
庭
多
古
建
築
研
究
の
栞
（
四
十
圓
）
（
天
氾
）

第
十
・
山
門
療
〕
　
第
閃
一
驚
輯
　
　
山
甲
山
ハ
ニ

厩
究
．
の
柔

日

本
古
建
築
研
究
の
栞
（
第
四
十
回
）

　
　
　
第
三
十
五
　
須
彌
壇
及
藁
座
（
下
）

　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
室
町
時
代

　
當
代
は
建
築
に
は
折
衷
様
が
、
大
成
さ
れ
た
が
須
彌
壇
の
方
は

さ
う
で
も
な
か
っ
た
。
純
唐
様
の
勾
欄
親
柱
の
隔
花
蓮
は
い
ろ
い

ろ
の
形
を
生
じ
て
き
た
。

　
第
四
一
五
。
四
｝
山
脚
剛
臆
は
、
嶽
孤
加
州
縣
東
春
R
【
井
引
跡
照
野
町
、
定

光
寺
本
堂
の
も
の
。
前
者
は
其
側
面
を
、
後
者
は
病
的
の
一
部
を

み
せ
た
の
で
あ
る
。
壇
は
素
木
で
比
較
的
簡
箪
で
あ
り
、
勾
欄
親

柱
は
圓
く
「
胡
黒
煙
決
り
」
が
あ
る
が
、
隅
の
も
柱
つ
き
の
重
三
も

架
木
の
直
径
位
の
李
た
い
と
こ
ろ
が
あ
り
、
柱
身
と
柱
頭
の
開
花

蓮
と
の
接
績
も
幾
分
不
満
足
の
や
う
に
思
は
れ
る
。

　
類
例
を
見
ぬ
位
に
憂
っ
て
み
る
の
は
勾
欄
正
面
の
と
こ
ろ
で
、

　
　
　
　
　
　
　
天
　
沼
　
　
俊
　
　
一

卒
桁
の
先
き
は
懸
魚
を
縦
に
二
つ
に
割
っ
た
や
う
な
形
に
下
方

擁
り
（
…
川
に
・
木
な
曲
［
つ
☆
や
・
り
に
つ
け
☆
の
で
に
あ
る
が
）
、
架
木
の
先
簸
の
形
が
刻
し

て
あ
る
。
大
棟
の
受
端
に
の
っ
て
み
る
當
代
の
饒
は
な
く
も
な
い

が
、
か
か
る
と
こ
ろ
へ
用
ひ
た
の
は
、
恐
ら
く
こ
れ
だ
け
で
は
あ

る
ま
い
か
。

　
第
四
一
七
岡
は
、
廣
島
市
郊
外
、
安
藝
郡
牛
田
村
高
帰
院
金
堂
須

彌
壇
の
｝
部
で
あ
る
。
唐
様
の
建
築
で
あ
る
か
ら
、
豆
殿
と
い
ふ

名
が
最
も
適
し
て
み
る
や
う
だ
が
、
金
堂
と
い
ふ
の
だ
さ
う
で
あ

」
る
。
壇
も
亦
唐
様
で
あ
る
が
、
繰
形
等
は
熱
り
に
技
巧
を
弄
し
込

み
入
り
す
ぎ
て
反
て
う
る
さ
い
感
が
あ
る
。
瀦
目
板
に
入
れ
て
あ

る
牡
丹
も
、
も
う
少
し
簡
軍
に
す
れ
ば
い
Σ
の
に
と
思
は
れ
る
。

　
勾
欄
親
桂
に
特
徴
あ
り
、
四
角
で
隅
は
唐
戸
颪
の
や
う
に
し
て

（　196　）



あ
る
。
四
角
な
親
柱
は
和
檬
に
は
見
な
い
。
柱
が
四
角
だ
か
ら
自

然
頭
の
花
も
四
角
で
あ
る
の
は
、
銑
に
前
號
に
記
し
た
長
保
寺
本

堂
（
第
四
｝
O
“
四
ヤ
『
圏
）
の
の
㌍
な
・
が
、
上
の
方
の
未
開
の
部
分
を

董
の
｝
、
部
と
見
九
か
、
或
は
取
手
と
で
庵
考
へ
た
の
か
、
全
く
形

を
攣
へ
、
癬
を
下
の
方
に
ほ
り
、
上
は
一
方
へ
曲
げ
て
あ
る
。
蓮

だ
か
何
だ
か
判
ら
ぬ
と
し
て
も
、
と
に
か
く
花
が
逆
に
な
っ
て
み

る
か
ら
、
「
逆
蓮
」
と
い
ふ
名
を
つ
け
て
も
、
こ
れ
な
ら
大
し
た
不

都
合
で
も
な
い
で
あ
ら
う
。
李
桁
も
繰
形
を
つ
け
て
多
少
細
工
が

し
て
あ
る
し
、
蓮
葉
も
大
に
意
匠
を
凝
し
て
左
右
に
長
く
の
ば
し

、
ま
た
正
面
中
央
よ
の
左
右
嗣
じ
位
の
と
こ
ろ
に
、
雲
に
の
れ
る
日

月
を
、
架
木
卑
湿
の
聞
に
入
れ
て
あ
る
な
ど
、
精
巧
で
は
あ
．
る
が

大
し
て
慈
心
し
か
ね
る
壇
で
あ
．
る
。

　
第
四
一
八
圓
は
尾
道
布
西
國
寺
本
堂
の
も
の
。
此
堂
は
〔
特
建

國
喪
目
録
冒
に
は
「
室
町
？
」
と
し
て
あ
る
が
、
「
？
」
印
は
不
用
で

室
町
と
み
て
い
い
と
思
ふ
。
堂
ば
か
り
で
は
な
く
，
壇
も
亦
そ
の

や
う
で
あ
る
。
此
も
亦
折
衷
様
で
、
上
下
に
唐
様
式
の
く
り
形
を

く
り
遮
し
．
朋
目
板
は
上
下
に
枢
を
や
り
、
適
當
の
間
隔
に
束
を
た

て
、
さ
う
し
て
羽
三
板
に
は
例
の
絡
狭
間
を
入
れ
て
あ
る
。
此
は

　
　
　
　
　
日
本
古
建
築
研
究
の
栞
（
四
十
画
）
（
天
沼
）

恰
も
正
慶
こ
年
毒
す
違
法
守
三
蔑
・
（
長
野
縣
小
縣
鵬
滋
野
村
）
須
叢

の
直
系
で
、
鎌
倉
末
に
あ
っ
て
此
面
の
格
欄
間
を
入
れ
た
折
衷
様

須
彌
壇
の
延
長
と
見
ら
れ
る
か
ら
、
こ
れ
で
頗
る
颪
白
い
の
で
あ

る
。
さ
う
し
て
彼
の
費
土
柱
は
，
圓
教
寺
金
剛
堂
の
如
く
全
く
節

が
な
く
、
三
珠
の
形
も
略
ぽ
三
角
形
を
な
し
九
も
の
で
あ
る
の
に

此
は
柱
身
と
柱
頭
と
の
境
界
、
廓
ち
柱
身
の
上
部
に
蓮
花
鱗
を
ほ

っ
て
あ
る
が
、
こ
れ
は
大
に
興
味
の
あ
る
こ
と
で
、
室
町
に
は
問

間
か
・
る
例
を
見
出
す
の
で
あ
る
。

第
璽
九
夏
森
光
文
懸
霧
雪
）
本
堂
の
裏
手
に
あ
っ

た
小
さ
い
壇
1
こ
と
に
よ
っ
た
ら
厨
子
の
半
座
か
も
知
れ
ぬ
ー

ー
の
側
而
こ
部
を
示
し
た
も
の
で
、
　
此
亦
同
じ
く
折
皆
様
の
も

の
。
例
の
格
挾
間
の
内
部
の
花
が
震
毒
し
て
上
に
ま
で
蓬
し
，
且

つ
蔓
の
上
か
ら
葉
を
一
枚
つ
つ
左
右
に
廣
け
て
る
る
。
此
格
独
間

の
上
の
部
分
を
中
央
か
ら
右
で
も
左
で
も
牟
分
だ
け
み
る
と
、
鎌

倉
箒
の
懸
魚
の
興
謙
墾
醗
蘇
鶴
忍
言
。
）
と
、
殆
ん

ど
と
い
ふ
よ
⇔
は
全
く
同
じ
と
い
っ
て
も
い
い
事
に
き
が
つ
く
と

自
然
こ
の
時
代
の
見
當
が
つ
い
て
く
る
の
で
あ
る
。
薗
例
で
も
此

で
も
、
聯
唐
美
濃
で
あ
り
な
が
ら
、
少
し
も
お
か
し
く
見
え
ぬ
鮎

　
　
　
　
　
　
第
十
六
ぬ
曾
　
鱈
罪
四
…
就
　
　
　
二
瀬
山
回
｝
二

（工27）



　
　
　
　
　
日
本
古
建
築
研
究
の
栞
（
四
十
岡
）
（
天
沼
）

に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

　
第
四
二
〇
綴
は
三
重
縣
阿
晦
絶
島
ヶ
原
町
の
鶴
菩
提
寺
本
堂

（俗

ﾉ
三
月
堂
と
い
ひ
、
こ
の
方
が
遙
に
通
り
が
よ
ろ
し
い
）
の
で
、
・
れ
は
蕪
で
あ
る
が
、
壇

の
前
に
供
物
蔓
の
様
な
も
の
を
取
付
け
て
し
ま
っ
た
も
の
だ
か
ら

折
角
立
派
な
格
挾
間
が
隠
さ
れ
て
し
ま
ひ
、
今
で
は
其
下
へ
も
ぐ

ら
な
け
れ
ば
、
い
い
形
が
見
ら
れ
な
い
。
此
圖
は
上
下
枢
と
爾
方

の
束
と
の
間
に
挾
ま
れ
た
胴
目
板
格
挾
間
の
一
で
、
其
上
下
の
曲

線
は
、
奈
良
市
極
樂
院
本
堂
外
部
科
棋
間
の
墓
股
の
と
よ
く
似
て

は
み
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
や
は
り
一
般
に
考
へ
ら
れ
て
る
る
や

