
近
代
和
風
に
熟
成
さ
れ
た
大
工
の
技

京
都
工
芸
繊
維
大
学
名
誉
教
授
 中
村
昌
生

こ
ん
に
ち
建
築
と
い
う
と
だ
れ
も
が
ま
ず
現
代
建
築
に
思
い
を

馳
せ
、
日
本
建
築
を
念
頭
に
浮
か
べ
る
人
は
稀
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。少
な
く
と
も
学
生
諸
君
や
大
学
の
先
生
、ま
た
建
築
家
の

方
々
に
お
い
て
は
そ
う
で
し
ょ
う
。
ご
く
ま
れ
に
日
本
建
築
は
と

い
え
ば
、
国
宝
、
重
要
文
化
財
の
よ
う
な
建
築
を
指
す
の
で
あ
っ

て
、
一
般
的
な
木
造
建
築
を
思
い
起
こ
す
人
は
少
な
い
の
で
は
な

い
か
と
思
う
の
で
す
。

私
は
以
前
か
ら
構
造
家
と
い
う
と
木
造
の
敵
方
だ
と
い
う
思
い

こ
み
が
あ
り
ま
し
た
。
構
造
家
で
あ
り
構
造
設
計
者
で
あ
ら
れ
る

増
田
先
生
も
大
変
不
勉
強
で
申
し
訳
な
か
っ
た
の
で
す
け
れ
ど
、

伝
統
構
法
と
対
立
す
る
立
場
の
方
だ
と
い
う
思
い
込
み
が
あ
り
ま

し
た
。そ
う
い
う
こ
と
で
先
生
を
、正
し
く
認
識
し
て
お
り
ま
せ
ん

で
し
た
。

し
か
し
伝
統
の
木
造
を
重
視
し
、
こ
の
よ
う
な
会
を
お
つ
く
り

に
な
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
改
め
て
増
田
先
生
の
セ
オ
リ

ー
を
拝
見
す
る
と
ま
っ
た
く
非
の
打
ち
所
が
な
い
ど
こ
ろ
か
、
こ

ん
な
に
も
木
の
建
築
、
伝
統
的
な
木
構
造
に
対
し
て
構
造
設
計
者

と
し
て
ご
造
詣
の
深
い
方
だ
と
知
り
、
早
速
私
も
先
生
の
運
動
の

傘
下
に
は
い
ら
せ
て
い
た
だ
い
た
次
第
で
す
。

私
は
建
築
史
と
い
う
分
野
に
属
し
て
研
究
生
活
を
始
め
ま
し
た

が
、
最
近
で
は
建
築
史
家
で
あ
る
こ
と
を
意
識
的
に
も
離
れ
て
い

ま
す
。そ
れ
で
は
何
を
や
ろ
う
と
し
た
の
か
と
い
い
ま
す
と
、戦
後

の
混
乱
期
に
、
日
本
は
い
っ
た
い
ど
う
な
っ
て
し
ま
う
か
わ
か
ら

な
い
よ
う
な
あ
の
時
期
、
日
本
は
少
な
く
と
も
変
わ
る
で
あ
ろ
う
、

生
活
様
式
も
建
築
の
様
式
も
い
ろ
い
ろ
変
わ
っ
て
い
く
で
あ
ろ

う
。
そ
う
い
う
中
で
や
は
り
日
本
の
伝
統
を
、
そ
の
な
か
に
、
も
し

不
易
の
原
理
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
を
自
分
は
探

求
し
た
い
、そ
う
い
う
気
持
ち
が
あ
り
ま
し
た
。特
に
桂
離
宮
を
拝

観
し
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
日
本
の
住
ま
い
の
建
築
を
中
心
に
そ

う
い
う
課
題
の
探
求
を
始
め
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
昭
和
二
十

五
六
年
、
ま
だ
薄
っ
ぺ
ら
い
も
の
で
し
た
が
建
築
の
雑
誌
が
出
る

よ
う
に
な
り
ま
し
て
、
そ
こ
で
盛
ん
に
紹
介
さ
れ
た
の
は
日
本
建

築
の
伝
統
の
近
代
化
と
い
う
こ
と
で
、「
新
興
数
寄
屋
」
と
か
「
現

代
数
寄
屋
」と
か
、そ
う
い
う
デ
ザ
イ
ン
が
紹
介
さ
れ
広
が
り
は
じ

め
て
い
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
デ
ザ
イ
ン
は
大
変
な
巨
匠
の
仕

事
で
し
た
。そ
れ
を
見
て
モ
ダ
ナ
イ
ズ
さ
れ
た
和
風
の
雰
囲
気
、自

分
も
若
い
時
で
す
か
ら
何
と
な
く
惹
か
れ
る
一
面
も
あ
り
ま
し

た
。
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
見
つ
め
な
お
す
と
、
ど
こ
に

伝
統
が
生
か
さ
れ
て
い
る
の
か
、
む
し
ろ
伝
統
は
全
く
継
承
さ
れ

て
い
な
い
、紙
障
子
や
簾
だ
け
が
日
本
の
伝
統
で
は
な
い
、本
当
の

建
築
と
し
て
の
伝
統
は
生
か
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
考
え
を
持
つ

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。し
か
し
世
間
で
は
、和
風
と
い
え
ば
現
代
数

寄
屋
が
流
行
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
サ
ッ
シ
も
取
り
入
れ
ら
れ
る
し
、

大
き
な
開
口
部
も
で
き
る
し
、
そ
れ
か
ら
高
価
な
木
材
を
あ
ま
り

使
わ
な
く
て
も
済
む
し
、
と
い
う
具
合
に
時
流
に
の
り
ま
し
た
。

京
都
は
ご
承
知
の
よ
う
に
、
長
い
間
、
都
で
あ
り
ま
し
た
。
い
わ

ば
和
風
の
伝
統
が
ず
っ
と
生
き
続
け
て
き
た
と
こ
ろ
で
す
。
し
た

が
っ
て
本
当
の
昔
な
が
ら
の
和
風
の
伝
統
が
続
い
て
い
る
わ
け
で

す
が
、
し
か
し
、
現
実
に
大
工
さ
ん
の
中
に
は
、
そ
う
い
う
現
代
数

寄
屋
を
多
少
取
り
入
れ
た
り
、多
少
か
ぶ
れ
て
、そ
う
い
う
も
の
に

惹
か
れ
て
い
く
人
も
あ
り
ま
し
た
。し
か
し
、意
識
的
に
排
除
し
て

い
る
人
も
あ
り
ま
し
た
。

私
は
、
そ
こ
に
伝
統
が
引
き
継
が
れ
て
い
な
い
と
い
う
一
番
の

理
由
と
し
て
は
、柱
と
い
う
も
の
を
軽
視
し
て
い
る
、極
言
す
れ
ば

壁
に
柱
を
貼
り
付
け
れ
ば
和
風
の
空
間
が
で
き
る
と
い
う
デ
ザ
イ

ン
で
す
。
事
実
、
巨
匠
の
言
葉
に
も
語
ら
れ
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
高

価
な
丸
太
を
何
本
も
使
わ
な
く
と
も
節
約
で
き
る
。
壁
に
適
当
に

丸
太
を
貼
り
付
け
れ
ば
そ
れ
で
和
風
の
数
寄
屋
が
で
き
る
。
こ
れ

は
伝
統
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
日
本
建
築
の
伝
統
は
柱
に
あ
る
の
で

あ
っ
て
、
柱
を
む
し
ろ
ア
ク
セ
サ
リ
ー
の
よ
う
に
扱
う
と
い
う
デ

ザ
イ
ン
は
単
な
る
デ
ザ
イ
ン
で
あ
っ
て
、
も
は
や
日
本
建
築
で
は

な
い
、私
は
そ
う
考
え
た
の
で
す
。こ
う
い
う
こ
と
を
こ
れ
ま
で
私

は
明
言
し
ま
せ
ん
で
し
た
、
書
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
最
近
、

こ
れ
は
は
っ
き
り
言
わ
な
い
と
い
け
な
い
と
思
う
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
こ
れ
ま
で
私
は
現
代
数
寄
屋
の
手
法
を
い
っ
さ
い
借
り
な

