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よ
り
あ
ひ
て
真
直
ぐ
に
た
て
る
青
竹
の�

や
ぶ
の
ふ
か
み
に
う
ぐ
ひ
す
の
啼
く�

牧�

水

　

牧
水
は
、
大
正
七
年
に
は
東
京
巣
鴨
に
住
ん
で
い
た
。
元
日
の
除

夜
の
鐘
の
鳴
っ
て
い
る
う
ち
に
目
を
覚
ま
し
、
午
前
二
時
に
は
原
稿

用
紙
を
用
意
し
た
。
し
か
し
、
結
局
そ
れ
を
片
付
け
て
酒
の
用
意
を

し
て
、
青
森
か
ら
上
京
し
、
泊
ま
っ
て
い
た
加
藤
東
籬
を
起
こ
し
て

共
に
飲
み
は
じ
め
た
。
五
時
に
な
っ
て
雑
煮
を
食
べ
、
神
奈
川
県
の

三
崎
に
案
内
し
よ
う
と
家
を
出
た
が
、
三
崎
行
き
の
汽
船
は
休
航
で
、

汽
車
で
行
く
こ
と
に
し
、
途
中
下
車
し
て
鎌
倉
へ
。
鎌
倉
を
案
内
し

て
い
る
う
ち
に
、
ふ
と
、
伊
豆
の
土
肥
温
泉
に
行
こ
う
と
思
い
つ
き
、

沼
津
の
狩
野
川
河
口
の
宿
に
一
泊
し
、
翌
日
の
汽
船
で
土
肥
に
渡
り
、

明
治
館
に
二
泊
し
た
。

　

二
月
七
日
に
再
び
一
人
で
土
肥
温
泉
に
向
か
い
、
二
十
四
日
ま
で

明
治
館
に
滞
在
し
た
。
掲
示
の
「
よ
り
あ
ひ
て
」
の
歌
は
、
こ
の
と

き
詠
ん
だ
作
品
で
あ
る
。
静
か
な
土
肥
温
泉
の
自
然
に
触
れ
て
、
牧

水
の
自
然
観
が
昇
華
し
て
行
く
き
っ
か
け
と
私
は
位
置
づ
け
て
い
る
。

　

大
正
六
年
ま
で
の
何
処
か
重
苦
し
い
よ
う
な
作
風
か
ら
立
ち
直
っ

て
き
た
牧
水
の
第
二
期
と
も
言
わ
れ
る
時
期
の
歌
で
、
第
十
二
歌
集

の『
渓
谷
集
』
に
載
る
。『
渓
谷
集
』
は「
秋
の
曇
冬
の
晴
」

「
秩
父
の
秋
」「
上
総
の
海
」「
伊
豆
の
春
」の
四
章
か
ら
成
り
、

菊
半
截
百
二
十
四
頁
の
小
さ
な
歌
集
だ
が
、
牧
水
の
歌
集

群
の
中
で
は
大
事
な
歌
集
だ
と
思
っ
て
も
い
る
。

　
「
よ
り
あ
ひ
て
」
と
共
に
土
肥
温
泉
で
詠
ん
だ
作
品
を

紹
介
す
る
。

ひ
そ
ま
り
て
久
し
く
見
れ
ば
と
ほ
山
の
ひ
な
た
の
冬
木
風
さ
わ

ぐ
ら
し

か
す
み
あ
ふ
四
方
の
ひ
か
り
の
春
の
日
に
は
る
け
き
崎
に
浪
の

寄
る
見
ゆ

　
『
渓
谷
集
』
の
次
の
歌
集『
く
ろ
土
』
に
よ
る
と
、
大
正
七
年
は
五

月
か
ら
六
月
に
か
け
て
旅
を
し
、「
浜
松
に
て
」「
比
叡
山
に
て
」「
奈
良

に
て
」「
熊
野
に
て
」「
那
智
に
て
」
の
一
連
の
歌
を
詠
ん
で
い
る
。
七

月
に
は
、『
渓
谷
集
』よ
り
前
に
出
版
さ
れ
る
予
定
で
あ
っ
た
歌
集『
さ

び
し
き
樹
木
』
と
随
筆
集
『
海
よ
り
山
よ
り
』
を
発
行
し
、
十
一
月

に
は
上
州
へ
の
旅
に
出
て
、『
く
ろ
土
』
所
収
の「
み
な
か
み
へ
」
の

作
品
を
残
し
て
い
る
。
こ
の
一
年
は
旅
か
ら
旅
で
あ
っ
た
。
こ
の
旅

は
、
紀
行
文
、
随
筆
な
ど
の
寄
稿
に
よ
る
収
入
を
図
る
た
め
で
も

あ
っ
た
と
思
わ
れ
、『
創
作
』
十
月
号
に
は
、
短
冊
一
枚
二
円
、
色
紙

一
枚
三
円
な
ど
と
広
告
を
出
し
て
い
る
。

　

私
は
、『
く
ろ
土
』
に
載
る
大
正
八
年
、
九
年
の
自
然
観
照
の
歌
が
、

歌
集『
山
桜
の
歌
』
所
収
の
大
正
十
一
年
の「
山
ざ
く
ら
」
の
歌
に
繋

が
る
と
思
っ
て
い
る
。

　

な
お
、
牧
水
は
大
正
九
年
八
月
に
静
養
の
た
め
沼
津
に
移
住
し
、

そ
の
後
、
沼
津
に
永
住
し
た
。�

（
須
永
秀
生
）
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啼
く
聲
の
や
が
て
は
わ
れ
の
声
か
と
も　
　

　
　

 

牧
水
と
比
叡
山
・
本
覚
院 　
　

 

吉

川

宏

志　
　
　
　
　

　

若
山
牧
水
は
大
正
七
年
の
五
月
、
比
叡
山
に
登
っ

た
。
山
上
の
宿
院
で
雑
誌
「
創
作
」
の
選
歌
を
す
る

つ
も
り
だ
っ
た
。
し
か
し
そ
こ
の
老
女
か
ら
、
一
泊

以
上
滞
在
す
る
こ
と
を
断
ら
れ
て
し
ま
う
。
困
っ
て

い
た
と
こ
ろ
、
た
ま
た
ま
出
会
っ
た
人
に
、
古
い
山

寺
を
紹
介
し
て
も
ら
っ
た
の
だ
っ
た
。
そ
こ
な
ら
し

ば
ら
く
泊
ま
っ
て
い
て
も
い
い
と
い
う
。

　

山
寺
に
は
伊
藤
孝
太
郎
と
い
う
老
爺
が
留
守
番
役

を
し
て
い
た
。
孝
太
郎
は
元
は
西
陣
の
職
人
で
あ
っ

た
が
、
無
類
の
酒
好
き
で
妻
を
苦
し
め
、
妻
と
娘
が

亡
く
な
っ
た
あ
と
は
、
飲
ん
だ
く
れ
の
生
活
を
し
て

い
た
と
い
う
。
各
地
を
放
浪
し
、
今
は
こ
の
寺
で
使

わ
れ
て
い
る
。
耳
は
か
な
り
不
自
由
に
な
っ
て
い
た

よ
う
だ
。

　

牧
水
は
、
こ
の
不
幸
な
老
人
と
い
つ
し
か
親
し
く

な
り
、
五
日
間
ほ
ど
、
毎
晩
酒
を
飲
ん
で
い
た
と
い

う
。
こ
の
と
き
牧
水
は
数
え
年
で
三
十
四
歳
で
あ
っ

た
。
年
も
違
い
、
境
遇
も
ま
っ
た
く
違
う
二
人
が
、

寂
し
い
山
寺
で
、
し
み
じ
み
と
向
き
合
い
酒
を
飲
ん

で
い
る
場
面
を
思
い
浮
か
べ
て
み
る
。
哀
し
い
け
れ

ど
も
、
ど
こ
か
ユ
ー
モ
ア
が
あ
る
。

　

孤
独
の
な
か
に
柔
ら
か
な
微
笑
み
が
寄
り
添
っ
て

い
る
。
そ
れ
が
牧
水
の
文
学
の
大
き
な
特
徴
だ
と
私

は
思
う
が
、
比
叡
山
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
も
、
鮮
や
か

に
現
れ
て
い
る
。

　

