
厨
究
，
の
柔

日
本
古
建
築
研
究
の
栞

（
第
十
七
回
）

第
二
＋
五
祐

瓦
　
（
下
）

　
　
　
　
充
　
當
文
　
楼

　
　
　
二
、
逮
花
唐
草
－
菊
水
唐
草

　
侵
に
狂
花
唐
草
ご
い
ふ
は
、
中
心
飾
こ
し
て
必
ず
横
向

き
の
還
花
が
あ
り
、
其
左
右
か
ら
は
前
代
よ
り
織
承
せ
る

唐
草
が
出
て
、
逸
れ
に
花
や
蕾
等
が
つ
い
て
み
る
の
を
指

す
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
中
心
飾
た
る
蓮
花
が
菊
花
に
・

鍵
）
、
麿
草
中
の
憲
髪
が
水
に
な
っ
た
の
を
菊
水
唐
草
ビ

呼
ん
だ
の
で
あ
る
。

　
　
　
第
十
一
巻
　
　
碑
究
の
業
　
　
日
本
宵
建
築
研
究
の
栞

工
學
博
士
　
天
　
沼

俊

一

　
ゆ
　
ゆ
　
ゆ
　
ゆ

　
蓮
花
唐
草
は
不
安
後
期
に
出
來
た
標
で
あ
る
、
少
な
く

ご
も
遽
物
か
ら
は
さ
う
で
あ
る
。
此
れ
は
図
示
し
な
か
っ

た
が
、
中
央
に
満
開
の
瀧
花
を
斜
に
一
丁
度
醍
醐
寺
五

重
塔
初
重
内
部
装
飾
文
楼
中
に
あ
る
最
の
蓮
の
様
な
の
を

一
つ
け
、
爾
方
に
出
た
唐
草
の
爾
端
に
近
く
蕾
が
つ
い

て
み
る
も
の
で
あ
る
。

　
次
に
第
百
○
二
圖
に
就
て
記
載
を
試
み
る
が
、
此
の
圖

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

に
示
せ
る
十
圖
の
内
㊥
1
◎
の
六
つ
は
鎌
倉
で
、
㊧
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
ゆ
　
の

