
金
子
大
榮
先
生
を
追
憶
し
て

金
子
先
生
と
『
教
行
信
証
』-

 

•

松 

原 

祐 

善 

金
子
大
榮
先
生
に
は
昨
年
十
月
二
十
日
満
九
十
五
歳
の
天
寿
を
全
う
さ
れ
て
ご
逝
去
な
さ
れ
た
。
色
紙
に
「
光
輪
」
の
二
字
を
お
書
き 

に
な
っ
て' 

そ
れ
を
絶
筆
と
し
て
ま
こ
と
に
平
安
な
ご
往
生
を
遂
げ
ら
れ
ま
し
た
。
今
日
、
 

先
生
と
お
別
れ
し
て
私
は
今
更
ら
に
「真
宗 

遇
い
難
し
」
を
痛
感
い
た
し
て
い
ま
す
。
先
生
が
九
十
五
年
と
い
う
長
い
労
苦
の
ご
生
涯
を
以
て
現
代
の
思
想
混
迷
の
な
か
に
今
日
の
世 

界
を
光
と
し
て
、
浄
土
真
宗
の
証
道
を
開
顕
し
、
わ
れ
ら
ご
と
き
愚
鈍
の
身
を
お
育
て
下
さ
れ
た
御
恩
の
深
厚
な
る
こ
と
を
思
う
て
感
謝 

い
た
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
と
共
に
私
は
先
生
を
失
う
こ
と
に
よ
り' 

先
生
を
最
後
の
一
人
と
し
て
清
沢
満
之
直
門
の
時
代 

が
終
り
、
大
谷
大
学
と
し
て
は
否
応
な
し
に
時
代
の
大
き
な
区
切
り
が
迫
ま
っ
て
い
る
感
が
い
た
し
、
何
か
底
な
し
の
深
い
悲
し
み
と
痛 

み
を
覚
え
る
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
先
生
が
お
遺
し
下
さ
っ
た
数
々
の
す
ぐ
れ
た
業
績
に
お
答
え
し
、
懇
切
を
尺
し
て
大
地
か
ら
真
実 

の
宝
を
掘
り
起
し
て
下
さ
れ
た
ご
労
作
に
導
か
れ
、
後
進
の
若
き
学
徒
が
道
念
を
呼
び
起
し
、
時
代
の
課
題
を
提
げ
て
学
道
に
奮
い
起
た 

れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
深
い
わ
れ
わ
れ
の
悲
し
み
も
そ
の
ま
ま
歓
喜
と
新
し
い
希
望
に
転
ず
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
 

私
が
最
後
先
生
の
病
床
を
お
見
舞
い
た
し
ま
し
た
と
き
、
先
生
の
お
言
葉
と
し
て
、
こ
ん
ど
東
京
の
春
秋
社
か
ら
清
沢
満
之
先
生
の
著 

作
集
二
巻' 

曽
我
量
深
先
生
の
著
作
集
十
巻
と
一
連
に
し
て
私
の
著
作
集
十
二
巻
の
刊
行
が
企
画
さ
れ
た
こ
と
を
聞
い
て
、
私
は
こ
の
企 

画
に
よ
っ
て
曽
我
先
生
と
ご
一
緒
に
清
沢
満
之
の
浩
々
洞
の
流
れ
を
汲
む
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
歴
史
的
に
実
証
さ
れ
て
き
た
の
で
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あ
っ
て
、

そ
の
こ
と
が
私
の
今
生
に
お
け
る
無
上
の
光
栄
で
あ
る
と
、

同
じ
こ
と
を
二
度
ま
で
も
繰
り
返
え
し
仰
せ
ら
れ
、

お
別
れ
に 

『
光
輪
鈔
』
の
コ
ピ
ー
を
頂
戴
し
て
帰
え
り
ま
し
た
。
清
沢
満
之
先
生
は
今
世
紀
の
は
じ
め
、
明
治
三
十
四
年(

一
九
〇
こ 

十
月
に
東
京 

巣
鴨
の
地
に
開
学
さ
れ
た
大
谷
大
学
の
前
身
、
真
宗
大
学
の
初
代
の
学
監
で
あ
り
ま
す
。
金
子
先
生
は
御
自
身
そ
の
真
宗
大
学
の
本
科
に 

入
学
し
た
第
一
回
の
卒
業
生
で
あ
っ
た
と
申
さ
れ
て
い
ま
す
。
清
沢
先
生
は
学
問
と
し
て
宗
教
哲
学
を
専
攻
し
、
日
本
に
お
け
る
西
洋
哲 

学
の
草
分
け
を
な
さ
れ
た
方
で
あ
り
、
長
く
埋
れ
て
あ
っ
た
『
歎
異
抄
』
を
真
宗
安
心
の
第
一
の
書
と
し
て
発
掘
し' 

精
神
主
義
を
唱
え 

明
治
の
仏
教
界
に
新
鮮
な
る
潑
剌
た
る
生
命
の
息
吹
を
吹
き
込
ん
だ
方
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
清
沢
先
生
は
四
十
歳
を
超
え
た
と
き
、
こ
れ 

か

ら

『
六
要
鈔
』
を
坐
右
か
ら
離
さ
な
い
で
お
こ
う
と
い
う
こ
と
を
門
弟
の
多
田
鼎
師
に
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
先
生
は
四
十 

一
歳
の
短
命
で
明
治
三
十
六
年(

一
九
〇
三)

六
月
六
日
に
喀
血
し
て
こ
の
世
を
終
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
か
く
し
て
親
鸞
聖
人 

の

『
教
行
信
証
』
の
研
究
は
曽
我
量
深
先
生
と
金
子
大
榮
先
生
の
お
二
人
に
お
譲
り
に
な
っ
た
の
で
あ
る
と
申
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ 

し
て
両
先
生
と
も
九
十
五
歳
の
長
寿
を
保
た
れ
、
相
い
携
え
て
現
代
に
お
け
る
親
鸞
教
学
を
完
成
し
て
大
谷
大
学
の
真
宗
学
の
伝
統
を
今 

