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大
学
の
門

～
新
入
学
の
学
生
諸
君
に
～

⑴

森
信
三

こ
れ
は
去
る
四
月
初
め
、
神
戸
大
学
教
養
学
部
新

入
学
生
に
対
し
て
行
っ
た
講
話
の
大
要
で
あ
る
。

一こ
う
し
て
高
い
処
に
立
っ
て
、
諸
君
た
ち
の
新
し

い
姿
に
接
す
る
と
、
私
に
は
い
ろ
い
ろ
な
感
慨
の
去

来
す
る
の
を
禁
じ
難
い
も
の
が
あ
る
。

第
一
に
頭
に
浮
ぶ
こ
と
は
、
諸
君
ら
の
上
に
加
わ

る
今
後
の
重
荷
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
も

ち
ろ
ん
諸
君
も
、
あ
る
程
度
ま
で
は
、
あ
ら
か
じ
め

覚
悟
し
て
入
っ
て
こ
ら
れ
た
こ
と
ゝ
思
う
が
、
し
か

し
今
後
諸
君
が
、
い
よ
い
よ
正
式
に
本
学
の
学
生
と

し
て
日
々
の
生
活
を
始
め
る
よ
う
に
な
る
と
、
こ
れ

ま
で
諸
君
の
考
え
て
い
た
よ
り
も
、
遙
か
に
そ
の
主

荷
の
加
重
が
考
え
ら
れ
る
で
は
な
い
か
と
思
う
。

元
来
か
ら
い
え
ば
、
新
入
学
生
た
る
諸
君
に
対
し

て
私
の
最
初
に
な
す
べ
き
挨
拶
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
、

諸
君
の
入
学
を
祝
う
言
葉
で
あ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

に
も
拘
ら
ず
私
は
、
今
こ
こ
に
、
そ
う
し
た
祝
意
を

表
わ
す
よ
う
な
言
葉
で
諸
君
に
対
す
る
話
を
始
め
よ

う
と
は
思
わ
な
い
。
何
と
な
れ
ば
、
そ
う
し
た
祝
意

の
こ
と
ば
は
、
す
で
に
先
日
学
長
か
ら
六
甲
の
本
部

の
講
堂
で
話
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
改
め
て
こ

こ
に
述
べ
る
必
要
は
あ
る
ま
い
と
思
う
。
諸
君
に
と

っ
て
は
、
入
学
と
い
う
事
実
そ
の
も
が
、
何
よ
り
も

目
出
た
い
現
実
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
入
学
許
可
の
発

表
と
同
時
に
、
す
で
に
決
定
ず
み
で
あ
る
。
そ
れ
故

私
と
し
て
は
、
む
し
ろ
今
後
諸
君
の
上
に
現
わ
れ
る

で
あ
ろ
う
い
ろ
い
ろ
の
事
柄
や
問
題
の
二
三
に
つ
い

て
話
す
方
が
、
よ
り
実
質
的
な
意
味
に
お
け
る
「
お

祝
い
」
の
こ
と
ば
と
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

そ
れ
も
成
る
べ
く
ザ
ッ
ク
バ
ラ
ン
に
話
し
た
方
が
、

諸
君
の
た
め
に
親
切
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ

る
。諸

君
も
知
っ
て
い
る
よ
う
に
、
着
物
に
も
裏
と
表

が
あ
る
よ
う
に
、
す
べ
て
の
事
物
に
つ
い
て
理
想
と

現
実
と
は
違
う
の
が
常
で
あ
る
。
こ
の
間
の
学
長
の

話
は
、
私
か
ら
い
え
ば
言
わ
ば
着
物
の
表
に
あ
た
る

話
で
、
キ
レ
イ
で
は
あ
る
が
、
現
在
の
学
生
生
活
の

現
実
は
、
あ
あ
し
た
キ
レ
イ
ご
と
だ
け
で
は
済
ま
さ

れ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
私
の
こ
の
話
は
、

ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
実
際
の
現
実
面
を
主
と
し
て
話

す
こ
と
に
し
た
い
と
思
う
。
こ
の
点
は
、
あ
ら
か
じ

め
諸
君
の
御
承
認
を
願
っ
て
お
か
な
い
と
、
あ
と
で

苦
情
を
言
わ
れ
て
も
、
そ
れ
で
は
も
う
追
い
つ
か
ぬ

こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

二ま
ず
そ
の
手
始
め
と
し
て
、
こ
の
間
の
学
長
の
話

で
は
大
学
と
い
う
処
は
「
真
理
探
求
の
殿
堂
だ
」
と

あ
っ
た
け
れ
ど
、
し
か
し
こ
れ
は
少
々
キ
レ
イ
過
ぎ

る
言
葉
で
は
な
い
か
と
思
う
。
即
ち
大
学
が
「
真
理

探
求
の
殿
堂
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
大
学
の
理

想
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
常
に
そ
れ
が
現
実
で
あ
る

と
は
言
い
難
い
と
思
う
。
実
際
今
日
幾
百
を
も
っ
て

数
え
ら
れ
る
日
本
の
大
学
が
、
そ
れ
ぞ
れ
、
「
真
理

探
求
の
殿
堂
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
正
直
に
言

っ
て
、
私
に
は
す
ぐ
に
肯
定
の
答
え
を
な
し
得
な
い

も
の
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
「
真
理
探
求
の
殿
堂
」
と
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い
う
こ
と
ば
に
は
、
そ
の
か
み
ギ
リ
シ
ャ
の
詭
弁
学

派
の
人
々
が
「
自
ら
知
識
の
所
有
者
」
た
る
こ
と
を

任
じ
て
「
ソ
フ
ィ
ス
ト
」
（
知
識
の
所
有
者
の
意
）

と
言
っ
た
の
に
対
し
て
、
プ
ラ
ト
ン
は
自
ら
を
「
知

識
を
愛
求
す
る
者
」
と
し
て
「
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
オ
ス
」

