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村
尾
誠
一
著

『
残
照
の
中
の
巨
樹
─
正
徹
』

新
典
社
　
二
〇
〇
六
年

　
本
書
は
、
室
町
時
代
に
生
き
、
市
井
に
あ
っ
て
異
彩
を
放
っ
た
歌
人
正

徹
の
生
涯
と
作
品
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
中
世
和
歌
の
世
界
に
対
し
て

は
む
ろ
ん
私
は
門
外
漢
で
し
か
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
ふ
だ
ん
古
代

ロ
ー
マ
の
詩
を
読
ん
で
い
る
者
に
と
っ
て
、
そ
の
世
界
は
と
て
も
興
味
深

い
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
中
世
和
歌
と
は
、
王
朝
以
来
の
和
歌
の
蓄
積

の
上
に
、
し
か
も
王
朝
世
界
と
い
う
和
歌
の
現
場
が
失
わ
れ
て
い
く
中
で

創
作
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
こ
で
は
、
あ
る
古
典
の
作
品
を
前
提
と

し
、
そ
の
言
葉
を
取
り
込
む
本
歌
取
り
と
い
う
手
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
詠
ま
れ
る
和
歌
は
観
念
的
な
性
格
を
帯

び
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
こ
が
古
代
ロ
ー
マ
の
詩
と
共
通
す
る
の
で
あ
る
。

ロ
ー
マ
文
学
は
ギ
リ
シ
ア
文
学
の
模
倣
と
し
て
始
ま
り
、
ロ
ー
マ
詩
に

は
、
古
典
た
る
ギ
リ
シ
ア
詩
の
研
究
に
よ
る
知
識
が
必
須
と
さ
れ
た
。
そ

し
て
、
も
は
や
ギ
リ
シ
ア
に
お
け
る
よ
う
に
抒
情
詩
人
が
自
ら
竪
琴
を
爪

弾
き
な
が
ら
聴
衆
の
前
で
歌
う
と
い
う
文
化
は
失
わ
れ
、
創
作
は
、
や
は

り
本
歌
取
り
と
い
え
る
よ
う
な
ギ
リ
シ
ア
詩
を
前
提
と
し
た
観
念
的
な

操
作
に
よ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
東
西
の
詩
歌
の
共
通
性
に
惹
か
れ
て
本
書
を
読
み
出
し
た
の
で
あ
る

が
、
宮
廷
和
歌
と
そ
の
伝
統
に
関
す
る
十
分
な
知
識
な
し
に
は
理
解
が
か

な
わ
な
い
中
世
和
歌
の
中
で
も
、
正
徹
の
も
の
は
難
解
で
聞
こ
え
て
い
る

ら
し
い
。
し
か
も
何
と
一
万
余
首
も
の
歌
を
残
し
て
い
る
と
い
う
。
加
え

て
、
本
書
で
と
く
に
そ
の
意
義
が
解
説
さ
れ
て
い
る
中
世
和
歌
の
転
換
点

に
位
置
す
る
と
い
う
こ
と
か
ら
も
、
ま
さ
に
「
巨
樹
」
と
い
う
べ
き
歌
人

な
の
で
あ
る
。
果
た
し
て
そ
の
よ
う
な
歌
人
の
作
品
を
少
し
な
り
と
も
味

わ
い
、
解
説
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
、
正
直
、
心
配
の
ほ

う
が
先
に
立
っ
た
。
し
か
し
、
著
者
は
こ
の
巨
樹
を
取
り
囲
む
森
の
中
を

あ
ま
ね
く
案
内
し
て
く
れ
る
実
に
親
切
な
導
き
手
で
あ
っ
た
。
あ
と
が
き

で
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
難
解
で
は
あ
る
が
魅
力
に
満
ち
た

歌
人
を
知
ら
せ
る
入
門
的
書
物
が
い
ま
だ
存
在
せ
ず
、
そ
の
役
割
を
果
た

す
べ
き
と
い
う
強
い
思
い
が
本
書
を
誕
生
さ
せ
た
。
そ
の
使
命
は
十
二
分

に
達
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
実
感
し
た
。

　
た
だ
し
、
目
指
さ
れ
た
の
は
た
だ
の
ガ
イ
ド
役
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。

