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私
は
、
内
山
興
正

こ
う
し
ょ
う

老
師
（
一
九
一
二
年
〜
一
九
九
八

年
三
月
）
の
「
共
に
学
び
共
に
育
つ
」
と
い
う
言
葉
に

惹
か
れ
、
ま
た
励
ま
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
僧
侶
と
し
て
生

き
て
き
ま
し
た
。

人
は
一
人
で
何
か
を
成
そ
う
と
し
て
も
、
一
人
で
出

来
る
こ
と
に
は
限
界
が
あ
り
ま
す
し
、
可
能
性
も
小
さ

く
な
り
ま
す
。
ま
た
、
一
人
で
は
気
づ
か
な
い
こ
と
も

あ
り
ま
す
。
お
互
い
か
ら
学
び
合
い
、
み
ん
な
の
力
で

一
つ
の
こ
と
を
成
し
遂
げ
る
と
、
達
成
し
た
喜
び
を
分

か
ち
合
う
仲
間
が
い
る
と
い
う
、
も
う
一
つ
の
喜
び
を

味
わ
う
こ
と
も
出
来
ま
す
。

内
山
老
師
は
、
こ
れ
を
広
大
無
辺
な
仏
法
（
お
釈
迦

様
の
御
教
え
又
は
、
こ
の
世
の
真
実
）
を
学
ぶ
姿
勢
と

し
て
お
示
し
に
な
ら
れ
た
わ
け
で
す
。

私
た
ち
は
、
ご
先
祖
様
の
供
養
と
い
う
こ
と
を
行
い

ま
す
。
供
の
字
は
左
が
人
を
現
し
、
右
の
共
と
い
う
字

は
物
を
両
手
で
さ
さ
げ
持
っ
て
い
る
姿
を
現
し
て
い
ま

す
。
両
手
を
そ
ろ
え
る
意
か
ら
「
と
も
に
」
の
意
味
が

派
生
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
す
。
こ
の
供
養
を
一
般
的

に
は
、「
生
き
て
い
る
我
々
が
亡
く
な
っ
た
方
を
お
祀

り
し
、
養
い
と
な
る
お
供
え
を
捧
げ
る
」
と
理
解
さ
れ

ま
す
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
仏
教
徒
と
し
て
の
行
い
で
は

な
く
儒
教
的
な
行
い
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

仏
教
的
な
供
養
の
意
味
は
、「
生
き
て
い
る
我
々
が

亡
く
な
っ
た
方
を
仏
さ
ま
と
し
て
お
祀
り
し
、
供と

も

に
養

や
し
な

う
」
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り

「
共
に
学
び
共
に
育
つ
」
と
い
う
こ
と
を
生
き
て
い
る

者
同
士
だ
け
で
は
な
く
、
ご
先
祖
様
も
巻
き
込
ん
で
行

う
と
い
う
ち
ょ
っ
と
欲
張
り
な
行
い
で
す
。
例
え
ば
、

ご
法
事
の
時
な
ど
に
は
、
ご
家
族
や
ご
親
戚
が
集
ま
り
、

お
花
や
御
霊
前
を
お
供
え
し
、
お
経
を
あ
げ
て
供
養
を

し
ま
す
が
、
そ
の
席
に
居
る
人
た
ち
は
故
人
の
生
涯
を

偲
び
つ
つ
、
様
々
な
事
を
思
い
出
し
た
り
、
お
話
を
な

さ
っ
た
り
し
て
、
故
人
の
生
涯
か
ら
人
生
の
養
い
を
学

ぶ
。
ま
た
、
普
段
は
な
か
な
か
会
え
な
い
ご
親
戚
な
ど

と
一
緒
に
食
事
を
な
さ
っ
た
り
、
一
献
交
わ
さ
れ
た
り

し
な
が
ら
、
お
互
い
か
ら
養
い
を
戴
く
。
こ
う
し
て
ご

先
祖
様
の
ご
縁
で
、
少
し
で
も
自
分
の
人
生
を
深
め
高

め
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
亡
く
な
っ
た
ご
先
祖
様
は
、

仏
様
と
し
て
活
か
さ
れ
ま
す
ね
。

禅
昌
寺
で
は
、
習
慣
と
し
て
で
は
な
く
、
仏
教
徒
と

し
て
の
供
養
が
成
立
す
る
よ
う
常
日
頃
か
ら
山
内
を
清

め
皆
様
の
ご
来
山
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
も

ま
た
供
養
で
す
。

禅
昌
寺
住
職
　
横
山
　
泰
賢
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因
果
の
法
則
は
越
え
ら
れ
る
か