（
愛
知
者
の
意
、
そ
れ
が
転
じ
て
哲
学
者
と
い
う
訳

語
と
な
る
）
と
称
し
た
の
に
対
比
せ
ら
れ
る
よ
う
な
、

謙
虚
な
意
味
が
あ
り
は
す
る
。

だ
が
、
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
私
は
、
現
在
の
我
が

国
の
大
学
を
「
真
理
探
求
の
殿
堂
」
と
い
う
よ
う
な

言
葉
で
以
て
表
現
す
る
こ
と
に
対
し
て
は
、
何
か
し

ら
一
種
面
は
ゆ
い
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

少
な
く
と
も
私
自
身
は
、
我
が
身
を
顧
み
て
「
わ
れ

は
真
理
の
探
求
者
で
あ
る
」
と
公
言
す
る
勇
気
は
も

ち
合
せ
て
い
な
い
。
勿
論
諸
君
ら
の
よ
う
な
若
い
人

々
に
は
「
諸
君
は
今
や
輝
か
し
い
真
理
探
求
の
殿
堂

に
一
歩
を
踏
み
入
れ
た
の
で
あ
る
…
…
」
と
い
う
よ

う
な
表
現
の
方
が
、
遙
か
に
多
く
諸
君
を
満
足
さ
せ

る
で
こ
と
が
分
ら
ぬ
で
は
な
い
…
…
（
一
同
笑
）
だ

が
、
少
く
と
も
私
自
身
に
関
す
る
限
り
、
私
は
厳
し

い
意
味
に
お
い
て
自
ら
を
「
真
理
の
探
求
者
」
で
あ

る
と
い
う
勇
気
は
な
い
。
少
く
と
も
無
条
件
に
こ
の

よ
う
な
言
葉
を
自
己
の
上
に
冠
せ
る
ほ
ど
に
、
ま
だ

精
神
の
動
脈
硬
化
は
来
し
て
い
な
い
つ
も
り
で
あ

る
。
（
一
同
大
笑
）

で
は
何
故
わ
た
く
し
が
、
ひ
と
り
学
長
だ
け
で
な

く
世
間
一
般
に
通
用
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
こ
の

言
葉
に
対
し
て
、
こ
こ
に
、
こ
の
よ
う
な
異
議
め
い

た
こ
と
を
言
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
ひ
と
え

に
、
「
真
理
」
と
い
う
言
葉
の
持
つ
本
来
の
厳
し
さ

を
保
持
し
、
乃
至
は
快
復
し
た
い
と
思
う
か
ら
で
あ

る
。
私
の
考
え
る
と
こ
ろ
で
は
、
真
理
と
い
う
も
は

厳
密
に
は
教
え
る
こ
と
も
出
来
な
い
も
の
だ
と
思

う
。
し
た
が
っ
て
ま
た
そ
れ
は
他
か
ら
教
わ
る
こ
と

も
で
き
な
い
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
「
真
理
」

と
は
、
こ
の
よ
う
に
厳
し
い
も
の
で
あ
り
、
随
っ
て

現
在
の
新
制
大
学
を
以
て
「
真
理
探
求
の
殿
堂
」
で

あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
厳
し
い
意
味
で
は
容
易
に
言

い
難
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
少
く
と
も
そ
こ
に

は
、
私
な
ど
の
よ
う
に
、
こ
う
し
た
言
葉
の
該
当
し

か
ね
る
人
間
の
い
る
こ
と
を
、
否
定
し
得
な
い
の
で

あ
る
。

三で
は
こ
の
よ
う
な
立
場
に
立
つ
と
き
、
現
在
の
新

制
大
学
は
、
い
っ
た
い
ど
う
い
う
処
と
考
え
た
ら
よ

い
で
あ
ろ
う
か
。
い
ま
端
的
に
わ
た
く
し
の
考
え
を

述
べ
る
と
な
れ
は
、
国
民
と
し
て
一
応
の
高
等
教
育

を
授
け
る
場
所
で
は
な
い
か
と
思
う
。
こ
う
い
う
と

諸
君
は
「
高
等
教
育
な
ら
わ
れ
わ
れ
は
す
で
に
高
等

学
校
で
受
け
て
き
た
」
と
言
わ
れ
る
か
と
も
思
う
。

だ
が
私
の
見
る
と
こ
ろ
で
は
、
現
在
わ
が
国
の
高
等

学
校
で
授
け
る
程
度
の
教
育
は
、
初
級
な
い
し
は
中

級
の
教
育
で
あ
っ
て
、
真
の
意
味
の
高
等
