
　
　
 親
  鸞
  聖
  人
 が
生
き
ら

し
ん
 ら
ん
 し
ょ
う
 に
ん

れ
た
平
安
末
期
か
ら
鎌
倉

初
期
は
大
変
な
時
代
で
し

た
。
　『
平
家
物
語
』で
語
ら
れ

る
源
平
の
合
戦
を
は
じ
め

と
す
る
、
戦
乱
や
争
乱
の

時
代
。
人
々
は
常
に
死
へ

の
恐
怖
と
暴
力

へ
の
お
そ
れ
を

身
近
に
感
じ
て

い
ま
し
た
。
ま

た
、
飢
饉
も
頻

繁
に
起
こ
り
、

多
く
の
餓
死
者

の
死
体
が
ご
ろ

ご
ろ
転
が
っ
て

い
ま
し
た
。
そ

し
て
、
現
代
の

新
型
コ
ロ
ナ
の

よ
う
な
疫
病
も

流
行
し
、
人
々

は
何
も
で
き
ず
に
た
だ
た
だ

茫
然
と
し
て
い
ま
し
た
。

　
人
々
を
救
う
べ
き
仏
教
は
、

当
時
は
国
家
宗
教
で
し
た
の

で
、
庶
民
の
方
を
向
い
て
い

ま
せ
ん
で
し
た
。
い
か
に
国

家
を
安
定
さ
せ
る
か
、
あ
る

い
は
一
部
の
貴
族
の
た
め
に

な
る
か
ば
か
り
を
考
え
て
い

て
、
苦
し
ん
で
い
る
庶
民
な

ん
か
知
る
も
ん
か
、
と
い
う

態
度
で
し
た
。

　
そ
れ
は
変
だ
ろ
う
！
私
た

ち
庶
民
が
苦
し
ん
で
い
て
、

何
が
仏
教
だ
！
と
立
ち
上

が
っ
た
の
が
浄
土
宗
の
開
祖

で
あ
る
 法
  然
  上
  人
 と
、
そ

ほ
う
 ね
ん
 し
ょ
う
 に
ん

の
法
然
上
人
を
慕
っ
て
そ
の

門
に
入
り
、
そ
し
て
後
に
独

自
の
法
門
を
開
か
れ
た
親
鸞

聖
人
で
し
た
。

　
そ
の
よ
う
な
時
代
に
生
き

た
親
鸞
聖
人
は
、
御
和
讃
で

次
の
よ
う
に
そ
の
時
代
を
詠

わ
れ
て
い
ま
す
。

　
 劫
  濁
 の
と
き
う
つ
る
に
は

こ
う
 じ
ょ
く

　
 有
  情
 や
う
や
く

う
 
じ
ょ
う

 身
  小
 な
り

し
ん
 し
ょ
う

　
 五
  濁
  悪
  邪
 ま
さ
る
ゆ
ゑ

ご
 
じ
ょ
く
 あ
く
 じ
ゃ

　
 毒
  蛇
  悪
  竜
 の
ご
と
く
な
り

ど
く
 じ
ゃ
 あ
く
 り
ゅ
う

　
最
初
の
「
 劫
  濁
 」
と
い
う

こ
う
 じ
ょ
く

の
は
、
飢
饉
や
疫
病
な
ど
の

天
災
や
争
乱
な
ど
に
よ
っ
て
、

世
の
中
や
社
会
が
正
常
、
清

浄
で
な
い
こ
と
を
い
い
ま
す
。

ま
さ
に
、
親
鸞
聖
人
の
時
代

で
す
し
、
そ
し
て
い
ま
私
た

ち
が
生
き
て
い
る
こ
の
時
代

で
す
。

　
そ
ん
な
時
代
に
は
、
私
た

ち
人
間
を
は
じ
め
、
あ
ら
ゆ

る
存
在
は
身
体
が
だ
ん
だ
ん

小
さ
く
な
り
、
そ
し
て
「
 五
 
ご

 濁
 」
と
呼
ば
れ
る
さ
ま
ざ
ま

じ
ょ
く

な
濁
り
や
、
悪
い
邪
し
ま
な

思
い
が
清
く
正
し
い
も
の
よ

り
も
勝
っ
て
し
ま
う
の
で
、

人
々
の
心
が
ま
る
で
 毒
  蛇
 や

ど
く
 じ
ゃ

 悪
  竜
 の
よ
う
に
な
っ
て
し

あ
く
 り
ゅ
う

ま
う
と
い
い
ま
す
。

　
ま
ず
は
深
呼
吸

　　
親
鸞
聖
人
の
御
和
讃
を
読

ん
で
、「
ま
さ
に
そ
の
通

り
！
」
と
思
い
ま
せ
ん
で
し

た
か
。

　
最
初
の
「
身
体
が
だ
ん
だ

ん
小
さ
く
な
る
（
や
う
や
く

身
小
な
り
）」、
そ
う
い
う
人

が
今
は
増
え
て
い
ま
す
。
肩

が
前
に
出
て
、
猫
背
の
人
が

