
清
沢
満
之
と
大
谷
派
教
団

亠
刖
半
生
の
、〇
理
分
析
か
ら

脇 

本 

平 

也

は

じ

め

に
 

清
沢
満
之
と
大
谷
派
教
団
と
の
つ
な
が
り
に
関
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
疑
問
を
提
出
し
て
い
る
人
が
少
な
く
な
い
。
ま
た
、
 

そ
の
人
な
り
の
解
答
や
感
想
も
提
出
さ
れ
て
い
る
。
代
表
的
な
も
の
は
、

つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。
 

な
ぜ
先
生
が
大
谷
派
の
様
な
ち
い
さ
な
舞
台
に
心
を
か
け
ら
れ
た
か
。
之
は
問
題
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
先
生
が
始
終
一
派 

の
上
に
心
を
か
け
ら
れ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
私
は
思
っ
て
居
る
。
先
生
の
な
さ
れ
た
舞
台
は
狭
い
と
云
ふ
か
も
知
れ
ぬ 

が
、
先
生
の
な
さ
れ
方
は
非
常
に
大
き
か
っ
た
。
……

常
に
如
来
を
後
に
ひ
か
へ
て
事
を
な
さ
れ
た
。
何
事
に
も
自
分
と
云

(1) 

ふ
私
心
を
交
へ
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
故
に
其
の
な
さ
れ
方
が
大
き
い
。
(

稲
葉
昌
丸) 

私
は
こ
こ
に
一
つ
の
疑
問
を
持
っ
て
居
る
。
清
沢
君
は' 

さ
き
に
申
し
た
如
く
非
凡
な
人
で
あ
る
。
こ
の
故
に
、
若
し
物 

質
的
成
功
や
名
利
等
に
就
い
て
は' 

若
し
自
分
が
求
む
る
な
ら
ば
充
分
予
想
の
出
来
た
人
で
あ
る
の
に
、
全
然
そ
れ
を
す
て 

て' 

身
を
僧
界
に
投
ぜ
ら
れ
た
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
今
日' 

宗
教
家
の
家
に
生
れ
て
、
自
身
ま
た
宗
教
に
携
は
る
べ
き
因 

縁
関
係
あ
る
人
で
も
、
多
く
名
利
の
為
に
俗
化
し
て
し
ま
ふ
世
の
中
に' 

身
俗
家
に
生
れ
乍
ら' 

奮
然
身
を
宗
教
界
に
投
じ 

た
る
は
、
実
に
大
な
る
教
訓
で' 

非
常
な
美
事
で
あ
る
と
思
ふ
。
(

沢
柳
政
太
郎)
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先
生
は' 

一
言
す
れ
ば
心
機
転
々
の
人
で
あ
る
。
常
に
自
己
を
弁
護
す
る
必
要
あ
る
人
で
あ
る
。
第
一
に
士
族
の
家
に
生 

れ
て
桑
門
に
入
り
し
は
云
何
。
棄
欲
の
生
活
に
入
り
し
は
何
故
な
り
や
。

一
派
革
新
を
絶
叫
し
つ
つ' 

自
ら
建
設
の
地
位
に 

当
ら
ざ
り
し
は
何
ぞ
や
。
そ
の
堅
忍
の
意
志
を
以
て
し
て
猶
ほ
精
神
主
義
を
唱
道
せ
ら
れ
た
る
は
何
ぞ
や
。
是
等
一
々
に
弁 

護
を
要
す
る
で
は
な
い
乎
。
誠
に
先
生
の
一
生
は
矛
盾
の
一
生
で
あ
り' 

疑
問
の
一
生
で
あ
り
、
大
い
に
弁
護
を
要
す
る
ー 

生
で
あ
る
。
先
生
は
疑
問
の
人
で
あ
り
、
未
解
決
の
人
で
あ
る
。:

：
： 

先
生
の
如
き
論
理
的
な
る
頭
脳
を
以
て
せ
ば
、
如
何
な
る
巧
妙
の
弁
護
も
出
来
た
で
あ
ら
う
。

一
言
の
弁
護
す
ら
な
さ
れ 

ぬ
所' 

此
れ
正
に
深
く
自
ら
慚
愧
に
堪
え
ざ
る
と
共
に' 

大
い
に
恃
む
所
あ
る
が
為
で
あ
る
。
我
は
已
に
如
来
に
依
り
て
弁 

護
せ
ら
れ
終
り
た
で
は
な
い
乎
。
此
れ
恐
ら
く
は
先
生
の
確
信
で
あ
る
。

「
自
己
を
弁
護
せ
ざ
る
人
」
と
し
て
先
生
を

(3)

忘
る
る
こ
と
が
出
来
ぬ
の
で
あ
る
。
(

曾
我
量
深)

満
之
は' 

も
と
は
大
谷
派
教
団
の
僧
で
は
な
か
っ
た
。

の
ち
に
や
が
て
僧
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
な
り
切
っ
た
。
そ
れ
な
ら
ば
、
 

か
れ
は
な
ぜ
ど
の
よ
う
に
し
て
僧
と
な
り' 

ま
た
な
り
切
っ
て
い
っ
た
の
か
。
そ
の
際
、
か
れ
に
と
っ
て
大
谷
派
教
団
の
も
つ
意 

味
は
何
で
あ
り
、
ま
た
い
か
に
変
化
し
て
い
っ
た
か
。
こ
う
し
た
問
題
を
、
か
れ
の
具
体
的
な
生
活
史' 

ひ
い
て
は
信
仰
形
成
史 

の
過
程
に
沿
っ
て
な
が
め
て
み
た
い
。

こ
こ
で
は
特
に
、
か
れ
の
社
会
的
な
い
し
精
神
的
な
所
属
、 

こ
れ
と
か
ら
み
合
う
深
層
心 

理
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
い
っ
た
問
題
に
視
線
を
あ
て
て
、
私
な
り
に
一
つ
の
限
ら
れ
た
側
面
か
ら
仮
設
的
な
解
釈
を
試
み
る
。
た
だ 

し
紙
数
の
制
約
も
あ
る
の
で' 

満
之
前
半
生
の
分
析
か
ら
基
本
的
な
着
眼
点
を
拾
い
出
す
に
と
ど
ま
る
こ
と
を' 

あ
ら
か
じ
め
お 

こ
と
わ
り
し
て
お
き
た
い
。俗

家

の

出

満
之
は
、
文
久
三
年
六
月
二
十
亠
ハ
日' 

徳
永
永
則
—
お
多
き
の
長
男
と
し
て
名
古
屋
に
生
ま
れ
た
。
父
は
尾
張
徳
川
藩
の
下
級
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士
族
で
、
足
軽
頭
を
勤
め
た
人
で
あ
っ
た
。
当
時
の
武
士
の
通
例
に
も
れ
ず
、
儒
教
の
素
養
が
人
格
の
基
礎
に
あ
っ
た
。
そ
の
上
・ 

平
素
か
ら
仏
典
、
こ
と
に
禅
に
親
し
み
、
頑
固
で
意
志
の
強
い
、
聖
道
門
的
性
格
の
持
主
で
あ
っ
た
。
処
世
術
は
ま
ず
く'

生
活 

は
苦
し
か
っ
た
。
と
く
に
廃
藩
置
県
後
は' 

竹
籠
で
お
茶
な
ど
を
売
っ
て
歩
い
た
。
他
方' 

母
は
熱
心
な
真
宗
の
信
者
で
、
内
省 

の
深
い
た
ち
の
人
で
あ
っ
た
。

い
つ
も
、
薄
紙
一
重
の
と
こ
ろ
が
わ
か
ら
ぬ
と
い
っ
て'

聞
法
に
は
げ
ん
で
い
た
。

一
面
剛
毅
な 

と
こ
ろ
も
あ
っ
た
。
満
之
の
東
京
大
学
卒
業
を
機
会
に
東
上
す
る
に
あ
た
っ
て
、
満
之
の
と
こ
ろ
へ
行
く
の
だ
か
ら
す
べ
て
新
し 

く
な
っ
て
行
き
た
い
と
、
四
十
歳
で
黒
髪
を
断
っ
て
し
ま
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
、

い
わ
ば
聖
道
門
の
父
と
浄
土
門
の
母
と
の
血
を 

受
け
て
、
満
之
は
生
ま
れ
た
。

そ
の
か
ぎ
り
で
は' 

満
之
も
生
ま
れ
な
が
ら
に
仏
教
と
無
縁
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し' 

親
の
代
か
ら
の
真
宗
僧
侶
と
い
う
わ 

け
で
は
な
か
っ
た
。
真
宗
に
お
い
て
は
、
僧
職
が
親
子
代
々
世
襲
さ
れ
る
の
が
一
般
で
あ
る
。
そ
の
点
、
満
之
は
い
さ
さ
か
類
を 

異
に
し
て
い
た
。
俗
家
の
出
で
あ
り
な
が
ら' 

か
れ
が
出
家
し
て
法
名
を
賢
了
と
名
乗
っ
た
の
は
、
明
治
十
一
年
、
満
で
十
四
歳 

の
と
き
で
あ
っ
た
。

満
之
出
家
の
い
き
さ
つ
に
関
連
し
て' 

注
目
し
て
お
き
た
い
点
が
二
つ
あ
る
。

一
つ
は
、
尾
張
藩
下
級
士
族
の
出
身
と
い
う
点 

で
あ
る
。
明
治
宗
教
史
の
研
究
者
た
ち
が
繰
り
返
し
指
摘
し
て
い
る
社
会
的
条
件
は' 

