
研
究
の
柔

日
本
古
建
築
の
研
究
栞

（
第
十
回
）

工
學
博
士
　
天

沼

俊

一

野
砲
牽
　
妻

飾
　
（
下
）

　
も
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ゑ

　
耀
鎌
含
掴
時
代
　
　
に
は
総
州
袖
山
ハ
レ
雪
裡
あ
っ
た
ら
う
か
ら
次
に

乱
し
て
み
や
う
。
　
　
　
　
，

　
縮
不
麺
家
挾
首
式
最
も
多
く
、
古
い
ε
こ
ろ
で
は
例
の

夫
黒
鴨
甲
山
圓
成
寺
境
内
春
雲
・
自
山
堂
、
山
城
宇
治
の

宇
治
早
強
舞
殿
等
皆
与
れ
で
あ
る
、
第
五
十
八
圖
㊧
は
大

　
　
　
　
　
　
　
　
イ
ソ
ノ
カ
ミ

三
布
留
の
官
讐
大
詔
石
上
漁
期
舞
殿
の
妻
で
、
こ
れ
は
此

時
代
の
紳
溢
就
殿
潜
く
は
其
關
係
建
築
に
最
も
多
い
形
で

あ
る
b
其
他
實
例
は
い
く
ら
で
も
あ
る
Q

　
　
　
第
九
奮
　
　
研
究
の
栞
　
　
獄
本
古
隊
築
研
究
の
栞

　
既
梁
の
上
に
背
高
く
巾
廣
き
外
槻
頗
る
重
要
な
る
大
板

墓
股
を
鐙
き
、
其
上
の
斗
ご
肘
木
ご
で
棟
木
を
支
持
し
て

み
る
こ
こ
ろ
の
虹
梁
纂
股
式
は
、
襲
に
記
し
た
東
大
寺
隅

伽
井
屡
の
他
、
小
建
築
就
中
四
脚
門
に
多
い
、
現
に
此
…
闘

乱
黙
屋
の
直
ぐ
隣
り
に
あ
る
法
事
堂
北
門
が
さ
う
で
あ
っ

て
、
こ
れ
は
四
脚
門
で
あ
る
Q
不
浪
～
寺
南
凹
∵
十
輪
院
南

門
∵
新
隠
匿
寺
南
…
門
及
束
三
等
い
く
ら
で
も
あ
る
。
京
都

市
で
な
ら
激
王
謹
國
寺
四
脚
…
説
及
び
同
寺
颪
商
隅
に
あ
る

灌
頂
堂
の
事
業
が
さ
う
で
あ
る
。

　
欝
代
の
作
な
る
『
小
野
御
幸
絡
窓
』
に
は
、
妻
飾
こ
し
て

　
　
　
　
　
　
　
鑛
二
艶
　
　
　
五
九
　
（
二
四
三
）
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第
九
巻
　
　
研
究
の
栞
　
　
日
本
古
雍
築
研
究
の
栞

種
⑤

曲

馬黒歯罐〃拶
@　早漏＝・

F

第X十八圖　　　　鎌倉嚇rく
@　　　懸繁・　　　　　　　　　〆／繕
｛
1

一

諏

摩
⑫

一驚墜多言

　
　
　
　
　
　
　
第
二
號
　
　
　
山
ハ
0
（
ご
四
四
）

大
墓
股
を
置
き
、
本
柱
の
先
き
が
延
び
て
此
墓
股
を
雨
面
■

か
ら
狡
み
、
冠
木
が
更
に
爾
面
か
ら
本
柱
を
狭
み
、
破
風

の
笄
み
か
ら
は
梅
鉢
懸
魚
の
下
っ
た
檜
皮
葺
の
門
が
二
つ

迄
出
て
み
る
、
尤
も
此
場
合
に
は
大
慕
股
の
下
は
虹
梁
で
－

は
な
く
普
遮
の
梁
に
な
っ
て
み
る
が
、
兎
に
角
柱
の
先
き
・

で
大
鋸
股
を
狡
ん
で
み
る
。
『
法
然
上
人
行
朕
維
圖
』
に
載

せ
て
あ
る
も
の
も
、
猫
且
右
に
記
し
だ
の
ビ
同
一
機
式
で

あ
る
、
其
他
探
し
た
ら
ま
元
一
一
に
あ
る
だ
ら
う
。
實
例
，

ピ
す
る
事
が
出
題
る
の
で
、
當
代
の
盛
期
ご
認
め
ら
る
、

者
で
は
、
私
が
寡
聞
の
せ
い
で
あ
ら
う
が
、
奈
良
市
新
藥

師
寺
東
門
（
第
五
十
八
圖
の
二
）
ご
、
た
っ
た
今
か
い
た
東
寺
灌
頂
堂

の
南
門
ご
、
こ
の
二
つ
の
實
例
を
知
っ
て
み
る
丈
け
で
あ

る
づ
尤
も
當
代
の
末
期
i
こ
ご
に
よ
っ
た
ら
桃
山
の
極
．

く
初
期
か
む
知
れ
海
、
何
分
私
に
は
永
蔽
頃
に
出
摩
た
の

ピ
元
鍮
か
ら
天
正
の
初
め
に
か
け
て
出
來
た
の
こ
の
匿
別
．

は
、
銘
で
も
な
い
限
り
的
確
に
決
定
し
乗
る
場
合
が
多
い

か
ら
一
ら
し
い
の
な
ら
も
う
一
つ
知
っ
て
み
る
、
夫
れ
」



●

．十　1
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@回忌
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一

図
鑑
　
　
　
1

翌
1

累
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翻
舗
　
」
尺

書
蔀

第
九
巻
　
　
耕
究
の
栞
　
　
三
木
古
建
築
研
究
の
栞

■e．s

は
大
徳
寺
塔
頭
龍
翔
寺
（
元
の
興
臨
院
）
の
大
き
な
準
唐
門
で
、
前
－

の
二
つ
に
比
べ
て
多
少
見
劣
b
は
す
る
が
、
ほ
ん
ビ
は
左

様
な
事
を
い
ふ
の
は
贅
澤
な
の
で
、
實
例
の
少
な
い
今
日
、

に
於
い
て
は
、
何
れ
も
甲
乙
な
し
の
貴
重
な
標
本
と
言
は

ね
ば
な
ら
ぬ
。
す
つ
ご
降
っ
て
、
其
上
本
柱
が
四
角
な
の

な
ら
、
激
王
護
國
寺
塔
頭
金
救
出
の
門
が
さ
う
で
あ
る
が

こ
れ
こ
そ
柱
で
墓
股
を
挾
ん
で
み
る
ご
い
ふ
丈
げ
で
あ
っ

て
、
大
し
た
も
の
で
は
な
い
が
、
序
だ
か
ら
書
い
て
お
一

　
此
新
藥
師
寺
東
門
も
、
實
は
大
分
に
模
模
替
が
し
て
あ

っ
て
、
控
柱
も
扉
も
種
も
木
負
も
茅
負
も
何
も
彼
も
替
っ

て
み
る
、
だ
か
ら
二
物
を
み
た
時
も
如
何
に
も
擁
ら
ぬ
、

の
み
な
ら
す
圏
で
み
て
も
頗
る
工
合
が
悪
い
、
此
瓢
に
於

い
て
は
教
王
護
二
三
の
、
方
が
い
、
が
、
併
し
本
柱
ご
墓
辱

股
ε
が
出
初
の
儘
だ
し
、
標
式
か
ら
も
此
方
が
古
い
機
に

思
は
れ
る
，
術
ほ
後
者
の
方
は
實
測
圖
も
手
元
に
な
か
っ

た
か
ら
，
勇
前
者
の
圖
を
掲
げ
だ
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
O

　
こ
の
虹
梁
墓
救
急
は
、
前
代
に
は
絡
窓
に
あ
る
丈
け
で

　
　
　
　
　
　
　
第
二
號
　
　
　
六
一
　
（
二
四
五
）



　
　
　
第
九
巻
　
　
磁
舞
の
襲
　
日
本
費
魏
葵
班
突
の
栞

實
例
は
な
い
の
だ
が
、
當
代
の
二
物
は
澤
山
に
あ
る
㌃
以

下
各
時
代
智
亘
り
、
だ
か
ら
鎌
倉
か
ら
盛
に
な
っ
た
と
言

ひ
得
る
ご
思
ふ
◎

二
薩
梁
墓
股
は
極
樂
院
灘
堂
に
あ
る
（
第
玉
十
二
脇
⑧
）
、
此
圖

は
嘗
て
其
一
部
を
第
三
十
三
圏
④
示
に
し
た
事
が
あ
っ
た

が
、
改
め
て
こ
、
に
其
全
立
面
圖
を
か
い
て
溢
い
た
が
、

こ
れ
は
考
へ
や
う
に
よ
っ
て
二
種
類
の
解
騨
が
鵠
來
る
。

其
一
は
奈
良
式
の
直
寓
で
、
た
い
夫
れ
を
鎌
倉
式
で
や
つ

た
ご
み
る
の
ご
、
其
二
は
全
く
奈
良
式
で
は
あ
る
が
、
敢

て
直
寓
し
た
の
で
は
な
く
、
此
式
が
妻
の
手
法
に
頗
る
遍

し
て
る
る
の
で
、
淘
汰
さ
れ
す
に
い
つ
迄
も
融
い
て
ゐ
元

の
だ
、
其
謹
櫨
に
は
、
い
、
例
が
鳳
風
堂
に
あ
っ
た
の
で

も
鋼
る
、
古
れ
を
當
代
へ
來
て
も
爾
探
濁
し
、
細
部
の
手

法
は
全
く
其
時
代
の
智
慧
で
施
工
し
た
の
で
あ
る
、
ε
考

へ
る
の
で
あ
る
。
私
は
こ
の
二
つ
の
内
後
の
楼
に
考
へ
度

い
ピ
思
ふ
。
併
し
何
れ
に
し
て
も
「
鎌
倉
式
の
細
都
を
も

っ
た
奈
良
式
の
妻
」
ピ
は
言
ひ
得
る
の
で
、
丁
度
興
輻
寺

　
　
　
　
　
　
　
第
二
、
號
　
　
六
二
（
二
四
六
）

東
金
堂
や
喜
光
寺
豊
（
奈
良
縣
生
駒
蹴
伏
見
村
菅
原
）
を
，
塁
町
時
代
の

奈
良
式
建
築
し
ご
い
ふ
の
ε
同
じ
で
あ
る
。

　
當
麻
寺
曼
茶
羅
堂
の
内
陣
は
化
粧
屡
根
裏
で
．
柱
の
上

部
に
は
此
式
の
う
ち
で
も
特
に
立
襟
な
の
が
あ
る
が
、
常

に
光
線
が
不
足
勝
ち
で
、
天
氣
の
い
、
臼
の
午
後
で
な
い

ご
見
え
海
、
其
上
あ
れ
は
四
注
だ
か
ら
、
こ
の
内
部
の
立

涙
な
装
飾
は
妻
か
ら
は
見
え
す
、
淘
に
惜
し
い
も
の
で
あ

る
が
、
若
し
あ
れ
が
入
母
屋
で
．
あ
の
二
重
虹
梁
墓
，
股
が

妻
に
鵠
て
る
た
ら
、
惟
れ
こ
そ
當
代
稀
に
み
る
傑
作
で
、

此
職
堂
よ
り
遙
に
上
席
を
占
む
べ
き
も
の
で
あ
る
。
併
し

あ
れ
は
創
立
が
奈
良
時
代
に
あ
る
以
上
、
凄
然
四
注
た
る

べ
き
で
あ
っ
て
、
到
底
入
母
屋
等
に
な
る
べ
き
性
質
の
堂

で
は
な
い
ご
思
ふ
適
い
く
ら
四
注
が
流
行
し
て
も
、
今
な

ら
あ
れ
丈
け
の
を
妻
に
見
せ
患
い
ご
入
母
屋
を
主
張
す
る
．

か
も
知
れ
ぬ
が
、
昔
は
人
に
見
せ
び
ら
か
す
溜
め
に
佛
殿
．

を
建
て
た
の
で
は
な
い
、
ま
た
夫
れ
に
吉
事
し
た
建
築
家

も
、
出
機
る
丈
け
薗
己
を
慶
告
し
て
う
ま
い
事
に
あ
り
っ
。

6
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○
艘
鵠
部
下
±
華
尺
マ
＠
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