増
え
て
い
る
の
で
す
。

　
自
分
で
は
な
か
な
か
気
づ

き
ま
せ
ん
が
、「
な
ん
か
こ

の
頃
、
肩
が
凝
る
な
ぁ
」
と

か
、「
息
が
浅
く
な
っ
た
よ

う
な
気
が
す
る
」
と
い
う
方

は
、
ま
さ
に
そ
れ
で
す
。

　
実
は
、
こ
の
「
気
づ
く
」

と
い
う
こ
と
が
、
解
決
へ
の

第
一
歩
で
す
。
自
分
の
身
体

が
小
さ
く
な
っ
て
い
る
と
気

づ
い
た
ら
、
ま
ず
は
ひ
と
つ

深
呼
吸
を
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

「
深
呼
吸
を
し
て
く
だ
さ
い
」

と
い
う
と
、
ほ
と
ん
ど
の
人

は
ま
ず
息
を
吸
い
ま
す
ね
。

し
か
し
「
呼
吸
」
と
い
う
言

葉
を
よ
く
見
て
く
だ
さ
い
。

「
呼
（
吐
く
）」
が
先
で
「
吸

う
」
が
後
で
す
。
一
度
、
大

き
く
吐
い
て
か
ら
、
す
っ
と

軽
く
吸
い
ま
す
。
そ
の
呼
吸

を
繰
り
返
し
ま
す
。
吐
く
と

き
に
二
十
く
ら
い
数
え
て
、

吸
う
の
は
一
瞬
。
そ
ん
な
呼

吸
が
本
来
の
深
呼
吸
で
す
。

　
阿
弥
陀
寺
さ
ん
の
寺
子
屋

で
は
、
毎
回
、
唱
歌
な
ど
の

歌
を
歌
い
ま
す
。

　『
 朧
  月
  夜
 』
も
よ
く
歌
い

お
ぼ
ろ
 づ
き
 よ

ま
す
。
歌
っ
て
い
る
と
、
子

ど
も
の
頃
を
思
い
出
し
て
、

な
に
か
も
の
悲
し
さ
を
感
じ

ま
す
。
し
か
し
、
歌
詞
を
見

て
み
ま
し
ょ
う
。

『
朧
月
夜
』

　
　
　
　
作
詞
 高
野
辰
之

一
、
菜
の
花
畠
に
、
入
日
薄

れ
、
見
わ
た
す
山
の
端
は
、

霞
ふ
か
し
。

　
春
風
そ
よ
ふ
く
、
空
を
見

　
れ
ば
、
夕
月
か
か
り
て
、

　
に
ほ
ひ
淡
し
。

二
、
里
わ
の
 火
  影
 も
、
森
の

ほ
 か
げ

色
も
、
田
中
の
小
路
を
た

ど
る
人
も
 、
蛙
の
 な
く
ね

か
は
づ

も
、
か
ね
の
音
も
、
さ
な

が
ら
霞
め
る
朧
月
夜
。

　
感
情
を
表
す
語
は
ひ
と
つ

も
使
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
風

景
し
か
歌
っ
て
い
な
い
の
で

す
。
そ
れ
な
の
に
、
も
の
悲

し
さ
を
感
じ
る
。
そ
れ
は
、

感
情
表
現
な
ど
な
く
と
も
、

私
た
ち
は
風
景
の
中
に
情
緒

を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
か

ら
で
す
。

　
 本
  居
  宣
  長
 は
、
そ
れ
を

も
と
 お
り
 の
り
 な
が

「
も
の
の
あ
は
れ（
あ
わ
れ
）」

と
名
づ
け
ま
し
た
。

　「
あ
は
れ
（
あ
わ
れ
）」
と

は
「
あ
あ
」
と
い
う
た
め
息

か
ら
で
き
た
言
葉
で
す
。
そ

し
て
、
た
め
息
と
は
「
溜
め

て
」、
そ
し
て
長
く
は
き
出

す
息
を
い
い
ま
す
。

　
あ
れ
？
い
ま
の
私
た
ち
の

た
め
息
、
浅
く
あ
り
ま
せ
ん

か
。
溜
ま
っ
て
も
い
な
い
し
、

長
く
も
な
い
。
た
め
息
だ
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
い
つ
の
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間
に
か
、
日
本
人
の
息
は
浅

