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はじめに

　
　
　

は
じ
め
に

　

人
の
心
の
奥
底
か
ら
静
か
に
湧
き
上
が
っ
て
く
る
も
の
で
あ
る
は
ず
の
、
生
き
て
い
ら
れ
る
幸
せ
や
落
ち
着
き
、
そ
う
い
う
も
の
ま
で

が
す
べ
て
金か

ね

ま
わ
り
の
良
し
悪
し
と
と
も
に
増
減
す
る
と
錯
覚
し
が
ち
の
世
の
中
に
あ
っ
て
、「
こ
ん
な
時
代
だ
か
ら
こ
そ
良
寛
に
学
ぶ

意
義
が
あ
る
」
と
考
え
る
人
も
多
い
。
し
か
し
、
た
い
て
い
、
そ
う
い
う
人
は
「
自
分
は
禅
僧
で
な
い
か
ら
良
寛
に
は
学
べ
な
い
」
と
す

ぐ
に
思
っ
て
し
ま
う
。
自
分
も
三
十
年
ほ
ど
前
ま
で
は
そ
の
一
人
だ
っ
た
。
が
、
次
々
と
詩
集
や
歌
集
、
研
究
書
が
刊
行
さ
れ
、
高
校
の

教
科
書
に
も
和
歌
が
入
っ
て
い
る
の
を
見
る
と
、「
人
々
が
良
寛
に
見
出
し
て
い
る
『
良
き
も
の
』
と
は
何
だ
ろ
う
」
と
思
い
は
じ
め
、

気
の
向
い
た
と
き
に
和
歌
や
逸
話
を
拾
い
読
み
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
ん
な
こ
と
を
繰
り
返
し
て
い
る
う
ち
に
、
そ
れ
ら
の
和
歌
や
逸

話
の
底
に
正
直
に
生
き
る
良
寛
の
姿
が
ほ
の
見
え
、「
き
っ
と
、
こ
の
当
た
り
前
の
こ
と
が
『
良
き
も
の
』
な
ん
だ
ろ
う
」
と
考
え
て
良

寛
を
分
か
っ
た
気
で
い
た
。
当
時
の
自
分
は
、
良
寛
が
そ
の
よ
う
に
生
き
つ
つ
、
ど
ん
な
厳
し
さ
を
自
分
に
課
し
て
い
た
の
か
と
い
う
点

に
は
、
ま
っ
た
く
気
付
か
な
い
で
い
た
。

　

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
漢
詩
も
和
歌
も
、
良
寛
自
ら
何
度
か
自
作
の
集
を
編
も
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
、
名
欲
に
と
ら
わ
れ
ぬ
ほ
ど

に
修
行
を
積
ん
だ
禅
僧
な
ら
自
分
の
詩
集
や
歌
集
を
残
そ
う
と
は
す
ま
い
、と
不
思
議
に
思
う
と
同
時
に
、「
そ
ん
な
こ
と
を
す
る
良
寛
は
、

実
は
俗
人
だ
っ
た
の
か
？
」
と
さ
え
思
っ
た
。

　

や
が
て
、
こ
の
「
詩
集
や
歌
集
を
残
そ
う
と
し
た
理
由
」
を
知
り
た
く
な
っ
て
主
要
な
良
寛
研
究
書
に
当
た
っ
て
み
た
が
、
そ
こ
を
解

明
し
て
い
る
記
述
に
出
会
う
こ
と
は
で
き
ず
、
こ
の
こ
と
は
自
分
で
調
べ
て
自
分
で
納
得
す
る
し
か
な
い
と
知
っ
た
。
そ
こ
で
、
最
初
に

立
ち
戻
っ
て
思
考
の
仕
方
を
変
え
、「
も
し
か
す
る
と
、
正
直
に
生
き
る
良
寛
だ
か
ら
こ
そ
、
自
作
の
集
を
編
む
べ
き
特
別
な
理
由
が
あ
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っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
」
―
そ
う
考
え
て
み
た
。
も
し
、
そ
の
特
別
な
理
由
の
有
無
を
知
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
そ
こ
が
入
り
口
と
な

っ
て
、
良
寛
の
生
き
よ
う
が
も
っ
と
よ
く
見
渡
せ
る
か
も
知
れ
な
い
、
ま
ず
は
そ
の
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
、
と
手
探
り
を
始
め
た
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
そ
の
手
探
り
を
続
け
て
ゆ
く
う
ち
に
、
や
が
て
次
の
二
つ
の
視
点
を
得
る
に
至
っ
た
。

