
樺

太

の

民

屋

由句

之

夫

ll

オ

ロ
ッ
コ
｡
ギ

-

ヤ

ー
ク

の
家
屋

人
種
撃
上
ツ
ン
グ
ー
ス
族
に
底
す
る
オ
ロ
け

コ
と
古

シ
ベ
リ
ア
族
に
底
す
る
ギ
リ
ヤ
ー
ク
と
は
共
に
日
本
領

挿
太

の

北
部
幌
内
川
の
流
域
に

住
居
す
る
者
で
あ
る
｡

此
の
両
者
は
そ
の

任活
に
於
で
極
め
て
類
似
す
る
が
故

に
此
塵
に

一
所
し
て

取扱
ふ
こ
と
と
す
る
｡
彼
等
の
任

地
は
我
が
鞘
は
於
け
る
敢
基
の
州
で
p
暇
わ
に
敗
者
に

就

い
て
見

る

ほ

年

平

均

気

鋭

零

下
0

ユ
ニ
庶
二

月

平

均

零
下

一
八
｡0
庇
､
八
月
平
均

Ji
五
･七
度
と

い
ふ
程
度

で
あ
る
｡
久
我
が
岡
に
於
け
る
最
暴
雨
の
地
方
で
あ
っ

て
､
敗
者
の
年
平
均
降
水
巌
は
七
桝
_瑚
兆
で
あ
る
｡
幌

内
川
下
流
の
低
温
な
る
ツ
ン
ド
ラ
に
は
姥
小
な
る
罫
莱

押

太

の

拭

挺

於
と
水
苔
類
と
が
塵
育
す
る
に
過
ぎ
夜

い
｡

彼
等
は
基
底
で
夏
は
魚
を
軽
み
.
冬
は
山
準

各
紙

カ
す
る
｡
住
居
と
し
て
彼
等
は
夏
の
家
と
冬
象
と
を

持
っ
て
ゐ
る
｡
季
節
に
依
っ
て
彼
等
は
自
慢
.件
の
麺

化
と
北
ハほ
移
動
す
る
か
ら
で
あ
る
｡

1
構
太
土
人
の
生
活
し
(
工
学
士

長
悦
八
着

大

正
十
四
年

洗
浄
敢
)
の
記
す
と
rJ
ろ
依
る
ほ

｢
都

路
と
言
ふ
の
は
政
等
の
言
葉
で
ガ
サ
玩
す
る
の
で
あ

る
が
妻

女

サ
と

い
ふ
の
は
絶
え
ず
く

の
で
あ
る
｡

･････彼
等
の
部
群
は
冬
と
夏
と
に

や

壱

を
の
場
所
を

異

は
す
る
0
冬
は
川
上
の
山
奥

へ
夏
は
州
だ
と
か
源

だ

と
か
の
瞥

拝
に
つ
-
る
櫨
だ
,iJL
で
敏
等
の
原
籍

と
き

エ

ペ

き
も
の
は
冬
の
撃
で
あ
る
｡
家
の
構
造

は
於
で
も
大

部
分
の
利
運
を
め
得
る
｡｣
･
と
あ
る
O

叩
.i
T.L



他

.:

球
.
.

rE
]一
十
六
怨

由

下
前
掲
藩
よ
タ
抜
粋

し
っ
つ
彼
答
の
象
局
に
耽
い

霜

武

野

告

-

･

･J

･
･･J/
了

..