日
あ
ら
し
め
て
下
さ
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

金
子
先
生
の
著
述
目
録
を
み
る
と
、

先
生
の
主
著
と
も
称
せ
ら
れ
る
べ
き
『
教
行
信
証
講 

読
』
三
巻
は
昭
和
十
三
年
十
二
月
に
「教
行
」
の
巻
が
刊
行
さ
れ
、
昭
和
十
五
年
十
二
月
に
「信
証
」
の
巻
、
昭
和
十
六
年
五
月
に
「
真 

化
」
の
巻
が
刊
行
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
こ
の 

『
教
行
信
証
講
読
』

の
原
型
は
既
に
大
正
十
四
年
十
一
月
か
ら
昭
和
七
年
六
月
に
至 

る
、
先
生
の
個
人
雑
誌
『
仏
座
』
に
執
筆
せ
る
も
の
で
八
十
号
を
重
ね
て
終
了
せ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
大
正
十
五
年
十
一
月
の
記
で
あ 

る

「
『
教
行
信
証
』
の
講
読
に
就
い
て
」
の
一
文
の
な
か
に

「
愈

々

『
教
行
信
証
』
の
解
釈
を
書
か
う
と
決
心
せ
る
時
に
は
、
流
石
に
私
の
内
心
は
名
状
す
べ
か
ら
ざ
る
振
動
を
感
じ
た
。

「自 

分
は
果
し
て
『
教
行
信
証
』
の
解
釈
を
書
く
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
か
」 

「
出
来
る
出
来
ぬ
は
問
題
で
な
い
、
書
い
て
行
く
こ
と 

で
あ
る
」

「
併
し
そ
ん
な
こ
と
で
よ
い
で
あ
ろ
う
か
」 

「善
悪
よ
り
は
願
ひ
こ
そ
は
根
本
的
の
も
の
で
あ
ろ
う
」
か
か
る
内
心
の
振 

動
の
中
に
私
の
願
い
は
早
く
も
誓
い
を
生
ん
で
来
た
の
で
あ
る
。
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第
一
に
こ
の
解
釈
に
於
て' 

自
分
は
何
処
ま
で
も
そ
れ
を
自
分
の
為
に
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
わ
れ
自
ら
の
満
足
出
来
ぬ
や
う
な
も
の 

を
人
が
喜
ん
で
読
ん
で
く
れ
る
筈
が
な
い
こ
と
は
既
に
明
か
に
知
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
自
分
が
書
い
た
も
の
に
依 

り
て
自
分
が
救
わ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
な
く
て
は
、
全
く
無
意
味
と
い
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。

私
は
私
自
身
の
仕
方
で
繰
り
返
し
が
多 

過
ぎ
る
程
説
明
す
る
と
し
て
も
、
そ
の
説
明
を
聞
く
正
の
対
手
は
自
分
で
あ
る
。
啓
蒙
的
と
い
う
こ
と
も
、
そ
の
蒙
者
は
自
分
で
あ 

る
こ
と
に
於
て
避
け
ず
、
論
理
と
い
う
こ
と
も
徒
ら
に
解
釈
の
具
に
し
て
は
な
ら
な
ぬ
の
で
あ
る
。

第
二
に
自
分
は
こ
の
解
釈
に
於
て
自
分
の
全
力
を
傾
倒
し
よ
う
。
『
教
行
信
証
』
は
元
来
、
親6

の
仏
教
論
で
あ
り'

ま
た
生
活
の 

記
録
で
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
自
分
の
解
釈
も
ま
た
わ
が
生
活
の
記
録
で
あ
り
、
ま
た
仏
教
の
全
知
識
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
故 

自
分
の
学
問
は
惣
べ
て
こ
こ
へ
廻
向
し' 

生
命
も
亦
こ
こ
に
捧
ぐ
べ
き
で
あ
る
。
願
は
く
は
始
終
こ
の
精
神
を
以
て
一
貫
し
よ
う
。
」 

と
い
う
誓
い
を
以
て
こ
の
事
業
に
望
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
そ
の
な
か
に
『
教
行
信
証
』

の
主
要
問
題
と
し
て
五
項
目
を
掲 

げ
て
お
ら
れ
ま
す
が
、

こ
の
こ
と
が
私
に
は
非
常
に
重
要
と
思
わ
れ
る
の
で
こ
こ
に
引
用
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
 

「
ー
、
『
教
行
信
証
』

に
現
わ
る
る
第
一
の
問
題
は
「
往
相
と
還
相
」

と
の
二
種
廻
向
で
あ
る
。
謹
案
ー
一
浄
土
真
宗-

有=

ー
ー
種
廻
向
ハ 

ー
者
往
相
二
者
還
相
。
就
ー
ー
往
相
廻
向
一
有
一
一
真
実
教
行
信
証
一
の
文
字
は
、

『
教
行
信
証
』

の
全
篇
を
通
じ
て
唯
だ
二
種
の
廻
向
を
明 

か
に
せ
ん
と
す
る
の
外
な
き
こ
と
を
顕
は
す
も
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
往
相
廻
向
と
は
如
何
な
る
こ
と
で
あ
り' 

還
相
廻
向
と
は
何
物 

で
あ
ろ
う
か
。
恐
ら
く
こ
れ
を
明
か
に
領
知
す
る
こ
と
こ
そ
は
、
純
真
な
る
宗
教
的
要
求
を
開
顕
す
る
所
以
で
あ
ろ
う
。
 

二
、
次
ぎ
に
来
た
る
主
要
問
題
は
「
救
済
と
自
証
」
と
の
関
係
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
古
来
「
行
信
論
」
と
呼
べ
る
も
の
で
あ
る
。
 

