
1
山

路
越
え
て

『

一
」

,
イ1牙送

,

人
は
「
雲
実
」
の
周
辺
に
近
づ
き
、
あ
れ
こ
れ
と

論
ず
る
こ
と
は
容
易
κ
で
き
る
け
れ
ど
も
「
事
実
そ

の
も
の
」
を
つ
か
む
こ
と
は
兎
角
む
ず
か
し
い
も
の

で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
私
は
私
向
身
の
身
近
な
、
些
釧

な
一
例
と
し
て
、
識
護
「
山
路
赳
え
て
」
(
旧
版

四
0
九
器
、
新
版
四
0
四
番
)
の
「
山
路
」
は
伺
処

で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
「
事
実
」
を
知
る

こ
と
が
簡
単
で
な
い
こ
と
を
最
張
験
し
九
。

識
美
歌
「
山
路
こ
え
て
」
の
衡
者
は
四
国
松
山

の
西
村
遵
で
あ
る
。
西
村
清
雄
は
一
八
七
一
年
(
明

一
プ

治
四
年
)
二
月
十
三
日
生
、
今
年
九
十
三
ま
じ
、

六
二
年
(
昭
和
三
十
七
年
)
四
月
十
三
日
に
松
山
市

名
誉
市
民
の
称
号
を
あ
た
え
ら
れ
た
。
一
八
八
一
年

頃
(
明
治
十
四
年
、
十
二
才
)
松
山
に
あ
っ
た
天
主

高
見
頴
治

教
会
に
通
い
、
こ
こ
で
受
洗
。
松
山
第
一
中
学
に
輩

巾
、
N
^
上
^
^
^
に
ょ
り
巾
〕
^
^
、
上
小
」
^
^
き
^
^
^
の

道
を
突
れ
た
。
西
村
家
に
は
鞭
の
祖
父
に
清
臣

と
い
う
す
ぐ
れ
た
歌
人
が
あ
り
、
母
方
の
祖
父
は
伊

佐
庭
如
矢
と
い
長
学
者
で
1
道
家
、
且
っ
明
治
初

年
、
松
山
城
が
腰
さ
れ
よ
う
と
す
る
や
こ
れ
を
慨

い
て
凹
局
を
説
き
、
こ
れ
が
保
存
策
驫
じ
た
。
初

代
道
後
町
長
と
し
て
今
Π
の
道
黛
泉
窕
展
の
基
礎

倫
立
し
、
又
竃
晶
い
て
従
ン
の
徒
千
余
人
に

及
ん
だ
と
い
わ
れ
た
人
で
あ
る
。
し
か
し
、
西
村
清

^
^
・
^
^
、
町
^
、
^
^
^
き
^
も
^
^
四
^
あ
っ
た
力

好
学
の
窪
み
が
た
く
、
且
っ
天
主
教
で
受
洗
し
九

鞭
の
偕
仰
は
京
都
の
思
社
に
赴
か
せ
九
こ
こ

で
は
祈
島
嬰
先
生
に
心
接
教
へ
を
受
け
る
機
会
も
な

く
、
数
力
月
に
し
て
恩
社
を
退
き
、
一
時
大
阪
の

宮
川
薪
箭
の
も
と
で
働
き
、
且
っ
詣
の
勉
強

を
し
た
。
こ
こ
で
信
仰
の
基
礎
を
か
た
め
伝
道
に
向

う
か
、
教
壱
に
向
う
か
畏
な
や
ん
だ
時
、
宮
川
牧

師
に
小
学
校
教
育
の
埀
大
性
を
説
か
れ
、
意
を
決
し

て
松
山
に
知
り
小
学
校
教
師
を
つ
と
め
た
。

一
八
九
一
年
(
明
治
二
十
四
年
)
ア
メ
リ
カ
婦
人

告
一
教
肺
コ
ー
ネ
リ
オ
・
ジ
ャ
ド
ソ
ン
女
史
が
松
山
夜

学
校
教
育
を
設
立
、
小
学
校
教
育
も
満
足
に
う
け
て

い
な
い
貧
民
の
子
女
教
育
を
始
め
る
や
こ
れ
に
参
画

」一'.゛_ー,^^^

ーー^

」ー・

i. ^
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し
、
爾
来
、
六
十
余
年
こ
の
璽
に
た
ず
き
わ
っ

