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　『
木
曾
路
は
す
べ
て
山
の
中
で
あ
る
』
の
書
き
出

し
で
始
ま
る
島
崎
藤
村
の
小
説
「
夜
明
け
前
」
は
幕

末
か
ら
明
治
の
は
じ
め
の
山
村
の
物
語
で
あ
る
。
江

戸
時
代
、
木
材
は
重
要
な
建
築
資
材
で
あ
る
こ
と
か

ら
山
林
は
将
軍
家
や
藩
が
所
有
し
、
厳
重
に
管
理
さ

れ
て
い
た
。
木
曾
の
天
領
（
幕
府
の
所
有
林
）
で
は

無
断
で
木
を
伐
採
す
る
と
「
木
一
本
、
首
一
つ
」
と

い
わ
れ
る
ほ
ど
厳
し
い
「
留
山
・
留
木
制
度
」
に
よ
っ

て
地
域
の
人
び
と
の
伐
採
が
禁
じ
ら
れ
て
い
た
。
物

語
の
主
人
公
・
半
蔵
は
、
木
曽
中
山
道
・
馬
籠
宿
の

本
陣
、
庄
屋
の
一
七
代
目
の
当
主
で
あ
る
が
山
林
の

材
木
を
村
人
が
自
由
に
伐
採
し
て
売
却
す
る
こ
と
が

で
き
れ
ば
村
人
の
生
活
が
豊
か
に
な
る
と
考
え
て
お

り
、
明
治
維
新
の
王
政
復
古
に
期
待
し
て
い
た
が
、

理
想
と
現
実
と
の
狭
間
で
失
望
す
る
姿
を
描
い
て
い

る
。
こ
の
小
説
は
、
明
治
維
新
の
王
政
復
古
に
対
す

る
人
び
と
の
夢
と
現
実
の
ギ
ャ
ッ
プ
や
日
本
の
地
域

社
会
に
お
け
る
伝
統
、
さ
ら
に
は
明
治
維
新
に
よ
る

近
代
化
の
問
題
点
を
示
し
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
小
説
で
描
か
れ
て
い
る
当
時
の
人
び
と

の
炊
事
や
風
呂
の
焚
き
つ
け
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
昔
話

「
も
も
た
ろ
う
」
で
語
ら
れ
る
『
お
じ
い
さ
ん
は
山

へ
柴
（
し
ば
）
刈
り
に
行
き
ま
し
た
』
の
“
柴
”
で

あ
る
。
柴
は
山
林
の
な
か
に
落
ち
て
い
る
雑
木
や
枝

の
総
称
の
こ
と
で
、
立
木
を
伐
採
す
る
こ
と
な
く
、

ま
た
薪
割
り
や
乾
燥
の
必
要
は
な
く
、
山
林
か
ら

採
っ
て
く
れ
ば
そ
の
ま
ま
燃
料
と
し
て
使
う
こ
と
が

で
き
た
。
お
じ
い
さ
ん
が
で
か
け
た
こ
の
よ
う
な
山

林
は
「
里
山
」
と
呼
ば
れ
、村
人
が
共
同
で
管
理
し
、

伐
採
以
外
で
あ
れ
ば
自
由
に
柴
を
取
り
、
山
野
草
を

摘
み
、き
の
こ
や
木
の
実
を
集
め
る
こ
と
が
で
き
た
。

　
こ
の
よ
う
な
里
山
は
現
代
的
に
い
え
ば
集
落
や
人

里
に
隣
接
し
て
人
間
の
影
響
を
受
け
た
二
次
的
な
自

然
生
態
系
で
あ
る
。
環
境
省
は
里
山
（
里
地
里
山
）

と
は
、原
生
的
な
自
然
と
都
市
と
の
中
間
に
位
置
し
、

集
落
と
そ
れ
を
取
り
巻
く
二
次
林
、
そ
れ
ら
と
混
在

す
る
農
地
、
た
め
池
、
草
原
な
ど
で
構
成
さ
れ
る
地

域
と
し
、
農
林
業
な
ど
に
伴
う
さ
ま
ざ
ま
人
び
と
の

働
き
か
け
を
通
じ
て
環
境
が
形
成
・
維
持
さ
れ
て
き

た
地
域
と
し
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
が
化
石
燃
料
の
普
及
に
よ
る
薪
や
炭
の
需

