＝

夜
叉
・
羅
刹
・
八
部
衆
・
餓
鬼
・
魔
な
ど
を
指
す
。
ま
た
天
地
の
神
霊
や
故
人
の
霊
魂
を
も
い
い
、
日
本
の
神

を
含
め
て

称
す
る
こ
と
が
あ
る
。
変
化
自
在
の
は
た
ら
き
を
も
ち
、
仏
法
を
守
護
す
る
善
鬼
神
と
国
土
人
畜
に
災
害
を
も
た
ら
す
悪
鬼
神
と
が

あ
る
。
親
鸞
は
涅
槃
経
・
般
舟
経
・
大
集
経
・
首

厳
経
・

頂
経
・
地
蔵
十
論
経
・
本
願
薬
師
経
・
起
信
論
・
弁
正
論
・
法
事

讃
・
四
教
儀
・
止
観
・
論
語
な
ど
を
引
用
し
て
真
宗
の
鬼
神
観
を
示
し
（
化
末
）、
仏
教
徒
は
三
宝
に
帰
依
し
て
諸
天
鬼
神
に
帰
せ

ず
、
念
仏
者
は
緒
天
余
神
に
守
護
さ
れ
る
と
説
き
（
化
末
・
浄
讃
・
歎
異
）
現
世
の
吉
凶
禍
福
に
と
ら
わ
れ
て
ト
占
祭
祀
を
勤
め
、

鬼
神
を
あ
が
め
る
道
俗
が
仏
教
の
外
儀
を
も
ち
な
が
ら
内
心
は
外
道
化
し
て
い
る
の
を
悲
歎
し
誡
め
る

と
、
こ
の
よ
う
に
善
鬼
神
と
悪
鬼
神
が
あ
る
が
こ
れ
ら
の
人
間
の
生
命
か
ら
独
立
し
た
存
在
と
し
て
想
定
さ
れ
る

鬼

も
し
く
は

鬼

神

な
ど
連
用
し
、
不
思
議
な
働
き
を
も
ち
現
世
に
災
害
や
害
を
も
た
ら
す
も
の
と
し
て
想
定
さ
れ
る

鬼
神

に
対
し
て
顧
慮
す
る
あ

ま
り
、
こ
れ
ら
を
祀
っ
た
り
こ
れ
ら
に
対
し
て
あ
が
め
る
心
を
持
っ
た
り
す
る
も
の
は
仏
教
の
本
来
の
あ
り
か
た
で
は
な
い
、
と
の
そ
の

基
本
的
姿
勢
を
の
べ
て
い
る
。

さ
て
、
続
い
て
、
先
ほ
ど
の

教
行
証
文
類

の

化
身
土
文
類

の
続
き
で
あ
る
が
、

鬼
神

の
つ
ぎ
に
は
、
ま

魔

と
い
う

こ
と
が
問
題
と
さ
れ
て
引
用
さ
れ
て
い
る
。
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（
摩

止
観
）

止
観

の
魔
事
境
に
云
わ
く
、
二
つ
に
は
、
魔
の
発
相
を
明
か
す
に
は
、
管
属
に
通
じ
て
み
な
称
し
て
魔
と
す
。

細
し
く
枝
異
を
尋
ぬ
れ
ば
三
種
出
で
ず
。
一
つ
に
は
慢
帳
鬼
、
二
つ
に
は
時
媚
鬼
、
三
つ
に
は
魔
羅
鬼
な
り
。
三
種
の
発
相
、
お
の

お
の
不
同
な
り
、
と
。

（
往
生
要
集
）
源
信
、

止
観

に
依
っ
て
云
わ
く
、
魔
は
煩
悩
に
依
っ
て
菩
提
を
妨
ぐ
る
な
り
。
鬼
は
病
悪
を
起
こ
す
。
命
根
を

奪
う
。
已
上

以
上
の
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
さ
ら
に
そ
の
鬼
神
、
魔
の
姿
に
ま
で
ふ
み
こ
ん
で
、
そ
の
非
仏
教
的
性
格
を
明
ら
か
に
し
、
ま
た
煩
悩
に
よ