　

①　

将
来
、
今
よ
り
も
っ
と
自
分
に
正
直
に
生
き
る
た
め
の
手
が
か
り
と
し
て
、
現
在
の
良
き
経
験
も
悪
し
き
経
験
も
可
能
な
限
り
記

録
し
て
お
く
必
要
が
あ
っ
て
、
も
っ
ぱ
ら
自
分
の
た
め
に
漢
詩
も
和
歌
も
作
っ
た
の
で
あ
り
、
反
省
の
た
め
に
は
そ
れ
ら
の
作
の
推

敲
を
、
ま
た
、
広
が
る
経
験
則
を
保
持
す
る
た
め
に
は
作
の
取
り
ま
と
め
を
必
要
と
し
た
。

　

②　

後
半
生
に
お
い
て
は
、
禅
僧
の
思
考
様
式
は
保
ち
な
が
ら
も
、
む
し
ろ
、
人
々
と
と
も
に
生
き
る
一
人
の
人
間
と
し
て
、
よ
り
普

遍
的
な
生
き
よ
う
を
求
め
る
方
向
に
、
自
己
の
生
き
方
の
重
心
を
移
し
て
い
っ
た
。

　

こ
の
①
、
②
の
そ
れ
ぞ
れ
に
核
と
し
て
存
在
す
る
の
は
、
①
で
は
「
自
分
に
正
直
に
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
②
で
は
「
人
々
と
と
も

に
生
き
る
一
人
の
人
間
と
し
て
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
実
際
に
良
寛
が
①
、
②
の
よ
う
に
生
き
た
の
な
ら
、
そ
の
二
つ
の
核
は
、
程
度

の
差
こ
そ
あ
れ
、
我
々
社
会
人
た
る
者
な
ら
誰
で
も
心
に
置
い
て
い
る
こ
と
だ
か
ら
、
良
寛
は
誰
に
も
理
解
が
可
能
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

だ
か
ら
、
禅
に
つ
い
て
知
識
も
経
験
も
な
い
自
分
で
も
、
良
寛
を
遠
望
す
る
く
ら
い
は
で
き
る
だ
ろ
う
、
そ
う
考
え
る
こ
と
が
で
き
た
。

し
か
も
、
良
寛
の
具
体
的
な
言
動
は
こ
の
①
、
②
か
ら
発
し
て
い
る
と
推
測
さ
れ
た
し
、
具
体
的
言
動
に
現
れ
出
る
過
程
に
は
、
禅
、
儒

家
、
道
家
の
考
え
が
通
過
す
べ
き
フ
ィ
ル
タ
ー
と
し
て
存
す
る
こ
と
も
察
せ
ら
れ
た
。

　

そ
し
て
、
も
し
、
自
分
が
①
、
②
の
生
き
方
に
徹
す
る
な
ら
ど
う
す
る
だ
ろ
う
か
と
考
え
て
み
て
、
そ
の
場
合
に
大
切
な
の
は
「（
自

分
が
）何
を
ど
う
し
た
か
」
で
あ
っ
て
、「
何い

つ時（
そ
の
行
為
を
）し
た
か
」
で
は
な
い（「
何ど

こ処
で
」
の
方
は
、
そ
の
場
面
を
想
起
す
る
際
に
必
要
な
場
合

が
あ
る
）、
と
思
い
つ
い
た
。
も
し
、
良
寛
が
①
、
②
の
生
き
方
を
厳
格
に
生
き
た
の
な
ら
、
良
寛
が
数
多
く
残
し
た
漢
詩
や
和
歌
に
は
、
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む
し
ろ
「
何い

つ時
」
は
記
録
さ
れ
な
い
は
ず
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
実
際
に
良
寛
関
係
資
料
を
見
て
み
る
と
、
他
人
が
記
し
た

も
の
、
例
え
ば
、
良
寛
示
寂
の
年
月
日
に
つ
い
て
は
、
ど
ん
な
疑
問
も
挟
む
余
地
は
無
い
が
、
良
寛
自
筆
の
も
の
に
は
、
逆
に
何
一
つ
正

確
な
年
月
日
の
記
入
は
無
い
。
こ
の
状
況
は
、
良
寛
の
生
き
方
が
正
に
①
、
②
そ
の
も
の
で
、「（
自
分
が
）何
を
ど
う
し
た
か
」
に
だ
け
心

