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親
鸞
他
力
義

の

一
考
察

高

田

未

明

親
鸞

は
行
巻
に
て

「他
力
と
い
ふ
は
如
来

の
本
願
力
な
り
」
と
規
定

す
る
が
、
こ
こ
に
示
さ
れ
る
本
願
力
の
意
義
が
明
ら
か
に
な
ら
な
け
れ

ば
、
親
鸞
の
他
力
義
は
明
確
な
も
の
と
は
な
ら
な
い
。
こ
の
文
に
つ
づ

く
、
他
力
釈
下
の
曇
鸞
引
文
に
本
願
力

の
内
実
を
窺

っ
て
み
た
い
。

ま
ず
菩
薩
が
教
化
地
に
至
る
方
法
と
し
て

「菩
薩
は
か
く
の
ご
と
き

五
門
の
行
を
修
し
て
、
自
利
利
他
し
て
、
す
み
や
か
に
阿
褥
多
羅
三
貌

三
菩
薩

を
成
就
す
る
こ
と
を
得
た
ま

へ
る
が
ゆ

へ
に
。
仏

の
所
得

の
法

を
、
名

づ
け
て
阿
褥
多
羅
三
貌
三
菩
薩
と
す
。
」
と
示
し
、
礼
拝

・
讃

嘆

・
作
願

・
観
察

の
自
利
の
行
と
、
回
向
と
い
う
利
他

の
行
を
成
就
す

る
こ
と

に
よ
っ
て
至
り
う
る
と
さ
れ
、
こ
こ
に
は
菩
薩
が
行
す
べ
き
自

利
と
利
他

の
関
係
が
述

べ
ら
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
自
己
を
深
め
て
ゆ

く
自
利
行
は
単
に
己
の
利
益

の
た
め
に
な
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
自
己

深
化

の
行
為
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
ま
ず
他

の
衆
生
を
利
益
す
る
行
為
が

な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ぼ
、
自
利
と
は
ま
さ
し
く

利
他
す
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
利
他

こ
そ
が
自
己
を
深
め
る
自
利

行
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
自
利
即
利
他

の
行
を
成
就
し
た
菩
薩
は

菩
提
を
得
、
仏
と
な
る
の
で
あ
る
。
以
上
よ
り
す
れ
ば
、
菩
薩
が
自
利

利
他
の
行
を
修
し
て
仏
と
な
っ
て
ゆ
く
力
用
が
ま
さ
し
く
本
願
力
だ
と

み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
本
願
力
に
は
自
利
と
利
他

の
二
面
が
あ

り
、
両
者
は

一
方
を
抜
き
に
し
て
他
は
成
立
し
え
な
い
関
係

に
お
か
れ

て
い
る
。

次
の
藪
求
其
本
釈

で
は
、
菩
薩
が
仏
果
に
至
る
根
本
原
因
を
求
め
る

な
ら
ぼ
、
菩
薩
が
た
だ
自
己

の
力
に
よ
っ
て
自

利
利
他
成
就
し
た
の
で

は
な
く
、
阿
弥
陀
仏
を
増
上
縁
と
し
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
浄
土
願
生

の
行
に
お
い
て
阿
弥
陀
仏

の
本
願
力
の
は
た
ら
き
を
蒙
ら
な
い
も
の
は

な
い
の
で
あ
り
、
た
だ
阿
弥
陀
仏

の
本
願
力

に
よ
っ
て
の
み
、
仏
果

へ

至
る
因
縁
が
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
先

の
菩
薩

の
本
願
力
に
加

え
て
、
さ
ら
に
阿
弥
陀
仏

の
本
願
力
が
み
ら
れ

る
。
本
願
力
が
二
重

の

構
造
と
な

っ
て
い
る
が
菩
薩
の
本
願
力
は
す
べ
て
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願

力
を
増
上
縁
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
成
就

し
う
る
の
で
あ
る
。
こ

の
増
上
縁
の
根
拠
と
し
て
は
四
十
八
願
の
な
か
、
特
に
三
願
を
も
っ
て

引
証
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
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つ
づ
く
他
利
利
他
の
文
は
、
証
巻
に
お
い
て
は