1元

太
堀
筏
だ
周
臥
皮
尾
収
は
暇
拾

い
蝦
災
粉
骨
の
帝

･

皮
を
以
1
.作
空

.鹿
敵
は
切
妻
式
で
縫
上
げ
六
七
人
_位

を
温
例
と
す
*

,.
.恵
の
虜
3
､は
.五
坤
内
外
だ
が
T.･略
せ

し
五

は
八
坪
位
の
も
6
.も
か
る
｡
繭

妻
下
部
中
火
に
漸

J
出
入
し
梅
を
碍
皮
の
入
口
を
設
け
､
獣
皮
若
-
は
琴

木
潮
等
数
枚
重
ね
刺
し
舟
も
砂
を
上
方
よ
.タ
乗
れ
下
ゆ

㌔＼

で
屈
と
す
る
｡′
屋
内
中
央
と
も
A
ぼ
し
き
朗
に
は
大
軍

る
姐
を
設
け
か
｡
'塊
線
は
概
ね
暇
栓

･
蝦
炎
松
等
む
長

方
形
に
組
合
は
せ
カ
9
.の
で
あ
る
｡
土
間
の

｢
言

｣

に
は
於
尭
又
は
乾
草
等
奇
数
諦
め
其
上
-こ
起
臥
す
る
｡

稀
に
薄
縁
若
-
は
別
路
外
皮
を
救

い
で
あ
る
｡

オ
ワ
ッ
コ
達
は
冬
が
来
る
と
此
の
夏
の
住
家
を
捨
て

て
冬
の
住
家
に
振
る
の
だ
が
､
そ
れ
等
の
住
家
を
ほ
ど

す
乙
と
覆
し
に
'
そ
の
ま
ま
に
し
て
再
び
此
盛

へ
細
っ

て
.凍
ね
時
屋
根
を
か
け
て
す
ぐ
寝
起
き
が
出
凍
る
成
ほ

し
で
あ
る
○

〈

妨
六
班

M
M
川

正
二

樹
木
の
不
足
在
所
で
､
.椛
の
二
木
さ
.へ
も
容
易
に
投

が
し
柑
ら
れ
の
,11･'<tq
JL
.R
地
で
は
'
家
が
な
い
暫

ソと

言
っ
て
.ii
シ
か
&
す

く
経
て
.る
串
.U>
む
ゆ
か
卑

>rD
J..

Fq.
壷

の
他
家

.-:

.

.㍉

..八

..J･･､･.I:[･

冬
の
象
の
輔
を
オ
ワ
ッ､
n
取
で
手

グ
(

･.-fiJJ巾
圭

ク
｣
と
言
ふ

し
､

ダ
ブ
｣
与
言
.ふ
｡

ゼ
A

･'ヤ
ー
一ク
人
望

=
は
せ
る

.i,.
(
I.
I

-･
T

.′

.1

.ヽ
I

軍

(
1買
主

=-り
>～
用
で
唯
.1
つ
し
か
を
,い
)
Iの
大
き

は
地
温

四
坤
内
外
･
大
.44
t?
･7P
の
は
な
td
L与

坤
か
･Lh/

あ
る
!

よ
.O
.異
小
と
卦
肝
心
き
朋
に
魔
が
せ
ら
れ
､

共
前
田
に
漸
-
川
人
ら
す

る
潔
け
.の
幅
を
持
ケ
入
口
が
.

と
ら
れ
て
あ
る
.0..I

黍
の
骨
組
は
.坪
｢

J
.丘
シ
.ギ
｣
を
川
錐
形
に
孤
立
て

る
｡云

JJ
七
位
秋
材
と
し
て
は
帆
と
か
未
納
で
作
っ
た

天
茄
を
稚
以
掛
け
る
｡
入
口
に
は
撤
皮
又
は
水
綿
等
の

''叩

)
..:i;:.'鮎
...:..ll.J
.::.,=[i;;]
:
(hl:II
.jL.I...,;::)
.:M
..'J.]
:い･.)[
:,i,;7'')7

ほ
椀
を
四
方
か
ら
貼

て姓
め
て
'
内
側

(内
部
)
の
柾

に
純
で
結
び
つ
れ
る

0



最
良
Ⅶ
錐
形
の
頂
井
か
ら
出
す
餐
托
し
て
あ
る
｡
土

h
k
於
美
音
-
は
乾
草
と
教
務
鴨
井
上
総
起
臥
し
く

ね

る
0以

上
が
建
築
皐
と
_専
攻
さ
れ
俄
長
畿
助
入
氏
の

取

越

で
あ
る
が
'
･J
れ
と
は
叉
駕
の
見
地
か
ら
明
治

四

十

1
.

