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令
和

元
年

十
一

月
二

十
三

日
 

正
信

寺
 

報
恩

講
 

法
話

 

三
方

三
方

三
方

三
方
よ
し
の

よ
し
の

よ
し
の

よ
し
の
精
神

精
神

精
神

精
神

 

釋
英

和
 

 【
は
じ
め
に
】

 

本
日

は
、
お

忙
し

い
中

、
お

参
り

い
た

だ
き

ま
し

て
、
あ

り
が

と
う

ご
ざ

い
ま

す
。

 

 「
三

方
よ

し
」
と

い
う

言
葉

は
、
近

江
商

人
の

商
売

哲
学

の
こ

と
で

す
。
今

日
は

、

何
で

、
浄

土
真

宗
の

お
寺

で
「

三
方

よ
し

」
の

話
を

す
る

の
か

も
含

め
、
お

話
し

さ
せ

て
い

た
だ

き
た

い
と

思
い

ま
す

。
 

 

【
三
方
よ
し
の
考
え
方
】

 

三
方

よ
し

の
三

方
と

は
、

な
ん

だ
か

ご
存

じ
で

し
ょ

う
か

。
 

「
売

り
手

よ
し

、
買

い
手

よ
し

、
世

間
よ

し
」

 

こ
れ

が
、

三
方

よ
し

で
す

。
 

ま
ず

、「
売

り
」
で

す
が

、
自

分
に

仕
入

れ
を

さ
せ

て
く

れ
る

売
り

主
で

す
。
自

分

が
儲

け
よ

う
と

す
る

な
ら

ば
、

仕
入

れ
価

格
を

下
げ

て
も

ら
う

の
が

、
商

売
を

す
る

う
え

で
基

本
と

な
り

ま
す

が
、

買
い

た
た

く
の

で
は

な
く

、
仕

入
れ

先
に

も
喜

ん
で

も
ら

う
よ

う
な

価
格

で
購

入
す

る
と

い
う

こ
と

で
す

。
次

に
、「

買
い

手
よ

し
」
で

す
。

こ
れ

は
、

自
分

が
仕

入
れ

、
生

産
し

た
も

の
を

買
っ

て
い

た
だ

く
お

客
様

が
、

買
っ

て
よ

か
っ

た
と

満
足

す
る

こ
と

で
す

。
先

ほ
ど

と
同

じ
よ

う
に

、
儲

け
た

い
と

思
う

な
ら

、
少

し
で

も
高

値
で

販
売

し
て

、
利

益
を

多
く

出
し

た
い

と
こ

ろ
で

す
が

、「
だ

ま
さ

れ
た

」
、
「

ぼ
っ

た
く

ら
れ

た
」

と
思

わ
れ

て
も

、
商

売
を

続
け

る
上

で
は

ダ
メ

な
わ

け
で

す
。

 

 恥
ず

か
し

い
話

、
私

は
、
こ

の
言

葉
を

聞
い

た
時

に
、「

世
間

よ
し

」
と

い
う

言
葉

を
勘

違
い

し
て

お
り

ま
し

た
。

つ
ま

り
、

仕
入

れ
先

も
売

り
先

も
満

足
し

て
商

売
を

す
れ

ば
、

自
分

も
最

終
的

に
儲

か
る

し
、

世
間

の
人

か
ら

感
謝

さ
れ

る
こ

と
だ

と
思

っ
て

い
ま

し
た

。
こ

れ
こ

そ
、

利
他

が
自

利
を

呼
ぶ

よ
う

な
浄

土
真

宗
的

な
考

え
と

思
っ

て
い

ま
し

た
。

 

 正
し

く
は

、
売

り
主

も
満

足
し

、
商

品
を

買
っ

た
お

客
様

も
満

足
す

る
商

売
を

す

る
こ

と
で

、
社

会
が

良
く

な
る

こ
と

を
言

い
ま

す
。
社

会
が

良
く

な
る

と
い

う
の

は
、

ど
う

す
れ

ば
よ

い
か

、
ど

の
よ

う
な

こ
と

か
、

な
か

な
か

、
ピ

ン
と

来
な

い
か

と
思

い
ま

す
。

 