満
之
の
場
合
に
も
そ
の
ま
ま
あ
て
は
ま
る
ー 

当
時
の
藩
閥
政
権
下
に
あ
っ
て
は
、
幕
府
側
の
藩
に
所
属
し
た
も
の
が
立
身
出
世
の
道
を
歩
む
と
い
う
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
不
可 

能
で
あ
っ
た
。
祿
を
離
れ
た
下
級
士
族
は' 

前
途
の
見
と
お
し
を
失
な
い' 

生
活
は
困
窮
し
た
。
そ
の
子
弟
も
、
 

官
界
・
財
界
へ 

の
道
に
は
自
然
背
を
向
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
明
治
の
宗
教
界
を
リ
ー
ド
し
た
人
物
に' 

佐
幕
藩
出
身
者
が
圧
倒
的
に
多
か
っ
た 

理
由
の
一
つ
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
界
の
新
島
襄
、
内
村
鑑
三
、
植
村
正
久' 

仏
教
界
の
井
上
円
了
、
村
上
専
精
な
ど
が
そ
れ
で 

あ
っ
た
。
満
之
も
ま
た' 

こ
の
グ
ル
ー
プ
に
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

つ
ま
り
、
尾
張
徳
川
藩
下
級
士
族
と
い
う
か
れ
の
出
身
が
・ 

い
わ
ば
潜
在
的
に' 

満
之
生
涯
の
進
路
を
何
ほ
ど
か
は
規
制
し
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
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注
目
し
た
い
も
う
一
つ
の
点
は
、
満
之
自
身
が
自
覚
し
て
い
た
出
家
の
動
機
で
あ
る
。
満
之
の
幼
少
時
代
に
は
、
日
本
の
学
校 

制
度
は
確
立
途
上
の
変
転
期
に
あ
っ
た
。
そ
の
波
に
流
さ
れ
て
学
校
を
転
々
す
る
う
ち
に' 

満
之
を
大
谷
派
教
団
に
直
接
結
び
つ 

け
る
契
機
が
訪
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
父
親
は' 

十
一
歳
の
満
之
を
、
当
時
設
立
さ
れ
た
ば
か
り
の
愛
知
英
語
学
校
に
入
学
さ
せ 

た
。

文
部
省
公
布
の
各
大
学
区
に
設
け
ら
れ
た
七
外
国
語
学
校
の
一
つ
で
あ
る
。

こ
れ
が' 

西
南
の
役
で
国
費
多
端
の
た
め
に 

廃
止
と
な
っ
た
。
明
治
十
年
、
満
之
十
三
歳
の
時
で
あ
る
。
か
れ
は' 

す
ぐ
に
公
立
医
学
校
に
転
じ
た
が' 

こ
こ
に
も
長
く
は
い 

ら
れ
ず' 

や
が
て
大
谷
派
育
英
教
校
に
入
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
機
縁
を
つ
く
っ
た
の
は
、
母
親
た
き
が
い
つ
も
説
教
を
聞
き 

に
行
っ
て
い
た
お
寺
の' 

小
川
空
恵
・
空
順
兄
弟
で
あ
っ
た
。
そ
の
間
の
事
情
を
回
想
し
て
、
空
恵
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い 

る
。

清
沢
氏
の
実
家
と
予
の
寺
と
は' 

僅
か
半
町
を
相
隔
た
る
の
み
。
依
っ
て
毎
夜
相
会
し' 

学
課
の
復
習
予
習
を
為
せ
り
。
 

一
日
予
に
語
っ
て
日
く'

始
め
医
学
に
志
せ
し
に' 

一
旦
医
学
校
も
廃
止
せ
ら
れ
、
将
来
の
方
向
に
甚
だ
困
難
な
り
。
如
何 

せ
し
も
の
乎
と
。
予
は
之
に
答
へ
て
日
く'

医
者
も
僧
侶
も
略
々
相
似
た
り' 

今
後
僧
侶
と
為
り
、
育
英
教
校
に
入
り
、
勉 

学
す
る
に
如
く
は
な
し
。
現
に
空
順
は
同
校
に
在
り
と
勧
め
し
に' 

然
ら
ば
父
母
に
謀
り
意
を
決
す
べ
し
と
て
、
両
親
の
承

(5) 

諾
を
得
て
、
予
と
同
道
し
て
陸
路
東
海
道
を
経
て
西
京
に
赴
く
事
と
は
為
り
ぬ
。
 

尾

張

・
三
河
は
、
も
と
も
と
大
谷
派
門
徒
の
勢
力
の
強
い
土
地
柄
で
あ
る
。
母
親
は
こ
と
に
篤
信
で
あ
る
。
満
之
が
大
谷
派
に 

結
ば
れ
る
べ
き
法
縁
は' 

す
で
に
用
意
さ
れ
て
い
た
と
い
っ
て
も
よ
い
。
事
実
満
之
は' 

幼
い
頃
か
ら
父
母
の
仏
前
の
勤
行
に
も 

参
加
し
て
い
た
。
四

・
五
歳
に
な
る
と
、
早
く
も
正
信
偈
・
和

讃

・
御
文
な
ど
を
読
ん
で' 

寺
の
院
主
を
驚
か
せ
た
と
い
う
。
浄 

土
真
宗
へ
の
関
心
は
、
幼
い
満
之
の
う
ち
に
種
を
蒔
か
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
 

し
か
し
な
が
ら' 

こ
こ
で
満
之
が
大
谷
派
育
英
教
校
入
り
を
決
意
し
た
の
は
、
僧
侶
の
道
を
お
の
れ
の
天
職
と
し
て
選
び
と
っ 

た
か
ら
で
は
な
か
っ
た
。
満
之
は
十
四
歳
で
あ
る
。
こ
の
年
頁
は
、
誰
し
も
将
来
の
方
向
を
模
索
し
、
自
己
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
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(6)

ィ
ー
の
確
立
を
め
ざ
し
て
悩
み
始
め
る
。
英
語
学
校
か
ら
医
学
校
へ
と
い
う
コ
ー
ス
は
、
必
ず
し
も
満
之
み
ず
か
ら
ひ
と
り
で
選 

ん
だ
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
に
は
む
し
ろ
、
父
親
の
意
見
が
決
定
的
に
働
い
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
一
旦
は 

き
ま
り
か
け
た
コ
ー
ス
を
中
断
さ
れ
て' 

将
来
の
方
向
は
不
き
ま
り
な
ま
ま
に' 

少
年
満
之
の
心
は
ひ
た
す
ら
な
向
学
心
に
燃
え 

て
い
た
。
貧
し
い
境
遇
を
考
え
合
わ
せ
た
と
き
、
育
英
教
校
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
学
問
で
き
る
場
と
し
て
魅
力
的
で
あ
っ
た
。
満 

之
自
身
の
後
年
の
述
懐
が
、
こ
の
点
を
は
っ
き
り
物
語
っ
て
い
る
。

私
が
僧
侶
に
な
ら
う
と
思
う
た
の
は' 

坊
主
に
な
れ
ば
京
都
に
連
れ
て
行
っ
て' 

本
山
の
金
で
充
分
学
問
さ
し
て
呉
れ
る 

と
の
事
で
あ
っ
た
の
で
、
自
分
は
と
て
も
思
ふ
様
に
学
問
の
出
来
ぬ
境
遇
に
居
っ
た
か
ら' 

一
生
学
問
さ
し
て
呉
れ
る
と
云 

ふ
の
が
嬉
し
さ
に
、
坊
主
に
な
っ
た
の
で
、
決
し
て
親
翅
聖
人
や
法
然
上
人
の
如
く
、
立
派
な
精
神
で
坊
主
に
な
っ
た
の
で

(7)

は
な
い
。

右
の
こ
と
ば
か
ら
何
を
読
み
と
る
か
に
つ
い
て
は' 

さ
ま
ざ
ま
な
見
方
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
重
視
し
た
い
の
は' 

満
之 

が
自
分
の
出
家
の
動
機
を
「
立
派
な
精
神
で
坊
主
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
」
と
い
う
ふ
う
に
自
覚
し
て
い
た
点
で
あ
る
。

こ
の
述 

懐
自
体
は
後
年
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し' 

そ
こ
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
の
自
覚
は' 

大
谷
派
育
英
教
校
入
り
を
決
意
し
た
そ
の
瞬 

間
か
ら
、
少
年
満
之
の
心
に
す
で
に
重
苦
し
い
わ
だ
か
ま
り
と
な
っ
て
い
た
、
と
見
て
差
支
え
あ
る
ま
い
。
そ
し
て
そ
れ
は' 

そ 

の
後
満
之
が
一
生
背
負
っ
て
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
問
題
を
は
ら
む
も
の
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

身
は
俗
家
の
出
で
あ
る
。
そ
れ
が
い
ま' 

こ
と
さ
ら
に
法
名
を
名
乗
る
に
至
っ
た
の
は' 

出
家
得
道
の
精
神
に
促
さ
れ
た
か
ら 

で
は
な
い
。
た
だ
、
本
山
の
金
で
学
問
さ
し
て
く
れ
る
の
が
嬉
し
さ
で
、
と
い
う
に
す
ぎ
な
い
。

こ
の
よ
う
に
出
家
の
動
機
を
み 

ず
か
ら
意
識
す
る
と
い
う
こ
と
は' 