薬
山
さ
ま
よ
り
四
歳
年
下
で
、
ほ
と
ん
ど
同
時
代

を
生
き
た
方
の
一
人
に
、
百
丈
懐
海
禅
師
が
あ
る
。

中
国
・
洪
州
の
大
雄
山

だ
い
ゆ
う
ざ
ん

に
道
場
を
開
き
、
お
お
い
に

禅
風
を
挙
揚
し
て
お
ら
れ
た
が
、
こ
の
山
が
非
常
に

嶮け
わ

し
か
っ
た
の
で
百
丈
山
と
呼
ば
れ
、
懐
海
禅
師
も

こ
の
山
の
名
を
も
っ
て
、
通
称
百
丈
禅
師
と
呼
ば
れ

て
い
た
。

あ
る
日
、
参
禅
の
居
士

こ

じ

（
在
家
の
男
の
参
禅
者
）

の
司
馬
頭
陀

し

ば

づ

だ

が
や
っ
て
き
て
、「
●
山

い

さ

ん

と
い
う
山
は

修
行
の
道
場
に
ふ
さ
わ
し
い
す
ば
ら
し
い
山
だ
か
ら

貴
僧
の
弟
子
の
誰
か
を
推
薦
し
て
く
れ
」
と
い
っ
て

き
た
。
百
丈
さ
ま
が
「
こ
の
私
で
は
い
け
な
い
か
」

と
名
の
り
出
ら
れ
た
と
こ
ろ
、
司
馬
頭
陀
が
「
貴
僧

は
貧
相
だ
か
ら
、
こ
の
百
丈
山
が
お
似
合
い
だ
」
と

答
え
た
と
い
う
か
ら
、
風
采

ふ
う
さ
い

は
あ
ま
り
あ
が
ら
な
か

っ
た
方
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
『
百
丈
清
規

ひ
ゃ
く
じ
ょ
う
し
ん
ぎ

』
と

い
っ
て
、
禅
門
の
規
矩

き

く

を
は
じ
め
て
作
ら
れ
た
り
、

後
の
●
仰
宗

い
ぎ
ょ
う
し
ゅ
う

の
祖
の
●
山
霊
祐

れ
い
ゆ
う

や
、
黄
檗
宗

お
う
ば
く
し
ゅ
う

の
祖
の

黄
檗
希
運

き

う

ん

な
ど
、
多
く
の
人
材
を
打
出
し
た
禅
門
史

上
の
巨
匠
で
あ
る
。

こ
の
百
丈
さ
ま
が
大
雄
山
に
あ
っ
て
御
説
法
の
あ

る
度
に
、
一
人
の
老
人
が
多
く
の
修
行
僧
た
ち
の
後

方
に
座
し
て
聴
聞
し
、
お
話
が
終
わ
る
と
ど
こ
へ
と

も
な
く
立
ち
去
っ
て
い
っ
た
。
と
こ
ろ
が
あ
る
日
、

百
丈
さ
ま
の
お
話
が
終
わ
っ
て
も
立
ち
去
ら
ず
、
そ

こ
に
立
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
百
丈
さ
ま
が
、「
そ
こ

に
立
っ
て
い
る
者
は
誰
じ
ゃ
？
」
と
お
質た

ず

ね
に
な
っ

た
。
老
人
が
答
え
た
。

「
私
は
、
お
釈
迦
さ
ま
が
こ
の
世
に
お
出
ま
し
に

な
る
よ
り
も
ず
っ
と
ず
っ
と
昔
、
こ
の
寺
の
住
職

を
し
て
お
り
ま
し
た
。
一
人
の
修
行
僧
が
や
っ
て

き
て
”大
い
に
修
行
が
で
き
た
も
の
で
も
、
因
果
の

し
が
ら
み
に
落
ち
た
り
、
し
ば
ら
れ
た
り
す
る
こ

と
が
あ
り
ま
し
ょ
う
か
“
と
質
問
し
て
き
た
の
で
、

”修
行
が
で
き
た
も
の
は
、
因
果
の
し
が
ら
み
に
し

ば
ら
れ
た
り
落
ち
た
り
す
る
こ
と
は
な
い
よ
“
と

答
え
ま
し
た
。
ま
ち
が
っ
た
答
え
を
し
た
ば
か
り

に
、
そ
の
罪
に
よ
っ
て
五
百
生
の
間
、
野
狐
の
身

に
堕だ

し
、
苦
し
ん
で
お
り
ま
す
。
ど
う
ぞ
私
に

解
脱

げ

だ

つ

の
一
句
を
お
示
し
下
さ
い
」

原
文
は
「
過
去
迦
葉
仏

か
し
ょ
う
ぶ
つ

の
と
き
此こ

の
山
に
住
す
」

と
あ
る
が
、
お
釈
迦
さ
ま
さ
え
こ
の
世
に
お
出
ま
し

に
な
ら
な
い
大
昔
に
、
こ
の
山
に
仏
教
の
寺
の
あ
ろ

う
は
ず
も
な
く
、
始
め
か
ら
怪
談
め
い
た
話
で
あ

る
。「

大
修
行
底

だ
い
し
ゅ
ぎ
ょ
う
て
い

の
人
、
因
果
に
落
つ
る
や
ま
た
無
し

や
」
の
修
行
僧
の
問
に
対
し
「
不
落
因
果

ふ

ら

く

い

ん

が

」、
つ
ま

り
、
”因
果
に
落
ち
る
こ
と
は
な
い
“
と
答
え
、
そ

の
た
め
、
生
ま
れ
か
わ
り
死
に
か
わ
り
五
百
生
の
長

き
に
わ
た
り
狐
の
身
に
堕
し
、
今
日
に
至
っ
て
い
る

と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
老
人
の
姿
で
聴
聞
に
来

て
い
る
の
は
、
老
狐
が
人
間
に
化
け
た
姿
な
ん
だ
と

い
う
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
百
丈
さ
ま
は
答
え
ら
れ
た
。

「
不
昧

ふ

ま

い

因
果
」
と
。
原
因
が
あ
れ
ば
必
ず
結
果
が
生

ま
れ
る
、
因
果
の
法
則
は
時
と
処
を
越
え
て
永
遠
不

変
の
天
地
の
法
則
で
、
い
か
な
る
こ
と
が
あ
っ
て
も

昧く
ら

ま
す
こ
と
も
、
の
が
れ
る
こ
と
も
で
き
な
い
、
と

い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
百
丈
さ
ま
の
一
言
の
も
と
に

こ
の
老
人
は
悟
り
を
開
く
こ
と
が
で
き
、
野
狐

や

こ

身し
ん

を

脱
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
。

老
人
は
礼
拝
し
、
感
謝
し
、
さ
ら
に
「
こ
の
山
の
裏

の
洞
穴
に
野
狐
の
屍

し
か
ば
ねが

あ
る
か
ら
、
ど
う
ぞ
供
養
し
て

や
っ
て
く
だ
さ
い
」
の
一
語
を
残
し
て
立
ち
去
っ
た
。

翌
朝
、
百
丈
さ
ま
は
鐘
を
鳴
ら
し
、
修
行
僧
を
集

め
、
裏
山
へ
行
き
、
老
狐
の
屍
を
、
ね
ん
ご
ろ
に

亡
僧

ぼ
う
そ
う

、
つ
ま
り
お
坊
さ
ん
を
葬
る
の
形
で
供
養
し
た
、

と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

江
戸
時
代
後
期
、
出
雲
松
江
の
藩
主
で
茶
道
に
も

挙こ

す
。
百
丈
上
堂
常

ひ
ゃ
く
じ
ょ
う
じ
ょ
う
ど
う

つ
ね

に
一
老
人

ろ
う
じ
ん

あ
っ
て
法ほ

う

を
聴き

き
、

衆し
ゅ

に
随

し
た
が

っ
て
散さ

ん

じ
去さ

る
。
一
日じ

つ

去さ

ら
ず
。
丈
乃

じ
ょ
う
す
な
わ

ち

問と

う
、
立た

つ
者も

の

は
何
人

な
ん
び
と

ぞ
。
老
人
云

ろ
う
じ
ん
い
わ

く
、
某
甲

そ
れ
が
し

、

過
去

か

こ

迦
葉
仏

か
し
ょ
う
ぶ
つ

の
時と

き

に
於お

い

て
會か

っ

て
此こ

の
山や

ま

に
住

じ
ゅ
う

す
。

学
人

が
く
に
ん

有あ

っ
て
問と

う
、
大
修
行

だ
い
し
ゅ
ぎ
ょ
う

低て
い

の
人ひ

と

、
還か

え

っ
て

因
果

い

ん

が

に
落お

つ
る
や
他ま

た
無な

し
や
。
他た

に
対こ

た

え
て
道い

わ

く
、
不ふ

落ら
く

因
果

い

ん

が

と
、
野や

狐こ

身し
ん

に
堕だ

す
る
こ
と
五
百

生し
ょ
う

、
今い

ま

請こ

う
和
尚

お
し
ょ
う

一
転
語

て

ん

ご

を
代か

わ

れ
。
丈
云

じ
ょ
う
い
わ

く
、
不ふ

昧ま
い

因
果

い

ん

が

、
老
人

ろ
う
じ
ん

言
下

ご

ん

か

に
於お

い

て
大
悟

だ

い

ご

す
。

愛
知
専
門
尼
僧
堂

堂
長
　
青
山
俊
董
師

百
丈

ひ

ゃ

く

じ

ょ

う

野や

狐こ
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通
