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田
中
裕
先
生
が
﹁
桐
火
桶
模
索
﹂
を
発
表
さ
れ
た
の
は
昭
和
四
十
六
年
発

行
の
﹁
語
文
﹂
で
あ
る
︒
定
家
に
仮
託
さ
れ
た
﹁
桐
火
桶
﹂
の
善
本
を
手
元

に
置
き
つ
つ
︑
そ
の
文
献
の
確
か
さ
を
手
広
く
極
め
よ
う
と
し
て
い
る
︒
新

古
今
歌
風
の
一
つ
を
創
り
上
げ
た
定
家
は
ど
の
よ
う
な
思
念
の
下
に
あ
っ
た

か
を
論
ず
る
た
め
に
は
︑
定
家
仮
託
書
と
言
わ
れ
る
一
群
の
書
の
検
証
は
避

け
て
通
れ
な
い
作
業
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
︑
こ
の
作
業
は
特
別
に
困
難
を
伴

う
こ
と
で
あ
っ
た
︒
一
群
の
書
の
大
筋
は
︑
鵜
の
上
下
︑
鷺
の
上
下
の
書
が
︑

﹁
愚
秘
抄
﹂﹁
三
五
記
﹂
の
核
と
な
り
︑
そ
れ
を
前
提
に
し
て
﹁
桐
火
桶
﹂
が

成
立
し
︑
こ
の
過
程
に
﹁
毎
月
抄
﹂﹁
定
家
十
体
﹂
な
ど
の
書
が
絡
ん
で
い

る
︒
こ
の
大
筋
に
は
︑
定
家
の
本
意
と
し
た
こ
と
が
ど
の
程
度
に
含
ま
れ
て

い
る
か
と
い
う
問
題
が
潜
ん
で
い
た
︒
こ
の
判
定
は
困
難
と
い
う
言
葉
を
超

え
て
論
者
の
資
質
を
問
わ
れ
る
厳
し
い
問
題
で
も
あ
っ
た
︒
定
家
仮
託
書
は

当
初
は
定
家
偽
書
と
称
せ
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
︑
真
偽
の
判
断
な
く
し
て
は

問
題
解
決
の
方
向
性
は
出
て
こ
な
い
状
況
下
に
あ
っ
た
︒
研
究
史
的
に
見
れ

ば
︑
真
偽
の
論
は
相
半
ば
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
く
︑
未
だ
に
こ
の
方
向
か

ら
の
展
望
は
開
け
な
い
状
態
で
あ
る
︒

﹁
三
五
記
﹂
の
批
判
を
行
い
︑
論
の
基
盤
と
な
っ
て
い
た
﹁
毎
月
抄
﹂
の

存
立
を
疑
っ
て
の
﹁
毎
月
抄
批
判
﹂
が
昭
和
三
十
四
年
に
発
表
さ
れ
て
か
ら

﹁
桐
火
桶
﹂
の
周
辺
を
模
索
す
る
に
至
る
十
余
年
の
歳
月
は
︑
先
生
に
と
っ

て
苦
難
を
乗
り
切
る
た
め
の
歳
月
で
あ
っ
た
か
と
考
え
ら
れ
る
︒
こ
の
歳
月

の
中
で
い
く
つ
か
の
新
見
が
出
さ
れ
て
い
る
が
︑
中
で
︑
注
目
さ
れ
る
の
は
︑

仮
託
書
群
に
は
経
信
系
と
基
俊
系
と
の
二
つ
が
あ
る
と
の
指
摘
で
あ
る
︒
こ

れ
は
︑
俊
成
︑
定
家
︑
為
家
と
続
く
和
歌
の
家
の
伝
統
は
誰
か
ら
の
も
の
で

あ
る
か
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
︒
二
条
家
︑
冷
泉
家
と
い
っ
た
流
派

抗
争
ば
か
り
で
な
く
︑
家
を
継
ぐ
に
相
応
し
い
口
伝
の
あ
り
方
を
示
唆
す
る

も
の
で
あ
っ
た
︒
こ
の
視
点
は
︑
現
在
︑
伝
受
の
系
譜
を
明
ら
か
に
す
る
動

き
を
齎
し
て
い
る
︒

こ
う
し
た
一
見
︑
迂
遠
と
も
思
わ
れ
る
仮
託
書
群
へ
の
言
及
の
意
味
す
る

こ
と
は
︑
先
生
に
は
十
分
自
覚
さ
れ
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
︒

