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六
〇

親
鸞
と
人
間
性
心
理
学

吾

勝

常

行

一
、

は

じ

め

に

「仏
教
と
心
理
学
」
と
い
う
テ
ー

マ
は
、
洋
の
東
西
を
越
え
て
様
々

な
課
題
解
決
に
向
け
て
衆
知
を
集
め
る
べ
き
時
代

の
到
来
を
意
味
す
る
。

そ
の
両
者

の
関
係
に
つ
い
て
、
西
光
義
傲
氏
は
、
広
く
双
方
か
ら
関
心

が
寄
せ
ら
れ
て
き
て
い
る
が
、
そ
の
本
質
に
迫
る
深
み
に
お
い
て
統
合

を
は
か
る

こ
と
は
容
易
な
業
で
は
な

い
と
指
摘
し

つ
つ
も
、
そ
の
関
心

の
高
ま
り
が
知
的
理
解
を
超
え
て
、
体
験
的
理
解
の
領
域
に
ま
で
深

　
ユ
　

ま
っ
て
き
て
い
る
と
こ
ろ
に
着
目
し
て
い
る
。
そ
の
「関
心
の
高
ま
り
」

と
は
人
格
的

・
主
体
的

・
実
存
的
人
間
に
対
す
る
関
心
で
あ
り
、
「
い

ま
、
こ
こ
に
生
き
て
い
る
人
間
」
を
そ
の
焦
点
と
す
る
と
こ
ろ
に
両
者

の
共
通
基
盤
が
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、

「人
間
が
人
間
苦
を
ど
う
克
服

し
、
自
己
実
現
を
は
か
る
か
」
と
い
う
課
題
の
中
で
、
人
間
苦
を
ど
う

捉
え
、
そ
れ
を
ど
う
超
え
る
か
と
い
う
、
人
間
の
根
源
的
存
在
の
問
題

と
、
「行
」
に
み
る
方
法
論
が
具
体
的
な
実
践
課
題
だ
と
い
え
る
。

と
こ
ろ

で
、
親
鸞
は
人
間
の
本
質
が
煩
悩
的

・
苦
悩
的
存
在
で
あ
る

と
い
う
自
覚
に
た
ち
、
そ
の
煩
悩
的
自
己
を
包
摂
し

つ
つ
、
本
願
念
仏

に
そ
れ
を
超
え
た
仏
道
を
見
出
だ
し
た
。
親
鸞

が
伝
統
と
己
証
と
い
う

「か
た
ち
」

で
明
ら
か
に
し
た
そ
の
本
願
念
仏

の
仏
道
を
、
現
代
と
い

う
時
代
に
、
万
人
に
開
か
れ
た

「か
た
ち
」
で
提
示
す
る
に
は
、
わ
れ

わ
れ
は
ど
の
よ
う
な
具
体
的
方
法
論
を
持
ち
得

る
の
か
。
そ
こ
に
、
現

代
に
生
き
る
わ
れ
わ
れ
は
親
鸞
の
教
え
を
学
び

つ
つ
、
自
己
を
ど
の
よ

う
に
深
く
生
き
て
い
る
の
か
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

拙
論
で
は
、
現
代
人
の
心
の
苦
悩
に
関
わ
る
人
間
性
心
理
学

・
カ
ウ

ン
セ
リ

ン
グ
と
仏
教

・
真
宗
と
の
統
合
を
め
ぐ

る
現
状
と
そ
の
課
題
に

言
及
し
、
両
者

の
交
流
点
に
な
り
得
る
、
全

人
格
的
な
場
で

「煩
悩
」

に
よ
り
生
じ
る
実
存
的
苦
悩
を
め
ぐ
り
、
そ
こ
に
顕
れ
た
親
鸞

の
人
間

観
と
援
助
的
人
間
関
係
を
考
察
す
る
。
そ

の
際
、
事
例
研
究

と
し
て

『歎
異
抄
』
第
九
条
に
み
る
親
鸞
と
唯
円
と
の
対
話
を
検
討
す
る
。

二
、

「仏
教
と
心
理
学
」
の
統
合
を
め
ぐ
る

現
状
と
そ
の
課
題
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一
六

一

な
ぜ
今
、
「仏
教
と
心
理
学
」
を
め
ぐ
る
関
心
が
高
ま
っ
て
き
て
い

る
の
か
、
具
体
的
に
二
つ
の
事
例
を
挙
げ
て
検
討
す
る
。

一
つ
は

一
九

九
八
年

一
月
に
二
泊
三
日
で
開
催
さ
れ
た
、
日
本
人
間
性
心
理
学
会
主

催

「仏

教
と
心
理
学

・
心
理
療
法
の
接
点
を
考
え
る
集
い
―
仏
教
心
理

学