 例
え

ば
、

こ
う

い
う

こ
と

で
す

。
 

鍛
冶

屋
さ

ん
は

、
い

い
農

機
具

を
作

っ
て

も
、

営
業

力
を

持
っ

て
い

な
か

っ
た

と

し
ま

す
。

私
が

、
こ

の
商

品
を

仕
入

れ
て

、
不

便
な

山
里

の
農

家
ま

で
運

ん
で

行
っ

て
販

売
し

た
と

し
ま

す
。

鍛
冶

屋
さ

ん
は

、
自

分
の

近
所

だ
け

で
は

、
そ

れ
ほ

ど
た

く
さ

ん
売

れ
な

い
の

で
す

が
、

山
里

の
お

客
さ

ん
ま

で
売

れ
る

よ
う

に
な

れ
ば

売
り

上
げ

が
増

え
て

喜
び

ま
す

。
ま

た
、
山

里
の

農
家

で
は

、
良

い
農

機
具

を
買

う
に

は
、

遠
い

町
に

出
か

け
な

い
と

買
え

な
い

の
で

す
が

、
私

が
売

り
に

来
て

く
れ

れ
ば

時
間

も
移

動
の

費
用

も
助

か
る

わ
け

で
す

。
そ

の
結

果
、

広
い

農
地

が
耕

せ
て

、
お

い
し

い
食

物
が

た
く

さ
ん

生
産

さ
れ

る
と

、
世

間
の

人
も

、
お

い
し

い
も

の
が

手
に

入
る

よ
う

に
な

り
、

世
間

も
よ

く
な

り
ま

す
。

こ
う

い
っ

た
こ

と
を

私
が

す
れ

ば
よ

い
と

い
う

こ
と

で
は

な
い

か
と

思
い

ま
す

。
 

す
な

わ
ち

、
私

が
鍛

冶
屋

さ
ん

か
ら

鋤
や

鍬
を

仕
入

れ
て

、
適

切
な

価
格

で
農

家

に
卸

し
て

あ
げ

る
よ

う
な

流
通

が
で

き
れ

ば
、

多
く

の
人

に
お

い
し

い
食

べ
物

を
届

け
ら

れ
る

き
っ

か
け

を
作

れ
る

と
い

う
こ

と
が

、
三

方
よ

し
な

の
で

す
。

 

 こ
れ

は
、

自
利

に
も

つ
な

が
り

ま
す

が
、

利
他

の
精

神
も

含
ま

れ
て

い
る

と
い

う

こ
と

で
は

な
い

か
と

思
い

ま
す

。
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【
企
業
理
念
の
先
駆
け
】

 