ら
㊨
ま
で
の
四
つ
は
室
町
時
代
ビ
思
は
る
、
の
で
あ
る
」

　
㊥
は
此
の
種
で
は
可
な
り
町
嘩
な
も
の
で
、
中
央
の
横

　
　
　
　
　
　
　
第
一
號
　
　
一
三
三
　
（
一
三
一
ご
）



　
　
　
第
十
一
巻
　
　
研
究
の
栞
　
　
巳
本
古
建
築
研
究
の
栞

向
き
の
蓮
か
ら
出
た
唐
草
に
、
中
3
5
飾
ご
同
じ
形
の
花
が

二
つ
ε
蕾
が
唄
つ
つ
い
て
る
る
。
こ
ん
な
に
澤
山
に
花
だ

の
蕾
だ
の
が
つ
い
て
み
る
の
は
な
い
。
而
も
可
な
り
よ
く

便
化
さ
れ
て
み
る
が
、
外
側
の
花
欝
が
曲
っ
て
先
が
尖
っ

て
み
る
こ
こ
ろ
は
、
何
だ
か
烏
賊
の
ロ
器
の
樵
で
大
し
て

戚
心
が
出
密
な
い
。

　
㊤
は
拓
本
か
ら
か
い
た
も
の
で
、
黒
く
し
た
の
で
こ
れ

も
ま
た
少
し
憂
に
な
っ
た
が
、
中
心
の
蓮
は
全
く
横
を
向

き
、
雨
端
の
憲
髪
の
先
か
ら
小
さ
い
葉
が
出
て
み
る
。
唐

草
の
形
ま
π
左
右
等
じ
く
な
い
。
此
の
唐
草
は
決
し
て
よ

く
は
な
い
が
、
よ
く
時
代
を
現
は
し
て
み
る
。

　
㊧
に
至
っ
て
は
饗
は
三
枚
に
な
っ
て
了
ひ
、
且
つ
最
絡

の
唐
草
の
末
端
を
巻
き
込
む
代
り
に
点
き
に
蕾
が
つ
い
て

み
る
。

　
⑳
は
中
心
飾
花
に
子
房
が
見
え
、
眠
流
に
三
つ
迄
實
が

あ
る
，
唐
草
・
も
割
合
に
よ
く
左
右
の
蕾
も
孚
分
は
開
い
て

み
て
、
全
都
ε
し
て
賑
か
で
い
、
琵
で
あ
る
◎

　
　
　
　
　
　
　
錐
一
號
　
　
　
一
三
四
　
（
一
三
四
）

　
⑤
の
中
心
花
は
大
分
菊
花
の
楼
に
見
え
て
寒
た
Q
爾
方

の
唐
草
も
怒
り
懇
さ
過
ぎ
て
み
る
機
で
あ
る
。

　
◎
は
痴
り
簡
輩
過
ぎ
て
つ
ま
ら
澱
が
、
瀧
が
楓
の
葉
の

様
に
な
っ
た
ご
こ
ろ
が
面
白
い
Q
江
戸
時
代
i
明
治
か

も
知
れ
澱
i
の
楓
唐
草
は
こ
ん
な
こ
こ
か
ら
摩
た
ら
し

く
、
其
の
中
3
6
飾
π
る
楓
葉
は
こ
ん
な
蓮
花
が
一
層
し
た

も
の
で
あ
ら
う
。
ε
考
へ
て
も
よ
か
ら
う
。

　
㊧
は
五
辮
で
、
こ
れ
も
天
花
ご
す
る
の
は
少
々
無
理
か

も
知
れ
ぬ
が
、
遠
慮
せ
す
に
さ
う
見
る
べ
き
で
あ
る
。
古

い
こ
い
ふ
・
溶
け
で
つ
ま
ら
澱
琵
。

　
㊧
も
同
上
。
此
れ
は
こ
ε
に
よ
る
ご
桃
山
か
も
知
れ
ぬ

が
、
ま
あ
室
町
に
し
て
お
く
。

　
⑤
に
は
少
し
く
か
く
こ
ご
が
あ
る
。
此
れ
は
中
心
飾
が

甚
だ
町
嘩
親
切
で
而
も
よ
く
出
家
て
る
る
が
、
其
平
方
の

唐
草
は
中
心
か
ら
爾
方
に
向
ふ
の
が
い
ふ
迄
も
な
く
自
然

で
あ
る
の
に
、
反
野
に
雨
走
か
ら
中
心
に
向
ひ
、
且
つ
二

重
の
浪
に
退
化
か
進
化
か
し
て
、
夫
れ
に
景
物
ご
し
て
水

9



与
国
添
え
て
あ
る
。
岐
碧
雲
の
中
か
ら
蓮
花
が
響
き
幽
た

ご
こ
ろ
を
現
は
し
た
つ
も
り
だ
ら
う
、
大
分
に
意
匠
を
こ

ら
し
て
あ
る
。
此
れ
は
時
代
が
室
町
ビ
思
は
る
、
の
で
少

し
く
都
合
が
悪
い
が
、
併
し
そ
の
性
質
か
ら
み
て
蓮
花
唐

草
よ
り
第
百
〇
三
次
⑤
・
㊧
・
◎
・
働
に
移
り
憂
る
連
鎖

を
な
す
も
の
で
あ
る
事
を
極
め
て
容
易
に
看
取
し
得
る
で

あ
ら
う
。

　
㊨
は
五
辮
の
蓮
の
爾
方
に
外
を
向
い
た
謀
り
立
涙
で
な

い
模
標
を
二
つ
く
り
返
へ
し
、
更
に
少
し
く
離
れ
て
ま
る

で
縁
の
な
い
蛭
蛆
を
一
疋
づ
、
つ
け
て
あ
る
が
、
こ
れ
は

無
論
な
い
方
が
い
、
o
是
非
何
か
つ
け
た
い
の
な
ら
こ
の

思
子
を
や
め
て
、
も
一
つ
同
じ
も
の
を
つ
け
て
三
つ
に
す

る
こ
い
く
ら
か
よ
く
な
る
。
兎
に
角
こ
の
琵
は
第
百
〇
三

圖
㊨
の
地
墨
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
「

　
こ
れ
か
ら
第
百
〇
三
圖
の
右
側
③
に
移
っ
て
い
く
。
㊥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

以
下
㊨
に
至
る
七
種
は
蓮
花
唐
草
の
発
き
で
、
桃
山
及
び

も
　
さ
　
　
　
ゆ

江
戸
時
代
の
も
の
で
あ
る
。
此
の
中
に
も
拓
本
か
ら
寓
し

　
　
　
第
十
一
谷
　
　
研
究
の
栞
　
　
日
本
古
建
築
研
究
の
栞

た
の
が
二
つ
三
つ
あ
る
か
ら
．
現
物
ご
比
べ
る
ご
い
く
ら

か
蓮
ふ
か
も
知
れ
．
澱
が
、
大
し
て
や
か
ま
し
く
い
ふ
程
の

こ
ご
で
も
あ
る
ま
い
。

　
③
か
ら
㊨
迄
を
み
る
ご
、
其
共
通
の
性
質
は
中
心
飾
の

左
右
に
、
H
つ
は
下
↓
つ
は
上
を
向
い
た
乱
髪
が
出
て
み

る
こ
ご
で
あ
る
Q
⑥
は
少
し
賑
か
だ
が
、
元
“
憲
髪
が
二

重
或
は
三
重
に
な
っ
て
み
る
丈
け
の
違
ひ
で
あ
る
。
此
の

七
種
の
内
、
中
心
飾
は
③
・
◎
・
㊨
の
三
つ
が
少
し
く
異

っ
て
み
る
、
こ
の
う
ち
◎
は
酢
漿
草
の
様
だ
か
ら
、
何
だ

か
剣
ら
澱
㊥
ご
共
に
蓮
花
ε
す
る
の
は
無
理
か
も
知
れ
ぬ

が
、
こ
れ
も
ま
つ
難
し
だ
問
題
で
も
あ
る
ま
い
。
あ
、
で

も
な
い
か
う
で
も
な
い
ご
考
へ
た
結
果
、
か
、
る
墾
な
も

の
に
な
っ
て
了
つ
た
の
で
あ
ら
う
。
ま
た
蓮
は
確
か
に
瀧

で
も
ひ
ざ
い
の
に
な
る
ご
㊧
の
如
く
道
に
上
か
ら
ぷ
ら
下

っ
た
の
が
あ
る
Q
此
れ
等
は
琵
黒
蝿
が
何
も
わ
か
ら
す
に

た
や
っ
け
た
ら
し
い
、
師
ち
妙
な
形
の
も
の
が
ご
の
琵
に

も
眞
ん
中
に
上
向
き
に
つ
い
て
み
る
か
ら
、
新
案
か
何
か

　
　
　
　
　
　
　
第
一
號
　
　
ニ
ニ
五
　
（
一
三
五
）



　
　
　
第
十
．
一
巷
　
　
研
究
の
栞
　
　
H
本
古
建
築
研
究
の
栞

の
つ
も
り
で
大
得
意
で
撃
っ
た
模
襟
を
つ
け
た
の
で
あ
ら

う
、
さ
う
で
な
け
れ
ば
充
の
中
心
に
瀧
の
花
を
ぶ
ら
下
げ

る
理
」
田
が
あ
る
ま
い
O

要
す
る
に
③
以
下
の
七
種
は
瀧
花
唐
草
が
時
代
が
降
る
に

從
ひ
如
何
に
拙
く
な
る
か
を
示
す
た
め
に
掲
げ
た
の
で
あ

る
。

　
　
　
ゆ
　
　

　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
次
に
菊
水
唐
草
に
就
い
て
記
さ
う
（
同
圖
左
側
謬
照
）
。