中
世
和
歌
史
を
研
究
し
て
き
た
著
者
に
と
っ
て
も
、
正
徹
は
「
巨
大
な
存

在
」
と
意
識
さ
れ
、
い
ず
れ
論
ず
る
べ
き
課
題
で
あ
っ
た
。
こ
の
著
者

を
も
躊
躇
さ
せ
る
難
題
に
挑
み
、
研
究
対
象
と
し
て
正
徹
の
姿
を
描
き
出

し
、
そ
の
独
特
の
魅
力
を
生
み
出
し
て
い
る
作
品
の
特
質
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
が
本
書
の
も
う
一
つ
の
側
面
で
あ
っ
た
。
ガ
イ
ド
と
論
考
と
両
面

を
噛
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
苦
心
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
が
本
書

に
厚
み
を
与
え
、
一
通
り
の
解
説
に
終
わ
ら
な
い
読
み
応
え
の
あ
る
も
の

に
し
て
い
る
。

　
巨
樹
に
ま
で
至
る
正
徹
の
姿
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
の
に
著
者
が

取
っ
た
方
法
は
、
ま
ず
は
評
伝
と
い
う
ス
タ
イ
ル
で
あ
っ
た
。
第
一
章
の

幼
少
年
時
代
か
ら
始
ま
っ
て
、
順
に
二
〇
代
、
三
〇
代
と
、
七
〇
代
に

至
る
ま
で
の
正
徹
の
伝
が
章
を
追
っ
て
辿
ら
れ
る
。
そ
こ
で
し
ば
し
ば
引
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用
さ
れ
る
の
は
、
伝
記
的
資
料
と
も
な
り
う
る
家
集
『
草
根
集
』
と
歌
論

『
正
徹
物
語
』
で
あ
る
。
各
章
の
冒
頭
で
は
、
こ
れ
ら
を
含
め
て
伝
記
的

事
実
を
教
え
て
く
れ
る
作
品
の
一
節
が
抜
粋
さ
れ
、
著
者
の
想
像
を
交
え

た
か
な
り
自
由
な
現
代
語
訳
で
掲
げ
て
あ
る
。
ほ
か
で
は
原
文
で
引
く
べ

き
は
原
文
で
示
し
て
あ
る
の
だ
が
、
こ
の
現
代
語
訳
が
、
著
者
に
よ
っ
て

噛
み
砕
か
れ
た
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、
初
心
の
者
に
と
っ
て
は
た
い
へ
ん