暁
し
た
松
平
治
郷

は
る
さ
と

は
、
号
を
不
昧
と
称
し
、
武
家

茶
道
で
あ
る
石
州
流
不
昧
派
を
始
め
た
人
と
し
て
有

名
で
あ
る
が
、
こ
の
不
昧
の
号
は
こ
の
「
百
丈
野
狐
」

の
話
の
「
不
落
因
果
」「
不
昧
因
果
」
よ
り
と
っ
た

号
で
あ
る
こ
と
は
、
あ
ら
た
め
て
い
う
ま
で
も
な
い

こ
と
で
あ
る
。

堕お

ち
る
も
よ
し
　
脱
す
る
も
よ
し

す
で
に
睡
蓮

す
い
れ
ん

が
可
愛
ら
し
い
花
を
水
面
に
浮
か
ば

せ
、
そ
の
横
で
大
賀
蓮
が
幼
い
葉
を
広
げ
は
じ
め
て

い
る
。
千
葉
県
検
見
川
遺
跡
か
ら
発
掘
さ
れ
た
蓮
の

種
が
、
大
賀
博
士
の
努
力
に
よ
り
二
千
年
の
睡ね

む

り
か

ら
醒さ

め
て
発
芽
し
、
み
ご
と
に
花
を
つ
け
た
。
名
づ

け
て
大
賀
蓮
と
呼
ば
れ
、
多
く
の
愛
好
家
の
手
を
経

て
無
量
寺
に
も
到
着
し
、
二
千
年
の
命
を
保
だ
け
の

底
力
が
あ
る
の
か
、
他
の
白
や
黄
の
蓮
よ
り
も
一
番

元
気
が
よ
い
。

何
千
年
と
い
う
年
月
を
へ
だ
て
よ
う
と
、
蒔ま

か
れ

た
種
は
縁
が
熟
す
れ
ば
必
ず
結
実
す
る
と
い
う
、
天

地
の
因
・
縁
・
果
の
厳
然
た
る
法
則
を
目
の
当
た
り

に
見
る
思
い
で
、
思
わ
ず
衿え

り

を
正
す
。

紀
元
前
千
数
百
年
と
い
う
は
る
か
な
る
昔
、
モ

ー
ゼ
に
導
か
れ
て
エ
ジ
プ
ト
を
出
た
人
々
が
、
長

い
流
浪
の
旅
の
果
て
に
、
よ
う
や
く
落
ち
つ
き
場

所
を
得
て
築
き
あ
げ
た
イ
ス
ラ
エ
ル
。
そ
の
聖
地

が
宗
教
の
名
の
も
と
に
い
つ
果
て
る
と
も
な
き
中

東
紛
争
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
現
実
を
凝
視
す
る

と
き
、
そ
の
底
に
流
れ
る
三
千
年
余
の
長
き
に
わ

た
る
因
果
の
し
が
ら
み
の
あ
る
こ
と
に
思
い
到
り
、

そ
の
根
の
深
さ
、
強
さ
に
慄
然

り
つ
ぜ
ん

と
す
る
思
い
が
す

る
こ
と
で
あ
る
。

私
が
尼
僧
と
し
て
の
人
生
を
歩
ん
で
き
た
背
景
に

も
、
修
験
道
の
先
達
で
あ
っ
た
祖
父
の
予
言
が
起
因

す
る
も
の
で
あ
り
、
祖
父
を
し
て
そ
の
道
に
赴
か
し

め
た
背
景
に
は
、
さ
ら
に
二
代
三
代
に
わ
た
っ
て
仏

法
の
種
が
蒔
か
れ
、
育
て
つ
づ
け
ら
れ
た
と
い
う
原

因
が
あ
る
こ
と
も
間
違
い
な
い
事
実
で
あ
る
。

あ
れ
を
思
い
こ
れ
を
思
う
と
き
、
因
と
果
の
か
か

わ
り
は
微
塵
も
ご
ま
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
厳
然
た

る
天
地
の
道
理
で
あ
る
こ
と
を
思
わ
な
い
わ
け
に
は

い
か
な
い
。
こ
の
則
が
語
り
か
け
る
「
因
果
不
昧

い

ん

が

ふ

ま

い

」

「
因
果
歴
然

い
ん
が
れ
き
ね
ん

」
と
は
、
こ
の
一
面
か
ら
の
語
り
か
け

で
あ
ろ
う
。

「
不
昧
因
果
」、
つ
ま
り
因
果
の
法
則
は
昧く

ら

ま
す

こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
一
面
か
ら
の
み
見
て
い
る

と
、
因
果
の
し
が
ら
み
に
ガ
ン
ジ
ガ
ラ
メ
に
し
ば
ら

れ
て
動
き
が
と
れ
な
く
な
り
、
反
対
に
「
不
落
因
果
」

つ
ま
り
因
果
に
し
ば
ら
れ
な
い
と
い
う
と
、
因
果
の

法
則
を
無
視
し
て
放
縦
に
な
り
、
ま
た
は
無
責
任
に

な
り
か
ね
な
い
。

「
不
昧
」
と
「
不
落
」
と
は
、
言
葉
を
替
え
れ
ば

「
必
然
」
と
「
自
由
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

余
語

よ

ご

翠
厳

す
い
が
ん

老
師
は
よ
く
お
っ
し
ゃ
っ
た
。「
自
分
の

終
生
の
命
が
必
然
な
の
か
自
由
な
の
か
、
よ
く
分
か

っ
て
お
ら
ん
で
し
ょ
う
」「
必
然
か
自
由
か
は
人
類

の
永
遠
の
課
題
と
も
い
え
ま
し
ょ
う
」
と
。

善
因
善
果
、
悪
因
悪
果
、
茄
子

な

す

の
種
に
は
茄
子

が
な
り
、
南
瓜

か
ぼ
ち
ゃ

の
苗
に
は
南
瓜
が
な
る
よ
う
に
、

原
因
結
果
の
天
地
の
道
理
は
一
分
の
ご
ま
か
し
も

な
く
運
ば
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
「
不
昧
因
果
」

と
い
う
。

こ
の
天
地
の
道
理
に
随
順
し
つ
つ
、
し
か
も
、
い

つ
ど
こ
に
あ
っ
て
も
積
極
的
に
そ
こ
を
道
場
と
し
、

さ
ら
に
一
歩
進
ん
で
「
堕
脱

だ

だ

つ

と
も
に
風
流

ふ
う
り
ゅ
う

」、
つ
ま

り
野
狐
身
に
落
ち
る
も
よ
し
脱
す
る
も
よ
し
と
、
ど

う
な
ろ
う
と
そ
こ
を
正
念
場
と
し
て
姿
勢
を
正
し
て

勤
め
あ
げ
、
さ
ら
に
一
歩
進
ん
で
景
色
と
し
て
た
の

し
ん
で
ゆ
こ
う
、
と
呼
び
か
け
る
。
こ
れ
が
「
不
落

因
果
」
で
あ
ろ
う
。

た
と
え
ば
病
気
に
な
る
日
も
あ
ろ
う
、
地
獄
の
底

を
這は

い
ま
わ
る
よ
う
な
思
い
の
時
も
あ
ろ
う
。
逃
げ

ず
、
ぐ
ず
ら
ず
、
積
極
的
に
病
気
か
ら
学
ぼ
う
と
い

う
姿
勢
で
立
ち
む
か
う
、
地
獄
に
お
ち
た
ら
地
獄
に

落
ち
て
み
な
い
と
気
づ
か
な
い
こ
と
、
あ
る
い
は
そ

こ
で
し
か
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
世
界
を
、
十
分
に

見
き
わ
め
、
た
の
し
ま
せ
て
も
ら
お
う
と
、
展
望
の

き
く
山
頂
に
あ
る
と
同
じ
姿
勢
で
立
ち
む
か
う
こ
と

が
で
き
た
と
き
、
す
で
に
地
獄
は
地
獄
で
な
く
な
り
、

体
は
地
獄
に
あ
り
つ
つ
も
、
心
は
地
獄
を
脱
し
た
と

い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

癌が
ん

の
た
め
に
四
十
七
歳
の
人
生
を
閉
じ
て
ゆ
か
ね

ば
な
ら
な
か
っ
た
鈴
木
章
子

あ

や

こ

さ
ん
が
、「
癌
の
お
陰

で
聞
く
耳
が
聞
け
、
肺
癌
の
ベ
ッ
ト
の
上
が
如
来
様

の
御
説
法
の
一
等
席
で
あ
っ
た
」
と
気
づ
か
せ
て
い

た
だ
い
た
時
、
た
だ
ち
に
そ
こ
が
お
浄
土
と
変
じ

て
い
る
よ
う
に
。

癌
を
病
ん
で
い
る
事
実
に
変
わ
り
な
い
。
こ
れ
が

不
昧
因
果
で
あ
る
。
し
か
し
「
癌
の
お
陰
で
」
と
癌

を
拝お

が

み
、「
肺
癌
の
ベ
ッ
ド
の
上
が
如
来
様
の
御
説

法
の
一
等
席
」
と
喜
べ
た
と
き
、
因
果
の
し
が
ら
み

か
ら
解
き
は
な
た
れ
た
―
不
落
因
果
―
と
い
え
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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こ
の
節
は
、
前
節
の
教
え
を
仏
教
徒
と
し
て
生
き