0

九

(
夜
学
校
は
現
在
城
南
毒
学
校
と
な
っ
て
い
る
)

そ
の
闇
一
八
八
六
年
(
明
治
十
九
年
)
既
に
立
て
ら

れ
て
い
た
松
山
女
学
校
(
現
在
の
東
雲
高
等
学
校
)

の
校
長
に
ジ
ャ
ド
ソ
ン
女
史
が
就
任
す
る
や
こ
れ
が

片
腕
と
な
り
、
女
子
教
育
に
尽
し
た
功
も
少
か
ら
ぬ

も
の
が
あ
る
。

き
て
私
の
身
辺
の
こ
と
と
い
う
わ
け
は
西
村
清
雄

の
亡
淫
私
の
母
の
妹
で
、
私
の
実
の
際
に
あ
た

る
。
私
の
郷
里
は
岡
山
県
高
梁
の
近
く
で
、
私
の

母
方
の
祖
父
は
お
寺
の
出
身
で
あ
っ
九
。
高
梁
に
は

早
く
ヤ
ソ
教
が
這
入
り
、
迫
害
も
激
し
か
っ
た
と
こ

ろ
で
あ
る
。
故
留
岡
幸
助
の
如
き
は
、
ヤ
ソ
教
に
な

つ
た
た
め
養
父
に
し
ぱ
ら
れ
て
天
井
裏
に
つ
る
き
れ

て
い
る
の
を
、
隣
の
人
に
こ
っ
そ
り
救
出
さ
れ
、
今

治
へ
逃
げ
て
行
っ
九
人
で
あ
る
。

学
校
が
早
く
か
ら
あ
り
、
伊
吹
岩
五
郎
(
同
志
社
出

身
)
と
い
う
人
が
長
く
そ
の
校
長
で
あ
っ
た
。
私
の

叔
母
は
こ
の
順
正
高
女
の
初
期
の
卒
業
生
で
、
早
く

ヤ
ソ
教
に
入
信
し
た
。
私
の
祖
父
は
大
変
立
腹
し

て
、
百
方
手
を
つ
く
し
て
叔
母
に
ヤ
ソ
教
を
す
て
き

せ
よ
う
と
し
た
。
彼
女
は
、
多
分
、
岩
五
郎
の
紹
介

で
松
山
に
行
き
、
西
揺
雄
の
企
て
て
い
た
夜
学
校

設
立
、
効
労
青
年
、
子
女
の
宗
教
的
教
育
に
協
力
す

る
こ
と
に
な
っ
た
0

叔
母
は
一
八
九
八
年
(
明
治
三
十
年
)
に
西
村
清

雄
と
結
婚
し
た
。
丁
度
日
湛
争
か
ら
日
叢
争
の

始
ま
る
頃
ま
で
約
六
年
間
、
叔
母
は
私
の
祖
父
か
ら

勘
当
き
れ
て
い
た
。
叔
母
が
ヤ
ソ
教
に
入
り
松
山
に

赴
き
、
西
村
纂
と
猿
す
る
に
至
る
ま
で
、
又
、

勘
当
き
れ
て
い
る
間
も
、
私
の
父
母
(
ヤ
ソ
欝
者

で
は
な
か
っ
た
)
が
叔
母
の
雌
一
の
味
方
に
な
っ
て

い
た
。
こ
の
九
め
叔
母
は
勿
論
叔
父
も
私
の
父
母
に

対
し
て
は
最
も
深
い
鑾
愚
じ
て
来
た
よ
う
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
私
に
と
っ
て
も
叔
父
は
単
な
る
義

