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縁
側
に
蹲
ん
で
、
庭
の
樹
の
葉
の
隙
間
か
ら
空
を
仰
ぐ
と
、
満
月
に
近
い

月
が
、
涼
し
さ
う
に
青
空
に
浮
ん
で
ゐ
る
。
隣
家
か
ら
聞
え
て
来
る
ラ
ジ
オ

は
流
行
唄
を
唄
つ
て
ゐ
る
。
草
叢
に
は
虫
の
音
が
盛
ん
で
、
向
う
の
松
林
に

は
梟
が
鳴
い
て
ゐ
る
。
さ
う
い
ふ
い
ろ
〳
〵
な
物
音
を
圧
し
潰
さ
う
と
す
る

や
う
に
、
力
強
い
波
濤
が
程
近
い
と
こ
ろ
に
鳴
つ
て
ゐ
る
。

「
あ
の
月
は
旧
の
七
月
の
、
本
当
の
盂
蘭
盆

う
ら
ぼ
ん

の
月
だ
な
。
」

　
私
は
さ
う
思
つ
て
、
ひ
と
り
静
か
に
初
秋
の
夜
を
楽
ん
で
ゐ
た
が
、
い
つ

と
な
し
に
、
幼
い
頃
の
故
郷
の 

七  
夕 

た
な
ば
た

や
盂
蘭
盆
の
有
様
が
思
ひ
出
さ
れ
た
。

こ
の
季
節
は
、
幼
時
の
追
憶
の
う
ち
で
も
最
も
懐
し
い
も
の
で
、
私
の
心
は

深
い
感
化
を
受
け
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
三
四
十
年
前
の
こ
と
で
あ
つ
て
も
、
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風
俗
習
慣
が
目
ま
ぐ
る
し
い
変
化
を
続
け
て
ゐ
る
日
本
の
現
代
で
は
、
一
世

