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最
終
講
義
と
い
う
事
で
す
が
、
私
は
、
昭
和
三
一
年
か
ら
本
学
の
高
等
学
校
へ
勤
め
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
私
も
自
分
の
履
歴
を
よ
く

覚
え
て
お
り
ま
せ
ん
の
で
、
そ
の
頃
で
あ
ろ
う
な
と
し
て
お
い
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
本
学
に
ま
い
り
ま
し
て
、
今
の
よ
う
に
こ
ん
な
立

派
な
建
物
で
は
な
く
、
木
造
二
階
建
て
、
ガ
ラ
ス
の
所
々
が
か
け
て
い
て
割
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
木
造
だ
け
の
教
室
で
し
た
。
何
故
か

そ
の
隅
っ
こ
の
方
の
、
一
番
見
晴
ら
し
の
良
い
所
に
桜
の
木
が
あ
り
ま
し
て
、
今
は
も
う
残
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
大
変
大
き
な
花
の
咲
く

桜
で
、
綺
麗
な
桜
で
し
た
。
高
橋
尭
昭
先
生
の
お
話
し
に
出
ま
し
た
松
木
先
生
と
い
う
の
は
学
頭
（
現
在
の
学
長
）
で
し
て
、
「
桜
は
お

前
な
、
蕾
の
こ
ろ
が
一
番
い
い
ん
だ
」
と
言
っ
て
お
酒
を
二
升
持
っ
て
き
て
花
見
を
し
ま
し
た
。
二
・
三
日
し
て
満
開
に
な
り
ま
し
た
ら

「
桜
は
満
開
が
一
番
い
い
ん
だ
」
と
、
又
二
・
三
日
し
ま
す
と
お
酒
を
持
っ
て
き
て
「
桜
は
散
り
ぎ
わ
が
い
い
」
と
言
う
。
何
の
事
は
な

い
一
本
の
桜
で
三
回
花
見
を
し
た
。
す
ご
い
学
校
へ
入
っ
た
な
と
思
っ
た
も
の
で
す
。
も
っ
と
も
花
見
と
言
っ
て
も
ヤ
ヵ
ン
で
お
酒
を
つ

け
て
茶
碗
で
飲
ん
で
お
し
ま
い
で
し
た
か
ら
、
ど
う
っ
て
こ
と
は
な
い
ん
で
す
。
そ
う
い
う
学
校
で
し
た
。

そ
ん
な
学
校
の
隅
っ
こ
に
荻
原
・
土
田
さ
ん
が
お
書
き
に
な
っ
た
「
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
法
華
経
」
が
あ
り
、
古
い
も
の
で
上
・
中
・

下
の
三
冊
に
分
れ
て
お
り
ま
し
た
。
当
時
身
延
山
短
大
の
中
で
は
里
見
泰
穏
先
生
が
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
に
関
し
て
は
一
番
と
風
評
さ
れ
た

法
華
経
と
私
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方
で
し
た
。
こ
の
方
に
「
あ
の
「
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
法
華
経
」
は
読
ま
な
い
の
で
す
か
。
」
と
聞
き
ま
し
た
ら
、
「
誰
も
読
ま
な
い
。
」

と
言
わ
れ
、
「
何
と
か
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
か
。
」
と
言
う
と
、
「
じ
ゃ
一
緒
に
読
も
う
か
。
」
と
言
わ
れ
て
私
が
ガ
リ
版
を
起
こ
し
て
サ
ン

ス
ク
リ
ッ
ト
の
文
章
を
書
き
ま
し
て
、
他
の
先
生
方
に
も
お
配
り
し
て
、
里
見
泰
穏
先
生
を
指
導
と
し
て
読
み
始
め
ま
し
た
。
そ
れ
が
実

は
私
と
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
法
華
経
と
の
関
わ
り
を
は
じ
め
た
第
一
歩
で
し
た
。
里
見
泰
穏
先
生
そ
れ
か
ら
室
住
一
妙
先
生
が
必
ず
御
出

席
に
な
り
ま
し
た
。
後
の
先
生
は
最
初
の
う
ち
は
出
て
お
り
ま
し
た
が
、
一
人
抜
け
二
人
抜
け
三
回
目
か
四
回
目
に
な
る
と
他
の
先
生
方

は
誰
も
出
な
く
な
り
ま
し
た
。
私
ど
も
三
人
で
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
を
な
ん
と
な
く
物
に
し
た
よ
う
な
顔
を
し
て
い
た
も
の
で
す
。
し
た
が
っ

て
独
学
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
で
す
。
自
分
だ
け
で
読
ん
で
来
た
と
い
う
思
い
出
が
あ
り
ま
す
。

そ
ん
な
こ
と
を
し
て
い
る
う
ち
に
い
く
つ
か
の
論
文
が
出
来
上
が
り
ま
し
た
。
そ
の
一
つ
が
「
見
宝
塔
品
に
お
け
る
自
冨
『
異
口
闇
と

従
地
涌
出
品
に
お
け
る
騨
既
Ｐ
」
と
い
う
も
の
で
す
。
こ
の
論
文
を
書
き
上
げ
ま
し
た
ら
里
見
先
生
が
お
前
今
度
の
教
授
会
の
後
で
聞

い
て
や
る
か
ら
発
表
し
ろ
と
言
わ
れ
ま
し
て
、
先
生
方
の
前
で
発
表
致
し
ま
し
た
。
そ
し
て
今
度
は
日
本
仏
教
学
会
で
発
表
致
し
ま
し
た
。

日
本
仏
教
学
会
に
は
大
学
の
講
師
以
上
で
な
い
と
発
表
で
き
な
い
と
い
う
資
格
制
限
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。
当
時
私
は
講
師
で
は
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
学
歴
詐
称
で
発
表
致
し
ま
し
た
。
小
さ
い
部
屋
だ
っ
た
の
で
す
が
、
目
の
前
に
東
京
大
学
の
中
村
元
先
生
が
お
ら
れ
て
ま
い
っ

た
な
と
思
い
つ
つ
、
か
し
こ
ま
っ
て
発
表
い
た
し
ま
し
た
。
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
を
ふ
ん
だ
ん
に
使
っ
た
発
表
で
し
た
。
日
本
仏
教
学

会
の
年
報
を
見
て
い
た
だ
け
れ
ば
救
っ
て
お
り
ま
す
が
、
そ
の
頃
は
海
淑
と
い
う
名
前
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
で
、
淑
夫
と
い
う
名
前
で
し