こ
の
と
き
の
様
子
は
『
比
叡
と
熊
野
』
と
い
う
随

筆
集
に
詳
し
く
書
か
れ
て
い
る
。
寺
の
ま
わ
り
で
鳴

く
さ
ま
ざ
ま
な
鳥
の
声
を
響
か
せ
な
が
ら
、
孝
太
郎

と
い
う
老
い
た
男
の
姿
を
い
き
い
き
と
描
い
て
い
る
。

彼
は
貧
し
く
、
普
段
は
酒
を
買
う
に
も
難
儀
を
し
て

い
た
。
牧
水
か
ら
ふ
る
ま
わ
れ
た
酒
を
飲
み
つ
つ
、

ど
う
せ
私
も
既も

う
長
い
事
は
無
い
し
、
い
つ
か

一
度
思
ふ
存
分
飲
ん
で
見
度
い
と
思
つ
て
ゐ
た

が
、
矢
つ
張
り
阿
彌
陀
様
の
お
蔭
か
し
て
今
日

旦
那
に
逢
つ
て
斯こ

ん
な
難あ
り

有が
た

い
こ
と
は
無
い
、

毎
朝
私
は
御
燈
明
を
上
げ
な
が
ら
、
決
し
て
長

生
き
を
し
よ
う
と
は
思
は
な
い
、
い
つ
死
ん
で

も
い
い
が
、
唯
だ
ど
う
か
ぽ
つ
く
り
と
死
な
し

て
下
さ
れ
と
そ
れ
ば
か
り
祈
つ
て
ゐ
た
の
で
あ

る
が
、
こ
の
分
で
は
も
う
今
夜
死
ん
で
も
憾う
ら

み

は
無
い
、
な
ど
と
言
ひ
な
が
ら
眼
に
は
涙
を
浮

べ
て
居
る
。

と
感
激
す
る
の
で
あ
る
。
痛
ま
し
く
、
悲
し
い
酒
で

あ
る
。

　

私
は
京
都
に
住
ん
で
い
る
が
、
牧
水
が
泊
ま
っ
た

と
い
う
山
寺
を
訪
ね
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
一
度
見

て
み
た
い
と
思
い
、
今
年
の
正
月
の
三
日
に
、
比
叡

山
に
登
る
こ
と
に
し
た
。
以
前
は
子
ど
も
を
連
れ
て

よ
く
登
っ
て
い
た
の
だ
が
、
仕
事
が
忙
し
い
せ
い
も

あ
っ
て
、
こ
の
数
年
は
山
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
い
た
。
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私
の
住
ん
で
い
る
の
は
比
叡
山
の
ふ
も
と
で
、
修
学

院
駅
と
い
う
小
さ
な
駅
に
近
い
。
東
に
向
か
っ
て
し

ば
ら
く
歩
く
と
、
き
ら
ら
坂
と
い
う
山
道
に
出
る
。

そ
こ
を
ず
っ
と
登
っ
て
い
く
と
、
延
暦
寺
ま
で
行
け

る
の
で
あ
る
。
山
に
刻
ま
れ
た
細
い
谷
の
間
を
縫
い
、

急
な
坂
が
ず
っ
と
続
く
。
日
頃
の
運
動
不
足
が
た

た
っ
て
、
ず
い
ぶ
ん
辛
か
っ
た
。
冬
な
の
に
暖
か
な

日
で
、
汗
が
だ
ら
だ
ら
と
首
筋
か
ら
落
ち
る
。
二
時

間
ほ
ど
ゆ
っ
く
り
と
登
っ
て
、
よ
う
や
く
延
暦
寺
の

西
塔
と
呼
ば
れ
る
区
域
に
た
ど
り
着
く
。

　

牧
水
は『
比
叡
と
熊
野
』
で
、

こ
の
×
×
院
と
い
ふ
の
は
比
叡
の
山
中
に
残
つ

て
ゐ
る
十
六
七
の
古
寺
の
う
ち
、
最
も
奥
に
在

つ
て
、
ま
た
最
も
廃
れ
た
寺
で
あ
つ
た
。

と
書
い
て
い
る
。
な
ぜ
牧
水
が
伏
せ
字
に
し
た
の
か

は
不
明
で
あ
る
が
、
当
時
の
書
簡
な
ど
か
ら
、
本
覚

院
と
い
う
寺
で
あ
る
こ
と
は
分
か
っ
て
い
る
。
大
悟

法
利
雄
の
『
若
山
牧
水
伝
』
に
も
、
西
塔
の
本
覚
院

で
あ
る
こ
と
は
明
記
さ
れ
て
い
る
。
孝
太
郎
が
詮
索

さ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
て
、
牧
水
は
寺
の
名
前
を
書
か

な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

本
覚
院
に
つ
い
て
は
、
武た
け

覚か
く

超ち
ょ
う『
比
叡
山
諸
堂
史

の
研
究
』（
平
成
二
○
年�

法
蔵
館
）
と
い
う
本
で
調

べ
る
こ
と
が
で
き
た
。
た
だ
、
あ
ま
り
詳
し
い
こ
と

は
分
か
ら
な
い
。

上
古
に
は
妙
法
院
と
号
し
、
良
源
初
登
山
後
の

住
坊
と
伝
え
て
い
る
。
鎌
倉
期
の
慈
恵
大
師
木

像
（
重
文
）
を
本
尊
と
し
、
現
在
は
天
台
宗
教

学
規
程
第
九
条
の
二
に
定
め
る
公
募
に
よ
る
僧

侶
養
成
の
修
練
道
場
と
し
て
「
叡
山
学
寮
」
が

置
か
れ
て
い
る
。（
傍
線
は
筆
者
）

と
あ
る
の
み
で
あ
る
。
良
源
は
九
一
二
年
の
生
ま
れ

で
、
十
二
歳
で
比
叡
山
に
上
り
、
仏
門
に
入
っ
た
と

言
わ
れ
て
い
る
。
火
災
に
よ
っ
て
荒
廃
し
て
い
た
延

暦
寺
を
復
興
さ
せ
た
「
中
興
の
祖
」
と
し
て
知
ら
れ

る
人
物
で
あ
る
。
余
談
で
あ
る
が
「
お
み
く
じ
」
の

創
始
者
が
、
良
源
で
あ
る
と
い
う
説
も
あ
る
そ
う
だ
。

慈
恵
大
師
と
は
、
良
源
が
死
後
に
朝
廷
か
ら
お
く
ら

れ
た
諡
号
。
牧
水
が
寝
泊
ま
り
し
て
い
た
近
く
に
、

鎌
倉
期
の
慈
恵
大
師
の
木
像
は
置
か
れ
て
い
た
の
だ

ろ
う
か
。
一
三
七
九
年
以
前
に
成
立
し
た
『
叡
岳
要

記
』
に
、「
妙
法
院
」
と
い
う
名
が
出
て
く
る
そ
う
で
、

非
常
に
古
い
寺
で
あ
る
こ
と
は
確
か
だ
が
、
現
在
の

堂
宇
が
い
つ
建
て
ら
れ
た
の
か
は
よ
く
分
か
ら
な
い

よ
う
で
あ
る
。

　

牧
水
の『
比
叡
と
熊
野
』
に
戻
る
。

　

滋
賀
県
の
坂
本
か
ら
登
っ
て
き
た
彼
は
、
山
上
の

宿
院
で
一
泊
す
る
。
お
そ
ら
く
現
在
の
延
暦
寺
会
館

あ
た
り
だ
ろ
う
（
こ
こ
に
は
今
で
も
一
般
の
人
が
宿

泊
で
き
る
）。
そ
こ
を
追
い
払
わ
れ
た
彼
は
、
一
・
五

キ
ロ
ほ
ど
離
れ
た
浄
土
院
（
最
澄
の
御
廟
所
）
ま
で

歩
い
て
い
こ
う
と
し
て
い
た
。
道
ば
た
に
茶
店
が
あ

り
、
そ
こ
の
人
の
い
い
酒
飲
み
の
老
爺
（
前
述
の
孝

太
郎
と
は
別
人
）
と
話
し
て
い
る
う
ち
に
、
本
覚
院

を
教
え
て
も
ら
っ
た
の
だ
っ
た
。
泊
ま
れ
る
か
ど
う

か
、
娘
に
問
い
合
わ
せ
を
さ
せ
る
の
で
、
し
ば
ら
く

待
っ
て
い
て
ほ
し
い
と
老
爺
は
言
う
。

　

牧
水
は
、

雀
一
羽
降
り
て
ゐ
ぬ
、
静
か
な
浄
土
院
の
庭
に

は
泉
水
に
水
が
吹
き
上
げ
て
、
そ
の
側わ
き

に
石し
ゃ

楠く
な

木げ

が
美
し
く
咲
い
て
ゐ
た
。

と
書
い
て
い
る
が
、
私
が
見
て
い
る
冬
の
浄
土
院
も
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比叡山延暦寺 釈迦堂（比叡山延暦寺 提供）

ひ
っ
そ
り
と
し
て
い
て
、
白
砂
に
波
紋
の
よ
う
な
輪

が
く
っ
き
り
と
描
か
れ
て
い
る
の
が
印
象
的
で
あ
っ

た
。
そ
の
後
、
牧
水
は
比
叡
の
頂
上
に
登
っ
て
時
間

つ
ぶ
し
を
し
て
、
茶
店
に
戻
っ
て
い
っ
た
。
霧
や
雲

が
立
ち
こ
め
、
し
ば
し
ば
青
空
が
見
え
る
、
と
い
う

天
気
だ
っ
た
よ
う
だ
。

　