い
伝
統
的
な
和
風
を
実
践
す
る
こ
と
に
の
み
没
頭
し
て
き
た
の
で

あ
り
ま
す
。

し
か
し
そ
う
い
う
も
の
は
世
間
か
ら
は
、
い
わ
ゆ
る
建
築
界
か

ら
は
、い
っ
こ
う
に
め
ず
ら
し
く
な
い
、あ
り
ふ
れ
た
も
の
だ
と
み

ら
れ
て
い
る
に
違
い
な
い
と
思
い
ま
す
。思
い
ま
す
が
、私
は
そ
の

信
念
は
崩
さ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
を
ど
う
近
代
化
す
る
か
と
い
う

こ
と
は
私
の
能
力
の
及
ぶ
と
こ
ろ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
そ
れ
は

い
ろ
い
ろ
な
人
に
や
っ
て
頂
け
ば
い
い
。
し
か
し
伝
統
を
受
け
継

ぐ
和
風
建
築
の
作
り
方
、設
計
の
し
か
た
、そ
う
い
っ
た
も
の
を
継

承
し
て
い
か
な
か
っ
た
ら
、
全
部
が
現
代
数
寄
屋
の
よ
う
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
ら
、全
く
日
本
の
伝
統
は
荒
廃
し
て
し
ま
う
。京
都
で

も
良
い
工
務
店
、
良
い
和
風
の
仕
事
を
し
て
い
る
人
々
の
中
で
も

ち
ょ
っ
ぴ
り
そ
う
い
う
手
法
を
取
り
入
れ
る
方
が
あ
る
。
伝
統
的

な
構
成
で
は
、必
要
な
部
材
は
ち
ゃ
ん
と
顕
す
も
の
で
す
ね
。そ
れ

を
消
し
て
し
ま
っ
て
大
壁
に
し
て
し
ま
う
、
あ
る
い
は
ハ
ッ
カ
ケ

仕
上
に
す
る
と
い
う
よ
う
な
、
こ
れ
は
現
代
数
寄
屋
に
多
い
傾
向

で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
手
法
を
む
や
み
に
使
い
た
が
る
大
工
さ

ん
が
お
り
ま
し
て
、私
は
そ
う
い
う
方
を
敬
遠
し
て
き
ま
し
た
。し

か
し
そ
う
い
う
人
は
そ
う
い
う
人
で「
現
代
の
数
寄
屋
造
り
」と
か

い
う
よ
う
な
作
品
集
を
出
し
た
り
し
て
世
間
で
は
も
て
は
や
さ
れ

る
ん
で
す
ね
、
し
か
し
わ
た
く
し
は
そ
れ
は
決
し
て
伝
統
の
近
代

化
で
は
な
い
と
確
信
し
て
き
ま
し
た
。
増
田
先
生
の
理
論
に
ふ
れ

る
や
、
日
本
建
築
の
生
命
は
柱
で
あ
る
と
い
う
確
信
が
ま
す
ま
す

固
ま
り
ま
し
た
。

そ
う
い
う
こ
と
で
、
私
は
現
代
の
和
風
の
伝
統
を
究
め
る
た
め

に
一
番
技
術
が
成
熟
し
た
時
代
「
近
代
」
を
重
視
し
ま
し
た
。
ご
承

知
の
よ
う
に
明
治
に
洋
風
建
築
が
入
っ
て
く
る
。
洋
風
建
築
の
導

入
、洋
風
建
築
を
学
ぶ
、こ
れ
が
建
築
近
代
化
の
主
流
に
な
り
ま
し

た
。学
校
教
育
に
し
て
も
そ
う
な
っ
て
し
ま
い
、今
日
に
続
い
て
い
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ま
す
。
だ
か
ら
す
ば
ら
し
い
現
代
建
築
が
花
開
い
た
こ
と
も
事
実

で
あ
り
ま
す
が
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
現
代
建
築
の
輝
か
し
い
歴
史

と
い
え
ば
明
治
以
降
一
世
紀
半
し
か
な
い
わ
け
で
す
。
明
治
に
構

造
と
素
材
の
断
絶
が
生
じ
て
、
そ
れ
以
後
の
煉
瓦
、
鉄
、
コ
ン
ク
リ

ー
ト
、
そ
う
い
っ
た
も
の
を
使
っ
た
現
代
建
築
だ
け
を
日
本
建
築

だ
と
語
る
な
ら
ば
、そ
の
歴
史
は
一
世
紀
半
ば
し
か
な
い
。建
築
史

を
語
る
人
が
、
現
代
建
築
の
一
世
紀
あ
ま
り
の
歴
史
ば
か
り
を
語

っ
て
、
そ
れ
ま
で
を
前
史
と
し
て
扱
う
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
な

っ
た
ら
、と
い
う
こ
と
を
憂
う
る
の
で
す
。日
本
の
建
築
に
は
千
年

も
の
歴
史
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
歴
史
を
担
っ
て
き
た
木
造
建

築
、
そ
し
て
ま
た
明
治
以
後
、
少
な
く
と
も
昭
和
戦
前
ま
で
、
日
本

の
建
築
の
伝
統
を
担
っ
て
き
た
の
は
、
主
流
か
ら
は
見
放
さ
れ
た

技
術
で
は
な
い
か
、
大
工
の
技
術
だ
、
職
人
の
技
術
だ
、
と
い
う
ふ

う
に
扱
わ
れ
て
き
た
分
野
で
、
脈
々
と
伝
統
が
受
け
継
が
れ
て
き

た
の
で
す
ね
。
そ
う
し
た
技
術
の
高
さ
を
証
言
す
る
建
物
が
、
明

治
、
大
正
、
昭
和
戦
前
の
建
築
に
、
京
都
に
は
た
く
さ
ん
残
っ
て
い

る
。そ
う
い
う
時
代
の
良
い
建
築
を
造
っ
た
、大
工
さ
ん
の
系
統
の

人
が
ま
だ
活
躍
を
し
て
い
る
。と
い
う
事
実
を
知
り
ま
し
て
、そ
う

い
っ
た
技
術
を
な
ん
と
か
受
け
継
ご
う
で
は
な
い
か
、
と
い
う
心

意
気
を
秘
め
て
い
る
人
も
い
ま
し
た
。

戦
後
は
、そ
う
い
う
技
術
が
必
要
で
な
く
な
り
ま
し
た
。し
か
し

依
然
と
し
て
、
そ
う
し
た
伝
統
的
な
技
術
を
使
っ
て
建
て
ら
れ
る

も
の
も
ま
だ
昭
和
二
十
年
代
に
は
あ
り
ま
し
た
。
職
人
さ
ん
も
お

り
ま
し
た
。し
か
し
も
う
昭
和
三
十
年
代
に
な
っ
て
く
る
と
、そ
う

い
う
職
人
さ
ん
も
だ
ん
だ
ん
い
な
く
な
っ
て
、
ま
た
大
工
技
術
そ

の
も
の
が
、電
動
工
具
が
入
っ
て
く
る
と
か
、外
材
や
新
し
い
工
法

の
輸
入
な
ど
で
、
伝
統
的
な
技
術
を
そ
の
ま
ま
扱
う
と
い
う
工
房

も
、
ま
た
そ
う
い
う
こ
と
に
理
解
の
あ
る
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
も
い
な

く
な
っ
て
、
だ
ん
だ
ん
伝
統
技
術
は
荒
廃
し
て
い
く
ば
か
り
で
し

た
。こ
れ
を
見
て
な
ん
と
か
し
な
き
ゃ
と
い
う
同
志
で
、組
織
を
作

り
ま
し
ょ
う
と
、
伝
統
建
築
研
究
会
と
い
う
の
を
始
め
た
の
で
ご

ざ
い
ま
す
。

そ
の
中
に
は
そ
の
後
ま
も
な
く
亡
く
な
ら
れ
た
、
数
寄
屋
建
築

と
い
う
と
、
昭
和
の
時
代
を
通
し
て
第
一
人
者
で
あ
っ
た
笛
吹

�
�
�

嘉

一
郎
と
い
う
人
が
い
ま
し
た
が
、
そ
の
人
に
会
長
に
な
っ
て
も
ら

い
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
京
都
で
明
治
、
大
正
、
昭
和
を
ず
っ
と
生
き