教
育
と
は

言
い
得
え
な
い
と
思
う
。
小
中
学
の
教
育
は
…
…
中

学
校
と
い
う
名
称
は
使
わ
れ
て
い
る
が
、
実
は
両
者

を
合
せ
て
国
民
と
し
て
の
基
礎
教
育
で
あ
っ
て
、
こ

れ
を
以
て
国
民
と
し
て
の
中
級
の
教
育
を
見
る
わ
け

に
は
ゆ
か
ぬ
と
私
は
考
え
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た

国
民
と
し
て
の
基
礎
的
な
義
務
教
育
を
う
け
た
上
で

高
等
学
校
の
教
育
を
う
け
て
、
初
め
て
国
民
と
し
て

の
中
級
度
の
一
般
教
育
を
う
け
た
こ
と
に
な
る
わ
け

で
あ
る
。
随
っ
て
こ
う
し
た
実
際
的
現
実
の
立
場
に

立
つ
と
き
、
新
制
大
学
を
以
て
国
民
と
し
て
の
高
等

教
育
を
授
け
る
処
で
あ
っ
て
、「
真
理
探
求
の
殿
堂
」

と
い
う
名
は
、
少
々
名
前
負
け
す
る
危
険
が
あ
る
と

言
っ
て
も
、
必
し
も
過
言
で
は
な
い
と
私
は
思
う
。

で
は
「
真
理
の
探
求
」
と
い
う
こ
と
は
、
容
易
で

な
い
と
し
て
も
、
い
や
し
く
も
大
学
が
存
在
す
る
以

上
、
ど
う
し
て
も
そ
こ
で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
任

務
が
あ
る
と
思
う
が
、
そ
れ
は
、
一
体
如
何
な
る
こ

と
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
私
は
、
少
く
と
も

二
つ
の
重
要
な
任
務
が
あ
る
と
思
う
。
そ
の
一
つ
は
、

将
来
諸
君
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
世
に
立
つ
と
こ
ろ
の

専
門
的
知
識
の
概
要
を
身
に
つ
け
る
こ
と
で
あ
ろ

う
。
今
一
つ
は
、
人
間
と
し
て
、
こ
の
人
生
を
如
何

に
生
き
る
べ
き
か
と
い
う
根
本
問
題
に
つ
い
て
、
そ

の
端
緒
を
掴
む
か
、
少
く
と
も
そ
の
方
向
を
決
定
す

る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
「
専
門
的
知
識
の
概
要

を
身
に
つ
け
る
こ
と
だ
」
な
ど
と
言
う
と
、
ま
た
も

や
諸
君
ら
の
お
気
に
召
さ
ぬ
か
と
も
思
う
が
、
し
か

し
私
は
、
も
し
そ
れ
が
真
に
身
に
つ
い
た
と
し
た
ら
、

そ
れ
は
大
し
た
こ
と
だ
と
思
う
の
で
あ
る
。
と
い
う

の
は
、
政
治
に
せ
よ
経
済
に
せ
よ
、
真
に
よ
く
そ
の

概
要
を
つ
か
ん
だ
「
入
門
書
」
と
い
う
も
の
は
、
現

在
そ
う
ざ
ら
に
は
な
い
の
で
あ
る
。
あ
え
て
名
著
と

ま
で
は
言
わ
ず
と
も
具
眼
の
人
々
の
間
で
真
に
「
良

書
」
と
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
「
入
門
書
」
な
い
し

は
「
概
論
書
」
と
い
う
も
の
は
、
一
つ
の
専
門
に
つ

い
て
、
そ
ん
な
に
多
く
は
数
え
得
な
い
の
が
現
状
で

あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
相
当
の
学
者
に
と
っ
て
も
、

一
っ
の
専
門
的
知
識
を
「
真
に
身
に
つ
け
る
」
と
い

う
こ
と
の
決
し
て
容
易
で
な
い
こ
と
を
示
す
も
の
と

い
っ
て
よ
い
と
思
う
。
し
て
み
れ
ば
い
ま
新
制
大
学

に
お
け
る
一
つ
の
重
要
な
任
務
が
、
諸
君
が
他
日
世

に
立
つ
際
に
必
要
な
専
門
的
知
識
の
概
要
を
身
に
つ
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け
る
こ
と
に
あ
る
と
思
う
の
も
、
決
し
て
低
き
に
す

