
「魂
の
た
い
ま
つ
」
を
受
け
継
ぐ

～
大
阪
自
由
大
学
の
思
い

「６
年
間
、

病
院
で
寝
た
き
り
だ

つ
た
父

が
亡
く
な

っ
た
」
。

春
先
、

大
学
時
代
の

級
友
、

Ｈ
が
知
ら
せ
て
き
た
。

Ｈ
の
父
は
、
こ
の
春
亡
く
な
っ
た
思
想

家
、

吉
本
隆
明
と
同
じ
大
正
１３
年
生
ま
れ

の
典
型
的
な
戦
中
派
。
６
年
前
の
春

一
番

が
吹
い
た
日
、

散
歩
中
に
風
に
あ
お
ら
れ

て
転
倒
し
、

脳
挫
傷
で
そ
の
ま
ま
危
篤
状

態
が
続
い
た
。

そ
の
後
、

持
ち
直
し
、

Ｈ

は
し
み
じ
み
と
い
っ
て
い
た
。

「あ
の
生
命
力
の
強
さ
は
、

戦
中
派
独
特

の
も
の
だ
。

若
い
頃
は
粗
食
続
き
で
、

そ

の
分
、

体
が
、

特
に
内
臓
が
丈
夫
に
な
っ

て
い
る
の
で
は
な
い
か
な
。

そ
れ
に
独
特

の
気
力
と
い
う
か
、

敢
闘
精
神
み
た
い
な

の
が
ど
っ
か
に
あ
る
ん
だ
」

最
初
の
１
年
は
毎
週
土
曜
、

そ
し
て
２

年
目
か
ら
は
２
週
に
１
回
、

病
院
に
通
っ

た
。

そ
こ
で
父
親
の
手
足
の
爪
切
り

（爪

切
り
は
２
週
に
１
回
が
ち
ょ
う
ど
い
い

ペ
ー
ス
だ
そ
う
だ
）
と
、

司
馬
遼
太
郎
の

講
演
録
の
朗
読
を
続
け
た
と
い
う
。

「朗
読
は
最
初
の
１
年
、

オ
ヤ
ジ
も
そ
れ

な
り
に
聞
い
て
い
た
よ
う
な
気
が
す
る

が
、
２
年
目
か
ら
は
全
く
オ
レ
の
勝
手
で

読
み
続
け
た
。
５
巻
を
１
年
に
１
冊
の

ペ
ー
ス
で
読
み
、

第
５
巻
か
ら
遡
り
、
１

昨
年
第
１
巻
に
辿
り
つ
き
、

今
年
は
第
３

巻
を
読
ん
で
い
た
。

講
演
集
は
か
な
り
話

し
言
葉
が
多
い
の
で
、

読
み
や
す
い
し
、

た
ぶ
ん
、

聞
き
や
す
い
は
ず
だ
」

Ｈ
は
付
け
加
え
て
い
う
。

「読
ん
で
み

て
、

や
は
り
司
馬
遼
太
郎

っ
て
凄
い
人

だ
。

何
回
読
ん
で
も
、

ま
た
読
め
る
ん
だ

よ
な
。

音
読
に
耐
え
ら
れ
る
ん
だ
」
。

村
上
春
樹
の
小
説

「
ｌ
Ｑ
８
４
」
に

も
、

主
人
公
が
死
ぬ
直
前
の
自
分
の
父
親

に
、

全
く
聞
い
て
い
る
と
は
思
え
な
い
の

に
、
日
課
の
よ
う
に
本
を
読
む
シ
ー
ン
が

あ
る
。

「あ
れ
は
た
ぶ
ん
自
分
の
実
体
験

な
ん
だ
ろ
う
。

情
況
が
オ
レ
と
ま
づ
た
く

同
じ
な
ん
だ
よ
な
。

お
そ
ら
く
、
こ
の
朗

読
が
な
け
れ
ば
、

オ
レ
の
病
院
通
い
は
続

か
な
か
っ
た
よ
う
に
思
う
」
。

そ
ん
な
便
り
を
読
み
な
が
ら
、

彼
の
結

婚
式
の
席
で
、

当
時
、
日
本
銀
行
に
勤
め

て
い
た
