
想
い
返
せ
ば
、
先
生
に
始
め
て
お
会
い
し
た
の
は
昭
和
三
十
九
年
の
春
で
あ
っ
た
。
研
究
室
を
お
訪
ね
し
た
と
き
、
先
生
は
壁
に
貼
っ

た
大
き
な
中
国
の
地
図
を
背
に
し
て
金
陵
刻
経
処
か
ら
刊
行
さ
れ
た
仏
典
に
朱
引
き
を
さ
れ
て
い
た
。
当
時
、
大
谷
大
学
で
は
三
回
生
に

な
っ
て
学
科
と
専
攻
を
決
定
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
私
は
先
生
の
指
導
を
仰
ぎ
、
中
国
仏
教
を
専
攻
し
よ
う
と
考
え
て
研
究
室
に
伺

っ
た
の
で
あ
る
。
は
じ
め
て
誉
咳
に
接
し
た
と
き
、
先
生
は
い
つ
も
な
が
ら
穏
や
か
な
慈
愛
に
満
ち
た
お
話
ぶ
り
で
あ
っ
た
が
、
周
り
に

は
凛
と
し
た
雰
川
気
が
た
だ
よ
っ
て
お
り
、
学
部
の
一
学
生
が
教
授
に
お
会
い
し
た
と
き
の
あ
の
緊
張
感
を
今
も
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
な

っ
た
。
不
肖
の
弟
子
で
ふ

い
と
思
う
次
第
で
あ
る
。

い
○

〆つ

人
と
行
績

爾
来
、
三
十
有
余
年
に
亙
り
、
先
生
か
ら
学
問
の
て
ほ
ど
き
は
も
と
よ
り
人
生
の
万
端
に
亙
っ
て
ご
教
導
を
恭
な
く
し
た
。
永
年
に
亙

て
学
と
徳
を
兼
備
さ
れ
た
先
生
か
ら
仏
教
の
「
い
ろ
は
」
を
学
び
、
親
し
く
薫
陶
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
は
本
当
に
幸
運
で
あ

た
。
不
肖
の
弟
子
で
あ
る
こ
と
を
伽
槐
し
つ
つ
、
先
生
の
事
績
の
一
端
を
述
べ
、
中
国
仏
教
研
究
に
お
け
る
偉
大
な
功
績
を
追
慕
し
た

！横

超
慧
日
先
生

ｌ
中
国
仏
教
研
究
に
お
け
る
偉
功
を
追
慕
し
て
Ｉ

木

村

宣

彰
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横
超
慧
日
先
生
は
、
明
治
三
十
九
（
一
九
○
六
）
年
二
月
二
十
一
日
、
愛
知
県
丹
羽
郡
千
秋
村
浮
野
に
あ
る
真
宗
大
谷
派
願
行
寺
住
職

の
横
超
日
南
と
要
の
二
男
と
し
て
生
ま
れ
ら
れ
た
。
地
元
の
千
秋
第
二
尋
常
小
学
校
、
名
古
屋
の
尾
張
中
学
か
ら
第
八
高
等
学
校
文
科
乙

類
を
経
て
、
昭
和
四
年
に
東
京
帝
国
大
学
文
学
部
印
度
哲
学
科
に
入
学
さ
れ
た
。
東
京
大
学
で
は
高
楠
順
次
郎
・
木
村
泰
賢
・
宇
井
伯

寿
・
島
地
大
等
・
加
藤
精
神
を
は
じ
め
と
し
て
鐸
々
た
る
諸
教
授
の
薫
陶
を
受
け
ら
れ
た
。
高
楠
順
次
郎
の
梵
語
の
授
業
、
木
村
泰
賢
の

感
銘
深
い
講
義
の
思
い
州
を
よ
く
語
っ
て
お
ら
れ
た
が
、
最
も
熱
を
こ
め
て
述
懐
さ
れ
る
の
は
何
時
も
指
導
教
授
で
あ
っ
た
常
盤
大
定
の

研
究
と
教
育
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
中
国
仏
教
の
研
究
に
お
い
て
絶
大
な
功
績
を
挙
げ
ら
れ
、
そ
の
大
成
者
と
も
い
う
べ
き
常
盤
大
定
は
、

先
生
に
と
っ
て
終
生
の
師
で
あ
り
品
も
深
い
感
化
を
受
け
ら
れ
た
。
先
生
は
常
盤
大
定
の
学
問
は
勿
論
の
こ
と
、
趣
味
の
囲
碁
や
好
物
の

大
福
餅
に
い
た
る
ま
で
よ
く
ご
存
じ
で
あ
っ
た
。
大
谷
大
学
に
お
け
る
毎
年
度
の
講
義
で
は
、
最
初
に
は
先
ず
黒
板
の
中
央
に
「
常
盤
大

定
」
と
大
害
し
、
続
け
て
本
学
第
四
代
学
長
で
も
あ
っ
た
村
上
專
精
や
高
楠
順
次
郎
、
木
村
泰
賢
、
宇
井
伯
寿
な
ど
の
お
名
前
を
記
し
、

最
後
に
は
必
ず
常
盤
大
定
の
中
国
仏
教
研
究
に
お
け
る
功
績
を
繧
々
話
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
晩
年
を
過
ご
さ
れ
た
滋
賀
県
大
津
の
ご
自

宅
の
居
間
に
は
榴
邸
の
揮
毫
に
な
る
「
横
超
」
の
扁
額
を
掛
け
て
お
ら
れ
た
。
榴
邸
は
常
撚
大
定
の
雅
号
で
あ
る
。
こ
の
「
横
超
」
の
書

は
同
門
の
畏
友
結
城
令
聞
か
ら
贈
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
扁
額
を
見
な
が
ら
「
常
盤
先
生
は
．
…
．
．
」
「
常
盤
先
生
は
…
…
」
と
繰

り
返
し
、
師
の
学
恩
を
語
り
つ
つ
往
時
を
懐
か
し
ん
で
お
ら
れ
た
お
姿
を
今
も
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

先
生
は
中
国
仏
教
の
研
究
の
大
道
を
ま
つ
し
ぐ
ら
に
進
ま
れ
数
々
の
業
績
を
得
ら
れ
た
が
、
意
外
に
も
東
京
帝
国
大
学
に
お
け
る
卒
業

論
文
の
テ
ー
マ
は
日
本
天
台
の
祖
最
澄
の
、
王
著
「
顕
戒
論
』
の
研
究
で
あ
っ
た
。
真
宗
寺
院
の
ご
出
身
で
あ
る
先
生
は
、
当
初
は
宗
祖
親

鶯
を
中
心
に
鎌
倉
仏
教
の
思
想
的
解
明
を
志
し
て
お
ら
れ
た
。
指
導
教
授
の
常
盤
大
定
は
、
周
知
の
如
く
中
国
仏
教
研
究
の
大
家
で
あ
っ

た
が
「
日
本
仏
教
の
研
究
」
の
著
書
も
あ
り
、
わ
が
国
の
仏
教
に
つ
い
て
も
造
詣
が
深
か
っ
た
。
し
か
し
常
盤
大
定
は
鎌
倉
仏
教
の
研
究
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を
志
す
先
生
に
た
め
に
、
特
に
東
大
史
料
編
墓
所
の
鷲
尾
順
敬
を
紹
介
し
、
そ
の
教
示
を
受
け
る
よ
う
に
指
導
さ
れ
た
。
か
く
し
て
鷲
尾