る
上
で
の
基
本
的
心
得
を
教
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
り

ま
す
。

読
み
下
し
て
振
り
返
り
ま
す
と
、「
佛
の
願
い
に

か
な
っ
た
生
き
方
と
言
う
の
は
、
己
れ
よ
り
前さ

き

に
、

他
の
人
々
を
度わ

た

さ
ん
と
願
う
意こ

こ

を
発お

こ
し
営
む
な

り
、
如
何
な
る
立
場
境
遇
に
あ
ろ
う
と
も
、
苦
に
あ

り
と
い
う
と
も
、
楽
に
あ
り
と
い
う
と
も
、
早
く
お

の
れ
未
だ
渡
ら
ざ
る
先
に
他
の
人
々
を
先
に
渡
さ
ん

と
願
う
心
を
発
す
べ
し
」
と
あ
り
ま
し
た
。

此
の
願
い
に
沿
っ
て
生
き
る
と
言
う
こ
と
は
、

「
そ
の
形
い
や
し
と
い
う
と
も
、」
ど
ん
な
境
遇
立
場

に
在
ろ
う
と
も
、「
此
の
心
を
発
せ
ば
す
で
に
一
切

衆
生
の
導
師
な
り
」「
た
と
え
七
歳
の
女
子
で
あ
ろ

う
と
も
即
ち
四
衆
の
導
師
な
り
」「
衆
生
の
慈
父
な

り
」「
男
女
を
論
ず
る
こ
と
な
か
れ
」「
こ
れ
仏
道
極

妙
の
法
則
な
り
」
と
強
調
さ
れ
て
い
る
処
を
深
く
理

解
致
し
た
く
思
い
ま
す
。

日
本
で
は
ご
く
最
近
ま
で
男
尊
女
卑
や
大
人
子
供

と
い
っ
た
、
差
別
的
な
思
想
が
あ
り
ま
し
た
。
現
代

で
も
そ
の
傾
向
が
あ
る
こ
と
は
否
め
ま
せ
ん
。

道
元
禅
師
の
時
代
で
す
か
ら
、
男
女
差
別
は
も
と
よ

り
地
位
や
境
遇
な
ど
の
差
別
的
な
思
想
が
は
っ
き
り

と
あ
っ
た
時
代
に
、
道
元
禅
師
は
仏
道
に
は
差
別
や

偏
見
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
は
っ
き
り
と
強

調
さ
れ
て
い
る
お
言
葉
だ
と
言
え
ま
す
。

特
に
「
設た

と

ひ
七
歳
の
女
流
な
り
と
も
即
ち
四
衆
の

導
師
な
り
」
と
言
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
は
「
此
の
心

を
発
す
れ
ば
、
た
と
え
七
歳
の
女
児
で
あ
ろ
う
と
も

四
衆
【
比
丘
（
男
僧
）
・
比
丘
尼
（
尼
僧
）
・
善

男
・
善
女
】
の
導
師
な
り
」
と
仏
道
の
導
き
手
は

出
家

し
ゅ
っ
け

在
家

ざ

い

け

・
貴
賤

き

せ

ん

・
老
若

ろ
う
に
ゃ
く

・
男
女

な
ん
に
ょ

を
問
わ
ず
「
菩
提

心
を
発
こ
す
と
い
う
は
、
己
れ
未
だ
度
た
ら
ざ
る
前

に
、
一
切
衆
生
を
度
さ
ん
と
発
願
し
営
む
な
り
」
の

実
践
の
大
事
さ
を
強
調
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

私
が
育
っ
た
幼
い
時
代
は
、
見
え
な
い
も
の
に
対

し
て
恥
ず
か
し
く
な
い
生
き
方
を
す
る
と
い
う
生
き

方
が
、
日
本
の
文
化
と
し
て
あ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま

す
。二

十
歳
で
出
家
し
た
私
が
、
師
匠
の
元
で
修
行
を

始
め
た
頃
の
話
で
す
が
、
師
匠
の
口
癖
は
「
生
ま
れ

て
き
た
つ
い
で
に
生
き
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
生
き

方
を
す
る
な
」「
明
日
も
あ
る
と
い
う
生
き
方
を
す

る
な
」「
損
得
を
考
え
る
生
き
方
を
す
る
な
」「
た
だ

仏
道
に
の
み
照
ら
し
て
生
き
ろ
」
と
よ
く
言
わ
れ
て

お
り
ま
し
た
。

気
ま
ま
な
学
生
生
活
を
し
て
い
た
私
で
す
か
ら
、

お
寺
に
入
り
師
匠
か
ら
「
正
賢
お
前
は
明
日
か
ら
便

所
の
掃
除
を
し
て
学
校
に
行
け
」（
お
便
所
は
三
ヶ

所
あ
り
ま
し
た
）
と
言
わ
れ
、
お
便
所
掃
除
な
ど
し

た
こ
と
も
な
い
私
は
兄
弟
子
に
教
わ
っ
た
通
り
し
て

い
た
つ
も
り
で
す
が
、
内
心
「
汚
い
、
い
や
だ
な
」

「
今
日
し
な
く
て
も
明
日
に
…
…
」
と
思
い
な
が
ら

仕
方
な
く
し
て
い
た
姿
を
師
匠
は
何
処
か
で
見
て
感

じ
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
の
よ
う
な
私
の
無
気
力
な
姿

勢
を
「
生
ま
れ
て
き
た
つ
い
で
に
生
き
て
い
る
…
…
」

「
明
日
も
あ
る
と
い
う
生
き
方
を
す
る
な
…
…
」
未

熟
な
私
は
心
の
中
で
「
兄
弟
子
達
は
楽
を
し
て
い
る
、

自
分
は
損
し
て
い
る
…
…
」
等
と
卑
し
い
気
持
ち
も

あ
り
ま
し
た
。
師
匠
は
そ
ん
な
私
の
心
の
葛
藤
を
見

抜
い
て
い
て
「
損
得
を
考
え
る
生
き
方
を
す
る
な
」

と
厳
し
く
言
っ
て
く
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
の
裏
に

は
「
何
事
も
一
期
一
会
精
魂
を
輝
か
し
て
生
き
る
生

き
方
」
を
教
示
し
て
い
た
の
で
す
。
人
が
見
て
い
よ

う
が
い
ま
い
が
、
授
け
ら
れ
て
い
る
命
を
疎
か
に
し

な
い
生
き
方
を
教
え
ら
れ
ま
し
た
。

禅
昌
寺
の
建
設
に
携
わ
っ
た
建
築
家
を
始
め
大

工
・
左
官
・
職
人
さ
ん
達
が
、
与
え
ら
れ
た
使
命
を

黙
々
と
全
う
さ
れ
た
結
果
が
禅
昌
寺
の
建
物
の
美
し

い
姿
で
あ
る
よ
う
に
、
又
禅
昌
寺
は
何
時
も
綺
麗
で

静
寂
な
境
内
に
心
が
安
ら
ぐ
と
お
参
り
の
方
々
か
ら

お
褒
め
を
頂
き
ま
す
。

そ
れ
も
境
内
や
本
堂
を
始
め
伽
藍
の
掃
除
に
携
わ

る
職
員
の
皆
様
が
ご
自
身
の
魂
を
磨
く
が
如
く
毎
日

ご
精
進
下
さ
る
賜
物
で
御
座
い
ま
す
。

禅
昌
寺
に
携
わ
る
皆
さ
ん
が
将
に
仏
様
に
抱
か
れ

て
活
か
さ
れ
て
い
る
歓
喜
の
姿
だ
と
思
い
ま
す
。

其
の
形

か
た
ち

陋い
