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は
じ
め
に

一
九
八
七（
昭
和
六
十
二
）年
八
月
か
ら
仲
間
と
と
も
に
、
築つ
き

地じ

本ほ
ん

願が
ん

寺じ
（
東
京
都
中
央
区
）で
毎
月
一
回

「
が
ん
患
者
・
家
族
語
ら
い
の
会
」（
浄
土
真
宗
東
京
ビ
ハ
ー
ラ
主
催
）を
開
催
し
て
き
ま
し
た
。
今
も
続
い

て
い
ま
す
。
人
は
い
の
ち
の
終
わ
り
に
あ
っ
て
、
死
の
苦
し
み
か
ら
ど
の
よ
う
に
解
放
さ
れ
て
い
く
の

か
。
三
十
数
年
の
活
動
の
な
か
で
も
っ
と
も
大
切
に
し
て
き
た
こ
と
で
す
。

迫
り
来
る
「
死
」
は
、
大
き
な
力
を
持
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
わ
た
し
の
生
を
否
定
す
る
力
で
す
。

死
は
「
生
」
と
い
う
い
の
ち
だ
け
で
な
く
、
生
き
方
・
考
え
方
も
否
定
し
て
い
き
ま
す
。
わ
た
し
た
ち

は
、
プ
ラ
ス
思
考
、
希
望
を
拠
り
ど
こ
ろ
と
し
て
生
き
て
い
ま
す
。
こ
の
世
で
の
希
望
実
現
に
は
時
間

が
必
要
で
す
。
死
は
、
そ
の
時
間
が
な
く
な
る
と
き
で
す
。
プ
ラ
ス
思
考
で
未
来
に
向
か
っ
て
生
き
る

こ
と
そ
の
も
の
が
成
立
し
な
い
の
で
す
。
こ
こ
に
、
わ
た
し
の
希
望
を
ベ
ー
ス
に
し
た
生
き
方
か
ら
、

ま
っ
た
く
質
の
違
う
生
へ
の
転
換
が
重
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。
浄
土
真
宗
で
言
え
ば
、
阿あ

弥み

陀だ

さ
ま
の

願
い
に
開
か
れ
た
生
き
方
へ
の
転
換
で
す
。
そ
れ
は
わ
た
し
の
希
望
を
ベ
ー
ス
に
し
た
生
き
方
を
断
念

す
る
と
き
で
も
あ
る
の
で
す
。

苦
し
み
の
対
象
に
は
二
つ
あ
り
ま
す
。
一
つ
は
「
わ
た
し
の
◯
◯
」
の
◯
◯
で
す
。
わ
た
し
の
健
康
、

わ
た
し
の
家
族
、
わ
た
し
の
名
誉
と
い
っ
た
具
合
で
す
。
こ
れ
は
他
と
比
較
で
き
る
の
で
わ
か
り
易
く
、

あ
る
程
度
は
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
も
可
能
で
す
。
も
う
一
つ
は
、「
わ
た
し
の
◯
◯
」
で
は
な
く
、
わ
た
し

そ
の
も
の
が
苦
し
み
の
要
因
と
な
る
こ
と
で
す
。
た
と
え
ば
、
思
い
通
り
に
な
っ
た
こ
と
だ
け
に
し
か

喜
び
を
見
い
だ
せ
な
い
自
分
へ
の
こ
だ
わ
り
で
す
。
こ
れ
は
認
識
の
主
体
な
の
で
、
普
段
の
生
活
で
は

意
識
さ
れ
ま
せ
ん
。
多
く
は
、
苦
し
み
の
体
験
や
自
分
を
覚
醒
さ
せ
る
言
葉
と
の
出
合
い
に
よ
っ
て
明

ら
か
に
な
っ
て
き
ま
す
。

前
者
の
苦
し
み
「
わ
た
し
の
◯
◯
」
は
、
苦
し
み
を
減
ら
し
て
い
く
こ
と
も
可
能
で
す
。
し
か
し
、

わ
た
し
そ
の
も
の
が
問
題
と
な
る
状
況
下
で
は
、
減
ら
す
の
で
は
な
く
、
自
分
が
握
り
し
め
て
い
る
も

の
を
手
放
す
こ
と
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
人
は
苦
し
み
を
通
し
て
、
自
分
を
超
え
た
よ
り

