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本
書
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つ
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て
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朋
新
聞
』（
二
〇
一
九
年
十
一
月
号
～
二
〇
二

二
年
七
月
号
）
に
連
載
さ
れ
た
井
上
尚た
か

実み

氏
（
大
谷
大
学
教
授
）
の
「
は
じ
め
て
読
む
正
し
ょ
う

信し
ん

偈げ

」

（
全
三
十
三
回
）
に
加
筆
・
修
正
を
い
た
だ
き
、
書
籍
化
し
た
も
の
で
す
。

　

朝
夕
の
お
勤
め
に
用
い
ら
れ
る
な
ど
、
真
宗
門も
ん

徒と

に
と
っ
て
な
じ
み
深
い
お
聖
し
ょ
う

教ぎ
ょ
うで
あ
る

「
正
信
偈
」。
そ
こ
に
込
め
ら
れ
た
親し
ん

鸞ら
ん

聖し
ょ
う

人に
ん

の
お
こ
こ
ろ
を
学
び
、
あ
じ
わ
う
た
め
の
入
門

書
と
な
る
こ
と
を
願
い
発
行
し
ま
し
た
。
は
じ
め
に
『
真
宗
大
谷
派
勤ご
ん

行ぎ
ょ
う

集し
ゅ
う』（

赤
本
）
の
該

当
箇
所
を
掲
載
し
、
書
き
下
し
文
、
現
代
語
訳
、
偈げ

文も
ん

に
こ
め
ら
れ
た
聖
人
の
お
こ
こ
ろ
を
順

に
尋
ね
て
い
く
内
容
で
す
。

　

本
書
を
く
り
返
し
お
読
み
い
た
だ
く
こ
と
を
と
お
し
て
、
親
鸞
聖
人
の
言
葉
を
大
切
に
い
た

だ
き
、
日
々
の
お
勤
め
が
さ
ら
に
意
義
深
い
も
の
に
な
る
こ
と
を
願
っ
て
お
り
ま
す
。
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本
文
中
の
『
真
宗
聖
典
』
と
は
、
東
本
願
寺
出
版
発
行
の
『
真
宗
聖
典
』
を

指
し
ま
す
。



は
じ
め
に

　

私
は
長
野
県
の
田
舎
に
あ
る
真
宗
大
谷
派
寺
院
の
生
ま
れ
で
、
幼
い
頃
か
ら
本ほ
ん

堂ど
う

や
お
内な
い

仏ぶ
つ

の
お
勤
め
の
場
に
お
い
て
、
ま
ず
耳
か
ら
「
正し
ょ
う

信し
ん

偈げ

」
に
親
し
み
ま
し
た
。
そ
の
頃
私
が

聞
い
て
い
た
お
勤
め
の
声
は
、
住
職
で
あ
っ
た
父
や
家
族
、
お
寺
に
集
ま
っ
た
ご
門も

ん

徒と

さ
ん

た
ち
の
声
で
し
た
。
60
歳
を
過
ぎ
た
今
も
「
正
信
偈
」
を
読
む
と
、
当
時
耳
に
し
た
身
近
な

人
た
ち
の
声
が
聞
こ
え
て
き
ま
す
。
小
学
校
に
進
み
、
字
が
読
め
る
よ
う
に
な
る
と
、『
真

宗
大
谷
派
勤ご

ん

行ぎ
ょ
う

集し
ゅ
う

』（
赤
本
）
を
手
に
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
が
、
難
し
い
仏
教
語
や
固

有
名
詞
を
含
む
漢
文
の
意
味
は
ほ
と
ん
ど
理
解
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
よ
う
や
く
声
と
意
味

が
結
び
つ
く
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、「
正
信
偈
」
を
学
び
、
自
分
な
り
に
真
宗
の
教
え
と
向

き
合
う
よ
う
に
な
っ
た
30
歳
の
頃
で
す
。
声
と
意
味
が
つ
な
が
る
と
こ
ろ
に
は
「
は
じ
め
て

読
む
」
喜
び
が
あ
り
ま
す
。

　

本
書
で
は
、
親し

ん

鸞ら
ん

聖し
ょ
う

人に
ん

が
付
け
ら
れ
た
返
り
点
や
送
り
仮
名
に
従
っ
て
、「
正
信
偈
」
を

は
じ
め
か
ら
少
し
ず
つ
読
ん
で
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
タ
イ
ト
ル
に
〝
は
じ
め
て
読
む
〟
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と
つ
い
て
い
る
の
は
、
漢
文
で
あ
る
た
め
に
分
か
り
に
く
い
「
正
信
偈
」
の
詩
句
の
意
味
を