く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
こ
ん
な
「
劫
濁
の

と
き
」
に
は
よ
り
浅
く
な
り

ま
す
。

　
ま
ず
は
、「
吐
く
（
呼
）」

→
「
吸
う
」
と
い
う
深
呼
吸

を
す
る
の
を
習
慣
に
し
て
み

て
く
だ
さ
い
。

　
妬
み
や
そ
ね
み

　
さ
て
、
こ
ん
な
時
代
に
は
、

人
々
の
心
が
ま
る
で
毒
蛇
や

悪
竜
の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま

う
と
親
鸞
聖
人
は
お
っ
し
ゃ

い
ま
す
。

　
毒
蛇
や
悪
竜
の
よ
う
な
心

と
い
う
の
は
ど
の
よ
う
な
心

で
し
ょ
う
。
ひ
と
つ
は
妬
み

や
そ
ね
み
で
す
。

　
ち
ょ
っ
と
で
も
自
分
よ
り

も
優
位
に
立
っ
て
い
る
人
を

見
る
と
嫉
妬
し
て
し
ま
う
。

あ
る
い
は
、
得
を
し
た
人
を

見
る
と
「
ズ
ル
い
」
と
思
っ

て
し
ま
う
。
そ
の
よ
う
な
心

を
持
ち
や
す
く
な
る
と
親
鸞

聖
人
は
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

　
こ
れ
を
最
初
に
戒
め
た
の

は
  聖
   徳
  太
  子
 で
し
た
。
し

し
ょ
う
 と
く
 た
い
 
し

か
し
、
聖
徳
太
子
が
嫉
妬
を

戒
め
た
の
は
政
治
家
や
役
人

に
対
し
て
で
し
た
。
そ
れ
に

よ
っ
て
、
自
分
よ
り
も
才
能

や
知
識
の
優
れ
た
人
を
排
除

し
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
る

か
ら
で
す
。
そ
う
す
る
と
役

所
や
国
家
に
い
い
人
材
が
集

ま
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま

す
。
聖
徳
太
子
は
そ
れ
を
戒

め
ま
し
た
。

　
嫉
妬
が
よ
く
な
い
の
は
、

む
ろ
ん
役
人
だ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
こ
れ
で
思
い
出
す

の
は
二
宮
尊
徳
の
話
で
す
。

小
学
校
の
校
庭
に
薪
を
背

負
っ
て
立
つ
二
宮
金
次
郎
さ

ん
で
す
が
、
彼
が
し
た
の
は

主
に
地
域
開
発
で
し
た
。
再

生
不
能
と
呼
ば
れ
た
地
域
を

二
宮
尊
徳
は
い
く
つ
も
再
生

し
ま
し
た
。

　「
こ
の
地
方
を
な
ん
と
か

し
て
ほ
し
い
」
と
言
わ
れ
る

と
、
二
宮
尊
徳
は
最
低
十
年

は
ほ
し
い
と
言
い
ま
し
た
。

そ
れ
は
彼
が
し
た
い
こ
と
が

「
心
田
開
発
」、
す
な
わ
ち
村

人
の
心
を
変
え
て
い
く
と
こ

ろ
か
ら
だ
か
ら
で
す
。

　
お
金
を
か
け
て
シ
ス
テ
ム

を
作
る
の
で
は
な
く
、
人
々

の
「
心
」
を
開
発
す
る
、
そ

れ
が
彼
が
し
た
こ
と
で