　
疏
琵
で
は
菊
花
絞
の
様
な
の
が
可
な
り
早
く
か
ら
あ
っ

た
、
だ
か
ら
田
含
の
人
等
が
古
琵
の
話
を
す
る
時
に
は
、

立
涙
な
謹
花
駕
を
菊
の
絞
が
つ
い
て
み
る
ご
い
ふ
。
け
れ

ざ
も
勿
論
こ
れ
は
間
違
で
、
純
粋
の
菊
花
紋
は
鎌
倉
か
ら

で
あ
る
Q
下
れ
ε
同
じ
標
に
花
心
に
於
い
て
も
、
遽
物
か

ら
み
る
ご
菊
水
唐
草
は
鎌
倉
時
代
か
ら
で
あ
る
。
尤
も
管

轄
に
も
菊
水
は
あ
る
。
帥
ち
圖
の
上
孚
に
菊
、
下
孚
に
三

本
の
言
行
線
を
桶
紆
り
紆
ら
し
て
流
水
を
現
は
し
た
も
の

を
つ
け
た
の
で
、
い
つ
頃
か
ら
始
ま
っ
た
も
の
か
知
ら
澱

が
、
・
古
く
は
な
い
様
で
あ
る
。
「
こ
の
疏
寛
の
菊
水
は
甚
だ

　
　
　
　
　
　
　
第
一
號
　
　
　
一
三
山
ハ
　
（
嚇
三
山
ハ
）

落
つ
き
が
悪
く
て
、
交
様
ビ
し
て
は
少
し
も
心
服
建
來
ぬ

が
、
こ
れ
に
比
べ
る
ご
蔚
然
の
は
遙
か
に
よ
ろ
し
い
。

　
⑤
は
中
心
に
憂
の
菊
花
ピ
、
其
左
右
に
第
百
○
嚇
．
一
圖
⑥

の
如
く
向
ひ
合
っ
て
四
重
の
浪
が
四
つ
い
つ
あ
る
。

　
⑤
も
同
断
。
但
し
左
右
の
浪
は
四
重
の
が
こ
づ
、
で
爾
、

端
に
向
ひ
、
其
外
に
ば
憲
髪
の
痕
跡
が
二
つ
つ
相
墨
し
て

み
る
の
は
、
い
く
ら
贔
負
穏
に
み
て
も
貧
溺
ご
詐
す
る
に

仕
方
が
な
い
。

　
◎
・
㊧
は
共
に
略
ば
同
時
で
室
町
初
め
で
あ
ら
う
。
前

者
は
言
直
せ
る
三
謝
の
三
重
浪
の
内
，
最
外
の
最
上
部
に

蛭
矧
か
蠣
罎
か
の
標
本
を
一
疋
づ
、
つ
け
て
あ
る
。
懇
髪

の
痕
跡
が
か
、
る
ご
こ
ろ
に
残
っ
て
み
る
の
は
洵
に
面
白

い
事
で
あ
る
。
後
者
は
無
難
に
帯
封
二
重
の
浪
削
り
で
あ

る
が
、
左
右
上
部
三
角
形
を
な
せ
る
欝
欝
を
充
鈍
す
る
た

め
小
葉
を
二
三
つ
け
て
あ
る
。
背
耳
き
上
げ
れ
ば
見
え
澱
ご

こ
ろ
だ
か
ら
、
こ
れ
は
全
く
飴
計
な
事
で
あ
る
。

　
④
は
上
の
二
つ
よ
り
い
く
ら
か
新
し
い
機
だ
が
、
浪
は

．
r
，
風

，
綴
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第
十
一
巻
　
　
研
究
の
栞
　
　
日
本
古
建
築
研
究
の
栞

