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富
士
川
游
が
語
る
「
宗
教
の
心
」―

女
性
誌
「
精
神
文
化
」
の
講
話―

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

島
野
達
雄 

 

 
武
田
科
学
振
興
財
団
・
杏
雨
書
屋
所
蔵
の
『
富
士
川
游
先
生
稿
』（
乾
々

六
九
二
）
は
、
医
学
・
医
史
学
の
泰
斗
と
し
て
知
ら
れ
、「
科
学
者
で
あ
り

哲
学
者
で
あ
り
な
が
ら
、
徹
底
し
た
宗
教
人
」（
遠
山
諦
観
）
と
い
う
稀
有

け

う

な
存
在
で
あ
っ
た
富
士
川
游
が
、
女
性
の
た
め
に
お
こ
な
っ
た
宗
教
講

話
の
自
筆
原
稿
で
あ
る
。 

晩
年
の
富
士
川
は
講
話
を
好
み
、
側
近
の
一
人
に
よ
れ
ば
、「
宗
教
の

講
話
も
、
こ
の
頃
は
系
統
立
っ
た
論
述
は
稀ま

れ

に
な
っ
て
、
随
筆
的
な
譚

は
な
し

を
諄

々

じ
ゅ
ん
じ
ゅ
ん

と
愉た

の

し
み
て
話
さ
れ
る
と
い
う
風
で
あ
っ
た
」
と
い
う
。 

原
稿
は
、「
宗
教
の
心
」
が
、
ど
の
よ
う
な
と
き
、
ど
の
よ
う
に
し
て

人
々
の
胸
に
わ
き
起
こ
る
か
を
述
べ
て
い
る
。 

こ
こ
で
は
、『
富
士
川
游
先
生
稿
』
を
中
心
に
し
て
、
富
士
川
が
創
設

し
た
「
婦
人
精
神
文
化
研
究
会
」
の
機
関
誌
「
精
神
文
化
」
に
掲
載
さ
れ

た
講
話
を
抄
出
す
る
。 

浄
土
真
宗
土
徳
の
地
、
安
芸

あ

き

の
国
（
広
島
県
）
に
生
を
享
け
、
安
芸
門

徒
の
風
土
の
も
と
に
育
っ
た
富
士
川
が
、
女
性
た
ち
に
伝
え
よ
う
と
し

た
「
宗
教
の
心
」
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。
お
の
お
の
の
講
話
に
そ
っ
て
、

若
干
の
解
説
を
試
み
た
い
。 

旧
字
体
の
漢
字
は
通
用
字
に
改
め
、
古
典
を
除
い
て
、
仮
名
遣
い
に
は
現
代
の
も

の
を
採
用
し
た
。［ 

］
は
翻
刻
者
の
注
記
を
示
し
て
い
る
。 

 

徒
然
草 

 

女
性
の
た
め
の
月
刊
誌
「
精
神
文
化
」
は
、
中
山
文
化
研
究
所
（
大
正

十
三
年
創
立
。
所
主
は
中
山
太
一
大
阪
太
陽
堂
店
主
）
内
に
、
所
長
の
富

士
川
が
創
設
し
た
婦
人
精
神
文
化
研
究
会
の
機
関
誌
と
し
て
、
昭
和
四

年
（
一
九
二
九
）
四
月
に
創
刊
さ
れ
た
。 

当
初
の
「
真
実
の
教

お
し
え

」
シ
リ
ー
ズ
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
創
刊
以
来
、

一
貫
し
て
富
士
川
の
宗
教
講
話
を
掲
載
し
続
け
、
戦
火
の
拡
大
に
と
も

な
っ
て
、
昭
和
十
九
年
（
一
九
四
四
）
八
月
に
休
刊
す
る
ま
で
発
行
が
続

い
た
。 

「
徒
然
草
」
の
シ
リ
ー
ズ
は
、
太
平
洋
戦
争
開
戦
の
前
年
、
昭
和
十
五

年
（
一
九
四
〇
）
八
月
三
十
一
日
発
行
の
「
精
神
文
化
」
第
十
三
巻
第
一
冊

に
第
一
回
が
掲
載
さ
れ
た
。 

そ
の
「
は
し
が
き
」
で
、「
今
私
は
こ
の
書
の
文
学
的
価
値
を
云
々
し

よ
う
と
す
る
の
で
な
く
、
特
に
そ
の
中
に
あ
ら
わ
れ
た
る
兼
好
法
師
の

宗
教
の
心
を
見
て
い
こ
う
と
思
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
『
徒
然
草
』
の

中
に
て
宗
教
味
の
あ
る
章
段
の
文
句
を
抜
い
て
そ
れ
に
つ
き
て
私
の
考

え
を
述
べ
る
の
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。 

た
と
え
ば
題
名
の
由
来
と
な
っ
た
序
段
「
つ
れ
づ
れ
な
る
ま
ま
に
」
で

は
、
最
初
に
、
随
筆
『
徒
然
草
』
の
本
文
（
以
下
で
は
『 

』
で
し
め
す
）

を
掲
げ
、
次
に
現
代
文
に
よ
る
訳
解
を
明
ら
か
に
し
、
最
後
に
「
私
の
考
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え
」
を
述
べ
る
と
い
う
三
段
階
の
構
成
と
な
っ
て
い
る
。 

序
段
は
、
必
ず
し
も
「
宗
教
味
の
あ
る
章
段
」
と
は
言
い
が
た
い
が
、

富
士
川
が
読
み
や
す
さ
に
配
慮
し
た
例
と
し
て
示
し
て
お
こ
う
。 

 

序
段 

『
つ
れ
づ
れ
な
る
ま
ま
に
、
日
ぐ
ら
し
、
す
ず
り
に
む
か
ひ
て
、

心
に
う
つ
り
ゆ
く
よ
し
な
し
ご
と
を
、
そ
こ
は
か
と
な
く
書

き
つ
く
れ
ば
、
怪
し
う
こ
そ
も
の
ぐ
る
ほ
し
け
れ
』 

退
屈
に
ま
か
せ
て
、
終
日
、
硯

す
ず
り

に
向
か
っ
て
、
我
が
心
に
そ
れ

か
ら
そ
れ
と
浮
か
ん
で
来
る
タ
ワ
イ
も
な
い
こ
と
を
、
そ
の
浮
か

ぶ
ま
ま
に
目
的
な
し
に
書
い
て
み
る
と
、
変
に
気
が
違
っ
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。 

兼
好
法
師
が
こ
の
「
徒
然
草
」
を
書
い
た
の
は
そ
の
齢

よ
わ
い

、
四
十

歳
の
末
か
ら
五
十
歳
の
始
め
頃
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ

は
既す

で

に
人
生
の
経
験
を
積
み
て
、
し
か
も
静
か
に
自
分
の
生
涯
を

ふ
り
か
え
っ
て
見
る
こ
と
の
出
来
る
年
頃
で
あ
る
か
ら
、
一
室
に

座
し
て
静
か
に
考
え
る
と
、
今
ま
で
経
験
し
た
多
く
の
も
の
が
、
か

ず
か
ず
心
に
浮
か
び
来
る
に
違
い
な
い
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら

考
え
て
み
る
と
『
徒
然
草
』
は
人
生
の
酸す

い
も
甘あ

ま

い
も
嘗な

め
尽つ

く
し

た
白
髪
の
老
翁
が
、
ま
だ
経
験
の
な
い
若
人
を
前
に
し
て
自
分
の

体
験
を
語
る
よ
う
な
渋
味

し

ぶ

み

が
あ
る
の
で
あ
る
。 

こ
の
文
章
を
記
し
た
富
士
川
は
七
十
五
歳
。「
静
か
に
自
分
の
生
涯
を

ふ
り
か
え
っ
て
見
る
こ
と
の
出
来
る
年
頃
」
で
あ
っ
た
。 

富
士
川
は
「
白
髪
の
老
翁
」
を
自
身
に
重
ね
合
わ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。 

