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真
宗

に
お
け
る

「老

い
」
の
思
想

―

親
鸞

・
蓮

如
を
中
心
に
―

〓

憲

之

高
齢
社
会
を
迎
え
た
日
本
に
お
い
て
、
人
間

の

「老

い
」
の
問
題
が
、

多
く
の
場
所
で
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
一
言
で

「老
い
」

の
問
題

と
言

っ
て
も
、
そ
れ
は
単
に
加
齢
に
伴
う
身
体
的
機
能

の
衰
え

(肉
体
的
問
題
)

の
み
を
取
り
上
げ
る
も
の
で
は
な
く
、
「老

い
」
そ
の

も
の
に
対
す
る
不
安
感
や
、
そ
の
受
容
に
関
す
る
こ
と

(精
神
的
問
題
)
、

高
齢
社
会
に
お
け
る
社
会
施
策
や
老
後
の
生
活
に
関
す
る
こ
と

(社
会

的
問
題
)
等
が
、
様
々
な
視
点

に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
仏
教
は

「老

い
」
の
問
題
に
如

何
に
関

わ
っ
て
い
る
の
か
―
言
う
ま
で
も
な
く
、
仏
教

に
お
い
て
は

「老

い
」
を
四
苦

(生
老
病
死
)
の

一
つ
に
挙
げ
、
人
間
に
と
っ
て
は
避

け
ら
れ
な
い
道

の

一
つ
と
し
て
考
え
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
超
え
て
い

く
思
考
、
方
法
が
釈
尊
の
時
代
か
ら
様
々
な
場
面
で
示
さ
れ
て
く
る
の

で
あ
る
。
つ
ま
り
人
間
の
老

い
の
解
決
と
い
う
こ
と
は
仏
教
思
想
の
根

幹
に
関
わ
る
重
要
な
問
題
の

一
つ
で
あ
る
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。
た

だ
、

「老

い
」
そ
の
も
の
が
個
別
に
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
い

よ
う
で
あ
り
、
多
く
の
場
合
、
生
死
観
、
苦
、
生
老
病
死
等

の
問
題

の

中
で
部
分
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は

「老
い
」
の
持

つ
抽
象
性
、

あ
る
い
は

「老

い
」
の
問
題
が
最
終
的
に
は
生
死
の
問
題
に
含
ま
れ
る

(苦
の
原
因
は
同
様
と
す
る
)
と
す
る
考
え
が
多

い
か
ら
で
あ
る
。

こ
の

よ
う
な
考
え
は
も
っ
と
も
な
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
一
方
に
お
い
て
、

先
に
示
し
た
よ
う
な
日
本
社
会
の
現
状
を
考

え
る
と
、
も
う
少
し

「老

い
」
そ
の
も
の
に
つ
い
て
考
え
る
必
要
が
あ

る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
る
。

そ
こ
で
今
回
は
、
真
宗
に
お
け
る

「老

い
」

の
問
題
を
、
真
宗
思
想

の
基
礎
と
も
い
う
べ
き
親
鸞
、
蓮
如
の
思
想
を
中
心
に
し
て
の
考
察
を

し
て
い
く
こ
と
に
し
た
。
な
お
、
本
テ
ー
マ
は
未
だ
研
究
中
の
段
階
で

あ
り
、
ま
た
紙
数

の
都
合
も
あ
る
の
で
、
不
十
分
に
思
わ
れ
る
箇
所
が

あ
る
と
思
う
が
、
そ
の
点
は
ご
容
赦

い
た
だ
き
た
い
。

先
に
仏
教
思
想
研
究

の
中

で
老

い
の
問
題

が
個
別
に
扱
わ
れ
る
こ
と

は
少
な

い
と
い
う
こ
と
に
触
れ
た
が
、
そ
れ

は
親
鸞
、
蓮
如
の
思
想
研

究
の
場
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
り
、
法
話
等

で
は
し
ば
し
ば
取
り
上
げ

ら
れ
る
も
の
の
、
「老

い
」
そ
の
も
の
が
個
別

の
研
究
対
象
と
し
て
論
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真
宗

に
お
け

る

「老

い
」
の
思
想

(〓

)

二

一
九

じ
ら
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
確
か
に
、
親
鸞
、
蓮
如
の
両
者
は

所
謂

「長
寿
」
の
部
類
に
入
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
特
に
親
鸞

の
場
合
は
、

著
作
等

に

「老
い
」
に
関
す
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
述
べ
ら
れ
て
お
ら
ず
、

こ
れ
を
研
究
対
象
と
し
て
思
考
し
て
い
く
こ
と
は
困
難
な
こ
と
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
、
真
宗
教
団
に
お
い
て
は
近
年
、
ビ

