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私
は
全
く
予
期
せ
ぬ
事
情
か
ら
鶴
見
大
学
の
学
長
職
に
つ
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
仏
教
文
化
研
究
所
の
所

長
に
も
つ
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
先
代
の
学
長
・
所
長
で
あ
る
高
u
直
道
先
生
の
よ
う
な
正
統
的
な
仏
教
学
者
で
あ
り
ま

せ
ん
し
、
多
少
坐
禅
を
し
た
経
験
が
あ
る
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
、
と
て
も
皆
様
に
そ
の
こ
と
か
ら
得
た
も
の
を
お
話
で
き
る
よ
う
な

修
行
を
し
た
わ
け
で
も
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
た
だ
私
は
50
年
ほ
ど
前
に
大
学
で
医
学
を
学
び
、「
医
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
多
少
の

知
識
を
得
た
後
に
、
そ
の
よ
っ
て
立
つ
と
こ
ろ
の
基
礎
医
学
の
一
つ
の
領
域
で
あ
る
生
理
学
の
教
育
、
研
究
に
一
生
た
ず
さ
わ
っ
て
参

り
ま
し
た
。

生
理
学
は
あ
る
意
味
で
は
わ
か
り
や
す
い
学
問
で
す
。
生
き
て
い
く
た
め
に
は
、
い
ろ
い
ろ
な
働
き
が
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、
朝

起
き
て
顔
を
洗
っ
て
食
事
を
す
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
動
作
時
に
、
手
足
は
ど
の
よ
う
に
動
く
の
か
。
食
物
は
咀
嚼
さ
れ
て
胃
の
中
に
入
っ

た
後
、
ど
の
よ
う
な
運
命
を
辿
る
の
か
。
最
終
的
に
、
一
部
は
体
の
中
に
取
り
込
ま
れ
、
一
部
は
肛
門
か
ら
排
出
さ
れ
る
。
そ
う
い
う

仕
組
み
は
一
見
明
白
の
よ
う
で
す
が
、
考
え
て
み
る
と
わ
か
ら
な
い
こ
と
だ
ら
け
で
す
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
て
い
る
う
ち
に
、

一
生
が
経
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
本
日
は
そ
ん
な
立
場
か
ら
、
仏
教
で
い
う
「
生
老
病
死
」
の
「
四
苦
」
に
つ
い
て
考
え
て
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み
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
始
め
に
、
本
学
で
学
生
・
教
職
員
の
方
々
に
一
冊
ず
つ
お
持
ち
い
た
だ
い
て
い
る
『
聖
典
』
を
み
ま
す
と
、
そ
の
中
に
『
修
証

義
』
が
お
さ
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
出
だ
し
の
と
こ
ろ
を
拝
読
い
た
し
ま
す
と
、「
生
を
明
ら
め
死
を
明
ら
む
る
は
仏
家
一
大
事
の

因
縁
な
り
、
生
死
の
中
に
仏
あ
れ
ば
生
死
な
し
、
但
生
死
即
ち
涅
槃
と
心
得
て
、
生
死
と
し
て
厭
う
べ
き
も
な
く
、
涅
槃
と
し
て
欣
う

べ
き
も
な
し
、
是
時
初
め
て
生
死
を
離
る
る
分
あ
り
、
唯
一
大
事
因
縁
と
究
尽
す
べ
し
。」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
ま
ず

「
生
」
と
か
「
死
」
に
つ
い
て
、
科
学
的
に
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
あ
ら
か
じ
め
お
断
り
い
た
し
て
お
き
ま
す
が
、

本
日
私
か
ら
こ
の
話
を
聞
く
こ
と
に
よ
っ
て
生
死
に
つ
い
て
悟
り
を
得
た
い
と
い
わ
れ
て
も
、
そ
れ
は
で
き
な
い
相
談
で
す
。

「
生
」
と
は
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
は
実
は
こ
こ
に
い
る
皆
様
は
常
に
体
験
し
て
い
る
状
態
で
す
。「
生
」
の
形
に
は

い
ろ
い
ろ
な
も
の
が
あ
る
で
し
ょ
う
が
、
ヒ
ト
が
生
き
て
い
る
と
は
、
皆
様
が
こ
こ
に
お
ら
れ
る
こ
と
で
す
。
冷
暖
自
知
と
い
う
言
葉

が
あ
り
ま
す
が
、
自
分
が
生
き
て
い
る
こ
と
は
自
分
に
し
か
体
験
で
き
な
い
こ
と
で
、
他
人
の
生
き
て
い
る
状
態
は
現
象
と
し
て
あ
れ

