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一
、
梶
井
基
次
郎
の
生
涯

ま
ず
は
じ
め
に
、
梶
井
基
次
郎
の
生
涯
に
つ
い
て
、
簡
単
に
語
っ
て
お

き
た
い
。

梶
井
は
一
九

0
一
年
（
明
治
一二
四
年
）
に
生
ま
れ
た
。
二
十
世
紀
の
最

初
の
年
に
生
ま
れ
た
の
だ
。

同
世
代
の
作
家
に
ど
の
よ
う
な
香
き
手
が
い
る
か
を
見
て
み
よ
う。

川
端
康
成
が

一
八
九
九
年
の
生
ま
れ
。
同
じ
大
阪
府
の
出
身
で
、
川
端

は
茨
木
中
学
、
梶
井
は
北
野
中
学
で
、
東
京
で
い
え
ば
中
野
と
吉
祥
寺
＜

ら
い
の
距
離
だ
。
川
端
は

一
高
（
東
大
の
教
養
課
程
に
あ
た
る
）
か
ら
東

大
に
進
ん
だ
。
梶
井
は
三
高
（
京
大
の
教
養
課
程
）
か
ら
東
大
に
進
ん
だ
。

二
人
の
人
生
は
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
で
ク
ロ
ス
オ
ー
バ
ー
し
て

い
る
。

川
端
は
一

高
時
代
に
伊
豆
を
旅
し
て
、
の
ち
に

「伊
豆
の
踊
子
j

を
書

い
た
。
修
善
寺
か
ら
下
田
街
道
を
湯
ヶ
島
に
向
か
い
、
最
後
は
下
田
で
踊

ー
梶
井
基
次
郎
の
幸
福
観

日
本
文
学
と
幸
福

子
と
別
れ
る
物
語
だ
。
そ
の
後
も
川
端
は
湯
ヶ
島
に
長
く
逗
留
し
て
い
た

時
期
が
あ
る
。

梶
井
は
結
核
の
悪
化
で
、
大
学
卒
業
を
断
念
し
、
二
十
五
歳
の
時
に
転

地
療
養
の
た
め
に
湯
ヶ
島
に
向
か

っ
た
。
そ
こ
で
川
端
と
出
会
っ
て
、
交

流
が
始
ま
っ
た
。

こ
の
湯
ヶ
島
で
の
滞
在
か
ら

1
桜
の
樹
の
下
で
は
』
、

「闇
の
絵
巻
』
、

「交

尾』

な
ど
の
名
作
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。

交
流
の
あ

っ
た
作
家
と
し
て
は
、
中
谷
孝
雄
、

外
村
茂
、
武
田
麟
太
朗
、

淀
野
隆
三
、
飯
島
正
、
三
好
達
治
、

北
川
冬
彦
、
横
光
利

一
、
阿
部
知
二
、

丸
山
薫
、
宇
野
千
代
ら
の
名
が
挙
げ
ら
れ
る
。
梶
井
は
高
校
は
京
都
の
三

高
、
大
学
は
東
京
大
学
で
、
友
人
と
同
人
誌
を
作
る
な
ど
、
仲
間
と
創
作

活
動
を
続
け
て
い
た
。
同
世
代
の
作
家
志
望
の
若
者
た
ち
と
も
交
流
が

あ
っ
た
。

し
か
し
湯
ヶ
島
で
の
川
端
と
の
交
流
が
、
梶
井
に
大
き
な
影
響
を
与
え

た
こ
と
は
確
か
だ
ろ
う
。
川
端
は
す
で
に
若
手
作
家
と
し
て
認
め
ら
れ
、

三

田

誠

広
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一
家
も
三
巫
県
烏

ち
ょ
う
ど
単
行
本

『伊
豆
の
踊
子
』
の
校
正
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
。

梶
井
は
そ
の
作
業
を
手
伝
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
同
じ
大
阪
府
出
身
の
二

歳
年
長
の
若
手
作
家
の
活
躍
は
、
梶
井
に
と
っ
て
大
き
な
刺
激
に
な

っ
た

に
違
い
な
い
。

川
端
康
成
は
七
十
二
歳
ま
で
生
き
、
多
く
の
作
品
を
残
し
、
ノ
ー
ベ
ル

賞
ま
で
受
貨
し
た
。
こ
れ
に
比
べ
れ
ば
、
三
十
一
歳
で
亡
く
な
っ
た
梶
井

基
次
郎
の
人
生
は
、
あ
ま
り
に
短
い
。
そ
の
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
の
だ