菊
の
左
右
に
僅
に
二
重
に
あ
る
導
け
で
、
あ
ε
は
上
向
き

ご
下
向
き
ご
の
憲
髪
冠
b
で
埋
め
て
あ
る
。

　
第
百
○
一
乃
至
第
百
〇
三
圏
の
此
れ
等
の
文
様
を
相
互

に
比
較
す
る
ご
、
瀧
花
唐
草
や
菊
水
唐
草
の
糠
て
來
る
こ

こ
ろ
が
自
然
に
到
明
す
る
で
あ
ら
う
。
帥
ち
此
れ
等
の
丈

撰
は
相
互
に
關
係
が
あ
る
の
で
、
決
し
て
任
意
に
突
然
ざ

出
営
た
も
の
で
は
な
い
、
ご
い
ふ
こ
ご
に
蹄
着
す
る
の
で

あ
る
。
次
の
寳
相
花
唐
草
ま
た
然
り
。
併
し
さ
う
で
は
な

く
て
相
互
間
何
等
の
墨
継
も
な
く
、
各
種
の
交
標
は
何
れ

も
別
々
に
登
達
し
た
も
の
で
あ
る
、
ビ
考
へ
る
人
が
あ
る

な
ら
ば
、
夫
れ
は
其
人
の
勝
手
で
あ
る
。
た
や
私
は
い
ろ

ノ
㍉
な
文
檬
を
集
め
て
並
べ
て
み
る
ご
、
右
に
記
述
し
た

楼
に
考
へ
ら
る
、
の
で
、
其
の
ま
、
を
書
き
つ
け
た
の
で

あ
る
。

　
そ
こ
で
今
度
は
㊥
に
於
い
て
完
全
な
正
面
向
き
の
菊
花

こ
な
り
、
其
爾
側
に
は
葉
ε
蕾
ま
で
つ
い
て
み
る
。
こ
の

慧
匠
は
古
く
鎌
倉
時
代
に
既
に
あ
る
が
、
夫
れ
に
は
葉
丈

　
　
　
　
　
　
　
第
一
號
　
　
一
四
二
　
（
一
四
二
）

け
で
蕾
は
な
く
、
且
つ
極
く
小
さ
な
模
襟
で
あ
り
、
花
欝

も
数
多
く
針
の
如
く
だ
か
ら
、
夫
れ
等
に
比
べ
る
と
こ
れ

は
全
く
別
種
の
趣
が
あ
る
◎
横
向
き
で
あ
っ
た
菊
花
を
完

全
に
正
面
に
し
て
、
當
代
疏
詫
の
交
標
に
於
い
て
み
る
が

如
き
も
の
に
し
た
以
上
、
最
早
浪
も
窓
髪
も
あ
っ
た
も
の

で
は
な
い
、
直
に
葉
ご
蕾
ご
を
つ
け
て
七
つ
た
の
で
あ
ら

う
。
此
の
時
代
に
此
の
位
の
考
へ
を
毘
す
の
は
當
然
で
あ

る
ご
い
へ
や
・
フ
〇

　
　
　
三
、
費
相
花
唐
草

　
第
百
〇
四
圖
⑥
よ
り
④
に
至
る
五
種
。

　
四
欝
で
輪
廓
…
が
菱
形
の
花
を
か
く
名
づ
け
た
の
で
、
言

は
や
花
菱
で
あ
る
、
其
節
菱
の
約
舞
が
中
心
飾
ε
な
り
其

左
右
に
唐
草
が
出
て
み
る
の
で
、
か
、
る
唐
草
は
既
に
早

く
奈
良
時
代
に
於
い
て
琵
に
用
ひ
ら
れ
た
の
で
あ
る
Q
私

共
は
古
代
の
装
飾
文
機
中
瀧
花
魁
は
寳
相
花
、
或
は
一
つ

の
幹
か
ら
蓮
花
ε
賓
雪
花
ε
出
た
の
が
あ
る
事
を
知
っ
て

み
る
Q
故
に
奈
良
時
代
に
薦
す
と
認
め
ら
る
、
㊥
の
様
な



　
煮
魚
の
存
在
は
轟
然
で
あ
る
。
寧
ろ
奈
良
時
代
の
蓮
花
唐

　
草
の
見
撮
さ
れ
二
方
が
不
思
議
な
位
で
あ
る
。

　
　
然
る
に
今
手
元
に
あ
る
實
例
で
は
③
丈
け
が
特
に
古
い

　
の
で
、
③
以
下
㊨
迄
は
何
れ
も
室
町
時
代
で
あ
る
様
で
あ

　
る
が
、
第
九
十
八
圖
㊥
が
李
安
後
期
ビ
思
は
る
、
の
で
、

　
漸
く
前
後
の
蓮
絡
が
ε
れ
て
る
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
斯

　
か
る
・
文
…
標
は
奈
良
か
ら
室
｛
町
ま
で
あ
っ
た
ε
見
て
よ
か
ら

　
う
。
申
心
飾
の
爾
方
に
出
て
み
る
唐
草
の
性
質
は
既
に
再

　
三
述
べ
た
ビ
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
、
再
び
説
明
は
か
、
ぬ
。