有
り
難
く
、
各
章
の
記
述
へ
と
自
然
に
引
き
込
ま
れ
た
。
そ
こ
で
は
、
膨

大
な
作
品
か
ら
抽
出
し
う
る
事
実
に
推
定
を
交
え
て
、
正
徹
の
成
長
と
変

化
、
彼
を
取
り
巻
く
環
境
が
可
能
な
限
り
描
き
出
さ
れ
て
い
く
。
そ
の
中

で
、
読
者
は
中
世
和
歌
の
理
解
に
必
要
な
様
々
な
知
識
を
与
え
ら
れ
る
こ

と
に
も
な
る
。
そ
れ
は
た
と
え
ば
、
稚
児
文
化
と
い
う
も
の
の
存
在
で

あ
っ
た
り
、
二
条
・
京
極
・
冷
泉
の
三
派
に
分
か
れ
た
定
家
の
家
系
の
位

置
づ
け
で
あ
っ
た
り
、
源
氏
物
語
の
理
解
が
和
歌
を
詠
む
に
必
須
と
さ
れ

た
こ
と
、
等
々
で
あ
る
。
王
朝
文
化
が
消
え
て
い
く
時
代
に
和
歌
が
作
ら

れ
論
じ
ら
れ
た
場
に
つ
い
て
無
知
で
あ
っ
た
私
に
は
、
禅
林
と
い
う
空
間

に
あ
っ
た
文
学
的
雰
囲
気
、
あ
る
い
は
、
将
軍
義
持
か
ら
定
家
の
歌
に
つ

い
て
下
問
が
あ
っ
た
と
き
の
耕
雲
と
正
徹
の
論
争
と
そ
の
好
学
的
雰
囲

気
な
ど
の
解
説
に
と
く
に
教
え
ら
れ
た
。

　
折
々
の
正
徹
の
風
体
に
読
者
の
想
像
を
喚
起
し
て
い
る
こ
と
に
も
、
正

徹
の
変
化
を
具
体
的
に
跡
づ
け
よ
う
と
す
る
著
者
の
強
い
意
識
を
感
じ

た
。
た
と
え
ば
、一
〇
代
の
終
わ
り
奈
良
か
ら
京
都
へ
帰
っ
た
正
徹
は「
成

人
の
青
年
の
姿
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
風
体
の
想
像
は
な
か
な

か
難
問
で
あ
る
。
一
応
は
、
比
較
的
上
級
の
武
家
的
な
風
体
を
想
像
し

て
お
き
た
い
。」
と
あ
り
、
五
〇
代
、
最
後
の
勅
撰
和
歌
集
『
新
続
古
今

和
歌
集
』
撰
集
期
に
は
「
隠
者
歌
人
ら
し
い
と
も
言
え
よ
う
し
、
市
井
の

歌
人
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
捉
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
そ
う
し
た
歌
人
と

し
て
い
わ
ば
自
転
し
て
い
る
日
々
を
正
徹
は
過
ご
し
て
い
た
と
言
え
よ

う
。」
と
そ
の
姿
を
描
く
。
資
料
に
よ
り
な
が
ら
も
、
平
板
な
記
述
に
は

せ
ず
、
正
徹
の
姿
を
立
体
化
し
よ
う
と
す
る
意
識
が
隅
々
に
窺
わ
れ
る
。

　
と
り
わ
け
著
者
が
目
を
凝
ら
し
て
い
る
の
は
、
正
徹
な
ら
で
は
と
言
え

る
特
質
が
い
つ
ご
ろ
か
ら
そ
の
作
品
に
見
出
さ
れ
る
か
と
い
う
点
で
あ

る
。
こ
の
探
究
に
は
、
一
万
余
首
が
正
徹
の
作
の
す
べ
て
で
は
な
い
こ

と
に
再
び
驚
嘆
し
た
の
だ
が
、
五
二
歳
の
と
き
に
草
庵
が
焼
失
し
、
三
〇

年
余
り
た
め
て
き
た
二
万
数
千
首
と
も
い
う
詠
草
を
失
っ
て
し
ま
っ
た

と
い
う
事
実
が
障
害
と
な
る
。
し
か
し
著
者
は
現
存
作
品
を
見
据
え
た
上

で
、
三
〇
代
の
作
品
は
概
ね
伝
統
的
で
凡
庸
、
い
ま
だ
正
徹
ら
し
さ
の
形

成
途
上
に
あ
り
、
四
〇
代
で
和
歌
師
範
と
し
て
将
軍
家
と
も
関
わ
り
を
も

ち
、
歌
人
と
し
て
社
会
的
地
位
を
確
立
し
て
い
る
が
、
本
来
晩
熟
の
歌
人

で
あ
り
、
五
〇
代
の
不
遇
と
『
新
続
古
今
和
歌
集
』
に
入
集
し
な
か
っ
た

傷
心
を
経
て
、
六
〇
歳
に
な
っ
て
住
吉
社
に
奉
納
し
た
百
首
歌
に
、
絶
望

の
気
持
ち
が
和
歌
の
本
意
を
逸
脱
さ
せ
て
い
る
例
を
指
摘
し
、
正
徹
独
自

の
個
性
の
表
出
を
認
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
将
軍
義
教
の
専
制
的
支
配
が