ぎ
る
目
標
で
な
い
こ
と
が
分
っ
て
頂
け
る
か
と
思

う
。四次

に
今
一
つ
の
問
題
で
あ
る
「
人
間
と
し
て
こ
の

人
生
を
生
き
る
態
度
の
端
緒
ま
た
は
方
向
を
つ
か

む
」
と
い
う
こ
と
も
、
前
者
に
努
ら
ず
重
大
な
問
題

だ
と
思
う
。
で
は
何
ゆ
え
そ
う
な
の
か
。
今
た
と
え

を
円
に
と
っ
て
み
る
と
、
前
の
専
門
的
知
識
の
概
要

を
身
に
つ
け
る
と
い
う
こ
と
は
、
言
わ
ば
円
周
に
あ

た
り
、
こ
れ
に
対
し
て
こ
の
後
の
方
の
問
題
は
円
心

に
あ
た
る
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
円
心
と
円
周
と

は
相
即
し
て
初
め
て
一
個
の
円
を
成
す
の
で
あ
る
か

ら
、
ど
ち
ら
か
一
方
だ
け
が
大
切
だ
と
は
言
え
な
い
。

だ
が
こ
れ
ら
二
つ
の
う
ち
、
強
い
て
ど
ち
ら
か
一
つ

を
取
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
し
た
ら
、
私
は
や
は
り
後
者

を
と
り
た
い
と
思
う
。
即
ち
人
間
的
態
度
の
確
立
し

た
方
を
取
り
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、

そ
う
し
た
人
間
は
、
よ
し
最
初
の
う
ち
は
専
門
的
知

識
に
お
い
て
不
十
分
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
自
己
に

与
え
ら
れ
た
環
境
に
応
じ
て
、
全
力
を
あ
げ
て
自
己

の
道
を
切
り
拓
い
て
ゆ
く
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
う
い
う
と
諸
君
の
う
ち
に
は
「
そ

