
「
宗
教
学
」
に
始
ま
り
「
宗
教
学
」
に
終
わ
る
学
究
生
活
（
川
口
）

1─　   ─

一
、
は 

じ 

め 

に

　

岡
島
秀
隆
所
長
先
生
に
は
、
私
の
履
歴
を
事
細
か
く
、
ま
た
過
分

な
ご
紹
介
を
い
た
だ
き
恐
縮
至
極
で
す
。
本
当
は
「
宗
教
学
」
の
最

後
の
講
義
時
間
に
と
思
っ
て
い
ま
し
た
が
、
一
般
公
開
と
い
う
こ
と

か
ら
本
日
に
な
り
ま
し
た
。
今
日
は
天
気
も
よ
く
い
つ
も
よ
り
少
し

暖
か
い
好
天
に
恵
ま
れ
た
日
で
、
会
場
一
杯
に
多
く
の
皆
様
が
ご
来

聴
下
さ
い
ま
し
て
心
か
ら
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　

さ
て
、
拝
見
し
ま
す
と
教
え
子
の
大
学
生
諸
君
を
始
め
、
教
職
員

の
皆
様
、
そ
れ
に
中
日
文
化
セ
ン
タ
ー
の
聴
講
生
、
拙
寺
の
檀
信
徒

の
皆
様
な
ど
老
若
男
女
の
顔
が
み
え
ま
す
。
日
曜
日
の
夕
方
五
時
半

に
な
る
と
中
京
テ
レ
ビ
で
「
笑
点
」
と
い
う
番
組
が
放
送
さ
れ
ま

す
。
そ
の
中
で
落
語
家
が
一
同
揃
っ
て
「
大
喜
利
」
を
や
っ
て
い
ま

す
。
一
、
二
年
前
の
「
大
喜
利
」
で
「
18
歳
と
81
歳
の
違
い
」
を
比

べ
て
い
ま
し
た
。
今
日
も
18
歳
か
ら
22
歳
の
若
い
学
生
さ
ん
と
上
の

方
は
「
う
ー
ん
」
位
な
人
ま
で
多
く
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
18
と

81
、
数
字
を
ち
ょ
っ
と
ひ
っ
く
り
返
す
だ
け
で
す
が
、
年
齢
と
し
て

み
る
と
大
分
違
い
が
あ
り
ま
す
。

　

一
は
、
道
路
を
爆
走
す
る
の
が
18
歳
、
道
路
を
逆
走
す
る
の
が
81

歳
、
本
当
に
逆
走
し
て
、
コ
ン
ビ
ニ
と
か
民
家
な
ど
に
突
入
し
た
り

す
る
事
故
が
最
近
は
ニ
ュ
ー
ス
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

二
は
、
心
が
も
ろ
い
の
が
18
歳
、
骨
が
も
ろ
い
の
が
81
歳
と
。

　

三
は
、
恋
に
溺
れ
る
の
が
18
歳
、
風
呂
で
溺
れ
る
の
が
81
歳
。

　

四
は
、
偏
差
値
が
気
に
な
る
の
が
18
歳
、
血
糖
値
が
気
に
な
る
の

【
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が
81
歳
。

　

五
は
、
ま
だ
何
も
知
ら
な
い
の
が
18
歳
、
も
う
何
も
覚
え
て
い
な

い
の
が
81
歳
。

　

六
は
、
自
分
探
し
の
旅
を
し
て
い
る
の
が
18
歳
、
出
か
け
た
ま
ま

帰
る
家
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
、
皆
が
探
し
て
い
る
の
が
81
歳
。

　

七
は
、
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
出
た
い
と
思
う
の
が
18
歳
、
東
京

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
ま
で
生
き
た
い
と
思
う
の
が
81
歳
。

　

皆
さ
ん
は
笑
い
ま
す
け
ど
、
今
日
は
そ
の
18
歳
と
81
歳
の
方
が

い
っ
ぺ
ん
に
こ
こ
に
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
私
は
ど
こ
に
焦
点
を
置

い
て
お
話
を
す
れ
ば
よ
い
の
か
、
一
番
難
し
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
し

た
が
、
皆
様
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
と
こ
ろ
で
興
味
を
持
っ
て
い
た
だ
け

れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

ち
ょ
っ
と
眼
鏡
を
老
眼
鏡
に
替
え
ま
す
。
最
近
は
目
が
駄
目
、
歯

も
駄
目
で
、
駄
目
な
と
こ
ろ
ば
か
り
で
す
。
歯
が
抜
け
て
入
れ
歯
、

さ
し
歯
に
し
ま
す
と
言
葉
が
は
っ
き
り
し
な
い
ん
で
す
ね
。
発
音
が

駄
目
で
す
。
ま
た
、
固
い
食
べ
も
の
が
駄
目
で
す
。
特
に
鶏
の
か
ら

あ
げ
が
一
番
苦
手
で
す
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
固
い
た
め
に
歯
が
折

れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
入
れ
歯
に
な
る
と
言
葉
の
歯
切
れ
が
悪
く
、
特
に
「
さ
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行
」
が
「
さ
す
す
せ
す
」
と
聞
こ
え
る
ん
で
す
ね
。
講
義
中
に
一
番

前
に
い
た
某
女
子
学
生
さ
ん
が
私
の
顔
を
み
て
ど
う
し
た
か
と
い
い

ま
す
と
、
耳
に
手
を
当
て
て
「
え
？
、
え
？
」
と
や
る
の
で
す
。
そ

し
て
「
ジ
エ
ン
」
で
す
か
「
ゼ
ン
」
で
す
か
、
は
っ
き
り
発
音
し
て

下
さ
い
と
か
わ
い
い
顔
し
て
い
う
の
で
す
。
こ
れ
に
は
ま
い
り
ま
し

た
ね
。
ま
た
、
シ
ョ
ッ
ク
で
も
あ
り
ま
し
た
。

　

そ
う
い
え
ば
、
私
が
若
い
頃
、
校
内
を
年
輩
の
先
生
が
緩
歩
さ
れ

て
い
る
の
を
み
ま
し
た
。
先
生
は
杖
を
つ
き
な
が
ら
ゆ
っ
く
り
と
歩

い
て
い
る
の
で
す
。
御
高
齢
な
方
で
す
が
、
有
名
な
先
生
な
ん
で
す

よ
と
紹
介
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
自
分
も
そ
の
年
齢
に
な
っ

て
き
た
の
だ
と
改
め
て
認
識
し
ま
し
た
が
、
そ
の
境
地
を
少
し
わ
か

る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
ろ
そ
ろ
引
き
際
で
あ
る
と
も
感
じ

て
お
り
、
今
後
、
ボ
ケ
な
い
た
め
に
も
口
の
体
操
と
い
う
か
、
は
っ

き
り
し
た
言
葉
が
い
え
る
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま

す
。

　

そ
こ
で
、
今
日
は
私
自
身
の
こ
と
を
お
話
し
し
な
が
ら
教
育
、
そ

れ
に
研
究
の
両
面
に
わ
た
っ
て
感
じ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
て
み
た
い

と
思
い
ま
す
。

　

私
は
昭
和
二
三
年
の
三
月
生
ま
れ
、
昭
和
二
二
年
の
四
月
以
後
に

生
ま
れ
た
方
と
同
級
生
で
す
。
団
塊
の
世
代
な
の
で
す
。
団
塊
の
世

代
と
い
う
の
は
一
学
年
が
、
だ
い
た
い
二
五
〇
万
か
ら
二
七
〇
万

人
。
昭
和
二
二
か
ら
二
五
年
頃
は
一
塊
の
世
代
だ
と
、
堺
屋
太
一
さ

ん
が
い
う
の
で
す
。

　

平
成
二
九
年
の
人
口
は
、
一
学
年
が
一
〇
〇
万
人
を
切
っ
て
い
る

た
め
、
私
た
ち
の
時
と
比
べ
る
と
三
分
の
一
近
く
の
人
口
に
な
っ
た

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

で
す
か
ら
、
私
た
ち
の
時
代
は
競
争
の
時
代
で
あ
り
ま
し
た
。
あ

い
つ
を
落
と
し
て
俺
は
や
る
ん
だ
、
つ
ぶ
す
ん
だ
と
い
う
競
争
、
過

当
競
争
で
す
。
だ
か
ら
試
験
の
成
績
も
す
ぐ
に
発
表
さ
れ
、
友
人
と

は
ラ
イ
バ
ル
意
識
を
強
く
持
ち
闘
っ
た
時
代
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
も

過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

現
代
は
一
箇
の
人
間
性
、
人
格
を
尊
重
す
る
時
代
の
た
め
、
私
た

ち
の
時
の
よ
う
な
厳
し
い
時
代
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
今
は
今
の
厳

し
い
精
神
的
苦
悩
の
多
い
時
代
と
も
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　

私
は
今
ご
紹
介
が
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
、
お
寺
に
生
ま
れ
た
跡
と

り
息
子
で
す
け
れ
ど
も
、
十
七
、
八
歳
頃
は
反
抗
期
で
、
親
に
反
抗

し
て
、
自
分
の
意
志
を
貫
き
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
駒
澤
大
学
へ
入

る
に
も
、
仏
教
学
部
で
は
な
く
文
学
部
の
歴
史
学
科
に
入
っ
た
わ
け
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で
す
。
そ
の
反
抗
が
、
後
に
な
っ
て
よ
か
っ
た
結
果
と
な
り
ま
し
た

が
、
駒
澤
大
学
に
入
学
し
て
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。
大
学
の
雰
囲
気

は
す
ご
く
仏
教
的
で
、
来
て
よ
か
っ
た
か
、
ま
ず
か
っ
た
か
な
ど
い

ろ
い
ろ
自
問
し
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

　

私
を
仏
教
に
向
け
て
く
れ
た
決
定
的
な
こ
と
は
、
大
学
一
年
生
の

十
一
月
に
、
祖
父
が
亡
く
な
っ
た
こ
と
で
し
た
。
お
寺
で
す
か
ら
お

葬
式
を
何
度
も
見
て
い
ま
す
が
、
身
内
の
死
と
い
う
も
の
に
初
め
て

出
会
い
、
そ
れ
が
一
番
シ
ョ
ッ
ク
で
し
た
。
生
前
中
、
祖
父
は
私

に
、
何
か
小
さ
な
声
で
ぶ
つ
ぶ
つ
言
っ
て
い
た
こ
と
を
覚
え
て
い
ま

す
。「
カ
ン
ガ
ン
パ
（
寒
巌
派
）」
だ
と
か
、「
愛
知
県
は
曹
洞
宗
の

寺
が
多
い
所
だ
」
と
か
、
い
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
当
時
の
私

は
そ
の
言
葉
が
何
を
さ
す
の
か
ま
っ
た
く
分
か
ら
な
か
っ
た
。
後
に

な
っ
て
分
か
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
ん
な
こ
と
が

あ
っ
た
た
め
、
私
は
ど
う
し
た
か
と
い
い
ま
す
と
、
祖
父
の
い
う
と

お
り
、
や
は
り
お
坊
さ
ん
に
な
ら
な
い
と
い
け
な
い
、
や
ら
な
け
れ

ば
い
け
な
い
と
い
う
気
持
ち
に
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
発
菩
提
心
つ

ま
り
菩
提
心
を
発
し
た
の
で
す
。
少
し
大
げ
さ
で
す
が
、
発
心
し
た

の
で
し
た
。
そ
の
た
め
二
年
か
ら
仏
教
学
部
へ
転
部
し
ま
し
た
。

　

仏
教
学
部
に
変
わ
り
ま
し
た
が
、
仏
教
学
部
の
一
年
生
は
イ
ン
ド

の
言
葉
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
や
パ
ー
リ
語
が
必
修
で
す
。
し
か

し
、
他
の
学
部
生
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
、
ド
イ
ツ
語
、
中
国
語
、
何
で

