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「
大
谷
」
１
５
９
号

「
自
灯
明

法
灯
明
」

学
校
長

真
城
義
麿

今
か
ら
お
よ
そ
二
千
五
百
年
前
、
イ
ン
ド
北
方
の
一
小
国
に
、
ゴ
ー
タ
マ
・
シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
と
い
う
王

子
が
い
た
。
他
人
か
ら
は
羨
望
さ
れ
る
身
と
し
て
生
活
し
な
が
ら
、
青
年
期
に
人
生
を
問
い
、
自
他
を
比

べ
て
妬
ん
だ
り
蔑
ん
だ
り
争
っ
た
り
と
い
う
人
間
の
姿
、
ま
た
自
分
自
身
の
生
ま
れ
・
老
い
・
病
み
・
死

は
世
俗
の
権
力
や
財
産
や
知
識
技
能
な
ど
に
よ
っ
て
は
解
決
し
得
な
い
こ
と
を
見
抜
い
て
、
深
く
苦
悩
す

る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
う
い
う
人
間
と
し
て
の
自
己
が
真
の
人
間
と
し
て
生
き
る
道
を
求
め
て
、
王
子
と

い
う
地
位
も
財
産
も
家
族
さ
え
も
捨
て
て
出
家
し
て
、
ゴ
ー
タ
マ
は
、
諸
師
に
学
び
、
心
身
の
厳
し
い
ト

レ
ー
ニ
ン
グ
を
し
て
、
つ
い
に
真
理
を
覚
り
ブ
ッ
ダ
と
し
て
立
ち
上
が
る
に
至
っ
た
。
こ
れ
を
「
成
道
」

と
い
う
。
三
十
五
歳
で
あ
っ
た
。
以
来
四
十
五
年
間
に
わ
た
り
、
広
範
に
歩
き
回
っ
て
、
出
会
っ
た
人
々
、

教
え
を
求
め
る
人
々
に
語
り
続
け
た
。
そ
れ
は
人
生
の
最
後
の
日
ま
で
続
け
ら
れ
た
。

そ
の
方
は
、
釈
迦
族
出
身
の
聖
者
で
世
に
も
尊
い
方
の
意
味
で
「
釈
迦
牟
尼
世
尊
」
と
、
略
し
て
「

釈

尊
」

し

や

か

む

に

せ

そ

ん

し
や
く
そ
ん

と
呼
ば
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
釈
尊
は
、
人
間
の
事
実
や
世
の
真
相
を
正
し
く
観
察
さ
れ
、
私
た
ち
が
真

実
を
見
抜
く
眼
を
持
た
ず
、
自
分
中
心
の
思
い
込
み
や
自
分
の
都
合
を
満
た
そ
う
と
の
欲
求
に
よ
っ
て
考

え
話
し
行
動
す
る
こ
と
か
ら
出
ら
れ
な
い
で
、
闇
雲
に
も
が
き
、
な
お
迷
い
を
深
く
す
る
と
示
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
上
で
、
話
す
相
手
の
課
題
に
応
じ
て
、
そ
の
人
自
身
が
課
題
と
向
き
合
っ
て
自
ら
気
づ
く
よ
う

促
し
、
新
し
い
歩
み
が
始
ま
る
よ
う
導
き
、
具
体
的
な
生
き
方
を
示
さ
れ
た
。
多
く
の
人
が
、
釈
尊
に
教

え
を
請
い
、
ま
た
説
法
の
場
に
身
を
運
ん
だ
。
様
々
な
経
典
が
「
如
是
我
聞
（
私
は
こ
の
よ
う
に
聞
き
ま

に

よ

ぜ

が

も

ん

し
た
）
」
の
語
で
始
ま
る
の
は
、
そ
の
説
法
の
場
に
お
い
て
感
動
と
と
も
に
頷
か
れ
た
言
葉
が
伝
承
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
釈
尊
の
人
生
に
も
限
り
は
あ
る
。
八
十
歳
と
い
う
限
界
と
も
言
え
る
老
齢
の
身
体
で
、