の
可

能
性
を
求
め
て
―
」
で
あ
る
。
そ
の
趣
旨
を
示
す

「趣
意
書
」

に
は
、

二

一
世
紀
を
目
前
に
、
人
間
性
や
そ
の
精
神
的
状
況
は
深
く
憂

慮
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
が
、
国
際
的
合
意
に
基
づ
く

「持
続
可
能
な
世

界
」
を
目
標
に
、
い
ま
や
人
類
英
知
の
対
話
・交
流
の
段
階
を
超
え
て
、

統
合
の
試
案
が
提
出
さ
れ
る
段
階
に
至
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い

る
。
そ

こ
で
、
両
者

の
統
合
の
可
能
性
を
三
点
に
求
め
、
①
仏
教
そ
の

も
の
が

「心
」

の
探
求

・
究
明
の
歴
史
で
あ
る
こ
と
、
②
仏
教
は
具
体

的
に
人
間

の
心

の
悩
み

(煩
悩
)
を
解
き
ほ
ぐ
し
癒
す
心
理
学

・
心
理

療
法
の
体
系
と

い
う
性
格
を
強
く
も
っ
て
い
る
こ
と
、
③
仏
教
者
の
課

題
は
、
現
代
と
い
う
時
代
に
生
き
る
人
間
の
心
の
悩
み
を
ど
う
理
解
し
、

癒
し

・
救

い

・
目
覚
め
と
い
う
実
践
的
課
題
に
応
え
う
る
の
か
、
そ
の

実
践
性

の
自
覚
に
こ
そ
焦
点
が
あ
る
と
述
べ
、
検
討
課
題
と
し
て
仏
教

の
英
知

の
再
確
認

・
再
発
見
、
欧
米
の
諸
心
理
学

・
心
理
療
法
と
の
交

流

・
統
合

に
よ
る

〈仏
教
心
理
学
〉
の
確
立
を
提
示
し
て
い
る
。
学
会

の
特
色
と

し
て
、
「人
間
が
人
間
苦
を
ど
う
克
服
し
て
自
己
実
現
を
は

か
る
か
」
と
い
う
共
通
の
実
存
的
課
題
の
明
確
化
、
発
題
者
と
参
加
者

の
相
互

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
プ

ロ
セ
ス
重
視
を
指
摘
し
た
い
。

い
ま

一
つ
は

一
九
九
九
年
五
月
に
五
日
間

の
日
程
で
開
催
さ
れ
た
、

花
園
大
学
国
際
禅
学
研
究
所
主
催

「禅
と
心
理
学
の
出
会
い
―
日
米
国

際
会
議
ー
」
が
あ
る
。
「参
加
案
内
書

(趣
意
)
」
に
は
禅
仏
教

に
対
す

る
西
洋
誥
国
の
関
心
の
高
ま
り
を
述
べ
、

「伝
統
的
な
価
値
観

に
対
す

る
問
い
直
し
と
非
西
洋

の
ス
ピ
リ
チ

ュ
ア
リ
テ
ィ

へ
の
探
求
」
と
し
て

新
た
な
段
階
に
達
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
を
①

禅
の
修
行
経
験
を
背
景
と
す
る
ア
メ
リ
カ
独
自

の
展
開
、
②
文
献
研
究
・

理
論
研
究

の
進
歩
、
③
禅
と
心
理
療
法
と
の
実
践
的
か
つ
理
論
的
な
交

流

・
統
合
に
よ
る
新
た
な
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ

の
次
元

(ト
ラ
ン
ス

パ
ー
ソ
ナ
ル
心
理
学
)
に
求
め
て
い
る
。
そ

の
特
色
と
し
て
、

「自
己

実
現
か
ら
自
己
超
越

へ
」
と
い
う
実
践
的
課
題

の
共
有
、
参
加
者

の
主

体
性

・
実
践
性
の
重
視
が
挙
げ
ら
れ
る
。

「仏
教
と
心
理
学
」

の
関
心
の
高
ま
り
は
、
対
話

・
交
流
か
ら
統
合

の
段
階

へ
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ

へ
の
探
求
と
し
て
、
知
的
理
解
を

超
え
て
体
験
的
理
解
の
領
域
に
ま
で
深
め
ら
れ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

