
ぽ
く

「
私
は
此
処
に
初
め
て
居
を
卜
し
て
か
ら、
も
う

十
年
近
く
な
る
が、
こ
の
間
の
変
遷
は
実
に
聰
し

い
も
の
で
あ
る
。
都
会
の
膨
脹
力
は
絶
え
ず
奥
へ

奥
へ
と
喰
い
込
ん
で
行
っ
て
い
る。
昔、
欅
の
大
き

な
並
木
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
に、
立
派
な
石
造
の
高

い
塀
が
出
来
た
り、
灌
洒
な―
一
階
屋
が
出
来
た
り、

こ
の
近
所
で
は
見
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
綺
麗

な
ハ
イ
カ
ラ
な
細
君
が
可
愛
い
子
ど
も
を
伴
れ
て

歩
い
て
い
た
り
す
る
。
停
車
場
へ
通
う
路
に
は、
も

と
は
田
圃
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
に、
新
開
の
町
屋
が

つ
づ
い
て
出
来
て、
毎
朝
役
所
に
通
う
人
達
が
洋

服
姿
で
ぞ
ろ
ぞ
ろ
と
通
っ
て
行
く。
」

こ
れ
は
田
山
花
袋
が
『
東
京
と
そ
の
近
郊』
の
な

か
で
描
い
た、
現
在
の
渋
谷
区
代
々
木
あ
た
り
の

風
景
で
あ
る
。
こ
の
本
は
一

九
一

六
（
大
正
五）
年

四
月
に
出
版
さ
れ
て
い
る
か
ら、
彼
が
目
に
し
て

い
た
の
は
、
そ
の
前
年
の
十
一

月
の
年
記
を
持
つ

岸
田
劉
生
の
《
道
路
と
土
手
と
塀（
切
通
之
写
生）
》

が
捉
え
た、
ま
さ
に
同
じ
時
期
の
代
々
木
の
あ
り

さ
ま
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
花
袋
は
一

九
〇

八
（
明
治
四
十
一
）
年
か
ら
代
々
木
山
谷
ニ―――
一
番

五
年
の
切
通
し
坂

〔
作
品
研
究〕

地
に
住
み、
劉
生
は
一

九
一

三
（
大
正一
―)
年
か
ら

十
六
年
に
か
け
て、
同
じ
代
々
木
山
谷
の
一
―

七

番
地、
続
い
て
一
―
一
九
番
地
に、
借
家
住
ま
い
を
し

て
い
た
。
も
と
よ
り
雑
誌『
白
樺』
誌
上
で
幾
度
か

罵
倒
の
対
象
と
な
っ
た
自
然
主
義
文
学
の
作
家

と、
他
な
ら
ぬ
そ
の
『
白
樺』
の
盟
友
で
あ
る
劉
生

と
が、
交
流
を
持
っ
た
か
ど
う
か
は
詳
ら
か
に
し

な
い
。
し
か
し、
「
立
派
な
石
造
の
高
い
塀」
に
画
面

左
手
に
そ
び
え
る
塀
を、
さ
ら
に
は
「
ハ
イ
カ
ラ
な

し
げ
る

細
君」
と
「
可
愛
い
子
ど
も」
に
劉
生
の
妻
墓
と、
こ

の
頃
一

歳
半
に
な
ろ
う
と
し
て
い
た
愛
娘
麗
子
の

姿
と
を
重
ね
て、
二
人
の
作
家
が
見
た
一

九
一

五

年
当
時
の
代
々
木
切
通
し
坂
の
姿
を
追
い
か
け
て

み
よ
う。

小
田
急
線
で
新
宿
か
ら
二
つ
目
の
参
宮
橋
駅
を

降
り、
住
宅
の
立
て
込
む
谷
あ
い
の
道
を
数
分
ほ

ど
辿
る
と、
現
在
の
代
々
木
四
丁
目
に、
今
も
劉
生

の
描
い
た
切
通
し
の
坂
が
あ
る
。
坂
を
登
り
切
っ

た
と
こ
ろ、
つ
ま
り
画
面
の
な
か
の
青
空
の
向
こ

う
に
は、
明
治
神
宮
へ
と
至
る
西
参
道
が
南
北
に

走
っ
て
い
る
。
も
と
は
青
山
練
兵
場
と
呼
ば
れ
た

広
大
な
荒
地
を
含
む
こ
の
代
々
木
原
一

帯
で、
明

治
神
宮
と
諸
参
道
の
造
営
工
事
が
始
ま
っ
た
の

は
、
ち
ょ
う
ど
《
切
通
》
が
描
か
れ
た
一

九
一

五
年

の
こ
と。
こ
れ
に
引
き
ず
ら
れ
る
形
で、
以
後
あ
た

り
は
花
袋
が
描
い
て
み
せ
た
よ
う
に
急
速
に
住
宅

地
と
し
て
開
け
て
い
く。
つ
ま
り
こ
の
切
通
し
は、

神
宮
造
営
工
事
の
過
程
で、
高
所
を
通
る
西
参
道

と、
宅
地
化
す
る
低
地
を
走
る
細
道
と
を
結
ぶ
た

め
に、
台
地
を
掘
り
崩
し
て
生
ま
れ
た
坂
な
の
で

あ
る
。
画
面
の
左
に
見
え
る
石
塀
は
侯
爵
山
内
豊

景
邸
の
も
の
で
あ