や

し
と
い
ふ
と
も
、
此
の
心

こ
こ
ろ

を
発お

こ

せ
ば

巳す
で

に
一
切
衆
生
の
導
師
な
り
、
設た

と

ひ
七
歳
の
女
流

に
ょ
り
ゅ
う

な
り
と
も
即
ち
四し

衆
し
ゅ
う

の
導
師
な
り
、
衆
生
の
慈
父

な
り
、
男
女
を
論
ず
る
こ
と
勿
れ
、
此
れ
仏
道

ぶ
つ
ど
う

極
妙

ご
く
み
ょ
う

の
法
則
な
り
。

修
証
義
　
第
四
章

発
願

ほ
つ
が
ん

利
生

り
し
ょ
う

第
十
九
節

東
堂
　
横
山

正
賢
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詳
　
細

こ
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
へ
の
参
加
は
、
私

と
ご
縁
の
あ
る
宮
城
県
石
巻
市
に
所
在
す
る
洞

源
院
副
住
職
様
か
ら
の
一
本
の
電
話
に
よ
り
始

ま
り
ま
し
た
。
そ
の
電
話
の
内
容
は
、「
お
檀

家
さ
ん
の
殆
ど
が
漁
業
者
で
あ
る
が
、
そ
の
殆

ど
の
家
が
津
波
の
被
害
に
遭
っ
て
お
り
、
近
い

将
来
漁
業
の
復
興
と
い
う
こ
と
を
考
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
皆
さ
ん
と
て
も
そ
う

い
う
気
持
ち
に
は
な
れ
な
い
の
が
現
状
で
あ

る
。
そ
こ
で
、
漁
業
復
興
の
励
み
に
な
る
よ
う

な
復
興
策
の
よ
う
な
も
の
が
必
要
と
な
る
が
、

広
島
地
域
の
漁
業
者
が
漁
業
協
同
組
合
等
と
は

別
に
利
益
や
リ
ス
ク
を
共
有
し
な
が
ら
、
組
織

的
に
漁
業
を
営
ん
で
い
る
と
い
う
情
報
が
あ
る

の
で
、
調
べ
て
も
ら
え
な
い
だ
ろ
う
か
。」

私
は
、
こ
の
依
頼
を
受
け
て
、
直
ぐ
に
調
査

を
始
め
、
広
島
県
庁
水
産
課
に
ご
紹
介
い
た
だ

い
た
大
竹
市
玖
波
漁
業
生
産
組
合
に
赴
き
、
代

表
理
事
の
方
か
ら
詳
し
い
お
話
を
お
聞
き
し
ま

し
た
。
ま
た
、
漁
業
協
同
組
合
法
に
よ
る
漁
業

生
産
組
合
に
つ
い
て
資
料
を
集
め
、
こ
の
漁
業

生
産
組
合
を
設
立
す
る
こ
と
が
、
ゼ
ロ
か
ら
の

復
興
に
役
立
つ
こ
と
を
説
い
た
資
料
を
作
成
し

ま
し
た
。

こ
の
資
料
を
洞
源
院
様
に
お
届
け
す
る
た
め

に
、
宗
門
僧
侶
有
志
十
五
名
に
よ
る
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
活
動
に
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

主
な
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
内
容

（
一
）
炊
き
出
し

賄
い
を
担
当
さ
れ
て
お
ら

れ
る
方
に
お
休
み
を
取
っ
て
い
た
だ
く

た
め
、
五
月
四
日
の
朝
食
、
夕
食
の
炊

き
出
し
（
昼
食
は
配
給
食
）
を
お
手
伝

い
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

（
二
）
傾
聴
活
動

被
災
さ
れ
た
方
々
の
お

話
を
お
聞
き
し
ま
し
た
。

（
三
）
慰
霊
法
要

日
和
山
公
園
並
び
に
女

川
地
区
に
て
慰
霊
法
要
の
お
手
伝
い

を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

（
四
）
懇
談
会

石
巻
漁
業
関
係
者
と
の
懇

談
会
。
先
述
の
資
料
を
基
に
　
お
話
を

さ
せ
て
い
た
だ
き
、
資
料
を
皆
様
に
お

配
り
し
ま
し
た
。

洞
源
院
御
住
職
小
野_

秀
通
老
師
の
お
話

震
災
当
初
は
、
四
百
名
ほ
ど
の
被
災
者
が
避

難
し
て
き
て
、
お
寺
中
足
の
踏
み
場
も
な
い
ほ

ど
だ
っ
た
。
そ
の
時
お
寺
に
米
が
三
十
キ
ロ
ほ

ど
有
っ
た
が
、
四
百
名
分
の
ご
飯
を
炊
く
の
が

大
変
で
、
瓦
礫
の
中
か
ら
プ
ロ
パ
ン
ガ
ス
の
ボ

ン
ベ
を
拾
っ
て
き
て
、
使
っ
て
い
た
。

四
日
も
す
る
と
米
が
足
ら
な
く
な
っ
て
、
歩

い
て
山
を
越
え
て
被
災
し
て
い
な
い
隣
村
ま
で

行
き
、
一
軒
一
軒
の
家
を
廻
っ
て
米
を
い
た
だ

東
日
本
大
震
災
が
起
こ
っ
て
早
三
ヶ
月
に
な
り
ま
す
が
、

被
災
さ
れ
た
方
々
や
地
域
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
復
興
へ

の
進
展
も
な
い
ま
ま
時
間
だ
け
が
過
ぎ
て
い
る
よ
う
に
感

じ
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
状
況
下
、
禅
昌
寺
で
は
左
記
の
よ
う
な
支
援

活
動
を
行
っ
て
お
り
ま
す
の
で
ご
報
告
い
た
し
ま
す
。

ま
た
、
こ
の
場
を
お
借
り
し
て
、
こ
れ
ま
で
に
ご
協
力

戴
き
ま
し
た
檀
信
徒
の
皆
様
、
坐
禅
会
の
皆
様
、
山
の
会

の
皆
様
、
爽
や
か
音
楽
コ
ン
サ
ー
ト
参
加
者
関
係
者
の
皆
様
な
ど
、
多
く
の
方
々
か
ら
ご
支
援

を
頂
戴
し
て
お
り
ま
す
こ
と
に
心
か
ら
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

禅
昌
寺
住
職

横
山
泰
賢

合
掌

活
動
報
告

一
、
被
災
地
支
援
コ
ン
サ
ー
ト

・
四
月
二
十
三
日
に
開
催
し
た
爽
や
か
音
楽
コ
ン
サ

ー
ト
の
入
場
料
か
ら
必
要
最
低
限
の
経
費
を
差
し

引
い
た
三
十
六
万
八
千
円
を
義
援
金
と
し
て
中
国

新
聞
社
に
届
け
ま
し
た
。（
五
月
一
日
付
け
中
国

新
聞
参
照
）

二
、
禅
昌
寺
道
心
会
（
坐
禅
会
）
様
よ
り
、
曹
洞
宗

被
災
寺
院
義
援
金
と
し
て
五
万
円
を
拠
出
し
て
い

た
だ
き
、
曹
洞
宗
義
援
金
窓
口
に
入
金
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。