広
や
か
な
も
の
に
出
遇
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

本
の
タ
イ
ト
ル
に
あ
る
「
絶
望
」
は
、
わ
た
し
が
変
容
し
て
い
く
と
き
に
お
こ
る
内
容
を
言
葉
に
し

た
も
の
で
す
。

一
般
的
に
も
ち
い
る
絶
望
は
、
歓
迎
し
な
い
状
況
で
す
。
希
望
へ
の
執
着
を
断
ち
切
る
こ
と
が
で
き
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ず
に
苦
し
み
の
な
か
に
あ
る
状
態
で
す
。

し
か
し
絶
望
と
は
望
み
を
絶
つ
と
書
く
よ
う
に
、
希
望
を
断
念
し
て
、
希
望
へ
の
執
着
か
ら
自
由
に

な
る
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。

浄
土
真
宗
の
用
語
に
「
捨し
ゃ

機き

即そ
く

託た
く

法ほ
う

」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
機
と
は
わ
た
し
の
こ
と
、
法
と

は
阿
弥
陀
さ
ま
の
願
い
と
は
た
ら
き
の
こ
と
で
す
。
わ
た
し
を
捨
て
る
と
き
が
、
そ
の
ま
ま
阿
弥
陀
仏

の
法
に
ま
か
せ
る
こ
と
で
あ
る
、
と
い
う
意
味
で
す
。
わ
た
し
を
捨
て
る
と
は
、
ま
さ
に
希
望
を
断
念

す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
絶
望
が
、
そ
の
ま
ま
よ
り
質
の
高
い
阿
弥
陀
仏
の
世
界
に
開
か
れ
る
起
点
と

な
る
の
で
す
。

浄
土
真
宗
の
仏
道
は
、
人
類
の
す
べ
て
の
人
が
苦
し
み
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
く
普
遍
的
な
考
え
方
を

持
っ
て
い
ま
す
。
苦
し
み
を
通
し
て
、
苦
し
み
の
底
に
横
た
わ
っ
て
い
る
自
ら
の
愚
か
さ
が
明
ら
か
に

な
り
、
そ
の
愚
か
な
わ
た
し
を
救
う
と
い
う
阿
弥
陀
さ
ま
の
慈
し
み
に
開
か
れ
て
い
く
。
そ
の
こ
と
を
、

だ
れ
に
で
も
お
と
ず
れ
る
苦
し
み
の
現
場
で
実
践
す
る
。
こ
れ
が
わ
た
し
の
思
い
描
く
浄
土
真
宗
の
伝

道
で
す
。

第
一
章
　
い
ま
を
生
き
る
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「
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
で
ご
ざ
い
ま
す
。
お
問
い
合
わ
せ
い
た
だ
き
ま
し
て
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

す
。
エ
ラ
ー
１
が
発
生
し
て
お
ら
れ
る
と
の
こ
と
で
、
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
申
し
訳
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

す
で
に
お
試
し
い
た
だ
い
て
い
る
か
と
存
じ
ま
す
が
、
以
下
を
、
ご
確
認
い
た
だ
け
ま
す
で
し
ょ
う
か
。

本
体
を
裏
面
に
し
て
い
た
だ
き
、
後
輪
を
五
回
ほ
ど
強
め
に
叩
い
て
い
た
だ
け
ま
す
で
し
ょ
う
か
。

本
体
前
面
の
バ
ン
パ
ー
部
分
を
横
か
ら
五
回
ほ
ど
、
手
で
叩
い
て
い
た
だ
け
ま
す
で
し
ょ
う
か
。（
以
下

略
）」精

密
機
器
で
も
作
動
部
分
は
簡
単
な
パ
ー
ツ
の
組
み
合
わ
せ
な
の
で
、
ア
ク
シ
デ
ン
ト
が
あ
る
よ
う

で
す
。「
五
回
ほ
ど
叩
い
て
く
だ
さ
い
」
と
い
う
の
が
ク
ラ
シ
ッ
ク
で
愉
快
で
す
。
仰
せ
の
と
お
り
に

し
て
み
た
ら
、
動
き
始
め
ま
し
た
。

一
昔
二
昔
前
は
、
テ
レ
ビ
の
調
子
が
悪
い
と
「
叩
け
ば
直
る
」
と
言
っ
て
、
バ
ン
バ
ン
叩
く
人
が
い

ま
し
た
。
し
か
し
、
現
代
の
テ
レ
ビ
な
ど
の
家
電
や
精
密
機
器
は
「
叩
い
て
は
い
け
ま
せ
ん
」
と
注
意

書
き
に
あ
り
ま
す
。

〝
叩
け
ば
直
る
〟
五
十
年
く
ら
い
前
ま
で
は
、
小
中
学
校
の
教
諭
は
子
ど
も
を
叱
る
と
き
、
叩
く
こ
と

が
あ
り
ま
し
た
。
社
会
に
善
悪
の
価
値
観
が
し
っ
か
り
と
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
体
罰
を
認
め
る
風
潮

