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真
の
功
徳
を
得
る
に
は 

 

徳
を
積
む
と
か
功
徳
を
得
る
と
か
、
い
わ
れ
ま
す
が
、
そ
の
意
味
に
つ
い
て
五
井

先
生
の
み
教
え
の
中
で
は
ど
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
か
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。 

 

徳
と
い
う
言
葉
は
、
『
広
辞
苑
』
に
よ
る
と
、
①
道
を
さ
と
っ
た
立
派
な
行
為
。

善
い
行
い
を
す
る
性
格
。
身
に
つ
い
た
品
性
。
②
人
を
感
化
す
る
人
格
の
力
。
め
ぐ

み
。
神
仏
の
加
護
。
③
「
得
」
と
通
用
）
利
益
。
も
う
け
。
富
。 

ま
た
、
功
徳
と
い
う
言
葉
は
①
よ
い
果
報
を
も
た
ら
す
も
と
と
な
る
善
行
。
②
善

行
の
結
果
と
し
て
与
え
ら
れ
る
神
仏
の
め
ぐ
み
。
ご
利
益
、
と
記
述
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

 

そ
れ
に
対
し
て
、
五
井
先
生
の
お
言
葉
『
宗
教
問
答
』
問
７
６
漢
の
武
帝
が
達
磨

大
師
を
宮
中
に
招
待
し
て
、
私
は
寺
を
い
く
つ
も
建
て
た
。
僧
侶
に
こ
れ
こ
れ
の
布

施
を
し
た
。
写
経
も
し
た
。
だ
か
ら
こ
れ
に
対
し
て
仏
も
き
っ
と
充
分
な
功
徳
を
報

い
て
く
だ
さ
る
だ
ろ
う
。
と
い
う
と
、
達
磨
大
師
に
「
無
功
徳
」
と
い
わ
れ
た
そ
う

で
す
が
、
こ
の
無
功
徳
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
教
え
て
く
だ
さ
い
。
）
に
よ
る
と
、

真
の
功
徳
は
、
本
心
開
発
を
し
て
い
く
中
で
得
ら
れ
る
も
の
で
、
空
の
境
地
を
通
じ

て
発
せ
ら
れ
る
、「
さ
せ
て
頂
く
、
や
ら
せ
て
頂
く
、」
と
い
う
謙
虚
な
布
施
行
為
を

通
し
て
の
み
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
、
解
説
さ
れ
て
い
ま
す
。 

そ
の
言
及
さ
れ
て
い
る
お
言
葉
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。 

「
真
実
の
功
徳
と
い
う
も
の
は
、
本
心
開
発
の
道
を
突
き
進
む
こ
と
に
よ
っ
て
の
み

得
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
道
は
一
度
空
の
境
地
を
通
っ
て
こ
な
い
と
得
ら
れ
な