バ
ブ

ル
の

こ
ろ

に
は

青
年

実
業

家
と

い
わ

れ
る

、
不

動
産

を
転

売
し

て
大

儲
け

を

し
た

人
た

ち
が

い
ま

し
た

。「
土

地
こ

ろ
が

し
」
と

い
う

言
葉

を
生

み
ま

し
た

。
下

町

の
個

人
商

店
を

や
く

ざ
ま

が
い

に
追

い
出

す
よ

う
に

買
い

上
げ

て
、

大
規

模
開

発
す

る
「

地
上

げ
屋

」
と

い
う

言
葉

も
あ

り
ま

し
た

。
 

バ
ブ

ル
が

は
じ

け
、

リ
ー

マ
ン

シ
ョ

ッ
ク

が
訪

れ
て

、
か

つ
て

の
青

年
実

業
家

は

ど
う

し
て

い
る

の
で

し
ょ

う
。

消
息

は
、

な
か

な
か

聞
こ

え
て

き
ま

せ
ん

。
昔

の
よ

う
に

、
羽

振
り

が
良

く
な

い
こ

と
だ

け
は

確
か

だ
と

思
い

ま
す

。
近

年
は

、
G

A
F

A （
グ

ー
グ

ル
、

ア
ッ

プ
ル

、
フ

ェ
ー

ス
ブ

ッ
ク

、
ア

マ
ゾ

ン
）

と
呼

ば
れ

る
IT

企
業

や
、

IT
長

者
と

呼
ば

れ
る

ネ
ッ

ト
関

連
企

業
の

経
営

者
に

青
年

実
業

家
は

、
と

っ
て

か
わ

ら
れ

た
よ

う
で

す
。

つ
ま

り
、

青
年

実
業

家
は

継
続

的
な

利
益

を
出

し
て

い
な

か
っ

た
と

い
う

こ
と

だ
と

思
い

ま
す

。
 

バ
ブ

ル
の

こ
ろ

、
フ

ジ
テ
レ
ビ

買
収

で
世

間
を
騒

が
せ

た
村

上
フ
ァ

ン
ド

の
代
表

は
、「

企
業

は
儲

け
て

は
い

け
な

い
ん

で
す

か
？

」
と

い
う

発
言

を
堂
々

と
テ
レ
ビ

で

し
て

い
ま

し
た

。
高
度

経
済
成

長
の

時
代

に
は

、
ま

じ
め

に
働

け
ば

、
経
済

規
模

が

大
き

く
な

っ
て

、
暮

ら
し
向

き
が
豊

か
に

な
っ

て
い

ま
し

た
が

、
低
成

長
時
代

に
な

る
と

、
法
律

を
守

っ
て

さ
え

い
れ

ば
何

を
し

て
も

よ
い

と
考

え
る

人
が

多
く

な
っ

た

よ
う

に
感

じ
ま

す
。
し

か
し

、
そ

う
し

た
利

益
至

上
主
義

の
企

業
の
隆
盛

を
み

る
と

、

継
続

的
な

発
展

を
し

て
い

な
い

と
い

う
の

は
、
皆

さ
ん

も
感

じ
る

と
こ

ろ
で

は
な

い

で
し

ょ
う

か
。

 

個
人

的
に

は
、「
急

に
成

長
し

た
企

業
は

、
急

に
つ

ぶ
れ

る
。
長

年
繁
栄

し
た

企
業

は
、
な

か
な

か
つ

ぶ
れ

な
い

。
」
と

感
じ

ま
す

。
こ

れ
は

、
資

本
の

大
き

さ
だ

け
で

は

な
く

、
長

年
生

き
延

び
る

た
め

に
は

、
時
代

の
流

れ
や

、
技
術

の
進
歩

に
寄

り
添

っ

て
、
業
態

を
変

え
て

い
く

こ
と

で
、
継

続
的

に
利

益
を

出
し

て
い

く
企

業
の

D
N

A
が

必
要

な
の

だ
と

思
い

ま
す

。
 

 

日
本

で
は

、
長

年
利
潤

追
求

は
タ

ブ
ー

で
し

た
。
弱

い
も

の
か

ら
金

を
巻

き
上

げ

て
贅
沢

を
す

る
こ

と
は

、
違

法
、
合

法
と

い
っ

た
価

値
観

を
超

え
て

や
っ

て
は

い
け

な
い

と
教

え
ら

れ
て

き
ま

し
た

。
こ

れ
は

、
仏
教

の
貪
瞋
痴

の
貪
（
む

さ
ぼ

り
）
は

い

け
な

い
と

い
う

価
値
観

な
の

だ
と

思
い

ま
す

。
 

継
続

的
な

発
展

を
し

て
い

る
企

業
で

は
、
目

先
の

利
益

に
飛

び
つ

か
な

い
よ

う
に

、

儲
け

主
義

に
走

ら
な

い
よ

う
に

企
業
理
念

（
C

S
R
）

と
い

う
も

の
を
打

ち
立

て
て

、

社
員
全
員

が
大

切
に

す
る

価
値
観

を
共
有
化

し
よ

う
と

し
て

い
ま

す
。

C
S

R
を

日
本

で
最
初

に
打

ち
立

て
た

企
業

に
、
伊
藤
忠

商
事

が
あ

り
ま

す
。

 

 

【
近
江
商
人
と
は
】

 

こ
こ

か
ら

先
は

、
伊
藤
忠

商
事

の
H

P
か

ら
、
引

用
し

て
い

ま
す

。
 

 

頭
に
菅
笠

、
縞

の
道

中
合

羽
を

は
お

り
、
肩

に

は
前
後

に
振

り
分

け
た
荷

を
下

げ
た
天
秤
棒

。
江

戸
時
代

か
ら
明
治

に
か

け
て
活
躍

し
た

近
江

商

人
の
典
型

的
な

行
商

ス
タ
イ

ル
で

す
。

 

近
江

商
人

と
は

、
近

江
国

（
現
在

の
滋
賀
県

）

に
本
宅

( 本
店

、
本

家
) を
置

き
、
他
国
へ

行
商

し

て
歩

い
た

商
人

の
総
称

で
、
大
坂

商
人

、
伊
勢

商

人
と
並

ぶ
日

本
三

大
商

人
の
ひ

と
つ

と
い

わ
れ

て
い

ま
す

。
「

近
江

の
千
両
天
秤

」
と

も
い

う
よ

う
に

、
天
秤
棒

一
本

か
ら
財

を
築

き
、
三
都
（

江

戸
、
大
坂

、
京
都

）
を

は
じ

め
と

す
る
全
国
各

地

に
進

出
し

、
豪

商
と

呼
ば

れ
る

ま
で

に
発
展

し
て

い
き

ま
し

た
。

 