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
突
き
抜
け
て

愚
か
に
迷
い
、
心
の
乱
れ
て
い
る
人
が 

百
年
生
き
る
よ
り
は
、 

智
慧
が
あ
り
思
い
静
か
な
人
が 

一
日
生
き
る
ほ
う
が
す
ぐ
れ
て
い
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
二
五
頁
）

近
頃
人
気
の
ロ
ボ
ッ
ト
掃
除
機
が
、
わ
が
家
で
も
活
躍
し
て
い
ま
す
。
先
日
、
そ
の
ロ
ボ
ッ
ト
掃
除

機
が
「
エ
ラ
ー
１　

右
」
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
し
て
、
動
か
な
く
な
り
ま
し
た
。
ネ
ッ
ト
で
ヘ
ル

プ
情
報
を
読
ん
で
操
作
し
て
み
て
も
改
善
し
な
い
の
で
、
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
に
メ
ー
ル
で
問
い
合
わ

せ
ま
し
た
。
す
る
と
翌
日
、
以
下
の
よ
う
な
返
信
が
あ
り
ま
し
た
。
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め
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
明
治
、
大
正
、
昭
和
、
そ
し
て
戦
後
の
高
度
成
長
期
ま
で
は
、〝
頑
張
れ
ば

何
で
も
叶
う
〟
と
い
う
時
代
で
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
昭
和
五
十
年
前
後
の
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
を
経
て
か
ら
、〝
が
ん
ば
っ
て
も
ど
う
に
も
な
ら

な
い
こ
と
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
〟
と
い
う
風
潮
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
た
と
え
ば
マ
ン
ガ
や
ド
ラ
マ

の
傾
向
を
見
て
も
、
そ
れ
ま
で
の
「
巨
人
の
星
」
や
「
ア
タ
ッ
ク
№
１
」
に
見
ら
れ
る
〝
根
性
モ
ノ
〟
か

ら
、
こ
の
こ
ろ
を
境
に
、〝
ひ
ょ
う
き
ん
モ
ノ
〟
や
ト
レ
ン
デ
ィ
ー
ド
ラ
マ
な
ど
、
軽
い
タ
ッ
チ
の
も
の

が
流
行
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

そ
し
て
現
代
は
と
言
え
ば
、
価
値
観
の
多
様
化
の
な
か
で
共
通
の
高
い
価
値
観
が
失
わ
れ
、
ニ
ヒ
リ

ズ
ム
（
虚
無
主
義
）
に
陥
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
わ
た
し
は
、
こ
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
へ
の
処
方
箋
は
、
む
し

ろ
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
肯
定
し
て
、
そ
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
突
き
抜
け
て
い
く
方
向
に
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
は
、
親し
ん

鸞ら
ん

聖し
ょ
う

人に
ん

の
言
葉
で
言
う
と
、

一い
っ

切さ
い

の
群ぐ
ん

生じ
ょ
う

海か
い

、
無む

始し

よ
り
こ
の
か
た
乃な
い

至し

今こ
ん

日に
ち

今こ
ん

時じ

に
至い
た

る
ま
で
、
穢え

悪あ
く

汚わ

染ぜ
ん

に
し
て
清し
ょ
う

浄
じ
ょ
う

の
心し
ん

な
し
、
虚こ

仮け

諂て
ん

偽ぎ

に
し
て
真し
ん

実じ
つ

の
心し
ん

な
し
。

が
あ
っ
た
か
ら
で
す
。
先
生
が
叩
く
と
い
う
行
為
は
教
育
的
配
慮
と
さ
れ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。
現
代

は
と
言
え
ば
、
価
値
観
の
多
様
化
の
時
代
で
す
。
あ
る
人
に
と
っ
て
善
で
あ
る
こ
と
も
、
他
の
人
に
と

っ
て
は
善
で
あ
る
と
は
必
ず
し
も
言
え
ま
せ
ん
。

社
会
全
体
が
共
通
の
価
値
基
準
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
時
代
は
、
見
方
に
よ
っ
て
は
意
外
に
生
き