「宗
師
は
大
悲
往
還

の
回
向
を
顕
示
し
て
、
ね
む
ご
ろ
に
他
利
利
他
の
深
義
を
弘
宣
し
た
ま

へ
り
。」

と
し
て
説
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
仏
と
衆
生
に
お
け
る

「他
」

が
問
題
と
さ
れ
、
親
鸞
他
力
義

の
論
理
が
さ
ら
に
明
瞭
と
な
る
。

他
利
と
利
他
と
、
談
ず
る
に
左
右
あ
り
。
も
し
自
ら
仏
を
し
て
い
は
ば
、
よ

ろ
し
く
利
他
と
い
ふ
べ
し
。
自
ら
衆
生
を
し
て
い
は
ば
、
よ
ろ
し
く
他
利
と

い
ふ
べ
し
。
い
ま
ま
さ
に
仏
力
と
談
ぜ
ん
と
す
、
こ
の
故
に
利
他
を
も
つ
て

こ
れ
を
い
ふ
。
ま
さ
に
知
る
べ
し
こ
の
意
な
り
。

他
利
と
利
他
、
も
し
仏
の
と
こ
ろ
で
い
う
の
な
ら
ぼ
利
他
で
あ
り
、
衆

生

の
と

こ
ろ
で
あ
れ
ば
他
利
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
阿
弥
陀
仏

の
本
願
力

に
つ
い
て
談
じ
て
い
る
故
に
、
利
他

の
意
に
お
い
て
解
釈
さ
れ
ね
ぼ
な

ら
な
い
、
と
す
る
の
で
あ
る
。
先
の
藪
求
其
本
釈
に
て
、
菩
薩
と
阿
弥

陀
仏
の
二
種
の
本
願
力
が
み
ら
れ
た
。
・前
者
菩
薩

の
本
願
力
に
は
自
利

と
利
他
と
い
う
二
面
が
あ
り
、
そ
の
自
利
と
利
他
が
互

い
に
深
く
関
係

し
あ
っ
て
、
仏
果
に
至
る
と
い
う
本
願
力
で
あ
る
。
し
か
し
、
菩
薩
が

自
利
利
他
を
行
じ
よ
う
と
も
阿
弥
陀
仏

の
本
願
力
を
増
上
縁
と
し
な
い

限
り
、
決
し
て
菩
薩
は
仏
果

へ
至
り
え
な
い
の
で
あ
っ
た
。
そ
う
で
あ

る
な
ら
ば
阿
弥
陀
仏
の
本
願
力
と
は
、
菩
薩

の
本
願
力
を
根
底
よ
り
支

え
、
菩

薩
を
し
て
必
ず
仏
果

へ
至
ら
し
め
る
根
本
原
因
と
な
る
べ
き
増

上
縁
で
あ
り
、
そ
れ
は
た
だ
阿
弥
陀
仏
の
利
他
の
み
の
本
願
力
で
あ
る
。

こ
の
利
他
を
承
け
て
他
利
利
他
が
論
ぜ
ら
れ
る
の
な
ら
ば
、
も
う
ひ

と
つ
の
他
利
は
衆
生
の
存
在
を
示
す
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
衆
生
に

お
い
て

「利

(利
す
る
)
」
を
語
る
な
ら
ば
、
「衆
生
が
利
す
る
」
と

「衆

生
を
利
す
る
」
の
二
つ
の
文
が
成
り
立

つ
。
そ
し
て
さ
ら
に

「他
」
を

含
め
て
考
え
る
な
ら
ば

「衆
生
が
他
を
利
す
る
」
も
し
く
は

「他
が
衆

生
を
利
す
る
」
と
な
り
、
こ
の
い
ず
れ
か
が
他
利
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

前
者

つ
い
て
は
、
確
か
に
衆
生
が
他

の
衆
生
を
利
益
す
る
と

い
う
は
た

ら
き
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
親
鸞
が
曇
鸞
の
藪
求
其
本
釈
を
展
開

し
て
阿
弥
陀
仏
の
救
済
を
明
確
に
し
た
こ
と
よ
り
す
れ
ば
、
衆
生
の
利

他
行
は
否
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
む
し
ろ
後
者
の

「他
が
衆
生
を
利

す
る
」
が
他
利

の
意
に
適
う
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。
な
ら
ぼ
他
利
は

「他

で
あ
る
仏
が
衆
生
を
利
す
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
ま
た
利
他

