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親
鸞

に
お
け
る
本
願
他
力
思
想

に

つ
い
て

山

崎

龍

明

一

親
鸞

の
信
仰

の
核
心
が
、
本
願
他
力
義
に
あ
る
こ
と
は
言
を
倹
た
な

い
。
本

願
他
力
義
を
基
底
と
し
て
、
そ
の
信
仰
の
三
大
特
質
と
も
言
わ

れ
る
、
悪
人
救
済
義

(
一
般
に
悪
人
正
機
説
と
言
わ
れ
る
が
、
周
知
の
通
り
、

親
鸞
自
身
に
こ
の
呼
称
は
み
ら
れ
な
い
)
、
往
生
成
仏

(浄
土
)
義
が
成
立

す
る
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
い
。

切
言

す
れ
ば
、
本
願
他
力
義
に
よ
っ
て
、
親
鸞
の
信
仰

・
思
想
が
成

立
す
る
と
い
う

こ
と
で
あ
り
、
親
鸞

の
全
信
仰
を

一
貫
す
る
重
要
な
教

説
が
、
本
願
他
力
義
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
再
確
認
し
て
お
き
た
い
と
、

言
う
こ
と
で
あ
る
。
曽
無

一
善

の
人
間

(自
己
)、
成
仏
不
能
の
自
己
が

救
済
さ
れ
る
の
は
、
偏
に
、
阿
弥
陀
仏

の
本
願
救
済
力
の
然
ら
し
む
る

と
こ
ろ
で
あ
る
と
説
き
、
浄
土
往
生

の
資
質
を
具
備
せ
ざ
る
、
罪
業
深

重
の
自
己

が
成
仏
の
讃
果
を
得

て
、
六
道
輪
廻
の
迷
界
を
超
越
す
る
力

用
こ
そ
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
他
力
義
に
あ
る
こ
と
を
、
親
鸞
は
洞
察
し

た
。
こ
こ
に
、
罪
悪
深
重
、
煩
悩
熾
盛
の
人
間
救
済
道
が
開
顕
さ
れ
た

の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
、
親
鸞
の
本
願
他
力
義
が
、
次
第
に
形
骸
化
し
、
空
洞

化
し
て
、
本
願
他
力
義
そ
の
も
の
の
本
質
が
見
失
わ
れ
、
本
願
他
力
11

安
易
な
依
存
主
義
と
い
う
認
識
が

一
般
に
定
着

し
て
し
ま
っ
た
。
当
小

論

で
は
、
二
つ
の
問
題
に
限
定
し
て
、
親
鸞
の
本
願
他
力
義
に
つ
い
て

さ
さ
や
か
な
考
察
を
試
み
た
い
と
考
え
る
。
二

つ
の
問
題
と
は
次
の
二

点

で
あ
る
。

①
本
願
他
力
義
が
安
易
な
依
存
主
義
と
し
て
定
着
し
て
い
る
と
い
う

事
実
の
問
題
。

②
本
願
他
力
義
が
、
単
純
な
自
然
思
想
、
安
直
な

「お
か
げ
」
思
想

と
し
て
説
か
れ
て
い
る
誤
謬
に

つ
い
て

二

か

つ
て
、
佐
伯
真
光
氏
が
他
力
本
願
誤
用
問
題
に
対
し
て
、
本
願
寺

や
信
者
が
誤
用
に
抗
議
す
る
状
況
に
こ
の
よ
う
に
抗
議
し
た
。

「信
仰

者
な
ら
首
相

(鈴
木
善
幸
氏
の
、
他
力
本
願
で
は
ダ
メ
だ
と
い
う
発
言
に
対
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(山

崎
)

