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序
小
論
は
、
作
家
森
鴎
外
の
作
品
に
現
れ
る
津
和
野
の
意
味
を
、
風
景
と
の
比

較
に
お
い
て
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。

考
察
は
お
お
ま
か
に
は
、
文
学
的
方
法
と
哲
学
的
方
法
と
の
出
会
い
と
比
較

を
意
識
し
つ
つ
遂
行
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
ま
ず
手
掛
か
り
と
し
て
、
小
説
『
ヰ

タ
・
セ
ク
ス
ア
リ
ス
』
に
記
さ
れ
る
、
鴎
外
の
少
年
期
に
お
け
る
津
和
野
の
風

景
を
、
作
品
に
お
け
る
意
味
と
し
て
捉
え
る
。
次
に
、
そ
の
意
味
が
成
立
す
る

背
景
と
し
て
の
、
実
際
の
当
時
の
津
和
野
の
風
景
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
。

前
者
が
文
学
的
方
法
で
あ
り
、
後
者
は
場
所
論
と
し
て
の
哲
学
的
方
法
で
あ
る
。

前
者
が
、
個
別
的
な
作
品
に
お
け
る
意
味
を
直
接
的
に
求
め
る
こ
と
に
徹
す

る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
後
者
は
ま
ず
、
作

品
の
背
後
に
横
た
わ
る
地
理
的
事
実
と
歴
史
的
事
実
と
に
織
り
成
さ
れ
た
風
景

か
ら
の
接
近
と
い
う
方
法
を
と
る
。
こ
れ
ら
の
地
理
的
歴
史
的
考
察
は
本
来
鴎

外
そ
の
人
を
背
後
か
ら
形
作
る
普
遍
的
な
意
味
を
求
め
る
こ
と
に
な
り
、
迂
遠

な
感
じ
を
抱
か
せ
る
も
の
で
も
あ
る
。
し
か
し
そ
の
考
察
の
過
程
で
、
津
和
野

と
い
う
場
所
が
、
そ
の
独
特
の
風
景
ゃ
、
明
治
初
期
と
い
う
時
代
と
と
も
に
、

森
鴎
外
と
い
う
ひ
と
り
の
作
家
の
個
々
の
作
品
を
限
定
し
、
構
成
し
て
い
く
姿

を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
小
論
で
は
個
と
普
遍
と
の
こ
の
よ
う
な
関
わ
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荒

木

正

見

り
を
求
め
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
か
ら
予
測
さ
れ
る
次
の
問
題
は
、
当
時
の
津

和
野
に
お
い
て
、
普
遍
的
な
風
景
や
普
遍
的
な
歴
史
的
事
実
の
中
で
、
鴎
外
が

い
か
に
選
択
的
に
風
景
を
捉
え
、
叙
述
し
た
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
個
別
的

な
作
品
研
究
か
ら
は
発
見
し
に
く
い
こ
の
よ
う
な
問
題
は
、
翻
っ
て
鴎
外
の
文

学
的
意
味
を
も
あ
ら
わ
に
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
の
上

に
立
っ
て
、
小
論
は
、
特
に
地
理
的
側
面
か
ら
の
考
察
を
主
と
し
、
風
景
論
と

し
て
鴎
外
の
作
品
の
背
景
を
確
認
す
る
こ
と
に
な
る
。

一
、
鴎
外
の
作
品
に
お
け
る
津
和
野

鴎
外
の
作
品
に
お
い
て
、
津
和
野
の
描
写
は
思
い
の
ほ
か
少
な
い
。
そ
の
最

大
の
理
由
は
、
鴎
外
が
十
歳
に
し
て
上
京
し
た
こ
と
に
あ
る
。
山
崎
一
穎
監
修

『
鴎
外
津
和
野
へ
の
回
想
』
(
津
和
野
町
郷
土
館
、
平
成
五
年
)
所
収
の
年
表

に
よ
る
と
(
一
二
三

1
一
二
四
頁
)
、
鴎
外
森
林
太
郎
は
、
文
久
二
年
(
一
八

六
二
)
一
月
一
九
日
、
島
根
県
鹿
足
(
か
の
あ
し
)
郡
津
和
野
町
横
掘
、
当
時

の
地
名
で
は
石
見
国
津
和
野
藩
町
田
村
横
堀
、
今
日
の
鴎
外
生
家
に
生
ま
れ
て

い
る
。
そ
し
て
、
父
親
に
従
っ
て
上
京
し
た
の
が
、
明
治
五
年
(
一
八
七
二
)

六
月
、
満
十
歳
の
時
で
あ
る
。

こ
の
僅
か
十
年
間
の
幼
年
期
の
津
和
野
生
活
を
詳
述
す
る
こ
と
は
鴎
外
に
と
っ
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て
も
困
難
な
こ
と
で
あ
る
こ
と
は
推
測
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
他
方
、

そ
の
津
和
野
へ
の
追
憶
が
、
「
余
は
石
見
人
(
い
わ
み
の
ひ
と
)
森
林
太
郎
と

し
て
死
せ
ん
と
欲
す
」
と
い
う
遺
言
(
『
鴎
外
論
集
』
講
談
社
学
術
文
庫
、
一

九
九

O
、
二
一
九
頁
)
へ
と
結
び
付
い
た
こ
と
は
有
名
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

こ
の
遺
言
か
ら
も
示
唆
さ
れ
る
よ
う
に
、
ま
た
、
こ
れ
ま
で
数
多
く
の
研
究
や

評
論
で
述
べ
ら
れ
た
よ
う
に
、
遺
言
に
は
彼
の
生
き
ざ
ま
に
反
映
さ
れ
た
多
く

の
苦
闘
が
投
影
さ
れ
、
ど
の
よ
う
に
意
味
付
け
し
て
も
結
局
は
帰
着
す
る
総
合

的
な
苦
闘
の
反
作
用
と
し
て
、
故
郷
と
し
て
の
津
和
野
に
彼
の
魂
が
還
帰
し
た

と
い
う
、
元
型
的
な

F
2
5尋
問
払
口
)
側
面
も
無
視
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

し
か
し
、
そ
の
点
を
含
ん
だ
と
し
て
も
、
鴎
外
に
と
っ
て
の
津
和
野
は
特
別
の

も
の
で
あ
っ
た
。
ひ
と
つ
に
は
、
『
ヰ
タ
・
セ
ク
ス
ア
リ
ス
』
の
テ
l
マ
に
見

一
般
的
な
人
格
発
達
の
揺
藍
期
を
過
ご
し
た
場
所
で
あ
っ
た

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
他
方
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
当
時
の
津
和
野
の
状
況
は

