
　

野
口
明
は
白
梅
学
園
短
期
大
学
の
学
長
を
昭
和
37
年
4
月
よ
り
40

年
4
月
の
4
年
間
勤
め
、
ま
た
白
梅
学
園
高
校
の
初
代
の
校
長
と
し

て
も
昭
和
39
年
4
月
よ
り
1
年
間
奉
職
さ
れ
た
人
で
あ
る
。
そ
の
生

涯
は
、
一
生
の
仕
事
を
教
育
に
定
め
、
そ
の
仕
事
に
尽
く
し
た
も
の

で
あ
り
、
同
時
に
、
悠
々
た
る
人
生
を
、
仕
事
と
家
庭
や
交
友
の
生

活
と
そ
し
て
趣
味
で
あ
る
絵
に
費
や
し
て
過
ご
し
た
の
で
あ
る
。
白

梅
学
園
大
学
の
学
長
室
に
は
そ
の
描
か
れ
た
絵
画
の
一
つ
が
掛
か
っ

て
お
り
、
そ
の
絵
を
眺
め
つ
つ
、
穏
や
か
な
風
景
の
描
写
に
在
り
し

日
の
氏
の
人
柄
を
し
の
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
本
稿
で
は
、
幸
い
に
残

さ
れ
た
自
伝
的
な
文
章
か
ら
、
そ
の
経
歴
を
追
い
つ
つ
、
人
と
な
り

の
一
端
を
紹
介
し
た
い
。
何
よ
り
、
そ
の
没
後
に
編
纂
さ
れ
た
著
作

を
読
む
内
に
、
親
し
み
を
覚
え
、
長
年
の
知
己
の
ご
と
く
に
、
そ
の

様
子
を
伝
え
た
い
と
思
っ
た
の
で
あ
る
。

　

白
梅
学
園
短
期
大
学
の
二
十
五
年
史
に
は
、
氏
の
就
任
の
事
情
等

に
は
以
下
の
よ
う
に
簡
単
に
触
れ
て
い
る
。

　

野
口
明
を
学
長
に
迎
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。「
同
氏
は
す
で
に
悠
々

自
適
の
生
活
に
あ
り
、
画
筆
を
と
る
こ
と
を
楽
し
ん
で
い
た
が
、
理

事
会
の
懇
請
に
よ
っ
て
、
小
規
模
な
大
学
が
好
き
だ
か
ら
と
の
理
由

白
梅
学
園
の
先
駆
者
た
ち
⑩

白
梅
学
園
大
学
学
長　

無
藤　
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で
就
任
を
承
諾
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。」ち
ょ
う
ど
お
り
し
も
、
校
地

移
転
の
話
し
が
出
て
お
り
、
小
平
市
に
土
地
を
獲
得
し
、
移
転
し
た

時
期
で
も
あ
っ
た
。
曾
志
崎
理
事
長
、
樋
口
愛
子
常
務
理
事
と
密
に

協
力
し
て
進
め
、
そ
の
大
事
業
を
成
し
遂
げ
て
い
る
。「
野
口
学
長

は
大
ら
か
な
包
容
力
と
と
も
に
強
い
責
任
感
を
も
つ
人
格
者
で
あ
っ

た
。」と
評
さ
れ
て
い
る
。

　

本
校
で
は
、
そ
の
野
口
氏
の
人
柄
に
焦
点
を
当
て
つ
つ
、
手
に
取

る
こ
と
の
出
来
た
資
料
か
ら
足
跡
を
探
り
た
い
。
と
は
い
え
、
手
持

ち
の
資
料
を
見
る
限
り
に
お
い
て
、
残
念
な
が
ら
、
白
梅
学
園
に
直

接
に
触
れ
た
文
章
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
資
料

の
新
た
な
発
見
に
待
つ
と
し
て
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
履
歴
と
と
も
に
、

人
柄
を
し
の
ぶ
よ
す
が
と
な
る
と
こ
ろ
を
述
べ
た
い
と
思
う
。以
下
、

主
な
資
料
は
、
野
口
明「
思
い
出
の
記
」（
非
売
品
、
野
口
喜
代
子
刊

行
、
昭
和
60
年
9
月
）に
よ
る
。

生
ま
れ
育
ち

  

