
第
十
三
巷
　
　
研
究
の
栞
　
　
B
本
古
建
築
研
究
の
栞
（
費
七
）

集
三
號
　
　
　
｛
二
四
　

（
四
山
ハ
六
）

麟
究
の
柔

日
本
古
雄
藩
研
究
の
栞
（
第
二
十
七
回
目

天
　
沼

俊

一

　
　
　
第
三
十
二
　
幣
　
軸
　
（
下
）

　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
あ

　
室
町
時
代

ま
た
同
様
で
あ
る
。
第
二
〇
九
圖
は
興
瀟
寺
五
重
塔
初
重

東
側
の
で
、
だ
ま
っ
て
こ
の
爲
眞
を
み
せ
ら
れ
た
ら
、
李

安
時
代
と
思
ふ
人
は
な
い
ご
し
て
も
、
鎌
倉
か
室
町
か
剣

別
が
つ
け
に
く
か
ら
う
ご
思
は
れ
る
。
ご
う
も
鎌
倉
ご
室

町
ご
は
、
木
鼻
や
懸
魚
や
墓
股
等
ご
異
り
、
幣
軸
な
ご
に

な
る
ご
同
じ
襟
だ
か
ら
中
々
見
分
け
が
っ
け
に
く
い
。

　
第
】
二
〇
圖
ま
た
さ
．
う
で
あ
る
。
こ
れ
も
知
っ
て
み
る

か
ら
さ
う
見
え
る
が
、
む
つ
か
し
い
も
の
、
一
つ
で
あ
ら

う
。
注
意
す
べ
き
は
出
た
こ
こ
ろ
芝
圓
い
ご
こ
ろ
ご
、
其

幅
が
同
じ
位
（
丁
○
ピ
丁
一
最
）
な
こ
毛
、
こ
の
黙
に
於
い
て
は

後
に
記
す
如
く
江
戸
時
代
の
に
似
て
み
る
。
既
に
當
代
に

斯
襟
な
の
が
例
へ
一
つ
で
も
存
在
す
る
以
上
、
室
町
時
代

か
ら
か
う
な
り
だ
し
π
と
い
へ
な
く
も
あ
る
ま
い
。

　
も
う
一
つ
同
じ
様
な
例
で
は
あ
る
が
、
第
｝
＝
一
圖
に

於
い
て
、
出
だ
こ
こ
ろ
の
幅
も
前
岡
等
に
比
べ
る
ご
遙
に

狡
い
か
ら
《
こ
れ
で
模
様
が
な
く
、
右
ぼ
け
た
の
が
倉
の



隅
か
ら
か
、
天
井
裏
か
ら
で
も
出
て
き
だ
な
ら
ば
、
時
代

の
鑑
別
は
富
突
熟
練
し
た
人
で
な
い
ご
、
甚
だ
面
倒
で
あ

ら
う
。
ざ
こ
の
塔
の
か
堂
の
か
知
ら
な
い
で
も
、
こ
れ
丈

け
模
機
が
あ
れ
ば
、
先
づ
誤
る
こ
ご
も
少
な
か
ら
う
が
、

さ
も
な
く
ば
全
く
厄
介
も
の
で
あ
る
。

　
第
二
＝
一
物
は
幣
軸
の
つ
け
方
が
絵
程
七
っ
て
る
る
。

こ
れ
は
こ
ご
に
よ
っ
た
ら
桃
山
時
代
か
も
知
れ
澱
が
、
室

町
こ
し
て
お
い
た
方
が
よ
さ
き
う
だ
か
ら
、
こ
、
に
記
す

の
で
あ
る
Q
一
乗
寺
三
重
塔
の
前
を
南
の
石
段
を
下
り
す

に
、
土
藏
に
そ
ひ
緩
勾
配
の
坂
を
東
に
下
り
る
と
、
左
手

に
あ
る
一
間
祉
で
あ
る
。
圖
は
正
面
．
の
一
部
で
、
幣
軸
は

柱
に
洛
ひ
、
上
の
方
も
長
押
に
添
ふ
て
あ
る
の
に
墾
り
は

な
い
が
、
普
通
幣
軸
ε
扉
こ
の
間
は
方
立
で
あ
る
べ
き
の

が
、
こ
れ
は
扉
に
近
く
角
柱
が
立
っ
て
る
る
。
．
即
ち
讐
軸

の
外
側
に
あ
る
べ
き
角
柱
は
、
こ
の
場
合
に
は
す
つ
ご
内

の
方
へ
入
っ
て
し
ま
っ
た
、
故
に
幣
軸
ご
角
柱
ε
の
聞
に

大
き
な
寄
目
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
誉
れ
は
先
つ
い
、
ご

　
　
　
第
十
三
巻
　
　
研
究
の
栞
　
　
紐
本
古
建
築
研
究
の
栞
（
廿
七
）

し
て
も
、
正
晦
の
柱
間
が
割
合
に
廣
い
か
ら
、
普
通
の
場

合
ビ
同
じ
様
に
取
扱
へ
ば
い
、
も
の
を
、
さ
う
し
な
か
っ

た
も
の
だ
か
ら
、
い
や
に
幅
ば
か
り
廣
す
ぎ
て
、
甚
だ
み

よ
く
な
い
結
果
に
な
つ
旋
の
で
あ
る
。

　
時
こ
し
て
は
ま
た
掌
柱
ご
幣
軸
ご
を
一
木
よ
り
刻
み
だ

し
陀
、
め
、
正
面
か
ら
み
る
ビ
例
へ
ば
第
二
百
十
二
圖
の

；
螂
…
－
喜
r

F・oss一；・や…・tss…尋

・IOS
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様
に
、
ほ
ん
こ
う
の
柱
の
爾
方
に