純
一
な
る
宗
教
的
な
行
、 

そ
れ
は
唯
だ
念
仏
の
外
は
な
い
。
誠
に
如
実
の
救
済
は
念
仏
の
外
に
求
む
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

併 

し
わ
れ
わ
れ
は
如
何
に
し
て
こ
れ
を
信
証
し
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
親

鸞

は

『
行
巻
』
に

於

て

「
諸
仏
称
名
の
願
」
を
顕
わ
し
、

こ
れ 

に
依
り
て
三
国
の
七
高
祖
を
代
表
者
と
し
、
幾
多
の
人
師
は
い
づ
れ
も
念
仏
を
讃
仰
せ
ざ
る
も
の
な
き
を
説
き
つ
つ' 

『
信
巻
』

に 

あ
り
て
は
三
心
一
心
の
問
答
を
中
心
と
し
て
、
専
ら
に
己
証
の
領
解
を
述
べ
て
い
ら
る
る
。
而
し
て
こ
の
信
念
こ
そ
は' 

涅
槃
を
証
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得
す
る
因
で
あ
る
の
み
な
ら
ず' 

さ
ら
に
念
仏
に
於
て
感
知
せ
ら
る
る
真
仏
真
土
を
領
会
す
る
も
の
で
あ
る
。

三
、
 

第

三
は

「
廻
向
と
転
入
」
と
の
交
渉
で
あ
る
。(

中
略)

そ
れ
は
ま
た
恐
ら
く
宗
教
の
論
理
と
宗
教
の
心
理
と
の
関
係
問
題
で 

あ
ろ
う
。
宗
教
の
心
理
は
宗
教
の
論
理
に
依
り
て
批
判
せ
ら
る
る
。
併
し
そ
の
論
理
は
心
理
を
離
れ
て
あ
り
得
な
い
。
そ
れ
故
に
真 

実
は
方
便
を
明
か
に
す
れ
ど
も
、
そ
の
明
か
に
せ
ら
れ
た
方
便
こ
そ' 

現
実
の
宗
教
生
活
を
顕
は
す
も
の
で
は
な
い
で
あ
ら
う
か
。

以
上
の
三
問
題
が
『教
行
信
証
』
の
主
要
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は' 

古
来
注
意
さ
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
が
。
そ
れ
に
も
関
ら
ず
そ 

の
実
本
当
に
注
意
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
に
感
ぜ
ら
れ
て
な
ら
ぬ
。:

：:

わ
れ
わ
れ
の
人
間
の
真
の
問
題
は
こ
の
外
に
無
い
の
で
あ
る
。
 

然
る
に
こ
の
主
要
問
題
を
終
り
て
『
教
行
信
証
』
の
結
末
に
及
ぶ
と
き' 

こ
の
著
を
な
せ
る
親B

の
精
神
に
就
い
て
二
つ
の
注
目 

す
べ
き
も
の
を
発
見
す
る
。

四
、
 

そ
の
一
つ
は
教
団
の
原
理
と
し
て
真
宗
を
見
る
こ
と
で
あ
る
。

『
化
身
土
巻
』
に
於
て
何
故
に
親
鸞
は
、
あ
の
無
戒
名
字
の 

僧
を
弁
護
す
る
よ
う
な
『
末
法
灯
明
記
』
を
殆
ん
ど
全
部
引
用
せ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
思
ふ
に
そ
れ
は
教
団
の
根
拠
を
出
家
在
家
の 

区
別
に
置
か
う
と
し
た
従
来
の
思
想
を
批
判
し
て' 

新
た
に
信
の
有
無
を
以
て
こ
れ
に
代
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
顕
は
さ
ん
為 

で
あ
る
。
即
ち
親
鸞
の
意
は
敢
へ
て
そ
の
名
ば
か
り
の
出
家
を
弁
護
す
る
為
で
も
な
く
、
ま
た
殊
に
在
家
生
活
の
意
味
を
顕
は
さ
ん 

が
為
で
も
な
く
、
実
に
出
家
と
在
家
と
の
区
別
な
ど
が
あ
り
得
な
い
こ
と
を
明
か
に
す
る
こ
と
に
依
り
て
、
真
宗
の
信
、
即
ち
如
来 

の
本
願
に
於
て
の
み' 

教
団
の
根
拠
あ
る
こ
と
を
彰
わ
す
の
で
あ
ろ
う
。

五
、
 

他
の
一
つ
は
真
宗
を
以
て
日
本
の
宗
教
た
る
べ
き
も
の
と
し
て
、
こ
れ
を
国
民
に
さ
さ
ぐ
る
こ
と
で
あ
る
。

『
化
身
土
巻
』 

の
末
巻
に
於
て
三
宝
に
帰
依
す
る
も
の
は
余
道
に
事
う
る
こ
と
を
得
ざ
れ
と
い
う
こ
と
は
、
正
し
く
聖
徳
太
子
の
篤
敬
三
宝
の
精
神 

を
徹
底
す
る
も
の
は
浄
土
真
宗
な
る
こ
と
を
顕
は
し
、
そ
れ
に
依
り
て
拝
天' 

祀
鬼
、
占
日
等
の
迷
妄
を
批
判
す
る
も
の
で
あ
る
。
 

而
し
て
こ
の
批
判
を
な
す
所
以
は
国
民
の
自
覚
に
訴
え
て
正
法
に
帰
せ
し
め
ん
と
す
る
に
外
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
唯
だ
自
覚
に
訴
え
る 

の
で
あ
る
。
余
道
に
事
う
る
を
得
ざ
れ
と
強
い
る
の
で
は
な
い
。
余
道
に
事
う
る
得
ざ
る
所
以
に
眼
覚
め
よ
と
い
う
の
で
あ
る
。
最
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後
の
跋
文
も
こ
の
意
に
依
り
て
、 

善
く
領
解
せ
ら
る
る
の
で
あ
る
。

こ
の
二
点
は
親
鸞
の
「
宗
教
と
教
団
及
び
社
会
観
」
で
あ
っ
て
、
こ
れ
あ
る
が
為
に
『
教
行
信
証
』
は
単
な
る
独
語
録
的
な
書
物 