年
東
栄
地
畢
協
曾
嶋
嘉
の

l
樺
太
地
位
L
lこ
よ

る

と

ギ

ク
ヤ
ー
ク
及
び
オ
B
ッ
n
の
東
屋
に
鵬
し
て
'
衣
の
様

な
改
明
が
あ
る
｡

羊
リ
ヤ
ー
ク

象
t
の
撫
養

｢
岸
太
ホ
B
コ
タ
ン
凄
東
尾
の
我
は
､
蝦
夷
或

は
オ

B

ッ
.㌢
の
朝
と
温
か
-こ
別
Iこ
し
て
､
堅
牢

の
物
と
瓜

は
る
｡

其

仕

方

は
取

の
木

の
耗

五

六

寸
許
か

の
二
つ
朝

叉
は
四

角

な

る

A
J
t

長

さ

三

脚

巾

二
間

中
程

の
大

き
に
.井
桁

に

組

み

､

田

方

高

さ

四

尺

飴

に

し

て

棟

の
高

さ
九
尺
許

に

建

y

t

丸

木

A
J
井

上

-こ
並

べ

て

垂

木

と
な
し
'
井
上
に

板

や
丘

A
J覆

ひ
'

其

上

叱

又

丸

き

丸

太
A
J
左
右
･<
○
よ

せ

か

け

て

嘉

を

I

｡

養

親

の
中

央

-こ
引

渡
A
J明
け
'
入

･.B

杖

､一
昔

に

て
犠

二
･尺

豊

三

尺

許

4

の

潜
A
の
如
き
も

の

と

明

け

出

入

に

俵

に

す

'

享

内

土

問

もこ

て
三
方
折
曲

柵

.大

の

足

長

げ

蜜

心

付

て

'

轟

き

至

ハ
す

#

]
一
束

償

･A

の

漉

せ

か

.d
y
L

♯

軌

の

鳥

と

な

す

へ

せ

E

の

.?

央

托

樽

や

尺

ま

け

.-

.～

妨一柳 オ t'ッコの家 鬼 (徽希此1,･寸 g ス 鳥 )

轟
き
個
五
寸
又
は
二
及

位

担

欄

東

成

は

求

A
凌

.て

枠

A
J

轟

へ
P
i
Jな
す
｡
又

本

家

初
鴬

A

A
J
I
E

か

敷

浪

入

口
の
鼻
に
出
し
胃

f

A
J
巌

産

t

J
i
.払
'

そ

こ

虹

鱒

A
J

t
P

玉
tl]

I

:I:Ill--･- :･す一二監 : 声 - ~ .__ ,:h



-:

地

球

･;･&
二
十
･:ハ
容

か

さ

食

物

杯

し

げ

gi=]
き

､

中

を

油

行

す

る
L
j
-

｡

介

棚

は

乃

人

を

井

桁

に

組

み

'

家

収

も

竹

入

を

並

べ

耶

さ

'

第二糊 オ ワ ッコの家h:J qx刺 ヒ〟す タス砧)

妹
下
は
川
本
枇
:I:z
r
,
I.:1川
八
あ

か
､
牧
村
等
む
入
れ
抑

-
な
み
'
冬
分
は
･:(
店
す
る
乙
と
机
ily
は
炎
な
ら
ず
.II

オ
ロ
ッ
コ

節
･.へ

鍍

M
E

)
:

+I<
川

｢
散
開
髄
に
オ
P
ッ

r･
雀
Ii
.の
製
作
は
九
人
∴
木
を
杵

に
･'凡
て
棟
木
h
-T

か
L
J
L
t
之
れ
ほ
九
人
を
円
心
･･(
ら
丸

-
i

>:
掛
け
､
i

.