た
。
そ
の
後
に
お
き
ま
し
て
法
華
経
と
の
関
わ
り
が
出
来
て
ま
い
り
ま
し
て
「
法
華
経
の
話
」
「
よ
く
わ
か
る
法
華
経
』
『
私
に
と
っ
て
法

華
経
は
」
と
い
う
の
を
出
版
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。
「
よ
く
わ
か
る
法
華
経
』
は
大
変
に
部
数
の
売
れ
た
本
で
、
原
稿
で
売
っ
て
損
を
し

た
と
皆
に
よ
く
言
わ
れ
ま
し
た
が
、
現
在
手
に
入
れ
る
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
。
『
わ
た
し
に
と
っ
て
法
華
経
は
」
と
い
う
の
は
山
喜
房
佛
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書
林
か
ら
出
版
さ
れ
、
ま
だ
現
在
は
手
に
入
れ
る
こ
と
は
出
来
ま
す
。
「
法
華
経
に
お
け
る
信
の
研
究
序
説
」
と
い
う
の
は
学
位
を
い
た

だ
き
ま
し
た
論
文
で
す
。
今
度
い
た
だ
い
た
学
位
の
主
な
論
文
で
す
。
副
論
文
は
現
在
校
正
中
の
「
法
華
経
に
お
け
る
信
と
誓
願
の
研
究
」

で
ご
ざ
い
ま
す
。
今
年
度
中
に
は
完
成
す
る
予
定
で
す
。
「
わ
た
し
に
と
っ
て
法
華
経
は
」
と
い
う
本
は
、
図
書
館
に
何
冊
か
置
い
て
あ

り
ま
す
の
で
目
に
し
た
こ
と
は
あ
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
歩
ん
で
き
た
私
に
と
っ
て
、
気
に
な
っ
て
い
る
テ
ー
マ
が
実
は
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
妙
法
蓮
華
経
の
言
葉
、
「
我
昔
曽
於

二
萬
億
佛
所
。
爲
無
常
道
故
常
教
化
汝
。
汝
亦
長
夜
随
我
受
學
。
我
以
方
便
引
導
汝
故
生
我
法
中
。
舎
利
弗
。
我
昔
教
汝
志
願
佛
道
。
汝

今
悉
忘
。
而
便
自
謂
已
得
滅
度
。
我
今
還
欲
令
汝
憶
念
本
願
所
行
道
故
。
爲
諸
鹿
章
聞
説
是
大
乗
経
。
名
妙
法
蓮
華
教
菩
薩
法
佛
所
護
念
。
」

で
あ
り
ま
す
。
何
故
こ
の
言
葉
に
関
心
を
持
っ
た
の
か
で
あ
り
ま
す
。
昔
か
っ
て
、
こ
の
言
葉
を
私
は
非
常
に
法
華
経
を
理
解
す
る
の
に

お
い
て
重
要
な
こ
と
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
以
降
例
え
ば
経
典
中
よ
り
抜
粋
し
た
言
葉
が
書
い
て
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て

昔
か
つ
て
と
い
う
言
葉
に
関
わ
る
内
容
の
言
葉
で
す
。
《
昌
司
菌
冒
目
匙
冨
目
》
は
る
か
な
・
昔
前
生
・
前
世
に
お
い
て
無
上
道
の
為

の
故
に
舎
利
弗
を
教
化
し
た
。
舎
利
弗
は
釈
尊
に
従
っ
て
学
ん
で
き
た
ん
だ
。
方
便
を
持
っ
て
汝
を
誘
導
し
た
為
に
舎
利
弗
は
今
ま
た
こ

の
娑
婆
世
界
に
生
ま
れ
出
て
く
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
こ
れ
が
前
半
の
部
分
で
す
。
舎
利
弗
は
イ
ン
ド
に
出
生
し
、
釈
尊
に
め
ぐ
り

あ
い
弟
子
に
な
っ
た
、
こ
れ
は
歴
史
的
事
実
な
ん
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
だ
け
を
私
達
は
考
え
て
お
り
ま
し
た
が
、
で
も
実
際
は
そ

う
じ
ゃ
あ
な
い
。
舎
利
弗
が
釈
尊
に
教
を
受
け
た
の
は
は
る
か
な
昔
で
し
た
。
前
世
で
し
た
。
ど
れ
く
ら
い
昔
な
の
か
と
い
う
こ
と
は
私

に
も
わ
か
り
ま
せ
ん
。
は
る
か
な
昔
で
す
。
そ
こ
で
釈
尊
と
舎
利
弗
の
か
か
わ
り
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
記
憶
し
て
お
い
て
ほ
し
い
と

思
い
ま
す
。
釈
尊
は
そ
の
よ
う
に
し
て
舎
利
弗
に
仏
道
を
志
願
さ
せ
、
前
生
に
お
い
て
舎
利
弗
は
お
釈
迦
様
か
ら
教
を
受
け
て
仏
道
を

学
ん
で
き
た
ん
だ
。
と
こ
ろ
が
、
イ
ン
ド
に
生
ま
れ
て
来
た
ら
汝
は
悉
く
忘
れ
て
い
る
。
前
生
に
お
い
て
お
釈
迦
様
に
め
ぐ
り
合
っ
た

学
ん
で
き
た
ん
だ
。
と
こ
ろ

最
終
講
義
（
望
月
）

(認）



と
い
う
事
実
を
全
部
忘
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
今
滅
度
を
得
た
り
と
思
え
る
。
こ
の
滅
度
は
己
『
愚
息
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
な
く
な

る
事
・
吹
き
消
え
る
こ
と
で
す
。
だ
か
ら
ロ
ー
ソ
ク
の
火
は
吹
く
な
、
己
『
風
呂
に
な
る
と
言
い
ま
す
。
お
釈
迦
様
の
こ
の
滅
度
の
事

を
述
べ
る
時
に
は
冨
風
と
い
う
前
置
詞
が
つ
き
ま
す
。
冨
司
目
『
鼠
目
。
釈
尊
の
滅
度
、
仏
の
滅
度
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の
ｇ
１
は

こ
こ
で
は
付
き
ま
せ
ん
で
己
吋
鼠
目
で
、
釈
尊
以
外
の
場
合
の
滅
度
で
す
。
な
く
な
る
事
と
言
い
ま
し
た
が
、
同
時
に
迷
い
を
な
く
す
、

悟
り
を
意
味
し
ま
す
。
す
な
わ
ち
よ
く
言
わ
れ
る
小
乗
の
さ
と
り
も
昌
吋
愚
息
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
舎
利
弗
が
前
世
に
お
い
て
学
ん