 

連
載
第
一
回
に
抜
き
出
さ
れ
た
「
宗
教
味
の
あ
る
章
段
」
は
、
序
段
の

ほ
か
に
、
第
一
段
「
法
師
ば
か
り
羨

う
ら
や

ま
し
か
ら
ぬ
も
の
は
あ
ら
じ
」、
第

四
段
「
後
の
世
の
事
、
心
に
わ
す
れ
ず
」、
第
七
段
「
あ
だ
し
野
の
露
消

ゆ
る
と
き
な
く
」
で
あ
っ
た
。 

第
四
段
の
「
私
の
考
え
」
に
あ
た
る
部
分
に
、
連
載
第
一
回
の
各
段
を

要
約
す
る
か
の
よ
う
な
文
章
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。 

兼
好
法
師
は
無
常
を
説
き
、
悟
道
［
悟
り
を
開
く
道
］
を
勤
め
る

傍
か
た
わ

ら
、
人
間
の
悩
み
に
同
情
し
、
現
実
の
娯
楽
を
も
謳
歌

お

う

か

し
て
い

る
が
、
し
か
も
此
の
世
に
存
在
す
る
美
し
い
生
活
を
抑お

さ

え
て
、

「
我
々
人
間
は
現
在
の
世
の
み
に
生
き
る
も
の
で
な
い
」
と
痛
言

つ
う
げ
ん

し
て
い
る
。
ま
こ
と
に
簡
潔
の
文
字
に
し
て
、
し
か
も
よ
く
宗
教
の

価
値
を
示
し
得
た
も
の
で
あ
る
。 

「
徒
然
草
」
の
連
載
は
、
富
士
川
の
死
去
に
と
も
な
い
、
二
回
だ
け
で
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終
了
す
る
。
そ
の
最
終
回
の
原
稿
こ
そ
が
、
杏
雨
書
屋
に
残
る
『
富
士
川

游
先
生
稿
』
で
あ
る
。 

 

以
下
、
富
士
川
が
生
涯
の
最
期

さ

い

ご

に
、
兼
好
法
師
の
心
の
な
か
に
見
つ
け

た
「
宗
教
の
心
」
を
な
が
め
て
み
よ
う
。 

 

第
十
七
段 『

山
寺
に
か
き
こ
も
り
て
、
仏
に
つ
か
う
ま
つ
る
こ
そ
、
つ
れ
づ

れ
も
な
く
、
心
の
に
ご
り
も
、
き
よ
ま
る
こ
こ
ち
す
れ
』 

自
分
の
家
に
お
り
て
是
非
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
よ
う
な
用
事

の
無
い
と
き
、
退
屈
し
て
何
事
も
や
る
気
に
な
れ
ず
、
何
と
な
く

無
聊

ぶ
り
ょ
う

に
苦
し
む
こ
と
が
あ
る
も
の
で
あ
る
。 

し
か
る
に
、
山
寺
に
籠
っ
て
仏
の
前
に
経
を
読
み
、
念
仏
を
申
し

て
お
れ
ば
、
そ
う
い
う
散
漫
な
る
気
分
に
も
な
ら
ず
、
煩
悩
の
心
の

け
が
れ
も
無
く
な
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
気
も
す
る
と
言
え
る
兼
好

法
師
の
心
は
、
旅
を
す
れ
ば
気
分
が
新
し
く
な
る
と
い
う
よ
う
な

趣
味
的
の
こ
と
で
な
く
、
山
寺
に
い
て
、
華
を
供
え
、
経
を
誦ず

し
な

ど
し
て
仏
に
仕つ

か

え
る
と
き
は
、
家
に
い
て
退
屈
す
る
よ
う
な
こ
と

な
く
、
心
の
中
の
濁に

ご

り
が
拭ぬ

ぐ

い
去
ら
れ
る
よ
う
な
気
が
す
る
と
言

う
。
こ
れ
ま
さ
に
宗
教
の
心
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
。 

こ
こ
で
は
、
兼
好
法
師
が
言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
を
丁
寧
に
説
明
し
、

そ
の
中
に
宗
教
の
心
を
見
い
だ
し
て
い
る
。 

言
い
か
え
れ
ば
、
科
学
者
が
こ
れ
ま
で
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
法
則

を
新
た
に
発
見
す
る
よ
う
に
、『
徒
然
草
』
と
い
う
素
材
の
中
に
、
宗
教

の
心
を
発
見
し
て
い
る
。 

仏
教
の
意
味
か
ら
言
え
ば
、
退
屈
し
て
何
事
を
す
る
気
も
な
い

こ
と
も
一
つ
の
煩
悩

ぼ
ん
の
う

で
あ
る
。
煩
悩
と
い
え
ば
貪
欲

ど
ん
よ
く

・
瞋
恚

し

ん

い

［
怒

り
］・
愚
痴

ぐ

ち

の
三
毒
の
心
の
み
に
限
る
と
思
う
は
誤
り
で
あ
る
。
そ

う
積
極
的
の
醜
悪

し
ゅ
う
あ
く

な
る
心
の
は
た
ら
き
と
同
じ
よ
う
に
、
何
の
為な

す
こ
と
も
な
く
、
無
聊

ぶ
り
ょ
う

に
苦
し
む
と
い
う
こ
と
も
、
煩
悩
の
心
の
は

た
ら
き
で
あ
る
。 

し
か
る
に
、
仏
に
仕
え
る
心
が
は
た
ら
き
て
、
そ
う
い
う
煩
悩
が

あ
ら
わ
れ
ず
、
心
の
濁に

ご

り
が
拭ぬ

ぐ

い
去さ

ら
れ
た
よ
う
な
感
じ
が
す
る

と
い
う
の
は
、
ま
さ
し
く
宗
教
の
心
の
は
た
ら
き
で
あ
る
。 

 

富
士
川
は
、「
精
神
文
化
」
に
宗
教
に
関
す
る
各
種
の
連
載
を
は
じ
め

る
と
き
、
必
ず
と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
、「
わ
か
り
や
す
く
平
易

へ

い

い

に
述
べ
る
」

と
宣
言
し
て
い
る
。 

婦
人
精
神
文
化
研
究
会
や
精
神
文
化
と
い
う
言
い
方
に
は
、
い
か
め

し
く
難
し
い
響
き
が
あ
る
が
、
富
士
川
は
、「
真
宗
と
は
、
仏
教
は
真
実
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の
宗
教
で
あ
る
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
」
、「
信
ず
る
と
は
疑
わ
ざ
る
こ
と
」、