理
の
叔
父
で
は
な
く
、
特
別
の
咸
市
ぞ
も
っ
て
い
ろ

の
で
あ
る
。

'

き
て

高
梁
に

は
順
正

高
等
女

学
校
と

い
う
ヤ

ソ
教
主

義
の
女

「
山
路
こ
え
て
」
に
つ
い
て
は
、
最
近
ま
で
私
に
は

あ
ま
り
関
心
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
キ
リ
ス

ト
教
の
罪
式
に
参
列
す
ろ
と
し
ぱ
し
ば
故
人
愛
唱
歌

と
し
て
「
山
路
こ
え
て
」
が
歌
わ
れ
る
時
に
叔
父
を

思
い
出
す
程
度
で
、
こ
の
歌
が
い
つ
ど
こ
で
ど
ん
な

情
況
の
も
と
で
着
想
、
作
詞
さ
れ
九
か
な
ど
に
つ
い

て
は
、
か
っ
て
私
自
ら
留
え
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。

と
こ
ろ
が
一
咋
年
の
こ
と
名
古
屋
在
住
の
友
人
好

川
増
輔
氏
は
、
私
が
「
山
路
こ
え
て
」
の
作
詞
者
に

ゆ
か
り
の
者
で
あ
る
こ
と
を
き
き
つ
け
て
、
同
氏
か

ら
「
・
・
・
・
・
・
昨
年
矢
内
原
忠
雄
氏
と
雑
談
の
際
、
『
山

路
越
え
て
』
の
歌
認
衞
者
が
僕
と
同
呆
人
で
実

際
に
山
を
越
え
て
行
く
時
の
体
験
を
詠
じ
た
も
の

で
、
実
に
ょ
く
出
来
て
お
る
と
■
わ
れ
ま
し
た
が
、

作
零
の
名
と
峠
の
名
、
作
詞
の
年
代
な
ど
知
ら
せ

て
下
き
い
」
と
の
端
書
を
も
ら
っ
た
。

一
九
五
0
年
十
一
月
一
日
、
日
本
キ
リ
ス
ト
教
協

議
会
文
書
部
集
発
行
の
「
愛
纏
美
歌
憙
」
の
五

六
頁
に
「
山
路
越
え
て
」
が
の
せ
ら
れ
、
且
つ
そ
の

「
註
」
に
は
「
宇
和
島
仏
道
の
帰
途
、
鳥
坂
峠
に
さ

し
か
か
っ
た
時
、
日
は
既
に
西
山
に
傾
き
、
山
に
は

残
雪
力
輝
き
:
:
:
」
と
あ
る
0

こ
れ
は
お
そ
ら
く
叔
父
が
ま
だ
若
い
頃
の
は
っ
き

り
し
た
記
憶
あ
る
い
は
当
時
の
日
紀
な
ど
を
も
と
に

「
よ
く
見
き
き
し
て
知
っ
て
い
ろ
こ
と
は
軽
芳

生
、
す
る
」
と
い
う
諺
の
と
と
く
叔
父
の
作
翠
あ
る

2

.,,

西村清解翁
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し
て
何
か
の
雑
誌
に
発
表
し
た
も
の
が
も
と
に
な
っ

て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
も
歌
碑
は
法
華
津
峠
(
一

九
五
五
年
八
月
十
八
日
建
碑
)
に
あ
る
か
ら
好
川
氏

も
疑
問
を
も
た
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

燈
台
下
暗
し
で
今
ま
で
ぽ
ん
や
り
し
て
い
た
私

、し

も
、
始
め
て
石
に
つ
い
て
で
き
ろ
だ
け
明
確
な
こ
と

を
好
川
氏
に
返
事
し
九
い
と
思
二
L
、
一
応
衡
者

の
叔
父
に
色
々
と
問
い
た
だ
し
北
。

そ
の
返
事
に
ょ
る
と

一
、
「
山
路
こ
え
て
」
作
零
西
村
清
雄
、
生
年
月

日
は
一
八
七
一
年
(
明
治
四
年
二
月
十
三
旦

ニ
、
「
山
路
こ
え
て
」
の
詣
年
月
日
不
詳
。

*
ケ
式
ト
サ
カ

三
、
「
山
路
」
は
法
華
津
峠
に
し
て
鳥
坂
峠
に
あ
ら

ず
。

以
上
の
よ
う
な
返
事
が
来
九
。

な
お
作
詞
当
時
の
心
境
に
つ
い
て
は
、
私
の
家
内

が
私
と
結
婚
し
て
問
の
な
い
頃
会
下
五
六
年
前
)