っ
て
菩
提
を
妨
た
ぐ
、
ま
た
病
悪
を
起
こ
す
な
ど
の
働
き
に
ま
で
言
及
を
な
し
て
い
る
。
さ
き
ほ
ど
と
同
じ
よ
う
に

真
宗
新
辞
典

に

よ
っ
て
、
魔
と
い
う
項
目
を
確
認
し
て
い
き
た
い
。

ま

魔＝

人
の
生
命
を
奪
う
者
、
魔
は
煩
悩
に
よ
っ
て
菩
提
を
さ
ま
た
げ
、
鬼
は
病
悪
を
起
こ
し
て
命
根
を
奪
う
と
す
る
（
化
末
）

（
中
略
）

魔
の
お
こ
る
あ
り
さ
ま
に
つ
い
て
、
慢
帳
鬼
（
追

鬼
、
禅
定
を
修
し
て
い
る
と
き
体
に
さ
わ
っ
た
り
し
て
い
ら
い
ら
さ
せ
る
鬼
）、
時
媚

鬼
（
一
二
時
の
刻
に
応
じ
て
老
若
男
女
禽
獣
な
ど
の
相
を
あ
ら
わ
し
修
道
者
を
魅
す
る
鬼
）、
魔
羅
鬼
（
修
道
者
の
心
を
乱
し
善
を
破
り
悪
を

増
さ
せ
る
鬼
）
の
三
種
が
あ
る

以
上
の
よ
う
な
慢
帳
鬼
、
時
媚
鬼
、
魔
羅
鬼
な
ど
が
あ
り
、
そ
し
て
人
間
の
生
命
を
奪
い
、
そ
し
て
煩
悩
に
よ
っ
て
菩
提
を
妨
げ
る
働
き

を
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
親
鸞
は
記
し
て
そ
の
存
在
の
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
釈
尊
の
前
で
他
化
天
の
大
魔

王
が
念
仏
す
る
者
を
ま
も
る
と
誓
っ
た
と
い
う
和
讃
も
あ
り

こ
れ
ら
の
も
の
は
仏
教
の
本
来
の
信
仰
に
立
つ
な
ら
ば
お
そ
れ
る
必
要
は

な
く
、
逆
に
仏
道
を
歩
む
も
の
を
深
く
敬
意
を
払
っ
て
守
る
存
在
と
転
じ
て
い
く
の
で
あ
る
と
い
う

え
方
が
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
の
で

親
鸞
に
お
け
る
霊
魂
観
（
小
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典
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あ
る
。

こ
れ
ら
の
鬼
神
が
天
神
や
鬼
や
魔
な
ど
に
人
間
が
こ
れ
を
つ
か
え
た
り
祀
っ
た
り
す
る
の
は
仏
教
の
本
来
の
精
神
で
は
な
い
、
と
い
う

こ
と
を
繰
り
返
し
述
べ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
こ
の
部
分
の

化
身
土
文
類

の
末
巻
の
最
後
に

論
語

が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
一
般
的
な
訓
読
方
法
に
お
け
る
論
語
の

み
か
た
と
親
鸞
が
引
用
し
た
場
合
の

論
語

の
読
み
方
と
で
は
訓
点
の
つ
け
か
た
が
や
や
異
っ
て
い
る
。
ま
ず

教
行
証
文
類

に
お

け
る
読
み
方
を
あ
げ
て
み
よ
う
。

論
語
に
云
わ
く
、
季
路
問
わ
く
、

鬼
神
に
事
え
ん
か

と
。
子
の
曰
わ
く
、

事
う
る
こ
と
あ
た
わ
ず
。
人
い
ず
く
ん
ぞ
。
能
く
鬼

神
に
事
え
ん
や

と
。

こ
の
よ
う
に
読
み
ま
す
と
、
季
路
は
孔
子
に
次
の
よ
う
に
問
い
か
け
た
。
鬼
神
に
つ
か
え
る
べ
き
で
し
ょ
う
か
？