学
ぶ
こ
と
を
と
お
し
て
、
身
近
に
味
わ
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
願
い
を
表
し
て
い
ま
す
。
す
ぐ

れ
た
詩
の
一
節
を
口
ず
さ
む
よ
う
に
、
日
々
の
生
活
の
中
で
、
ふ
と
「
正
信
偈
」
の
一
句
が

思
い
浮
か
び
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
暗
く
閉
じ
て
い
た
心
に
陽
が
射
し
込
み
、
視
野
が
開
け
て

明
る
く
な
る
。
そ
の
よ
う
に
真
宗
の
教
え
に
ふ
れ
て
目
覚
め
て
い
く
手
が
か
り
を
、
多
く
の

人
と
共
有
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　
「
正
信
偈
」
は
、
親
鸞
聖
人
が
書
き
表
さ
れ
た
も
の
の
中
で
最
も
広
く
親
し
ま
れ
て
い
る

お
聖し

ょ
う

教ぎ
ょ
う

で
、
親
鸞
聖
人
の
主
著
『
顕け
ん

浄じ
ょ
う

土ど

真し
ん

実じ
つ

教き
ょ
う

行ぎ
ょ
う

証し
ょ
う

文も
ん

類る
い

（
教き
ょ
う

行ぎ
ょ
う

信し
ん

証し
ょ
う

）』
六
巻
の
う
ち

「
行ぎ

ょ
う
の

巻ま
き

」
の
結
び
に
記
さ
れ
て
お
り
、
直
筆
の
原
稿
が
現
存
し
ま
す
（
口
絵
参
照
）。
七
文
字

を
一
句
と
し
百
二
十
句
か
ら
な
る
漢
文
の
定
型
詩
で
、
八
百
四
十
字
の
中
に
真
宗
の
教
え
の

根
幹
が
印
象
深
く
詠う

た

わ
れ
て
い
ま
す
。「
正
信
偈
」
と
略
し
て
呼
ば
れ
ま
す
が
、
親
鸞
聖
人

が
つ
け
ら
れ
た
正
式
の
名
称
は
「
正し

ょ
う

信し
ん

念ね
ん

仏ぶ
つ

偈げ

」
で
す
。「
偈
」
と
い
う
の
は
イ
ン
ド
の
古

い
言
葉
で
あ
る
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
「
ガ
ー
タ
ー
」
を
音
写
し
た
仏
教
語
で
あ
り
、「
仏

の
徳
や
教
え
を
讃
え
る
詩
」
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
親
鸞
聖
人
は
「
信
心
と
念
仏
の
讃
歌
」

2



と
し
て
深
い
喜
び
と
感
謝
の
念
を
込
め
て
こ
の
詩
を
編
ま
れ
た
の
で
す
。

　

親
鸞
聖
人
は
こ
の
「
正
信
偈
」
に
先
立
っ
て
、
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。

し
か
れ
ば
大だ

い

聖し
ょ
う

の
真し
ん

言ご
ん

に
帰
し
、
大だ
い

祖そ

の
解げ

釈し
ゃ
く

に
閲え
っ

し
て
、
仏ぶ
っ

恩と
ん

の
深じ
ん

遠の
ん

な
る
を
信
知

し
て
、
正し

ょ
う

信し
ん

念ね
ん

仏ぶ
つ

偈げ

を
作
り
て
曰い

わ
く�

（「
偈
前
の
文
」『
真
宗
聖
典
』
二
〇
三
頁
）

　

こ
こ
で
「
大
聖
」
と
い
う
の
は
、
今
か
ら
約
二
千
五
百
年
前
の
イ
ン
ド
に
お
生
ま
れ
に
な

っ
て
悟
り
を
開
か
れ
た
ブ
ッ
ダ
、
お
釈し

ゃ

迦か

様
（
釈し
ゃ
く

尊そ
ん

）
の
こ
と
で
す
。「
真
言
」
と
は
お
釈

迦
様
の
真
実
の
言
葉
、
す
な
わ
ち
『
大だ

い

無む

量り
ょ
う

寿じ
ゅ

経き
ょ
う

』
と
い
う
経き
ょ
う

典て
ん

に
説
か
れ
た
阿あ

弥み

陀だ

仏ぶ
つ

の

本
願
の
こ
と
で
す
。
親
鸞
聖
人
は
、
こ
の
本
願
を
最
も
大
切
な
依よ

り
処ど
こ
ろ

と
し
て
「
正
信
偈
」

を
書
か
れ
ま
し
た
。

　