う
に
室
町
と
し
て
お
い
た
方
が
よ
ろ
し
い
様
で
あ
る
。
此
場
合
須

彌
壇
は
至
極
負
癖
で
あ
る
し
、
う
ま
く
全
景
は
と
れ
ぬ
か
ら
、
特

徴
の
あ
る
格
狭
聞
を
隅
示
し
て
お
い
た
の
で
あ
る
。

第
四
三
空
電
寺
本
堂
（
兵
罐
縣
加
西
郡
下
里
村
坂
本
）
須
彌
壇
の
一
部

で
あ
る
。
本
堂
は
辻
君
に
は
な
っ
て
み
な
い
が
、
壇
は
中
々
立
派

な
も
の
で
、
室
町
時
代
の
手
法
が
洵
に
よ
く
で
て
み
る
か
ら
、
其

最
も
よ
く
判
る
と
こ
ろ
を
だ
し
て
お
い
た
の
で
あ
る
。
此
と
其
次

の　
第
四
二
二
圖
と
比
較
す
る
な
ら
催
、
よ
く
も
か
う
同
じ
や
う
な

　
　
　
　
　
　
　
第
L
T
山
常
費
一
　
徽
堆
糞
號
　
　
　
山
口
山
ハ
四

も
の
が
存
在
す
る
と
思
ふ
で
あ
ら
う
。
前
號
第
四
〇
四
七
に
だ
し

た
あ
．
の
形
が
、
養
益
し
た
の
か
退
化
し
た
の
か
、
何
れ
か
知
ら
ぬ

が
第
四
一
九
・
四
二
〇
圖
の
如
き
も
の
が
で
き
、
更
に
一
韓
し
て

か
う
い
ふ
形
に
な
っ
た
の
で
あ
ら
う
。
此
は
播
州
加
古
川
、
刀
田

山
鶴
林
寺
本
堂
の
一
部
で
、
康
永
四
年
の
も
の
と
い
ふ
こ
と
が
判

っ
て
み
る
の
だ
か
ら
、
從
て
前
圖
の
も
此
と
相
距
る
こ
と
旧
く
な

い
こ
と
が
、
直
に
推
察
で
き
る
の
で
あ
る
。
い
つ
も
か
く
通
り
、

こ
れ
な
ど
は
公
式
の
一
つ
と
し
て
頭
の
中
へ
し
ま
ひ
込
ん
で
お
く

べ
き
も
の
で
あ
る
。

　
第
四
二
一
二
・
四
二
四
圖
は
、
信
州
信
濃
の
逗
照
寺
（
○
霧
ぷ
N
曲
）

（上

蜴
嚴
R
室
）
繹
娑
の
須
叢
盆
笈
び
右
側
面
の
蔀
を
示

し
た
も
の
。
此
建
物
に
填
て
は
、
既
に
難
誌
【
佛
教
美
術
〕
第
十
二

號
に
、
多
く
の
圖
を
入
れ
て
｝
通
か
い
て
お
い
た
か
ら
、
詳
細
の

こ
と
が
必
要
な
ら
、
早
れ
を
見
ら
れ
た
い
の
で
あ
る
、

　
面
心
も
亦
折
衷
檬
に
近
い
も
の
で
、
上
下
に
く
り
形
．
か
あ
り
、

其
間
の
朋
目
板
に
、
全
部
牡
丹
に
唐
獅
子
の
透
彫
が
入
れ
て
あ
る

が
、
其
姿
勢
は
何
れ
も
異
な
り
、
唐
草
も
亦
實
質
と
塞
間
と
が
う

ま
い
工
合
に
配
合
し
て
あ
る
。
か
か
る
透
彫
を
し
て
あ
る
と
こ
ろ

（　1？S　）



は
、
多
く
は
其
輪
廓
が
絡
狡
間
で
あ
る
の
に
、
こ
こ
で
は
一
種
締

吻
ゆ
な
い
拙
炉
形
を
し
た
も
の
の
中
に
入
っ
て
み
る
。
此
の
輪
癩

は
感
心
で
き
ぬ
が
、
中
の
彫
刻
は
よ
く
で
き
て
ゐ
る
っ

　
此
透
彫
は
、
岡
縣
下
伊
那
郡
下
條
村
大
字
鎭
西
野
に
あ
る
大
由

田
紳
肚
の
、
慮
神
天
皇
を
祀
っ
た
祉
殿
内
の
厨
子
の
板
扉
に
、
極
彩

色
で
描
い
て
あ
る
牡
丹
に
唐
獅
子
と
淘
に
よ
く
似
て
み
る
。
獅
子

と
牡
丹
と
双
方
關
係
が
あ
る
か
ど
う
か
知
ら
ぬ
が
、
同
時
代
で
同

地
方
だ
か
ら
、
鶴
林
寺
本
堂
須
彌
壇
と
一
乗
寺
本
堂
の
夫
れ
と
、

朋
目
板
に
ほ
っ
て
あ
る
絡
狭
間
の
形
が
殆
ん
ど
同
一
で
あ
る
と
同

番
、
似
た
も
の
が
で
き
る
方
が
粛
然
と
い
へ
る
で
あ
ら
う
。

　
勾
欄
及
五
珠
桂
も
唐
錦
で
、
こ
れ
は
さ
う
憂
つ
た
と
こ
ろ
は
な

い
が
、
間
に
入
れ
て
あ
る
蓮
葉
束
は
、
葉
が
大
き
い
こ
と
不
動
院
の

本
堂
の
如
－
（
傾
響
、
叢
あ
れ
よ
り
璽
暦
細
い
か
ら
，
李

桁
地
覆
間
の
部
分
（
、
、
れ
に
込
柄
と
同
じ
で
あ
る
）
と
釣
合
が
と
れ
て
み
な
い
。

　
此
檀
上
安
置
の
多
費
塔
心
柱
銘
は
随
分
長
い
文
句
で
あ
り
、
其

中
の
一
部
分
は
嵯
峨
の
常
寂
光
寺
多
智
塔
棟
札
の
文
句
と
殆
ん
ど

同
じ
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
最
後
に

子
時
文
魏
二
鐙
二
月
二
＋
三
日
始
之
六
月
百
釜
畢

渦
本
古
建
築
研
究
の
栞
（
四
十
回
）
（
天
沼
）

と
あ
る
か
ら
、
此
堂
一
從
っ
て
壇
一
も
亦
、
其
頃
と
み
ら
れ

る
。

　
第
四
二
五
・
四
二
六
岡
は
北
室
院
本
堂
の
で
、
　
一
は
宜
…
眞
、
　
一

は
立
弼
岡
で
あ
る
。
暗
室
院
は
法
隆
寺
東
田
傳
法
堂
の
裏
、
中
宮

寺
門
へ
向
て
左
手
に
南
而
し
て
建
っ
て
る
る
寺
で
あ
る
。
あ
の
邊

一
膿
に
須
彌
壇
と
い
へ
ば
殆
ん
ど
和
様
に
限
っ
て
み
る
の
に
，
珍

ら
し
く
此
は
世
論
檬
と
い
っ
て
も
い
・
位
、
異
彩
を
放
っ
て
る
る

の
で
あ
る
。
尤
も
菊
戴
院
持
佛
堂
の
も
勾
欄
だ
け
は
前
壷
だ
が
、

壇
は
折
衷
様
で
、
羽
目
板
に
絡
狭
間
を
入
れ
た
り
し
て
み
る
。

　
堂
が
小
さ
い
か
ら
、
壇
も
夫
れ
に
相
癒
し
て
や
は
り
小
さ
い
が

前
例
と
ち
が
っ
て
こ
れ
は
最
下
部
に
よ
く
延
び
た
き
？
し
ゃ
な
脚

が
あ
り
、
羽
目
板
に
例
の
如
く
牡
丹
に
唐
獅