こ
れ
説
明
は
で
き
ま
す
が
、
体
験
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
ヒ
ト
は
脳
の
活
動
に
よ
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
考
え
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
そ
の
活
動
の
状
態
を
仮
に
名
づ
け
れ
ば
「
心
」
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。
そ
の
「
心
」
は
そ
の
人
に
し
か
体
験
で

き
な
い
こ
と
で
、
他
の
人
の
「
心
」
を
完
全
に
知
る
こ
と
は
不
可
能
で
す
。

こ
こ
で
「
心
」
に
つ
い
て
、
少
し
古
い
禅
籍
か
ら
ふ
れ
て
み
ま
す
。『
五
燈
会
元
』
の
中
で
、
初
祖
達
磨
大
師
と
入
門
を
許
さ
れ
て

後
に
二
祖
大
師
と
な
ら
れ
る
慧
可
と
の
問
答
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
一
節
で
す
。

「
慧
可
云
く
、
我
が
心
　
未
だ
寧
か
ら
ず
、
乞
う
師
、
た
め
に
安
ん
ぜ
よ
。
磨
云
く
、
心
を
将
ち
来
れ
、
汝
が
た
め
に
安
ん
ぜ
ん
。
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可
　
良
久
し
て
云
く
、
心
を
覓
む
る
に
つ
い
に
不
可
得
な
り
。
磨
云
く
、
我
　
汝
が
た
め
に
心
を
安
ん
じ
了
れ
り
。」

こ
れ
は
禅
の
公
案
で
す
か
ら
、
私
は
こ
こ
で
何
も
解
釈
は
い
た
し
ま
せ
ん
。
し
か
し
心
の
働
き
を
何
か
物
と
し
て
体
の
中
（
脳
の
中
）

か
ら
取
り
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
は
感
じ
ら
れ
ま
す
。

こ
こ
で
少
し
だ
け
つ
け
加
え
ま
す
と
、
芳
賀
洞
然
老
師
（
人
間
禅
教
団
）
は
そ
の
ご
著
書
『
五
燈
会
元
鈔
講
話
』
の
中
で
「
慧
可
の

良
久
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
『
や
ゝ
久
し
』
と
い
う
意
味
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
は
数
日
間
、
あ
る
い
は
数
ヶ
月
の
間
真
剣
に
努
力
し
た

あ
と
で
、『
心
を
覓
む
る
に
つ
い
に
不
可
得
な
り
』
と
い
う
見
解
を
呈
し
た
は
ず
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
お
ら
れ
ま
す
。
公
案
を
軽

率
に
と
り
扱
っ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
ご
注
意
で
す
。

私
は
こ
の
ご
ろ
、
心
の
働
き
を
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
と
そ
の
デ
ー
タ
に
対
比
し
て
考
え
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
ハ
ー
ド

の
部
分
が
働
か
な
け
れ
ば
、
ソ
フ
ト
に
乗
っ
て
い
る
デ
ー
タ
は
全
く
無
意
味
で
す
が
、
そ
れ
ら
が
働
い
て
い
れ
ば
記
憶
装
置
（
媒
体
）

に
入
れ
ら
れ
て
い
る
も
の
は
他
の
人
が
再
生
で
き
る
か
と
思
い
ま
す
。
心
の
そ
の
よ
う
な
記
憶
媒
体
と
し
て
、
書
物
が
あ
っ
た
り
、
映

像
が
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
美
術
作
品
が
あ
っ
た
り
し
ま
す
が
、「
禅
の
公
案
」
も
そ
の
一
つ
で
す
。
私
た
ち
の
脳
の
ハ
ー
ド
の
部
分

が
作
者
の
脳
と
同
じ
よ
う
に
働
い
て
い
れ
ば
、
書
物
や
映
像
や
美
術
作
品
や
禅
の
公
案
に
こ
め
ら
れ
た
作
者
の
「
心
」
が
現
わ
れ
て
く

る
で
し
ょ
う
。

思
い
が
け
ず
、
話
は
「
心
」
に
進
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
が
、
こ
こ
で
も
う
一
度
「
生
」
に
戻
り
ま
し
ょ
う
。

地
球
の
誕
生
か
ら
45
億
年
ぐ
ら
い
た
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
生
命
の
誕
生
は
40
億
年
前
ぐ
ら
い
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