ほ
ん
ご
う
の
磐
軸
を
つ
け
た
の
こ

何
等
懸
点
り
は
な
い
が
、
實
は
こ
、

に
挿
入
し
た
圖
の
様
に
裏
面
か
ら

は
全
く
の
ご
ま
か
し
も
の
に
し

た
の
が
五
箇
庄
鎭
座
の
許
波
多

（
囚
。
ジ
φ
5
）
紳
就
に
あ
る
。
斯
襟
な

の
は
澤
山
に
例
が
あ
る
か
ざ
う
か

私
は
知
ら
ぬ
が
、
別
段
見
え
る
こ
こ
ろ
で
は
な
い
か
ら
、

か
う
し
て
お
け
ば
材
料
も
倫
約
に
な
る
し
、
無
駄
な
手
数

も
省
け
で
至
極
賢
い
方
法
で
あ
る
。
序
な
が
ら
こ
の
紳
胱

　
　
　
　
　
　
ゆ
第
三
號
　
　
　
｝
二
五
　
（
四
六
七
）



　
　
　
第
十
三
巷
　
　
研
究
の
栞
　
　
H
本
古
建
築
研
究
の
梨
（
聾
七
）

内
陣
安
置
の
厨
子
の
扉
に
「
永
藤
五
年
厳
九
月
二
十
六
臼

造
立
之
」
「
五
箇
庄
楊
大
明
聯
」
の
墨
書
が
あ
り
、
疵
殿
も

其
頃
の
も
の
ご
し
て
差
支
な
い
や
う
で
あ
る
。

　
も
　
　
へ
　
　
う
　
　
モ

　
桃
山
時
代

の
好
例
を
第
一
九
八
・
一
九
九
圖
に
だ
し
て
お
い
た
。
書

寓
山
圓
澱
寺
塔
頭
十
妙
院
の
書
院
出
入
口
の
三
方
を
巡
っ

て
、
形
の
甚
だ
よ
ろ
し
い
の
が
つ
い
て
み
る
。
こ
の
書
院

が
桃
山
時
代
だ
ご
い
ふ
交
轍
が
あ
る
か
な
い
か
私
は
知
ら

な
い
。
さ
う
し
て
今
本
坊
こ
し
て
使
っ
て
み
る
か
ら
、
大
・

分
あ
っ
ち
こ
っ
ち
は
手
は
入
っ
て
み
る
が
、
こ
の
扉
の
附

近
は
元
の
ま
＼
ご
思
は
れ
る
。
こ
れ
は
ざ
う
し
て
も
三
代

に
入
る
べ
き
も
の
ご
考
へ
ら
れ
る
。
圖
は
可
な
り
大
き
く

書
い
て
お
い
た
か
ら
、
形
等
は
見
れ
ば
自
然
に
割
る
筈
で

あ
る
。
説
明
の
要
を
認
め
な
い
。
此
れ
等
の
圖
は
木
下
助

三
郎
氏
に
依
頼
し
て
観
測
し
て
貰
っ
た
の
を
、
適
當
に
取

捨
し
て
引
き
直
し
た
も
の
で
あ
る
。
　
一
々
書
か
な
か
っ
た

が
以
前
も
二
三
回
か
う
い
ふ
事
が
あ
っ
た
、
將
…
來
も
あ
る

　
　
　
　
　
　
麓
W
…
∴
號
　
　
　
一
二
山
ハ
　
（
M
四
一
ハ
入
）

か
も
知
れ
な
い
か
ら
、
此
の
磯
會
に
其
爵
を
記
し
域
謝
の

意
を
表
し
て
お
く
。

　
當
代
は
柱
の
面
に
も
兀
帳
面
が
あ
っ
た
か
ら
、
幣
軸
の

も
其
傾
向
が
あ
っ
た
こ
い
ふ
の
で
は
な
い
が
、
前
代
迄
の

卜
い
こ
こ
ろ
が
多
少
角
張
っ
て
き
た
の
が
あ
る
。
京
都
市

豪
等
霊
屋
の
騰
れ
（
綴
講
誕
．
）
や
、
天
野
山
金
剛
寺

御
影
堂
出
入
口
の
な
ざ
濾
（
箪
二
…
三
途
）
、
共
に
其
方
の
好
例
ド
［

な
す
に
足
ら
う
。

　
ヘ
　
　
へ
　
ぬ
　
セ

　
江
戸
時
代
・

ま
た
さ
う
で
あ
る
。
現
・
今
で
は
唄
い
式
の
幣