子
を
入
れ
て
あ
る
が

其
上
下
の
豆
油
な
繰
形
｝
つ
隔
て
た
狭
い
李
た
い
と
こ
ろ
に
、
下

に
は
浪
，
上
に
は
庸
草
を
現
は
し
て
あ
る
の
は
、
注
目
に
値
す
る

の
で
あ
る
。

　
勾
欄
に
於
い
て
、
料
束
は
和
様
の
と
懲
り
な
い
が
、
親
柱
の
胡

麻
殻
決
り
は
角
が
た
っ
た
や
う
で
、
雨
方
か
ら
つ
ま
み
あ
げ
た
や

う
に
稜
線
に
近
く
な
っ
た
た
め
，
全
艦
が
古
典
建
築
の
柱
に
み
る

　
　
　
　
　
　
第
一
十
山
ハ
谷
　

第
四
號
　
　
　
山
岨
轟
ハ
五

（．129　）
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日
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古
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築
研
究
の
栞
（
四
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（
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此
脚
を
ひ
っ
く
り
返
せ
ば
當
代
の
背
の
低
い
板
墓
股
の
如
く
、

簡
草
な
彫
刻
は
桃
由
時
代
の
若
葉
の
元
と
考
へ
ら
れ
、
浪
模
襟
は

當
言
及
前
代
の
花
瓦
瓦
當
の
文
様
に
普
通
で
あ
り
、
上
の
唐
草
亦

然
り
。
さ
う
す
る
と
自
然
此
壇
が
よ
く
時
代
の
儀
式
と
一
致
し
て

み
る
の
で
あ
る
。
た
ゴ
正
颪
勾
欄
が
全
部
と
れ
て
亡
く
な
っ
て
了

つ
た
た
め
、
側
面
と
同
じ
や
う
で
あ
っ
た
か
、
そ
れ
と
も
途
中
で

き
れ
て
、
郎
等
は
蕨
手
の
襟
に
な
っ
て
み
た
か
、
そ
れ
が
判
然
し

な
い
の
は
惜
し
い
こ
と
で
あ
る
（
あ
っ
糞
こ
と
だ
け
ほ
、
親
柱
内
側
に
あ
い
て
み
る
孔
で
判
る
）
。

　
第
四
二
七
岡
は
東
編
寺
三
門
上
置
の
内
部
で
、
此
は
京
都
に
残

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
ゑ
ミ

れ
る
最
古
の
三
門
で
、
從
て
其
須
彌
壇
亦
さ
う
で
あ
る
。
N
三
門
上

暦
の
須
彌
壇
は
常
に
其
全
長
に
沿
．
諭
て
る
る
上
に
、
爾
側
面
の
牛

分
だ
け
前
の
方
に
曲
っ
て
み
る
か
ら
，
随
分
長
い
上
に
、
其
ま
ん

中
の
と
こ
ろ
が
す
っ
と
前
の
方
へ
で
て
み
る
。

　
此
種
の
は
総
て
和
襟
の
如
く
上
下
に
糎
あ
り
、
其
間
に
適
當
に

　
　
　
　
　
　
　
第
十
六
巷
　
　
…
第
四
號
　
　
　
山
ハ
九
二

束
を
入
れ
、
間
は
名
目
板
に
な
っ
て
み
る
が
、
堂
島
は
下
塗
の
下

に
脚
の
あ
る
こ
と
Σ
、
勾
欄
が
唐
風
で
あ
る
こ
と
、
で
、
此
は
此

門
坦
降
、
現
今
に
至
る
ま
で
さ
う
で
み
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
多

分
前
代
か
ら
さ
う
で
あ
っ
た
ら
う
と
考
へ
ら
れ
る
。

　
爾
其
上
に
勾
瀾
が
中
央
の
部
分
を
限
り
、
立
方
の
羅
漢
の
虹
ん

で
み
る
と
こ
ろ
を
別
に
、
ま
る
で
縁
を
切
っ
て
つ
け
て
あ
り
、
さ

う
し
て
間
を
す
っ
と
略
し
て
、
雨
雪
に
少
し
ば
か
り
つ
け
て
あ

る
Q
全
部
巡
ら
し
て
も
よ
さ
さ
う
な
も
の
だ
の
に
、
な
ぜ
間
を
や

め
に
し
た
の
か
。
別
段
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
、
遣
れ
が
何
か
の
妨
害
に

な
る
と
も
思
へ
ぬ
し
、
な
い
と
ど
う
も
”
幾
分
淋
し
い
　
や
う
で
あ

る
）
最
も
か
う
や
っ
て
お
け
ば
、
全
艦
に
巡
ら
す
の
を
略
し
た
こ

と
に
な
り
、
材
料
と
手
間
と
節
約
で
き
る
か
ら
、
或
は
こ
ん
な
方

法
を
按
出
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
へ
ら
れ
ぬ
こ
と
も
な
い
。

　
併
し
節
約
し
て
も
何
で
も
、
脚
と
勾
欄
と
は
唐
様
だ
か
ら
ま
だ

よ
ろ
し
い
。
須
彌
壇
は
何
故
に
和
様
に
し
た
か
。
全
く
の
想
像
で

あ
る
が
、
上
暦
は
割
合
に
天
井
が
低
い
た
め
で
あ
ら
う
。
壇
を
唐

襟
に
す
れ
ば
自
然
に
高
く
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
さ
う
す
る
と
羅
漢
は

ま
だ
大
丈
夫
だ
が
、
中
愈
は
随
分
窮
屈
に
な
ら
う
し
、
ま
た
坐
つ
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て
儀
式
を
す
る
と
き
、
高
過
ぎ
て
始
末
に
悪
い
。
本
家
の
支
那
で

は
ど
う
い
・
識
風
に
し
た
か
知
ら
ぬ
が
、
例
へ
佛
殿
・
法
堂
等
に
於

い
て
は
立
式
を
用
ひ
た
に
せ
よ
、
こ
・
で
は
坐
式
－
今
で
も
さ

う
で
あ
る
が
一
を
探
寓
し
た
た
め
、
か
う
い
ふ
工
合
に
な
っ
た

も
の
と
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
何
に
し
ろ
尾
廊
を
除
い
た
鳳
嵐