順
教
の
指
導
も
あ
っ
て
鎌
倉
仏
教
の
母
胎
で
あ
り
、
日
本
仏
教
の
基
盤
を
作
っ
た
最
澄
の
研
究
に
と
り
か
か
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
卒
業
論

文
の
テ
ー
マ
と
し
て
最
澄
の
「
顕
戒
論
」
を
選
び
、
そ
の
完
成
に
逼
進
さ
れ
た
。
卒
業
論
文
の
作
成
に
際
し
て
は
天
台
学
の
権
威
者
で
あ

っ
た
福
田
堯
頴
・
塩
入
亮
忠
の
お
宅
を
し
ば
し
ば
訪
問
さ
れ
、
数
々
の
教
示
を
仰
ぎ
万
全
を
期
さ
れ
た
。
卒
業
論
文
は
惜
し
く
も
戦
災
で

失
わ
れ
た
が
、
そ
の
成
果
を
卒
業
の
年
に
権
威
あ
る
学
会
誌
『
宗
教
研
究
」
に
「
円
頓
戒
に
つ
い
て
」
と
題
し
て
発
表
し
、
卒
業
論
文
の

作
成
を
通
じ
て
得
た
新
た
な
知
見
を
学
界
に
問
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
先
生
の
最
初
の
学
術
論
文
で
あ
っ
た
。

昭
和
三
年
三
月
に
東
京
帝
国
大
学
文
学
部
を
卒
業
し
、
四
月
に
は
同
大
学
院
に
進
学
さ
れ
た
。
大
学
院
に
進
学
さ
れ
る
と
同
時
に
聖
徳

太
子
奉
賛
会
の
研
究
員
に
推
挙
さ
れ
、
本
格
的
に
学
究
生
活
を
開
始
さ
れ
る
。

こ
の
頃
に
北
京
や
上
海
の
功
徳
林
仏
経
流
通
処
を
通
じ
て
盛
ん
に
金
陵
刻
経
処
の
仏
書
を
購
入
さ
れ
た
。
先
生
が
生
涯
に
亙
っ
て
愛
読

さ
れ
た
金
陵
刻
経
処
刊
行
の
仏
書
は
、
こ
の
時
代
に
揃
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
金
陵
刻
経
処
は
、
楊
仁
山
が
か
っ
て
ロ
ン
ド
ン
留
学
中

に
親
好
の
あ
っ
た
本
学
第
二
代
の
学
長
で
あ
っ
た
南
条
文
雄
の
協
力
を
得
て
南
京
で
仏
典
の
出
版
及
び
流
通
を
目
指
し
て
創
立
し
た
も
の

聖
徳
太
子
奉
賛
会
の
研
究
員
に
選
ば
れ
た
頃
、
先
生
は
未
だ
独
身
で
家
庭
を
も
っ
て
お
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
研
究
費
の
殆
ど

を
金
陵
刻
経
処
の
刊
本
の
購
入
資
金
に
充
て
ら
れ
た
。
後
年
、
先
生
は
そ
の
こ
と
を
述
懐
し
な
が
ら
「
あ
の
当
時
、
日
本
で
中
国
刊
本
の

恩
恵
を
蒙
る
こ
と
最
も
大
き
か
っ
た
者
の
一
人
で
あ
る
」
と
語
っ
て
お
ら
れ
た
。
そ
の
当
時
の
仏
教
流
通
処
の
販
売
目
録
を
晩
年
に
至
る

ま
で
大
切
に
保
管
さ
れ
て
お
ら
れ
た
が
、
そ
れ
は
よ
ほ
ど
金
陵
刻
経
処
の
仏
典
に
愛
着
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
研
究
を
志
す
者
に
と

っ
て
必
要
な
書
物
を
揃
え
る
こ
と
は
先
ず
以
て
為
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
が
、
先
生
は
着
実
に
研
究
者
に
と
っ
て
必
要
な
条
件
を
整
え
て
お

ら
れ
た
の
で
あ
る
。

不
幸
め
う
勺
○

常
に
座
右
に
在
っ
た
金
陵
刻
経
処
の
仏
典
に
は
い
ず
れ
も
丁
寧
に
「
朱
引
き
」
が
施
さ
れ
て
お
り
、
巻
末
に
は
必
ず
「
某
年
某
月
某
日
、

〆の
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昭
和
六
年
、
恰
も
常
盤
教
授
の
定
年
退
官
に
合
わ
せ
る
よ
う
に
大
学
院
を
満
期
退
学
さ
れ
て
、
翌
年
か
ら
外
務
省
所
管
で
あ
っ
た
東
方

文
化
学
院
東
京
研
究
所
の
助
手
と
な
り
、
ま
も
な
く
研
究
員
に
就
か
れ
た
。
中
国
文
化
の
研
究
発
揚
を
目
的
と
す
る
東
方
文
化
学
院
は
、

当
時
、
服
部
宇
之
吉
が
院
長
で
あ
っ
た
。
服
部
宇
之
吉
は
「
彼
の
地
を
賤
ま
ず
し
て
中
国
を
研
究
す
る
の
は
雲
煙
を
隔
て
て
脹
山
を
望
む

が
如
く
で
あ
る
」
と
の
考
え
か
ら
中
国
研
究
に
は
実
地
踏
査
が
不
可
欠
で
あ
る
と
し
て
昭
和
九
年
に
若
干
の
所
員
を
選
抜
し
中
国
に
派
遣

さ
れ
た
。
中
国
仏
教
を
専
攻
さ
れ
た
先
生
は
、
中
国
法
制
史
の
仁
田
井
陞
、
歴
史
地
理
学
の
青
山
定
雄
ら
各
分
野
の
專
門
学
者
七
名
と
共

に
選
ば
れ
て
河
北
・
山
東
・
山
西
の
各
地
を
調
査
旅
行
し
、
中
国
の
自
然
に
親
し
み
、
中
国
の
学
者
と
交
わ
り
、
資
料
の
蒐
集
に
つ
と
め

ら
れ
た
。
帰
国
後
、
た
だ
ち
に
そ
の
成
果
を
「
新
出
金
版
蔵
経
を
見
て
」
と
題
す
る
論
文
に
ま
と
め
て
発
表
さ
れ
た
。

某
所
に
お
い
て
読
了
」
と
読
み
了
え
ら
れ
た
月
日
が
若
干
の
所
感
と
と
も
に
記
入
さ
れ
て
い
た
。
巻
末
に
記
さ
れ
た
読
了
の
日
付
は
ど
の

本
も
み
な
数
行
に
及
ん
で
お
り
、
繰
り
返
し
繰
り
返
し
何
度
も
何
度
も
精
読
し
味
読
さ
れ
た
こ
と
を
如
実
に
示
し
て
い
た
。
そ
の
余
白
に

は
、
要
点
、
問
題
点
な
ど
が
小
見
出
し
の
よ
う
に
朱
睾
で
記
さ
れ
、
ま
た
時
に
は
読
書
を
通
じ
て
得
た
様
々
な
所
感
な
ど
も
仔
細
に
書
か

れ
て
い
た
。
そ
れ
を
見
せ
て
い
た
だ
い
た
と
き
、
読
書
と
は
か
く
な
る
も
の
か
と
強
い
感
銘
を
受
け
、
同
時
に
学
者
は
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に