は

「他
で
あ
る
衆
生
を
仏
が
利
す
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
こ
と
が
明

ら
か
と
な
る
。
つ
ま
り
他
利
の

「他
」
は
阿
弥
陀
仏
を
、
利
他
の

「他
」

は
衆
生
を
指
す
言
葉
で
あ
り
、
こ
こ
に
お
い
て
他
力
釈

の

「他
」
は
立

場
に
よ
っ
て
そ
の
意
味
す
る
内
容
が
変
わ
る

こ
と
に
注
意
せ
ら
れ
る
の

で
あ
る
。

他
力
釈

で
は
い
ま
の
論
じ
た
他
利
利
他
の
ほ
か
に
も
う

一
箇
所
、
「菩

薩
は
第
五
門
に
出
で
て
回
向
利
益
他
の
行
成
就
し
た
ま

へ
り
」
と
す
る

「他
」

の
語
の
用
例
が
み
ら
れ
、

こ
こ
で
は
教

化
地

の
菩
薩
が
衆
生
を

回
向
利
益
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
菩
薩
が
他
を
利
す
る

意
で
あ
り
、
他
と
は
衆
生
を
指
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に

み
る
な
ら
ば
、
救
い
の
側
よ
り
本
願
力
の
は
た
ら
き
を
示
す
場
合
に
お

い
て

「他
」
は
必
ず
衆
生
を
意
味
す
る
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
本
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願
力
と
は

「利
他
」
で
あ
る
故
に
、
他
力
の

「他
」
は
、
本
来
的
に
は

衆
生
を
意
味
す
る
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
う
し
て
他
利
利
他
の
文
に
て
、
阿
弥
陀
仏
と
衆
生
の
あ
い
だ
に
お

け
る

「利

(利
す
る
)」
と
い
う
関
係

の
存
在
が
示
さ
れ
た
。
な
ら
ば
、

他
利
と
利
他
は
衆
生
と
仏
と
の
関
係
を
示
す
の
で
あ
る
か
ら
、
言
葉
は

逆
の
二

つ
の
方
向
を
示
し
て
も
内
容
と
し
て
は
同

一
の
事
柄
、

一
つ
の

関
係
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
こ
と
を
指
し
て

「談
ず
る
に
左
右

あ
り
」
と
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
他
利
も
利
他
も
阿
弥
陀
仏
が
衆

生
を
利
す
る
、
と
い
う

一
方
向

の
関
係
を
明
ら
か
に
し
た
言
葉
だ
と
知

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
箇
所
は

『論
註
』
原
文
で
は

「若
自
仏
而
言

宜
言
利
他
、
自
衆
生
而
言
宜
言
他
利
」
で
あ
り
、

一
般
に
は

「も
し
仏

よ
り
し
て
い
は
ば
、
よ
ろ
し
く
利
他
と
い
ふ
べ
し
。
衆
生
よ
り
し
て
い

は
ば
、

よ
ろ
し
く
他
利
と

い
ふ
べ
し
。
」
と
読
ま
れ
る
。

こ
の
解
釈
し

て
は

「利
他
と
は
仏
の
は
た
ら
き
を
、
他
利
と
は
衆
生
の
は
た
ら
き
を
、

そ
れ
ぞ
れ
示
す
言
葉

で
あ
る
」
と
な
ろ
う
。
こ
れ
を

「自
ら
仏
を
し
て
」

「自
ら
衆
生
を
し
て
」
と
読
ん
だ
親
鸞

の
立
場
に
し
た
が
え
ば

「
(利
す

る
と
い
う

一
つ
の
こ
と
が
ら
を
)
も
し
仏
自
身
に
つ
い
て
い
え
ば
他
利
と

い
う
べ
き
で
あ
り
、
も
し
衆
生
自
身

に
つ
い
て
い
え
ば
他
利
と

い
う

べ

き
で
あ

る
。
」
と
な
り
、
阿
弥
陀
仏

の
救
済
を
明
瞭
に
示
す
意
に
な
る

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

〈
キ
ー

ワ
ー
ド
〉

本
願
力
、

他
力
、
他
利
利
他

(龍
谷
大
学
大
学
院
)
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