三
、
人
間
性
心
理
学

の
意
味
す
る
も
の

そ
こ
で
、
人
間
性
心
理
学
と
は
何
か
。
そ
の
名
称
が
示
す
よ
う
に
人

問
性

・
人
間
理
解

・
自
己
実
現
に
関
わ
る
心
理
学
を
指
す
。
具
体
的
に

は
ア
メ
リ
カ
の
マ
ス
ロ
ー
、
ロ
ジ
ャ
ー
ズ
ら
の
提
唱
し
た
心
理
学
の
潮

流

(第
三
勢
力
)
を
い
う
。

マ
ス
ロ
ー
ら
は
伝
統
的
心
理
学
に
対
し
、

「い
ま

・
こ
こ
に
生
き
て
い
る
人
間
」
を
客
観
的
に
分
析
す
る
還
元
主

義
や
決
定
論
で
人
間
を
評
価
す
る
在
り
方
を
批
判
し
た
。
そ
し
て
自
己
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一
六
二

実
現
の
尊
重
と
と
も
に
、
自
己
実
現
を
包
摂
し
な
が
ら
自
己
超
越
し
得

る
方
向
性
と
可
能
性
を
見
出
だ
し
て
い
る
。
(ト
ラ
ン
ス
パ
ー
ソ
ナ
ル

心
理
学
)
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
近
代
的
自
我
の
確
立
と
い
う
課

題
と
、
そ

の
自
我
思
想
に
内
在
さ
れ
る
未
熟
性
や
問
題
を
ど
う
乗
り
越

え
る
か
と

い
う
、
二
つ
の
課
題
を
意
味
す
る
。

そ
こ
で
人
間
性
心
理
学
の
中
で
も
、
特
に
人
間
尊
重

の
精
神
を
カ
ウ

ン
セ
ラ
ー

の

「積
極
的
傾
聴
」
の
態
度
と
し
て
具
体
化
し
た
ロ
ジ
ャ
i

　
　
　

ズ
の
P
C

A
に
焦
点
を
当
て
て
考
え
て
み
た
い
。
そ
の

「仮
説
」
と
は
、

個
人
は
自
己
の
内
部
に
自
己
理
解
や
自
己
概
念
、
基
本
的
態
度
、
自
発
的
行

動
を
変
化
さ
せ
て
い
く
為
の
大
き
な
資
源
を
内
在
さ
せ
て
い
る
、
そ
れ
ら
は
、

心
理
学
的
に
定
義
可
能
な
促
進
的
態
度
に
出
合
う
な
ら
ば
出
現
し
て
く
る

と
い
う
も

の
で
あ
る
。
棒
線
部
は
カ
ウ

ン
セ
ラ
ー
の
対
人
的
態
度
を
示

す
が
、
そ
れ
は
①
自
己

一
致
、
②
受
容

(無
条
件
の
積
極
的
関
心
)
、
③

共
感
的
理
解

(積
極
的
傾
聴
)
の
三
条
件

で
必
要
十
分

で
あ
る
。
即
ち

人
格

の
建
設
的
変
化

・
自
己
実
現
が
起
こ
り
得
る
の
は
、

こ
れ
ら

「治

療
者

の
態
度

の
反
映
」
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
の
積
極

的
傾
聴

の
態
度
が
極

め
て
重
要
な
意
味
を
持

つ
。

.と
こ
ろ
で
、
こ
の
P
C
A
と
真
宗
と
は
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
の
で
あ