書
物
を
精
読
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
佃
促
た
る
思
い
に
か
ら
れ
た
。
筆
者
が
最
初
に
先
生
の
研
究
室
を
お
訪
ね
し
た
と
き
、
朱
引

き
さ
れ
て
い
た
刊
本
は
、
こ
の
頃
に
求
め
ら
れ
た
金
陵
刻
経
処
の
仏
典
で
あ
っ
た
。

晩
年
、
先
生
の
お
宅
で
或
る
疑
問
に
つ
い
て
お
尋
ね
し
た
と
き
、
先
生
は
奥
か
ら
あ
の
刊
本
を
出
し
て
こ
ら
れ
一
緒
に
読
ん
で
い
た
だ

い
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
の
折
に
も
新
た
な
発
見
が
あ
る
と
直
ぐ
に
「
ち
ょ
っ
と
待
っ
て
下
さ
い
。
朱
を
入
れ
ま
す
か
ら
」
と
言
い
つ
つ

手
元
の
朱
墨
を
摺
ら
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
朱
点
を
施
し
な
が
ら
の
先
生
の
読
書
法
は
つ
い
に
晩
年
に
い
た
る
ま
で
変
わ
る
こ

と
は
な
か
っ
た
。

二二

63



そ
の
の
ち
不
幸
な
日
中
関
係
の
た
め
、
先
生
に
中
国
旅
行
の
機
会
は
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
昭
和
五
十
一
年
に
日
本
仏
教
各
宗
派
の

代
表
者
に
よ
っ
て
結
成
さ
れ
た
日
中
仏
教
友
好
訪
中
団
に
真
宗
大
谷
派
を
代
表
し
て
参
加
さ
れ
、
四
十
余
年
振
り
に
中
国
の
地
を
踏
ま
れ

た
。
更
に
昭
和
五
十
九
年
・
六
十
年
・
六
十
一
年
に
門
下
生
や
友
人
と
と
も
に
中
国
旅
行
を
楽
し
ま
れ
た
。
筆
者
は
そ
れ
に
同
行
さ
せ
て

い
た
だ
き
先
生
か
ら
中
国
に
お
い
て
実
地
に
指
導
を
仰
ぐ
こ
と
が
で
き
た
の
は
誠
に
幸
い
で
あ
っ
た
。
そ
の
旅
行
期
間
中
、
先
生
は
実
に

丹
念
に
メ
モ
を
と
り
な
が
ら
、
折
に
触
れ
、
昭
和
九
年
の
旅
行
を
思
い
出
し
な
が
ら
往
時
の
中
国
調
査
旅
行
の
こ
と
を
懐
か
し
ん
で
お
ら

れ
た
姿
を
今
も
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
・

先
生
は
昭
和
七
年
か
ら
二
十
四
年
ま
で
研
究
者
と
し
て
最
も
大
切
な
時
期
で
あ
る
二
十
代
後
半
か
ら
三
十
代
の
全
時
期
を
外
務
省
所
管

の
東
方
文
化
学
院
東
京
研
究
所
（
昭
和
二
十
三
年
に
東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
に
改
組
）
で
研
究
一
途
の
生
活
を
送
ら
れ
た
。
そ
の
間

に
陸
続
と
研
究
成
果
を
発
表
さ
れ
学
界
を
碑
益
さ
れ
た
こ
と
は
改
め
て
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
特
筆
す
べ
き
は
、

昭
和
十
四
年
に
先
生
三
十
四
歳
の
と
き
、
三
論
宗
の
開
祖
吉
蔵
の
「
法
華
義
疏
」
十
二
巻
を
国
訳
し
、
詳
細
な
訳
注
と
解
題
を
付
し
て

「
国
訳
一
切
経
」
と
し
て
学
界
に
提
供
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
中
国
法
華
思
想
史
の
研
究
を
目
指
す
者
が
必
ず
目
を
通
す
労
作
で

あ
り
、
そ
の
解
説
は
今
日
も
な
お
多
く
の
学
者
が
論
文
に
引
用
す
る
画
期
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。

因
み
に
先
生
は
昭
和
十
四
年
に
小
島
常
次
郎
の
長
女
多
祢
子
と
結
婚
さ
れ
た
が
、
恰
も
そ
の
年
を
記
念
す
る
か
の
如
く
に
最
初
の
著
書

で
あ
る
『
国
訳
一
切
経
」
を
出
版
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

更
に
そ
の
三
年
後
の
昭
和
十
七
年
、
三
十
七
歳
の
時
に
日
本
評
論
社
の
「
東
洋
思
想
叢
書
」
の
一
と
し
て
武
者
小
路
実
篤
の
「
維
摩

経
」
な
ど
と
と
も
に
『
浬
藥
経
」
を
上
梓
さ
れ
た
。
こ
の
『
浬
藥
経
」
は
、
そ
の
の
ち
暫
く
の
間
、
版
が
途
絶
え
て
い
た
が
、
江
湖
の
強

い
要
請
で
昭
和
五
十
六
年
に
京
都
の
平
楽
寺
書
店
か
ら
再
刊
さ
れ
、
広
く
学
界
を
碑
益
し
つ
づ
け
て
い
る
。
本
書
は
三
十
代
に
著
さ
れ
た

労
作
で
あ
る
が
、
今
に
至
る
も
な
お
「
浬
梁
経
」
の
ほ
ぼ
唯
一
の
研
究
害
と
し
て
高
い
評
価
を
得
て
い
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
大
乗
経
典

の
「
浬
藥
経
」
と
「
法
華
経
」
と
は
先
生
に
と
っ
て
終
生
の
研
究
課
題
で
あ
り
、
こ
の
ほ
か
に
も
数
々
の
著
作
を
上
梓
さ
れ
た
こ
と
は
周
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昭
和
十
二
年
に
「
支
那
仏
教
史
学
会
」
が
結
成
さ
れ
、
日
本
に
お
け
る
中
国
仏
教
の
本
格
的
な
研
究
が
開
始
さ
れ
た
。
そ
れ
以
前
の
中

国
仏
教
の
研
究
は
、
お
お
む
ね
各
宗
の
宗
学
を
補
完
す
る
余
乗
と
し
て
研
究
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
が
、
先
生
は
そ
れ
か
ら
脱
皮
し
近
代

的
科
学
的
な
解
明
を
目
指
す
同
学
の
研
究
者
と
共
に
本
会
の
創
立
メ
ン
バ
ー
と
し
て
中
国
仏
教
研
究
に
新
生
面
を
開
か
れ
た
。
そ
の
頃
、

東
京
で
研
究
生
活
を
送
っ
て
お
ら
れ
た
先
生
は
、
志
を
同
じ
く
す
る
東
京
の
福
井
康
順
・
結
城
令
聞
・
板
野
長
八
・
山
崎
宏
と
京
都
の
塚

本
善
隆
・
高
雄
義
賢
・
野
上
俊
静
・
諏
訪
義
讓
・
道
端
良
秀
・
小
笠
原
宣
秀
ら
の
諸
氏
と
共
に
「
支
那
仏
教
史
学
会
」
の
会
員
と
し
て
年

に
四
回
刊
行
す
る
会
誌
「
支
那
仏
教
史
学
』
に
意
欲
的
な
論
考
を
発
表
さ
れ
た
。
こ
の
研
究
誌
は
戦
争
の
た
め
昭
和
十
九
年
十
月
に
止
む