だ
こ
と
は
仏
に
な
る
と
い
う
方
法
な
ん
で
す
。

現
在
日
蓮
宗
に
お
い
て
誓
願
だ
と
言
っ
て
お
り
ま
す
。
日
蓮
聖
人
は
、
建
長
五
年
の
四
月
の
そ
の
日
に
昇
っ
て
来
る
太
陽
に
向
っ
て
お

題
目
を
唱
え
て
誓
願
を
た
て
た
と
い
う
の
で
す
が
、
私
は
嘘
だ
と
思
い
ま
す
。
日
蓮
聖
人
は
前
生
に
お
い
て
お
釈
迦
様
に
会
っ
て
そ
こ
で

誓
願
を
お
た
て
に
な
っ
た
。
そ
う
言
う
捉
ら
え
方
が
出
来
な
け
れ
ば
宗
教
じ
ゃ
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
本
願
所
行
道
と
い
う
前
生
に
お

い
て
お
釈
迦
様
の
も
と
で
立
て
た
願
を
舎
利
弗
に
も
う
一
度
思
い
出
し
て
ほ
し
い
、
こ
う
思
う
か
ら
、
今
法
華
経
を
説
く
の
だ
、
と
な
り

ま
す
。
そ
う
し
ま
す
と
、
法
華
経
と
い
う
の
は
自
分
自
身
が
前
生
に
お
い
て
立
て
た
願
を
思
い
お
こ
す
教
え
だ
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。

だ
か
ら
こ
こ
で
皆
さ
ん
に
申
し
上
げ
て
い
る
の
は
、
こ
こ
で
舎
利
弗
と
い
う
言
葉
を
固
有
名
詞
で
捉
え
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
な
の

で
す
。
法
華
経
に
め
ぐ
り
あ
っ
た
そ
の
人
が
自
分
の
名
前
と
し
て
と
ら
え
て
ほ
し
い
。
そ
れ
が
な
い
か
ら
建
長
五
年
に
な
っ
て
し
ま
う
の

で
す
。
日
蓮
聖
人
が
願
を
お
た
て
に
な
っ
て
、
法
華
経
を
一
途
に
お
説
き
に
な
っ
た
こ
と
は
、
お
釈
迦
様
の
所
で
願
を
お
こ
さ
れ
て
い
る

か
ら
だ
、
と
こ
う
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
宗
教
だ
か
ら
で
あ
っ
て
建
長
五
年
に
立
て
た
願
を
果
た
す
為
だ
な
ん
て
こ
と
は
決
し
て
あ
り

ま
せ
ん
。
仏
の
も
と
で
願
を
立
て
て
、
仏
と
共
に
歩
む
た
め
の
願
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
私
は
そ
う
思
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
唇
嶮

品
と
い
う
お
経
の
中
に
あ
り
ま
す
。
こ
の
一
句
で
非
常
に
思
い
起
こ
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。
い
ろ
い
ろ
な
法
華
経
の
注
釈
書
も
論
文
も
書
い
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そ
の
次
の
と
こ
ろ
に
書
い
て
あ
り
ま
す
の
が
（
最
終
講
義
の
レ
ジ
メ
の
こ
と
）
、
私
が
法
華
経
に
対
し
て
問
い
続
け
た
あ
り
よ
う
は
、

釈
尊
と
私
の
関
係
に
と
ど
ま
る
と
い
う
も
の
で
す
。
そ
う
い
う
観
点
か
ら
法
華
経
を
見
た
立
場
か
ら
書
い
た
も
の
が
「
私
に
と
っ
て
法
華

経
は
」
と
い
う
書
物
で
す
。
日
蓮
宗
新
聞
社
発
行
の
「
正
法
』
と
い
う
雑
誌
に
法
華
経
を
読
む
と
い
う
の
を
連
載
中
で
す
。
つ
い
先
日
送
っ

た
原
稿
は
陀
羅
尼
品
で
し
た
。
後
二
・
三
回
で
終
わ
り
ま
す
。
こ
れ
も
ま
た
同
じ
立
場
を
と
っ
て
書
い
て
い
ま
す
。
法
華
経
を
読
む
の
に
、

法
華
経
に
対
し
て
書
く
の
に
、
私
に
と
っ
て
、
私
は
、
と
い
う
言
い
方
は
本
当
は
お
か
し
い
し
、
お
こ
が
ま
し
い
こ
と
だ
と
思
っ
て
お
り

ま
す
。
し
か
し
こ
れ
を
読
む
大
勢
の
人
達
に
私
が
法
華
経
の
中
に
い
る
べ
き
所
は
ど
う
な
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
ほ
し
い
、
そ
う
思
っ

て
い
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
中
で
何
人
か
は
出
家
な
さ
る
ん
で
し
ょ
う
。
坊
さ
ん
に
な
る
の
に
な
ん
と
な
く
な
っ
た
ん
で
は
困
る
ん

で
す
。
自
分
の
や
る
べ
き
仕
事
を
お
経
の
中
か
ら
し
っ
か
り
と
つ
か
ま
え
て
ほ
し
い
。
そ
れ
で
な
け
れ
ば
し
ょ
う
が
な
い
ん
だ
、
と
い
う

こ
と
を
よ
く
知
っ
て
欲
し
い
と
い
う
こ
と
で
、
私
に
と
っ
て
今
日
の
テ
ー
マ
も
「
法
華
経
と
私
」
で
す
。
わ
ざ
わ
ざ
そ
の
よ
う
に
致
し
ま

し
た
。
私
の
い
る
べ
き
場
所
が
法
華
経
に
あ
る
の
か
、
な
け
れ
ば
私
に
と
っ
て
法
華
経
は
要
ら
な
い
も
の
な
ん
で
す
。
あ
る
の
か
ど
う
な

の
か
こ
れ
を
尋
ね
る
の
が
、
宗
教
者
と
し
て
の
道
じ
ゃ
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
学
問
と
い
う
衣
を
着
せ
て
カ
モ
フ
ラ
ー
ジ
ュ

し
よ
う
と
言
う
の
が
、
今
年
度
三
月
ま
で
の
私
の
あ
り
方
で
す
。
四
月
に
な
っ
た
ら
又
ガ
ラ
ッ
と
変
わ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
三
月
ま
で

は
そ
の
つ
も
り
で
す
と
い
う
こ
と
を
申
し
上
げ
て
、
そ
れ
で
は
何
故
そ
の
よ
う
な
読
み
方
が
出
来
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
お
話
し
た
い
、

こ
う
思
い
ま
す
。
こ
こ
か
ら
が
レ
ジ
メ
の
真
中
か
ら
下
の
と
こ
ろ
で
す
。

す
。

て
き
た
け
れ
ど
も
、
こ
の
言
葉
に
気
付
い
て
、
非
常
に
法
華
経
理
解
の
意
識
が
変
わ
っ
て
き
た
と
自
分
自
身
で
は
思
っ
て
い
ま
す
。
従
い

