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仲
め

人
で
あ
り
、
そ
の
教
え
も
立
派
だ
と
い
う
、
ど

な
に
教
え
が
立
派
で
あ
一ノて
も
、
そ
の
教
を
奉
ず
る
人

の
生
活
が
美
し
く
無
け
れ
ば
、
そ
の
教
え
は
つ
ま
ら
な

い
も
の
と
判
断
す
る
。

だ
か
ら
、　
信
仰
者
は
そ
れ
ら

し
い
美
し
い
生
活
態
度
が
な
け
れ
ば
、
そ
の
教
は
し
的

い
」

こ
う

い
う

考

え

方

を

―
）

そ
の
意
見
は
全
く
そ
の
通
り
だ
と
思
う
ず

だ
が
、

そ
の
考
え
を
自
分
自
身
に
向
け
た
一

ら
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。　
私
は
念
仏
者
で
あ

一

り
ま
す
。

だ
か
ら
誰
か
ら
も
非
難
さ
れ
る
一

こ
と
も
な
い
、　
自
分
自
身
は
じ
る
一
レ
一も
、
一

ひ
と
つ
も
あ
り
ま
せ
ん
と
は
っ
き
り
言
い
切
れ
一

る
だ
ろ
う
か
。
実
際
に
そ
の
と
お
り
の
人
で
一

あ
る
な
ら
ば
念
仏
を
い
た
だ
く
用
事
の
無
い

人
で
な
い
か
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

事
を
す
る
、　
そ
れ
が
悲
―
）い
几
人
の

す
が
た
で
あ
る
」
と
い
わ
れ
た
親
鸞
聖

人
の
お
言
葉
を
、
ど
う
聞
か
せ
て
い
た

だ
く
のヽ
で
あ
ろ
う
か
。

お
念

仏
申
し
な
が
ら
、　
ま
こ
と
に

職
ず
か
し
い
曰
暮
し
を
し
て
ソ
０
自
分

で
あ
る
。
そ
れ
で
い
い
な
ど
と
は
、
決

し
て
選
わ
な
い
し
、
そ
う
あ
っ
て
は
な

ら
な
い
と
思
い
な
が
ら
、
あ
さ
ま
し
い

日
暮
を
し
て
い
る
。

朝

ダ
の
お
勤
め
ひ
と
つ
を
と
ぅ́
て
も
、

ま
と
も
に
加
来
聖
人
の
御
恩
に
感
謝

し
２
´́
礼
拝
す
る
二
と
さ
え
な
い
。

瘤

療
も
の
の
私
は
、

お
念
仏
を
ソ
た
だ
き
な

が
ら
、
相
変
ら
ず
病
療
工
を
爆
発
さ
せ
て

い
ス
Ъ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

一

一、わ
が
機
な
が
め
り
や
、　
あ
い
そ
も
つ
き
一

る
。
わ
が
身
な
が
ら

もヽ
い
や
に
な
る
ア
イ
■

た
ノ^た
同
行
が
あ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
一

全
く
そ
の
通
り
、

そ
し
て
、

そ
れ
に
続
ユ

て
こ
う
う
た
っ
て
い
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヽ

「い
や
に
な
る
よ
な
、
ざ
ま
た
れ
婆
ば
に
、
（ノ一

い
て
は
な
れ
ぬ
親
ご
ざ
る
」
と
。
　
　
　
　
一

わ
が
身
な
が
ら
も
い
や
‐三

な
る
よ
う
な
ど
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う
し
よ
う
も
な
い
自
分
に
、
つ́
い
て

