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良
寛
ゆ
か
り
の
地
と
い
え
ば
、

ま
ず
生
誕
の
地
、
新
潟
県
の
出
雲

崎
で
あ
る
。
は
じ
め
に
桜
や
水
芭

蕉
が
咲
く
良
寛
記
念
館
を
訪
ね
た
。

こ
こ
の
庭
は
出
雲
崎
百
景
第
一
の

地
と
さ
れ
、
丘
の
上
か
ら
は
眼
下

に
良
寛
堂
と
細
長
い
街
道
筋
の
町

並
が
見
え
る
。
は
る
か
右
手
に
は

弥
彦
山
、
さ
ら
に
国く

上
山

が
み
や
ま

が
見
え
、

正
面
に
は
佐
渡
島
が
横
た
わ
っ
て

い
る
。
芭
蕉
が
出
雲
崎
で
歌
っ
た

と
い
う
「
荒
海
や
佐
渡
に
横
た
う

天
の
川
」
の
句
碑
の
あ
る
小
さ
な

庭
園
芭
蕉
庵
は
良
寛
堂
の
す
ぐ
近

く
に
あ
る
。 

記
念
館
か
ら
急
坂
を
下
る
と
良

寛
堂
に
出
る
。
こ
こ
は
橘
屋
の
屋

敷
跡
で
あ
る
。
堂
の
海
側
に
あ
る

良
寛
坐
像
は
、
洋
上
に
浮
か
ぶ
母

の
故
郷
佐
渡
を
じ
っ
と
見
つ
め
て

い
る
。
良
寛
は
こ
の
町
と
近
隣
の

農
村
を
支
配
す
る
名
門
名
主
橘
屋

(

山
本
家)

に
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

名
主
見
習
の
役
に
就
い
て
い
た
良

寛
は

18
歳
で
出
家
し
た
。
や
が

て
大
忍
国
仙
和
尚
に
従
い
、
岡
山

玉
島
の
円
通
寺
で
、

22
歳
か
ら

11
年
間
厳
し
い
修
行
に
励
ん
だ
。 

玉
島
か
ら
の
帰
国
後
は
、
暫
く

転
々
と
し
て
い
た
。
良
寛
が

40

歳
か
ら
ほ
ぼ

20
年
住
ん
だ
五
合

庵
は
、
燕
市
に
あ
る
。
広
々
と
し

た
田
園
地
帯
の
な
か
で
優
し
い
姿

を
し
た
国
上
山
の
中
腹
で
あ
る
。

山
頂
に
近
い
名
刹
国
上
寺

こ
く
じ
ょ
う
じ

か
ら
急

な
山
道
を

10
分
ほ
ど
下
っ
た
と

こ
ろ
に
あ
る
。
簡
素
な
茅
葺
き
屋

根
の
草
庵
は
、
杉
に
囲
ま
れ
自
然

に
溶
け
込
ん
で
い
る
が
、
冬
の
長

い
雪
国
で
は
さ
ぞ
厳
し
い
寒
さ
で

あ
っ
た
ろ
う
。
こ
の
庵
で
良
寛
を

支
え
る
友
人
や
江
戸
か
ら
の
客
人

と
の
交
流
を
楽
し
み
、
文
芸
・
思

想
が
開
花
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。 

五
合
庵
へ
の
急
な
坂
が
き
つ
く

な
っ
て
き
た

60
歳
の
良
寛
は
国

上
山
山
麓
の
乙
子
神
社
の
草
庵
に

移
っ
た
。
こ
こ
で
も
良
寛
は
無
一

物
の
清
貧
を
貫
き
、
托
鉢
を
し
て

食
を
乞
う
生
活
で
あ
っ
た
。
道
々

子
ど
も
た
ち
と
手
毬
な
ど
を
し
て

遊
び
、
歌
友
だ
ち
と
唱
和
し
、
書

を
楽
し
む
良
寛
で
も
あ
っ
た
。 

69

歳
で
長
岡
市
島
崎
の
能
登

屋
木
村
邸
内
に
移
り
、
心
を
こ
め

た
世
話
を
受
け
る
。
今
で
も
木
村

家
は
黒
板
塀
に
囲
ま
れ
た
風
格
の

あ
る
屋
敷
で
あ
る
。
こ
こ
で
手
毬

つ
き
を
菩
薩
行
と
見
抜
い
た
貞
心

尼
と
の
出
会
い
が
あ
り
、
歌
集

『
は
ち
す
の
露
』(

貞
心
尼)