終
焉
し
た
中
で
、
一
条
兼
良
が
催
し
た
歌
合
に
正
徹
が
参
加
し
て
詠
ん
だ

歌
を
取
り
上
げ
、
堯
孝
の
歌
と
組
ま
れ
た
正
徹
の
作
に
対
す
る
兼
良
の
判

定
な
ど
に
触
れ
な
が
ら
、
定
家
を
崇
拝
し
て
独
自
の
歌
風
を
開
き
、
正
統

か
ら
逸
脱
し
た
観
念
性
の
強
い
難
解
な
作
で
あ
り
な
が
ら
不
思
議
な
魅

力
を
湛
え
て
い
る
正
徹
の
和
歌
世
界
が
完
成
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か

に
し
て
い
る
。

　
本
書
で
は
ま
ず
は
正
徹
の
歌
人
と
し
て
の
生
涯
を
辿
る
こ
と
に
重
点

が
置
か
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
に
時
々
に
和
歌
が
引
用
さ
れ
正
徹
の
特

質
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
と
き
と
り
わ
け
著
者
の
炯
眼
と
適
切
な
解

説
が
光
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
一
つ
挙
げ
れ
ば
、
正
徹
が
源
氏
物
語
を
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自
在
に
利
用
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
取
り
上
げ
た
次
の
一
首
。

咲
け
ば
散
る
夜
の
間
の
花
の
夢
の
う
ち
に
や
が
て
ま
ぎ
れ
ぬ
峯
の
白
雲

こ
の
歌
は
源
氏
物
語
の
若
紫
巻
の
光
源
氏
の
歌
「
見
て
も
又
逢
ふ
夜
ま
れ

な
る
夢
の
う
ち
に
や
が
て
ま
ぎ
る
る
憂
き
身
と
も
が
な
」
の
本
歌
取
り
で

あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
義
母
で
あ
る
藤
壺
の
返
歌
「
世
語
り
に
人
や
伝
へ

ん
た
ぐ
ひ
な
く
憂
き
身
を
さ
め
ぬ
夢
に
な
し
て
も
」
を
も
取
り
込
ん
で
い

る
と
す
る
正
徹
の
自
注
に
触
れ
て
、「
あ
る
意
味
で
は
単
純
な
落
花
の
世

界
の
背
後
に
、
こ
れ
だ
け
の
濃
厚
な
人
間
ド
ラ
マ
が
あ
る
の
で
あ
り
、
そ

れ
が
透
か
し
見
え
る
こ
と
が
「
幽
玄
」
の
実
現
な
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な

ろ
う
。
…
源
氏
物
語
自
体
が
本
来
そ
う
で
あ
っ
た
生
々
し
さ
を
削
ぎ
落
と

し
、
美
的
に
観
念
化
さ
れ
て
享
受
さ
れ
て
い
っ
た
と
い
う
事
情
も
考
え
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。
当
然
変
質
は
と
も
な
い
な
が
ら
も
、
源
氏
物
語
は
正
徹

達
の
美
の
典
拠
と
し
て
働
い
て
い
た
の
で
あ
る
。」
と
述
べ
て
い
る
。
テ

ク
ス
ト
と
テ
ク
ス
ト
の
交
差
と
重
な
り
、
そ
こ
に
生
じ
る
作
用
、
多
次
元

の
空
間
と
し
て
の
テ
ク
ス
ト
と
い
う
現
代
の
新
し
い
テ
ク
ス
ト
観
を
も

考
え
さ
せ
ら
れ
て
た
い
へ
ん
興
味
を
そ
そ
ら
れ
た
。

　
観
念
主
義
者
と
し
て
評
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
正
徹
で
あ
る
が
、
狭
い
世

界
に
閉
じ
こ
も
る
の
で
は
な
く
、
生
活
詩
的
な
和
歌
へ
の
共
感
を
抱
い
て

い
て
、
自
ら
極
め
て
広
い
範
囲
の
事
柄
を
詠
み
、
毎
日
の
よ
う
に
詠
み
続

け
る
こ
と
の
大
切
さ
を
説
い
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
不
断
の