第
九
巻
　
　
研
究
の
栞
　
　
日
本
古
雄
築
研
究
の
栞

か
う
等
い
ふ
量
見
は
起
さ
ぬ
、
腹
の
内
が
綺
麗
で
あ
っ
た

上
競
孚
者
が
少
な
か
っ
た
か
ら
、
そ
ん
な
必
要
は
更
に
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
一
方
寺
こ
し
て
も
、
後
に
記
す
機
に

な
る
べ
く
大
き
な
破
風
を
か
け
、
．
煮
方
か
ら
見
え
る
機
に

し
て
参
詣
人
を
上
牧
し
、
露
銭
を
籐
計
に
上
げ
さ
せ
る
手

段
を
講
せ
澱
で
も
よ
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
三
王
護
國
寺
の
長
門
は
大
概
此
式
の
妻
で
あ
る
の
は
甚

だ
面
自
い
事
ご
思
ふ
。
あ
の
寺
の
創
立
は
延
暦
十
五
年
ご

い
ふ
か
ら
、
際
ざ
い
ご
こ
ろ
で
李
安
時
代
に
入
る
の
で
あ

る
が
、
（
其
様
式
が
奈
良
風
で
あ
っ
た
の
は
想
像
す
る
に
難

く
な
い
の
で
）
ム
・
日
其
悌
は
慶
賀
門
や
蓮
花
門
や
東
大
門

（
不
開
門
）
等
に
残
っ
て
み
る
、
此
等
の
門
は
鎌
倉
時
代
の

再
建
だ
か
ら
、
様
式
手
法
が
鎌
倉
な
の
は
勿
論
で
あ
る
が
、

あ
の
墓
股
の
形
は
こ
う
し
て
も
東
大
寺
法
華
堂
・
法
隆
寺

傳
法
堂
、
及
び
ち
ご
よ
す
ぎ
る
が
唐
招
提
寺
金
堂
の
等
を

思
は
し
む
る
も
の
で
、
鎌
倉
時
代
の
建
築
家
の
頸
か
ら
囲

た
形
で
は
な
く
、
延
暦
當
時
の
式
を
此
時
模
し
た
ご
よ
参

　
　
　
　
　
　
　
第
二
號
　
　
　
六
三
　
（
二
四
七
）



　
　
　
第
九
巻
　
　
研
究
の
栞
　
　
日
本
古
建
築
研
究
の
栞

他
に
は
考
へ
ら
れ
訟
の
で
あ
る
。
こ
う
か
第
五
十
九
圖
を

熟
魔
せ
ら
れ
た
上
、
近
く
に
住
ま
る
〉
方
は
客
地
を
見
ら

れ
度
い
．
、

　
大
虹
梁
束
式
の
は
余
り
例
は
な
い
機
で
あ
る
、
ご
う
も

、
不
自
然
で
物
足
り
澱
か
ら
流
行
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ら
う

ご
思
ふ
。
第
五
十
入
圖
㊨
は
私
の
知
っ
て
み
る
唯
一
の
例

で
、
虹
梁
中
央
に
立
っ
て
る
る
束
は
圓
形
の
断
面
を
持
っ

て
る
る
、
現
在
は
北
側
の
は
大
分
に
朽
ち
て
居
り
形
も
満

足
で
は
な
い
が
、
南
側
の
は
ち
や
ん
こ
し
て
み
る
、
併
し

こ
の
方
は
材
料
は
新
し
い
か
も
知
れ
ぬ
。
斯
機
な
整
は
澱

・
事
を
し
て
お
く
よ
り
は
琢
扱
首
の
方
が
ざ
の
位
い
、
か
知

れ
ぬ
。
こ
ご
に
よ
っ
た
ら
當
初
は
琢
扱
首
で
あ
っ
た
か
も

盛
知
れ
ぬ
。
北
側
に
近
い
方
は
忘
れ
た
が
、
粛
…
側
に
近
い
・
方

は
内
部
も
妻
ご
同
じ
く
大
虹
梁
の
上
に
圓
い
束
を
た
て
、

あ
る
が
、
室
町
時
代
に
何
か
都
合
あ
っ
て
相
隣
れ
る
柱
二

本
を
抜
き
取
り
、
柱
三
間
を
通
じ
て
大
虹
梁
を
架
渡
し
て

あ
る
。
其
他
内
部
は
随
時
随
所
に
勝
手
な
模
様
替
へ
が
し

　
　
　
　
　
　
　
第
二
號
　
　
　
六
四
　
（
二
四
八
）

て
あ
る
か
ら
、
い
つ
何
時
捜
…
首
束
素
首
竿
に
代
ふ
る
に
流

心
を
以
て
し
だ
か
鋼
ら
癒
、
虹
梁
の
上
端
を
調
べ
差
上
扱

首
竿
の
あ
っ
た
形
跡
が
明
白
で
あ
っ
だ
ら
取
消
す
が
、
諮

れ
迄
は
つ
ま
ら
ぬ
型
だ
が
妻
飾
の
一
機
式
こ
し
て
掲
げ
て

お
く
。

　
右
の
束
に
代
ふ
る
に
大
瓶
束
を
以
て
す
る
ご
所
謂
大
虹

梁
大
瓶
束
式
に
な
る
、
だ
か
ら
ま
あ
前
の
式
は
此
の
中
へ
・

い
れ
て
お
い
て
も
差
支
な
い
の
で
あ
る
、
劔
て
此
式
で
私

の
知
っ
て
み
る
範
團
で
最
も
い
、
形
ご
思
ふ
の
は
大
和
室

生
の
室
生
寺
灌
頂
堂
妻
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
認
め
第
三
十

入
圖
の
㊥
か
ら
大
瓶
束
の
意
中
に
、
特
に
正
面
ε
断
面
ご

を
示
し
て
お
い
た
か
ら
、
繰
返
し
て
よ
く
歯
答
せ
ら
れ
度

い
、
此
れ
は
な
ぜ
い
、
か
ご
い
ふ
ど
、
簡
軍
で
憂
化
に
野
田

み
虹
梁
の
反
り
や
大
瓶
束
の
膨
み
工
合
は
何
れ
も
串
分
が

な
い
Q
其
他
圓
畳
寺
詣
利
殿
・
観
心
寺
本
堂
・
永
保
寺
開

山
堂
（
岐
早
縣
可
児
郡
丈
和
元
年
）
等
何
れ
も
此
種
類
で
あ
る
、
第
六
十

圖
㊥
な
る
東
大
寺
法
華
堂
前
堂
妻
飾
亦
此
れ
に
黙
す
る
。

蓼



院
鐘
櫻
の
妻
に
あ
る

の
は
最
古
の
形
で
は

あ
る
ま
い
か
ご
思
ふ

ご
う
も
此
時
代
の
笈

形
附
大
瓶
束
の
遺
品

は
隠
り
澤
山
な
い
や

う
で
あ
る
。

　
二
重
虹
梁
大
瓶
束

此
大
瓶
束
の
爾
方
へ
無
形
（
要
素
罪
騰
町
を
つ
け
た

の
は
當
然
此
式
へ
入
れ
て
い
、
の
で
あ
る
。
騨
．
に
笈
形
に

つ
い
て
記
し
元
時
鎌
倉
時
代
の
例
を
跨
げ
る
事
を
失
念
し

て
了
つ
た
か
ら
、
改
瓜
哩
　
　
．
　
　
　
　
　
　
歌
聴

め
て
こ
、
に
記
し
て
細
　
講
隅
　
蟻

お
く
が
、
遂
寺
東
舞
禰
あ
　
ゴ
・

の
修
繕
か
判
ら
ぬ
、
併
し
其
虹
梁
の
は
ざ
う
も
後
の
も
の

ら
し
い
、
大
瓶
束
も
少
々
愛
だ
が
如
何
に
も
小
さ
く
て
よ

く
見
え
澱
、
で
假
に
修
繕
し
て
あ
っ
た
ご
し
て
も
其
際
在

㊧
饗
畿
F
畷

　　
蛛
A
　
’

　　