で
な
い
こ
と
が
明
か
と
な
る
。

以
上
の
五
事
が
如
何
に
重
要
な
る
問
題
で
あ
る
か
が
知
ら
る
る
だ
け
で
も
『教
行
信
証
』
は
真
面
目
な
る
求
道
者
に
依
り
て
研
究 

さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
か
で
あ
ろ
う
」

と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

『
教
行
信
証
』
の
解
題
と
し
て
ま
こ
と
に
適
確
で
ま
た
懇
切
を
尽
さ
れ
た
お
言
葉
で
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ 

の

『
教
行
信
証
』
に
先
立
ち
て
、
昭
和
二
年
入
月
に
『教
行
信
証
の
概
要
』
が
岩
波
書
店
か
ら
出
版
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
序
に
こ
の
書 

は
大
正
十
二
年
三
月
よ
り
同
十
五
年
十
二
月
ま
で
前
後
六
十
回
に
わ
た
り
て
御
影
の
常
明
寺
で
の
講
話
せ
る
も
の
の
摘
要
集
で
あ
る
こ
と 

が
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
会
合
は
先
生
の
生
涯
に
と
り
て
劃
期
的
な
も
の
で
、
そ
の
会
合
に
於
け
る
人
々
の
敬
虔
な
る
求
道
心' 

あ 

の
堂
に
溢
る
る
真
摯
な
空
気
は
如
何
に
私
を
訓
育
せ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
と
述
べ
て' 

御
影
の
会
合
は
私
を
し
て
専
念
に
『
教
行
信
証
』
の 

領
解
へ
と
精
進
せ
し
め
た
と
い
い' 

そ
の
会
毎
に
そ
の
要
領
を
摘
記
せ
る
も
の
が
、
今
は
忘
れ
え
な
い
記
念
と
な
れ
る
こ
の
集
録
で
あ
る 

と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

*
 

*
 

*

先
般
私
は
『
大
谷
学
報
』
か
ら
金
子
先
生
の
追
憶
文
を
求
め
ら
れ
ま
し
て
、
主
と
し
て
先
生
の
お
若
い
時
代
の
ご
苦
労
を
お
偲
び
し
た 

の
で
し
た
。
昭
和
三
年
に
は
著
書
問
題
に
絡
み
、
大
谷
大
学
を
辞
し
僧
籍
ま
で
離
れ
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
昭
和
五
年
四
月
か
ら
広
島 

文
理
科
大
学
の
吉
田
賢
竜
学
長
に
迎
え
ら
れ
て
、
講
師
と
し
て
「
仏
教
哲
学
史
」
を
講
ぜ
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
と
き
先
生 

は
五
十
歳
に
お
な
り
で
し
た
。
こ
の
大
学
で
の
講
義
が
後
に
『
仏
教
の
諸
問
題
』
と
い
う
著
作
と
な
っ
て
昭
和
九
年
九
月
に
岩
波
書
店
よ 

り
刊
行
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
昭
和
十
五
年
の
四
月
に
は
先
生
の
名
著
『
日
本
仏
教
史
観
』
が
同
じ
く
岩
波
書
店
か
ら
刊
行
さ
れ
ま
す
が
、
 

広
島
時
代
の
先
生
の
ご
労
作
と
し
て
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
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金
子
先
生
が
再
び
宗
門
へ
迎
え
ら
れ
、
僧
籍
も
も
ど
ら
れ
、
広
島
か
ら
京
都
の
大
谷
大
学
教
授
に
復
帰
さ
れ
た
の
は
昭
和
十
七
年
の
三 

月
で
あ
り
ま
す
。
先
生
は
六
十
三
歳
に
お
な
り
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
折
曽
我
量
深
先
生
も
ご
一
緖
に
大
谷
大
学
へ
お
も
ど
り
に
な
っ
た 

の
で
あ
り
ま
す
。
昭
和
五
年
三
月
以
来
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
当
時
の
戦
局
は
支
那
事
変
か
ら
大
東
亜
戦
争
へ
と
拡
大
し
て
食
ffl
事
情
も 

悪
く'

国
民
の
心
は
暗
澹
た
る
も
の
で
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
年
の
七
月
十
一
・
日
よ
り
満
一
ケ
月
に
わ
た
る
安
居
本
講
が
曾
我
先
生
の
『
歎 

異
抄
』
で
あ
り
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
思
出
の
深
い
講
義
で
あ
り
ま
し
た
。
当
時
満
州
の
開
拓
地
か
ら
の
聴
講
生
も
多
く
、
宗
門
で
は
稀
れ 

に
見
る
盛
大
な
夏
安
居
の
行
事
で
あ
り
ま
し
た
。
後
に
出
版
さ
れ
ま
し
た
『
歎
異
抄
聴
記
』
は
著
名
で
あ
り
ま
す
が
、
私
も
そ
の
講
録
づ 

く
り
に
参
加
い
た
し
ま
し
た
。
こ
う
し
て
わ
れ
わ
れ
は
田
舎
か
ら
京
都
に
で
て
曽
我•

金
子
の
両
先
生
に
再
会
す
る
機
会
を
得
た
の
で
あ

ま̂
^

。

と
こ
ろ
で
私
の
こ
こ
で
申
し
あ
げ
た
い
の
は
、
金
子
先
生
の
講
演
を
拝
聴
し
、
そ
の
な
か
で
も
私
の
生
涯
を
通
じ
て
最
も
印
象
深
く
刻 

み
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
は
、
戦
争
末
期
の
昭
和
二
十
年
六
月
の
大
谷
教
学
研
究
所
の
第
一
回
講
習
会
が
大
谷
大
学
で
催
さ
れ
た
も
の
で
あ 