三
、
宮
城
県
石
巻
市
洞
源
院
避
難
所
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

活
動

・
五
月
三
日
か
ら
五
日
ま
で
、
百
五
十
名
ほ
ど
の
被

災
者
を
受
け
入
れ
て
お
ら
れ
る
宮
城
県
石
巻
市
洞

源
院
様
に
お
手
伝
い
に
行
っ
て
参
り
ま
し
た
。

満潮時には水没する石巻市内

女川地区で慰霊法要

東
日
本
大
震
災

被
災
地
支
援
活
動
報
告

被災した門脇地区
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き
、
何
と
か
凌
い
だ
。

震
災
当
初
は
、
そ
ん
な
状
況
だ
っ
た
か
ら
被

災
者
同
士
が
譲
り
合
い
分
け
合
う
と
い
う
心
を

大
切
に
生
活
し
て
い
た
が
、
今
は
余
る
ほ
ど
支

援
物
資
が
配
給
さ
れ
、
有
り
難
い
こ
と
だ
が
、

心
の
問
題
と
し
て
良
い
こ
と
で
は
な
い
。
足
り

な
い
く
ら
い
が
丁
度
い
い
。

賄
い
担
当
岡
田
さ
ん（
通
称
マ
ス
タ
ー
）の
お
話

三
日
目
頃
か
ら
米
が
足
ら
な
く
な
っ
て
き

て
、
方
丈
さ
ん
に
相
談
し
た
ら
、
永
平
寺
で
は

十
人
分
の
お
粥
を
作
る
米
の
量
も
百
人
分
の
お

粥
を
作
る
米
の
量
も
同
じ
量
で
作
る
ん
だ
か
ら

と
い
わ
れ
て
、
び
っ
く
り
し
た
っ
け
な
〜

俺
は
飲
み
屋
や
っ
て
た
け
ど
、
こ
れ
で
家
も
店

も
全
部
な
く
な
っ
た
さ
ぁ
。
で
も
生
き
て
る
か

ら
。
み
ん
な
旦
那
や
身
内
を
亡
く
し
て
る
け
ど
、

一
緒
に
居
る
か
ら
明
る
く
や
っ
て
ら
れ
る
。

い
い
仲
間
よ
。

で
も
、
一
人
に
な
る
と
い
け

ね
ぇ
な
。
余
計
な
こ
と
ば
っ
か
考
え
る
。

漁
師
雁
部
さ
ん（
通
称
区
長
さ
ん
）の
お
話

俺
ら
は
船
も
何
も
無
く
な
っ
た
。
け
ど
、
海

の
こ
と
は
恨
ん
で
ね
え
ん
だ
。

六
十
年
ぐ
れ
え
漁
し
て
き
て
、
恩
恵
に
与
っ

て
き
た
。
台
風
や
大
潮
に
や
ら
れ
た
こ
と
も
あ

っ
た
が
、
今
回
は
ひ
ど
い
。
時
間
は
か
か
る
だ

ろ
う
が
、
ま
た
立
ち
直
れ
る
と
思
う
。
ま
た
漁

に
出
た
い
さ
。
漁
業
に
は
素
人
の
和
尚
さ
ん
が
、

こ
こ
ま
で
し
て
く
れ
て
…
…
遠
く
か
ら
き
て
く

れ
て
有
難
う
。

洞
源
院
の
生
活
と
子
供
た
ち

洞
源
院
様
で
は
、
毎
朝
五
時
起
床
、
布
団
な

ど
を
整
理
整
頓
し
、
洗
面
し
て
　
午
前
六
時
か

ら
朝
の
お
勤
め
、
六
時
半
か
ら
ラ
ジ
オ
体
操
を

し
て
、
み
ん
な
で
　
手
や
口
を
消
毒
し
、
清
掃
、

朝
食
を
取
る
。
そ
の
後
本
堂
で
全
体
ミ
ー
テ
ィ

ン
グ
、
一
日
の
予
定
や
様
々
な
出
来
事
へ
の
対

応
等
を
皆
で
話
し
合
い
、
情
報
の
交
換
も
行
わ

れ
る
。
基
本
的
な
生
活
リ
ズ
ム
が
永
平
寺
な
ど

宗
門
の
修
行
道
場
と
同
じ
で
あ
る
。
そ
の
中
に
、

常
に
五
名
の
子
供
達
が
混
じ
り
、
み
ん
な
を
和

ま
せ
て
く
れ
て
い
る
。
中
に
は
親
を
亡
く
し
た

子
も
数
名
い
る
と
聞
い
た
。
朝
の
お
勤
め
の
時

な
ど
は
、
回
向
が
終
わ
る
た
び
に
、
大
き
な
声

で
「
じ
ー
ほ
ー
さ
ん
し
ー
い
ー
し
ー
ふ
ー
」
と

略
三
宝
を
唱
え
る
。
お
勤
め
の
最
後
に
は
洞
源

院
の
奥
様
と
一
緒
に
御
詠
歌
を
唱
え
「
ほ
ほ
え

み
ひ
と
つ
涙
ひ
と
つ
　
出
逢
い
も
別
れ
も
抱
き

し
め
て
　
生
き
て
る
今
を
　
愛
し
て
行
こ
う
」

と
大
き
な
声
で
唱
え
る
子
供
達
に
思
わ
ず
胸
が

熱
く
な
る
。

学
ん
だ
こ
と

洞
源
院
様
で
は
、
余
所
の
避
難
所
へ
移
っ
て

行
か
れ
た
方
が
ま
た
戻
っ
て
く
る
こ
と
が
度
々

あ
る
そ
う
で
す
。
そ
れ
は
、
洞
源
院
様
で
の
規

則
正
し
い
生
活
に
よ
り
安
心
を
与
え
ら
れ
る
か

ら
だ
と
教
え
ら
れ
ま
し
た
。
普
通
の
社
会
生
活

で
は
否
応
な
し
に
規
定
さ
れ
て
し
ま
う
生
活
リ

ズ
ム
や
規
則
で
さ
え
も
、
全
て
を
亡
く
し
て
し

ま
う
と
、
そ
れ
が
自
己
の
安
心
や
拠
り
所
と
な

っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
の
で

し
ょ
う
か
。

ま
た
、
洞
源
院
方
丈
様
の
お
話
か
ら
、
小
欲

知
足
（
足
る
こ
と
を
知
り
、
欲
望
を
小
さ
く
す

る
）
の
御
教
え
は
、
我
々
が
普
段
贅
沢
な
生
活

を
し
て
い
る
か
ら
時
に
は
我
慢
し
ろ
と
い
う
よ

う
な
事
で
は
な
く
、
小
欲
知
足
の
生
き
方
が
、

本
当
の
意
味
で
人
の
心
に
安
ら
ぎ
を
与
え
る
と

い
う
真
実
で
あ
る
こ
と
を
学
び
ま
し
た
。

現
存
す
る
経
典
の
中
で
最
も
古
い
と
い
わ
れ

る
法
句
経
に
次
の
よ
う
な
教
え
が
あ
り
ま
す
。

お
の
れ
こ
そ
　
お
の
れ
の
よ
る
べ
　

お
の
れ
を
措
き
て
　
誰
に
よ
る
べ
ぞ

よ
く
と
と
の
え
し
　
お
の
れ
こ
そ

ま
こ
と
え
が
た
き
　
よ
る
べ
を
ぞ
獲
ん

人
は
一
人
で
生
ま
れ
て
き
て
一
人
き
り
で
死

ん
で
逝
き
ま
す
。
誰
に
依