話
が
ま
と
ま
り
、
牧
水
は
茶
店
の
老
爺
に
連
れ
ら

れ
、
本
覚
院
に
向
か
っ
た
。
も
う
夕
暮
れ
が
近
い
こ

ろ
だ
っ
た
ろ
う
。

や
が
て
そ
の
爺
さ
ん
に
案
内
せ
ら
れ
て
私
は
渓

の
方
へ
降
り
て
行
つ
た
。
今
ま
で
の
処
よ
り
杉

は
い
よ
い
よ
古
く
、
径
は
段
々
細
く
な
つ
た
。

そ
し
て
、
な
か
な
か
遠
い
。
随
分
遠
い
の
だ
な

と
い
ふ
と
、
な
ァ
に
今
の
茶
店
か
ら
七
町
し
か

無
い
と
い
ふ
。
近
所
に
他
に
お
寺
で
も
あ
る
の

か
と
聞
く
と
、
釈
迦
堂
が
一
番
近
い
が
其
処
に

は
人
が
ゐ
な
い
の
だ
か
ら
先
づ
一
軒
だ
ち
の
様

な
も
の
だ
と
い
ふ
。

　

こ
の
文
章
を
読
む
と
、
深
山
幽
谷
に
あ
る
寺
に
連

れ
て
い
か
れ
た
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
。
し
か
し
、

茶
店
か
ら
七
町
（
八
〇
〇
メ
ー
ト
ル
弱
）
く
ら
い
で
、

そ
ん
な
に
遠
い
わ
け
で
は
な
い
。
現
在
の
道
と
、
牧

水
の
こ
ろ
の
道
と
で
は
、
広
さ
が
違
っ
て
い
る
の
か

も
し
れ
な
い
が
、
今
歩
い
て
み
る
と
、
そ
れ
ほ
ど
細

い
感
じ
も
し
な
い
。
比
叡
山
に
よ
く
あ
る
山
道
と
、

そ
う
変
わ
り
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

釈
迦
堂
は
、
重
要
文
化
財
に
な
っ
て
い
る
大
き
な

御
堂
で
、
ゆ
っ
た
り
と
広
が
っ
た
屋
根
が
美
し
い
。

そ
の
正
面
右
手
に
細
い
道
が
あ
り
、
五
分
ほ
ど
歩
く

と
本
覚
院
に
着
く
の
で
あ
る
。

　

釈
迦
堂
の
近
く
に
は
牧
水
の
歌
碑
が
立
っ
て
お
り
、

比ひ

叡え

山や
ま

の
古
り
ぬ
る
寺
の
木
が
く
れ
の
庭
の
筧
か
け
ひ

を
聞
き
つ
つ
眠
る

と
い
う
一
首
が
刻
ま
れ
て
い
る
。

　

こ
の
歌
碑
は
、
本
覚
院
へ
行
く
道
と
は
違
う
道
に

建
て
ら
れ
て
お
り
、
歌
碑
の
ま
わ
り
で
本
覚
院
を
探

し
て
も
見
つ
か
ら
な
く
て
、
戸
惑
っ
て
し
ま
う
。
私

も
う
ろ
う
ろ
す
る
こ
と
に
な
っ
て
、
大
変
焦
っ
た
。

一
度
、
釈
迦
堂
の
ほ
う
に
戻
る
と
、「
叡
山
学
寮
」
と

い
う
立
札
が
あ
る
。
先
に
も
書
い
た
よ
う
に
、
本
覚

院
は
今
で
は
「
叡
山
学
寮
」
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る

の
だ
っ
た
。
そ
こ
の
道
を
歩
い
て
い
く
と
、
ほ
ど
な

く
小
さ
な
寺
が
見
え
て
く
る
。

　

牧
水
が
山
奥
の
寺
の
よ
う
に
書
い
た
の
は
、
少
し

脚
色
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
も
ち
ろ
ん
、
夜
に
な

れ
ば
、
こ
こ
は
非
常
に
深
い
闇
の
中
に
な
る
の
は
確

か
だ
ろ
う
。
た
だ
、
牧
水
が
初
め
に
泊
ま
っ
た
宿
院

か
ら
、
本
覚
院
は
そ
う
遠
く
離
れ
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
。
二
キ
ロ
弱
ほ
ど
の
平
坦
な
山
道
で
つ
な
が
れ

て
い
る
。
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本　　覚　　院　　中　庭　（筆者 提供）

な
る
ほ
ど
四
方
を
深
い
木
立
に
距へ
だ

て
ら
れ
た
一

軒
だ
ち
の
寺
で
あ
つ
た
。
外
見
は
如
何
に
も
壮

大
な
堂
宇
だ
が
、
中
に
入
つ
て
見
る
と
、
そ
の

荒
れ
て
ゐ
る
の
が
著
し
く
眼
に
付
く
。
こ
の
部

屋
を
兎
に
角
掃
除
し
て
お
い
た
か
ら
、
と
言
は

れ
て
或
る
部
屋
に
入
つ
て
行
く
と
畳
は
じ
め
じ

め
と
足
に
触
れ
て
、
真
中
の
囲
炉
裡
に
は
火
が

山
の
様
に
熾お
こ

つ
て
居
た
。

　

牧
水
は
「
外
見
は
如
何
に
も
壮
大
な
堂
宇
」
と
書

い
て
い
る
け
れ
ど
も
、
私
は
小
じ
ん
ま
り
と
し
た
印

象
を
受
け
た
。
建
物
の
配
置
は
、
上
か
ら
見
る
と
ア

ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
「
Ｆ
」
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

縦
線
に
あ
た
る
部
分
が
、
寮
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る

ら
し
い
。
し
か
し
、
今
は
誰
も
い
な
い
よ
う

で
、
ひ
ど
く
荒
れ
て
い
る
。
草
履
な
ど
が
、

外
に
あ
る
靴
箱
の
中
に
無
雑
作
に
突
っ
込
ま

れ
て
い
る
。
ガ
ラ
ス
の
向
こ
う
に
質
素
な
部

屋
が
見
え
る
の
だ
が
、
人
の
気
配
は
ま
っ
た

く
な
い
。

　
「
Ｆ
」
の
下
の
横
線
が
正
面
玄
関
の
あ
る

建
物
で
、
そ
こ
か
ら
渡
り
廊
下
が
伸
び
て
、

奥
に
あ
る
離
れ
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。「
Ｆ
」

の
上
の
横
線
に
あ
た
る
部
分
で
あ
る
。
た
だ
、

渡
り
廊
下
も
途
中
で
崩
れ
て
お
り
、
ス
リ
ッ

パ
の
片
方
だ
け
が
投
げ
出
さ
れ
て
い
る
。
無

断
で
入
る
の
は
良
く
な
い
の
だ
が
、
建
物
の

た
う
と
う
雨
は
本
降
り
と
な
つ
た
。
あ
ま
り
の

音
の
す
さ
ま
じ
さ
に
縁
側
に
出
て
見
る
と
、
庭

さ
き
か
ら
直
ぐ
立
ち
並
ん
だ
深
い
杉
の
木
立
の

中
へ
さ
ん
さ
ん
と
降
り
注
ぐ
雨
脚
は
一
帯
に
た

だ
見
渡
さ
れ
て
、
木
立
か
ら
木
立
の
梢
に
か
け

て
濛
々
と
水
煙
が
立
ち
靡
い
て
ゐ
る
。

裏
側
に
回
っ
て
み
る
。「
Ｆ
」
の
上
方
に
あ
た
る
と
こ

ろ
は
深
い
谷
に
な
っ
て
お
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
草
木
が

生
い
茂
っ
て
い
る
。
離
れ
の
中
を
の
ぞ
き
こ
む
と
、

古
び
た
畳
が
敷
か
れ
て
い
る
。
こ
の
寺
に
泊
ま
る
客

は
こ
こ
に
寝
て
い
た
よ
う
な
感
じ
が
す
る
。

　

離
れ
と
玄
関
の
あ
る
建
物
の
間
に
は
、
小
さ
な
坪

庭
が
あ
る
。
牧
水
の
歌
に
「
庭
の
筧
を
聞
き
つ
つ
眠

る
」
と
あ
っ
た
が
、
筧
は
こ
こ
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
枯
れ
草
が
群
が
っ
て
い
て
、
そ
れ
は
ど
こ

に
あ
る
の
か
分
か
ら
な
か
っ
た
。
無
惨
に
朽
ち
果
て

て
い
る
が
、
大
き
な
庭
石
や
手
水
鉢
な
ど
が
あ
ち
こ

ち
に
置
か
れ
て
い
て
、
か
つ
て
の
庭
の
面
影
は
か
す

か
に
残
っ
て
い
た
。
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こ
の
よ
う
に
牧
水
は
書
い
て
い
る
の
だ
が
、
離
れ

に
は
坪
庭
に
向
か
っ
て
縁
側
が
あ
り
、
そ
こ
に
立
て

ば
、
周
囲
の
深
い
杉
木
立
を
見
渡
す
こ
と
が
で
き
る
。

建
物
が
当
時
か
ら
建
て
替
え
ら
れ
て
い
る
可
能
性
も

あ
る
の
だ
が
、
牧
水
は
こ
の
縁
側
に
立
っ
て
い
た
の

か
も
し
れ
な
い
。
私
は
、
カ
メ
ラ
の
シ
ャ
ッ
タ
ー
を

切
っ
た
。

　