伊
藤
忠

商
事

の
創

業
者
・
初
代
伊
藤
忠
兵
衛

も
そ

の
一

人
で

す
。
麻
布

の
持

ち
下

り
が

商
い

の
ス
タ

ー
ト

で
し

た
。

関
西

か
ら

関
東

を
は

じ
め

と
す

る
全
国
各

地
へ

行
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商
す

る
こ

と
を

「
持

ち
下

り
」

と
い

い
、
反
対

に
地

方
の

産
品

を
関
西
へ

運
び

売
る

こ
と

を
「
登

せ
荷

」
と

い
い

ま
し

た
。

近
江

商
人

は
自

分
の

足
で
歩

い
て
各

地
の
需

要
や

地
域

に
よ

る
価

格
差

な
ど

の
情

報
を

仕
入

れ
、
全
国

的
規

模
の

商
品

流
通

を
行

い
ま

し
た

。
こ

う
し

た
商

い
は

、
や

が
て

日
本

経
済

が
発
展

し
て

い
く

上
で

大
き

な

役
割

を
担

い
ま

し
た

。
 

近
江

商
人

の
経

営
哲

学
の
ひ

と
つ

と
し

て
「

三
方

よ
し

」
が

広
く
知

ら
れ

て
い

ま

す
。「

商
売

に
お

い
て

売
り

手
と

買
い

手
が

満
足

す
る

の
は
当
然

の
こ

と
、
社

会
に
貢

献
で

き
て

こ
そ

よ
い

商
売

と
い

え
る

」
と

い
う

考
え

方
で

す
。
滋
賀

大
学
宇
佐
美
名

誉
教
授

に
よ

れ
ば

、
「
『

売
り

手
に

よ
し

、
買

い
手

に
よ

し
、

世
間

に
よ

し
』

を
示

す

『
三

方
よ

し
』

と
い

う
表
現

は
、

近
江

商
人

の
経

営
理
念

を
表
現

す
る

た
め

に
後

世

に
作

ら
れ

た
も

の
で

す
が

、
そ

の
ル

ー
ツ

は
初
代
伊
藤
忠
兵
衛

が
近

江
商

人
の

先
達

に
対

す
る
尊
敬

の
思

い
を
込

め
て

発
し

た
『

商
売

は
菩
薩

の
業
（

行
）
、
商

売
道

の
尊

さ
は

、
売

り
買

い
何

れ
を

も
益

し
、

世
の

不
足

を
う

ず
め

、
御
仏

の
心

に
か

な
う

も

の
』
と

い
う

言
葉

に
あ

る
と

考
え

ら
れ

る
。
」
と

の
こ

と
で

す
。
自

ら
の

利
益

の
み

を

追
求

す
る

こ
と

を
よ

し
と

せ
ず

、
社

会
の
幸

せ
を
願

う
「

三
方

よ
し

」
の

精
神

は
、
現

代
の

C
S

R
に

つ
な

が
る

も
の

と
し

て
、
伊
藤
忠

を
は

じ
め

、
多

く
の

企
業

の
経

営
理

念
の
根
幹

と
な

っ
て

い
ま

す
。

 

 

【
伊
藤
忠
兵
衛
】

 

初
代
伊
藤
忠
兵
衛

は
、

1
8
4

2
年

（
天
保

1
3
年

）
7
月

2
日

、
滋
賀
県
犬

上
郡
豊

郷
村
八
目

に
五
代
伊
藤

長
兵

 
衛

の
次

男
と

し
て

生
ま

れ
ま

し
た

。
伊
藤
忠

商

事
創

業
者

の
誕

生
で

す
。

 

伊
藤

家
は

い
わ
ゆ

る
近

江
商

人
の

家

で
あ

り
、
「
紅

長
（

べ
ん

ち
ょ

う
）
」

の

屋
号

で
、
地
場

の
「

高
宮
絣

」「
野
洲
晒

」

な
ど

の
繊
維

品
の
小

売
業

を
営

ん
で

い

ま
し

た
。

 