叔
父
が
上
京
し
て
私
の
家
に
滞
在
中
、
家
内
は
初
対

面
の
叔
父
が
あ
の
「
山
路
こ
え
て
」
の
衡
者
で
あ

る
と
言
う
の
で
大
変
好
奇
心
を
い
だ
い
て
、
叔
父
に

あ
の
歌
が
出
来
え
時
の
心
境
を
聞
い
た
ら
し
く
、
家

内
の
話
に
ょ
る
と
「
・
・
:
・
・
あ
り
ゃ
あ
人
生
行
路
を
象

徴
す
る
よ
う
な
も
の
じ
ゃ
あ
な
い
。
あ
の
山
路
を
こ

え
る
時
は
そ
の
辺
が
追
剥
強
盗
の
出
る
と
い
う
恐
ろ

し
い
と
こ
ろ
じ
ゃ
つ
た
の
で
、
恐
怖
が
い
っ
ぱ
い
で

知
っ
て
い
ろ
讃
美
歌
を
大
声
に
歌
っ
て
恐
怖
心
を
ま

ぎ
ら
し
て
歩
い
て
行
っ
た
も
ん
じ
ゃ
。
恐
怖
の
あ
ま

り
出
て
来
た
歌
じ
ゃ
、
と
言
っ
て
叔
父
様
は
か
ら
か

ら
笑
わ
れ
た
。
」
と
言
っ
て
い
る
。

ま
北
、
松
山
と
宇
和
島
と
の
距
雛
に
っ
い
て
、
今

は
国
鉄
な
ら
急
行
で
三
時
間
、
当
時
徒
歩
で
「
二
晩

が
か
り
で
歩
く
よ
り
他
に
方
法
は
な
い
・
・
・
・
・
・
」
(
法

華
津
峠
に
「
山
路
こ
え
て
」
の
歌
碑
が
建
て
ら
れ
た
当

時
の
朝
日
新
聞
の
器
に
ょ
る
)
と
、
好
川
氏
に
は

右
の
よ
う
な
こ
と
を
返
事
し
九
。

好
川
氏
は
一
九
六
三
年
二
月
十
五
日
発
行
「
東
京

独
立
新
聞
」
に
、
私
の
返
事
を
基
礎
に
し
て
「
矢
内

原
先
生
と
山
路
こ
え
て
」
と
題
し
て
詳
細
に
巽
さ

れ
て
い
た
。
好
川
氏
が
「
山
路
こ
え
て
」
に
対
し
て

か
く
ま
で
登
を
持
っ
て
紹
介
さ
れ
た
こ
と
を
叔
父

の
た
め
に
喜
び
且
つ
篇
し
て
、
こ
の
新
聞
を
早
速

叔
父
に
送
っ
え
。
そ
の
時
か
ね
て
疑
問
に
思
っ
て
い

た
こ
と
が
三
浮
ん
で
来
九
。

一
、
松
山
宇
和
島
間
の
道
程
に
つ
い
て
「
二
晩
が
か

り
」
と
言
う
朝
日
新
聞
の
言
葉
が
あ
い
ま
い
な
表

現
で
、
一
憂
通
り
正
直
に
解
す
ろ
と
二
泊
三
日
か

か
る
こ
と
に
な
ろ
が
、
そ
う
は
か
か
ら
な
い
の
で

は
な
い
か
と
言
う
疑
問
。

ニ
、
「
山
路
」
は
法
華
諜
で
な
く
て
「
鳥
坂
峠
」

で
は
な
い
か
と
言
う
疑
問
。

そ
こ
で
こ
れ
ら
の
点
を
も
う
一
度
叔
父
に
た
だ
し

九
。
し
か
し
叔
父
は
も
は
や
右
に
つ
い
て
は
記
憶
が

あ
い
ま
い
な
の
で
、
私
の
義
兄
渡
部
保
次
郎
(
松
山

墨
高
校
財
務
蛋
、
伊
予
鉄
取
締
役
)
か
ら
西
村

清
雄
に
代
り
次
の
よ
う
な
返
事
が
あ
っ
九
。

一
、
山
路
を
こ
え
九
月
日
は
畢
の
雪
」
と
発
で

い
る
こ
と
か
ら
見
て
晩
冬
と
見
て
然
る
べ
く
。

ニ
、
明
治
三
十
六
年
頃
松
山
宇
和
島
間
を
往
復
す
る

道
筋
の
概
略
は
松
山
1
 
(
犬
寄
峠
)
 
1
中
山
1
内

子
1
大
洲
1
 
(
鳥
坂
峠
)
 
1
卯
之
町
1
 
(
法
華
津

峠
)
 