存
す
る
こ
と
も
出
来

ず
、
何
も
持
っ
て
逝
く
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
。

今
の
私
た
ち
に
は
、
規
則
正
し
い
生
活
が
あ
り
、

暖
か
い
家
庭
が
あ
り
、
住
む
家
が
あ
り
、
車
が

あ
り
、
友
人
が
あ
り
、
仕
事
が
あ
り
、
な
ん
で

も
あ
り
の
真
っ
直
中
に
い
ま
す
が
、
そ
れ
ら
全

て
が
亡
く
な
っ
た
ら
…
…
本
当
の
自
己
の
よ
る

べ
と
は
何
か
、
痛
烈
に
突
き
つ
け
ら
れ
て
い
る

よ
う
に
感
じ
ま
す
。

私
は
、
こ
の
度
の
大
震
災
で
亡
く
な
ら
れ
た

多
く
の
尊
い
命
と
、
被
災
さ
れ
苦
し
い
生
活
を

強
い
ら
れ
て
い
る
多
く
の
方
々
の
ご
苦
労
を
無

駄
に
し
て
は
な
ら
な
い
と
強
く
感
じ
ま
し
た
。

我
々
あ
り
あ
り
の
真
っ
直
中
に
い
る
者
が
、
こ

の
大
震
災
か
ら
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
大
切

な
こ
と
を
学
び
、
人
と
し
て
も
っ
と
深
く
尊
く

生
き
て
い
く
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
何
よ
り
も
の

供
養
で
あ
り
、
日
本
社
会
全
体
へ
の
貢
献
と
な

る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。

禅
昌
寺
で
は
、
被
災
さ
れ
た
曹
洞
宗
寺
院
の

復
興
を
中
心
に
引
き
続
き
支
援
活
動
を
行
っ
て

参
り
ま
す
の
で
、
皆
様
の
ご
協
力
を
お
待
ち
し

て
お
り
ま
す
。

最
後
に
、
洞
源
院
の
ご
寺
族
様
が
、
避
難
所

の
母
と
し
て
あ
ま
り
に
も
忙
し
い
生
活
の
中

で
、
大
震
災
の
経
験
が
忙
殺
さ
れ
薄
れ
て
い
く

こ
と
を
心
配
さ
れ
、
ノ
ー
ト
に
記
さ
れ
た
文
章

を
皆
様
に
ご
紹
介
し
、
ご
報
告
と
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。

洞源院共同生活の約束が境内に張り出されていた

津波で壊滅した見るも無惨な女川地区
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洞
源
院
寺
族

小
野
●

美
紀

あ
の
地
震
は
い
っ
た
い
何
だ
っ
た
ん
だ
ろ
う
。

あ
ん
な
ど
で
か
い
暴
れ
波
を
お
く
り
こ
ん
で
私
の
大
事
な

ふ
る
さ
と
を
ぶ
ち
壊
し
た
。

人
々
は
逃
げ
ま
ど
い
、
車
を
プ
カ
プ
カ
浮
か
し
遠
い
場
所

へ
投
げ
つ
け
た
。
木
に
よ
じ
登
っ
た
人
を
バ
ッ
サ
バ
ッ
サ
振

り
落
と
し
、
大
口
を
開
け
て
大
切
な
み
ん
な
の
マ
イ
ホ
ー
ム

を
噛
み
砕
い
た
。
ド
ン
ガ
ド
ン
ガ
と
巨
人
の
足
で
海
岸
線
を

蹴
っ
飛
ば
し
、
私
の
大
好
き
だ
っ
た
長
浜
も
浜
が
亡
く
な
り

堤
防
が
め
く
れ
て
い
る
。

こ
れ
か
ら
咲
く
浜
夕
の
花
は
、
だ
れ
を
思
っ
て
咲
く
の
だ

ろ
う
。

娘
た
ち
が
友
達
か
ら
も
ら
っ
て
飼
っ
た
猫
の
「
お
は
な
」

を
懐
に
入
れ
、
絶
対
お
ま
え
と
い
っ
し
ょ
な
ん
だ
か
ら
と

「
お
は
な
」
に
言
っ
た
。「
お
は
な
」
が
い
な
く
な
っ
た
ら
娘

が
帰
っ
て
こ
な
い
と
思
い
こ
ん
で
し
ま
っ
て
い
た
。
南
無
観

世
音
、
南
無
観
世
音
と
懐
の
「
お
は
な
」
と
唱
え
て
い
た
。

四
〇
〇
人
の
避
難
者
の
お
世
話
を
し
な
が
ら
…
…
…
…
。

水
が
な
い
、
ト
イ
レ
が
詰
ま
る
、
電
話
が
ダ
メ
で
、
み
ん

な
を
消
毒
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
携
帯
電
話
が
ダ
メ
で
、

子
供
達
の
ち
っ
ち
ゃ
い
ク
ツ
を
泥
だ
ら
け
の
デ
カ
靴
が
踏
み

つ
け
て
い
る
。
挨
拶
を
し
な
い
、
他
人
の
家
で
大
声
で
喚
い

て
い
る
。

お
ま
え
は
ど
こ
の
何
者
だ
！
寒
い
！
暗
い
！
狭
い
！

せ
き
込
む
！
発
熱
！
嘔
吐
！

一
秒
た
り
と
も
気
が
ゆ
る
せ
な
い
！
次
々
と
余
震
が
襲
っ

て
き
た
。

こ
れ
が
私
の
嫁
い
だ
今
年
九
五
〇
年
に
な
る
お
寺
の
こ

と
。三

日
目
の
朝
、
長
女
真
弓
が
ず
ぶ
濡
れ
で
、
胸
ま
で
浸
か

っ
て
、
泥
水
を
か
き
分
け
歩
い
て
帰
っ
て
来
た
。
感
謝
感
謝
、

南
無
観
世
音
、
南
無
観
世
音
。

四
日
目
の
昼
、
次
女
の
静
香
が
羽
黒
山
に
逃
げ
て
助
か
り

無
事
帰
っ
た
。
涙
、
涙
。

南
無
観
世
音
、
南
無
観
世
音
。

家
族
全
員
無
事
が
確
認
で
き
た
。

よ
う
や
く
、
朝
、
顔
を
洗
っ
て
眉
を
書
き
、
薄
紅
を
ひ
い

た
。
そ
の
時
私
は
、
三
〇
〇
人
の
母
さ
ん
に
な
っ
て
い
た
。

盆
は
う
れ
し
や
別
れ
た
人
も
、
は
れ
て
こ
の
世
に
会
い
に

来
る

…
…
…
…
。

ど
こ
で
！

嬉
し
い
て
！

そ
ん
な
気
持
ち
に
な
れ
る
か
っ

て
！

…
…
…
…
。

震
災
で
四
十
九
日
が
過
ぎ
、
二
ヶ
月
が
過
ぎ
、
一
〇
〇
日

忌
が
迎
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
悲
し
み
の
ど
ん
底
に
い
る
縁