氏
は
、
明
治
28
年
5
月
東
京
の
麹
町
に
生
ま
れ
て
い
る
。
ち
ょ
う

ど
日
清
戦
争
の
折
で
あ
る
。父
は
陸
軍
に
奉
職
す
る
獣
医
で
あ
っ
た
。

幼
い
頃
は
東
京
の
い
く
つ
か
の
地
域
に
転
居
し
た
。
幼
年
時
代
の
多

く
は
麹
町
の
、
現
在
の
番
町
小
学
校
の
近
く
に
居
住
し
て
い
た
。
氏

は
い
っ
た
い
に
記
憶
が
よ
く
、
小
さ
い
時
期
の
思
い
出
も
そ
の
随
想

に
あ
れ
こ
れ
と
記
し
て
い
る
。
幼
少
時
の
こ
の
家
は
、
玄
関
前
に
柿

の
木
が
あ
り
、
庭
に
は
梅
の
木
、
石
榴
、
竹
、
椿
が
植
え
ら
れ
、
ま

た
小
さ
い
な
畑
を
作
っ
て
い
た
と
い
う
。
靖
国
神
社
の
お
祭
り
に
親

に
連
れ
て
行
っ
て
も
ら
っ
た
り
、
祖
母
や
母
に
寄
席
に
連
れ
て
行
か

れ
た
り
し
た
。
い
か
に
も
明
治
の
後
半
の
東
京
市
内
の
様
子
が
伺
わ

れ
る
。

　

小
学
校
は
番
町
学
校
に
行
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
父
が
清
国

政
府
の
招
き
に
よ
り
、
馬
医
学
堂
の
教
頭
に
赴
任
す
る
に
あ
た
り
、

寄
宿
舎
の
あ
る
学
校
に
入
り
、
東
京
に
残
る
こ
と
と
し
た
。
暁
星
学

校
を
選
ぶ
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
氏
は「
暁
星
学
校
に
入
っ

た
こ
と
は
実
に
一
生
の
幸
福
で
あ
っ
た
」と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
当

時
、
暁
星
は
ま
っ
た
く
フ
ラ
ン
ス
風
で
あ
り
、
極
め
て
厳
し
い
生
活

で
あ
っ
た
。
学
業
の
成
績
は
よ
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
野
球（「
ベ
ー

ス
ボ
ー
ル
」と
書
い
て
い
る
）な
ど
に
も
親
し
ん
だ
。
2
年
ほ
ど
で
母

親
の
帰
国
に
伴
い
、
自
宅
に
戻
っ
た
。
中
学
に
な
る
と
と
も
に
、
勉

学
に
努
め
、
ま
た
水
彩
画
を
習
う
な
ど
し
た
。
漢
学
の
講
義
を
夜
学

の
形
で
学
ん
で
も
い
る
。明
治
42
年
に
下
六
番
町
に
家
を
買
い
取
り
、

そ
こ
に
住
ま
う
こ
と
に
な
り
、
そ
の
後
、
そ
こ
で
生
涯
暮
ら
し
続
け

る
こ
と
に
な
る
。

　

大
正
2
年
、
父
が
帰
国
し
、
仙
台
の
第
二
師
団
獣
医
部
長
と
し
て

勤
務
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ち
ょ
う
ど
暁
星
の
中
学
を
卒
業
し
、
一

家
揃
っ
て
仙
台
に
移
転
す
る
の
に
合
わ
せ
て
、氏
は
そ
の
年
の
9
月
、

第
二
高
等
学
校
文
科
乙
類
に
入
学
す
る
。
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そ
の
後
、
仙
台
は
氏
に
と
っ
て
東
京
に
次
ぐ
第
二
の
故
郷
と
な
る
。

大
部
分
は
東
京
に
暮
ら
し
、
地
方
は
長
崎
に
一
年
、
横
浜
に
一
年
、

仙
台
に
前
後
九
年
を
過
ご
し
た
。
故
に
仙
台
は
東
京
に
次
い
で
長
く

過
ご
し
た
の
み
な
ら
ず
、
感
激
の
深
い
生
活
で
あ
り
、
心
の
ふ
る
さ

と
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

　