軸
を
造
ら
せ

や
う
こ
し
て
も
」
職
工
の
方
で
こ
ち
ら
の
思
っ
て
み
る
標

に
鯛
ら
澱
か
ら
、
圓
い
様
に
圖
を
か
い
て
お
い
て
も
、
で

き
た
も
の
は
さ
う
な
っ
て
ゐ
滋
場
合
が
あ
る
Q

　
前
代
の
こ
當
代
の
ご
は
、
大
し
て
違
ひ
が
な
い
ご
み
て

よ
か
ら
う
。
今
代
の
は
今
圖
も
寓
眞
も
持
合
は
せ
が
な
く

て
揚
げ
る
こ
ご
が
で
き
濾
。
装
飾
は
澤
山
で
金
の
金
且
ハ
等

を
打
つ
た
、
見
た
こ
こ
ろ
立
派
な
の
は
あ
ら
う
が
、
形
ご
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十
三
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研
究
の
．
栞
　
　
日
本
古
建
築
研
究
の
栞
（
廿
七
）

第
三
號
　
　
＝
一
＝
　
（
四
七
三
）



熱
÷

｛
紳

　
霞
器
e
照
　
頃
終
緯
鯉
綜
邉
器
Q瞭

（
≠
ギ
）

滋
11際

　
酬

11（
＝

罫
」

コ
s’

胤
1自

副
）

◎黎響奎霧

．
謝

　
方

，
．

騨
●

．
響

一
　

　
　

　
　

　
　

・
二

冒
．
卿
騨

@立
軸

…
…

∴
一

・
�

E一
一

・
・

一
・

一

…
…

一
…
一

ﾇ一
一

…
…

…
國
　
　
一

幣
；

ｲ
　
方
．
　
　
，
　
・
　
幽
　
層
　
辱
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
・
　
，
　
圃
　
9　

幽
　
一

@立

出入旦
よ

部
で

「
二

上
太
ワ

∵
営
”

…
幽

…
…

F，
，
　
騨
，
雪
　
需
曹
　
9・

　
胃
　
・
　
・
　
，
　
9　

．
　
■
　
■
一
▼
，
謄
・
　
幽
　
一
　
■
　
幽

一
r・

・
x65

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
亭

@
　
　

　
　
1

　
「
．
5‘

5匿
匿
雫
雫
，
一
・
一
一
“
曹
一

k助
~．

木
Q

↓甲．．．一1魯
・
2

町，．　－－…棺……－4・々－＋，－

官幣昼型春ワ融謎⑪廻

鎗戴e＋鉾圖⑧遷唐居

騨丁耀

…
一

州
…

　灘

…
、[．（

欄
…

．笏．

㊨第二茜婁敷，

鮭
礎
短

蕪
灘

…絆幣

懇伴性

講灘鶴
「
黙

ｲ’

撫
雛
嚢

獣
．

a
一

．
．

．
．

彰
笏

菱
熟
墨

拶
÷
剣

’
’

”
“

“
．

一

P．
“

T…
“

“
‘

T’

凸

虹
．

ll

ov　
i繊

　
　
，
ゑ
5

　
困
i

　
屠
｝

鵜
居

＋
・

　
敷

　
　

，
T：

⑳

馨

参種◎◎◎翻鋒翻毒中

）
幣
軸
、

　　駁

方立

不誹複製」

鰭難病懸

一獺・・……

目…幽…

驚・⑱



鎗試壱＋X圖⑧五戸樽代唐居敷獄．種皮聖平三月X・・⑳

古固野山大因唐居敷

曹
一

X・
e一

t．
e・

一
曽

：
　
’
16

㊨

一心－

『
ぞ

‘
”

響
’

P
・
・
一
一
・
一
一
一
7一

一
一

?．
喝

7
F　

　
　

　
　

　
　