あ
る
人
々
を
せ
め
て
お
盆
さ
ま
ま
で
に
仏
さ
ま
に
逢
え
る
嬉

し
涙
に
し
て
あ
げ
た
い
。

震
災
で
残
し
て
い
た
だ
い
た
私
の
命
、
御
仏
さ
ま
に
寄
り

添
い
ま
す
。

も
し
か
す
る
と
御
仏
さ
ま
を
忘
れ
る
と
、
ど
こ
か
で
ま
た

大
暴
れ
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
で
も
み
ん
な
の
心
の
中
に

祈
り
の
心
が
あ
る
か
ぎ
り
絶
対
に
く
じ
け
ず
、
立
ち
上
が
り

ま
す
。
ど
う
ぞ
御
仏
さ
ま
お
守
り
下
さ
い
。

南
無
観
世
音
、
南
無
観
世
音
大
菩
薩
。

合
掌

石巻中心地の被害

石巻市洞源院避難所の皆さんと

石巻市洞源院境内
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◆
道
心・趣
味
の
会
◆

◆
行
事
報
告
◆（
一
月
〜
五
月
）

原
稿
募
集

皆
様
の
随
筆
、
旅
行
記
、
体
験
談
、
趣

味
の
短
歌
俳
句
な
ど
何
で
も
結
構
で
す
。

お
寄
せ
下
さ
い
。

●

お
盆
前
諸
堂
大
掃
除

七
月
二
十
四
日（
日
）午
前
十
時
よ
り

お
子
さ
ん
お
孫
さ
ん
と
ご
一
緒
に
ご
参
加

下
さ
い
。
二
時
間
ほ
ど
で
終
わ
り
ま
す
。

お
昼
は
お
素
麺
を
用
意
し
て
お
り
ま
す
。

●

盂
蘭
盆
会
法
要

八
月
六
日
（
土
）
午
前
十
時
半
よ
り

施
食
会
引
き
続
き
法
話
を
行
い
ま
す
。

●

青
山
俊
董
老
師
講
演
会

九
月
三
十
日
（
金
）

正
法
眼
蔵
現
成
公
案
の
御
提
唱

午
前
の
部
　
十
時
半
〜
十
二
時

午
後
の
部
　
十
三
時
半
〜
三
時

参
加
費
　
午
前
午
後
　
各
千
円

昼
食
代
　
　
　
一
人
　
百
円

＊
坐
禅
を
さ
れ
る
方
は
九
時
よ
り

＊

昼
食
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
予
め
　
電
話

に
て
お
申
し
込
み
下
さ
い
。

◆
行
事
案
内
◆（
六
月
〜
九
月
）

●

年
頭
坐
禅
会

正
月
元
旦

こ
こ
数
年
三
名
程
度
の
参
加
者
し
か
あ
り
ま

せ
ん
が
、
清
々
し
い
年
頭
と
な
り
ま
し
た
。

●

新
年
修
正
会
（
大
般
若
祈
祷
会
）

正
月
元
旦

厳
し
い
冷
え
込
み
の
中
大
勢
の
参
拝
者
で

賑
わ
い
ま
し
た
。

●

青
山
俊
董
老
師
講
演
会

二
月
二
十
八
日

相
変
わ
ら
ず
大
勢
の
参
加
者
が
あ
り
、
老
師

の
爽
や
か
な
お
話
で
、
皆
が
法
悦
に
浸
っ
た
。

●

川
蜻
蛉
釣
れ
な
い
竿
に
止
ま
り
け
り

●

蝉
を
牽
く
蟻
の
千
人
ぢ
か
ら
か
な

●

空
っ
ぽ
の
バ
ス
が
入
り
来
て
山
青
し

廿
日
市
市
　
伊
藤
　
順
二
郎

●

高
速
道
全
山
こ
ぶ
し
ち
り
ば
め
て

●

成
相
寺
残
り
の
雪
の
七
曲
が
り

●

松
尾
寺
の
香
り
も
高
き
枝
垂
れ
梅

●

伊
吹
山
残
雪
し
ろ
き
雄
姿
か
な

●

ひ
た
ひ
た
と
琵
琶
湖
と
語
る
春
の
雨

東
区
戸
坂
　
青
笹
　
俊
枝

●

彼
岸
会
法
要
、
護
持
会
総
会

三
月
十
七
日

約
百
五
十
名
の
参
拝
者
が
あ
り
、
例
年
通

り
お
彼
岸
法
要
に
引
き
続
き
、
護
持
会
総

会
が
開
催
さ
れ
、
役
員
改
選
が
行
わ
れ
ま

し
た
。

●

爽
や
か
音
楽
コ
ン
サ
ー
ト

四
月
二
十
三
日

ピ
ア
ノ
伊
藤
優
さ
ん
（
禅
昌
寺
檀
信
徒
家

ご
長
男
）、
バ
イ
オ
リ
ン
高
橋
宗
久
さ
ん

（
九
州
交
響
楽
団
バ
イ
オ
リ
ン
奏
者
）
の
演

奏
に
二
百
名
の
参
加
者
が
魅
了
さ
れ
た
。

入
場
料
か
ら
最
低
必
要
経
費
を
引
い
た
三

十
六
万
八
千
円
を
東
日
本
大
震
災
義
援
金

と
し
て
、
中
国
新
聞
社
に
届
け
ま
し
た
。

俳
句

「東堂専用E-mail：yokoyama@hicat.ne.jp 」

ご
協
力
し
て
い
た
だ
い
た
皆
様
有
難
う
御

座
い
ま
し
た
。

●

大
本
山
永
平
寺
参
拝
旅
行

五
月
二
十
九
日
〜
三
十
一
日

二
十
四
名
の
参
加
者
と
共
に
、
大
本
山
永

平
寺
に
参
籠
し
、
禅
師
様
に
お
受
戒
会
の

御
礼
の
ご
挨
拶
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
ま
た
、
大
本
山
總
持
寺
能
登
祖
院
に

も
お
参
り
し
、
今
村
源
宗
老
師
に
晋
山
式

の
御
礼
の
ご
挨
拶
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
和
倉
温
泉
で
は
皆
が
打
ち
解
け
楽

し
い
一
時
と
温
泉
を
堪
能
し
ま
し
た
。

■
毎
月
定
例
行
事

●

上
田
宗
箇
流
茶
道
稽
古
日

毎
月
一
回
第
四
金
曜
日
午
後
一
時
か
ら

※
お
抹
茶
と
和
菓
子
を
気
軽
に
楽
し
む
つ
も

り
で
ご
参
加
下
さ
い
。

●

御
詠
歌
の
会

第
二
金
曜
日
午
前
十
時
よ
り
自
主
練
習

第
四
金
曜
日
午
前
九
時
よ
り
講
師
を
招

い
て
練
習
　
昼
ま
で

※
茶
道
の
稽
古
及
び
御
詠
歌
の
稽
古
は
講
師

の
都
合
に
よ
り
変
更
す
る
場
合
も
あ
り
ま

す
。
初
め
て
参
加
さ
れ
る
方
は
、
電
話
に
て

ご
確
認
下
さ
い
。

■
毎
週
定
例
行
事

●

暁
天
坐
禅
会

月
曜
日
〜
金
曜
日

毎
朝
午
前
五
時
半
〜
六
時
十
分
ま
で

●

一
般
坐
禅
会
　
毎
週
水
曜
日

午
後
七
時
よ
り
坐
禅
・
茶
話
会

終
了
八
時
半

●

婦
人
坐
禅
会

毎
週
金
曜
日

午
後
一
時
よ
り
坐
禅
・
茶
話
会
終
了
三
時

（
第
一
金
曜
日
の
み
坐
禅
の
後
、
写
経
･

茶
話
会
）

大本山永平寺 不老閣参拝記念（平成23年5月30日）