ハ
ー
ラ
な
ど
で
、

高
齢
者

に
深
く
関
わ
っ
て
く
る
活
動
を
展
開
し
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な

点
等
か
ら
考
慮
す
る
と
、

「老

い
」
と

い
う
こ
と
に
対
し
、
も
う
少
し

研
究
し
て
い
か
ね
ぼ
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、

真
宗
に
お
い
て

「老

い
」
を
誥
る
場
合
、
精
神
的
部
分
の
問
題
が
中
心

に
な
る
と
い
う

こ
と
は
指
摘
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
加
齢
に
伴
う

身
体

の
衰
え
、
肉
体
的
問
題
は
真
宗
思
想
に
お
い
て
解
決
で
き
る
問
題

で
は
な
く
、
医
療
や
科
学
等
で
の
分
野
の
問
題
と
な
っ
て
く
る
と
言
え

よ
う
。
確
か
に
、
著
述
等
よ
り
、
親
鸞
、
蓮
如
と
も
に
加
齢
に
伴
う
肉

体
的
問
題
に
直
面
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、結
果
的
に
は
、

そ
れ
を
如
何
に
克
服
し
て
い
く
の
か
が
真
宗
思
想

の
中

で
の

「老
い
」

問
題
の
中
心
課
題

と
な
っ
て
く
る
と
言
え
る
。

さ
て
、
親
鸞
と
蓮
如
の

「老

い
」
に
対
す
る
姿
勢
に
つ
い
て
で
あ
る

が
、
両
者

の
問

に
は
思
想
や
晩
年
の
生
活
状
況
等
に
い
く

つ
か
の
相
違

点
は
あ

る
も
の
の
、
そ
の
中
に
は
共
通
点
も
見
ら
れ
る
。
例
え
ぼ
、
著

述
等
か
ら
判
断
す
る
と
、
両
者
は
身
体
的
衰
え
に
苛
ま
れ
、
老

い
を
必

ず
し
も
肯
定
的
に
は
捉
え
て
い
な
い
も
の
の
、
そ
れ
に
対
す
る
恐
怖
心

と
い
っ
た
も
の
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
点
。
ま
た
、
老
い
を
死
に
近

い
存

在

と

し

て
捉

え

て

い

る
点

な

ど

が

そ
う

で
あ

る
。

こ
れ

を

具
体

的

に
見

れ
ば

、

親

鸞

の
場

合

、

「目

も

み

え
ず

候

。

な

に
ご

と

も

み

な

わ

す

れ

て
候

う

へ
に
」

(『
末
燈
鈔

』
『
真
宗
聖
教
全
書

H
』
六
六
九

頁
)

と
自

身

の
老

い
を

認

め

た

上

で
、

こ
の
身

は
、

い
ま

は
、

と
し

き
は
ま
り

て
さ
ふ
ら

へ
ば
、

さ
だ
め

て
さ
き
だ

ち

て
往
生
し
候
は
ん
ず
れ
ば

…

(『末
燈
鈔
』
『
真
宗
聖
教
全
書

H
』
六
七

三
頁

)

親
鸞

は
さ
き
だ

ち
ま

い
ら
せ
候

は
ん
ず

ら
ん
と
、

ま
ち
ま

い
ら
せ

て
こ
そ
候

つ
る
に
、
さ
き
だ
た
せ
給

候
事
、
申
ば

か
り
な
く
候
…

(『
高
田
入
道

殿
御

返

事
』
『
真
宗
聖
教
全
書
H
』
七

二
四
頁

)

等

と

し
、

老

い

に

よ

っ
て

も
た

ら

さ

れ

る

「往

生

」
、

あ

る

い

は
人

間

存

在

の
限

界

と

い
う

も

の

を

十

分

に
認
識

し

て

お
り

、
蓮

如

も

、
自

身

の
老

い

に

つ
い

て

「
い

つ

の
ま

に
か

は
年
老

の

つ
も

る
ら

ん

と

も

お
ぼ

え
ず

し
ら

ざ

り

き

。

し

か

る

に

そ

の
う

ち

に

は
、

さ

り

と

も

、

あ

る

ひ

は
花

鳥

風

月

の
あ

そ

び

に

も

ま

じ

は

り

つ
ら

ん
。

ま
た

歓

楽

苦

痛

の
悲

喜

に
も

あ

ひ

は
ん

べ

り

つ
ら

ん

な

れ

ど

も
、

い
ま

に

そ

れ

と

も

お

も

ひ

い
だ

す

こ
と

と

て

は

ひ

と

つ
も

な

し

。

た
だ

い
た

づ

ら

に

あ

か

し

、

い

た
づ

ら

に
く

ら

し

て
、
老

の

し

ら

が

と
な

り

は

て

ぬ

る
身

の
あ

り

さ

ま

こ

そ

か

な

し

け

れ

。
」

(
『
御
文

章
』

四
帖

目
四

『真
宗

聖
教
全
書

日
』

四
七

九
頁
)