り
ま
す
。
大
谷
教
学
研
究
所
長
は
当
時
大
谷
大
学
長
で
あ
ら
れ
た
大
谷
瑩
誠
先
生
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
頃
の
大
谷
大
学
で
は
そ
の
前
 々

年
頃
よ
り
学
生
は
大
阪
の
造
兵
廠
の
工
場
を
は
じ
め
、
堺
や
尼
ヶ
崎
の
軍
事
工
場
に
配
属
さ
れ
て
、
し
か
も
次
々
と
工
場
の
な
か
か
ら
応 

召
し
て
戦
地
に
赴
く
と
い
う
わ
け
で
す
。
大
谷
大
学
で
は
学
生
が
一
人
も
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
従
っ
て
こ
の
講
習
会
に
集
っ
た 

聴
講
生
の
多
く
は
、
全
国
地
方
教
区
を
単
位
に
、
大
谷
教
学
研
究
所
が
中
央
の
大
谷
大
学
に
附
属
開
設
さ
れ
る
と
同
時
に
、
新
し
く
開
設 

さ
れ
学
場
の
代
表
者
で
あ
り
ま
す
。
国
民
服
に
戦
闘
帽
を
か
ぶ
り
巻
ゲ
ー
ト
ル
と
い
う
出
立
で
聴
講
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
も 

そ
の
筈
既
に
全
国
の
主
要
都
市
は
戦
災
を
う
け
て
焼
野
原
と
な
り
敗
戦
の
い
ろ
は
濃
い
の
で
あ
り
ま
す
。
私
も
大
阪
か
ら
空
襲
の
な
か
を 

聴
講
に
出
て
い
た
の
で
あ
り
ま
す
。
も
は
や
敗
戦
は
疑
う
余
地
の
な
い
戦
局
の
な
か
に' 

愈
々
真
宗
の
教
学
は
あ
く
ま
で
も
護
持
さ
れ
ね 

ば
な
ら
な
い
と
い
う
た
て
ま
え
か
ら' 

こ
の
大
谷
教
学
研
究
所
の
講
習
会
が
開
か
れ
て
き
た
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
日
の
講
師
と
講
題
は 

『
日
本
的
霊
性
的
自
覚
』
と
題
し
て
鈴
木
大
拙
先
生
、

『
他
力
の
自
覚
道
』
と
題
し
て
曽
我
量
深
先
生
、

『
仏
道
史
観
』
と
題
し
て
金
子
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大
榮
先
生
の
お
三
方
で
あ
り
ま
し
た
。
鈴
木
先
生
は
当
時
鎌
倉
に
お
住
い
で
あ
り
ま
し
た
の
で
、
東
京
か
ら
京
都
へ
出
る
こ
と
は
空
襲
の 

た
め
容
易
で
な
い
の
で
、

あ
ら
か
じ
め
原
稿
を
お
作
り
に
な
っ
て
、

当
日
の
聴
講
生
に
宛
て
て
送
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
り
ま
す
。

後
に 

「
大
谷
教
学
叢
書
ー
」
と
し
て
出
版
さ
れ
ま
し
た
『
日
本
的
霊
性
的
自
覚
』
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
論
稿
を
そ
の
日
は
杉
平
教
按
が
代
さ 

れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
曽
我
先
生
の
『
他
力
の
自
覚
道
』
は
、
世
親
菩
薩
の
一
心
帰
命
、
善
導
大
師
の
二
種
深
信
、
親
鸞
聖
人
の
三
願
転 

入
と
、
他
力
信
心
の
自
覚
道
を
、

ー
 
•

二
•

二
と
内
に
深
く
掘
り
下
げ
ら
れ
、
人
間
に
お
け
る
自
力
執
心
の
絶
ち
難
く
拭
い
難
き
を
知
ら 

し
め
て
、
本
願
の
広
大
無
碍
な
る
大
悲
方
便
の
世
界
を
明
か
に
な
さ
れ
た
よ
う
で
し
た
。
残
念
な
が
ら
こ
の
講
演
の
筆
記
が
整
理
さ
れ
ず
、
 

出
版
の
運
び
と
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
金
子
大
榮
先
生
の
『
仏
道
史
観
』
は
幸
に
「
大
谷
教
学
叢
書
二
」
と
し
て
出
版
さ
れ
て 

い
ま
す
の
で
、
今
日
で
も
参
照
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
の
な
か
初
の
「
伝
統
」
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
一
文
を
拾
っ
て
見
ま
す
と
、 

「今
日
、
朝
か
ら
空
襲
が
あ
り
ま
し
て' 

わ
れ
わ
れ
は
も
う
死
を
踏
え
て
立
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
ん
な
風
な
と
き
に
於
て 

一
体
わ
れ
わ
れ
の
思
想
は
ど
う
か
。
皆
さ
ん
は
ど
ん
な
風
に
お
感
じ
に
な
る
か
知
ら
ぬ
が
、
私
達
に
と
っ
て
、
相
当
な
問
題
で
あ
る
。
 

で' 

精
神
と
い
う
も
の
は
ど
う
し
て
も
人
間
で
な
け
れ
ば
伝
は
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
か
、:

：:

私
は
か
つ
て
、
書
い
て
ゆ
く
か
話
し
て 

ゆ
く
か
と
い
う
こ
と
で
惑
う
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
て' 

書
い
た
も
の
は
残
る' 

話
し
た
も
の
は
消
え
る
と
い
う
よ
う
な
考
え
を
持
つ 

て
い
た
が
、
そ
れ
は
違
う
と
い
う
こ
と
が
こ
の
数
年
来
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。
書
い
た
も
の
は
消
え
る
が
、
話
し
た
も
の
は
消
え
な 

い
。
書
い
た
も
の
は
図
書
館
に
保
存
さ
れ
る
と
い
う
が
、
そ
ん
な
も
の
は
保
証
で
き
な
い
。
話
し
た
も
の
は
誰
か
が
聞
い
て
い
る
。
 