し
た
。

す
な
わ
ち
、
ひ
と
り
ひ
と
り

の
「
心
」
の
中
に
あ
る
天
命

を
探
し
出
し
、
そ
れ
が
う
ま

く
働
く
よ
う
に
す
る
、
そ
う

す
れ
ば
そ
の
地
域
は
自
然
に

よ
く
な
る
、
と
い
う
の
が
彼

の
考
え
方
で
あ
り
、
方
法
論

で
し
た
。

　「
天
命
」
と
い
う
の
は
、
そ

の
人
が
生
ま
れ
つ
き
持
っ
て

い
る
本
然
の
性
で
す
。
そ
れ

を
探
し
出
し
、
そ
し
て
そ
れ

が
十
全
に
動
く
よ
う
に
手
助

け
を
す
る
の
が
二
宮
尊
徳
の

方
法
で
し
た
。
だ
か
ら
最
低

十
年
は
か
か
る
の
で
す
。

　
怠
惰
と
い
う
天
命
も
あ
る

　
し
か
し
、
人
々
の
天
命
を

探
求
す
る
こ
と
は
、
人
々
の

「
や
る
気
」
を
引
き
出
す
と

い
う
の
と
は
ち
ょ
っ
と
違
い

ま
す
。「
天
命
」
は
ひ
と
り
ひ

と
り
が
違
い
ま
す
。
た
と
え

ば
「
や
る
気
が
な
い
」
と
い

う
の
も
ひ
と
つ
の
天
命
で
す
。

　
日
本
に
は
三
年
寝
太
郎
の

話
も
あ
り
ま
す
。
三
年
間
眠

り
続
け
た
怠
け
者
の
男
が
、

突
然
起
き
出
し
た
末
に
灌
漑

な
ど
、
と
て
つ
も
な
く
大
き

い
こ
と
を
す
る
と
い
う
話
で

す
。
こ
れ
は
三
年
の
人
も
い

る
し
、
五
年
の
人
も
い
る
。

十
年
の
人
も
い
る
し
、
五
十

年
の
人
も
い
る
。
そ
し
て
、

大
き
な
こ
と
を
す
る
前
に
亡

く
な
っ
て
し
ま
う
人
も
い
る
。

「
大
器
晩
成
の
早
死
に
」で
す
。

い
ま
怠
惰
だ
か
ら
と
い
っ
て

責
め
て
は
い
け
な
い
の
で
す
。

二
宮
尊
徳
は
、
そ
の
よ
う
な

目
で
人
々
を
見
ま
し
た
。

　
こ
ん
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ

り
ま
す
。

　
二
宮
尊
徳
が
開
発
を
依
頼

さ
れ
た
村
に
、
本
当
に
怠
惰

な
人
が
い
ま
し
た
。
人
々
の

「
心
田
」
は
開
発
さ
れ
、
村
も

ど
ん
ど
ん
よ
く
な
っ
て
い
く

の
で
す
が
、
彼
だ
け
は
全
然

ダ
メ
。

　
あ
る
日
、
二
宮
尊
徳
か
ら

派
遣
さ
れ
た
役
人
が
彼
の
家

に
行
き
ま
し
た
。
そ
ん
な
男

の
家
で
す
か
ら
ボ
ロ
ボ
ロ
で

す
。
ト
イ
レ
を
借
り
た
の
で

す
が
、
大
便
を
し
て
い
る
と

き
に
ト
イ
レ
が
崩
れ
て
し

ま
っ
た
の
で
す
。
怒
っ
た
役

人
は
男
を
ぼ
こ
ぼ
こ
に
殴
り

ま
す
。
男
は
「
役
人
に
こ
ん

な
こ
と
を
さ
れ
た
」
と
二
宮

尊
徳
に
文
句
を
い
い
ま
す
。

二
宮
尊
徳
は
「
そ
れ
は
悪

か
っ
た
。
数
日
待
っ
て
く

れ
」
と
言
い
ま
し
た
。
そ
し

て
、
彼
の
家
の
ト
イ
レ
は
も

ち
ろ
ん
の
こ
と
、
家
す
べ
て

を
新