っ
た
が、
こ
の
塀
も
坂
を
通
す

の
に
伴
う
屋
敷
の
地
所
拡
大
に
よ
っ
て
造
ら
れ

た、
真
新
し
い
も
の
だ
っ
た。
右
手
の
土
地
で
は
劉

生
自
身
の
言
葉
に
よ
れ
ば、
幼
稚
園
を
建
設
す
る

た
め
の
工
事
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
現
在
の
私
た

ち
の
目
に
は
「
i

早
と
土」
の
匂
い
に
満
ち
た
も
の
と

映
る
《
切
通
》
の
画
面
は、
実
際
に
は
開
発
の
波
に

飲
み
込
ま
れ
て
い
く
瞬
間
の
武
蔵
野
の
風
景
を
捉

え
た
も
の
で
あ
っ
た。
劉
生
や
花
袋
に
は
こ
の
坂

が、
日
々
刻
々
と
伸
び
広
が
っ
て
い
く
都
市
の
最

前
線
の
姿
に
映
じ
て
い
た
だ
ろ
う。

こ
の
坂
の
地
形
は
い
ま
だ
に
か
な
り
複
雑
で
あ

る
。
坂
は
一

度
画
面
の
頂
点
の
部
分
ま
で
急
勾
配

で
登
り
つ
め、
少
し
な
だ
ら
か
に
な
っ
て
か
ら
西

参
道
に
ぶ
つ
か
る
形
に
な
っ
て
い
る
の
で、
後
ろ

に
続
く
緩
い
坂
は
手
前
の
急
勾
配
の
後
ろ
に
隠
れ

て
し
ま
い
、
画
面
に
あ
る
よ
う
に、
道
が
開
突
に
断

崖
絶
壁
と
な
っ
て
空
の
向
う
に
消
え
て
し
ま
う
よ

う
な
錯
覚
を
与
え
る
。
し
か
も
一

九
一

五
年
の
切

通
し
で
は、
そ
の
頂
上
部
分
の
土
が
石
塀
の
立
つ

地
面
の
高
さ
よ
り
も
か
な
り
隆
起
し
て
い
る
ら
し

く、
道
と
塀
と
が
消
え
て
い
く
接
点
に
す
き
ま
が

あ
り、
そ
こ
に
も（
慌
て
て
塗
り
加
え
ら
れ
た
よ
う

な）
青
空
が
の
ぞ
い
て
い
る。
も
と
よ
り
膨
ら
ん
だ

り
細
く
な
っ
た
り
と
微
妙
に
道
幅
を
変
化
さ
せ
な

が
ら
蛇
行
す
る
坂
道
を
正
面
か
ら
捉
え
よ
う
と
す

る
の
だ
か
ら、
一

点
透
視
で
坂
の
遠
近
を
描
き
と

ろ
う
と
し
て
も、
道
は
素
直
に
奥
へ

伸
び
て
行
く

よ
う
に
は
見
え
な
い
。
塀
の
奥
行
き、
坂
道
の
奥
行

き、
右
手
の
土
地
の
奥
行
き、
こ
れ
ら
そ
れ
ぞ
れ
が

微
妙
に
食
い
違
う
の
は、
た
ぶ
ん
劉
生
の
恣
意
的

な
変
更
の
た
め
で
は
な
い
。
さ
ま
ざ
ま
に
異
な
る

岸
EB
劉
生
作
《
道
路
と
土
手
と
塀（
切
通
之
写
生）
》
に
つ
い
て

蔵

屋

美

香

11 
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隆
起
の
連
り
で
あ
る
台
地
と
、
そ
こ
へ
無
理
に
切

り
通
さ
れ
た
道
と
は
、
そ
れ
を
作
り
出
し
た
人
間

に
も
予
測
で
き
な
か
っ
た
、
奇
妙
に
ね
じ
れ
て
入

り
く
ん
だ
空
間
を
出
現
さ
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。

劉
生
は
生
涯
に
多
く
の
美
術
論
を
残
し
た
な
か

な
か
の
論
客
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
中
で
、
「
美
は
人

類
の
内
面
に
あ
る
」
（
「内
な
る
美
」
）
の
で
あ
っ
て
、

決
し
て
自
然
そ
の
も
の
の
中
に
あ
る
の
で
は
な

い
、
と
語
っ
て
い
る
。
人
類
は
、
そ
し
て
就
中
芸
術

家
は
、
自
己
の
内
面
か
ら
美
を
生
み
出
し
て
形
に

し
、
そ
れ
ら
を
も
っ
て
自
然
を
装
飾
し
て
、
こ
の
世

界
を
よ
り
美
し
く
完
全
な
も
の
と
す
る
使
命
を

負
っ
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。劉
生
の
芸
術
観

は
時
期
に
よ
っ
て
多
少
の
変
化
を
見
せ
る
が
、
そ

の
底
に
は
、
芸
術
が
こ
の
世
界
を
作
り
替
え
る
と

い
う
、
い
わ
ば
世
界
改
造
の
た
め
の
芸
術
と
い
う

ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
が
、
何
ら
か
の
形
で
常
に
流
れ
て
い