最
後
の
旅
に
出
、
命
終
わ
る
直
前
ま
で
、
一
人
ひ
と
り
に
教
え
を
説
い
た
。
ク
シ
ナ
ガ
ラ
の
地
で
、
人
々

は
、
釈
尊
亡
き
後
、
自
分
は
何
を
た
よ
り
と
し
て
生
き
て
い
け
ば
よ
い
の
か
、
苦
悩
に
ど
う
立
ち
向
か
え

ば
よ
い
の
か
心
配
す
る
モ
ノ
も
っ
た
。
そ
う
い
う
思
い
を
代
表
し
て
、
二
十
年
以
上
そ
ば
で
お
世
話
を
し
、

一
番
多
く
教
え
に
接
し
た
、
「
多
聞
第
一
」
と
呼
ば
れ
る
ア
ー
ナ
ン
ダ
が
問
い
、
そ
れ
に
対
す
る
答
え
は

た

も

ん

次
の
通
り
で
あ
っ
た
。
「
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
う
つ
ろ
い
や
す
い
。
怠
ら
ず
励
め
。
こ
れ
か
ら
は
自
ら
を
灯

明
と
し
、
自
ら
を
た
よ
り
と
し
て
、
他
の
も
の
を
た
よ
っ
て
は
な
ら
ぬ
。
ま
た
法
を
灯
明
と
し
、
法
を
た

よ
り
と
し
て
、
他
の
も
の
を
た
よ
っ
て
は
な
ら
ぬ
」
。

た
よ
る
べ
き
第
一
は
自
己
自
身
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
自
己
を
、
た
よ
る
に
足
る
自
己
と
自
分
で
育
て

て
い
る
か
。
自
分
を
本
当
に
見
つ
め
て
い
る
か
。
自
分
を
本
当
に
大
事
に
し
て
い
る
か
。
単
な
る
自
己
中

心
の
わ
が
ま
ま
で
な
く
、
自
己
の
中
に
あ
る
真
の
欲
求
（
本
当
に
実
現
し
た
い
こ
と
）
は
何
な
の
か
。
気

づ
い
て
み
る
と
、
今
ま
で
親
を
は
じ
め
周
り
の
様
々
な
方
々
に
大
切
に
し
て
も
ら
い
な
が
ら
、
実
の
と
こ

ろ
自
分
を
一
番
粗
末
に
し
て
い
た
の
は
、
自
分
自
身
で
は
な
い
の
か
。

そ
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
の
洪
水
の
中
で
振
り
回
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
、
真
に
た
よ
る
べ
き
道
理
・

教
え
に
出
会
っ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。
「
偽
」
を
「
真
」
と
見
た
り
、
「
仮
」
に
た
よ
っ
た
り
し
な

が
ら
、
そ
の
こ
と
に
気
づ
く
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
本
当
に
安
心
し
て
立
脚
で
き
る
大
地
は
ど
こ
に
あ
る

の
か
。
「
無
明
」
と
言
い
表
さ
れ
る
私
た
ち
凡
夫
の
知
恵
に
よ
る
の
で
な
く
、
釈
尊
の
言
葉
（
経
典
）
と

そ
れ
に
感
動
し
て
確
か
な
人
生
の
歩
み
を
進
め
た
歴
代
の
「
真
に
生
き
た
人
」
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
状

況
の
中
で
表
現
さ
れ
た
、
さ
ま
ざ
ま
な
言
葉
を
手
が
か
り
に
、
真
実
を
求
め
続
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

自
ら
を
し
っ
か
り
と
生
き
、
与
え
ら
れ
た
環
境
の
中
で
周
り
の
人
を
生
か
す
人
と
な
り
、
そ
う
あ
り
続

け
る
た
め
に
、
こ
の
深
い
闇
の
よ
う
な
社
会
の
中
で
、
自
ら
を
灯
明
と
し
、
法
を
灯
明
と
す
る
歩
み
を
し

っ
か
り
と
歩
ん
で
い
き
た
い
も
の
で
す
。