多
感
な
少
年
、
森
林
太
郎
に
も
生
涯
に
影
響
を
及
ぼ
す
特
殊
な
姿
を
呈
し
て
い

た
。
こ
れ
ら
の
問
題
意
識
を
念
頭
に
於
い
て
、
ま
ず
、
『
ヰ
タ
・
セ
ク
ス
ア
リ

ス
』
に
お
け
る
津
和
野
の
風
景
描
写
を
確
認
す
る
。

は
じ
め
は
、
主
人
公
六
つ
の
時
の
記
述
で
あ
る
。
な
お
、
計
算
す
れ
ば
明
ら

か
な
よ
う
に
、
こ
の
年
齢
は
数
え
年
で
あ
る
。

①
「
中
園
の
或
る
小
さ
い
お
大
名
の
御
城
下
に
ゐ
た
。
厩
藩
置
豚
に
な
っ
て
、

豚
曜
が
隣
園
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
、
城
下
は
俄
に
寂
し
く
な
っ

た
。
/
お
父
(
と
う
)
様
は
、
殿
様
と
御
一
し
ょ
に
東
京
に
出
て
入
ら
っ
し

ゃ
る
。
」
(
『
鴎
外
全
集
第
五
巻
』
岩
波
書
居
、
昭
和
四
七
年
、
九
一
頁
)

②
「
お
父
様
は
藩
の
時
徒
士
(
か
ち
)
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
土
塀
を
緯

(
め
ぐ
)
ら
し
た
門
構
の
家
に
丈
(
だ
け
)
は
住
ん
で
を
ら
れ
た
。
門
の
前

で
、
向
う
の
岸
は
上
(
か
み
)
の
お
臓
で
あ
る
。
」
(
同

ら
れ
る
よ
う
な
、

は
お
濠
(
ほ
り
)

九
二
頁
)

③
「
此
遺
(
こ
の
へ
ん
)
は
屋
敷
町
で
、
春
に
な
っ
て
も
、
柳
も
見
え
ね
ば
樫

も
見
え
な
い
。
内
の
塀
の
上
か
ら
員
赤
な
格
(
つ
ば
き
)
の
花
が
見
え
て
、

お
米
臓
の
側
(
そ
ば
)
の
臭
橘
(
か
ら
た
ち
)
に
薄
緑
の
芽
の
吹
い
て
ゐ
る

の
が
見
え
る
ば
か
り
で
あ
る
。
/
西
隣
に
空
地
が
あ
る
。
石
瓦
(
い
し
が
わ

ら
)
の
散
ら
ば
っ
て
ゐ
る
聞
に
、
げ
ん
げ
や
輩
の
花
が
咲
い
て
ゐ
る
。
」
(
同

九
二
頁
)

次
に
、
七
つ
の
時
の
記
述
で
あ
る
。

④
「
お
父
様
が
東
京
か
ら
お
騎
に
な
っ
た
。
僕
は
藩
の
学
問
所
の
祉
(
あ
と
)

に
出
来
た
撃
校
に
通
ふ
こ
と
に
な
っ
た
。
内
か
ら
撃
校
へ
性
く
に
は
、
門
の

前
の
お
濠
の
西
の
は
づ
れ
に
あ
る
木
戸
を
遁
る
の
で
あ
る
。
木
戸
の
番
所
の

祉
(
あ
と
)
が
ま
だ
元
の
憧
に
な
っ
て
ゐ
て
、
五
十
ば
か
り
の
ぢ
い
さ
ん
が
住

ん
で
ゐ
る
。
」
(
同
九
四
頁
)

最
後
に
十
の
時
の
記
述
で
あ
る
。

⑤
「
お
母
様
は
、
東
京
へ
は
皆
行
き
た
が
っ
て
ゐ
る
か
ら
、
人
に
言
ふ
の
は
好

く
な
い
と
仰
(
お
っ
し
)
ゃ
っ
た
。
」
(
同
九
六
頁
)

⑥
「
甲
宵
(
か
っ
ち
ゅ
う
)
と
い
ふ
も
の
は
、
何
で
も
五
年
も
前
に
、
長
州
征

伐
(
ち
ょ
う
し
ゅ
う
せ
い
ば
っ
)
が
あ
っ
た
時
か
ら
、
信
用
が
地
に
墜
ち
た

の
で
あ
っ
た
」
(
同
九
六
頁
)

⑦
「
僕
の
園
は
盆
踊
の
盛
(
さ
か
ん
)
な
園
で
あ
っ
た
。
奮
暦
の
孟
蘭
盆
(
う

ら
ぼ
ん
)
が
近
づ
い
て
来
る
と
、
今
年
(
こ
と
し
)
は
踊
が
禁
ぜ
ら
れ
る
さ

う
だ
と
い
ふ
噂
が
あ
っ
た
。
併
(
し
か
)
し
豚
醸
で
他
所
産
(
た
し
よ
う
ま

れ
)
の
知
事
さ
ん
が
、
僕
の
圃
の
も
の
に
逆
(
さ
か
ら
)
ふ
の
は
好
く
な
い

と
い
ふ
の
で
、
黙
許
す
る
と
い
ふ
事
に
な
っ
た
。
/
内
か
ら
二
三
丁
ば
か
り

先
は
町
(
ま
ち
)
で
あ
る
。
そ
こ
に
屋
壷
(
や
た
い
)
が
掛
か
っ
て
ゐ
て
、



夕
方
に
な
る
と
、
踊
の
聯
子
(
は
や
し
)
を
す
る
の
が
内
へ
聞
え
る
。
」
(
同

一
0
0
1
一
O
一
頁
)

こ
の
翌
年
、
主
人
公
は
、
鴎
外
と
同
じ
齢
に
、
父
に
連
れ
ら
れ
て
上
京
す
る

こ
と
に
な
る
。

鶴外の背景としての津和野の風景一場所論的考察ー

二
、
文
学
表
現
上
の
心
理

こ
の
風
景
や
状
況
の
叙
述
は
、
作
品
『
ヰ
タ
・
セ
ク
ス
ア
リ
ス
』
の
な
か
で
、

ひ
と
つ
の
文
学
表
現
上
の
機
能
を
果
た
し
て
い
る
。

ま
ず
、
鴎
外
自
身
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
作
品
の
意
図
は
、
性
欲
の

自
覚
的
発
展
を
、
自
然
主
義
的
手
法
を
超
え
て
描
く
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
れ
が