れ
が
即
ち
真
理
の
探
求
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
で
す

か
」
と
切
り
こ
ん
で
く
る
人
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

だ
が
率
直
に
い
っ
て
、
「
真
理
の
探
求
」
と
い
う
こ

と
ば
に
は
、
ど
こ
か
に
学
者
臭
い
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、

「
人
間
と
し
て
生
き
る
態
度
を
確
立
す
る
」
と
い
う

言
葉
に
は
、
そ
う
し
た
意
味
は
な
い
。
百
姓
を
し
て

い
て
も
、
工
場
の
労
働
者
を
し
て
い
て
も
、
た
と
え

自
動
車
の
運
転
手
を
し
て
い
て
も
、
そ
れ
は
可
能
で

あ
り
、
ま
た
為
す
べ
き
こ
と
だ
と
思
う
の
で
あ
る
。

ま
し
て
諸
君
の
よ
う
に
、
と
に
か
く
一
応
国
民
と
し

て
高
等
教
育
を
う
け
る
幸
運
に
恵
ま
れ
た
以
上
、
人

間
と
し
て
こ
の
一
生
を
如
何
に
生
き
る
か
？
と
い
う

問
題
だ
け
は
、
ど
う
し
て
も
回
避
で
き
な
い
事
柄
だ

と
思
う
。

五も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
重
大
問
題
で
あ
っ
て
、
あ
る
意

味
で
は
、
自
然
科
学
に
お
い
て
、
新
説
を
唱
え
る
以

上
に
困
難
な
問
題
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
と
い
う

の
は
、
元
来
自
然
科
学
と
い
う
も
の
は
、
部
分
的
真

理
を
次
第
に
積
み
重
ね
て
ゆ
く
も
の
で
あ
る
が
、「
人

生
の
道
」
を
発
見
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
己
の
全

生
命
を
賭
け
る
問
題
だ
か
ら
で
あ
る
。

が
同
時
に
ま
た
、
自
然
科
学
で
新
説
を
唱
え
る
と

い
う
に
は
、
そ
れ
相
当
の
天
分
を
必
要
と
し
、
も
ち

ろ
ん
そ
こ
に
あ
る
程
度
の
専
門
的
知
識
を
要
す
る
こ

と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
自
己
の
「
生

き
ん
と
す
る
道
」
を
発
見
す
る
に
は
、
必
ず
し
も
そ

う
し
た
特
定
の
教
養
の
必
要
は
な
い
と
い
っ
て
よ

い
。
そ
こ
に
は
た
だ
自
己
と
社
会
と
に
対
し
て
、
ど

こ
ま
で
も
真
摯
誠
実
で
あ
る
こ
と
が
、
要
求
せ
ら
れ

る
の
み
で
あ
る
。
否
、
真
に
自
己
の
「
生
き
る
道
」

を
発
見
す
る
た
め
に
は
、
あ
る
意
味
か
ら
は
、
自
分

の
持
っ
て
い
る
全
教
養
を
投
げ
打
つ
体
の
決
心
覚
悟

を
要
す
る
と
さ
え
言
え
る
。
そ
れ
故
、
こ
う
し
た
点

か
ら
言
え