に
残

る
良
寛
と
貞
心
尼
の
唱
和
の
歌
に

よ
っ
て
晩
年
の
姿
を
知
る
こ
と
が

で
き
る
。
良
寛
は
貞
心
尼
ら
に
見

守
ら
れ
て

74
歳
の
生
涯
を
終
え
、

木
村
家
の
近
く
、
隆
泉
寺
に
眠
る
。 

唐
木
順
三
は
「
良
寛
に
は
ど
こ

か
日
本
人
の
原
型
の
や
う
な
と
こ

ろ
、
最
後
は
あ
そ
こ
だ
と
い
ふ
や

う
な
と
こ
ろ
が
あ
る
」
と
い
う
。 

「
形
見
と
て 

何
か
残
さ
ん 

春
は
花 

山
ほ
と
と
ぎ
す 

秋
は

も
み
じ
葉
」
自
然
の
中
に
生
き
、

師
を
慕
い
つ
づ
け
た
良
寛
辞
世
の

歌
と
い
わ
れ
て
い
る
。 
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私
の
育
っ
た
谷
中
は
、
上
野
の

森
と
繋
が
っ
て
い
て
、
昭
和

20

年
の
東
京
大
空
襲
の
際
、
上
空
か

ら
見
る
と
山
に
見
え
る
ら
し
く
空

襲
に
は
遭
わ
ず
に
済
ん
だ
と
母
か

ら
話
を
聞
き
ま
し
た
。
谷
中
と
言

え
ば
、
今
人
気
の
「
谷
中
ぎ
ん
ざ
」

と
「
夕
焼
け
だ
ん
だ
ん
」
が
あ
り

ま
す
。 

階
段
か
ら
「
谷
中
ぎ
ん
ざ
」
方

向
を
見
た
時
、
富
士
山
と
夕
焼
け

空
を
赤
く
染
め
な
が
ら
沈
む
夕
日

を
見
た
記
憶
が
あ
り
ま
す
。
そ
ん

な
風
景
も
マ
ン
シ
ョ
ン
や
ビ
ル
等

で
、
今
は
見
る
こ
と
が
出
来
ず
残

念
に
思
っ
て
い
ま
す
。
ち
な
み
に

「
谷
中
ぎ
ん
ざ
」
周
辺
は
昭
和

40
年
頃
ま
で
は
谷
中
初
音
町
と

言
い
、
由
来
は
年
初
に
鳥
の
初
鳴

き
の
声
が
聞
こ
え
る
か
ら
だ
そ
う

で
す
。 

そ
ん
な
谷
中
で
、
一
番
の
思
い

出
は
昭
和

32
年
の
７
月
、
幸
田

露
伴
の
モ
デ
ル
に
な
っ
た
谷
中
五

重
塔
の
焼
失
放
火
心
中
で
す
。 

早
朝
、
母
か
ら
五
重
塔
が
燃
え
て

い
る
と
起
こ
さ
れ
、
外
を
見
る
と

真
赤
に
燃
え
さ
か
る
炎
に
、
上
部

の
宝
珠
と
九
輪
が
見
え
隠
れ
し
な

が
ら
左
右
に
揺
れ
、
今
に
も
倒
れ

そ
う
で
し
た
。
百
数
十
㍍
し
か
離

れ
て
い
な
い
我
が
家
の
方
に
倒
れ

た
ら
焼
失
す
る
の
で
、
母
が
小
学

４
年
の
私
と
姉
に
教
科
書
を
風
呂

敷
に
包
み
な
さ
い
と
言
い
、
ド
キ

ド
キ
し
た
事
を
覚
え
て
い
ま
す
。

幸
い
塔
の
上
部
は
そ
の
ま
ま
残
り

後
日
解
体
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
跡

地
の
端
に
駐
在
所
が
設
け
ら
れ
、

室
内
に
は
五
重
塔
焼
失
の
写
真
が

額
に
飾
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
真

向
い
に
は
長
谷
川
一
夫
の
分
骨
さ

れ
た
小
さ
な
お
墓
が
あ
り
ま
す
。 

 

そ
の
他
、
谷
中
霊
園
に
は
徳
川

家
を
は
じ
め
、
著
名
人
の
お
墓
が

多
く
あ
り
、
鳩
山
一
郎
と
横
山
大

観
の
お
墓
は
並
ん
で
建
っ
て
い
ま

す
。 

 

桜
の
季
節
に
は
、
五
重
塔
跡
地

の
前
の
道
路
は
桜
の
ト
ン
ネ
ル
が

出
来
、
谷
中
ら
し
さ
を
感
じ
ら
れ

る
事
だ
と
思
い
ま
す
。 

（
ユ
ー
カ
リ
が
丘 

藤
原 

敏
雄
） 

 

  