い
道
な
の
で
あ
る
。 

と
こ
ろ
が
、
こ
の
世
の
肉
体
人
間
は
、
と
も
す
る
と
自
分
の
や
っ
た
善
行
為
を
自

分
で
計
っ
て
み
た
り
、
人
に
計
っ
て
み
て
も
ら
い
た
い
よ
う
な
気
分
を
持
っ
て
い
る

も
の
な
の
で
あ
る
。
無
理
も
な
い
よ
う
に
思
え
る
が
、
そ
う
し
た
想
念
を
し
て
も
、

決
し
て
そ
の
善
事
が
自
己
の
本
心
開
発
の
助
け
に
は
な
ら
な
い
。 

こ
れ
を
露
骨
に
出
し
た
、
い
わ
ゆ
る
恩
着
せ
が
ま
し
い
行
為
な
ど
は
、
何
も
し
な

い
よ
り
ま
だ
自
他
を
痛
め
損
す
る
場
合
が
あ
る
も
の
で
あ
る
。
空
の
境
地
を
通
っ
て

こ
な
け
れ
ば
、
と
先
に
申
し
た
が
、
恩
着
せ
が
ま
し
い
人
々
の
多
い
こ
の
世
の
中
で
、

そ
ん
な
境
地
に
一
体
誰
が
な
れ
る
の
か
と
い
う
疑
問
が
出
て
く
る
。
空
と
い
う
と
む

ず
か
し
く
聞
こ
え
る
が
、
さ
せ
て
頂
く
、
や
ら
せ
て
頂
く
、
と
い
う
謙
虚
な
布
施
行

為
は
す
で
に
、
空
即
是
色
の
空
か
ら
発
し
た
想
い
で
あ
っ
て
、
そ
の
ま
ま
光
で
あ
り
、

そ
の
ま
ま
真
実
の
功
徳
へ
の
道
で
も
あ
る
。 

何
事
に
つ
け
て
も
思
い
上
が
り
の
気
持
ち
を
も
つ
こ
と
は
、
そ
の
人
を
傷
つ
け
、
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低
め
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
決
し
て
功
徳
の
道
で
は
な
い
。 

善
に
も
悪
に
も
、
把
わ
れ
て
は
い
け
な
い
。
把
わ
れ
の
想
い
は
、
す
べ
て
業
想
念

で
あ
る
。
い
か
な
る
こ
と
に
で
も
把
わ
れ
の
想
い
が
で
て
き
た
ら
、
そ
の
時
な
る
べ

く
速
や
か
に
、
世
界
平
和
の
祈
り
の
中
に
そ
の
把
わ
れ
の
想
念
を
投
入
し
て
し
ま
う

と
よ
い
。
そ
う
す
る
と
、
空
の
境
地
も
考
え
ず
に
、
い
つ
の
間
に
か
、
常
に
空
か
ら 

発
す
る
愛
と
真
の
美
し
い
行
為
を
生
活
に
行
じ
て
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
来
る
。 

生
命
が
人
間
と
し
て
の
自
己
に
生
き
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
、
す
で
に
大
い
な

る
功
徳
な
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
功
徳
を
益
々
生
か
し
て
ゆ
く
よ
う
に
、
謙
虚
な
気

持
ち
で
、
常
に
業
想
念
は
消
え
て
ゆ
く
姿
の
教
え
を
信
じ
て
、
世
界
平
和
の
祈
り
の

中
か
ら
、
自
分
の
生
活
を
し
て
い
く
こ
と
が
、
こ
の
世
に
お
け
る
最
大
の
善
な
る
真

な
る
生
き
方
で
あ
る
。
」 

  
 

老
子
の
説
く
玄
徳 

 

こ
こ
で
、
老
子
の
説
く
徳
に
つ
い
て
『
老
子
講
義
』
第
二
十
七
講
（
道
こ
れ
を
生

じ
、
徳
こ
れ
を
畜
い
・
・
・
・
）
か
ら
整
理
し
て
み
ま
し
ょ
う
。 

 

老
子
は
、
道
を
、
万
物
を
生
ぜ
し
め
る
根
源
の
力
と
い
う
意
味
で
使
っ
て
お
り
、

万
物
を
畜
（
や
し
な
）
う
力
と
い
う
意
味
で
徳
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
ま
す
。 

「
道
徳
の
力
を
し
て
、
万
物
が
生
育
し
、
過
ち
な
く
各
自
各
種
の
生
活
生
存
を
為
し

得
て
ゆ
く
の
で
あ
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
が
、
そ
の
道
徳
を
基
盤
に
し
て
、
物
質
的

な
要
素
が
す
べ
て
を
形
づ
く
り
、
勢
い
、
つ
ま
り
各
種
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
働
き
に
よ

っ
て
、
万
物
が
そ
れ
ぞ
れ
の
存
在
活
動
を
な
し
え
て
ゆ
く
と
い
っ
て
い
る
。 

道
や
徳
は
、
万
物
を
生
成
発
育
さ
せ
て
下
さ
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
道
を
尊
び
徳