純
真
な
少
年
の
心
に
複
雑
な
影
を
織
り
な
す
こ
と
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
も
と
も
と
は
よ 

そ
者
で
あ
っ
た
自
分
が' 

し
か
も
不
純
な
動
機
か
ら
教
団
僧
職
に
加
わ
っ
た' 

と
い
う
ふ
う
な
う
し
ろ
め
た
い
自
責
の
念' 

つ
ま 

り
一
種
の
劣
等
感
で
あ
る
。

そ
う
し
た
よ
そ
者
感
や
劣
等
感
を
補
償
し
よ
う
と
す
る
心
の
動
き
が
、

満
之
今
後
の
行
動
を' 

意
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識

・
無
意
識
の
う
ち
に
か
な
り
な
力
を
も
っ
て
規
制
し
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
大
谷
派
教
団
に
自
己
を
同
一
化
し
、
そ
の
名 

に
恥
じ
ぬ
僧
侶
に
な
ろ
う
と
す
る
努
力
は
、
そ
れ
で
あ
っ
た
。
本
山
か
ら
受
け
た
恩
を
思
い
、
報
恩
の
責
任
を
み
ず
か
ら
に
課
し 

た
の
も
、
そ
れ
で
あ
っ
た
。

育
英
教
校
時
代
の
満
之
は' 

友
だ
ち

か
ら

「
ビ
シ"' 

ヨ
プ
」
と
い
う
あ
だ
名
を
つ
け
ら
れ
た
。
そ
れ
も
満
之
が' 

俗
門
か
ら
入 

っ
て
遅
れ
ば
せ
な
が
ら
一
刻
も
早
く
僧
侶
に
な
り
切
ろ
う
と
努
力
し
た
せ
い
で
あ
っ
た
。
そ
の
事
情
を' 

友
人
た
ち
は
こ
も
ご
も 

つ
ぎ
の
よ-
つ
に
32
中
っ
て
い
る
。

先
生
が
育
英
教
校
に
を
ら
れ
た
頃
、
他
の
学
生
は' 

休
暇
の
時
間
に
は
す
ぐ
に
門
外
に
飛
び
出
し
て
遊
び
廻
る
の
に' 

先 

生
は
常
に
一
室
に
静
坐
し
て
御
経
の
読
誦
の
稽
古
を
せ
ら
れ
て
あ
っ
た
。

閑
あ
れ
ば
高
声
に
三
経
を
読
誦
す
。
蓋
し
僧
侶
と
成
り
て
日
尚
ほ
浅
く
読
法
練
習
の
為
な
り
。
斯
く
て
道
心
堅
固
の
聖
僧 

た
る
面
影
あ
る
為' 

高
潔
な
る
意
味
に
て
「
ビ
シ
ョ
ッ
プ
」
な
る
異
名
を
得
た
り
。
同
時
に
寺
格
身
分
の
高
き
を
誇
れ
る
或

(9) 

る
一
人
に
与
へ
ら
れ
た
る
「
ポ
ン
チ
フ
」
な
る
異
名
と
好
一
対
た
り
き
。
 

寺
出
身
の
同
級
生
た
ち
に
、
僧
侶
た
る
資
格
の
面
で
必
死
で
追
い
っ
こ
う
と
す
る
少
年
満
之
の
姿
が' 

こ
こ
に
み
ら
れ
る
。

東

京

大

学

の

出

勉
強
の
効
あ
っ
て
、
満
之
の
成
績
は
優
秀
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で' 

明
治
十
四
年
、
本
願
寺
か
ら
東
京
留
学
生
に
選
ば
れ
る
こ
と 

と
な
っ
た
。
越
え
て
翌
年
一
月' 

十
八
歳
で
満
之
は
東
京
大
学
予
備
門
に
入
学
し
た
。

満
之
に
は
元
来
、
も
の
ご
と
を
割
切
っ
て
考
え
る
論
理
的
性
格
が
著
し
い
と
い
わ
れ
る
。
育
英
教
校
の
当
時
か
ら
、
大
変
な
議 

論
好
き
で
あ
っ
た
。
文
章
は
あ
ま
り
に
も
理
窟
っ
ぽ
く
っ
て
堪
能
と
は
い
え
な
か
っ
た
が' 

英
語
と
数
学
と
は
こ
と
に
得
意
で
あ 

っ
た
。
そ
れ
だ
け
に
東
京
大
学
で
も
、
は
じ
め
は
物
理
学
を
専
攻
し
よ
う
か
と
考
え
た
。
し
か
し
諸
友
相
談
の
結
果
、
予
備
門
終
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了
後
は
、
文
学
部
哲
学
科
に
進
学
し
た
。
こ
こ
で
満
之
は
、
新
し
い
西
欧
の
思
想
を
貪
婪
に
吸
収
し
た
。
と
く
に
フ
ェ
ノ 

ロ
サ
教 

授
の
導
き
で' 

ヘ
ー
ゲ
ル
か
ら
多
く
を
学
ん
だ
。
明
治
二
十
年
七
月
、
二
十
四
歳
で
大
学
を
卒
業
、
引
続
き
大
学
院
に
の
こ
っ
て 

宗
教
哲
学
を
専
攻
し
た
。
か
た
わ
ら
第
一
高
等
中
学
校
お
よ
び
哲
学
館
に
教
鞭
を
と
り
な
が
ら' 

学
者
と
し
て
の
将
来
を
大
い
に 

嘱
目
さ
れ
て
い
た
。
ま
さ
に
帝
大
出
の
文
学
士
と
い
う
明
治
の
知
的
エ
リ
ー
ト
で
あ
っ
た
。

学
生
時
代
は' 

誰
に
と
っ
て
も
楽
し
い
想
い
出
を
の
こ
す
。
そ
の
楽
し
さ
を
か
も
し
出
す
も
の
の
一
つ
は' 

若
さ
に
あ
ふ
れ
た 

友
だ
ち
と
の
交
わ
り
で
あ
る
。
満
之
も
こ
の
時
代
に
、
生
涯
か
わ
ら
ぬ
友
を
得
た
。
そ
の
数
は
多
く
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
深 

い
友
情
に
結
ば
れ
た
親
し
い
友
で
あ
っ
た
。

師
は
新
な
人
と
談
話
す
る
は
決
し
て
嫌
は
れ
ぬ
質
で
し
た
が
、
ド
コ
と
な
く
厳
正
の
処
が
あ
っ
て
犯
し
難
く
、
之
が
多
く 

(

〇) 

の
友
の
無
か
っ
た
訳
で
せ
う
。

(
11) 

先
生
は
学
生
時
代
か
ら
、
 

交
際
が
広
く
は
な
く
て
深
い
方
で' 

学
問
を
さ
る
る
の
も
さ
う
云
ふ
風
で
あ
り
ま
し
た
。
 

こ
う
し
た
幾
人
か
の
親
友
が
、
そ
の
後
の
満
之
の
行
動
や
思
想
、
た
と
え
ば
宗
門
改
革
運
動
や
精
神
主
義
に
大
き
な
影
響
を
及 

ぼ
す
こ
と
に
な
っ
た
。
か
れ
ら
の
中
に
は
、
同
じ
く
教
団
内
か
ら
派
遣
さ
れ
た
東
京
留
学
生
も
あ
り
、
全
く
教
団
外
の
人
物
も
あ 

っ
た
。
今
川
覚
神
、
稲
葉
昌
丸
な
ど
は
前
者
で
あ
り' 

沢
柳
政
太
郎
は
後
者
で
あ
っ
た
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
当
時
の
日
本
で
は
 ゝ

最
高
の
知
識
人
グ
ル
ー
プ
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

満
之
自
身
の
う
ち
に
も' 

そ
う
し
た
エ
リ
ー
卜
と
し
て
の
自
負
、
あ
る
い
は
一
種
、の
優
越
感
と
い
っ
た
も
の
は
、
悪
い
意
味
で 

は
な
い
に
し
ろ
確
か
に
あ
っ
た
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
村
上
専
精
の
つ
ぎ
の
よ
う
な
想
い
出
話
は
、
そ
の
一
つ
の
側
面
的
な
例
証
と 

す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

氏
は
明
治
二
十
年
に
大
学
を
卒
業
せ
ら
れ
て' 
:
:
:

哲
学
館
の
教
授
を
し
て
を
ら
れ
た
。
私
も
其
の
後
東
京
へ
来
て
、
矢 

張
哲
学
館
の
教
授
を
や
り
ま
し
た
が
、
麻
布
か
ら
本
郷
ま
で
テ
ク
テ
ク
通
う
て
、

一
月
に
月
給
が
大
枚
一
円
五
十
銭
、
同
じ
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教
授
で
も
氏
と
私
と
は
大
い
に
懸
隔
が
あ
っ
た
の
で
す
。

こ
の
当
時
は
哲
学
を
知
ら
ね
ば
学
者
で
な
い
位
の
時
代
で
あ
っ
た 

の
で' 

私
は
同
志
の
人
々
と
相
談
し
て
、
な
い
中
か
ら
私
は
一
人
で
一
円
だ
け
奮
発
す
る
、
後
は
み
ん
な
で
四
円
だ
け
集
め 