た
だ
、
牧
水
の
文
章
に
は
不
思
議
に
思
わ
れ
る
と

こ
ろ
も
あ
る
。

私
は
杉
の
木
立
と
木
立
と
の
間
に
遙
か
に
光
る

も
の
を
見
出
し
た
。
麓
の
琵
琶
湖
で
あ
る
。
何

処
か
ら
何
処
ま
で
と
そ
の
周
囲
も
解
ら
な
い
が
、

兎
に
角
朧
お
ぼ
ろ

々お
ぼ
ろと
そ
の
水
面
の
一
部
が
輝
い
て

ゐ
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
本
覚
院
か
ら
琵
琶
湖
ま
で
、
直
線
距
離

で
七
キ
ロ
近
く
も
あ
り
、
襞
の
よ
う
な
山
並
み
が
ず

っ
と
続
い
て
い
る
の
で
あ
る
。五
月
で
あ
れ
ば
、木
々

の
新
緑
も
茂
っ
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。
琵
琶
湖
が
見

え
る
ポ
イ
ン
ト
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
地
図
で
調

べ
て
み
る
と
、
不
可
能
で
は
な
さ
そ
う
だ
が
…
…
。

　

牧
水
は
、
妻
の
若
山
喜
志
子
宛
て
の
書
簡
に
も
、

僕
の
居
る
部
屋
か
ら
は
老
杉
の
間
を
す
か
し
て

居
な
が
ら
に
琵
琶
湖
の
一
部
を
見
る
こ
と
が
出

来
る�

（
五
月
二
〇
日
）

と
書
い
て
い
る
の
で
、
虚
構
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
。

　

当
時
は
ま
だ
高
く
伸
び
て
い
な
い
木
も
あ
っ
た
は

ず
だ
か
ら
、
ち
ょ
う
ど
隙
間
を
通
し
て
琵
琶
湖
が
見

え
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
残
念
な
が
ら
、
私
は

琵
琶
湖
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

　

牧
水
は
、
本
覚
院
に
聞
こ
え
て
く
る
さ
ま
ざ
ま
な

鳥
の
鳴
き
声
の
こ
と
を
書
き
記
し
て
い
る
。
カ
ッ
コ

ウ
、
ホ
ト
ト
ギ
ス
、
筒
鳥
、
そ
し
て
名
前
を
知
ら
ぬ

鳥
の
声
に
、
牧
水
は
ひ
た
す
ら
耳
を
傾
け
て
い
る
。

歌
集『
く
ろ
土
』
に
は
、「
比
叡
山
に
て
」
と
い
う
章

が
あ
り
、
鳥
を
詠
ん
だ
歌
が
い
く
つ
も
収
め
ら
れ
て

い
る
。
数
首
を
引
い
て
お
き
た
い
。

を
ち
こ
ち
に
啼な

き
移
り
ゆ
く
筒つ
つ

鳥ど
り

の
さ
び
し
き

聲こ
ゑ

は
谷
に
ま
よ
へ
り

啼
く
聲
の
や
が
て
は
わ
れ
の
聲
か
と
も
お
も
は

る
る
聲
に
筒
鳥
は
啼
く

う
ち
な
ら
び
晝ひ
る

の
ひ
か
り
に
立
つ
杉
の
鉾ほ
こ

杉す
ぎ

が

く
り
ほ
と
と
ぎ
す
啼
く

あ
り
し
日
の
若
か
り
し
わ
が
心
に
も
し
ば
し
は

か
へ
れ
ほ
と
と
ぎ
す
啼
く

　

筒
鳥
は
ポ
ポ
、
ポ
ポ
と
、
筒
を
打
つ
よ
う
な
声
で

鳴
く
そ
う
で
あ
る
が
、
牧
水
は
そ
れ
を
「
さ
び
し
き

聲
」
と
捉
え
た
。
そ
し
て
二
首
目
の
よ
う
に
、「
わ
れ

の
聲
か
と
も
」
思
わ
れ
た
と
表
現
し
て
い
る
。
牧
水

は
鳥
と
一
体
化
し
、
生
き
る
寂
し
さ
を
歌
っ
て
い
た

の
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
し
て
も
二
首
目
は
、「
聲
」
を
三
回
繰
り
返

し
、「
啼
く
」
を
二
回
繰
り
返
す
と
い
う
破
格
の
表
現

で
あ
る
。
短
歌
で
繰
り
返
し
表
現
を
用
い
る
と
、
音

数
が
限
ら
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
だ
け
言
葉
の
種
類

が
少
な
く
な
る
。
つ
ま
り
、
シ
ン
プ
ル
に
な
っ
て
い

く
わ
け
で
あ
る
。
歌
の
言
葉
は
非
常
に
単
純
で
あ
る

が
、
深
い
思
い
が
に
じ
み
出
し
て
い
る
。
こ
う
し
た

簡
明
で
奥
行
き
の
あ
る
歌
を
、
牧
水
は
『
く
ろ
土
』

で
生
み
出
そ
う
と
し
て
い
た
。

　

三
首
目
は
杉
の
中
に
隠
れ
て
鳴
い
て
い
る
ホ
ト
ト

ギ
ス
を
歌
っ
て
い
る
。
杉
の
立
ち
並
ぶ
比
叡
の
山
の

雰
囲
気
が
よ
く
伝
わ
っ
て
く
る
歌
だ
。

　

四
首
目
は
、
も
う
若
く
は
な
い
自
己
を
意
識
し
た

歌
で
あ
る
。
し
か
し
、
過
ぎ
去
っ
た
若
い
心
に
「
し

ば
し
は
か
へ
れ
」
と
歌
っ
て
い
る
。
ホ
ト
ト
ギ
ス
の
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声
は
、
遠
い
日
の
激
し
い
恋
心
な
ど
を
呼
び
戻
す
も

の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

鳥
の
声
は
、
牧
水
の
心
を
映
し
出
し
、
揺
り
動
か

し
て
ゆ
く
存
在
で
あ
っ
た
。

　

同
じ
一
連
で
、
本
覚
院
の
生
活
は
次
の
よ
う
に
歌

わ
れ
て
い
る
。

筧か
け
ひよ

り
水
を
ひ
き
つ
つ
火
焚
き
つ
つ
み
づ
か
ら

わ
か
す
風
呂
の
た
の
し
さ

板
の
間
の
ひ
ろ
き
真
な
か
に
据
ゑ
ら
れ
し
ひ
と

つ
の
膳
に
行
き
て
坐
る
か
も

虎い
た
ど
り杖
の
わ
か
き
を
ひ
と
夜
鹽し
ほ

に
漬
け
て
あ
く
る

朝あ
さ

食
ふ
熱
き
飯
に
そ
へ

酒
買
ひ
に
爺ぢ
い

を
や
り
お
き
裏
山
に
山さ
ん

椒し
よ

つ
み
を

れ
ば
独う

活ど

を
見
つ
け
た
り

　

自
分
で
風
呂
を
沸
か
し
、
山
の
野
草
を
取
っ
て
き

て
食
べ
る
と
い
う
、
自
給
自
足
に
近
い
生
活
の
お
も

し
ろ
さ
が
歌
わ
れ
て
い
る
。
質
素
な
暮
ら
し
だ
が
、

自
分
の
手
を
使
っ
て
生
き
て
い
る
喜
び
が
、
弾
む
よ

う
に
伝
わ
っ
て
く
る
。
四
首
目
は
特
に
ユ
ー
モ
ラ
ス

で
、
山
椒
を
摘
ん
で
い
た
ら
、
独
活
ま
で
見
つ
か
っ

た
と
い
う
心
躍
り
が
、
軽
快
な
リ
ズ
ム
で
歌
わ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