ま
し
て
、
そ
う
い
う
事
が
本
当
に
可
能
な
の
か
、
可
能
で
な
い
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
こ
れ
か
ら
申
し
上
げ
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
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例
え
ば
経
典
の
中
に
は
必
ず
、
如
是
我
聞
一
時
佛
住
と
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
法
華
経
に
限
ら
ず
総
て
の
経
典
に
書
か
れ
て
お
り
ま
す
。

偽
物
の
お
経
も
こ
う
な
っ
て
い
ま
す
。
ど
れ
が
本
物
で
偽
物
な
の
か
は
、
全
部
読
ん
で
内
容
を
検
討
し
な
け
れ
ば
わ
か
ら
な
い
こ
と
な

ん
で
す
。
と
も
か
く
私
は
か
く
の
如
く
聞
き
ま
し
た
。
あ
る
時
仏
は
ど
こ
ど
こ
に
留
ま
っ
て
、
住
ん
で
お
り
ま
し
た
、
と
い
う
こ
と
で

す
。
こ
の
私
は
と
い
う
の
は
誰
な
の
か
そ
れ
を
考
え
て
み
ま
す
。
一
時
佛
住
の
一
時
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
①
百
ｍ
ｇ
旨
闇
冒
遭
ｍ
で

の
富
め
ョ
旨
が
数
字
の
１
，
ｍ
ｍ
目
亀
画
が
時
と
い
う
言
葉
で
す
。
、
画
ョ
亀
画
と
い
う
言
葉
は
龍
樹
が
書
い
た
「
大
智
度
論
」
、
訳
者
は
鳩
摩

羅
什
で
す
。
そ
こ
に
は
実
際
の
時
間
を
意
味
し
な
い
所
の
時
間
で
非
時
と
い
う
意
味
だ
と
あ
り
ま
す
。
昔
々
あ
る
と
こ
ろ
に
お
じ
い
さ
ん

と
、
お
ば
あ
さ
ん
が
お
り
ま
し
た
。
こ
の
昔
々
は
い
つ
だ
か
わ
か
ら
な
い
、
で
も
誰
も
詮
索
し
ま
せ
ん
。
あ
れ
は
明
治
五
年
だ
と
か
昭
和

七
年
だ
な
ん
て
そ
ん
な
く
だ
ら
な
い
こ
と
は
い
い
ま
せ
ん
。
法
華
経
の
学
問
的
な
考
察
を
致
し
ま
す
と
、
先
程
、
高
橋
堯
昭
先
生
が
お
っ

し
ゃ
っ
て
い
た
、
塔
が
出
来
て
僧
院
の
中
に
塔
が
あ
る
の
は
紀
元
前
二
世
紀
頃
ま
で
で
、
紀
元
三
世
紀
に
な
る
と
塔
と
僧
院
が
離
れ
た
も

の
に
な
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
を
、
法
華
経
で
考
え
て
み
ま
す
。
例
え
ば
方
便
品
の
中
に
は
子
ど
も
が
仏
の
像
を
作
る
と
い
う
話
、
あ
る

い
は
普
通
の
信
者
が
指
で
も
っ
て
仏
の
姿
を
書
い
た
り
、
泥
を
こ
れ
て
仏
像
を
作
っ
た
、
そ
の
こ
と
だ
け
で
も
大
変
な
功
徳
が
得
ら
れ
る

ん
だ
と
い
う
話
が
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
話
は
方
便
品
の
偶
の
中
に
説
か
れ
て
い
て
、
実
は
そ
れ
が
法
華
経
の
成
立
年
代
に
深
く
か
か
わ
っ

て
来
る
。
こ
れ
は
、
高
橋
先
生
が
ご
専
門
で
詳
し
い
ん
で
す
が
、
イ
ン
ド
に
お
い
て
仏
像
が
現
れ
て
く
る
の
は
紀
元
元
年
頃
か
、
も
う
少

し
遅
い
の
で
す
。
仏
像
が
出
来
た
の
は
紀
元
元
年
よ
り
遅
い
と
い
い
、
仏
像
を
造
る
習
慣
が
な
い
の
に
そ
の
法
華
経
が
仏
像
を
造
る
と
い

い
ま
す
。
こ
れ
は
お
か
し
く
あ
り
ま
せ
ん
か
。
お
か
し
い
ん
で
す
。
サ
ン
チ
ー
の
大
塔
は
最
初
に
ア
シ
ョ
カ
王
が
造
っ
た
ん
だ
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
。
ア
シ
ョ
カ
は
お
釈
迦
様
が
な
く
な
っ
て
一
○
○
年
後
に
生
ま
れ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
サ
ン
チ
ー
の
大
塔
に
は
棚
楯
手
す
り

が
あ
り
、
そ
こ
に
彫
刻
が
施
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
彫
刻
の
ど
の
彫
刻
を
見
ま
し
て
も
お
釈
迦
様
の
姿
は
一
体
も
な
い
の
で
す
。
そ
し
て
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お
釈
迦
様
が
お
い
で
に
な
る
場
所
に
は
菩
提
樹
や
、
法
輪
が
描
い
て
あ
り
、
お
釈
迦
様
の
足
跡
が
描
か
れ
て
、
す
べ
て
の
人
々
は
そ
れ
に

向
っ
て
礼
拝
を
し
て
い
る
姿
が
描
い
て
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
仏
伝
が
あ
っ
て
も
お
釈
迦
様
は
出
て
い
な
い
。
こ
れ
を
姿
な
き
仏
伝
図
と

言
い
ま
す
。
ア
シ
ョ
カ
王
の
時
代
を
想
定
致
し
ま
す
と
紀
元
前
二
○
○
年
か
ら
三
○
○
年
。
そ
う
い
う
時
代
で
す
。
法
華
経
の
中
心
で
あ

る
方
便
品
に
は
仏
像
を
作
る
と
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
仏
像
が
出
来
て
き
た
の
は
紀
元
元
年
頃
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
い
ま
す
。
成

立
的
に
は
そ
う
な
る
の
で
す
が
、
私
が
言
い
た
い
の
は
時
間
的
な
も
の
を
飛
び
超
え
る
工
夫
で
す
。
こ
れ
が
宗
教
者
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
時
間
的
な
も
の
を
飛
超
え
て
お
釈
迦
様
と
私
、
あ
な
た
方
と
と
つ
な
が
る
こ
の
つ
な
が
り
を
ご
自
分
の
胸
で
し
っ
か
り
把
握
し
て
欲