な
く
休
刊
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
間
に
発
表
さ
れ
た
「
釈
経
史
考
」
「
戒
壇
に
つ
い
て
」
な
ど
の
論
文
は
い
ず
れ
も
学
界
に
新
た
な

問
題
を
提
起
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
中
国
仏
教
に
お
け
る
経
典
解
釈
法
を
論
じ
た
「
釈
経
史
考
」
の
考
究
に
つ
い
て
先
生
は
「
賛
寧
の

「
僧
史
略
」
を
読
ん
で
い
て
気
づ
い
た
ん
だ
よ
。
学
者
は
何
よ
り
も
目
の
付
け
ど
こ
ろ
が
大
切
で
す
よ
。
着
眼
点
が
良
く
な
い
と
い
く
ら

論
文
を
書
い
て
も
調
査
報
告
に
な
っ
て
し
ま
う
」
と
語
っ
て
お
ら
れ
た
。
思
想
史
的
研
究
を
目
指
し
て
お
ら
れ
た
先
生
が
中
国
に
お
け
る

「
戒
壇
」
の
成
立
を
論
じ
ら
れ
た
こ
と
は
、
先
生
の
学
問
が
偏
狭
な
も
の
で
な
く
常
に
広
い
視
野
に
立
っ
て
中
国
仏
教
の
解
明
を
目
指
す

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

す
る
論
文
な
ど
は
、
学
界
ト

さ
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。

知
の
通
り
で
あ
る
。

若
き
日
、
東
方
文
化
学
院
東
京
研
究
所
の
時
代
に
発
表
さ
れ
た
論
文
の
二
に
つ
い
て
紹
介
す
る
暇
は
な
い
が
、
特
に
『
東
方
学
報
」

誌
上
に
発
表
さ
れ
た
「
法
華
経
の
一
乗
思
想
と
仏
伝
」
「
中
国
仏
教
に
於
け
る
国
家
意
識
」
「
中
国
仏
教
に
於
け
る
大
乗
思
想
の
興
起
」

「
僧
叡
と
慧
叡
は
同
人
な
り
」
な
ど
の
雄
編
は
後
学
に
と
っ
て
甚
だ
有
益
な
論
考
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
論
文
も
絨
密
な
文
献
的
な
考
証
が

な
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
広
い
視
野
に
立
ち
思
想
史
的
に
総
合
的
な
解
明
を
目
指
し
た
論
考
で
あ
っ
た
。
僧
叡
に
関

す
る
論
文
な
ど
は
、
学
界
に
お
い
て
看
過
さ
れ
て
い
た
重
要
な
課
題
に
光
り
を
当
て
た
研
究
で
あ
り
、
先
生
の
研
究
に
お
け
る
着
眼
の
鋭
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昭
和
十
七
年
の
二
月
に
常
盤
大
定
が
主
催
し
て
「
日
本
仏
教
学
院
」
が
設
立
さ
れ
た
。
本
会
は
時
代
思
潮
を
反
映
し
て
わ
が
国
の
仏
教

思
想
を
研
究
す
る
こ
と
を
主
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
院
長
の
常
盤
大
定
は
「
帆
広
く
奥
深
く
、
而
も
識
見
あ
り
、
気
概
あ
り
、
情

熱
あ
る
人
材
」
を
研
究
員
に
選
任
さ
れ
た
。
そ
こ
で
既
に
東
方
文
化
学
院
の
研
究
員
で
あ
っ
た
先
生
は
、
選
ば
れ
て
本
院
の
研
究
員
を
も

兼
ね
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
の
研
究
成
果
は
「
仏
教
に
於
け
る
宗
教
的
自
覚
Ｉ
機
の
思
想
の
歴
史
的
研
究
Ｉ
」
と
題
す
る
論
文
に
ま

と
め
ら
れ
、
紀
要
『
仏
学
論
叢
」
の
発
刊
に
際
し
て
巻
頭
を
飾
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
論
文
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
先
生
の
研
究
は
、
単

に
教
理
の
展
開
を
一
面
的
に
考
察
す
る
も
の
で
は
な
く
教
え
を
受
け
る
衆
生
の
宗
教
的
自
覚
に
も
多
大
の
関
心
を
払
わ
れ
て
い
た
。
し
か

も
そ
の
考
察
は
他
の
論
文
も
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
思
想
的
に
鋭
く
事
柄
の
本
質
を
刷
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
こ
の
よ
う
な
「
機
の

自
覚
」
に
関
す
る
関
心
は
、
後
に
親
鶯
や
浄
土
教
の
研
究
に
お
い
て
更
に
徹
底
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

官
立
の
東
方
文
化
学
院
の
研
究
員
で
あ
り
な
が
ら
、
既
に
こ
の
頃
に
様
々
な
形
で
真
宗
大
谷
派
と
の
関
わ
り
を
結
ん
で
お
ら
れ
た
。
そ

の
一
二
の
例
を
挙
げ
れ
ば
、
当
時
、
東
京
に
学
ぶ
大
谷
派
出
身
の
学
生
の
た
め
に
白
山
に
「
真
心
寮
」
と
い
う
学
寮
が
用
意
さ
れ
て
お
り
、

先
生
は
そ
の
寮
監
を
勤
め
ら
れ
た
。
こ
の
学
寮
は
昭
和
二
十
年
に
戦
災
の
た
め
に
焼
失
し
た
が
、
先
生
は
「
僕
の
寮
監
の
時
に
焼
失
し

た
」
と
言
っ
て
後
年
ま
で
強
く
責
任
を
感
じ
て
お
ら
れ
た
。
こ
れ
は
一
寮
監
の
努
力
で
は
如
何
と
も
な
し
が
た
い
不
可
避
の
災
難
で
あ
っ

た
が
、
先
生
は
教
育
・
研
究
に
関
す
る
責
任
感
は
勿
論
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
何
事
に
関
し
て
も
自
ら
が
引
き
受
け
た
職
務
に
強
い
責
任

た
が
、
先
生
は
教
育

を
感
じ
て
お
ら
れ
た
。

じ
ら
れ
た
、

昭
和
十
九
年
の
夏
安
居
本
講
に
お
い
て
常
盤
大
定
は
『
諸
経
和
讃
」
を
講
じ
、
先
生
が
都
講
を
つ
と
め
ら
れ
た
。
な
お
次
講
は
山
口
益

で
あ
っ
た
が
、
希
し
き
因
縁
で
昭
和
三
十
七
年
の
安
居
で
は
山
口
益
が
本
講
に
当
た
り
、
先
生
は
次
講
を
つ
と
め
「
妙
法
蓮
華
経
」
を
講

三
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太
平
洋
戦
争
の
戦
局
が
い
よ
い
よ
苛
酷
と
な
っ
た
昭
和
二
十
年
は
、
先
生
に
と
っ
て
も
ま
さ
に
苦
難
の
時
期
で
あ
っ
た
。
先
生
が
敬
慕

し
て
止
ま
な
い
終
生
の
師
・
常
盤
大
定
が
二
月
に
東
京
か
ら
仙
台
に
帰
郷
し
五
月
五
日
に
逝
去
さ
れ
た
。
ま
た
、
こ
の
頃
、
先
生
の
研
究