誰
も
聞
か
ん
よ
と
い
わ
れ
る
か
も
知
れ
ぬ
。
私
の
心
は
聞
か
ん
で
も
私
の
肉
体
が
聞
い
て
い
る
。
大
学
の
講
堂
で
話
す' 

講
堂
が
そ 

れ
を
聞
い
て
い
る
。
他
日
人
あ
っ
て
こ
の
講
堂
へ
入
れ
ば
、
私
の
語
っ
た
こ
と
が
本
当
に
真
面
目
な
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
必
ず
そ 

の
人
に
講
堂
が
伝
え
る
に
違
い
な
い
。
こ
れ
を
学
風
と
い
う
、 

わ
れ
わ
れ
は
谷
大
の
学
風
と
い
う
よ
う
な
も
の
に
就
て' 

少
々
如
何 

が
と
思
わ
れ
る
程
自
信
を
も
っ
て
い
る
が' 

そ
う
し
ま
す
と
歴
史
的
な
こ
と
も
感
覚
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
が' 

も
う
一
つ
わ
れ
わ
れ
は
、
 

道
元
禅
師
も
い
わ
れ
る
よ
う
に
草
木
瓦
礫
に
説
法
し
、
草
木
瓦
礫
が
わ
れ
わ
れ
に
説
法
す
る
と
い
う
よ
う
な
境
地
が
あ
り
ま
し
て
、

7



こ
れ
が
伝
統
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
点
か
ら
申
せ
ば
歴
史
的
伝
統
と
い
う
風
に
な
に
か
は
っ
き
り
し
た
条
項
を
列
記
す
る
と
い 

う
こ
と
よ
り
、
も
っ
と
深
い
宿
世
感
情
が
わ
れ
わ
れ
に
な
に
か
真
実
な
も
の
を
感
ぜ
し
め
る
の
で
あ
る
。
云
々
」 

と
述
べ
ら
れ
て
く
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
す
で
に
死
を
踏
ま
え
た
緊
迫
し
た
情
勢
の
な
か
に
立
っ
て
全
身
を
以
て
先
生
の
信
念
そ
の
も
の 

が
叫
ん
で
お
ら
れ
る
如
き
感
で
あ
り
ま
す
。
こ

の

「
仏
道
史
観
」
の
講
演
は
昭
和
十
五
年
の
四
月
に
刊
行
さ
れ
た
『
日
本
仏
教
史
観
』
の 

「序
論
」
と

「
余
論
」
と
の
課
題
を
う
け
て
展
開
さ
れ
た
も
の
で
、
こ
の
著
述
の
本
論
の
内
容
は
大
き
く
三
篇
に
分
ち
、
第
一
篇
は
聖
徳 

太
子
の
仏
教
、
第
二
篇
教
法
流
布
の
二
方
向
、
第
三
篇
鎌
倉
時
代
の
仏
教
、
よ
り
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
内
容
に
は
入
っ
て 

こ
こ
で
語
る
こ
と
は
許
さ
れ
ま
せ
ん
が
、
先
生
は
こ
の
著
述
の
「
序
」
の
最
初
に

「
こ
の
著
は
私
の
日
本
仏
教
に
対
す
る
史
観
を
記
述
せ
る
も
の
で
あ
る
。
私
は
こ
の
史
観
に
於
て
二
つ
の
眼
を
用
い
た
。
そ
の
一
つ 

の
眼
は
聖
徳
太
子
の
聖
旨
を
承
け
た
る
も
の
と
し
て
日
本
仏
教
を
展
望
せ
し
め
、
他
の
眼
は
そ
の
展
望
を
そ
の
ま
ま
に
親
鷲
聖
人
の 

真
宗
へ
と
収
摂
せ
し
め
る
。
こ
の
雙
眼
の
整
合
せ
る
視
野
と
し
て
、
私
の
日
本
仏
教
史
観
の
全
領
域
が
あ
る
の
で
あ
る
。
云
々
」
 

と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て

「本
論
」
の
三
篇
に
入
る
前
に
「
序
論
」
が
お
か
れ
て
「
日
本
仏
教
史
観
と
し
て
の
三
願
転
入
」
が
論 

述
さ
れ
、

「本
論
」
の
終
っ
た
と
こ
ろ
で
、
更
ら

に
「
余
論
」

と
し
て 

「
仏
道
の
歴
史
性
」

が
論
ぜ
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
講
演
の 

『
仏
道
史
観
』
は
こ
の
余
論
の
課
題
を
追
究
さ
れ
た
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

『
仏
道
史
観
』
と
い
う
題
目
の
下
に
、
日
本
仏
教
史
は
日
本
人
の
仏
道
修
行
の
あ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
就
て
大
体
申
上
げ
た
の 

で
あ
り
ま
す
。

『
日
本
仏
教
史
観
』
を
書
き
ま
し
た
時
分
は
、
序
論
の
方
に
三
願
転
入
と
い
う
形
で
日
本
の
仏
教
を
見
、
結
論
の
方 

で
は
昨
日
ま
で
お
話
し
し
ま
し
た
こ
と
を
記
し
ま
し
た
こ
と
が
、
あ
あ
も
思
わ
れ
る
、
こ
う
も
思
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
の 

で' 

こ
の
度
は
も
う
少
し
両
者
の
帰
す
る
と
こ
ろ
は
一
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
思
い
起
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

三
願
転
入
は
、
あ
た
か
も
日
本
の
仏
教
の
歴
史
を
読
む
よ
う
な
感
じ
が
す
る
。
聖
徳
太
子
の
仏
教
は
第
十
八
願
の
御
意
で
あ
る
、
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平
安
時
代
を
貫
く
と
こ
ろ
の
仏
教
は
第
十
九
願
で
あ
る' 

法
然
上
人
の
名
に
よ
っ
て
記
さ
れ
て
い
る
仏
教
は
第
二
十
の
願
で
あ
る
、 

親
鸞
聖
人
に
よ
っ
て
説
か
れ
た
も
の
は
第
十
八
願
で
あ
る
と
、
こ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
で
、
随
分
思
い
切
っ
た
独
断
で
あ
ろ
う
か
と 