ど
の
よ
う
な
意
味
で
超
え
て
い
る
の
か
は
、
彼
自
身
が
具
体
的
に
語
る
わ
け
で

は
な
い
が
、
い
わ
ゆ
る
自
然
主
義
の
小
説
な
ど
の
性
欲
の
表
現
に
つ
い
て
、
わ

ざ
と
ら
し
く
思
え
、
ま
た
、
作
者
の
性
欲
が
異
常
な
の
で
は
な
い
か
、
性
欲
に

異
常
な
関
心
が
あ
り
過
ぎ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
疑
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る

(
『
鴎
外
全
集
第
五
巻
』
岩
波
書
匹
、
昭
和
凹
七
年
、
八
六

1
八
七
頁
)
。
こ

の
こ
と
を
前
提
に
し
て
作
品
を
瞥
見
す
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
本
書
の
手
法

は
性
欲
の
発
展
と
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
感
情
を
、
解
剖
学
的
な
リ
ア
リ
ズ
ム
を
も
っ

て
記
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
そ
こ
で
は
、
文

学
的
技
法
や
感
情
を
導
入
す
る
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
淡
々
と
し
た
即
物
的
叙

述
が
展
開
さ
れ
る
。
そ
れ
が
か
え
っ
て
、
性
欲
と
い
う
テ
l
マ
の
生
々
し
さ
を

喚
起
し
、
こ
れ
が
掲
載
さ
れ
た
明
治
四
二
年
七
月
発
行
の
雑
誌
「
昂
(
ス
バ
ル
)
」

第
一
巻
第
七
号
が
月
末
に
な
っ
て
発
行
禁
止
に
な
っ
た
こ
と
は
、
周
知
の
と
お

り
で
あ
る
。
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そ
の
意
図
の
も
と
で
、
風
景
や
状
況
の
叙
述
は
、
そ
の
性
欲
の
発
展
す
な
わ

ち
人
格
の
発
達
と
並
行
的
な
広
が
り
を
示
す
。
こ
れ
は
、
津
和
野
と
お
ぼ
し
き

城
下
町
、
上
京
と
い
う
場
所
移
動
、
東
京
に
お
け
る
長
屋
、
浅
草
、
神
田
の
下

宿
、
学
校
、
寄
宿
舎
、
吉
原
、
さ
ら
に
は
、
ド
イ
ツ
と
、
広
範
に
わ
た
る
に
つ

れ
て
、
経
験
も
大
人
び
て
い
く
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
小
説
の
テ
l
マ

は
、
放
時
な
性
欲
の
描
写
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
逆
で
あ
る
。
「
世
間
の
人

は
性
欲
の
虎
を
放
し
飼
に
し
て
、
ど
う
か
す
る
と
、
そ
の
背
に
騎
(
の
)
っ
て
、

滅
亡
の
谷
に
墜
ち
る
。
自
分
は
性
欲
の
虎
を
馴
ら
し
て
抑
へ
て
い
る
。
」
(
一
七

八
頁
)
と
い
う
よ
う
に
、
き
わ
め
て
常
識
的
な
結
論
へ
と
至
る
。
記
さ
れ
た
場

所
と
、
性
欲
と
の
関
係
は
、
城
下
町
が
性
欲
の
幼
年
期
で
あ
る
な
ら
ば
、
東
京

は
少
年
期
か
ら
青
年
期
に
当
た
る
。
そ
こ
か
ら
、
外
国
へ
一
気
に
至
れ
ば
、
性

欲
的
経
験
自
体
が
、
彼
の
発
達
の
道
程
を
外
れ
た
、
単
な
る
金
銭
的
な
代
償
の

み
の
執
掛
さ
で
迫
っ
て
来
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
東
京
で
の
経
験
の
極
に
も
存

在
す
る
非
感
情
的
な
取
引
で
は
あ
る
が
、
東
京
の
そ
れ
と
は
違
い
、
全
く
無
法

則
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
主
人
公
は
嫌
悪
す
る
。
直
接
的
に
は
こ
れ
が
先
の

結
論
へ
と
至
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
後
に
当
然
記
さ
れ
る
べ
き
結
婚
に
つ
い
て

は
僅
か
な
事
実
の
記
述
で
終
わ
る
。
そ
れ
は
も
は
や
性
欲
の
対
象
で
は
な
い
と

言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
風
景
の
取
り
扱
い
の
中
で
、
津
和
野
と
お
ぼ
し
き
城
下
町
は
、

寂
れ
滅
び
ゆ
く
町
と
し
て
描
か
れ
る
。
現
実
に
は
た
し
か
に
人
口
減
を
招
い
た

と
は
い
え
、
町
は
滅
び
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
再
生

の
努
力
の
結
果
今
日
の
津
和
野
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
こ
の
鴎
外
の
記
述
は
、
文

学
的
意
図
に
沿
っ
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
北
原
白
秋
も
「
廃
市

柳
河
」
と
、
明
治
初
期
に
滅
び
行
く
城
下
町
を
殊
更
に
強
調
し
、
文
学
的
な
感

情
を
こ
め
て
表
現
し
た
が
、
鴎
外
の
表
現
も
こ
れ
と
同
様
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
あ

る
と
い
え
る
。
こ
れ
は
、
先
の
経
験
の
発
達
と
並
行
的
に
考
え
る
時
、
遠
い
日

に
過
ぎ
去
っ
た
幼
い
自
分
を
重
ね
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
背
景
と
し
て
描
か
れ
て
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い
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
し
、
作
品
の
中
の
そ
の
他
の
場
所
に
対
す
る
表
現
が

現
実
的
な
生
々
し
さ
で
、
歴
史
的
事
実
な
ど
除
外
し
て
語
ら
れ
る
の
に
比
し
て
、

津
和
野
の
寂
れ
滅
び
ゆ
く
町
と
し
て
の
表
現
は
、
後
述
す
る
よ
う
な
作
者
鴎
外

の
取
捨
選
択
の
簡
に
か
か
る
も
の
と
は
言
え
、
あ
た
か
も
少
年
の
目
に
映
り
耳

に
響
く
ま
ま
で
あ
る
か
の
よ
う
に
丁
寧
に
記
さ
れ
る
。
そ
れ
が
、
各
地
の
小
京

都
と
い
わ
れ
る
町
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
小
説
に
お
い
て
読
者
の
幼
時
の
な

つ
か
し
い
感
情
を
喚
起
し
、
自
ら
の
体
験
と
の
共
鳴
を
得
さ
せ
る
と
い
う
効
果

を
奏
し
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

さ
て
、
小
説
が
、
数
々
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
興
味
深
く
記
す
も
の
だ
と
い
う
の