活
動
の
中
心
で
あ
っ
た
東
方
文
化
学
院
に
も
戦
火
が
及
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。
や
む
な
く
そ
の
蔵
書
を
東
京
か
ら
地
方
に
移
さ
ざ
る
を
得
な

く
な
り
、
長
野
県
小
県
郡
に
分
室
を
設
け
て
疎
開
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
先
生
は
疎
開
の
責
任
者
と
し
て
蔵
書
を
長
野
に
移
し
、
や
が
て

開
設
さ
れ
た
分
室
の
主
任
に
就
か
れ
た
。
そ
の
た
め
家
族
と
共
に
居
を
長
野
に
移
し
、
翌
二
十
一
年
の
十
一
月
に
東
京
に
戻
る
ま
で
の
間
、

長
野
で
研
究
生
活
を
送
ら
れ
た
。
疎
開
先
の
長
野
で
の
生
活
は
短
期
間
で
あ
っ
た
が
、
土
地
の
青
年
達
と
交
流
し
勉
強
会
な
ど
も
行
わ
れ

た
よ
う
で
あ
る
。
苦
し
い
時
代
を
共
に
生
き
た
人
々
と
の
付
き
合
い
は
晩
年
に
至
る
ま
で
続
い
た
。

終
戦
を
む
か
え
、
昭
和
二
十
三
年
に
外
務
省
の
所
管
で
あ
っ
た
東
方
文
化
学
院
が
解
散
し
、
東
京
大
学
の
東
洋
文
化
研
究
所
に
改
組
さ

れ
る
と
同
時
に
そ
の
研
究
員
と
な
り
、
東
京
で
の
研
究
生
活
を
再
開
さ
れ
た
。

そ
の
折
の
講
本
が
後
に
『
法
華
経
序
説
」
と
し
て
京
都
・
法
蔵
館
か
ら
公
刊
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
本
書
に
は
先
生
が
自
ら
作
ら
れ
た
索

引
が
付
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
索
引
と
は
か
く
あ
れ
か
し
と
の
範
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
索
引
は
「
法
華
経
」
の
要
項
を
条
目
と

し
て
示
し
、
初
心
者
で
も
容
易
に
『
法
華
経
」
の
思
想
内
容
が
烏
臓
で
き
る
よ
う
に
配
慮
さ
れ
て
お
り
利
用
し
た
者
は
誰
し
も
が
重
宝
す

る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
索
引
は
長
年
に
亙
り
「
法
華
経
』
を
精
読
し
、
そ
の
真
義
に
通
じ
た
学
者
の
み
が
為
し
得
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。
昨
今
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
に
よ
る
用
語
の
検
索
が
盛
ん
で
あ
る
が
、
進
取
の
気
性
に
富
み
、
新
し
い
時
代
の
仏
教
学
を
模
索
さ
れ
て

い
た
先
生
に
は
必
ず
や
こ
の
風
潮
に
対
し
て
も
一
家
言
が
あ
っ
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
が
、
今
や
そ
れ
を
聞
け
な
い
の
は
誠
に
残
念
な
こ
と

で
幸
の
う
Ｃ
Ｏ

戦
後
、
新
制
の
学
制
が
施
行
さ
れ
る
と
と
も
に
全
国
の
各
大
学
は
再
出
発
に
際
し
て
優
れ
た
教
官
を
求
め
て
い
た
。
東
西
の
大
学
か
ら
師
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招
聰
を
受
け
て
い
た
先
生
は
、
東
京
の
あ
る
著
名
な
大
学
の
教
員
適
正
審
査
に
合
格
し
既
に
教
授
の
職
が
決
ま
っ
て
い
た
が
、
大
谷
大
学

長
の
藤
岡
了
淳
を
は
じ
め
諸
氏
の
懇
請
を
受
け
入
れ
て
昭
和
二
十
四
年
に
わ
が
大
谷
大
学
に
赴
任
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
伴
っ
て
居

を
京
都
洛
西
の
鳴
滝
泉
谷
町
の
西
寿
寺
極
楽
庵
に
移
さ
れ
た
。
時
に
先
生
は
学
者
と
し
て
最
円
熟
の
四
十
四
歳
で
あ
っ
た
。

爾
来
、
四
十
年
に
垂
な
ん
と
す
る
間
、
孜
々
と
し
て
大
谷
大
学
に
お
い
て
教
育
と
研
究
に
尽
く
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
間
の
業
績
は
、

い
ず
れ
も
中
国
仏
教
の
思
想
史
的
解
明
を
目
指
す
も
の
で
あ
っ
た
が
、
研
究
の
領
域
は
い
よ
い
よ
拡
大
し
て
い
っ
た
。
大
谷
大
学
の
教
授

に
着
任
さ
れ
て
か
ら
以
降
に
「
親
鶯
聖
人
の
読
経
観
」
「
浄
土
教
の
兼
為
聖
人
説
」
「
願
生
者
と
し
て
の
凡
夫
と
聖
人
」
言
雲
鶯
」
「
中
国
浄

土
教
と
浬
藥
経
」
「
仏
性
論
上
か
ら
見
た
親
鶯
の
位
置
」
な
ど
浄
土
教
や
親
鶯
に
関
す
る
論
考
を
陸
続
と
し
て
発
表
さ
れ
た
。

大
谷
大
学
教
授
と
し
て
の
先
生
は
研
究
の
領
域
を
拡
大
さ
れ
る
と
と
も
に
恰
も
川
の
流
れ
の
源
を
尋
ね
る
よ
う
に
研
究
が
徐
々
に
中
国

仏
教
の
初
期
へ
と
遡
及
し
て
い
っ
た
。
大
谷
大
学
に
着
任
さ
れ
て
最
初
の
論
文
は
、
中
国
近
代
に
お
け
る
仏
教
と
基
督
教
に
つ
い
て
考
察

し
た
「
明
末
仏
教
と
基
督
教
の
相
互
批
判
」
（
昭
和
二
十
四
年
）
で
あ
っ
た
が
、
引
き
続
い
て
発
表
さ
れ
た
論
文
に
「
中
国
南
北
朝
時
代
の

仏
教
学
風
」
（
同
二
十
六
年
）
．
．
「
竺
道
生
撰
法
華
経
義
疏
の
研
究
」
（
同
二
十
七
年
）
・
「
南
岳
慧
思
の
法
華
三
味
」
（
同
二
十
九
年
）
・
「
中
国
仏

教
の
翻
訳
論
」
（
同
三
十
年
）
・
「
浬
盤
無
名
論
と
そ
の
背
景
」
（
同
三
十
年
）
・
「
初
期
中
国
仏
教
者
の
禅
観
の
実
態
」
（
同
三
十
一
年
）
・
「
釈
道

安
の
翻
訳
論
」
（
同
三
十
二
年
）
・
「
鳩
摩
羅
什
の
翻
訳
」
（
同
三
十
三
年
）
・
「
魏
晋
時
代
の
般
若
思
想
」
（
同
三
十
五
年
）
・
「
教
相
判
釈
の
原
始

形
態
」
（
三
十
六
年
）
・
「
大
乗
大
義
章
研
究
序
説
」
（
同
三
十
七
年
）
な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
論
考
に
よ
っ
て
先
生
の
関
心
が
次
第
に
中

国
仏
教
の
初
期
へ
遡
及
し
て
い
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

昭
和
三
十
三
年
一
月
に
は
、
学
位
請
求
論
文
と
し
て
執
筆
さ
れ
た
「
広
律
伝
来
以
前
の
中
国
に
於
け
る
戒
律
」
を
収
め
た
「
中
国
仏
教