に
梢
止
む
描

い
て
丸
小
.i
.と
な
す
'
中

に
川

本
杵
を
申
i
Jに
･'>:て
棚
を
桁

へ
'
共
下
を
畑
と
な

し
て
火
計
焚
-
'
帖

1.
1J
:<
六
寸
長

rJ九
八
許
あ
わ

､

lL
日
は
前
後
に
帖

一
1

)
史
け
円
1/
拝

み
k
明
け
LJ
わ
､

何
れ
も
日
成
の
盟
な
ら
｡
.ト

要
す
る
に
オ
p
ッ

コ
に
於
で
も
ギ
リ
ヤ
ー
ク
に
於
で

も
､
そ
の
凍
揃
の
特
色
は
柵
耶
在
る
テ
ン
ト
式
の
も
の

で
あ
･J,
､
そ
の
材
料
は
紋
等
の
作
ひ
七
地
に
柑
ら
れ
る

穐
敬
の
7,1
の
で
あ
る
｡

久
彼
等
の
冬
の
化
壌
76
左
の
作
･:･&
も
そ
の
紬
築
材
料

乃
.七
は
構
造
様
式
に
は
大
差
な
-
t
U
へ
そ
の
作
柄
の
必

要
卜
不
節
に
よ
っ
/L
作
居
た
移
軌
す
る
の
で
あ
る
)
例

へ
は
水
廿
を
1氾
ふ
て
流
浪
す
る
遊
牧
比
族
の
如
き
も
の

で
あ
る
｡

祉
築
材
料
に
乏
し

い
此
の
地
方
で
は
､
如

い
淋
避
枚

か
蹴
松
の
九
七

>
･I
州
以
て
骨
糾
と
な
し
柵
収
と
以
て
.3
5

根
或
は
哨
h
lf
｡)
与

､
隼

.a

.や
乾
草
を
以
て
妹
を
放
-
0



そ
れ
以
外
に
は
用
ふ
ベ

d
J材
秤
を
此
の
地
の
自
然
が
供

給
し
て
英
れ
な

い
の
で
あ
る
｡

然
し
ど
ん
な
貧
窮
を
材
料
を
以
て
し
て
も
'
構
造
に

於
で
政
も
筒
罫
を
テ
ン
ト
式
家
屋
な
ら
ば
造
潜
す
る
rJ

と
が
出
来
る
の
で
あ

み
､
彼
等
は
を
れ
ほ
よ
っ
て
住
居

し
解
る
の
で
あ
る
｡

二

ア
イ
ヌ
の
家
屋

樺
太
に
住

む
ア
イ
ヌ
は
そ
の
組
数
約

一
千
四
百
で
､

邦
領
樺
太
の
南
部
海
岸
の
数
ヶ
所
に
政
府
の
保
護
を
受

け
で
住
ん
で
ゐ
る
も
の
が
多

い
｡

人
種
撃
的
ほ
は
北
海
道
の

ア
イ
ヌ
と

相
異
は
な

い

が
､
住
む
土
地
の
自
然
使
件
が
多
少
異
る
の
で
､
そ
の

家
屋
は
北
海
道
の
79
の
LJ,
此
す
る
と
少
し
-
興
る
鮎
が

あ
る
｡

彼
等
の
家
屋
に
は
出
入
口
は
接
し
て
玄
輔
と
も
栴
す

べ
き
庭
が
あ
る
｡
北
梅
迫
で
は

｢
竜
セ
ム
｣
と
呼
ば
れ

で

ゐ
る
が
､
樺
太
で
は
｢
チ
ケ
ト
イ
L
と
呼

ん
で
ゐ
る
｡

家
屋
の
造
-
は
北
梅
道
の
79
の
ほ
此
し
て
粗
末
夜
fJ
と

樺

太

の
~蛇
尿

が
際

だっ
て
日
に
留
る
.
母
屋
の
小
屋
組
が
北
海
道
の

も
の

は寄
棟
で
あ
る
が
p
樺
太
の
方
で
は
大
抵
切
妻
に

な
っ
て
ゐ
る
｡
そ
し
て
チ
ケ
ト
イ
も
切
妻
で
あ
る
｡

屋
根
が
北
海
道
の
も
の
は
段
々
に
茸

い
イし
あ
っ
て
見

た
と
こ
ろ
如
何
に
も
締
鰐
だ
が
p
樺
太
の
も
の
は
産
で

覆
ふ
と
か
所
々
に
木
皮
を
の
せ
る
と
か
し
て
如
何
に
も

温
ち
ぶ
れ
カ

人
達

が
住
む
貧
乏
在

家
を
想
以
起
さ
せ

る
｡
時
と
し
て
は
壁
に
も
屋
根
に
も
丸
太
が
使
用
さ
れ

て
ゐ
る
こ
と
が
あ
る
.
此
の
丸
太
造
の
家
屋
は
頗

る
原

始