か
。
畦そ

の
中
で
序
品
に
は
こ
う
あ
り
ま
す
。
お
釈
迦
様
が
お
座
り
に
な
り
ま
し
た
が
何
も
言
葉
を
発
せ
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
お
か
し
い
な

と
思
っ
て
い
る
と
大
地
が
六
種
に
震
動
し
、
お
釈
迦
様
の
眉
間
か
ら
光
が
で
て
東
方
八
万
の
世
界
を
照
ら
し
た
。
遠
方
の
世
界
で
、
仏
が

お
い
で
に
な
る
と
沢
山
の
人
が
出
て
き
て
教
え
を
聞
い
て
い
る
そ
ん
な
場
面
が
あ
り
ま
す
。
娑
婆
世
界
に
お
け
る
の
と
同
じ
世
界
が
、
無

限
に
存
在
す
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
お
か
し
い
、
不
思
議
な
こ
と
だ
と
弥
勒
菩
薩
が
質
問
を
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
文
殊
師
利
菩

薩
が
そ
の
質
問
に
答
え
て
い
ま
す
。
序
品
に
は
、
は
る
か
な
昔
に
日
月
灯
明
如
来
が
法
華
経
を
説
か
れ
た
、
と
あ
り
ま
す
。
そ
の
時
に
弥

勒
菩
薩
も
文
殊
師
利
菩
薩
も
日
月
灯
明
如
来
に
よ
っ
て
法
華
経
を
説
い
て
い
た
だ
い
て
い
る
ん
で
す
。
前
生
の
話
で
す
。
文
殊
師
利
菩
薩

は
す
ば
ら
し
い
話
な
の
で
自
分
一
人
で
聞
い
て
覚
え
て
お
く
の
は
も
っ
た
い
な
い
と
、
人
に
語
っ
て
伝
え
る
努
力
を
し
ま
し
た
。
弥
勒
菩

薩
は
、
い
い
教
え
を
聞
い
た
と
お
し
ま
い
に
し
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
何
年
か
後
に
二
人
の
菩
薩
は
、
再
び
生
ま
れ
て
き
ま
し
た
。
お
釈
迦

様
が
黙
っ
て
お
座
り
に
な
っ
て
、
大
地
が
ゆ
れ
眉
間
か
ら
光
を
出
し
た
。
弥
勒
菩
薩
は
そ
れ
が
何
の
事
だ
か
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
文
殊
師

利
菩
薩
は
、
は
る
か
昔
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
日
月
灯
明
如
来
の
時
に
も
あ
っ
た
か
ら
、
今
日
は
お
釈
迦
様
が
法
華
経
を
説
く
に
違
い
な
い

し
い
・

こ
れ
が
私
の
念
願
で
す
。
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と
わ
か
っ
た
と
あ
り
ま
す
。
弥
勒
菩
薩
は
人
に
伝
え
る
と
い
う
事
を
怠
っ
た
が
為
に
、
全
部
忘
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
序
品
に
あ
る
二
人
が

行
っ
た
行
わ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
重
要
な
事
柄
で
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
お
釈
迦
様
が
法
華
経
を
説
か
れ
た
以
前
に
日
月
灯
明
如
来

に
よ
っ
て
す
で
に
説
か
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
。
法
華
経
は
お
釈
迦
様
だ
け
が
説
い
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
重
要
で
あ
り
ま
す
。

そ
れ
か
ら
次
は
方
便
品
で
あ
り
ま
す
。
お
釈
迦
様
が
法
華
経
を
説
こ
う
か
説
か
な
い
で
お
こ
う
か
と
思
案
さ
れ
ま
す
。
法
華
経
を
説
い
た

な
ら
ば
こ
こ
に
い
る
人
々
も
、
神
々
も
恐
れ
お
の
の
く
だ
ろ
う
か
ら
説
く
べ
き
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
と
。
そ
れ
で
は
何
故
恐
れ
お

の
の
く
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
今
ま
で
全
く
無
い
と
こ
ろ
の
も
の
を
説
く
か
ら
だ
、
と
私
は
理
解
を
し
て
い
ま
す
。
た
だ
恐
れ
お
の
の

く
か
ら
説
け
な
い
と
こ
う
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
す
る
と
舎
利
弗
が
そ
ん
な
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
ら
ず
に
、
説
い
て
下
さ
い
と
お
願
い
を
致
し

ま
す
。
そ
の
お
願
い
の
中
で
、
す
で
に
遥
か
な
前
世
に
お
い
て
佛
か
ら
教
を
受
け
て
き
た
の
で
、
佛
の
言
葉
を
信
ず
る
こ
と
が
出
来
る

と
い
う
形
を
示
し
て
い
ま
す
。
舎
利
弗
は
前
世
に
お
い
て
お
釈
迦
様
の
教
を
聞
い
て
い
る
の
で
、
私
に
は
下
地
が
あ
る
ん
だ
。
そ
の
下
地

が
あ
る
か
ら
、
お
釈
迦
様
が
ど
ん
な
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
ろ
う
と
信
じ
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。
だ
か
ら
舎
利
弗
は
お
釈
迦
様
に
説
い
て
く
だ

さ
い
と
お
願
い
を
し
ま
す
。
そ
れ
を
受
け
て
お
釈
迦
様
が
法
華
経
を
説
い
た
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
時
始
め
ら
れ
た
教
が
一

佛
乗
だ
っ
た
の
で
す
。
法
華
経
に
は
二
個
の
大
事
が
あ
り
、
二
乗
作
仏
と
久
遠
実
成
で
あ
る
と
い
わ
れ
ま
す
。
又
、
二
乗
作
仏
で
は
な
く

一
乗
仏
し
か
な
い
と
い
わ
れ
ま
す
。
二
も
な
く
三
も
な
し
で
、
声
聞
・
縁
覚
な
ん
て
元
々
無
く
、
無
い
も
の
を
我
々
が
形
が
あ
る
よ
う
に

幻
を
つ
か
ま
え
て
い
る
だ
け
な
の
だ
と
。
そ
れ
が
一
仏
乗
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
と
理
解
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
序
品
と
同
じ
よ
う
に
化

城
嶮
品
に
も
出
て
き
ま
す
。
こ
こ
で
は
大
通
智
勝
如
来
が
法
華
経
を
お
説
き
に
な
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
時
説
い
た
も
の
が
有
名
な
三
千
塵