と
語

り

、

そ

の

一
方

で

老
ら
く

の

い
つ
ま

て
か
く

や

病
な

ま
し

ム
カ

ヘ
タ

マ
ヘ
ャ

弥
陀

ノ

浄
土

へ

(『
真
宗
資
料
集
成

』
第

二
巻

三
六
二
頁
)

八
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五
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真
宗

に
お
け
る

「老

い
」
の
思
想

(〓

)

二
二
〇

(同
右
)

な
ど
と
し
、
親
鸞
と
同
様
に

「老

い
」
と

「死
」
に
直
面
し
て
い
る
自

身

の
姿
を
十
分
に
認
識
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
い
く
と
、
親
鸞
、
蓮
如

の

「老
い
」
に
対
す
る
思

想
は
、

現
代
社
会
が

「老

い
」
を

「暗
」
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
捉
え
、

「対
決
」
、

「逃
避
」
し
て
い
く
よ
う
な
思
考
傾
向
と
は
明
ら
か
に
異
な

り
、.
身
体
的
老
化
に
対
し
て
、
あ
く
ま
で
人
間
の
営
み
に
お
い
て
は
必

然
な
も

の
と
し
、
明
暗
ど
ち
ら

の
イ
メ
ー
ジ
に
片
寄
る
こ
と
な
く
、
死

に
向
か
う
段
階
と
し
て
、
淡
々
と
捉
え
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
し

て
い
る

こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
は
言
わ
ば

「老
い
」
の
十
分
な

「受
容
」

で
あ
る
。

つ
ま
り
、
親
鸞
、
蓮
如
は
、
深
い
信
仰
に
基
づ
き
形
成
さ
れ

た

「老

い
」
の
思
想

(当
然
、
そ
こ
に
は
生
死
観
、
浄
土
観
、
人
間
観
な
ど

の
多
数
の
要
素
を
含
む
が
)
を

「受
容
」
す
る
こ
と
に
よ
り
、
加
齢
に
伴

う
様
々
な
苦
の
問
題
を
克
服
し
て
い
っ
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
そ
れ

だ
か
ら

こ
そ
、
無
論
、
健
康
状
態
も
大
い
に
関
係
す
る
の
だ
が
、
両
者

共
に
晩
年
ま
で
精
力
的
な
活
動
が
行
え
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

た
だ
、

こ
こ
で
改
め
て
指
摘
し
て
お
く
が
、
「老
い
」
受
容
に
関
し

て
、
親
鸞

と
蓮
如
と
で
は
、
そ
の
姿
勢
は
全
く
同
じ
,と
い
う
訳
で
は
な

い
。
両
者

と
も
に
老

い
に
対
す
る
受
容
は
成
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る

が
、
そ

の
後

の
姿
勢
に
つ
い
て
は
異
な
る
。
先
に
も
少
し
述
べ
た
こ
と

で
あ
る
が
、
親
鸞
の
場
合
は
結
果
と
し
て
、

「老

い
」
の
問
題
は
自
身

の
信
仰

に
何

の
妨
げ
に
も
な
ら
な
い
も
の
と
し
、
「老
い
」
に
つ
い
て

著
述
等

で
ほ
と
ん
ど
触
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た

の
で
あ
る
が
、

一
方
の

蓮
如
に
お
い
て
は

「老
い
」
の
心
情
を
、
教
義
的
部
分
に
付
し
な
が
ら

和
歌
な
ど

の
多
く
で
そ
れ
を
吐
露
し
、
「老

い
」
の
場
に
お
け
る
信
仰

の
形
態
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
こ
れ
は
両
者

の
思
想

的
及
び
社
会
的
背
景
の
違

い
等
に
起
因
す
る
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ

れ
ら
に
つ
い
て
の
研
究

の
詳
細
は
ま
た
の
機
会

に
譲
り
た
い
と
思
う
。

と
も
か
く
、
真
宗
思
想

に
お
い
て

「老
い
」

の
問
題
を
考
え
る
場
合
、

信
仰
を
基
礎
と
し
た

「老
い
の
受
容
」
と
い
っ
た
も
の
が
、

一
つ
の
大

き
な
特
徴
と
し
て
現
れ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
今
後
、

さ
ら
に
親
鸞
や
蓮
如
の
思
想
構
造
を
探
り

つ
つ
、
本
研
究
を
充
実
さ
せ

て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

〈キ

ー

ワ
ー

ド

〉

親

鸞

、

蓮

如

、
老

(龍
谷
大
学
研
究
生
)
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