 初
代
忠
兵
衛

が
大
阪

経
由

、
泉
州

、
紀
州

ま
で
「

持
ち

下
り

」
と

い
わ

れ
た

行
商

を

始
め

た
の

が
1
8
5
8
年

 （
安
政

5
年

）
、
忠
兵
衛

1
5
歳

の
と

き
で

し
た

。
こ

の
年

を

伊
藤
忠

商
事
創

業
の

年
と

し
て

い
ま

す
。

 

持
ち

下
り

は
次
第

に
販
路

を
広

げ
、
九
州

地
区

に
ま

で
進

出
し

、
そ

の
実
績

を
足

場
に

1
8
7
2
年

（
明
治

5
年

）
に

は
大
阪

の
東
区

本
町

2
丁
目

で
呉
服
太

物
商

「
紅

忠
（

べ
ん

ち
ゅ

う
）
」

を
開

店
す

る
ま

で
大

き
く
成

長
を
遂

げ
ま

し
た

。
 

初
代
忠
兵
衛

は
紅
忠

開
店

と
同

時
に

「
店

法
」

を
定

め
、

店
主

と
従

業
員

の
相
互

信
頼

を
も

と
に
合
理

的
な

経
営

を
行

う
た

め
の
施
策

を
打

ち
出

し
ま

し
た

。
例

え
ば

店
内

の
会
議
制
度

の
施

行
、

利
益

三
分

主
義

の
実
践

、
洋
式
簿
記

の
採

用
、
現
金
取

引
の

実
行

な
ど

、
当

時
の

商
店

と
し

て
は

一
歩
進

ん
だ

経
営

で
事

業
を

広
げ

て
い

き

ま
し

た
。

 

 1
8
8

4
年

（
明
治

1
7
年

）
に

は
紅
忠

を
「
伊
藤

本
店

」
と
改
称

し
ま

し
た

。
ま

た

「
伊
藤
京

店
」
を

開
店

、
翌

1
8
8
5
年

 （
明
治

1
8
年

）
に

は
「
伊
藤
外
海
組

」
を
組

織
し

、
海
外
貿
易

に
乗

り
出

し
ま

し
た

。
明
治

2
0
年
代

に
入

る
と

、
明
治
政
府

の
諸

施
策

が
整

い
、

経
済
界

は
大

き
く

発
展

し
、
紡
績

を
中
心

と
す

る
綿
製

品
の
輸

出
も

活
発

と
な

り
ま

し
た

。
こ

う
し

た
激

動
の

時
代

の
中

で
、
創

業
者
伊
藤
忠
兵
衛

は
そ

の
商
才

を
発
揮

し
、「
積
極
・
機
敏
・
合
理

」
の

経
営

方
針

の
も

と
、
今

日
の
伊
藤
忠

商
事

の
礎

を
築

き
ま

し
た

。
 

初
代
忠
兵
衛

は
、

商
人

と
し

て
生

ま
れ

な
が

ら
の

商
い

の
感
性

を
持

っ
た

人
物

で

し
た

。
近

江
商

人
の

家
に

生
ま

れ
た
忠
兵
衛

は
熱
心

な
浄

土
真

宗
の

信
者

で
あ

り
、

「
商

売
は
菩
薩

の
業

、
商

売
道

の
尊

さ
は

、
売

り
買

い
何

れ
を

も
益

し
、

世
の

不
足

を
う

ず
め

、
御
仏

の
心

に
か

な
う

も
の

」
と

い
う
「

三
方

よ
し

」
を

生
涯

実
践

し
た

真

の
「

商
人

」
で

し
た

。
 

1
9
0
3
年

（
明
治

3
6
年

）
7
月

8
日

、
初
代
伊
藤
忠
兵
衛

は
永
眠

し
ま

し
た

（
享

近江商人（近江商人博物館提供） 
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年
6
1
歳

）
。
（
以

上
、
伊
藤
忠

商
事

H
P
か

ら
引

用
）

 

 

【
近
江
商
人
と
浄
土
真
宗
】

 