@　
@　
@㎜

垂“壁

式
の
一
例
は
明
通
寺
本
堂
（
編
餅
縣
聴
轍
立
山
）
に
あ
る
が
．
私

は
末
だ
此
建
物
を
勲
爵
し
て
ゐ
ぬ
上
。
小
さ
い
圖
で
み
て

記
す
の
だ
か
ら
．
果
し
て
此
の
妻
が
當
初
も
の
か
或
は
後

　
　
　
第
九
巷
　
　
研
究
の
栞
　
　
日
本
古
建
築
研
究
の
栞

趨

・
　
ノ

年
の
式
を
踏
襲
し
淀
な

ら
夫
れ
で
い
、
が
、
例

へ
ば
法
隆
寺
金
堂
や
由
T

門
の
妻
の
如
く
勝
手
に

換
へ
た
の
だ
こ
謹
書
に

な
ら
漁
。

　
併
し
東
大
寺
法
華
堂

三
助
の
内
部
は
、
改
め

て
記
す
迄
も
な
く
化
粧

屋
根
裏
で
、
其
構
架
式

は
二
重
虹
梁
大
瓶
束
の

間
に
癒
肘
木
を
一
本
づ
、
入
れ
た
、
手
の
込
ん
だ
頗
る

斬
新
な
面
言
い
も
の
で
あ
る
が
、
内
部
に
せ
よ
斯
様
な
式

が
存
す
る
以
上
は
妻
飾
に
此
れ
よ
り
粛
軍
な
二
重
梁
虹
墓

　
　
　
　
　
　
　
第
二
百
　
　
　
　
六
五
　
（
二
四
九
）



　
　
　
第
九
巻
　
　
研
究
の
栞
　
　
日
本
古
建
築
研
炎
の
粟

股
が
あ
っ
π
ε
想
像
す
る
の
は
至
當
で
あ
る
。

　
故
に
前
記
明
蓮
寺
の
妻
飾
が
當
初
の
も
の
で
あ
っ
☆
ら

勿
論
、
さ
う
で
な
く
ε
も
法
華
堂
禮
堂
の
例
か
ら
盛
代
に

八坂耐乖晒緩門側立面図肝玉⑬

　
　
　
　
　
　
　
繋
二
個
日
　
　
　
山
亀
山
ハ
　
（
二
｝
ユ
○
）

此
式
の
妻
飾
が
あ
っ
だ
ε
し
て
お
く
。
い
つ
れ
氣
を
つ
け

て
調
べ
て
い
っ
か
ま
だ
追
加
し
て
記
す
事
も
あ
ら
う
。

　
最
後
に
例
へ
ば
第
六
十
二
圖
㊧
・
㊧
の
如
く
、
妻
全
騰

　
　
　
　
　
　
を
格
子
に
組
ん
だ
の
が
あ
る
、
こ
れ
は
艶

　
　
　
　
　
　
時
代
か
ら
初
ま
っ
た
ら
し
く
、
．
前
時
代
に

　
　
　
　
　
　
は
な
い
ら
し
い
。
其
實
例
も
當
時
の
も
の

　
　
　
　
　
　
が
今
日
に
残
っ
て
み
る
の
が
あ
る
か
ざ
う

　
　
　
　
　
　
か
、
つ
い
氣
が
っ
か
ぬ
が
、
周
到
の
注
意

　
　
　
　
　
　
を
以
て
復
原
し
た
密
な
ら
一
つ
知
っ
て
ゐ

　
　
　
　
　
　
る
、
夫
れ
は
字
治
の
上
紳
肚
拝
殿
の
妻
で

　
　
　
　
　
　
あ
の
格
干
は
先
年
大
修
理
の
際
全
部
新
し

　
　
　
　
　
　
く
輩
つ
た
の
だ
が
、
あ
の
工
事
に
關
係
し

　
　
　
　
　
　
た
人
か
ら
き
い
だ
こ
こ
ろ
に
よ
る
ご
、
建

　
　
　
　
　
　
物
三
一
の
際
，
破
風
に
明
瞭
に
縫
子
の
か

　
　
　
　
　
　
淀
が
つ
い
て
み
た
の
で
、
當
初
格
子
で
あ

　
　
　
　
　
　
つ
た
事
が
鋼
つ
π
か
ら
、
今
あ
る
様
に
造

　
　
　
　
　
　
り
か
へ
だ
の
だ
、
ピ
。
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蘇
三
門
、

第
九
巻
　
　
調
馬
の
栞
　
　
日
本
古
嬉
築
研
究
の
栞

　
今
其
格
子
を
見
る
に
、
縦
横
の
子
は
割
合
に
細
く
、
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

角
に
組
ん
だ
目
は
割
合
に
大
き
い
。
此
拝
殿
に
は
蔀
格
子
・

が
澤
山
あ
る
が
、
其
内
裏
側
帥
ち
本
殿
に
面
し
た
方
の
側
．

に
古
い
の
が
た
っ
た
一
枚
残
っ
て
み
る
、
縦
横
子
の
大
さ

六
分
角
、
目
の
大
さ
一
寸
九
分
に
二
寸
一
分
で
あ
る
の
妻

の
格
子
は
寸
法
を
流
下
し
か
ね
た
か
ら
、
記
す
事
が
出
來

澱
が
、
大
熱
こ
の
蔀
に
よ
く
似
て
み
る
、
こ
ご
に
よ
っ
た

ら
破
風
に
残
っ
て
み
た
型
及
び
此
の
格
子
を
勘
嘱
し
て
造

っ
た
の
か
も
知
れ
訟
が
、
何
れ
に
し
て
も
此
れ
は
よ
く
古

式
を
現
は
し
た
も
の
ご
言
へ
や
う
。
樹
ほ
妻
の
格
子
装
飾

は
古
い
絡
に
立
派
な
の
が
あ
る
。

　
給
…
ご
い
ふ
の
は
襲
き
に
も
引
い
た
『
小
野
御
幸
維
憲
』
で

大
棟
に
琵
を
置
き
其
末
端
に
獅
子
口
を
飾
っ
た
、
入
母
屋
．

造
二
皮
葺
の
家
が
描
い
て
あ
る
が
、
其
妻
飾
は
疎
ら
格
子

に
組
み
、
破
風
の
拝
み
に
は
梅
鉢
懸
魚
ら
し
い
も
の
が
下

っ
て
み
る
、
も
の
に
よ
っ
て
一
概
に
は
言
へ
澱
が
、
斯
機

な
も
の
は
無
い
の
を
想
像
で
か
く
筈
は
な
い
、
當
時
あ
っ

　
　
　
　
　
　
．
　
　
第
二
號
　
　
　
　
山
霊
七
　
（
二
五
一
）



　
　
　
第
九
巻
　
　
研
究
の
栞
　
　
日
本
古
建
築
研
究
の
栞

泥
か
ら
こ
を
か
い
た
ビ
思
ふ
。
垂
れ
か
ら
『
法
然
上
入
行

朕
総
…
圖
』
に
は
、
赤
嘘
の
妻
飾
を
も
つ
た
立
憲
な
建
物
の

圖
が
澤
山
に
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
キ
ツ
ネ
カ
ウ
シ
　
　
　
　
　
キ
　
ツ
レ
コ
ウ
シ