が
、
残
さ
れ
た
作
品
を
見
る
限
り
、
梶
井
の
存
在
感
は
川
端
に
も
劣
っ
て

い
な
い
。

梶
井
基
次
郎
は
大
阪
市
内
で
生
ま
れ
た
。
西
区
士
佐
堀
通
と
い
う
と
こ

ろ
で
、
尚
都
の
中
心
地
と
い

っ
て
い
い
。
父
は
商
家
の
出
身
で
、
安
田
財

閥
系
の
第
＿
―
-銀
行
に
勤
務
し
、
次
男
の
基
次
郎
が
生
ま
れ
た
当
時
は
、
系

列
の
貿
易
会
社
安
田
運
搬
所
に
配
属
さ
れ
て
い
た
。
母
も
幼
稚
園
の
保
母

を
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
、
豊
か
で
は
な
い
が
中
流
の
生
活
が
で
き
る

は
ず
だ
っ
た
が
、
父
に
は
遊
蕩
癖
が
あ
り
、
同
じ
年
に
異
母
弟
が
生
ま
れ

る
な
ど
、

家
計
は
楽
で
は
な
か

っ
た
。

母
は
教
養
が
あ
り
、
古
典
の
和
歌
や
物
語
を
子
ど
も
に
読
み
聞
か
せ
て

い
た
。
少
年
の
こ
ろ
か
ら
梶
井
は
文
学
的
な
教
養
を
身
に
つ
け
て
い
た

の
だ
。八

歳
の
時
に
父
が
安
田
商
事
束
京
支
店
に
配
属
さ
れ
、
一
家
は
上
京
し

て
芝
区
（
現
，
港
区
）
に
住
む
。
こ
の
こ
ろ
か
ら
父
は
仕
巾

t
の
小
満
か

ら
酒
び
た
り
と
な
り
、
異
図
弟
と
母
親
も
上
京
し
て
き
た
こ
と
か
ら
、
家

計
が
さ
ら
に
苦
し
く
な
っ
て
い
く
。

十
歳
の
時
に
父
が
安
田
系
の
烏
羽
造
船
所
に
転
勤
。

羽
町
（
現
・
鳥
羽
市
）
に
転
居
。
の
ち
に
い
く
つ
か
の
作
品
で
描
か
れ
る

三
重
県
と
の
縁
が
で
き
る
。
三
重
県
立
第
四
中
学
に
入
学
し
、
こ
こ
で
西

洋
音
楽
に
触
れ
た
。

十一

一歳
、
父
は
大
阪
の
安
田
鉄
工
所
に
転
勤
。

一
家
も
大
阪
市
北
区

（
の
ち
に
西
区
）
に
転
居
し
、
梶
井
は
北
野
中
学
に
転
入
し
た
。

十
五
歳
、
異
母
弟
が
奉
公
に
出
さ
れ
た
こ
と
に
抗
議
し
て
、
自
分
も
メ

リ
ヤ
ス
問
屋
に
奉
公
に
出
る

（
一
年
後
に
復
学
）。

こ
の
年
、
父
は
退
職

し
て
ビ
リ
ヤ
ー
ド
店
を
開
業
し
た
。

十
八
歳
、
三
高
入
学
。
当
初
は
工
業
裔
校
入
学
を
検
討
し
た
こ
と
も
あ

り
、
三
高
で
も
理
科
系
の
ク
ラ
ス
だ
っ
た
。
三
高
は
京
都
大
学
に
隣
接
し

て
い
て
、
大
学
生
と
の
交
流
も
あ
っ
た
。
そ
の
こ
ろ
か
ら
文
学
に
目
覚
め
、

と
く
に
志
賀
直
哉
、
武
者
小
路
実
篤
ら
の
白
樺
派
に
興
味
を
も

っ
て
い
た

が
、
相
馬
溜
の
大
名
の
家
系
で
あ
っ
た
志
賀
も
、
京
都
の
公
家
の
家
系
だ
っ

た
武
者
小
路
も
、
貸
族
の
子
弟
が
通
う
学
習
院
の
出
身
だ
っ
た
。
商
家
の

生
ま
れ
の
梶
井
は
、
わ
が
身
を
か
え
り
み
て
「
町
人
根
性
」
と
自
唐
的
に

な
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

梶
井
は
西
洋
の
文
化
に
憧
れ
、
強
い
プ
ラ
イ
ド
と
向
上
心
を
も
っ
て
い

た
。
そ
の
こ
ろ
か
ら
詩
作
に
励
む
よ
う
に
な
っ
て
い
た
が
、
勉
学
も
創
作

も
た
や
す
く
は
思
い
通
り
に
な
ら
な
い
。
実
家
の
家
計
が
傾
い
て
も
い
た

の
で
、
跨
沢
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
エ
ン
ピ
ッ
、
ポ
マ

ー
ド
、
オ
ー
デ
コ

ロ
ン
な
ど
、
さ
さ
や
か
な
出
費
で
舶
来
品
を
手
元
に
問
き
、
プ
ラ
イ
ド
を

満
た
し
て
い
た
。
そ
う
し
た
ち
ょ
っ
と
し
た
狩
沢
に
、
梶
井
の
ダ
ン
デ
ィ

ズ
ム
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

三
高
入
学
直
後
か
ら
微
熱
に
悩
ま
さ
れ
て
い
た
梶
井
は
、
十
九
歳
の
時
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に
肋
膜
炎
と
診
断
さ
れ
、
療
養
の
た
め
に
姉
が
嫁
い
で
い
た
三
重
県
の
山