も
よ
か
っ
た
。
私
は
フ
ラ
ン
ス
語
を
や
っ
て
い
ま
し
た
。

　

仏
教
学
部
に
変
わ
り
、
外
国
語
を
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
か
パ
ー
リ

語
を
や
る
も
の
と
思
っ
て
い
た
の
で
す
が
、「
転
部
し
た
君
は
二
年

生
か
ら
も
フ
ラ
ン
ス
語
の
ま
ま
で
よ
い
」
と
教
務
課
か
ら
い
わ
れ
、

結
局
は
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
や
パ
ー
リ
語
は
勉
強
し
て
い
ま
せ

ん
。
そ
の
た
め
イ
ン
ド
仏
教
に
対
す
る
知
識
の
劣
等
感
は
、
も
の
す

ご
く
持
っ
て
い
ま
し
た
。

　

仏
教
学
部
に
転
部
し
二
年
生
と
な
り
、
私
は
一
層
仏
教
に
親
し
み

た
い
と
思
い
小
僧
と
し
て
寺
に
入
っ
た
の
で
す
。
こ
れ
に
は
歴
史
学

科
の
同
級
生
廣
瀬
良
弘
君
の
影
響
も
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
し
た
。

お
寺
で
は
六
時
に
起
床
し
朝
の
お
勤
め
を
行
い
、
本
堂
や
庫
裡
、
境

内
の
掃
除
を
す
ま
せ
て
朝
食
を
と
り
大
学
へ
行
く
と
い
う
生
活
で
し

た
。
土
、
日
曜
日
は
法
要
が
多
く
読
経
三
昧
、
あ
い
て
い
る
時
間
が

あ
っ
た
ら
墓
地
の
草
取
り
な
ど
な
か
な
か
自
由
な
時
間
は
あ
り
ま
せ

ん
。
し
か
も
そ
の
お
寺
の
住
職
さ
ん
は
学
校
へ
行
け
と
い
う
の
で
な

く
、
な
ぜ
学
校
へ
行
く
ん
だ
。
法
事
が
あ
る
で
は
な
い
か
、
墓
の
草

を
取
れ
な
ど
と
い
う
の
で
す
。
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反
抗
期
で
あ
り
ま
し
た
私
は
、
人
が
や
れ
と
い
っ
た
ら
や
ら
な

い
、
や
る
な
と
い
う
と
や
り
た
く
な
る
時
で
し
た
。
そ
の
た
め
住
職

が
「
何
で
勉
強
す
る
ん
だ
。
何
で
学
校
へ
行
く
ん
だ
」
と
い
う
と
こ

ろ
か
ら
逆
に
学
校
へ
行
き
、
勉
強
し
た
く
な
っ
た
の
で
す
。
ま
さ
に

住
職
に
反
抗
し
て
学
校
に
行
き
ま
し
た
。
後
に
拙
著
を
刊
行
し
て

送
っ
た
時
、
私
の
学
生
時
代
の
思
い
出
と
と
も
に
詫
び
文
と
研
究
費

と
し
て
お
金
を
頂
戴
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
私
に
と
っ
て
反
面

教
師
と
し
て
自
分
の
道
を
切
り
開
い
て
く
れ
た
よ
き
住
職
で
あ
っ
た

と
今
は
感
謝
し
て
い
ま
す
。

　
『
袈
裟
の
研
究
』
と
い
う
本
が
あ
り
ま
す
。
お
坊
さ
ん
は
袈
裟
を

掛
け
て
い
る
。「
坊
主
憎
け
れ
ば
袈
裟
ま
で
憎
い
」
と
い
う
こ
と
が

い
わ
れ
ま
す
が
、
そ
の
袈
裟
に
つ
い
て
説
か
れ
た
本
が
大
法
輪
閣
か

ら
発
行
さ
れ
て
い
ま
す
。
久
馬
慧
忠
老
師
が
書
い
た
本
で
し
た
。
そ

の
息
子
さ
ん
が
今
日
、
こ
こ
へ
来
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
ま
さ
か

と
思
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
、
本
学
の
数
学
の
先
生
で
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
久
馬
老
師
の
本
の
中
に
、
水
野
弥
穂
子
先
生
と
い
う
方
が
、

お
袈
裟
を
縫
う
会
（
福
田
会
）
を
自
宅
で
開
い
て
い
る
こ
と
が
紹
介

さ
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
も
水
野
先
生
の
住
所
ま
で
書
い
て
あ
り
ま

し
た
。

　

私
は
ま
だ
十
九
歳
の
大
学
二
年
生
で
し
た
が
、
自
分
の
袈
裟
を

縫
っ
て
み
よ
う
と
手
紙
を
出
し
ま
し
た
。
そ
う
す
る
と
、
返
事
が
来

ま
し
て
何
月
何
日
の
何
時
か
ら
開
い
て
い
る
と
の
こ
と
で
、
尋
ね
て

行
き
ま
し
た
。
そ
こ
で
は
、
尼
僧
さ
ん
や
お
寺
の
奥
様
、
青
年
住

職
、
駒
澤
大
学
の
学
生
さ
ん
ら
い
ろ
い
ろ
な
方
が
来
て
お
ら
れ
、
袈

裟
を
縫
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
袈
裟
に
信
仰
が
あ
る
と

か
、
袈
裟
の
教
え
な
ど
ま
っ
た
く
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
そ
こ
で
自
然

と
仏
教
の
教
え
に
親
し
み
が
わ
い
て
き
ま
し
た
。
水
野
弥
穂
子
先
生

と
い
う
方
は
、
道
元
禅
師
の
『
正
法
眼
蔵
』、『
正
法
眼
蔵
随
聞
記
』

研
究
の
第
一
人
者
で
あ
り
、
有
名
な
国
語
学
者
で
し
た
。

　

そ
の
先
生
の
と
こ
ろ
で
、
私
は
勉
強
を
さ
せ
て
も
ら
う
と
同
時

に
、
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
面
ま
で
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
ち
ょ
う
ど

私
の
母
親
と
同
じ
大
正
十
一
年
生
ま
れ
で
し
た
。
そ
の
た
め
東
京
の

母
親
と
い
う
よ
う
な
気
持
ち
に
な
り
、
寺
の
小
僧
で
お
金
も
な
い
時

で
し
た
の
で
、
も
ち
ろ
ん
洋
食
な
ん
か
食
べ
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ

ん
。
そ
こ
で
、
先
生
に
は
時
々
レ
ス
ト
ラ
ン
へ
連
れ
て
い
っ
て
も
ら

い
、
フ
ォ
ー
ク
や
ス
プ
ー
ン
の
使
い
方
な
ど
も
い
ろ
い
ろ
教
え
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。

　

水
野
先
生
は
、
モ
ダ
ン
と
い
っ
た
ら
い
い
の
か
、
キ
リ
ス
ト
教
の
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建
学
精
神
で
あ
る
東
京
女
子
大
の
出
身
で
す
。
良
家
の
お
嬢
さ
ん
が

多
い
学
校
で
、
同
級
生
に
は
瀬
戸
内
寂
聴
さ
ん
が
い
ま
す
。
寂
聴
さ

ん
と
席
を
同
じ
く
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
そ
う
で
、「
寂
聴
さ
ん
は
、

何
で
天
台
宗
の
お
坊
さ
ん
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。
道
元
禅
師
の
曹
洞

宗
の
僧
侶
に
な
る
べ
き
だ
」
と
か
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
い
っ
て
お

ら
れ
、
大
学
時
代
の
思
い
出
話
も
よ
く
聞
き
ま
し
た
。

　

水
野
先
生
に
親
し
く
教
わ
る
と
同
時
に
、
他
の
先
生
と
も
縁
が
で

き
て
き
ま
し
た
。
プ
リ
ン
ト
の
一
番
「
は
じ
め
に
」
の
と
こ
ろ
に
あ

り
ま
す
田
中
良
昭
先
生
は
仏
教
学
部
に
移
っ
て
最
初
の
授
業
で
し

た
。
火
曜
日
の
一
時
間
目
、「
原
人
論
」
と
い
う
授
業
で
す
。
当

時
、
仏
教
学
部
へ
移
っ
て
す
ぐ
で
す
か
ら
、「
げ
ん
じ
ん
ろ
ん
」
と

呼
ん
で
お
り
、
仏
教
と
い
う
の
は
人
間
の
原
人
で
あ
る
北
京
原
人
と

か
ネ
ア
ン
デ
ル
タ
ー
ル
人
と
か
、
人
間
の
原
点
か
ら
勉
強
す
る
も
の

か
、
す
ご
い
な
と
思
い
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
と
ん
で
も
な
い
。
実
は
こ
れ
は
中
国
の
お
坊
さ
ん
の

圭
峰
宗
密
が
著
わ
し
た
も
の
で
、
教
禅
一
致
の
立
場
か
ら
人
間
存
在

の
根
源
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
も
の
で
す
。
書
名
は
「
げ
ん
に
ん
ろ

ん
」
と
い
う
本
で
し
た
。

　

田
中
先
生
は
中
国
禅
宗
史
が
専
門
で
、
も
う
一
つ
の
授
業
で
は
禅

学
の
始
祖
と
い
わ
れ
る
達
磨
の
教
え
と
そ
の
弟
子
や
法
孫
ら
に
つ
い

て
教
授
さ
れ
ま
し
た
。
私
が
仏
教
学
者
と
な
っ
た
一
番
決
定
的
な
こ

と
は
鎌
田
茂
雄
先
生
の
講
義
を
聞
い
て
か
ら
で
す
。
鎌
田
先
生
は
、

駒
澤
大
学
か
ら
東
京
大
学
大
学
院
へ
行
っ
て
東
大
の
東
洋
文
化
研
究

所
の
先
生
に
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
駒
澤
大
学
の
非
常
勤
講
師
に

も
就
い
て
い
ま
し
た
。
昭
和
二
年
生
ま
れ
の
先
生
は
、
本
来
、
戦
争

へ
行
っ
て
お
国
の
た
め
に
散
る
と
い
う
教
育
を
受
け
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
、
そ
れ
が
終
戦
に
よ
り
、
今
度
は
生
き
る
こ
と
に
な
っ
た
の

で
す
。「
生
き
る
と
は
な
ん
ぞ
や
」
と
い
う
公
案
を
解
く
た
め
に
禅

に
求
め
、
鎌
倉
の
円
覚
寺
な
ど
で
参
禅
し
、
臨
済
宗
円
覚
寺
派
の
寺

院
住
職
に
も
な
り
ま
し
た
。

　

鎌
田
先
生
は
す
さ
ま
じ
か
っ
た
。「
勉
強
せ
い
」
と
い
う
け
れ
ど

も
、
そ
の
分
酒
も
飲
め
と
。
酒
を
一
時
間
飲
ん
だ
ら
、
そ
の
倍
の
二

時
間
勉
強
せ
い
と
い
う
関
係
な
ん
で
す
ね
。
東
大
の
先
生
で
す
が
、

わ
れ
わ
れ
の
隣
に
座
っ
て
も
身
近
に
お
話
し
し
て
下
さ
る
親
切
な
先

生
で
し
た
。

　

鎌
田
先
生
の
専
門
は
中
国
華
厳
宗
の
研
究
で
し
た
が
、
み
ん
な
が

鎌
田
先
生
に
あ
こ
が
れ
中
国
仏
教
の
研
究
を
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
私
も
南
山
道
宣
の
『
四
分
律
行
事
鈔
』
を
中
心
に
中
国
律
宗
の
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研
究
に
進
み
ま
し
た
。
駒
澤
大
学
、
花
園
大
学
、
愛
知
学
院
大
学
の

先
生
方
に
は
、
鎌
田
先
生
の
息
が
か
か
っ
た
門
下
生
が
多
か
っ
た
で

す
。

　