　
「
そ
の
寺
男
、
わ
れ
に
ま
さ
れ
る
酒
ず
き
に
て
家

を
も
妻
を
も
酒
の
た
め
に
失
ひ
し
と
ぞ
」
と
い
う
詞

書
を
つ
け
て
、
本
覚
院
の
老
爺
を
、
牧
水
は
こ
う
歌

っ
て
い
る
。

言
葉
さ
へ
咽の

喉ど

に
つ
か
へ
て
よ
う
い
は
ぬ
こ
の

酒
ず
き
を
酔ゑ
は
せ
ざ
ら
め
や

酒
に
代
ふ
る
い
の
ち
も
な
し
と
泣
き
笑
ふ
こ
の

ゑ
ひ
ど
れ
を
酔
は
せ
ざ
ら
め
や

　
「
酔
は
せ
ざ
ら
め
や
」
は「
酔
わ
さ
な
い
で
い
ら
れ

よ
う
か
、
い
や
酔
わ
せ
よ
う
」
と
い
う
意
味
。
牧
水

自
身
も
、
酒
に
よ
っ
て
身
を
滅
ぼ
す
寸
前
ま
で
突
き

進
ん
だ
こ
と
が
あ
る
。
若
き
日
に
園
田
小
夜
子
に
失

恋
し
た
と
き
は
、

な
ほ
耐
ふ
る
わ
れ
の
身か
ら
だ體

を
つ
ら
に
く
み
骨
も

と
け
よ
と
酒
を
む
さ
ぼ
る�

『
路�

上
』

と
、
酒
に
よ
っ
て
自
分
の
身
を
破
壊
し
よ
う
と
さ
え

し
た
の
だ
っ
た
。
酒
の
た
め
に
家
族
も
財
産
も
失
っ

た
老
爺
は
、
も
し
か
し
た
ら
自
分
も
こ
ん
な
人
生
を

送
っ
た
か
も
し
れ
な
い
と
思
わ
せ
る
よ
う
な
存
在
で

あ
っ
た
。

　
「
言
葉
さ
へ
咽
喉
に
つ
か
へ
て
よ
う
い
は
ぬ
」
と

い
う
表
現
が
哀
し
い
。
牧
水
に
は
、
自
ら
を
表
現
す

る
た
め
の
〈
言
葉
〉
が
あ
る
が
、
こ
の
老
人
は
言
い

た
い
こ
と
も
言
え
ず
に
生
き
て
き
た
の
で
あ
る
。
ほ

と
ん
ど
話
さ
ず
、
静
か
な
酒
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
が
、

老
人
の
悲
し
み
を
、
牧
水
は
し
っ
か
り
と
受
け
止
め

て
い
た
。
他
者
の
沈
黙
を
じ
っ
と
〈
聴
く
〉
こ
と
が

で
き
る
と
こ
ろ
に
、
牧
水
と
い
う
人
間
の
大
き
な
魅

力
が
あ
る
。

　

牧
水
は
老
爺
が
酒
を
飲
む
の
を
止
め
た
り
は
し
な

い
。
も
し
か
し
た
ら
死
ぬ
か
も
し
れ
な
い
が
、
好
き

な
だ
け
飲
ま
せ
て
や
ろ
う
と
す
る
。
生
き
る
と
は
、

な
る
よ
う
に
し
か
な
ら
な
い
も
の
な
の
だ
。
牧
水
の

人
生
観
が
こ
こ
に
現
れ
て
い
る
気
が
す
る
。
夜
の
山

か
ら
は
、
フ
ク
ロ
ウ
の
声
が
聞
こ
え
て
い
た
か
も
し

れ
な
い
。

　

し
か
し
、
そ
う
し
て
暮
ら
し
て
い
る
う
ち
に
、

困
っ
た
こ
と
が
出
て
き
た
。
久
し
ぶ
り
に
酒
を
飲
ん

だ
老
爺
は
、
今
ま
で
忘
れ
て
い
た
酒
の
味
を
思
い
出

し
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
今
は
牧
水
が
い
る
か
ら
、
酒

を
買
っ
て
も
ら
え
る
。
ま
た
、
瓶
詰
の
肉
類
な
ど
も
、

お
つ
ま
み
と
し
て
食
べ
さ
せ
て
も
ら
っ
て
い
た
。
し

か
し
彼
が
い
な
く
な
っ
た
ら
、
も
う
酒
が
飲
め
な
い
。

本
覚
院
で
は
現
金
の
報
酬
を
ほ
と
ん
ど
も
ら
っ
て
い

な
か
っ
た
ら
し
い
。
し
か
し
、
別
の
寺
に
働
き
に
行

け
ば
、
お
金
を
も
ら
え
る
と
い
う
。
そ
こ
で
老
爺
は
、

本
覚
院
を
出
て
、
別
の
寺
に
行
く
こ
と
を
決
心
し
た

ら
し
い
。

　

牧
水
は
、
本
覚
院
の
住
職
が
困
る
の
で
は
な
い
か
、

と
心
配
す
る
の
だ
が
、
老
爺
は
今
ま
で
ケ
チ
な
こ
と

を
し
て
き
た
住
職
が
悪
い
の
だ
、
と
言
い
出
し
、
忠

告
を
聞
か
な
い
。
今
ま
で
抑
制
さ
れ
て
き
た
老
爺
の

欲
心
を
、
牧
水
の
贅
沢
が
、
再
び
掻
き
立
て
る
こ
と
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に
な
っ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　

牧
水
に
会
わ
ず
、
酒
を
飲
ま
な
い
ま
ま
に
死
ん
で

い
く
ほ
う
が
幸
せ
だ
っ
た
の
か
。
そ
れ
と
も
好
き
な

酒
を
飲
み
な
が
ら
死
ぬ
ほ
う
が
良
い
の
か
。
牧
水
の

心
に
、
こ
の
老
爺
は
不
思
議
な
影
を
残
し
て
い
っ
た

に
違
い
な
い
。

　

最
後
の
夜
は
、
茶
店
の
老
人
も
呼
び
、
三
人
で
宴

会
を
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
食
べ
物
や
酒
を
、
山
の

麓
で
た
く
さ
ん
買
っ
て
き
て
、
囲
炉
裏
を
か
こ
ん
で

飲
み
始
め
た
と
い
う
。

矢
張
り
爺
さ
ん
達
の
方
が
先
に
酔
つ
て
、
私
は

空
し
く
二
人
の
酔
ひ
ぶ
り
を
見
て
居
る
様
な
事

に
な
つ
た
。
そ
し
て
、
口
も
利
け
な
く
な
つ
た
、

両ふ
た
り個
の
爺
さ
ん
が
よ
れ
つ
も
つ
れ
つ
し
て
酔
つ

て
ゐ
る
の
を
見
て
、
楽
し
い
と
も
悲
し
い
と
も

知
れ
ぬ
感
じ
が
身
に
湧
い
て
、
私
は
た
び
た
び

涙
を
飲
み
込
ん
だ
。

　

と
て
も
分
か
る
の
だ
が
、
な
ぜ
そ
う
思
う
の
か
、

言
葉
に
は
う
ま
く
表
せ
な
い
感
情
で
あ
る
。
人
間
の

弱
さ
や
脆
さ
、
し
か
し
そ
れ
を
酒
に
溶
か
し
込
み
な

が
ら
生
き
て
い
く
し
か
な
い
こ
と
を
、
二
人
の
老
人

を
見
な
が
ら
、
牧
水
は
噛
み
し
め
て
い
た
の
で
あ
ろ

う
。
人
間
は
悲
し
く
も
可
笑
し
い
も
の
で
、
自
分
も

そ
の
一
人
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

　

た
だ
牧
水
は
、
四
十
四
歳
で
亡
く
な
っ
て
い
る
か

ら
、
あ
と
十
年
の
余
命
し
か
持
っ
て
い
な
か
っ
た
。

酒
飲
み
の
老
人
た
ち
と
同
じ
よ
う
な
老
い
を
迎
え
ら

れ
な
か
っ
た
こ
と
が
、
現
在
の
眼
で
読
ん
で
い
る
と
、

ひ
ど
く
哀
切
に
感
じ
ら
れ
る
。

翌
日
、
早
朝
か
ら
転ひ
っ
こ
し居
を
す
る
筈
の
孝
太
爺
は

私
に
別
れ
か
ね
て
せ
め
て
麓
ま
で
と
八や

瀬せ

村
ま

で
送
つ
て
来
た
。
其
処
で
尚
ほ
別
れ
か
ね
、
た

う
と
う
京
都
ま
で
送
つ
て
来
た
。

京
都
で
の
別
れ
は
一
層
つ
ら
か
つ
た
。

　

私
も
、
八や

瀬せ

へ
と
降
り
る
道
を
歩
い
て
み
た
。
本

覚
院
か
ら
、
黒
谷
青
龍
寺
を
通
っ
て
、
京
都
の
北
に

あ
る
八
瀬
へ
降
り
る
山
道
が
あ
る
の
で
あ
る
。
急
な

と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
ほ
ぼ
一
本
道
な
の
で
、
わ
り
あ

い
歩
き
や
す
い
。
だ
い
た
い
二
・
五
キ
ロ
く
ら
い
だ

ろ
う
か
。
た
だ
、
老
齢
の
孝
太
郎
に
と
っ
て
は
、
か

な
り
大
変
な
道
で
あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
も
、
牧
水
と

別
れ
た
後
は
、
再
び
登
っ
て
寺
に
帰
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
だ
か
ら
。

　

八
瀬
か
ら
は
、
今
で
は
バ
ス
が
出
て
い
て
、
京
都

の
中
心
ま
で
は
一
時
間
足
ら
ず
で
行
く
こ
と
が
で
き

る
。
だ
が
、
牧
水
は
こ
こ
か
ら
長
い
道
の
り
を
歩
い

て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
。
昔
の
人
々
は
ま
こ
と
に
健
脚

だ
っ
た
。
半
日
の
山
歩
き
で
、
く
た
く
た
に
な
っ
た

足
で
山
道
を
下
り
な
が
ら
、
私
は
そ
う
思
っ
た
。

　