て
、
都
合
五
円
を
毎
月
の
御
礼
と
な
し
て
ゝ
氏
か
ら
カ
ン
ト
の
哲
学
を
き
く
こ
と
を
御
願
ひ
し
た
こ
と
が
あ
る
。
其
の
時
氏 

は

「
ま
あ
五
円
位
で
い
い
で
せ
う
」
と
云
は
れ
た
。
私
は
せ
め
て
多
い
と
で
も
云
は
れ
る
こ
と
と
思
う
て
ゐ
た
の
で
、
実
に 

(
12) 

あ
っ
け
に
と
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
当
時
の
氏
は
、
勇
気
凛
然
た
る
も
の
で
あ
り
ま
し
た
。
 

満
之
は
、
哲
学
館
の
評
議
員
に
も
な
っ
て
い
る
が
、
月
給
は
い
く
ら
だ
っ
た
か
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
同
時
に
非
常
勤
で
出 

講
し
て
い
た
第
一
高
等
中
学
校
か
ら
は
、

「
報
酬
と
し
て
一
ケ
月
金
四
拾
円
贈
貽
可
致
…
…
」
と
い
う
辞
令
を
受
け
て
い
る
。
経 

済
的
に
も
恵
ま
れ
た
学
士
様
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

満
之
は
、
在
学
中
も
首
席
の
特
待
生
を
続
け
て
い
た
。
そ
れ
だ
け
に' 

こ
の
ま
ま
で
進
め
ば
、
大
学
院
か
ら
博
士
の
称
号
を
受 

け
、
や
が
て
大
学
教
授
に
就
任
す
る
こ
と
も
、
た
だ
時
間
の
問
題
と
い
う
状
況
だ
っ
た
由
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
満
之
は
こ 

の
コ
ー
ス
を
捨
て
る
。
明
治
二
十
一
年
七
月' 

本
山
か
ら
呼
ば
れ
て
京
都
へ
帰
っ
て
行
く
。
当
時
大
谷
派
で
経
営
を
担
当
す
る
こ 

と
に
な
っ
た
京
都
府
立
尋
常
中
学
校
に
、
校
長
と
し
て
赴
任
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。

の
ち
に
こ
れ
を
回
想
し
て' 

稲
葉
昌
丸
は
っ 

ぎ
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。

実
は
吾
々
東
京
へ
留
学
を
命
ぜ
ら
れ
た
も
の
は
、
彼
此
五
六
人
も
あ
り
ま
し
た
。:

：:

然
し
そ
の
時
は
、
京
都
は
魔
界
の 

如
く
云
は
れ
、
又
思
は
れ
た
時
で
あ
っ
て
、

一
度
京
都
を
出
た
人
は' 

決
し
て
帰
ら
な
い
と
云
ふ
時
で
あ
り
ま
し
た
が
、
…

(
13) 

…
呼
ば
れ
る
な
り
、
清
沢
さ
ん
は
、
友
人
に
も
計
ら
ず
、
只
だ
独
り
決
然
と
し
て
京
都
に
行
か
れ
ま
し
た
。
 

そ
れ
な
ら
ば
ゝ
満
之
が
「
独
り
決
然
と
し
て
」
京
都
の
本
山
に
帰
っ
て
行
っ
た
理
由
は' 

何
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

い
ま
ま 

で
述
べ
て
き
た
と
こ
ろ
を
も
う
一
度
整
理
し
な
が
ら
、
こ
の
問
題
を
ゝ
満
之
自
身
の
内
的
動
機
と
い
う
限
ら
れ
た
側
面
か
ら
考
え 

て
み
た
い
。
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満
之
は
俗
家
か
ら
大
谷
派
教
団
に
入
っ
た
。
世
襲
僧
侶
の
間
に
伍
し
て
は
、
い
わ
ば
よ
そ
も
の
で
あ
る
。
し
か
も' 

出
家
の
動 

機
は' 

み
ず
か
ら
省
み
て
決
し
て
立
派
で
は
な
い
。
ほ
か
の
人
な
ら
ば
、
育
英
教
校
を
利
用
し
っ
ぱ
な
し
で
平
然
た
り
え
た
か
も 

知
れ
な
い
。
し
か
し
満
之
は
、
あ
ま
り
に
も
誠
実
で
あ
っ
た
。
僧
侶
と
し
て
何
と
な
く
ひ
け
目
を
感
ぜ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
そ 

う
い
う
自
分
に
学
問
を
さ
せ
て
く
れ
る
本
山
に
対
し
て
は
、 

恩
の
負
い
目
を
覚
え
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。

こ
う
し
た
ひ
け
目
や
負 

い
目
が
ひ
と
つ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
な
っ
て' 

立
派
な
教
団
人
に
な
ろ
う
と
す
る
努
力
を
生
ん
だ
。
満
之
に
と
っ
て
は' 

そ
れ
が
恩 

に
報
い
る
唯
一
の
道
と
思
わ
れ
た
。
努
力
の
結
果
、
文
字
ど
お
り
エ
リ
ー
ト
と
し
て
本
山
か
ら
選
ば
れ
た
。

こ
う
し
て
東
京
大
学 

に
学
ん
だ
こ
と
が
、
や
が
て
満
之
の
心
の
う
ち
に
、
ひ
け
目
を
裏
返
し
に
し
た
よ
う
な
自
負
を
も
た
ら
し
た
。
教
団
の
た
め
に
、
 

大
い
に
な
す
と
こ
ろ
あ
ろ
う
と
み
ず
か
ら
恃
む
自
負
で
あ
る
。
立
派
な
僧
侶
と
し
て' 

よ
く
本
山
の
恩
に
報
い
る
こ
と
が
で
き
る 

は
ず
だ
と
い
う
自
信
で
あ
る
。
満
之
自
身
の
つ
ぎ
の
こ
と
ば
が
こ
の
よ
う
な
心
の
機
微
を
窺
わ
せ
る
に
足
る
と
思
わ
れ
る
。
 

人
は
恩
義
を
思
は
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
所
謂
四
恩
を
説
く
の
人
は
多
き
も' 

其
の
有
難
味
を
解
し' 

之
に
報
ぜ
ん
こ
と
を
思 

ふ
も
の
は
必
ず
し
も
多
か
ら
ず
。

余
は
国
家
の
恩
、
 

父
母
の
恩
は
い
ふ
ま
で
も
な
く'

身
は
俗
家
に
生
れ
、 

縁
あ
り
て 

真
宗
の
寺
門
に
入
り
、
本
山
の
教
育
を
受
け
て
今
日
に
至
り
た
る
も
の
、
こ
の
点
に
於
い
て
、
余
は
篤
く
本
山
の
恩
を
思
ひ

(
14) 

之
が
報
恩
の
道
を
尺
さ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。

た
だ
独
り
決
然
と
し
て
京
都
中
学
校
長
に
赴
任
し
た
理
由
は
、
こ
こ
に
あ
っ
た
。
そ
し
て' 

俗
家
の
出
、
不
純
の
動
機
と
い
う 

ひ
け
目
が
、

一
種
の
劣
等
感
あ
る
い
は
弱
さ
の
意
識
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

エ
リ
ー
ト
と
し
て
の
自
負
は
、
実
は
こ
れ
を
裏
返
し
し 

た
一
種
の
優
越
感
あ
る
い
は
強
さ
の
意
識
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
そ
の
何
れ
が
前
景
に
現
わ
れ
る
か
に
し
た
が
っ
て' 

満
之
今
後
の 

行
動
や
思
想
に
、
い
わ
ば
対
照
的
な
色
合
い
の
相
違
が
生
じ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
校
長
赴
任
前
後
の
満
之
に
顕
著
な
の
は 

こ
の
う
ち
自
負
と
強
さ
の
意
識
の
方
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

満
之
が
京
都
へ
赴
任
し
た
年
の
十
二
月
に
、
中
村
楼
で
大
谷
派
の
忘
年
会
が
開
か
れ
た
。
そ
の
出
席
者
の
ひ
と
り
は' 

往
時
を
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回
想
し
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
満
之
の
姿
を
描
い
て
い
る
。

そ
の
席
で
初
め
て' 

兼
ね
て
名
前
丈
け
は
聞
い
て
居
っ
た
清
沢
師
に
遇
ひ
ま
し
た
。

一
方
に
は
高
倉
の
講
者
さ
ん
達
が
、 

さ
な
が
ら
羅
漢
の
様
な
様
子
で
陣
ど
っ
て
居
ら
れ
る
。

一
方
に
は
若
い
当
世
風
の
廿
五'

ハ
の
小
さ
い
人
が' 

一
方
の
旗
頭 

の
様
な
風
に
す
わ
っ
て
居
ら
れ
る
。

い
か
に
も
そ
の
対
照
が
妙
で
あ
る
。
そ
の
若
い
人
が
即
ち
清
沢
師
で
あ
る
。
そ
の
時
、
 

今
で
は
物
故
せ
ら
れ
た
渥
美
師
が
演
説
を
や
ら
れ
る
。
清
沢
師
も
演
説
を
せ
ら
れ
る
。:

：:

そ
の
時
私
の
頭
に
う
つ
っ
た
清 

沢
師
は' 

ど
う
い
ふ
人
で
あ
る
か
と
い
ふ
と' 

い
か
に
も
ハ
イ
カ
ラ
な' 

香
水
を
ぷ
ん
ぷ
ん
に
ほ
は
せ
て' 