点
劫
で
ご
ざ
い
ま
す
。
三
千
大
千
世
界
を
す
り
つ
ぶ
し
て
塵
の
よ
う
に
し
て
、
東
に
進
ん
で
持
っ
て
い
っ
て
百
千
の
国
を
通
り
す
ぎ
て
捨

て
つ
く
し
て
ま
う
と
い
う
。
そ
の
長
い
時
間
を
三
千
塵
点
劫
と
い
い
ま
す
。
と
て
も
数
え
ら
れ
な
い
の
で
、
久
遠
と
い
い
ま
す
。
同
じ
よ
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う
な
説
示
が
如
来
寿
量
品
に
あ
り
ま
す
。
如
来
寿
量
品
の
場
合
は
五
百
千
万
億
那
由
陀
阿
僧
祇
劫
と
い
う
、
三
千
大
千
世
界
と
比
べ
る
と

遥
か
に
長
い
時
間
で
す
が
、
私
は
時
間
を
と
や
か
く
と
い
う
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
法
華
経
は
あ
る
時
に
は
日
月
灯
明
如
来
に
よ
っ
て
説

か
れ
、
あ
る
時
に
は
大
通
智
勝
如
来
に
よ
っ
て
説
か
れ
た
と
い
う
、
こ
う
い
う
言
い
方
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
ま
す
。
と
い

う
こ
と
は
法
華
経
は
お
釈
迦
さ
ま
が
お
説
き
に
な
っ
て
始
ま
っ
た
ん
だ
、
と
い
う
理
解
で
は
駄
目
だ
と
い
う
事
に
な
り
ま
す
。
仏
教
が
出

来
た
か
ら
法
華
経
が
出
来
た
の
で
は
な
く
て
、
そ
れ
以
前
か
ら
法
華
経
は
無
く
て
は
い
け
な
い
も
の
な
の
で
す
。
そ
の
辺
の
鍵
を
握
る
言

葉
が
阿
含
経
の
有
名
な
言
葉
で
、
仏
の
出
世
未
出
世
に
関
わ
ら
ず
、
こ
の
法
は
常
住
な
り
と
い
う
言
葉
で
す
。
仏
が
人
間
世
界
に
生
ま
れ

て
き
た
か
ら
教
え
が
出
来
た
の
で
は
な
く
、
生
ま
れ
て
こ
な
く
て
も
教
は
元
々
あ
っ
た
ん
だ
。
こ
の
真
実
の
常
住
に
存
在
す
る
教
え
を
お

釈
迦
様
は
、
発
見
し
見
い
出
し
た
か
ら
そ
れ
を
言
葉
と
し
て
展
開
し
た
ん
だ
と
。
そ
れ
が
仏
教
の
、
お
釈
迦
様
の
教
で
あ
り
、
真
髄
が
法

華
経
な
ん
だ
と
い
う
理
解
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
う
す
る
と
お
釈
迦
様
が
説
く
前
に
大
通
智
勝
如
来
が
説
い
た
り
、
日
月
灯
明
如
来
が
説
い

た
り
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
当
た
り
前
で
あ
り
う
る
こ
と
な
ん
だ
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
立
場
を
踏
ま
え
て
お
り
ま

す
か
ら
、
多
宝
如
来
が
見
宝
塔
品
に
お
い
て
お
姿
を
あ
ら
わ
す
の
で
あ
り
ま
す
。
多
宝
如
来
の
誓
願
は
、
法
華
経
が
説
か
れ
る
な
ら
ば
、

ど
の
よ
う
な
所
で
あ
っ
て
も
出
現
し
そ
の
正
し
さ
を
証
明
を
す
る
と
い
う
も
の
で
す
。
多
宝
如
来
は
法
を
人
格
化
し
た
仏
様
で
あ
り
ま
す
。

出
現
し
た
多
宝
如
来
が
座
席
の
半
分
を
お
釈
迦
様
に
譲
り
、
そ
こ
へ
お
釈
迦
様
が
お
座
り
に
な
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
二
仏
並
座
と
い
う
形
が

出
来
上
が
る
わ
け
で
す
。
た
だ
二
仏
が
並
ん
で
座
っ
て
い
て
も
意
味
が
あ
り
ま
せ
ん
。
お
釈
迦
様
の
出
世
、
未
出
世
に
関
わ
ら
ず
常
住
で

あ
る
こ
の
真
実
、
そ
の
法
を
、
お
釈
迦
様
が
法
華
経
と
い
う
お
経
に
展
開
し
伝
え
て
く
れ
た
。
そ
の
法
の
正
し
さ
を
証
明
す
る
た
め
に
見

宝
塔
品
の
存
在
が
あ
る
ん
で
す
。
法
師
品
以
降
の
お
経
は
お
釈
迦
さ
ま
の
滅
度
の
後
、
後
の
世
に
お
い
て
ど
の
様
に
し
た
ら
よ
い
の
か
。

仏
は
受
持
・
読
・
調
・
解
説
・
書
写
せ
よ
と
お
し
や
っ
て
い
ま
す
。
仏
は
法
華
経
を
受
持
・
読
・
調
・
解
説
・
書
写
す
る
人
が
ど
の
よ
う
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な
人
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
前
世
に
お
い
て
法
華
経
に
め
ぐ
り
あ
っ
て
教
え
を
受
け
て
き
た
人
だ
か
ら
、
清
浄
の
功
徳
を
積
ん
で
立
派
な

行
い
を
し
て
き
た
の
だ
と
い
い
ま
す
。
立
派
な
行
い
を
し
て
き
た
人
だ
か
ら
こ
の
悪
世
で
あ
る
末
法
の
世
の
中
に
生
ま
れ
出
て
く
る
必
要

が
な
い
の
だ
と
。
娑
婆
世
界
に
わ
ざ
わ
ざ
仏
が
生
ま
れ
て
く
る
必
要
は
な
い
の
で
す
が
、
衆
生
を
あ
わ
れ
む
が
ゆ
え
に
自
分
の
清
浄
の
業

の
報
い
を
捨
て
て
、
自
分
か
ら
願
っ
て
こ
の
世
に
生
ま
れ
て
き
た
ん
だ
、
と
こ
う
説
い
て
い
る
の
が
法
師
品
な
ん
で
す
。

先
程
、
高
橋
先
生
が
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
、
仏
塔
を
造
る
と
い
う
話
。
仏
塔
は
大
乗
の
こ
の
街
の
人
々
が
造
っ
た
ん
だ
と
い
い
ま
す
。

で
も
そ
の
人
達
が
法
華
経
を
受
持
・
読
・
調
・
解
説
・
書
写
す
る
所
に
は
塔
な
ん
か
建
て
る
な
、
仏
塔
な
ん
か
建
て
る
な
と
い
う
の
が
法