ば
、
諸
君
ら
の
よ
う
に
、
こ
れ
か
ら
「
大

学
教
育
」
を
受
け
よ
う
と
し
て
い
る
人
々
に
と
っ
て

は
、
う
っ
か
り
す
る
と
、
却
っ
て
「
人
間
と
し
て
の

生
き
る
道
」
を
発
見
す
る
こ
と
の
方
が
困
難
だ
と
言

え
る
か
も
知
れ
な
い
。

現
に
こ
の
こ
と
は
、
時
代
が
現
在
の
よ
う
に
濁
流

を
な
し
て
、
流
れ
て
い
る
時
代
に
あ
っ
て
、
平
穏
無

事
の
時
代
に
比
べ
て
、
幾
十
層
倍
も
、
難
し
い
か
も

知
れ
な
い
。
現
に
こ
の
問
題
は
、
私
の
よ
う
な
一
介

の
平
凡
な
教
師
で
あ
っ
て
も
、
日
夜
そ
の
念
頭
を
去

ら
な
い
と
い
っ
て
も
良
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
真

理
の
探
究
者
」
と
い
う
よ
う
な
輝
や
か
し
い
名
は
、

到
底
あ
た
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
が
、
「
人
生
の
探
求

者
」
と
い
う
こ
と
だ
け
は
、
私
如
き
人
間
で
あ
っ
て

も
、
人
間
の
一
人
で
あ
る
以
上
は
、
辞
退
す
る
と
い

う
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
の
で
あ
る
。
（
つ
づ
く
）

開
顕
舎
小
史

三

森
信
三
先
生
の
御
就
職
逸
話

森

文
子

１
私
事
に
わ
た
っ
て
恐
れ
入
る
が
、
一
体
私
ど
も
が

建
国
大
学
へ
行
く
よ
う
に
な
っ
た
の
は
西
晋
一
郎
先

生
か
ら
、
作
田
先
生
へ
の
御
推
挽
に
よ
る
も
の
で
あ

っ
て
、
私
も
そ
の
こ
と
に
は
い
く
ら
か
関
係
が
あ
る
。

傍
系
の
講
師
か
ら
行
っ
て
、
京
都
大
学
の
哲
学
を

主
席
で
出
、
卒
業
後
第
一
回
の
哲
学
研
究
会
に
研
究

発
表
を
す
る
こ
と
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
時
の
題
目

は
「
西
哲
学
に
つ
い
て
」
と
い
う
の
で
あ
っ
た
。
ず

っ
と
後
年
聞
い
た
い
た
こ
と
だ
が
、
京
大
の
哲
学
研

究
会
に
講
演
を
す
る
も
の
は
、
ま
ず
順
調
な
コ
ー
ス

を
約
束
さ
れ
る
の
が
定
石
な
の
だ
そ
う
だ
。
し
か
し

な
何
分
西
田
哲
学
の
牙
城
で
全
く
対
照
的
な
「
西
哲

学
に
つ
い
て
」
と
い
う
旗
幟
を
高
く
高
く
掲
げ
た
の

で
あ
る
か
ら
、
そ
の
後
大
学
院
に
四
年
い
た
が
、
栄

達
へ
の
門
は
自
然
に
全
て
閉
ざ
さ
れ
た
も
の
も
無
理

は
無
い
。
自
覚
し
て
そ
う
し
た
の
で
は
な
い
か
も
し
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れ
な
い
が
、
一
種
の
強
烈
な
自
己
表
現
を
敢
行
し
た