で
あ
れ
ば
、
当
時
こ
の
よ
う
な
内
容
の
作
品
が
発
表
さ
れ
た
だ
け
で
、
す
で
に

そ
の
目
的
を
達
し
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
の
作
品
の
読
後
感
は
、
記
さ
れ
た
刺
激
的
で
あ
る
は
ず
の
体
験

の
エ
ピ
ソ
ー
ド
よ
り
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
体
験
に
必
ず
付
加
さ
れ
る
、
む
し
ろ
そ

の
よ
う
な
体
験
を
苦
く
感
じ
る
よ
う
な
記
述
が
後
に
残
る
。
そ
の
結
果
が
先
の

結
論
な
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
鴎
外
に
と
っ
て
当
然
で
あ
る
。
自
然
主
義
を
超
え
よ
う
と
す
る
目

的
の
、
そ
の
自
然
主
義
作
家
の
ひ
と
り
に
田
山
花
袋
が
い
る
こ
と
を
思
い
浮
か

べ
れ
ば
、
容
易
に
理
解
で
き
る
。
布
団
に
突
っ
伏
し
て
女
弟
子
の
残
り
香
を
嘆

ぐ
『
蒲
団
』
が
発
表
さ
れ
た
の
が
こ
の
二
年
前
で
あ
る
。
田
山
花
袋
の
心
理
的

素
直
さ
に
対
し
て
、
鴎
外
の
記
述
は
心
に
柳
で
も
あ
る
か
の
ご
と
く
、
即
物
的

で
あ
る
。
昭
和
一

O
年
発
行
の
岩
波
文
庫
版
に
お
け
る
解
説
は
斎
藤
茂
吉
で
あ

る
が
、
同
じ
医
者
の
立
場
か
ら
、
鴎
外
と
対
話
し
た
内
容
や
、
当
時
の
医
学
的

背
景
、
と
り
わ
け
西
欧
の
実
証
主
義
的
な
性
欲
学
説
に
つ
い
て
鴎
外
が
実
証
主

義
的
な
視
点
か
ら
受
容
し
て
い
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
(
一

O
三
1
一
O
四
頁
)
。

そ
し
て
そ
の
上
で
、
性
欲
を
実
証
主
義
的
、
即
物
的
に
述
べ
て
科
学
的
事
実
を

示
す
こ
と
で
む
し
ろ
「
人
生
は
性
欲
の
み
で
は
な
い
」
と
示
唆
し
て
い
る
と
述

べ
る
(
一

O
五
i
一
O
六
頁
)
。
鴎
外
が
自
然
主
義
を
超
え
よ
う
と
す
る
そ
の

奥
に
、
こ
の
よ
う
な
実
証
主
義
的
な
背
景
が
あ
っ
た
こ
と
は
無
視
で
き
な
い
。

と
こ
ろ
が
さ
ら
に
、
鴎
外
の
こ
の
よ
う
な
叙
述
姿
勢
に
つ
い
て
、
こ
の
『
ヰ

タ
・
セ
ク
ス
ア
リ
ス
』
の
な
か
で
、
ま
た
別
の
側
面
か
ら
自
ら
を
述
べ
て
い
る

箇
所
が
あ
る
。
「
自
分
は
少
年
の
時
か
ら
、
鈴
り
に
自
分
を
知
り
抜
い
て
ゐ
た

の
で
、
そ
の
悟
性
が
情
熱
を
明
芽
の
う
ち
に
枯
ら
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
」

(
一
七
七
頁
)
と
い
う
の
が
そ
の
箇
所
で
あ
る
。
「
自
ら
を
抑
圧
す
る
悟
性
の
成

長
」
、
そ
れ
は
鴎
外
に
と
っ
て
は
津
和
野
時
代
に
形
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と

考
え
る
の
が
当
然
で
あ
ろ
う
。

従
っ
て
、
津
和
野
時
代
の
鴎
外
に
つ
い
て
考
察
す
る
の
が
、
次
の
課
題
で
あ

る
。
そ
れ
に
は
い
く
つ
か
の
仕
方
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
一
般
的
に
は
、
鴎
外
自

身
の
状
況
を
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
検
証
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
の
有

力
な
ひ
と
つ
の
方
法
は
、
幼
時
の
家
庭
教
育
を
典
型
と
す
る
個
人
的
環
境
に
原

因
を
求
め
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
場
所
論
的
考
察
の
一
端
と
し

て
、
個
を
限
定
す
る
全
体
と
し
て
の
場
所
の
構
成
を
考
察
す
る
。
す
な
わ
ち
、

記
述
に
含
ま
れ
る
当
時
の
風
景
や
状
況
を
手
掛
か
り
に
し
て
検
討
す
る
こ
と
を

試
み
る
。

三
、
心
理
的
元
型
と
し
て
の
風
景

と
こ
ろ
で
、
先
の
わ
ず
か
の
記
述
に
含
ま
れ
る
当
時
の
風
景
や
歴
史
的
状
況

は
複
雑
で
あ
る
。
そ
れ
を
風
景
と
史
実
を
手
掛
か
り
に
し
な
が
ら
明
ら
か
に
す

る
の
が
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

鴎
外
生
家
の
地
名
、
「
横
掘
」
は
、
今
日
残
っ
て
い
る
津
和
野
の
幕
藩
時
代

の
地
図
の
う
ち
、
津
和
野
町
郷
土
館
蔵
の
「
元
禄
期
津
和
野
城
下
侍
屋
敷
明
細
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絵
図
」
(
一
六
八
八

1
一
七

O
四
年
頃
)
に
お
い
て
も
、
ま
た
、
「
天
保
一
一
年

御
城
下
図
面
」
(
一
八
四

O
年
)
に
お
い
て
も
明
確
に
記
さ
れ
る
堀
に
由
来
し

て
い
る
。
沖
本
常
吉
編
『
津
和
野
町
史
第
三
巻
』
(
津
和
野
町
、
平
成
元
年
)

に
は
、
「
元
禄
期
津
和
野
城
下
侍
屋
敷
明
細
絵
図
」
を
元
に
し
た
、
津
和
野
城

下
の
成
立
に
関
す
る
詳
し
い
考
察
が
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
寛
永
一
五
年