　
他
の
圖
ご
比
較
し
て
み
れ
ば
直
に
剣
明
す
る
で
あ
ら
う
〇

　
　
　
　
四
、
寳
珠
唐
草

馬

　
　
同
法
⑩
以
下
九
種
が
こ
れ
に
属
す
る
。

　
　
寳
珠
を
花
琵
の
中
心
飾
こ
し
て
用
ひ
だ
し
た
の
は
鎌
倉

　
か
ら
ら
し
い
、
少
な
く
と
も
其
以
前
の
實
例
は
未
だ
な
い

　
や
う
で
あ
る
Q
愛
に
圖
示
し
た
も
の
、
う
ち
、
一
番
上
の

　
①
は
鳳
鳳
堂
の
ビ
点
す
る
も
の
で
、
以
前
窺
講
堂
の
内
部

　
に
積
み
重
ね
て
あ
っ
た
の
を
探
し
塗
し
て
拓
本
を
つ
く
っ

　
　
　
第
十
一
谷
　
　
研
究
の
栞
　
　
H
本
古
建
築
研
究
の
栞

て
お
い
π
、
量
れ
か
ら
更
に
寓
し
た
の
を
掲
げ
た
か
ら
、

元
來
ま
つ
い
も
の
が
愈
よ
拙
ぐ
な
っ
て
了
つ
た
。
拓
本
を

つ
く
る
時
分
に
は
鎌
倉
時
代
と
思
っ
て
み
た
が
、
其
後
現

物
を
み
澱
の
で
今
み
た
ら
ま
た
考
へ
が
異
う
か
も
知
れ
ぬ

が
、
こ
、
で
は
以
前
選
り
さ
う
し
て
お
く
。

　
㊧
も
亦
同
時
に
同
所
で
ε
つ
た
拓
本
の
う
っ
し
で
あ
る

が
、
此
れ
ε
全
く
同
意
匠
の
が
法
隆
寺
南
大
門
に
あ
る
。

此
の
充
は
製
作
年
代
は
確
か
に
劃
ら
ぬ
が
、
法
隆
寺
の
は

永
享
八
年
ご
十
年
ご
二
度
に
造
っ
た
こ
ご
が
明
ら
か
だ
か

ら
、
こ
れ
も
亦
大
凡
宜
豊
春
ご
み
て
差
山
文
あ
る
ま
い
。

　
＠
以
下
は
こ
れ
亦
説
明
を
加
へ
す
ご
も
よ
か
ら
う
。
時

代
が
降
る
に
從
ひ
漸
く
貧
弱
に
な
る
こ
ご
は
他
の
多
く
の

例
ご
同
じ
事
で
あ
る
。

　
　
　
五
、
劒
　
　
頭
　
　
絞

　
最
後
に
馬
頭
紋
の
超
源
沿
革
に
附
て
臆
説
を
述
べ
て
み

る
。
第
百
〇
蔵
回
◎
は
既
に
第
九
十
入
圖
＠
に
揚
げ
た
の

で
あ
る
が
、
も
一
度
此
所
に
掲
げ
た
方
が
便
利
で
あ
る
か

　
　
　
　
　
　
　
第
一
號
　
　
一
四
三
（
一
四
三
y

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎



　
　
　
第
十
一
巻
　
　
研
究
の
栞
　
　
日
本
賓
建
築
研
究
の
栞
’
．

ら
、
到
り
易
く
す
る
た
め
再
び
示
し
た
の
で
あ
る
。

　
扱
て
か
、
る
文
機
は
、
恰
も
布
を
畳
ん
だ
如
き
形
を
し

て
み
る
か
ら
、
假
げ
棊
布
絞
ご
呼
ん
で
お
い
た
が
、
其
源

は
遠
く
印
度
に
あ
る
機
で
あ
る
。
師
ち
中
印
度
の
鹿
野
苑

（○り

?
糞
ど
出
土
の
悪
坊
軒
飾
（
？
）
に
類
似
の
交
機
が
あ

乃
か
ら
で
あ
る
。
併
し
こ
れ
が
果
し
で
印
度
で
創
案
さ
れ

た
の
か
、
或
は
未
だ
他
に
其
も
こ
が
あ
る
か
は
調
べ
て
居

な
い
か
ら
今
は
か
け
な
い
。

　
第
百
〇
熊
襲
◎
は
帥
ち
鹿
野
苑
出
土
の
も
の
で
あ
る
。

去
る
大
正
十
一
年
十
二
月
二
十
八
日
同
地
へ
行
っ
た
ざ
き

に
は
、
か
、
る
文
様
を
刻
し
た
石
片
が
可
な
り
多
く
出
て

み
た
が
、
登
濡
し
た
こ
ご
見
え
て
そ
こ
い
ら
に
積
ん
だ
ま

、
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
殆
ん
ざ
常
に
我
が
飛
鳥
時
代
の
唐