し
い
も
の
に
作
り
替
え

た
の
で
す
。

　
こ
ん
な
こ
と
を
し
て
も
、

村
人
の
誰
も
「
ひ
と
り
だ
け

ズ
ル
い
」
と
言
わ
な
い
。
そ

れ
こ
そ
が
二
宮
尊
徳
の
「
心

田
開
発
」
だ
っ
た
の
で
す
。

　
ク
レ
ー
ム
を
や
め
て
み
る

　
毒
蛇
や
悪
竜
の
よ
う
な
心

の
も
う
ひ
と
つ
の
あ
ら
わ
れ

は
「
ク
レ
ー
ム
」
で
す
。
人

に
罰
を
与
え
た
く
な
る
の
で

す
。
　
た
と
え
ば
レ
ス
ト
ラ
ン
に

行
っ
て
、
ひ
ど
い
扱
い
を
受

け
る
。
誰
で
も
頭
に
来
ま
す
。

文
句
の
ひ
と
つ
も
言
い
た
く

な
り
ま
す
。

　
で
も
、
ち
ょ
っ
と
想
像
し

て
み
ま
し
ょ
う
。

　
今
日
、
あ
な
た
が
宝
く
じ

で
三
億
円
、
当
た
っ
た
と
し

ま
す
。
あ
、
ち
ゃ
ん
と
想
像

し
て
く
だ
さ
い
ね
。
そ
う
し

た
ら
、
ち
ょ
っ
と
く
ら
い
ひ

ど
い
扱
い
を
さ
れ
て
も
、
に

こ
に
こ
笑
っ
て
「
い
い
よ
、

い
い
よ
」
と
言
い
ま
せ
ん
か
。

ク
レ
ー
ム
や
文
句
は
相
手
の

せ
い
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
が
、

実
は
自
分
の
精
神
状
態
に
よ

る
と
こ
ろ
が
大
き
い
の
で
す
。

悪
い
こ
と
は
悪
い
ん
だ
か
ら

文
句
を
い
っ
て
も
当
た
り
前
、

放
っ
て
お
い
た
ら
も
っ
と
ひ

ど
い
奴
に
な
る
か
ら
親
切
心

で
言
っ
て
い
る
ん
だ
。
私
た

ち
は
そ
う
思
っ
て
し
ま
い
ま

す
が
、
そ
れ
は
い
ま
が
「
劫

濁
の
と
き
」
だ
か
ら
で
す
。

や
さ
し
い
社
会
に
ク
レ
ー
ム

は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
そ
し
て
、
他
人
に
ク
レ
ー

ム
を
言
い
続
け
る
と
、
自
分

も
ク
レ
ー
ム
を
言
わ
れ
る
人

間
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、

世
間
は
「
ク
レ
ー
ム
社
会
」

に
な
っ
て
し
ま
い
、
や
が
て

ク
レ
ー
ム
は
言
わ
れ
な
い
よ

う
に
と
い
う
こ
と
ば
か
り
を

気
に
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

肩
身
が
狭
く
な
る
、「
有
情

や
う
や
く
身
小
な
り
」
で
す

ね
。
そ
ん
な
社
会
か
ら
脱
け

出
す
一
歩
は
自
分
か
ら
。
ク

レ
ー
ム
を
や
め
て
、
隣
の
人

に
ち
ょ
っ
と
優
し
く
し
て
み

る
の
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

　
親
鸞
聖
人
は
、
そ
ん
な
風

に
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
よ
う

に
思
え
ま
す
。

阿弥陀寺だより 別紙