て
こ
ら
れ
た
北
村
捨
次
郎
と
い
う
名
工
が
い
ま
し
た
が
、
こ
の
人

は
終
戦
直
後
な
く
な
り
ま
し
た
。そ
の
配
下
の
人
も
い
ま
し
た
。そ

れ
か
ら
も
う
一
人
、
京
都
の
町
家
を
、
大
店
を
作
り
続
け
て
き
た
、

元
禄
以
来
、
木
屋
町
で
店
を
開
い
て
お
ら
れ
た
北
村
伝
兵
衞
さ
ん

と
い
う
方
、こ
の
三
人
の
棟
梁
を
中
心
に
、そ
う
い
う
集
ま
り
が
で

き
ま
し
た
。こ
の
会
の
名
前
を
ど
う
し
よ
う
と
い
う
と
き
に
、一
番

の
長
老
の
笛
吹
さ
ん
が
、
伝
統
建
築
と
い
う
会
に
し
た
ら
ど
う
だ

と
。わ
た
し
は
、伝
統
建
築
と
い
う
言
い
方
は
言
葉
と
し
て
お
か
し

い
の
で
は
な
い
か
、
伝
統
的
建
築
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
の
で
す

が
、ま
あ
ま
あ
皆
さ
ん
異
存
が
な
い
よ
う
な
の
で
、わ
た
し
も
そ
れ

に
従
っ
た
の
で
す
が
、
い
ま
や
伝
統
建
築
と
い
う
言
葉
は
あ
た
り

ま
え
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
笛
吹
さ
ん
は
先
見
の
明
が
あ
り

ま
し
た
。

そ
ん
な
こ
と
で
こ
の
会
が
発
足
し
た
の
で
す
が
、
主
た
る
活
動

は
、
名
工
を
表
彰
す
る
に
あ
た
り
推
薦
す
る
母
体
に
な
っ
て
欲
し

い
と
行
政
か
ら
言
わ
れ
ま
し
て
、
そ
う
い
う
こ
と
に
応
え
る
団
体

で
あ
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。

蜷
川
（
虎
三
）
さ
ん
と
い
う
知
事
の
時
に
は
、
友
禅
だ
と
か
漆
芸

だ
と
か
い
う
い
ろ
い
ろ
な
伝
統
産
業
と
共
に
、
と
く
に
数
寄
屋
建

築
を
伝
統
産
業
の
中
に
入
れ
て
、
後
継
者
養
成
の
た
め
に
映
画
を

作
れ
と
言
わ
れ
ま
し
て
、
予
算
を
い
く
ら
か
頂
き
三
十
分
の
映
画

を
作
り
ま
し
た
。
そ
れ
を
作
る
に
あ
た
っ
て
大
変
苦
労
を
い
た
し

ま
し
て
、昭
和
四
十
年
頃
の
こ
と
で
し
た
か
ら
、伝
統
構
法
の
現
場

が
ほ
と
ん
ど
な
く
、
か
ろ
う
じ
て
あ
る
数
寄
屋
工
房
の
現
場
を
利

用
し
て
映
画
を
作
っ
た
と
い
う
こ
と
も
ご
ざ
い
ま
す
。

そ
の
後
、
昭
和
五
十
五
年
に
財
団
法
人
と
し
て
そ
の
会
を
発
足

さ
せ
て
、
京
都
の
和
風
建
築
、
大
工
技
術
、
そ
れ
を
継
承
発
展
さ
せ

る
た
め
の
会
だ
と
い
う
こ
と
で
、
京
都
府
も
こ
れ
は
い
い
主
旨
の

法
人
だ
か
ら
、
未
来
に
残
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
い
ろ
い
ろ
な
京

都
の
建
物
の
修
理
な
ど
も
や
る
と
い
う
こ
と
で
、
た
い
へ
ん
歓
迎

さ
れ
て
そ
う
い
う
法
人
が
で
き
た
の
で
あ
り
ま
す
。
で
き
ま
し
て

今
日
に
至
り
三
十
年
ほ
ど
経
つ
の
で
す
け
れ
ど
も
、
構
成
メ
ン
バ

ー
が
ほ
と
ん
ど
工
務
店
主
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
営
業
し
て
お

ら
れ
る
方
で
す
ね
。営
業
し
て
お
ら
れ
て
、そ
う
い
う
志
を
一
つ
に

す
る
と
い
う
こ
と
は
非
常
に
難
し
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
い
う
な

れ
ば
純
粋
に
志
を
持
ち
続
け
て
お
る
の
は
私
だ
け
で
あ
り
ま
す
。

私
は
営
業
に
関
係
な
い
か
ら
、
ひ
た
す
ら
純
粋
な
考
え
か
た
を
持

ち
続
け
て
い
る
、
あ
と
は
適
当
に
そ
れ
ら
の
人
と
、
あ
る
程
度
、
志

を
譲
り
な
が
ら
も
つ
き
あ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
ね
。

そ
う
い
う
自
分
の
環
境
か
ら
み
る
と
、今
日
、先
ほ
ど
か
ら
こ
の
会

に
お
邪
魔
を
し
て
増
田
先
生
を
中
心
に
、
皆
さ
ん
志
を
一
つ
に
し
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て
伝
統
木
構
造
の
た
め
に
集
ま
っ
て
お
ら
れ
る
こ
の
会
は
す
ば
ら

し
い
、
崇
高
な
姿
だ
と
、
わ
た
く
し
、
先
ほ
ど
か
ら
感
動
し
て
い
る

の
で
あ
り
ま
す
。

協
会
の
組
織
が
で
き
て
、
各
地
か
ら
公
共
の
木
造
に
よ
る
文
化

的
な
施
設
を
造
る
と
い
う
仕
事
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
の
と
き

に
は
、
極
力
法
規
に
抵
抗
し
な
が
ら
伝
統
的
な
構
法
で
伝
統
的
な

デ
ザ
イ
ン
を
建
て
る
と
い
う
仕
事
を
続
け
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。
協
会
が
あ
っ
て
こ
う
い
う
仕
事
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
を
大

変
、私
は
喜
び
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
け
れ
ど
も
、今
で
は
だ
ん

だ
ん
そ
う
い
う
仕
事
を
や
っ
て
く
れ
る
大
工
さ
ん
が
減
っ
て
き
て

い
る
こ
と
は
事
実
で
す
。
文
化
財
の
技
術
に
従
事
す
る
大
工
さ
ん
、

こ
れ
も
貴
重
な
技
術
を
持
っ
て
お
ら
れ
る
方
々
で
あ
り
ま
す
が
、

か
な
ら
ず
し
も
優
れ
た
大
工
さ
ん
が
そ
う
い
う
文
化
財
の
技
術
に

携
わ
ら
れ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
と
思
う
の
で
す
ね
。
と
い
う
の

は
、
文
化
財
は
す
べ
て
文
化
庁
の
お
仕
事
で
文
化
庁
が
監
理
し
て

お
ら
れ
る
。そ
こ
で
、そ
う
い
う
文
化
財
に
も
携
わ
る
大
工
さ
ん
を

募
る
、そ
し
て
研
修
す
る
、み
な
さ
ん
方
の
中
に
も
そ
う
い
う
こ
と

に
参
加
さ
れ
た
り
あ
る
い
は
推
薦
さ
れ
た
方
が
あ
る
か
と
思
い
ま

す
が
、
そ
の
場
合
に
は
、
必
ず
文
化
財
の
修
理
を
経
験
し
た
人
、
経

験
年
数
の
厚
い
人
の
み
が
採
用
さ
れ
る
、わ
た
く
し
が
今
、実
に
い

い
大
工
だ
、実
に
い
い
腕
を
持
っ
て
い
る
、こ
う
い
う
人
に
文
化
財

も
手
が
け
さ
せ
た
ら
い
い
の
に
と
、
な
ん
べ
ん
推
薦
し
て
も
全
然

だ
め
な
ん
で
す
ね
。
要
す
る
に
条
件
は
文
化
財
修
理
を
い
く
つ
や

っ
て
い
る
か
で
す
。一
つ
も
や
っ
て
な
い
と
、い
く
ら
優
れ
た
名
工

で
あ
る
と
い
っ
て
も
受
け
附
け
ら
れ
な
い
。
私
は
そ
う
い
う
文
化

財
研
修
の
募
集
の
や
り
か
た
に
、
い
さ
さ
か
不
満
を
持
っ
て
い
ま

す
。か
な
ら
ず
し
も
文
化
財
の
仕
事
に
携
わ
っ
て
な
く
と
も
、町
屋

大
工
と
し
て
い
ろ
い
ろ
な
木
構
法
に
精
進
し
て
い
る
方
に
天
才
的

な
大
工
さ
ん
が
い
る
ん
で
す
よ
。
そ
う
い
う
人
に
も
そ
う
い
う
道

を
開
い
た
ら
い
い
な
と
思
う
の
で
す
。
そ
こ
に
文
化
財
行
政
に
お

け
る
大
工
養
成
の
考
え
方
の
狭
さ
が
あ
る
と
、
わ
た
く
し
は
思
っ

て
い
る
ん
で
す
。

今
、
増
田
先
生
を
中
心
に
や
っ
て
お
ら
れ
る
本
当
の
大
工
さ
ん
、

伝
統
建
築
が
本
当
に
で
き
る
大
工
、
そ
う
い
う
こ
と
を
認
定
し
よ

う
と
い
う
こ
と
は
、
わ
た
く
し
、
と
て
も
大
事
だ
と
思
う
ん
で
す
。

文
化
財
行
政
が
認
定
す
る
文
化
財
修
理
に
参
加
さ
れ
る
大
工
さ
ん

だ
け
で
は
な
く
て
、こ
う
い
う
仕
事
を
や
ら
せ
れ
ば
こ
の
人
だ
、と

い
う
人
を
認
定
す
る
制
度
と
い
う
も
の
が
で
き
た
ら
、
そ
し
て
そ

う
い
う
制
度
が
社
会
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
ら
す
ば
ら
し
い
し
、