髪
を
真
中
か
ら 

わ
け
て
居
る
、
当
世
風
、
世
間
に
風
を
切
っ
て
動
く
、

一
騎
当
千
の
男
と
映
っ
て
居
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
 

ま
さ
に
今
を
時
め
く
明
治
の
文
学
士
で
あ
る
。
宏
荘
な
家
に
住
み' 

人
力
車
で
中
学
に
通
っ
た
。
新
式
の
洋
服
を
と
っ
か
え
ひ 

き
か
え
着
用
し' 

ス
テ
ッ
キ
を
つ
き
西
洋
煙
草
を
く
ゆ
ら
し
た
。
日
の
出
新
聞
社
が
、
京
都
に
お
け
る
学
者
三
傑
の
投
票
を
つ
の 

っ
た
と
こ
ろ
、
満
之
も
そ
の
一
人
に
挙
げ
ら
れ
た
と
い
う
。
村
上

専
精
が

「
勇
気
凛
然
」
と
評
し
た
満
之
の
姿
は
、
東
京
か
ら
そ 

の
ま
ま
京
都
に
ま
で
持
ち
越
さ
れ
た
。
と
い
う
よ
り
も
、
伏
魔
殿
と
さ
え
い
わ
れ
た
本
山
に
乗
り
こ
ん
で
、
満
之
の
意
気
は
よ
り 

一
層
さ
か
ん
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
時
の
本
山
執
事
渥
美
契
縁
と
な
ら
ん
で
一
席
の
演
説
を
ぶ
っ
た
満
之
の
胸
中
に
は
、
愛
山 

護
法
の
た
め
に
み
ず
か
ら
深
く
期
す
る
強
気
が
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。

本
山
の
側
で
も
、
文
学
士
徳
永
満
之
に
期
待
す
る
と
こ
ろ
は
大
き
か
っ
た
。
も
と
は
俗
人
の
こ
の
人
材
を
、
何
と
か
し
て
決
定 

的
に
宗
門
に
結
び
つ
け
た
い
と
考
え
て
い
た
。
そ
の
方
途
と
し
て
渥
美
は
、
三
河
大
浜
の
西
方
寺
の
長
女
清
沢
や
す
と
の
間
に
、
 

結
婚
話
を
と
り
も
っ
た
。
西
方
寺
で
は
、
子
供
が
女
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
有
名
な
大
坊
の
こ
と
で
あ
る
。
将
来
宗
門
を
背
負
う
よ 

う
な
人
物
が
養
子
に
欲
し
い
と
、
本
山
の
方
へ
申
し
入
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
話
に
乗
っ
て
、
や
が
て
満
之
が
清
沢
姓
を
名 

乗
る
に
至
っ
た
の
も' 

ひ
と
つ
に
は
、
生
涯
を
宗
門
に
捧
げ
よ
う
と
い
う
か
れ
の
決
意
か
ら
出
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
結
婚
は
、
 

京
都
へ
赴
任
後
約
一
ケ
月
を
経
た
頃
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
は
じ
め
て
満
之
も
、
世
襲.
制
に
か
ら
み
あ
っ
た
寺
と
い
う
錨
を
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も
っ
こ
と
に
な
っ
た
。

如

来

の

懐

以
上
二
項
に
わ
た
り
、
満
之
前
半
生
の
社
会
的
所
属
だ
け
を
た
ど
っ
て
み
た
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
満
之
個
人
の
大
谷
派
教
団
に 

対
す
る
社
会
的
位
置
を' 

そ
の
基
本
的
性
格
に
お
い
て
測
定
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

一
方
か
ら
い
え
ば' 

満
之
は
教
団
外
部
の
人
で
あ
る
。
そ
の
意
味
は
二
つ
で
あ
る
。

一
つ
は' 

俗
家
の
出' 

も
う
一
つ
は' 

帝 

大
の
出
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
満
之
の
心
中
に' 

前
者
は
ひ
け
目
を' 

後
者
は
自
負
を
か
も
し
出
し
た
。
ひ
け
目
と
自
負
と
は
、
 

複
雑
に
あ
い
表
裏
し
な
が
ら
行
動
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
な
っ
た
。

こ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
に' 

報
恩
と
い
う
方
向
が
与
え
ら
れ
た
と
こ
ろ 

か
ら
、
徹
底
し
て
教
団
人
た
ろ
う
と
す
る
満
之
の
生
き
方
が
選
び
と
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
意
味
で
は
、
満
之 

は
他
方
す
ぐ
れ
て
教
団
内
部
の
人
で
も
あ
っ
た
。
選

択

的

・
自
覚
的
な
教
団
人
の
一
員
で
あ
っ
た
。
慣
習
的
・
無
自
覚
的
な
僧
侶 

に
く
ら
べ
れ
ば
、
 

む
し
ろ
よ
り
深
く
教
団
内
部
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
僧
侶
で
あ
っ
た
。
換
言
す
れ
ば
、 

満
之
は
一
方
の
脚
を
大 

谷
派
教
団
の
外
部
に
、
他
方
の
脚
を
教
団
の
内
部
に
置
い
て
、

一
種
の
マ
ー
ジ
ナ
ル
・
マ
ン
と
も
い
え
る
よ
う
な
位
置
に
立
っ
て 

い
た
。
た
だ
し
、

マ
ー
ジ
ナ
ル
と
は
い
っ
て
も'

決
し
て
周
辺
的
な
領
域
に
脚
を
ふ
れ
て
い
る
だ
け
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
逆 

に
、
う
ち
教
団
の
中
心
に
深
く
錨
を
お
ろ
す
と
同
時
に' 

そ
と
最
新
の
知
識
界
に
大
き
く
根
を
は
っ
て
い
た
。
満
之
の
立
場
の
こ 

う
し
た
二
重
性
に
着
目
す
る
こ
と
が
、
今
後
の
か
れ
の
行
動
や
思
想
を
理
解
す
る
上
で
、

一
つ
の
た
す
け
に
な
る
と
思
う
わ
け
で 

あ
る
。

ハ
イ
カ
ラ
な
中
学
校
長
満
之
が' 

間
も
な
く
校
長
の
職
を
辞
し
て
、
激
し
い
禁
欲
主
義
の
生
活
に
入
っ
た
と
い
う
事
実
も' 

こ 

の
角
度
か
ら
光
を
あ
て
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
十
三
年
師
は
感
ず
る
所
あ
り
て
校
長
の
職
を
辞
せ
ら
れ
ま
し
た
。
併
し
高
倉
の
大
学
寮
に
於
け
る
哲
学
の
講
義
、
及
び
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中
学
の
授
業
の
方
は
従
前
の
通
り
変
り
ま
せ
な
ん
だ
。
此
の
時
已
後
の
変
化
は
驚
く
べ
き
も
の
で' 

猛
烈
な
る
制
欲
主
義
の 

実
行
が
始
ま
り
ま
し
た
。
之
ま
で
分
け
て
あ
っ
た
髪
は
除
か
れ
、

モ
ー
ニ
ン
グ
コ
ー
ト
は
法
衣
に
代
り
ま
し
た
。
当
時
は
文 

学
士
も
稀
な
方
で
、
こ
ん
な
み
す
ぼ
ら
し
い
法
衣
を
纏
は
れ
た
為
、

一
時
は
随
分
評
判
と
な
っ
て
、
東
京
に
ま
で
其
の
話
が

(
16)

聞
え

知
人
た
ち
が
こ
も
ご
も
に
語
る
右
の
よ
う
な
回
想
に
よ
っ
て
う
か
が
う
と
、
こ
の
禁
欲
主
義
へ
の
豹
変
ぶ
り
は
、
ま
こ
と
に
徹 

底
し
た
も
の
だ
っ
た
ら
し
い
。
酒
は
生
来
好
ま
な
か
っ
た
が
、
煙
草
は
断
っ
た
。
人
力
車
は
廃
し
て
厚
歯
の
下
駄
を
は
き
、
毎
朝 

一
里
以
上
の
路
を
ふ
ん
で
本
山
晨
朝
の
参
詣
に
通
よ
っ
た
。
木
綿
の
白
衣
に
黒
袈
裟
を
着
用
し' 

み
ず
か
ら
白
衣
食
青(

伯
夷
叔 

斉
に
音
通)

と
名
乗
っ
て
菜
食
主
義
を
実
行
し
た
。
翌
年
母
を
喪
っ
て
の
忌
中
精
進
を
き
っ
か
け
に' 

つ
い
に
塩
を
断
ち' 

煮
炊 

き
を
や
め
、
ソ
バ
粉
を
水
に
と
か
し
て
食
い
松
脂
を
な
め
る
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
す
す
ん
だ
。
こ
れ
を
満
之
自
身
は
「̂

5-111111111  

一
?。

協
&'0

の
実
験
」
と
呼
ん
で
い
る
。

こ
の
実
験
と
平
行
し
て' 

当
代
の
名
僧
を
歴
訪
し
て
聞
法
に
つ
と
め
、

殊
に
真
宗
の
仮 

名
聖
教
、
な
か
ん
ず
く
『
歎
異
抄
』
を
反
覆
熟
読
し
た
。

こ
れ
ほ
ど
の
禁
欲
修
行
は' 

真
宗
そ
の
も
の
の
本
旨
と
す
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
ま
い
。
自
力
作
善
雑
行
雑
修
の
否
定
は
、
親
鸞 