の
研
究
」
を
京
都
・
法
蔵
館
か
ら
出
版
し
、
当
該
の
論
文
に
よ
っ
て
同
六
月
に
文
学
博
士
の
学
位
が
授
与
さ
れ
た
。
学
位
論
文
は
中
国
仏

教
の
礎
を
築
い
た
釈
道
安
を
中
心
と
し
て
四
大
広
律
が
伝
来
す
る
以
前
の
戒
律
の
実
態
を
解
明
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
領
域
の
研
究

は
、
資
料
が
甚
だ
乏
し
く
、
従
来
の
中
国
仏
教
の
研
究
に
お
い
て
全
く
未
開
拓
の
ま
ま
に
放
置
さ
れ
て
い
た
重
要
な
課
題
を
解
明
し
た
画
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先
生
は
阿
羅
漢
の
よ
う
に
孤
高
に
研
究
の
み
に
専
念
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
情
熱
を
傾
け
て
教
育
に
尽
力
さ
れ
た
。
後
年
、
先
生
は

研
究
の
み
を
専
ら
と
す
る
東
京
の
研
究
所
か
ら
京
都
の
大
谷
大
学
に
移
ら
れ
た
当
時
を
回
顧
し
て
「
研
究
だ
け
で
は
駄
目
で
す
よ
。
や
は

り
教
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
研
究
が
確
か
め
ら
れ
る
ん
だ
か
ら
」
と
よ
く
語
っ
て
お
ら
れ
た
。
実
際
に
教
壇
に
た
た
れ
た
先
生
は
最
新
の
研

究
成
果
を
問
題
の
所
在
か
ら
説
き
は
じ
め
、
結
論
に
導
く
課
程
を
平
易
に
解
き
明
か
さ
れ
て
い
た
。
誉
咳
に
接
す
る
こ
と
が
で
き
た
学
生

は
等
し
く
そ
の
学
恩
に
浴
し
た
の
で
あ
る
。

昭
和
四
十
年
代
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
う
が
、
先
生
は
時
間
を
割
い
て
課
外
に
一
乗
仏
教
研
究
会
と
称
す
る
会
を
催
さ
れ
た
。
そ
こ
で

ゼ
ミ
の
学
生
は
学
会
誌
に
掲
載
さ
れ
た
最
新
論
文
を
読
ん
で
概
要
を
発
表
し
た
り
、
長
安
や
洛
陽
あ
る
い
は
盧
山
や
天
台
山
な
ど
の
仏
教

史
跡
を
調
べ
て
報
告
し
合
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
先
生
は
懇
切
に
講
評
を
加
え
、
歴
史
地
理
に
も
配
盧
し
出
来
る
だ
け
広
い

視
野
を
も
っ
て
勉
学
す
る
よ
う
に
指
導
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
若
い
学
生
に
た
い
す
る
先
生
の
真
蟄
な
教
育
姿
勢
の
一
端
は
「
仏
教
学
セ

ミ
ナ
ー
」
に
掲
載
さ
れ
た
「
中
国
仏
教
の
道
し
る
べ
」
「
中
国
仏
教
研
究
法
私
見
ｌ
特
に
初
歩
の
学
生
諸
君
の
た
め
に
ｌ
」
「
仏
教
学
徒
の

反
省
」
な
ど
に
よ
っ
て
如
実
に
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
今
と
な
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
遺
文
は
中
国
仏
教
の
研
究
を
目
指
す
後
学
の
た
め
の
最

生
前
に
直
に
学
位
論
文
に
つ
い
て
詳
し
く
お
聞
き
す
る
機
会
に
恵
ま
れ
な
か
っ
た
が
、
恐
ら
く
は
、
か
つ
て
卒
業
論
文
執
筆
の
頃
に

「
顕
戒
論
」
の
研
究
を
通
し
て
抱
い
て
お
ら
れ
た
真
蟄
な
志
を
貫
徹
さ
れ
、
遂
に
こ
こ
に
至
っ
て
結
実
を
み
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
筆

者
に
は
そ
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。
現
に
先
生
は
「
仏
教
学
の
道
し
る
べ
」
の
中
で
卒
業
論
文
を
書
こ
う
と
す
る
学
生
に
「
若
し

学
者
と
し
て
身
を
立
て
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
そ
の
卒
論
題
目
選
定
の
第
一
歩
が
、
大
き
く
そ
の
人
の
学
問
を
性
格
づ
け
る
こ
と
に
な
る
か

ら
、
そ
う
考
え
て
み
れ
ば
出
発
点
は
極
め
て
重
大
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
」
と
語
っ
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

期
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。

五
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も
確
か
な
指
針
と
な
っ
て
い
る
。

大
谷
大
学
お
い
て
先
生
は
学
生
部
長
や
学
監
兼
文
学
部
長
な
ど
の
要
職
を
勤
め
ら
れ
た
。
殊
に
文
学
部
長
に
就
任
さ
れ
た
時
期
は
、
学

生
が
大
学
改
革
を
要
求
し
大
学
全
体
が
混
乱
の
最
中
に
あ
っ
た
。
そ
の
中
で
先
生
は
常
々
自
ら
述
懐
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
必
ず
し
も
行
政

的
手
腕
に
長
け
て
お
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
、
そ
の
人
柄
か
ら
篤
実
に
職
務
に
当
た
ら
れ
た
。

昭
和
四
十
六
年
春
に
六
十
五
歳
で
定
年
を
迎
え
ら
れ
た
が
、
引
き
つ
づ
き
七
十
歳
ま
で
教
授
と
し
て
後
学
の
教
育
に
尽
力
さ
れ
た
。
永

年
の
功
績
に
よ
り
昭
和
五
十
一
年
四
月
に
名
誉
教
授
の
称
号
が
授
与
さ
れ
た
。
そ
の
後
も
八
十
余
歳
ま
で
大
学
院
に
お
い
て
『
弘
明
集
』

教
育
に
対
す
る
先
生
の
情
熱
は
、
本
務
校
の
大
谷
大
学
だ
け
に
留
ま
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
（
昭
和
三

十
九
年
・
四
十
年
）
・
九
州
大
学
（
同
四
十
年
）
・
京
都
大
学
（
同
四
十
二
年
）
・
京
都
大
学
大
学
院
（
同
四
十
三
年
）
・
愛
知
学
院
大
学
（
同
四
十

八
年
）
な
ど
に
非
常
勤
講
師
と
し
て
出
講
さ
れ
、
全
国
の
大
学
や
研
究
機
関
で
中
国
仏
教
を
講
じ
ら
れ
た
。
恐
ら
く
、
そ
こ
で
も
懇
切
な

指
導
に
当
た
ら
れ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

大
谷
大
学
教
授
の
在
任
中
の
功
績
と
し
て
忘
れ
て
な
ら
な
い
の
は
「
仏
教
学
序
説
」
『
仏
教
学
辞
典
」
の
執
筆
で
あ
る
。
大
谷
大
学
に

お
け
る
同
僚
教
授
の
山
口
益
・
舟
橋
一
哉
・
安
藤
俊
雄
と
共
に
『
仏
教
学
序
説
」
を
著
し
、
ま
た
多
屋
頼
俊
・
舟
橋
一
哉
と
共
に
「
仏
教

