
94

メ
ッ
セ
ー
ジ

池
田
大
作

　

50
年
前
の
１
９
６
１
年
︵
昭
和
36
年
︶
２
月
４
日
、
私
は
、
菩

提
樹
の
も
と
で
釈
尊
が
成
道
し
た
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
を
訪
れ
、
仏
教

を
基
盤
に
し
た
人
類
の
幸
福
と
世
界
平
和
の
た
め
の
研
究
所
の

設
立
を
構
想
し
ま
し
た
。

　

そ
の
時
、
私
は
、
こ
の
研
究
所
の
目
指
す
べ
き
方
針
と
し
て
、

３
つ
の
柱
を
立
て
ま
し
た
。

　

第
１
に
ア
ジ
ア
と
世
界
の
宗
教
の
研
究
、
第
２
に
法
華
経
の

歴
史
的
・
学
術
的
・
思
想
的
研
究
、
第
３
に
仏
教
の
﹁
人
間
主
義
﹂

﹁
平
和
主
義
﹂
の
理
論
的
研
究
、
な
ら
び
に
人
材
の
輩
出
の
３
つ

の
柱
で
す
。

　

東
洋
哲
学
研
究
所
は
、
こ
の
指
針
の
も
と
、
構
想
か
ら
50
年

の
歴
史
を
刻
ん
で
き
ま
し
た
。
そ
の
半
世
紀
の
間
、
イ
ン
ド
を

は
じ
め
と
す
る
世
界
有
数
の
研
究
・
学
術
機
関
と
の
交
流
の
な

か
で
、
東
洋
哲
学
研
究
所
は
、
人
類
へ
の
仏
教
精
神
と
哲
学
の

　
　
　
東
洋
哲
学
研
究
所
創
立
構
想
50
周
年
記
念
　

イ
ン
ド
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

　
　
　
　
　
　「
世
界
平
和
の
た
め
の
ニ
ュ
ー
・
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
よ
り
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＂
発
信
源
＂
と
し
て
、
大
き
く
世
界
へ
と
羽
ば
た
く
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。
当
研
究
所
の
創
立
者
と
し
て
、
イ
ン
ド
を
は
じ
め
と

し
て
、
ア
ジ
ア
か
ら
全
世
界
へ
と
広
が
る
学
術
者
、
有
識
者
の

方
々
の
温
か
い
ご
支
援
の
た
ま
も
の
で
あ
る
と
深
く
感
謝
し
て

い
ま
す
。自

ら
の
主あ

る
じ
た
れ

　

さ
て
本
日
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
テ
ー
マ
は
﹁
世
界
平
和
の
た

め
の
ニ
ュ
ー
・
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
﹂
で
あ
る
と
、
う
か
が
っ
て

い
ま
す
。

　

ロ
ケ
ッ
シ
ュ
・
チ
ャ
ン
ド
ラ
博
士
は
、
私
と
の
対
談
︵﹃
東
洋

の
哲
学
を
語
る
﹄︶
の
な
か
で
、
次
の
よ
う
に
、﹁
人
間
主
義
﹂
に

基
づ
く
世
界
平
和
へ
の
道
を
指
し
示
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

　
﹁
人
間
の
本
質
は
、
精
神
の
内
面
で
作
用
し
ま
す
。
精
神
の
内

面
的
広
が
り
が
な
け
れ
ば
、
ま
た
、
利
己
心
を
超
越
し
た
潜
在

的
な
生
命
へ
の
意
識
が
な
け
れ
ば
、
外
面
的
文
明
は
精
気
を
失

っ
た
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
。
マ
ハ
ト
マ
・
ガ
ン
ジ

ー
は
﹃
自
身
の
内
面
を
制
御
す
る
力
に
気
づ
か
な
け
れ
ば
、
真

に
自
立
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
﹄
と
、
強
く
主
張
し
ま
し
た
﹂
と
。

　

そ
し
て
、
仏
教
の
視
座
か
ら
、﹁
あ
ら
ゆ
る
生
命
に
内
在
す
る

﹃
仏
性
﹄
を
呼
び
覚
ま
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
環
境
、
社
会
、
精

神
の
そ
れ
ぞ
れ
の
次
元
で
、
平
和
は
確
か
な
も
の
と
な
り
ま
す
﹂

と
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
﹁
利
己
心
を
超
越
し
た
潜
在
的
な
生
命
﹂﹁
自
身
の
内
面
を
制