(
一
六
三
八
)
、
津
和
野
藩
は
、
水
田
開
発
を
表
向
き
の
理
由
と
し
て
、
常
盤
橋

の
北
の
快
か
ら
津
和
野
川
の
岸
を
掘
削
し
、
そ
の
入
り
口
北
側
に
三
千
坪
に
近

い
「
亀
井
宮
内
中
屋
敷
」
を
構
え
、
中
屋
敷
を
取
り
囲
む
よ
う
に
堀
を
北
に
曲

げ
て
そ
の
ま
ま
大
橋
の
北
の
快
へ
と
流
す
、
大
き
な
堀
を
作
っ
た
。
長
さ
は
七

町
一
四
問
、
幅
六
間
だ
と
い
う
。
こ
の
堀
と
、
津
和
野
川
の
聞
は
、
「
堀
内
」

と
呼
ば
れ
、
城
山
山
麓
の
藩
邸
、
今
日
の
嘉
楽
園
と
津
和
野
高
校
の
地
、
を
囲

み
守
る
津
和
野
川
西
岸
の
重
臣
屋
敷
と
と
も
に
、
二
重
の
守
り
と
し
て
、
重
臣

の
屋
敷
群
を
構
え
た
の
で
あ
る
つ
二
五
頁
)
。
こ
の
鍵
型
の
堀
の
最
南
端
に

当
た
る
の
が
、
二
重
の
堀
に
直
角
に
交
わ
る
が
ゆ
え
に
横
堀
と
呼
ば
れ
た
常
盤

橋
近
く
の
短
い
堀
で
あ
り
、
そ
の
一
帯
を
「
横
堀
」
と
呼
ん
だ
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
同
書
の
付
図
に
よ
れ
ば
(
一
八
五
頁
)
、
藩
邸
を
取
り
囲
む
郭

内
と
郭
外
の
境
界
が
丁
度
こ
の
横
堀
そ
の
も
の
に
あ
る
よ
う
に
、
横
堀
と
い
う

土
地
は
、
各
地
図
上
も
堀
内
の
広
大
な
屋
敷
に
比
し
て
極
端
に
狭
い
屋
敷
が
並

び
、
下
級
武
士
が
居
住
す
る
地
帯
で
あ
る
こ
と
が
判
る
。
引
用
②
に
お
け
る
父

親
が
「
徒
士
で
あ
っ
た
が
」
と
い
う
や
や
引
け
目
を
感
じ
さ
せ
る
記
述
は
、
こ

の
よ
う
な
下
級
武
士
を
意
味
し
て
い
る
。
し
か
し
、
屋
敷
に
は
土
塀
も
あ
れ
ば

門
構
え
も
あ
っ
た
。
そ
れ
く
ら
い
の
屋
敷
で
は
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
そ
の
引

用
②
に
お
け
る
門
の
前
の
「
お
堀
」
は
、
こ
の
横
堀
で
あ
る
。
そ
の
対
岸
が

「
上
の
お
蔵
」
と
い
う
の
は
、
元
禄
期
の
「
亀
井
宮
内
中
屋
敷
」
が
、
こ
の
こ

ろ
に
は
公
の
土
地
と
し
て
、
そ
こ
に
は
蔵
が
建
て
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
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こ
の
土
地
は
「
天
保
二
年
御
城
下
図
面
」
に
よ
れ
ば
、
南
西
の
角
に
「
番
所
」

が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
番
所
が
引
用
④
に
お
け
る
「
門
の
前
の
お
堀
の
西
の

は
ず
れ
に
あ
る
木
戸
」
に
相
当
す
る
。
か
く
し
て
、
鴎
外
の
地
理
的
記
述
は
検

証
に
足
る
正
確
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
の
記
述
が
そ
の
ま
ま
直
接
的
に
、
鴎
外
の
、
「
自
ら
を

抑
圧
す
る
悟
性
の
成
長
」
に
結
び
付
い
た
と
す
る
の
は
論
理
的
に
無
理
が
あ
る
。

し
か
し
そ
の
問
題
は
、
こ
の
風
景
を
囲
む
地
理
的
意
味
と
、
そ
し
て
、
幼
時
の

鴎
外
を
取
り
囲
む
当
時
の
歴
史
的
背
景
か
ら
解
消
さ
れ
る
と
予
測
で
き
る
。
小

論
で
は
、
そ
の
中
で
、
風
景
と
地
理
的
意
味
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

今
日
鴎
外
旧
宅
の
玄
関
前
に
立
つ
と
、
右
側
(
西
側
)
に
、
川
幅
広
く
水
深

い
津
和
野
川
を
挟
ん
で
、
西
周
旧
宅
を
含
む
細
長
い
集
落
と
そ
の
上
に
饗
え
る

津
和
野
城
祉
が
見
え
る
。
丁
度
鴎
外
旧
宅
の
真
西
が
城
山
最
高
所
で
標
高
三
六

四
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。
地
図
上
の
平
面
距
離
で
は
、
鴎
外
旧
宅
か
ら
最
高
所
ま

で
は
約
五

0
0
メ
ー
ト
ル
で
あ
り
、
急
坂
の
始
ま
る
山
裾
ま
で
は
二

0
0メ
ー

ト
ル
と
い
う
近
さ
で
あ
る
。
鴎
外
旧
宅
の
標
高
が
一
五

0
メ
ー
ト
ル
前
後
で
あ

る
と
し
て
も
、
山
頂
は
首
を
真
上
近
く
に
仰
ぐ
高
さ
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
頂

に
は
今
日
も
な
お
巨
大
な
砦
を
思
わ
せ
る
幾
重
も
の
石
垣
が
聾
え
て
い
る
。
そ

れ
が
、
明
治
七
年
(
一
八
七
四
)
に
解
体
さ
れ
る
ま
で
は
匝
指
の
名
城
と
し
て

名
を
馳
せ
た
巨
大
な
城
郭
が
山
全
体
を
覆
っ
て
い
た
。
一
方
、
目
を
左
側
(
東

側
)
に
転
じ
る
と
、
そ
の
ま
ま
ゆ
る
い
斜
面
が
三

0
0
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
山
裾
に

続
き
、
そ
こ
か
ら
急
に
土
手
の
よ
う
な
連
山
が
標
高
九

O
八
メ
ー
ト
ル
の
青
野

山
を
ピ
l
ク
と
し
て
連
な
る
。
こ
の
よ
う
に
山
に
固
ま
れ
、
し
か
も
そ
の
山
に

城
塞
と
い
う
歴
史
的
意
味
ま
で
加
わ
っ
た
と
き
、
そ
の
地
形
が
独
特
の
心
理
的

影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
地
形
的
な
表
現
や
風
景
的
な
表
現
を
心
理
療
法
と
し
て
応
用
し
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て
い
る
の
が
、
箱
庭
療
法
(
∞

g円
日
目
立
色
で
あ
る
。
こ
の
具
体
的
な
治
療
法
に

つ
い
て
筆
者
は
、
荒
木
登
茂
子
編
著
/
筆
者
共
著
『
心
身
症
と
箱
庭
療
法
』

(
中
川
書
底
、
一
九
九
四
)
で
述
べ
た
の
で
小
論
で
は
割
愛
す
る
。
こ
の
箱
庭

療
法
に
つ
い
て
、
上
回
閑
照
『
場
所
二
重
世
界
内
存
在
』
(
弘
文
堂
、
平
成

四
年
)
で
は
「
箱
庭
療
法
」
に
つ
い
て
ま
ず
原
語
に
忠
実
に
「
砂
箱
遊
び
」
と

訳
し
た
う
え
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
ま
ず
、
砂
箱
遊
び
に
は
当
然
の