紀
も
二
世
紀
も
昔
の
事
の
や
う
に
思
ひ
做
さ
れ
る
。 

僻  

陬 

へ
き
す
う

の
故
郷
で
も
、

今
は
あ
の
頃
の
風
習
は
影
が
薄
く
な
つ
て
、
遠
海
へ
出
稼
ぎ
に
行
つ
て
ゐ
る

漁
夫
の
帰
郷
の
季
節
を
盂
蘭
盆
と
名
づ
け
る
に
過
ぎ
な
い
ら
し
い
。
七
夕
の

竹
も
立
て
な
く
な
つ
た
。
盆
踊
り
は
近
年
全
く
止
め
に
な
つ
て
、
そ
の
代
り

に
素
人
芝
居
を
や
つ
た
り
活
動
写
真
を
催
し
た
り
す
る
や
う
に
な
つ
た
。

　
昔
、
私
達
は
老
い
た
る
下
男
に
連
ら
れ
て
、
寺
の
藪
へ
七
月
竹
を
切
り
に

行
つ
た
。
そ
し
て
、
二
三
日
が
ゝ
り
で
書
い
て
置
い
た
、
薄
つ
ぺ
ら
な
色
紙

や
短
冊
を
紙
縒
で
二
本
の
竹
に
結
へ
つ
け
て
、
庭
に
立
て
た
。
短
冊
の
文
字

の
多
く
は
、
曾
祖
父
が
編
纂
し
て
自
費
出
版
を
し
た
『
七
夕
狂
歌
集
』
か
ら

撰
ん
で
写
し
た
の
で
あ
つ
た
。
茄
子
で
馬
を
つ
く
つ
た
り
、 

玉 

蜀 

黍 

た
う
も
ろ
こ
し
や
胡

4月を見ながら



瓜
や
大
角
豆
な
ど
を
い
ろ
い
ろ
な
形
に
し
て
集
め
た
り
し
て
、
小
机
の
上
に

乗
せ
て
、
七
夕
様
に
供
へ
た
。
煎
豆
を
重
箱
に
詰
め
て
置
い
て
、
七
夕
祭
を

見
に
来
る
村
の
子
供
に
一
握
り
づ
ゝ
施
す
の
が
常
例
に
な
つ
て
ゐ
た
。
夜
が

更
け
る
と
井
戸
で
冷
し
た
西
瓜
を
皆
し
て
食
べ
た
。

　
盆
の
精
霊
祭
や
墓
詣
り
は
、
祖
母
の
指
図
に
従
つ
て
私
達
は
神
秘
的
興
味

を
も
つ
て
よ
く
勤
め
た
。
十
五
日
の
夜
満
潮
が
波
戸
場
の
岸
を
浸
す
頃
を
見

計
ら
つ
て
、
私
達
は
蓮
の
葉
に
盛
つ
た
供
物
と
共
に
精
霊
棚
を
流
し
た
。
そ

れ
が
波
に
漂
う
て
次
第
に
沖
の
方
へ
遠
ざ
か
つ
て
行
く
の
を
月
の
光
り
で
見

て
ゐ
る
と
、
霊
魂
の
世
界
が
幼
心
に
空
想
さ
れ
た
。
御
先
祖
は
、
盆
の
三
日

間
供
養
し
た
あ
と
で
お
墓
の
中
へ
送
り
返
し
、
精
霊
棚
で
祭
つ
た
無
縁
の
亡

者
は
海
上
へ
送
り
出
す
の
だ
と
、
祖
母
は
云
つ
て
ゐ
た
。
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「
海
へ
流
さ
れ
て
、
し
ま
ひ
に
は
何
処
へ
行
く
の
ぢ
や
ら
う
。
」