ろ
う
か
。
両
者
は
そ
の
成
立
の
歴
史
的
背
景
、
理
論
的

・
実
践
的
に
も

異
質
な
存
在
で
あ
る
か
ら
表
面
的
結
合
や
批
判
は
さ
け
る
べ
き
で
あ
り
、

援
助
的
人
間
関
係

の
場
で
、
主
体
的
学
び
を
通
し
て
両
者
が
現
代

の
中

で
ど
の
よ
う
に
交
流

・
統
合
さ
れ
る
べ
き
か
を
問
う
と
こ
ろ
に
留
意
点

が
あ
る
。
そ
れ
を
踏
ま
え
た
上
で
、
真
宗
か
ら

P
C
A

へ
の
批
判
と
し

て
は
、
P
C
A
に
は
教
法

(名
号
法
)
が
な
い
。
従

っ
て
、
迷
悟
に
お

け
る
人
間
の
虚
妄
性

・
罪
業
性

へ
の
追
究
は
な
く
、
超
越
の
契
…機
が
な

い
。
人
間

の
無
明
性

・
虚
妄
性
を
見
抜
き
、
そ

の
質
的
転
換

(獲
信
)

を
は
か
る
こ
と
が
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
真
宗
が
P
C
A
か
ら
学
ぶ
こ
と

と
し
て
①
基
本
的
人
間
観
と
し
て
の
人
間
尊
重

の
精
神
、
②
真
宗
者
が

無
意
識
の
内
に
身
に

つ
け
て
き
た
非
本
来
的
態
度

(権
威
性

・
観
念
性
、

そ
の
傾
向
)

へ
の
気
付
き
と
同
朋
意
識

へ
の
回
帰

の
促
進
、
③
真
宗
現

代
化
の
可
能
性
を
示
唆
、
の
三
点
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、

P
C
A
が
提
起
す
る
課
題
は
、
仏
教

・
真
宗
が
本
来
有
し
て
い
た
実
践

性

の
自
覚
を
人
間
観

・
援
助
的
人
間
関
係
と
い
う
実
存
的
課
題
と
し
て

問
い
直
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

四
、
親
鸞

の
積
極
的
傾
聴
に
み
る
人
間
尊
重

の
精
神

『歎
異
抄
』
第
九
条
に
は
、
親
鸞
と
唯
円
と
の
対
話
が
み
ら
れ
る
。
こ

れ
は
唯
円
か
ら
み
た
親
鸞

の
態
度
で
あ
る
が
、
親
鸞
滅
後
も
唯
円
の
心

に
感
慨
深
く
残

っ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け

で
親
鸞

の
態
度

が
援
助

的
で
あ
っ
た
こ
と
が
看
取
で
き
る
。
ま
た
、
こ
の
態
度
が
人
間
科
学
と

し
て
の
P
C
A
に
よ
っ
て
見
直
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
は
、
時
代
を
超

え
る
も
の
が
親
鸞

の
態
度
に
顕
わ
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

唯
円
と
対
話
し
て
い
る
親
鸞

の
態
度
に
は
、
二
つ
の
特
徴
が
み
ら
れ

る
。

一
つ
は
積
極
的
傾
聴

の
態
度
で
あ
り
、
い
ま

一
つ
は
自
己
開
示
の
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一
六
三

態
度

で
あ
る
。
ま
ず
、
積
極
的
傾
聴
の
態
度
、
即
ち
援
助
的
態
度
か
ら

み
て
い
く

こ
と
と
す
る
。
こ
こ
で

「援
助
的
」
と
は
、
聞
法
の

一
場
面

に
お
い
て
で
あ
り
、
唯
円
自
身
の
、
そ
の
内
面
か
ら
念
仏
の
教
法
を
聞

き
た
い
と

い
う
主
体
的
自
発
的
関
心
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
冒

頭
に
は
、
唯
円
の
宗
教
的
疑
問
が

「念
仏
申
し
候

へ
ど
も
」
と
い
う
形

で
、
否
定
的
・内
省
的
感
情
と
し
て
表
出
さ
れ
て
い
る
。
換
言
す
れ
ぼ
、

否
定
的
な
本
音
が
出
せ
る
こ
と
は
、
唯
円
自
身
が
親
鸞

の
態
度
に
受
容

的
関
心
、
即
ち

「積
極
的
傾
聴
」
の
態
度
を
感
じ
取

っ
た
こ
と
を
伺
わ

せ
る
。
そ
れ
を
裏
付
け
る
言
葉
が
次
の
親
鸞
の
言
葉
、
「親
鸞
も
こ
の

不
審
あ
り

つ
る
に
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
唯
円
の
自
己
を
あ
り
の
ま
ま
に