そ
う
い
う
社
会
的
環
境
を
作
る
べ
き
時
で
は
な
い
か
と
い
う
ふ
う

に
わ
た
く
し
は
思
う
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

京
都
に
お
り
ま
し
て
、わ
た
く
し
は
、い
ろ
い
ろ
と
見
て
回
る
こ

と
が
好
き
で
、
町
中
と
い
い
周
辺
と
い
い
い
ろ
い
ろ
散
策
し
て
歩

き
ま
す
と
、実
に
楽
し
い
家
づ
く
り
が
見
ら
れ
る
の
で
す
ね
。町
な

か
の
さ
ま
ざ
ま
な
町
家
、周
辺
の
民
家
な
ど
、そ
う
い
う
も
の
が
私

の
デ
ザ
イ
ン
の
も
と
に
も
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
す
。
長
い
間
都

で
あ
っ
た
、京
都
の
住
宅
、都
市
住
宅
の
手
本
を
作
り
上
げ
て
き
た

も
の
は
な
ん
だ
ろ
う
か
、
こ
れ
は
や
は
り
生
活
文
化
な
ん
で
す
ね
。

京
都
人
の
生
活
文
化
が
京
町
屋
を
作
り
上
げ
て
き
た
。
町
中
を
歩

き
ま
す
と
、
虫
籠
窓
に
京
格
子
の
古
い
町
家
が
立
ち
並
ん
で
い
ま

す
。
そ
れ
ぞ
れ
画
一
的
な
フ
ァ
サ
ー
ド
の
よ
う
で
あ
り
ま
す
け
れ

ど
も
、
し
か
し
例
え
ば
格
子
や
駒
寄
な
ん
か
に
い
ろ
ん
な
趣
向
を

こ
ら
し
て
い
る
。
良
い
駒
寄
の
デ
ザ
イ
ン
だ
な
と
思
っ
て
見
て
い

た
の
が
傷
ん
で
き
た
。
久
々
に
そ
こ
を
通
る
と
そ
れ
が
新
調
さ
れ

て
い
る
ん
で
す
ね
、し
か
も
前
の
と
お
り
に
新
調
さ
れ
て
い
る
。出

入
り
の
大
工
さ
ん
が
、同
じ
も
の
を
つ
く
る
、そ
れ
が
ま
た
よ
く
似

合
う
ん
で
す
ね
、実
に
こ
ま
や
か
な
と
こ
ろ
に
京
風
の
味
が
、匂
い

が
漂
っ
て
い
ま
す
。

わ
た
く
し
が
初
め
て
京
都
に
親
父
の
使
い
で
ま
い
り
ま
し
た

時
、
ど
ん
よ
り
し
た
薄
暗
い
昼
中
、
京
都
駅
を
下
り
て
、
烏
丸
の
ち

ょ
っ
と
入
っ
た
あ
る
商
家
で
し
た
が
、訊
ね
ま
し
て
、そ
の
お
宅
の

雰
囲
気
が
で
す
ね
、
上
が
り
框
の
向
う
に
、
屏
風
が
立
て
て
あ
っ

て
、
そ
の
前
に
花
が
生
け
て
あ
っ
た
。
あ
あ
や
っ
ぱ
り
違
う
な
ぁ
、

と
こ
こ
ろ
打
た
れ
ま
し
た
。京
都
人
の
そ
う
し
た
住
ま
い
方
、暮
ら

し
ぶ
り
の
真
髄
に
ふ
れ
た
と
い
う
印
象
が
、
今
で
も
強
く
残
っ
て

い
る
の
で
す
が
、こ
う
し
た
京
都
人
の
暮
ら
し
の
中
か
ら
、あ
あ
ゆ

う
デ
ザ
イ
ン
、町
家
の
佇
い
が
出
て
く
る
。暮
ら
し
の
中
か
ら
生
ま

れ
出
た
美
し
さ
と
い
う
も
の
、
単
に
昔
の
古
い
町
家
を
そ
の
ま
ま

固
定
し
て
ど
う
こ
う
す
る
と
か
で
は
な
く
て
、
そ
れ
を
生
か
し
用

い
る
人
が
お
っ
て
は
じ
め
て
そ
の
町
家
の
よ
さ
が
発
揮
で
き
る
の

で
は
な
い
か
と
い
う
考
え
方
を
持
っ
て
お
り
ま
す
。

た
だ
文
化
財
と
し
て
指
定
さ
れ
て
、
こ
の
町
家
は
貴
重
だ
か
ら
、

と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
保
存
す
べ
き
で
あ
り
ま

す
。
し
か
し
現
在
の
生
活
の
中
で
生
き
て
い
く
町
家
は
、
や
は
り
、

そ
れ
な
り
に
そ
れ
を
生
か
し
て
使
う
人
や
新
し
く
住
ま
う
人
の
希

望
に
添
っ
て
造
り
か
え
て
い
く
。
い
わ
ゆ
る
保
存
と
再
生
が
必
要

で
あ
り
ま
す
。
今
日
ご
出
席
で
あ
り
ま
す
が
降
幡
先
生
は
そ
う
い

う
再
生
の
名
人
だ
と
、わ
た
く
し
は
思
っ
て
お
り
ま
す
。あ
あ
し
た

再
生
の
仕
事
と
い
う
こ
と
は
今
非
常
に
大
事
で
あ
り
ま
す
。
先
生

の
再
生
の
理
念
は
、
降
幡
先
生
が
や
り
始
め
ら
れ
た
頃
か
ら
お
つ

き
あ
い
を
し
て
お
り
ま
す
の
で
、私
は
よ
く
知
っ
て
お
り
ま
す
。京

都
の
町
家
で
あ
ろ
う
と
な
ん
で
あ
ろ
う
と
、
再
生
を
や
る
人
は
皆
、

降
幡
式
理
念
に
な
っ
て
や
っ
て
ほ
し
い
な
と
わ
た
し
は
思
う
の
で

す
。最
近
も
あ
る
町
家
を
二
件
、続
き
の
町
家
を
改
修
し
て
お
ら
れ

る
と
い
う
こ
と
で
見
さ
せ
て
い
た
だ
く
と
、
そ
れ
を
買
わ
れ
た
方

は
日
本
人
で
す
が
、外
国
に
住
ま
わ
れ
る
大
変
な
お
金
持
ち
で
、京

都
の
町
家
と
い
う
も
の
を
生
か
し
な
が
ら
そ
こ
で
、
自
分
の
京
都

へ
来
た
と
き
の
生
活
を
し
よ
う
と
し
て
お
ら
れ
る
方
と
知
り
ま
し

た
。空
地
に
し
て
土
地
だ
け
買
っ
て
建
て
る
の
で
は
な
く
、既
存
の

建
物
を
再
生
し
て
使
う
と
い
う
、
そ
う
い
う
方
が
け
っ
し
て
少
な

く
な
い
と
し
た
ら
、
京
都
の
町
家
が
そ
う
い
う
風
に
し
て
今
の
姿

が
残
っ
て
い
く
の
な
ら
ば
い
い
こ
と
だ
と
思
う
の
で
す
。

わ
た
く
し
が
昭
和
四
十
年
頃
に
町
家
の
本
を
書
い
た
時
に
提
案

し
た
こ
と
は
、
新
し
い
町
家
新
し
い
都
市
住
宅
の
手
本
も
考
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
、
そ
れ
に
は
今
ま
で
の
町
家
が
ど
う
い
う
風
に