は
な
れ
な
い
真
実
の
親
が
ま
し
ま

アヽ
の
で
あ
る
。
迷
い
を
出
る
こ
と
の

で
き
な
い
者
で
あ
れ
ば
こ
そ
、　
お

来
の
本
願
は
こ

」に
か
け
ら
れ
た
の

ｒ
あ
っ
た
。

ど
う
し
よ
う
も
な
い

あ

私
に
如

来
の
恣
願
が
お
ヽ
ミ
」
れ
た
の
で
あ

る
。
ま
こ
と
に
勿
体
な
ピ

」と
で
あ

る
。
あ
り
が
た
で

＞
一で
あ
る
。
申

し
訳
な
ビ

テ
一で
あ
る
。
た
だ
職
じ

入
る
ば
か
り
で
あ
る
。

も
し
少
し
で
も
よ
で

とヽ
が
あ
る

と
す
れ
ば
、　
そ
れ
は
大
恣

曰
向
の

は
た
ら
き
に
他
な
ら
な
い
。

良
き
こ
と
を
思
い
つ
く
の
も
ご
恩
な

り
、
恙
き
Ｆ
ど
を
超
い
捨
て
る
も
ご

恩
で
あ
る
。

あ
つ
か
ま
し
い
私
は
如
来
の
光
に
つ

つ
ま
れ
、
や
が
て
お
浄
上
に
参
ら
せ

て
い
た
だ
く
と
聞

か
さ
れ
て
み
れ

ば
、

何
か
じ
っ
と
し
て
居
れ
な
い
。

風

呂

の

中

の

合

私

お
風
３
に
入
り
ま
す
と
一
春
先
主

に
お
念
仏
が
出
ま
す
。
の
び
の
び
と
湯
一

舟
に
入
っ
て
念
仏
が
称
え
ら
れ
ま
す
。
一

一
緒
に
入
っ
て
い
た
孫
が
、

「
祖
父

ら
ゃ
ん
は
お
風
３
で
い
つ
も
ナ
ン
マ
ン
ダ

ブ
と
い
っ
の
だ
ね
」

と
を́
ュ
ま
す
。

ま
っ
た
く
そ
の
通
り

で
、
ど
う
し
た
わ
け
か
お
念
仏
が
虫

ま
す
。
「風
こ
の
念
仏
」
と
て
も
い
い
ま

し
ょ
つ
か
。

と

「ヽろ
が
昨
日
は
私

一
人
で
入

り
、　
ふ
と
思
い
ま
し
た
。

Ｆ倉
仏
が
申
・さ
れ
る
の
は
鵡
配

ご
と
が
な
い
時
で
は
な
か
ろ
う
か
」

妻
は
ベ
ー
ス
メ
ー
カ
ー
を
入
れ

て
い
ま
す
。　
お
医
者
さ
ん
は
ぶ

配
な
い
と
い
い
ま
す
が
、
自
分
一

カ
で
雌
機
が
動
い
て
い
る
の
で
は
一

な
い
の
で
ど
う
か
な
ら
な
い
の
か
と
一

策
じ
ら
れ
ま
す
。　
で
も
お
Ｌ

げ
へ」ま
で
半
年
４
く
に
な
り
上

す
ゲ
つ
ま
い
具
合
に
動
い
て
、
手
一

通
の
人
と
夕
し
も
変
ら
ず
鬼
気
一

に
追
ご
し
て
い
ま
す
。
そ
の
前
に
一

は
胃
癌
の
手
荷
を
し
ま
し
た
。
一

病
気
ば
か
り
す
る
人
で
す
が
、
一

胃
癌
を
し
て
か
ら
は
暮
分
し
な
一

い
だ
ろ
う
か
と
索
・じ
て
い
ま
し
た
一

が
、
「」れ
と
い
っ
た

」ヽと
も
な
く
今
一

り
、
気
持
ら
が
よ
か
っ
た
の
で
２

い
お
念
仏
が
出
ま
し
た
。

ビ

」か
熟
く
て
明
ｏ
は
病
院
に

行
か
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
つ
の
で
し
た

ら
称
え
ら
れ
た
で
し
ょ
つ
か
。
そ

ん
な
つ」と
を
思
う
と
鵡
が
安
ら
か

だ
か
ら
と
思
わ
ず
に
は
お
ら
れ
ま

せ
ん
。

恙
し
い
時
も
薔
し
い
時
も

お
念
仏
は
よ
ま
す
。
そ
し
て
出
た

時
は
な
ん
と
な
く
鵡
が
安
ら
ざ
ま

す
。仏

法
者
は
仏
法
を
主
と
し

せ
問
を
客
ン
」せ
よ

仏
法
を

中

線
と
し
て
せ
間
の
仕
事
を

し
て
ゆ
く
事
，で
あ
る

（閉
孝
）

同
じ
ぐ
念
仏
す
る
人
は
、

世
界
ヤ
み
ん
な
几
弟
で
あ
る

（奇
註
）
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恙
み
に
答
え
る
集
い
が
報
恩
講
で