「
南
無
阿
弥
陀
仏
は
、
心
を
込
め
て
『
お
母
さ
ん
』
と
呼
ぶ
よ
う
な
も
の
」

と
、
言
い
か
え
や
比
喩

ひ

ゆ

を
用
い
て
わ
か
り
や
す
く
説
明
を
し
て
い
る
。 

そ
の
意
図

い

と

を
汲く

め
ば
、
読
者
は
、
兼
好
法
師
の
「
心
の
中
の
濁
り
も
清

ま
る
心
地
」
を
感
じ
と
る
だ
け
で
良
い
の
で
あ
ろ
う
。 

 
 第

二
十
段 『

な
に
が
し
と
か
や
い
ひ
し
世
捨
人

よ

す

て
び

と

の
、
「
こ
の
世
の
ほ
だ
し

［
つ
な
が
り
］
も
た
ら
ぬ
身
に
、
た
だ
空
の
な
ご
り
の
み
ぞ
を

し
き
」
と
い
ひ
し
こ
そ
、
ま
こ
と
に
さ
も
お
ぼ
え
ぬ
べ
け
れ
』 

こ
の
第
二
十
段
で
も
、
兼
好
法
師
が
お
こ
な
っ
た
「
自
然
の
森
羅
万
象

し
ん
ら
ば
ん
し
ょ
う

に
対
す
る
、
敬
虔

け
い
け
ん

な
る
思
索
」
の
な
か
に
、「
宗
教
の
心
」
が
発
見
さ
れ

る
。 

短
い
文
章
で
あ
る
が
、
世
の
中
に
羈
絆

き

は

ん

［
き
ず
な
、
束
縛

そ
く
ば
く

］
と
い
う

も
の
は
何
も
持
っ
て
お
ら
ぬ
世
捨
人
も
、
移
り
行
く
季
節
に
残
さ

れ
た
る
自
然
の
動
的
の
興
趣

き
ょ
う
し
ゅ

を
見
れ
ど
も
飽あ

か
ぬ
心
を
、
美
し
く

言
い
あ
ら
わ
し
た
も
の
で
あ
る
。 

詩
人
が
自
然
に
つ
き
て
歌
い
、
自
然
に
対
し
て
自
ら
楽
し
む
に

異
な
り
て
、
自
然
の
森
羅
万
象
に
対
し
て
敬
虔
な
る
思
索
で
あ
る

と
こ
ろ
に
宗
教
の
心
が
強
く
動
い
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
の

で
あ
る
。 

む
ろ
ん
富
士
川
の
洞
察

ど
う
さ
つ

は
、
自
然
に
対
し
て
自
ら
楽
し
む
詩
人
ば
か

り
で
な
く
、
人
の
世
の
無
常

む
じ
ょ
う

を
詠よ

ん
だ
詩
人
に
も
及
ん
で
い
る
。 

松
尾
芭
蕉
『
更
科

さ
ら
し
な

紀
行
』
に
は
、
目
も
く
ら
む
ほ
ど
の
高
山
の
か
け
橋

を
平
気
で
渡
る
人
々
の
姿
を
見
て
、
ふ
と
感
じ
た
と
こ
ろ
を
詠
ん
だ
『
か

け
橋
や 

命
を
か
ら
む 

蔦つ
た

か
づ
ら
』
の
一
句
が
あ
る
。 

富
士
川
は
、「
無
常
迅
速
の
人
生
の
か
け
橋
を
平
然
と
わ
た
っ
て
い
る

人
々
の
愚お

ろ

か
し
さ
を
挙あ

げ
て
、
し
か
も
深
く
自
己
を
か
え
り
み
て
の

発
句

ほ

っ

く

で
あ
る
」（『
新
選
妙
好
人
伝
』
昭
和
十
一
年
）
と
、
孤
愁

こ
し
ゅ
う

の
詩
人
、
芭
蕉

の
心
中

し
ん
ち
ゅ
う

を
は
か
っ
て
い
る
。 

富
士
川
は
芭
蕉
を
心
の
友
と
し
て
い
た
か
の
よ
う
に
、
次
の
よ
う
に

語
っ
て
い
る
。 

芭
蕉
は
常
に
人
と
争

あ
ら
そ

わ
な
か
っ
た
。
『
物
い
へ
ば 

唇
く
ち
び
る

寒
し 

秋
の
風
』
の
句
に
は
、『
人
の
短
を
言
う
事
な
か
れ
、
己お

の

が
長
を
説

く
事
な
か
れ
』
と
前
書
き
が
し
て
あ
る
。 

も
と
よ
り
座
右
の
銘
で
あ
る
が
、
芭
蕉
は
み
ず
か
ら
こ
れ
を
実

際
に
履
行
し
た
の
で
あ
る
。 
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第
三
十
九
段 

『
あ
る
人
、
法
然
上
人
に
「
念
仏

ね
ん
ぶ
つ

の
時
ね
ぶ
り
に
お
か
さ
れ
て
行

を
お
こ
た
り
侍
る
こ
と
、
い
か
が
し
て
こ
の
さ
は
り
［
障
］
を

や
め
侍
ら
む
」
と
申
し
け
れ
ば
、「
目
の
さ
め
た
ら
む
ほ
ど
念

仏
し
た
ま
へ
」
と
答
え
ら
れ
け
る
。
い
と
尊
か
り
け
り
。 

ま
た
「
往
生
は
一
定

い
ち
ぢ
や
う

と
お
も
へ
ば
一
定
、
不
定

ふ
ぢ
や
う

と
お
も
へ
ば

不
定
な
り
」
と
い
わ
れ
け
り
。
こ
れ
も
尊
し
。 

ま
た
「
疑
ひ
な
が
ら
も
念
仏
す
れ
ば
往
生
す
」
と
も
い
は
れ
け

り
。
こ
れ
も
ま
た
尊
し
。
』 

 

こ
の
一
節
は
、
浄
土
宗
の
祖
、
法ほ

う

然ね
ん

上
人

し
ょ
う
に
ん

の
専
修

せ
ん
じ
ゅ

念
仏
の
教
え
に
対

し
て
、「
い
と
尊
か
り
け
り
」「
こ
れ
も
尊
し
」「
こ
れ
も
ま
た
尊
し
」
と
、

兼
好
法
師
が
感
想
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。 

 

富
士
川
は
、
大
正
五
年
（
一
九
一
六
）
一
月
に
上
梓

じ
ょ
う
し

し
た
『
親
鸞
聖
人
』

で
、
法
然
上
人
の
教
え
を
、
非
常
に
斬
新

ざ
ん
し
ん

な
も
の
と
呼
び
、
宗
教
界
に
一

大
革
命
を
も
た
ら
し
た
、
と
し
て
い
る
。 

法
然
上
人
は
、
形
式
を
重
視
す
る
当
時
の
仏
教
の
在あ

り
方
を
痛
烈
に

批
判
し
、
た
だ
一
心
に
念
仏
を
唱と

な

え
よ
、
と
説と

い
た
。 

此
の
文
の
意
は
、
或
人
が
法
然
上
人
に
向
い
て
、「
ど
う
も
私
は

念
仏
を
申
す
時
に
ね
む
く
な
っ
て
、
つ
い
睡す

い

に
落
ち
、
そ
の
た
め
に

念
仏
の
行
を
怠
り
ま
す
る
。
こ
の
こ
と
、
ど
う
し
た
ら
睡
の
障さ

わ

り
を

止
め
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
」
と
言
っ
た
と
こ
ろ

が
、
法
然
上
人
は
答
え
て
「
ね
む
い
と
き
は
、
ね
む
る
べ
し
。
た
だ

目
が
さ
め
た
ら
、
そ
の
時
ま
た
念
仏
申
さ
る
べ
し
」
と
い
わ
れ
た
。

そ
の
言
は
ま
こ
と
に
尊
い
。 

又
、
法
然
上
人
の
語
に
「
極
楽
往
生
は
き
っ
と
出
来
る
と
思
え
ば

き
っ
と
出
来
る
。
ど
う
か
わ
か
ら
ぬ
と
思
う
て
お
れ
ば
、
ど
う
だ
か

わ
か
ら
ぬ
も
の
だ
」
と
言
わ
れ
た
。
こ
れ
も
尊
い
。 

又
「
疑
い
な
が
ら
も
念
仏
す
れ
ば
、
極
楽
往
生
が
出
来
る
」
と
も

言
わ
れ
た
。
こ
れ
も
又
、
尊
い
言
葉
で
あ
る
、
と
の
意
味
で
あ
る
。 

 