昨
年
は
と
に
か
く
、
自
分
の
挑

戦
し
た
世
界
に
、
た
だ
新
鮮
と
驚

き
と
楽
し
さ
で
忙
し
い
日
々
だ
っ

た
様
に
思
い
ま
す
。
そ
の
生
活
の

中
で
私
な
り
に
感
じ
た
事
で
す
。 

あ
る
時
、
一
度
切
り
の
人
生
な

の
に
も
っ
と
大
切
に
悔
い
の
な
い

様
に
と
日
頃
の
生
活
を
反
省
と
共

に 

思
考
し
た
時
、
不
思
議
と
向

上
心
が
む
く
む
く
と
湧
く
思
い
に

か
ら
れ
た
の
で
す
。
そ
し
て
計
画

を
立
案
し
実
行
に
向
け
て
の
努
力

を
す
る
と
、
生
活
に
張
り
が
出
て

忙
し
く
も
あ
り
心
が
充
実
し
て
頑

張
れ
る
の
は
生
き
る
勇
気
で
し
ょ

う
か
。
仲
間
と
の
お
喋
り
に
も
心

が
動
い
た
り
、
我
が
振
り
直
せ
の

如
く
反
省
材
料
と
し
た
り
、
相
手

の
言
葉
は
丁
寧
に
聞
き
、
自
分
の

思
い
を
伝
え
る
時
は
、
き
ち
ん
と

伝
え
る
努
力
の
大
切
さ
を
知
り
ま

し
た
。
日
頃
、
私
は
新
し
い
品
物

を
あ
ま
り
購
入
し
ま
せ
ん
。
古
い

台
所
用
品
、
洋
服
な
ど
少
々
不
便

で
あ
り
時
代
遅
れ
で
も
何
故
か
愛

し
く
使
用
し
た
り
着
用
し
て
楽
し

ん
で
お
り
ま
す
。
カ
レ
ッ
ジ
生
に

な
っ
て
い
な
け
れ
ば
着
る
こ
と
も

無
か
っ
た
で
あ
ろ
う
洋
服
も
私
の

思
い
出
と
共
に
通
学
し
て
い
ま
す
。

そ
れ
は
日
頃
か
ら
、
さ
さ
や
か
な

心
掛
け
で
小
さ
な
幸
せ
を
呼
ぶ
事

を
知
っ
た
か
ら
で
す
。
先
日
は
小

さ
な
庭
に
、
こ
ぼ
れ
紫
蘇
が
繁
り
、

そ
の
葉
で
ド
レ
ッ
シ
ン
グ
を
漬
け

込
み
ま
し
た
。
仕
上
る
頃
に
友
人

と
サ
ラ
ダ
で
楽
し
み
た
い
と
待
っ

て
い
ま
す
。
今
年
は
「
ま
ち
づ
く

り
」
に
も
参
加
し
ま
す
。
私
達
は

未
来
の
あ
る
子
供
達
の
成
長
す
る

姿
に
触
れ
、
少
し
で
も
手
助
け
出

来
な
い
か
と
皆
さ
ん
と
奮
闘
中
で

す
。 皆

さ
ん
、
是
非
心
躍
る
事
を
見

つ
け
て
一
緒
に
頑
張
り
ま
せ
ん
か
。

悩
み
事
が
少
し
で
も
あ
り
ま
し
た

ら
、
友
人
や
回
り
の
方
に
聞
い
て

も
ら
っ
た
り
す
る
と
意
外
と
解
決

し