華
経
で
す
。
じ
ゃ
あ
ど
う
す
る
か
。
そ
こ
に
は
。
冨
詳
冨
塔
を
建
て
よ
。
法
華
経
を
読
み
保
つ
人
々
が
い
る
場
所
に
は
、
呂
巴
ご
画
寺

を
建
て
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
法
華
経
の
全
身
が
あ
る
、
如
来
の
全
身
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
と
い
う
の
で
す
。
だ
か
ら
の
菖
冒
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
問
題
は
鳩
摩
羅
什
が
そ
の
言
葉
ｏ
冨
詳
旨
も
塔
と
訳
し
た
た
め
に
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
法
華
経

を
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
で
読
む
の
と
漢
訳
さ
れ
た
も
の
を
読
む
の
と
で
は
意
味
が
違
っ
て
き
ま
す
。
法
師
品
で
説
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、

法
華
経
の
経
典
の
中
に
は
、
如
来
の
全
身
が
あ
り
総
て
が
あ
る
か
ら
、
受
持
・
読
・
調
・
解
説
・
書
写
を
し
な
さ
い
と
あ
り
ま
す
。
そ
れ

が
こ
の
世
に
生
ま
れ
て
き
て
法
華
経
の
一
句
一
偽
に
で
も
、
お
あ
い
を
し
た
人
々
の
な
す
べ
き
仕
事
で
あ
る
と
説
い
た
の
が
法
師
品
で
あ

り
ま
す
。
他
の
人
々
を
救
う
た
め
に
自
分
が
願
っ
て
生
ま
れ
て
き
た
人
で
あ
る
と
い
う
言
葉
の
、
願
っ
て
と
い
う
言
葉
に
ご
注
目
下
さ
い
。

な
ん
と
な
く
来
た
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
自
分
か
ら
願
っ
て
生
ま
れ
て
来
た
ん
で
す
。

そ
れ
か
ら
従
地
涌
出
品
。
見
宝
塔
品
以
降
の
末
尾
に
お
い
て
、
お
釈
迦
様
は
ま
も
な
く
滅
度
に
入
る
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
亡
く
な
っ

て
し
ま
っ
た
後
に
お
い
て
、
法
華
経
を
説
く
者
が
い
ま
す
か
と
い
う
ご
質
問
を
な
さ
る
ん
で
す
。
そ
う
し
ま
す
と
ご
存
知
の
よ
う
に
一
緒

に
お
り
ま
し
た
菩
薩
達
が
、
私
達
が
耐
え
忍
ん
で
も
法
華
経
を
説
き
ま
し
ょ
う
と
勇
ま
し
く
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
お
釈
迦
様
は
お
前
達
頼
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む
よ
と
は
お
つ
し
や
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
う
し
て
安
楽
行
品
を
お
説
き
に
な
ら
れ
ま
す
。
あ
る
が
ま
ま
の
見
方
、
あ
り
の
ま
ま
に
見

る
と
い
う
立
場
に
た
て
と
お
つ
し
や
り
、
従
地
涌
出
品
を
説
か
れ
大
地
の
下
か
ら
菩
薩
た
ち
を
涌
き
出
さ
せ
て
、
そ
の
人
々
が
法
華
経
を

説
く
人
々
で
あ
る
と
指
名
を
な
さ
れ
る
の
で
す
。
大
地
の
下
に
虚
空
と
い
う
世
界
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
お
断
り
し
て
お
き
ま
す
と
見
宝

塔
品
に
も
こ
の
虚
空
と
い
う
言
葉
が
出
て
ま
い
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
見
宝
塔
品
を
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
で
見
て
い
き
ま
す
と
、
自
冨
国
富

画
と
あ
り
、
こ
れ
は
空
（
そ
ら
）
の
こ
と
で
す
が
、
こ
れ
を
鳩
摩
羅
什
は
虚
空
と
訳
し
ま
し
た
。
一
、
二
ヶ
所
は
空
中
で
す
が
、
後
は
虚

空
で
す
。
間
違
え
や
す
い
所
で
す
が
、
大
地
の
下
に
虚
空
の
世
界
が
あ
る
と
い
う
時
は
四
百
綴
で
あ
り
ま
す
。
私
は
上
手
く
虚
空
の
説

明
が
で
き
ま
せ
ん
が
、
無
限
の
拡
が
り
で
総
て
を
つ
つ
み
こ
む
も
の
で
あ
り
ま
す
。
大
地
の
下
を
掘
っ
て
も
何
も
無
い
。
し
か
し
、
そ

の
下
に
虚
空
と
い
う
世
界
が
あ
っ
て
そ
こ
か
ら
人
々
が
涌
き
出
し
て
き
た
と
あ
り
ま
す
。
そ
の
人
達
の
身
体
は
金
色
に
輝
い
て
い
た
と
あ

り
ま
す
。
お
寺
を
訪
れ
て
い
た
だ
い
て
仏
像
を
見
て
い
た
だ
く
と
、
着
色
が
施
し
て
あ
り
、
い
ろ
い
ろ
な
菩
薩
は
い
ろ
い
ろ
な
も
の
を
持
っ

て
い
ま
す
。
首
飾
り
や
花
、
香
炉
、
そ
れ
ら
を
持
つ
の
が
菩
薩
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
従
地
涌
出
品
で
は
金
色
で
あ
っ
た
と
あ
り
ま
す
。

金
色
と
は
何
の
こ
と
で
し
ょ
う
。
仏
に
は
三
二
相
が
あ
り
そ
の
一
つ
は
、
お
姿
が
金
色
で
あ
る
と
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
仏
と
な
る
よ

う
に
予
約
さ
れ
た
人
達
が
、
地
涌
の
菩
薩
で
は
な
い
か
な
と
そ
う
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
大
地
の
下
に
虚
空
の
世
界
な
ん
て
あ
る
わ
け

が
無
い
、
そ
う
す
る
と
仏
滅
度
の
後
の
世
の
中
に
お
い
て
、
こ
の
世
の
中
に
生
ま
れ
て
、
前
生
に
お
い
て
仏
と
関
わ
り
を
持
っ
た
命
な
の

だ
、
と
い
う
捉
え
方
が
し
っ
か
り
と
出
来
て
い
る
人
が
地
涌
の
菩
薩
じ
ゃ
あ
な
い
か
な
と
思
う
の
で
す
。
そ
の
人
達
が
ど
の
よ
う
な
人
な

の
か
に
つ
い
て
は
、
そ
の
人
達
が
お
釈
迦
様
か
ら
遥
か
な
昔
に
教
を
受
け
て
後
の
世
の
た
め
に
準
備
さ
れ
て
き
た
ん
だ
と
あ
り
ま
す
。
こ