語
っ
た
否
定
的
感
情
に
対
す
る
、
親
鸞

の
率
直
な
受
け
と
め
で
あ
る
。

「親
鸞
」
と

い
う
固
有
名
詞
で
語

っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
唯
円
と
い
う

「
ひ
と
り

の
人
格
」
に
対
す
る
人
間
尊
重

の
精
神
が
み
ら
れ
る
。
ま
た

　
ヨ

「た
ま
ふ
」
(お
も
ひ
た
ま
ふ
な
り
)
が
謙
譲
の
意
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ

こ
に
は
権
威
的
上
下
関
係
は
見
出
だ
せ
ず
、
人
格
と
人
格
と
い
う
、
対

等
の
立
場

で
唯
円
と
対
面
し
て
い
る
親
鸞
が
い
る
。
そ
れ
が

「も
」
と

い
う
受
容
的

・
共
感
的
な
態
度
に
な
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ

で
、
唯
円
の
否
定
的
感
情
と
は
、
念
仏
し
な
が
ら
そ
の
教
法

の
意
義
を
親
鸞
よ
り
聴
聞
す
る
こ
と
に
よ
り
起
き
た
、
自
身
の
内
面
か

ら
生
じ
た
実
存
的
苦
悩
で
あ
る
。
親
鸞
は
こ
の
唯
円
の
実
存
的
苦
悩
を

傾
聴
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「親
鸞
も
こ
の
不
審
あ
り
つ
る
に
」
と
は
、

親
鸞
自
身

も
か

つ
て
法
然

の
教
え
を
聴
聞
す
る
中
で
起
き
た
実
存
的
苦

悩
で
あ
る
と
い
う
。
親
鸞
は

「
い
ま
、
こ
こ
で
」
苦
悩
す
る
唯
円
の
言

語

・
非
言
語
を
積
極
的
に
傾
聴
し
な
が
ら
、

「
い
ま
、
こ
こ
で
」
親
鸞

の
身
の
内
に
起
き
て
い
る
あ
り
の
ま
ま
の
気
持

ち
を
表
明

(自
己
開
示
)

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
聴
聞
に
よ
っ
て
生
じ
る
こ
の
実
存
的
苦

悩
を
、
親
鸞
は
ど
う
捉
え
、
ど
う
超
え
た
の
か
、
自
己
開
示
さ
れ
た
親

鸞

の
言
葉
に
よ
っ
て
検
討
す
る
。

五
、
親
鸞

に
み
る
仏
教
的
体
験

(獲
信
)
に

基
づ
く
自
己
開
示

親
鸞

の
自
己
開
示
の
態
度
と
は
、
親
鸞
自
身

が
本
願
念
仏
の
教
法
を

ど
の
よ
う
に
領
解
し
て
い
る
か
を
語
る
態
度
で
あ
る
。
唯
円
に
対
す
る

積
極
的
傾
聴
の
態
度
と
、
こ
の
自
己
開
示
め
態
度
と
の
接
点
は

「親
鸞

も
こ
の
不
審
あ
り

つ
る
に
」
と
い
う
言
葉
に
み
ら
れ
る
。
「こ
の
不
審
」

と
明
確
化
す
る
点
に
、
個
別
を
超
え
て
普
遍
性
を
有
す
る
、
聴
聞

・
獲

信
に
関
わ
る
実
存
的
苦
悩
で
あ
る
こ
と
を
伺
わ
せ
る
。
こ
こ
に
ふ
唯
円

の
苦
悩
と
響
き
合

っ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
親
鸞

は
唯
円
に
対
し
、
ど
の
よ
う

に
自
己
開
示
し
て
い
る

の
か
。
喜
ぶ
べ
き
こ
と
を
喜
ば
な
い
の
は
、
い
よ
い
よ
往
生

一
定
だ
と

思
う
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は

一
見
矛
盾
す
る
が
、
そ
の
意

図
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
こ
こ
で
親
鸞
の
語
る
こ
と
に
二
つ
あ
る
。
①

喜
ぼ
な
い
の
は
な
ぜ
か
、
②
往
生

一
定
と
思
う

の
は
な
ぜ
か
、
で
あ
る
。

前
者
は
か

つ
て
の
親
鸞
が
、
今
目
前

の
唯
円
が

そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
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喜
ぶ
べ
き
こ
と
を
喜
ぼ
な
い
実
存
的
苦
悩
の
た
だ
中
に
あ
る
、
そ
の
全