間
部
に
転
地
し
た
の
だ
が
、
病
は
進
行
し
て
肺
尖
カ
タ
ル
の
診
断
を
受
け

た
。
学
問
を
止
め
て
養
生
す
る
こ
と
を
勧
め
る
母
の
反
対
を
押
し
切

っ
て

京
都
に
戻
り
、
学
業
を
続
け
た
。

そ
の
こ
ろ
か
ら
梶
井
の
生
活
は
荒
れ
始
め
た
。
甘
栗
屋
の
釜
に
牛
肉
を

投
げ
込
ん
だ
り
、
ラ
ー
メ
ン
屋
の
屋
台
を
ひ
っ
く
り
返
し
た
り
と
い
う
、

デ
カ
ダ
ン
ス
ふ
う
の
愚
行
を
重
ね
た
。

嵩
い
志
と
、
プ
ラ
イ
ド
に
対
し
て
、
微
熱
を
か
か
え
た
体
が
思
う
よ
う

に
な
ら
な
い
こ
と
へ
の
も
ど
か
し
さ
か
ら
、
酒
に
溺
れ
た
こ
と
も
あ

っ
た
。

そ
の
こ
ろ
の
心
情
は
、
代
表
作
の

『檸
檬
』
に
集
約
さ
れ
て
い
る
。

大
正
十
三
年
(
-
九
二
四
年
）
、
二
十
三
歳
に
な
っ
た
梶
井
は
、
東
大

英
文
科
に
入
学
す
る
。
本
格
的
に
文
学
を
学
ぽ
う
と
決
意
し
た
よ
う
だ
。

こ
の
年
の
七
月
、
三
歳
の
異
爵
妹
が
結
核
性
脳
膜
炎
で
死
去
す
る
。
そ
の

見
舞
い
の
帰
途
、

三
重
県
松
阪
市
に
移

っ
て
い
た
姉
の
も
と
に
寄
り
、

養

生
を
兼
ね
て
し
ば
ら
く
滞
在
し
た
。
こ
の
時
の
体
験
が
の
ち
に

『城
の
あ

る
町
に
て
』
に
結
実
す
る
。

東
京
に
戻
っ

た
梶
井
は
、
画
家
の
ポ
ー
ル
・
セ
ザ
ン
ヌ
に
心
酔
し
て
い

た
こ
と
も
あ
っ
て
、
瀬
山
極
と
い
う
筆
名
を
考
え
、
私
小
説
と
も
散
文
詩

と
も
と
れ
る
短
い
断
章
を
重
ね
た

「瀬
山
の
話
ー
と
い
う
作
品
を
構
想
し

て
い
た
の
だ
が
、
完
成
で
き
な
か
っ
た
。

友
人
た
ち
と
と
も
に
「
青
空
」
と
い
う
同
人
誌
の
発
刊
が
計
画
さ
れ
て

い
た
。
『瀬
山
の
話
」
を
仕
上
げ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
梶
井
は
、
そ

の
中
の
断
片
的
な
ス
ケ

ッ
チ
の
よ
う
な
も
の
を
友
人
た
ち
に
見
せ
た
。
こ

れ
が
創
刊
さ
れ
た

「青
空
」
の
巻
頭
を
飾
る
こ
と
に
な
る
。
名
作

「檸
檬
』

の
誕
生
だ
。

こ
の
作
品
は
友
人
た
ち
に
は
好
評
だ
っ
た
が
、
た
だ
ち
に
文
壇
で
認
め

ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
病
状
が
進
行
し
、
血
痰
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ

た
た
め
、
梶
井
は
や
む
な
く
卒
業
を
断
念
し
て
、
転
地
療
養
の
た
め
に
湯
ヶ

島
に
赴
く
。
こ
こ
で
川
端
康
成
と
の
運
命
的
な
出
会
い
が
あ
る
。
梶
井
二

十
五
歳
、

川
端
は
二
歳
年
長
の
二
十
七
歳
だ
っ
た
。

湯
ヶ
島
に
は
友
人
た
ち
も
訪
ね
て
き
た
が
、
こ
こ
で
詩
人
の
萩
原
朔
太

郎
、
文
芸
評
論
家
の
広
津
和
郎
、
小
説
家
の
尾
崎
士
郎
ら
と
面
識
を
得
る
。

こ
と
に
尾
崎
夫
人
で
あ

っ
た
宇
野
千
代
に
は
心
を
動
か
さ
れ
た
よ
う
だ
。

そ
の
後
も
同
人
誌
に
作
品
を
発
表
し
、
文
壇
づ
き
あ
い
も
続
け
て
い
た

の
だ
が
、
体
の
衰
弱
が
い
よ
い
よ
激
し
く
な
り
、
二
年
後
に
大
阪
の
実
家

に
帰
っ
た
。
二
十
七
歳
。
梶
井
の
余
命
も
残
り
少
な
く
な
っ
て
い
た
。
「青

空
」
は
廃
刊
と
な
っ
た
が
、
友
人
の
詩
人
、
北
川
冬
彦
、

三
好
達
治
ら
の

同
人
誌

「詩
・
現
実」

に
、
「
愛
撫
」
、
「闇
の
絵
巻
』
を
発
表
。

文
壇
で
の
評
価
は
し
だ
い
に
高
ま
り
、

三
十
歳
の
時
に
初
め
て
の
作
品

集
『
檸
檬
」
が
発
刊
さ
れ
た
。

翌
年
に
は
商
業
誌
の
「
中
央
公
論
」
に

『
の
ん
き
な
患
者
』
を
発
表
す

る
。
そ
の
翌
月
に
は
同
じ

「中
央
公
論
」
で
小
林
秀
雄
が
梶
井
の
作
品
を

論
じ
る
な
ど
、
よ
う
や
く
作
家
と
し
て
世
に
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

の
だ
が
、
そ
の
矢
先
、
梶
井
は
三
十

一
年
の
短
い
生
涯
を
終
え
る
こ
と
に

な
っ
た
。

宮
澤
賢
治
、
金
子
み
す
ゞ
な
ど
、
死
後
に
評
価
さ
れ
た
文
学
者
は
少
な

く
な
い
。
こ
れ
に
比
べ
れ
ば
、
梶
井
基
次
郎
は
最
晩
年
に
わ
ず
か
な
が
ら

文
塩
で
評
価
さ
れ
る
と
い
う
栄
光
の
時
期
を
体
験
し
た
の
だ
が
、
そ
れ
だ
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け
に
病
が
進
行
す
る
こ
と
に
無
念
の
思
い
を
抱
き
な
が
ら
死
ん
で
い
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
遺
作
と
な
っ
た

「
の
ん
き
な
患
者
』
に
見

え
る
静
か
な
諦
念
と
、
と
ぽ
け
た
ユ
ー
モ
ア
が
、
読
者
の
救
い
と
な

っ
て

い
る
。

梶
井
基
次
郎
は

「幸
福
」
と
は
縁
遠
い
人
生
を
送
っ
た
。
青
年
期
に
す

で
に
病
に
冒
さ
れ
、
微
熱
と
咳
、
息
苦
し
さ
、
疲
労
感
に
悩
ま
さ
れ
た
。

何
を
や
っ
て
も
集
中
力
が
持
続
せ
ず
、
勉
学
も
創
作
も
思
う
よ
う
に
は
進

ま
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
友
人
に
恵
ま
れ
、
京
都
の
三
校
時
代
か
ら
同
人