を
貴
ば
ざ
る
も
の
は
い
な
い
。
誰
も
彼
も
、
何
事
も
す
べ
て
、
道
や
徳
の
力
に
尊
貴

の
念
を
も
っ
て
い
る
。
ど
う
し
て
、
道
が
そ
の
よ
う
に
貴
い
の
か
と
い
う
と
、
道
で

も
徳
で
も
、
誰
に
命
ぜ
ら
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
行
為
を
し
て
い
る
の
で
は
な

く
、
命
ず
る
何
者
も
な
い
の
に
、
自
ら
が
自
然
に
、
万
物
を
成
長
さ
せ
て
い
る
こ
と

が
、
そ
の
尊
貴
に
値
す
る
と
こ
ろ
な
の
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
命
ぜ
ら
れ
た

か
ら
す
る
。
な
ん
の
理
由
が
あ
る
か
ら
す
る
、
と
い
う
の
で
は
、
そ
の
理
由
が
あ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
尊
貴
さ
は
マ
イ
ナ
ス
さ
れ
て
し
ま
う
。
と
い
う
こ
と
が
そ
の

裏
の
言
葉
に
あ
る
わ
け
で
あ
る
。」 

「
親
子
の
間
で
も
、
師
弟
の
間
で
も
、
友
人
間
で
も
、
あ
ら
ゆ
る
対
人
関
係
に
お
い

て
、
こ
う
い
う
玄
徳
の
心
が
現
わ
れ
て
い
た
ら
、
ど
ん
な
に
こ
の
世
の
中
は
美
し
く

住
み
や
す
い
も
の
に
な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。」 

「
報
い
を
求
め
ぬ
愛
の
心
は
尊
い
も
の
で
あ
る
。
だ
が
報
い
を
求
め
ぬ
、
と
い
う 

こ
と
だ
け
で
も
、
今
の
人
々
に
は
な
か
な
か
で
き
が
た
い
こ
と
な
の
で
あ
る
。 
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そ
れ
は
個
人
の
間
で
で
も
、
国
家
間
に
お
い
て
で
も
、
現
今
で
は
ほ
と
ん
ど
、
こ

う
し
た
愛
は
行
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
個
人
の
間
で
は
ま
だ
し
も
、
国
際
間
に
お
い
て

は
、
実
に
報
い
を
求
め
ぬ
愛
行
為
が
か
け
て
い
る
。 

自
己
の
為
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
な
ん
ら
か
の
報
い
を
期
待
し
た
ら
、
そ
れ
が
金

銭
的
な
こ
と
で
な
く
、
相
手
の
喜
び
を
さ
え
期
待
し
た
ら
、
そ
の
人
の
愛
行
為
は
、

無
為
で
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
無
為
か
ら
生
じ
た
行
為
で
な
い
場
合
に
は
、
必
ず
と

い
っ
て
い
い
ほ
ど
、
そ
の
人
は
期
待
は
ず
れ
の
結
果
を
、
い
つ
か
は
受
け
て
し
ま
う
。

そ
の
反
対
に
自
分
が
い
つ
し
た
の
か
す
っ
か
り
忘
れ
果
て
て
い
た
よ
う
な
愛
行
為

が
、
相
手
に
と
っ
て
終
生
の
喜
び
と
し
て
、
心
を
温
め
て
い
る
、
と
い
う
よ
う
な
こ

と
が
、
よ
く
あ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
の
と
こ
ろ
が
、
老
子
の
無
為
の
思
想
の
根
本

の
と
こ
ろ
で
あ
る
。」 

 

玄
徳
の
心
を
現
わ
す
方
法 

  

そ
し
て
五
井
先
生
が
次
の
よ
う
に 

私
た
ち
の
生
活
の
中
で
、
玄
徳
を
現
わ
す
上

で
、
留
意
す
べ
き
点
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
ま
す
。 

「
私
は
そ
う
し
た
道
に
入
る
の
に
は
、
や
は
り
、
祈
り
に
よ
る
心
の
浄
化
よ
り
他
に

方
法
が
な
い
と
思
っ
て
い
る
。
・
・
・ 

 