そ
の
学
生
生
活
は
、
単
調
な
も
の
で
、「
毎
日
放
課
後
は
日
の
暮

れ
る
ま
で
野
球
の
練
習
を
し
て
夜
は
勉
強
す
る
だ
け
で
あ
っ
た
。
寒

い
シ
ー
ズ
ン
に
は
、
厳
寒
の
時
に
は
登
校
前
に
五
色
沼
に
ス
ケ
ー
ト

に
行
っ
た
。」ス
ケ
ー
ト
の
他
に
、
ス
キ
ー
や
ハ
イ
キ
ン
グ
に
親
し
ん

だ
。
多
く
の
尊
敬
す
べ
き
先
生
や
友
人
た
ち
に
囲
ま
れ
、
心
豊
か
な

生
活
を
送
っ
た
よ
う
で
あ
る
。「
私
に
は
新
し
い
世
界
に
目
が
段
々

と
開
か
れ
る
思
が
し
た
。
晩
翠
先
生
作
の
二
高
校
歌
の
一
句
に「
我

れ
人
生
の
朝
ぼ
ら
け
」と
あ
る
如
く
、
私
に
と
っ
て
は
精
神
的
ル
ネ

ッ
サ
ン
ス
と
思
わ
れ
る
の
が
、
仙
台
の
青
春
時
代
で
あ
る
。」と
述
べ

て
い
る
。

官
僚
の
世
界
へ

　

二
高
の
卒
業
後
、
氏
は
東
京
帝
国
大
学
法
科
大
学
政
治
学
科
に
入

学
す
る
。
卒
業
後
は
、
文
部
省
に
入
り
、
文
部
属
と
し
て
勤
務
す
る
。 

す
ぐ
に
、
高
等
試
験
行
政
科
に
合
格
し
、
文
部
省
に
勤
務
す
る
。
長

崎
県
警
務
課
長
や
神
奈
川
県
警
務
課
長
に
出
向
す
る
こ
と
な
ど
を
経

て
、
大
正
13
年
に
文
部
省
普
通
学
務
局
第
三
課
長
等
と
し
て
勤
務
す

る
。
大
正
14
年
に
区
内
大
臣
秘
書
官
に
な
り
、
そ
の
後
、
侍
従
と
な

り
、
昭
和
7
年
に
は
新
設
の
呉
竹
寮
付
き
と
な
り
、
内
親
王
の
養
育

に
あ
た
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
篤
実
な
勤
務
ぶ
り
は
例
え
ば
、
関
東

大
震
災
の
折
に
、
横
浜
か
ら
東
京
へ
と
歩
い
た
り
、
ト
ラ
ッ
ク
に
乗

っ
た
り
と
苦
労
し
て
、
報
告
と
援
助
を
求
め
に
行
く
文
章
で
も
知
ら

れ
る
。

教
育
の
世
界
へ

　

官
僚
の
世
界
か
ら
、
当
時
在
任
し
て
い
た
、
帝
室
林
野
局
管
理

部
長
か
ら
仙
台
の
二
高
の
校
長
へ
と
転
身
を
す
る
こ
と
に
な
る
。
昭

和
18
年
春
、
当
時
の
校
長
の
阿
刀
田
氏
が
老
齢
の
た
め
退
く
決
意
を

す
る
。「
非
常
時
に
当
た
っ
て
は
、
却
っ
て
素
人
に
如
か
ず
」と
し

て
、
二
高
の
卒
業
生
で
社
会
で
活
躍
し
て
い
る
人
か
ら
候
補
を
探
す

の
だ
が
、適
任
が
見
つ
か
ら
な
い
。そ
し
て
、野
口
氏
に
声
が
掛
か
り
、

再
三
の
辞
退
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
引
き
受
け
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
に

な
る
。文
部
省
の
次
官
か
ら
も
勧
め
が
あ
る
。「
二
高
生
を
引
連
れ
て
、

沿
岸
防
備
位
に
当
る
よ
う
な
こ
と
も
起
こ
る
か
も
し
れ
な
い
」と
ま

で
考
え
て
、
引
き
受
け
る
こ
と
と
す
る
。
そ
の
後
、
戦
中
戦
後
の
６

年
間
を
勤
務
す
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
二
高
の
最
後
の
校
長