私
が
八
瀬
の
集
落
に
降
り
て
き
た
の
は
、
午
後
五

時
過
ぎ
で
、
か
な
り
暗
く
な
っ
て
い
た
。
十
分
後
に

や
っ
て
き
た
京
都
バ
ス
に
乗
り
込
む
。「
神み

子こ

ヶ
渕
」

「
九く
ず
り
ゅ
う

頭
龍
弁
天
前
」
と
い
っ
た
、
何
か
い
わ
く
あ
り

げ
な
名
前
の
バ
ス
停
が
、
つ
ぎ
つ
ぎ
に
過
ぎ
て
い
く
。

車
窓
の
外
は
、
も
う
深
い
冬
の
闇
と
な
っ
て
い
る
。

牧
水
と
別
れ
た
後
、
伊
藤
孝
太
郎
と
い
う
名
の
老
人

が
ど
う
な
っ
た
の
か
、
今
で
は
も
う
調
べ
よ
う
も
な

い
だ
ろ
う
。
百
年
ほ
ど
の
時
間
の
中
で
、
人
間
の
存

在
は
あ
っ
と
い
う
間
に
埋
も
れ
て
い
き
、
名
前
だ
け

が
、
か
す
か
に
残
っ
て
い
く
。
そ
れ
は
闇
の
中
に
浮

か
ぶ
小
さ
な
灯
り
の
よ
う
だ
っ
た
。

［
筆
者
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
］　
よ
し
か
わ　

ひ
ろ
し

　

昭
和
四
十
四
年
、
宮
崎
県

東
郷
町
生
れ
。
同
六
十
二
年
、

「
京
大
短
歌
」に
参
加
。「
塔
」

入
会
。
現
在
、
主
宰
。
平
成

六
年
「
妊
娠
・
出
産
を
め
ぐ

る
人
間
関
係
の
変
容�

―�

男

性
歌
人
を
中
心
に
」
で
第
十

二
回
現
代
短
歌
評
論
賞
、
同
八
年
『
青
蝉
』
で
第
四
十
回
現

代
歌
人
協
会
賞
、
同
十
三
年
『
夜
光
』
で
第
九
回
な
が
ら
み

現
代
短
歌
賞
、
同
十
七
年
「
死
と
塩
」
で
第
四
十
一
回
短
歌

研
究
賞
、
同
十
八
年
『
海
雨
』
で
第
七
回
山
本
健
吉
文
学
賞

及
び
第
十
一
回
寺
山
修
司
短
歌
賞
、
同
二
十
五
年
『
燕
麦
』

で
第
十
一
回
前
川
佐
美
雄
賞
を
そ
れ
ぞ
れ
受
賞
。
そ
の
ほ
か

の
歌
集
に
『
曳
舟
』『
西
行
の
肺
』。
歌
書
に
『
い
ま
、
社
会

詠
は
』『
風
景
と
実
感
』『
対
峙
と
対
話
』
が
あ
る
。
京
都
市

左
京
区
在
住
。
平
成
二
十
七
年
十
月
に
開
催
し
た
第
六
十
二

回
「
沼
津
牧
水
祭
短
歌
大
会
」
の
講
師
。
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公
私
立
一
九
校
の
内
、
今
年
は
一
四
校
か
ら
一
七
一
二

首
の
作
品
が
寄
せ
ら
れ
た
が
、
幾
分
減
少
傾
向
の
見
ら

れ
る
の
が
気
掛
か
り
に
な
る
。
各
校
の
取
り
組
み
強
化

を
、
よ
り
お
願
い
し
た
い
。

　

作
品
の
審
査
結
果
、
特
選
一
〇
首
、
入
選
四
五
首
を

選
ん
だ
。
選
は
、
須
永
秀
生
、
青
木
朝
子
、
高
橋
公
子
、

曾
根
耕
一
が
担
当
し
た
。

　

特
選
作
品
に
つ
い
て

迎
え
火
の
煙
の
先
に
思
い
出
す
や
さ
し
き
祖
母
の

あ
り
し
日
の
顔�

青
島　

翼（
第
五
中
）

　

迎
え
火
の
煙
の
先
と
い
う
発
想
が
良
い
、
作
者
の
祖

母
を
偲
ぶ
優
し
い
気
分
の
溢
れ
た
作
品
に
な
っ
た
。

く
つ
の
ひ
も
し
っ
か
り
結
ん
で
い
ざ
試
合
日
頃
の

努
力
が
た
め
さ
れ
る
日
だ�

小
野
馨
大（
第
一
中
）

　

今
年
の
応
募
作
品
の
特
徴
は
、
部
活
の
作
品
が
多
く

て
特
選
歌
も
そ
れ
に
集
中
し
た
。
こ
の
作
品
は
、
部
活

動
に
取
組
む
作
者
の
決
意
が
あ
ふ
れ
て
い
る
。
靴
ひ
も

を
結
ぶ
と
い
う
具
体
的
な
表
現
が
良
い
。

身
構
え
る
僕
に
日
差
し
が
照
り
つ
け
て
テ
ニ
ス

コ
ー
ト
に
汗
が
し
た
た
る�

森
本
大
介（
大
岡
中
）

　

前
者
と
同
じ
よ
う
に
、
こ
れ
は
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
の
作

品
、
活
き
活
き
と
し
た
作
者
の
試
合
に
賭
け
る
緊
張
し

た
情
景
が
見
え
て
、
力
強
い
作
品
に
な
っ
た
。

｢

ヘ
イ
い
く
ぞ
！
」
球
場
に
響
く
コ
ー
チ
の
声
別

れ
の
瞬
間
今
よ
み
が
え
る�

飯
田　

均（
原
中
）

「
別
れ
の
瞬
間
」
と
い
う
の
は
、
コ
ー
チ
の
転
任
或
い

は
先
輩
と
の
別
れ
か
。
思
い
出
の
詰
ま
っ
た
作
品
で
あ

り
、
結
句
で
そ
れ
を
読
者
に
伝
え
る
巧
い
表
現
に
な
っ

た
。

ガ
ン
バ
レ
と
い
つ
も
応
援
送
り
つ
つ
い
つ
か
は
出

た
い
あ
の
ピ
ッ
チ
へ
と�

田
丸
朝
一（
第
三
中
）

｢

あ
の
ピ
ッ
チ｣

と
い
う
の
が
具
体
的
で
な
い
が
、
野

球
か
サ
ッ
カ
ー
の
試
合
と
思
い
た
い
。
作
者
の
願
望
が

籠
っ
た
素
直
な
歌
に
な
っ
た
。
試
合
を
見
な
が
ら
自
分

の
夢
を
重
ね
た
の
が
良
い
。

部
活
動
毎
日
通
い
一
年
半
〝
バ
ス
ケ
〟
と
書
い
て

〝
青
春
〟
と
読
む�

佐
藤
崇
政（
第
四
中
）

　

自
分
の
青
春
を
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
に
か
け
た
決
意
、

結
句
の
思
い
切
っ
た
比
喩
で
決
ま
っ
た
作
に
な
っ
た
が
、

部
活
動
に
通
い
続
け
た
し
ん
ど
い
気
持
ち
を
詠
う
方
法

も
あ
っ
た
と
思
う
。

｢
ヘ
イ
ワ
シ
ュ
ギ
」
く
ず
れ
か
け
て
る
日
本
は
ど

う
な
っ
て
い
く
世
界
の
中
で

�

鈴
木
萌
里（
第
三
中
）

　

日
本
の
社
会
に
関
心
を
も
っ
た
作
品
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
作
品
を
皆
が
歌
っ
て
ほ
し
い
。
そ
れ
は
中
学
生

と
し
て
の
視
野
を
広
げ
る
こ
と
に
な
る
。

帰
り
道
ガ
ー
ル
ズ
ト
ー
ク
に
盛
り
上
が
る
知
る
の

は
空
と
新
緑
の
木
々�
曽
我
実
咲（
第
五
中
）

　

新
し
い
流
行
語
を
使
っ
て
切
れ
の
よ
い
さ
っ
ぱ
り
と

し
た
作
品
で
あ
る
。

遠
い
な
ぁ
久
方
に
見
た
夏
空
の
ま
っ
す
ぐ
な
青
が

私
も
欲
し
い�

野
田
星
奈（
愛
鷹
中
）

　

大
人
に
は
、
こ
の
よ
う
な
作
品
は
詠
め
な
い
夢
が

あ
っ
て
、
中
学
生
ら
し
さ
が
素
直
に
表
現
さ
れ
た
。
結

句
の
願
望
が
良
く
決
ま
っ
た
。

妙
心
寺
ど
こ
に
い
た
っ
て
に
ら
ま
れ
る
い
け
な
い

こ
と
は
た
ぶ
ん
し
て
な
い�

山
本
ゆ
な（
静
浦
中
）

　

今
回
は
旅
行
詠
が
少
な
い
の
も
特
徴
だ
っ
た
が
、
こ

の
妙
心
寺
の
天
上
絵
と
睨
め
っ
こ
は
面
白
い
、
作
者
の

気
持
が
よ
く
詠
わ
れ
た
。

　