　
斯
の
如
き
の
を
「
狐
格
子
」
ε
も
「
木
連
格
子
」
と
も
い
ふ

が
、
『
鷺
本
建
築
事
彙
』
に
は
其
語
源
に
つ
い
て
種
々
の
説

を
掲
げ
、
・
絡
り
に

　
「
つ
ま
格
子
」
な
る
汐
先
づ
出
來
た
る
後
輩
に
狐
格
子
叉

　
は
瓠
格
子
の
字
を
當
て
た
る
こ
ε
は
確
な
ら
ん
、
之
れ

　
よ
り
狐
格
子
ご
な
り
絡
り
木
連
格
子
ε
な
り
た
る
こ
ご

　
は
疑
な
か
る
べ
し
。

ビ
あ
る
、
『
三
才
圖
會
』
に
は

　
懸
魚
下
格
子
名
狐

ビ
至
極
軽
輩
に
片
附
け
、
石
橋
絢
彦
博
士
の
『
工
業
字
解
』

に
は

　
描
風
板
ノ
後
方
二
大
李
綴
虹
梁
等
ヲ
置
ク
ノ
代
ヲ
エ
格

　
子
ヲ
遺
戸
ニ
シ
タ
ル
屯
ノ
ヲ
置
ク
今
俗
二
狐
格
子
或
ハ

　
吉
連
格
子
ト
云
フ
此
ノ
如
ク
略
シ
タ
ル
所
二
懸
魚
ヲ
懸

　
　
　
　
　
膨
　
　
第
二
號
　
　
　
六
賊
　
（
ご
五
二
）

　
ク
ル
コ
ト
ァ
レ
ド
モ
時
ニ
ヨ
リ
之
ヲ
｛
腰
シ
・
プ
只
山
脚
葉
ノ

　
ミ
ヲ
畳
ク
ナ
リ
：
：
：
絢
彦
按
ス
ル
ニ
瓢
ト
狐
ト
総
和
…
似
一

　
タ
川
ヲ
…
以
テ
瓢
ヲ
虫
蹴
ス
ベ
キ
ニ
狐
ヲ
堂
田
シ
つ
5
ひ
ト
訓
ズ

　
ペ
キ
ヲ
き
つ
ね
際
．
ト
訓
シ
叉
縣
ジ
テ
き
つ
ね
ヲ
吉

　
　
　
　
　
　
　
矛
影

　
連
二
蟄
臼
シ
誤
ソ
シ
モ
ノ
ナ
ラ
ン
田
木
シ
テ
羨
｛
ラ
メ
狐
ト
士
口
噛

　
連
ハ
瓢
え
誤
縛
ト
イ
フ
ベ
キ
ナ
リ
。

・
ε
な
る
。
私
は
此
語
源
を
少
し
も
研
究
し
た
事
が
な
い
か

ち
説
を
た
て
か
ね
る
。
併
し
兎
も
角
も
名
総
だ
け
は
確
か

で
、
「
キ
ヅ
子
カ
ウ
シ
」
で
も
「
キ
ッ
レ
カ
ク
シ
」
で
も
遥
す
・

る
G
當
代
の
妻
飾
ご
し
て
は
先
づ
こ
ん
な
も
の
で
あ
る
。

次
の

　
も
　
　
も
　
　
へ
　
　
も

　
室
町
時
代
　
は
前
蒔
代
の
縫
承
で
、
別
段
五
つ
た
の
は

な
い
、
た
“
他
の
細
部
の
墾
纒
ご
同
様
、
大
分
に
装
飾
が

ふ
ゑ
執
拗
く
な
り
、
江
戸
時
代
の
ゴ
チ
ヤ
ノ
、
し
た
妻
飾

の
元
を
な
し
淀
の
で
あ
る
。
例
へ
ば
土
佐
玉
趾
本
殿
（
難

　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
ヘ
ツ
ツ
ミ

鯉
）
の
妻
の
勢
、
鵡
剛
包
劉
羅
に
接
む
て
零
せ

る
細
長
な
る
木
i
の
上
に
三
斗
三
具
を
置
き
、
其
上
に



大
虹
梁
を
の
せ
、
中
央
に
墓
股
、
爾
方
に
大
瓶
束
を
た
て

其
上
に
二
重
目
の
虹
梁
及
び
大
瓶
束
が
あ
る
、
で
か
う
な

る
ε
名
も
簡
軍
に
つ
け
ら
れ
諏
、
先
づ
斗
繰
二
重
虹
梁
墓
、

股
大
瓶
束
式
ご
で
も
言
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
語
呂
も

悪
く
い
や
に
長
い
名
で
工
合
が
悪
け
れ
ば
、
先
の
舜
類
の

最
後
の
、
中
へ
入
れ
、
混
成
復
合
式
ε
呼
ぶ
よ
り
仕
方
が
な

　
い
。

　
當
代
二
重
虹
梁
墓
股
式
の
絶
好
例
は
、
京
都
市
内
昌
貫

　
の
而
も
最
も
便
利
な
ε
こ
ろ
に
在
る
か
ら
声
群
れ
で
も
常

　
に
見
て
み
る
が
、
恐
ら
く
は
氣
が
つ
か
ぬ
事
と
思
ふ
、
夫

，
れ
は
八
坂
淋
冠
の
楼
門
で
あ
る
。
あ
れ
は
室
町
時
代
の
代

表
心
妻
で
あ
り
、
大
棟
の
端
を
飾
れ
る
獅
子
口
に
「
経
の

　
早
し
が
五
本
つ
い
て
み
る
の
等
は
、
今
日
絡
置
物
－
一
例

は
『
件
大
納
言
絡
懇
』
に
あ
る
1
以
外
に
は
一
寸
見
ら
れ

ぬ
圖
で
あ
る
（
第
六
十
一
鋤
）
。

　
　
第
六
十
圖
④
は
虹
梁
に
忘
形
附
大
瓶
束
の
で
、
永
享
十

集
書
榔
同
）
、
め
建
築
だ
か
ら
．
室
暫
し
て
は
早
い
方

　
　
　
第
九
巻
　
　
研
究
の
栞
．
　
日
本
古
建
築
研
究
の
栞

で
あ
る
（
第
三
十
五
岡
e
）
、
虹
梁
の
下
中
央
帯
景
物
乞
て
、
袴

肘
木
二
斗
及
び
實
肘
木
が
装
飾
に
入
れ
て
あ
る
。
當
代
の

棲
閣
建
差
し
て
有
名
麗
苑
寺
金
閣
（
慮
永
四
年
）
の
初
重
、

池
の
方
に
出
張
っ
て
み
る
一
落
一
面
の
小
建
築
「
漱
溝
」
の

妻
は
同
じ
く
虹
梁
に
笈
形
附
の
十
善
束
で
あ
る
。
笈
形
な

し
の
虹
梁
大
瓶
洋
式
は
、
第
六
十
二
圖
⑤
な
る
酬
恩
庵
本

堂
（
研
寝
地
名
な
冠
し
て
俗
に
薪
一
体
寺
定
云
）
・
吉
備
津
淋
燈
本
殿
（
祠
綱
狛
麟
）
其
他

い
く
ら
も
あ
る
Q

　
二
重
虹
梁
大
瓶
束
式
に
は
第
四
十
九
圖
㊧
に
男
面
寺
東
・

司
の
が
あ
る
、
第
六
十
鰯
㊧
は
束
大
寺
大
湯
屋
後
面
の
立

面
圖
で
あ
る
が
、
大
湯
屋
な
ん
て
も
の
は
ム
⊥
幕
際
使
っ
て

み
る
寺
は
な
い
か
ら
、
何
慮
も
岡
じ
で
こ
、
も
荒
れ
る
に

任
せ
あ
る
有
襟
で
、
浴
室
の
正
面
唐
破
風
1
一
第
四
十
八

圖
⑧
－
下
に
掲
げ
て
あ
る
公
慶
土
人
筆
六
字
名
號
の
位

牌
型
の
額
に
江
戸
時
代
の
悌
を
偲
ぶ
の
み
、
塵
挨
到
る
所

に
堆
く
、
ち
ビ
形
容
が
過
る
か
も
知
ら
ぬ
が
、
徒
に
狐
狸

　
ス
ミ
カ

の
愚
慮
ε
な
っ
て
み
る
、
殊
に
其
東
側
師
ち
圖
に
示
し
て

　
　
　
　
　
　
　
第
、
二
號
　
　
　
　
六
九
　
（
二
五
三
）



　
　
　
第
九
巷
　
　
研
究
の
葉
　
　
日
本
古
建
築
研
究
の
栞

あ
る
側
の
草
原
を
、
晩
秋
の
頃
、
虹
簗
や
大
瓶
束
の
い
、

形
に
見
蕩
れ
、
上
ば
か
り
向
い
て
足
元
留
守
に
歩
か
う
も

　
の
な
ら
。
裾
一
面
に
「
ヌ
ス
ビ
ト
ハ
ギ
」
が
つ
い
て
何
ご
も

始
末
に
悪
い
が
、
其
妻
飾
は
此
時
代
の
最
も
完
好
な
例
の

　
一
つ
で
あ
る
、
就
中
、
其
虹
梁
ご
大
瓶
束
定
の
間
に
、
唱

種
の
繰
形
を
有
す
る
薄
い
木
片
を
挿
入
し
元
の
は
、
法
華

・
堂
無
断
内
部
の
手
法
か
ら
暗
示
を
得
た
ら
し
い
が
、
曇
れ

に
し
て
も
こ
、
へ
癒
燃
し
た
の
は
新
案
こ
い
へ
や
う
。
此

建
築
は
慮
永
＋
五
年
だ
さ
う
だ
が
、
如
何
に
も
其
邊
だ
ら

う
、
地
機
の
一
ヲ
斗
や
三
ソ
斗
や
鼻
島
式
の
木
鼻
や
、
其
他

の
細
部
何
れ
も
氣
に
入
つ
だ
建
物
で
、
私
は
所
有
大
湯
屋

中
こ
れ
が
一
番
好
き
で
あ
る
。

　
勾
配
が
極
め
て
緩
な
奉
唐
門
で
、
下
端
に
大
面
取
の
女

男
梁
の
上
に
、
背
低
く
充
分
左
下
に
延
び
た
今
世
股
を
お

い
た
、
華
車
で
形
の
い
、
例
は
同
圖
⑳
な
る
洪
隆
寺
北
斗

院
門
の
妻
に
於
い
て
み
ら
れ
る
、
こ
れ
は
明
慮
三
年
の
建

築
で
あ
る
。
其
他
四
脚
門
で
東
大
寺
法
華
堂
北
門
式
の
な

第
二
搬

七
〇
　
（
二
五
四
）

ら
黒
影
に
い
く
ら
で
も
あ
る
Q

　
狐
格
子
、
i
木
連
格
子
一
の
例
を
二
つ
揺
り
掲
げ
て

マ
。
第
六
＋
二
圖
㊥
は
慈
照
寺
醸
鰐
融
鷺
俗
）
東
求

堂
の
妻
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
大
棟
を
側
面
の
中
心
に
取
ら

す
し
て
、
少
し
振
ら
し
て
柱
の
眞
上
に
も
っ
て
い
っ
て
あ

る
か
ら
、
一
寸
は
氣
が
っ
か
漁
が
左
右
相
聡
の
機
で
さ
う

で
な
く
多
少
の
憂
化
を
つ
け
て
あ
り
、
破
風
の
拝
み
に
は

梅
鉢
懸
魚
を
下
げ
て
あ
る
。
石
橋
博
士
が
懸
魚
の
代
り
に

六
葉
を
響
く
ご
言
は
れ
π
の
は
、
此
れ
か
切
懸
魚
か
を
大

き
な
六
葉
ご
誤
認
さ
れ
た
の
か
も
知
れ
ぬ
，
ま
さ
か
六
葉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
亀

陰
り
お
く
事
は
あ
る
ま
い
。

　
同
圖
㊧
は
例
の
上
醍
醐
清
長
男
舞
殿
で
．
本
殿
こ
の
關

係
か
ら
い
ふ
ご
側
面
一
瞬
謝
に
い
ふ
ご
正
面
…
一
入
母

屋
妻
入
の
立
面
圖
で
、
こ
れ
は
狐
面
子
に
「
懸
魚
を
懸
」
け

て
あ
る
例
で
あ
る
。

　
以
上
二
つ
の
建
築
は
、
妻
の
格
子
の
縦
子
が
、
宇
治
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
マ
ヘ
ツ
ソ
ミ

淋
肚
舞
殿
の
、
如
く
、
破
風
の
前
包
の
上
を
覆
ひ
、
妻
の



、
流
れ
の
上
迄
延
び
て
み
て
、
眼
が
粗
い
。
併
し
新
し
い
の

　
　
　
　
　
　
　
ス
オ
ホ
ヒ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
マ
カ

は
さ
う
で
な
く
、
転
覆
の
上
で
止
ま
っ
て
み
て
、
眼
は
細

い
。
だ
か
ら
縦
子
が
前
包
の
上
を
覆
ふ
の
は
古
い
式
で
あ

る
Q
い
つ
頃
か
ら
須
覆
の
上
で
止
ま
る
機
に
な
っ
た
か
氣

を
つ
け
た
事
は
な
い
が
、
こ
れ
は
須
覆
が
前
包
よ
り
此
剛
に

出
て
み
る
か
ら
、
勢
ひ
そ
こ
で
止
ま
ら
ざ
嘱
を
得
な
い
の

で
、
止
ま
る
ざ
止
ま
ら
澱
ご
は
悲
哀
を
用
ゆ
る
ご
否
ご
に

よ
っ
て
決
ま
る
の
で
あ
る
。
然
ら
ば
い
っ
頃
か
ら
廻
れ
を

用
ひ
だ
し
た
か
ε
い
ふ
に
、
ま
だ
調
べ
て
居
ら
濾
か
ら
確

さ
口
出
來
漁
が
、
桃
山
位
か
ら
で
は
あ
る
ま
い
か
ε
思
ふ
。

　
分
類
の
節
．
、
少
し
長
い
名
で
ま
つ
か
っ
た
が
、
仕
方
な

し
に
虹
梁
三
束
海
老
虹
梁
式
ご
つ
け
た
の
が
常
代
に
あ
る

や
う
で
あ
る
。
甚
だ
曖
昧
な
記
し
方
だ
が
、
實
は
こ
れ
も

明
通
寺
本
堂
ご
同
機
未
だ
實
物
を
み
た
事
は
な
く
、
同
じ

く
小
さ
い
圏
に
よ
っ
て
か
く
の
だ
か
ら
、
あ
の
時
ご
同
じ

・
心
配
が
な
く
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
併
し
他
の
類
例
か
ら

推
し
て
、
此
時
代
に
か
、
る
妻
鱗
が
あ
り
得
る
ご
思
ふ
か

　
　
　
第
九
巻
　
　
研
究
の
栞
　
　
日
本
古
鑓
築
研
究
の
栞

ら
、
こ
、
に
記
す
の
で
あ
る
。

　
嚢
に
も
記
し
た
蓮
り
、
此
式
は
中
央
の
大
瓶
束
か
ら
左

右
に
海
老
虹
梁
を
多
し
た
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
の
で
あ

る
が
、
此
れ
を
新
意
匠
と
言
へ
ば
言
へ
る
も
の
、
、
蹴
盆
百

計
形
の
上
端
は
其
儘
中
央
の
束
に
つ
け
て
お
き
、
，
そ
こ
を

廻
縛
軸
こ
し
、
下
端
を
上
方
に
動
か
す
ε
こ
の
形
が
下
篇

る
、
大
瓶
束
へ
笈
形
を
つ
け
た
の
は
鎌
倉
時
代
だ
か
ら
、

當
代
に
な
っ
て
此
位
の
考
へ
を
毘
す
の
は
當
然
で
あ
ら
う

ご
思
は
れ
る
、
併
し
さ
う
言
っ
て
了
へ
ば
夫
れ
迄
だ
が
、

矢
張
新
獲
明
で
あ
る
。
　
’

　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
桃
山
時
代
　
に
な
る
と
、
．
妻
飾
は
大
々
的
登
蓮
を
し
た

の
で
、
蓬
麗
な
く
彫
刻
で
埋
め
る
機
に
な
っ
た
、
師
ち
所

謂
彫
刻
海
霧
式
で
あ
る
。

　
第
六
十
二
圖
の
⑥
な
る
大
賢
入
幡
は
、
桃
山
ご
し
て
は

ま
だ
大
に
簡
軍
な
方
で
あ
る
が
、
同
気
⑭
な
る
大
徳
寺
唐

門
に
於
い
て
は
、
冠
木
の
鼻
の
上
に
唐
獅
子
の
九
彫
を
置

き
、
頭
貫
ご
虹
梁
ご
の
問
に
は
牡
丹
唐
草
を
埋
め
、
虹
梁

　
　
　
　
　
　
　
第
二
百
　
　
　
七
一
　
（
二
五
五
）



惨

第
九
巻
　

研
究
の
栞
　
日
本
古
建
築
研
究
の
栞

コ燦六蚕蛾囎寺繍醒［ヨ㊥怪鳥
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攣
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■
．