法
然
上
人
が
昇
り
つ
め
た
竿
頭
に
あ
っ
て
、
さ
ら
に
一
歩
を
進
め
た

の
が
、
親
鸞

し
ん
ら
ん

聖
人

し
ょ
う
に
ん

で
あ
る
。 

婦
人
精
神
文
化
研
究
会
で
の
連
続
十
二
回
の
講
話
を
ま
と
め
た
、『
親

鸞
聖
人
の
宗
教
』（
昭
和
八
年
）
で
は
、
法
然
上
人
以
前
の
仏
教
の
教
え
と
、

法
然
上
人
の
浄
土

じ
ょ
う
ど

教
、
親
鸞
聖
人
の
弥
陀

み

だ

教
、
の
三
つ
が
次
の
よ
う
に
た

と
え
ら
れ
て
い
る
。 

法
然
上
人
以
前
の
教
え
、
す
な
わ
ち
聖
道
．
．
の．
教．
え．
は
、
た
と
え
ば

暗
夜

あ

ん

や

の
道
を
行
く
の
に
、
自
分
で
提
灯

ち
ょ
う
ち
ん

を
造つ

く

る
べ
き
こ
と
を
教
え
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る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
法
然
上
人
の
浄
土
教

．
．
．
で
は
、
暗
夜
の
道
を
行

く
人
に
提
灯
と
蝋
燭

ろ
う
そ
く

と
を
貸
し
与
え
る
よ
う
な
も
の
で
あ
り
ま
す
。

親
鸞
聖
人
の
弥
陀
教

．
．
．
は
尚な

お

進
み
て
、
そ
の
提
灯
に
火
を
灯と

も

し
て
貸

し
与
え
る
よ
う
な
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

こ
の
た
と
え
話
か
ら
は
、
親
鸞
聖
人
が
仏
教
に
「
い
の
ち
」
を
吹
き
込

ん
だ
こ
と
が
わ
か
る
。 

こ
う
し
て
浄
土
真
宗
で
培

つ
ち
か

っ
た
富
士
川
の
宗
教
観
は
、
「
す
べ
て
の

宗
教
」
へ
と
拡
大
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。 

す
べ
て
宗
教
と
い
う
も
の
は
、
人
々
の
心
の
中
の
状
態
で
あ
り

ま
し
て
、
言
葉
に
よ
り
て
、
人
か
ら
人
に
伝
え
ら
る
べ
き
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ぬ
か
ら
、
ど
ん
な
え
ら
い
人
の
説
か
れ
た
こ
と
で
も
、
そ

れ
が
そ
の
ま
ま
、
そ
の
人
の
宗
教
で
あ
る
と
は
い
わ
れ
ぬ
の
で
あ

り
ま
し
て
、
そ
の
人
の
説
い
た
こ
と
を
聞
い
た
人
の
心
持
ち
が
、
あ

る
特
別
の
状
態
を
あ
ら
わ
し
た
と
き
に
、
こ
れ
を
宗
教
と
い
う
の

で
あ
り
ま
す
。 

仏
教
ば
か
り
で
な
く
、
お
よ
そ
宗
教
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
心
、
つ
ま
り

宗
教
の
心
は
、
一
人
ひ
と
り
の
胸
の
う
ち
に
あ
る
こ
と
を
、
こ
こ
で
は
言

っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。「
宗
教
の
問
題
は
、
自
分
の
心
で
深
く
考
え
な

け
れ
ば
、
講
話
を
聞
い
て
も
さ
ほ
ど
役
に
た
た
ぬ
も
の
で
あ
り
ま
す
」
と

も
語
っ
て
い
る
。 

 安
心
座
談 

次
に
、「
精
神
文
化
」
第
十
巻
第
十
二
冊
（
昭
和
十
三
年
十
月
三
十
一
日
発

行
）
の
「
安
心
座
談
」
の
シ
リ
ー
ズ
に
登
場
し
た
二
人
の
少
女
の
物
語
を

紹
介
し
よ
う
。
富
士
川
の
「
浄
土
真
宗
信
者
と
し
て
の
厳
し
さ
」
と
合
わ

せ
て
、
「
優
し
く
穏お

だ

や
か
な
心
情
」
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
小
品
で
あ
る
。 

 心
の
花
（
要
約
） 

京
都
の
あ
る
豪
商
が
母
堂
の
二
十
五
回
忌
を
営

い
と
な

ん
で
い
る
と

き
、
下
女
の
お
さ
よ
が
来
客
用
の
皿
を
落
と
し
て
割
っ
て
し
ま
っ

た
。
こ
れ
を
聞
い
た
主
人
は
大
い
に
怒
り
、
は
げ
し
く
お
さ
よ
を

叱
責

し
っ
せ
き

し
た
。 

す
る
と
側そ

ば

に
い
た
子
守

こ

も

り

の
お
み
つ
が
進
み
出
て
、 

「
い
や
御
主
人
様
、
そ
の
粗
相

そ

そ

う

は
私
が
い
た
し
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

そ
れ
を
お
さ
よ
さ
ん
が
気
の
毒
に
思
う
て
罪
を
か
ぶ
っ
て
く
れ
た

の
で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
泣
か
ん
ば
か
り
に
訴
え
た
。 

当
の
主
人
は
、
お
さ
よ
と
お
み
つ
、
い
ず
れ
を
叱し

か

っ
て
よ
い
か
わ

か
ら
ず
、
困
惑
し
て
二
人
の
少
女
に
子
細

し

さ

い

を
た
だ
す
と
、
お
み
つ
が
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言
う
よ
う
、 

「
ご
主
人
様
、
私
が
わ
る
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
実
は
、
今
日
と
い
う
日

は
私
の
お
母
さ
ん
の
一
周
忌
に
あ
た
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
私
は

生
前
お
母
さ
ん
に
何
の
つ
く
す
こ
と
も
出
来
ず
、
何
か
功
徳

く

ど

く

を
施

ほ
ど
こ

し
た
い
も
の
だ
と
考
え
て
お
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
私
は
夢
中
で
、
お

さ
よ
さ
ん
の
罪
を
か
ぶ
っ
て
あ
げ
よ
う
。
そ
う
し
た
ら
そ
の
功
徳

と
や
ら
で
お
母
さ
ん
も
浮
か
ば
れ
る
こ
と
も
あ
ろ
う
か
と
思
う
た

の
で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
両
手
を
つ
い
て
あ
や
ま
る
の
で
あ
っ
た
。 

話
を
聞
い
て
い
た
主
人
の
頭

こ
う
べ

も
お
の
ず
か
ら
下
が
り
、
憤
怒

ふ

ん

ぬ

の

顔
も
や
わ
ら
い
で
「
あ
あ
、
そ
う
で
あ
っ
た
か
。
こ
の
私
は
亡
き
母

上
の
供
養

く

よ

う

を
し
て
い
な
が
ら
、
心
は
鬼
で
あ
っ
た
。
私
の
心
は
、
こ

の
子
守
の
お
み
つ
に
は
到
底

と
う
て
い

及
ば
ぬ
」
と
深
く
感
じ
入
っ
た
の
で

あ
っ
た
。 

こ
の
物
語
に
対
し
て
、
富
士
川
は
こ
う
述
べ
る
。 

冥
土

め

い

ど

に
あ
る
母
の
た
め
に
功
徳

く

ど

く

を
積
み
て
そ
の
冥
福

め
い
ふ
く

を
祈
る
と

い
う
こ
と
は
、
親
鸞

し
ん
ら
ん

聖
人

し
ょ
う
に
ん

以
前
の
仏
教
に
は
広
く
お
こ
な
わ
れ
た

こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
真
に
宗
教
の
心
の
は
た
ら
き
を
知
っ
て

見
れ
ば
何
の
意
味
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。 

富
士
川
が
「
何
の
意
味
も
な
い
」
と
断
言
す
る
の
は
、
親
鸞
聖
人
以
後

の
仏
教
で
は
、
亡
き
母
の
供
養
の
た
め
に
人
助
け
を
す
る
こ
と
を
「
功
徳

く

ど

く

」

と
は
呼
ば
な
い
か
ら
で
あ
る
。
よ
り
わ
か
り
や
す
く
言
え
ば
、
自
分
で
善よ

い
と
思
っ
て
人
助
け
を
し
て
も
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
こ
の
善
行
を
早
く
誰