=

二

一

し
て
―
筆
者
注
)
に
抗
議
す
る
の
が
あ
た
り
ま
え
、
と
い
う
の
が
私
の
投

書
に
対
す

る
反
論

の
最
大
公
約
数
的
意
見
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か

し
、
な
ぜ
信
仰
者
は
抗
議
す
べ
き
な
の
か
、
そ
こ
を
説
明
し
た
人
は
い

な
か
っ
た
。
反
論
の
多
く
は
真
宗
信
者

の
感
情
論
に
す
ぎ
な
い
。
真
の

信
仰
者
が
と
る
べ
き
態
度
は
、
お
の
ず
か
ら
別
の
道
で
は
な
か
っ
た
か

と
私
は
思
う
。
親
鸞
聖
人
な
ら
、
言
葉
じ
り
を
あ
げ
つ
ら
う
よ
う
な
ま

ね
は
し
な
か
っ
た
。.む
し
ろ
首
相
発
言
の
中
身

(他
力
本
願
で
国
の
防
衛

は
不
可
能
で
あ
る
ー
筆
者
注
)
の
ほ
う
を
問
題
に
し
た
は
ず

で
あ
る
。
そ

れ
が
大
乗
的
な
仏
教
徒

の
在
り
方
で
あ
ろ
う
。
首
相
は
他
力
本
願
で
は

だ
め
だ
、
と
言

っ
た
。
他
力
本
願
が
よ
い
、
と
言
つ
た
の
で
は
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
現
代
の
日
本
語
で
は
、
こ
の
言
葉
は
い
つ
も
否
定
的
な

意
味
に
用

い
ら
れ
る
。
本
願
寺
が
ム
キ

に
な
る
の
も
こ
の
た
め
で
は
な

い
か
と
思
う
。
し
か
し
、
そ
う
な
っ
た
責
任
の
大
部
分
は
、
真
宗
人
と

真
宗
教
団

に
あ
る
。
自
ら
の
教
化

の
怠
慢
を
た
な
に
あ
げ
て
、
日
本
語

を
常
識
通
り
に
使
っ
た
首
相
を
難
ず
る
の
は
本
末
転
倒
も
は
な
は
な
だ

し
い
。
広
辞
苑

は
他
力
本
願
を

〈も
っ
ぱ
ら
他
人
の
力
を
あ
て
に
す
る

こ
と
〉
と
説
明
し
て
い
る
。
〈往
生
〉
〈回
向
〉
〈安
心
〉
の
項

に
も
真

宗
の
教
義
と
は
違
っ
た
意
味
が
載
っ
て
い
る
。
西
本
願
寺
は
な
ぜ
、
広

辞
苑
そ
の
他
の
国
語
辞
書
に
抗
議
し
な
い
の
か
」
(
一
九
八
二
年
二
月
十

二
日
、
「京
都
新
聞
」)