以
上　

特
選
歌
に
つ
い
て
触
れ
た
が
、
入
選
歌
も
特

選
に
し
た
い
作
品
も
何
首
か
あ
っ
た
。「
止
ま
ら
な
い
親

子
ゲ
ン
カ
が
ま
た
始
ま
る
私
反
抗
期
母
更
年
期
」「
授
業

中
い
つ
も
目
が
い
く
か
け
時
計
何
回
み
て
も
進
み
が
お

そ
い
」「
前
の
席
ひ
ら
り
舞
う
髪
授
業
中
私
を
さ
け
て
吹

き
ぬ
け
る
風
」
等
で

あ
る
。
こ
れ
ら
の
作

品
に
は
、
中
学
生
ら

し
い
物
の
見
方
や
感

じ
方
、
皮
肉
が
あ
っ

て
面
白
く
読
め
た
。

　

投
稿
作
品
の
全
体

に
つ
い
て
は
、
学
校

別
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス

が
目
立
つ
の
は
毎
回

で
あ
る
が
、
応
募
に

教
師
の
姿
勢
が
問
わ

れ
る
こ
と
に
も
な
ろ

う
か
。
意
欲
を
望
み

た
い
。�（
曾
根
耕
一
）

第
二
十
六
回

中
学
生
短
歌
コ
ン
ク
ー
ル

第 62 回沼津牧水祭・碑前祭での表彰式
（平成 27 年 10 月 18 日㈰）
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旅
を
愛
し
自
然
を
愛
し
た
歌
人
の
若
山
牧
水

（
一
八
八
五
〜
一
九
二
八
年
）
は
、
ま
た
こ
よ
な
く

酒
を
愛
し
た
。
遺
品
と
し
て
残
る
盃
さ
か
ず
きは

意
外
な
ほ
ど

小
さ
い
が
、
こ
れ
こ
そ
が
本
当
の
酒
好
き
の
証
し
。

ち
び
り
ち
び
り
と
や
り
、
一
日
の
量
が
一
升
を
超
え

る
の
は
ザ
ラ
。
朝
起
き
る
と
二
合
ほ
ど
の
清
酒
で
喉

を
潤
し
、
自
宅
近
く
の
松
林
の
中
へ
散
策
に
出
る
の

が
日
課
で
あ
っ
た
。　

　

�

千
本
松
原
に
歌
碑
第
一
号

　

宮
崎
県
旧
東
郷
町
（
現
日
向
市
）
の
山
間
に
生
ま

れ
た
牧
水
の
終
し
ゅ
う

焉え
ん

の
地
は
、
静
岡
県
沼
津
。
東
京
で

の
煩
瑣
な
暮
ら
し
を
避
け
、
大
正
九
年（
一
九
二
〇
）

に
一
、二
年
の
静
養
の
つ
も
り
で
転
居
す
る
。
駿
河

湾
に
臨
み
富
士
の
山
を
眼
前
に
仰
ぐ
風
光
は
、
牧
水

を
た
い
そ
う
喜
ば
せ
、
い
つ
の
間
に
か
五
年
の
月
日
。

つ
い
に
は
永
住
の
気
持
に
変
わ
り
、
景
勝
地
「
千
本

松
原
」
に
隣
接
す
る
土
地
を
購
入
し
て
、
編
集
室
付

き
の
自
宅
を
構
え
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
千
本
松
原
に
建
つ
歌
碑
は
、
全
国
に
三
〇
〇

余
あ
る
と
い
わ
れ
る
牧
水
歌
碑
の
第
一
号
。
刻
ま
れ

て
い
る
歌
は
名
高
い
、

幾
山
河
こ
え
さ
り
ゆ
か
ば
寂
し
さ
の
は
て
な
む

国
ぞ
け
ふ
も
旅
ゆ
く

　

こ
の
歌
碑
は
、
牧
水
の
門
弟
・
鈴
木
秋
灯
い
わ
く
、

牧
水
が
座
る
姿
そ
っ
く
り
の
石
の
歌
碑
。
牧
水
が
亡

く
な
っ
た
翌
年
、
秋
灯
ら
弟
子
た
ち
に
よ
っ
て
建
て

ら
れ
た
。
爾じ

来ら
い

、
沼
津
で
の
顕
彰
の
動
き
は
途
切
れ

て
い
な
い
。

　

牧
水
を
顕
彰
す
る
会
「
沼
津
牧
水
会
」
の
設
立
は

昭
和
二
九
年（
一
九
五
四
）。
設
立
以
来
続
く
催
し
が
、

毎
年
秋
に
行
わ
れ
る
歌
碑
の
前
で
の
「
沼
津
牧
水

祭
・
碑
前
祭
」
で
あ
る
。
碑
前
祭
で
は
牧
水
の
歌
の

合
唱
や
舞
踊
な
ど
の
ほ
か
、
酒
を
愛
し
た
牧
水
に
ふ

さ
わ
し
く
歌
碑
に
清
酒
を
注
ぐ
。
ち
な
み
に
、
牧
水

の
旅
の
足
跡
は
全
国
に
及
び
、
各
地
に
歌
碑
が
建
ち
、

顕
彰
会
も
存
在
す
る
が
、
歌
碑
へ
の
献
酒
は
碑
前
祭

の
定
番
で
あ
る
。

　

昭
和
四
九
年（
一
九
七
四
）の
碑
前
祭
か
ら
加
わ
っ

た
「
芝
酒
盛
」
は
、
そ
の
名
の
通
り
、
芝
の
上
で
の

酒
盛
り
で
あ
る
。
沼
津
牧
水
会
が
二
斗
樽
な
ど
の
清

酒
を
用
意
し
、
沼
津
名
物
の
あ
じ
鮨ず
し

や
干
物
を
無
料

で
振
る
舞
う
。
毎
年
五
〇
〇
人
ほ
ど
集
ま
る
参
加
者

は
、
碑
前
の
芝
に
敷
か
れ
た
ゴ
ザ
の
上
で
車
座
に
。

沼
津
の
文
化
や
将
来
の
こ
と
、
は
た
ま
た
政
治
の
悪

口
を
つ
ま
み
に
酒
を
飲
む
。
出
し
物
と
し
て
は
詩
吟

あ
り
合
唱
あ
り
太
鼓
あ
り
。
無
礼
講
の
酒
盛
り
を
牧

水
に
献
ず
る
の
で
あ
る
。

　

�

菩
提
寺
の
縁
で
活
動
四
〇
年

　

同
じ
く
毎
年
開
催
す
る
の
が「
短
歌
大
会
」。
第
一

線
の
歌
人
に
よ
る
講
演
と
一
般
に
広
く
募
集
し
た
短

歌
の
選
が
行
わ
れ
る
。
終
わ
っ
た
ら
酒
席
と
な
る
が
、

歌
人
と
の
酒
は
と
に
か
く
楽
し
い
。
佐
佐
木
幸
綱
さ

ん
や
伊
藤
一
彦
さ
ん
は
酒
豪
。
馬
場
あ
き
子
さ
ん
も

本
当
に
楽
し
く
お
酒
を
飲
ま
れ
る
方
で
、「
林
さ
ん
と

飲
む
と
楽
し
い
」
な
ん
て
お
世
辞
も
飛
び
出
す
。
天

上
の
牧
水
は
さ
ぞ
喜
ん
で
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。

　

と
は
い
え
、
私
自
身
は
歌
人
で
は
な
い
し
、
牧
水

の
歌
に
つ
い
て
語
る
術
は
持
た
な
い
。
そ
れ
で
も
牧

水
を
敬
愛
し
、
四
十
年
に
わ
た
っ
て
顕
彰
活
動
を
続

け
る
の
は
、
私
が
牧
水
の
菩
提
寺
、
乗
運
寺
の
住
職

で
あ
る
こ
と
に
関
わ
り
が
あ
る
。

　

牧
水
が
沼
津
の
地
で
何
よ
り
ほ
れ
込
ん
だ
の
が
、

曲
が
り
く
ね
ら
ず
「
矗ち
く

々ち
く

と
」
聳そ
び

え
る
千
本
松
原
の

景
観
で
あ
っ
た
。
皇
室
の
御
料
林
だ
っ
た
松
原
は
、�

大
正
一
五
年（
一
九
二
六
）、
静
岡
県
の
所
有
と
な
っ

た
と
た
ん
、
財
政
難
か
ら
一
部
を
伐
採
す
る
計
画
が

持
ち
上
が
る
。
そ
こ
で
敢
然
と
立
ち
上
が
っ
た
の
が
、

千
本
松
原
を
愛
し
た
牧
水
を
偲
ん
で
集
う
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牧
水
。
当
時
の
新
聞「
時
事
新
報
」
及
び「
沼
津
日
日

新
聞
」
に
伐
採
反
対
の
檄げ
き

文ぶ
ん

を
投
稿
し
、
演
説
会
で

弁
舌
を
振
る
う
。
こ
の
時
、
反
対
運
動
を
共
に
展
開

し
た
の
が
私
の
祖
父
、
当
時
の
乗
運
寺
住
職
・
林
彦

明
で
あ
る
。

　