積
み
重
ね
が
正
徹
の
独
自
の
境
地
を
開
く
基
盤
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に

も
著
者
は
注
意
を
向
け
さ
せ
て
い
る
。
伝
記
的
資
料
と
し
て
は
そ
れ
ら
生

活
に
即
し
た
和
歌
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
正
徹
の
人
生

を
辿
り
終
え
た
の
ち
の
第
八
、九
章
で
は
、
正
徹
の
和
歌
の
独
特
の
魅
力

と
意
義
を
よ
り
鮮
明
に
見
せ
て
い
る
芸
術
的
な
作
品
と
い
う
観
点
か
ら
、

あ
ら
た
め
て
『
正
徹
物
語
』
と
『
草
根
集
』
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ

で
は
、
著
者
を
惹
き
つ
け
た
正
徹
の
い
わ
く
言
い
難
い
魅
力
が
探
ら
れ
、

明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

　
著
者
の
指
摘
を
二
、三
引
い
て
み
よ
う
。
た
と
え
ば
、
自
讃
歌
で
あ
る

「
渡
り
か
ね
雲
も
夕
を
な
ほ
た
ど
る
跡
な
き
雪
の
峯
の
梯
」
に
つ
い
て
は
、

正
徹
自
身
が
語
る
作
意
を
読
み
解
き
な
が
ら
、
こ
の
難
解
な
作
品
の
「
何

か
と
て
つ
も
な
い
奥
行
き
の
あ
る
よ
う
な
、
複
雑
な
読
後
感
」
を
正
徹
の

捉
え
る
幽
玄
体
の
実
現
と
し
て
解
説
し
て
い
る
。
ま
た
、「
夕
ま
ぐ
れ
そ

れ
か
と
見
え
し
面
影
の
霞
む
ぞ
形
見
有
明
の
月
」
で
は
、
源
氏
物
語
に
お

い
て
と
も
に
狂
お
し
い
恋
愛
を
す
る
浮
舟
と
夕
顔
の
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
と

の
関
係
を
指
摘
し
、や
は
り
こ
こ
で
も
「
王
朝
的
な
豊
艶
な
美
の
抽
象
化
」

を
読
み
取
っ
て
い
る
。
あ
る
い
は
、「
春
の
夜
は
か
り
ね
の
夢
の
浮
き
橋

も
み
じ
か
き
雲
に
わ
た
る
か
り
が
ね
」
で
は
、
縁
語
の
働
き
に
よ
っ
て
言

葉
を
連
ね
る
正
徹
の
手
法
を
教
え
、
定
家
の
有
名
な
歌
「
春
の
夜
の
夢
の

浮
き
橋
と
だ
え
し
て
峯
に
別
る
る
横
雲
の
空
」
と
の
関
係
を
指
摘
し
、「
も

と
も
と
夢
と
現
実
の
あ
わ
い
の
よ
う
な
定
家
歌
を
変
奏
し
て
独
自
の
世

界
を
形
成
し
て
い
る
。」
と
見
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
仏
教
の
本
覚
論
と

結
び
つ
く
よ
う
な
歌
や
、
禅
的
思
考
を
思
わ
せ
る
抽
象
的
な
空
間
把
握
を

示
し
た
歌
も
あ
っ
て
、「
思
想
詩
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
へ
の
展
開
の
可

能
性
」
も
見
出
し
て
い
る
。
著
者
の
和
歌
研
究
の
蓄
積
は
正
徹
の
魅
力
を

さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
捉
え
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
本
書
の
紹
介
に
終
始
し
た
が
、
本
書
が
も
っ
と
広
く
知
ら
れ
て

よ
い
正
徹
と
い
う
大
き
な
歌
人
に
多
く
の
人
を
導
く
絶
好
の
書
と
な
る

こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
私
も
ロ
ー
マ
詩
と
の
共
通
性
と
い
う
こ
と

を
超
え
て
正
徹
の
和
歌
に
惹
か
れ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
岩
崎
務
）