や
す
い
社
会
だ
と
言
え
ま
す
。
社
会
の
基
準
に
照
ら
し
て
、
自
分
の
立
ち
位
置
が
は
っ
き
り
と
す
る
か

ら
で
す
。
逆
に
、
現
代
の
よ
う
に
人
に
よ
っ
て
価
値
観
が
バ
ラ
バ
ラ
な
時
代
は
、
自
分
の
な
か
に
価
値

基
準
を
持
た
な
い
と
い
け
な
い
の
で
、
こ
こ
か
ら
不
安
定
な
生
き
方
が
生
み
出
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
し

か
し
こ
の
よ
う
に
価
値
観
の
多
様
化
と
い
っ
て
も
、
体
罰
と
い
う
一
人
ひ
と
り
の
尊
厳
を
損
う
行
為
は

許
さ
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
同
様
に
現
代
ほ
ど
普
遍
的
な
価
値
や
意
味
を
見
出
し
、
生
き
る
拠

り
ど
こ
ろ
が
必
要
と
さ
れ
る
時
代
は
あ
り
ま
せ
ん
。

時
代
に
は
、
そ
の
時
代
の
物
語
が
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、
江
戸
時
代
に
は
努
力
し
て
も
ど
う
に
も

な
ら
な
い
こ
と
が
多
く
あ
り
ま
し
た
。
職
業
の
選
択
や
立
身
出
世
な
ど
、
自
分
の
努
力
が
報
わ
れ
な
い

時
代
で
し
た
。
む
し
ろ
そ
の
時
代
の
努
力
と
し
て
は
、
欲
を
か
か
ず
〝
自
分
の
分
を
守
る
〟
こ
と
が
求
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文
明
の
発
達
と
滅
亡

如に
ょ

来ら
い

、
無む

蓋が
い

の
大だ

い

悲ひ

を
も
つ
て 

三さ
ん

界が
い

を
矜こ

う

哀あ
い

し
た
ま
ふ
。

（『
仏
説
無
量
寿
経
』、『
註
釈
版
聖
典
』
九
頁
）

無
蓋
の
大
悲

―
い
か
な
る
こ
と
に
も
妨
げ
ら
れ
な
い
無
限
の
大
慈
悲
心
。

矜
哀

―
矜
も
哀
も
と
も
に
〝
あ
わ
れ
む
〟
の
意
。
如
来
の
人
々
を
あ
わ
れ
む
慈
悲
の
こ
と
。

人
間
と
動
物
の
決
定
的
な
違
い
は
〝
言
葉
〟
を
持
っ
て
い
る
こ
と
だ
と
言
わ
れ
て
き
ま
し
た
。

言
葉
は
い
ろ
い
ろ
な
機
能
を
備
え
て
い
ま
す
。
言
葉
に
よ
っ
て
新
し
い
現
実
が
つ
く
ら
れ
て
い
き
ま

す
。「
明
日
、
映
画
に
行
こ
う
」
と
い
う
約
束
に
よ
っ
て
、
映
画
に
行
く
と
い
う
現
実
が
つ
く
ら
れ
て
い

き
ま
す
。「
大
阪
へ
転
勤
を
命
ず
」
と
い
う
命
令
も
、
大
阪
で
勤
務
す
る
と
い
う
現
実
が
言
葉
に
よ
っ
て

�

（『
顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類
』「
信
文
類
」、『
註
釈
版
聖
典
』
二
三
一
頁
）

の
症
状
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

清
浄
の
こ
こ
ろ
の
な
い
わ
た
し
を
肯
定
し
て
く
れ
る
も
の
に
〝
出で

遇あ

っ
て
い
る
か
、
い
な
い
か
〟
が

キ
ー
ポ
イ
ン
ト
に
な
り
ま
す
。

光
に
充
ち
た
一
日
は
百
年
の
闇
の
生
活
に
勝ま
さ

り
ま
す
。
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
闇
と
す
る
か
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム

の
な
か
で
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
突
き
抜
け
て
光
に
出
遇
っ
て
い
く
か
、
そ
の
光
を
イ
ン
ド
の
言
葉
で
「
ア
ミ

ダ
」（
阿
弥
陀
）
と
い
う
の
で
す
。

光
に
充
ち
た
一
日
は
、
百
年
の
闇
の
生
活
に
勝
る
。
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