以
来
の
伝
統
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
満
之
が
こ
の
よ
う
な
行
者
に
徹
し
た
の
は
な
ぜ
か
。
説
明
を
要
す
る
問
題
で
あ
ろ
う
。
 

中
学
校
長
就
任
が
、

エ
リ
ー
ト
の
自
負
に
も
と
づ
く
強
気
の
行
動
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
校
長
辞
任
は' 

こ
れ
を
裏
返
し 

に
し
た
ひ
け
目
に
も
と
づ
く
行
動
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。

一
見
し
た
と
こ
ろ
、
こ
れ
ほ
ど
の
禁
欲
主
義
は
、
強 

気
の
自
負
に
支
え
ら
れ
な
け
れ
ば' 

続
け
る
こ
と
は
到
底
不
可
能
と
思
わ
れ
る
。
事
実' 

満
之
は
禁
欲
修
行
の
生
活
を
み
ず
か
ら 

予
告
し
て' 

つ
ぎ
の
よ
う
に
語
っ
た
と
い
う
。

真
宗
の
僧
風
は
次
第
に
衰
頹
せ
り
。
さ
れ
ば
、
早
晩
中
学
校
長
を
辞
し
、
自
ら
墨
の
衣
、
黒
の
袈
裟' 

綿
服
を
着
、
木
履 

を
穿
ち' 

各
地
を
行
脚
し
、
宗
門
の
真
義
を
発
揮
し
て
、
宗
風
の
拡
張
を
謀
ら
ん
と
欲
す
と
。
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校
長
辞
任
の
背
景
に
は' 

率
先
垂
範
し
て
宗
門
の
真
義
を
発
揮
し
よ
う
と
い
う
強
い
決
意
が
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
禁
欲
主
義 

の
生
活
も
、
校
長
赴
任
の
延
長
線
上
に
あ
っ
て' 

さ
ら
に
一
段
と
強
気
の
自
負
を
深
め
た
と
こ
ろ
に
現
わ
れ
た' 

と
い
う
こ
と
に 

な
る
。
た
し
か
に' 

こ
の
面
を
抜
き
に
し
て
は
、
満
之
の
こ
の
行
動
を
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
 

し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
お
腑
に
落
ち
か
ね
る
節
が
あ
る
。
満
之
が
行
な
っ
た
猛
烈
な
禁
欲
主
義
は
、
宗
門
の
教
義 

か
ら
は
逸
脱
し
て
い
る
。
そ
れ
を
知
ら
な
い
満
之
で
は
な
い
。
し
か
も
な
お
こ
の
極
端
に
ま
で
満
之
を
つ
き
動
か
し
た
動
因
は
何 

か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
宗
門
の
真
義
を
発
揮
す
る
た
め
、
と
だ
け
で
は
片
づ
か
な
い
疑
問
が
残
る
。

こ
れ
に
完
全
に
答
え
る
こ 

と
は' 

む
し
ろ
不
可
能
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
に
し
て
も' 

満
之
の
語
っ
た
よ
う
な' 

明
確
に
自
覚
さ
れ
た
動
機
の
ほ
か
に' 

い 

わ
ば
心
の
深
層
に
横
た
わ
る
も
の
を
想
定
す
る
こ
と
は' 

こ
の
際
有
効
だ
と
思
わ
れ
る
。

つ
ま
り
、
育
英
教
校
以
来
の
僧
侶
と
し 

て
の
ひ
け
目
と
い
う
要
因
が' 

そ
れ
で
あ
る
。

東
京
か
ら
満
之
を
迎
え
た
本
山
の
側
に
は
、
こ
の
ハ
イ
カ
ラ
文
学
士
に
対
す
る
期
待
も
あ
れ
ば
、
恐
ら
く
ま
た
、
批
判
や
反
撥 

も
あ
っ
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
満
之
を
一
方
の
旗
頭
に
見
た
て
て
、
羅
漢
の
よ
う
な
高
倉
の
講
者
さ
ん
た
ち
に
対
照
さ
せ
た
、
あ 

の
忘
年
会
の
情
景
描
写
は' 

実
は
期
せ
ず
し
て
、
よ
り
深
い
含
蓄
を
も
っ
て
い
た
、
単
な
る
外
景
に
は
と
ど
ま
ら
ず
、
少
な
く
と 

も
満
之
自
身
の
内
面
的
な
姿
勢
を
描
い
て
い
た
、
と
は
解
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
満
之
は
た
し
か
に' 

自
ら
恃
む
と
こ
ろ
あ
っ
て 

京
都
に
乗
り
こ
ん
だ
。
し
か
し
高
倉
の
羅
漢
さ
ん
た
ち
に
面
と
向
か
い
合
っ
て
み
れ
ば' 

年
少
の
頃
心
に
定
着
し
た
ひ
け
目
の
コ 

ン
プ
レ
ッ
ク
ス
も
ま
た
一
方
で
は
よ
み
が
え
っ
て
く
る
。
か
れ
ら
か
ら
後
指
を
さ
さ
れ
る
よ
う
な
僧
侶
で
は
あ
り
た
く
な
い
と
い 

う
自
己
防
衛
の
構
え' 

さ
ら
に
転
じ
て
は' 

か
れ
ら
の
僧
風
に
批
判
の
眼
を
む
け
る
対
決
攻
撃
の
姿
勢
が' 

そ
こ
か
ら
結
果
し
て 

き
た
。

こ
の
意
味
で' 

満
之
が
真
宗
の
僧
風
衰
頹
を
歎
く
裏
面
に
は' 

僧
侶
と
し
て
の
自
己
の
あ
り
方
に
対
す
る
不
安
が
、
か
ら 

み
合
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

つ
ま
り
こ
の
歎
き
は
、
そ
と
真
宗
の
僧
風
一
般
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
む
し
ろ 

よ
り
以
上
に' 

う,
ち
自
己
自
身
に
対
す
る
不
安
で
あ
り
批
判
で
あ
っ
た
。
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中
学
校
奉
職
と
平
行
し
て
、
満
之
は
、
高
倉
大
学
寮
で
宗
教
哲
学
や
西
洋
哲
学
史
な
ど
を
講
じ
て
い
る
。
伝
統
的
宗
学
の
根
拠 

地
に
入
り
こ
ん
で
、
最
新
の
知
識
に
も
と
づ
く
宗
教
理
論
の
展
開
を
試
み
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
明
治
二
十
五
年
に
出
版
さ
れ
た 

『
宗
教
哲
学
骸
骨
』
は' 

そ
の
講
義
を
も
と
に
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
書
物
に
対
し
て' 

満
之
自
身
が
晩
年
に
な
っ
て
つ
ぎ 

の
よ
う
な
批
判
を
加
え
て
い
る
。

人
の
思
想
は
、
大
抵
一
定
の
経
路
を
踏
む
も
の
と
見
え
て
、
始
は
兎
に
角
宗
教
を
学
問
的
に
綜
合
し
て
見
よ
う
な
ど
の
考 

の
起
る
も
の
で' 

自

分

の

『
骸
骨
』
な
ど
も
確
か
に
其
の
産
物
の
一
例
で
あ
る
が
、
実
は
此
の
時
の
考
は
未
だ
熟
し
て
居
ら

(8) 

ぬ
も
の
で
、

『
骸
骨
』
も
人
の
注
意
を
惹
か
ぬ
で
幸
で
あ
っ
た
が
、
誠
に
危
険
の
時
で
あ
る
。
 

自
己
批
判
が
、
こ
れ
ほ
ど
明
確
な
表
白
の
形
を
と
っ
た
の
は
、
後
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
す

で

に

『
骸
骨
』 

を
講
じ
て
い
た
そ
の
当
時
か
ら
、
何
か
こ
れ
に
類
す
る
批
判
が
、
高
倉
の
講
者
さ
ん
た
ち
の
間
で
は
あ
る
い
は
さ
さ
や
か
れ
て
い 

た
か
も
知
れ
な
い
。
少
な
く
と
も
満
之
自
身
は' 

宗
教
の
問
題
が' 

単
な
る
哲
学
や
知
識
だ
け
で
は
片
づ
か
な
い
こ
と
を
心
得
て 

い
た
。
講
義
の
は
じ
め
に
、

「
宗
教
の
全
体
は
到
底
吾
人
の
知
識
を
以
て
研
究
し
尽
す
事
能
わ
ず
。
故
に
宗
教
哲
学
は
只
だ
吾
人

〈19)

の
知
識
の
及
ぶ
だ
け
、
道
理
を
以
て
宗
教
の
原
理
を
研
究
説
明
す
る
所
の
学
問
也
」
と
こ
と
わ
っ
て
い
る
の
も' 

そ
の
故
で
あ
っ 

た
。
そ
れ
だ
け
に
、
講
義
に
こ
う
し
た
註
釈
を
つ
け
加
え
る
だ
け
で
は' 

僧
侶
と
し
て
の
後
め
た
さ
は
な
お
拭
い
切
れ
な
か
っ
た
。
 

ハ
イ
カ
ラ
文
学
士
で
い
る
限
り' 

単
な
る
口
舌
の
学
者
と
い
っ
た
非
難
は' 

た
と
え
外
か
ら
与
え
ら
れ
な
く
と
も
、 

満
之
み
ず
か 

ら
自
己
に
対
し
て
投
げ
つ
け
ざ
る
を
え
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
僧
侶
と
し
て
の
生
き
た
実
践
に
身
を
投
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て' 

