
▼
齢
九
十
一
歳
で
師
が
天
命
を

全
う
し
て
十
年
に
な
る
。若
気

の
至
り
で
喧
嘩
に
明
け
暮
れ
て

ゐ
た
頃
、
師
は
、「
平
素
か
ら
横

暴
で
気
の
荒
い
お
前
は
、
細
心

の
注
意
を
は
ら
つ
て
自
分
を
卑

下
し
、
強
固
な
歯
の
方
が
先
に

駄
目
に
な
つ
て
柔
軟
な
舌
の
方

が
長
持
ち
す
る
こ
と
を
忘
れ

ず
、
物
事
の
汚
れ
た
所
や
い
や

な
所
を
自
分
か
ら
引
き
受
け
て

我
慢
し
、
賢
人
を
尊
敬
し
大
衆

を
包
容
す
る
姿
勢
に
学
ん
で
、

横
暴
で
気
の
荒
い
性
分
が
、
す

つ
か
り
消
え
滅
ん
で
、
生
死
の

理
に
通
達
し
、
天
命
を
俟
つ
て

生
死
を
任
せ
、
道
を
守
つ
て
忍

耐
強
く
、
発
言
は
信
を
守
つ
て

変
へ
ず
、
曲
が
つ
た
こ
と
を
し

て
幸
い
を
求
め
る
こ
と
な
く
、

正
々
堂
々
と
幸
い
を
享
受
し

て
、強
く
奮
励
発
奮
し
て
、い
か

な
る
急
難
を
も
恐
れ
お
の
の
く

な
。確
り
目
標
を
持
ち
ひ
と
時

も
漫
然
と
過
ご
す
べ
か
ら
ず

…

」と
手
紙
を
戴
い
た
。▼
ま
た

常
々
、
肝
は
大
き
く
心
は
細
か

く
智
は
臨
機
応
変
に
働
か
せ

よ
、行
ひ
を
顧
み
よ
。物
事
を
言

ふ
前
に
そ
の
こ
と
を
実
行
し
お

ほ
せ
る
か
否
か
を
よ
く
考
へ
、

ま
た
実
行
し
よ
う
と
す
れ
ば
、

そ
れ
が
正
し
い
考
へ
に
合
つ
て

ゐ
る
か
ど
う
か
を
慮
つ
て
言
と

行
と
の
一
致
に
努
め
よ
と
御
指

導
戴
い
た
。そ
の
教
へ
に
悖
る

自
分
は
若
い
頃
の
師
の
年
齢
を

遥
か
に
超
え
て
ゐ
る
。未
だ
そ

の
境
地
の
足
下
に
及
ば
な
い
凡

は
哀
し
き
哉
。　  　
　

  

（
板
）

一
頁…

●
尊
皇
と
は
何
か

二
頁…

●
安
倍
首
相
の
改
憲
案
に
疑
義

　

を
呈
す　

他

本
紙
目
次

　