も
思
い
ま
し
た
が
、
あ
の
論
文
を
書
い
た
時
は
相
当
感
激
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
り
ま
す
」(
七
七
頁
—
七
ハ
頁) 

と
語
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
引
文
中
、 

「
昨
日
ま
で
お
話
し
ま
し
た
こ
と
」
と
あ
り
ま
す
が' 

そ
の
お
話
の
主
旨
を
大
略
お
さ
え
て
み
ま 

す
と
、
こ
こ
で
結
論
の
方
で
は
と
い
う
の
は
著
書
の
「
余
論
」
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
講
演
で
は 

「
仏
道
修
行
の
間
に
転
化
し
進
展
す
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
こ
に
信
心
と
発
心
と
廻
心
と
い
う
三
つ
の
重
要
な
る
点
を
忘
れ
る
こ 

と
は
で
き
ま
せ
ん
。
こ
の
三
っ
と
も
或
意
味
に
於
て
初
め
で
あ
る
。
こ
れ
は
不
思
議
で
あ
る
。
発
心
と
い
う
の
は
初
め
で
あ
る
と
い 

う
意
味
に
於
て
適
当
の
語
で
あ
る
が' 

内
容
か
ら
申
せ
ば
道
心
と
い
う
方
が
よ
い
の
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
回
心
と
い
う
の
も
内
容
か 

ら
申
せ
ば
真
心
と
で
も
い
い
あ
ら
わ
し
た
方
が
い
い
か
と
思
い
ま
す:

：
： 

そ
し
て
こ
の
三
者
は
縦
横
の
関
係
が
あ
っ
て' 

そ
の
具
わ
る
と
い
う
点
か
ら
い
え
ば
信
心
に
発
心
も
廻
心
も
具
え
て
い
な
け
れ
ば 

な
ら
な
い
。
道
心
を
具
え
て
い
な
い
よ
う
な
信
心
を
迷
心
と
い
う
。
外
道
の
信
心
と
仏
法
の
信
心
と
は
ど
う
違
う
か
と
い
う
と
仏
法 

の
信
心
は
道
心
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
道
心
が
本
当
に
道
心
と
い
わ
れ
る
所
以
は
必
ず
信
心
を
ど
こ
か
で
会
得 

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
い
う
意
味
で
一
を
挙
げ
れ
ば
他
の
ニ
は
必
ず
具
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い 

の
で
あ
る
が
、
ま
た
お
の
ず
か
ら
転
開
が
あ
り
ま
し
て
、
信
心
は
信
心
で
あ
り' 

道
心
は
道
心
で
あ
り
、
廻
心
は
廻
心
で
あ
る
と
い 

う
こ
と
が
で
き
る.

そ
れ
を
混
同
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
云
々
」(

一
七
頁
— 
一
九
頁) 

と
語
ら
れ
る
箇
所
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
れ
が
詳
細
に
信
心
は
聖
徳
太
子
の
仏
教
に' 

発
心
は
伝
教
大
師
の
仏
教
に' 

廻
心
は
・
法
然
上
人
の 

仏
教
に
相
応
し
て
述
べ
ら
れ
、
親
鸞
聖
人
の
信
心
に
お
さ
め
ら
れ
て
解
明
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
り
ま
す
が' 

そ
れ
が
昨
日
ま
で
に
述
べ
た 

と
こ
ろ
と
い
わ
れ
る
内
容
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
年
、 

昭
和
二
十
年
七
月
に
は
先
生
は
宗
門
の
夏
安
居
本
講
に
『
正
像
末
和
讃
』
を
講
ぜ
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
講
本
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の

『
正
像
末
和
讃
聞
思
録
』
は
先
生
の
執
筆
に
な
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
当
時
私
は
先
生
か
ら
都
講
を
仰
せ
つ
か
っ
て
、
親
鸞
聖
人
の
和 

讃
の
世
界
に
新
し
い
眼
を
開
か
せ
て
い
た
だ
き
、
親
鸞
聖
人
の
末
法
史
観
に
敗
戦
の
現
実
を
超
ゆ
る
道
を
い
た
だ
い
た
の
で
あ
り
ま
す
。
 

ハ
月
汇
入
っ
て
日
本
は
恐
る
べ
き
原
爆
に
見
舞
わ
れ
、
既
に
主
要
の
都
市
は
焦
土
化
し
、
遂
に
無
条
件
降
伏
の
日
を
迎
え
て
国
民
は
あ
げ 

て
塗
炭
の
苦
悩
に
耐
え
ぬ
く
決
意
に
迫
ま
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
思
い
出
は
尽
き
な
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
お
わ
り
に
『
教
行
信
証 

の
研
究
』
に
つ
い
て
一
言
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

昭
和
二
十
四
年
六
月
、
当
時
宗
門
の
戦
争
責
任
の
罪
は
そ
の
責
を
大
谷
大
学
に
問
わ
れ
、

マ
ッ
カ
ー
サ
ー
司
令
部
の
指
令
に
よ
っ
て
先 

生
は
曽
我
先
生
と
と
も
に
学
園
か
ら
追
放
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
昭
和
二
十
六
年
十
二
月
に
大
谷
大
学
名
誉
教
授
と
し
て
大
谷
大
学
の
教 

壇
に
復
帰
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
先
生
は
も
う
七
十
六
歳
に
お
な
り
で
し
た
。
拟
て
い
う
と
こ
ろ
の
『
教
行
信
証
の
研
究
』
は
昭 

和
三
十
一
年
一
月
に
岩
波
書
店
よ
り
刊
行
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
書
の
序
に

「真
宗
の
教
は
智
を
磨
き
徳
を
修
め
し
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
不
安
の
生
死
に
苦
悩
す
る
凡
夫
を
大
悲
し
て
の
法
で 

