
「
撲

譲

う
こ
と

ー

柴

田

善

守
…

こ
の
四
月
、
大
阪
市

立
大
学

を
定
年
退
職

し
て
本

学

に
赴
任

し
て
来

ま
し
た
.、
す

で
に
非
常
勤
講
師
と

し

て
数
年
講
義

を
し
て
来

ま
し
た
が
、

こ
の
大
学

の

環
境

の
す
ば
ら
し

さ
に
は
改

め
て
驚

い
て
い
ま
す
。

五
十
年
近

い
前

の
こ
の
地
域
を
知

っ
て
い
る
私

は

昔

の
田
畑

が
よ
い
住
宅

地
に
な
り
、
立
派

な
道
路
が

通
じ

て
い
る
の
に
び

っ
く
り

は
し
ま
し
た

が
、
遠
く

の
比
叡
山
、
近
く

の
衣
笠
山

は
昔

の
ま
ま

の
姿
が
あ

り
、

そ
し

て
昔

の
ま
ま

の
大
徳
寺
が
す
ぐ

そ
ば

に
あ

り
ま
す
。
今
宮
神
社

の

「
あ

ぶ
り
も
ち
」

は
五
十
年

前

の
味
を
思

い
出
さ

せ
て
く
れ
ま
し
た
。

私

は
社
会
福
祉
を
専
攻
し

て
お
り
ま
す
が
、
仏
教

と
社
会
福
祉

の
問
題
を
今
考
え

て
お
り
ま
す
。
十
七
、

八
歳

の
こ
ろ

私

は

歎
異
抄
を

読

み
ま
し
た
。

悪
人

正
機
と

い
う

こ
と
ば
を
知
り
ま
し
た
。
当
時

の
私

に

は
深

い
意
味
を
知
ら
ず

に
あ
ち

こ
ち

で
話
し
、
お
そ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

ら
く

は
な
も
ち
な
ら

ぬ
若
者
だ

っ
た
ろ
う
と

い
ま
恥

じ

い

っ
て
い
ま
す
。
同
じ

こ
ろ
ド

ス
ト

エ
フ
ス
キ
ー

の

「
罪
と
罰
」
を
読
み
、

「
悪
と
自
由
」
な
ん

て
い

う

生
意
気

な
こ
と
を
い
い
、
こ
れ
ま
た
厚
顔
無

恥
な

青
年

で
し
た
。

戦
争

か
ら
帰

っ
て
か
ら

四
十
年

の
間

、
社
会
福
祉

の
実
践

の
か
た
わ
ら

、
こ
の
二

つ
の
本

を
幾
度

か
読

み
ま
し

た
。

五
十
歳
を

こ
え

た
こ
ろ
、
歎
異
抄

の
冒

頭

に
あ

る

「
弥
陀

の
誓
願
不

思
議
」
と

い
う

こ
と
ば

が
わ
か

る
よ
う

な
気

が
し
ま
し
た
。

同
時

に

聖
書

「
マ
タ

イ
に
よ

る
福
音
書
」

の
最
後

に
あ

る

「
イ

エ

ス
の
復
活
」

に
も
感
動
し
ま
し
た
。

た
と
ひ
法
然
上
人

に
す
か
さ
れ
ま
ひ
ら
せ

て
念
仏

し

て
地
獄
に
お
ち
た
り
と
も
、
さ
ら

に
後
悔
す

べ

か
ら
ず
さ
ふ
ら
ふ

と
親
鸞
が

い
う
法
然

に
私
は
お

の
ず
か
ら
関
心
を
も

つ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

私

の
母
親
は
故
郷
で
八
十
八
歳

で
生
き

て
お
り
ま

す
が
、
十
数
年
前
、

こ
の
母
親

の
机

の
上
に
あ

っ
た

浄
土
勤
行
集
と

い
う
名

の
経
本
を
も
ら

い
ま
し
た
。

こ

の
経

本

の
な
か
に

「
一
枚
起
請
文
」
と

「
一
紙
小

消

息
」
が
あ

り
ま
し
た
。

こ

の
二
つ
の
文
書
を
読
ん
で

い
ま
す
と
、
私

の
体

は
ガ
タ
ガ
タ
ふ
る
え

て
く
る

の
で
す
。
そ
れ
か
ら

一

週
間
ほ
ど
興
奮
状
態
に
な

っ
た

こ
と
を
思

い
出
し
ま

す

。

コ

紙

小
消
息

」
の

う
け
が
た
き
人
身
を
う
け
て
、
あ

ひ
が
た
き
本
願

に
あ

ひ
て
、
お
こ
し
が
た
き
道
心
を
発
し
て
、
は

な
れ
が
た
き
輪
廻

の
里
を
は

な
れ

て
、
生
れ
が

た

き
、
浄
土

に
往
生

せ
ん
事
、
悦
び

の
中

の
悦
び

な

り
。
…
…
…
罪
人
な
を
生
る
。
况
ん
や
善
人
を

や

と

い
う
と

こ
ろ
で
歎
異
抄

の

善
人
な
を
も

て
往
生
を
と
ぐ
、

い
は
ん
や
悪
人
を

や
を
思

い
出
し
ま
し
た
。
た
し
か

に
論
理

の
必
然
性
と

し
て
親
鸞

の
つ
き

つ
め
た
き
び
し

い
境
地
は
理
解

で

き
る

の
で
す
が
、
法
然

の
や
さ
し
さ
を
感
じ
る

の
で

す
。
法
然
も
み
な
さ
ん
と
同
じ
よ
う
に
努
力
し
て

い

ま
す
と
わ
れ
わ
れ
に
語
り
か
け
て

い
る
よ
う

に
思

い

ま
し
た
。

そ
の
後

法
然
も
親
鸞

と
同
じ

こ
と
ば
を

い

っ
て

い

る
が
、
表

に
出
さ
な
か

っ
た
と

い
う

こ
と
を
聞
き
ま

し
た
。

そ
こ
に
法

然

の
人
柄
が
あ

る
よ
う
に
思

い
ま

す
。法

然
の
画
像
は
ふ
く
よ
か
な
ゆ
た
か
な
姿
に
か
か

れ
て
い
ま
す

が
親
鸞

の
自
画
像

は
眉
の

つ
り
あ

が

っ

た
き
び
し

い
顔
を

し
て
い
ま
す
。
法

然
が
地
方
豪
族

の
子

で
あ
り

、
親
鸞

が
貴
族

の
子
で
あ

る
と

い
わ
れ

て
い
ま
す

が
、
私

は
逆

の
よ
う

に
思
い
ま
す
。
戦
乱

の
世
を
生
き

た
師
弟

が
宗
教

の
や
さ
し
さ
と
き
び

し

さ
を
し

め
し

て
い
る
よ
う

に
思
い
ま
す
。

(し
ば
た

よ
し
も
り

社
会
学
部
教

授
)
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