40
億
年
の
生
命
の
歴
史
の
中
で
、
人
類
の
歴
史
は
ど
の
く
ら
い
か
と
い
え
ば
約
6
0
0
万
年
前
に
類
人
猿
か
ら
二
本
足
で
立
ち
上
が
る
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猿
人
が
出
現
し
ま
し
た
。
そ
し
て
2
0
0
万
年
前
く
ら
い
に
ホ
モ
・
ハ
ビ
リ
ス
（
器
用
な
ヒ
ト
）
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
出
現
し
て
石
器

を
製
作
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
狩
り
の
効
率
が
向
上
し
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
続
い
て
約
60
万
年
前
に
ホ

モ
・
エ
レ
ク
ト
ス
（
立
ち
上
が
っ
た
ヒ
ト
）
が
出
現
し
て
、
ア
フ
リ
カ
か
ら
ア
ジ
ア
へ
も
進
出
し
ま
し
た
。
北
京
原
人
、
ジ
ャ
ワ
原
人

と
呼
ば
れ
る
も
の
た
ち
で
、
彼
ら
は
約
40
万
年
前
ぐ
ら
い
に
は
火
の
使
用
を
始
め
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
原
人
や
旧
人
と
呼
ば
れ
る
ネ
ア

ン
デ
ル
タ
ー
ル
人
な
ど
は
み
な
絶
滅
し
て
し
ま
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
祖
先
は
よ
う
や
く
20
万
年
前
に
出
現
し
た
ホ
モ
･
サ
ピ
エ
ン
ス

（
か
し
こ
い
ヒ
ト
）
で
す
。
彼
ら
は
や
は
り
ア
フ
リ
カ
で
出
現
し
、
石
器
や
土
器
を
使
い
な
が
ら
ア
フ
リ
カ
を
出
て
、
6
万
年
前
に
世

界
中
に
広
が
り
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
人
類
の
歴
史
が
は
じ
ま
る
わ
け
で
す
が
、
こ
の
生
命
も
実
は
永
遠
に
続
く
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

あ
と
50
億
年
ぐ
ら
い
で
太
陽
の
寿
命
が
つ
き
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
そ
の
と
き
に
は
太
陽
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
依
存
し
て
い
る
す
べ

て
の
生
命
も
地
球
も
ほ
ろ
び
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
宇
宙
全
体
と
し
て
み
れ
ば
、
星
の
誕
生
も
消
滅
も
一
つ
の
現
象
で
あ
っ

て
、
宇
宙
全
体
を
構
成
し
て
い
る
物
質
全
体
は
不
生
不
滅
と
い
う
こ
と
も
で
き
ま
す
。

ヒ
ト
は
こ
の
よ
う
に
し
て
地
球
上
に
現
れ
、
文
明
を
造
っ
て
き
ま
し
た
。
ヒ
ト
が
精
子
と
卵
子
の
結
合
に
よ
っ
て
受
精
卵
と
な
り
分

割
を
く
り
返
し
な
が
ら
、
新
し
い
個
体
を
形
成
し
て
い
く
。
そ
の
細
胞
分
裂
の
設
計
図
は
ゲ
ノ
ム
と
呼
ば
れ
る
数
万
個
の
D
N
A
の
塩

基
配
列
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
情
報
で
す
。
生
命
の
歴
史
、
ヒ
ト
の
発
生
、
そ
し
て
祖
先
か
ら
伝
え
ら
れ
て
き
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
に
よ
っ
て
私
た

ち
の
今
日
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
大
変
に
あ
り
が
た
い
こ
と
で
す
。

ヒ
ト
は
子
宮
内
で
細
胞
分
裂
を
く
り
返
し
な
が
ら
だ
ん
だ
ん
ヒ
ト
ら
し
い
形
に
な
り
、
約
２
８
０
日
で
誕
生
し
ま
す
。
こ
の
瞬
間
か

ら
が
「
生
」
が
は
じ
ま
り
、
乳
児
、
幼
児
、
小
児
、
成
人
と
な
っ
て
い
く
過
程
は
成
長
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

成
人
に
な
っ
て
し
ば
ら
く
す
る
と
、「
老
化
」
が
は
じ
ま
り
ま
す
。
老
化
は
個
人
差
が
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
現
わ
れ
方
も
多
様
で
す
。