近
江

商
人

が
生

ん
だ

「
三

方
よ

し
」

の
考

え
は

浄
土

真
宗

の
教

え
か

ら
生

ま
れ

た

よ
う

で
す

。
近

江
商

人
の

多
く

は
浄

土
真

宗
に
深

い
信
仰
心

が
あ

り
ま

し
た

。
近

江

商
人

は
商

売
人

を
引
退

し
隠
居

生
活

に
入

る
と

、
宗
教
活

動
を

行
い

ま
し

た
。

そ
こ

で
浄

土
真

宗
の
教

え
を

基
に

家
訓
・

店
則

を
定

め
た

の
で

し
た

。
そ

も
そ

も
近

江
商

人
は

、
な
ぜ

こ
れ

ほ
ど

ま
で

に
浄

土
真

宗
を

信
仰

し
て

い
た

の
で

し
ょ

う
か

。
 

 辻
井
清
吾

が
書

い
た
論
文

「
近

江
商

人
の

経
済
倫
理

と
信
仰

の
意
義

」
で

は
「

一

五
世
紀

に
真

宗
本
願

寺
の

中
興

の
祖

と
し

て
著
名

な
第
八
代

法
主
蓮
如

が
熱
心

に
布

教
・
教
化
活

動
を

な
し

た
地
域

が
近

江
で

あ
り

、
江
戸

時
代

に
は

、
真

宗
の
盛

ん
な

地
域

と
な

っ
た

。
又

、
近

江
商

人
の

家
訓
・

店
則

に
見

ら
れ

る
各
々

の
宗
教
意
識

に

は
「
仏

法
を

信
じ

、
慈
悲

を
も

っ
て

日
常

生
活

を
過

ご
し

、
先
祖

を
祭

る
事

に
よ

り
、

一
家

の
 
伝
統

を
守

る
事

」
の

精
神

が
自
然

の
流

れ
と

し
て

連
綿

と
見

ら
れ

る
。
又

、

家
訓

に
は

、「
和
合

」「
出

精
」（

精
を

出
し

て
働

く
事

）「
不
奢

」（
奢

る
事

な
く
ケ
チ

る
事

も
な

し
）「
孝

行
」
の

言
葉

が
多

く
み

ら
れ

、
社

会
構
造

の
変
化

に
真

宗
が
対
応

し
つ

つ
あ

り
、
近

江
商

人
は

こ
の

よ
う

な
時
代
・
地
理

的
 
背
景

の
下

で
成

長
し

、
真

宗
の

世
俗
倫
理
観

を
受
容

し
て

い
っ

た
。
」
と
書

か
れ

て
い

る
よ

う
に

、
こ

の
蓮
如

の

布
教
活

動
に

よ
り

近
江

商
人

か
ら

浄
土

真
宗
門
徒

を
多

く
輩

出
し

た
。

近
江

商
人

の

多
数

は
遠

方
の

商
売

に
向

か
う
途

中
に

あ
る

浄
土

真
宗

の
寺
院

に
立

ち
寄

る
な

ど
、

熱
烈

な
浄

土
真

宗
の

信
者

に
な

っ
た

と
い

う
。（

高
知
工
科

大
学

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

学
部

 

岸
教
授
論
文

）
 

 

【
日
常
を
よ
り
よ
く
生
き
る
】

 

江
戸
初
期

の
鈴
木

正
三

( し
ょ

う
さ

ん
。

1
5
7
9
-1

6
5

5
) の

「
万
民
徳

用
」
を
引

用

し
た

い
と

思
い

ま
す

。
 

 農
民

は
仏
道
修

行
の
暇

が
無

い
、

ど
う

し
た

ら
よ

い
か
…

と
い

う
問

い
に

次
の

よ
う

に
答

え
ま

す
。

 
 

 「
農

作
業

が
そ

の
ま

ま
仏

行
だ

。
心
得

が
悪

い
時

に
は
卑

し
い

仕
事

と
な

る
。
信

心
が
堅

い
と

き
に

は
菩
薩

の
行

と
な

る
。
暇

を
得

て
修

行
・
成
仏

し
よ

う
と

す
る

の

は
誤

り
だ

。
必

ず
成
仏

を
遂

げ
よ

う
と

思
う

人
は

農
作

業
で

も
っ

て
心
身

に
鞭
打

つ
。
楽

し
み

ば
か

り
の

来
世

を
願

う
も

の
は

か
え

っ
て

、
万

年
を
過
ぎ

て
も
成
仏

で

き
ぬ

。
極
寒
・
極
熱

の
辛
苦

の
農

作
業

を
し

、
す

き
・
く

わ
・
か

ま
を

用
い

て
、
煩

悩
の
草
茂

る
こ

の
心
身

を
敵

と
し

、
土

地
を

す
き
返

す
よ

う
に

、
雑
草

を
刈

り
取

る

よ
う

に
と
心
得

て
、
ひ

た
す

ら
攻

め
に
攻

め
て

耕
作

せ
よ

。
 
 