こ
と
と
し
て
「
与
え
ら
れ
た
砂
と
選
ん
だ
『
も
の
』
に
よ
っ
て
自
分
の
世
界
を

具
体
的
に
構
築
し
て
ゆ
く
べ
き
現
実
の
『
限
ら
れ
た
場
所
』
」
で
あ
る
と
こ
ろ

の
「
具
体
的
空
間
」
(
二
三
二
頁
)
が
あ
る
が
、
同
時
に
こ
の
「
現
に
限
ら
れ

た
場
所
の
『
於
で
あ
る
』
聞
か
れ
た
場
所
」
す
な
わ
ち
「
自
由
空
間
」
(
二
三

三
頁
)
が
あ
る
。
そ
し
て
、
治
療
は
こ
の
両
空
間
の
間
の
反
復
往
復
に
よ
っ
て

遂
行
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
同
書
で
は
こ
の
両
空
間
の
二
重
世
界
的
関
係

は
、
無
限
に
繰
り
返
さ
れ
つ
つ
広
が
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、

鴎
外
の
内
面
と
そ
れ
を
取
り
囲
む
地
形
と
は
一
種
の
二
重
世
界
的
関
係
を
保
ち

つ
つ
、
影
響
し
あ
っ
て
い
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

で
は
、
仮
に
箱
庭
表
現
と
し
て
鴎
外
旧
宅
を
中
心
と
し
た
地
形
を
分
析
す
れ

ば
、
ど
の
よ
う
な
心
理
状
態
が
示
唆
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

い
ま
お
お
ま
か
な
地
形
に
つ
い
て
整
理
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
る
。

鴎
外
旧
宅
が
山
に
挟
ま
れ
た
谷
に
当
た
る
場
所
に
あ
る
こ
と
は
先
に
述
べ
た

通
り
で
あ
る
が
、
見
上
げ
る
よ
う
な
山
(
自

o
g
g
E
)
は
、
フ
リ
ー
ス
の
シ

ン
ボ
ル
・
イ
メ
ー
ジ
事
典
で
は
、
隈
想
の
領
野
を
意
味
す
る
と
さ
れ
た
り
、
現

実
を
意
味
す
る
平
地
に
対
す
る
も
の
だ
と
さ
れ
た
り
、
聖
な
る
場
所
、
英
知
な

ど
を
表
す
も
の
だ
と
さ
れ
る
(
三
二
九
|
三
三

O
頁
)
。
こ
の
よ
う
な
山
を
日

夜
身
近
に
見
上
げ
な
が
ら
暮
ら
す
心
情
に
は
、
隈
想
や
聖
な
る
も
の
や
英
知
に

対
す
る
憧
れ
が
生
じ
る
。
し
か
も
前
述
の
よ
う
に
、
現
実
に
は
、
こ
の
山
一
帯

に
は
そ
れ
ら
象
徴
的
な
意
味
を
総
合
的
に
担
い
続
け
て
来
た
城
郭
が
築
か
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

他
方
、
谷

(gロ
由
可
)
も
し
く
は
谷
間
(
4
9
H
O
)

は
、
同
じ
事
典
に
よ
れ
ば
、

守
ら
れ
た
生
活
、
中
立
、
も
の
の
成
長
、
羊
飼
い
や
聖
職
者
、
死
な
ど
の
意
味

が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
(
四
八
四
頁
)
。

さ
ら
に
重
要
な
の
は
、
谷
の
真
ん
中
を
流
れ
る
深
い
河
で
あ
る
。
川

(
吋
可
申
吋
)
は
、
同
じ
事
典
に
よ
れ
ば
、
豊
能
、
神
託
、
未
来
や
冥
界
の
入
り
口
、

法
へ
の
服
従
や
平
和
な
ど
の
意
味
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
(
三
八
四
頁
)
。

こ
れ
ら
の
象
徴
的
意
味
と
全
体
の
構
造
を
参
考
に
し
つ
つ
、
箱
庭
表
現
に
類

比
さ
せ
た
地
形
的
意
味
を
総
合
的
に
、
山
と
谷
と
を
対
比
し
つ
つ
考
察
す
れ
ば
、

次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。

山
に
対
す
る
憧
れ
は
、
眠
想
や
聖
な
る
場
所
と
い
う
語
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う

に
、
論
理
的
も
し
く
は
ロ
ゴ
ス
的
意
味
合
い
の
深
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

崇
高
な
憧
れ
で
あ
り
、
成
長
意
欲
を
刺
激
す
る
が
、
見
方
を
代
え
れ
ば
、
意
識

的
な
緊
張
と
、
上
か
ら
押
さ
え
付
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
抑
圧
感
を
伴
う
。

こ
れ
に
対
す
る
谷
は
、
現
実
的
な
生
活
の
場
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
優
れ
て

超
越
的
な
未
知
の
場
所
で
あ
る
山
に
守
ら
れ
、
穏
や
か
に
生
き
そ
し
て
死
ぬ
場

所
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
山
と
谷
の
関
係
は
、
交
流
分
析
の
エ
ゴ
、
グ
ラ
ム
の
五
つ
の
要
因