学
辞
典
」
の
編
集
を
担
当
さ
れ
た
。
当
時
、
大
谷
大
学
に
学
ぶ
学
生
は
「
仏
教
学
序
説
」
に
よ
っ
て
仏
教
の
大
綱
を
学
び
「
仏
教
学
辞

典
』
を
仏
典
講
読
の
手
引
き
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
山
口
益
の
監
修
に
な
る
『
仏
教
聖
典
」
で
は
と
り
わ
け
造
詣
の
深
か
っ
た

「
法
華
経
』
『
浬
藥
経
』
の
現
代
語
訳
を
担
当
さ
れ
、
大
乗
経
典
を
一
般
読
書
人
に
開
放
し
よ
う
と
さ
れ
た
。
ま
た
先
生
が
著
さ
れ
た

『
仏
教
と
は
何
か
』
な
ど
は
、
深
い
学
殖
に
裏
打
ち
さ
れ
た
奥
深
い
内
容
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
平
易
な
表
現
で
仏
教
の
教
え
を
解
き
明

か
し
て
い
る
。
こ
れ
は
先
生
の
研
究
と
教
育
の
姿
勢
を
端
的
に
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。

｛
ハ
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『
出
三
蔵
記
集
」
『
法
華
玄
義
』
な
ど
の
文
献
研
究
を
担
当
し
、
後
進
の
指
導
に
情
熱
を
傾
け
ら
れ
た
。

定
年
に
よ
っ
て
大
谷
大
学
の
教
授
を
退
い
て
か
ら
は
、
真
宗
大
谷
派
の
教
学
研
究
所
の
副
所
長
を
は
じ
め
と
し
て
、
和
宗
総
本
山
四
天

王
寺
の
勧
学
院
講
師
、
華
厳
宗
総
本
山
東
大
寺
の
勧
学
院
講
師
、
天
台
宗
の
叡
山
学
院
講
師
な
ど
を
勤
め
、
文
字
通
り
南
都
・
北
嶺
の
諸

大
寺
に
活
躍
の
場
を
広
げ
ら
れ
た
。
殊
に
四
天
王
寺
で
は
最
晩
年
に
至
る
ま
で
一
般
聴
衆
に
「
主
要
な
大
乗
経
典
」
と
題
し
て
毎
月
定
例

の
講
義
を
担
当
さ
れ
た
。
そ
の
間
に
四
天
王
寺
勧
学
院
に
お
い
て
「
四
天
王
寺
本
・
三
経
義
疏
」
全
六
冊
の
校
訂
出
版
に
尽
力
さ
れ
て
い

る
。
大
学
に
お
け
る
研
究
・
教
育
に
加
え
て
仏
教
教
化
の
活
動
に
尽
痒
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

昭
和
五
十
五
年
に
真
宗
大
谷
派
に
お
け
る
教
学
の
最
高
の
責
任
を
負
う
講
師
の
学
階
を
授
け
ら
れ
た
。
更
に
同
六
十
年
に
は
大
谷
派
薫

理
院
菫
理
に
任
ぜ
ら
れ
、
真
宗
大
谷
派
に
お
け
る
教
学
の
重
責
を
担
わ
れ
た
。
就
中
、
昭
和
五
十
八
年
に
は
、
真
宗
大
谷
派
の
夏
安
居
に

お
い
て
本
講
の
講
師
を
つ
と
め
「
教
行
信
証
』
の
「
信
巻
」
を
講
述
さ
れ
た
。
安
居
本
講
に
お
い
て
講
本
『
顕
浄
土
真
実
信
文
類
」
を
執

筆
さ
れ
る
と
共
に
、
こ
の
機
縁
を
得
て
『
浬
藥
経
と
浄
土
教
」
を
刊
行
さ
れ
た
。
本
書
に
は
「
仏
の
願
力
と
成
仏
の
信
」
と
い
う
副
題
が

付
さ
れ
て
い
る
。
筆
者
の
手
元
に
あ
る
先
生
自
筆
メ
モ
に
よ
る
と
、
本
書
の
書
名
は
迷
う
こ
と
な
く
即
座
に
『
浬
藥
経
と
浄
土
教
」
に
決

定
さ
れ
た
が
、
副
題
に
つ
い
て
は
い
く
つ
も
の
案
を
あ
げ
ら
れ
た
。
即
ち
「
浄
土
教
の
源
流
を
尋
ね
て
」
「
仏
の
本
願
力
に
つ
い
て
」
「
把

流
尋
源
」
「
願
力
往
生
の
源
流
を
尋
ね
て
」
「
願
力
往
生
の
源
を
探
る
」
「
浄
土
信
仰
の
源
流
を
さ
ぐ
る
」
な
ど
で
あ
る
。
当
初
、
先
生
は

「
願
力
往
生
の
源
流
を
尋
ね
て
」
を
第
一
案
と
し
、
「
浄
土
教
の
源
流
を
尋
ね
て
」
を
第
二
案
と
し
て
考
え
て
お
ら
れ
た
。
結
局
、
上
記

の
よ
う
に
決
定
し
た
が
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
本
書
に
寄
せ
る
先
生
の
願
い
が
那
辺
に
あ
っ
た
か
を
十
分
に
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
「
源
流
を
尋
ね
」
た
い
と
い
う
願
い
こ
そ
が
生
涯
を
一
貫
す
る
学
問
に
お
け
る
基
本
的
姿
勢
で
あ
っ
た
。
本
書
を
書
評
さ
れ
た
柳
田

聖
山
教
授
が
「
浬
梁
経
と
浄
土
教
」
を
「
横
超
仏
教
学
の
出
世
本
懐
」
と
評
さ
れ
た
所
以
で
あ
る
。

中
国
仏
教
研
究
の
大
道
を
歩
ま
れ
た
先
生
の
学
究
生
活
は
、
若
き
日
の
卒
業
論
文
か
ら
始
ま
っ
た
。
先
生
は
「
私
の
研
究
は
一
乗
三
乗

の
問
題
で
あ
っ
た
」
と
語
っ
て
お
ら
れ
た
が
、
こ
の
問
題
は
と
り
も
な
お
さ
ず
卒
業
論
文
で
扱
っ
た
最
澄
の
抱
い
て
い
た
課
題
で
あ
り
、
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思
う
に
、
先
生
は
研
究
か
ら
教
育
へ
、
更
に
教
化
へ
と
仏
教
者
と
し
て
理
想
的
な
一
生
を
歩
ま
れ
た
。
東
京
の
研
究
所
で
過
ご
さ
れ
た

二
十
代
か
ら
四
十
代
前
半
は
謹
厳
な
学
徒
と
し
て
の
研
究
時
代
で
あ
り
、
次
い
で
大
谷
大
学
教
授
と
し
て
過
ご
さ
れ
た
四
十
代
後
半
か
ら

六
十
代
後
半
ま
で
は
研
究
と
共
に
教
育
に
尽
力
さ
れ
た
時
代
で
あ
る
。
そ
し
て
晩
年
は
、
研
究
・
教
育
に
加
え
て
教
化
に
尽
く
さ
れ
た
時

代
で
あ
る
。
研
究
か
ら
教
育
へ
、
そ
し
て
教
化
へ
と
徐
々
に
先
生
は
生
き
方
を
深
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
研
究
を
第
一
義
と
し
て
常
に
着
実
な
学
徒
生
活
を
堅
持
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
定
年
の
後
も
次
々
に
高
著
を
刊
行
し
学
界
を
稗