次
に
酒
井
得
元
先
生
で
す
。
先
生
は
名
古
屋
出
身
で
、
い
つ
も
法

衣
で
講
義
を
し
て
い
ま
し
た
。
沢
木
興
道
老
師
に
長
く
随
身
さ
れ
た

方
で
、
宗
乗
の
第
一
人
者
で
し
た
。
酒
井
先
生
の
余
談
は
宗
門
徒
弟

の
学
生
の
励
み
に
な
り
ま
し
た
。「
君
は
ど
こ
の
出
身
で
、
ど
こ
の

お
寺
の
弟
子
だ
」
と
よ
く
い
わ
れ
ま
す
。
す
る
と
、「
君
の
お
寺

は
、
昔
こ
う
い
う
坊
さ
ん
が
出
た
と
こ
ろ
だ
」、「
君
の
近
く
の
○
○

寺
に
は
、
こ
う
い
う
高
僧
が
出
て
い
る
、
こ
ん
な
著
作
も
あ
る
ん

だ
」
と
か
、「
君
、
し
っ
か
り
や
れ
よ
」
と
学
生
を
励
ま
し
て
い
る

ん
で
す
ね
。

　

び
っ
く
り
し
た
こ
と
は
、
私
の
お
寺
に
、
二
十
八
代
目
の
白
鳥
鼎

三
と
い
う
人
が
い
ま
す
。
先
生
は
「
わ
し
は
『
従
容
録
』
の
タ
ネ
本

に
鼎
三
和
尚
の
書
い
た
『
従
容
録
接
觜
録
』
を
使
っ
て
い
る
。
大
い

に
役
に
た
っ
て
い
る
」
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
、
私
は
何
も
知
ら
な

い
。
す
る
と
、「
住
ん
で
い
た
寺
の
弟
子
が
、
そ
ん
な
こ
と
で
は
だ

め
だ
」
と
叱
咤
激
励
さ
れ
る
。
君
の
寺
の
歴
住
に
は
立
派
な
人
が
い

る
ん
だ
か
ら
、
そ
の
人
に
負
け
な
い
よ
う
に
勉
強
し
な
さ
い
と
盛
ん

に
励
ま
し
て
く
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
た
め
、
私
は
宗
教
文
化
学
科
の
専
門
授
業
に
お
い
て
、
学
生

さ
ん
の
出
身
地
や
生
家
の
お
寺
の
こ
と
を
聞
き
、
そ
の
お
寺
や
近
隣

寺
院
の
話
を
す
る
と
、
そ
の
学
生
さ
ん
は
喜
び
、
嬉
し
が
り
ま
す
。

そ
う
い
う
教
育
は
、
酒
井
先
生
か
ら
の
影
響
で
行
う
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。

　

さ
ら
に
、
石
井
修
道
さ
ん
や
石
川
力
山
さ
ん
と
い
う
先
輩
に
も
恵

ま
れ
ま
し
た
。
特
に
石
井
さ
ん
は
何
事
に
も
ま
じ
め
に
取
り
組
む
方

で
、
そ
の
研
究
姿
勢
や
方
法
論
を
真
似
し
て
い
ま
し
た
。
石
川
さ
ん

は
年
齢
が
四
、
五
歳
上
で
す
が
、
学
年
は
一
年
先
輩
で
し
た
。
国
内

留
学
（
駒
澤
大
学
）
の
指
導
教
授
に
な
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、

そ
の
一
年
間
で
『
大
亀
山
全
隆
寺
史
』
を
書
き
終
え
ま
し
た
。
永
平

寺
二
十
一
世
の
海
巌
宗
奕
が
開
山
で
、
開
山
の
研
究
を
し
て
い
る

と
、『
本
光
国
師
日
記
』
か
ら
永
平
寺
の
宝
物
が
寺
外
へ
散
佚
し
た

こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
、
そ
の
流
れ
を
考
察
し
た
と
こ
ろ
、
石
川
さ

ん
よ
り
評
価
さ
れ
た
こ
と
を
覚
え
て
い
ま
す
。
ま
た
、
石
川
さ
ん
と

は
お
互
い
に
学
位
論
文
の
完
成
を
め
ざ
し
、
二
人
同
時
に
提
出
す
る

こ
と
を
約
束
し
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
学
位
論
文
は
私
の
方
が
先

に
完
成
し
た
た
め
駒
澤
大
学
へ
提
出
し
ま
し
た
が
、
石
川
さ
ん
は
残
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念
な
が
ら
そ
の
頃
に
急
逝
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
は
大
変
シ
ョ
ッ
ク
で

し
た
。
出
版
社
は
と
も
に
法
藏
館
と
い
う
こ
と
で
約
束
し
て
お
り
、

そ
の
紹
介
を
し
て
い
た
だ
い
た
の
も
石
川
さ
ん
で
し
た
。

　

熊
谷
忠
興
さ
ん
は
本
日
、
東
京
の
永
平
寺
別
院
で
行
わ
れ
て
い
る

永
平
寺
西
堂
の
奈
良
康
明
先
生
の
本
葬
に
参
加
し
た
後
、
す
ぐ
こ
ち

ら
に
来
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
熊
谷
さ
ん
は
現
在
、
永
平
寺
後
堂
の

役
寮
さ
ん
で
す
が
、
永
平
寺
の
こ
と
な
ら
何
で
も
知
っ
て
い
る
「
永

平
寺
の
生
き
辞
引
」
と
も
い
わ
れ
る
人
で
す
。
曹
洞
宗
学
の
学
問
的

な
話
だ
け
を
い
う
人
で
、
私
が
寺
院
運
営
に
困
っ
て
い
る
時
で
も
学

問
的
な
話
だ
け
を
述
べ
ら
れ
、
い
ろ
い
ろ
な
面
で
助
け
て
も
ら
っ
た

こ
と
が
多
く
あ
り
ま
し
た
。
現
在
で
も
電
話
で
永
平
寺
の
古
文
書
な

ど
の
確
認
を
す
る
の
に
お
世
話
に
な
っ
て
お
り
、
感
謝
し
て
お
り
ま

す
。

　

こ
の
よ
う
な
先
輩
と
同
時
に
、
よ
き
学
友
に
も
恵
ま
れ
ま
し
た
。

廣
瀬
良
弘
君
は
、
昨
年
ま
で
駒
澤
大
学
の
学
長
で
あ
っ
た
先
生
で

す
。
歴
史
学
科
で
の
友
達
で
、
い
つ
も
一
緒
に
勉
強
を
し
ま
し
た
。

　

彼
は
、
東
京
高
輪
に
あ
る
泉
岳
寺
と
い
う
有
名
な
赤
穂
浪
士
が
祀

ら
れ
て
い
る
お
寺
か
ら
小
僧
し
な
が
ら
学
校
へ
通
っ
て
い
ま
し
た
。

求
道
者
と
も
い
え
る
そ
の
姿
勢
に
は
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。
私
は
そ

の
当
時
、
下
宿
か
ら
大
学
へ
通
っ
て
お
り
、
ち
ゃ
ら
ん
ぽ
ら
ん
で
し

た
。
何
も
や
る
こ
と
が
な
い
た
め
当
時
は
や
っ
て
い
た
パ
チ
ン
コ
ば

か
り
し
て
い
ま
し
た
。
名
古
屋
は
パ
チ
ン
コ
の
本
場
で
あ
り
、
私
は

パ
チ
ン
コ
が
得
意
で
し
た
。
東
京
へ
行
っ
て
か
ら
も
パ
チ
ン
コ
を

や
っ
て
お
り
、
ひ
ま
つ
ぶ
し
で
し
た
。
し
か
し
、
最
近
、
名
古
屋
は

ひ
ま
つ
ぶ
し
で
は
な
く
「
ひ
つ
ま
ぶ
し
」
が
お
い
し
く
有
名
と
な
り

ま
し
た
が
…
…
。
何
れ
に
し
て
も
廣
瀬
君
の
真
剣
さ
に
は
び
っ
く
り

し
ま
し
た
。

　

阿
部
慈
園
君
は
仏
教
学
部
へ
か
わ
っ
て
初
め
て
で
き
た
友
人
で

す
。
私
は
仏
教
を
が
む
し
ゃ
ら
に
学
ぼ
う
と
し
て
、
講
義
を
一
番
前

の
席
に
座
っ
て
聴
い
て
い
ま
し
た
。
す
る
と
、
い
つ
も
私
の
横
に
来

る
人
が
い
る
。
ベ
レ
ー
帽
を
か
ぶ
り
、
お
と
な
し
く
真
面
目
そ
う

で
、
私
と
は
タ
イ
プ
が
全
然
違
う
。
私
は
寺
の
小
僧
を
し
な
が
ら
学

校
へ
行
く
も
の
で
す
か
ら
眠
く
て
し
よ
う
が
な
い
。
阿
部
君
は
隣
の

席
で
あ
あ
だ
、
こ
う
だ
と
か
い
っ
て
、
私
は
「
う
る
さ
い
、
う
る
さ

い
、
お
ま
え
向
こ
う
行
け
」
と
い
つ
も
い
っ
て
い
ま
し
た
。

　

そ
の
う
ち
に
阿
部
君
と
、
だ
ん
だ
ん
親
し
く
な
り
、
私
は
禅
を

も
っ
と
勉
強
し
た
い
、
阿
部
君
は
イ
ン
ド
仏
教
を
勉
強
し
た
い
と
い

う
こ
と
で
大
学
院
に
進
む
こ
と
に
な
り
、
彼
は
東
大
の
大
学
院
へ
行
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き
ま
し
た
。

　

友
人
は
タ
イ
プ
が
違
う
方
が
仲
良
く
な
れ
る
よ
う
で
す
ね
。
同
じ

だ
っ
た
ら
け
ん
か
ば
か
り
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
ん
な
二
人

が
最
初
の
友
人
で
し
た
。

　

愛
知
学
院
大
学
へ
奉
職
し
た
頃
に
は
、
法
学
部
に
林
董
一
先
生
が

い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
先
生
は
愛
知
県
や
名
古
屋
の
地
方
史
、
尾

張
藩
の
法
政
史
研
究
の
第
一
人
者
で
あ
り
ま
し
た
。
林
先
生
か
ら
名

古
屋
に
つ
い
て
い
ろ
い
ろ
教
わ
る
こ
と
に
な
り
、
ま
た
、
い
ろ
い
ろ

な
原
稿
の
執
筆
も
依
頼
さ
れ
ま
し
た
。

　

地
理
学
の
水
野
時
二
先
生
、
歴
史
学
の
森
原
章
先
生
、
二
人
と
も

愛
知
教
育
大
学
の
先
生
で
し
た
が
、
定
年
退
官
さ
れ
て
本
学
の
教
授

で
来
ら
れ
、
尾
張
地
方
の
地
理
や
歴
史
を
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
両
先
生
と
も
林
先
生
同
様
、
こ
の
地
方
史
の
研
究
の
大
家
で
、

森
原
先
生
が
亡
く
な
ら
れ
た
時
に
は
、
ご
子
息
か
ら
お
経
を
読
ん
で

ほ
し
い
と
の
依
頼
を
受
け
、
葬
式
も
や
ら
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。

　

織
茂
三
郎
先
生
と
蟹
江
和
子
先
生
は
、
名
古
屋
市
蓬
左
文
庫
の
学

芸
員
で
し
た
。
何
度
も
蓬
左
文
庫
へ
行
き
古
文
書
の
解
読
を
教
わ
り

ま
し
た
。
何
度
も
同
じ
く
ず
し
字
に
つ
い
て
質
問
す
る
も
の
で
す
か

ら
、「
ば
か
だ
な
」
と
思
わ
れ
て
い
た
か
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
も

ど
ん
ど
ん
通
っ
て
私
は
教
わ
り
ま
し
た
。
そ
の
う
ち
に
慣
れ
て
き

て
、
少
し
は
古
文
書
を
読
め
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
が
、
…
…
ま
だ