誌
を
発
刊
し
、
短
篇
と
散
文
詩
に
近
い
掌
筑
の
発
表
を
重
ね
た
。
代
表
作

の

「檸
檬
」
は
そ
の
初
期
に
発
表
さ
れ
た
。
こ
こ
で
は
ま
ず
「
檸
棟
』
の

冒
頭
か
ら
読
み
込
む
こ
と
で
、
梶
井
基
次
郎
の
幸
福
観
を
探
っ
て
み
た
い
。

作
品
の
冒
頭
に
は
熱
病
に
冒
さ
れ
た
絶
望
感
と
不
快
感
が
示
さ
れ
る
の

だ
が
、
す
ぐ
に
次
の
よ
う
な
文
章
が
続
い

て
い
く
。
こ
こ
に
は
梶
井
の
嗜

好
と
セ
ン
ス
が
示
さ
れ
、
幸
福
観
に
つ
な
が
る
緒
の
よ
う
な
も
の
が
見
え

て
い
る
。私

は
ま
た
あ
の
花
火
と
い
う
奴
が
好
き
に
な
っ
た
。
花
火
そ
の
も

の
は
第
二
段
と
し
て
、
あ
の
安
っ
ぽ
い
絵
具
で
赤
や
紫
や
貨
や
LII
や、

様
ざ
ま
の
縞
模
様
を
持
っ
た
花
火
の
束
、
中
山
寺
の
星
ド
り
、
化
合

戦
、
枯
れ
す
す
き
、
そ
れ
か
ら
鼠
花
火
と
い
う
の
は
一
っ
ず
つ
輪
に

そ
そ

な
っ
て
い
て
箱
に
詰
め
て
あ
る
。
そ
ん
な
も
の
が
私
の
心
を
唆
っ
た
。

二
、
作
品
に
表
現
さ
れ
た
幸
福
観

そ
れ
か
ら
ま
た
、
び
い
ど
ろ
と
い
う
色
硝
子
で
鯛
や
花
を
打
ち
出

し
て
あ
る
お
は
じ
き
が
好
き
に
な
っ
た
し
、
南
京
玉
が
好
き
に
な
っ

な

た
。
ま
た
そ
れ
を
営
め
て
見
る
の
が
私
に
と
っ
て
何
と
も
い
え
な
い

享
楽
だ
っ
た
の
だ
。
あ
の
び
い
ど
ろ
の
味
ほ
ど
幽
か
な
涼
し
い
味
が

あ
る
も
の
か
。
私
は
幼
い
時
よ
く
そ
れ
を
口
に
入
れ
て
は
父
母
に
叱

ら
れ
た
も
の
だ
が
、
そ
の
幼
児
の
あ
ま

い
記
憶
が
大
き
く
な
っ
て
落

塊
れ
た
私
に
蘇
っ
て
く
る
故
だ
ろ
う
か
、
全
く
あ
の
味
に
は
幽
か
な

爽
か
な
何
と
な
く
詩
美
と
い

っ
た
よ
う
な
味
覚
が
漂
っ
て
来
る
。

こ
こ
か
ら
主
人
公
は
京
都
の
市
中
を
さ
ま
よ
い
歩
く
。
ど
こ
へ
行
く
と

い
う
目
的
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
あ
て
も
な
い
往
復
だ
が
、
た
と
え
ば

詐
閤
や
輸
人
雑
貨
を
並
べ
た
丸
善
の
よ
う
な
き
ら
び
や
か
な
場
所
に
は
、

気
が
滅
入
っ
て
近
づ
け
な
い
。
主
人
公
が
た
ど
り
つ
く
の
は
、
う
ら
ぶ
れ

た
果
物
屋
だ
。
商
店
街
の
は
ず
れ
の
暗
が
り
の
中
に
、
裸
電
球
に
照
ら
し

出
さ
れ
た
果
実
の
原
色
が
鮮
や
か
に
う
か
び
あ
が
る
。
そ
こ
で
主
人
公
は

一
箇
の
レ
モ
ン
を
買
い
求
め
る
。
手
に
取

っ
た
レ
モ
ン
の
冷
た
さ
が
微
熱

の
あ
る
身
に
は
心
地
よ
く
感
じ
ら
れ
る
。
主
人
公
は
そ
の
レ
モ
ン
を
懐
に

入
れ
て
、
近
づ
く
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
丸
善
の
店
内
に
入
り
、
画
集
を

積
み
上
げ
て
そ
の
上
に
置
く
。
そ
の
ま
ま
店
を
出
た
主
人
公
は
、
あ
の
レ

モ
ン
が
燃
弾
だ

っ
た
ら
、

と
い
っ

た
あ
る
意
味
で
は
邪
悪
な
、
し
か
し
子

ど
も
じ
み
た
無
害
な
想
像
に
耽
る
。

主
人
公
は
本
物
の
爆
弾
を
仕
掛
け
た
わ
け
で
は
な
い
。
想
像
の
中
で
、

か
つ
て
自
分
が
憧
れ
、
手
に
入
れ
た
い
と
願
っ
て
い
た
西
洋
文
化
を
木
っ

端
微
塵
に
粉
砕
し
た
い
と
い
う
切
実
な
思
い
を
表
明
し
た
の
だ
。
こ
の
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例
に
よ
っ
て
緻
密
な
自
然
描
写
が
見
ら
れ
る
。
自
然
と
い
っ
て
も
、
山

『檸
檬
』
と
い
う
作
品
の
ラ
ス
ト
シ
ー
ン
は
、
一
種
の
言
葉
に
よ
る
暴
力

的
な
表
白
な
の
だ
が
、
そ
こ
に
こ
そ
作
者
の
切
実
な
思
い
が
凝
縮
さ
れ
て

い
て
、
多
く
の
読
者
の
胸
を
撃
つ
こ
と
に
な
る
。
熱
病
に
冒
さ
れ
た
梶
井

に
は
、
時
間
を
か
け
て
西
洋
文
化
に
接
近
し
、
わ
が
も
の
に
す
る
と
い
っ

た
段
階
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
は
不
可
能
に
近
い
。
彼
に
残
さ
れ
た
時
間
は
あ