を
向
け
て
い
た
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
そ
の
①
、
②
の
よ
う
な
良
寛
の
生
き
方
が
実
生
活
面
に
表
れ
出
る
と
、
次
の
よ
う
な
特
徴
も
生
じ
て
く
る
。

　

③　

周
囲
の
人
々
の
風
流
、
風
雅
の
詠
み
か
け
に
対
し
て
は
、
良
寛
も
相
手
に
同
調
し
て
風
流
、
風
雅
の
作
を
為
し
た
。
そ
の
た
め
に
、

良
寛
は
風
流
、
風
雅
を
事
と
し
た
、
と
誤
認
さ
れ
る
結
果
に
な
っ
た
。

　

④　

相
手
へ
の
同
調
が
徹
底
す
る
と
、
良
寛
の
ど
ん
な
営
み
も
風
雅
や
美
醜
の
尺
度
を
離
れ
、
書
作
も
含
め
て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
す

べ
て
が
書
簡
の
よ
う
な
性
質
の
も
の
と
な
る
。
例
え
ば
六
曲
屏
風
制
作
の
た
め
に
漢
詩
を
書
く
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
書
い
て
渡

す
人
以
外
の
鑑
賞
は
考
慮
し
な
い
も
の
と
な
り
、
不
特
定
多
数
の
鑑
賞
を
念
頭
に
置
い
て
制
作
す
る
「
芸
術
作
品
」
の
場
合
と
は
、

基
本
的
性
格
の
点
で
違
い
が
生
ず
る
。

　

⑤　

唱
和
以
外
の
作
、
す
な
わ
ち
、
独
往
の
生
活
中
か
ら
湧
き
上
が
っ
た
作
の
中
の
み
に
、
良
寛
の
真し

ん

面
目
は
存
在
す
る
。

　

⑥　

一
般
に
、
和
歌
や
俳
句
、
漢
詩
と
い
う
よ
う
な
文
学
作
品
は
、
作
者
が
何
か
に
感
動
し
た
折
に
、
そ
の
感
動
を
表
現
す
る
の
が
目

的
で
あ
っ
て
、
そ
の
時
の
経
験
を
表
現
し
て
で
き
あ
が
る
も
の
だ
が
、
良
寛
の
⑤
の
作
品
群
は
、
以
後
の
生
き
方
に
資
す
べ
き
ポ
イ

ン
ト
を
、
文
学
作
品
の
往
時
復
元
力
に
よ
っ
て
思
い
出
す
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
に
、
過
去
の
経
験
を
掘
り
起
こ
し

て
作
品
化
す
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
描
写
さ
れ
た
場
面
の
時
点
と
詠
じ
た
時
点
と
の
間
に
、
大
き
な
隔
た
り
の
見
ら
れ
る
作
も
生
じ
て

い
た
。

　

⑦　

相
手
に
対
す
る
言
動
に
誤
り
無
き
を
期
す
た
め
、
他
に
働
き
か
け
る
言
動
が
少
な
く
な
る
傾
向
を
生
ず
る
。
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し
た
が
っ
て
、
良
寛
作
品
か
ら
そ
の
生
き
方
を
探
る
に
は
、
良
寛
が
他
に
同
調
し
た
風
雅
の
作
と
生
き
方
に
直
結
し
た
作
の
入
り
混
じ

っ
た
状
況
か
ら
、
的
確
に
後
者
を
選
び
出
す
、
と
い
う
手
続
き
が
最
初
に
必
要
と
な
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
良
寛
に
お
い
て
一
番
肝
心
な
の
は
、
良
寛
が
人
生
を
探
究
し
つ
つ
生
き
た
、
そ
の
生
き
方
そ
の
も
の
な
の
だ
か
ら
、
右
の

よ
う
に
し
て
的
確
に
選
び
出
し
た
作
品
を
羅
列
し
、
外
に
現
れ
出
た
言
動
、
外
か
ら
見
え
た
行
為
や
姿
を
書
き
と
め
て
み
て
も
、
そ
れ
だ

け
で
は
良
寛
の
思
考
や
目
指
す
と
こ
ろ
に
繋
が
ら
な
い
か
ら
、
良
寛
の
「
人
生
を
探
究
し
つ
つ
生
き
た
、
そ
の
生
き
方
」
を
捉と