1
 
(
宇
和
)
吉
田
1
宇
和
島
で
、
そ
の
問
一

泊
二
日
を
要
し
、
松
山
か
ら
宇
和
島
へ
行
く
時
は

鳥
坂
峠
を
こ
し
て
卯
之
町
泊
り
、
宇
和
島
か
ら
帰

る
時
は
吉
田
、
法
華
津
峠
、
卯
之
町
を
経
て
鳥
坂

峠
を
こ
え
大
洲
泊
り
が
普
通
。
西
村
清
雄
は
宇
和

島
か
ら
の
帰
途
鳥
坂
峠
で
日
没
、
大
洲
で
一
泊
し

て
h
松
。
鳥
坂
峠
を
こ
え
ろ
頃
「
山
路
こ
え
て
」
を

発
想
文
句
を
口
ず
さ
み
つ
つ
大
洲
で
筆
に
書
き
と

め
た
か
、
あ
る
い
は
糯
し
て
松
山
で
完
成
し
た

か
も
知
れ
な
い
。
大
洲
で
は
友
人
の
朝
山
加
寿
百

宅
こ
多
分
泊
っ
た
。

そ
れ
で
法
華
津
暫
「
山
路
こ
え
て
」
の
歌
碑
を

34



立
て
た
の
は
お
か
し
い
と
言
え
な
く
も
な
い
が
、

戸
坂
峠
も
法
華
津
峠
も
一
連
ω
山
道
で
あ
り
且
つ

作
響
は
法
華
津
峠
も
通
っ
た
の
で
あ
り
、
法
華

津
峠
は
今
日
バ
ス
の
通
路
で
あ
っ
て
、
そ
案
色

も
す
ぱ
ら
し
く
多
く
の
人
忙
親
し
ま
れ
る
占
{
を
考

え
て
、
人
も
通
ら
な
い
鳥
認
よ
り
も
法
華
誌

の
方
が
選
ば
れ
た
も
の
で
あ
る
。
「
山
路
」
が
鳥

坂
峠
で
あ
る
こ
と
は
作
詞
者
自
身
か
ら
渡
部
保
次

郎
も
度
々
聞
い
た
。

三
、
「
山
路
こ
え
て
」
が
作
ら
れ
た
当
時
の
心
境
に

つ
い
て
は
、
山
路
こ
え
た
明
治
三
十
六
年
当
時
は

も
は
や
追
剥
な
ど
出
る
筈
は
な
か
っ
た
が
、
淋
し

か
っ
た
こ
と
は
事
実
で
、
そ
の
誇
張
で
あ
る
と
思

え
ぱ
よ
ろ
し
か
る
べ
く
、
勿
論
今
で
も
鳥
坂
峠
は

昼
で
も
人
に
会
う
こ
と
は
ま
れ
で
、
道
は
狭
く
夜

と
も
な
れ
ぱ
樹
木
が
天
を
,
う
て
ま
っ
暗
で
あ

ろ
0

右
の
よ
う
な
返
事
が
義
兄
渡
部
保
次
郎
よ
り
来
た

の
で
、
「
山
路
」
は
法
華
津
峠
で
な
く
て
鳥
坂
峠
で

あ
ろ
こ
と
な
ど
訂
正
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

実
際
、
陸
地
梨
部
の
地
図
で
見
る
と
松
山
・
宇

和
島
間
に
つ
い
て
、
字
和
島
か
ら
松
山
へ
帰
る
場
合

は
法
華
津
峠
は
正
午
頃
通
過
す
る
こ
と
に
な
り
、
卯

之
町
昂
径
て
鳥
坂
峠
を
越
え
ろ
時
が
日
が
西
に