　
2・

弓
｝

一
一

一
■

一
曹

一

「　，　5　P　●　，　「

鱗
多 ソ

携
鵜
・
驚
ｯ務

？
’
16

蕉
醗
i影

灘
灘

言
数

七
三

を
発

！

｛
z’

@　
　

　
吻

　　　　7｝｝，層卜脚2．．，印●．●

［

244｝
驚

246
工

1111111（
冨
ギ
絹
）

熱
川
i麗

◎
　
高
野
山
鋤
捧
寺
　
表
因
唐
居
敷

@　
　

　
　

　
　

1ジ
o　

　
o
　
　
o

潤
@
　
o
　
　
o

潤
@
　

o
　

　
o

　
o　

　
　
　
　
　
o

@o
　

　
　

　
　

　
o

n　
　

O
　

　
　

O　
　

　
O　

　
O

潤
@
　

o
　

　
　

o　
　

　
o　

　
o

潤
@
　

o
　

　
　

o　
　

　
o　

　
o

●
2
4
　
．

，
i。

　
　

　
　

　
　

　
　

、
｝

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
‘

亭

・
2

慧

趨禰．

・◎

属，1－i－ll■，1，‘，翻

　
IS

．
．
｛

　
匿

　
　

Io5　
　

♪

　…
　噸

……」…　　卸
O

a，
65

　
　
睾

x

ロ
耗

緯
想

潔
邉

器
Q蕪

（
≠

ギ
）

紳
卸

織



第
十
三
巻
　
　
研
究
の
栞
　
　
日
本
古
建
築
研
究
の
栞
（
廿
七
）

第
三
號
，
　
＝
二
四
（
四
七
六
）

f
㌧し



筆
順
三
巻
　
　
研
究
の
栞
　
　
日
本
古
建
築
研
究
の
栞
ハ
廿
七
）

第
三
號
　
　
一
三
五
　
（
四
七
七
）



第
＋
三
獲

研
究
の
．
馨

日
本
吉
建
．
築
」
研
究
の
栞
（
廿
七
）
一

難
蕪
纒
・
難
羅

躍
灘
　
購
、
　

　
　
灘

第
三
．
三

尊
（
四
三
入
）
、



第
十
．
三
巻

究
の
栞

口
本
古
建
築
研
究
の
栞
（
骨
七
）

第
三
號

七
、
（
四
七
九
）

sL
s，

A　，．



　
　
　
第
十
三
谷
　
　
研
究
の
栞
　
　
口
本
古
建
築
碑
究
の
栞
（
萱
七
）

し
て
ば
大
し
た
も
の
で
は
な
い
、
、
翻
し
の
襟
な
垢
抜
け
の

し
た
秀
高
な
砂
は
あ
る
筈
な
く
、
圓
い
ご
こ
ろ
の
角
張
つ

た
桃
山
の
績
き
で
あ
る
。
播
摩
の
書
賃
山
鼠
教
寺
境
内
本

多
家
の
廟
に
好
例
が
あ
る
か
ら
、
何
れ
他
日
ざ
こ
か
で
圖

示
す
る
折
も
あ
ら
う
。

　
當
代
に
で
き
た
雛
形
本
に
か
い
て
あ
る
幣
軸
の
圖
を
み

，
て
も
、
養
方
の
で
た
こ
こ
ろ
は
盆
々
臨
く
な
り
、
圓
い
ご

、
こ
ろ
は
思
ふ
様
に
さ
う
な
っ
て
み
す
、
大
分
角
張
っ
た
圖

が
か
い
て
あ
る
、
こ
れ
で
み
て
も