次
の
「
大
祖
」
と
い
う
の
は
、
イ
ン
ド
・
中
国
・
日
本
の
三
国
に
お
い
て
本
願
念
仏
の
教

え
を
受
け
継
ぎ
広
め
ら
れ
た
七
人
の
高
僧
の
こ
と
で
、
具
体
的
に
は
イ
ン
ド
の
龍り

ゅ
う

樹じ
ゅ

菩ぼ

薩さ
つ

と

天て
ん

親じ
ん

菩ぼ

薩さ
つ

、
中
国
の
曇ど
ん

鸞ら
ん

大だ
い

師し

・
道ど
う

綽し
ゃ
く

禅ぜ
ん

師じ

・
善ぜ
ん

導ど
う

大だ
い

師し

、
そ
し
て
日
本
の
源げ
ん

信し
ん

僧そ
う

都ず

と
源げ
ん

空く
う

（
法ほ
う

然ね
ん

）
上し
ょ
う

人に
ん

の
こ
と
で
す
。
親
鸞
聖
人
は
、
こ
れ
ら
三
国
七し
ち

高こ
う

僧そ
う

に
よ
る
解
釈
の
伝
統

を
と
お
し
て
、
本
願
念
仏
の
教
え
こ
そ
が
生
き
と
し
生
け
る
も
の
に
平
等
な
目
覚
め
を
も
た

3
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ら
す
仏
教
で
あ
る
こ
と
を
確
信
さ
れ
た
の
で
す
。

　
「
正
信
偈
」
の
大
ま
か
な
構
成
に
つ
い
て
み
て
み
ま
す
と
、
ま
ず
前
半
の
四
十
四
句
に
は

『
大
無
量
寿
経
』
に
説
か
れ
る
阿
弥
陀
仏
の
本
願
の
由
来
と
、
本
願
を
信
ず
る
念
仏
者
の
救

い
の
あ
り
方
が
詠
わ
れ
て
い
ま
す
。「
印い

ん

度ど

西さ
い

天て
ん

之し

論ろ
ん

家げ

」
以
下
後
半
の
七
十
六
句
に
は
、

七
高
僧
が
そ
れ
ぞ
れ
念
仏
者
と
し
て
顕あ

き

ら
か
に
さ
れ
た
教
え
が
要
約
し
て
讃
え
ら
れ
て
い
ま

す
。
そ
し
て
、
最
後
は
「
共
に
同
心
に
、
た
だ
こ
の
高
僧
の
説
を
信
ず
べ
し
」
と
、
念
仏
を

勧
め
る
親
鸞
聖
人
の
言
葉
で
結
ば
れ
ま
す
。
全
文
を
通
し
て
、
す
べ
て
の
い
の
ち
を
救
う
た

め
に
起
こ
さ
れ
た
阿
弥
陀
仏
の
本
願
が
お
釈
迦
様
に
よ
っ
て
説
か
れ
、
イ
ン
ド
か
ら
中
国
を

経
て
日
本
へ
と
広
ま
り
、
私
た
ち
の
「
南な

無む

阿あ

弥み

陀だ

仏ぶ
つ

」
の
声
と
な
る
ま
で
の
壮
大
な
経
緯

が
讃
え
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

　

こ
の
「
正
信
偈
」
を
真
宗
門も

ん

徒と

の
勤
行
の
中
心
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
の
は
本
願
寺
第
八
代

の
蓮れ

ん

如に
ょ

上し
ょ
う

人に
ん

で
す
。
真
宗
門
徒
が
声
を
合
わ
せ
て
読
む
の
に
ふ
さ
わ
し
い
お
聖
教
と
し
て

「
正
信
偈
」
を
選
ば
れ
、「
正
信
偈
・
念
仏
・
和わ

讃さ
ん

」
と
い
う
日
々
の
お
勤
め
の
基
本
形
を
定

め
ら
れ
た
の
で
す
。
そ
れ
以
来
五
百
年
以
上
に
わ
た
り
、「
き
み
ょ
ー
む
り
ょ
ー
じ
ゅ
ー
に

4



ょ
ー
ら
ー
い
ー
、
な
ー
む
ー
ふ
ー
か
ー
し
ー
ぎ
ー
こ
ー
」
と
幼
い
子
ど
も
か
ら
お
年
寄
り
ま

で
一
緒
に
声
を
合
わ
せ
て
お
勤
め
す
る
こ
と
が
、
浄
土
真
宗
の
伝
統
を
形
作
る
と
と
も
に
真

宗
門
徒
を
育は

ぐ
く

ん
で
き
た
の
で
す
。

　