か
に
知
っ
て
ほ
し
い
、
と
思
う
自
我
の
な
せ
る
わ
ざ
で
あ
る
か
ら
、
真
の

善
行
と
は
言
え
な
い
、
と
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

富
士
川
は
、
や
さ
し
く
穏お

だ

や
か
に
、
こ
う
続
け
る
。 

今
そ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
は
論
外
［
言
う
ま
で
も
な
い
］
と
し
て
、

こ
の
子
守
娘

こ
も
り
む
す
め

の
お
み
つ
が
そ
の
母
に
対
す
る
感
謝
の
心
の
厚
い
こ

と
は
ま
こ
と
に
美
し
い
心
の
花
で
あ
る
。 

そ
う
し
て
か
よ
う
に
美
し
い
心
の
花
は
猛た

け

き
人
の
心
を
も
動
か

す
に
十
分
な
る
心
を
有ゆ

う

す
る
も
の
で
あ
る
。 

 宗
教
話
藪 

 

『
富
士
川
游
先
生
稿
』
所
収
の
「
宗
教
話
藪

わ

そ

う

」
シ
リ
ー
ズ
の
原
稿
の
大

半
も
、「
徒
然
草
」
と
同
様
に
、「
精
神
文
化
」
第
十
三
巻
第
二
冊
（
昭
和

十
五
年
九
月
三
十
日
発
行
）
に
掲
載
さ
れ
、
そ
れ
が
最
終
回
と
な
っ
た
。 

「
宗
教
話
藪
」
は
、
市
井

し

せ

い

の
人
々
の
逸
話
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
ら
の
逸
話
は
富
士
川
の
創
作
で
は
な
い
。
古
く
か
ら
人
々
の
あ
い
だ

で
、
語
り
継つ

が
れ
て
き
た
物
語
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
考
察
は
、
富
士
川
に
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よ
る
も
の
で
あ
る
。 

は
じ
め
に
、
よ
く
知
ら
れ
た
白
隠

は
く
い
ん

禅
師
の
公
案

こ
う
あ
ん

を
紹
介
し
、「
精
神
文

化
」
第
十
二
巻
第
七
冊
（
昭
和
十
五
年
二
月
二
十
九
日
発
行
）
の
加
筆
部
分
を

示
し
て
お
こ
う
。 

 

片
手
の
声 禅

宗
の
高
僧
の
白
隠
禅
師
が
説
教
中
に
、
半
ば
右
の
手
を
上
げ

て
、「
こ
の
片
手
に
声
あ
り
や
無な

き
や
」
と
、
参
詣

さ
ん
け
い

の
人
に
尋た

ず

ね
ら

れ
た
が
、
た
だ
の
一
人
も
答
う
る
も
の
が
な
い
。 

皆
の
人
々
は
、
あ
れ
が
禅
宗
の
さ
と
り
と
見
え
る
、
両
手
叩た

た

け
ば

ポ
ン
ポ
ン
と
音
が
す
る
が
、
片
手
の
声
と
は
訳わ

け

が
わ
か
ら
ぬ
と
、
互

い
に
顔
を
見
合
せ
て
不
審

ふ

し

ん

の
眉ま

ゆ

を
ひ
そ
め
て
お
っ
た
。 

す
る
と
妙
心
と
い
う
尼
が
、
高
座
の
前
に
進
み
出
て
、 

白
隠
の
あ
げ
て
声
あ
り
片
手
よ
り 

両
手
合
せ
て
南
無
阿
弥
陀
仏 

と
や
っ
た
。 

白
隠
禅
師
は
こ
れ
を
聞
い
て
、「
其
方
は
真
宗
の
門
徒
で
あ
ろ
う
。

感
心
な
こ
と
じ
ゃ
。
し
か
し
片
手
の
声
は
法
然
や
親
鸞
の
宗
旨
で

は
わ
か
ら
ぬ
ぞ
。
そ
れ
は
禅
宗
の
大
悟

た

い

ご

徹
底

て
っ
て
い

と
い
う
も
の
じ
ゃ
」
と

言
わ
れ
た
。 

そ
う
す
る
と
、
妙
心
は
す
ぐ
に
、
そ
れ
に
応
じ
て
、 

片
手
に
も
声
あ
れ
ば
こ
そ
招ま

ね

か
れ
て 

 
 
 

 
 
 

 

弥
陀
の
浄
土
へ
参ま

い

る
妙
心 

と
、
一
首
の
歌
を
よ
ん
だ
。 

大
悲

だ

い

ひ

の
親
様
は
十
劫

じ
っ
こ
う

正
覚

し
ょ
う
が
く

の
む
か
し
よ
り
呼
び
つ
め
て
待
っ

て
ご
ざ
る
。
右
の
御
手

お

て

が
こ
の
弥
陀

み

だ

た
の
め
、
左
の
御
手

お

て

が
必
ず
助

け
る
、
そ
の
御
呼
声

お

よ

び
ご

え

じ
ゃ
、
と
妙
心
の
心
に
は
会え

得と
く

せ
ら
れ
た
の
で

あ
る
。 

富
士
川
の
筆
法

ひ
っ
ぽ
う

を
も
っ
て
す
れ
ば
、
最
後
の
四
行
は
、
阿
弥
陀
如
来
と

い
う
母
親
の
呼
び
声
が
、
妙
心
と
い
う
子
供
の
心
に
響
い
た
、
と
で
も
言

え
る
で
あ
ろ
う
か
。 

こ
う
い
う
こ
と
は
其
の
心
が
宗
教
の
は
た
ら
き
を
十
分
に
あ
ら

わ
す
よ
う
に
な
り
て
、
す
ぐ
に
感
知

か

ん

ち

せ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
普
通

の
考
え
で
は
何
の
こ
と
か
わ
か
ら
ぬ
の
が
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、

宗
教
の
心
が
あ
ら
わ
れ
て
い
れ
ば
、
片
手
は
お
ろ
か
、
世
の
中
の

一
切

い
っ
さ
い

の
も
の
が
法
を
説
い
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

其
の
法
を
聴き

く
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
こ
の
世
は
安
楽

に
、
自
由
に
、
何
等

な

ん

ら

の
苦
し
み
も
な
し
に
生
活
す
る
こ
と
が
出
来
る
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の
で
あ
る
。 

 
「
世
の
中
の
一
切
の
も
の
が
法
を
説
い
て
い
る
」
と
す
る
思
想
は
、
仏

教
に
限
ら
ず
、
我
が
国
古
来
の
「
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
神
が
宿
る
」
と
す
る

神
道
の
考
え
方
に
近
い
。 

富
士
川
は
、『
親
鸞
聖
人
の
宗
教
』
で
、「
私
は
敢あ

え
て
神
仏
を
畏
敬

い

け

い

し
、

誠
意
の
祈
願
を
捧さ

さ

ぐ
る
こ
と
を
無
意
味
と
す
る
も
の
で
な
い
」
と
述
べ
、

み
ず
か
ら
も
、
全
国
で
の
講
話
の
寸
暇

す

ん

か

を
惜お

し
ん
で
、
熱
田

あ

つ

た

神
宮
、
平
安

神
宮
、
石
清
水

い

わ

し
み

ず

八
幡
宮
な
ど
に
参
拝
し
て
い
る
。 

け
れ
ど
も
こ
こ
で
受
け
と
め
る
べ
き
は
、
神
と
仏
の
共
存
に
つ
い
て

論
じ
る
学
問
で
は
な
く
、
白
隠
禅
師
の
公
案
に
当
意
即
妙

と
う
い
そ
く
み
ょ
う

の
和
歌
で
応

じ
た
「
妙
心
と
い
う
一
人
の
尼
の
心
」
で
あ
る
。 

こ
こ
で
は
、
妙
心
の
心
が
、
宗
教
の
は
た
ら
き
を
十
分
に
あ
ら
わ
し
、

世
の
中
の
一
切
の
も
の
が
説
い
て
い
る
法
を
聴
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に