ま
り
に
も
短
い
の
だ
。
必
然
的
に
、
彼
の
思
い
は
屈
折
し
た
も
の
に
な
っ

て
い
く
。
そ
の
屈
折
が
逆
説
と
な
り
、
レ
モ
ン
爆
弾
な
ど
と
い
う
や
や
危

な
い
発
想
に
つ
な
が
っ
た
の
だ
ろ
う
。

梶
井
碁
次
郎
の
作
品
の
中
に
、

「幸
福
」
と
い
う
言
葉
が
直
接
出
て
く

る
箇
所
が
あ
る
。
そ
れ
は

「
冬
の
日
』
と
い
う
中
期
の
作
品
だ
。
こ
こ
で

は
梶
井
の
分
身
と
思
わ
れ
る
発
と
い
う
人
物
が
、
東
京
の
街
を
さ
ま
よ
い

歩
く
。
ま
ず
は
冒
頭
の
文
章
を
見
て
み
よ
う
。

た
か
し

季
節
は
冬
至
に
間
も
な
か
っ
た
。
発
の
窓
か
ら
は
、
地
盤
の
低
い

家
々
の
庭
や
門
辺
に
立
っ
て
い
る
木
々
の
葉
が
、
一

日
ご
と
剥
が
れ

て
ゆ
く
様
が
見
え
た
。

ご
ん
ご
ん
胡
麻
は
老
婆
の
蓬
髪
の
よ
う
に
な

っ
て
し
ま
い
、

元和
に

ゃ

美
し
く
灼
け
た
桜
の
最
後
の
薬
が
な
く
な
り
、
欅
が
風
に
か
さ
か
さ

身
を
震
わ
す
ご
と
に
隠
れ
て
い
た
風
景
の
部
分
が
現
れ
て
来
た
。

も
う
暁
刻
の
百
舌
鳥
も
来
な
く
な
っ
た
。
そ
し
て
或
る
日
、
屏
風

の
よ
う
に
立
ち
並
ん
だ
樫
の
木
へ
鉛
色
の
椋
烏
が
何
百
羽
と
知
れ
ず

下
り
た
頃
か
ら
、
だ
ん
だ
ん
霜
は
鋭
く
な

っ
て
来
た
。

奥
の
大
自
然
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
都
会
の
中
の
自
然
だ
。
昔
は
ど

の
家
に
も
小
さ
な
庭
が
あ
り
、
樹
が
生
い
茂
っ
て
い
た
。
そ
こ
に
百
舌
鳥

や
椋
鳥
な
ど
の
小
鳥
が
や
っ
て
く
る
。

す
で
に
お
な
じ
み
の

「尭
」
と
い
う
人
物
が
主
人
公
だ
。

三
人
称
主
観
小
説
と
い
う
、
私
小
説
に
特
有
の
ス
タ
イ
ル
を
と
っ
て
い

る
。

一
人
称
を
用
い
ず
に
、
主
人
公
を
名
前
で
呼
び
な
が
ら
、
風
景
や
自

然
の
描
写
は
す
べ
て
、

主
人
公
の
目
と
感
性
で
と
ら
え
て
い
く
。「
奥」

と
い
う
主
語
を

「私
」
に
変
換
し
て
も
文
章
に
乱
れ
は
生
じ
な
い
。
そ
れ

く
ら
い
に
主
人
公
に
ぴ
っ
た
り
と
寄
り
添
っ
て
晉
く
の
が
私
小
説
の
典
型

な
の
だ
。

病
が
進
み
、
長
い
散
歩
も
で
き
な
く
な
っ
た
主
人
公
は
、
窓
か
ら
戸
外

を
眺
め
て
い
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
。
右
の
冒
頭
部
分
に
続
く
の
は
、
こ

ん
な
文
章
だ
。

い
た

冬
に
な
っ
て
発
の
肺
は
疼
ん
だ
。
落
葉
が
降
り
溜
っ
て
い
る
井
戸

端
の
漆
喰
へ
、
洗
面
の
と
き
吐
く
痰
は
、
黄
緑
色
か
ら
に
ぶ
い
血
の

色
を
出
す
よ
う
に
な
り
、
時
に
そ
れ
は
驚
く
ほ
ど
鮮
や
か
な
紅
に
冴

え
た
。

梶
井
の
観
察
力
は
、
自
分
の
吐
く
痰
に
ま
で
及
ぶ
。
痰
に
血
が
混
じ
る

と
い
う
の
は
、
死
が
迫

っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
だ
が
、
梶
井
は
た
だ

淡
々
と
、
冷
静
に
目
に
映
る
も
の
を
描
写
し
て
い
く
。

こ
れ
が
梶
井
基
次
郎
の
文
章
術
だ
。
余
計
な
説
明
は
加
え
な
い
。
内
面

の
吐
露
は
極
力
、
封
印
し
て
、
描
写
に
徹
す
る
。
意
思
も
感
性
も
も
た
な
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梶
井
は
カ
メ
ラ
に
映
っ
た
映
像

い
無
機
的
な
カ
メ
ラ
に
な
っ
た
よ
う
に
、

を
克
明
に
文
字
に
刻
み
込
ん
で
い
く
。

痰
に
血
が
混
じ
っ
て
い
る
の
を
、
た
だ
じ
っ
と
見
つ
め
、
金
魚
み
た
い

だ
と
思
っ
た
り
す
る
。

梶
井
の
作
品
と
し
て
は
や
や
長
め
の
こ
の
作
品
は
、
い
く
つ
か
の
章
に

分
け
ら
れ
て
い
る
。
―
つ
の
章
は
短
い
の
だ
が
、
迂
に
分
け
る
こ
と
で
、

時
間
と
し
て
も
、
気
分
と
し
て
も
、
切
り
替
え
が
で
き
る
。
そ
の
こ
と
で
、

主
人
公
が
置
か
れ
た
状
況
が
、
多
角
的
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。