満 

之
は
、
高
倉
大
学
寮
で
講
義
す
る
理
論
に
裏
付
け
を
与
え
ね
ば
お
さ
ま
れ
な
か
っ
た
。

満

之

は

「
七
分
三
分
に
悟
る
事
の
出
来
ぬ
人
で
あ
っ
た
。
十
の
も
の
を
十
尽
せ
ね
ば
満
足
出
来
ぬ
人
で
あ
っ
た
」
と
い
わ
れ
る
。
 

と
こ
と
ん
ま
で
の
徹
底
を
求
め
て
や
ま
ぬ
満
之
の
性
向
は' 

こ
こ
で
僧
分
の
実
践
に
あ
た
っ
て
も
極
度
に
発
揮
さ
れ
た
。
雑
行
雑 

修
の
否
定
が
真
宗
の
た
て
ま
え
で
あ
る
こ
と
を' 

知
ら
な
い
満
之
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
問
題
は' 

伝
統
的
な
真
宗
僧
侶
の
あ
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り
方
と
い
う
次
元
を
越
え
て
、
根
本
的
に
出
家
た
る
も
の
の
精
神
に
か
か
わ
っ
て
い
た
。
高
倉
の
羅
漢
さ
ん
た
ち
に
対
決
す
る
満 

之
の
姿
勢
は
、
そ
こ
に
あ
っ
た
。
と
同
時
に' 

対
決
の
相
手
は' 

ハ
イ
カ
ラ
文
学
士
と
し
て
の
自
己
で
も
あ
っ
た
。
世
俗
否
定
の 

出
家
の
道
が' 

た
だ
ち
に
自
己
の
ハ
イ
カ
ラ
ぶ
り
の
否
定
だ
け
に
は
と
ど
ま
ら
ず' 

さ
ら
に
す
す
ん
で
、
真
宗
僧
侶
の
伝
統
的
あ 

り
方
を
も
否
定
す
る
ほ
ど
の' 

つ
き
つ
め
た
形
で
実
験
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
こ
ま
で
徹
底
し
な
け
れ
ば
い
や
さ
れ
な
い. 

満
之
内
奥
の
ひ
け
目
で
あ
り
不
安
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
内
外
の
条
件
が
錯
綜
す
る
境
位
を
考
え
る
と
、
猛
烈
な
禁
欲
主
義
は' 

満
之
に
と
っ
て
い
わ
ば
一
つ
の
内
的
必
然
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
な
考
察
で
、
す
べ
て
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
は
思
わ
な
い
。
そ
れ
に
し
て
も' 

表
面
強
気
一
点
張
り
の
ご
と
く
に 

み
え
る
禁
欲
修
行
の
裏
面
に
は
、
こ
れ
を
つ
き
動
か
す
カ
と
し
て
、
自
己
に
対
す
る
ひ
け
目
や
不
安
が
あ
っ
た
。
そ
う
考
え
れ
ば. 

校
長
辞
任
に
は
じ
ま
る
満
之
の
行
動
も
理
解
し
や
す
く
な
る
と
思
う
わ
け
で
あ
る
。

さ
て' 

禁
欲
主
義
の
極
端
さ
は
、
や
が
て
満
之
の
肉
体
を
む
し
ば
ま
ず
に
は
す
ま
な
か
っ
た
。
明
治
二
十
七
年' 

つ
い
に
満
之 

は
肺
結
核
に
た
お
れ
た
。
当
時
と
し
て
は
、
ま
さ
に
不
治
の
病
で
あ
る
。

こ
こ
で
満
之
は' 

近
々
と
死
の
淵
に
ひ
き
よ
せ
ら
れ
、
 

そ
の
深
さ
を
の
ぞ
き
み
る
こ
と
に
な
っ
た
。
心
配
し
た
友
人
た
ち
は' 

垂
水
の
海
岸
に
家
を
一
軒
借
り
て' 

転
地
療
養
を
強
く
す 

す
め
た
。
さ
す
が
の
満
之
も
我
を
折
っ
た
。

「
今
ま
で
の
徳
永
は
、
こ
れ
で
死
亡
し
た
。
此
上
は
此
屍
骸
は
諸
君
の
自
由
に
任
か

(
20)

せ
ま
せ
う
」
。
そ
う
い
っ
て
垂
水
の
家
へ
移
っ
て
行
っ
た
。

療
養
の
床
に
身
を
横
た
え
た
満
之
に
は' 

静
か
な
反
省
の
機
会
が
訪
れ
た
。
病
の
苦
し
さ
も
さ
る
こ
と
な
が
ら' 

反
省
の
舌
先 

に
ひ
と
し
お
に
が
い
の
は' 

真
摯
な
禁
欲
が
つ
ま
る
と
こ
ろ
何
に
も
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
精
魂
こ
め
た
修
行 

が
、
無
慙
に
も
不
治
の
病
を
以
て
報
わ
れ
た
と
い
う
事
実
で
あ
っ
た
。
幼
い
頃
か
ら
耳
に
慣
れ
た
自
力
無
効
の
教
え
が
、
こ
こ
で 

よ
う
や
く
実
感
を
以
て
満
之
に
迫
っ
て
く
る
よ
う
に
な
っ
た
。

「
ど
う
も
あ
の
時
分
の
私
は
、
 

実
に
我
慢
の
極
点
に
達
し
て
居
ま
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し
た
」
と
、

い
う
ふ
う
に
、
わ
が
身
の
様
を
反
省
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。

こ
う
し
て
満
之
は'

真
実
の
意
味
で
の
他
力
信
仰
獲
得
へ
第
一
歩
を
踏
み
出
す
。
獲
信
は
、

一
挙
に
完
結
し
た
の
で
は
な
か
っ 

た
。
そ
の
後
の
生
活
史
の
幾
曲
折
に
そ
っ
て' 

深
化
と
純
化
の
過
程
が
あ
っ
た
。
そ
れ
に
し
て
も' 

満
之
は
こ
こ
で
は
じ
め
て
他 

力
如
来
を
見
出
し
た
と
い
っ
て
よ
い
。
単
な
る
知
識
や
理
論
の
問
題
と
し
て
で
は
な
く'

全
人
的
な
信
仰
の
問
題
と
し
て' 

真
実 

に
如
来
に
出
会
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て' 

如
来
を
信
仰
の
帰
依
所
と
し
て
も
っ
と
い
う
こ
と
は' 

い
ま
ま
で
と
は
次
元
の
異 

な
っ
た
新
し
い
生
活
空
間
が
、
満
之
に
与
え
ら
れ
た
こ
と
を
意
味
し
た
。
別
の
い
い
方
を
す
れ
ば' 

満
之
は
、
禁
欲
修
行
に
挫
折 

し
た
病
の
床
で
は
じ
め
て' 

如
来
の
懐
と
い
う
究
極
的
な
所
属
の
場
を
発
見
し
た
。
そ
れ
は
、
上
述
し
た
よ
う
な
俗
門
士
族
の
家 

系
お
よ
び
東
京
大
学
出
身
の
エ
リI

卜
:

ク
ル
ー
プ
を
第
一' 

第
二
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
に
対
し
て
い
わ
ば
第
三
の
精
神
的 

な

所

属

の

場

で'

っ
た
。
し
か
も
こ
の
場
の
発
見
は
、
実
は
と
っ
く
の
昔
か
ら
す
で
に
如
来
の
懐
に
い
だ
き
と
ら
れ
て
い
る
自
己. 

つ
ま
り
真
実
の
僧
と
し
て
の
自
己
の
発
見
で
も
あ
っ
た
。

現
実
の
制
度
的
大
谷
派
教
団
に
対
す
る
満
之
の
か
か
わ
り
方
は
、
こ
の
第
三
の
、
宗
教
に
と
っ
て
最
も
根
源
的
な
次
元
の
開
け 

は
じ
め
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
、

一
層
の
複
雑
さ
を
加
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。

い
っ
て
み
れ
ば
、
見
え
る
大
谷
派
の
教
団
に 

対
し
て' 

見
え
ざ
る
如
来
の
教
団
と
い
う
問
題
が
か
ら
ん
で
く
る
わ
け
で
あ
る
。
現
実
の
教
団
と
満
之
の
描
く
教
団
の
イ
メ
ー
ジ 

と
の
喰
い
違
い
と
い
っ
た
事
態
は
、
主
と
し
て
こ
こ
に
起
因
し
た
。
そ
し
て
ま
た' 

こ
の
喰
い
違
い
が
、
大
谷
派
改
革
運
動
か
ら 

さ
ら
に
一
転
し
て
精
神
主
義
運
動
へ
の
路
を
、
満
之
に
と
っ
て
の
内
的
必
然
と
す
る
一
因
で
も
あ
っ
た
。

お

わ

り

に

如
来
に
属
す
る
も
の
と
い
う
純
な
る
信
仰
は' 

満
之
に
お
い
て
も' 

決
し
て
一
気
に
確
立
し
た
の
で
ほ
な
か
っ
た
。
確
立
へ
の 

経
過
を' 

満
之
自
身
が
、
死
の
一
年
前
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
回
想
し
て
い
る
。
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回
想
す
。
明
治
廿
七
・
ハ
年
の
養
痫
に' 

人
生
に
関
す
る
思
想
を
一
変
し
、
略
ぼ
自
力
の
迷
情
を
翻
転
し
得
た
り
と
雖
も

 ゝ

人
事
の
興
廃
は' 