傾
く

頃
北
あ
た
る
。

ろ
に
鳥
坂
峠
が
あ
る
。
卯
之
町
中
心
の
平
野
全
体
が

標
高
約
二
百
米
の
姦
で
あ
る
か
ら
卯
之
町
か
ら
峠

昼
る
の
は
距
酢
が
短
か
い
。

し
か
し
、
外
か
ら
卯
之
町
へ
這
入
ろ
に
は
相
当
に

長
い
坂
で
あ
ろ
。
こ
の
地
方
は
雪
が
多
い
と
は
運
転

手
の
話
で
あ
っ
た
。
往
時
、
南
は
法
華
津
峠
を
こ
え

て
宇
和
、
吉
田
、
宇
和
島
へ
、
北
は
鳥
坂
峠
を
こ
え

て
大
州
、
松
山
へ
到
る
街
道
で
あ
っ
九
。

現
在
、
法
華
津
峠
は
バ
ス
の
通
る
大
道
で
あ
る
が
、

゛
、ノ

鳥
坂
峠
は
登
口
の
と
こ
ろ
か
ら
バ
ス
道
路
は
そ
の
裾

を
東
に
曲
り
北
方
の
大
州
紀
向
っ
て
い
る
。

私
は
八
月
十
八
日
夕
刻
卯
之
町
に
誓
、
こ
こ
で

一
泊
し
て
翌
十
九
日
朝
、
自
動
車
で
ま
ず
法
華
津
峠

へ
赴
い
た
。
「
山
路
こ
え
て
」
の
歌
碑
の
立
っ
て
い

ろ
と
こ
ろ
は
法
華
津
湾
を
眼
下
に
見
お
ろ
し
、
雲
煙

の
彼
方
に
は
遠
く
九
州
を
の
ぞ
み
、
聞
し
に
ま
き
る

絶
景
で
あ
る
。
衡
者
は
六
十
年
前
代
霜
島
を
窕

し
宇
和
、
吉
田
を
過
ぎ
長
い
坂
を
登
り
、
こ
の
絶
景

を
し
が
め
つ
つ
法
漆
峠
を
越
え
て
北
に
下
っ
て
卯

之
町
に
到
り
、
き
ら
に
平
坦
な
街
道
を
歩
い
て
北
へ

進
む
こ
と
二
果
半
、
鳥
坂
峠
へ
登
っ
て
行
っ
た
も
の

で
あ
ろ
、
つ
0

き
て
私
は
鳥
坂
峠
登
口
辺
ま
で
自
動
車
で
走
り
、

然
る
べ
き
と
こ
ろ
で
自
動
車
を
す
て
て
そ
の
辺
の
百

私
は
八
月
下
旬
松
山
を
訪
れ
た
際
、
法
華
津
峠
と

鳥
坂
峠
と
を
実
地
に
見
た
い
と
思
い
、
そ
の
地
に
赴

い
九
。
ま
ず
こ
の
辺
の
地
形
を
概
槻
す
ろ
と
、
国
鉄

駅
の
あ
ろ
卯
之
町
を
中
心
に
し
て
南
北
に
細
長
い
平

野
で
豊
か
な
米
の
産
地
で
あ
る
。
卯
之
町
か
ら
南
四

キ
ロ
の
辺
に
法
華
津
峠
が
あ
り
、
北
十
キ
ロ
)
と
こ

3
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姓
に
鳥
課
を
聞
い
て
登
っ
て
行
っ

0

九

こ
の
峠
は
こ
の
附
近
の
人
が
知
ろ
の
み
で
卯
之
町

で
聞
い
て
も
ほ
と
ん
ど
そ
の
名
を
知
る
人
は
な
か
っ

た
。
登
り
道
は