と
な
る
の
で
あ
る
。

　

戦
後
、
教
育
使
節
団
に
よ
っ
て
義
務
教
育
の
六
三
制
が
提
議
さ

れ
、
全
国
の
高
校
側
は
存
続
へ
の
声
明
を
出
す
等
の
働
き
か
け
を
行
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う
。
高
校
側
と
し
て
、
戸
田
貞
三
、
天
野
貞
祐
、
関
口
泰
、
務
台
理

作
、
佐
野
利
器
、
小
宮
豊
隆
、
な
ど
と
と
も
に
、
日
本
側
の
教
育
刷

新
委
員
会
に
対
し
て
存
続
を
力
説
も
す
る
。
つ
い
に
、
旧
制
高
校
が

な
く
な
る
に
あ
た
り
、
二
高
に
つ
い
て
も
そ
の
移
行
の
あ
り
方
を
決

め
る
こ
と
と
な
っ
た
。
占
領
軍
の
代
表
と
協
議
を
し
、
旧
制
高
校
の

良
さ
を
伝
え
て
、
相
手
側
も
理
解
を
し
て
く
れ
た
と
あ
る
。
結
局
、

東
北
大
学
と
の
合
併
の
案
が
提
示
さ
れ
た
。
全
国
高
等
学
校
会
議
に

お
い
て
、
一
高
・
三
高
と
と
も
に
、
ジ
ュ
ニ
ア
カ
レ
ッ
ジ
と
な
る
案

を
建
議
し
た
が
、
反
対
も
出
て
、
東
大
の
南
原
総
長
も
反
対
で
あ
っ

た
。
そ
の
後
、
東
大
は
一
高
を
合
併
す
る
こ
と
に
踏
み
切
り
、
二
高

も
ま
た
東
北
大
学
へ
の
合
併
へ
と
追
い
込
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ

を
振
り
返
り
、
氏
は
、「
年
限
の
割
振
り
は
旧
制
が
ベ
タ
ー
で
あ
り
、

改
正
を
要
し
な
い
、
改
む
べ
き
は
教
育
内
容
で
あ
る
」と
ま
と
め
て

い
る
。

　

そ
の
後
、
氏
は
、
昭
和
24
年
に
東
京
女
子
高
等
師
範
学
校
が
お
茶

の
水
女
子
大
学
に
変
わ
る
に
当
た
り
、
そ
の
初
代
の
学
長
と
な
り
、

28
年
12
月
ま
で
勤
め
る
。「
お
茶
の
水
女
子
大
学
百
年
史
」（
昭
和
59

年
5
月
刊
行
、「
お
茶
の
水
女
子
大
学
百
年
史
」刊
行
委
員
会
）に
よ

る
と
、
東
京
女
子
高
等
師
範
学
校
は
、
昭
和
23
年
当
時
、
女
子
大
学

を
国
立
・
私
学
が
協
力
し
て
教
育
使
節
団
の
後
押
し
の
下
で
設
立
に

至
る
と
こ
ろ
で
、
女
子
の
総
合
大
学
と
し
て
文
学
部
・
理
学
部
・
家

政
学
部
・
教
育
学
部
の
４
学
部
か
ら
な
る
も
の
を
創
設
し
よ
う
と
し

て
い
た
。
そ
の
案
は
文
学
部
と
理
家
政
学
部
か
ら
な
る「
専
門
の
複

合
大
学
」と
し
て
も
文
部
省
の
大
学
設
置
委
員
会
で
認
め
ら
れ
た
。

そ
の
折
に「
お
茶
の
水
女
子
大
学
」と
い
う
名
称
も
選
択
さ
れ
た
。
東

京
女
子
高
等
師
範
学
校
の
最
後
の
校
長
は
藤
本
万
治
で
あ
っ
た
が
、

お
茶
の
水
女
子
大
学
に
お
い
て
の
学
長
と
し
て
移
行
す
る
こ
と
は
文

部
省
が
認
め
ず
、
旧
制
二
高
の
校
長
で
あ
っ
た
野
口
氏
が
急
遽
、
任

命
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
昭
和
24
年
5
月
31
日
付
で
あ
る
。
な
お
、
入