こ
で
も
遥
か
な
昔
と
い
う
言
葉
が
出
て
き
ま
す
。
そ
れ
が
弥
勒
菩
薩
に
は
わ
か
ら
な
い
の
で
す
。
そ
の
言
葉
の
意
味
も
わ
か
ら
な
い
で
、

弥
勒
菩
薩
は
質
問
を
さ
れ
ま
す
。
そ
の
質
問
が
ご
存
知
の
、
頭
の
毛
が
黒
く
二
五
歳
く
ら
い
の
青
年
に
白
髪
の
老
人
が
、
こ
の
人
は
私
の
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父
で
す
と
言
い
、
青
年
は
こ
の
人
は
私
の
子
ど
も
で
す
と
言
う
よ
う
な
も
の
だ
と
言
い
ま
す
。
当
た
り
前
の
こ
と
が
ひ
つ
く
り
返
っ
て
い

る
よ
う
な
も
の
だ
と
弥
勒
菩
薩
は
言
い
ま
す
。
弥
勒
菩
薩
は
お
釈
迦
様
の
生
い
立
ち
か
ら
知
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
知
識
の
何
処
を
ひ
っ

く
り
返
し
て
も
大
地
の
下
の
虚
空
の
人
々
を
教
化
し
た
な
ん
て
話
は
な
い
か
ら
お
か
し
い
、
と
尋
ね
ま
す
。
そ
れ
に
対
す
る
答
え
が
如
来

寿
量
品
で
す
。
如
来
寿
量
品
の
冒
頭
に
は
、
「
如
来
誠
諦
之
語
」
如
来
の
誠
諦
の
言
葉
を
信
ず
べ
し
と
こ
の
言
葉
を
三
回
繰
り
返
し
て
お

い
で
に
な
り
ま
す
。
弥
勒
菩
薩
を
は
じ
め
沢
山
の
人
々
は
、
お
釈
迦
様
の
言
う
通
り
信
じ
ま
す
か
ら
説
い
て
下
さ
い
と
言
い
ま
す
。
サ
ン

ス
ク
リ
ッ
ト
語
に
勵
且
民
冨
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
正
し
い
も
の
、
素
晴
ら
し
い
も
の
、
問
題
の
な
い
も
の
、
こ
う

い
う
も
の
に
対
し
て
私
の
心
を
そ
ち
ら
に
預
け
ま
す
ょ
と
言
う
意
味
で
す
。
時
間
が
余
っ
た
か
ら
信
心
を
し
よ
う
と
い
う
の
と
は
違
い
ま

す
。
そ
う
い
う
約
束
を
う
け
た
う
え
で
お
釈
迦
様
は
こ
の
世
に
出
現
し
た
と
説
い
て
い
ま
す
。
あ
る
時
に
は
燃
灯
仏
と
し
て
出
現
さ
れ
ま

す
。
過
去
仏
と
い
い
お
釈
迦
様
以
前
に
七
人
の
仏
が
居
た
ん
だ
と
い
う
考
え
方
が
あ
り
ま
す
。
燃
灯
仏
が
歩
い
て
き
た
道
が
ぬ
か
る
ん
で

い
た
、
こ
の
ま
ま
歩
き
続
け
る
と
、
燃
灯
仏
の
足
が
汚
れ
て
し
ま
う
と
い
う
の
で
、
自
分
の
衣
類
を
脱
い
で
敷
き
詰
め
た
が
ま
だ
足
り
な

い
。
だ
か
ら
自
分
が
腹
ば
い
に
な
り
長
い
髪
を
ほ
ど
い
た
。
そ
の
上
を
燃
灯
仏
が
歩
い
た
の
で
足
は
汚
れ
な
か
っ
た
。
こ
う
い
う
功
徳
を

前
生
に
お
い
て
お
釈
迦
様
は
つ
ん
だ
た
め
、
あ
っ
さ
り
仏
に
な
っ
た
ん
だ
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
無
限
の
生
命
を

持
っ
た
お
釈
迦
様
だ
と
い
う
こ
と
を
信
じ
る
こ
と
が
出
来
な
け
れ
ば
い
け
な
い
ん
だ
と
法
華
経
は
い
い
ま
す
。
こ
れ
は
自
分
の
命
を
前
生

に
お
い
て
お
釈
迦
様
と
触
れ
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
い
た
だ
い
た
生
命
だ
と
い
う
判
断
が
出
来
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
し
て
最
後
の
如
来
神
力
品
で
は
、
未
来
の
世
の
中
に
お
い
て
法
華
経
を
説
く
べ
き
人
は
、
地
涌
の
菩
薩
で
あ
る
と
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

大
地
の
下
か
ら
た
だ
涌
い
て
生
ま
れ
て
く
る
だ
け
で
は
な
く
て
、
自
分
の
生
命
を
前
世
に
お
け
る
お
釈
迦
様
と
触
れ
あ
い
の
生
命
だ
と
と

ら
え
て
い
る
か
が
問
題
な
の
で
す
。
如
来
神
力
品
で
受
持
・
読
・
調
・
解
説
・
書
写
す
る
人
が
い
る
な
ら
ば
塔
を
建
て
て
く
れ
と
あ
り
ま
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す
が
、
こ
れ
は
ｇ
ｇ
ｑ
ｍ
の
こ
と
で
す
。
ｍ
目
冨
は
骨
を
お
ま
つ
り
す
る
塔
の
こ
と
で
す
が
、
法
華
経
の
中
に
は
如
来
の
全
身
が
あ
る

と
い
う
の
で
す
か
ら
、
こ
れ
は
法
華
経
の
お
経
を
納
め
た
建
物
の
こ
と
で
、
法
華
経
が
あ
る
か
ら
そ
こ
は
お
釈
迦
様
が
お
い
で
に
な
る
と

こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
如
来
神
力
品
の
別
付
嘱
の
内
容
で
あ
り
ま
す
。
こ
う
い
う
考
え
方
が
「
法
華
経
と
私
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
お

話
し
た
か
っ
た
所
で
す
。
法
華
経
を
何
だ
か
わ
か
ら
な
い
お
経
と
し
て
遠
く
に
お
か
な
い
で
ほ
し
い
。
法
華
経
の
中
の
ど
の
辺
に
私
の
座

れ
る
場
所
が
あ
る
の
か
。
そ
の
辺
を
じ
っ
く
り
見
極
め
て
ほ
し
い
な
と
、
そ
う
念
願
し
て
最
終
講
義
を
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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