ら

え
た
こ
と

に
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
伝
わ
る
行
為
の
場
面
ご
と
に
都
合
の
良
い
良
寛
像
を
描
き
出
し
て
並
べ
て
み
て
も
、
そ
の
や
り
方
で
は
そ
れ
ぞ

れ
の
場
面
の
良
寛
像
ご
と
に
多
少
の
差
異
が
生
じ
て
し
ま
っ
て
、
統
一
性
に
欠
け
た
も
の
に
な
り
や
す
い
。
さ
ら
に
、
記
述
す
る
視
点
が

肯
定
的
だ
っ
た
り
、
否
定
的
だ
っ
た
り
す
る
と
、
良
寛
の
生
き
よ
う
も
陽
光
の
中
に
明
る
か
っ
た
り
曇
天
の
下
で
暗
か
っ
た
り
す
る
。
し

た
が
っ
て
、
良
寛
を
言
う
場
合
に
は
、
良
寛
の
基
本
像
が
揺
れ
動
か
な
い
確
か
さ
を
持
つ
と
同
時
に
、
場
面
ご
と
に
変
化
し
な
い
視
線
も

必
要
と
な
る
。
特
に
良
寛
の
場
合
、
禅
僧
、
漢
詩
人
、
歌
人
、
書
家
と
し
て
の
世
評
が
高
い
と
こ
ろ
か
ら
良
寛
そ
の
人
を
過
大
に
評
価
す

る
傾
向
を
生
じ
や
す
い
。
そ
こ
を
考
え
る
と
、
良
寛
の
真し

ん

面
目
を
い
か
に
正
し
く
と
ら
え
る
か
と
い
う
あ
る
種
の
節
度
も
必
要
と
な
る
。

以
上
の
留
意
点
を
ま
と
め
る
と
、
良
寛
を
正
し
く
見
る
に
は
「
統
一
性
が
あ
っ
て
過
大
に
も
過
小
に
も
な
ら
ず
、
し
か
も
、
揺
れ
動
か
な

い
視
点
」
が
必
要
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
視
点
は
ど
う
す
れ
ば
得
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

こ
れ
ま
で
の
良
寛
論
は
、
不
確
定
要
素
ば
か
り
の
良
寛
を
外
か
ら
見
、
論
者
の
尺
度
で
評
価
し
た
も
の
ば
か
り
だ
っ
た
。
良
寛
を
他
と

比
較
す
る
に
は
そ
の
方
法
が
有
効
だ
が
、「
良
寛
は
ど
う
生
き
た
の
か
」
と
い
う
最
大
の
不
確
定
ポ
イ
ン
ト
を
解
明
し
て
ゆ
く
に
は
、
そ

の
方
法
は
問
題
が
多
い
。
実
際
、
こ
の
方
式
で
考
究
、
提
示
さ
れ
た
良
寛
像
は
「
人
間
離
れ
し
た
聖
僧
」
か
ら
「
僧
形
の
俗
人
」
ま
で
実

に
多
様
だ
っ
た
。
ど
う
し
て
そ
う
な
る
か
。
そ
れ
は
、
各
論
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
判
断
基
準
を
良
寛
の
言
行
に
押
し
当
て
な
が
ら
外
か
ら
見

る
と
、
論
者
の
規
準
が
異
な
る
ご
と
に
良
寛
は
違
っ
て
見
え
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
厳
密
に
は
論
者
の
数
だ
け
評
価
の
異
な
る
良
寛
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像
が
出
て
き
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
よ
う
な
外
か
ら
見
た
良
寛
像
を
い
く
ら
多
く
集
積
し
て
総
合
、
分
析
し
て
み
て
も
、
そ
の
結

果
は
必
ず
相
対
的
な
も
の
に
な
っ
て
、良
寛
本
人
が
「
こ
れ
は
ま
さ
し
く
自
分
の
生
き
た
姿
だ
」
と
肯
定
す
る
よ
う
な
、「
真
実
の
良
寛
像
」

と
は
な
ら
な
い
。
こ
の
弊
害
を
大
も
と
か
ら
無
く
し
て
「
真
実
の
良
寛
像
」
に
肉
薄
す
る
に
は
、
良
寛
の
言
行
を
良
寛
の
心
の
内
に
あ
る

「
生
き
方
の
原
点
」
か
ら
見
る
方
式
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
方
式
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、「
統
一
性
が
あ
っ
て

過
大
に
も
過
小
に
も
な
ら
ず
、
し
か
も
、
揺
れ
動
か
な
い
視
点
」
も
得
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