ま
だ
読
め
な
い
字
が
多
い
で
す
。
そ
ん
な
こ
と
で
、
私
の
研
究
は
中

国
の
禅
宗
史
、
中
国
律
宗
、『
法
服
格
正
』、
江
戸
期
の
曹
洞
宗
学
、

明
治
期
曹
洞
宗
と
い
う
よ
う
に
移
り
か
わ
っ
て
い
っ
た
の
で
し
た
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
私
は
幸
運
に
も
良
き
恩
師
、
良
き
先
輩
、
良
き

友
人
に
恵
ま
れ
ま
し
た
。
そ
れ
と
と
も
に
良
き
後
輩
に
も
恵
ま
れ
ま

し
た
。
そ
れ
が
四
十
二
年
間
の
教
え
子
で
あ
り
ま
す
。
若
い
学
生
諸

君
に
は
良
き
縁
が
で
き
る
こ
と
を
望
み
ま
す
。
良
き
恩
師
、
先
輩
、

友
人
、
後
輩
が
い
れ
ば
何
で
も
で
き
る
か
と
思
い
ま
す
。
頑
張
っ
て

下
さ
い
。

二
、
教
　
育

　

私
は
、
昭
和
五
十
年
四
月
に
、
駒
澤
大
学
大
学
院
博
士
課
程
を
修

了
し
て
す
ぐ
に
本
学
へ
来
ま
し
た
。
ち
ょ
う
ど
本
山
か
ら
日
進
に
、

大
学
が
移
転
し
た
時
で
し
た
。
ま
だ
学
生
数
も
そ
ん
な
に
多
く
な

く
、
学
部
も
少
な
か
っ
た
で
す
。
そ
こ
で
二
年
間
非
常
勤
講
師
を
さ

せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
担
当
し
た
科
目
が
教
養
科
目
の
「
宗
教
学
」

で
、
本
学
の
建
学
精
神
を
教
え
る
必
修
科
目
で
し
た
。
私
は
二
コ
マ



「
宗
教
学
」
に
始
ま
り
「
宗
教
学
」
に
終
わ
る
学
究
生
活
（
川
口
）

10─　   ─

や
ら
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
二
コ
マ
は
、
歴
史
学
科
と
宗
教
学
科

（
後
に
宗
教
文
化
学
科
）
合
同
の
授
業
で
し
た
。
当
時
は
宗
教
学
科

に
も
「
宗
教
学
」
が
必
修
で
し
た
。
そ
し
て
、
も
う
一
コ
マ
が
心
理

学
科
で
し
た
。
私
は
ま
だ
二
十
八
歳
で
し
た
か
ら
、
授
業
は
、
私
と

あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
年
齢
の
若
い
学
生
さ
ん
ば
か
り
で
、
心
が
と
き

め
き
ま
し
た
。
今
で
も
最
初
の
授
業
は
よ
く
覚
え
て
い
ま
す
。
足
が

ガ
タ
ガ
タ
震
え
、
チ
ョ
ー
ク
を
持
つ
手
も
揺
れ
て
い
た
の
を
覚
え
て

い
ま
す
。
当
時
の
一
ク
ラ
ス
は
一
五
〇
人
ぐ
ら
い
い
ま
し
た
。
一
五

〇
人
と
な
る
と
大
変
で
す
よ
。
普
通
は
大
教
場
で
す
か
ら
マ
イ
ク
を

通
し
て
講
義
を
進
め
る
方
が
楽
で
す
。
私
は
初
め
マ
イ
ク
を
使
用
し

て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
途
中
で
そ
れ
を
や
め
ま
し
た
。
な
ぜ
か
と

い
い
ま
す
と
、
学
生
と
の
距
離
を
近
づ
け
よ
う
と
思
っ
た
か
ら
で
す
。

　

広
い
部
屋
で
す
か
ら
、
席
は
み
ん
な
ば
ら
ば
ら
に
座
っ
て
い
ま

す
。
そ
こ
で
、
マ
イ
ク
を
使
う
一
方
通
行
の
授
業
は
や
め
て
、
み
ん

な
を
前
の
席
に
集
め
ま
し
た
。
前
か
ら
五
列
目
ぐ
ら
い
ま
で
に
集
め

て
地
声
で
講
義
を
始
め
ま
し
た
。
だ
か
ら
授
業
を
一
日
に
二
コ
マ
す

る
と
体
が
疲
れ
て
し
ま
う
。
マ
イ
ク
で
や
る
の
は
一
方
通
行
で
楽
で

す
。
時
々
は
マ
イ
ク
を
使
い
ま
し
た
が
、
自
分
の
信
念
と
し
て
、
み

ん
な
を
集
め
て
教
員
と
学
生
と
の
距
離
感
を
す
ご
く
狭
く
し
た
ん
で

す
。
資
料
を
配
布
す
る
の
み
な
ら
ず
、
ノ
ー
ト
を
取
る
方
法
に
し
ま

し
た
。
そ
れ
は
後
に
、
本
学
の
人
事
課
の
方
か
ら
電
話
が
か
か
り
、

本
学
の
職
員
採
用
試
験
を
行
っ
た
時
、
口
頭
試
問
で
、
建
学
精
神
ど

こ
ろ
か
、
建
学
精
神
の
仏
教
の
宗
派
さ
え
も
知
ら
な
い
学
生
が
お

り
、「
宗
教
学
で
は
何
を
教
え
て
い
る
の
か
」
と
い
う
ク
レ
ー
ム
を

受
け
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
あ
れ
は
シ
ョ
ッ
ク
で
し
た
。

　

学
生
は
、
愛
知
学
院
が
曹
洞
宗
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
人
も

い
ま
す
が
、
曹
洞
宗
の
大
本
山
が
「
大
本
山
延
暦
寺
」
と
い
う
ん
で

す
ね
。
ま
た
、
知
恩
院
だ
と
か
高
野
山
延
暦
寺
と
い
う
学
生
も
い
た

よ
う
で
す
。
こ
の
よ
う
な
答
え
が
返
っ
て
く
る
こ
と
は
、
も
う
少
し

「
宗
教
学
」
の
教
育
を
し
っ
か
り
や
れ
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ

れ
以
来
、
私
は
本
学
の
建
学
精
神
と
、
曹
洞
宗
、
道
元
禅
師
、
永
平

寺
、
瑩
山
禅
師
、
總
持
寺
の
説
明
を
詳
し
く
行
う
よ
う
に
し
ま
し
た
。

　

奉
職
し
て
一
年
目
の
時
、
残
念
な
こ
と
が
起
り
ま
し
た
。
そ
れ
は

教
え
子
の
心
理
学
科
の
学
生
さ
ん
が
亡
く
な
っ
た
こ
と
で
す
。
当
時

の
私
は
若
い
た
め
結
構
付
き
合
い
に
誘
わ
れ
、
親
睦
会
や
茶
話
会
に

も
出
席
し
学
生
さ
ん
と
仲
よ
く
親
し
く
し
て
い
ま
し
た
。
今
日
も
私

の
第
一
回
目
の
教
え
子
が
来
て
い
る
か
と
思
い
ま
す
。
も
う
還
暦
を

過
ぎ
、
六
十
二
歳
に
な
っ
て
い
る
は
ず
で
す
。



「
宗
教
学
」
に
始
ま
り
「
宗
教
学
」
に
終
わ
る
学
究
生
活
（
川
口
）

11─　   ─

　

亡
く
な
っ
た
学
生
は
、
一
家
四
人
が
車
の
中
で
排
気
ガ
ス
自
殺
を

し
た
の
で
す
。
秋
頃
の
日
曜
日
の
十
二
時
か
ら
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
テ
レ
ビ
の

全
国
放
送
で
そ
れ
を
知
り
ま
し
た
。
学
校
の
名
前
も
出
て
い
ま
し

た
。
学
生
の
顔
写
真
も
名
前
も
出
て
い
ま
し
た
。

　

そ
れ
を
み
た
私
は
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。「
お
い
、
あ
れ
は
彼
で

な
い
か
。
つ
い
最
近
の
茶
話
会
に
出
て
い
た
彼
じ
ゃ
な
い
か
」
と
。

彼
が
自
殺
し
た
原
因
は
、
親
が
借
金
し
て
、
会
社
の
経
営
が
う
ま
く

い
か
な
か
っ
た
た
め
で
し
た
。
本
人
は
心
理
学
科
、
弟
は
高
校
生
、

そ
の
四
人
が
三
重
県
の
伊
勢
の
方
で
、
車
の
中
に
排
気
ガ
ス
を
引
き

込
ん
で
死
ん
で
い
た
ん
で
す
。
あ
の
時
も
シ
ョ
ッ
ク
で
し
た
。

　

新
聞
に
は
、
名
古
屋
大
学
の
有
名
な
心
理
学
科
の
先
生
が
、「
何

で
心
理
学
を
専
攻
し
て
い
る
大
学
生
が
、
親
が
死
の
う
と
言
っ
た
時

に
止
め
な
か
っ
た
ん
だ
」
と
の
厳
し
い
コ
メ
ン
ト
を
述
べ
ら
れ
て
い

ま
し
た
。
そ
の
先
生
は
名
古
屋
大
学
を
定
年
後
、
本
学
の
心
理
学
科

の
先
生
と
し
て
来
て
い
る
ん
で
す
。
あ
の
縁
も
び
っ
く
り
し
ま
し

た
。

　

た
ま
た
ま
そ
の
学
生
の
菩
提
寺
が
、
私
の
後
輩
が
住
職
し
て
い
る

お
寺
で
し
た
。
そ
こ
へ
電
話
を
し
て
み
る
と
、
誰
も
お
骨
を
引
き
取

り
に
来
な
い
た
め
、
お
寺
で
預
か
っ
て
い
る
と
の
こ
と
で
、
四
体
あ

り
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
、
心
理
学
科
の
学
生
さ
ん
と
相
談
し
て
、
彼
の
た
め
に
、

み
ん
な
で
お
経
を
一
巻
で
も
あ
げ
に
行
こ
う
や
と
い
う
こ
と
に
な

り
、
み
ん
な
で
当
時
五
〇
〇
円
ぐ
ら
い
カ
ン
パ
し
て
、
そ
の
お
寺
の

住
職
さ
ん
に
読
経
し
て
も
ら
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
た
め

学
生
さ
ん
と
の
付
き
合
い
も
、
あ
ま
り
一
生
懸
命
す
る
と
た
ま
ら
な

い
も
の
に
な
る
と
思
っ
た
こ
と
が
あ
り
、
そ
れ
が
一
番
き
つ
い
経
験

で
あ
り
ま
し
た
。

　
「
宗
教
学
」
は
、
本
学
の
全
学
部
生
が
受
講
せ
ね
ば
な
ら
な
い
必

修
科
目
で
す
。
最
近
は
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
で
「
あ
れ
？
」
と
声
を

か
け
ら
れ
ま
す
。
つ
い
最
近
も
、
あ
る
葬
儀
会
館
で
通
夜
の
読
経
後

に
「
和
尚
さ
ん
は
愛
知
学
院
大
学
の
先
生
で
は
な
い
で
す
か
」
と
聞

か
れ
、
実
は
、
僕
は
何
学
部
で
何
年
前
に
「
宗
教
学
」
を
受
け
ま
し

た
と
い
う
こ
と
で
、
名
刺
を
く
れ
ま
し
た
。
私
は
す
っ
か
り
彼
の
顔

を
忘
れ
て
お
り
、
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
彼
が
私
の
こ
と
を
よ
く

覚
え
て
い
て
く
れ
た
の
で
す
。

　

こ
ん
な
こ
と
が
最
近
、
何
回
も
あ
る
ん
で
す
ね
。
み
ん
な
成
長
し

て
立
派
な
好
青
年
に
な
っ
て
い
ま
す
。「
こ
れ
か
ら
も
頑
張
っ
て
や

れ
よ
」
と
声
を
か
け
な
が
ら
励
ま
す
こ
と
は
、
や
は
り
教
員
の
冥
利
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で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