あ
る
。
そ
の
意
味
に
於
て
は
仏
教
と
し
て
も
特
殊
の
も
の
で
あ
る
。
さ
れ
ど
ま
た' 

そ
れ
な
れ
ば
こ
そ
万
人
の
帰
依
す
べ
き
道
理
を 

具
ふ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
道
理
は
智
徳
に
依
り
て
見
証
せ
ら
る
る
や
う
な
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
謙
虚
に
教
法
を
聞
思
す 

る
も
の
に
行
信
せ
ら
る
る
の
で
あ
る
。
親
鸞
は
そ
の
聞
思
の
心
に
於
て
浄
土
の
聖
教
を
領
解
し
た
。
而
し
て
そ
れ
に
依
り
て
身
証
せ 

る
普
遍
の
真
実
を
顕
は
せ
る
の
が
、
即

ち

『
教
行
信
証
』
で
あ
る
。

こ
れ
に
依
り
て
私
は
、
こ
の
著
に
宗
義
と
教
学
と
の
二
篇
に
分
っ
た
。
そ
の
宗
義
篇
で
は
専
ら
『
教
行
信
証
』
を
貫
ぬ
く
事
理
を 

明
ら
か
に
し
よ
う
と
せ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
中
心
と
な
る
も
の
は' 

弥
陀
の
名
に
依
る
本
願
の
真
実
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
教 

学
篇
に
於
て
は' 

仏
教
学
の
方
法
を
推
求
し
て
聞
思
の
意
義
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
せ
る
の
で
あ
る
。
私
の
思
ふ
と
こ
ろ
で
は
、
従 

来
、
真
宗
を
学
ぶ
も
の
も
、
ま
た
是
非
す
る
も
の
も' 

共
に
聞
思
の
態
度
か
ら
外
れ
て
ゐ
る
や
う
で
あ
る
。
そ
れ
が
『
教
行
信
証
』 

の
世
界
人
心
を
潤
ほ
す
べ
き
当
然
の
功
徳
を
隠
没
せ
し
め
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
で
あ
ら
う
か
。
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私
の
力
量
は
乏
し
き
も
私
の
願
は
深
い
。
し
か
し
そ
の
願
が
何
れ
だ
け
達
せ
ら
れ
得
る
か
は
、
偏
に
大
方
の
証
明
を
俟
っ
の
外
な 

い
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
願
に
於
て
、
こ
の
著
は
ま
た
『
仏
教
概
論
』

『
仏
教
の
諸
問
矍 

『
日
本
仏
教
史
観
』
と
進
み
来
り
し
も
の 

の
終
結
と
も
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
私
の
思
想
生
活
を
貫
く
も
の
を
出
版
し
て
い
た
だ
き
し
岩
波
書
店
に
、
厚
く
感
謝
す
る
次
第 

で
あ
る
。」

と
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
著
は
正
し
く
先
生
の
真
宗
学
の
到
達
点
で
あ
り
、
即
ち
先
生
の
仏
教
学
の
完
成
で
あ
る
と
申
し 

て
過
言
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
世
に
最
も
難
解
の
書
と
し
て
定
評
の
あ
る
の
が
『
教
行
信
証
』
で
あ
り
ま
す
。
そ

の

『
教
行
信
証
』
が
こ 

の
著
書
を
通
し
て
現
代
の
青
年
学
徒
に
も
そ
の
真
髄
に
労
少
く
し
て
触
れ
し
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
ま
こ
と
に
懇
切
を
尽
せ
る
最 

も
す
ぐ
れ
た
る
現
代
に
お
け
る
『教
行
信
証
』
の
領
解
書
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
更
ら
に
昭
和
三
十
六
年
に
は
待
望
の
親
鸞 

聖
人
七
百
回
忌
を
迎
え
た
の
で
あ
り
ま
す
。
先
生
は
ハ
十
一
歳
に
お
な
り
で
す
。
四
月
に
は
岡
崎
の
京
都
会
館
に
於
て
鈴
木
大
拙
先
生• 

曽
我
先
生
と
相
並
ん
で
お
三
人
の
御
遠
忌
記
念
講
演
会
が
開
か
れ
ま
し
た
。
講
題
は
鈴
木
先
生
は
「
本
願
の
根
元
」
と
題
さ
れ' 

曽
我
先 

生

は

「
信
に
死
し
願
に
生
き
よ
」
金
子
先
生
は
「
浄
土
の
機
縁
」
と
題
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
年
の
七
月
に
は
安
居
本
講
と
し
て
『
顕
浄
土 

真
実
教
文
類
』
を
講
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
と
共
に
『
口
語
訳
教
行
信
証
』
を
法
蔵
館
よ
り
刊
行
さ
れ
ま
し
た
。
こ
のP

語
訳 

に
つ
い
て
先
生
は
『
教
行
信
証
』
を

「
も
っ
と
自
他
に
親
し
め
る
よ
う
に
し
た
い
願
か
ら
着
手
し
た
」
こ
と
を
述
べ
ら
れ
、
各
巻
に
感
想 

を
交
え
た
先
生
の
親
切
な
領
解
が
添
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
口
語
訳
は
単
に
『
教
行
信
証
』
の
平
易
化•

通
俗
化
を
意
味
す
る
も
の
で 

な
く
、
あ
く
ま
で
も
現
代
に
お
け
る
日
本
人
の
仏
典
と
し
て' 

自
分
の
死
生
を
托
す
る
安
心
の
書
と
し
て
『教
行
信
証
』
を
悩
め
る
庶
民 

大
衆
の
手
に
わ
た
し
皆
共
に
安
楽
国
に
往
生
せ
ん
と
の
先
生
の
倦
む
こ
と
な
き
悲
願
よ
り
出
ず
る
と
こ
ろ
の
ご
労
作
と
私
は
い
た
だ
く
の 

で
あ
り
ま
す
。
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