﹃
後
鳥
羽
院
と
定
家
研
究
﹄︵
一
九
九
五
年

和
泉
書
院
︶
の
あ
と
が
き
に
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﹁
私
の
目
的
は
始
終
文
学
論
研
究
に
あ
っ
た
が
︑
し
か
し
も
し
当
面
の
論
本

文
の
性
質
に
何
等
か
不
審
を
覚
え
る
こ
と
が
あ
れ
ば
︑
直
ち
に
手
を
換
え
て

確
実
な
本
文
を
求
め
る
ほ
か
は
な
か
っ
た
︒
資
料
の
探
査
︑
蒐
集
︑
そ
し
て

本
文
批
判
へ
と
続
く
類
ひ
の
仕
事
が
私
の
一
部
と
な
っ
て
ゐ
る
の
も
必
要
に

迫
ら
れ
て
の
︑
い
は
ば
強
ひ
ら
れ
た
手
順
に
す
ぎ
な
い
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
︒

定
家
仮
託
書
の
検
討
は
定
家
の
文
学
論
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
︑
必
然

と
し
て
要
求
さ
れ
て
の
も
の
で
あ
っ
た
︒
表
現
論
を
目
指
し
つ
つ
も
︑
そ
の

過
程
に
潜
ん
で
い
る
不
確
か
な
文
献
は
批
判
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で

あ
る
︒
文
献
は
確
か
な
も
の
と
し
て
存
在
し
て
初
め
て
論
ず
る
に
値
す
る
︒

定
家
の
著
作
と
考
え
ら
れ
て
い
た
﹁
毎
月
抄
﹂
に
批
判
の
目
を
向
け
ら
れ

る
こ
と
に
な
る
の
は
︑
恩
師
小
島
吉
雄
先
生
が
﹁
新
古
今
集
と
私
﹂
に
語
る

﹁
わ
た
く
し
は
文
献
的
考
証
を
以
て
わ
た
く
し
の
研
究
の
最
終
目
的
だ
と
は

考
え
て
い
な
い
︒
そ
れ
は
︑
わ
た
く
し
に
と
っ
て
は
︑
あ
る
研
究
目
的
に
役

立
た
せ
る
た
め
の
基
礎
的
調
査
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
﹂
と
の
言
葉
を
引
用

し
て
い
る
こ
と
︵﹁
語
文
﹂
平
成
二
年
︶
に
十
分
表
れ
て
い
る
︒

単
な
る
文
献
批
判
に
墮
す
こ
と
の
な
い
表
現
論
の
真
髄
は
﹃
中
世
文
学
論

研
究
﹄︵
塙
書
房
︶
と
﹃
後
鳥
羽
院
と
定
家
研
究
﹄︵
和
泉
書
院
︶
の
二
著
を

手
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
よ
く
知
る
こ
と
が
で
き
る
︒
前
著
は
昭
和
四
十

四
年
に
︑
後
著
は
一
九
九
五
年
に
刊
行
さ
れ
て
い
て
︑
さ
し
ず
め
︑
先
生
の

前
半
生
と
後
半
生
と
を
象
徴
す
る
如
く
に
聳
え
立
っ
て
い
る
︒
終
生
の
学
問

の
課
題
を
追
い
求
め
ら
れ
た
軌
跡
の
集
成
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

両
者
に
見
ら
れ
る
︑
そ
の
文
の
繊
細
に
し
て
流
麗
な
る
こ
と
は
︑
多
く
の

人
々
の
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
︒
東
に
早
稲
田
大
学
の
藤
平
春
男
氏
あ
れ

ば
︑
西
に
大
阪
大
学
の
田
中
裕
氏
あ
り
と
さ
れ
た
︒

二
著
の
題
名
か
ら
も
伺
わ
れ
る
よ
う
に
︑
二
つ
の
書
を
通
し
て
は
︑
中
世

文
学
論
の
体
系
化
が
企
図
さ
れ
て
い
る
︒
日
本
の
和
歌
史
に
あ
っ
て
︑
最
も

繊
細
に
し
て
優
美
な
歌
風
を
創
り
上
げ
た
新
古
今
的
な
る
も
の
の
源
泉
を
探

り
当
て
︑
そ
の
眼
は
連
歌
に
及
び
︑
世
阿
弥
の
能
楽
論
に
受
け
継
が
れ
て
い

く
筋
道
を
見
通
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
こ
の
筋
道
も
す
で
に
出
来
上
が
っ
た