堂
の
李
面
の
や
う
な
形
を
し
た
、
こ
の
楼
に
長
い
壇
は
、
三
門
の

上
江
に
二
っ
て
る
る
。

＊

冊

層

＝ト

　
以
上
で
實
例
を
終
る
が
、
曲
面
の
は

　
　
前
代
の
綾
き
で
、
其
直
系
の
も
折
衷
襟
の
も
い
ろ
い
ろ
あ
っ

　
た
。
格
挾
間
内
の
花
模
様
は
嚢
蓬
し
た
が
、
其
輪
廓
は
少
し
拙

　
く
な
っ
て
き
た
や
う
で
あ
る
。
さ
う
し
て
和
様
の
場
合
で
も
、

　
絡
挾
間
は
込
み
入
っ
た
形
の
を
賞
用
し
た
。
灘
宗
伽
藍
の
場
合
・

　
三
門
の
上
篇
に
は
特
殊
な
の
が
用
ひ
ら
れ
た
。

　
　
勾
欄
親
柱
に
は
和
唐
折
衷
と
も
い
ふ
べ
き
、
例
へ
ば
二
重
請

　
花
の
如
き
閥
花
蓬
の
上
に
、
未
開
蓮
師
ち
費
珠
を
の
せ
た
不
思

議
な
も
9
b
あ
っ
た
（
向
上
専
三
重
塔
）
。
誤
写
の
曲
つ
砦
の
（
跡

鍛
本
）
叉
縫
夕
煙
の
間
に
藩
の
あ
る
も
の
（
西
國
寺
本
堂
）
等
、
い

　
　
　
　
　
日
本
古
建
築
研
究
の
栞
（
四
十
圃
）
（
天
沼
）

ろ
い
ろ
の
も
の
が
で
き
て
き
た
、
最
も
象
れ
に
立
華
の
先
き
を
下

に
曲
げ
て
繰
形
を
つ
け
、
知
木
の
鼻
に
纏
を
刻
み
だ
し
た
り
し
芯

（定

ｰ
）
。

　
　
　
’
亀
　
　
　
　
　
　
　
　
「
佃
噛
　
　
　
　
　
　
　
　
㌧
卜
　
　
　
　
　
　
　
　
’
㌣
　
　
　
　
　
　
　
　
鵠
」

　
　
　
寸
6
9
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
覧
ρ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
冒
’
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
「

　
、
　
、
　
、
　
、

　
兆
細
上
ず
竜

　
卓
」
匹
イ

　
先
づ
第
一
に
和
檬
で
特
別
長
い
の
を
紹
介
す
る
。

策
四
二
八
騨
整
護
導
（
棘
遡
金
堂
の
で
、
正
面
三
個
所

に
五
級
の
木
階
が
あ
る
。
こ
れ
が
珍
ら
し
い
と
思
ふ
が
、
の
金
堂

は
正
面
七
間
の
う
ち
、
一
問
隔
き
に
出
入
口
が
つ
い
て
み
る
か
ら

階
段
も
三
個
所
に
つ
け
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
れ
に
し
て
も

此
術
無
か
う
い
ふ
風
に
階
段
で
も
つ
け
な
け
れ
ば
、
必
要
が
あ
っ

て
あ
の
壇
上
へ
で
も
昇
る
と
き
、
勾
欄
を
跨
く
わ
け
に
も
行
か
す

困
る
こ
と
で
あ
ら
う
。
後
に
圖
示
す
る
胡
國
寺
や
妙
心
寺
法
堂
の

夫
れ
の
や
う
に
、
或
は
す
っ
と
古
く
法
界
寺
阿
彌
陀
堂
の
や
う
に

こ
、
で
は
實
用
と
装
飾
と
を
兼
ね
し
め
た
の
で
あ
ら
う
。

　
慶
長
十
年
の
建
築
だ
と
い
ふ
の
に
石
墨
の
上
に
建
ち
、
床
も
瓦

を
四
牟
敷
に
し
て
あ
る
の
は
、
勿
論
古
式
に
よ
っ
た
の
で
あ
ら
う

。
か
、
さ
う
す
「
れ
ば
此
急
撃
ぶ
た
さ
う
田
脚
へ
な
く
も
あ
る
ま
い
。
さ
・
り

　
　
　
　
　
　
　
餓
躍
十
山
皿
谷
　
　
第
M
闘
腋
脚
　
　
山
岨
九
三

（　xor7　）



　
　
　
　
　
臼
本
古
建
築
研
究
の
栞
（
四
十
画
）
（
天
沼
）

す
る
と
延
暦
十
五
年
の
と
き
の
金
堂
の
須
彌
壇
も
こ
れ
に
似
た
も

の
で
石
で
造
っ
て
あ
り
、
壁
板
（
羽
目
石
と
い
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
が
）
に
は
絡
諮

が
刻
ん
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
さ
う
し
て
擬
費
珠
勾
欄
が
廻

ら
し
て
あ
っ
た
こ
と
も
充
分
稽
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
第
四
二
九
。
第
四
三
〇
繭
は
大
和
瀬
法
華
滅
罪
寺
本
堂
の
も
の

で
あ
る
。
慶
長
六
年
の
建
築
で
あ
る
こ
と
Σ
、
此
須
彌
壇
も
亦
、

嗣
時
の
作
で
あ
る
こ
と
は
、
愛
方
共
三
智
珠
の
銘
が
謹
朋
を
し
て

み
る
。

　
此
を
み
て
第
一
氣
の
つ
く
こ
と
は
、
飾
金
其
を
嵐
山
に
打
っ
て

あ
る
こ
と
で
あ
ら
う
。
和
襟
の
に
打
つ
た
の
は
金
剛
輪
寺
の
に
あ

っ
を
（
第
三
九
山
ハ
。
三
九
七
圓
）
、
篠
の
で
は
正
妻
年
の
長
保
業
堂
の

が
考
で
あ
っ
た
（
第
四
一
〇
・
四
＝
圃
）
。
併
し
な
が
ら
馨
の
場
合
は
、

後
に
な
っ
て
か
ら
鷺
烏
へ
た
も
の
と
思
は
れ
る
か
ら
、
あ
れ
は
例

に
な
ら
な
い
。
室
町
時
代
の
も
の
で
は
、
常
客
寺
三
重
塔
の
に
打

っ
た
跡
が
あ
っ
た
と
記
憶
し
て
み
る
が
、
今
ど
う
も
は
っ
き
り
し

な
い
。
と
に
か
く
あ
っ
た
に
し
て
も
稀
な
方
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な

い
e
さ
う
す
る
と
此
等
は
早
い
方
で
あ
ら
う
Q
而
も
か
う
澤
山
に

打
ち
つ
け
た
の
は
、
そ
れ
は
ど
う
し
た
っ
て
前
代
に
見
出
せ
ぬ
と

第
十
六
巻
　
第
四
概
　
　
六
九
四

こ
ろ
で
あ
る
。

　
其
飾
金
具
は
蓮
花
唐
草
を
｝
面
に
彫
付
け
た
も
の
で
、
殊
に
上

下
繰
形
の
間
の
朋
目
板
の
蓮
は
、
李
た
い
の
で
は
氣
が
す
ま
ぬ
の

か
、
子
居
も
花
辮
も
刻
み
だ
し
て
あ
る
と
こ
ろ
の
、
大
分
念
入
の

も
の
で
あ
る
。
飾
金
具
が
斯
襟
に
美
事
で
あ
る
上
に
、
全
野
漆
塗

で
、
た
掌
中
央
の
朋
自
板
に
近
い
垂
線
と
，
勾
欄
架
木
と
が
朱
漆

で
塗
っ
て
あ
る
か
ら
、
一
属
美
し
い
の
で
あ
る
。

　
元
來
法
花
寺
本
堂
は
，
普
請
が
随
分
粗
末
で
あ
る
。
慶
長
六
年

秀
頼
公
儀
母
堂
御
建
立
，
片
桐
且
元
奉
行
．
と
橡
勾
欄
擬
費
珠
に

ほ
り
つ
け
て
あ
る
位
だ
か
ら
、
も
・
）
少
し
奮
面
し
て
報
當
な
も
の

を
建
て
れ
ば
よ
か
っ
た
の
に
、
憂
欝
に
し
て
あ
る
の
ば
喜
寿
の
黍

挾
位
で
，
あ
と
は
氣
の
嫌
な
位
で
あ
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
，
予
約

緊
縮
と
い
ふ
こ
と
は
、
こ
ん
な
時
代
か
ら
既
に
少
し
ば
か
り
上
流

杜
漏
に
流
行
し
て
る
た
と
見
え
る
。

　
煮
れ
に
反
し
須
彌
壇
は
い
や
に
立
派
で
頗
る
ト
等
、
先
づ
當
代

代
表
的
の
一
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
實
に
此
壇
一
と
其
上
の