学
式
は
7
月
1
日
に
行
わ
れ
て
、
学
生
が
集
っ
て
発
足
に
至
っ
た
。

な
お
、
昭
和
25
年
3
月
末
日
に
文
教
育
学
部
・
理
学
部
・
家
政
学
部

の
体
制
に
な
り
、
現
在
ま
で
の
も
の
が
形
作
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

東
京
女
子
高
等
師
範
学
校
の
最
後
の
卒
業
生
は
昭
和
27
年
3
月
に
出

て
い
る
の
で
、
そ
れ
ま
で
、
氏
は
そ
の
校
長
も
兼
務
し
て
い
る
。

　

こ
の
当
時
の
記
録
を
見
る
と
、
大
学
と
し
て
の
多
く
の
組
織
や
規

定
を
設
置
・
制
定
す
る
と
と
も
に
、
日
本
社
会
の
大
き
な
変
動
に
対

応
し
つ
つ
、
お
茶
の
水
の
大
学
と
し
て
の
地
位
の
確
立
の
た
め
の
文

部
省
等
へ
の
働
き
掛
け
な
ど
、
実
に
多
岐
に
わ
た
る
活
動
が
展
開
さ

れ
て
お
り
、そ
の
中
心
で
あ
る
学
長
の
多
忙
さ
は
想
像
に
難
く
な
い
。

例
え
ば
、そ
の
中
の
一
つ
が
学
長
を
文
部
省
に
よ
る
任
命
で
は
な
く
、

内
部
で
の
選
挙
に
よ
る
も
の
と
す
る
こ
と
な
ど
が
あ
っ
た
。
そ
の
こ

と
に
限
ら
ず
、
多
く
の
今
に
至
る
大
学
と
し
て
の
基
本
的
な
制
度
が

こ
の
頃
に
作
ら
れ
て
い
る
。

　

氏
は
お
茶
の
水
女
子
大
学
を
辞
し
た
後
、
し
ば
ら
く
は
多
忙
な
公
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務
か
ら
離
れ
て
い
た
が
、
縁
が
あ
り
、
白
梅
学
園
短
期
大
学
に
昭
和

37
年
よ
り
40
年
ま
で
勤
務
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
各
種
の
役
職
に

就
い
て
い
る
。

　

昭
和
54
年
9
月
2
日
に
84
歳
で
世
を
去
る
こ
と
と
な
る
。

趣
味
三
昧
の
教
養
人
と
し
て
生
き
る

　

氏
は
絵
を
趣
味
と
し
て
描
き
続
け
た
い
か
ら
文
部
省
に
勤
め
る
こ

と
に
し
た
と
書
い
て
い
る
く
ら
い
、
絵
は
本
職
同
様
で
あ
り
、
ま
た

旅
行
も
趣
味
と
し
つ
つ
、
長
短
様
々
な
随
想
に
書
き
記
し
、
ま
た
さ

ら
に
禅
に
つ
い
て
も
深
入
り
を
し
た
よ
う
で
あ
る
。

　

そ
の
絵
は
画
集
を
残
し
て
い
る
く
ら
い
で
も
あ
り
、
素
人
の
域
を

超
え
て
い
る
。
中
学
高
校
で
も
絵
を
習
っ
て
い
る
。
大
学
時
代
に
は

一
月
に
わ
た
り
満
州
に
写
生
旅
行
に
出
て
お
り
、
い
ろ
い
ろ
な
機
会

に
絵
を
描
い
て
い
る
。
風
景
を
丁
寧
に
描
い
た
も
の
が
多
い
。
絵
は

氏
に
と
っ
て
人
生
の
む
し
ろ
中
心
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
自

分
に
は「
画
は
結
局
遊
び
で
あ
る
と
し
て
、
男
子
の
生
涯
を
託
す
べ

き
職
業
で
は
な
い
と
思
込
ん
で
い
た
。」と
い
う
。
と
は
い
え
、「
私

は
生
来
画
を
愛
好
す
る
の
で
、
画
に
打
込
む
つ
も
り
で
い
る
」と
も

述
懐
し
て
い
る
。
中
学
校
時
代
に
は
日
曜
日
に
絵
の
研
究
所
に
通
っ

た
り
、
社
会
人
に
な
っ
て
か
ら
も
夜
の
研
究
所
に
通
っ
た
こ
と
も
あ

る
。
絵
に
お
い
て
は
、「
対
象
を
見
て
画
心
を
喜
ば
せ
、
振
る
い
立

た
せ
、
描
か
せ
る
そ
の
感
激
が
根
本
で
あ
る
。」と
そ
の
見
方
を
述
べ

て
い
る
。

　