た
と
え
ば
頭
髪
は
白
く
な
っ
た
り
、
少
な
く
な
っ
た
り
し
ま
す
。
眼
に
は
水
晶
体
と
い
わ
れ
る
レ
ン
ズ
の
作
用
を
す
る
部
位
が
あ
り
ま
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す
が
、
眼
の
遠
近
調
節
は
こ
の
水
晶
体
の
厚
さ
が
変
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
水
晶
体
の
弾
性
が
だ
ん
だ
ん
な
く
な

っ
て
く
る
と
、
近
い
と
こ
ろ
を
見
よ
う
と
し
て
も
水
晶
体
が
十
分
に
ふ
く
ら
ま
な
く
な
り
、
結
果
的
に
近
い
と
こ
ろ
の
物
体
の
像
を
網

膜
上
に
結
ば
せ
る
こ
と
が
困
難
に
な
る
と
い
う
老
視
（
眼
）
が
お
こ
り
ま
す
。
こ
れ
を
補
う
た
め
に
は
老
眼
鏡
が
必
要
で
す
。
耳
は
、

若
い
と
き
に
は
20
〜
20kH

z

の
音
を
感
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
が
、
高
齢
に
な
る
と
だ
ん
だ
ん
高
音
の
方
か
ら
聞
こ
え
な
く
な

っ
て
き
ま
す
。
会
話
域
の
音
（
数kH

z

ま
で
）
が
聞
き
と
れ
な
く
な
れ
ば
、
補
聴
器
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
実
は
こ
れ
以
外
の
感
覚
で

も
、
だ
ん
だ
ん
と
感
受
性
が
低
下
す
る
現
象
は
お
こ
り
ま
す
が
、
そ
れ
を
補
う
道
具
は
開
発
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
皮
膚
に
お
い
て
は
、

弾
力
性
が
な
く
な
っ
て
し
わ
が
多
く
な
っ
た
り
、
し
み
が
出
来
て
き
た
り
す
る
こ
と
も
老
化
現
象
で
す
。
筋
肉
で
は
筋
線
維
が
細
く
な

っ
て
筋
力
が
低
下
し
て
、
い
ろ
い
ろ
な
運
動
を
す
る
こ
と
に
障
害
が
お
こ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
老
化
は
、
訓
練
に
よ
っ
て
あ
る
程
度

遅
ら
せ
る
こ
と
は
で
き
ま
す
が
、
不
老
長
寿
と
い
う
こ
と
は
不
可
能
な
こ
と
で
す
。

ヒ
ト
が
老
化
す
る
と
い
う
こ
と
は
生
理
的
な
現
象
で
、
避
け
て
通
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
医
学
が
未
発
達
で
あ
っ
た
明
治
時
代
ま

で
、
子
ど
も
や
若
者
は
結
核
を
は
じ
め
と
す
る
伝
染
病
に
よ
っ
て
早
死
す
る
こ
と
が
お
お
く
、
有
名
な
滝
廉
太
郎
や
樋
口
一
葉
は
20
代

で
な
く
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
本
来
ヒ
ト
を
幸
福
に
す
る
た
め
の
医
学
の
進
歩
に
よ
っ
て
、
ヒ
ト
の
寿
命
が
延
び
て
き
て
高
齢
社
会

が
到
来
し
た
現
在
、
老
人
が
疎
ん
じ
ら
れ
「
老
」
が
か
つ
て
の
よ
う
な
尊
称
（
た
と
え
ば
寺
院
で
使
わ
れ
る
老
師
と
か
江
戸
時
代
の
大

老
、
老
中
、
若
年
寄
な
ど
）
で
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
は
憂
慮
す
べ
き
こ
と
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、
成
長
し
老
化
し
て
い
く
過
程
に
お
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
原
因
に
よ
っ
て
老
化
と
は
別
に
障
害
が
お
こ
っ
て
き
ま
す
。

そ
れ
が
「
病
」
と
い
う
も
の
で
、
そ
の
原
因
と
し
て
は
、
細
菌
、
ウ
イ
ル
ス
、
そ
の
他
外
来
の
物
質
に
よ
る
も
の
と
、
最
近
は
や
り
の

言
葉
で
い
え
ば
、
生
活
習
慣
病
と
い
う
よ
う
に
自
分
に
責
任
の
あ
る
こ
と
で
起
こ
っ
て
く
る
病
気
と
が
あ
り
ま
す
。