る
よ
う
で
あ
る
。
「
芸
術
と
は
或
る
云
ひ
方
を
す
れ

ば
自
然
を
変
へ
る
事
で
あ
る
」
（
同
上
）
と
言
い
切

る
劉
生
に
は
、
引
き
裂
く
よ
う
に
し
て
大
地
を
開

き
、
長
く
地
中
に
眠

っ
て
い
た
赤
土
を
剥
き
出
し

に
晒
す
、
そ
ん
な
人
間
の
力
が
生
み
出
し
た
切
通

し
の
、
神
秘
的
で
さ
え
あ
る
風
景
が
、
自
己
の
芸
術

の
メ
タ
フ
ァ
ー
で
あ
る
か
の
よ
う
に
映
っ
た
の
か

も
知
れ
な
い
。

一
九
七

0
年
代
ま
で
残

っ
て
い
た
旧
山
内
邸
の

石
塀
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
駐
車
場
に
変
わ
っ
て
し

ま
い
今
は
な
い
。道
は
早
く
に
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
に

覆
わ
れ
て
、
高
速
道
路
が
坂
の
向
こ
う
の
空
を
塞

い
で
い
る
。
し
か
し
今

一
度
画
面
に
目
を
凝
ら
し

て
み
よ
う
。
石
塀
に
は
ご
つ
ご
つ
し
た
石
の
表
面

さ
な
が
ら
、
小
さ
く
凹
凸
に
絵
具
が
盛
り
上
げ
ら

れ
て
い
る
。あ
た
か
も
筆
と
絵
具
と
に
よ
っ
て
、
こ

の
画
面
上
に
石
を
再
創
造
し
よ
う
と
し
て
い
る
か

の
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
関
東
ロ
ー
ム
層
の
湿
っ
た

赤
土
は
、
明
る
い
茶
色
の
絵
具
と
い
う
物
質
を
借

り
て
、
新
し
く
画
面
の
上
に
捏
ね
直
さ
れ
て
い
る

よ
う
だ
。一

度
、
額
を
外
さ
れ
て
は
だ
か
に
な
っ
た

《
切
通
》
を
見
た
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
ま
る
で

輝
く
絵
具
で
作
ら
れ
た
、
物
体
そ
の
も
の
の
よ
う

な
存
在
感
を
た
た
え
て
い
た
。劉
生
は
ま
た
、
芸
術

作
品
と
は
、
自
然
界
に
は
存
在
し
な
い
、
「
美
の
要

素
そ
の
も
の
ば
か
り
で
組
み
立
て
ら
れ
た
」
（
同

上
）
、
人
間
の
み
が
生
み
出
し
う
る
ま
っ
た
く
新
し

い
「
人
工
物
」
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。代
々
木
切

通
し
坂
は
、
人
間
と
自
然
と
が
相
争
う
開
発
の
水

際
に
姿
を
あ
ら
わ
し
た
、
ま
さ
に
人
工
の
風
景
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
ま
た
岸
田
劉
生
と
い
う

一
人
の

人
間
の
手
が
生
み
出
し
た
《
道
路
と
土
手
と
塀
（
切

通
之
写
生
）
》
と
い
う
「
人
工
物
」
は
、
絵
具
の
厚
み

と
筆
致
と
に
よ

っ
て
、
こ
の
世
界
の
空
気
を
押
し

開
い
て
存
在
し
て
い
る
。
描
か
れ
た
風
景
が
大
き

＜
趣
を
変
え
て
し
ま
っ
た
今
も
、
土
を
崩
し
、
絵
具

を
練
る
人
間
の
力
の
、

二
重
の
イ
メ
ー
ジ
を
宿
し

な
が
ら
、
劉
生
の
芸
術
の
謂
そ
の
ま
ま
に
、
こ
の
作

品
は
わ
れ
わ
れ
の
手
に
変
わ
ら
ず
残
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

（
美
術
課
研
究
員
）

＊
な
お
、
こ
の
原
稿
を
書
く
に
あ
た
り
、渋
谷
区
立
白
根
記
念

郷
土
文
化
館
の
中
山
正
男
氏
に
ご
教
示
を
賜
り
ま
し
た
。御

礼
を
申
し
上
げ
ま
す。

◎
会

◎
会

期 場

◎
展
覧
会
名

一
九
九
六
年
六
月

一
日
（
上
）
ー
七
月
七
日
（
日
）

東
京
国
立
近
代
美
術
館
（
本
館
）

―
-
階
展
示
場

岸
田
劉
生
ー
所
蔵
作
品
と
資
料
の
展
示

岸田劉生 （道路と土手と塀（切通之写生）〉 1915年
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