し
て
今
日
に
至
っ
た
か
を
知
ら
な
き
ゃ
な
ら
な
い
。
そ
れ
を
知
る

こ
と
に
よ
っ
て
こ
れ
か
ら
の
町
家
を
構
想
し
て
い
く
べ
き
だ
と
思

っ
た
の
で
す
。
今
も
変
わ
り
ま
せ
ん
。、
幕
末
の
大
火
が
あ
り
ま
し

た
ね
、
そ
れ
か
ら
一
半
世
紀
以
上
が
経
つ
わ
け
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
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や
が
て
建
て
替
え
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
町
家
が
多
い
。
そ
れ
を

ど
う
建
て
替
え
る
か
と
い
う
こ
と
の
研
究
が
必
要
だ
ろ
う
と
。
町

な
か
に
新
し
く
建
つ
も
の
を
見
て
い
ま
す
と
、
や
は
り
京
都
に
お

ら
れ
る
建
築
家
は
そ
れ
ら
し
い
こ
と
を
や
っ
て
お
ら
れ
る
な
ぁ
、

と
い
う
気
が
す
る
ん
で
す
ね
。さ
す
が
に
京
都
人
で
、京
都
の
暮
ら

し
を
知
っ
て
る
人
の
考
え
方
で
は
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
ね
。
そ

う
い
う
ふ
う
な
試
行
錯
誤
が
続
け
ら
れ
て
新
し
い
町
家
の
姿
が
で

き
て
い
く
ん
だ
と
思
い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、大
工
さ
ん
の
技
術
と
い
い
ま
し
て
も
、や
は
り
専
門

が
あ
る
わ
け
で
、
書
に
真
行
草
が
あ
る
よ
う
に
大
工
技
術
に
も
真

行
草
が
あ
る
と
、わ
た
く
し
は
み
て
お
り
ま
す
。真
は
堂
宮
建
築
で

す
。
そ
し
て
、
言
う
な
れ
ば
行
は
書
院
造
の
よ
う
な
建
築
、
草
は
数

寄
屋
建
築
、草
中
の
草
と
な
る
と
草
庵
の
小
座
敷
で
す
。こ
の
真
行

草
は
ち
ょ
う
ど
文
字
の
楷
書
を
ど
う
崩
し
て
い
く
か
、
行
書
に
草

書
に
仮
名
に
な
る
。
こ
う
し
た
崩
し
て
ゆ
く
と
い
う
崩
し
の
文
化

が
日
本
の
文
化
の
大
き
な
特
色
で
す
。
で
す
か
ら
数
寄
屋
建
築
を

や
る
か
ら
書
院
建
築
は
知
ら
な
く
て
よ
い
、
数
寄
屋
に
は
木
割
が

な
い
か
ら
知
ら
な
く
て
も
よ
い
と
言
う
数
寄
屋
師
が
あ
り
ま
す

が
、
こ
れ
は
間
違
っ
て
い
る
と
い
う
の
は
言
い
過
ぎ
か
も
知
れ
ま

せ
ん
が
、好
ま
し
い
こ
と
で
は
な
い
。や
っ
ぱ
り
草
を
知
る
た
め
に

は
真
も
行
も
一
応
は
知
っ
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
三
手
先
斗

栱
、
二
軒

�
�
�
�

で
す
ね
、
地
垂
木
、
木
負
、
飛
檐
垂
木
が
の
び
て
、
茅
負
、

裏
甲
を
持
つ
あ
あ
い
う
軒
、あ
れ
が
真
な
の
で
す
ね
。そ
れ
を
略
し

て
い
く
と
書
院
建
築
の
よ
う
な
二
重
垂
木
、疎
ら
垂
木
、小
舞
裏
と

い
う
よ
う
な
軒
が
で
き
て
く
る
。
数
寄
屋
造
り
と
な
る
と
も
っ
と

略
し
て
垂
木
の
先
に
広
木
舞
だ
け
を
置
く
と
い
う
よ
う
な
、
構
造

に
な
っ
て
く
る
。
少
な
く
と
も
デ
ザ
イ
ン
し
設
計
を
す
る
に
は
そ

う
い
う
素
養
が
必
要
で
は
な
い
か
と
わ
た
し
は
思
い
ま
す
。

私
も
仲
良
く
し
て
お
り
ま
し
た
、
名
数
寄
屋
師
笛
吹
嘉
一
郎
さ

ん
の
次
の
代
、ご
養
子
で
し
た
が
た
い
へ
ん
優
れ
た
方
で
、実
に
数

寄
屋
の
こ
と
を
よ
く
研
究
さ
れ
て
い
て
、
屋
根
に
ム
ク
リ
を
つ
け

る
。ム
ク
リ
を
ど
う
ゆ
う
ふ
う
に
つ
け
る
の
が
よ
い
か
、そ
れ
を
グ

ラ
フ
に
し
て
提
案
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
、
私
は
私
の

考
え
か
た
が
あ
り
ま
し
て
そ
の
方
に
同
調
は
で
き
な
か
っ
た
の
で

す
が
。
そ
の
人
は
ち
ょ
っ
と
書
院
ぽ
い
も
の
に
な
る
と
私
に
は
で

き
ん
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
。
そ
こ
な
ん
で
す
ね
。
千
利
休
と
い
う
人

は
、ご
承
知
の
よ
う
に
草
庵
の
茶
室
を
つ
く
っ
た
。つ
く
り
ま
し
た

が
、
そ
の
草
庵
の
茶
室
と
、
そ
れ
が
で
き
る
直
前
の
、
そ
の
母
体
に

な
っ
た
四
畳
半
の
茶
室
と
は
大
き
く
違
い
が
あ
る
ん
で
す
ね
。
ど

う
い
う
違
い
が
あ
る
か
、
そ
の
前
の
座
敷
は
鴨
居
下
に
内
法
壁
が

入
っ
て
、鴨
居
の
上
に
小
壁
が
あ
っ
て
天
井
が
貼
ら
れ
て
い
る
。内

法
の
四
枚
障
子
の
口
か
ら
出
入
り
す
る
わ
け
で
す
ね
。
座
敷
に
は

ち
ゃ
ん
と
内
法
が
あ
り
ま
す
か
ら
。
内
法
と
小
壁
で
天
井
の
高
さ

が
決
ま
り
、座
敷
の
形
が
決
ま
る
わ
け
で
す
ね
。普
通
の
日
本
座
敷

は
そ
う
で
す
。内
法
高
さ
と
天
井
高
を
決
め
る
か
、あ
る
い
は
小
壁

が
ど
れ
だ
け
と
決
め
れ
ば
座
敷
は
決
ま
っ
て
し
ま
う
。
あ
と
は
細

か
い
寸
法
を
決
め
て
い
け
ば
い
い
。
と
こ
ろ
が
利
休
の
つ
く
っ
た

草
庵
の
茶
室
、
あ
れ
は
壁
で
囲
ま
れ
て
い
る
、
土
壁
で
。
内
法
も
小

壁
も
区
別
が
な
い
ん
で
す
、全
部
壁
で
す
。だ
か
ら
そ
う
い
う
こ
と

は
現
代
数
寄
屋
の
巨
匠
は
着
目
し
て
お
ら
れ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
が
、そ
こ
か
ら
が
間
違
っ
て
い
る
。壁
で
囲
わ
れ
て
る
い
る
け
れ

ど
も
柱
は
立
っ
て
る
ん
で
す
。た
だ
柱
の
立
ち
か
た
が
不
規
則
。書

院
建
築
に
は
木
割
り
が
あ
る
。
木
割
の
あ
る
書
院
建
築
で
は
柱
間

が
一
定
で
あ
っ
て
、
柱
間
と
柱
の
太
さ
、
柱
の
面
か
ら
、
あ
と
の
寸

法
が
出
て
く
る
と
い
う
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
、
木
割
り
が
で
き
る
わ