時
代
に
よ
る
趣
昧
の
墾

遷
が
到
る
の
で
あ
る
。

　
私
は
嘗
て
木
割
建
築
に
明
る
い
あ
る
人
に
、
新
し
い
幣

軸
の
割
出
方
は
、
出
た
こ
こ
ろ
の
幅
が
殆
ん
ご
全
鼎
…
の
掌

、
、
分
位
あ
る
襟
に
思
へ
る
、
即
ち
正
方
形
の
木
口
を
有
す
る

」
木
を
「
田
」
の
宇
形
に
墨
を
し
て
、
其
小
さ
い
　
つ
の
角
を

・
い
く
ら
か
圓
め
る
ε
、
丁
度
所
要
の
も
の
が
で
き
る
様
で

呪
あ
る
が
、
果
し
て
さ
う
か
ざ
う
か
ご
訊
ね
た
ざ
こ
ろ
、
普

通
出
π
こ
こ
ろ
は
全
面
の
幅
の
宇
分
に
ご
る
の
だ
ご
激
へ

　
　
　
　
　
　
第
三
號
　
　
一
三
入
　
（
四
入
Q
）

て
く
れ
た
。
圖
は
な
い
が
こ
れ
で
よ
く
判
る
で
あ
ら
う
。

そ
こ
い
ら
に
ざ
ら
に
あ
る
當
代
の
新
ら
し
い
建
物
を
み
れ

ば
、
實
例
に
多
く
出
遇
ふ
で
あ
ら
う
。

　
　
　
＊
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

　
述
べ
來
つ
た
こ
ご
を
つ
い
め
る
ご
、
先
づ
大
里
次
の
榛

に
な
ら
う
。

　
　
飛
鳥
時
代
は
四
角
で
あ
っ
た
が
、
其
式
は
鎌
倉
位
迄

　
綾
い
た
Q
奈
良
時
代
に
な
っ
て
切
面
を
こ
っ
た
の
も
あ

　
つ
だ
が
、
多
く
は
唐
戸
面
の
…
榛
な
、
、
今
日
普
通
に
み
る

　
形
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
併
し
初
め
の
う
ち
は
、
富
た

　
こ
こ
ろ
が
片
方
郎
ち
柱
に
近
い
方
に
丈
け
あ
る
の
で
、

　
こ
の
場
合
其
嬉
は
調
合
に
狭
く
形
ま
た
整
は
す
、
原
始

　
的
の
も
の
で
あ
っ
た
り
ま
た
中
に
は
全
禮
こ
し
て
も
奥

　
行
の
方
が
長
く
て
薄
手
の
も
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
早
安

　
時
代
迄
綾
い
た
ら
し
い
。
出
だ
こ
こ
ろ
が
塗
方
に
あ
る

　
の
は
現
代
の
も
さ
う
で
あ
る
が
、
古
い
の
は
其
所
の
幅

　
せ
ま
く
、
追
い
部
分
は
圓
弧
の
撰
に
な
っ
て
み
る
。
時



代
が
降
る
に
馴
れ
、
桃
ド
田
以
降
は
大
分
角
張
っ
て
く
る

し
、
出
た
所
の
幅
も
鋤
く
な
る
。
途
に
江
戸
時
代
に
至

り
、
其
幅
は
全
膿
の
牢
分
位
こ
な
b
、
．
圓
い
蜜
こ
ろ
は

ざ
つ
ご
兀
帳
面
の
様
に
角
張
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
カ
ノ
　
　
ヰ
　
　
　
シ
キ