御
す
る
力
﹂
と
は
、
仏
教
的
に
表
現
す
れ
ば
、
万
物
に
内
在
す

る
﹁
仏
性
﹂
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　

ガ
ン
ジ
ー
と
同
じ
く
、
釈
尊
も
、
利
己
心
や
煩
悩
を
制
御
し

て
、
自
立
す
る
﹁
自
己
﹂
を
指
し
示
し
て
い
ま
す
。

　
﹁
ダ
ン
マ
パ
ダ
﹂
で
は
﹁
自
己
こ
そ
自
分
の
主
で
あ
る
。
他
人

が
ど
う
し
て
︵
自
分
の
︶
主
で
あ
ろ
う
か
？　

自
己
を
よ
く
と
と

の
え
た
な
ら
ば
、
得
難
き
主
を
得
る
﹂︵
中
村
元
訳
﹃
ブ
ッ
ダ
の
真

理
の
こ
と
ば
・
感
興
の
こ
と
ば
﹄
岩
波
文
庫
︶
と
述
べ
、﹁
ウ
ダ
ー
ナ

ヴ
ァ
ル
ガ
﹂
で
も
﹁
賢
者
は
、
自
分
の
身
を
よ
く
と
と
の
え
て
、

明
ら
か
な
知
慧
を
獲
得
す
る
﹂︵
同
︶
と
言
い
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
入
滅
に
際
し
て
、
弟
子
に
次
の
よ
う
な
指
針
の
言

葉
を
残
し
て
い
ま
す
。

　
﹁
こ
の
世
で
自
ら
を
島
と
し
、
自
ら
を
た
よ
り
と
し
て
、
他
人

を
た
よ
り
と
せ
ず
、
法
を
島
と
し
、
法
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
、
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他
の
も
の
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
せ
ず
に
あ
れ
﹂︵
中
村
元
訳
﹃
ブ
ッ
ダ

最
後
の
旅

│
大
パ
リ
ニ
ッ
バ
ー
ナ
経
﹄
岩
波
文
庫
︶

　

仏
教
者
の
間
で
﹁
自
島
﹂﹁
法
島
﹂
と
し
て
伝
わ
る
言
葉
で
す
。

こ
こ
に
示
さ
れ
た
﹁
自
己
﹂
と
は
、
宇
宙
根
源
の
﹁
法
﹂
と
一

体
と
な
っ
た
﹁
大
我
﹂
で
あ
り
、
利
己
心
や
煩
悩
に
と
ら
わ
れ

た
﹁
小
我
﹂
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
宇
宙
生
命
と
融
合
し
、
一
体

と
な
っ
た
﹁
自
己
﹂︵
大
我
︶
こ
そ
、
内
面
を
制
御
す
る
力
で
あ
り
、

真
に
自
立
し
た
﹁
自
己
﹂
で
す
。
こ
の
よ
う
な
﹁
自
己
﹂︵
大
我
︶

に
よ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
煩
悩
・
悪
心
を
制
御
す
る
と
こ
ろ
に
、

平
和
創
出
の
原
点
が
あ
る
こ
と
を
示
し
た
の
で
す
。

わ
が
生
命
は
宝
塔

　

さ
ら
に
、
釈
尊
の
悟
達
の
法
を
表
現
し
た
と
さ
れ
る
﹁
法
華

経
﹂
で
は
、
見
宝
塔
品
に
お
い
て
、
生
命
の
大
地
を
割
っ
て
巨

大
な
る
﹁
宝
塔
﹂
が
、
こ
の
現
象
世
界
へ
と
涌
出
し
て
き
ま
す
。

金
・
銀
・
瑠
璃
等
の
七
宝
に
飾
ら
れ
て
い
た
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
﹁
宝
塔
﹂
は
、﹁
宇
宙
大
の
生
命
﹂
の
表
現
で
あ
り
、﹁
精

神
の
内
面
的
な
広
が
り
﹂
の
象
徴
で
す
。

　

こ
の
﹁
宝
塔
﹂
に
つ
い
て
、
日
蓮
大
聖
人
は
、﹁
我
が
身
宝
塔

に
し
て
我
が
身
又
多
宝
如
来
な
り
﹂︵﹃
日
蓮
大
聖
人
御
書
全
集
﹄
１

３
０
４
ペ
ー
ジ
︶
と
仰
せ
で
す
。
さ
ら
に
、
七
宝
に
つ
い
て
は
、

﹁
聞
・
信
・
戒
・
定
・
進
・
捨
・
慚
の
七
宝
﹂︵
同
︶
と
言
わ
れ
、﹁
仏

性
﹂
を
飾
る
７
つ
の
善
心
で
あ
る
と
示
さ
れ
ま
し
た
。
つ
ま
り
、

他
者
の
言
説
に
耳
を
傾
け
︵
聞
︶、
根
源
的
信
頼
心
を
確
立
し

︵
信
︶、
慈
悲
・
不
殺
生
等
の
倫
理
性
を
そ
な
え
︵
戒
︶、
身
心
が

統
一
さ
れ
︵
定
︶、
努
力
精
進
に
つ
と
め
︵
進
︶、
偏
見
・
差
別
心

に
と
ら
わ
れ
な
い
平
等
心
を
も
ち
︵
捨
︶、
常
に
反
省
を
怠
ら
な

い
謙
虚
な
精
神
︵
慚
︶
を
指
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
善
心
に