そ
う
す
る
と
孔
子
は

次
の
よ
う
に
答
え
た
。
つ
か
え
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
つ
か
え
て
は
な
ら
な
い
。
ど
う
し
て
人
た
る
も
の
が
鬼
神
に
つ
か
え
る
こ
と
を
よ

く
な
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
い
や
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
必
要
が
な
い
、
な
す
べ
き
で
は
な
い
事
柄
で
あ
る
、
と
訓
む
こ
と
に
な
る
。
と

こ
ろ
が
一
般
的

論
語

の
訓
読
の
場
合
に
は
、

い
ま
だ
人
に
つ
か
う
る
あ
た
わ
ず
、
い
ず
く
ん
ぞ
鬼
に
つ
か
え
ん

と
い
う
形
と
な
る
。
日
本
語
の
現
代
語
の
意
味
と
し
て
は
ま
だ
生
き
て
い
る
人
間
に
つ
か
え
る
こ
と
さ
え
が
出
来
な
い
の
に
霊
妙
な
る
死

者
の
霊
魂
に
人
間
が
つ
か
え
る
こ
と
な
ど
力
の
及
ば
ぬ
こ
と
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
理
解
さ
れ
て
い
る
。
親
鸞
の
読
み
下
し
と
一
般
的
な

論
語

の
訓
読
で
は
意
味
が
全
く
異
な
る
と
い
う
ふ
う
に
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
も
こ
れ
を
こ
の
場
所
に
引
用
し
こ
の
よ
う

な
読
み
方
を
し
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
親
鸞
の
一
つ
の
識
見
が
あ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
ふ
う
に

え
る
こ
と
が
出
来
る
。
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さ
て
、
親
鸞
の
晩
年
の
制
作
に
な
る

正
像
末
法
和
讃

愚
禿
悲
歎
述
懐

に
は
次
の
よ
う
な
悲
歎
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

五
濁
増
の
し
る
し
に
は
、

こ
の
世
の
道
俗
こ
と
ご
と
く

外
儀
は
仏
教
の
す
が
た
に
て

内
心
外
道
を
帰
敬
せ
り

か
な
し
き
か
な
や
道
俗
の

良
時
吉
日
え
ら
ば
し
め

天
神
地

を
あ
が
め
つ
つ

ト
占
祭
祀
つ
と
め
と
す

（
中
略
）

外
道
梵
士
尼
乾
志
に

こ
こ
ろ
は
か
わ
ら
ぬ
も
の
と
し
て

如
来
の
法
衣
を
つ
ね
に
き
て

一
切
鬼
神
を
あ
が
む
め
り

か
な
し
き
か
な
や
こ
の
ご
ろ
の

和
国
の
道
俗
み
な
と
も
に

仏
教
の
威
儀
を
も
と
と
し
て

親
鸞
に
お
け
る
霊
魂
観
（
小
妻
典
文
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天
地
の
鬼
神
を
尊

３
敬
す

こ
の
よ
う
に

正
像
末
法
和
讃

で
は
ま
つ
る
べ
き
で
は
な
い
、
あ
が
め
る
べ
き
で
は
な
い
、
人
間
と
し
て
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
し
て

は
な
ら
な
い
鬼
神
や
天
神
地
祇
に
そ
の
た
た
り
と
怨
霊
へ
の
お
そ
れ
か
ら
仏
教
の
形
を
と
り
な
が
ら
心
の
内
面
で
は
そ
れ
等
を
ま
つ
っ
て

い
る
の
が
、
そ
の
当
時
の
仏
教
の
実
態
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
悲
嘆
を
こ
め
て
語
ら
れ
て
い
る
。
鬼
神
も
し
く
は
天
神
地
祇
、
い
わ
ゆ
る