跡
を
た
ど
る
の
で
は
な
く
︑
新
古
今
的
な
る
も
の
を
追
求
し
て
い
く
必
然
と

し
て
辿
り
着
か
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
そ
の
史
的
展
開
を
見
据
え
た
も
の
が
前

著
で
あ
る
と
す
れ
ば
︑
後
著
は
︑
そ
の
源
泉
を
二
人
の
人
物
︑
後
鳥
羽
院
と

藤
原
定
家
と
に
語
ら
せ
て
い
る
︒

も
と
よ
り
︑
こ
の
視
点
は
︑
明
治
時
代
後
半
頃
か
ら
日
本
に
齎
さ
れ
た
審

美
主
義
に
基
づ
い
た
文
芸
論
に
あ
る
︒
さ
り
な
が
ら
︑
そ
の
論
は
︑
日
本
に

お
い
て
ど
の
よ
う
に
語
る
こ
と
が
で
き
︑
日
本
の
言
葉
と
し
て
ど
の
よ
う
に

語
り
得
る
か
へ
の
挑
戦
と
な
っ
て
い
る
︒
藤
原
定
家
に
あ
っ
て
は
︑
そ
の
歌

風
は
幽
玄
あ
る
い
は
有
心
と
さ
れ
な
が
ら
も
︑
言
語
と
し
て
の
表
現
を
拒
否

す
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
言
葉
を
少
な
く
し
て
︑
無
限
の
世
界
を
表
現
す
る
に

は
︑
詩
形
を
短
く
す
る
他
は
な
い
と
し
て
︑
和
歌
︑
連
歌
︑
俳
諧
と
展
開
す

る
歴
史
の
必
然
性
を
疑
い
も
な
く
書
き
連
ね
て
い
た
こ
と
へ
の
批
判
が
あ
る
︒

徒
ら
な
言
葉
の
巧
み
さ
に
覆
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
真
の
日
本
語
に
よ
る
論
証

を
す
る
と
い
う
決
意
の
も
と
で
行
わ
れ
た
﹁
美
﹂
の
探
究
で
あ
っ
た
︒
定
家

の
著
作
は
極
め
て
少
な
い
︒
そ
の
中
で
︑
一
門
の
者
た
ち
が
著
わ
し
た
仮
託

書
に
定
家
的
な
気
配
を
嗅
ぎ
取
ろ
う
と
し
た
真
摯
な
姿
は
︑
﹁
美
﹂
の
求
道

者
を
思
わ
せ
る
︒
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審
美
へ
の
憧
れ
に
一
層
の
磨
き
を
か
け
た
の
が
先
生
の
詠
歌
で
あ
る
︒
万

葉
に
詠
わ
れ
た
﹁
白
珠
﹂
を
追
い
求
め
る
同
人
と
の
切
磋
琢
磨
の
足
跡
は
︑

今
は
︑﹃
伊
勢
物
語
﹄
が
詠
じ
た
﹁
白
玉
﹂
へ
と
姿
を
変
え
て
︑
朝
の
光
の

中
に
燦
然
と
輝
い
て
い
る
︒

優
れ
た
新
古
今
の
歌
人
が
︑
果
た
せ
そ
う
で
果
た
せ
な
か
っ
た
世
界
を
︑

自
ら
の
言
葉
で
表
そ
う
と
す
る
苦
闘
の
様
が
論
文
と
な
り
︑
ほ
っ
と
す
る
ひ

と
時
が
詠
作
の
時
を
刻
ん
で
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒

﹁
美
﹂
に
取
り
つ
か
れ
た
魂
に
永
遠
を
願
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
︒

望
ん
で
も
望
み
切
れ
な
い
世
界
を
仰
ぎ
見
て
の
羨
望
を
記
し
て
︒

︵
み
わ
・
ま
さ
た
ね

大
阪
府
立
大
学
名
誉
教
授
︶
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