的
で
あ
っ
て
p
北
海
道
の
軍
茸
の
も
仇
に
此
す
れ
ば

一
層
古

い
型
式
の
櫨
に
瓜
は
れ
る
｡

｢
構
太
地
誌
｣
(東
京
地
撃
協
骨
編
纂

明
治
四
十

一

年
)
に
彼
等
の
家
屋
に
就

い
て
次
の

様
な
記
事
が
あ
る
｡

｢
ア
イ
又
族

筑
屋

家
屋
の
構
造
は
現
今
丸
太
式
の
も
の
あ
れ
ど
､
元
兼

は
桂
を
地
に
立
t,J
別
に
作
-
し
屋
状
を
乗
せ
'
家
屋
も

･同
も
悉
-
樹
皮
ほ

て
敏
弘
'
親
ほ
て
か
ら
げ
'
内
地
人

の
如
-
釘
を
打
つ
乙
と
な
-
只
組
合
せ
で
押

へ
置
く
の

み
､
室
内
は
熟
の
部
屋
と
其
の
入
口
の
間
の
二
審
を
常

.iN
七

.九

.i

.



地

球

節
二
十
六
容

と
す
'奥
の
間
は
巾
三
四
間
奥
行
四
五
間
､
金
憾
戒
の
間

在
る
も
左
右
に
精
々
高
さ
段
あ
ヵ
て
腰
掛
け
療
養
と
在

ら
.
両
所
と
も
む
し
ろ
を
布
き
､
家
の
中
は
櫨
を
設
-

豪
亜
は
天
井
を
-
中
央
引
窓
の
如
pJ
穴
あ
ゎ
て
常
は
開

き

居
-?
､
只
両
天
の
時
の
み
澄
む
な
す
'
此
の
窓
は
焚

火
の
姻
出
し
と
も
を
み
'
室
の
中
を

照
す
明
取
と
も
在

る
｡
又
部
屋
の
突
き
営
み
に
小
n

き
窓
あ
ヵ
'
乙
は
能
…

葉

･etの
と

き
之
に
婁
す
る
道
具
瓶
の
出
入
に
供
し
叉
は

熊
の
肉
を

温
び
入
れ
る
際
特
に
之
を
使
用
す
る
こ
と
あ

る
の
み
｡
.I_W
舟
ほ
て
使
用
す
る
器
具
に
は
'
食
事
の
木

鉢
､
押
印
又
は
刺
工
用
の
さ
患
ざ
史
の
小
刀
､
海
拙
熊

の
猟
具
等
あ
タ
､
塊
の
上
に
自
在
釣
あ
わ
､
鍋
を
懸
-

叉
別
は
種
々
の
糎
を
釣
～,h之
に
魚
肉
を
か
け
乾
燥
し
居

れ
ヶ
f
入
日
は
土
間
に
し
て
'
こ
れ
は
は
食
物
の
飴
-

又
は
不
用
の
も
の
を
躍
き
'
姦
所
物
置
兼
用
と
す
､
樺

太
ア
イ
ヌ
は
犬
を
多
Y
飼

邦す
る
を
以
で
数
多
の
犬
が

家
の
メ
ロ
土
間
等
ほ
伏
し

居れ
与
｡
叉
＼入
口
の
前
は
別

に
さ
し
か
け
を
附
せ
る
家
あ
･'
'
斯
る
家
は
三
部
よ
り

な
る
を
タ
O
J此
他
支
柱
を
高
-
し
小
さ
P
,建
物
を
作
-,h

解
大
蛇

琵

八

〟

五

大

た
る
79
の
あ
-
､
食
物
基
地
の
物
品
を
威
し
'
支
社
の

上
部
に
木
製
の
鐘
を
快
め
又
は
ブ
リ
キ
横
を
付
け
置
き

鼠
の
昇
る
龍
は
ざ
る
楼
は
す
､
人
の
こ
れ
に
上
下
す
る

と
き
は
梯
子
HLJ用
S
t
不
用
の
と
き
は
之
を
他
に
置
き

或
は
木
の
ま
た
に
立

てか
け
土
地
と
絶
練
す
｡｣

此
の
文
章
の
敢
後
に
記
さ
れ
て
あ
る
建
築
物
は
穀
物

倉
で
あ
っ
て
.
大
髄
二
間
に
三
間
位
の
窮

さ
を
持
ち
t

P
u
又
は

P
u
i
と
呼
ば
れ
て
ゐ
る
｡
特
に
相
太
の
も
の

は
丸
太
遣
わ
の
校
倉
式
の
も
の
が
多

い
｡

穀
物
倉
は
轟
乗
を
防
ぐ
た
め
に
も
審
鹿
や
寄
掛
を
防

ぐ
た
め
は
79
床
宴
席
-
す
る
必
要
が
あ
る
｡
高
n
Tr
.:

六
八
碇
の
粘
杭
が
四
本
か
六
本
､
建
坪
に
し
て
四
坤
内

外
の
面
積
を
占
め
る
位
は
地
面
に
打
た
れ
る
｡
杜
椛
の

上
部
に
は

｢
エ
-
モ

,n

ア
ル
キ
タ
イ
｣
と
言
っ
て
鼠

が
杜
杭
を
登
っ
て
倉
の
内
は
入
る
rJ
i
J
の
出
来
な

い
政

に
構
造
し
カ
も
の
が
あ
る
｡
厚

い
板

･
皮

｡
ブ

リ
キ
等

を
使
用
し
て
そ
の
上
は
横
木
が
か
け
渡
さ
れ
て
姓
i
J在

る
/D
を
の
止
に
床
奴
が
敷
か
れ
る
｡
そ
の
上
に
小
さ
在

社
を
持
つ
小
屋
が
遣
ら
れ
る
｡
此
れ
に
昇
る
ほ
は

一
本



の
木
で
出
兼
ね
梯
子
が
使
用
n
れ
る
｡
樺
太
の
ブ
イ
は

北
海
道
の
も
の
よ
-
79
見
腰
上
立
派
に
見
え
る
｡
そ
れ

は
材
料
が
丸
太
で
あ
-,(
構
造
が
校
倉
式
で
あ
る
か
ら

で
あ
る
｡三

移
住
民
の
家
屋

樺
太
の
住
民
の
大
部
分
を
占
め
る
も
の
は
内
地
よ
～,L

の
移
住
者
で
あ
る
｡
彼
等
の
大
部
分
は
北
海
道

･
東

北

地
方

｡
北
陸
地
方
等
よ
-
移
住
し
た
も
の
で
'
大
抵
は

丸
太
と
寂
と
を
以
て
構
造
し
た
所
謂
で
フ
ッ
ク
鍵
の
家

屋
に
住
ん
で
ゐ
る
｡

一
つ
に
は
材
料
の
木
材
が
稗
易

い
か
ら
で
あ
わ
､
又

冬
季
の
低
渦
の
た
め
に
土
壁
或
は
克
聾
は
含
ん
で
ゐ
る

水
分
が
凍
粘
し
て
か
J
る
土
地
に
は
不
適
常
夜
た
め
も

あ
る
0

現
在
の
も
の
は
か
J
る
づ
フ
ッ
ク
鮎
の
も
の
が
多

い

が
.
昔
時
の
移
住
者
は
既
は
そ
の
地
に
任
<
で
ゐ
弁

口

シ
ャ
人
の
家
屋
は
倣
っ
て
朋
醐
p
ス
ケ
小
屋
を
建
築
し

た
｡

rJ
の
Ⅴ
ス
ケ
小
屋
が
現
在
で
も
諸
所
に
戎
春
し

て

神

大

の

民

.a

ゐ
る
0

竹
内
常
行

樺
太
農
業
宋
蕗
の
分
布

｡
磯
連

･
形
態

の
研
究

(
地
理
撃
評
論
第
十

一
巻
雛
十

一
能

昭
利
十

年
十

一
月
魂
)
に
此
の
ロ
ス
ケ
小
屋
は
靭
す
る
記
事
が

あ
る
O

｢
据
付
型
集
村
の
柑
々
は
豊
原
郡
で
は
並
州
･購
川

･

大
輝

｡
追
分

｡
畢
州

･
革
野

･
鈴
谷

･
小
沼

こ
抗
岡

･

泥
雪

･
月
塚

･
州
上
等
で
発
潰
郡
で
は
倒
山

･
落
合

･

小
谷

｡
大
谷

･
黒
川

･
綾
瀬

･
山
中

･
川
北

｡
川
南

･

保
革
等
で
留
多
加
郡
で
は
平
野

･
小
旦

･
小
原
等
で
あ

っ
て
是
等
の
柑
々
ほ
は
大
抵
俗
柄

ロ
ス
ケ
小
屋
と
栴