他
力
本
願
の
語
の
誤
用
に
対
し
て
、
果
た
し
て
そ
れ
が

「信
者
の
感

情
論
」
か

「教
化

の
怠
慢
」
か
は
別
と
し
て
、
大
事
な
点
が
看
過
さ
れ

て

い
る

と

い
う

こ
と

は
事

実

で
あ

る
。

つ
ま

り
、

そ

れ
が

言

葉

だ

け

の

問

題

と

な

っ
て

い

る
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

誤

用

の
背

景

、

歴

史

的

変

遷

と

い

っ
た
点

に

つ
い

て
も

考

慮
す

べ
き

問

題

が

あ

る
筈

で
あ

る
。
氏

が
指

摘

す

る
通

り

、
真

宗

八

○

○

年

の
歴

史

の
中

で
、

「他

力

本

願

」
と

い
う
語

が
空

洞

化

し

、

言

っ

て
み

れ

ば

そ

の
語

と

、
語

意

が
市

民

権

を

得

て

い
な

い
と

い
う

現

実

に
目

を

注

ぐ

べ
き

で
あ

る
と

い
え

よ

う

∂

か

つ

て
私

は
、
他

力

本

願

誤

用

問

題

に
対

す

る
抗

議

の
盛

況

の
中

で

次

の
よ

う

に
記

し

た

こ
と

が
あ

る
。

〈他
力
本
願

で
は
ダ

メ
〉
と

い
う
語

の
用
法

に
の
み
目

が
向
け
ら
れ
、
そ
れ
以

上
に
問
題

が
拡
大

し
な

い
と

い
う
状
況

は
、
真
宗

者

の
教
学
的
営
為

の
現
実

を
如
実
に
語
る
も

の
と
し

て
、
あ

る
い
は
、

そ
れ

の
貧
困
な
あ
り
よ
う

を
語

る
も

の
で
も
あ
る

の
で
あ

る
。
し

か
し
、

そ
れ

は
か
な
ら
ず
し
も
今
日

に
は

じ
ま

つ
た

こ
と
で
億
あ

る
ま

い
。
親
鸞

没
後

、
親
鸞
と

そ
の
信
仰
的
内
実

の

理
解
を
め
ぐ

っ
て
論
議
が

つ
み
重

ね
ら
れ
、
伝
統
的
な
真
宗
教
学
が
構
築

さ

れ
た
。
が
、
そ

の
伝
統
的
な
真
宗
教
学

が
次
第

に
形
式
化
し
、
と
き

に
は
空

洞
化
し
な
が
ら
も
、
今

日
ま
で
伝
統
的

な
真
宗
教

学
と

い
う
名

の
も

と
に
、
親

鸞
理
解
に
お
け
る
有
効
な
価
値
基
準

と
し

て
存
在
す

る
。
そ

の
帰
結

が
、

ひ

と

つ
の
必
然
と
し

て
今
日

の
真
宗
者

の
教
学
的
営
為

の
貧
困

さ
を
招
来

す
る

に
至

っ
た
と
言
う

こ
と
も

で
き
よ
う
。

(『
真
宗
教
学

の
諸
問
題
』
佐
藤

三
千

雄
教
授
還
暦
記
念
論
文
集
、
所
収
)

三

親
鸞
の
著
述
の
中
に

「他
力
本
願
」

の
誥
を
検
索
す
る
と
、
周
知
の
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=
二
二

通
り
二
例
が
み
ら
れ
る
。

①
名
号
を
と
な
う
と
い
う
と
も
、
他
力
本
願
を
信
ぜ
ざ
ら
ん
は
辺
地

に
う
ま
る
べ
し

(儒
頁
)

②
増
上
は
よ
う
つ
の
善
に
す
ぐ
れ
た
る
な
り
。
こ
れ
す
な
わ
ち
他
力

本
願
無
上
の
ゆ
え
な
り

(脇
頁
)

