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あ
る
。

　
木
叢
は
先
づ
誌
…
工
章
に
於
い
て
、
遺
躰
の
研
究
・
災
v
識
ハ
の
歴
史
地
理
畢
－

酌
、
地
形
畢
酌
考
察
及
び
遺
跡
の
一
般
的
朕
態
を
記
述
し
、
第
四
章
に
於
い

て
は
、
鐵
土
せ
る
燕
石
な
㈱
生
式
土
器
を
五
型
式
に
分
類
し
て
詳
細
に
記
載

し
て
み
る
。
そ
し
て
第
五
章
で
は
、
本
遺
跡
の
出
土
例
に
よ
っ
て
始
め
て
内

容
を
瑚
に
し
た
彌
生
式
土
器
の
彩
文
、
原
始
糟
鶉
．
、
詑
量
的
文
橡
に
就
い
て

論
遽
し
、
ま
た
櫛
猫
交
に
依
る
滋
型
式
の
土
器
の
通
気
を
試
み
、
終
り
に
此

等
の
覧
型
式
の
土
器
ほ
併
存
し
た
の
で
は
な
く
、
各
ミ
時
期
を
異
に
し
て
縫

諾
し
た
と
い
ふ
推
漸
を
下
し
て
み
る
。
一
朧
、
近
畿
地
方
に
出
土
す
る
彌
生

式
土
器
に
、
形
式
學
酌
に
聯
冷
す
る
五
形
式
の
存
す
る
こ
と
は
、
甑
に
知
見

に
上
っ
て
み
た
塵
で
あ
っ
た
が
、
本
圃
跡
に
於
い
て
職
親
す
べ
き
は
、
遺
跡

を
梼
成
す
る
竪
穴
及
び
遺
物
包
含
地
よ
り
昏
形
式
が
純
梓
に
出
土
ず
る
例
が

多
い
事
實
で
あ
る
。
か
く
し
て
該
五
形
式
が
一
時
代
に
併
存
し
た
の
で
は
な

く
、
實
に
識
ハ
等
は
彌
生
式
土
器
の
系
統
的
戴
冠
の
序
列
と
し
て
時
期
的
に
把

握
さ
る
べ
き
こ
と
が
解
朗
さ
れ
た
の
で
あ
る
ρ

　
木
器
類
及
び
植
物
製
献
の
裕
さ
は
、
塞
遺
跡
の
償
健
を
い
た
く
昂
め
た
も

の
で
あ
る
が
、
其
等
の
記
載
に
充
て
ら
れ
た
第
六
章
に
於
い
て
は
、
木
器
と
土

器
と
ゐ
形
態
的
交
流
や
太
・
製
農
耕
具
の
高
切
な
獲
達
が
張
調
さ
れ
、
土
器
に

つ
い
で
影
し
く
出
土
し
た
石
器
の
記
遮
が
試
み
ら
れ
て
み
る
第
七
章
で
は
、

時
期
に
よ
っ
て
石
器
の
耕
料
に
差
異
の
あ
る
事
實
が
指
摘
さ
れ
て
る
る
。
第

八
章
で
は
土
製
品
及
び
骨
角
茅
製
品
を
叙
べ
、
第
九
章
で
は
、
生
物
墨
的
、
林

畢
的
研
究
を
基
礎
と
し
て
霞
然
遺
物
を
記
蓮
し
、
夏
に
當
代
人
の
生
溜
と
遼

鏡
の
様
相
に
ま
で
論
鰯
し
て
み
る
。
殊
に
、
霊
棚
や
栽
培
植
物
の
問
題
ほ
、

蔚
者
等
の
最
も
黎
意
す
る
所
と
な
っ
て
み
る
。
第
牽
章
は
後
論
と
し
て
総
拙

に
充
て
ら
れ
、
先
づ
遺
跡
の
一
般
的
性
質
、
住
履
規
と
貯
藏
想
の
竪
穴
の
存

す
る
事
・
實
、
及
び
高
床
家
謄
の
獲
生
還
を
叙
べ
、
つ
い
で
用
途
に
よ
る
土
器

の
分
化
獲
達