rbt

机
で
屠
る
フ
ェ
ニ
ル
家
屋

(
政
弘
は
イ
ス
.F'T
型
家
屋
)
クポ
,,I

と
云
ふ
丸
太
家
屋
即
ち
丸
太
の
両
端
の
片
側
に
深
い

凹

を
作
り
､
之
を
井
桁
組
と
し
て
何
等
の
ホ
ゾ
を
73
州
ゐ

な

い
で
'
丸
太
間
に
は
新
嘗
鵜
を
つ
め
で
あ
る
最
小
限

の
加
工
七
施
せ
る
家
屋
で
内
地
人
の
不
稗
悪
衣
建
築
で

あ
る
が
'
此
の
フ
ェ
ニ
ル
家
屋
が
残
っ
て
居
る
｡
例

へ

ば
並
州
部
落
で
四
〇
月
､

追
分
部
落
で

一
〇
月
､
軍
川

部
蕗
で
二
六
月
'
北
軍
野
部
落
で
三
五
月
'
寓
平
野
部

四
四
九

五
七



地

球

姉

二

十

六
篠

路
で

一
入
tJL
t
大
谷
部
落
で
四

一
月
を
筆
者
は
賓
測
し

た
｡
而
し
て
現
在
で
･9
頻
っ
て
居
る
是
等
家
屋
は
内
地

人
移
民
が
居
住
し
て
居
る
の
で
あ
っ
て
､
植
民
初
期
の

移
民
は
闘
い
カ
所

現在
の
邦
人
遣
わ
の
家
屋
重
光
蚤
部

フ
ェ
ニ

ル
家
屋
で
あ
っ
て
移
住
常
時
は
移
民
は
夫
々
日光

等

の
家
に
入
っ
た
由
で
あ
る
｡
而
し
て
現
在
の
栄
落
型

式
も
常
時
其
の
ま
ま
で
あ
る
由
で
あ
る
｡
却
賓
罫
州
部

落
は
コ
の
字
型
の
祭
終
で
あ
る
が
､
フ
ェ
ニ
ル
家
屋
の

残
存
せ
る
も
の
は
先
限
･et此
の
型
式
に
配
列
さ

れ
で
屠

る
0｣以

上
の
記
事
は
見
え
る
梗
倉
式
の
木
造
家
屋
は
ロ
シ

ャ
人
の
住
宅
と
し
て
建
地
に
鹿
々
見
る
も
の
で
あ
る
｡

筆
者
が
昭
和
六
年
七
月
､
幌
内
川
下
流
の
数
奇
の
北
郊

節

穴

雛

河
芸

五
八

に
あ
る
士
人
部
落
オ
タ
ス
島
を
訪
ね
た
時
に
'
そ
の
地

に
村
長
格
と
し
て
居
住
す
る
タ
イ
ノ
ク
三
ノ
氏
の
住
宅

h
t訪
ふ
た
fJ
と
が
あ
っ
た
｡
ウ
イ
ノ
ク
ロ
ブ
氏
は
白
系

露
人
で
ヤ
ク
-
ツ
ク
附
近
の
人
で
あ
る
が
'
此
の
地
は

凍
っ
て
永
住
の
地
を
求
め
た
の
で
あ
る
｡
彼
の
家
屋
は

即
ち
校
倉
式
の
縫
物
で
'
シ
べ
リ
ヤ
の
故
地
の
建
方
に

倣
っ
て
造
っ
た
79
の
と
は
は
れ
る
｡
由
塞
骨
地
方
の
針

尭
樹
が
豊
富
を
土
地
で
は
rJ
の
丸
太
造
の
建
物
は
材
料

の
鮎
は
於
で
も
組
立
て
の
容
易
を
鮎
に
於
で
も
便
利
を

も
の
で
所
謂

10的
c
ab
in
と
栴
n
折
る
簡
単
を
小
屋
と

し
て
は
中
欧
の
山
岳
地
碑
や
カ
ナ
ダ
等
に
於
で
も
見
ら

れ
る
79
の
で
あ
る
｡

(

完
)