厨
チ
と
、
其
内
の
本
志
と
l
I
あ
る
が
た
め
、
此
堂
は
光
彩
を
放
ρ

つ
て
み
る
の
で
あ
る
。
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上
下
繰
形
聞
の
須
目
板
の
爾
端
に
あ
る
束
は
、
眞
直
で
な
く
て

外
方
に
少
し
く
曲
っ
て
み
る
。
か
く
束
が
轡
差
し
だ
し
た
の
は
桃

山
か
ら
の
や
う
で
あ
る
。
さ
う
し
て
中
間
に
は
墓
股
の
崩
れ
た
や

う
な
束
を
入
れ
て
あ
る
が
、
か
Σ
る
形
は
唐
様
勾
欄
の
李
桁
と
地

覆
と
の
間
に
よ
く
見
胡
さ
る
・
も
の
で
あ
る
。

　
第
四
三
一
圖
は
慶
長
十
年
の
建
築
な
る
京
都
市
相
國
寺
法
堂

（
鑓
舞
ゆ
）
の
で
、
次
馬
と
共
に
近
代
唐
機
須
彌
壇
の
好
例
で
あ
る
。

法
堂
は
大
き
く
背
高
く
廣
い
せ
い
も
あ
ら
う
が
、
壇
は
非
常
に
高

い
し
、
從
っ
て
昇
降
用
の
階
段
も
、
洵
に
堂
々
た
る
美
事
な
大
規

模
の
も
の
が
架
け
て
あ
る
。
壇
の
中
二
部
胴
逸
板
に
は
、
最
も
美

事
な
牡
丹
に
唐
獅
子
を
入
れ
て
あ
る
。
牡
丹
は
極
彩
色
で
唐
獅
子

は
金
色
を
善
通
と
す
る
o
h
階
段
は
正
面
と
繭
側
面
と
に
設
け
、
其

勾
欄
は
、
地
覆
と
彫
桁
と
が
一
木
よ
り
成
り
、
下
端
に
燈
を
と
り
、

上
端
は
下
の
親
柱
に
近
く
少
し
く
上
に
反
ち
し
て
あ
り
、
そ
こ
に

唐
草
を
彫
刻
し
、
其
昇
勾
欄
は
上
に
登
っ
て
か
ら
は
、
壇
上
の
夫

れ
と
蓮
絡
を
し
て
み
る
。
此
壇
に
は
飾
金
具
は
打
た
な
い
で
、
全

腱
を
漆
塗
と
し
て
あ
る
℃

　
野
薄
此
種
の
堂
の
に
隈
っ
て
、
か
・
る
大
規
摸
な
階
段
を
設
け

　
　
　
　
　
日
本
古
建
築
研
究
の
栞
（
四
十
圃
）
（
天
沼
）

る
の
か
と
い
ふ
に
、
管
長
と
い
ふ
や
う
な
ゑ
ら
い
坊
さ
ん
が
、
此

壇
へ
上
っ
て
儀
式
を
す
る
か
ら
だ
さ
う
で
あ
る
◎
佛
さ
ん
を
安
置

し
て
あ
る
だ
け
な
ら
、
こ
ん
な
設
備
の
必
要
の
な
い
ご
と
は
勿
論

で
あ
る
。
大
徳
寺
で
も
妙
心
寺
で
も
、
法
堂
の
と
い
へ
ば
大
概
か

う
で
あ
る
。
だ
か
ら
萬
鵬
寺
の
の
や
う
な
簡
軍
な
の
を
み
る
と
、

ど
う
も
物
足
り
な
く
て
い
け
な
い
。

　
桃
山
時
代
の
例
は
こ
れ
位
に
し
て
お
い
て
、
次
は

　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ

　
江
戸
階
代

に
移
る
こ
と
に
す
る
。

　
第
四
三
二
・
四
三
三
。
四
三
四
圃
は
、
高
野
山
の
藥
師
堂
の
須

彌
壇
で
あ
る
。
金
糊
峰
寺
の
所
有
と
い
ふ
こ
と
に
な
っ
て
み
る
が

鍵
は
瀞
雅
賓
館
に
あ
る
。

　
乱
僧
堂
と
位
牌
堂
と
、
二
棟
並
ん
で
思
切
不
動
奪
の
後
方
の
高

地
に
あ
っ
て
、
同
大
同
式
、
方
三
間
二
形
造
一
間
向
重
爆
の
建
物

で
あ
る
。
此
は
元
と
徳
川
家
で
建
立
し
た
も
の
で
、
向
て
右
は
薬

師
堂
、
向
て
左
は
位
牌
堂
で
、
其
建
築
年
代
に
就
て
は

　
　
寛
永
十
二
年
爾
府
歩
小
出
大
和
守
吉
英
、
戸
川
土
佑
守
正
安

　
蒋
に
台
命
を
受
け
て
御
宮
御
懸
崖
奪
牌
里
並
に
本
坊
等
を
造
建

　
　
　
　
　
　
第
十
六
巻
　
第
四
號
　
　
六
九
飯

（159）
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日
本
古
建
築
研
究
の
栞
（
四
十
興
）
（
天
沼
）

　
せ
ん
と
す
、
同
二
十
年
癸
未
落
成
す
、
其
美
贅
言
を
維
せ
り

と
あ
る
が
、
外
部
は
桟
唐
戸
綿
板
及
び
要
衝
の
…
彫
刻
は
殆
ん
ど
全

部
盗
ま
江
、
橡
の
勾
禰
は
く
だ
か
れ
、
随
分
ひ
ど
く
あ
ら
し
て
あ

る
。
併
し
内
部
は
桂
。
長
押
・
雨
曇
。
科
棋
等
に
美
事
な
極
彩
色
が

あ
り
、
讐
も
鷹
（
藥
師
堂
）
・
攣
・
牡
丹
（
馬
副
）
等
が
描
い
て
あ

る
。
総
て
よ
く
残
っ
て
み
て
、
被
害
は
割
合
に
妙
な
い
。

三
岳
及
び
聖
の
姦
（
藍
子
）
蟻
分
け
美
し
－
、
ほ
ん
と

う
に
「
贅
言
を
絶
」
し
て
み
る
Q
第
四
三
二
圖
は
其
全
形
で
、
こ
れ

は
藥
師
堂
の
分
だ
が
、
位
牌
堂
の
も
岡
じ
だ
か
ら
、
一
つ
み
れ
ば

充
分
で
あ
ら
う
。
下
受
の
壇
に
黒
漆
を
塗
り
，
飾
金
具
を
打
ち
、

間
の
地
は
全
部
牡
丹
叉
は
蓮
唐
草
・
蓮
花
郷
・
幾
何
模
様
等
を
金
蒔

糟
で
現
は
し
た
も
の
で
、
羽
目
板
に
は
牡
丹
に
唐
獅
子
を
入
れ
、

束
は
法
華
の
勢
、
少
し
欝
し
て
み
ゑ
論
三
）

勾
欄
発
撰
の
装
飾
を
施
し
薯
幾
等
し
砦
の
で
（
聯

脂
）
、
殊
に
建
仁
束
の
意
匠
が
曹
い
。
翻
ち
架
木
二
桁
と

の
附
の
部
分
、
蓮
葉
か
ら
下
の
装
飾
が
展
開
せ
る
建
花
辮
か
ら
成

っ
て
み
る
の
は
、
殆
ん
ど
類
例
が
な
い
と
い
っ
て
も
い
・
の
み
な

ら
す
、
其
描
法
が
淘
に
憂
っ
て
み
る
か
ら
、
こ
れ
が
若
し
金
藤
総

　
　
　
　
　
　
餓
〃
十
山
ハ
巻
　
　
第
瞬
號
　
　
　
晶
ハ
九
六

で
な
く
て
、
さ
う
し
て
た
“
こ
の
部
分
だ
け
見
せ
ら
れ
た
な
ら
，
、

私
は
到
底
寛
永
な
ど
と
い
ふ
新
し
い
年
代
へ
は
も
っ
て
く
る
こ
と

が
で
き
ぬ
と
思
ふ
の
で
あ
る
。

　
親
柱
の
柱
身
は
第
四
三
四
圖
に
明
ら
か
に
見
え
て
み
る
が
、
不

幸
に
も
柱
頭
が
な
い
。
漸
く
に
し
て
柱
頭
は
來
迎
柱
に
つ
い
て
み

る
孚
分
の
が
残
っ
て
み
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
も
う
一
方
の
も
な