け
で
す
ね
。茶
室
に
は
木
割
り
が
で
き
な
い
の
で
す
。だ
か
ら
昔
か

ら
茶
室
も
数
寄
屋
も
技
術
書
に
書
い
て
あ
る
の
は
平
面
図
と
寸
法

だ
け
で
す
。

元
禄
の
頃
だ
さ
れ
た「
数
寄
屋
工
法
集
」と
い
う
本
は
数
寄
屋
の

代
表
的
な
技
術
書
で
す
が
、
こ
れ
は
織
部
の
茶
室
と
利
休
の
茶
室

の
平
面
図
を
掲
げ
て
、そ
れ
の
実
寸
が
細
か
く
書
い
て
あ
る
。割
合

な
ん
か
書
い
て
な
い
。要
す
る
に
数
寄
屋
に
木
割
り
は
な
い
。茶
室

に
木
割
り
は
な
い
。書
院
に
は
木
割
り
が
あ
る
。た
し
か
に
そ
れ
は

数
寄
屋
と
い
う
も
の
と
茶
室
と
い
う
も
の
と
を
分
け
る
明
快
な
分

け
方
だ
と
思
い
ま
す
。
伊
藤
鄭
爾
さ
ん
が
そ
う
い
う
こ
と
を
書
い

て
お
ら
れ
る
、そ
の
通
り
で
す
。だ
か
ら
茶
室
の
設
計
が
難
し
い
と

い
う
の
は
そ
れ
な
ん
で
す
ね
。
い
っ
さ
い
、
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
、
ど

こ
か
基
準
に
な
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
全
て
の
部
分
を
自
分
の
美
意

識
で
絶
対
値
を
決
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
茶

室
の
設
計
な
ん
で
す
。

だ
か
ら
こ
ん
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
り
ま
す
が
、
大
変
す
ば
ら
し

く
で
き
て
い
る
格
好
の
窓
を
な
ん
と
か
写
し
た
い
と
い
う
の
で
寸

法
を
知
り
た
い
、だ
け
ど
教
え
て
く
れ
な
い
。そ
こ
で
扇
子
に
目
盛

り
を
し
て
、
そ
っ
と
亭
主
の
い
な
い
う
ち
に
盗
ん
で
き
た
と
い
う

話
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ほ
ど
寸
法
と
い
う
も
の
は
貴
重
な
ん
で
す

ね
。
そ
う
い
う
寸
法
の
世
界
は
工
匠
の
世
界
に
も
通
じ
て
い
る
か

と
思
い
ま
す
。京
都
の
町
家
大
工
、元
禄
以
来
続
い
て
き
た
と
い
う

北
村
さ
ん
が
言
っ
て
い
ま
し
た
。
我
々
は
間
竿
一
本
で
建
て
る
ん

だ
と
、
図
面
な
ん
か
い
ら
な
い
、
平
面
図
さ
え
あ
れ
ば
い
い
。
大
店

な
ら
二
本
、
あ
る
い
は
三
本
、
こ
れ
さ
え
あ
れ
ば
と
。
要
す
る
に
、
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昔
の
棟
梁
に
は
設
計
図
は
い
ら
ん
、
間
竿
で
建
て
て
い
く
と
い
う
、

考
え
方
、こ
れ
が
や
っ
ぱ
り
絶
対
値
で
す
ね
。寸
法
か
ら
寸
法
で
建

て
上
げ
て
い
く
と
い
う
の
が
、
日
本
建
築
だ
と
、
私
は
学
び
ま
し

て
、
日
本
建
築
の
つ
く
り
方
は
現
代
建
築
家
の
つ
く
り
方
と
は
違

う
つ
く
り
方
で
進
ん
で
き
て
い
る
。
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
考

え
方
は
な
い
、
そ
う
い
う
こ
と
を
知
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

わ
た
く
し
は
散
歩
が
好
き
で
し
た
。あ
る
時
、南
禅
寺
辺
り
を
歩

い
て
お
り
ま
す
と
、い
ろ
ん
な
別
荘
が
た
く
さ
ん
あ
る
ん
で
す
。明

日
、み
な
さ
ん
、京
都
を
見
学
の
方
が
ご
覧
に
な
る
と
こ
ろ
も
そ
の

一
つ
で
あ
り
ま
す
。そ
れ
は
、南
禅
寺
の
塔
頭
が
昔
た
く
さ
ん
あ
り

ま
し
て
、そ
れ
が
全
部
国
有
地
に
買
い
上
げ
ら
れ
て
、そ
の
あ
と
民

間
に
譲
渡
さ
れ
て
、そ
れ
が
み
な
別
荘
地
に
な
っ
た
ん
で
す
ね
。別

荘
の
集
落
が
で
き
た
。
そ
こ
で
政
財
界
の
人
や
文
化
人
た
ち
が
山

荘
を
思
う
ま
ま
に
つ
く
っ
た
。

南
禅
寺
の
山
が
接
近
し
て
お
り
水
が
豊
富
で
、
と
く
に
琵
琶
湖

疎
水
が
引
け
ま
し
て
、
ど
の
よ
う
に
も
取
水
で
き
る
わ
け
で
す
ね
。

流
れ
も
池
も
で
き
る
。
緑
も
あ
り
、
借
景
も
で
き
る
と
い
う
こ
と

で
、庭
や
建
物
を
造
る
の
に
最
適
地
で
、山
荘
づ
く
り
が
競�

�

わ
れ
ま

し
た
。

そ
う
し
た
山
荘
の
周
辺
を
散
歩
す
る
こ
と
が
、
わ
た
く
し
好
き

で
し
て
ね
、特�

�

に
好
き
な
所
が
あ
り
ま
し
た
。真
ん
中
に
道
が
あ
っ

て
、
こ
っ
ち
に
山
荘
が
あ
る
、
こ
っ
ち
に
も
山
荘
が
あ
る
、
左
右
の

山
荘
の
門
が
い
ず
れ
も
が
ず
ー
っ
と
後
退
し
て
広
い
前
庭
を
と
っ

て
い
る
ん
で
す
。
そ
し
て
こ
っ
ち
に
は
枝
垂
れ
桜
が
ぱ
ー
っ
と
咲

い
て
、
寄
り
付
き
の
よ
う
な
風
流
な
亭
が
塀
の
外
に
造
ら
れ
て
い

る
。
そ
こ
は
道
で
あ
っ
て
道
で
な
い
よ
う
な
公
園
の
よ
う
な
そ
う

い
う
場
所
な
の
で
す
。
片
方
は
碧
雲
荘
と
い
う
野
村
得
庵
が
造
っ

た
別
荘
で
あ
り
、
片
方
は
塚
本
（
与
三
次
）
と
い
う
人
の
造
っ
た
山

荘
、
こ
れ
は
東
郷
元
帥
が
大
正
の
御
大
典
の
時
に
泊
ま
っ
た
こ
と

が
あ
っ
て
、
清
流
亭
と
名
づ
け
た
、
こ
う
伝
え
ら
れ
る
別
荘
が
あ

る
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
で
す
。
素
晴
ら
し
い
と
こ
ろ
だ
な
あ
、
中
は

ど
ん
な
ふ
う
に
な
っ
て
る
ん
だ
ろ
う
、
し
か
し
入
れ
る
身
分
じ
ゃ

な
い
し
、と
思
っ
て
い
ま
し
た
。そ
れ
が
京
都
に
生
活
し
て
い
る
う

ち
に
、
い
つ
の
ま
に
か
、
そ
う
い
う
中
へ
も
入
っ
て
、
実
測
を
さ
せ

て
下
さ
い
と
い
え
ば
さ
せ
て
も
ら
え
る
、
写
真
を
撮
ら
せ
て
下
さ

い
と
い
え
ば
撮
ら
せ
て
い
た
だ
け
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
雑

誌
や
本
に
紹
介
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
ん
で
す
。
お

茶
会
が
あ
れ
ば
招
か
れ
た
り
す
る
よ
う
に
も
な
り
ま
し
た
。
そ
の

頃
の
た
た
ず
ま
い
が
今
も
そ
の
ま
ま
残
っ
て
お
り
ま
す
。当
時
、新

聞
に「
わ
た
し
の
好
き
な
道
」を
書
け
と
言
わ
れ
て
そ
こ
の
こ
と
を

書
き
ま
し
た
。東
は
昭
和
三
年
、西
が
大
正
の
初
年
に
で
き
た
山
荘

で
す
。そ
れ
が
で
す
ね
、両
方
と
も
今
は
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ

て
い
る
。碧
雲
荘
が
五
年
前
、京
都
で
初
め
て
昭
和
の
も
の
が
重
要

文
化
財
に
な
り
ま
し
た
。
清
流
亭
は
今
年
（
平
成
二
十
二
年
）
の
四

月
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。

自
分
の
想
い
出
深
い
建
物
が
、
貴
重
な
も
の
と
し
て
評
価
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
、
非
常
に
不
思
議
も
に
思
わ
れ
て
く
る

ん
で
す
。
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
テ
レ
ビ
で
再
三
放
映
も
さ
れ
ま
し
て
最
近
話

題
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
。

碧
雲
荘
と
清
流
亭
の
一
角
は
、
南
禅
寺
の
参
道
か
ら
北
寄
り
の

方
な
ん
で
す
。明
日
見
学
し
て
い
た
だ
く
の
は
南
の
方
で
、金
地
院

と
い
う
南
禅
寺
の
有
名
な
塔
頭
が
あ
り
ま
す
。そ
の
す
ぐ
西
隣
、こ

こ
に
約
三
千
坪
く
ら
い
で
し
た
か
ね
、対
龍
山
荘
が
あ
り
ま
す
。市

田
弥
一
郎
と
い
う
江
州
出
身
の
呉
服
商
を
営
ん
だ
方
の
山
荘
、
で

す
け
ど
元
々
そ
こ
に
は
伊
集
院
兼
常
と
い
う
大
変
庭
を
作
る
こ
と

の
名
人
が
庵
を
結
ん
で
お
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
後
に
大
日
本
土
木

と
い
う
会
社
も
起
こ
す
人
で
、
だ
い
た
い
建
築
に
も
造
詣
が
深
い

人
で
し
た
。そ
う
い
う
人
が
、山
県
有
朋
が
最
初
に
南
禅
寺
界
隈
に

別
荘
を
造
っ
た
の
で
す
が
、
彼
も
さ
っ
そ
く
造
っ
た
。
そ
れ
が
、
金

地
院
の
西
、
ち
ょ
う
ど
今
の
対
龍
山
荘
の
と
こ
ろ
な
ん
で
す
。

そ
こ
に
流
れ
を
主
に
す
る
庭
を
作
り
、
さ
さ
や
か
な
庵
を
造
っ

た
。聚
遠

�
�
�
�

亭
と
い
っ
て
お
り
ま
す
。そ
れ
を
含
め
て
市
田
氏
が
土
地

を
購
入
し
て
そ
こ
に
建
物
を
造
っ
た
。
造
っ
た
棟
梁
は
島
田
藤
吉

で
、
庭
は
名
勝
に
な
っ
て
い
る
ん
で
す
が
建
物
は
な
っ
て
い
な
い

で
す
。い
ず
れ
は
な
る
で
し
ょ
う
が
、こ
れ
は
東
京
の
大
工
さ
ん
が

造
っ
た
の
で
す
。
島
田
藤
吉
と
い
う
人
は
島
藤
建
設
を
創
業
し
た

人
で
、
東
京
で
漸
く
基
礎
が
で
き
た
頃
、
あ
る
劇
場
を
建
て
て
、
年

内
に
こ
け
ら
落
し
を
し
な
き
ゃ
な
ら
ん
の
に
台
風
で
倒
れ
て
ぼ
う

然
と
し
て
い
た
と
こ
ろ
を
、
市
田
弥
一
郎
が
救
っ
た
と
い
う
ん
で

す
ね
。そ
れ
で
無
事
に
こ
け
ら
落
と
し
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
。そ

の
恩
義
に
感
謝
し
て
、
島
田
藤
吉
は
こ
の
山
荘
は
実
費
精
算
で
や

り
ま
し
ょ
う
と
言
っ
た
と
い
う
話
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

そ
れ
は
で
す
ね
、た
ま
た
ま
大
阪
で
栂
の
良
材
を
、た
く
さ
ん
見
付

け
て
持
っ
て
い
た
ら
し
く
て
、
栂
の
柱
で
座
敷
を
造
っ
て
る
ん
で

す
。す
ば
ら
し
く
い
い
栂
で
す
。そ
う
い
う
建
築
は
京
風
で
い
け
ば

面
皮
丸
太
を
使
う
と
こ
ろ
で
す
が
、
栂
で
す
か
ら
角
柱
で
大
き
く

面
が
取
っ
て
あ
る
。四
分
く
ら
い
の
面
、そ
れ
か
ら
長
押
に
も
大
き

く
面
が
取
っ
て
あ
る
。
こ
れ
は
ち
ょ
っ
と
京
風
に
は
な
い
手
法
な

ん
で
す
ね
。
な
ん
で
こ
う
い
う
こ
と
し
た
ん
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い

ま
し
た
が
、た
ま
た
ま
こ
の
前
連
絡
を
い
た
だ
き
ま
し
て
、島
田
藤

吉
が
東
京
で
建
て
た
住
ま
い
が
箱
根
の
仙
石
原
に
移
築
さ
れ
て
い

る
。
そ
れ
を
処
分
し
た
い
の
で
一
遍
見
に
来
て
く
れ
な
い
か
と
呼

ば
れ
、早
速
見
に
行
き
ま
し
た
。そ
し
た
ら
そ
の
建
物
で
は
全
部
面

皮
丸
太
の
柱
で
し
た
。
大
正
四
年
か
六
年
に
造
ら
れ
た
も
の
で
す
。

対
龍
山
荘
は
明
治
三
十
五
年
か
ら
造
り
始
め
ま
し
た
。
明
治
後
半

な
ん
で
す
ね
。
た
ま
た
ま
栂
を
使
う
と
い
う
こ
と
で
多
少
で
も
面

皮
丸
太
の
趣
を
だ
す
た
め
に
大
面
を
と
っ
た
の
か
な
と
い
う
ふ
う

に
感
じ
た
の
で
す
。そ
の
彼
が
、対
龍
山
荘
か
ら
十
年
余
り
し
て
造

っ
た
東
京
の
屋
敷
で
は
、
面
皮
丸
太
ば
っ
か
り
で
住
ま
い
を
造
っ

て
い
る
の
で
す
。
だ
い
た
い
屋
根
の
造
り
方
に
も
共
通
す
る
と
こ

ろ
が
あ
り
ま
す
。

明
日
、見
て
い
た
だ
い
く
対
龍
山
荘
は
、京
大
工
の
普
請
で
は
ご

ざ
い
ま
せ
ん
が
、し
か
し
、伊
集
院
の
建
て
た
聚
遠
亭
と
い
う
方
は

丸
太
柱
や
面
皮
を
使
っ
た
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
京
大
工
の
作
だ
ろ

う
と
思
い
ま
す
。こ
の
山
荘
の
仕
事
に
従
事
し
た
弟
子
が
、後
に
市

田
さ
ん
に
乞
わ
れ
て
京
都
に
来
ん
か
と
言
わ
れ
た
、
そ
し
た
ら
島

田
は「
君
は
京
都
に
行
っ
て
仕
事
を
し
な
さ
い
」と
言
っ
て
勧
め
た

と
い
い
ま
す
か
ら
、島
田
藤
吉
は
京
都
に
来
て
、何
か
悟
る
と
こ
ろ

が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
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こ
の
辺
の
別
荘
を
や
り
ま
し
た
大
工
の
な
か
で
、碧
雲
荘
、こ
れ