の
う
ち
、
二
つ
の
親
的
な
心
、
す
な
わ
ち
「
批
判
的
な
親
の
心

(
C
P
)
」
と

「
保
護
的
な
(
養
育
的
な
)
親
の
心

(
N
P
と
と
の
対
比
と
し
て
も
考
え
る
こ

と
が
で
き
る
。
新
里
・
水
野
・
桂
・
杉
田
共
著
『
交
流
分
析
と
エ
ゴ
グ
ラ
ム
』

(チ

l
ム
医
療
、
昭
和
六
一
年
)
に
よ
れ
ば
、

C
P
は
、
「
情
念
に
従
っ
て
行
動

す
る
厳
し
い
父
親
の
よ
う
な
親
の
心
」
「
自
分
の
価
値
観
や
考
え
方
を
ゆ
ず
ろ

う
と
せ
ず
、
他
人
を
批
判
し
た
り
非
難
し
た
り
」
「
良
心
や
理
想
と
深
く
関
連
」



「
強
す
ぎ
る
と
、
尊
大
で
支
配
的
な
態
度
、
命
令
的
な
口
調
な
ど
が
め
だ
っ
」

と
さ
れ
て
い
る
し
、
ま
た
、

N
P
は
、
「
思
い
や
り
を
も
っ
て
世
話
を
す
る
と

い
う
や
さ
し
い
母
親
の
よ
う
な
親
の
心
」
「
親
切
・
い
た
わ
り
・
寛
容
な
態
度

と
関
連
し
て
お
り
、
親
身
に
な
っ
て
人
の
め
ん
ど
う
を
み
る
保
護
的
な
や
さ
し

さ
」
「
強
す
ぎ
る
と
、
過
保
護
や
お
せ
っ
か
い
に
な
り
や
す
い
」
と
さ
れ
て
い

る
(
二
七
頁
)
。
他
の
側
面
か
ら
の
こ
の
よ
う
な
意
味
付
け
の
類
比
性
か
ら
考

え
れ
ば
、
山
と
谷
は
ま
た
、

c
pと
N
P
と
の
対
比
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る。

鴎外の背景としての津和野の嵐長場所論的考察

さ
ら
に
谷
に
は
多
く
の
場
合
、
川
が
あ
る
。
河
合
隼
雄
編
『
箱
庭
療
法
人
門
』

(
誠
信
書
房
、
昭
和
四
四
年
)
で
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
川
は
エ
ネ
ル

ギ
ー
の
状
態
を
表
す
も
の
で
あ
る
(
四
九
頁
)
。
特
に
津
和
野
の
谷
を
流
れ
る

津
和
野
川
は
、
橋
を
掛
け
ら
れ
る
幅
を
持
ち
、
同
時
に
そ
の
ま
ま
水
運
に
利
用

し
て
き
た
ほ
ど
の
、
利
用
し
や
す
い
大
河
で
あ
る
。
必
然
的
に
河
岸
に
は
、
谷

に
し
て
は
肥
沃
で
、
山
畑
に
利
川
で
き
る
程
度
の
河
岸
段
丘
が
形
成
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
間
か
さ
は
、
古
代
か
ら
の
追
跡
が
発
見
さ
れ
る
よ
う
に
、
古
米
人
々

を
引
き
付
け
て
来
た
。
こ
の
谷
か
ら
一
生
山
な
く
て
も
、
幸
せ
に
持
ら
す
こ
と

も
で
き
る
。
し
か
し
、
川
は
ま
た
、
収
悦
と
と
も
に
未
来
や
冥
界
の
入
り
日
と

も
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
新
た
な
可
能
性
ゃ
、
死
と
い
っ
た
異
次
元
へ
の
転
換
を

も
意
味
す
る
。
こ
の
川
の
持
つ
変
化
へ
の
可
能
性
と
、
先
述
の
山
の
意
味
を
重

ね
れ
ば
、
こ
の
谷
は
必
ず
し
も
保
護
さ
れ
て
平
穏
に
過
ご
す
ば
か
り
で
は
な
い

場
所
に
な
る
可
能
性
を
持
つ
。

樋
口
忠
彦
『
日
本
の
景
観
』
(
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
一
九
九
三
H

原
著
は
一

九
八
一
)
で
は
、
「
谷
の
地
形
は
、
盆
地
や
平
野
と
違
っ
て
、
は
っ
き
り
し
た

方
向
性
を
も
っ
て
い
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
(
八
四
頁
)
、
そ
の
方
'
川
性

を
与
え
る
の
が
、
川
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
同
書
で
は
、
民
俗
学
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的
見
地
か
ら
、
作
の
水
が
湧
く
地
点
を
中
心
と
し
た
民
制
に
「
水
分
(
み
く
ま

り
)
神
社
」
型
景
観
、
ま
た
、
谷
の
奥
に
秘
め
ら
れ
た
空
間
と
し
て
「
隠
国

(
こ
も
り
く
)
」
型
景
観
と
を
例
示
し
て
あ
る
が
、
津
和
野
の
谷
に
も
、
水
分
神

社
に
相
当
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
、
こ
の
谷
で
も
最
も
古
い
神
社
の
ひ
と
つ
で

あ
る
鷲
原
八
幡
宮
が
あ
り
、
ま
た
、
隠
国
に
相
当
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
、
津

和
野
と
し
て
は
現
在
の
城
下
町
建
設
以
前
に
聞
け
た
集
落
、
喜
時
一
山
が
城
山
の

凶
麓
に
存
在
す
る
。

し
か
し
他
方
で
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
沖
和
野
川
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
は
、

こ
の
よ
う
な
民
俗
学
的
元
型
を
超
え
る
変
化
の
可
能
性
を
内
包
す
る
。
そ
れ
が
、

住
む
人
の
心
理
的
元
型
に
新
天
地
へ
の
移
動
へ
の
意
欲
と
、
特
に
、
文
化
的
に

発
展
し
た
地
域
へ
の
転
出
を
善
し
と
す
る
気
持
ち
を
刻
印
す
る
こ
と
は
推
測
で

き
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
考
察
し
た
う
え
で
再
び
、
鴎
外
の
記
述
を
振
り
返
っ
て

み
れ
ば
、
記
述
の
歴
史
的
背
長
の
さ
ら
に
奥
に
あ
る
心
即
的
傾
向
性
が
明
ら
か

に
な
る
。
陛
史
的
背
景
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
る
と
し
て
、
小
論
で
は
こ
の
よ

う
な
元
引
的
意
味
合
い
に
つ
い
て
桝
め
て
お
く
。

ま
ず
、
引
川
②
、
③
、
④
に
お
け
る
い
m
敷
町
の
陥
円
ー
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
、

先
に
述
べ
た
地
形
の
巾
に
作
ら
れ
た
城
下
町
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
山
と
谷

と
を
対
比
さ
せ
た
先
の
象
徴
的
意
味
の
う
ち
、
い
っ
そ
う
山
的
意
味
の
方
に
比

重
が
重
く
な
る
と
言
え
る
。
「
土
塀
を
緯
ヨ
り
し
た
門
機
え
の
家
」
「
お
濠
」
「
上

の
お
蔵
」
「
屋
敷
町
」
「
藩
の
学
問
所
」
「
木
戸
の
番
所
」
等
々
の
記
述
は
、
こ

と
ご
と
く
城
下
町
の
遺
構
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
引
用
に
も
あ
る
よ
う
に
城
下

町
は
す
で
に
崩
壊
し
つ
つ
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
や
は
り
引
川
か