自
然
の
美
や
、
無
心
な
も
の
に
ひ
か
れ
て
い
る
時
の
輝
く
よ
う
な
瞬
間
、
愛
の
心

に
触
れ
た
時
の
喜
び
、
そ
れ
ら
の
心
の
状
態
は
、
頭
脳
を
駆
け
巡
る
想
念
波
動
か
ら

く
る
の
で
は
な
く
、
そ
う
し
た
想
念
が
ど
こ
か
に
鎮
ま
り
か
え
っ
た
時
に
、
本
源
界

の
生
命
の
光
が
、
そ
の
ま
ま
伝
わ
っ
て
き
た
こ
と
に
よ
る
輝
き
で
あ
る
喜
び
で
あ
る
。

玄
徳
の
心
と
い
う
も
の
は
、
そ
う
し
た
輝
き
や
喜
び
を
、
瞬
間
的
に
味
あ
う
よ
う
な

そ
う
い
う
心
の
状
態
で
も
な
く
、
そ
う
し
た
本
源
世
界
そ
の
ま
ま
が
、
常
の
状
態
と

し
て
あ
る
の
で
、
特
別
に
輝
き
を
感
じ
、
喜
び
を
感
じ
る
、
と
い
う
境
地
を
は
る
か

に
超
え
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。 

 

と
こ
ろ
が
、
そ
ん
な
心
の
状
態
に
は
、
普
通
人
で
は
と
て
も
な
り
え
な
い
。
そ
こ

で
私
（
五
井
先
生
）
は
祈
り
に
よ
っ
て
知
ら
ぬ
間
に
玄
徳
の
心
に
近
づ
け
る
よ
う
な 

方
法
を
お
伝
え
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。・
・
・
・ 

 

世
界
人
類
の
平
和
を
ひ
た
す
ら
祈
り
、
自
分
た
ち
の
天
命
が
完
う
せ
ら
れ
る
こ
と

を
祈
り
続
け
る
よ
う
な
、
世
界
平
和
の
祈
り
の
心
の
状
態
と
い
う
も
の
は
、
今
す
ぐ

世
界
人
類
が
平
和
に
な
る
も
の
で
は
な
く
、
自
分
た
ち
の
天
命
が
完
う
さ
れ
る
も
の

で
も
な
い
か
ら
、
祈
り
の
効
果
を
焦
り
求
め
る
よ
う
な
状
態
に
は
な
ら
な
い
。
た
だ

た
だ
、
神
へ
の
感
謝
を
根
底
に
し
て
、
自
己
の
業
想
念
を
、
救
世
の
大
光
明
の
中
に

投
入
し
て
、
心
臓
や
肺
臓
が
、
自
分
が
な
ん
の
思
い
わ
ず
ら
い
を
せ
ず
と
も
、
自
然

に
そ
の
働
き
を
し
て
い
て
く
れ
る
よ
う
に
、
自
分
の
想
念
行
為
も
、
自
然
と
、
神
の
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み
心
そ
の
ま
ま
の
想
念
行
為
に
な
っ
て
く
る
よ
う
に
、
自
然
と
玄
徳
の
心
に
な
っ
て

く
る
よ
う
に
、
と
い
う
の
が
、
こ
の
世
界
平
和
の
祈
り
の
心
の
状
態
な
の
で
あ
る
。
」 

  

最
高
の
徳
は
、
神
聖
を
輝
か
し
、
自
他
を
生
か
す 

 
 

徳
は
、
一
般
的
に
は
、
愛
の
行
為
を
意
味
し
ま
す
が
、
老
子
の
い
わ
れ
る
玄
徳
と

い
う
の
は
、
五
井
先
生
の
言
わ
れ
る
神
聖
と
同
じ
働
き
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
に
気