の
だ

２
自
ら
の
業
を
背
負
い
、
背
水
の
陣
を
敷
い
て
、
大

阪
の
男
女
両
師
範
の
専
攻
科
に
倫
理
哲
学
の
教
鞭
を

と
る
こ
と

年
。
そ
の
時
代
は
全
く
悲
壮
な
生
活
で

13

あ
っ
た
。
形
式
的
に
は
平
凡
な
生
活
と
も
言
え
る
。

し
か
し
自
ら
恃
む
と
こ
ろ
の
あ
る
人
の
世
に
入
れ
ら

れ
ぬ
生
活
ゆ
え
に
、
一
種
悲
壮
の
香
り
を
帯
び
る
の

で
あ
る
。
そ
の
と
き
の
講
義
を
プ
リ
ン
ト
し
て
あ
っ

た
も
の
を
、
後
に
芦
田
先
生
の
率
い
る
同
志
同
業
社

か
ら
出
版
し
た
の
が
、「
修
身
教
授
録
」
で
あ
っ
た
。

師
範
の
先
生
と
し
て
教
え
る
以
外
に
も
、
各
小
学
校

か
ら
招
か
れ
て
指
導
に
当
た
る
と
言
う
わ
け
で
、
家

へ
は
全
く
風
の
よ
う
に
去
来
す
る
、
と
い
う
の
が
適

切
な
表
現
で
あ
る
。
遅
い
帰
宅
後
は
何
時
寝
る
と
も

な
く
深
夜
ま
で
二
階
に
こ
も
っ
て
勉
強
す
る
の
で
、

食
べ
て
も
食
べ
な
い
で
も
食
事
と
寝
床
と
、
身
の
回

り
の
用
意
さ
え
し
て
お
け
ば
い
い
と
い
う
よ
り
も
、

そ
う
す
る
外
な
い
の
で
あ
っ
た
。
一
切
の
他
力
や
甘

え
心
を
切
り
捨
て
て
、
自
分
の
持
ち
味
だ
け
で
立
つ

外
な
く
、
ま
た
立
っ
た
そ
の
姿
は
立
派
だ
っ
た
。
私

は
そ
の
立
派
さ
に
服
し
て
、
女
中
と
２
人
、
弱
い
二

人
の
子
ど
も
を
育
て
る
の
に
、
た
だ
い
そ
し
ん
だ
。

「
修
身
教
授
録
」
が
迎
え
ら
れ
た
の
は
偶
然
で
は
な

か
っ
た
。

３
当
時
高
師
時
代
の
恩
師
金
子
健
二
先
生
が
校
長
を

し
て
い
ら
れ
る
静
岡
の
高
校
へ
来
な
い
か
と
招
い
て

下
さ
っ
た
。
し
か
し
夫
は
「
自
分
の
身
は
西
先
生
に

お
任
せ
し
て
あ
る
か
ら
」
と
挨
拶
し
た
の
で
金
子
先

生
は
手
を
引
か
れ
た
。
け
れ
ど
も
西
先
生
に
は
、
一

言
も
お
願
い
し
て
あ
る
訳
で
は
無
い
。
で
は
現
在
の

仕
事
に
安
住
し
て
い
る
か
と
い
う
と
、
や
は
り
学
者

と
し
て
時
間
の
余
裕
の
あ
る
生
活
を
熱
望
て
い
た
。

静
岡
の
事
件
の
あ
っ
た
後
、
私
は
当
時
実
家
の
あ
っ

た
広
島
へ
帰
っ
た
つ
い
で
に
、
西
先
生
を
お
尋
ね
し

て
、
静
岡
の
い
き
さ
つ
を
話
し
た
。
「
そ
う
で
し
た

か
、
森
君
は
非
常
に
見
識
は
立
つ
が
な
か
な
か
肚
の

強
い
人
で
ね
、
そ
う
聞
い
て
は
な
ん
だ
か
借
金
を
し

て
い
る
よ
う
な
気
が
し
て
き
た
。
私
は
大
阪
で
十
分

に
活
躍
し
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
で
満
足
し
て
い
る
か

と
思
っ
て
い
た
…
…
」

落
ち
着
い
た
和
室
で
、
伏
し
目
が
ち
に
深
沈
と
し

た
表
情
で
、
静
か
に
ポ
ツ
ポ
ツ
と
お
話
に
な
る
。
１

つ
の
世
界
を
頭
の
中
に
形
作
っ
て
、
独
り
籠
も
っ
て

い
る
人
の
寂
し
さ
と
威
厳
が
漂
い
、
な
ん
と
な
く
寄

り
つ
き
に
く