ら
推
測
さ
れ
る
よ
う
に
旧
藩
主
に
対
す
る
尊
敬
と
中
核
的
認
識
は
強
く
残
存
し

て
い
る
。
風
景
の
多
く
の
記
述
が
、
こ
の
よ
う
な
城
下
町
の
遺
構
に
彩
ら
れ
て
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そ
れ
を
意
識
し
て
い
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
地
形

的
元
型
に
こ
の
よ
う
な
風
景
が
重
な
る
と
き
、
幼
い
鴎
外
の
潜
在
意
識
に
、
一

種
の
ロ
ゴ
ス
的
抑
圧
が
構
成
さ
れ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
谷
に
は
先
に
述
べ
た
よ
う
に
豊
か
な
津
和
野
川
が
あ
る
。

江
戸
時
代
に
は
、
紙
や
蝋
な
ど
の
山
の
産
物
を
益
田
藩
の
高
津
港
へ
と
送
り
、

そ
こ
か
ら
各
地
へ
と
売
り
さ
ば
い
た
。
時
代
が
変
わ
っ
て
も
、
そ
の
よ
う
な
発

展
可
能
性
を
持
つ
川
に
よ
っ
て
育
て
ら
れ
た
、
新
天
地
へ
の
憧
れ
と
い
う
潜
在

意
識
は
、
新
た
な
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
形
で
人
々
を
突
き
動
か
す
。
引
用
①
に

見
ら
れ
る
よ
う
に
、
廃
蒋
置
県
に
な
っ
て
藩
主
亀
井
蕊
監
は
上
京
す
る
が
、
寂

れ
ゆ
く
津
和
野
か
ら
藩
主
と
と
も
に
上
京
す
る
こ
と
は
現
実
的
に
も
憧
れ
の
対

象
で
あ
る
。
引
用
⑤
は
そ
れ
を
意
味
し
て
い
る
と
と
も
に
、
元
型
的
に
も
、
こ

れ
ま
で
述
べ
て
来
た
よ
う
な
川
の
持
つ
発
展
的
意
味
を
反
映
さ
せ
て
い
る
と
も

言
え
る
。
そ
し
て
、
先
に
述
べ
た
よ
う
な
こ
の
小
説
を
貫
く
場
所
移
動
と
心
理

的
変
化
の
相
関
も
こ
こ
か
ら
ふ
た
た
び
意
味
付
け
ら
れ
こ
と
に
な
る
。

い
る
と
い
う
こ
と
は
、

4
、
今
後
の
問
題

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
箱
庭
表
現
や
心
則
的
元
型
と
し
て
考
え
て
く
れ
ば
、
先

に
述
べ
た
二
重
世
界
の
重
層
的
広
が
り
と
し
て
、
津
和
野
の
地
形
的
意
味
は
、

そ
こ
に
住
む
人
々
に
、
上
に
述
べ
て
来
た
よ
う
な
意
味
を
そ
の
心
理
的
元
型
と

し
て
与
え
て
い
る
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
し
か
し
、
繰
り
返
し
て
述
べ
て
来
た

よ
う
に
、
そ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
、
表
現
の
最
深
層
を
為
す
心
理
的
元
型
で
し
か

な
い
。
従
っ
て
、
そ
れ
が
、
論
理
的
に
妥
当
な
も
の
で
あ
る
か
を
吟
味
す
る
た

め
に
は
、
他
の
人
々
の
心
理
を
も
分
析
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
小
論
で
は

そ
れ
を
詳
述
す
る
余
裕
は
な
い
。
今
後
の
た
め
に
敢
え
て
幾
人
か
の
例
を
列
記

す
れ
ば
、
諸
藩
に
率
先
し
て
版
籍
奉
還
を
し
た
藩
主
亀
井
悲
監
、
明
治
政
府
の

学
問
的
方
向
性
を
決
定
し
た
西
周
、
同
じ
く
明
治
政
府
の
教
育
・
宗
教
行
政
に

大
き
な
力
を
発
揮
し
た
福
羽
美
静
、
晩
年
に
な
っ
て
博
士
号
を
得
た
劇
作
家
・

演
劇
研
究
者
の
中
村
吉
蔵
な
ど
に
そ
の
一
端
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
し
て
、
今
後
の
研
究
と
し
て
重
要
な
の
は
、
小
論
で
述
べ
て
き
た
根
底
的

元
型
と
相
関
的
で
あ
り
、
よ
り
具
体
的
な
意
味
で
の
背
景
で
あ
る
歴
史
的
背
景

の
考
察
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
詳
述
す
る
。

福
岡
女
学
院
大
学
教
授
)

(
あ
ら
き

ま
さ
み

主
な
引
用
文
献

山
山
崎
一
穎
監
修
『
鴎
外
津
和
野
へ
の
回
惣
』
津
和
野
町
郷
土
館
、
平
成
五
年

間
『
鴎
外
論
集
』
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
九
0
年

間
「
鴎
外
全
集
第
五
巻
』
岩
波
書
問
、
昭
和
四
七
年

凶
森
鴎
外
『
ヰ
タ
・
セ
ク
ス
ア
リ
ス
』
岩
波
文
庫
、
昭
和
一

0
年

間
沖
本
常
吉
編
『
津
和
野
町
史
第
三
巻
』
津
和
野
町
、
平
成
元
年

間
上
回
関
照
『
場
所
二
重
世
界
内
存
在
』
弘
文
堂
、
平
成
四
年

m〉
門
日
仏
四
〈
江
口
印
=
ロ

-
2
5口
同
門
可

O
門
∞
可

B
σ
o
-
m
Eロ
門
同
日

gmwm旬
、
.
2
0
2
F

国
0
口
同
ロ
門
戸
可
ロ

σ・
一
九
七
四
/
一
九
七
六

川
間
新
型
・
水
野
・
桂
・
杉
山
共
著
『
交
流
分
析
と
エ
ゴ
グ
ラ
ム
』
チ
|
ム
医
療
、
附
和

問
河
合
隼
雄
編
『
箱
庭
療
法
入
門
」
誠
信
書
房
一
、
附
和
問
四
年

側
樋
口
忠
彦
『
日
本
の
景
観
』
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
一
九
九
三
年

※
な
お
、
津
和
野
に
閲
す
る
風
景
論
的
分
析
に
つ
い
て
は
、
拙
論
「
風
景
の
現
象
学

島
根
県
津
和
野
の
構
造
と
本
質
」
(
『
初
附
女
学
院
大
学
紀
要
』
第
一
号
、
一
九
九

一
年
)
を
ご
参
照
下
さ
い
。
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