前
者

の
誥
例

で
は
、
他
力
本
願
は
称
名
に
対
し
て
、
信

の
対
象
と
し
て

述

べ
ら
れ
、
こ
れ
が
欠
落
し
た
信
仰
は
方
便
化
土

へ
生
ま
れ
る
も
の
で

あ
る
と
し
て
い
る
。
後
者
は
、

一
切

の
善
根
功
徳
に
超
越
し
た
も
の
と

し
て
述

べ
ら
れ
て
い
る
と
い
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
。

因
み
に

「本
願
他
力
」
の
語
例
に
注
意
し
て
み
る
と
、
①

「本
願
他

力
を
ふ
か
く
信
ぜ
ん
と
も
が
ら
は
な
に
ご
と
に
か
は
辺
地
の
往
生
に
て

候
う
べ
き
」

(鵬
頁
)。
②

「本
願
他
力
を
た
の
み
て
自
力
を
は
な
れ
た

る
、
こ
れ
を
唯
信
と
い
う
」
(㎝
頁
)
。
③

「四
論
の
講
説
さ
し
お
き
て
、

本
願
他
力
を
と
き
た
ま
い
、
具
縛
の
凡
衆
を
み
ち
び
き
て
、
涅
槃
の
か

ど
に
ぞ

い
ら
し
め
し
」
(脳
頁
)
④

「本
師
道
緯
禅
師
」
は
、
涅
槃

の
広

業
さ
し

お
き
て
、
本
願
他
力
を
た
の
み
つ
つ
、
五
濁
の
群
生
す
す
め
し

む
」
(餅
頁
)
。
以
上
の
四
例
が
み
ら
れ
る
。

概
念
と
し
て
は
、
「本
願
他
力
」
と
は

「自
力
を
離
れ
」

「報
土
往
生

を
と
ぐ

べ
き
も

の
」
「凡
衆
を
導
き
、
涅
槃
に
入
ら
し
む
る
」

「五
濁
の

群
生
に
す
す
め
る
」
も
の
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

こ
の
意

味
に
お
い
て
は

「他
力
本
願
」
の
語
例
と
な
ん
ら
異
る
こ
と
は

な
い
。

こ
の
ほ
か

『歎
異
抄
』
で
は
あ
る
が

「悪
人
な
お
往
生
す
、
い

か
に
い
わ
ん
や
善
人
を
や
。
こ
の
条

一
旦
そ
の
い
わ
れ
あ
る
に
に
れ
ど

も
、
本
願
他
力

の
意
旨
に
そ
む
け
り
」
(窩
頁
)
と
あ
り
、

こ
こ
で
は

「善
人
よ
り
も
悪
人
」
を
救
済
す
る
の
が
、
阿
弥
陀
仏

の
意
旨

で
あ
る

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

更
に
親
鸞
の

「他
力
」

の
語
例
と
概
念
を
探
っ
て
い
く
と
。

「帰
命

斯
行
信
者
、
摂
取
不
捨
、
故
名
阿
弥
陀
仏
。
是

日
他
力
」
(33
頁
)。
「言

他

力

者

、

如

来

本

願

力

也

」

(35

頁
)
。

「往

還

回

向

由

他

力

」

(45
頁
)
。

「憶
念
本
願
離
自
力
心
、
是
名
横
超
他
力
也
。
斯
即
専
中
之
専
、
頓
中

之
頓
、
真
中
之
真
、
乗
中
之

一
乗
、
斯
乃
真
宗
也
」

(43
頁
)

「以
仏
力

故
見
彼
国
土
、
斯
乃
顕
他
力
之
意
也
」
(酩
頁
)
と
い
っ
た
も
の
が
み
ら

れ
る
が
、
結
局
、
「他
力
」
と
は

「人
間
を
摂
取

(救
済
)
し
て
や
ま
な

い
仏
願
力
、
そ
の
も
の
、
如
来
の
救
済
力
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
明

ら
か
に
な
る
。
こ
こ
に
は
、
如
来
と
人
間
と
の
問
の
緊
張
関
係
が
あ
る
。

ど
こ
を
指
し
て
も
、
安
易
な
依
存
主
義
、
「単

純
な
お
か
げ
思
想
」
な

ど
は
み
ら
れ
な
い
こ
と
だ
け
は
、確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
な
ぜ

「他
力
本
願
」
義
の
誤
用
が
後
世
生
じ

た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
考
え
る
時
、
そ
こ
に
は
真
宗

の
歴
史
、
教
義
理
解
に
対
す
る
点
検
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
と
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
親
鸞
の

「他
力
本
願
」
思
想

が
次
第
に
人
々
の
間
に

浸
透
し
て
い
く
過
程
で
、
変
質
を
き
た
し
た
。
換
言
す
れ
ぼ
、

「他
力

本
願
」
思
想
が
人
々
の
間
に
説
か
れ
る
時
、
平
易
な
日
常
性

の
中
で
、

そ
の
説
明
が
な
さ
れ
て
き
た
。
卑
近
な
言
葉

で
い
え
ば

「す
べ
て
が
阿
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=
三
二

弥
陀
仏

の
お
か
げ
」
「私
た
ち
の
力
は

一
切
必
要
な
い
」
「阿
弥
陀
仏

の

一
方
的
救
済
」
と
い
っ
た
理
解
が
、
次
第
に
増
幅
さ
れ
、

「他
人
ま
か

せ
」
「安
易
な
依
存
主
義
」
と
い
う
概
念
と
し
て
独
り
歩
き
し
て
し
ま
っ

た
と
い
う
こ
と
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。

「門
徒
物
忌
み
し
ら
ず
」

の
語
が
、
後
年

「門
徒
も
の
知
ら
ず
」
と

い
う
語

に
変
化
し
、
「真
宗
念
仏
者
は
、
仏
法
の
学
び
も
何
も
必
要
な

し
」
と

い
う
意
味
に
理
解
さ
れ
、
読
む
こ
と
も
、
知
る
こ
と
も
全
く
必

要
と
せ
ず
、
た
だ
阿
弥
陀
仏
の
教
え
に
ま
か
せ
る
だ
け
で
あ
る
、
と
い

う
世
界

が
成
立
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
「往
生
は
凡
夫

の
は
か
ら
い
に

非
ず
」
と

い
っ
た
語
が
独
り
歩
き
し
て
、
依
存
主
義
的
な
信
心
理
解
が

真
宗
念
仏
者
の
共
通
理
解
と
し
て
、
定
着
し
て
き
た
と
い
っ
て
も
よ
い

で
あ
ろ
う
。
次
に
、
蓮
如

の

「他
力
本
願
」
の
説
示
に
つ
い
て
着
目
し

て
み
た

い
。

四

蓮

如

の

『御

文

』

に
は

(帖
内

八
十
通
)
七

例

ほ

ど

「
他
力

本

願

」

の

語

が

み

ら

れ

る

。

三

帖

目

二
通

(姐

頁
)
、

同

、

三

通

(姻

頁
)
、

四

帖

目

二
通

(㎝

頁

)
、

同

、

三
通

(
粥

頁
)
、

同

、

(㈱

頁
)