し
て
い
る
。
そ
の
法
を
感
知
す
る
の
が
宗
教
の
心
で
あ
る
と
主
張
し
て

い
る
。 

で
は
、
宗
教
の
心
が
十
分
に
は
た
ら
き
、
法
を
聴
く
こ
と
が
出
来
る
よ

う
に
な
る
に
は
、
何
が
必
要
な
の
で
あ
ろ
う
か
。 

 宇
宙
の
声 

一
人
の
青
年
の
病
身
な
る
も
の
が
、
あ
る
禅
宗
寺
の
和
尚

お
し
ょ
う

の
と

こ
ろ
へ
接
心

せ
っ
し
ん

［
座
禅
］
に
来
た
。
こ
の
青
年
は
中
々
の
理
屈
屋
で
、

入
室
［
修
行
］
に
来
て
は
何
と
か
理
屈
を
こ
ね
る
。 

「
う
ん
と
座
っ
て
宇
宙
の
声
を
聞
い
て
来
い
」 

と
誡

い
ま
し

め
ら
れ
て
も
、
中
々
理
屈
を
止や

め
ず
、
目
も
赤
く
な
る
ほ
ど

に
興
奮
し
て
、 

「
こ
ん
な
こ
と
な
ら
帰
る
」 

と
怒
鳴

ど

な

っ
て
帰
っ
て
行
っ
た
。
と
こ
ろ
が
最
後
の
接
心
の
日
に
来

て
言
う
よ
う
、 

「
そ
の
晩
、
腹
が
立
っ
て
く
や
し
い
の
で
眠
れ
な
か
っ
た
。
た
だ
幾
度

い

く

ど

か
、
ね
が
え
り
を
す
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
す
る
と
母
親
が
心
配
し

て
、
寒
い
の
だ
ろ
う
か
ら
一
枚
か
け
て
あ
げ
よ
う
と
、
蒲
団

ふ

と

ん

を
か
け

て
下
さ
っ
た
。 

私
は
そ
の
と
き
始
め
て
母
の
慈
愛

じ

あ

い

の
心
が
し
み
じ
み
と
感
ぜ
ら

れ
ま
し
た
。
今
ま
で
幾
度
も
こ
ん
な
言
葉
を
聞
き
ま
し
た
が
、
本
当

の
親
の
慈
悲

じ

ひ

と
い
う
も
の
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
な
ん
だ
。
母

の
愛
さ
え
そ
う
で
あ
り
ま
し
た
ら
、
仏
の
慈
悲
が
わ
か
ら
な
か
っ

た
の
も
尤

も
っ
と

も
な
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
」 

と
、
涙
を
浮
べ
て
慚
悔

ざ
ん
か
い

［
反
省
］
し
た
と
い
う
。 
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自
我
執

著

し
ゅ
う
じ
ゃ
く

［
執
着
］
と
い
う
垣か

き

が
取
り
払は

ら

わ
る
れ
ば
、
法
の
慈

悲
は
す
ぐ
に
這
入

は

い

っ
て
来
る
も
の
で
あ
る
。 

 

最
後
の
二
行
は
説
明
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
。『
富
士
川
游
著
述
選
・
第

四
巻
』（
昭
和
十
六
・
十
七
年
発
行
）
の
加
筆
を
借
り
て
、
読
み
解
い
て
み
よ

う
。 

こ
う
い
う
風
に
自
分
で
は
た
ら
く
心
持
ち
が
強
い
間
は
、
そ
の

奥
に
あ
る
と
こ
ろ
の
仏
性

ぶ
っ
し
ょ
う

を
見
付
け
る
こ
と
が
出
来
ま
せ
ぬ
。
は

じ
め
か
ら
あ
っ
た
に
違
い
な
い
親
の
慈
悲
が
、
自
分
と
い
う
も
の

を
省

か
え
り

み
な
い
間
は
何
と
も
思
わ
な
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。 

と
こ
ろ
が
こ
の
青
年
は
和
尚

お
し
ょ
う

に
叱
ら
れ
て
腹
が
立
っ
た
た
め
に

夜
も
寝
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
ま
で
来
た
。
そ
の
時
母
親
が
蒲
団
を
掛

け
て
く
れ
た
の
で
、
は
じ
め
て
慈
悲
を
知
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。 

即
ち
法
を
聴
く
と
い
う
こ
と
は
、
我
を
空む

な

し
く
し
な
け
れ
ば
起

こ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ぬ
。
宇
宙
の
声
を
聴
け
と
言
わ
れ
た
の

は
、
一
切
の
も
の
が
法
を
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
聞

け
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。 

 

こ
こ
で
は
、
禅
宗
の
僧
が
青
年
を
叱し

か

っ
て
い
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、「
一

切
の
も
の
が
法
を
説
い
て
い
る
」
と
考
え
る
の
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、

日
本
の
宗
教
界
の
教
派
・
宗
派
を
問
わ
な
い
考
え
方
で
あ
る
。 

 

そ
の
風
土
に
あ
っ
て
、
さ
ら
に
一
歩
を
進
め
て
、「
我
を
空
し
く
し
な

け
れ
ば
法
を
聴
く
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
す
る
言
葉
は
、
ま
さ
し
く
「
己

お
の
れ

を
捨
て
、
弥
陀
［
阿
弥
陀
仏
］
の
衆
生

し
ゅ
じ
ょ
う

を
救
う
と
い
う
本
願

ほ
ん
が
ん

［
誓
い
］

に
す
が
る
」
と
い
う
親
鸞
聖
人
の
他
力

た

り

き

の
本
願
の
教
え
に
も
と
づ
く
も

の
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。 

 

「
己
を
捨
て
る
」
た
め
の
方
法
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
富
士
川
は
、
自
己

を
見
つ
め
直
す
内
観
（
内
省
）
を
挙あ

げ
て
い
る
。 

 

勝
澤
一
順 勝

澤
一
順
は
福
井
藩
の
侍
医
、
学
を
好
み
、
医
術
の
ほ
か
、
詩
文

し

ぶ

ん

を
巧た

く

み
に
し
、
和
歌
も
上
手
で
あ
っ
た
。 

一
順
が
か
つ
て
言
っ
た
こ
と
に
次
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
。

ち
ょ
っ
と
し
た
こ
と
で
あ
る
が
、
以も

っ
て
一
順
の
心
が
人
に
す
ぐ

れ
て
内
省

な
い
せ
い

的
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。 

「
召
し
使
う
下
僕

げ

ぼ

く

に
文
吉
と
い
う
も
の
が
有
っ
た
。
質
朴

し
つ
ぼ
く

な
る
性
質

に
て
、
余
［
私
］
の
言
葉
に
少
し
も
さ
か
ら
い
た
る
こ
と
が
な
か
っ

た
。 或あ

る

時と
き

、
話
の
序

つ
い
で

に
、
余
が
言
い
し
こ
と
を
皆
善よ

し
と
思
い
て
、

か
く
は
従

し
た
が

う
に
や
と
問
い
け
る
に
、
否い

な

、
左
様

さ

よ

う

に
て
は
候

そ
う
ら

わ
ず
、
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時
に
は
悪あ

し
き
こ
と
も
お
わ
せ
ど
、
主
人
な
れ
ば
枉ま

げ
て
従
い
侍は

べ

る
な
り
と
答
う
。 

問
え
ば
こ
そ
や
あ
れ
、
問
わ
ざ
り
せ
ば
、
自
分
は
皆
善
し
と
思
い

い
る
べ
き
を
」 

も
し
問
わ
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
自
分
の
い
う
こ
と
に
間
違