霊
魂
と
並
ん
で
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
ら
に
対
し
て
、
仏
教
で
は
あ
が
め
る
べ
き
で
は
な
い
の
に
、
実
態
は
そ
れ
ら
を
人
間
の
運
命
を
左
右

す
る
不
可
思
議
な
存
在
と
し
て
祀
り
あ
が
め
て
い
る
の
が
実
状
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
へ
の
深
い
悲
し
み
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

ま

と

め

霊
魂
と
云
う
熟
語
の
現
在
の
一
般
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
意
味
は
、
ア
ニ
ミ
ズ
ム
等
で

肉
体
の
ほ
か
に
別
に
精
神
的
実
体
と
し
て
存

す
る
と

え
ら
れ
る
も
の

、
ま
た

高
等
諸
宗
教
に
も
形
態
を
変
え
、
洗
練
さ
れ
て
残
存

し
て
い
る
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
こ

の

霊
魂

は
、
民
俗
宗
教
な
ど
で
、
死
後
肉
体
か
ら
離
脱
し
し
ば
ら
く
こ
の
世
に
漂
い
、
時
を
経
て
遠
く
へ
離
れ
、
浮
遊
す
る
状
態
か

ら
や
が
て
安
定
し
た
も
の
に
な
る
と

え
ら
れ
て
い
る
。
仏
教
で
は
、
こ
の

霊
魂

に
つ
い
て
は
、
本
来
心
身
二
元
論
的

え
方
を
取

ら
な
い
為

言
及
す
ら
し
な
い
。
た
だ
仏
教
の
中
で
浄
土
教
等
に
お
い
て
、
そ
の
実
在
を
認
め
る

え
方
も
生
じ
て
き
て
い
る
。

さ
て
、
こ
の

霊
魂

に
対
す
る
日
本
語
は

タ
マ

と

え
ら
れ
る
。

養
老
律
令

で
は
、
古
代
中
国
の

魂
魄

の
語
を

タ

マ

と
同
定
し
て
い
る
。
霊
魂
と
は
ほ
ぼ
同
じ
意
味
の
魂
魄
に
つ
い
て
そ
の
内
容
を
検
討
す
る
と
、

漢
和
辞
典
（
漢
字
源
）

等
に
よ
る

と
、

魂＝

た
ま
し
い

は
、

人
の
生
命
の
も
と
に
な
る
、
も
や
も
や
と
し
て
、
き
ま
っ
た
形
の
な
い
も
の
。
人
が
死
ぬ
と
、
肉
体
か
ら

離
れ
て
天
に
の
ぼ
る

、
ま
た

魄＝

た
ま
し
い

は

肉
体
を
と
り
ま
と
め
て
そ
の
活
力
の
も
と
に
な
る
も
の

と
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ

親
鸞
に
お
け
る
霊
魂
観
（
小
妻
典
文
）
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魂
は
陽
・
精
神
の
働
き
、
魄
は
陰
・
肉
体
的
生
命
を
司
る
活
力
で
、
死
後
魂
と
魄
は
遊
離
し
そ
れ
ぞ
れ
天
と
地
に
離
れ
て
ゆ
く
と

え
ら

れ
て
い
る
。

さ
て
、
親
鸞
に
お
い
て
は
そ
の
著
述
の
中
に
は
全
く

霊
魂

の
語
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。（

親
鸞
聖
人
著
作
用
語
索
引

永
田

文
昌
堂
参
照
）
し
か
し
、
そ
の
概
念
内
容
と
し
て

霊
魂

に
準
ず
る
と
思
わ
れ
る
語
は
見
出
せ
る
。
主
著

教
行
証

（
化
巻
・
末
）
で

は
仏
教
徒
は

天
神

鬼
神

魔

の

祟
り

災
い

を
恐
れ
て
、
こ
れ
を
祀
る
よ
う
な
こ
と
を
な
し
て
は
な
ら
な
い
と
記
し
て

い
る
。
こ
の

鬼
（
神
）

天
神
（
地
祇
）

魔

等
は

霊
魂

に
対
応
す
る
も
の
と

え
ら
れ
る
が
、
親
鸞
は

天
神
地
祇

鬼

神

等
を
祀
っ
た
り
、
こ
れ
に
つ
か
え
る
こ
と
は
仏
へ
の
帰
依
と
は
両
立
す
る
も
の
で
は
な
く
、
仏
へ
の
帰
依
を
な
す
も
の
が
他
の