　
私
は
、
無
数
の
霊
魂
が
海
上
に
浮
び
海
底
に
沈
む
こ
と
を
思
つ
て
、
月
夜

の
海
に
対
し
て
無
気
味
な
感
じ
を
起
し
た
。

　
海
端
の
住
吉
神
社
の
境
内
で
は
、
宵
か
ら
夜
中
ま
で
も
踊
り
が
つ
づ
く
の

で
、
宵
の
う
ち
は
崩
れ
勝
ち
な
踊
り
の
輪
も
夜
が
更
け
る
と
、
子
供
が
去
つ

て
、
熱
心
な
男
女
ば
か
り
が
残
つ
て
、
調
子
が
揃
つ
て
、
手
の
音
、
足
の
音
、

音
頭
取
り
の
唄
声
が
、
私
の
寝
床
ま
で
快
く
響
い
て
来
る
の
で
あ
つ
た
。
故

郷
の
盆
踊
り
は
手
振
が
単
純
な
の
で
、
私
な
ど
も
、
幼
い
頃
に
は
そ
れ
を
よ

く
覚
え
て
ゐ
た
。
一
二
度
踊
り
仲
間
に
加
つ
た
こ
と
さ
へ
あ
つ
た
。

　
二
十
歳
前
に
上
京
し
て
か
ら
は
、
故
郷
の
踊
り
も
他
所
の
踊
り
も
見
る
機

会
は
全
く
な
く
な
つ
た
の
で
あ
つ
た
が
、
あ
る
年
、
　
　
今
か
ら
十
数
年
前

6月を見ながら



に
、
常
陸
の
国
五
浦
い
づ
ら
の
浜
で
、
珍
し
い
盆
踊
り
を
見
た
。
季
節
は
丁
度
今
時

分
で
、
月
の
冴
え
た
晩
で
あ
つ
た
。

　
美
術
院
の
首
領
で
あ
つ
た
岡
倉
覚
三
氏
が
、
一
時
収
め
て
ゐ
た
羽
翼
を
張

つ
て
、
再
び
美
術
界
へ
乗
り
出
さ
う
と
し
た
時
で
、
一
族
郎
党
と
ゝ
も
に
、

そ
の
仲
間
や
新
聞
雑
誌
関
係
者
な
ど
を
、
自
分
の
隠
棲
地
の
五
浦
へ
招
い
て
、

門
出
の
盛
宴
を
催
し
た
が
、
そ
の
余
興
の
一
つ
は
盆
踊
り
で
あ
つ
た
。
近
村

の
漁
民
の
一
団
を
呼
ん
で
、
こ
の
地
方
独
得
の
踊
り
を
踊
ら
せ
た
の
で
あ
つ

た
。
岡
倉
氏
自
身
も
酔
顔
に
手
拭
を
被
つ
て
、
踊
り
仲
間
に
加
つ
て
、
調
子

外
れ
の
踊
り
を
踊
つ
た
。
し
か
し
、
身
心
と
も
に
疲
労
し
て
ゐ
た
私
に
は
、

さ
う
い
ふ
異
つ
た
光
景
も
面
白
く
は
見
ら
れ
な
か
つ
た
。
と
て
も
幼
年
時
代

に
楽
ん
で
見
て
ゐ
た
盆
踊
り
の
や
う
に
無
邪
気
に
は
受
け
容
れ
ら
れ
な
か
つ
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た
。

　
画
家
は
絵
を
書
い
て
ゐ
た
ら
い
ゝ
だ
ら
う
。
展
覧
会
を
開
き
た
け
れ
り
や
、

仲
間
う
ち
で
い
ゝ
絵
を
書
い
て
陳
列
し
た
ら
い
ゝ
だ
ら
う
。
政
治
家
や
商
人

見
た
い
に
、
人
を
集
め
て
御
馳
走
し
た
り
盆
踊
り
を
見
せ
た
り
し
て
、
威
勢

を
つ
け
る
に
は
及
ぶ
ま
い
。
岡
倉
さ
ん
を
一
部
の
人
が
英
雄
扱
ひ
す
る
の
は

可
笑
し
い
と
、
私
は
、
氏
の
頬
被
り
し
た
踊
り
姿
を
見
て
、
磊
落
視
す
る
よ

り
も
滑
稽
視
し
て
ゐ
た
。

「
早
い
も
の
だ
。
岡
倉
の
踊
り
を
見
て
以
来
、
も
う
十
五
六
年
経
つ
て
ゐ
る

の
だ
。
」

　
私
は
、
あ
れ
以
来
岡
倉
門
下
の
多
く
の
秀
才
が
、
時
運
に
遭
遇
し
て
、
絵

の
評
判
と
共
に
、
財
産
を
つ
く
つ
た
こ
と
を
思
ひ
出
し
た
。
物
質
上
に
成
功

8月を見ながら



し
て
別
荘
を
つ
く
つ
た
り
、
妾
宅
を
設
け
た
り
す
る
の
を
見
る
と
、
あ
る
種

の
日
本
画
家
は
実
業
家
見
た
い
な
も
の
だ
。
だ
か
ら
私
な
ど
で
も
新
聞
社
の

美
術
部
を
担
任
し
て
ゐ
る
間
は
、
五
浦
の
宴
会
な
ど
へ
も
招
待
さ
れ
て
、
買

収
さ
れ
よ
う
と
し
た
の
だ
。

「
し
か
し
、
こ
れ
も
馬
鹿
正
直
だ
つ
た
。
七
年
間
美
術
記
者
を
勤
め
て
ゐ
た

の
に
、
知
名
の
画
家
に
絵
を
一
枚
た
り
と
も
書
い
て
貰
は
な
か
つ
た
。
先
方

か
ら
お
世
辞
に
書
い
て
や
ら
う
と
云
つ
て
も
、
要
ら
な
い
と
云
つ
て
断
つ
た

が
、
岡
倉
の
奇
抜
な
踊
り
を
見
た
の
を
、
新
聞
記
者
の
役
得
と
す
る
や
う
ぢ

や
詰
ま
ら
な
か
つ
た
。
」

　
月
夜
の
感
想
が
い
つ
か
理
に
落
ち
て
し
ま
つ
た
。
耳
を
傾
け
る
と
、
ラ
ヂ

オ
は
大
正
十
一
年
頃
の
流
行
唄
だ
と
云
つ
て
「
私
も
お
前
も
枯
す
ゝ
き
」
と
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い
ふ
唄
を
唄
つ
て
ゐ
た
。
大
正
元
年
以
来
の
流
行
唄
の
演
奏
が
今
は
終
り
に