ま

ち

が

い
が

な
い
と
思
っ
て
一
生
過
ご
し
た
か
も
わ
か
ら
ぬ
、
と
い
っ
た
そ
う

で
あ
り
ま
す
。 

実
に
謙
虚
な
態
度
で
あ
り
ま
す
。 

富
士
川
が
内
観
の
極
致
と
感
じ
た
の
が
、
親
鸞
聖
人
の
『
述
懐
和
讃

じ
ゅ
っ
か
い
わ
さ
ん

』

に
あ
る
「
是
非

ぜ

ひ

し
ら
ぬ
邪
正

じ
ゃ
せ
い

も
わ
か
ぬ
こ
の
身
な
り
。
小
慈
小
悲
も
な
け

れ
ど
も
、
名
利

み
ょ
う
り

に
人
師

じ

ん

し

を
こ
の
む
な
り
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。 

是
非
も
知
ら
ず
、
邪
正
も
分
か
ぬ
こ
の
身
に
て
、
小
さ
い
慈
悲
の

心
す
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
名
誉
の
心
が
つ
よ
い
か
ら
、
他
の
人
を
教

え
導
こ
う
と
す
る
こ
と
が
や
ま
ぬ
の
で
あ
り
ま
す
。
ま
こ
と
に
徹

底
し
て
自
分
の
価
値
を
否
定
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。 

至
高

し

こ

う

の
内
観
と
は
、
こ
の
親
鸞
聖
人
の
よ
う
な
心
持
ち
を
言
う
の
で

あ
ろ
う
。 平

生

へ
い
ぜ
い

我
々
が
善
い
と
か
悪
い
と
か
と
申
す
の
は
、
要
す
る
に
自

分
の
気
に
入
る
か
入
ら
ぬ
か
を
い
う
の
で
あ
り
ま
し
て
、
し
か
も

そ
れ
は
い
つ
も
我
よ
り
他
に
対
し
て
言
う
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う

し
て
自
分
自
身
を
ば
決
し
て
導

み
ち
び

こ
う
と
は
せ
ぬ
の
で
あ
り
ま
す
。

自
分
自
身
を
ば
決
し
て
裁さ

ば

こ
う
と
せ
ぬ
の
で
あ
り
ま
す
。 

な
お
、『
親
鸞
聖
人
の
宗
教
』
の
「
は
し
が
き
」
で
は
、「
題
し
て
親
鸞

聖
人
の
宗
教
と
い
う
も
、
そ
れ
は
も
と
よ
り
余
［
私
］
の
心
の
上
に
あ
ら

わ
れ
た
る
も
の
を
指
す
の
で
あ
る
。
宗
義

し
ゅ
う
ぎ

を
相
承

そ
う
し
ょ
う

し
た
と
い
う
よ
う
な

も
の
で
は
な
い
」
と
、
一
人
の
信
者
と
し
て
の
心
境
を
述
べ
て
い
る
。 

 勿
体
な
い 

こ
の
逸
話
に
は
、
親
鸞
聖
人
の
法
灯
を
受
け
継
い
だ
浄
土
真
宗
中
興

ち
ゅ
う
こ
う

の
祖そ

、
蓮
如

れ
ん
に
ょ

上
人

し
ょ
う
に
ん

が
登
場
す
る
。 

「
我
と
思
う
心
」
を
捨
て
た
女
性
の
、「
さ
り
と
は
勿
体

も
っ
た
い

な
い
」
の
一

言
が
胸
を
う
つ
。 

江
戸
の
あ
る
儒
者
の
家
に
、
浄
土
真
宗
生
れ
の
下
女
が
あ
っ
た
。

明
け
暮
れ
に
仏
の
御
慈
悲
を
喜
ん
で
お
っ
た
。
或
時
、
主
人
は
そ
の

女
中
に
向
い
て
言
う
よ
う
、 

「
そ
ち
は
善
き
阿
房

あ

ほ

う

な
り
。
何
が
あ
り
が
た
く
て
法
談
参
り
を
す
る

か
。
そ
ち
が
信
仰
す
る
蓮
如
上
人
は
大
の
愚
僧
故
、
此
の
間
も
御
文

お

ふ

み

を
見
れ
ば
一
の
字
に
仮
名
つ
け
す
る
ほ
ど
の
愚
僧
な
り
。
信
ず
る
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に
足
ら
ぬ
」 

 
 

下
女
は
さ
め
ざ
め
と
泣
き
て
、 

「
一
の
字
に
仮
名
つ
け
て
、
あ
な
た
の
御
笑
い
な
さ
る
よ
う
な
こ
と

を
さ
せ
ま
す
は
、
こ
の
私
ゆ
え
で
ご
ざ
り
ま
す
。
そ
れ
御
存
じ
の
な

い
蓮
如
様
で
は
ご
ざ
り
ま
せ
ぬ
け
れ
ど
も
、
こ
の
一
の
字
も
知
ら

ぬ
、
は
し
た
［
端
下
］
な
私
を
浄
土
参
り
さ
せ
た
い
ば
か
り
の
思
召

お
ぼ
し
め
し

で
、
恥は

じ

も
外
聞

が
い
ぶ
ん

も
御
か
ま
い
下
さ
れ
ぬ
。
さ
り
と
は
勿
体

も
っ
た
い

な
い
」
と

て
、
泣
き
な
が
ら
感
謝
し
た
の
で
あ
っ
た
。 

 

『
富
士
川
游
著
述
選
・
第
四
巻
』
の
加
筆
を
借
り
よ
う
。 

こ
う
い
う
心
持
ち
と
い
う
も
の
は
、
我
と
思
う
心
が
出
な
け
れ

ば
誰
に
で
も
起
き
る
心
持
ち
で
あ
り
ま
す
。
学
問
な
ら
ば
勉
強

次
第

し

だ

い

に
よ
っ
て
深
く
も
浅
く
も
な
る
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
宗
教

の
心
は
そ
ん
な
も
の
と
は
全

ま
っ
た

く
違
う
の
で
あ
り
ま
す
。 

昭
和
十
五
年
（
一
九
四
〇
）
一
月
、「
中
山
化
粧
品
の
会
」
で
、
富
士
川

は
、
女
性
た
ち
に
向
か
っ
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

人
間
の
世
の
中
は
す
べ
て
学
問
で
始
末
が
つ
く
と
思
う
の
は
大

き
な
間
違
い
で
あ
り
ま
す
。
人
間
が
生
き
て
お
る
と
い
う
こ
と
も
、

死
ぬ
る
の
も
又
、
不
思
議
の
力
の
中
で
死
ぬ
の
で
あ
り
ま
し
て
、
そ

れ
は
学
問
の
研
究
が
如
何

い

か

に
進
ん
で
も
、
解
決
の
つ
く
も
の
で
は

な
い
の
で
あ
り
ま
す
。 

宗
教
と
申
す
心
の
は
た
ら
き
は
、
人
間
の
智
慧

ち

え

の
は
た
ら
き
を

や
め
て
、
我
と
い
う
も
の
の
値
打
ち
を
な
く
し
た
と
き
に
、
誰
で
も

感
ず
る
と
こ
ろ
の
よ
ろ
こ
び
の
心
持
ち
を
申
す
の
で
あ
り
ま
す
。 

 