天

神
地
祇
・
鬼
神
・
魔

に
恐
れ
の
心
か
ら
祀
り
仕
え
た
り
す
る
こ
と
は
真
の
仏
教
徒
の
あ
り
方
で
は
な
い
と
厳
し
く
語
っ
て
い
る
。

し
か
し
現
実
に
は
当
時
（
平
安
〜
鎌
倉
時
代
）
の
日
本
の
仏
教
界
で
は
、
外
面
は
仏
に
帰
依
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
け
れ
ど
も
、
実

は

天
神
地
祇

鬼
神

魔

の
祟
り
・
罰
に
恐
れ
を
な
し
、
真
の
仏
へ
の
帰
依
を
失
っ
て
い
る
と
厳
し
く
批
判
し
て
い
る
。
こ
れ
ら

の
親
鸞
の
言
葉
に
よ
っ
て
、

親
鸞
の
霊
魂
観

は

霊
魂

を
恐
れ
、
こ
れ
を
祀
る
こ
と
は
、
真
の
仏
教
徒
の
な
す
こ
と
で
は
な
い
。

し
か
し
実
際
の
仏
教
界
は
、
そ
の
よ
う
な
事
態
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
深
い
悲
し
み
と
し
て
理
解
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。

さ
ら
に
も
う
一
面
親
鸞
に
は
念
仏
者
、
真
の
仏
教
徒
を
、
天
神
や
地
祇
は
仏
教
守
護
の
善
鬼
神
と
な
っ
て
、
そ
の
念
仏
者
を
守
る
、
い

つ
如
何
な
る
時
に
も
念
仏
者
を
守
っ
て
く
だ
さ
る
、
と
い
う
よ
う
な

冥
衆
護
持
の
益

と
呼
ば
れ
る
天
神
地
祇
も
真
の
仏
教
徒
を
守
ろ

う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
と
い
う

え
方
が
、
一
面
著
述
の
中
で
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

が
、
今
回
は
そ
の
本
質
的
部
分
で
あ
る
、
真
の
仏
教
徒
た
る
も
の
は
天
神
地
祇
に
つ
か
え
る
こ
と
を
な
す
べ
き
で
は
な
い
、
し
か
し
現

実
に
は
そ
の
よ
う
な
実
態
が
あ
る
と
い
う
点
を
中
心
に
検
討
を
し
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
以
上
が
親
鸞
に
お
け
る
霊
魂
観
と
し
て
確
認
で

親
鸞
に
お
け
る
霊
魂
観
（
小
妻
典
文
）
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き
る
こ
と
で
あ
る
。

凡
例

使
用
し
た
辞
（
事
）
典
類
と
引
用
部
分
の
執
筆
者
名

広
辞
苑

第
五
版

岩
波
書
店

新
村
出
編
著

岩
波
哲
学
・
思
想
事
典

岩
波
書
店

島
薗

進

仏
教
語
大
辞
典

東
京
書
籍

中
村
元
著

宗
教
学
辞
典

東
京
大
学
出
版
会

上
田

賢
治

神
道
事
典

國
學
陰
大
學
日
本
文
化
研
究
所
編

米
井

輝
圭

真
宗
新
辞
典

法
蔵
館

金
子
大
榮

大
原
性
実

星
野
元
豊
編
集
顧
問

引
用

１

真
宗
聖
典

東
本
願
寺
出
版
部

三
六
八
頁

２

同

右

三
九
七
頁

３

同

右

五
〇
九
頁

親
鸞
に
お
け
る
霊
魂
観
（
小
妻
典
文
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