い
。
と
こ
ろ
が
幸
ひ
に
位
牌
堂
の
は
全
部
あ
る
か
ら
、
そ
れ
で
判

み
が
、
其
代
り
埋
木
の
先
の
蕨
手
は
、
こ
の
分
の
が
残
っ
て
み
る

だ
け
で
、
他
の
は
皆
折
れ
て
み
る
。
殊
に
第
四
三
二
圏
の
向
て
左
・

の
は
、
諸
等
部
（
頒
塑
契
っ
て
し
ま
っ
て
み
る
。
こ
れ
の

み
な
ら
す
、
羽
目
板
右
端
の
牡
丹
獅
子
の
彫
刻
が
な
い
。
此
等
は

決
し
て
自
然
に
こ
わ
れ
た
の
で
は
な
く
、
総
て
暴
力
を
坦
て
も
ぎ

取
っ
た
の
で
あ
る
。
此
壇
上
の
宮
殿
の
爾
種
も
、
非
常
に
美
し
い
ち

の
で
あ
る
が
、
言
語
無
断
の
行
瀬
の
あ
と
が
歴
然
と
残
っ
て
み
る
。

　
柱
頭
は
朱
漆
塗
で
。
中
奥
の
凹
い
と
こ
ろ
は
金
箔
が
お
い
て
あ

る
。
だ
か
ら
實
に
総
論
で
、
こ
れ
等
の
装
飾
は
到
底
凡
工
の
企
て

半
ば
さ
る
と
こ
ろ
。
其
上
に
金
銅
飾
金
具
で
一
遇
引
立
っ
て
見
え

る
の
で
あ
る
り

（エ60）
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飾
金
具
も
亦
、
時
代
が
何
に
し
ろ
寛
永
だ
か
ら
、
な
さ
け
な
い

こ
色
、
恪
好
の
上
か
ら
さ
慈
心
の
で
き
ぬ
響
あ
る
が
（
講

鯉
蚕
繭
。
）
、
た
ゴ
線
刻
奮
は
せ
す
、
地
を
喜
と
つ
て

模
様
を
浮
か
せ
、
金
具
の
上
に
金
具
を
打
つ
と
い
ふ
や
う
な
、
手

の
込
ん
だ
方
法
を
と
軌
発
醸
の
腰
L
（
嬬
馨
驚
雛
叢

ろ
の
轡
蓋
し
六
も
の
な
か
く
名
づ
く
O
こ
の
揚
合
朋
同
版
に
第
六
い
が
彫

刻
で
よ
く
判
ら
ぬ
し
、
東
に
一
曲
し
て
み
る
か
ら
さ
う
冒
っ
て
も
い
」
と

襯）

ﾌ
と
こ
ろ
の
乏
し
た
、
等
聞
隔
に
置
か
れ
紫
は
、
全
部

金
具
で
覆
は
れ
て
る
て
，
さ
う
し
て
其
圓
く
膨
れ
上
っ
て
み
る
と

こ
ろ
の
中
央
に
、
一
つ
／
、
七
三
が
入
れ
て
あ
る
。

　
要
す
る
に
「
其
美
瞥
〔
言
を
回
せ
り
」
と
は
、
ま
こ
と
に
う
ま
い
形

容
で
、
ど
う
も
こ
れ
以
上
う
ま
く
言
へ
な
い
。
二
者
諸
君
若
し
高

野
へ
行
か
れ
た
ら
、
是
非
一
見
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
特
に
渤
下
す
る

の
で
あ
る
。
こ
の
様
な
の
は
、
喋
る
よ
り
書
く
よ
り
、
正
に
一
見

に
如
か
な
い
か
ら
。

　
第
四
三
五
・
四
三
六
囲
は
、
京
都
市
花
園
妙
心
寺
法
堂
須
彌
壇

全
形
及
び
正
面
中
央
（
階
段
で
懸
れ
て
る
る
が
）
高
堂
彫
刻
の
u
部
。
蓬

築
は
明
暦
三
年
だ
さ
う
で
あ
る
。
此
等
の
う
ち
最
初
の
は
壇
全
艦

　
　
　
　
　
日
本
古
建
築
研
究
の
栞
（
四
十
穂
）
（
天
沼
）

を
正
面
か
ら
み
た
と
こ
ろ
で
、
壇
だ
け
を
充
分
見
せ
る
た
め
、
縮
て

の
装
飾
を
取
去
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
さ
つ
ば
り
と
し
て
み
る
。

担
し
壇
上
に
は
椅
子
一
思
と
、
小
さ
い
机
が
二
世
お
い
て
あ
る
。

　
三
方
の
階
段
の
地
覆
兼
籠
桁
の
上
端
が
、
少
し
く
上
の
方
に
反

っ
て
み
る
と
こ
ろ
も
前
例
と
同
じ
で
あ
る
が
、
唐
草
の
彫
刻
は
略

し
て
あ
る
。
勾
欄
親
柱
が
八
角
形
で
胡
臓
殼
決
り
の
し
て
あ
る
こ

と
や
、
胴
目
板
に
牡
丹
に
唐
獅
子
の
入
れ
て
あ
る
と
こ
ろ
等
も
亦

同
じ
こ
と
で
あ
る
。
。
た
だ
此
際
は
壇
の
後
方
に
大
き
な
障
屏
の
や

う
な
も
の
が
あ
っ
て
、
三
分
に
背
も
高
く
、
側
面
や
背
面
か
ら
み

る
と
、
少
し
ば
か
り
面
白
い
と
こ
ろ
も
あ
る
り
こ
の
障
屏
を
寺
で

　
ウ
シ
ロ

は
「
後
屏
風
」
と
い
っ
て
み
る
さ
う
で
あ
る
が
、
相
國
寺
の
に
は
こ

れ
が
な
い
。

　
第
四
三
六
圃
は
壇
一
部
を
大
き
く
見
せ
た
と
同
時
に
、
胴
目
板

の
面
に
つ
け
て
あ
る
獅
子
や
牡
丹
を
大
き
く
し
江
の
で
あ
る
。
束

の
噺
而
は
當
代
大
瓶
束
の
の
如
く
、
鵬
線
形
に
な
っ
て
し
ま
っ
た

が
、
殊
に
正
面
階
段
爾
脇
の
で
た
部
分
の
獅
子
は
中
中
の
傑
作
で

あ
る
。
第
四
三
六
圖
は
、
中
央
が
牡
丹
に
萬
年
青
で
、
其
我
方
か

ら
獅
子
が
向
ひ
合
っ
て
か
け
て
み
る
所
で
あ
る
が
、
獅
子
よ
り
は

　
　
　
　
　
　
第
L
T
山
圏
谷
　
　
第
四
號
　
　
　
山
ハ
九
七

（161）



　
　
　
　
　
日
本
古
建
築
研
究
の
栞
（
四
十
圓
）
（
天
沼
）

添
物
の
萬
年
青
の
方
が
、
遙
に
我
々
の
興
味
を
惹
く
の
で
あ
る
。

　
牡
丹
に
唐
獅
子
と
は
既
に
多
く
の
例
を
圖
示
し
た
や
う
に
、
鎌

倉
室
町
に
於
い
て
は
至
極
李
而
的
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
殆
ん
ど