近
づ
い
て
ゐ
る
の
だ
。

「
踊
り
目
が
切
れ
た
よ
。
く
さ
れ
縄
か
よ
、
ま
た
切
れ
た
。
」
と
、
子
供
の

時
分
に
聞
い
た
踊
り
唄
が
思
ひ
出
さ
れ
た
。

　
私
は
樹
の
間
を
離
れ
た
月
を
仰
い
だ
。
昔
の
日
本
人
に
は
、
月
と
い
ふ
も

の
が
ど
れ
ほ
ど
に
親
し
ま
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
ら
う
。
王
朝
文
学
な
ど
に
は
殊

に
月
の
感
じ
が
よ
く
書
か
れ
て
ゐ
る
。
今
日
読
ん
だ
弁
ノ
内
侍
日
記
に
は
、

月
の
日
記
と
云
つ
て
い
ゝ
く
ら
ゐ
に
、
ど
の
ペ
ー
ジ
に
も
月
の
こ
と
が
、
何

と
か
ゝ
と
か
書
か
れ
て
ゐ
る
。
電
灯
な
ど
の
な
か
つ
た
時
代
に
は
、
月
の
光

が
こ
と
に
有
難
か
つ
た
の
で
あ
ら
う
が
、
詩
や
歌
が
か
う
も
月
の
こ
と
に
拘

泥
し
て
ゐ
る
の
を
見
る
と
、
頭
の
単
純
さ
に
少
し
呆
れ
て
来
る
。
月
の
歌
が

10月を見ながら



月
並
の
平
凡
に
見
ら
れ
て
来
る
。

「
見
る
と
こ
ろ
花
に
あ
ら
ず
と
い
ふ
こ
と
な
し
。
思
ふ
と
こ
ろ
月
に
あ
ら
ず

と
い
ふ
こ
と
な
し
。
」
と
、
芭
蕉
は
風
雅
の
秘
訣
を
説
い
て
ゐ
る
が
、
私
は
、

か
う
い
ふ
美
し
い
月
に
対
し
て
さ
へ
、
美
し
い
天
地
の
中
へ
わ
が
心
を
融
け

込
ま
す
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
と
て
も
芭
蕉
流
の
発
句
な
ど
は
つ
く

れ
さ
う
で
な
い
。

　
私
の
曾
祖
父
は
『
七
夕
狂
歌
集
』
を
大
阪
の
書
肆
に
頼
ん
で
印
刻
さ
せ
た

の
で
あ
つ
た
が
、
重
患
に
罹
つ
て
、
製
本
し
た
歌
集
が
届
か
な
い
う
ち
に
死

ん
だ
の
で
、
病
中
の 

譫  

言 

う
は
ご
と

に
「
も
う
大
阪
か
ら
舟
が
着
い
た
筈
ぢ
や
、
早

う
見
て
来
い
。
」
と
、
絶
え
ず
云
つ
て
ゐ
た
さ
う
で
あ
る
。
そ
の
話
は
よ
く

祖
母
か
ら
聞
か
さ
れ
て
感
動
し
て
ゐ
た
の
だ
が
、
年
齢
を
取
つ
て
、
そ
の
歌
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集
を
読
む
と
、
平
凡
愚
拙
甚
だ
し
い
も
の
で
、
鮮
明
な
印
刷
や
、
破
つ
て
も