兇
町
で
さ
ほ
ど
急
坂
で
は
な
い
。

私
の
登
っ
て
行
っ
た
の
は
朝
九
時
半
頃
で
あ
っ
た
。

作
時
の
蛋
も
夏
草
が
お
い
し
げ
り
、
靴
は
露
で
す

つ
か
り
ぬ
れ
六
。
渓
流
の
音
も
聞
こ
え
て
来
た
。
松

の
あ
ら
し
は
聞
え
な
か
っ
九
け
れ
ど
一
度
出
合
っ
た

草
刈
農
夫
の
話
で
は
こ
の
辺
一
帯
に
大
き
な
松
の
樹、

が
あ
っ
六
が
、
戦
争
の
時
切
り
倒
さ
れ
て
し
ま
っ

た

し
か
し
、
峠
に
は
旧
街
道
の
名
残
り
の
老
松
が
二
三

本
天
に
そ
び
え
九
ち
、
暑
い
日
光
の
直
射
を
き
え
ぎ

る
程
度
に
雑
木
が
生
い
茂
っ
て
い
九
。
ま
え
大
き
な

^
も
^
^
^
^
^
そ
^
え
て
い
九
。
^
^
^
を
ぬ
ぐ

い
つ
っ
ゆ
っ
く
り
、
登
っ
て
約
三
十
分
程
で
峠
に
着

峠
に
は
小
き
な
地
蔵
禁
鎮
座
し
て
い
九
。

一
方
に
は
か
な
り
大
き
い
杉
の
林
が
あ
っ
て
、
う
っ

そ
う
と
し
て
矢
張
り
昼
な
お
暗
し
の
壁
与
え
九
。

こ
こ
か
ら
、
や
や
東
北
に
向
う
て
相
変
ら
.
ず
夏
草
荘

々
の
旧
袋
を
下
っ
て
行
く
の
で
あ
っ
九
。
遥
か
に

大
洲
の
方
を
な
が
め
る
と
、
途
な
お
遥
か
な
る
感
が0

深
か
っ
え
。
讃
義
の
「
松
の
嵐
、
谷
の
流
れ

道
け
わ
し
く
、
行
く
て
遠
し
、
志
、
さ
す
方
北
い
っ
か

つ
く
ら
ん
。
き
れ
ど
も
主
よ
、
わ
れ
い
の
ら
じ
旅
路

の
終
り
の
近
か
れ
と
は
。
日
も
暮
れ
な
ば
石
の
ま
く

ら
、
か
り
ね
の
夢
に
も
み
く
に
し
の
ば
ん
」
と
一
言
う

文
句
を
私
は
作
詞
者
の
詩
的
表
現
に
過
ぎ
な
い
と
今

ま
で
思
っ
て
い
た
。
旧
約
架
白
の
ヤ
コ
ブ
の
夢
の
連

想
な
ど
あ
ろ
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
け
れ
ど
、
冬
期
に

隙
が
多
い
と
言
わ
れ
る
現
地
を
見
、
谷
川
の
音
を

聞
き
、
老
松
を
仰
ぎ
、
大
き
な
巌
石
を
目
の
前
に
し

た
^
、
ま
北
^
を
^
え
て
^
に
一
^
く
て
の
一
^
い
こ
と

を
な
が
め
九
時
に
、
あ
の
歌
の
文
句
は
大
体
に
於
て

作
詞
者
の
実
祭
出
て
い
る
こ
と
を
始
め
て
知
っ

ま
た
峠
が
恐
ろ
し
か
っ
え
と
言
う
術
者
の
述

0

六懐
も
た
と
え
六
十
年
前
の
街
道
で
あ
っ
た
と