人
格
が
煩
悩
の
所
為

・
興
隆
で
あ
る
と
述
べ
る
。
ま
た
後
者
に
つ
い
て

は
、
こ
の
煩
悩
的

・
苦
悩
的
存
在
の

「わ
れ
ら
」
を

「か
ね
て
し
ろ
し

め
し
」

「仰
せ
ら
れ
」
「た
め
な
り
け
り
と
し
ら
れ
」
る
も
の
が
他
力

の

悲
願
で
あ
る
と
述
べ
る
。
即
ち

「本
願
招
喚
の
勅
命
」
(本
願
念
仏
)
を

聞
い
て

「た
め
な
り
け
り
と
し
ら
れ
」
た
の
が
親
鸞
で
あ
る
。
『歎
異

抄
』
後
序
に
あ
る

「ひ
と

へ
に
親
鸞

一
人
が
た
め
な
り
け
り
」
と
い
う

言
葉
も
、
こ
の
親
鸞
自
身

の
自
己
開
示
の
言
葉

で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
こ
で
親
鸞
は
喜
ぶ
心
を

一
切
問
題
に
し
て
い
な
い
。

そ
れ
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。
喜

べ
な
い
も
の
を
喜
べ
と
も
、
喜
べ
な

い
ま
ま

で
よ
い
と
も
言

っ
て
な
い
。
そ
れ
ら
は
人
間
の
示
唆
や
方
法
論

で
あ
り
、
称
え
方
・信
じ
方
は
自
ら
の
心
の
詮
索
で
、
「は
か
ら
い
」
の

心
で
し
か
な
い
こ
と
を
親
鸞
自
身
自
覚
し
て
い
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

信
巻
別
序
に
は
、
獲
信
す
る
こ
と
は
阿
弥
陀
仏

の
大
悲
心
よ
り
発
起
し
、

釈
尊
の
衿
哀
心
よ
り
顕
彰
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
換
言

す
れ
ぼ
、
唯
円
の
こ
の
実
存
的
苦
悩

の
克
服
は
唯
円
に
よ
っ
て
の
み
克

服
し
得

る
が
、
唯
円
に
よ
っ
て
は
克
服
し
得
な
い
苦
悩

で
あ
る
こ
と
を

親
鸞
は
自
覚
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
人
間
の

「は
か
ら
い
」
を

超
え
た
他
力
の
悲
願
が
あ
る
。
親
鸞
は
法
然
に
出
会
い
、
本
願
念
仏
を

聴
聞
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
実
存
的
苦
悩
を
克
服
し
得
た
。
そ
こ
に

は
悲
願

の
躍
動
態
と
と
も
に
、
法
然
に
出
会
う
と
い
う

「出
会

い
の
質
」

の
実
践
的
課
題
が
あ
る
。

六
、
結

論

『歎
異
抄
』
第
九
条
に
お
い
て
、
親
鸞
は
唯

円
の
実
存
的
苦
悩
を
積

極
的
に
傾
聴
す
る
こ
と
に
よ
り
、
か

つ
て
の
親
鸞
自
身
の
獲
信
に
関
わ

る
実
存
的
苦
悩
と
響
き
合
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
唯
円
に
対
し
、

「
ひ
と
り
の
人
格
」
と
し
て
尊
重
し
よ
う
と
す

る
時
、
唯
円
の
苦
悩
は

唯
円
に
よ
っ
て
し
か
克
服
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
こ
と
を
親
鸞

は
見
抜

い
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
自
己
開
示
の
意
義
が
あ
る
。
親
鸞
自
身

は
、
獲
信
に
関
わ
る
実
存
的
苦
悩
を
ど
う
克
服
し
得
た
の
か
。
親
鸞

一

人
が
た
め
の

「本
願
招
喚
の
勅
命
」
を
そ
の
ご
と
く
信
じ
た
の
み
で
あ

る
。
親
鸞

の
同
朋
意
識
と
は
、

「本
願
招
喚

の
勅
命
」
を
通
し
て
、
唯

円
の
苦
悩
を
積
極
的
に
傾
聴
し
、
自
己
開
示

し
て
い
る
。
そ
こ
に
本
願

念
仏
の
躍
動
態
と

「出
会

い
の
質
」
と
い
う
実
存
的
課
題
が
あ
ろ
う
。
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