五

帖

目

三

通

(謝

頁
)

等

々

に

、

み

ら

れ

る

が
、

特

に
、

阿
弥

陀
如
来

の
他
力
本
願
と
も
う
す

は
、
す

で
に
末
代

い
ま

の
と

き

の
つ
み

ふ

か
き
…機
を
本

と
し

て
す
く

い
た
も
う
が

ゆ
え

に
、
在

家
止
住

の
わ
れ
ら
ご

と

き

の
た
め

に
は
相
応

し
た
る
他
力

の
本
願
な
り
。

あ
ら
あ
り
が

た

の
阿

弥

陀
如
来

の
誓
願
や
、

あ
ら
あ
り
が
た
の
釈
迦
如
来

の
金
言

や

(姻
頁

)

あ
さ
ま
し
と

い
う
も
な

お
お
ろ
か
か
な
り
。

い
そ
ぎ

今
日

よ
り
阿

弥
陀
如
来

の
他
力
本
願

を
た
の
み
、

一
向

に
無
量
寿
仏

に
帰
命

し
て

(卿
頁
)

こ

の
ほ

か

、

「
さ

れ

ば

弥

陀

如

来

他

力

本

願

の

と

う

と

さ

、

あ

り

が

た

さ

の
あ

ま
り

」

(捌

頁

)

と

か

、

夫
在
家

の
尼
女
房

た
ら
ん
身

は
、

な
ん
の
よ
う
も
な
く

一
心

一
向

に
阿
弥
陀

仏
を

ふ
か
く
た

の
み
ま

い
ら

せ
て
後
生

た
す

け
た
ま
え
と
も
う
さ

ん
ひ
と
を

ば
、

み
な

み
な
御

た
す
け
あ

る
べ
し
と
お
も

い
と
り

て
、
さ
ら

に
う
た
が

い

の
こ
こ
ろ
ゆ
め
ゆ
め
あ

る
べ
か
ら
ず
。

こ
れ
す
な
わ
ち
弥
陀
如
来

の
御

ち
か

い
の
他
力
本
願

と
は
も
う
す
な
り
。

こ
の
う

え
に
は
な
お
後
生

の
た
す
か
ら

ん

こ
と

の
う

れ
し
さ
あ
り
が
た

さ
を

お
も

わ
ば
、

た
だ
南
無
阿
弥
陀
仏

ー

と
と
な
う
べ
き
も
の
な
り

(㎝
頁
)

と
い
っ
た
用
例
に
、
蓮
如
ら
し
い

「他
力
本
願
」
観
が
み
ら
れ
る
。

こ
の
ほ
か
、

「他
力
」
の
用
例
と
し
て

「な
ん
の
よ
う
も
な
く
、
他

力
の
信
心
と
い
う
い
わ
れ
を
よ
く
し
り
た
ら
ん

ひ
と
は
、
た
と
え
ば
十

人
は
十
人
な
が
ら
、
み
な
も
て
極
楽
に
往
生
す

べ
し
」

(魏
頁
)
「さ
れ

ぼ
わ
れ
ら
が
い
ま
の
他
力
の
信
心
ひ
と

つ
を
と

る
に
よ
り
て
、
極
楽
に

や
す
く
往
生
す
べ
き
こ
と
の
、
さ
ら
に
な
ん
の
う
た
が
い
も
な
し
。
あ

ら
殊
勝

の
弥
陀
如
来

の
本
願
や
。
こ
の
あ
り
が
た
さ
の
弥
陀

の
御
恩
を

ぼ
」
(田
頁
)
「な
ん
の
よ
う
も
な
く
他
力
の
信
心
と
い
う
こ
と
を
ひ
と

つ
決
定
す
れ
ば
、
み
な
こ
と
ご
と
く
極
楽
に
往
生
す
る
な
り
。
さ
れ
ば
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=
二
四

そ
の
信
心

を
と
る
と
い
う
は
、
い
か
よ
う
な
る
む
つ
か
し
き
こ
と
そ
と

い
う
に
、
な
ん

の
わ
づ
ら
い
も
な
く
、
た
だ
ひ
と
す
じ
に
」
(備
頁
)
、

と
い
っ
た
語
例
の
中
に
、
蓮
如

の

「他
力
観
」
が
み
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
蓮
如

の

「他
力
本
願
」

「他
力
」
の
表
現
が
、

一
層
真

宗
者
大
衆

の
中
に
浸
透
し
て
い
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
蓮
如

の
意

志
に
か
か
わ
り
な
く
、

「他
力
本
願
」
イ

コ
ー
ル
、
阿
弥
陀
仏

へ
の
絶

対
依
存

と
い
っ
た
信
心
理
解
を
醸
成
す
る
も
の
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と