　
　
　
第
三
十
三
　
唐
　
居
　
敷
　
（
上
）

　
四
建
築
字
彙
幅
に

　
　
藥
勢
門
ナ
ド
ニ
在
テ
伏
圖
ハ
矩
形
ヲ
ナ
シ
敷
石
面
ヨ

　
リ
ハ
突
翻
眉
シ
居
ル
石
ニ
テ
…
門
柱
ヲ
受
ケ
且
一
構
ノ
軸
ヲ
モ

　
支
フ
ル
モ
ノ
ナ
リ
。
圖
ヲ
見
ヨ
（
鯛
）
。
伊
勢
貞
丈
ノ
説

　
ニ
ヨ
レ
バ
唐
居
敷
ハ
敷
石
ナ
ソ
ト
ァ
ソ
b

ご
あ
る
が
、
い
ふ
迄
も
な
く
「
，
藥
黒
門
ナ
ド
ニ
在
テ
…
」
こ

い
ふ
の
は
一
例
を
嫁
げ
た
に
過
ぎ
ぬ
の
で
、
円
に
用
ふ
る

こ
の
み
限
ら
す
、
堂
・
趾
殿
等
の
毘
入
口
に
用
ひ
ら
れ
た

場
合
も
あ
・
（
新
藥
師
寺
本
堂
・
大
崎
入
幡
紳
敢
本
殿
）
最
も
珍
ら
し
い
の
を
あ
げ

る
ご
、
鳥
居
に
扉
を
つ
け
て
、
そ
こ
に
用
ひ
た
も
の
で
あ
る

（漱

c
廟
早
立
厭
麟
秋
淋
）
。
ま
た
伏
圖
も
矩
形
を
な
さ
な
い
で

　
　
　
第
十
三
巻
　
　
研
究
の
栞
　
　
日
本
古
建
築
研
究
の
栞
（
骨
七
）

圖
の
｝
部
分
を
切
う
ご
つ
た
形
即
ち
敏
圓
ご
で
も
い
ふ
檬

な
の
や
（
尾
道
市
浮
土
寺
門
）
、
木
製
藁
座
の
饗
輪
廓
を
し
た
簿
い

木
の
側
面
に
銅
板
を
野
付
た
の
や
（
教
宣
護
國
寺
大
師
堂
門
）
、
緻
麿
精
巧

な
彫
刻
を
施
し
た
大
き
な
蝶
形
の
石
を
装
飾
に
つ
け
た
も

の
（
長
噺
市
輻
濟
寺
大
襯
門
）
等
も
、
稀
れ
に
は
あ
る
の
で
あ
・
。

　
街
ほ
右
に
引
用
し
た
書
物
に
は
、
前
記
の
蓮
り
一
こ

こ
に
は
略
し
た
が
一
「
圖
ヲ
見
ヨ
」
ご
あ
る
其
圖
に
よ
る

ご
、
柱
全
膿
が
唐
居
敷
の
上
し
桑
っ
て
み
る
事
第
二
百
十

五
圖
の
如
く
で
あ
る
。
然
る
に
現
存
の
毒
刃
で
は
、
古
い

の
は
大
概
木
製
で
あ
る
ら
し
い
が
、
近
來
は
石
の
方
が
保

存
期
限
が
永
い
ご
い
ふ
閣
係
か
ら
か
、
多
く
な
う
だ
し
た

様
で
め
％
。
さ
う
し
て
滞
れ
は
円
柱
を
受
け
て
は
み
る
け

れ
ざ
も
、
こ
れ
も
亦
古
い
の
は
牢
分
前
後
の
つ
て
み
る
丈

け
で
．
全
部
乗
り
だ
し
た
の
は
割
合
に
新
し
い
事
ご
思
は

れ
る
の
で
あ
る
○

　
以
下
順
に
説
明
を
す
る
が
、
何
分
激
王
護
身
寺
ご
臨
濟

寺
の
を
除
い
て
な
、
何
れ
・
暫
た
葦
た
い
四
角
（
又
は
圓
）
の

　
　
　
　
　
　
第
三
號
　
　
｝
三
九
（
四
八
　
）



　
　
　
策
十
三
奮
　
　
研
究
の
栞
　
　
H
喰
古
建
築
醒
究
の
栞
（
骨
七
）

木
か
石
か
に
止
る
か
ら
、
大
し
て
か
く
こ
ご
が
な
い
の
は

止
む
を
得
な
い
。

　
例
の
東
礪
主
宰
隅
大
喜
諸
山
隠
勢
の
中
に
、
側
面
に
渦
丈

の
あ
る
唐
居
敷
が
描
い
て
あ
っ
た
ご
記
憶
し
て
み
る
、
け

れ
ざ
も
名
は
か
い
て
な
か
っ
た
。
園
讐
造
法
式
醐
に
「
門
砧
」

ε
あ
る
の
が
多
分
こ
れ
に
當
る
の
で
あ
ら
う
。
我
國
で
は

昔
し
か
ら
唐
居
敷
ご
い
っ
て
ゐ
π
か
、
或
は
す
つ
ご
後
に

か
う
い
ふ
名
に
な
っ
た
か
私
は
未
だ
調
べ
て
み
な
い
。

　
も
　
　
ヘ
　
　
へ
　
も

　
飛
鳥
時
代

に
は
有
無
未
詳
で
あ
る
。
遺
物
の
な
い
今
日
判
断
の
し
ゃ

う
が
な
い
Q

　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
め

　
奈
良
時
代

の
は
新
店
寺
本
堂
に
あ
る
（
第
二
〇
三
蹴
及
第
工
一
四
岡
◎
）
、
但
し
現
在
は

全
部
修
補
の
た
め
新
し
く
な
っ
て
み
て
、
幣
軸
ご
共
に