「
精
神
文
化
」
に
は
、
ほ
か
に
も
、
延
べ
百
人
を
越
え
る
さ
ま
ざ
ま
な

職
業
・
年
齢
の
人
々
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。 

釈
迦

し

ゃ

か

如
来

に
ょ
ら
い

様
と
蓮
如

れ
ん
に
ょ

様
と
は
同
じ
時
代
の
人
で
ご
ざ
り
ま
す
か
と
た

ず
ね
た
妙
了
尼
。
儒
学
者
と
し
て
仏
教
を
排
斥

は
い
せ
き

し
な
が
ら
、
寺
院
の
お
札

を
大
切
に
扱
っ
た
荻
生
徂
徠
。
地
獄
に
お
ち
て
火
の
車
に
乗
っ
て
い
る

自
分
の
絵
を
寝
室
に
掛
け
て
い
た
三
州
お
み
つ
。
患
者
を
死
な
せ
て
し

ま
っ
た
こ
と
を
恥
と
し
て
休
業
し
た
嵯
峨

さ

が

の
意
安
こ
と
吉
田
宗
桂
。
泥

棒
に
入
ら
れ
て
感
謝
し
た
大
和
の
清
九
郎
。
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
は

阿
弥
陀
仏
如
来
の
御
名
で
ご
ざ
い
ま
す
と
答
え
た
伊
賀
の
三
左
衛
門
。 

講
話
に
登
場
し
た
人
々
は
、
富
士
川
と
と
も
に
、
穏
や
か
に
語
り
か
け

て
い
る
。 

あ
な
た
に
宗
教
の
心
は
あ
り
ま
す
か
、
と
。 

  



13 

 

解
説 同

じ
広
島
県
に
生
れ
、
若
く
し
て
富
士
川
游
に
師
事
し
た
哲
学
者
・
科

学
史
家
の
三
枝

さ
え
ぐ
さ

博
音

ひ

ろ

と

は
、「
医
家
と
し
て
の
先
生
の
生
涯
を
通
じ
て
念
頭

を
離
れ
な
か
っ
た
も
の
は
、
実
に
医
術
と
宗
教
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
も

間
違
い
は
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
（『
富
士
川
游
先
生
』
「
再
び
学

的
労
作
へ
の
情
熱
」）
。 

い
ま
、
富
士
川
が
医
術
す
な
わ
ち
医
学
界
に
残
し
た
鮮
や
か
な
足
跡

に
は
多
言
を
要
し
な
い
。 

『
日
本
医
学
史
』『
日
本
疾
病
史
』
を
始
め
と
す
る
数
々
の
著
書
・
論

文
は
、
学
問
上
の
業
績
と
し
て
燦
然

さ
ん
ぜ
ん

と
輝
い
て
い
る
。 

患
者
と
そ
の
家
族
を
苦
悩
か
ら
救
い
出
す
医
師
と
し
て
、
多
く
の
雑

誌
を
主
宰
す
る
医
学
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
第
一
人
者
と
し
て
、
同
じ
よ

う
に
ド
イ
ツ
留
学
を
果
し
、
同
じ
よ
う
に
医
学
・
文
学
の
二
つ
の
博
士
号

を
得
た
森
鷗
外
に
比
肩
す
る
著
述
家
と
し
て
、
疾
病
を
社
会
問
題
と
捉

え
る
思
想
家
と
し
て
、
漢
方
と
西
欧
の
医
学
と
の
橋
渡
し
を
お
こ
な
っ

た
人
々
を
克
明
に
追
い
続
け
た
歴
史
家
と
し
て
、
膨
大
な
医
書
・
医
史
料

の
蒐
集
家
と
し
て
、
十
指
に
余
る
学
会
・
研
究
会
・
医
師
団
体
の
組
織
者

と
し
て
、
医
学
界
に
身
を
お
く
人
々
の
な
か
で
、
富
士
川
の
名
前
を
知
ら

な
い
人
は
い
な
い
だ
ろ
う
。 

同
時
に
、
中
山
文
化
研
究
所
内
に
中
山
女
性
文
化
研
究
所
と
中
山
児

童
教
養
研
究
所
を
発
足
さ
せ
、
女
性
や
児
童
の
健
康
の
相
談
に
の
る
と

い
う
実
践
の
人
で
も
あ
っ
た
。 

あ
る
と
き
富
士
川
は
、「
学
問
は
か
つ
て
し
た
こ
と
が
あ
る
と
い
う
の

で
は
本
当
で
は
な
い
。
学
問
は
現
に
し
て
い
る
の
で
な
く
て
は
、
た
い
し

た
意
味
は
な
い
」
と
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
。 

富
士
川
は
、
生
涯
を
通
じ
て
、
医
学
・
医
術
と
同
じ
よ
う
に
、
広
く
深

く
、
そ
し
て
峻
厳

し
ゅ
ん
げ
ん

に
宗
教
に
向
か
い
合
っ
た
。 

『
親
鸞
聖
人
』
を
世
に
問と

う
た
大
正
五
年
（
一
九
一
六
）
、
五
十
一
歳
の

夏
に
は
、「
宗
教
の
こ
と
に
心
を
傾
け
て
い
て
、
仏
教
こ
と
に
浄
土
真
宗

の
こ
と
は
三
十
年
来
、
自
分
で
か
れ
こ
れ
と
研
究
い
た
し
て
お
り
ま
す
」

と
語
っ
て
い
る
。 

『
親
鸞
聖
人
』
の
最
終
章
「
科
学
と
宗
教
」
は
、
富
士
川
の
生
涯
を
貫

く
研
究
テ
ー
マ
と
言
え
る
も
の
で
あ
る
。 

富
士
川
個
人
に
と
っ
て
の
科
学
と
宗
教
、
す
な
わ
ち
医
学
・
医
術
の
学

問
と
浄
土
真
宗
の
信
仰
は
、
二
つ
な
が
ら
最
勝

さ
い
し
ょ
う

の
域い

き

に
至
っ
て
い
た
。

と
り
わ
け
、
そ
の
信
仰
は
、
自
我
を
捨
て
、
己

お
の
れ

を
空む

な

し
く
し
て
弥
陀
の

本
願
を
受
け
入
れ
る
自
然
法
爾

じ

ね

ん

ほ

う

に

の
境
地
に
達
し
て
い
た
と
言
え
る
で
あ

ろ
う
。 



14 

 

そ
れ
ゆ
え
に
、
そ
の
講
話
は
、「
心
の
花
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
す

べ
て
の
宗
教
の
核
心
に
迫
る
舌
鋒

ぜ
っ
ぽ
う

の
鋭
さ
と
、
言
い
知
れ
ぬ
優
し
さ
に

あ
ふ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

『
富
士
川
游
先
生
稿
』
は
、
生
涯
の
掉
尾

と

う

び

に
、
消
え
ゆ
く
灯
火
が
一
瞬

の
光
彩
を
放
つ
か
の
よ
う
に
執
筆
さ
れ
た
。 

こ
こ
に
は
、
有
名
無
名
の
人
々
の
、
人
間
と
し
て
「
ふ
と
、
も
の
に
感

じ
る
心
」、「
胸
の
奥
底
に
ひ
そ
ん
だ
愚
か
さ
を
か
え
り
み
る
心
」、「
わ
が

生
を
与
え
た
父
や
母
を
慕
う
心
」
、
「
教
え
を
説
い
た
先
人
た
ち
に
感
謝

す
る
心
」
が
描
か
れ
て
い
る
。 

浄
土
真
宗
は
む
ろ
ん
、
す
べ
て
の
宗
教
に
通
じ
る
「
平
和
で
穏
や
か
な

一
人
ひ
と
り
の
心
」
が
示
さ
れ
て
い
る
。 

国
の
内
外
に
お
い
て
分
断
と
対
立
の
絶
え
な
い
現
代
こ
そ
、
富
士
川

游
が
生
涯
を
か
け
て
明
ら
か
に
し
た
「
宗
教
の
心
」
が
活
か
さ
れ
る
と
き

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 
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