昨
年
八
月
八
日
の
天
皇
陛
下
に

よ
る
「
お
気
持
ち
」
表
明
は
、
そ

の
後
「
生
前
御
譲
位
」
問
題
と
し

て
議
論
を
呼
び
、
今
や
政
府
は
特

例
法
を
も
つ
て
御
譲
位
を
進
め
よ

う
と
し
て
ゐ
る
。
あ
の
時
我
々
が

あ
ら
た
め
て
感
じ
た
こ
と
は
、
天

皇
と
国
民
の
揺
る
ぎ
な
き
紐
帯
と

君
民
一
体
の
国
体
の
精
華
で
あ
つ

た
。
し
か
し
そ
の
後
の
社
会
状
況

を
見
る
と
、
今
や
自
民
党
か
ら
共

産
党
に
至
る
ま
で「
象
徴
天
皇
制
」

を
支
持
し
、「
生
前
御
譲
位
」
に

賛
成
す
る
と
い
ふ
不
可
思
議
な
現

象
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
共
産

党
は
か
つ
て
の
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
・

テ
ー
ゼ
以
来
の
「
天
皇
制
打
倒
」

の
方
針
を
引
つ
込
め
、
ま
た
従
来

ボ
イ
コ
ッ
ト
し
て
き
た
天
皇
御
臨

席
の
国
会
開
院
式
に
出
席
す
る
や

う
に
な
り
、
拒
否
し
続
け
て
き
た

元
号
を
「
赤
旗
」
紙
上
で
容
認
，

使
用
す
る
や
う
に
な
つ
た
。
そ
し

て
共
産
党
の
み
な
ら
ず
、
日
本
の

左
翼
，護
憲
勢
力
は「
象
徴
天
皇
」

こ
そ
が
戦
後
の
「
平
和
と
民
主
主

義
」
の
守
護
者
で
あ
る
と
し
、「
象

徴
天
皇
」
を
彼
ら

の
反
戦
平
和
主
義

の
シ
ン
ボ
ル
に
祀

り
上
げ
よ
う
と
し

て
ゐ
る
。従
つ
て
、

世
に
は
「
承
詔
必

謹
」
や
「
国
体
護

持
」
を
唱
へ
る
俄

か
「
尊
皇
」
主
義

者
で
あ
ふ
れ
る
と

い
ふ
不
可
思
議
、

面
妖
な
状
況
を
呈

し
て
ゐ
る
。

　

こ
れ
は
今
に
始
ま
つ
た
こ
と
で

は
な
い
。
大
化
の
改
新
で
誅
伐
さ

れ
た
蘇
我
氏
も
、
後
に
和
気
清
麻

呂
の
奮
闘
に
よ
り
皇
位
簒
奪
の
野

望
を
阻
止
さ
れ
た
弓
削
道
鏡
も
ま

た
そ
れ
ぞ
れ
皇
極
天
皇
や
称
徳
天

皇
の
信
任
篤
い
と
さ
れ
た
重
臣
で

あ
つ
た
。

　

下
つ
て
建
武
中
興
初
期
の
功
臣

で
あ
つ
た
足
利
高
氏
は
や
が
て
武

家
政
権
樹
立
と
い
ふ
野
心
か
ら
こ

れ
に
背
き
奉
り
、
一
旦
は
敗
れ
て

九
州
に
逃
れ
た
が
、
延
元
元
年
反

乱
軍
を
率
ゐ
て
京
を
目
指
し
て
東

上
し
て
き
た
。
こ
の
時
に
足
利
方

は
北
朝
（
持
明
院
統
）
の
光
厳
上

皇
か
ら
院
宣
を
受
け
、自
ら
を「
官

軍
」
と
称
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ

に
対
し
て
動
揺
し
た
新
田
義
貞
軍

な
ど
は
総
崩
れ
と
な
つ
た
が
、
一

人
楠
木
正
成
は
菊
水
と
非
理
法
権

天
の
旗
を
高
く
掲
げ
て
湊
川
で
勇

戦
奮
闘
し
、
最
後
は
弟
の
楠
木
正

季
と
「
七
生
報
国
」
を
誓
つ
て
壮

烈
な
最
期
を
遂
げ
た
。
そ
の
後
足

利
幕
府
か
ら
徳
川
幕
府
の
時
代
に

至
る
ま
で
、
楠
木
正
成
は
幕
府
政

治
に
歯
向
か
つ
た
逆
臣
と
さ
れ
て

き
た
が
、義
公
・
徳
川
光
圀
が
「
大

日
本
史
」
に
お
い
て
南
朝
正
統
論

を
唱
へ
、
湊
川
に
「
嗚
呼
忠
臣
楠

子
之
墓
」
を
建
立
し
て
大
楠
公
の

至
誠
尽
忠
報
国
の
精
神
を
称
揚
し

た
。
こ
れ
が
幕
末
に
は
全
国
の
勤

皇
の
志
士
た
ち
を
鼓
舞
す
る
聖
地

と
化
し
、
維
新
回
天
の
時
を
迎
へ

る
こ
と
と
な
る
。

　