づ
き
ま
す
。
そ
れ
は
、
前
項
で
言
及
し
た
、
万
物
が
生
育
し
、
過
ち
な
く
各
自
各
種

を
生
活
生
存
さ
せ
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
と
い
う
玄
徳
の
働
き
と
、
大
自
然
の
根
源
の

働
き
を
そ
の
智
慧
能
力
で
、
大
調
和
達
成
の
た
め
に
生
か
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
神

聖
の
働
き
は
全
く
同
じ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
す
。 

こ
の
こ
と
が
、
真
実
の
功
徳
と
い
う
も
の
は
、
本
心
開
発
の
道
を
突
き
進
む
こ
と

に
よ
っ
て
の
み
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
五
井
先
生
が
言
わ
れ
る
ゆ
え
ん
で
す
。 

 

ま
た
本
心
開
発
に
繋
が
る
徳
は
、
徳
を
積
も
う
と
思
っ
て
徳
を
す
る
の
で
も
な
く
、

徳
を
積
ん
だ
と
自
分
で
思
っ
て
い
る
わ
け
な
い
、
自
然
と
行
為
に
現
わ
し
た
物
事
事

柄
が
、
徳
に
な
っ
て
い
る
、
善
行
為
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
い
つ
も
徳
を
積
み
た

い
と
か
、
残
し
た
い
と
か
い
う
、
徳
と
い
う
行
為
に
自
分
の
心
が
離
れ
ず
に
い
て
、

徳
の
行
為
を
し
て
い
る
と
い
っ
た
徳
は
、
徳
の
行
為
を
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
が
純
粋

の
意
味
で
い
う
徳
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
お
ら
ず
、
本
心
開
発
に
繋
が
っ
て
い
な
い
。

（『
老
子
講
義
』
第
十
七
講
上
徳
と
下
徳
） 

本
心
開
発
に
繋
が
る
徳
の
た
め
に
は
、
無
為
か
ら
生
じ
た
愛
の
行
為
が
不
可
欠
で

あ
る
。
ま
た
そ
の
よ
う
な
境
地
に
な
れ
な
い
場
合
は
、
さ
せ
て
頂
く
、
や
ら
せ
て
頂

く
、
と
い
う
謙
虚
な
布
施
行
為
で
あ
る
こ
と
が
大
切
だ
。
そ
の
行
為
は
、
空
即
是
色

の
空
か
ら
発
し
た
想
い
、
即
ち
い
か
な
る
報
い
も
期
待
し
な
い
想
い
だ
か
ら
だ
と
説

明
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

こ
れ
ら
の
行
為
に
よ
っ
て
、
ど
ち
ら
に
し
て
も
、
想
念
を
、
悪
い
も
の
、
悪
い
こ

と
が
、
一
切
無
い
。
完
全
円
満
で
あ
り
、
大
智
慧
、
大
愛
で
満
た
さ
れ
て
い
る
神
聖

の
中
に
統
一
し
て
し
ま
う
こ
と
が
可
能
に
な
る
か
ら
で
す
。 

 

最
高
の
徳
は
、
す
べ
て
の
想
念
を
神
聖
に
統
一
し
た
と
き
、
は
じ
め
て
無
為
に
し

て
積
む
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
神
聖
の
働
き
に
よ
り
、
積
ま
れ
る
徳
は
、
さ
ら
に

あ
ら
た
な
る
徳
を
呼
び
、
雪
だ
る
ま
式
に
大
き
く
な
っ
て
い
き
、
そ
の
人
は
愛
の
光

に
包
ま
れ
、
自
分
だ
け
で
な
く
、
多
く
の
人
達
に
喜
び
を
与
え
、
生
か
す
こ
と
が
で

き
る
こ
と
に
な
る
と
言
え
ま
す
。 

私
た
ち
神
人
は
、
こ
の
こ
と
を
肝
に
銘
じ
て
、
神
聖
を
復
活
さ
せ
、
日
々
の
生
活

を
有
意
義
に
過
ご
し
て
い
き
た
い
も
の
で
す
。 