尚
ほ
心
頭
を
動
か
し
て
止
ま
ず
。
乃
ち
廿
ハ
・
九
年
に
於
け
る
我
が
宗
門
時
事
は
、
終
に
廿
九
・
卅
年
に 

及
べ
る
教
界
運
動
を
惹
起
せ
し
め
た
り
。

而
し
て
卅
年
末
よ
り
、
卅
一
年
始
に
亘
り
て' 

四
阿
含
等
を
読
誦
し
、
卅
一
年
四
月' 

教
界
時
言
の
廃
刊
と
共
に
此
の
運 

動
を
一
結
し' 

自
坊
に
投
じ
て
休
養
の
機
会
を
得
る
に
至
り
て
は' 

大
い
に
反
観
自
省
の
幸
を
得
た
り
と
雖
も
、
修
養
の
不 

足
は
尚
ほ
人
情
の
煩
累
に
対
し
て
平
然
た
る
能
は
ざ
る
も
の
あ
り
。

卅
一
年
秋
冬
の
交' 

エ
ピ
ク
テ
タ
ス
氏
教
訓
書
を
披
展
す
る
に
及
び
て' 

頗
る
得
る
所
あ
る
を
覚
え' 

卅
二
年' 

東
上
の 

勧
誘
に
応
じ
て
已
来
は' 

更
に
断
え
ざ
る
機
会
に
接
し
て' 

修
養
の
道
途
に
進
就
す
る
を
得
た
る
を
感
ず
。
 

而
し
て
今
や
仏
陀
は' 

更
に
大
な
る
難
事
を
示
し
て
、 

益
々
佳
境
に
進
入
せ
し
め
た
ま
ふ
が
如
し
。
豈
に
感
謝
せ
ざ
る
を 

得
む
や
。

(
22)

明
治
卅
五
年
五
月
末
日

結
核
発
病
か
ら
明
治
三
十
六
年
六
月
の
死
に
至
る
ま
で' 

わ
ず
か
十
年
に
も
満
た
な
い
後
半
生
で
あ
っ
た
。
し
か
し
内
容
的
に 

は
多
事
多
端' 

満
之
の
名
を
歴
史
に
と
ど
め
る
に
足
る
だ
け
の
重
み
を
も
っ
て
い
た
。
個
人
的
に
み
れ
ば' 

「
血
を
以
て
描
か
れ 

た
生
涯
」
と
評
さ
れ
る
ほ
ど
の
辛
酸
の
連
続
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
の
一
つ
一
つ
が
、
右
の
回
想
の
文
の
間
か
ら
浮
び
あ
が
っ
て 

く
る
。
満
之
が
主
導
し
た
大
谷
派
改
革
運
動
と
そ
の
結
末
、
養
家
西
方
寺
を
め
ぐ
っ
て
の
複
雑
な
人
情
の
煩
累' 

心
新
し
く
再
び 

東
京
に
上
っ
て
の
活
躍
の
数
々
、
 

つ
ま
り
新
法
主
の
教
育' 

真
宗
大
学
の
経
営
、
 

浩
々
洞
を
中
心
と
す
る
精
神
主
義
運
動
な
ど' 

さ
ら
に
は' 

妻
子
の
死
別
や
満
之
が
「
余
の
三
部
経
」
と

よ
ん
だ

『
歎
異
抄
』
、
『
阿
含
経
』'

『
,
ヒ
ク
テ
タ
ス
語
録
』

の
こ
と
等 

々
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
す
べ
て
を
大
谷
派
教
団
と
の
か
か
わ
り
の
中
で
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
い
ま
は
そ
の
余
裕
が
な
い
。
 

考
察
に
あ
た
っ
て
の
基
本
的
な
着
眼
点
と
し
て' 

上
来
三
つ
の
所
属
の
問
題
を
拾
い
出
し
て
み
た
だ
け
で
満
足
す
る
ほ
か
は
な
い
。
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満
之
生
涯
の
大
事
業
は
、
宗
門
改
革
運
動
と
精
神
主
義
運
動
の
二
っ
と
い
っ
て
よ
い
が' 

そ
れ
ら
の
性
格
解
明
に
あ
た
っ
て
ゝ
こ 

う
し
た
着
眼
も
一
つ
の
力
と
な
り
う
る
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に
つ
け
加
え
て
お
き
た
い
の
は
、
満
之
の
到
り
つ
い
た
最
後
の
信
仰
の
境
地
に
つ
い
て
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

一
 

ロ
に
い 

え
ば' 

地
上
の
僧
俗
の
別
を
超
え
た
如
来
の
教
団
に
属
す
る
も
の
と
し
て
自
己
を
獲
得
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

自
己
と
は
他
な
し
。
絶
対
無
限
の
妙
用
に
乗
托
し
て
、
任
運
に
法
爾
に
此
の
境
遇
に
落
在
せ
る
も
の
、
即
ち
是
な
り
。
只 

だ
夫
れ
絶
対
無
限
に
乗
托
す
。
故
に
死
生
の
事' 

亦
た
憂
ふ
る
に
足
ら
ず
。
死
生
尚
ほ
且
つ
憂
ふ
る
に
足
ら
ず
。
如
何
に
況 

は
ん
や
、
此
よ
り
而
下
な
る
事
件
に
於
て
を
や
。:

：:

我
人
は
寧
ろ
只
管
絶
対
無
限
の
吾
人
に
賦
与
せ
る
も
の
を
楽
し
ま
ん 

か
な
。

満
之
が
日
記
に
誌
し
た
こ
の
よ
う
な
信
境
に
お
い
て
は' 

家
系
に
由
来
す
る
ひ
け
目
も
、
東
京
大
学
出
身
の
自
負
も
、
共
に
す 

で
に
あ
と
か
た
な
く
超
え
ら
れ
て
い
る
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
ひ
け
目
と
自
負
と
に
か
ら
み
合
っ
た
報
恩
の
責
任
も 

ま
た' 

乗
り
超
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
か
つ
て
は
恩
と
責
任
を
強
調
し
た
満
之
が
、
晩
年
に
な
る
と
一
転
し
て
、
如
来
に
ま 

か
せ
て
の
無
責
任
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
真
宗
他
力
の
安
心
を
見
出
す
わ
け
で
あ
る
。
終
始
大
谷
派
教
団
人
と
し
て
の
責
任
に
生
き 

よ
う
と
し
た
満
之
は
、
如
来
に
よ
っ
て
そ
の
責
任
か
ら
解
き
放
た
れ
た
と
き
に
、
は
じ
め
て
僧
と
な
り
切
る
こ
と
が
で
き
た
と
い 

っ
て
よ
か
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、

「
已
に
如
来
に
依
り
て
弁
護
せ
ら
れ
終
り
た
」
真
実
の
僧' 

真
実
の
教
団
人
の
姿
で
あ
っ
た
。

(1) 

暁
烏
敏
，
西
村
見
暁
共
編
『
清
沢
満
之
全
集
』
第

八

巻(

以
下
、
全
、
旭
、
と
い
う
ふ
う
に
略
記)

五
六
三
頁
。

(2) 

同
、
五
九
七
——
ハ
頁
。

(3) 

同
、
二
入
七
——
ハ
頁
。

(4) 
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な
ど
参
照
。

(7) 

全
、I

、
五
三
九
頁
。

(8) 
(
9
)

同
、
五
四
一
頁
。

(
10) 

同
、
五
九
五
頁
。

(
11) 

暁
烏
敏
『
清
沢
先
生
の
信
仰
』

ー
ー
ー
頁
。

(
12) 

全
、I

、
六
三
四
——
五
頁
。

(
13) 

同
、
五
九
三
—
四
頁
。

(
14) 

全
、
皿
、
六
〇
九
頁
。

(
15) 

同
、
六
七
九
——
ハ
〇
頁
。

(
16) 

同
、
六
ハ
九
—
九
〇
頁
。

(
17) 

同
、
六
ハ
七
頁
。

(
18) 

同
、
七
〇
ー
ー
ニ
頁
。

(
19) 

全
、
ロ'

一
 

ー
ニ
頁
。

(
20) 

全
、
皿
、
七
五
五
頁
。

(
21) 

全
、V

、

一
七
七
頁
。

(
22) 

全
、⑷

、
四
七
五
—
六
頁
。

(
23) 

同
、
三
八
〇
頁
。

な
お
、
本
稿
は,
一011

「
!

一
巴 〇

: 4
2.311 

2.11(1  4

才
〇-8

.
1
1

卑!16
0-0 V

。

一
・II

I
、

N
9
 112.  5020

〇
題 

〇̂ 

1
1
6
1

^:
〇
ー
コ!
！̂

9
3
1

！、19
6
8

 

に
の
せ
る
た
め
に
、
昭
和
四
十
二
年
三
月
に
脱
稿
し
た
日
本
語
原
文
で
あ
る
。
本
誌
の
読
者
に
は
不
必
要
な
記
述
や
、
同
年
九
月
発
行
の 

拙

著

『
近
代
の
仏
教
者
』
と
重
複
す
る
文
章
も
多
い
。
い
ま
さ
ら
い
か
が
か
と
も
思
わ
れ
た
が
、

一
部
に
手
を
入
れ
た
だ
け
で
そ
の
ま
ま 

に
御
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
く
。
そ
の
場
を
与
え
て
下
さ
っ
た
こ
と
に
深
い
謝
意
を
表
す
る
。

96