　
　
　
　
　
　
　
第
二
號
　
　
　
　
・
七
二
　
　
（
二
一
血
山
ハ
）

に
は
袖
引
に
當
る
所
に
象
鼻
を
彫
り
、
若
葉
は
恰
も
其
口

か
ら
出
た
火
烙
の
如
く
で
、
大
瓶
束
の
下
部
結
綿
に
相
回

す
る
所
は
、
象
か
膜
の
様
な
理
想
動
吻
の
頭
を
刻
み
、
其

爾
側
三
角
の
部
分
に
は
、
雲
に
瑞
獣
（
麟
）
が
一
ぱ
い
に
彫

っ
て
あ
り
、
懸
魚
・
破
風
に
至
る
迄
い
ろ
い
ろ
な
意
匠
が

凝
ら
し
て
あ
る
、
だ
か
ら
妻
飾
ご
し
て
は
非
常
に
綺
麗
な

も
の
で
あ
る
。

　
第
六
十
三
圖
な
る
本
涙
本
願
寺
四
脚
門
は
所
謂
向
唐
門

だ
か
ら
、
其
飾
は
妻
飾
で
は
な
い
が
、
奉
唐
門
な
ら
こ
、

は
妻
で
あ
る
し
、
初
め
に
か
い
た
回
り
凹
い
意
味
に
於
い

て
こ
れ
を
妻
飾
ご
し
て
差
支
は
な
い
。
其
装
飾
は
牡
丹
に

唐
獅
子
の
遊
戯
の
場
で
一
ぱ
い
に
な
っ
て
居
り
、
其
下
部

ご
重
の
虹
梁
の
間
は
、
こ
れ
も
亦
雲
に
麟
麟
で
埋
め
て
あ

る
。
其
ほ
ん
ε
う
の
妻
は
三
角
で
、
薄
肉
九
三
の
鶴
が
つ

　
噌け

て
あ
る
。
序
な
が
ら
同
熱
波
の
間
玄
關
入
母
屋
妻
に
は

同
じ
く
薄
肉
九
彫
の
鳳
鳳
が
二
朋
つ
け
て
あ
る
Q

　
同
寺
鐘
櫻
の
妻
の
三
角
は
牡
丹
、
頭
貫
ご
虹
梁
ε
の
間

辱
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・
購
九
巻
　
　
研
究
の
栞
　
　
日
本
古
建
築
研
究
の
栞

，
に
は
、
左
右
に
蕎
三
間
三
一
罐
一
一
談
獄
買
）
、
其

中
央
に
下
方
を
向
い
て
將
に
走
り
出
さ
ん
ご
す
る
如
き
姿

勢
の
九
彫
の
唐
獅
子
を
飾
に
つ
け
て
あ
る
、
日
光
東
照
宮

陽
明
門
前
石
柵
の
親
柱
に
つ
け
て
あ
る
石
の
九
彫
の
「
恐

悦
飛
越
の
獅
子
」
ご
溶
す
る
も
の
は
、
多
分
こ
ん
な
ご
こ

ろ
か
ら
考
へ
つ
い
だ
の
か
も
知
れ
澱
。
そ
し
て
頭
貫
ご
飛

貫
こ
の
間
に
は
桐
・
鳳
鳳
∵
牡
丹
等
の
透
彫
が
入
っ
て
み
る

頗
る
混
雑
し
た
も
の
で
あ
る
（
第
六
十
四
圖
）
。

　
以
上
の
三
つ
の
如
き
も
の
を
「
彫
刻
充
填
式
」
ご
命
名
し

た
の
で
あ
る
。
大
し
て
不
都
合
の
名
ご
は
思
は
諏
。

　
併
し
是
等
は
何
れ
も
小
規
模
の
建
築
に
止
る
の
で
、
大

き
い
も
の
で
は
さ
う
透
き
間
な
し
に
彫
刻
を
う
め
る
事
は

出
來
も
せ
す
、
ま
た
し
も
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
其
一

例
は
同
寺
大
書
院
の
妻
の
如
き
は
、
あ
の
幽
い
面
積
を
狐

格
子
で
埋
め
て
あ
る
が
、
徐
り
に
軍
調
過
る
せ
い
か
其
ま

ん
中
邊
へ
、
三
つ
藤
の
絞
（
今
東
本
願
寺
で
重
に
用
ひ
ら
れ
て
る
ろ
）
を
薄
肉
に
刻

ん
だ
の
を
三
つ
つ
け
て
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
號
　
　
　
七
三
　
（
二
五
七
）



第
九
巻
　

研
究
の
栞
　

日
本
古
建
築
研
究
の
栞

第
二
機

七
四
　
（
二
五
入
）

f

◎

臓■　　ヨ　　秘一婦蓋　　　　　　観，「曇

灘1雛1繋　　　　　灘講難讐

　　　　一　ユー
L　　　　　　⑳　　舗

　　圭
Φ 一

葉
β’

・　　漁”…膏
1「　　1　【

　　o渚凵

　
其
他
、
こ
れ
迄
に
記
し
た
各
種
の
妻
及
び
其
組
合
せ
が

あ
っ
た
事
は
勿
論
で
あ
る
。

　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
江
戸
時
代
　
は
矢
張
桃
山
の
績
き
ご
見
ら
れ
る
。
法
隆

寺
中
門
及
び
同
寺
金
堂
の
現
在
の
妻
飾
（
譲
研
）
の
如
き
は

簡
軍
な
例
で
あ
る
が
、
日
光
・
上
野
・
芝
等
の
露
廟
に
好
例

が
澤
山
に
あ
る
、
假
に
日
光
の
例
を
ご
つ
て
み
る
ご
、
多

く
は
二
重
虹
梁
若
く
は
大
虹
梁
大
瓶
束
式
で
、
廻
廊
の
様

な
小
さ
い
も
の
に
は
家
扱
首
が
多
く
用
ひ
て
あ
る
。

　
日
光
東
照
宮
神
庫
の
妻
は
、
寳
飯
八
幡
ご
同
じ
特
殊
の

も
の
で
あ
る
、
た
“
あ
れ
ご
異
る
こ
こ
ろ
は
、
下
端
は
大

虹
梁
，
左
右
は
大
小
大
瓶
束
，
上
端
は
海
老
虹
梁
で
園
ま

れ
だ
る
四
角
な
察
地
へ
、
南
側
は
薄
肉
彫
大
象
一
疋
づ
》

を
入
れ
、
北
側
は
其
代
り
に
余
り
上
手
で
な
い
牡
丹
唐
草

を
う
め
て
あ
る
事
で
あ
る
（
漂
＋
Y

　
階
上
時
代
に
は
、
切
妻
又
は
入
舞
屋
の
下
方
の
桁
を
少

し
く
前
方
に
持
出
す
混
め
、
前
駆
の
上
に
用
ゆ
る
斗
耕
を

出
組
に
す
る
、
だ
か
ら
斗
枳
上
の
虹
梁
こ
の
間
に
隙
が
禺

尋

「
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一
璽
ヒ

ゆ滋　
　
　
（

第
九
巻
　
　
研
究
　
栞
　
　
日
本
古
建
築
研
究
の
栞

O

來
る
、
此
手
を
埋
め
る
爲
め
支
輪
…
を
用
ゆ
る
事
が
多
い
◎

　
出
來
た
時
は
明
治
で
あ
る
が
、
機
式
か
ら
い
ふ
ご
江
月
、

時
代
の
、
嘗
て
第
四
十
五
圖
◎
に
一
部
を
示
し
た
束
本
願

寺
本
堂
の
妻
は
、
世
に
も
手
の
込
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
こ

ん
な
後
世
の
堂
に
な
る
ご
、
其
額
面
が
正
方
形
に
近
い
か

ら
，
自
然
屋
根
が
大
き
く
な
る
、
そ
し
て
ま
さ
か
妻
入
に

も
出
山
訟
か
ら
矢
張
李
入
で
あ
る
、
だ
か
ら
正
面
か
ら
み

る
ご
隔
る
で
屋
根
回
り
の
楼
で
あ
っ
て
、
別
段
に
立
涙
に

見
せ
る
事
も
出
來
ぬ
赦
、
妻
を
充
分
に
飾
っ
て
よ
く
見
せ

る
の
で
あ
る
。

　
序
に
か
い
て
お
く
が
、
昔
し
は
破
風
の
位
置
が
大
分
引

込
ん
で
み
た
か
ら
、
正
面
か
ら
は
恰
好
が
よ
し
、
妻
も
さ

う
込
入
っ
た
飾
り
も
っ
け
す
、
干
て
薩
張
ビ
し
て
み
て
側
・

，
面
か
ら
も
亦
恰
好
が
よ
か
っ
た
、
鳳
風
堂
の
如
き
は
其
一

例
で
あ
る
一
三
も
飛
鳥
時
代
の
破
風
の
位
畳
は
鳳
風
堂

の
夫
れ
よ
り
出
て
み
る
が
、
溺
れ
に
し
て
も
妻
の
壁
ご
同

　
一
李
而
〔
位
で
あ
る
I
l
ま
然
る
に
後
世
に
な
る
程
前
の
方
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
跳
　
　
　
七
五
　
（
二
五
九
）