さ
て
、「
宗
教
学
」
の
内
容
は
、「
宗
教
学
」、「
仏
教
学
」、「
禅
学
」

の
三
種
に
大
き
く
分
か
れ
ま
す
。
授
業
で
は
新
し
い
学
説
も
取
り
入

れ
、
さ
ら
に
新
資
料
を
読
む
機
会
も
設
け
ま
し
た
。
例
え
ば
、
資
料

調
査
で
発
見
し
た
新
し
い
資
料
の
古
文
書
を
、
コ
ピ
ー
し
て
み
ん
な

に
渡
し
ま
し
た
。
私
は
予
習
せ
ず
に
一
発
勝
負
と
い
う
こ
と
で
、
学

生
さ
ん
と
一
緒
に
読
ん
で
み
る
。
し
か
し
、
全
然
分
か
ら
な
い
。
け

れ
ど
も
最
後
ま
で
や
っ
て
い
く
と
、
ま
た
同
じ
よ
う
な
字
や
同
文
が

出
て
く
る
。
こ
う
で
は
な
い
か
、
そ
れ
と
も
あ
あ
で
は
な
い
か
な
ど

と
議
論
す
る
こ
と
を
教
え
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
最
新
な
る
も
の
を
み

ん
な
に
取
り
入
れ
て
い
っ
た
の
で
す
。
そ
し
て
学
説
も
新
し
い
も
の

を
取
り
入
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
で
き
る
だ
け
や
さ
し
く
「
宗
教

学
」
を
教
え
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
ま
た
、
こ
の
「
宗
教
学
」
は
、

他
の
こ
と
に
も
応
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

そ
れ
は
何
か
と
い
い
ま
す
と
、
お
寺
で
の
説
教
や
法
話
、
文
化
セ

ン
タ
ー
、
老
人
会
な
ど
の
研
修
会
で
の
話
に
、「
宗
教
学
」
で
の
授

業
の
資
料
が
活
用
で
き
た
の
で
す
。
大
学
生
で
も
分
か
ら
な
い
こ
と

は
、
子
供
や
老
人
な
ど
で
は
も
っ
と
理
解
で
き
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め

一
層
そ
れ
を
か
み
砕
い
て
説
明
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

が
分
か
り
、
優
し
く
説
く
よ
う
に
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
雑
誌
や
新
聞
に
書
く
の
が
一
番
大
変
で
し
た
。『
大
法

輪
』
で
は
、
た
っ
た
四
、
五
枚
書
く
の
に
一
カ
月
か
か
っ
た
こ
と
も

あ
り
ま
し
た
。
な
ぜ
か
と
い
い
ま
す
と
、
人
に
そ
れ
を
読
ん
で
も
ら

う
、
読
ん
で
も
ら
う
に
は
自
分
自
身
が
よ
く
理
解
し
て
い
な
け
れ
ば

駄
目
だ
か
ら
で
す
。
私
は
雑
誌
や
新
聞
の
執
筆
記
事
を
い
つ
も
家
内

に
み
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
す
る
と
読
者
の
目
と
し
て
理
解
で

き
な
い
文
が
指
摘
さ
れ
、「
こ
う
書
き
直
し
た
方
が
わ
か
り
や
す
い

で
あ
ろ
う
」
と
、
い
ろ
い
ろ
建
設
的
な
意
見
を
聞
く
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。「
宗
教
学
」
を
担
当
し
た
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
い
ろ
い
ろ
な

方
面
に
応
用
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
た
た
め
、
そ
れ
が
よ
か
っ
た
と

思
っ
て
い
ま
す
。

三
、
研
　
究

　

研
究
は
、
先
ほ
ど
所
長
先
生
よ
り
紹
介
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た

が
、
最
初
の
著
書
は
『
法
服
格
正
の
研
究
』
で
す
。
昭
和
五
十
一
年

で
す
か
ら
、
私
が
二
十
八
歳
の
時
で
す
。
二
十
八
歳
で
初
め
て
こ
の

本
を
出
し
ま
し
た
と
こ
ろ
い
ろ
い
ろ
批
判
さ
れ
ま
し
た
。
当
時
は
ま

だ
う
る
さ
か
っ
た
時
代
で
し
た
。
そ
こ
で
恩
師
の
鎌
田
先
生
に
お
話
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を
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
先
生
か
ら
「
心
配
す
る
な
よ
、
悪
口
な
ん
か

ほ
っ
と
け
、
そ
ん
な
も
の
は
右
か
ら
左
へ
聴
き
流
し
て
お
け
ば
よ

い
」
と
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
受
け
ま
し
た
。
鎌
田
先
生
も
三
十
五
歳
で

文
学
博
士
に
な
り
、
若
く
し
て
著
書
を
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
す
か
ら

風
当
り
は
強
か
っ
た
よ
う
で
し
た
。

　
『
法
服
格
正
の
研
究
』
を
出
版
し
て
以
来
、
八
事
山
興
正
寺
に
所

蔵
す
る
書
籍
や
文
書
、
軸
な
ど
を
整
理
し
て
三
十
歳
で
『
尾
張
高
野
八
事

文
庫
書
籍
目
録
』
を
出
し
、
三
十
四
歳
で
『
白
鳥
鼎
三
和
尚
研
究
』

を
出
す
な
ど
若
く
し
て
本
を
出
し
ま
し
た
。
出
す
ご
と
に
「
川
口
は

早
熟
だ
」
と
か
い
わ
れ
ま
し
た
が
、
こ
れ
を
一
生
続
け
れ
ば
早
熟
で

は
な
く
本
物
に
な
る
と
教
え
ら
れ
、
い
ま
だ
に
研
究
に
精
進
し
て
い

ま
す
。
ラ
ッ
キ
ー
な
こ
と
に
出
版
社
の
社
長
が
私
の
バ
イ
タ
リ

テ
ィ
ー
と
い
う
か
信
念
と
い
う
か
、
そ
れ
が
気
に
入
ら
れ
「
売
れ
る

か
売
れ
な
い
か
そ
れ
は
い
い
、
気
に
す
る
な
」
と
い
う
こ
と
で
ど
ん

ど
ん
出
し
て
く
れ
ま
し
た
。

　

研
究
分
野
を
ま
と
め
て
み
ま
す
と
、
袈
裟
の
研
究
（『
法
服
格
正

の
研
究
』『
曹
洞
宗
の
袈
裟
の
知
識
』）
に
始
ま
り
、
江
戸
期
の
律
者

で
あ
る
諦
忍
律
師
の
研
究
の
た
め
八
事
山
興
正
寺
の
所
蔵
資
料
を
整

理
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
れ
に
は
本
学
図
書
館
の
佐
野
肇
氏

や
横
山
和
光
氏
な
ど
の
協
力
も
あ
り
愛
知
県
立
大
学
、
愛
知
淑
徳
大

学
の
学
生
諸
君
に
も
お
手
伝
い
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
の
作
業
が
今

の
研
究
の
礎
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
す
。

　
『
愛
知
県
曹
洞
宗
寺
院
集
覧
』
や
『
愛
知
県
曹
洞
宗
歴
住
集
覧
』

は
昭
和
五
十
九
年
八
月
に
松
坂
屋
で
開
催
さ
れ
た
『
曹
洞
禅
│
│
郷

土
の
名
僧
と
寺
宝
│
│
』
展
で
専
門
委
員
と
な
り
、
地
元
寺
院
の
寺

宝
調
査
を
行
っ
た
成
果
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
か
ら
『
名
古
屋
文
化

形
成
の
背
景
と
な
っ
た
名
古
屋
の
仏
教
の
研
究
』
や
『
鳴
海
瑞
泉
寺

史
』、『
龍
霊
瑞
和
尚
研
究
』、『
幽
谷
子
大
薩
和
尚
』、『
法
持
寺
史
』、

『
大
運
寺
史
』
と
い
っ
た
地
元
の
高
僧
や
寺
史
の
研
究
も
ま
と
め
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
特
に
『
法
持
寺
史
』
は
自
分
の
生
ま
れ
育
っ

た
寺
院
で
あ
り
、
戦
災
で
ほ
と
ん
ど
の
文
書
な
ど
を
焼
失
し
た
た
め

何
も
な
く
、
他
寺
院
の
調
査
で
法
持
寺
の
こ
と
の
記
さ
れ
て
い
る
資

料
を
コ
ピ
ー
し
た
の
が
た
ま
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
ま
と
め
た
も
の
で
し

た
。

　

明
治
期
の
曹
洞
宗
の
研
究
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
昭
和
五

十
五
年
の
永
平
寺
二
祖
国
師
七
〇
〇
回
大
遠
忌
の
時
に
、
熊
谷
忠
興

さ
ん
か
吉
岡
博
道
さ
ん
が
、
二
祖
懐
弉
禅
師
の
著
作
で
あ
る
『
光
明

蔵
三
昧
』
を
、
白
鳥
鼎
三
が
「
永
平
寺
僧
堂
蔵
版
」
と
し
て
一
〇
〇
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年
前
の
六
〇
〇
回
大
遠
忌
に
出
版
し
て
い
る
こ
と
を
教
わ
り
ま
し

た
。
私
は
ま
っ
た
く
知
ら
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の
た
め
一
〇
〇

年
前
に
活
躍
し
て
い
た
鼎
三
さ
ん
を
顕
彰
す
る
こ
と
に
な
り
、
先
輩

た
ち
は
『
永
平
寺
史
』
を
、
私
は
鼎
三
和
尚
の
研
究
に
一
生
懸
命
打

ち
込
み
ま
し
た
。
興
正
寺
の
調
査
で
は
、
有
名
な
尾
張
七
代
藩
主
徳

川
宗
春
に
関
す
る
文
書
が
出
て
き
ま
し
た
。
宗
春
は
、
八
代
将
軍
徳

川
吉
宗
に
反
発
し
て
、
尾
張
に
遊
郭
を
つ
く
っ
た
り
、
尾
張
の
文

化
、
経
済
の
隆
盛
に
尽
く
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
吉
宗
は
全
国
に
倹

約
令
を
出
し
、
謹
し
む
時
代
で
し
た
。
そ
ん
な
時
に
尾
張
だ
け
は
元

気
よ
く
発
展
し
て
い
る
。
幕
府
か
ら
す
れ
ば
、
あ
れ
は
ち
ょ
っ
と
ま

ず
い
や
つ
だ
と
い
う
こ
と
か
ら
、
宗
春
は
今
の
永
平
寺
名
古
屋
別
院

の
あ
る
所
の
御
下
屋
敷
に
蟄
居
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
時
々
八
事
山
興
正
寺
へ
行
き
、
私
の
研
究
し
て
い
た
諦

忍
律
師
と
い
ろ
い
ろ
な
お
話
を
し
て
い
ま
す
。
宗
春
が
蟄
居
さ
れ
た

時
、
宗
春
に
関
す
る
も
の
は
み
ん
な
集
め
ら
れ
燃
や
さ
れ
た
そ
う
で

す
が
、
興
正
寺
は
大
丈
夫
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
興
正
寺
文
書
の
中
に