風
景
描
写
か
ら
始
ま
る
冒
頭
の
章
の
次
に
は
、
屈
か
ら
届
い
た
手
紙
に

始
ま
る
省
察
の
章
が
続
く
。

い
ま
の
一
年
は
後
の
十
年
だ
、
と
い
う
医
者
の
言
業
に
つ
い
て
、
こ
れ

は
数
年
で
死
ぬ
と
い
う
意
味
だ
と
考
え
、
な
ぜ
は
っ
き
り
言
わ
な
い
の
か

と
慨
嘆
し
た
り
す
る
。

こ
の
よ
う
に
、
ス
ト
レ
ー
ト
に
病
気
に
つ
い
て
考
察
す
る
の
は
、
梶
井

の
全
作
品
の
中
で
も
稀
少
な
箇
所
に
な

っ
て
い
る
。

し
か
し
こ
う
し
た
省
察
は
長
く
は
続
か
な
い
。
あ
ま
り
に
埋
屈
が
続
く

と
、
小
説
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。

小
説
で
大
事
な
の
は
、
イ
メ
ー
ジ
で
あ
り
、

「
発
見
」
だ
か
ら
だ
。

次
の
第
三
章
で
は
、
再
び
丹
念
な
風
景
描
写
が
統
く
。

低
地
を
隔
て
て
、
谷
に
臨
ん
だ
日
当
た
り
の
い

い
あ
る
華
族
の
庭

が
見
え
た
。
＂
山
に
枯
れ
た
朝
鮮
芝
に
赤
い
蒲
団
が
干
し
て
あ
る

。

ー
尭
は
い
つ
に
な
く
早
起
き
を
し
た
午
削
に
う

っ
と
り
と
し
た
。

し
ば
ら
く
し
て
彼
は
、
葉
が
褐
色
に
枯
れ
て
落
ち
て
い
る
歴
根
に
、

あ
ら

つ
る
も
ど
き
の
赤
い
実
が
つ
や
や
か
に
露
わ
れ
て
い
る
の
を
見
な
が

ら
、
家
の
門
を
出
た
。

風
も
な
い
青
空
に
、
黄
に
化
り
き
っ
た
公
孫
樹
は
、
静
か
に
影
を

や
す

畳
ん
で
休
ろ
う
て
い
た
。
白
い
化
粧
煉
瓦
を
張
っ
た
長
い
塀
が
、
い

か
に
も
澄
ん
だ
冬
の
空
気
を
映
し
て
い
た
。
そ
の
下
を
孫
を
負
ぶ
っ

た
老
婆
が
ゆ
っ
く
り
歩
い
て
来
る
。

奥
は
長
い
坂
を
下
り
て
郵
便
局
へ
行
っ
た
。
日
の
射
し
込
ん
で
い

る
郵
便
局
は
絶
え
ず
扉
が
鳴
り
、
人
び
と
は
朝
の
新
鮮
な
空
気
を
撒

き
散
ら
し
て
い
た
。
尭
は
長
い
間
こ
ん
な
空
気
に
接
し
な
か
っ
た
よ

う
な
気
が
し
た
。

ゅ

？

、

さ

ざ

ん

か

、

、、

彼
は
細
い
坂
を
緩
り
ゆ
っ
く
り
登

っ
た
。
山
茶
花
の
花
や
や
つ
で

の
化
が
咲
い
て
い
た
。
発
は
十
二
月
に
な
っ
て
も
蝶
が
い
る
の
に
驚

ろ
い
た
。
そ
れ
の
飛
ん
で
行

っ
た
方
角
に
は
日
光
に
撒
か
れ
た
虻
の

光
点
が
忙
し
く
行
き
交
う
て
い
た
。

「痴
呆
の
よ
う
に
幸
福
だ
」
と
彼
は
思
っ
た
。

つ
ら
日
溜
ま
り
に
屈
ま

っ
て
い
た
。

そ
し
て
う
つ
ら
う

ま
こ
と
に
精
密
な
充
実
し
た
描
写
が
続
い
て
い
く
。
多
忙
な
現
代
人
に

と
っ
て
は
、
あ
る
い
は
繁
雑
な
、
詳
し
す
ぎ
る
描
写
と
感
じ
ら
れ
る
か
も

し
れ
な
い
。

い
ま
の
一
年
は
後
の
十
年
だ
、
と
い
う
医
者
の
言
葉
が
先
に
引
用
さ
れ

て
い
た
。
こ
れ
は
療
養
中
の

一
年
は
大
事
で
、
元
気
に
な
っ
た
時
の
十
年

に
匹
敵
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
そ
れ
く
ら
い
に

一
日
一
日
を
大
切
に
し
て

養
生
に
努
め
な
い
と
い
け
な
い
と
医
者
は
言
い
た
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
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だ
が
こ
の
言
葉
は
、
死
に
近
い
病
人
の
一
年
は
、
健
康
な
人
の
十
年
に