　
　
　
第
九
谷
　

研
究
の
栞
　
口
本
宵
建
築
研
究
の
栞

追
出
し
て
き
淀
、
さ
う
す
る
ビ
破
風
は
自
然
大
き
く
な
る

か
ら
、
斜
方
か
ら
で
も
目
立
っ
て
み
ゑ
、
立
密
な
目
標
）

ぱ
a
寓
9
捧
）
に
な
る
。
途
に
は
破
風
の
大
き
い
の
忽
自

慢
し
合
ふ
機
に
な
っ
た
、
馬
鹿
氣
切
っ
た
話
だ
が
事
書
だ

か
ら
致
し
方
が
な
い
、
蒼
蒼
も
何
も
そ
っ
ち
の
け
で
、
破

風
さ
へ
大
き
け
れ
ば
夫
れ
で
註
解
者
は
満
足
し
、
造
っ
た

大
工
は
腕
が
あ
る
ど
い
っ
て
褒
め
ら
れ
、
大
得
意
で
粛
々

繁
昌
す
る
ご
い
っ
た
有
楼
に
な
っ
た
。

　
破
風
の
紬
肌
箏
は
寺
が
町
の
中
に
建
て
ら
る
、
様
に
な
っ

て
か
ら
一
暦
早
し
く
な
っ
た
ら
う
、
属
し
の
様
に
闘
園
が

廣
澗
な
ら
、
比
例
を
無
視
し
て
ま
で
破
風
を
大
き
く
し
、

薗
己
を
廣
罪
す
る
必
要
が
こ
こ
に
あ
ら
う
か
。
さ
う
思
っ

て
み
る
ご
情
駅
酌
量
の
黙
も
あ
る
機
に
考
へ
ら
れ
る
が
、

夫
れ
に
し
て
も
困
っ
た
事
で
あ
る
。
「
ざ
こ
そ
こ
の
堂
は
十

間
四
面
（
こ
れ
に
方
十
全
ビ
い
ふ
意
）
で
字
間
の
破
風
（
獣
躍
環
瞠
翻
）
が
懸
つ

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

て
み
る
が
、
う
ち
の
は
入
間
四
面
の
堂
だ
の
に
活
間
の
破

風
で
あ
る
」
ビ
い
ふ
風
に
自
…
慢
ず
る
、
會
ま
恰
好
に
留
意

　
　
　
　
　
　
　
第
二
號
　
　
　
　
七
六
　
　
（
二
六
〇
）

す
る
。
大
工
が
あ
っ
て
、
堂
不
相
當
の
破
風
を
要
求
さ
れ

た
場
合
等
に
、
註
文
者
に
向
ひ
其
場
を
説
明
す
る
ε
、
不
・

心
得
千
萬
ご
あ
っ
て
早
世
お
沸
箱
に
な
っ
て
了
ふ
さ
う
で

あ
る
。
い
く
ら
糖
葉
抜
群
で
も
食
は
す
に
は
居
ら
れ
ぬ
か

ら
、
心
な
ら
ず
も
分
ら
で
屋
の
意
を
迎
へ
、
不
恰
好
な
。

の
を
造
る
の
だ
さ
う
な
、
果
し
て
さ
う
な
ら
豫
て
の
持
論

で
あ
る
大
工
の
激
育
よ
り
も
、
先
づ
第
一
に
註
交
者
側
の

頭
を
改
良
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
・

　
湿
れ
は
膨
れ
ビ
f
て
、
一
兀
に
繰
旧
り
第
山
ハ
十
六
圖
は
よ
く

江
芦
時
代
末
期
の
様
式
を
現
は
し
て
み
る
、
圓
が
小
さ
く

て
減
り
に
く
い
か
ら
一
慧
説
明
を
し
て
お
く
。
先
づ
下
か

ら
だ
ご
前
例
…
新
し
い
建
築
に
於
い
て
は
、
前
野
の
上

　
ス
オ
ホ
ヒ

に
須
覆
こ
い
ふ
横
木
を
も
う
一
本
渡
し
て
あ
る
の
が
心
学

で
あ
る
、
1
の
上
に
七
具
の
出
組
の
斗
族
を
置
き
て
大
虹

梁
を
支
へ
し
め
、
紅
土
に
同
じ
く
五
二
の
出
組
の
斗
供
及
・

び
二
重
目
の
大
蚊
梁
が
あ
る
。
此
斗
借
問
は
、
下
方
の
刷
恥

毛
板
に
は
浪
、
上
方
は
慕
股
で
飾
っ
て
あ
る
。
二
重
目
め



大
蚊
梁
上
に
は
左
右
に
大
瓶
束
、
中
央
に
は
内
に
蓑
維
の

彫
刻
を
入
れ
た
大
墓
股
が
あ
り
、
爾
丹
碧
に
は
格
狭
間
が

あ
る
、
も
一
つ
其
上
が
三
重
目
の
虹
梁
で
、
中
央
に
笈
形

附
大
瓶
束
を
お
く
、
だ
か
ら
下
か
ら
見
る
ε
、
二
重
目
の

虹
梁
迄
に
は
出
紐
が
二
度
繰
り
返
し
て
あ
る
か
ら
、
大
分

に
出
て
み
る
、
製
出
だ
ビ
こ
ろ
は
支
輪
で
塞
い
で
あ
る
、

斯
楼
に
二
度
も
出
す
の
は
破
風
を
大
な
ら
し
む
る
目
的
で

あ
る
。
そ
し
て
破
風
は
全
部
青
海
波
の
模
襟
を
施
し
た
銅

板
で
包
み
、
舞
み
・
腰
及
び
破
風
尻
と
に
金
銅
飾
金
具
を

打
ち
、
懸
魚
は
舞
み
の
も
降
り
の
も
何
れ
も
三
花
で
、
こ

れ
華
飾
金
具
で
す
つ
か
り
囲
い
て
る
る
、
だ
か
ら
非
常
に

復
難
な
も
の
で
あ
る
、
だ
か
ら
仕
方
な
し
に
「
混
成
復
合

式
」
ビ
命
名
し
た
の
で
あ
る
。
澤
山
の
種
類
の
も
の
が
だ

“
並
べ
た
う
上
下
に
な
っ
た
り
し
て
置
て
あ
る
丈
け
で
、

全
膿
ご
し
て
も
統
一
な
く
、
簡
素
な
尿
里
馬
や
二
重
虹
梁

墓
股
に
及
ば
ざ
る
事
遠
し
で
あ
る
Q

　
此
れ
よ
り
少
し
簡
軍
な
の
に
は
、
知
恩
院
阿
彌
陀
堂
が
、

　
　
　
第
九
・
巻
　
　
研
究
の
栞
、
　
日
本
古
藪
下
研
究
の
栞

い
漫
例
に
な
る
、
ド
七
重
入
母
屋
造
の
佛
殿
で
、
お
そ
ろ
し

く
大
き
な
破
風
が
か
け
て
あ
る
。

東
海
道
は
豊
橋
騨
に
新
築
す
る
さ
う
で
あ
る
豊
州
稻
荷

の
豊
川
閣
は
、
零
墨
圖
で
み
る
ご
七
間
十
二
面
二
重
入
母

屋
妻
入
の
廣
大
な
も
の
で
、
妻
飾
は
例
の
出
組
三
斗
や
支
，

輪
や
墓
股
や
い
ろ
い
ろ
な
も
の
を
用
ひ
て
あ
る
が
、
こ
れ
「

は
未
だ
鵠
來
て
る
諏
さ
う
だ
か
ら
．
今
の
う
ち
な
ら
ざ
う

で
も
な
る
。
こ
ん
な
種
類
の
型
に
餓
つ
た
の
は
下
る
所
に

ざ
ら
に
あ
る
。

　
最
後
に
京
都
市
に
あ
る
極
く
新
し
く
て
難
解
墾
っ
て
み

る
の
を
暴
げ
て
お
く
、
寺
町
右
四
條
下
る
東
側
に
透
董
寺
・

ご
い
ふ
寺
が
あ
る
、
こ
れ
は
門
の
袖
塀
の
壁
が
薄
紅
色
の

漆
喰
で
塗
っ
て
あ
る
か
ら
直
に
鋼
る
。
門
を
入
る
ご
突
き

當
が
本
堂
で
あ
る
が
，
入
母
屋
造
灘
破
風
の
妻
入
で
、
妻

飾
は
狐
格
子
、
正
面
三
間
、
中
央
の
問
は
扉
を
釣
込
み
、

爾
脇
の
問
は
花
頭
窓
、
勾
欄
附
の
橡
が
あ
り
、
木
階
数
級

で
此
橡
に
昇
る
様
に
田
來
て
る
る
甚
だ
奇
抜
な
意
匠
で
あ
『

　
　
　
　
　
　
　
第
二
號
　
　
　
　
七
七
　

（
二
六
一
）



　
　
毒
第
、
九
巻
　
　
硫
究
の
栞
　
　
鼠
木
古
建
築
研
究
の
窺

る
σ
入
舞
屋
妻
入
で
狐
格
子
を
妻
飾
ご
し
て
む
る
丈
け
な

ら
差
支
な
い
が
、
趨
破
風
は
ざ
う
も
養
だ
、
本
堂
こ
し
て

威
嚴
が
な
い
。
ざ
う
せ
新
築
す
る
な
ち
同
じ
金
で
も
つ
ε

い
、
も
の
が
出
挙
た
ら
う
に
、
惜
し
い
事
を
し
た
も
の
で

あ
る
Q

　
書
け
ば
限
も
が
な
い
か
ら
、
妻
飾
の
記
載
は
此
位
に
し

て
お
く
が
、
錘
倉
時
代
に
あ
っ
た
上
土
門
の
妻
も
亦
一
様

、
式
ご
し
で
記
録
さ
る
べ
き
で
あ
ら
う
。
維
ご
し
て
は
、
其

最
も
完
麗
な
例
は
、
『
類
焼
阿
彌
陀
維
趨
』
（
榊
奈
順
縣
干
鰯
寺
藏
。
鎌
倉
時
代
。
）

に
あ
る
、
興
妻
飾
の
輪
廓
…
は
、
恰
も
法
隆
寺
暖
室
院
雫
唐

円
の
輪
極
ε
同
じ
で
あ
る
。
こ
れ
迄
二
度
許
り
引
合
に
出
∵

し
た
『
法
然
上
入
行
…
状
絡
圖
』
に
も
、
略
此
ご
同
程
度
の
い

、
例
を
見
出
し
得
る
で
あ
ら
う
Q
此
と
同
じ
楼
式
で
耶
唐

門
の
襟
な
妻
を
も
2
・
み
る
の
が
、
多
古
襲
來
絡
釜
（
㈱

暴
言
犠
章
）
に
あ
る
が
、
後
襟
或
は
震
書
し
た

方
が
い
、
か
も
知
れ
ぬ
、
）
出
所
は
マ
寸
劇
〃
ら
濾
が
、
い
つ

　
　
　
　
　
　
　
徽
潤
∵
號
　
　
　
　
七
輪
　
　
（
二
六
二
）

れ
絡
単
物
か
ら
探
っ
た
ざ
思
は
る
、
い
、
圖
が
「
工
業
大

雪
畿
戸
］
に
凱
て
る
る
、
併
し
其
説
明
に
「
…
…
專
ら
中
古
武

家
居
館
の
門
こ
し
て
用
ひ
ら
れ
し
も
今
は
な
し
」
ご
あ
る

が
成
程
精
確
に
い
ふ
ご
ム
ー
は
ご
い
、
け
れ
ざ
も
、
た
“
屋

根
葺
の
材
料
が
異
っ
て
み
る
丈
け
で
、
類
似
晶
な
ら
立
派

な
の
が
あ
る
。

　
年
例
で
は
、
實
際
に
土
は
上
っ
て
ゐ
楓
が
、
．
此
提
式
を
・

も
っ
て
み
る
の
が
、
法
隆
寺
ざ
東
大
寺
ご
に
残
っ
て
み
る

の
は
珍
こ
せ
ね
ば
な
ら
澱
。
前
者
は
法
隆
寺
南
大
門
を
入

っ
て
左
側
二
つ
目
の
門
で
、
近
頃
修
理
し
て
立
涙
に
な
っ

た
、
こ
れ
は
櫓
皮
を
以
て
葺
い
て
あ
る
が
、
雨
妻
の
飾
板

の
上
部
に
近
く
、
小
木
片
が
恰
も
棟
木
が
画
板
を
突
き
抜
，

い
た
如
く
に
つ
い
て
み
る
、
こ
れ
は
、
前
記
脳
落
焼
阿
彌
・

陀
級
漣
』
の
絡
に
出
て
み
る
の
こ
全
く
同
一
で
あ
る
。

　
此
れ
に
比
べ
る
ε
、
東
大
寺
搭
頭
賓
嚴
院
の
門
ば
す
っ

ご
落
ち
る
、
爾
妻
の
板
も
ま
つ
い
形
だ
し
、
殊
に
其
下
繰

中
央
に
一
種
の
曲
線
よ
り
成
る
察
駈
を
作
っ
て
あ
る
の
は



無
意
昧
で
あ
る
、
其
上
衿
下
の
板
の
輪
廓
な
み
に
全
部
淺

琵
葺
に
し
て
あ
る
か
ら
、
う
っ
か
り
し
て
み
る
ご
拙
い
李

唐
門
ご
問
蓮
へ
る
位
で
あ
る
。
此
寺
の
往
職
は
、
此
門
は

「
花
上
円
」
で
他
に
な
い
珍
ら
し
い
も
の
だ
、
こ
い
ふ
の
は

門
の
上
に
土
が
、
集
せ
て
あ
る
か
ら
．
そ
こ
へ
四
季
折
々
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