　

し
か
し
、
良
寛
を
正
し
く
見
る
視
点
が
内
側
か
ら
見
る
方
式
へ
の
切
り
替
え
で
得
ら
れ
る
と
分
か
っ
て
も
、
そ
の
方
式
で
ス
タ
ー
ト
す

る
の
は
簡
単
な
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
は
良
寛
が
「
自
分
の
生
き
方
は
こ
れ
こ
れ
だ
」
と
遺
墨
の
中
で
直
接
は
言
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ

る
。
そ
う
す
る
と
、
そ
の
「
生
き
方
の
原
点
」
を
探
り
当
て
る
た
め
に
、
ま
ず
、
資
料
中
に
そ
れ
に
関
す
る
「
痕
跡
」
を
探
し
求
め
て
ゆ

く
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、そ
の
「
痕
跡
」
を
ど
こ
に
求
め
る
か
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
、論
者
の
見
識
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

右
に
言
う
と
こ
ろ
の
、
良
寛
の
言
動
を
生
み
出
す
「
生
き
方
の
原
点
」
と
は
、
良
寛
が
行
う
べ
き
言
行
を
思
考
し
た
り
選
択
し
た
り
し

た
一
番
の
根
幹
部
分
を
意
味
す
る
の
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
根
幹
は
本
性
か
ら
派
生
し
て
存
在
す
る
も
の
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
、
本
性

に
融
合
し
、
一
体
化
し
て
存
し
た
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

そ
の
よ
う
な
意
味
で
の
「
本
性
」
を
、
出
家
後
の
良
寛
が
禅
修
行
に
よ
っ
て
ひ
た
す
ら
磨
い
て
い
っ
た
の
は
事
実
で
あ
る
。
そ
う
だ
と

す
る
と
、磨
い
た
「
本
性
」
は
出
家
以
前
に
既
に
身
内
に
具
わ
っ
て
い
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
「
既
に
具
わ
っ
て
い
た
本
性
」

は
、
大お

と
な人
と
な
る
以
前
の
幼
少
年
期
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
い
っ
て
把
握
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
を
な
し
う
る
手
が
か
り
は
わ
ず
か

に
二
つ
の
逸
話（「
一
人
遊
び
は
ス
プ
リ
ン
グ
ボ
ー
ド
」、「『
鰈
に
な
る
』
を
信
じ
た
八
、九
歳
頃
」
の
項
を
参
照
）だ
け
だ
か
ら
、
こ
の
二
つ
の
逸
話
の
内

側
に
こ
そ
、
そ
の
本
性
を
掬す

く

い
と
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

こ
の
二
つ
の
逸
話
の
具
体
的
な
考
察
に
つ
い
て
は
各
項
目
に
譲
る
が
、
そ
こ
に
共
通
し
て
存
在
す
る
こ
と
は
、
子
供
の
良
寛
が
純
朴
そ

の
も
の
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
し
、
こ
れ
が
良
寛
の
本
性
だ
と
す
れ
ば
、
禅
門
に
入
っ
て
本
性
を
磨
く
修
行
を
続
け
た
後
の
良
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寛
に
お
い
て
も
同
じ
姿
が
見
え
る
は
ず
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
後
年
の
良
寛
の
姿
を
見
て
み
る
と
、

　
　

ア　

自
分
が
各
戸
を
め
ぐ
っ
て
喜
捨
を
乞こ

う
普
通
の
乞
食
行
を
、
自
分
は
町
中
に
た
た
ず
ん
で
い
て
、
自
発
的
か
つ
純
粋
な
気
持
ち

で
喜
捨
す
る
人
が
現
れ
て
く
る
の
を
待
つ
や
り
方
に
変
更
し
た
。（「
乞
食
行
の
純
化
が
導
き
出
し
た
毬
つ
き
行
」
の
項
を
参
照
）

　
　

イ　

よ
り
高
次
元
の
生
き
方
が
あ
る
と
知
る
と
、
迷
わ
ず
そ
の
生
き
方
に
自
己
を
進
め
た
。（「
仙
桂
和
尚
」
の
項
を
参
照
）

　
　

ウ　

仮
名
戒
語
や
『
論
語
』
に
よ
る
自
己
研
鑽
を
自
分
に
課
し
た
。（「
仮
名
戒
語
」「
合
砥
と
し
て
の
『
論
語
』」
の
項
を
参
照
）