 暇
が

で
き

る
と
煩
悩

の
草

が
増

え
る

。
辛
苦

の
農

作
業

で
心
身

を
攻

め
て

い
る

時
は

、
あ

れ
こ

れ
心
配

を
す

る
隙

が
無

く
な

る
。
こ

の
よ

う
に
四
六

時
中

、
農

作
業

と
と

も
に
仏

行
を
成

し
て

い
る

の
だ

か
ら

、
農
民

だ
と

い
っ

て
よ

そ
の
修

行
を

う

ら
や
む
必
要

は
な

い
。

た
と

え
寺
院

で
礼
拝

を
も

っ
ぱ

ら
に

す
る

人
で

も
我
執

の

念
が

消
え

な
い

と
、
ど

ん
な
尊

い
修

行
を
成

し
て

も
み

な
輪
廻

の
悪

業
と

な
る

。
成

仏
も
堕

地
獄

も
、
そ

の
鍵

は
心

の
あ

り
よ

う
に

あ
っ

て
、
行
為

に
は

な
い
（

中
略

）
 
 

 田
畑

を
耕

す
ひ

と
ク
ワ
毎

に
南
無
阿
弥
陀
仏

と
唱

え
、
ひ

と
カ

マ
毎

に
そ

の
心

に
安
住

し
て

、
余
計

な
心
配

を
せ

ず
に

農
作

業
を
成

す
な

ら
、
田
畑

も
浄

土
と

な
り

、

五
穀

も
清

浄
な

食
と

な
っ

て
、
食

べ
る

者
の
煩
悩

を
消
滅

さ
せ

る
薬

に
な

る
。
ど

う

し
て
天

が
こ

の
人

を
守
護

し
な

い
は

ず
が

あ
ろ

う
か
…

「
万
民
徳

用
」
／
鈴
木

正

三
・
著
／

正
三
没
後

の
1
6
6
1
年

に
出
版
／

 

 鈴
木

正
三

は
、

家
康

に
仕

え
て

大
阪

の
陣

で
戦
功

を
立

て
た
武
士

で
す

が
、

4
2

歳
で

出
家

し
て
曹
洞

宗
の
僧

と
な

っ
て
庶
民

の
教
化

に
努

め
ま

し
た

。
そ

の
法
語
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の
代
表

が
「
万
民
徳

用
」
で

、
士

農
工

商
の

家
業

に
縛

ら
れ

た
人
々

に
、
そ

れ
ぞ

れ

の
仕
事

を
通

し
て
仏
道

に
励
む

方
法

を
迫

真
の
口
調

で
簡
潔

に
説

き
ま

し
た

。
曹

洞
宗

で
あ

り
な

が
ら

、
念
仏

の
重
要

さ
を
伝

え
、
平
易

な
法
語

に
よ

る
近

世
職

業
倫

理
の
嚆
矢

で
す

。
他

に
武
士
・
職

人
・
商

人
の

生
き

方
に

つ
い

て
書

か
れ

て
い

ま
す

。

私
は

中
公
新
書

の
現
代
文
訳

を
読

み
ま

し
た

が
、
畳

み
掛

け
る

よ
う

に
溌
剌

と
し

た
流

れ
が

あ
る

の
で

、
正

三
の
熱
意

を
感

じ
る

た
め

に
、
原
文

に
当

た
っ

て
み

た
い

と
思

っ
て

い
ま

す
。

 

 

【
お
わ
り
に
】

 

鈴
木

正
三

は
、
江
戸

時
代

に
、
農
民

、
武
士

、
商

人
に
対

し
て

、
職

業
倫
理

を
説

い
て

い
ま

す
。
煩
悩

に
は
走

ら
ず

、
禁
欲

的
な
労
働

に
没

入
せ

よ
、
自

分
の
職

業
を

南
無
阿
弥
陀
仏

と
称

え
な

が
ら

行
う

こ
と

で
救

わ
れ

る
と
述

べ
て

い
ま

す
。

 