匹
敵
す
る
、
と
い
う
ふ
う
に
も
受
け
取
れ
る
。

こ
の
時
は
、
な
ぜ
命
が
短
い
と
率
直
に
言
わ
な
い
の
か
と
、
医
者
を
批

判
す
る
よ
う
な
こ
と
を
思

っ
た
主
人
公
だ
が
、
医
者
に
言
わ
れ
る
ま
で
も

な
く
、
主
人
公
す
な
わ
ち
梶
井
は
、
一
日
を
、
一
時
間
を
、
十
倍
の
密
度

で
生
き
た
い
と
思
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

あ
り
ふ
れ
た
風
景
も
、
数
年
後
に
は
、
見
ら
れ
な
く
な
る
。
だ
か
ら
こ

そ
瞼
の
奥
に
刻
み
つ
け
る
よ
う
に
し
て
、
梶
井
は
目
に
映
る
も
の
の
す
べ

て
に
目
を
凝
ら
し
て
い
く
。

右
に
引
用
し
た
部
分
の
最
後
に
は
、
主
人
公
の
内
面
の
う
め
く
よ
う
な

つ
ぶ
や
き
が
記
さ
れ
て
い
る
。

「
痴
呆
の
よ
う
な
幸
福
だ
」
と
彼
は
思
っ
た
。

そ
の
よ
う
に
梶
井
は
記
し
て
い
る
。

ど
こ
に
で
も
あ
る
よ
う
な
郵
便
局
の
に
ぎ
わ
い
が
、
い
か
に
も
新
鮮
な

も
の
に
感
じ
ら
れ
る
。

坂
道
か
ら
見
え
る
花
の

一
っ
―
つ
が
、
う
る
わ
し
い
も
の
に
見
え
る。

一
匹
の
蝶
に
も
、
驚
異
を
覚
え
る
。

そ
の
蝶
が
飛
ん
で
い
く
先
で
は
、
日
の
光
を
受
け
て
、
飛
ん
で
い
る
虻

が
き
ら
き
ら
光
っ
て
い
る
。

梶
井
は
そ
れ
を
、
幸
福
と
感
じ
る
。
た
だ
素
直
に
幸
福
と
言
い
き
っ
て

し
ま
う
に
は
、

気
恥
ず
か
し
さ
が
あ
っ

た
の
だ
ろ
う
。
「痴
呆
の
よ
う
な

幸
福
」
と
、
皮
肉
ま
じ
り
の
言
い
方
を
し
て
、
い
く
ぶ
ん
自
虐
的
に
な
っ

て
み
せ
る
。

そ
し
て
主
人
公
は
、
作
品
の
結
び
の
部
分
で
、
「
大
き
な
落
日
が
見
た
い
」

と
い
う
願
望
を
抱
く
。

し
か
し
そ
の
願
望
は
容
易
に
は
実
現
し
な
い
。
主
人
公
が
立
っ
て
い
る

の
は
飯
倉
片
町
で
あ
り
、
そ
こ
は
麻
布
台
と
呼
ば
れ
る
台
地
の
南
東
に
あ

た
る
。
そ
こ
か
ら
落
日
を
見
る
た
め
に
は
、
青
山
を
越
え
て
渋
谷
の
あ
た

り
ま
で
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
肺
病
の
微
熱
を
か
か
え
た
主
人
公
に

と
っ
て
は
、
達
成
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
頗
望
な
の
だ
。
梶
井
の
束
の
間
の

幸
福
観
は
、

た
ち
ま
ち
色
褪
せ
て
い
く
。

梶
井
基
次
郎
が
生
涯
に
書
き
遺
し
た
作
品
の
数
は
、
け
っ
し
て
多
く
は

な
い
。
し
か
し
そ
の
短
い
生
涯
の
中
で
、
彼
は
数
多
く
の
「
発
見
」
を
作

品
の
中
に
提
示
し
て
い
る
。
玩
具
の
花
火
の
彩
り
、
ビ
ー
至
の
感
触
も
そ

の

一っ
だ
。
積
み
上
げ
ら
れ
た
画
集
の
上
の
レ
モ
ン
爆
弾
の
輝
き
は
、
最

も
印
象
的
な
も
の
の

一
っ
だ
ろ
う
。

梶
井
は
残
り
少
な
い
時
間
を
惜
し
む

よ
う
に
、
風
景
や
事
物
を
凝
視
し
て
文
章
に
写
し
取

っ
て
い
く
。
梶
井
の

描
写
の
す
べ
て
が
、
梶
井
に
と
っ
て
は
大
き
な
喜
び
で
あ
り
、
幸
福
で
あ
っ

た
の
だ
ろ
う
と
わ
た
し
は
考
え
る
。
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