、
木
工
徳
の
驚
く
べ
き
獲
達
、
蜘
醸
…
の
存
在
、
金
腸
利
器
の
存

否
等
が
急
心
さ
れ
、
最
後
に
該
遺
跡
か
ら
少
量
繊
土
し
た
総
版
式
土
器
に
依

っ
て
、
彌
生
式
土
羅
と
凝
れ
と
が
場
所
を
異
に
し
て
時
聞
的
に
併
存
し
た
こ

と
を
説
い
て
み
る
。

　
以
上
は
、
本
書
の
概
要
に
過
ぎ
な
い
が
、
蹴
富
か
つ
貴
重
な
遺
物
を
學
界

に
贈
っ
た
唐
古
遺
跡
が
、
本
書
の
如
き
精
細
な
る
報
告
書
を
侯
っ
て
始
め
て

鮎
晦
の
美
を
な
し
え
た
こ
と
は
雷
ふ
ま
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
實
に
木
鋤
跡

に
よ
っ
て
、
吾
人
の
彌
生
式
文
化
に
關
す
る
知
見
は
、
共
の
内
容
の
深
さ
と
廣

さ
を
署
し
く
加
へ
た
の
で
あ
っ
て
、
本
欝
こ
そ
ほ
か
し
る
彌
生
式
文
化
の
疲

庫
に
、
吾
々
を
簿
入
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
然
も
著
岩
等
は
、
叙
上
の
如

き
裕
か
な
遺
物
を
雨
に
し
な
が
ら
も
、
あ
く
ま
で
事
物
に
郎
し
て
論
肥
し
、

聯
も
議
論
の
逸
貌
を
許
さ
ぬ
の
で
あ
っ
て
、
か
や
う
な
演
震
な
態
度
は
、
創

意
に
冨
ん
だ
報
告
技
術
と
共
に
、
木
警
を
し
て
鍛
界
の
指
標
た
ら
し
め
て
み

る
の
で
あ
る
。
（
遊
四
六
倍
版
。
総
首
邑
版
…
繋
。
木
文
二
獄
醐
一
頁
。
岡
版
一

〇
入
葉
。
桑
名
文
星
盤
盛
行
。
定
債
滲
拾
閲
。
）
（
角
阻
文
衛
…
）

東
方
尊
重
研
究
飯
研
究
報
告
第
十
七
瀞

　
古
代
岐
南
工
藝
史
に
於
け
る
蒜
鉤
の
研
究長

　
廣
　
敏
　
雄

最
近
の
支
那
考
古
畢
研
究
は
支
那
古
銅
器
に
於
て
周
様
式
・
漢
様
式
を
分
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類
し
、
更
に
職
國
檬
式
（
秦
様
式
）
を
巌
別
し
て
夫
々
の
「
型
」
を
抽
出
設
定
し

籍
た
の
で
あ
る
。

　
本
書
の
学
者
は
「
こ
の
型
は
無
精
騨
の
も
の
で
あ
ら
う
か
。
さ
う
で
は
な

い
の
で
あ
る
」
と
雷
は
れ
る
。
さ
う
し
た
「
型
」
に
推
す
る
捜
術
酌
・
唯
物
酌

見
解
に
と
“
ま
る
こ
と
な
く
「
型
」
…
技
術
…
一
を
趨
え
た
藝
徳
意
欲
の
作
用
に

問
題
の
空
言
を
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
而
も
そ
こ
に
時
代
を
間
題
に
し
三

族
を
聞
題
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
著
者
長
葺
石
の
魯
か
れ
た
も
の
が
常
に
問