す
。
「
恩
」
は

〓
め
ぐ
み
」
で
あ
り
、

今
こ
こ
で
生

か
さ
れ
て
い
る
の
は
、

色

々
な
人
や
も
の
に
支
え
ら
れ
て
い

る
か
ら
で
す
。　
着
て
い
る
も
の
、　
食

へ
て
い
る
も
の
、
住
ん
で
い
る
と
こ
ろ
つ

ま
り
衣
食
住
を
考
え
て
み
て
も
、
自

分
で
材
料
か
ら
す
べ
て
を
作
っ
た
も
の

は
あ
り
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
社
会
の
恙

み
、
自
然
の
恙
み
で
生
き
て
い
る
と
い

２ヽ

」と
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
感
謝

の
選
を
持
た
せ
て
い
た
だ
く
事
は
大

切
で
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
も
っ
と
深
い
恵
み
を
思
わ

ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
私
の

と
人
生
を
広
大
な
知
恵
で
照
ら
し

尽
く
し
、　
深
遠
な
慈
悲
で
包
ん
で

く
だ
さ
っ
て
い
る
阿
弥
陀
さ
ま
の

本
願
の
め
ぐ
み
で
あ
り
ま
す
。
そ
の

こ
と
を
親
鸞
聖
人
は
自
ら
の
い
の

と
人
生
を
尽
く
し
て
明
ら
か
に
教
ヽ

て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
こ
の
阿
弥
陀

仏
の
広
大
で
深
遠
な
願
い
を

「
他

力
」
と
い
つ
の
で
す
。
一
般
に
は
「他

力
」
を

「他
人
ま
か
せ
」
や

「他
に

た
よ
る
こ
ン
こ

と
思
い
込
み
が
ち
か

状
況
に
対
し
て
の
意
味
深
ソ
言
葉

か
い
で
あ
る
と
い
え
ま
し
ま
つ
。

し
た
が
っ
て
、
他
力
に
生
か
さ

れ
て
生
き
る
と
は
、
仏
の
絶
対

力
の
め
ぐ
み
に
生
か
さ
れ
て
い

の
ち
を
尽
く
す
一
とヽ
で
あ
り
ま

す
。

今
ま
で
自
分
十

應

。
自

我
中
赳
に
生
き
て
き
た
私
が
、

仏
の
願
い
に
ひ
る
が
え
さ
れ
、

仏
の
真
実
ま
こ
と
を
よ
り
ど
こ

ろ
と
す
る
、
本
当
の
主
体
性
の

あ
る
人
間
と
か
え
る
は
た
ら
き

が
他
力
で
あ
り
ま
す
。

そ
し

て
そ
の
本
願
化
力
の
具
体
的

な
す
が
た
こ
そ
が
仏
の
い
の
ち

そ
の
も
の
で
あ
る
南
無
阿
弥
陀

仏
な
の
で
す
。

「
私
の
い
の
ち
は
南
無
阿
弥
陀

仏
、

南
無
阿
弥
陀
仏
が
私
の

い
の
ち
」
と
い
え
る
ま
で
、
聞
か

せ
て
い
た
だ
き
、　
お
育
て
い
た

だ
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

こ
の

とヽ
を
深
く
思
い
つ
つ
「め

ぐ
み
に
こ
た
え
る
つ
ど
い
」
と
し

て
の
報
恩
講
？

」縁
を
よ
ろ
こ

ば
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
事
つ
。

新
し
い
納
骨
仏
壇

今
元
気
な
と
き
に
あ
な
た

の

納
骨

仏
壇
を
用
意
し
ま
せ
ん

か
。　
核
家
族
と
な
り
、　
音
の
よ

う
な
親
子
の
関
係
が
変
わ
り
つ
つ

あ
り
ま
す
。　
安

應
し
て
生
き
て

い
く
た
め
の
準
備
が
必
要
で
す
。

二
十
万
円
か
ら
九
十
万
円
の
納

骨
仏
壇
を
用
意
し
ま
し
た
。

一
人
用
と
家
族
用
で
す
。

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。



一
か

起
手
ら
な
い
事
態
、

釈
　
尚
文

し

か
し

」猥