ま
す
よ
。 

こ
の
一
年
も
健
康
に
気
を
つ
け

無
事
乗
り
切
り
た
い
と
願
っ
て
い

る
昨
今
で
す
。 

（
藤
治
台 

淺
野 

倉
子
） 

思
い
出
の
谷
中 

カ
レ
ッ
ジ
２
年
生
に
向
け
て 
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早
い
も
の
で
佐
倉
市
民
カ
レ
ッ

ジ
３
年
の
夏
休
み
を
迎
え
ま
し
た
。

２
年
終
了
後
、
３
ヶ
月
間
の
長
い

春
休
み
が
あ
り
ま
し
た
が
、
こ
の

間
に
色
々
経
験
を
す
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。 

 

ク
ラ
ス
の
仲
間
た
ち
と
観
梅
や

花
見
を
楽
し
み
、
竹
の
子
掘
り
や

潮
干
狩
り
に
も
出
か
け
、
バ
ス
を

仕
立
て
て
温
泉
一
泊
の
修
学

・ 

・

旅
行

に
も
行
き
、
あ
っ
と
い
う
間
の
３

ヶ
月
で
し
た
。
ま
た
、
「
ま
ち
づ

く
り
活
動
」
も
月
に
一
度
の
定
例

で
活
動
し
ま
し
た
。
な
ん
と
充
実

し
た
市
民
カ
レ
ッ
ジ
ラ
イ
フ
で
し

ょ
う
。 

 

通
学
時
に
電
車
の
窓
か
ら
見
る

景
色
は
、
華
や
か
だ
っ
た
チ
ュ
ー

リ
ッ
プ
が
終
わ
り
、
今
は
青
々
と

し
た
稲
な
ど
緑
一
色
に
変
わ
っ
て

い
ま
す
。 

 

そ
ん
な
折
り
、
人
生
初
の
体
験

を
し
た
の
で
す
（
読
者
の
皆
さ
ん

も
い
つ
か
き
っ
と
！
）
。
京
成
津

田
沼
駅
か
ら
電
車
に
乗
っ
た
時
の

こ
と
で
す
。
若
い
女
性
に
席
を
譲

ら
れ
ま
し
た
。
遠
慮
し
て
「
そ
ん

な
に
見
え
ま
す
か
」
と
言
う
と

「
つ
ぎ
降
り
ま
す
か
ら
」
と
席
を

立
っ
て
行
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

一
瞬
迷
い
ま
し
た
が
、
気
持
ち
を

有
難
く
い
た
だ
く
こ
と
に
し
ま
し

た
。
電
車
の
中
で
よ
く
見
る
光
景

で
す
。
譲
ら
れ
て
も
座
ら
な
い
お

年
寄
り
が
い
ま
す
。
席
は
空
い
た

ま
ま
、
次
の
駅
で
事
情
を
知
ら
な

い
乗
客
が
難
な
く
座
り
ま
す
。
優

先
席
で
よ
く
あ
る
ト
ラ
ブ
ル
？ 

と
か
、
５
人
席
に
４
人
で
座
る

等
々
。 

 