題
を
提
示
さ
れ
る
所
以
と
思
ふ
。
　
　
　
　
　
　
．

．
長
淵
賃
の
轡
か
れ
た
も
の
を
讃
む
と
支
那
考
古
學
に
關
心
を
竜
っ
て
み
る

者
に
は
深
い
反
省
が
輿
へ
ら
れ
る
。
支
那
考
古
學
は
歴
奥
考
古
墨
に
こ
そ
問

題
の
轟
が
落
す
る
こ
と
は
憾
言
で
き
よ
う
。
横
へ
の
…
畢
な
る
唯
物
的
な
霞

然
科
畢
的
な
鑓
が
り
を
響
け
て
支
那
精
紳
の
理
解
と
い
ふ
鮎
に
聞
題
を
深
く

掘
り
下
げ
よ
5
と
す
る
場
合
、
先
史
考
古
縢
に
は
底
の
見
え
た
限
界
の
存
す

る
こ
と
を
如
何
と
も
し
難
い
。
私
ほ
支
那
精
酵
の
深
い
理
解
を
悶
題
と
す
る

が
故
に
燧
史
考
古
學
に
こ
そ
聞
題
の
賃
…
鮎
が
存
す
る
と
い
ふ
こ
と
を
し
み
じ

み
思
ふ
の
で
あ
る
。

　
か
く
て
支
那
の
歴
史
考
古
畢
を
研
究
の
鋤
象
と
す
る
場
合
、
從
來
云
々
さ

れ
來
つ
た
文
獣
…
か
遺
物
か
は
長
廣
氏
の
書
か
れ
た
も
の
を
讃
む
度
に
私
は
い

つ
竜
さ
う
思
ふ
の
で
あ
る
が
眞
の
凋
題
で
は
な
く
な
っ
て
回
る
。
交
獄
成
立

の
背
後
に
あ
る
も
の
遺
物
成
立
の
背
後
に
あ
る
も
の
は
と
も
に
共
通
し
た
一

つ
の
世
界
を
臨
戦
せ
し
め
る
か
ら
で
あ
る
。
と
い
ふ
こ
と
は
私
は
麦
那
の
歴

史
考
古
學
を
研
究
す
る
場
合
文
獄
か
遺
物
か
何
れ
か
に
編
す
る
に
ほ
、
支
那

古
代
世
界
は
あ
ま
り
に
も
宗
敏
的
で
あ
り
倫
理
駒
で
あ
り
象
徴
駒
で
あ
る
と

紹
　
介
・
奨
　
三

思
ふ
が
故
で
あ
る
。

　
著
者
は
本
鴬
に
於
い
て
ま
つ
帯
鉤
の
「
型
」
を
分
類
さ
れ
、
こ
の
分
類
に
よ

っ
て
明
ら
か
に
實
燭
酌
で
な
い
竜
の
鼠
存
在
を
見
出
さ
れ
て
そ
の
襲
錨
意
匠

を
考
察
さ
れ
る
。
次
に
戯
土
地
の
判
明
し
た
も
の
に
よ
り
時
代
の
一
つ
の
基

漁
が
求
め
ら
れ
て
み
る
。
翼
に
痛
論
史
上
の
一
般
様
式
と
帯
鉤
の
關
係
が
蓮
’

べ
ら
れ
、
野
郎
が
周
漢
含
蓄
の
就
會
生
活
に
も
と
づ
い
た
も
の
で
あ
り
帯
鉤

の
交
化
史
酌
意
嚢
が
論
ぜ
ら
れ
る
。
そ
し
て
最
後
は
周
漢
美
術
の
背
景
と
し

て
吉
代
支
那
工
藝
精
瀞
…
抽
象
性
…
が
極
め
て
朋
快
に
結
輪
さ
れ
て
る
る
〇

　
一
二
工
藝
品
に
す
ぎ
な
い
幣
鉤
の
研
究
に
よ
り
ょ
く
岡
拙
悪
代
の
思
想
三

野
を
明
ら
か
に
し
、
ひ
い
て
は
支
那
工
藝
の
基
本
精
瀞
を
見
腐
さ
れ
ん
と
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
繋
鉤
の
形
式
分
類
か
ら

の
か
エ
る
深
い
泊
…
究
に
今
更
の
如
く
謬
錯
の
鋭
い
洞
察
と
難
か
な
教
養
と
深

い
畢
間
的
落
つ
き
と
を
羨
し
く
さ
へ
思
ふ
の
で
あ
る
。
（
澄
田
正
こ
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