り

善

目
　
　

一人
間

だ
れ
し
も

避

け

る
一
」と
の
出

一来
な
い
事
態

（
逆
縁
）
に
触
れ
た

人
々
の
お
寺
離
れ
が
進
ん
で
お
り
、

一時
に
、　
フ
ト
自
分
の
生
き
様
を

新
し
く
お
寺
に
参
ら
れ
る
方
が
少
な

一振
り
返
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん

。

一　
一
方

そ

の
苦

し
い
気

持

ち

の
ど

く
な
っ
て
い
ま
す

。

余
暇
や
娯
楽
を
充
実
さ
せ
る

様
々

一真
ん
中
に
立
た
さ
れ
た
と
き
に

な
情
報
が
、
・
れゝ
で
も
か
こ
れ
で
も
か

、
自
分
は
何
を
目
標
に
生
き
て
い

と
発
信
さ
れ
て
い
る
日
々
。

自
分
の

一る
の
か
」
と
い
う
問
題
を
解
決
す

存
在
意
義
を
考
え
さ
せ
ら
れ
る
場
面

一る
の
は
至
難
の
業
で
し
ま
つ
。

が
す
く
な
い
と
い
う
の
が
、

現
状
で
は

一
書
し
み
の
ど
真
ん
中
で
は
な
く

一余
裕
が
あ
る
時
に
じ
っ
く
り
問
題

洋
ふ

で
し
事
つ
か
。

身
近
な
人
の
見
や
自
身
の
体
調
不
振

一解
決
に
取
り
組
み
、

答
え
を
見

で
死
を
意
識
し
た
り
、
社
会
的
な
立

っ
け
た
上
で
今
を
起
豊
か
に
生
き

場

、^
の
失

敗
で
立
ち
直

れ
な
い
ν′一感

じ

て

、
ジ

．も

出

来

ま
す

。

た
り
等

マ
、

薔
常
生
活
で
は
稀
に
し

一
自
分
の
生
き
る
日
標

・
生
き
る

十

一
月
御
法
座
案
内

理
由
が
定
ま
っ
た
人
の
人

十

暉

（日
）
午
前
十
時

聖
典
講
座

生
は
、

充
実
し
た
納
得

工
午

　

一，‘、ま
れ
議
　

　

　

　

一
の
人
生

だ
と
思

い
ま
す

。

講
師

佐
藤
貧
彦
医
師
　

一　
話
は
変
わ
り
ま
す
が

十
七
日

（口
）
午
前
十
時
　
な
か
よ
し
ノヽ
ヽ

ふ
　
一
日
頃

当

た
り

前

の
よ
う

十
九
日

（え
）
十

一
時
　
欺
異
炒
の
会

　

　

一
に
車
を
運
転
し
て
い
ま

せ
四
曰

（
日
）
午
前
十
時

午
後

一
時

す
が
、　
一
度
だ
け
任
意

報
恩
講
法
要
厳
修

保

険
が
切
れ
て
い
る
事

が
あ
り
ま
し
た
。

知
ら
な
か
っ
た

き
は
普
段
と
同
じ
運
転
を
し
て
い

し
た
が
、
無
保
険
に
き

づ
い
た
瞬

か
ら
怖
く
て
ハ
ン
ド
ル
を
握
る
こ
と

で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

◎

一
人
に
な
っ
イに
、
春
一間
は
妹
人

婦
が
い
て
く
れ
る
が
、
夜
に
な
ヱ

と

一
人
ば
っ
ち
。
そ
ん
な
と
き
に

賦
′も
傍
に
い
て
く
れ
る
の
が
、　
一

リ
キ
と
ナ
ナ
、
何
も
言
わ
な
い
が

人
生
　
後
生
の
一
人
事
　
車
２

本
当
に
な
ぐ
さ
め
ら
れ
る
。

転
を
同
じ
目
線
で
述
べ
る
つ
も
り

あ
り
ま
せ
ん
が
、
お
寺
も
、

一‐着

う
ち
か
ら
安

應
を
持
っ
て
生
活
し

い
た
だ
く
た
め
に
」
と
ヽ
ヽ
、
っ
視
点

ら
考
え
れ
ば
、
今
何
を
す
、、へ
き
か

道
が
開
け
そ
う
な
気
が
し
て
な
わ

ま
せ
ん
。

◎
九
月
に
行
ア
た
「
五
時
間
法
話

は
百

四
十
人
以
上
の
人
が
集
ま
―‐

先
生
方
の
丁
童
な
ご
法
話
を
聰

で
き
て
、
大
変
有
意
義
な
法
話

で
あ
っ
た
。

◎
ま
た
機
会
が
あ
っ
た
ら
、　
規
模

を
小
さ
く
し
て
で
も
行
い
た
い
と

口ヾ

つ
。