草
を
思
は
せ
る
生
な
も
の
を
刻
し
た
細
長
い
石
片
ご
一
所

に
あ
っ
た
の
で
、
見
る
ビ
直
に
法
隆
寺
堂
塔
伽
藍
が
目
の

前
に
出
て
來
た
の
で
あ
っ
た
が
、
同
じ
意
匠
の
も
の
が
支

那
に
あ
る
の
は
入
の
知
る
こ
こ
ろ
で
あ
る
◎
邸
ち
同
醐
の

　
　
　
　
　
　
　
　
第
一
號
　
　
一
四
四
　
（
一
四
四
）
　
　
　
　
　
．

⑤
・
＠
・
＠
等
は
大
同
の
石
佛
寺
石
窟
内
の
天
蓋
其
他
建

築
的
彫
刻
で
あ
る
が
、
此
の
う
ち
⑤
ご
＠
ご
は
◎
と
同
じ

く
、
⑩
聴
け
が
二
重
の
二
等
邊
三
角
形
の
下
か
ら
き
れ
の

た
、
ん
だ
ご
こ
ろ
が
現
は
れ
て
る
る
。

　
⑱
は
法
隆
寺
金
堂
内
の
天
蓋
の
一
部
で
あ
る
。
こ
れ
を

み
る
ご
彼
こ
の
交
渉
を
否
定
す
る
わ
け
に
は
行
く
ま
い
、

な
せ
な
ら
全
然
同
じ
も
の
で
あ
る
か
ら
。
そ
し
て
こ
れ
は

郵「

齒
訣
№
ｲ
は
言
へ
訟
で
あ
ら
う
。
さ
う
す
る
ご
、
盟
窄
に

此
の
黙
か
ら
・
丈
け
考
へ
る
ご
、
我
が
法
隆
寺
天
蓋
は
北
魏

の
影
■
響
を
受
け
た
、
ご
い
ふ
よ
り
は
寧
ろ
北
魏
の
ま
る
寓

し
で
あ
り
、
も
一
つ
其
元
は
中
印
度
あ
た
り
ご
少
な
く
ビ

も
交
渉
が
あ
っ
た
の
だ
ε
思
へ
る
で
あ
ら
う
。

　
㊦
は
法
隆
寺
五
重
塔
初
重
内
部
西
側
に
あ
る
小
さ
い
舎

利
塔
天
蓋
側
面
の
模
模
で
あ
る
。
こ
の
含
利
塔
は
其
全
形

置
ラ
ン
プ
の
如
く
、
天
蓋
は
ラ
ン
プ
の
笠
の
楼
で
あ
る
。

其
天
蓋
は
銅
板
よ
り
成
）
、
元
ε
は
其
上
端
も
側
面
も
全

部
飾
漆
喰
を
塗
り
一
色
彩
を
塗
っ
た
の
だ
ら
う
が
今
は



繋
げ
て
み
る
l
l
交
檬
を
刻
し
た
ら
し
い
が
、
現
在
は
立

蔀
分
こ
れ
て
み
て
、
た
“
僅
に
天
蓋
側
面
の
一
部
に
交
様

が
残
っ
て
み
る
。
潜
れ
を
㊦
に
示
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ

れ
は
ご
う
し
て
も
⑬
ご
連
絡
が
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の

…
場
合
初
め
て
上
部
に
小
器
幣
が
晰
口
家
た
こ
と
も
注
意
し
て

お
く
必
要
が
あ
る
O

　
此
れ
を
そ
っ
く
り
其
ま
、
貰
っ
た
の
が
⑧
で
あ
る
が
、

た
や
此
の
場
合
は
上
か
ら
下
が
っ
て
み
る
布
の
中
央
に
た

て
に
線
が
剛
本
震
來
た
丈
け
の
差
で
あ
る
。
併
し
こ
の
縦

線
が
中
々
大
事
で
あ
る
。
其
上
、
㊦
に
於
い
て
初
め
て
二

等
邊
三
角
形
の
布
片
は
少
し
く
左
右
に
膨
ん
だ
の
で
あ
る

が
、
夫
れ
を
も
受
つ
い
で
同
じ
襟
に
膨
ん
で
み
る
。

　
但
し
こ
の
ま
、
で
は
布
片
が
前
後
に
重
な
り
合
ひ
、
籐

り
密
集
し
て
み
て
窮
屈
だ
か
ら
、
前
に
出
て
み
る
の
が
少

し
く
爾
方
へ
ひ
ろ
が
り
、
其
間
へ
後
ろ
の
が
出
て
來
た
ε

す
る
ご
次
の
㊨
が
出
子
る
。

　
次
に
㊨
が
少
し
角
張
り
、
從
て
内
の
縦
線
が
獲
達
し
て

　
　
　
箪
＋
一
巻
　
　
研
究
の
桑
　
　
a
黍
宵
鐙
築
研
究
の
栞

來
る
ε
漸
く
紅
花
絞
が
出
來
て
く
る
が
、
其
の
進
化
の
仕

機
に
二
種
類
あ
っ
て
、
先
づ
㊨
が
⑪
又
は
㊨
の
如
く
遜
化

し
得
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
⑪
は
㊥
に
、
㊨
は
㊧
か
ら
㊨

に
、
こ
れ
ま
た
易
く
撚
り
得
る
の
で
あ
る
Q
こ
、
に
於
い

て
眞
の
劒
魚
紋
に
ま
で
遜
化
し
た
の
で
あ
る
。

　
夫
れ
か
ら
⑧
の
上
端
に
あ
る
書
紋
は
こ
う
な
る
か
と
い

含
、
此
れ
は
前
者
（
第
百
十
一
頁
）
に
か
い
た
饗
順
序
で
登
逮

し
て
き
た
巴
絞
が
、
劒
頭
紋
の
間
に
割
り
込
ん
で
所
謂

「
劒
巴
絞
」
を
つ
く
っ
た
ご
き
に
、
其
上
部
に
並
ふ
の
で

あ
っ
て
、
馬
頭
絞
の
こ
き
は
珠
絞
は
鵠
て
事
由
襟
で
あ
る
。

　
主
ε
し
て
李
安
鎌
倉
に
渡
っ
て
用
ひ
ら
れ
た
劒
頭
紋
及

び
劒
巴
紋
の
超
源
を
右
に
記
し
た
様
に
考
へ
て
は
い
け
な

い
だ
ら
う
か
。

　
こ
等
邊
三
魚
形
の
飾
b
か
ら
、
其
相
等
し
き
こ
邊
が
少

し
く
張
り
出
し
、
内
に
一
種
の
簡
潔
な
装
飾
が
つ
い
た
も

の
に
な
る
迄
に
、
先
づ
以
て
三
角
形
内
に
縦
線
1
一
底
邊

の
中
央
よ
）
頂
黙
に
・
阿
ひ
て
尖
れ
る
も
頂
瓢
に
は
達
せ
ざ

　
　
　
　
　
　
　
第
叫
號
　
　
　
㎞
四
五
　
（
「