い
印
象
を
受
け
る
。
余
計
な
も
の
は
つ

い
て
い
な
く
て
、
苔
の
よ
う
に
物
錆
び
た
風
情
で
あ

る
。私

は
頼
る
な
ら
意
思
表
示
を
し
て
、
お
願
い
す
べ

き
だ
と
思
っ
た
の
だ
。
永
遠
に
黙
っ
て
期
待
す
る
、

と
い
う
の
は
私
の
流
儀
に
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
世

俗
的
な
話
な
ど
お
よ
そ
似
合
わ
な
い
お
方
に
見
え
た

が
、
身
に
つ
け
た
哲
学
が
、
一
見
人
間
味
を
洗
い
去

っ
た
よ
う
に
見
え
て
も
中
身
に
は
平
凡
な
と
こ
ろ
や

温
か
い
も
の
を
持
っ
て
い
ら
し
た
、
そ
う
い
う
方
で

あ
っ
た
と
思
う

「
高
師
と
思
う
が
色
々
な
事
情
が
あ
っ
て
、
私
の

自
由
に
は
全
然
な
ら
な
い
、
し
か
し
な
ん
と
か
考
え

て
お
き
ま
し
ょ
う
」

４
そ
れ
か
ら
間
も
な
く
京
大
の
経
済
学
か
ら
満
州
の

建
国
大
学
に
近
く
赴
任
な
さ
る
は
ず
の
作
田
先
生
が

自
動
車
で
来
訪
さ
れ
た
。
（
西
先
生
・
作
田
先
生
は

と
も
に
建
国
大
学
の
創
立
委
員
で
あ
っ
た
）
「
日
本

で
ま
だ
や
る
仕
事
が
あ
る
が
」
と
躊
躇
し
た
が
、
結

局
行
く
こ
と
に
な
っ
た
。
望
ん
で
い
た
研
究
の
時
間

は
十
分
に
あ
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
建
国
大
学
の
「
精

神
講
話
」
を
持
つ
と
い
う
こ
と
が
気
を
負
う
に
足
り

た
。
も
う
わ
ず
か
で
資
格
の
付
く
は
ず
で
あ
っ
た
恩

給
の
期
限
も
潔
く
捨
て
た
。
教
授
か
助
教
授
か
、
そ

れ
も
質
は
し
な
か
っ
た
。

昭
和
十
四
年
春
三
月
、
満
州
へ
向
け
て
独
り
発
っ

て
い
く
大
阪
駅
の
プ
ラ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
人
が
埋
め

た
。

「
奥
さ
ん
、
賑
や
か
な
見
送
り
で
、
さ
ぞ
嬉
し
い
で

し
ょ
う
」
と
愛
知
県
か
ら
わ
ざ
わ
ざ
来
ら
れ
た
伊
藤

証
信
先
生
が
私
を
顧
み
た
。

あ
と
が
き
に
替
え
て

森
信
三
先
生
が
就
職
時
、
乾
さ
れ
た
原
因
と
建
国
大
学
に
御
縁

が
出
来
た
訳
を
奥
様
が
披
瀝
。
い
か
に
森
信
三
先
生
は
控
え
め
な
お

方
で
あ
っ
た
か
が
よ
く
分
か
る
。
ま
た
天
王
寺
師
範
時
代
の
下
積
み

的
な
日
々
の
お
姿
が
よ
く
分
か
る
。
冒
頭
の
森
信
三
先
生
の
挨
拶
文

は
新
入
生
に
対
し
て
の
日
頃
の
持
説
を
懇
々
と
説
か
れ
て
い
る
貴
重

な
も
の
だ
。
次
号
と
併
せ
て
ご
一
読
を
お
願
い
。
つ
い
で
な
が
ら
、
森

文
子
奥
様
は
広
島
高
師
の
姉
妹
校
た
る
女
学
校
卒
で
、
在
校
中
か

ら
高
師
の
先
生
方
や
学
生
ら
と
交
流
が
あ
っ
て
、
森
信
三
先
生
が
見

初
め
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
（

日
二
繁
）
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