譲
る
勇
気
も
素
晴
ら
し
い
の
で

す
が
、
譲
ら
れ
た
ら
素
直
に
座
る

勇
気
も
私
た
ち
世
代
に
も
必
要
な

こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 
 

 
 

 
 

 

２
０
２
０
年
の
東
京
オ
リ
ン
ピ

ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
、
お
も

て
な
し
日
本
。
外
国
の
人
々
に
日

本
の
素
晴
ら
し
さ
を
肌
で
感
じ
て

も
ら
う
良
い
機
会
に
し
た
い
も
の

で
す
ネ
。 

 

（
上
志
津 

志
津 

憲
司
） 

 

 
 

 

 

 

小
生 

西
志
津
に
居
住
し
て
早

や

２０
年
に
な
る
。
我
が
家
は
佐

倉
市
の
最
果
て
西
志
津
地
区
に
あ

る
。 

 

引
っ
越
し
て
来
た
当
時
、
眼
前

に
広
が
る
の
は
八
千
代
市
の
終
末 

処
理
場
と
雑
木
林
で
あ
っ
た
。 

 

昨
今
で
は
我
が
家
か
ら
見
え
る

風
景
も
一
変
し
て
終
末
処
理
場
は

取
り
壊
さ
れ
跡
地
に
は
整
然
と
一

戸
建
て
が
立
ち
並
ん
で
い
る
。 

 

南
西
１
㌔
も
行
け
ば
千
葉
市
花

見
川
区
、
道
路
一
筋
向
い
は
八
千

代
市
で
防
災
無
線
放
送
が
聞
こ
え

る
の
は
八
千
代
市
の
広
報
連
絡
放

送
で
あ
る
。 

 

日
常
の
買
物
や
外
食
も
八
千
代

市
方
面
に
出
掛
け
る
こ
と
が
多
い
。 

現
役
時
代
の
通
勤
や
休
日
に
出
掛

け
る
際
、
勝
田
台
が
近
く
、
利
用

す
る
交
通
機
関
は
京
成
勝
田
台
駅

や
東
葉
高
速
勝
田
台
駅
、
そ
の
際

利
用
の
自
転
車
の
駐
輪
場
は
八
千

代
市
営
で
あ
る
。 

 

一
時
預
け
は
同
一
料
金
だ
が
月

契
約
や
年
契
約
と
な
る
と
市
外
者 

は
２
倍
近
い
料
金
を
支
払
っ
て
い

た
。 数

年
前
胃
の
具
合
が
悪
く
八
千

代
市
内
の
掛
り
付
け
の
医
院
で
受

診
し
た
時
の
事
、
先
生
か
ら
「
八

千
代
市
民
だ
と
検
査
の
補
助
が
市

か
ら
出
る
ん
で
す
よ
」
と
言
わ
れ

残
念
な
思
い
も
し
た
。 

こ
ん
な
風
で
現
役
時
代
の
数
年

は
市
境
の
住
居
の
為
か
佐
倉
市
の

恩
恵
を
受
け
る
事
が
少
な
い
日
々

を
過
ご
し
て
い
た
様
に
思
う
。 

退
職
後
に
佐
倉
市
民
カ
レ
ッ
ジ

に
入
っ
て
佐
倉
市
の
東
南
方
面
に

も
出
掛
け
る
事
が
多
く
な
り
、
ほ

と
ん
ど
利
用
す
る
こ
と
が
な
か
っ

た
志
津
駅
も
、
下
り
方
面
に
行
く

時
は
今
や
勝
田
台
駅
よ
り
も
多
く

利
用
し
て
い
る
。 

佐
倉
市
の
色
々
な
施
設
を
利
用

す
る
事
も
極
め
て
少
な
か
っ
た
が

今
日
で
は
多
く
の
施
設
や
行
事
に

も
参
加
し
学
び
楽
し
ん
で
い
る
此

の
頃
で
あ
る
。 

  