こ
れ
か
ら
で
き
る
限
り
や
さ
し
い
言
葉
で
「
正
信
偈
」
の
意
味
を
味
わ
っ
て
い
き
ま
し
ょ

う
。
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本
願
を
信
じ
念
仏
も
う
す



【
該
当
箇
所
】（『
真
宗
大
谷
派
勤
行
集
』
三
頁
）

【
書
き
下
し
】（『
真
宗
聖
典
』
二
〇
四
頁
）

無む

量り
ょ
う

寿じ
ゅ

如に
ょ

来ら
い

に
帰き

命み
ょ
う

し
、

不ふ

可か

思し

議ぎ

光こ
う

に
南な

無む

し
た
て
ま
つ
る
。

－ 3－

限か
ぎ

り
な
い
い
の
ち
の
如に

ょ

来ら
い

を
最も

っ
と

も
大た

い

切せ
つ

な
依よ

り
処ど

こ
ろ

に
い
た
し
ま
す
。

思お
も

い
は
か
る
こ
と
の
で
き
な
い
光ひ

か
り

の
仏ほ

と
け

を
真し

ん

の
依よ

り
処ど

こ
ろ

に
い
た
し
ま
す
。

【
現
代
語
訳
】

8



　

親し
ん

鸞ら
ん

聖し
ょ
う

人に
ん

（
一
一
七
三
～
一
二
六
二
）
は
「
た
だ
念
仏
し
て
、
弥み

陀だ

に
た
す
け
ら
れ
ま

い
ら
す
べ
し
」（『

異
抄
』『
真
宗
聖
典
』
六
二
七
頁
）
と
い
う
法ほ

う

然ね
ん

上し
ょ
う

人に
ん

の
教
え
に
導
か

れ
、
す
べ
て
の
人
に
平
等
な
救
い
を
も
た
ら
す
「
た
だ
念
仏
」
の
仏
道
を
歩
ま
れ
ま
し

た
。「
正
信
偈
」
は
、
そ
の
「
た
だ
念
仏
」
の
教
え
に
出で

遇あ

わ
れ
た
深
い
感
銘
を
親
鸞

聖
人
が
漢
文
の
定
型
詩
で
表
現
さ
れ
た
も
の
で
、
全
文
を
と
お
し
て
、
念
仏
の
救
い
と
、

そ
れ
を
伝
え
て
く
だ
さ
っ
た
七し

ち

高こ
う

僧そ
う

の
教
え
が
讃
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
「
帰き

命み
ょ
う

無む

量り
ょ
う

寿じ
ゅ

如に
ょ

来ら
い　

南な

無む

不ふ

可か

思し

議ぎ

光こ
う

」
と
い
う
は
じ
め
の
二
句
は
「
総そ

う

讃さ
ん

」
あ

る
い
は
「
帰き

敬き
ょ
う

」
と
呼
ば
れ
て
い
て
、「
南な

無む

阿あ

弥み

陀だ

仏ぶ
つ

」
と
同
じ
意
味
を
も
っ
て
い

ま
す
。「
南
無
」
は
イ
ン
ド
の
言
葉
「
ナ
マ
ス
」
の
発
音
を
漢
字
で
表
し
た
も
の
で
、

中
国
語
に
訳
す
と
「
帰
命
」
あ
る
い
は
「
帰き

依え

」
に
な
り
ま
す
。
日
本
語
に
訳
せ
ば

「
尊
い
も
の
と
し
て
敬う

や
ま

い
重
ん
ず
る
、
信
頼
し
て
従
う
、
真
の
依よ

り
処ど

こ
ろ

と
す
る
」
と
い

う
よ
う
な
意
味
に
な
り
ま
す
。
普
段
の
お
勤
め
の
際
に
は
、
ご
本ほ

ん

尊ぞ
ん

に
向
か
っ
て
合
掌

し
た
後
、
ま
ず
、
調ち

ょ
う

声し
ょ
う

人に
ん

が
「
帰
命
無
量
寿
如
来
」
と
発
声
し
、
そ
の
後
、「
南
無
不

※
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可
思
議
光
」
か
ら
皆
で
声
を
合
わ
せ
て
読
み
は
じ
め
ま
す
。
で
す
か
ら
、
こ
の
二
句
に

つ
い
て
は
「
正
信
偈
」
の
中
で
も
、
特
に
印
象
に
残
る
部
分
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
「
無
量
寿
如
来
」
と
「
不
可
思
議
光
」
は
、
い
ず
れ
も
阿
弥
陀
仏
の
こ
と
で
す
。