當

初
の
も
の
が
一
つ
も
残
っ
て
ゐ
ぬ
の
だ
か
ら
、
初
．
め
か
ら

こ
の
蓮
り
で
あ
っ
た
こ
い
ふ
堰
塞
は
な
い
が
、
既
に
幣
軸

の
ご
こ
ろ
に
書
い
た
通
り
、
こ
れ
が
古
い
型
ら
し
く
思
は

　
　
　
　
　
　
第
議
號
　
　
㎝
四
〇
　
（
四
入
一
じ

れ
る
か
ら
、
加
温
寺
保
存
法
に
よ
っ
た
修
理
の
際
、
落
形

に
則
っ
て
新
材
を
以
て
作
っ
た
ご
み
て
よ
か
ら
う
。
果
し

て
然
ら
ば
現
存
せ
る
最
古
の
形
式
で
あ
る
ご
同
時
に
、
堂

の
患
入
ロ
に
用
ひ
ら
れ
た
珍
ら
し
い
例
の
一
ご
す
る
事
が

で
き
や
う
っ

　
東
大
寺
虚
血
阿
の
は
、
あ
れ
は
鎌
倉
に
や
り
代
へ
た
の

か
も
知
れ
ぬ
（
第
二
百
十
六
圖
）
。
若
し
さ
う
こ
す
れ
ば
、
あ
れ
も
當

初
の
大
さ
の
通
り
で
あ
る
か
ご
う
か
判
ら
澱
。
例
へ
ご
り

か
へ
て
も
當
初
の
通
り
こ
す
れ
は
論
は
な
い
が
、
後
一
－
…
勝

手
な
形
に
し
た
ビ
す
れ
ば
勿
論
當
代
の
例
に
は
で
き
諏
が

鎌
倉
の
も
の
ご
し
て
も
よ
さ
さ
う
で
あ
る
Q
唐
居
敷
な
ざ

、
い
ふ
も
の
は
木
の
場
合
は
腐
b
易
い
が
、
あ
れ
は
西
向

の
門
で
、
日
あ
た
6
も
風
通
し
も
い
、
か
ら
、
う
ま
く
い

っ
た
ら
古
い
の
か
も
知
れ
ぬ
。
次
の

　
ゼ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
李
安
時
代

の
遺
物
は
私
は
未
だ
知
ら
ぬ
。
ε
こ
ろ
が

　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ま

鎌
倉
時
代



O

こ
な
る
ご
相
方
に
あ
、
る
や
う
で
あ
る
。
其
｝
例
ご
し
て
千

番
寺
壌
四
脚
門
の
猛
れ
は
先
づ
疑
の
な
い
も
の
で
あ
ら
う

な
せ
さ
う
か
ご
い
ふ
ご
、
拓
柱
礎
の
面
な
ご
か
ら
さ
う
考

へ
る
の
で
訪
・
（
第
五
巻
第
一
號
第
入
九
・
九
〇
貰
鳶
丈
及
び
挿
圃
蓼
照
）
。
其
上
に
こ
の
寺

起
は
、
弘
安
四
年
の
石
佛
だ
の
、
鎌
倉
時
代
ご
推
定
さ
る

る
五
輪
塔
な
ざ
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
尤
も
私
は
寺
記

1
あ
る
か
な
い
か
知
ら
ぬ
が
若
し
あ
る
こ
す
れ
ば
一

も
調
べ
た
こ
ご
が
な
い
か
ら
、
事
實
は
ざ
う
か
剣
ら
ぬ
が

た
や
そ
こ
に
あ
っ
た
も
の
か
ら
左
機
に
想
像
し
た
の
で
あ

る
。

　
簡
単
居
敷
は
柱
が
宇
分
乗
る
様
に
な
）
、
孚
分
は
同

じ
石
か
ら
く
b
出
し
が
で
き
て
み
る
。
さ
う
し
て
其
上
に

方
立
の
た
っ
た
ε
こ
ろ
も
、
軸
摺
の
圓
孔
も
皆
は
り
つ
け

て
あ
る
が
、
物
が
石
で
あ
る
か
ら
大
鍵
に
便
利
で
あ
る
。

東
宮
寺
月
藷
の
も
同
然
石
で
あ
る
が
（
第
二
百
十
七
圃
）
、
こ

れ
は
形
も
大
分
ぞ
ん
ざ
い
だ
し
、
競
物
は
左
右
で
、
孔
の
あ

け
ざ
こ
ろ
が
異
っ
て
み
る
の
み
な
ら
す
、
其
何
れ
も
の
孔

　
　
　
第
十
三
巻
　
　
研
究
の
栞
　
　
日
本
古
建
築
研
究
の
栞
（
廿
七
）

は
、
上
方
郎
ち
長
押
の
下
端
に
あ
い
て
み
る
の
ご
一
致
し

て
居
ら
諏
。
雲
影
も
丁
曝
で
な
い
こ
こ
ろ
等
か
ら
み
る
ご

果
し
て
當
初
の
も
の
か
ざ
う
か
怪
し
い
が
、
古
さ
う
で
あ

る
。

　
北
華
堂
北
門
の
を
第
二
百
十
四
圖
⑤
に
か
い
て
お
い
た

が
、
い
つ
れ
後
の
修
補
で
あ
ら
う
。
斯
機
な
の
で
は
元
か

ら
か
う
で
あ
っ
π
か
否
か
は
興
野