も
で
き
よ
う
。
そ
の
延
長
線
上
に
、
近
世
の
説
教
本
等
々
に
み
ら
れ
る
、

阿
弥
陀
仏

へ
の
無
原
則
な
絶
対
依
存
的
真
宗
理
解
が
あ
り
、
そ
れ
が
次

第
に
拡
大
再
生
産
さ
れ
、
他
力
本
願
11
他
人
ま
か
せ
と
い
っ
た
理
解

へ

と
定
着

し
て
い
っ
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。

五

次
に
、
他
力
本
願
の
語
が
安
易
な
自
然
主
義
と
い
っ
た
概
念
で
用
い

ら
れ
る

こ
と
に
つ
い
て
触
れ
て
み
た
い
。
そ
れ
は
、
他
力
本
願
の
語
よ

り
も
、

「他
力
」
の
語
の
自
然
回
帰
的
解
釈
と
い
っ
て
も
よ
い
。
五
木

寛
之

の
著
述

『他
力
』
に
そ
れ
は
顕
著

に
み
ら
れ
る
が
、
今
、
こ
こ
で

そ
の
こ
と
を
論
ず
る
必
要
も
、
紙
幅
も
な
い
が
、

一
言
す
る
な
ら
ぼ
、

「他
力
」

の
語

の

一
般
的
用
法
と
、
親
鸞
の

「他
力
」
義
を
混
同
し
て

は
な
ら
な
い
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

か
っ
て
、
戦
時
教
学
は
な
や
か
な
り
し
頃

「武
勲
を
た
て
て
、
武̀
勲

を
は
な
れ
る
。
こ
れ
が
親
鸞

の
他
力
で
あ
り
、
無
私
を
基
底
と
す
る
日

本
精
神
で
あ
る
」
と
説
い
た
真
宗
学
者
が
多
く

い
た
こ
と
は
、
周
知
で

あ
る
。
こ
れ
は
大
河
の
流
れ
に
従
っ
て
生
き
る
、
大
い
な
る
い
の
ち
の

流
れ
に
身
を
ま
か
せ
て
生
き
る
こ
と
が
他
力
の
世
界
で
あ
る
と
説
く
五

木
の
所
説
と
な
ん
ら
簡
ぶ
と
こ
ろ
は
な
い
。
両

者
に
共
通
す
る
の
は
他

力
11
自
然
と
い
う
概
念
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は

「如
来

の
誓
願
」
が
欠

落
し
て
い
る
。
「自
は
お
の
ず
か
ら
」

「然
は
し

か
ら
し
む
」
と

い
う
概

念
は
あ

っ
て
も

「如
来

の
ち
か

い
に
て
あ
る
が
ゆ
え
に
」
「法
爾
と
い

う
は
如
来
の
御
ち
か
い
な
る
が
ゆ
え
に
し
か
ら
し
む
る
を
法
爾
と
い
う
」

と
い
っ
た

「法
爾
」
性
が
欠
如
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

知
ら
れ
る
通
り

「自
然
法
爾
」
章
に
は

「他
力
に
は
、
義
な
き
を
義

と
す
」
る
こ
と
が
示
さ
れ
、
特
に
親
鸞
晩
年
の
宗
教
的
世
界
を
示
す
も

の
と
し
て
、
尊
重
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
、
多
く
の
人
が
指
摘
す
る
よ

う
な
、
親
鸞
晩
年
の
宗
教
的
境
地
と
い
っ
た
よ
う
な
、
緊
張
感

の
な
い

世
界
で
は
な
い
。
如
来
の
力
強
い
誓
願
力
、
本
願
力
そ
の
も
の
の
は
た

ら
き
に
よ
っ
て

「無
上
仏
」
に
成
る
、
究
極
の
世
界
を
顕
示
し
た
も
の

で
あ
る
こ
こ
と
は
、
言
を
倹
た
な
い
。

親
鸞
は

「憶
念
弥
陀
仏
本
願
、
自
然
即
時
入
必
定
」
(44
頁
)
と
い
い

「如
来

の
本
願
の
御
名
を
信
ず

る
ひ
と
は
自
然

に
不
退
の
く
ら

い
に
い

た
ら
し
む
る
」
(説
頁
)
「本
願
の
業
因
に
ひ
か
れ
て
自
然
に
安
楽
に
う

ま
る
る
な
り
」
(説
頁
)
「信
は
願
よ
り
生
ず
れ
ぼ
、
念
仏
成
仏
自
然
な

り
、
自
然
は
す
な
わ
ち
報
土
な
り
、
謹
大
涅
槃
う
た
が
わ
ず
」
(㎜
頁
)