さ
て
こ
の
一
年
間
の
御
譲
位
問

題
を
め
ぐ
る
議
論
の
中
で
、「
生

前
御
譲
位
」
賛
成
派
が
し
き
り
に

承
詔
必
謹
を
訴
へ
た
の
は
良
し
、

と
し
て
も
、
問
題
は
彼
ら
が
反
対

派
（
慎
重
派
）
を
批
判
す
る
の
に

こ
と
あ
る
ご
と
に
「
大
御
心
」
を

持
ち
出
し
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。

最
近
で
は
新
聞
マ
ス
コ
ミ
が
「
生

前
御
譲
位
」
反
対
派
（
慎
重
派
）

の
言
説
を
大
御
心
や
勅
命
に
反
す

る
逆
賊
で
あ
る
か
の
如
き
論
調
を

展
開
し
て
ゐ
る
こ
と
も
看
過
で
き

な
い
。
こ
れ
は
十
年
ほ
ど
前
ま
で

盛
ん
で
あ
つ
た
皇
統
問
題
の
議
論

に
お
い
て
女
系
・
女
性
天
皇
容
認

派
が
男
系
天
皇
論
者
を
批
判
す
る

際
に
、「
女
系
・
女
性
天
皇
は
大

御
心
に
よ
る
も
の
だ
」
と
か
「
女

系
・
女
性
天
皇
容
認
は
勅
命
で
あ

る
」な
ど
と
、し
き
り
に「
大
御
心
」

や
「
承
詔
必
謹
」
を
声
高
に
叫
ん

だ
こ
と
を
思
ひ
出
さ
せ
る
も
の
で

あ
る
。

　
「
承
詔
必
謹
」
と
は
、
日
本
国

民
に
と
つ
て
至
高
に
し
て
至
純
の

道
で
あ
る
。
幕
末
の
動
乱
や
大
東

亜
戦
争
終
結
の
混
乱
を
一
糸
乱
れ

ぬ
収
拾
に
導
い
た
の
は
、こ
の「
承

詔
必
謹
」
の
国
民
的
伝
統
と
精
神

に
基
づ
く
も
の
で
あ
ら
う
。
し
か

し
「
承
詔
必
謹
」
と
は
そ
こ
に
至

る
ま
で
の
過
程
に
お
い
て
、
臣
下

が
文
字
通
り
全
知
全
霊
を
傾
け
て

国
家
、
民
族
の
重
大
問
題
に
つ
き

御
前
に
お
い
て
議
論
を
徹
底
的
に

尽
く
す
こ
と
が
前
提
で
あ
る
。
決

し
て
専
制
君
主
国
家
の
如
く
、
国

民
が
盲
目
的
に
君
命
に
従
ふ
こ
と

を
意
味
し
な
い
。
議
論
を
尽
く
し

て
、
国
民
が
最
善
の
案
を
奏
上
す

る
こ
と
が
本
来
あ
る
べ
き
姿
で
あ

る
。
そ
こ
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
の

が
勅
命
で
あ
り
、ご
聖
断
で
あ
る
。

そ
し
て
一
度
ご
聖
断
が
下
れ
ば
、

国
民
は
一
致
団
結
聖
旨
に
添
ひ
奉

る
の
が
臣
民
の
道
で
あ
る
。
ま
し

て
や
自
分
の
議
論
を
正
当
化
す
る

た
め
に
、「
大
御
心
」
を
勝
手
に

忖
度
し
て
論
敵
を
非
難
す
る
が
如

き
態
度
は
許
さ
れ
な
い
。

　

以
上
述
べ
て
き
た
や
う
に
、
皇

統
問
題
や
最
近
の
御
譲
位
問
題
あ

る
い
は
女
性
宮
家
創
設
問
題
な
ど

に
つ
い
て
、
一
方
の
論
者
が
「
大

御
心
」
や
「
ご
聖
慮
」
を
勝
手
に

自
分
に
都
合
よ
く
忖
度
し
て
反
対

論
者
を
「
朝
敵
」
と
し
て
断
罪
す

る
有
様
は
正
に
不
敬
の
極
み
で
あ

る
。

　