花
を
植
え
る
の
だ
、
ご
言
っ
た
。
憎
花
上
門
」
ご
は
ハ
ナ
ア

ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ

ゲ
モ
ン
ご
認
む
の
だ
さ
う
で
あ
る
。
其
名
の
擦
て
煮
た
班

以
の
當
否
は
姑
く
欝
き
、
初
め
て
き
い
た
名
だ
か
ら
、
い

ろ
い
ろ
調
べ
て
み
だ
が
、
神
機
か
。
名
聾
は
つ
い
見
凄
せ
な

か
っ
た
◎
或
は
畏
し
の
本
に
で
も
出
て
み
る
名
か
も
知
れ

ぬ
、
も
し
さ
う
な
ら
、
幽
文
か
國
史
の
専
門
家
の
澱
を
乞

は
ぬ
ご
、
私
に
は
一
寸
認
晒
べ
か
ね
る
。

　
寺
の
庫
裏
の
妻
も
一
種
の
式
を
な
し
て
み
る
、
こ
れ
に

は
大
瓶
束
や
海
老
虹
梁
等
を
用
ひ
だ
の
も
あ
る
が
、
縦
横

材
が
主
だ
か
ら
、
矢
張
縦
横
学
に
入
れ
て
も
い
、
様
に
忽

は
れ
る
が
、
併
し
さ
う
な
る
ご
大
証
の
妻
の
楼
な
、
眞
の

縫
横
材
の
み
の
ε
留
別
が
出
來
な
く
た
．
る
塵
が
な
い
で
も

　
　
　
簸
九
巻
　

研
究
の
栞
　
a
本
古
建
築
研
究
の
栞

な
・
い
、
其
上
、
庫
裏
に
よ
っ
て
は
破
風
を
途
中
か
ら
接
い

だ
の
が
あ
る
、
無
論
態
ご
接
い
だ
の
で
、
接
手
は
重
な
っ

て
み
る
。

　
此
れ
は
冠
し
、
本
山
か
何
か
で
な
い
以
上
、
三
間
以
上

の
庫
裏
は
建
て
ら
れ
な
か
っ
た
、
で
も
三
問
で
は
小
さ
く

て
困
る
、
そ
の
特
破
風
を
途
中
か
ら
つ
ぐ
、
さ
う
す
る
ご

接
手
か
ら
先
は
癩
ご
い
ふ
事
に
な
り
差
支
な
か
っ
た
、
だ

か
ら
大
概
は
こ
ん
な
事
に
し
た
。
但
し
こ
れ
は
箪
に
京
都

及
び
其
附
近
丈
け
に
止
り
、
一
般
地
方
に
迄
は
及
ば
な
か

っ
た
の
か
も
知
れ
澱
、
今
引
渡
り
氣
を
つ
け
す
從
て
少
し

も
寵
憶
に
も
な
い
し
、
手
帳
に
も
拍
へ
て
な
い
か
ら
、
ざ

う
で
あ
る
か
今
急
に
は
わ
か
ら
滋
。

　
宇
治
の
黄
孤
山
萬
編
寺
の
諸
建
物
は
、
大
部
分
が
大
饗

の
妻
壁
に
縫
横
材
か
ら
成
っ
て
み
る
、
だ
か
ら
此
等
は
同

じ
，
’
も
縦
横
式
し
で
い
～
筈
で
あ
る
が
、
庫
裏
は
少
し
く
異

な
っ
て
居
り
、
其
屋
根
は
本
葺
で
、
破
風
は
途
中
で
接
い

で
あ
う
、
手
の
方
で
は
流
の
途
申
に
瘤
ご
主
崖
ど
の
涯
別

　
　
　
　
　
　
　
鱈
〃
翠
黛
伽
　
　
　
　
・
七
九
　

（
二
山
ハ
一
二
）



　
　
　
第
九
巻
　

研
究
の
栞
　

日
本
古
建
築
研
寵
の
栞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
や
み
か
に
ら
　
あ
コ
ぷ
み
か
は
ら

を
現
す
べ
く
、
軒
先
ご
同
じ
楼
に
疏
屍
ご
花
　
琵
ご
を
一

’
蓮
）
並
べ
て
み
る
。
京
鄭
市
本
能
寺
の
は
。
破
風
接
手
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
め
ふ
た

ε
こ
ろ
に
隅
具
墜
を
讐
留
脂
漏
）
を
の
せ
て
此
の
騎

・
を
つ
け
て
あ
る
丈
げ
で
、
李
の
方
は
全
書
が
擾
琵
葺
だ
か

ら
別
に
欝
欝
を
つ
け
て
な
い
。
萬
煽
寺
や
本
能
寺
は
本
山

丁
だ
か
ら
。
墨
絵
に
せ
ぬ
で
も
い
、
の
に
ご
思
ふ
が
ざ
う
し

・
た
の
か
。
其
他
京
郡
盲
寺
町
四
條
・
五
條
の
間
に
あ
る
寺

・
に
は
此
式
が
多
い
、
其
一
例
は
寺
町
下
り
綾
小
路
を
下
っ

て
、
少
し
行
く
ご
左
手
に
狭
い
曲
つ
淀
横
晦
、
が
あ
る
、
其

場
町
を
富
永
町
（
俗
に
長
寺
通
り
）
こ
い
ふ
が
、
萎
泉
町
へ
曹
う

・
ε
す
る
｝
二
軒
手
晶
溺
｛
果
側
に
垂
一
光
寺
ビ
い
ふ
寺
が
あ
る
。

・
今
度
は
富
永
町
を
曲
っ
て
暫
く
行
く
ε
、
北
側
に
勝
圓
寺
．

ぎ
い
ふ
寺
が
あ
る
。
此
二
幅
の
庫
裏
は
、
圭
破
風
の
尻
に

立
派
な
絡
禦
つ
け
て
あ
り
藤
壷
）
、
芒
其
後
ろ

に
重
な
り
合
っ
て
廟
破
風
を
つ
け
た
頗
る
入
念
の
仕
事
が

r
し
て
あ
る
。
斯
歪
な
手
法
は
前
に
も
書
い
た
通
り
、
京
都

弓
及
び
其
附
近
に
の
み
行
は
れ
え
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
號
　
　
　
　
八
○
　
　
二
論
ハ
四
）

か
も
知
れ
孤
が
、
謙
れ
に
し
て
も
確
か
に
庫
裏
の
妻
の
｝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
り
り

特
色
9
二
言
へ
や
う
、
だ
か
ら
、
こ
ん
な
の
を
総
て
引
包
め

て
「
庫
裏
式
」
ε
い
ふ
名
に
し
て
は
ざ
う
か
。
私
は
此
の
名

は
至
極
適
當
だ
ε
思
ふ
。
但
し
京
都
市
妙
法
院
の
は
特
別

で
、
入
舞
屋
妻
入
、
脚
…
破
風
の
要
害
附
、
妻
飾
虹
梁
大
瓶

東
ビ
い
ふ
堂
々
た
る
も
の
で
あ
る
．
此
庫
裏
は
豊
大
閤
千

僧
供
養
の
奮
建
物
ご
簿
へ
、
屋
根
に
慶
長
九
年
の
銘
の
あ

る
鬼
琵
が
の
っ
て
み
る
大
き
な
建
物
で
あ
る
Q

　
長
騎
の
楽
厩
警
護
法
堂
妻
の
如
き
飾
を
有
す
る
の
は
、

異
例
ご
し
て
鋼
扱
に
し
た
方
が
よ
か
ら
う
、
斯
の
如
き
は

「
明
式
」
ご
で
も
し
て
お
く
か
。

　
奈
良
の
有
名
な
「
北
出
十
入
魂
β
」
、
一
奈
良
市
興
善
院

町
所
在
」
一
は
、
随
時
随
所
に
模
楼
替
及
び
修
繕
が
施
さ

れ
た
形
…
跡
は
歴
然
で
、
典
上
今
随
分
に
ひ
ざ
く
な
っ
て
居

り
、
荒
れ
果
て
、
殆
ん
ざ
手
が
つ
け
ら
れ
ぬ
位
で
、
寧
ろ

姥
っ
て
み
る
の
が
不
思
議
な
位
で
あ
る
。
其
北
端
は
問
題

に
准
ら
澱
が
、
南
端
は
取
れ
で
も
純
然
た
る
「
縫
解
式
」
で



あ
り
、
今
で
は
棟
木
を
支
持
せ
る
東
上
に
、
唯
一
つ
残
れ

る
斗
に
古
を
偲
ぶ
の
み
な
る
が
、
猶
且
何
慮
ご
な
し
に
鎌

倉
の
臭
ひ
が
し
て
る
る
Q
で
今
か
い
た
様
に
現
在
は
「
縦

横
式
」
だ
が
、
書
初
は
さ
う
で
な
く
て
「
琢
技
首
」
で
あ
っ

た
ら
う
ご
思
据
れ
る
、
併
し
こ
れ
は
全
く
謹
糠
は
な
い
、

た
や
私
が
さ
う
患
ふ
丈
け
で
あ
る
。

　
奈
良
の
春
日
紳
就
廻
廊
に
つ
い
て
み
る
内
侍
門
・
清
浄

門
等
の
妻
飾
も
亦
二
重
蚊
梁
纂
股
で
あ
る
，
現
今
の
は
交

・
久
二
年
の
建
築
だ
か
ら
、
本
殿
同
様
材
料
は
新
し
い
が
、

機
式
は
、
町
彫
本
殿
同
国
古
い
ご
見
て
よ
か
ら
う
、
果
し

て
然
ら
ば
此
の
式
ぽ
治
承
三
年
か
ら
さ
う
で
あ
っ
て
、
夫

れ
が
績
い
て
る
る
の
で
あ
る
。
併
し
こ
の
こ
重
虹
梁
慕
股

は
．
此
等
の
門
が
廻
廊
の
問
に
擁
り
、
其
上
屋
根
の
差
が

．
左
程
に
な
い
か
ら
、
内
側
か
ら
見
得
る
の
み
で
あ
る
。

　
同
境
内
末
就
の
う
ち
。
多
賀
・
椿
本
紳
懸
盤
の
は
大
聖

・…

ﾒ
で
飾
っ
て
あ
る
、
此
れ
等
は
初
め
に
掲
げ
た
分
類
の
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く