オ
ヤ
ジ
さ
ん
が

「
こ
れ
か
ら
は
息

子
の
時
代
だ
。

み
な
さ
ん
、

よ
ろ
し
く
」

と
あ
い
さ
つ
し
た
光
景
を
思
い
出
し
た
。

あ
の
と
き
、

私
も

「
こ
れ
か
ら
は
オ
レ
た

ち
が
時
代
に
責
任
を
も
た
な
く
て
な
ら
な

い
」
と
、

時
代
の
バ
ト
ン
を
受
け
取
る
覚

悟
を
強
く
意
識
さ
せ
ら
れ
た
。

あ
れ
か
ら
３０
数
年
。

い
ま
、

私
は
若
い

世
代
に
ど
の
よ
う
な
バ
ト
ン
を
渡
そ
う
と

し
て
い
る
の
か
。

そ
う
思
っ
た
と
き
、

浮

か
ん
だ
の
は
な
ぜ
か
、

司
馬
遼
太
郎
の

「洪
庵
の
た
い
ま
つ
」
と
い
う

一
編
だ
。

司
馬
の
作
品
に
は
、

膨
大
な
博
識
か
ら

紡
ぎ
だ
さ
れ
た
物
語
の
お
も
し
ろ
さ
の
ほ

か
、

璽
四り
日
」
に
独
特
の
魅
力
が
あ
る
。

そ
れ
は
上
方
芸
能
の

「語
り
」
の
文
化
の

伝
統
を
に
じ
ま
せ
て
い
る
。

「世
の
た
め
に
尽
く
し
た
人
の

一
生
ほ

ど
、

美
し
い
も
の
は
な
い
。
こ
こ
で
は
、

特
に
美
し
い
生
涯
を
送

っ
た
人
に
つ
い
て

語
り
た
い
。

緒
方
洪
庵
の
こ
と
で
あ
る
。」

幕
末
、

大
阪
で
私
塾

「適
塾
」
を
開

い
た
緒
方
洪
庵
の
人
生
を
淡
々
と
語
り
、

「振
り
返

っ
て
み
る
と
、

洪
庵
の

一
生

で
、

最
も
楽
し
か
っ
た
の
は
、

か
れ
が
塾

生
た
ち
を
教
育
し
て
い
た
時
代
だ
っ
た
ろ

う
」
と
司
馬
は
い
う
。

「洪
庵
は
、
自
分
の
恩
師
た
ち
か
ら
引
き

継
い
だ
た
い
ま
つ
の
火
を
、

よ
り
い
つ
そ

う
大
き
く
し
た
人
で
あ
っ
た
。

か
れ
の
偉
大
さ
は
、
自
分
の
火
を
、

弟

子
た
ち
の
一
人

一
人
に
移
し
続
け
た
こ
と

で
あ
る
」

戦
後
の
第

一
世
代
と
し
て
経
済
成
長
を

調
歌
し
た
私
た
ち

「団
塊
の
世
代
」
が
高

齢
者
に
仲
間
入
り
し
て
い
る
。
い
ま
、

私

た
ち
は
次
世
代
に
何
を
伝
え
ら
れ
る
の

か
。

そ
ん
な
思
い
に
か
ら
れ
て
７
月
、

市

民
に
よ
る
学
び
の
場
と
し
て

「大
阪
自

由
大
学
」
の
活
動
を
始
め
た
。

初
代
学

長
に
、

翌
巾
り
」
の
世
界
に
造
詣
の
深
い

「上
方
芸
能
」
発
行
人
、

木
津
川
計
さ
ん

を
お
迎
え
で
き
た
。

そ
の
指
導
を
仰
ぎ
な

成
ら
、

私
な
り
に
「魂
の
た
い
ま
つ
」
を

受
け
継
ぎ
た
い
と
思

っ
て
い
る
。

大
阪
自
由
大
学

は
Ｆ
８

＼̈
＼
Ｓ
”
∽単

日
い
い０
こ
０

（大
阪
自
由
大
学
理
事
長

・
池
田
知
隆
）
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