益
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。
即
ち
、
そ
の
一
端
を
あ
げ
れ
ば
「
中
国
仏
教
の
研
究
・
第
二
」
「
中
国
仏
教
の
研
究
・
第
三
」
『
法

華
思
想
』
「
法
華
思
想
の
研
究
』
「
法
華
思
想
の
研
究
・
第
一
三
「
北
魏
仏
教
の
研
究
」
「
国
訳
一
切
経
』
宮
維
什
』
（
共
著
）
『
元
暁
撰
二
障

義
』
（
共
著
）
「
浬
藥
経
と
浄
土
教
」
な
ど
で
あ
る
。
な
お
「
法
華
思
想
」
は
先
生
の
還
暦
を
記
念
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
単
に
寄
稿
論
文

の
数
を
誇
る
よ
う
な
論
文
集
で
は
な
く
自
ら
の
学
問
の
集
大
成
と
し
た
い
と
の
願
い
か
ら
先
生
自
身
が
編
集
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
先
生

こ
の
解
明
の
た
め
に
先
生
の
研
究
は
「
源
流
を
尋
ね
て
」
日
本
か
ら
中
国
へ
、
更
に
初
期
の
中
国
仏
教
研
究
へ
と
徐
々
に
遡
及
し
て
い
っ

た
の
で
あ
る
。
先
生
が
「
長
生
き
し
た
ら
印
度
仏
教
の
研
究
に
ま
で
進
む
か
も
し
れ
な
い
」
と
笑
い
な
が
ら
語
っ
て
お
ら
れ
た
こ
と
を
思

い
出
す
の
で
あ
る
。

先
生
は
東
京
の
大
蔵
会
に
関
係
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
仏
教
書
誌
に
詳
し
く
新
出
資
料
の
紹
介
に
努
め
ら
れ
た
。
例
え
ば
、
東
大
寺
寿

霊
の
「
華
厳
略
指
事
」
を
は
じ
め
、
慧
均
の
『
大
乗
四
論
玄
義
』
や
元
暁
の
「
二
障
義
」
な
ど
未
だ
学
界
に
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
貴
重

な
資
料
を
発
見
し
学
界
に
提
供
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
は
仏
教
の
思
想
史
的
解
明
を
目
指
し
な
が
ら
書
誌
に
通
じ
た
先
生
の
忘
れ
て
は
な
ら
な

の
面
目
躍
如
た
る
も
の
が
あ
る
。

い
功
績
の
一
で
あ
る
。
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思
い
返
せ
ば
、
先
師
常
盤
大
定
の
学
問
を
継
承
し
、
当
に
為
す
べ
き
事
を
為
し
、
語
る
べ
き
こ
と
を
語
り
、
学
者
と
し
て
、
教
育
者
と

し
て
、
そ
し
て
仏
教
者
と
し
て
、
実
に
充
実
し
た
ご
一
生
で
あ
っ
た
こ
と
に
深
い
感
銘
を
覚
え
る
。

先
生
の
お
人
柄
を
物
語
る
多
く
の
逸
話
が
あ
る
。
先
生
は
何
事
に
つ
け
て
も
大
変
に
几
帳
面
に
メ
モ
を
取
ら
れ
た
の
で
「
メ
モ
魔
」
の

称
が
あ
り
、
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
幾
つ
も
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
る
。
ま
た
先
生
の
依
頼
で
常
盤
大
定
の
自
坊
を
仙
台
に
訪
ね
、
そ
の
報
告
に

伺
っ
た
折
に
仙
台
出
身
の
土
井
晩
翠
の
話
に
な
り
「
私
は
島
崎
藤
村
の
女
々
し
い
詩
よ
り
も
晩
翠
の
男
性
的
な
詩
が
好
き
だ
」
と
語
ら
れ

「
五
丈
原
」
を
吟
じ
ら
れ
た
こ
と
等
な
ど
、
思
い
出
す
事
が
ら
は
多
い
が
、
そ
れ
ら
を
記
す
紙
幅
は
な
い
。

先
生
の
講
演
は
機
知
に
富
む
も
の
で
あ
っ
た
。
か
っ
て
奈
良
の
地
で
「
仏
教
と
人
間
の
生
き
方
」
と
題
し
て
講
演
さ
れ
た
が
、
は
じ
め

に
自
己
紹
介
さ
れ
て
、
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
た
。

年
だ
け
は
八
十
三
歳
で
す
。
や
っ
と
三
歳
で
す
。
「
や
っ
と
」
と
い
う
の
は
、
「
八
」
を
「
十
」
寄
せ
「
三
歳
」
を
加
え
た
だ
け
で
す
。

ま
だ
若
い
の
で
す
。
私
の
実
家
は
愛
知
県
の
一
宮
で
す
が
、
今
は
大
津
に
住
ん
で
い
ま
す
。
そ
こ
で
「
お
前
も
老
人
会
に
入
ら
な
い

か
」
と
い
わ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
「
や
っ
と
三
歳
で
は
、
ま
だ
子
供
だ
か
ら
入
ら
な
い
」
と
い
っ
て
老
人
会
に
入
っ
て
い
ま
せ
ん

学
会
に
お
い
て
も
日
本
仏
教
学
会
の
理
事
、
印
度
学
仏
教
学
会
の
評
議
員
、
道
教
学
会
の
評
議
員
な
ど
を
歴
任
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な

数
々
の
功
績
、
殊
に
中
国
仏
教
研
究
に
お
け
る
学
勲
に
よ
っ
て
昭
和
四
十
七
年
に
は
紫
綬
褒
章
を
、
同
五
十
三
年
に
は
勲
三
等
瑞
宝
章
を

受
章
さ
れ
た
。
更
に
昭
和
五
十
九
年
に
は
仏
教
伝
道
文
化
賞
を
受
賞
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

に
も
思
わ
な
か
っ
た
。

い
つ
も
お
元
気
で
し
か
も
前
向
き
な
生
き
方
を
さ
れ
た
先
生
が
、
そ
れ
か
ら
僅
か
に
数
年
の
ち
「
や
っ
と
九
歳
」
で
帰
浄
さ
れ
る
と
は
夢

か
一
と
い

（
妹
天
い
）
○
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い
ま
恩
師
を
喪
い
、
改
め
て
離
愁
の
想
い
転
た
切
な
る
も
の
が
あ
る
。

横
超
慧
日
博
士
大
谷
大
学
名
誉
教
授
。
真
宗
大
谷
派
講
師
。

平
成
八
年
一
月
十
七
日
、
午
後
五
時
二
十
分
、
腎
不
全
の
た
め
寂
。
世
寿
八
十
九
。

葬
儀
は
同
年
一
月
十
九
日
、
大
津
シ
テ
ィ
ー
ホ
ー
ル
に
お
い
て
長
女
古
田
蕗
子
が
喪
主
と
な
り
、
大
谷
大
学
名
誉
教
授
佐
々
木
教
悟

法
名
は
常
楽
院
釈
慧
日
。
墓
所
は
京
都
東
山
の
大
谷
本
廟
で
あ
る
。

葬
儀
は
同
年
一
月
十
九
日
、
幸

師
を
導
師
と
し
て
営
ま
れ
た
。
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