ヒ
ト
は
「
病
」
に
か
か
る
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
運
命
を
た
ど
り
ま
す
。
治
る
見
込
み
の
な
い
病
も
あ
り
ま
す
し
、
簡
単
に
治
る
も
の
も
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あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
病
に
か
か
っ
た
と
き
を
思
い
返
し
て
み
ま
す
と
、
日
常
と
違
っ
た
生
活
か
ら
、
孤
独
感
を
感
じ
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
こ
の
よ
う
な
と
き
に
慰
め
の
言
葉
を
か
け
ら
れ
る
と
、
気
持
ち
が
楽
に
な
る
と
い
う
経
験
を
さ
れ
た
で
し
ょ
う
。
自
分
が
受
け

た
慰
め
の
体
験
を
、
今
度
は
他
の
病
ん
で
い
る
人
に
対
し
て
し
て
あ
げ
る
と
い
う
気
持
ち
に
な
る
こ
と
は
自
然
な
こ
と
で
す
。
仏
教
は

慈
悲
の
宗
教
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
が
福
祉
思
想
の
根
本
で
し
ょ
う
。

病
の
と
き
に
経
験
す
る
苦
し
み
に
痛
み
が
あ
り
ま
す
。
ヒ
ト
の
感
覚
の
中
で
、
痛
み
は
他
の
感
覚
に
比
べ
て
慣
れ
に
く
い
（
順
応
し

に
く
い
）
感
覚
で
す
。「
順
応
」
と
い
う
の
は
生
理
的
な
現
象
で
、
例
え
ば
暗
い
部
屋
に
入
っ
た
と
き
、
最
初
は
周
り
の
様
子
が
わ
か

ら
な
い
の
に
、
し
ば
ら
く
す
る
と
見
え
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
現
象
で
す
。
痛
み
が
慣
れ
に
く
い
の
は
危
険
に
気
づ
か
な
い
と
困
る
と

い
う
面
が
あ
り
ま
す
。
痛
み
は
老
化
に
よ
っ
て
も
な
か
な
か
変
化
し
ま
せ
ん
。
病
に
よ
る
痛
み
は
非
常
に
困
り
ま
す
が
、
そ
の
よ
う
な

と
き
に
優
し
い
言
葉
を
か
け
ら
れ
る
と
、
少
し
痛
み
が
和
ら
ぐ
経
験
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
こ
れ
は
脳
の
活
動
に
よ
る
感
覚
の
減
弱
効
果

で
す
。
相
手
を
思
い
や
る
福
祉
思
想
は
こ
こ
か
ら
出
発
し
て
い
る
と
い
え
ま
す
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
ヒ
ト
は
有
限
の
生
命
で
す
。
最
大
生
き
て
１
２
０
歳
と
も
１
８
０
歳
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
歳
に
な

れ
ば
「
死
」
を
迎
え
ま
す
。
そ
し
て
、
死
ね
ば
、
ど
う
な
る
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
、
生
命
体
と
し
て
の
活
動
は
す
べ
て
停
止
し
て
、

あ
と
は
こ
わ
れ
て
い
く
ば
か
り
で
す
。
こ
の
と
き
に
「
心
」
が
別
に
あ
っ
て
、
そ
れ
は
永
遠
に
残
る
と
い
う
立
場
を
私
は
と
り
ま
せ
ん
。

前
に
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
、
生
体
に
属
し
て
い
る
精
神
の
活
動
は
脳
の
活
動
で
あ
る
わ
け
で
す
が
、
脳
が
活
動
を
停
止
す
れ
ば
、
精
神

の
活
動
も
停
止
し
ま
す
。
死
ん
で
も
「
心
」
が
残
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
ま
せ
ん
。

死
後
の
「
心
」
の
存
在
は
否
定
し
ま
す
が
、
ヒ
ト
と
し
て
全
く
何
も
残
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
死
後
も
私
た
ち
は
、
家
族
や
ま
わ

り
に
い
る
人
た
ち
の
記
憶
の
中
に
は
存
在
を
続
け
ま
す
。
あ
る
い
は
、
先
に
の
べ
た
よ
う
に
著
書
や
映
像
、
芸
術
や
禅
の
公
案
と
い
う

形
で
存
在
を
続
け
ま
す
。
も
っ
と
科
学
的
に
考
え
れ
ば
、
ヒ
ト
の
D
N
A
、
あ
る
い
は
生
物
の
D
N
A
は
唯
一
の
先
祖
か
ら
ス
タ
ー
ト



生老病死を見つめて

－9－

し
た
と
考
え
ま
す
と
、
生
命
の
存
在
す
る
限
り
、
何
ら
か
の
形
で
生
命
で
あ
り
続
け
る
で
し
ょ
う
。
も
し
も
生
命
が
存
在
し
な
く
な
っ