破
け
な
い
ほ
ど
の
紙
質
が
、
貧
し
い
内
容
に
く
ら
べ
て
勿
体
な
い
や
う
に
思

は
れ
た
。
曾
祖
父
は
柄
に
な
い
風
流
心
と
虚
栄
心
と
か
ら
、
こ
ん
な
無
駄
な

こ
と
を
し
た
の
で
、
今
の
文
学
青
年
の
新
作
小
説
の
出
版
と
弊
を
同
じ
う
し

て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

　
芭
蕉
は
え
ら
か
つ
た
で
あ
ら
う
が
、
芭
蕉
形
の
風
流
の
模
倣
者
を
続
々
と

出
し
て
、
今
日
に
及
ん
で
ゐ
る
。
『
奥
の
細
道
』
の
如
き
も
、
頭
か
ら
偶
像

視
し
な
い
で
、
読
ん
だ
ら
、
芭
蕉
の
常
識
的
な
風
流
心
が
今
の
目
に
は
愚
か

し
く
見
え
る
で
は
な
い
か
。
こ
の
人
は
温
和
で
前
代
の
流
れ
に
従
つ
て
ゐ
た

人
で
あ
る
。
塩
釜
神
社
の
秀
衡
（
？
）
の
灯
籠
を
見
て
、
名
を
末
代
に
残
し

た
こ
と
に
感
心
し
た
な
ど
は
、
俗
物
の
考
へ
で
は
な
い
か
。
「
細
道
」
の
文

12月を見ながら



章
を
簡
潔
だ
の
印
象
的
だ
の
と
云
ふ
の
は
、
私
に
は
全
然
首
肯
し
か
ね
る
。

芭
蕉
の
紀
行
は
ど
れ
も
、
多
少
の
感
傷
的
の
味
ひ
が
あ
る
だ
け
で
、
概
し
て

蕪
雑
で
、
印
象
的
で
も
描
写
的
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
私
の
説
に
反
対
の
人

は
、
雷
同
癖
古
人
崇
拝
癖
を
止
め
て
、
も
一
度
虚
心
に
読
み
直
し
て
見
る
が

い
ゝ
、
簡
潔
だ
の
印
象
的
だ
の
と
い
ふ
の
は
、
西
鶴
の
文
章
の
こ
と
な
の
だ
。

　
徳
川
時
代
の
学
者
の
書
い
た
も
の
を
読
む
と
、
彼
等
の
社
会
観
人
生
観
道

徳
観
が
、
ど
れ
も
孔
子
の
創
し
た
範
囲
を
出
で
な
い
の
に
呆
れ
る
。
熊
沢
蕃

山
、
山
鹿
素
行
、
山
崎
闇
斎
、
大
塩
中
斎
、
な
ど
、
凡
庸
を
脱
し
て
、
徳
川

の
官
学
に
盲
従
し
な
か
つ
た
の
で
あ
る
が
、
ど
れ
も
孔
子
に
楯
突
く
こ
と
は

し
な
か
つ
た
。
何
千
年
前
の
支
那
人
で
あ
る
孔
子
の
説
く
所
を
頭
か
ら
盲
信

し
て
、
そ
れ
に
対
し
て
一
点
の
疑
ひ
を
寄
せ
る
こ
と
を
、
な
ぜ
躊
躇
し
た
の
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で
あ
る
か
。
彼
等
は
時
代
の
反
抗
者
ら
し
く
つ
て
も
、
そ
の
実
時
代
の
流
行

を
離
れ
る
こ
と
は
出
来
な
か
つ
た
。
人
間
の
個
性
な
ん
て
微
弱
な
も
の
で
あ

る
。

　
風
流
心
の
な
い
私
は
、
秋
の
夜
の
月
を
見
な
が
ら
、
つ
ひ
に
こ
ん
な
こ
と

を
考
へ
だ
し
た
。

14月を見ながら
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：
仙
酔
ゑ
び
す

2012

年12

月9

日
作
成

青
空
文
庫
作
成
フ
ァ
イ
ル
：

15



こ
の
フ
ァ
イ
ル
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
図
書
館
、
青
空
文
庫
（http://w

w

w
.aozora.gr.jp/

）
で
作
ら
れ
ま
し
た
。
入
力
、
校
正
、
制
作
に
あ
た
っ
た

の
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
で
す
。

16月を見ながら



月を見ながら
正宗白鳥
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