宗
春
が
参
詣
し
た
時
の
様
子
を
記
し
た
文
書
が
あ
り
ま
し
た
。「
見

せ
消
ち
」
と
い
い
ま
し
て
、
墨
で
該
当
箇
所
を
消
し
て
い
る
の
で

す
。
宗
春
に
関
す
る
こ
と
は
、
ぴ
っ
ぴ
っ
ぴ
と
消
す
ん
で
す
ね
。
し

か
し
、
そ
れ
を
生
か
し
て
読
ん
で
み
る
と
、
宗
春
の
行
動
が
分
か
り

ま
す
。
そ
れ
は
諦
忍
へ
御
祈
禱
を
依
頼
し
た
こ
と
、
境
内
で
松
茸
を

と
っ
た
こ
と
、
菜
飯
や
田
楽
、
葛
か
け
の
冬
瓜
の
御
膳
を
召
し
上

が
っ
た
こ
と
、
タ
バ
コ
を
吸
っ
て
よ
い
か
尋
ね
た
こ
と
な
ど
で
す
。

ま
た
、
ト
イ
レ
は
お
寺
の
ト
イ
レ
を
使
わ
ず
、
用
意
し
て
き
た
専
用

ト
イ
レ
を
使
っ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
今
ま
で
分
か
ら
な
か
っ
た
宗
春
の
行
動
が
、「
見
せ

消
ち
」
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
は

よ
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
林
董
一
先
生
も
喜
ん
で
手
紙
を
い
た
だ

き
ま
し
た
。

四
、
確 

信 

で 

き 

た 

最 

新 

の 

研 

究

　

確
信
で
き
た
最
も
新
し
い
研
究
を
皆
さ
ん
に
紹
介
し
た
い
と
思
い

ま
す
。
そ
れ
は
僧
侶
の
掛
け
る
袈
裟
に
は
五
条
衣
、
七
条
衣
、
九
条

衣
の
三
種
が
あ
り
ま
す
。
九
条
衣
は
僧
伽
梨
衣
と
い
い
、
僧
伽
梨
衣

は
二
十
五
条
ま
で
の
奇
数
条
が
あ
り
ま
す
。
五
、
七
、
九
条
衣
は
そ

れ
ぞ
れ
の
用
い
る
時
が
違
い
ま
す
。
私
は
普
段
掛
け
て
い
る
五
条
衣

の
変
遷
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
あ
り
ま
す
。
皆
さ
ん
に
配
布
し
た
プ
リ

ン
ト
の
裏
面
を
み
て
下
さ
い
。
奈
良
仏
教
系
か
ら
禅
宗
系
ま
で
全
宗
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派
の
五
条
衣
を
あ
げ
て
い
ま
す
が
、
各
宗
派
で
か
な
り
異
な
っ
て
い

ま
す
。
最
近
ま
で
テ
レ
ビ
で
「
ぶ
っ
ち
ゃ
け
寺
」
と
い
う
番
組
が
あ

り
、
各
宗
派
の
若
い
僧
侶
が
出
演
し
て
仏
教
に
関
す
る
解
説
を
し
て

い
ま
し
た
。
私
は
掛
け
て
い
る
五
条
衣
を
み
れ
ば
、
そ
の
僧
侶
の
宗

派
が
す
ぐ
わ
か
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
五
条
衣
に
は
各
宗
派
の
特
徴

が
表
わ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

奈
良
仏
教
系
は
加
行
袈
裟
と
い
っ
て
東
大
寺
、
興
福
寺
、
薬
師

寺
、
唐
招
提
寺
な
ど
の
寺
院
で
用
い
ら
れ
て
い
る
五
条
衣
で
す
。

　

天
台
宗
系
は
梶
井
袈
裟
、
輪
袈
裟
、
三
緒
袈
裟
、
紋
白
、
割
切
五

条
袈
裟
な
ど
と
い
い
、
真
言
宗
系
も
同
じ
紋
白
、
割
切
五
条
袈
裟
の

他
に
、
折
五
条
と
か
小
野
塚
五
条
と
い
っ
て
禅
宗
の
絡
子
を
小
さ
く

し
た
も
の
を
用
い
て
い
ま
す
。

　

浄
土
宗
系
は
伝
道
袈
裟
、
威
儀
細
、
大
五
条
、
大
師
五
条
な
ど
が

あ
り
、
浄
土
真
宗
系
に
は
輪
袈
裟
、
畳
袈
裟
、
黄
袈
裟
、
小
五
条
袈

裟
、
そ
れ
に
門
主
の
み
は
三
緒
袈
裟
が
許
さ
れ
て
い
ま
す
。
日
蓮
宗

系
は
紋
白
の
五
条
袈
裟
、
折
五
条
、
た
す
き
袈
裟
が
あ
り
ま
す
。

　

禅
宗
系
は
掛
絡
、
絡
子
、
大
掛
絡
な
ど
で
、
掛
絡
と
絡
子
は
同
じ

も
の
で
す
。
た
だ
し
臨
済
宗
、
曹
洞
宗
、
黄
檗
宗
と
で
は
絡
子
の
大

き
さ
や
裏
面
の
布
、
棹
の
長
さ
、
マ
ネ
キ
の
飾
り
糸
の
模
様
な
ど
に

相
違
が
み
ら
れ
ま
す
。

　

何
れ
に
し
て
も
、
イ
ン
ド
で
の
五
条
衣
は
、
こ
こ
に
あ
り
ま
す
よ

う
に
腰
か
ら
下
の
部
分
を
か
く
す
も
の
で
、
腰
巻
き
の
よ
う
な
も
の

で
す
。
そ
れ
に
ひ
だ
を
つ
け
る
と
お
地
蔵
さ
ん
み
た
い
に
な
る
で

し
ょ
う
。
お
地
蔵
さ
ん
は
五
条
衣
を
巻
い
て
い
た
の
で
す
。

　

そ
れ
で
は
、
私
の
研
究
で
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
を
い
い
ま
す

と
、
明
治
十
九
年
五
月
に
曹
洞
宗
務
局
よ
り
全
国
末
派
寺
院
へ
普
達

さ
れ
た
「
曹
洞
宗
衣
体
ヲ
斉
整
ス
ル
ノ
御
諭
告
」
を
み
ま
す
と

　
　

第
一
条　

両
本
山
並
末
派
寺
院
一
般
ノ
僧
侶
各
自
受
用
ノ
衣
体

ハ
今
後
両
様
ナ
ル
可
ラ
ス

　
　

第
二
条　

今
後
宗
内
一
般
ニ
五
条
ハ
都
テ
掛
絡
ヲ
用
イ
七
条
以

上
ハ
環
紐
ナ
キ
モ
ノ
（
謂
ユ
ル
古
規
用
）
ヲ
用
フ
ヘ
シ　

但

七
条
以
上
ハ
各
自
身
体
ノ
大
小
ニ
随
肘
ノ
長
短
ヲ
定
ム
ヘ
シ

掛
絡
ハ
一
尺
（
ク
ジ
ラ
）
ヲ
最
小
ノ
量
ト
為
ス
一
尺
ヨ
リ
小

ナ
ル
モ
ノ
ハ
受
用
ヲ
許
サ
ス

　
　

第
三
条　

従
来
流
布
ノ
五
条
衣
修
持
衣
ト
称
ス
ル
ノ
類
及
七
条

以
上
環
紐
ア
ル
モ
ノ
（
謂
ユ
ル
世
間
用
）
ハ
宗
内
僧
侶
ノ
被

着
ヲ
禁
止
ス

と
あ
り
、
第
一
条
に
よ
っ
て
明
治
十
九
年
五
月
よ
り
永
平
寺
、
總
持
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寺
の
大
本
山
及
び
全
国
の
末
派
寺
院
の
袈
裟
は
、
各
自
自
由
で
は
な

く
一
つ
の
も
の
に
統
一
し
よ
う
と
し
た
の
で
す
。
こ
の
背
景
に
は
両

大
本
山
の
争
い
が
あ
っ
た
た
め
で
、
政
府
の
テ
コ
入
れ
に
よ
り
「
宗

制
」
が
作
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。

　

第
二
条
で
は
、
今
後
、
五
条
衣
は
す
べ
て
掛
絡
を
用
い
て
、
七
条

衣
以
上
は
環
や
そ
れ
を
結
ぶ
豪
華
な
紐
（
総
）
の
な
い
も
の
を
用
い

る
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
臨
済
宗
の
よ
う
に
、
環
や
総
の
あ

る
も
の
は
や
め
な
さ
い
と
い
っ
て
い
る
の
で
す
。
ま
た
、
掛
絡
は
ク

ジ
ラ
尺
の
一
尺
を
最
小
の
大
き
さ
と
し
て
、
そ
れ
よ
り
小
さ
い
も
の

は
受
用
し
て
な
ら
な
い
と
い
う
。

　

第
三
条
で
は
、
従
来
流
布
し
て
い
た
五
条
衣
と
修
持
衣
と
い
わ
れ

る
も
の
、
そ
れ
に
環
や
総
の
つ
い
て
い
る
七
条
衣
以
上
の
も
の
は
禁

止
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

　

私
は
こ
の
諭
告
に
よ
り
曹
洞
宗
の
袈
裟
は
大
き
く
転
換
し
た
と

思
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
諭
告
に
よ
り
現
在
の
曹
洞
宗
の
袈
裟
と
な
り

ま
し
た
が
、
そ
れ
以
前
の
袈
裟
は
臨
済
宗
と
同
じ
よ
う
で
、
ま
た
、

五
条
衣
も
守
持
衣
も
用
い
ら
れ
て
い
た
の
で
す
。
し
か
し
、
現
在
は

五
条
衣
と
か
守
持
衣
と
い
う
言
葉
も
聞
か
ず
、
そ
れ
ら
の
袈
裟
も
み

あ
た
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
当
時
の
袈
裟
を
復
元
し
曹
洞
宗
の
袈
裟

の
変
遷
を
み
よ
う
と
し
た
の
で
す
。

　

改
良
衣
を
着
て
い
る
私
の
息
子
が
モ
デ
ル
と
な
っ
て
、
そ
の
変
遷

を
紹
介
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

今
私
が
掛
け
て
い
る
の
は
絡ら

く

子す

と
い
い
ま
す
。
首
か
ら
掛
け
絡
う

こ
と
か
ら
掛か

ら絡
と
も
呼
ん
で
い
ま
す
。
よ
く
見
る
と
五
条
衣
で
す
。

五
条
衣
は
普
段
着
で
あ
り
、
七
条
衣
は
法
要
や
説
法
を
聞
く
時
に
、

九
条
衣
は
導
師
や
説
法
す
る
時
に
掛
け
、
人
を
導
く
時
に
掛
け
る
袈

裟
で
す
。

　

私
は
袈
裟
の
研
究
が
始
ま
り
で
し
た
け
ど
、
他
の
研
究
も
行
い
ま

し
た
。
平
成
十
八
年
、
い
ま
か
ら
十
二
年
前
に
な
り
ま
す
が
、
東
京

に
あ
る
五
島
美
術
館
へ
行
き
ま
し
た
。
水
野
弥
穂
子
先
生
か
ら
、

「
五
島
美
術
館
で
鎌
倉
円
覚
寺
の
袈
裟
を
展
示
し
て
い
る
そ
う
だ
。

見
に
行
き
な
さ
い
」
と
い
う
電
話
を
十
一
月
下
旬
に
い
た
だ
き
ま
し

た
。
十
二
月
三
日
ま
で
の
開
催
で
し
た
の
で
、
早
速
、
何
と
か
時
間

を
作
っ
て
行
き
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
私
は
カ
ル
チ
ャ
ー
シ
ョ
ッ
ク
を

受
け
ま
し
た
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
宋
か
ら
来
た
無
学
祖
元
が
掛
け

て
い
た
掛
絡
が
展
示
し
て
あ
っ
た
の
で
す
。
祖
元
は
鎌
倉
円
覚
寺
の

ご
開
山
で
、
生
没
年
は
一
二
二
六
年
か
ら
一
二
八
六
年
の
人
で
、
道

元
禅
師
が
一
二
〇
〇
年
か
ら
一
二
五
三
年
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
大
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体
同
時
期
の
方
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
道
元
禅
師
が
中
国
へ
行
か
れ

た
時
、
こ
の
よ
う
な
掛
絡
を
み
て
い
る
は
ず
で
す
し
、
掛
け
ら
れ
て

い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
私
は
こ
の
掛
絡
が
修
理
に
出
さ
れ
た
時
、