写
生
の
た
め
で
あ
っ
た
り
、
そ
れ
以
外
で
も
、
氏
は
た
び
た
び
長

期
の
旅
行
を
試
み
て
い
る
。
旅
行
記
を
記
す
こ
と
も
好
ん
で
い
た
よ

う
で
、
い
く
つ
も
の
旅
の
記
録
を
残
し
て
い
る
。
長
い
も
の
で
は
、

「
カ
ム
チ
ャ
ッ
カ
訪
問
記
」が
著
作
と
し
て
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
折

り
の
旅
は
一
ヶ
月
あ
ま
り
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
お
そ
ら
く
日
記
を

元
に
し
た
詳
細
な
も
の
で
あ
る
。
事
実
の
経
緯
や
現
地
事
情
の
記
録

が
あ
り
、
ま
た
そ
こ
で
出
会
っ
た
人
々
と
の
出
会
い
の
様
子
が
記
さ

れ
る
。

　

カ
ム
チ
ャ
ッ
カ
に
入
っ
た
と
き
の
描
写
が
あ
る
。「
左
舷
約
二
哩

程
の
処
に
残
雪
猶
多
き
紫
の
連
峰
と
海
に
向
っ
て
屏
風
を
立
て
め

ぐ
ら
し
た
様
な
黄
褐
色
の
険
涯
が
蜿
々
と
連
な
っ
て
居
る
。
茲
に
於

て
か
思
わ
ず
快
哉
を
叫
ば
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
早
速
室
か
ら
油
絵

の
道
具
を
持
ち
出
し
て
ス
ケ
ッ
チ
を
始
め
る
。
拭
っ
た
様
な
清
澄
な

ブ
ル
ー
の
空
、
琅
か
ん
の
様
な
海
の
色
、
そ
こ
に
は
北
の
国
ら
し
い

陰
鬱
さ
も
な
く
暖
国
の
春
か
と
思
う
様
な
暖
か
な
柔
ら
か
な
色
彩
の

世
界
が
あ
る
の
で
あ
っ
た
。
風
景
と
し
て
は
単
調
で
あ
る
か
も
知
れ

な
い
然
し
何
と
云
う
幽
厳
さ
で
あ
ろ
う
、
何
と
云
う
清
澄
さ
で
あ
ろ

う
、」絵
の
好
き
な
氏
ら
し
い
描
写
で
あ
り
、
そ
こ
で
の
感
動
が
伝
わ

っ
て
く
る
。

　

そ
の
他
に
も
、
長
崎
、
大
和
、
九
州
、
十
和
田
、
香
港
、
水
郷
、

木
曽
路
、
箱
根
、
と
い
う
具
合
に
、
様
々
な
紀
行
文
を
叙
し
て
い
る
。
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折
々
に
挟
ま
れ
る
ス
ケ
ッ
チ
も
魅
力
で
あ
る
。
文
人
た
ら
ん
と
す
る

氏
の
性
向
が
そ
こ
で
は
伸
び
伸
び
と
発
揮
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
う
い
っ
た
趣
味
の
世
界
に
楽
し
み
を
広
げ
る
一
方
で
、
氏
は
禅

の
世
界
に
も
親
し
む
。
生
家
は
日
蓮
宗
で
あ
り
、
小
中
学
校
は
カ
ト

リ
ッ
ク
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
ス
ク
ー
ル
で
あ
る
。
高
校
に
お
い
て
宗
教
に

関
わ
る
講
演
を
度
々
聴
き
、
仏
教
に
親
し
み
を
覚
え
た
。
法
話
を
聞

き
、
鈴
木
大
拙
の
著
作
に
も
親
し
ん
だ
。
昭
和
14
年
、
44
歳
の
折
り

に
勧
め
が
あ
り
、
禅
教
会
の
道
場
に
通
う
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。