し
て
も

今
の
状
況
か
ら
察
す
る
と
、
必
ず
し
も
誇
張
と
は
一
言

い
切
れ
な
い
よ
う
に
思
っ
九
。

な
く
、
あ
の
歌
を
作
り
、
三
輪
源
造
君
に
見
せ
北

ら
、
当
時
識
美
需
集
委
員
で
あ
っ
た
の
で
、
こ
れ

は
使
い
物
に
な
る
と
思
っ
北
か
.
二
輪
潛
が
取
上
げ
た

も
の
じ
ゃ
。
勿
論
文
句
に
は
三
輪
む
相
当
手
を
入

れ
た
も
の
だ
ろ
う
」
と
語
っ
て
い
九
。

な
お
一
九
六
三
年
八
月
号
「
み
ぎ
わ
」
の
二
八
頁

に
は
「
山
路
こ
え
て
」
の
識
美
歌
を
の
せ
、
鳥
坂
峠

と
題
し
て
解
説
の
最
後
に
「
国
鉄
卯
之
町
(
う
の
ま

ち
)
駅
か
ら
バ
ス
で
約
二
十
分
。
東
北
方
約
四
キ
ロ

の
地
点
。
脚
下
に
は
宇
和
の
海
を
へ
だ
て
て
、
晴
れ

九
日
に
は
九
州
が
望
ま
れ
る
」
と
あ
り
、
か
か
げ
ら

れ
九
グ
ラ
ビ
ア
は
卯
之
町
南
方
に
あ
っ
て
法
華
津
湾

を
脚
下
に
見
下
ろ
し
遥
に
九
州
を
望
む
法
華
津
峠
で

あ
る
0身

近
な
こ
と
と
は
言
え
西
村
清
雄
が
鳥
坂
峠
を
越

え
た
の
は
六
十
年
前
の
こ
と
で
あ
り
、
か
り
に
需

松
か
で
あ
る
と
し
て
も
六
十
年
前
の
こ
と
は
明
確

な
記
録
で
も
無
い
限
り
霞
の
向
う
の
こ
と
の
よ
う
に

お
ぽ
ろ
で
あ
ろ
。

叔
父
は
戦
災
に
辿
い
過
去
の
記
録
な
ど
一
物
も
残

さ
な
い
し
、
齢
は
九
十
矛
で
ほ
と
ん
ど
製
は
喪

失
し
て
い
る
の
で
、
作
者
そ
の
人
に
こ
れ
ら
の
最
後

的
決
定
を
求
め
る
よ
し
も
な
い
。
(
元
東
大
教
授
)

こ
の
歌
誕
美
歌
の
中
に
加
え
ら
れ
九
の
は
一
九

0
三
年
(
明
治
三
十
六
年
)
発
行
の
讃
美
歌
の
主
査

掘
委
員
で
あ
っ
九
故
三
輸
源
造
氏
が
あ
ず
か
っ
て

力
が
あ
っ
た
。
三
輪
源
造
氏
は
同
志
社
を
卒
業
し
て

松
山
女
学
校
の
国
文
の
教
師
を
し
六
こ
と
が
あ
り
、

西
村
清
雄
と
は
極
め
て
親
し
い
問
柄
で
あ
っ
た
。
今

度
叔
父
を
見
鯉
っ
た
時
に
三
輪
源
造
氏
に
対
す
る
記

億
は
極
め
て
明
瞭
で
あ
っ
九
。
そ
の
時
、
私
の
質
問

に
答
え
て
叔
父
は
「
も
と
よ
り
自
分
は
何
の
意
図
も

4

し、

t:
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