四
五
）



　
　
　
第
十
輔
巷
　
　
硯
究
の
栞
　
　
臼
本
古
建
築
研
究
の
栞
・

る
一
が
出
來
て
も
い
、
筈
で
あ
る
。
同
点
㊥
は
⑬
の
様

な
三
角
形
が
、
㊦
又
は
⑧
の
如
く
な
る
迄
に
、
剛
度
か
、

る
形
を
ε
つ
た
ご
み
た
想
像
圏
で
あ
る
が
、
果
し
て
こ
ん

な
階
…
段
を
経
た
か
ご
う
か
鋼
ら
ぬ
。

　
鎌
倉
時
代
末
期
頃
に
属
す
ご
認
め
ら
る
、
花
琵
に
、
装

飾
に
鋸
評
議
を
つ
け
て
充
嘗
を
一
つ
お
き
に
上
向
き
及
び

下
向
き
の
三
角
形
に
匿
劃
し
、
各
匠
劃
内
帥
ち
三
角
形
内

に
底
邊
中
央
よ
り
頂
黙
に
向
ひ
て
尖
れ
る
縦
線
を
恰
も
㊥

の
如
く
つ
け
た
の
が
あ
る
。
各
汎
濫
は
工
度
正
三
角
形
の

如
く
、
縦
線
も
一
つ
お
き
に
上
向
き
叉
は
下
向
き
で
あ
る

か
ら
、
小
さ
な
詫
だ
が
大
分
見
た
こ
こ
ろ
が
珍
ら
し
く
、

且
つ
興
味
の
あ
る
も
の
で
あ
る
。
た
い
時
代
の
割
合
に
発

心
い
の
が
疵
で
、
こ
れ
で
奈
良
時
代
だ
ご
甚
だ
面
自
い
の

で
あ
る
が
、
捌
し
い
が
こ
れ
で
は
仕
方
が
な
い
。
た
や
偶

然
で
あ
ら
う
が
、
斯
様
な
面
白
い
琵
も
あ
る
こ
ご
を
紹
介

を
し
て
お
く
。

曇

　
　
　
　
　
　
　
立
酒
一
號
　
　
　
一
四
山
ハ
　
（
一
四
六
）

　
以
上
花
琵
の
若
干
に
つ
き
其
墾
遷
の
大
才
を
記
述
し
た

が
、
要
を
摘
ん
で
み
る
ご
次
の
楼
に
な
る
で
あ
ら
う
。

　
　
飛
鳥
時
代
に
於
い
て
は
左
右
又
は
四
周
に
輪
廓
を
設

　
け
す
、
琵
當
全
心
に
模
機
を
つ
け
た
が
、
奈
良
時
代
よ

　
り
は
多
く
四
周
に
輪
廓
…
を
つ
け
て
ム
・
目
に
及
ん
だ
－

　
尤
も
除
外
例
は
あ
る
一
の
で
み
る
。
併
し
桃
山
以
降

　
の
は
、
上
下
線
は
普
蓮
で
左
右
の
は
際
立
っ
て
巾
が
廣

　
い
Q
こ
れ
は
折
角
文
…
棲
を
つ
け
て
も
、
葺
き
上
げ
る
ご

　
疏
感
慨
で
覆
は
れ
て
見
え
な
く
な
る
か
ら
、
夫
、
れ
で
省
路

し
π
こ
ε
は
勿
論
で
あ
る
が
、
飛
鳥
時
代
又
は
奈
良
時

　
代
の
初
め
頃
、
一
面
に
つ
け
た
の
ご
同
巧
異
曲
で
あ
る

　
ざ
い
へ
る
。
強
ち
ざ
う
せ
見
え
澱
の
な
ら
、
態
々
爾
方

　
へ
縁
を
つ
け
て
、
無
理
に
其
内
に
納
め
て
し
ま
う
必
要

　
は
な
い
。
飛
鳥
時
代
の
導
火
が
つ
よ
く
て
カ
が
籠
っ
て

　
み
た
の
は
、
　
一
つ
は
か
や
う
な
方
針
で
や
っ
た
か
ら
ε

　
も
い
へ
や
う
。
其
面
の
交
…
慌
も
、
少
な
く
こ
も
唐
草
丈

　
け
は
絡
始
一
貫
廣
義
に
於
い
て
は
一
つ
も
の
で
あ
り
、

、



　
其
他
の
い
ろ
く
の
交
替
は
永
い
間
に
太
い
幹
か
ら
分

　
岐
し
た
枝
葉
に
過
ぎ
澱
ご
も
言
へ
や
う
。

毘
當
耳
標
こ
し
て
面
白
い
の
は
先
づ
室
町
ま
で
や
、
桃
山

以
下
は
細
く
て
萌
の
…
榛
か
、
左
も
な
く
ば
・
太
い
つ
ま
ら
澱

唐
草
で
あ
る
。

　
　
　
　
王
端
及
下
端
丈
様

　
花
琵
の
上
端
及
び
下
端
に
は
稀
に
文
様
が
あ
る
。
下
端

の
は
琵
當
の
即
く
下
方
で
前
の
方
に
毘
て
る
る
か
ら
、
葺

き
上
げ
た
後
で
も
琵
座
の
外
に
な
る
か
ら
、
軒
裏
に
立
っ

て
上
を
見
れ
ば
見
え
る
筈
で
あ
る
。
上
端
の
方
は
葺
け
ば

其
上
に
雫
琵
が
の
っ
て
了
う
か
ら
、
屋
根
へ
上
っ
て
み
て

も
鋼
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
李
琵
の
下
端
に
所
謂
布
目
を
つ
け

た
り
文
様
を
つ
け
た
り
丈
字
を
現
は
し
た
の
は
、
今
は
弘

願
外
に
し
て
お
く
。

　
上
端
文
様
の
例
ご
し
て
は
第
百
〇
六
義
◎
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
奈
良
岩
代
前
期
ε
認
め
ら
れ
る
琵
で
、
大
き
く
満

開
…
の
復
讐
逮
花
紋
ε
其
周
團
に
鋸
歯
紋
ご
が
あ
る
。
こ
れ

　
　
　
第
十
一
巷
　
　
研
究
の
栞
　
　
日
本
古
建
築
研
究
の
栞

は
同
寺
子
土
の
飛
鳥
時
代
と
認
め
ら
る
、
疏
充
交
様
ε
よ

く
似
て
み
る
が
、
充
當
の
彫
れ
は
一
時
代
下
げ
た
方
が
適

當
で
あ
る
、
だ
か
ら
こ
れ
も
自
然
下
が
る
事
に
な
る
G
此

の
蓮
花
が
型
押
で
あ
る
以
上
、
他
に
も
も
つ
こ
こ
ん
な
の

が
澤
山
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
筈
だ
の
に
、
こ
の
憐
れ
な
小
破