筆
者
の
率
直
な
感
慨
と
し
て

は
、
戦
後
左
翼
勢
力
が
反
国
体
論

や
反
天
皇
論
、
あ
る
い
は
マ
ル
ク

ス
主
義
に
依
拠
し
て
戦
後
民
主
主

義
擁
護
の
論
陣
を
張
つ
て
き
た
の

に
対
し
て
、
彼
ら
が
保
護
者
と
し

て
頼
み
に
し
て
き
た
Ｇ
Ｈ
Ｑ
も
ソ

連
や
社
会
主
義
陣
営
も
も
は
や
存

在
せ
ず
、
ま
た
国
民
の
皇
室
に
対

す
る
尊
崇
意
識
が
根
強
い
こ
と
を

痛
感
し
た
彼
ら
は
、「
象
徴
天
皇
」

こ
そ
が
戦
後
日
本
の
憲
法
と
「
平

和
と
民
主
主
義
」
の
最
大
の
擁
護

者
と
奉
る
姿
勢
に
大
き
く「
転
向
」

し
て
き
た
の
で
あ
る
。　

従
つ
て
、

我
々
と
し
て
は
世
に
あ
ふ
れ
る
自

称
「
尊
皇
」
主
義
者
の
中
か
ら
、

誰
が
真
の
愛
国
者
で
あ
る
か
を
見

極
め
て
、
偽
者
と
闘
つ
て
ゆ
く
必

要
が
あ
る
。

　

ま
た
最
近
の
「
生
前
御
譲
位
」

の
議
論
の
中
で
、「
女
性
宮
家
創

設
」
な
ど
女
系
・
女
性
天
皇
論
に

道
を
開
か
う
と
す
る
一
部
勢
力
の

思
惑
が
う
ご
め
い
て
ゐ
る
こ
と
に

も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

国
史
を
回
顧
す
る
と
き
、
朝
敵

や
逆
賊
は
常
に「
忠
臣
」を
装
ひ
、

「
承
詔
必
謹
」
を
建
前
と
し
て
き

た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

大
楠
公
は
四
百
年
も
の
間「
逆
臣
」

扱
ひ
さ
れ
て
き
た
し
、
戊
辰
戦
争

に
お
け
る
会
津
藩
も
西
南
戦
争
に

お
け
る
西
郷
南
洲
も
、当
時
は「
朝

敵
」
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、

今
で
は
人
々
は
大
楠
公
を
国
史
第

一
の
忠
臣
と
称
賛
し
、
会
津
藩
の

尊
皇
忠
誠
の
会
津
士
魂
に
感
動

し
、
西
郷
南
洲
を
類
ま
れ
な
至
誠

と
大
義
に
篤
か
つ
た
維
新
最
大
の

英
雄
と
讃
へ
て
ゐ
る
で
は
な
い

か
。

　

最
後
に
軍
神
・
杉
本
五
郎
中
佐

の
絶
筆
を
引
用
し
て
尊
皇
に
つ
い

て
の
拙
論
を
締
め
く
く
る
。
杉
本

五
郎
中
佐
は
そ
の
遺
著
『
大
義
』

で
知
ら
れ
る
軍
人
で
あ
り
、
昭
和

十
二
年
支
那
事
変
に
出
征
中
山
西

省
閣
山
の
戦
闘
で
壮
烈
な
戦
死
を

遂
げ
た
。

　
「
汝
、
吾
を
見
ん
と
要
せ
ば
、

尊
皇
に
生
き
よ
、
尊
皇
精
神
あ
る

處
、
常
に
我
在
り
」（『
大
義
』
よ

り
）。
誠
に
尊
皇
の
大
義
に
生
き

た
人
の
叫
び
で
あ
る
。

尊皇とは何か
玉川 博 己（三島由紀夫研究会代表幹事）
尊皇とは何か
玉川 博 己（三島由紀夫研究会代表幹事）

世
に
あ
ふ
れ
る
「
尊
皇
」

主
義
者

承
詔
必
謹
と
は
何
か

追
ひ
詰
め
ら
れ
「
尊
皇
」
に

転
向
し
た
左
翼
勢
力
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