一
義
の
み
で
は
な
い
繭
岡
の
も
一
丸
彫
と
い
っ
て
も
い
・
泣

に
ま
で
な
っ
て
き
た
。
萬
年
青
の
方
は
室
町
聯
盟
に
な
っ
て
初
め

て
現
は
れ
砦
の
・
聖
（
書
爲
由
三
教
毒
護
法
堂
）
、
欝
時
代
に
於
い
て

は
暴
に
用
ひ
ら
契
が
（
醍
醐
寺
三
葉
院
泉
殿
）
、
緯
に
ま
麺
の
蕩

に
配
せ
ら
れ
蕊
も
で
き
（
日
光
東
照
富
廻
廊
四
股
）
、
そ
れ
か
ら
笑
概
副

へ
も
の
と
し
て
使
は
れ
た
や
・
）
で
あ
る
。
此
等
は
そ
の
一
例
で
あ

り
、
形
は
鳳
梨
と
も
見
え
る
が
、
勿
論
萬
年
遅
と
見
る
べ
き
も
の

で
あ
る
。

　
此
種
の
須
彌
壇
に
於
い
て
は
、
正
而
だ
と
左
右
相
構
で
大
分
に

形
も
い
Σ
が
、
側
面
か
ら
は
左
程
で
な
い
。
束
の
と
こ
ろ
迄
左
冶

か
ら
同
じ
や
う
に
挾
め
て
く
る
と
、
側
面
で
は
全
く
形
が
と
れ
な

く
な
る
。
故
に
絵
て
仕
方
な
し
に
途
中
ま
で
で
や
め
に
し
て
、
あ

と
は
繰
形
を
奥
ま
で
通
し
て
あ
る
こ
と
、
第
四
三
一
綴
の
如
し
。

と
こ
ろ
が
あ
る
新
築
の
堂
に
お
い
て
、
か
う
し
な
い
で
束
の
と
こ

ろ
迄
爾
方
か
ら
狭
め
て
き
た
た
め
、
不
思
議
な
も
の
に
な
っ
て
し

　
　
　
　
　
　
第
十
六
巻
　
第
四
號
　
　
六
九
八

ま
っ
た
。
い
つ
れ
埋
木
で
も
し
て
直
さ
す
に
は
お
け
な
い
だ
ら
う

が
、
野
分
み
っ
と
も
な
く
て
頗
る
醜
態
を
曝
露
し
て
み
る
。

　
第
⑳
三
七
・
四
三
八
綴
は
、
日
光
輪
王
寺
大
耳
慰
書
廟
本
殿
の

須
彌
壇
で
、
前
に
圖
示
し
た
法
花
寺
の
に
よ
く
似
て
み
る
。
此
も

亦
彼
と
極
帯
に
飾
金
具
を
以
て
綺
麗
に
装
飾
が
し
て
あ
る
が
、
殆

ん
ど
総
て
朱
漆
が
塗
っ
て
あ
る
か
ら
、
朱
と
金
と
で
随
分
に
美
し

い
。
併
し
な
が
ら
壇
全
膿
の
形
も
、
勾
欄
も
飾
金
具
も
、
時
代
が

新
し
い
た
め
か
、
ど
う
も
さ
う
推
奨
で
き
ぬ
や
う
で
あ
る
。
申
央

の
束
の
膨
れ
方
が
非
常
に
劇
し
い
。
瑚
博
板
の
牡
丹
と
獅
子
も
儀

り
精
巧
に
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
や
う
で
あ
る
。

　
勾
欄
に
於
い
て
泣
意
す
べ
き
は
、
親
柱
の
上
下
ー
ー
下
の
は
編

が
多
い
が
一
に
金
具
を
打
っ
て
あ
る
事
と
、
控
頭
の
未
開
の
部

分
が
萎
縮
し
て
（
？
・
）
球
の
や
う
に
な
っ
て
み
る
事
と
、
擦
れ
か
ら

奥
髄
）
が
科
と
饗
皐
慮
な
っ
て
ゐ
垂
と
、
霧
の
先
が

少
し
く
下
を
向
き
，
そ
こ
か
ら
花
と
蕾
と
葉
と
が
澤
山
に
で
て
み

る
事
と
，
先
づ
こ
れ
位
で
あ
る
。

　
他
の
は
が
ま
ん
が
で
き
る
が
，
傘
科
の
上
に
蓮
葉
を
つ
け
た
束

は
、
大
堕
落
で
怪
し
か
ら
ぬ
の
み
な
ら
す
、
見
た
と
こ
ろ
不
愉
快
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で
あ
る
。
い
く
ら
、
新
意
鷹
で
も
、
こ
れ
は
い
け
な
い
。
李
桁
の