要
減
少
や
、
化
学
肥
料
の
普
及
に
よ
る
森
林
由
来
の
堆

肥
需
要
の
減
少
に
よ
っ
て
森
林
の
管
理
放
棄
、
さ
ら
に

は
高
齢
化
や
農
林
業
の
担
い
手
減
少
に
伴
う
耕
作
放
棄

地
が
増
加
し
野
生
鳥
獣
の
餌
場
と
な
っ
て
人
と
の
接
触

が
増
え
、
里
山
の
生
物
多
様
性
も
失
わ
れ
て
い
る
。

　
国
立
環
境
研
究
所
の
深
澤
圭
太
氏
な
ど
に
よ
れ
ば

里
山
は
一
万
年
前
く
ら
い
に
最
終
氷
期
が
終
わ
り
温

暖
化
に
よ
っ
て
森
林
が
発
達
し
、
縄
文
人
が
野
焼
き

や
焼
き
畑
な
ど
に
よ
り
植
生
管
理
が
行
わ
れ
、
弥
生

時
代
以
降
、
牧
畜
や
水
稲
栽
培
、
さ
ら
に
古
墳
時
代

以
降
は
製
鉄
や
製
陶
な
ど
エ
ネ
ル
ギ
ー
集
約
的
な
生

産
活
動
も
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
周
辺
の
草
地
や
雑

木
林
は
飼
料
、
燃
料
や
肥
料
な
ど
を
採
取
す
る
場
と

し
て
維
持
さ
れ
、
多
く
の
生
物
が
生
息
す
る
里
山
が

成
立
し
て
い
っ
た
と
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
日
本
の

国
土
面
積
の
お
よ
そ
七
割
を
占
め
る
一
方
で
、
人
口

の
一
一
％
が
生
活
し
て
い
る
中
山
間
地
で
は
高
齢
化

や
担
い
手
不
足
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
な
い
里
山
が
増

え
て
い
る
。
　
　

　
こ
う
し
た
里
山
の
役
割
を
見
直
そ
う
と
環
境
省

と
国
連
大
学
サ
ス
テ
イ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
高
等
研
究
所

（U
N

U
-IAS

）
が
共
同
でSATO

YAM
A

イ
ニ
シ

ア
テ
ィ
ブ
を
提
唱
し
て
い
る
。
里
山
は
さ
ま
ざ
ま
な

動
物
、
昆
虫
な
ど
の
生
物
が
豊
か
な
生
態
系
を
つ

く
っ
て
い
る
こ
と
や
、
樹
木
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
に

伴
っ
て
発
生
す
る
二
酸
化
炭
素
を
吸
収
し
て
く
れ
る

働
き
に
よ
っ
て
温
暖
化
を
防
ぐ
効
果
も
あ
る
の
で
改

め
て
そ
の
価
値
が
見
直
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な

里
山
を
地
域
の
人
び
と
の
手
に
よ
っ
て
保
全
し
よ
う

と
い
う
動
き
も
み
ら
れ
る
。

　
例
え
ば
、
北
海
道
・
北
広
島
団
地
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
グ
ル
ー
プ
「
里
見
緑
地
を
守
る
会
・
ど
ん
ぐ
り
」

は
、
一
九
六
〇
年
代
に
開
発
さ
れ
た
住
宅
地
の
外
周

部
（
市
有
地
）
の
自
然
環
境
を
一
五
年
前
か
ら
自
ら

整
備
・
保
全
し
、
専
門
業
者
並
み
に
遊
歩
道
を
整
備

し
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
市
は
任
意
団
体
に
は
「
公
園

施
設
設
置
許
可
」
を
認
め
な
い
こ
と
や
、
遊
歩
道
で

の
事
故
責
任
の
所
在
に
つ
い
て
の
考
え
に
齟
齬
が
あ
っ

た
が
、
よ
う
や
く
市
か
ら
許
可
さ
れ
、
遊
歩
道
の
草

刈
り
や
公
園
施
設
の
安
全
点
検
を
“
公
園
等
里
親
制

度
”
で
委
託
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
里
山
は
人
び

と
の
関
わ
り
に
よ
っ
て
生
態
系
が
守
ら
れ
る
と
同
時

に
野
外
で
整
備
に
関
わ
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
は
も
ち
ろ

ん
、
自
然
が
残
さ
れ
た
遊
歩
道
を
散
歩
す
る
こ
と
は

近
隣
住
民
の
健
康
増
進
に
も
つ
な
が
る
。
い
わ
ば
現

代
版
の
里
山
で
あ
る
。伝
統
的
な
地
域
の
土
地
所
有
・

管
理
形
態
を
尊
重
し
た
上
で
自
然
資
源
の
新
た
な
共

同
管
理
（
コ
モ
ン
ズ
）
の
あ
り
方
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
里
親
制
度
に
改
め
て
注
目
し
た
い
。
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