円
覚
寺
様
に
お
願
い
し
て
レ
プ
リ
カ
を
作
り
ま
し
た
。
そ
れ
に
よ
れ

ば
、
田
相
の
大
き
さ
は
縦
五
十
・
五
セ
ン
チ
、
横
は
一
〇
八
セ
ン
チ

あ
り
、
大
き
な
も
の
で
す
。
現
在
私
が
掛
け
て
い
る
掛
絡
は
こ
ん
な

に
小
さ
な
も
の
で
す
。

　

こ
こ
で
、
そ
の
レ
プ
リ
カ
を
掛
け
て
も
ら
い
ま
し
ょ
う
。
普
通
に

前
か
ら
掛
け
て
み
ま
す
と
、
こ
ん
な
に
大
き
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が

わ
か
り
ま
す
。
そ
の
た
め
境
内
や
建
物
の
掃
除
が
容
易
に
で
き
な
い

と
こ
ろ
か
ら
、
田
相
を
両
脇
か
ら
折
っ
て
三
つ
折
り
に
し
ま
し
た
。

掛
絡
に
つ
い
て
は
、
宋
代
の
『
祖
庭
事
苑
』
な
ど
に
述
べ
ら
れ
て
い

ま
す
が
、
そ
の
起
源
の
掛
絡
が
こ
の
よ
う
な
大
き
い
も
の
で
あ
っ
た

こ
と
を
知
り
び
っ
く
り
し
た
の
で
し
た
。
後
の
マ
ネ
キ
（
後
背
と
も

い
う
）
を
み
ま
す
と
、
現
在
の
掛
絡
と
は
上
下
反
対
に
棹
が
な
っ
て

い
ま
す
。

　

次
に
同
じ
く
レ
プ
リ
カ
で
す
が
、
室
町
時
代
の
一
休
さ
ん
が
掛
け

て
い
た
掛
絡
が
京
田
辺
市
の
酬
恩
庵
に
あ
り
ま
す
。
祖
元
の
掛
絡
よ

り
小
さ
く
棹
も
細
く
な
っ
て
い
ま
す
。
徐
々
に
小
さ
く
な
っ
て
い
っ
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た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
五
条
の
田
相
部
分
は
長
い
た
め
、
タ
ッ
ク

の
部
分
に
ボ
タ
ン
を
つ
け
て
と
め
て
あ
り
ま
す
が
、
本
物
は
縫
い
つ

け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

時
代
が
た
つ
に
つ
れ
て
小
さ
く
な
っ
て
き
ま
し
た
が
、
同
じ
禅
宗

で
も
曹
洞
宗
、
臨
済
宗
、
黄
檗
宗
で
は
異
な
っ
て
い
ま
す
。
違
い
が

宗
派
の
特
徴
を
表
わ
し
た
も
の
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

曹
洞
宗
で
は
、
こ
れ
が
禅
師
さ
ん
ら
高
僧
の
掛
け
る
大
掛
絡
で

す
。
前
か
ら
掛
け
る
の
で
は
な
く
、
左
肩
を
お
お
う
よ
う
に
掛
け
ま

す
。
マ
ネ
キ
は
折
れ
松
葉
と
い
っ
て
松
で
と
め
て
い
る
と
考
え
た
の

で
し
ょ
う
か
。
た
だ
し
、
こ
れ
が
曹
洞
宗
で
用
い
ら
れ
て
き
た
の
は

い
つ
頃
か
は
未
詳
で
す
。
お
そ
ら
く
宗
派
仏
教
が
明
確
に
な
っ
た
江

戸
期
で
あ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
れ
が
普
段
掛
け
て

い
る
掛
絡
で
す
。

　

臨
済
宗
の
大
掛
絡
は
曹
洞
宗
と
違
っ
て
田
相
が
三
条
に
な
っ
て
お

り
、
そ
の
間
を
共
色
の
糸
で
縦
に
縫
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
前
に

も
い
い
ま
し
た
よ
う
に
、
五
条
衣
を
タ
ッ
ク
し
て
小
さ
く
し
た
名
残

り
か
ら
と
も
思
わ
れ
ま
す
。
普
段
の
掛
絡
は
曹
洞
宗
よ
り
一
回
り
大

き
く
棹
も
長
く
環
も
大
き
い
で
す
。
た
だ
裏
面
は
、
曹
洞
宗
が
額
装

の
よ
う
で
あ
り
ま
す
が
、
臨
済
宗
は
総
裏
布
に
な
っ
て
い
ま
す
。
高
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僧
よ
り
自
分
の
仏
道
精
進
す
る
励
ま
し
の
言
葉
を
揮
毫
し
て
も
ら
っ

て
い
ま
す
。
マ
ネ
キ
は
△
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

黄
檗
宗
は
曹
洞
宗
と
臨
済
宗
の
掛
絡
を
折
衷
し
て
作
っ
た
よ
う

で
、
裏
面
は
額
装
で
す
が
、
マ
ネ
キ
は
△▽
の
星
で
す
。
ま
た
、
最

近
の
曹
洞
宗
で
は
檀
信
徒
用
と
し
て
長
輪
袈
裟
、
中
輪
袈
裟
、
半
袈

裟
な
ど
と
称
し
た
も
の
も
出
て
い
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
前
に
あ
げ
た
明
治
十
九
年
五
月
の
「
衣
体
ヲ
斉
整
ス

ル
ノ
御
諭
告
」
に
あ
り
ま
し
た
五
条
衣
と
修
持
衣
で
す
が
、
こ
れ
は

現
在
の
曹
洞
宗
で
は
掛
け
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
当
時
ま
で

使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
事
実
で
す
。
そ
れ
は
全
国
各
地
の
寺
院
の

調
査
で
み
つ
か
り
ま
し
た
。
五
条
衣
は
、
こ
の
よ
う
な
も
の
で
縦
八

十
二
セ
ン
チ
、
横
一
三
三
セ
ン
チ
で
、
七
条
衣
よ
り
は
小
さ
い
も
の

で
す
。
江
戸
後
期
か
ら
明
治
初
期
に
掛
け
ら
れ
た
も
の
の
レ
プ
リ
カ

が
あ
り
ま
す
。
最
近
、
江
戸
初
期
に
掛
け
ら
れ
て
い
た
も
の
も
み
つ

か
り
、
五
条
衣
は
江
戸
初
期
に
も
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
確
信
で
き

ま
し
た
。

　

も
う
一
つ
の
修
持
衣
で
す
が
、
こ
れ
は
守
持
衣
と
も
書
き
、
鳳
潭

の
『
仏
門
衣
服
正
儀
編
』
に
「
五
条
守
持
衣
横
四
肘
竪
二
肘
」
と
あ

り
、
五
条
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
守
持
衣
は
五
条
衣
と
思
っ

て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、『
法
服
格
正
』
に
よ
れ
ば
守
持
す
る
最
後

の
大
き
さ
で
あ
り
、
破
片
で
綴
る
こ
と
か
ら
、
キ
リ
雑
の
七
条
で
も

九
条
で
も
あ
る
と
い
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
七
条
も
九
条
も
あ

り
、
こ
れ
が
そ
の
レ
プ
リ
カ
で
す
。
こ
れ
は
黙
山
元
轟
（
一
六
八
三

－

一
七
六
三
）
の
用
い
て
い
た
守
持
衣
で
す
。
前
か
ら
掛
け
る
も
の

で
は
な
く
横
に
掛
け
る
も
の
で
、
奈
良
の
興
福
寺
に
あ
る
迷
企
羅
像

が
掛
け
て
お
り
、
こ
れ
は
守
持
衣
の
元
の
も
の
と
い
え
ま
す
。
ま

た
、
横
に
掛
け
る
も
の
は
天
台
宗
の
比
叡
山
の
回
峰
行
者
の
白
五
条

袈
裟
も
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
他
、
曹
洞
宗
の
掛
絡
に
よ
く
似
て
い
る
浄
土
宗
の
威
儀
細
が

あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
掛
絡
よ
り
威
儀
、
つ
ま
り
棹
が
少
し
長
く
、
環

は
つ
い
て
い
ま
せ
ん
。
同
じ
浄
土
系
の
時
宗
の
前
五
条
は
、
マ
ネ
キ

が
な
く
威
儀
も
細
く
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
宗
派
に
よ
っ
て
特
徴
が
も
の
す
ご
く
あ
り
ま
す
。

時
代
が
た
つ
に
つ
れ
、
五
条
衣
は
も
っ
と
小
さ
い
も
の
に
な
っ
て
し

ま
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
小
三
衣
と
い
う
お
守
り
の
よ
う
な
も
の
も

あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
イ
ン
ド
の
比
丘
の
戒
律
に
離
三
衣
宿
戒
が
あ

り
、
五
、七
、九
条
の
三
衣
を
い
つ
も
持
っ
て
お
ら
ね
ば
戒
律
を
犯
す

こ
と
に
な
る
と
こ
ろ
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
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そ
こ
で
私
は
、
道
元
禅
師
が
掛
絡
を
掛
け
て
い
た
か
、
守
持
衣
を

掛
け
て
い
た
か
、
五
条
衣
は
ど
の
よ
う
な
袈
裟
を
掛
け
て
い
た
か
を

明
ら
か
に
し
よ
う
と
思
い
、
今
で
も
調
査
や
研
究
を
行
っ
て
い
ま

す
。
ま
さ
に
袈
裟
の
研
究
に
始
ま
り
、
袈
裟
の
研
究
で
終
わ
る
の
で

は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

五
、
お
　
わ
　
り
　
に

　

最
後
に
学
生
諸
君
に
伝
え
た
い
。
本
学
の
学
生
さ
ん
は
少
し
お
と

な
し
く
、
積
極
さ
が
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
こ
れ
か
ら
は
、
ど

ん
ど
ん
頑
張
っ
て
自
分
の
知
ら
な
い
こ
と
を
貪
欲
に
求
め
る
と
い
い

と
思
い
ま
す
。

　

私
は
こ
ん
な
経
験
を
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
大
学
院
の
修
士
課

程
か
ら
博
士
課
程
へ
行
っ
た
頃
、
曹
洞
宗
宗
務
庁
か
ら
出
ま
し
た

『
訳
註
禅
苑
清
規
』
と
い
う
本
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
索
引
を
私
が
や

ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
鏡
島
元
隆
、
佐
藤
達
玄
、
小
坂
機
融
各

先
生
よ
り
、
川
口
も
戒
律
を
研
究
し
て
い
る
と
の
こ
と
か
ら
依
頼
さ

れ
ま
し
た
。

　

昭
和
四
十
八
年
の
大
学
院
博
士
課
程
二
年
生
の
時
、
二
月
か
ら
半

年
間
永
平
寺
へ
安
居
を
し
ま
し
た
。
永
平
寺
を
下
り
る
時
、
鏡
島
先
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生
へ
手
紙
を
出
し
ま
し
た
。
そ
の
時
に
書
い
た
の
は
、
九
月
に
永
平

寺
を
「
こ
う
か
」
す
る
と
い
っ
て
、「
こ
う
か
」
と
い
う
字
を
見
て

く
だ
さ
い
。
本
当
に
降
る
の
字
で
、「
降
下
し
ま
す
」
と
書
い
た
。

そ
れ
は
、
他
の
人
も
そ
う
書
い
て
い
た
か
ら
で
す
。
十
月
に
大
学
へ

行
っ
た
ら
、
私
は
大
笑
い
さ
れ
ま
し
た
。
あ
る
先
輩
か
ら
、「
鏡
島

先
生
が
川
口
は
索
引
も
作
っ
て
い
る
の
に
、
永
平
寺
を
降
下
す
る
と

は
」
と
。
こ
の
場
合
の
「
こ
う
か
」
と
い
う
の
は
、「
暇
を
乞
う
」

と
書
い
て
「
乞
暇
」
と
い
う
の
で
す
。
鏡
島
先
生
に
厳
し
く
注
意
を

受
け
ま
し
た
。

　