自
然
保
護
の
さ
き
が
け
と
も
言
え
る
こ
の
運
動
は

盛
り
上
が
り
、
計
画
は
中
止
に
。
古
く
潮
風
か
ら
人

あ
れ
ば
い
い
ね
と
い
う
話
か
ら
始
ま
り
、
市
へ
の
建

設
誓
願
運
動
へ
と
展
開
。
仲
間
た
ち
と
寄
付
金
集
め

に
走
り
、
沼
津
ゆ
か
り
の
作
家
、
芹
沢
光
治
良
や
井

上
靖
に
競
売
用
の
色
紙
を
書
い
て
も
ら
う
、
と
い
う

こ
と
も
し
た
。
支
援
の
手
は
、
数
限
り
な
か
っ
た
。

　

牧
水
は
人
間
が
大
好
き
だ
っ
た
。
そ
し
て
人
間
の

よ
い
面
を
見
い
だ
そ
う
と
し
た
。
牧
水
に
ほ
れ
込
み

顕
彰
に
関
わ
る
人
た
ち
を
見
て
、
そ
う
思
う
よ
う
に

な
っ
た
。
い
な
く
な
っ
て
も
人
を
結
び
、
楽
し
い
酒

を
促
す
。
そ
ん
な
歌
人
は
め
っ
た
に
い
な
い
だ
ろ
う
。

＊

�

日
本
経
済
新
聞
の｢

文
化
欄｣

に
掲
載
さ
れ
た

拙
稿
を
転
載
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

�

林　
　
　

茂　

樹�
�

（
沼
津
牧
水
会
理
事
長
）

や
農
作
物
を
守
っ
た
松
原
は

沼
津
の
宝
。
宝
を
守
っ
て
く

れ
た
恩
人
の
顕
彰
は
、
住
職

で
あ
る
私
の
務
め
だ
と
考
え

て
い
る
。

　

酒
盛
り
か
ら
記
念
館
構
想

　

昭
和
六
二
年（
一
九
八
七
）、

千
本
松
原
の
地
に
開
館
し
た

沼
津
市
若
山
牧
水
記
念
館
は
、

遺
墨
や
遺
品
な
ど
数
千
点
を

収
蔵
。
牧
水
に
ゆ
か
り
の
あ

る
短
歌
や
俳
句
、
書
道
の
講

座
の
ほ
か
、
音
楽
コ
ン
サ
ー

ト
を
開
く
な
ど
文
化
の
拠
点

と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
記
念

館
の
設
立
も
、
実
は
芝
酒
盛

が
き
っ
か
け
。
車
座
で
の
、

遺
墨
な
ど
を
収
め
る
施
設
が

日本経済新聞（平成 28 年１月 14 日）
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五
十
七
年
武
川
忠
一
の
歌
誌
「
音
」
に
参
加
、
現
在

発
行
人
。
歌
集
『
斧
と
勾
玉
』
で
芸
術
選
奨
文
部
科

学
大
臣
新
人
賞
と
寺
山
修
司
短
歌
賞
を
受
賞
。
歌
集

『
虚
空
の
橋
』
収
録
の
作
品「
ブ
リ
ッ
ジ
」
で
短
歌
研

究
賞
を
受
賞
。
歌
集
『
虚
空
の
橋
』
で
佐
藤
佐
太
郎

短
歌
賞
を
受
賞
。
そ
の
他
の
歌
集
に
『
壺
中
の
空
』

『
海
境
の
雲
』『
夾
竹
桃
と
葱
坊
主
』、
著
書
に
『
う
た

の
生
成
・
歌
の
ゆ
く
え　

日
本
文
学
の
基
層
を
探

る
』
等
が
あ
る
。
宮
中
歌
会
始
の
選
者
。

　

内
藤
氏
は
受
賞
に
際
し
、「
母
校
の
先
輩
で
、
若
い

時
か
ら
愛
唱
し
て
き
た
若
山
牧
水
の
賞
を
受
賞
し
、

感
激
し
て
い
る
。
年
齢
を
重
ね
、
牧
水
が
持
っ
て
い

た
自
然
へ
の
思
い
や
人
間
と
の
関
わ
り
を
感
じ
る
作

品
に
こ
と
さ
ら
引
き
込
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

現
代
に
こ
そ
大
切
な
そ
の
思
い
を
、
歌
に
作
る
中
で
、

も
う
一
度
発
見
し
て
い
き
た
い
」
と
話
し
て
い
る
。

　

選
考
委
員
の
各
氏
は
、
以
下
の
よ
う
に
評
し
て
い

る
。
佐
佐
木
幸
綱
氏
は
、「
人
生
の
深
み
や
人
と
の
関

係
に
あ
る
明
る
さ
と
暗
さ
の
両
面
が
浮
か
ぶ
歌
集

だ
」。
高
野
公
彦
氏
は
、「
日
常
生
活
が
丁
寧
に
詠
ま

れ
、
作
者
の
実
際
の
姿
が
よ
く
わ
か
る
。
さ
り
げ
な

く
、
大
き
な
問
題
を
抱
え
込
ん
だ
り
、
日
常
の
外
に

目
を
向
け
た
歌
も
あ
り
、
読
者
を
つ
か
む
力
を
持
っ

て
い
る
」。
馬
場
あ
き
子
氏
は
、「
普
通
の
中
に
普
通

　

第
二
十
回
若
山
牧
水
賞
に
内
藤
明
氏
の
歌
集
『
虚

空
の
橋
』（
短
歌
研
究
社
）
が
選
ば
れ
た
。
選
考
委
員

は
、
佐
佐
木
幸
綱
、
高
野
公
彦
、
馬
場
あ
き
子
、
伊

藤
一
彦
の
四
氏
で
あ
る
。

　

授
賞
式
は
、
平
成
二
十
八
年
二
月
八
日
（
月
）
宮

崎
観
光
ホ
テ
ル
で
行
わ
れ
、
若
山
牧
水
賞
第
二
十
回

記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
と
し
て
、
選
考
委
員
四
名
が
パ

ネ
リ
ス
ト
に
な
り
、「
牧
水
の
歌
と
風
土
」
が
催
さ
れ

た
。
翌
九
日
（
火
）、
内
藤
明
氏
に
よ
る
「
牧
水
と
古

代
・
牧
水
と
現
代
」
の
記
念
講
演
が
延
岡
市
の
「
カ

ル
チ
ャ
ー
プ
ラ
ザ
の
べ
お
か
」
で
催
さ
れ
た
。

　

内
藤
明
氏
は
昭
和
二
十
九
年
東
京
都
大
田
区
生
れ
。

早
稲
田
大
学
第
一
文
学
部
卒
業
。
同
大
学
院
博
士
後

期
課
程
退
学
。
早
稲
田
大
学
教
授
。
在
学
中
に
歌
誌

｢

ま
ひ
る
野
」に
参
加
し
て
、
作
歌
活
動
を
開
始
。
同

じ
ゃ
な
い
も
の
を
見
よ
う
と
す
る
。
日
常
に
遭
遇
す

る
事
柄
が
、
実
は
異
常
だ
っ
た
の
で
は
、
と
考
え
る

視
点
を
持
っ
て
い
る
」。
伊
藤
一
彦
氏
は
、「
師
や
両

親
の
死
を
胸
に
置
き
な
が
ら
詠
ま
れ
た
歌
集
。
日
常

の
デ
ィ
テ
ィ
ー
ル
に
目
を
や
り
な
が
ら
、
心
は
遠
く

へ
行
こ
う
と
し
て
い
る
よ
う
で
面
白
い
」。

　

自
選
十
五
首
の
う
ち
、
十
首
を
紹
介
す
る
。

尖
り
た
る
氷
を
指
で
沈
め
を
り
オ
モ
テ
ニ
デ
ロ

と
い
ふ
奴
も
な
く

そ
の
こ
ゑ
の
身
の
う
ち
深
く
遺
れ
る
を
鎮
め
て

ひ
と
り
蕎
麦
を
啜
れ
り

木
の
椅
子
と
な
り
て
芝
生
に
ひ
ね
も
す
を
黙も
だ

し

て
あ
ら
ば
楽
し
か
る
べ
し

人
類
の
地
に
在
る
時
間
短
か
き
を
今
年
の
も
み

ぢ
の
遅
き
を
言
へ
り

右
腕
が
よ
ぢ
れ
て
内
に
も
ぐ
り
た
る
黒
き
コ
ー

ト
が
吊
さ
れ
て
あ
り

わ
た
つ
み
の
鷗
を
見
む
と
東
京
の
地
底
遙
か
に

運
ば
れ
て
ゆ
く

バ
ス
タ
ブ
に
遊
ば
す
左さ

右う

の
膝
小
僧
し
ん
じ
つ

生
き
て
き
た
の
だ
ら
う
か

銃
弾
を
浴
び
た
る
兵
は
讃
美
歌
を
口
ず
さ
み
つ

つ
水
欲
り
し
と
ふ

父
た
ち
の
戦
後
を
と
き
に
蔑な
み

し
来
て
何
も
持
た

ざ
る
わ
れ
ら
と
な
り
ぬ

裸
足
に
て
海う
な
さ
か界

越
ゆ
る
橋
あ
ら
ば
日
の
暮
れ
方

を
渡
り
ゆ
か
む
を

第
二
十
回
若
山
牧
水
賞
に 

内
藤
明
氏
の
歌
集
『
虚
空
の
橋
』

（宮崎日日新聞社 提供）
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