（
西
志
津 

上
坂 

志
郎
） 

 

 

勇
気
を
も
っ
て
生
き
よ
う 

や
っ
と
佐
倉
市
民
？ 



－４－ 

我
が
家
の
裏
に
ホ
タ
ル
の
群
生

地
が
あ
る
。
数
年
前
酔
っ
ぱ
ら
っ

て
の
帰
路
、
目
の
前
に
チ
カ
チ
カ

光
る
物
を
見
「
俺
、
今
日
飲
み
過

ぎ
た
の
か
な
」
よ
く
よ
く
見
る
と

ホ
タ
ル
の
乱
舞
で
あ
る
。
帰
宅
後

寝
て
い
る
妻
を
起
こ
し
て
、「
そ
こ

に
ホ
タ
ル
が
沢
山
飛
ん
で
い
た
よ
」

と
話
し
た
と
こ
ろ
、「
酔
っ
払
い
が

な
に
言
っ
て
る
の
寝
な
さ
い
よ
」

と
怒
ら
れ
る
始
末
。 

翌
日
の
夕
食
後
、
妻
と
二
人
で

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さ
く
ら
道 

 

 

誰
も
が
知
っ
て
い
る
昔
懐
か
し

い
、
歌
い
継
い
で
来
た
抒
情
歌

じ
ょ
じ
ょ
う
か

。

さ
て
、
皆
さ
ん
二
番
目
、
三
番
目

の
歌
詞
も
ご
存
じ
で
す
か
？ 
 

通
勤
電
車
の
中
で
声
を
出
さ

ず
、
繰
り
返
し
歌
っ
て
昔
を
偲
ん

で
み
ま
し
ょ
う
。 

 

月
の
砂
漠 

●
里
の
秋 

●
ま
ち
ぼ
う
け
●
通
り
ゃ
ん
せ 

●
七
つ
の
子 

●
故
郷

ふ
る
さ
と 

●
か
あ
さ
ん
の
歌
●
赤
と
ん
ぼ 

●
ち
い
さ
い
秋
み
つ
け
た
●
あ

の
子
は
だ
あ
れ
●
夕
焼
小
焼
●
村

の
鍛
冶
屋
…
。 

 

因ち
な

み
に
、
某
新
聞
社
の
調
査
で

の
人
気
No.
１
は
「
赤
と
ん
ぼ
」
で
、

次
い
で
「
ち
い
さ
い
秋
み
つ
け
た
」

だ
そ
う
で
す
。 

「
あ
っ
！ 

下
車
駅
で
す
よ
～ 

乗
り
越
し
に
注
意
」
。 

 

さ
あ
、
今
夜
は
真
面
目
に
直
帰

し
、
お
子
さ
ん
や
お
孫
さ
ん
と
お

風
呂
に
入
っ
て
、
是
非
、
聞
か
せ

て
あ
げ
ま
し
ょ
う
。 

 

（
田
中 

修
司
） 

見
に
行
く
。「
凄
い
、
こ
ん
な
近
く

に
ホ
タ
ル
が
い
る
な
ん
て
五
十
何

年
知
ら
な
か
っ
た
」
と
妻
。
会
社

人
間
時
代
は
地
域
の
事
な
ど
関
心

を
持
た
ず
、
地
域
人
間
に
な
っ
て

初
め
て
自
然
豊
か
な
佐
倉
を
再
認

識
し
た
次
第
で
す
。
近
く
の
里
山

に
は
天
然
記
念
物
の
山や

ま

鼠ね

、
春
に

は
大
鷹
が
子
育
て
し
た
り
と
新
し

い
発
見
の
日
々
を
過
ご
す
今
日
こ

の
頃
で
す
。 

（
内
田 

節
） 

９月の黒板 
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