 こ
れ

は
、
キ

リ
ス

ト
教

の
宗
教
改
革

を
し

て
プ
ロ

テ
ス
タ

ン
ト

と
な

っ
た

マ
ル

テ
ィ

ン
・
ル
タ

ー
や
カ

ル
ヴ
ァ

ン
が
説

い
た
職

業
倫
理

、
労
働
倫
理

と
相

通
じ

る
よ

う
に

思
え

ま
す

。
十
六

世
紀

の
カ

ト
リ

ッ
ク

は
、
罪

を
犯

し
て

も
免
罪
符

を
買

え
ば

救
わ

れ
る

と
い

う
よ

う
に
堕
落

を
し

て
い

ま
し

た
が

、
そ

れ
を
批
判

し
た

の
が

、
ル

タ
ー

で
す

。
 

 ル
タ

ー
は
ド
イ
ツ

の
人

で
す

。
カ

ト
リ

ッ
ク

か
ら
迫
害

を
受

け
た
ヨ

ー
ロ

ッ
パ

の
プ
ロ

テ
ス
タ

ン
ト

を
信
仰

す
る

人
は

、
ア

メ
リ
カ

に
移
住

し
た

人
に

も
多

く
い

ま
す

。
ア

メ
リ
カ

で
は

、
今

で
も

大
統
領

が
就
任

す
る

と
き

に
、
聖
書

に
手

を
当

て

て
宣
誓

し
ま

す
。

 

 こ
う

し
た
国
々

に
、
資

本
主
義

が
根
付

き
、

経
済
成

長
を
遂

げ
て

い
ま

す
。

 

G
7
と

い
う

経
済

先
進
国

の
首
脳

会
談

が
あ

り
ま

す
。
経
済

先
進
国

と
呼

ば
れ

る

国
は

、
他
国

に
先
駆

け
て

産
業

を
興

し
、
貿
易

を
し

て
経
済

規
模

を
拡

大
し

ま
し

た
。

現
在

、
G

7
を
牽
引

し
て

い
る
国

は
、
プ
ロ

テ
ス
タ

ン
ト

が
根
付

く
国

と
浄

土
教

の

仏
教

が
多
数

を
占

め
る

日
本

で
す

。
カ

ト
リ

ッ
ク

の
フ
ラ

ン
ス

、
イ
タ

リ
ア

は
、
財

政
赤
字

に
苦

し
ん

で
い

ま
す

。
 

日
本

も
明
治
維
新
以

来
、
経
済

発
展

を
続

け
て

い
ま

す
が

、
プ
ロ

テ
ス
タ

ン
ト

の

神
の
前

の
平
等

と
相

通
じ

る
、
浄

土
真

宗
の

信
仰

を
持

つ
「

三
方

よ
し

」
の

哲
学

を

持
っ

た
近

江
商

人
が

、
日

本
経
済

を
支

え
、
繁
栄

さ
せ

て
き

た
の

だ
と

感
じ

て
い

ま

す
。
反
面

、
バ

ブ
ル
崩
壊
以
降

、
勤
勉

に
働

く
こ

と
を
尊
重

す
る

精
進

、
信
心

が
薄

れ
て

き
た

た
め

、
長
期

経
済
停
滞

が
起

き
た

の
で

は
な

い
か

と
考

え
て

し
ま

い
ま

す
。

 

 明
治
維
新

の
時
代

、
当

時
資

本
主
義

に
は
程

遠
か

っ
た

日
本

の
経
済

を
支

え
た

の
は

、
来

世
に

お
け

る
仏

の
救
済

を
信

じ
、
現

世
で

不
当

な
利

益
を
得

る
こ

と
を

よ

し
と

せ
ず

、
禁
欲

的
に
勤
勉

に
、
自
己

の
労
働

に
励

み
、
合
理
性

を
か
ね

そ
な

え
て

い
た

宗
教
倫
理

、
経
済
倫
理

で
あ

っ
た

に
違

い
な

い
と

思
い

ま
す

。
 

 私
た

ち
も

、
日
常

の
仕
事

や
家
事

を
一
心

に
行

う
こ

と
が
仏

行
な

の
だ

と
思

い

ま
す

。
信
心

が
あ

り
、
念
仏

が
あ

れ
ば

、
そ

れ
も
菩
薩

の
行

に
な

る
と

い
う
鈴
木

正

三
の
教

え
を

実
行

す
れ

ば
、
日
常

の
仕
事

は
、
そ

の
ま

ま
尊

い
行

に
な

る
と

思
い

ま

す
。
同

じ
こ

と
を

す
る

の
で

も
、
心

の
持

ち
方

に
よ

り
自

分
自
身

の
満

足
度

、
日
常

の
充

実
感

が
変

わ
る

よ
う

に
思

い
ま

す
。

 

 本
日

は
、

ご
清
聴

い
た

だ
き

、
誠

に
あ

り
が

と
う

ご
ざ

い
ま

し
た

。
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