，
師
ち
虹
梁
纂
股
式
を
一
履
甚
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
纂
股

　
　
　
・
錐
九
巻
　
　
碑
究
の
栞
　
　
口
本
宵
建
柴
研
究
の
粟

が
大
鐘
に
大
き
過
ぎ
て
恰
好
甚
だ
宜
し
ぐ
な
い
。

　
そ
こ
へ
行
く
ご
、
同
じ
く
江
戸
時
代
で
は
あ
る
が
、

都
市
入
坂
襲
撃
境
内
、
末
赴
蛭
子
魁
魁
殿
一
標
式
が
特

殊
だ
か
ら
蔵
園
造
こ
い
ふ
名
が
つ
け
て
あ
る
一
の
妻
に

用
ひ
て
あ
る
大
板
纂
股
の
方
が
、
形
も
い
、
し
、
釣
合
も

こ
れ
て
み
て
、
春
縫
の
末
飛
よ
う
歎
塗
上
に
位
す
る
事
が

毘
馨
る
。

r：：
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．N 秩F
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レ
…
小
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京
都
市
在
住
の
護
者
諸
潜
窟
は
、
時
々
岡
崎
公
國
を
散

歩
せ
ら
る
、
で
あ
ら
う
。
假
に
岡
崎
公
園
前
で
電
車
を
下

う
橋
を
渡
る
ご
、
左
手
に
公
心
墨
が
あ
る
。
留
れ
は
御
大

典
の
時
の
建
物
の
内
を
、
市
が
宮
内
省
か
ら
貰
ひ
受
け
、

公
會
堂
ざ
し
て
あ
す
こ
へ
建
て
た
の
だ
こ
穿
て
き
い
て
み

る
が
、
當
時
私
は
ま
だ
京
都
に
往
ん
で
み
な
か
っ
た
か
ら

間
違
っ
て
み
る
か
も
知
れ
．
ぬ
ヤ
併
し
兎
に
角
一
、
此
建
物
に

は
入
母
屋
や
切
妻
が
幾
つ
か
あ
う
、
其
「
魂
．
飾
」
は
狐
格
子

　
　
　
　
　
　
　
第
二
盤
　
　
入
轡
（
二
六
五
）



　
　
　
第
九
巻
　

研
究
の
栞
　
日
本
古
建
築
研
究
の
栞

か
家
禽
首
で
あ
る
。
正
面
中
央
営
養
葺
の
大
き
な
車
寄
に

用
ひ
て
あ
る
墓
股
は
、
其
形
は
鎌
倉
時
代
の
遠
慮
の
な
い

模
倣
で
あ
る
が
、
上
に
二
つ
斗
を
の
せ
て
あ
る
。
右
の
う

ち
、
狐
格
子
は
可
も
な
し
不
可
も
な
し
、
筆
癖
首
は
少
し

細
過
ぎ
る
ご
思
ふ
、
慕
股
上
の
二
つ
斗
は
何
だ
か
少
し
鍵

で
あ
る
。

　
公
會
堂
の
後
ろ
郎
ち
北
側
に
武
徳
殿
が
あ
る
．
い
つ
出

好
た
の
か
知
ら
澱
が
、
外
面
如
何
に
も
岩
乗
で
、
撃
剣
や

虚
言
を
や
っ
て
、
ざ
の
位
暴
れ
て
も
大
丈
夫
ら
し
い
の
は

至
極
よ
ろ
し
い
が
、
其
妻
は
縦
横
式
で
型
に
攣
り
、
乾
燥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ソ
ヅ
ブ

無
味
噛
緊
め
て
み
て
も
昧
も
何
も
出
な
い
こ
ご
肉
汁
の
だ

し
が
ら
の
如
く
、
お
負
け
に
此
れ
よ
）
拙
く
は
爵
家
ぬ
ご

い
っ
π
襟
な
、
墾
挺
な
曲
線
の
輪
廓
を
も
つ
た
．
不
恰
好

な
珍
懸
魚
が
破
風
の
笄
み
か
ら
ぶ
ら
下
っ
て
み
る
。
本
館

の
後
面
郎
ち
北
側
に
、
一
宮
｝
面
向
唐
破
風
の
車
寄
が
つ

け
て
あ
る
、
こ
れ
は
私
は
未
だ
内
部
を
み
た
事
が
な
い
か

ら
違
ふ
か
も
知
れ
漁
が
、
多
分
貴
賓
席
が
北
側
に
ご
つ
て

　
　
　
　
　
　
　
餓
〃
二
號
　
　
　
　
入
二
　
　
（
二
山
ハ
六
）

あ
る
の
で
、
態
々
こ
ち
ら
側
へ
つ
け
た
も
の
ご
想
像
し
て

み
る
が
、
べ
た
M
面
の
彫
刻
が
用
ひ
て
あ
り
、
例
の
竈
岡

式
の
亜
流
で
あ
る
、
同
氏
に
私
淑
し
て
み
る
入
の
仕
事
だ

ら
う
Q
曲
線
も
割
合
に
上
手
で
大
海
は
似
て
み
る
が
、
充

分
意
昧
が
呑
込
め
す
に
や
っ
た
の
で
あ
る
、
故
人
自
ら
手

を
下
し
た
の
で
な
い
こ
ご
は
明
ら
か
で
あ
る
。
本
館
が
あ

の
有
襟
で
、
夫
れ
に
つ
い
て
み
る
車
寄
が
こ
の
有
様
だ
か

ら
、
全
然
異
な
っ
た
も
の
を
勝
手
に
二
つ
並
べ
た
こ
ご
に

な
っ
て
み
る
，
だ
か
ら
、
「
木
に
竹
を
接
い
だ
様
だ
」
こ
か

「
狐
を
馬
に
乗
せ
た
様
だ
」
ご
か
い
ふ
の
は
、
私
は
未
だ
ざ

ち
ら
も
實
験
し
た
事
は
な
い
が
、
多
分
こ
ん
な
の
を
形
容

す
る
の
に
適
當
な
文
句
だ
ら
う
ご
思
ふ
。
拙
い
に
せ
よ
本

館
が
先
き
に
建
っ
て
る
た
の
ら
し
い
か
ら
、
車
寄
を
つ
け

る
な
ら
本
館
に
倣
ひ
、
そ
し
て
も
つ
ざ
洗
練
し
た
細
部
を

も
た
せ
て
つ
く
る
べ
き
で
あ
る
、
た
や
無
暗
に
慮
分
の
腕

を
見
せ
る
つ
も
う
（
？
）
で
、
近
所
お
構
ひ
な
し
に
計
劃
す

る
も
の
だ
か
ら
あ
ん
な
…
攣
な
結
果
に
な
っ
て
了
つ
π
の
で



あ
る
◎
萬
一
私
の
こ
の
想
像
が
間
違
で
、
本
館
の
計
易
者

が
同
時
若
し
く
は
後
に
あ
の
車
寄
を
つ
け
た
の
な
ら
、
夫

れ
は
言
語
溢
断
で
あ
る
。
何
れ
に
し
て
も
あ
れ
は
い
け
な

い
。

　
武
徳
殿
の
東
隣
は
李
安
憩
宮
で
あ
る
。
大
極
殿
及
び
青

龍
・
・
暴
虎
楼
の
妻
を
み
れ
ば
、
此
等
の
建
物
が
李
安
大
極

殿
の
模
造
な
ら
い
、
が
、
復
原
し
た
つ
も
b
な
ら
そ
こ
に

時
代
錯
誤
の
あ
る
の
に
氣
が
つ
く
で
あ
ら
う
。

　
　
9
／
凝
　
　
　
　
　
　
罵
畠
　
　
　
　
　
μ
択
　
　
　
　
　
　
7
，
認
　
　
　
　
　
　
罵
㌫
　
　
　
　
　
顎
“

　
・
以
上
は
た
や
岡
崎
公
園
に
、
現
存
の
建
物
に
つ
い
て
、
一

寸
氣
の
つ
い
淀
ご
こ
ろ
を
簡
軍
に
記
し
た
置
け
で
あ
る
か

ら
も
つ
ご
精
し
く
細
部
に
眼
を
つ
け
た
ら
、
も
つ
ご
種
々

氣
の
つ
く
黙
も
あ
る
で
あ
ら
う
Q
其
他
散
歩
の
序
に
魯
所

の
少
し
く
際
立
っ
た
諸
建
物
を
親
察
す
る
こ
ご
を
併
せ
て

物
拗
め
す
る
。

　
　
　
　
訂
正
増
補
及
正
誤

　
第
八
巻
第
四
號
第
一
三
九
頁
上
段
九
行
国
「
無
い
ε
恰
好
が
ミ

れ
な
い
」
の
次
に
、
左
の
十
九
行
を
入
れ
る
。

　
　
照
破
風
や
起
被
風
に
は
大
概
つ
い
て
み
る
が
、
膚
破
風
に
は

　
全
然
早
い
九
の
も
あ
る
。
照
破
堀
、
の
例
で
は
玉
壷
厨
子
で
あ
る

第
九
巻
　
研
究
の
粟
　
“
本
読
延
築
研
究
の
業

が
こ
れ
は
工
事
品
で
も
あ
る
し
、
私
は
少
し
く
疑
を
存
し
て
ゐ
・

る
鮎
も
あ
る
か
ら
暫
く
措
く
ε
す
る
S
、
他
に
心
事
は
今
な
・

い
。
後
者
の
例
で
は
す
？
こ
降
て
桃
山
時
代
、
醍
醐
三
野
院
．
の

葵
の
間
の
方
ら
表
書
院
の
方
へ
行
く
取
合
せ
に
、
一
間
一
面
唐

破
風
造
の
小
建
物
が
あ
る
が
、
此
唐
破
風
輪
こ
、
次
は
江
戸
時
代

で
、
京
都
市
吉
田
紳
祉
大
元
宮
の
後
方
に
突
出
し
た
部
分
に
あ
、

る
唐
破
風
に
も
、
同
じ
く
初
め
か
ら
懸
魚
郎
ち
兎
の
毛
際
が
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
も
｝
つ
私
の
知
っ
て
み
る
の
で
は
、
有
名

な
慈
照
寺
の
東
求
堂
へ
行
か
う
ε
す
る
、
こ
れ
も
三
聖
院
の

　
　
　
　
　
ゆ

合
ミ
同
じ
く
取
合
せ
の
S
こ
ろ
に
、
一
方
丈
け
唐
破
風
が
あ
り
、

夫
れ
に
懸
魚
が
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
は
時
代
が
い
つ
頃
で
あ
っ

た
か
今
全
く
記
憶
が
な
い
か
ら
、
い
つ
れ
其
内
調
べ
る
こ
ミ
に
．

す
る
つ
も
り
で
あ
る
。
突
襟
に
懸
魚
の
な
い
例
が
、
今
の
ε
こ
・

ろ
少
な
く
ミ
も
三
箇
所
に
あ
る
が
、
何
ε
な
し
に
物
足
り
な
く
・

て
面
白
く
な
い
。
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大
正
十
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年
十
一
月
三
十
臼
選
嫌
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二
十
九
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