　
　

エ　

自
分
の
立
場
と
周
囲
と
の
調
和
を
常
に
心
が
け
た
。（「
生
臭
も
の
へ
の
対
応
」
の
項
を
参
照
）

等
が
あ
り
、
自
己
の
本
性
を
磨
く
に
値
す
る
も
の
と
認
定
す
る
姿
勢
、
あ
る
い
は
、
そ
う
認
め
う
る
本
性
で
あ
り
た
い
と
希
求
す
る
姿
勢

を
そ
こ
に
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
後
年
の
良
寛
が
懐
い
て
い
た
こ
の
よ
う
な
自
己
肯
定
の
姿
勢
を
、
そ
の
ま
ま
子
供
時
代
の
「
純
朴

そ
の
も
の
」
の
有
り
よ
う
に
結
び
つ
け
て
同
一
と
し
て
い
る
の
は
良
寛
自
身
で
あ
っ
て
、
そ
の
一
貫
し
て
い
る
姿
に
つ
い
て
、
漢
詩
に

「〈
四
十
年
前
に
行
脚
を
始
め
た
頃
は
虎
を
目
指
し
た
が
、
実
際
に
は
猫
に
も
似
な
い
有
様
で
故
郷
に
帰
り
、
今
、
庶
民
の
間
に
生
き
て
い

る
と
、
そ
の
自
分
は
〉只た

だ

是こ
れ

旧き
ゆ
う
じ
の時

栄え
い
ぞ
う蔵

子し
〈
で
あ
る
〉」（
三
三
三
）と
詠
じ
て
い
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
良
寛
の
本
性
は
幼
児
期
か
ら
「
純

朴
そ
の
も
の
」
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
刻
々
の
反
省
と
と
も
に
そ
れ
を
示
寂
ま
で
磨
き
続
け
た
の
が
良
寛
の
人
生
だ
っ
た
と
判
明
す
る
。

　

そ
の
「
純
朴
そ
の
も
の
」
と
い
う
「
良
寛
の
本
性
」
が
資
料
中
に
明
確
に
現
れ
出
て
い
る
「
痕
跡
」
は
、
十
七
、八
歳
頃
と
さ
れ
る
逸

話
の
中
の
「
人
の
生
け
る
や
直
し
」（『
論
語
』
第
一
三
六
章
中
の
句
で
、「
三
峰
館
入
塾
か
ら
十
九
歳
春
ま
で
の
経
緯
」
の
項
に
掲
出
し
た
逸
話
③
に
あ
る
）

の
一
句
以
外
に
は
無
か
ろ
う
。
―
そ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
を
「
良
寛
の
生
き
方
の
原
点
」（
本
性
）と
し
て
良
寛
の
言

行
を
見
、
そ
の
生
ま
れ
て
く
る
様
や
本
性
と
言
行
の
密
着
度
に
注
目
し
て
以
下
に
掲
げ
る
各
項
目
を
考
察
し
、
そ
の
結
果
を
記
し
た
。
し

た
が
っ
て
、本
書
に
お
い
て
良
寛
の
本
性
の
様
子
を
示
す
際
に
は
こ
の
「
人
の
生
け
る
や
直
し
」
を
多
用
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
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はじめに

一
つ
に
は
こ
の
句
が
良
寛
の
本
性
を
表
す
に
簡
に
し
て
要
を
得
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
り
、
も
う
一
つ
に
は
若
き
良
寛
が
言
っ
た
と
さ
れ
る

句
だ
か
ら
で
も
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
し
て
成
っ
た
の
が
こ
の
一
書
で
あ
る
が
、
ど
の
項
目
の
場
合
で
も
、
そ
の
き
っ
か
け
は
ほ
と
ん
ど
が
良
寛
の
和
歌
や
漢

詩
、
あ
る
い
は
伝
わ
る
良
寛
の
行
為
だ
っ
た
。
そ
こ
で
、
考
察
内
容
を
ま
と
め
て
ゆ
く
際
に
も
、
項
目
の
冒
頭
に
そ
の
き
っ
か
け
と
な
っ

た
作
品
や
行
為
を
掲
出
し
、
そ
れ
に
続
け
て
手
探
り
で
見
え
て
き
た
様
を
そ
の
ま
ま
記
述
し
た
。

　