飾
ら
れ
た
宇
宙
大
の
﹁
宝
塔
﹂
│
﹁
仏
性
﹂
が
、
す
べ
て
の
人
々

に
内
在
し
て
お
り
、
し
か
も
顕
在
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い

う
の
で
す
。

　
﹁
仏
教
の
人
間
主
義
﹂
に
よ
る
世
界
平
和
の
構
築
は
、
ロ
ケ
ッ

シ
ュ
・
チ
ャ
ン
ド
ラ
博
士
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
ま
ず
、
エ

ゴ
イ
ズ
ム
、
煩
悩
、
無
明
を
打
ち
破
り
、
利
他
心
、
慈
悲
、
智
慧
、

信
、
勇
気
等
の
善
心
︵
菩
提
︶
を
輝
か
せ
ゆ
く
﹁
人
間
革
命
﹂
を

原
点
と
し
て
い
ま
す
。
心
、
精
神
の
﹁
シ
ャ
ン
テ
ィ
﹂︵
平
和
︶

の
確
立
で
す
。
こ
こ
に
、
真
に
自
立
し
た
﹁
自
己
﹂
が
形
成
さ

れ
る
の
で
す
。
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そ
の
平
和
の
心
を
確
立
し
た
﹁
自
己
﹂
が
、
人
間
社
会
を
動

か
し
、
戦
争
、
紛
争
、
人
権
抑
圧
、
貧
富
の
格
差
を
超
克
し
つ
つ
、

人
類
社
会
を
積
極
的
な
平
和
へ
の
軌
道
へ
と
導
き
ゆ
く
の
で
す
。

﹁
積
極
的
平
和
﹂
と
は
、﹁
自
己
﹂
か
ら
現
れ
る
＂
善
心
の
連
帯
＂

が
、
直
接
的
暴
力
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
基
盤
に
あ
る
構
造
的
暴

力
に
も
挑
戦
し
、
乗
り
越
え
て
い
く
と
こ
ろ
に
形
成
さ
れ
ゆ
く

も
の
で
す
。
さ
ら
に
は
、
宗
教
・
文
化
の
引
き
起
こ
す
文
化
的

暴
力
に
も
挑
戦
し
、
文
化
共
存
の
社
会
を
築
き
上
げ
て
い
く
の

で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
平
和
社
会
の
構
築
は
、
地
球
生
態
系
と
の
共
生

へ
の
道
と
一
体
不
二
で
す
。
つ
ま
り
、﹁
人
類
社
会
﹂
の
平
和
は
、

そ
の
存
続
を
可
能
に
す
る
﹁
環
境
・
生
態
系
﹂
の
平
和
の
創
出

と
と
も
に
、
そ
の
輝
き
を
放
っ
て
い
く
の
で
す
。
こ
の
よ
う
に

し
て
仏
教
の
人
間
主
義
は
、﹁
心
の
平
和
﹂
の
確
立
を
原
点
と
し

て
、＂
善
心
の
連
帯
＂
を
つ
く
り
あ
げ
つ
つ
、﹁
人
類
社
会
﹂
と
﹁
地

球
生
態
系
﹂
の
平
和

│
す
な
わ
ち
積
極
的
な
世
界
平
和
の
建

設
に
向
か
う
の
で
す
。

　
﹁
戦
争
と
暴
力
の
世
紀
﹂
で
あ
っ
た
20
世
紀
か
ら
、﹁
平
和
と

非
暴
力
の
世
紀
﹂
を
望
ん
だ
21
世
紀
の
人
類
文
明
も
、
未
だ
に

物
質
至
上
主
義
の
な
か
で
、
平
和
と
幸
福
へ
の
﹁
精
気
﹂
を
失
い
、

核
・
戦
争
、
環
境
破
壊
か
ら
、
人
間
性
︵
善
心
︶
の
衰
退
を
引
き

起
こ
し
、
人
間
の
心
、
社
会
、
自
然
生
態
系
を
分
断
し
ゆ
く
煩

悩
︵
悪
︶
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
暗
躍
を
許
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
人
類
文
明
の
動
向
の
な
か
で
、
仏
教
の
＂
人
間

主
義
＂
を
掲
げ
る
本
日
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
、
物
質
至
上
主
義
、

グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
の
潮
流
の
な
か
で
失
わ
れ
ゆ
く
人
間
性
、
善

心
を
蘇
生
さ
せ
、﹁
心
の
平
和
﹂﹁
社
会
の
平
和
﹂﹁
生
態
系
の
平

和
﹂
を
と
も
に
可
能
に
す
る
真
実
の
﹁
世
界
平
和
﹂
を
創
出
し

ゆ
く
、
希
望
と
連
帯
の
＂
新
た
な
る
船
出
＂
と
な
る
こ
と
を
、

希
求
し
て
い
ま
す
。

︵
い
け
だ　

だ
い
さ
く
／
東
洋
哲
学
研
究
所
創
立
者
・

創
価
学
会
イ
ン
タ
ナ
シ
ョ
ナ
ル
会
長
︶