と

「自
然
」
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
用
法

に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
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=
二
五

自

然

11
救

済

の
必

然

性

11
本

願

の
道

理

と

い
う
図

式

で

あ

り
、

大
地

自

然

の
回

帰
性

等

を

示

す

も

の

で

は
な

い
。

「自

然

法

爾

」

章

に
六

回

も

「如

来

の
ち

か

い
」

と

い
う

語

が

み

ら

れ

る

が

、

こ

こ

に

も
、

親

鸞

の

人
間

救
済

の
必

然

性

が
、

如
来

の
誓

願

そ

め

も

の

に
あ

る

と

い
う
視

点

が

み
ら

れ

る
。

親

鸞

に
と

つ
で

、

人
間

救
済

と

は
如

来

の
本

願

力

の
必

然

前

帰

結

で
あ

ヴ

、

そ

れ

は
、

如

来

に

と

っ
て
、

自

然

(本
願

)

の
法

則

な

の

で
も

あ

っ
た
。

か
な
ら
ず
も
と

め
ざ

る
に
無
上

の
功

徳
を
え
し

め
、

し
ら
ざ

る
に
広

大

の
利

益
を
う
る
な
り
、
自
然

に
さ
ま
ざ

ま

の
さ
と
り
を
す

な
わ
ち
ひ
ら
く
法
則
な

り
。
法
則
と

い
う

は
、

は
じ
め
て
行

者

の
は
か
ら

い
に
あ
ら
ず
、

も
と
よ
り

不
可
思
議

の
利
益

に
あ
つ

か
る
こ
と
、
自
然

の
あ

り
さ
ま
と
も
う
す

こ
と
を

し

ら
し
む

る
を
法
則
と

は

い
う
な
り
、

一
念
信
心

を
う
る
ひ
と

の
あ
り
さ
ま

の
自
然
な
る

こ
と
を
あ
ら
わ
す
を
法
則
と
は
も
う
す
な
り

(㎝
頁
)

こ

こ
に

は
、

念

仏

の
法

が

「無

上

の
功

徳

」

と

「広

大

の
利

益

」

を

獲

る

道

で
あ

り

、

従

っ

て
、

「さ

ま
ざ

ま

の
さ

と

り

」

を

ひ

ら

く

「
法

則
」

で
あ

る

こ
と

が

こ

こ
に
説

示

さ

れ

て

い
る

。

そ

の
法

則

は

「行

者

の

は

か
ら

い
」

で

は

な

く

、

如

来

の

は

か

ら

い
、

は

た

ら

き

(力
用
)

で
あ

る

か
ら

、

「不

可

思

議

の
利

益

」

を

こ

の
身

に
享

け

、

「
一
念

信

心

を

う

る
」

こ
と

が

で
き

る

の

で
あ

る

と
説

い

て

い
る

。
徹

底

し
た

親

鸞

の

「他

力

」

「本

願

力

」

観

が

こ

こ

に
示

さ

れ

て

い

る
。

こ

こ

に

は
、

「他

力
本

願

」

11

依

存

主

義

と

い

っ
た

余

地

な

ど
全

く

な

い
、

信

心

の

世
界
が
あ
る
。
す
る
ど
、
こ
の
語
の
誤
用
は
、
わ
れ
わ
れ
真
宗
者
自
身

の
信
心
理
解
に
か
か
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
の
こ

と
を
再
確
認
す
る
信
仰
の
営
為
が
、
今
求
め
ら
れ
て
い
る
。

〈記
〉
引
用
の
頁
数
は
、
『真
宗
聖
教
全
書

』
11
、
皿
で
あ
る
。

〈キ
ー
ワ
ー
ド
〉

本
願
他
力

親
鸞

蓮
如

五
木
寛
之

(武
蔵
野
女
子
大
学
教
授
)
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