先
か
ら
は
時
に
は
、
蓮
の
代
り
に
練
丹
の
花
だ
の
蕾
だ
の
葉
だ
の

雍
し
た
の
も
、
時
に
は
新
し
い
も
の
に
は
見
出
さ
れ
る
が
（
鯨

騙
耀
編
上
）
、
何
れ
に
し
て
も
多
－
飾
っ
て
立
派
に
見
せ
や

う
と
し
た
結
果
、
、
か
う
澤
山
に
し
つ
こ
く
だ
し
た
の
で
あ
ら
う
が

こ
れ
で
は
ま
る
で
籠
の
内
に
果
物
を
盛
り
上
げ
た
如
く
、
大
分
に

無
理
に
お
し
込
ん
で
あ
る
か
ら
、
徒
に
ゴ
チ
や
く
し
て
み
る
ば

か
り
で
、
大
し
て
感
心
が
で
き
な
い
。

　
あ
の
様
に
江
戸
初
期
の
代
表
的
建
築
の
須
彌
壇
と
し
て
は
、
立

派
は
立
派
で
あ
る
。
か
、
恪
好
や
装
飾
法
は
、
ま
だ
考
慮
の
餓
地
が

充
分
に
あ
る
と
思
は
れ
る
。

　
最
後
に
も
う
二
葉
掲
げ
て
お
く
。

　
第
四
三
九
。
第
四
四
〇
圖
は
，
京
都
市
教
王
護
國
寺
五
重
の
須

彌
壇
及
び
其
朋
目
板
格
狭
間
を
大
き
く
見
せ
た
の
で
あ
る
。
五
重

塔
に
於
い
て
は
、
四
天
桂
間
に
須
彌
壇
を
設
け
る
の
は
、
普
通
の

扱
方
で
あ
る
が
、
あ
の
塔
が
あ
の
様
な
復
古
建
築
で
あ
る
か
ら
、

此
も
亦
和
様
に
し
た
の
は
、
調
和
と
い
ふ
こ
と
を
よ
く
考
へ
た
結

果
と
思
は
れ
る
。
と
こ
ろ
が
其
勾
欄
を
唐
様
に
し
て
あ
る
の
は
、

　
　
　
　
　
日
本
古
建
築
研
究
の
栞
（
四
十
嗣
）
（
天
沼
）

や
は
り
時
代
は
箏
は
れ
ぬ
も
の
だ
，
と
い
ふ
こ
と
が
よ
く
判
る
の

で
あ
る
。
而
し
て
此
場
合
、
朋
目
板
に
刻
し
て
あ
る
盲
連
子
入
の

絡
狭
間
の
、
谷
の
と
こ
ろ
へ
細
長
い
窓
を
あ
け
て
あ
る
の
は
、
他

に
み
な
い
手
法
で
あ
る
Q

　
此
絡
狭
間
の
形
は
中
々
よ
ろ
し
い
。
寛
永
十
八
年
と
し
て
は
洵

に
上
で
き
で
あ
る
σ
下
の
糸
底
に
當
る
と
こ
ろ
を
上
に
反
ら
し
τ

あ
る
の
は
、
既
に
圖
示
し
た
や
う
に
奈
良
勝
代
か
ら
あ
っ
た
こ
と

で
、
偶
然
の
一
致
か
も
知
れ
ぬ
が
こ
・
で
初
め
て
試
み
ら
れ
た
の

で
な
い
。
幸
の
枢
（
こ
・
で
匡
束
も
羽
躍
板
の
四
隅
も
）
・
に
纂
具
を
打
つ
事
も

他
で
も
や
っ
て
み
る
の
だ
か
ら
（
上
醍
醐
五
大
プ
堂
）
、
此
も
亦
こ
き
の

新
嚢
明
で
は
な
い
が
、
胴
目
板
の
四
隅
の
そ
れ
は
、
塔
の
壇
の
須

自
板
の
や
う
な
と
こ
ろ
に
つ
い
見
た
事
が
な
い
。
盲
蓮
子
谷
の
細

長
い
孔
は
、
床
下
の
通
風
を
顧
慮
し
て
“
あ
ら
う
が
，
そ
れ
な
ら

麿
縫
寺
講
筆
歪
業
堂
？
や
　
に
（
蜷
姻
詠
商
の
あ

い
て
み
る
蓮
子
に
す
れ
ば
い
Σ
の
で
あ
る
。
別
に
盲
に
し
て
お
い

て
、
更
に
細
長
い
孔
を
あ
け
る
必
要
は
な
か
ら
う
が
、
或
は
あ
と

か
ら
氣
が
つ
い
て
か
う
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

　
　
甚
　
　
　
　
　
　
＊
　
　
　
　
　
　
契
　
　
　
　
　
　
条
　
　
　
　
　
　
＊

第
十
六
巷
　
　
餓
剛
四
號
　
　
　
山
ハ
九
↓
ル

（163　）



　
　
　
　
　
日
本
古
建
築
研
究
の
栞
（
四
十
圃
）
（
天
沼
）

　
　
挑
山
江
戸
時
代
に
於
い
て
は
、
三
門
に
は
風
雨
同
様
の
が
用

ひ
ら
れ
（
知
二
院
妙
心
寺
）
、
課
の
も
の
は
、
監
堂
の
形
に
癒
じ
て

長
－
、
第
簑
携
階
撃
つ
け
た
り
し
た
（
教
王
護
國
寺
金
堂
）
、

ま
た
時
に
は
下
編
下
の
展
開
せ
る
蓮
花
を
、
上
糎
の
上
に
つ
け
た

り
（
寒
生
寺
彌
勒
堂
）
、
虚
名
凡
な
る
和
唐
折
衷
の
讐
し
、
肇
の
角

束
・
蟹
有
せ
る
略
式
編
を
用
ひ
た
回
し
た
（
法
隆
寺
普
門
院
）
，
稀
に
鋲

間
内
の
盲
蓬
子
に
通
風
の
た
め
か
細
長
い
孔
を
あ
け
た
り
し
た
の

も
あ
っ
た
（
教
王
謹
國
報
五
重
塔
）
。
三
門
の
を
除
い
て
は
、
此
等
の
警
用

ひ
て
あ
る
勾
欄
は
、
純
糠
の
和
様
又
は
唐
詩
の
場
合
も
あ
っ
た
が

多
く
は
漸
時
の
建
築
様
式
と
醐
じ
く
混
濡
折
衷
さ
れ
九
も
の
で
あ

っ
た
◎

　
唐
襟
の
は
漆
塗
と
し
て
装
飾
金
具
を
充
分
に
打
ち
つ
け
た
り

（法

ｰ
）
、
叉
は
幸
に
多
く
の
繰
形
詣
り
返
へ
し
、
血
糊

附
の
大
階
段
を
正
面
及
側
颪
に
三
所
設
け
、
総
て
黒
漆
塗
と
し
、

幅
の
狭
い
玉
豫
は
朱
漆
を
用
ひ
、
鋼
目
板
の
部
分
は
極
彩
色
を
施

し
た
る
牡
丹
と
、
漆
箔
を
お
け
る
殆
ん
ど
丸
彫
の
唐
獅
子
を
入
れ

を
し
た
（
相
國
寺
法
堂
妙
心
寺
法
堂
）
。
或
は
全
部
黒
漆
墾
黙
金
銅
纂

具
を
打
ち
、
朋
目
板
に
は
金
地
に
極
彩
色
の
彫
刻
を
入
れ
，
親
柱

　
　
　
　
　
　
第
乱
丁
六
巻
　
　
墨
跡
幽
號
　
　
　
し
亀
○
○

柱
頭
集
漆
塗
と
し
て
、
極
端
に
装
飾
を
し
た
（
高
野
山
旧
師
堂
位
牌
堂
）
。

ま
た
黒
漆
塗
の
代
り
に
朱
漆
を
用
ひ
た
・
め
、
一
合
美
し
く
な
っ

た
の
も
あ
っ
た
（
日
光
大
猷
院
璽
鵬
）
。
勾
塑
桁
の
鼻
よ
り
は
、
階
籔

多
き
花
。
葉
・
歯
腔
を
重
し
，
架
木
と
地
覆
と
に
て
形
作
れ
る
室
問

殆
ん
茎
部
を
臥
し
た
り
し
九
の
も
あ
っ
た
（
胴
）
。

　
　
　
　
治
暦
　
　
　
　
蔵
ロ
　
・

　
　
　
　
茄
　
　
　
　
　
　
　
…
爵

　
去
る
大
正
九
年
踊
月
一
日
獲
行
の
本
誌
第
五
巻
柏
｝
號
へ
、
初

め
て
執
筆
以
來
、
翌
十
年
十
月
か
ら
十
二
年
七
月
に
至
る
満
二
年

間
、
不
雀
の
た
め
掲
載
を
見
合
せ
た
が
、
更
に
同
年
十
月
よ
り
綾

い
て
か
き
、
今
日
に
及
ん
だ
の
で
あ
、
る
。
だ
か
ら
丁
度
満
十
年
間

甚
だ
揚
所
塞
げ
を
し
て
す
ま
ぬ
事
で
あ
っ
た
。
ま
だ
い
く
ら
で
も

書
か
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
が
あ
り
、
當
分
の
間
は
隈
り
が
な
い
。
だ

か
ら
私
自
身
で
も
、
こ
の
襟
な
調
子
で
か
い
て
み
た
ら
、
い
つ
に

な
っ
た
ら
終
る
の
か
ま
る
で
見
當
が
つ
か
ぬ
。
そ
こ
で
諺
に
も
十

年
一
盛
と
い
ふ
し
、
何
事
に
も
新
陳
代
謝
は
必
要
で
あ
る
か
ら
，

謝
儀
第
四
十
阿
を
隈
り
と
し
、
無
理
に
須
彌
壇
だ
け
を
片
づ
け
て

や
め
る
こ
と
に
し
た
Q

　
今
か
ら
初
め
の
方
を
省
み
る
と
、
ま
る
で
い
け
な
い
。
最
初
先

（16り



づ
二
年
間
八
回
と
い
．
勘
こ
と
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
れ
で
お
さ
め
る

つ
も
り
か
何
か
で
始
め
た
と
こ
ろ
、
だ
ん
く
で
き
な
い
事
が
判

っ
て
き
た
の
で
、
少
し
づ
Σ
精
し
さ
を
罰
し
、
逡
に
如
何
と
も
し

が
た
く
な
っ
て
か
ら
、
思
ひ
切
っ
て
す
っ
と
詳
細
に
や
り
だ
し
た

の
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
古
い
言
葉
だ
が
全
く
繁
簡
當
を
得
な
い
も
、

の
が
で
き
上
っ
て
了
ひ
さ
う
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

・
私
は
こ
れ
で
諸
君
に
お
別
れ
を
す
る
が
、
訂
正
暦
補
の
目
的
で

初
め
の
方
を
全
部
か
き
直
し
、
あ
と
の
方
も
つ
け
加
へ
て
、
い
っ

か
一
度
は
首
尾
一
囁
貫
し
た
、
も
う
少
し
纒
つ
た
も
の
に
つ
く
り
上

げ
度
い
と
思
っ
て
み
る
が
、
二
三
年
で
は
で
き
さ
つ
も
な
い
の
を

癒
憾
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
＊
　
　
　
＊
　
　
　
＊
　
、
　
＊
　
　
　
＊

永
い
年
月
の
聞
、
勝
手
な
事
を
か
Σ
し
て
く
だ
さ
っ
た
役
員
諸
君

そ
れ
を
辛
棒
し
て
く
だ
さ
っ
た
讃
者
諸
君
に
酎
し
、
お
詫
と
お
禮

と
を
述
べ
、
京
都
帝
國
大
學
名
墨
敏
授
三
浦
文
學
博
士
に
敬
意
を

表
し
て
欄
筆
す
る
。
（
昭
和
六
年
九
月
一
日
稿
了
）

　
　
正
　
　
　
誤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
の
　
　

　
赫
弟
十
－
五
巻
第
四
號
餓
工
ハ
五
〇
百
ハ
に
加
蠣
げ
ワ
☆
第
三
｝
血
三
二
岡
に
喜
曲
瀬
院
銀
心

　
　
　
　
　
こ
　
む
　
む

と
し
六
の
に
、
常
分
院
窓
の
誤
り
。
同
六
六
一
頁
上
段
第
二
行
貝
、
同

　
　
む
　
　
　
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
む

じ
く
霧
藏
院
と
あ
る
の
も
、
同
機
常
嚢
院
の
誤
り
Q

（　165　）

H
本
古
建
築
研
究
の
栞
（
四
十
阿
）
（
天
沼
）

第
十
⊥
ハ
巷
　
　
第
一
四
號
r
　
　
七
〇
一
、