片
の
ほ
か
ま
だ
つ
い
見
當
ら
ぬ
。

　
下
端
の
で
見
え
る
方
の
例
こ
し
て
は
法
隆
寺
の
ご
多
賀

城
の
ご
こ
つ
例
が
あ
る
。
も
つ
ご
澤
山
あ
る
か
も
知
れ
ぬ

が
、
今
手
元
に
は
こ
の
二
つ
き
り
な
い
か
ら
、
こ
、
で
は

陀
の
二
例
に
よ
り
て
記
し
て
お
く
。

　
㊨
は
所
謂
忍
冬
夕
蝉
…
で
、
面
白
い
事
は
面
白
い
が
除
り

避
く
℃
消
え
か
け
て
み
て
、
手
に
ビ
つ
て
み
て
す
ら
よ
く

鋼
ら
ぬ
。
私
は
こ
れ
が
圖
に
記
し
た
楼
な
唐
草
で
あ
る
こ

ご
を
確
か
め
る
迄
に
随
分
考
へ
て
、
す
b
物
を
し
た
b
い

ろ
く
し
て
漸
く
こ
れ
丈
”
鋼
つ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
も

手
元
に
あ
る
唯
一
の
例
で
、
未
だ
曾
て
他
に
見
ぬ
の
だ
か

ら
、
或
は
も
つ
ご
は
っ
き
b
し
π
の
が
轡
懲
悪
ら
、
こ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
策
一
號
　
　
一
四
七
（
一
四
七
）



＼

　
　
　
第
十
圃
巻
　
　
研
綴
の
棄
　
　
日
本
古
麺
築
研
究
の
栞

は
少
し
間
違
っ
て
み
る
か
も
知
れ
ぬ
。

　
＠
の
多
賀
城
の
例
に
至
っ
て
は
此
れ
に
反
し
、
太
い
思

ひ
切
っ
た
線
で
鋸
歯
紋
が
つ
け
て
あ
る
か
ら
、
手
に
取
っ

て
み
た
の
で
は
面
白
く
も
何
こ
も
な
い
が
、
葺
き
上
げ
て

下
か
ら
見
る
こ
こ
れ
な
ら
見
え
る
で
あ
ら
う
。

　
故
に
◎
は
姑
く
措
き
、
下
か
ら
見
え
る
筈
の
㊨
ご
＠
ご

を
比
べ
て
み
る
ご
、
装
飾
こ
し
て
は
簡
軍
で
あ
る
が
多
賀

城
の
が
一
番
い
、
ε
思
ふ
。
朝
鮮
に
は
鳳
風
に
唐
草
を
あ

し
ら
っ
た
楼
な
随
分
に
込
み
入
っ
た
美
事
な
も
の
も
あ
る

が
、
こ
れ
等
は
近
く
手
に
取
つ
で
鑑
賞
ず
る
の
に
適
し
て

み
る
の
で
、
屋
根
へ
の
せ
て
は
折
角
の
模
様
が
見
え
な
ズ

な
っ
て
何
も
な
る
ま
い
。

　
　
　
　
　
曇
　
　
　
　
　
　
　
　
”
…
（
　
　
　
　
　
　
　
冊
　
　
　
　
　
　
　
　
善

　
最
後
に
疏
屍
又
は
花
琵
の
琵
當
野
駈
の
問
に
あ
る
極
印

に
出
て
一
言
し
て
お
ぐ
。
こ
れ
は
絵
り
古
い
時
代
に
は
な

い
や
う
で
あ
る
。
私
は
こ
れ
に
就
て
充
分
調
べ
た
事
が
な

い
か
ら
問
違
っ
て
み
る
か
も
知
れ
ぬ
が
、
｝
牛
安
城
木
工
寮

　
　
　
　
　
　
　
第
一
號
　
　
．
一
四
入
　
（
一
四
入
）

の
蓮
花
紋
の
疏
海
事
邊
珠
絞
の
間
に
「
木
」
字
を
現
は
し
て

あ
る
の
等
が
元
に
な
り
、
鎌
倉
隠
里
に
主
ご
し
て
極
印
が

行
は
れ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
第
百
＋
三
夕
⑩
（
鰐
隅

ゆ
、
）
は
實
相
華
唐
草
の
間
に
小
さ
邑
紋
二
言
放
射
型

紋
一
つ
ご
は
押
捺
し
た
も
の
で
、
大
概
の
場
合
は
…
つ
だ

の
に
，
こ
れ
は
三
つ
だ
か
ら
珍
ら
し
い
、
而
も
其
巴
絞
は

こ
ん
な
に
小
さ
く
て
も
、
よ
く
時
代
を
現
は
し
て
み
る
。

室
町
以
降
は
つ
い
ま
だ
見
當
ら
ぬ
◎

　
　
　
　
　
馨
　
　
　
　
　
　
　
　
喫
　
　
　
　
　
　
　
　
鵡
腕
　
　
　
　
　
　
　
晶
n

　
餓
州
論
除
外
例
が
あ
る
か
ら
一
“
概
に
は
言
へ
ぬ
が
、
瓦
は

各
時
代
に
よ
り
其
断
面
な
ご
も
略
ぽ
一
定
の
法
則
に
よ
っ

て
憂
る
の
だ
か
ら
、
ほ
ん
ε
は
一
々
要
れ
等
に
就
い
て
も

説
明
を
し
た
b
、
圖
に
も
記
入
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
だ
が
、

張
り
長
く
な
る
か
ら
一
切
省
い
で
お
く
。
そ
し
て
次
號
に

於
い
て
は
み
馬
裳
に
う
つ
る
事
に
す
る
。
　
（
大
正
十
四
年
六
月
十

二
玉
稿
了
・
金
曜
・
晴
）

．
暫