た
と
き
で
も
原
子
と
し
て
は
存
在
を
続
け
ま
す
。
宇
宙
が
こ
わ
れ
る
と
き
が
き
て
も
、
何
ら
か
の
形
で
は
存
在
し
て
い
く
で
し
ょ
う
。

個
人
の
死
で
も
有
機
体
と
し
て
の
個
人
は
存
在
し
な
く
な
っ
て
も
、
原
子
レ
ベ
ル
ま
で
さ
か
の
ぼ
れ
ば
、
不
生
不
滅
の
原
則
は
生
き
て

い
ま
す
。

以
上
、
私
は
生
老
病
死
と
い
う
こ
と
を
生
理
学
的
な
現
象
と
し
て
眺
め
た
わ
け
で
す
が
、
道
元
禅
師
は
『
正
法
眼
蔵
弁
道
話
』
の
中

で
こ
の
身
と
心
の
関
係
を
以
下
の
よ
う
に
の
べ
て
お
ら
れ
ま
す
。

「『
身
体
と
心
性
と
は
別
々
の
も
の
で
、
身
体
は
死
ね
ば
な
く
な
る
が
、
心
性
は
不
滅
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
知
れ
ば
、
生
死
の

苦
し
み
か
ら
離
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
従
っ
て
こ
の
よ
う
に
心
性
が
常
住
で
あ
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
仏
法
の
要
諦
で
あ
る
。』
と
の

べ
る
人
が
い
る
が
、
こ
の
考
え
は
釈
尊
の
開
か
れ
た
仏
法
で
は
な
く
て
外
道
の
考
え
で
あ
る
。
大
唐
国
の
慧
忠
国
師
も
深
く
い
ま
し
め

て
お
ら
れ
る
。
本
当
の
仏
法
は
身
心
一
如
、
性
相
（
心
の
本
性
と
身
体
）
不
二
で
あ
る
。『
生
死
即
涅
槃
』『
煩
悩
即
菩
提
』
で
あ
る
。」

先
に
述
べ
ま
し
た
『
修
証
義
』
の
「
生
を
明
ら
め
死
を
明
ら
む
る
」
と
い
う
こ
と
は
、「
心
が
残
る
と
い
う
考
え
で
は
な
い
で
す
よ
」、

と
い
う
こ
と
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
仏
教
に
も
浄
土
宗
、
浄
土
真
宗
、
そ
の
他
宗
派
に
よ
っ
て
は
浄
土
に
行
く
と
い
う
教
え
も
あ
り
ま
す
。

あ
え
て
生
理
学
的
に
コ
メ
ン
ト
を
い
た
し
ま
す
と
「
何
が
正
し
い
か
は
経
験
し
な
け
れ
ば
わ
か
り
ま
せ
ん
。
そ
の
経
験
は
死
ん
で
み
な

い
と
わ
か
り
ま
せ
ん
。
死
ぬ
と
生
き
る
と
こ
ろ
に
戻
れ
ま
せ
ん
。」

皆
様
に
は
こ
れ
を
機
会
に
道
元
禅
師
が
何
を
い
わ
ん
と
さ
れ
た
の
か
を
探
求
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
で
す
。
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さ
て
、『
正
法
眼
蔵
』
は
95
巻
と
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
『
生
死
』
の
巻
の
最
後
に
、「
仏
と
な
る
に
、
い
と
や
す
き
み
ち
あ

り
。
も
ろ
も
ろ
の
悪
を
つ
く
ら
ず
、
生
死
に
著
す
る
こ
ゝ
ろ
な
く
、
一
切
衆
生
の
た
め
に
、
あ
は
れ
み
ふ
か
く
し
て
、
上
を
う
や
ま
ひ

下
を
あ
は
れ
み
、
よ
ろ
づ
を
い
と
ふ
こ
ゝ
ろ
な
く
、
ね
が
ふ
心
な
く
て
、
心
に
お
も
ふ
こ
と
な
く
、
う
れ
ふ
る
こ
と
な
き
、
こ
れ
を
仏

と
な
づ
く
。
又
ほ
か
に
た
づ
ぬ
る
こ
と
な
か
れ
。」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。「
一
切
衆
生
の
た
め
に
、
あ
は
れ
み
ふ
か
く
し
て
」
と
い
う

お
言
葉
は
次
の
演
者
の
導
入
に
な
る
か
と
思
い
ま
す
の
で
、
私
の
話
は
以
上
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。