入
門
の
許
可
を
言
い
渡
さ
れ
、
法
の
絶
対
尊
重
、
一
切
自
力
本
位
、

生
涯
実
行
、
の
三
事
を
誓
約
し
た
。
極
観
の
号
を
与
え
ら
れ
る
。
道

場
へ
通
う
こ
と
は
昭
和
16
年
の
戦
争
の
本
格
化
で
中
断
さ
れ
ざ
る
を

得
な
か
っ
た
が
、
氏
は
、
禅
に
よ
り
自
分
の
人
生
観
を
築
く
こ
と
が

出
来
た
と
述
懐
し
て
い
る
。「
禅
は
非
常
に
新
鮮
味
を
伴
う
こ
と
に

驚
き
と
喜
び
を
覚
え
た
。」「
自
分
で
考
え
る
こ
と
、
考
え
が
尽
き
た

時
に
も
そ
れ
に
失
望
し
な
い
で
最
後
の
結
論
を
探
求
す
る
こ
と
を
訓

練
し
た
呉
れ
た
よ
う
に
思
う
。」と
振
り
返
っ
て
い
る
。

教
養
人
と
し
て
生
き
る
こ
と

　

氏
は
、
官
僚
と
し
て
ま
た
教
育
者
と
し
て
生
涯
を
生
き
て
き
た
。

そ
し
て
、
絵
や
旅
や
禅
に
余
暇
を
費
や
し
、
充
実
し
た
生
活
を
過
ご

し
て
い
る
。
文
章
を
記
す
こ
と
も
好
き
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

そ
れ
ら
が
別
の
こ
と
で
は
な
く
、
氏
の
人
格
と
し
て
一
体
の
も
の

で
あ
る
と
こ
ろ
に
、
今
、
そ
の
文
章
を
読
ん
で
も
な
お
魅
力
を
感
じ

る
由
縁
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
お
そ
ら
く
そ
の
根
に
は
明
治
期
の
東

京
の
暮
ら
し
の
健
全
さ
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
中
流
の
勤
め
人
の
家

に
育
ち
つ
つ
、近
隣
の
庶
民
の
楽
し
み
を
生
き
て
き
た
。
そ
の
上
で
、

西
洋
流
の
教
育
を
受
け
つ
つ
、
英
語
を
学
び
、
同
時
に
、
漢
学
の
塾

に
も
通
う
。
油
絵
や
水
彩
画
を
習
い
も
す
る
。
長
じ
て
、
参
禅
の
経

験
を
持
つ
。
そ
の
ど
れ
も
が
、
氏
の
生
き
方
に
深
く
影
響
を
与
え
、

人
格
と
し
て
の
統
合
性
を
果
た
し
て
い
く
。

　

明
治
期
の
教
養
を
引
き
継
ぎ
つ
つ
、
大
正
期
に
旧
制
高
校
を
中

心
に
成
立
し
た
教
養
教
育
の
最
も
よ
き
伝
統
を
そ
の
身
に
つ
け
た
と

い
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
そ
の
教
養
を
裏
切

る
こ
と
な
く
、
誠
実
に
一
生
を
過
ご
し
、
そ
の
生
き
方
に
よ
る
感
化

を
、
二
高
に
お
い
て
、
ま
た
新
制
の
お
茶
の
水
女
子
大
学
に
お
い
て
、

白
梅
学
園
短
期
大
学
に
も
、
そ
の
人
柄
に
親
炙
す
る
同
僚
や
学
生
に

広
げ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
の
で
あ
る
。

　

そ
の
よ
う
な
教
養
人
を
私
ど
も
白
梅
学
園
の
先
達
の
一
人
に
持
つ

こ
と
を
改
め
て
誇
り
に
思
い
た
い
と
感
じ
る
次
第
で
あ
る
。

注
記
）資
料
を
貸
与
し
て
頂
い
た
白
梅
幼
稚
園
の
喜
多
村
純
子
さ
ん（
白
梅

幼
稚
園
前
副
園
長
）に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
喜
多
村
さ
ん
は
野
口
明

氏
の
縁
戚
に
当
た
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
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