そ
の
よ
う
な
記
述
の
仕
方
を
と
る
本
書
に
お
い
て
は
、
各
所
に
良
寛
作
品
の
引
用
が
欠
か
せ
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
ら
す
べ
て
の
良
寛
作

品
引
用
に
あ
た
っ
て
は
谷
川
敏
朗
氏
編
著
の
、

　
　
『
校
注 

良
寛
全
歌
集
』（
春
秋
社　

一
九
九
六
年
）

　
　
『
校
注 

良
寛
全
詩
集
』（
春
秋
社　

一
九
九
八
年
）

　
　
『
校
注 

良
寛
全
句
集
』（
春
秋
社　

二
〇
〇
〇
年
）

に
依
拠
し
た（
各
書
籍
に
付
さ
れ
て
い
る
作
品
番
号
も
付
記
）。

　

な
お
、
本
書
に
お
い
て
は
以
下
に
列
記
す
る
よ
う
な
点
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
点
の
存
在
を
お
こ
と
わ
り
し
て
お
き

た
い（
そ
の
旨
の
記
載
が
必
要
と
思
わ
れ
る
箇
所
に
は
、
そ
の
都
度
、
注
記
し
た
）。

　

1　

常
用
漢
字
と
そ
の
音
訓
表
以
外
の
文
字
や
読
み
を
文
中
に
用
い
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

　

2　

筆
者
の
視
点
が
そ
の
ま
ま
表
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
漢
詩
、
漢
文
、
書
簡
等
の
読
み
を
ル
ビ（
現
代
仮
名
遣
い
で
記
入
）と
し
た

箇
所
が
あ
る
。
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3　

引
用
資
料
と
の
整
合
性
を
保
つ
必
要
か
ら
、「
○
月
」
の
言
い
方
も
季
節
の
表
現
も
旧
暦
と
し
た
。

　

4　

研
究
論
文
の
引
用
に
あ
た
っ
て
は
、
敬
称
を
す
べ
て
「
氏
」
に
揃そ

ろ

え
た
。

　

5　

良
寛
は
禅
修
行
中
心
の
生
き
方
か
ら
「
一
人
の
人
間
と
し
て
ど
う
あ
る
べ
き
か
」
と
い
う
方
向
へ
、
よ
り
根
源
的
な
も
の
を
探
り

求
め
て
思
い
を
深
め
て
い
っ
た
と
見
ら
れ
る
か
ら
、
本
書
で
は
、
良
寛
の
一
生
を
大
き
く
七
章
に
分
け
た
う
え
で
、
各
考
察
項
目
を

そ
れ
ぞ
れ
に
配
列
し
た
が
、各
項
目
を
記
述
す
る
際
に
は
、そ
の
点
に
配
慮
し
つ
つ
も「
そ
の
後
に
ど
う
な
っ
て
い
っ
た
か
」と
か「
さ

か
の
ぼ
る
と
何
処
に
行
き
つ
く
か
」
に
結
び
つ
け
て
一
項
目
に
ま
と
め
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
項
目
に
よ
っ
て
は
章
の

範
囲
を
逸
脱
し
た
内
容
を
含
む
こ
と
も
あ
る
。

　

6　

既
に
記
し
た
こ
と
だ
が
、
良
寛
の
作
に
は
、
詠
じ
ら
れ
た
内
容
と
実
際
の
創
作
時
期
が
は
る
か
に
離
れ
て
い
る
と
考
え
な
い
と
、

理
解
し
難
い
も
の
が
あ
る
。
そ
う
い
う
成
り
立
ち
と
考
え
ら
れ
る
作
を
め
ぐ
っ
て
の
項
目
は
、
内
容
の
表
す
箇
所
か
、
創
作
時
期
の

方
か
の
い
ず
れ
か
に
配
列
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
項
目
の
配
列
順
序
に
は
多
少
の
違
和
感
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

　

あ
れ
こ
れ
記
し
て
き
た
が
、
も
と
も
と
浅
学
非
才
に
し
て
老ろ

う
も
う耄

の
身
、
見
落
と
し
や
考
え
不
足
も
あ
っ
て
、
他
の
資
料
と
の
間
に
食
い

違
い
が
存
し
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
。
も
し
、
そ
ん
な
こ
と
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
批
判
は
潔
く
受
け
ね
ば
な
ら
ぬ
、
と
自
身
に
言
い
聞

か
せ
て
い
る
。
な
に
と
ぞ
大
方
の
ご
叱
正
を
賜
り
た
い
と
思
う
。
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