は
じ
め
の
「
無
量
寿
」
と
は
「
阿
弥
陀
」
と
い
う
イ
ン
ド
に
由
来
す
る
言
葉
を
中
国
語

に
意
訳
し
た
も
の
で
、「
は
か
り
知
れ
な
い
寿
命
」
を
表
し
て
い
ま
す
。
こ
の
言
葉
は
、

苦
し
ん
で
い
る
も
の
が
い
る
か
ぎ
り
永
遠
に
は
た
ら
き
続
け
る
阿
弥
陀
仏
の
大
い
な
る

慈じ

悲ひ

を
表
し
て
い
ま
す
。「
如
来
」
と
い
う
の
は
、「
真し

ん

如に
ょ

よ
り
来ら

い

生し
ょ
う

す
る
」
す
な
わ
ち

「
真
実
の
世
界
か
ら
来
て
く
だ
さ
っ
た
」
と
い
う
意
味
で
、
仏
の
尊
称
で
す
。
次
の

「
不
可
思
議
光
」
も
「
阿
弥
陀
」
の
意
味
が
わ
か
る
よ
う
に
中
国
語
に
訳
し
た
言
葉
で
、

人
間
に
は
思
い
は
か
る
こ
と
の
で
き
な
い
仏
の
無
限
の
智ち

慧え

を
表
し
て
い
ま
す
。
こ
の

二
句
に
は
、
阿
弥
陀
仏
は
、
私
た
ち
の
心
の
闇や

み

が
ど
れ
ほ
ど
深
く
て
も
、
必
ず
照
ら
し

出
し
て
く
だ
さ
る
光
の
仏
で
あ
る
こ
と
が
表
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
「
正
信
偈
」
は
全
て
漢
文
で
書
か
れ
て
い
る
た
め
大
変
難
し
い
印
象
を
受
け
ま
す
が
、

10



こ
の
よ
う
に
、
言
葉
の
意
味
を
一
つ
ひ
と
つ
明
ら
か
に
し
て
い
く
と
、
冒
頭
の
「
帰
命

無
量
寿
如
来　

南
無
不
可
思
議
光
」
は
、「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
同
じ
意
味
を
も
っ
た

念
仏
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
冒
頭
の
二
句
を
や
さ
し
い
言
葉
に

訳
し
た
も
の
に
次
の
よ
う
な
詩
が
あ
り
ま
す
。

つ
き
せ
ぬ
い
の
ち
の　

ほ
と
け
に　

き
み
ょ
う
し

は
て
な
き
ひ
か
り
の　

ほ
と
け
に　

き
み
ょ
う
す

�

（「
正
信
讃
」『
真
宗
大
谷
派
勤
行
集
』
一
二
五
頁
）

　

こ
の
「
正し

ょ
う

信し
ん

讃さ
ん

」
の
よ
う
な
や
さ
し
い
言
葉
の
詩
に
訳
し
て
み
ま
す
と
、
親
鸞
聖
人

が
冒
頭
の
二
句
に
込
め
ら
れ
た
お
こ
こ
ろ
を
、
あ
ら
た
め
て
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
し
て
、
言
葉
と
し
て
の
念
仏
の
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
は
、
そ

こ
に
「
わ
た
し
」
と
い
う
主
語
が
な
い
こ
と
で
す
。
も
と
の
イ
ン
ド
の
言
葉
に
も
、
漢

文
の
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」「
帰
命
無
量
寿
如
来　

南
無
不
可
思
議
光
」
に
も
、
主
語
は

あ
り
ま
せ
ん
。
声
に
出
し
て
念
仏
す
る
時
に
は
、
日
常
の
「
わ
た
し
は
」
と
い
う
自
己
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中
心
的
な
思
い
が
退し

り
ぞ

き
、
阿
弥
陀
仏
が
中
心
に
な
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
、
念

仏
を
称と

な

え
る
声
は
わ
た
し
た
ち
の
声
で
あ
る
と
同
時
に
、「
真
実
の
依
り
処
に
立
ち
な

さ
い
」
と
い
う
阿
弥
陀
仏
の
本
願
の
呼
び
声
な
の
で
す
。「
正
信
偈
」
は
、
そ
の
呼
び

か
け
に
応
じ
る
本
願
の
念
仏
に
よ
っ
て
は
じ
ま
る
の
で
す
。

※　

調
声
人
…
お
勤
め
の
調
子
を
定
め
て
発
声
し
、
音
程
を
導
き
拍
子
を
調
え
る
人
。
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