が
む
つ
か
し
い
。
般
若

寺
楼
門
の
も
明
治
四
十
二
三
年
頃
、
大
三
野
の
際
古
い
の

に
倣
ひ
新
材
を
以
て
つ
く
り
か
へ
た
の
で
あ
る
。

　
尾
道
市
浮
土
寺
の
門
は
一
間
一
戸
四
脚
門
で
あ
る
が
、

其
事
居
敷
は
随
分
．
墾
っ
て
み
る
。
こ
ん
な
の
は
恐
ら
く
こ

れ
丈
け
で
は
あ
る
ま
い
か
。
其
卒
面
は
先
づ
圓
で
、
其
「

部
分
－
師
ち
築
地
止
に
つ
い
て
み
る
方
i
が
切
り
取

っ
て
あ
る
形
で
あ
る
、
こ
れ
は
勿
論
築
地
止
に
う
ま
く
つ

く
様
に
す
る
爲
め
ら
し
い
。
こ
の
門
は
槻
だ
と
こ
ろ
は
鎌

倉
末
位
ら
し
い
が
、
肝
心
の
唐
居
敷
は
も
つ
ご
時
代
が
後

れ
る
樺
…
で
あ
る
◎
こ
ご
に
よ
っ
た
元
は
長
方
形
の
あ
り
き

　
　
　
　
　
　
第
三
號
　
　
一
四
】
　
（
四
入
王
）



　
　
　
第
十
三
巷
　
　
紹
　
　
　
介

た
り
の
も
の
で
あ
っ
た
の
を
、
後
に
柱
が
圓
い
か
ら
こ
れ

も
亦
圓
い
方
が
似
合
ふ
だ
ら
う
、
こ
い
ふ
位
な
石
工
の
淺

薄
な
考
へ
で
か
う
し
て
了
つ
た
の
か
も
知
れ
ぬ
。
併
し
な

が
ら
雁
鎌
倉
時
代
ε
思
は
る
、
開
H
に
つ
い
て
み
る
の
で
あ
る

か
ら
、
あ
こ
の
も
の
か
も
知
れ
澱
が
一
分
異
例
ご
し
て
こ

え
掲
げ
て
お
あ
で
あ
る
（
第
二
百
十
入
・
第
二
百
十
九
圖
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
昭
和
三
年
五
月
二
十
九
日
稿
了
）

紹

介

　
　
翻
上
代
鐸
制
の
研
究
　
　
　
　
坂
本
　
太
郎
著

　
交
通
は
祉
會
構
成
の
基
礎
的
契
機
で
あ
り
、
そ
れ
の
進
歩
は
ま

た
歴
史
獲
展
の
有
力
な
る
動
因
を
な
す
の
で
あ
る
が
、
黒
日
の
研

　
　
　
　
　
　
　
第
灘
號
　
　
　
側
側
　
（
四
三
四
）

究
に
於
て
は
此
の
分
野
は
今
な
ほ
未
墾
の
荒
野
ミ
し
て
取
残
さ
れ

た
る
観
な
し
、
こ
し
な
い
。
著
者
は
こ
こ
に
慨
す
る
所
あ
っ
て
そ
の

開
拓
を
留
ら
ん
、
こ
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
本
書
は
正
に
其
第
一
牧

獲
で
あ
る
。
著
者
の
見
解
に
從
へ
ば
交
通
の
配
達
に
は
、
地
方
交

通
國
内
交
通
世
界
交
通
の
三
時
代
を
劃
す
べ
く
、
騨
逓
制
度
は
國

内
交
通
時
代
の
著
し
き
特
徴
を
な
す
ε
い
ふ
、
此
の
見
地
よ
り
し

て
騨
の
草
創
盛
蓬
嚢
微
を
精
密
に
説
い
て
み
る
。
其
態
度
に
聯
か

静
的
に
過
ぐ
る
の
憾
が
あ
る
。
爾
ほ
一
．
般
交
通
號
蓬
史
に
於
け
る

騨
遍
欄
の
位
置
乃
至
意
義
の
如
き
も
評
論
せ
ら
れ
、
こ
れ
に
よ
っ

て
胱
會
糞
蓬
の
過
程
に
、
騨
制
を
出
現
せ
し
む
る
理
由
，
ま
た
そ

れ
の
褻
減
を
來
た
す
所
以
に
特
殊
な
る
も
の
が
あ
る
こ
ミ
を
薯
者

に
よ
っ
て
闘
く
を
得
る
な
ら
ば
、
學
界
の
幸
ミ
す
る
く
」
こ
ろ
で
あ

る
。
（
菊
版
二
七
一
頁
、
東
京
國
丈
堂
嚢
行
、
債
二
、
五
〇
）
〔
肥
後
〕

　
　
醗
封
建
説
會
の
統
制
ご
闘
孚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
黒
．
正
　
巖
著

　
本
書
に
牧
録
さ
れ
た
十
八
編
の
論
文
は
、
各
々
研
究
謝
象
ミ
、

記
述
の
上
に
個
々
異
る
も
の
な
れ
，
ご
其
聞
、
封
建
祉
會
自
ら
の
懲

己
否
定
、
即
ち
そ
の
必
然
的
崩
壌
の
過
程
に
あ
り
・
こ
す
る
思
想
に

し