次
に
、『
法
服
格
正
の
研
究
』
を
出
し
た
時
、
自
序
に
祖
父
の
大

和
尚
に
対
し
て
「
菩
提
の
冥
福
を
祈
る
」
と
書
い
た
の
で
す
。
そ
う

し
ま
し
た
ら
、
榑
林
皓
堂
先
生
か
ら
、「
大
和
尚
に
対
す
る
敬
語
を

正
し
く
使
う
べ
き
だ
。
菩
提
の
冥
福
で
は
な
く
品
位
を
増
崇
せ
ん
こ

と
」
だ
と
懇
切
丁
寧
な
手
紙
が
来
ま
し
た
。
私
は
恥
を
い
っ
ぱ
い
書8

い
て
い
た

8

8

8

8

ん
で
す
ね
。
当
時
は
、
ま
だ
禅
の
言
葉
が
身
に
つ
い
て
い

な
か
っ
た
の
で
す
。

　

あ
る
時
、
某
檀
家
さ
ん
の
家
へ
月
参
り
に
行
っ
た
時
、
床
の
間
に

掛
か
っ
て
い
る
掛
け
軸
の
読
み
と
意
味
を
聞
か
れ
ま
し
た
。「
学
校

の
先
生
を
や
っ
て
い
る
し
、
お
寺
さ
ん
だ
か
ら
読
め
る
ん
じ
ゃ
な
い

か
、
読
ん
で
く
れ
」
と
い
わ
れ
ま
し
た
が
、
当
時
は
ま
っ
た
く
読
め

ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
れ
も
赤
面
の
至
り
で
し
た
。
さ
ら
に
、
名
古
屋

の
寺
院
の
住
職
を
や
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
ど
う
し
て
名
古
屋
に
は

お
寺
が
多
い
ん
で
す
か
。
曹
洞
宗
は
ど
れ
く
ら
い
の
数
が
あ
る
の
で

す
か
。
な
ど
の
質
問
も
受
け
ま
し
た
が
答
え
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

こ
う
い
う
経
験
か
ら
自
分
の
無
知
が
よ
く
わ
か
り
ま
し
た
。「
聞

く
は
一
時
の
恥
、
聞
か
ぬ
は
一
生
の
恥
」、
本
当
に
無
知
か
ら
始
ま

れ
ば
、
何
も
失
う
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
一
度
ゼ
ロ
に
な
っ

て
、
プ
ラ
イ
ド
な
ん
か
捨
て
て
、
質
問
を
し
、
学
ぶ
と
い
う
こ
と
が

大
切
だ
と
感
じ
ま
す
。
私
の
研
究
方
法
は
、
す
ぐ
袈
裟
に
関
係
し
ま

す
が
、
袈
裟
の
縫
い
方
と
同
じ
と
思
い
ま
す
。
一
般
の
縫
い
も
の
は

真
縫
い
で
す
。
ち
く
ち
く
縫
っ
て
い
く
だ
け
で
す
が
、
袈
裟
の
縫
い

方
は
返
し
縫
い
で
す
。
返
し
縫
い
と
は
、
一
度
縫
っ
て
半
分
戻
し

て
、
ま
た
前
に
進
む
と
い
う
縫
い
方
で
す
。
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い

い
ま
す
と
、
一
カ
所
が
ほ
つ
れ
て
も
ま
だ
し
っ
か
り
と
し
て
い
る
か

ら
で
す
。
こ
れ
は
反
復
練
習
と
同
じ
こ
と
で
す
。
一
度
振
り
返
っ
て

後
ろ
へ
戻
り
、
熟
考
し
て
ま
た
進
ん
で
い
く
こ
と
で
す
。
こ
れ
を
繰

り
返
し
て
い
る
と
、な
る
ほ
ど
な
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
て
く
る
の

で
す
。
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今
相
撲
界
が
賑
わ
っ
て
い
ま
す
が
、
貴
乃
花
親
方
が
元
気
な
時
、

テ
レ
ビ
で
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
の
質
問
に
答
え
て
い
ま
し
た
。「
貴
乃
花

親
方
の
好
き
な
言
葉
を
教
え
て
下
さ
い
」
と
い
っ
た
ら
、
親
方
は

「
誇
り
」
と
言
い
ま
し
た
。
彼
は
自
尊
心
を
す
ご
く
持
っ
て
い
た
か

ら
、
自
然
に
出
た
言
葉
で
し
た
。
続
い
て
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
は
嫌
い
な

言
葉
を
教
え
て
く
だ
さ
い
と
い
い
ま
し
た
ら
、「
プ
ラ
イ
ド
」
と

い
っ
て
い
ま
し
た
。
同
意
で
す
が
受
け
取
り
方
は
違
う
言
葉
と
思
わ

れ
ま
す
。

　

皆
さ
ん
も
プ
ラ
イ
ド
な
ん
か
捨
て
て
、
ゼ
ロ
か
ら
、
無
知
の
姿
勢

で
学
ん
で
み
ま
す
と
、
だ
ん
だ
ん
と
血
と
な
り
肉
と
な
っ
て
い
く
よ

う
な
感
じ
が
し
ま
す
。
学
ぶ
こ
と
は
「
真
似
る
」
と
い
う
言
葉
に
由

来
し
ま
す
。
永
平
寺
の
宮
崎
奕
保
禅
師
が
よ
く
い
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ

い
ま
し
た
。
テ
レ
ビ
で
も
や
っ
て
お
り
ま
し
た
が
、
自
分
は
お
師
匠

さ
ん
の
真
似
を
し
て
い
る
。
一
日
真
似
れ
ば
、
一
日
の
お
師
匠
さ
ん

の
真
似
、
一
カ
月
な
ら
一
カ
月
の
真
似
、
一
年
真
似
れ
ば
一
年
の
お

師
匠
さ
ん
に
な
る
。
で
は
、
一
生
真
似
た
ら
ど
う
な
る
か
。
そ
れ

は
、
本
物
に
な
る
と
い
う
ん
で
す
。
だ
か
ら
、
一
生
懸
命
に
一
生
や

れ
ば
、
な
ん
で
も
本
物
に
な
る
と
い
っ
て
い
る
の
で
す
。

　
「
憧
れ
の
鎌
田
先
生
と
揮
毫
」
と
い
う
の
は
、
鎌
田
茂
雄
先
生
が

東
大
を
定
年
に
な
っ
て
本
学
の
日
本
文
化
学
科
の
教
授
と
し
て
お
見

え
に
な
っ
た
時
、
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
と
い
う
こ
と
で
、
一
杯

飲
み
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
先
生
が
退
職
さ
れ
る
時
、
今
日
こ
こ
に
出

席
し
て
い
ま
す
が
、
当
時
の
書
道
部
に
所
属
し
て
い
た
吉
岡
博
瑞
君

に
頼
ん
で
、
鎌
田
先
生
に
書
道
部
の
部
室
へ
来
て
い
た
だ
き
、
最
後

に
先
生
の
揮
毫
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
れ
は
先
生
の
座
右
の
銘
で

あ
り
、『
論
語
』
の
「
一
以
貫
之
」
で
し
た
。
孔
子
が
、
自
分
の
人

生
を
振
り
返
っ
て
見
る
と
、
一
つ
の
こ
と
に
打
ち
込
ん
で
貫
き
通
し

た
こ
と
を
い
っ
て
い
ま
す
。
ま
さ
に
そ
の
言
葉
を
揮
毫
し
て
い
た
だ

き
、
大
幅
で
あ
り
、
立
派
な
字
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
み
ん
な
で

思
わ
ず
拍
手
し
ま
し
た
。
あ
の
時
は
感
激
で
し
た
。
そ
れ
と
横
額
を

書
い
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
落
款
と
蔵
書
印
を
間
違
っ
て

押
さ
れ
た
た
め
、
こ
れ
ら
の
大
幅
と
額
は
他
に
な
い
も
の
だ
と
貴
重

品
扱
い
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
横
額
を
研
究
室
に
掛
け
て
い
ま
す
。
研

究
室
へ
入
る
た
び
に
、
鎌
田
先
生
が
い
つ
も
上
か
ら
見
て
い
て
応
援

し
て
く
れ
て
い
る
よ
う
な
気
が
い
た
し
ま
し
た
。

　

最
後
の
「
志 

い
ま
だ
老
い
ず
」
は
、
佐
藤
一
斎
の
有
名
な
『
言

志
後
録
』
に
あ
る
「
血
気
に
は
老
少
有
り
て
、
志
気
に
は
老
少
無

し
、
老
人
の
学
を
講
ず
る
に
は
、
当
に
益
志
気
を
励
し
て
、
少
壮
の
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人
に
譲
る
可
か
ら
ざ
る
べ
し
」
と
い
う
言
葉
か
ら
で
き
た
も
の
で

す
。
人
間
の
体
力
か
ら
発
す
る
血
気
に
は
、
青
年
と
老
人
と
で
大
き

な
違
い
は
あ
る
が
、
精
神
よ
り
ほ
と
ば
し
る
志
気
、
志
と
い
う
も
の

は
、
老
人
と
青
年
の
間
に
は
違
い
が
な
い
。
か
え
っ
て
老
人
の
ほ
う

が
、
志
は
高
く
あ
る
と
い
う
こ
と
を
佐
藤
一
斎
は
教
え
て
い
ま
す
。

よ
く
座
右
の
銘
に
し
て
い
る
方
も
多
い
よ
う
で
す
。
私
も
ま
さ
に
、

「
志
は
老
い
ず
」
で
は
な
く
、「
志
は
い
ま
だ
老
い
ず
」
で
、
一
生

行
っ
て
み
よ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

最
後
に
、
私
も
無
事
に
何
と
か
、
専
任
で
四
〇
年
、
二
年
間
非
常

勤
講
師
と
い
う
こ
と
で
四
十
二
年
間
愛
知
学
院
大
学
に
勤
め
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
し
て
無
事
に
定
年
退
職
で
き
ま
す
。
学
校
当

局
の
小
出
忠
孝
先
生
を
は
じ
め
、
多
く
の
ご
交
流
で
き
た
教
職
員
の

皆
さ
ん
に
も
深
く
感
謝
い
た
し
厚
く
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
ま
た
、
大
病
も
せ
ず
今
日
を
迎
え
ら
れ
た

と
い
う
こ
と
は
、
家
庭
に
い
る
家
内
を
は
じ
め
、
子
ど
も
た
ち
に
も

さ
さ
え
ら
れ
た
か
ら
で
す
。
家
族
に
も
感
謝
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

自
分
の
一
生
を
振
り
返
る
と
、「
宗
教
学
」
に
始
ま
り
、「
宗
教
学
」

に
終
わ
る
学
究
生
活
で
し
た
。
ま
た
、
袈
裟
研
究
に
始
ま
り
、
袈
裟

研
究
に
終
わ
る
学
究
生
活
と
も
い
え
そ
う
で
す
。

　

本
日
は
遠
く
、
秋
田
、
山
形
、
東
京
、
京
都
か
ら
も
来
て
い
た
だ

き
、
ま
た
、
地
元
の
多
く
の
方
も
出
席
し
て
い
た
だ
き
、
本
当
に
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
18
歳
の
学
生
諸
君
、
私
と
50
歳
違
い
ま

す
が
、
こ
れ
か
ら
の
長
い
人
生
を
頑
張
っ
て
生
き
ぬ
い
て
下
さ
い
。

81
歳
の
大
先
輩
の
皆
様
、
志
は
い
ま
だ
老
い
ず
で
す
か
ら
、
ま
す
ま

す
志
を
高
く
も
っ
て
頑
張
っ
て
や
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま

す
。
一
時
間
半
の
ご
清
聴
、
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

こ
れ
か
ら
も
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。