を
全
部
手
が
け
た
の
は
北
村
捨
次
郎
と
い
う
人
で
あ
り
ま
し
て
、

三
重
県
の
出
身
で
京
へ
出
て
き
て
、
上
坂

�
�
�
�

浅
次
郎
と
い
う
棟
梁
に

つ
い
た
。も
ち
ろ
ん
こ
の
人
た
ち
は
町
家
大
工
で
あ
り
ま
す
。京
都

の
町
家
を
見
ま
す
と
、ご
承
知
の
よ
う
に
前
の
立
ち
は
低
く
て
、ウ

ナ
ギ
の
寝
床
で
、奥
に
行
く
に
従
っ
て
高
く
な
り
ま
す
ね
、奥
に
二

階
建
て
が
で
き
た
り
す
る
の
で
す
。二
階
に
座
敷
が
で
き
ま
す
。そ

の
座
敷
の
つ
く
り
は
非
常
に
洗
練
さ
れ
て
い
ま
す
。
特
に
日
露
戦

争
、日
清
戦
争
以
後
に
で
き
た
町
家
の
座
敷
は
実
に
立
派
で
、そ
れ

ら
の
ほ
と
ん
ど
は
、長
押
を
つ
け
て
い
て
も
数
寄
屋
造
り
で
す
。必

ず
し
も
丸
太
と
は
限
り
ま
せ
ん
。
角
柱
で
造
っ
て
い
る
も
の
も
あ

れ
ば
丸
太
を
使
っ
て
る
も
の
も
あ
る
。
今
で
も
京
大
工
の
特
色
を

一
つ
言
え
と
言
わ
れ
た
ら
、
わ
た
く
し
は
、
京
大
工
で
あ
る
な
ら

ば
、丸
物
も
使
え
る
、丸
太
も
そ
こ
そ
こ
に
使
え
る
と
い
う
の
が
特

技
で
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
と
い
う
の
も
京
の
町
家
の
奥

の
座
敷
に
は
必
ず
丸
物

�
�
�
�

が
使
わ
れ
る
。
そ
れ
で
町
家
大
工
に
は
自

ず
か
ら
丸
太
の
技
術
が
備
わ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
と
思

う
の
で
あ
り
ま
す
。そ
う
い
う
町
家
大
工
の
中
か
ら
特
に
、丸
物
の

得
意
な
人
は
千
家
に
出
入
り
す
る
と
か
、
数
寄
者
た
ち
に
求
め
ら

れ
て
山
荘
な
ど
を
造
る
、
あ
る
い
は
茶
室
を
造
る
と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
上
坂
浅
次
郎
と
い
う
人
は
や
は
り
住
友

家
の
茶
室
も
作
っ
て
お
り
ま
し
て
、
弟
子
も
多
か
っ
た
よ
う
で
す

ね
。こ
の
奥
さ
ん
も
な
か
な
か
姉
御
風
の
す
ご
い
人
で
、酒
も
強
か

っ
た
よ
う
で
す
な
、そ
こ
に
弟
子
入
り
し
て
い
た
内
藤
源
七
が
、あ

る
時
、つ
く
づ
く
い
や
に
な
っ
て
身
支
度
を
し
て
、深
夜
に
み
し
み

し
と
階
段
を
下
り
て
き
た
。
そ
れ
を
待
ち
伏
せ
る
よ
う
に
呼
び
止

め
て
、
今
断
念
し
た
ら
あ
か
ん
と
言
っ
て
た
し
な
め
た
と
い
う
話

が
あ
り
ま
す
。
内
藤
源
七
は
数
寄
屋
普
請
で
は
他
の
追
随
を
許
さ

ぬ
名
人
だ
っ
た
そ
う
で
、
記
念
館
ま
で
で
き
て
い
ま
す
。

そ
う
い
う
多
く
の
弟
子
を
養
成
し
た
上
坂
浅
次
郎
。
そ
の
配
下

に
こ
の
北
川
捨
次
郎
と
い
う
人
が
い
ま
し
た
。
そ
れ
が
野
村
得
庵

に
認
め
ら
れ
て
、あ
の
山
荘
の
建
物
全
部
や
り
ま
し
た
。昭
和
三
年

か
ら
戦
争
に
な
る
直
前
く
ら
い
ま
で
は
そ
こ
で
仕
事
を
続
け
て
お

ら
れ
ま
し
た
。こ
の
人
の
最
晩
年
の
作
品
が
北
村
謹
次
郎
邸
。京
都

の
北
村
美
術
館
に
、今
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、こ
れ
は
全
然
関
係
の

な
い
方
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
謹
次
郎
さ
ん
は
吉
野
の
北
村
林
業
の

ご
一
族
で
大
変
お
金
持
ち
。
自
分
は
林
業
に
属
さ
ず
に
、
京
都
で

悠
々
自
適
、
茶
人
、
数
寄
者
生
活
を
送
ら
れ
た
方
で
、
こ
の
方
が
、

戦
争
が
始
ま
る
と
き
か
ら
普
請
を
始
め
ら
れ
ま
し
た
。
当
時
は
坪

数
が
制
限
さ
れ
て
い
ま
し
た
か
ら
、
少
し
ず
つ
建
て
つ
い
で
い
っ

て
、漸
く
で
き
あ
が
っ
た
の
が
終
戦
の
時
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。そ

れ
が
今
も
残
っ
て
い
ま
す
四
君
子
苑
、
登
録
文
化
財
に
指
定
さ
れ

て
お
り
ま
す
。こ
れ
は
、な
に
ぶ
ん
施
主
が
木
を
見
る
こ
と
に
は
天

才
的
な
人
で
す
か
ら
、実
に
良
い
素
材
を
、材
料
そ
の
も
の
で
意
匠

を
作
る
と
い
う
ぐ
ら
い
に
吟
味
し
た
材
料
を
使
っ
た
数
寄
屋
普
請

で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
建
て
る
と
い
う
と
き
に
ず
っ
ー
と
京
都
の

建
物
を
見
て
回
ら
れ
た
そ
う
で
す
ね
。
見
て
回
っ
て
、
や
っ
と
、
こ

の
人
だ
と
決
め
た
の
が
、北
村
捨
次
郎
で
し
た
。北
村
捨
次
郎
の
と

こ
ろ
に
行
っ
て
、
戦
争
中
だ
か
ら
や
ら
ん
と
い
う
の
を
ど
う
し
て

も
や
っ
て
く
れ
と
三
拝
九
拝
し
て
、
引
き
う
け
て
貰
っ
た
そ
う
で

す
。北
村
謹
次
郎
さ
ん
の
お
住
い
が
、北
村
捨
次
郎
の
絶
品
と
い
う

こ
と
に
も
な
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
う
い
う
大
工
さ
ん
が
活

躍
し
た
と
こ
ろ
が
、
南
禅
寺
界
隈
な
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
時
代
は
建
築
家
が
介
在
し
な
い
で
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
が
大
工

さ
ん
と
一
緒
に
な
っ
て
も
の
を
つ
く
り
上
げ
る
。
だ
か
ら
当
時
の

棟
梁
は
設
計
と
施
工
と
を
両
方
や
っ
て
い
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
構
成

や
意
匠
や
美
意
識
、
そ
う
し
た
こ
と
は
、
施
主
か
ら
教
わ
り
な
が

ら
、そ
れ
を
建
築
に
し
て
い
く
と
い
う
仕
事
は
棟
梁
が
や
る
。日
本

建
築
と
い
う
の
は
、
と
く
に
こ
の
時
代
の
日
本
建
築
が
そ
う
い
う

棟
梁
た
ち
に
よ
っ
て
伝
統
が
継
承
さ
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
は
あ

き
ら
か
な
事
実
で
あ
り
ま
す
。伝
統
的
な
木
造
の
建
築
を
、設
計
の

上
で
も
施
工
の
上
で
も
継
承
し
て
い
く
に
は
、
こ
の
時
代
の
名
作

を
範
と
し
な
き
ゃ
い
け
な
い
。
こ
の
時
代
の
す
ご
い
の
は
数
寄
屋

的
な
技
術
で
す
ね
。
数
寄
屋
的
な
技
法
に
創
意
工
夫
を
競
っ
た
時

代
で
す
ね
。
そ
う
い
う
時
代
の
数
寄
屋
建
築
な
ら
ば
こ
そ
生
ま
れ

た
と
思
う
の
が
、今
、小
間
の
茶
室
を
作
る
と
き
の
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク

ス
な
手
法
で
あ
る
切
壁
下
地
と
い
う
工
法
で
す
。
こ
れ
は
細
い
丸

太
、
二
寸
八
分
の
丸
太
で
両
方
に
チ
リ
を
七
分
ず
つ
取
っ
た
ら
一

寸
四
分
し
か
残
ら
ん
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
の
間
に
壁
を
附
け
な
き

ゃ
な
ら
ん
わ
け
で
す
。ど
う
や
っ
て
薄
く
壁
を
附
け
る
か
、そ
の
た

め
に
、中
に
貫
を
縦
と
横
と
に
入
れ
て
、下
地
窓
の
と
こ
ろ
は
抜
い

て
、そ
う
し
て
固
め
て
し
ま
う
。貫
で
固
め
て
し
ま
え
ば
も
う
び
く

と
も
し
な
い
。ど
う
も
江
戸
時
代
の
、私
が
今
ま
で
に
見
た
古
い
茶

室
に
は
こ
の
工
法
は
見
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
近
代
の
大
工
が

こ
の
工
法
を
考
え
出
し
た
の
で
は
は
な
い
か
。
近
代
の
大
工
さ
ん

は
、
今
ま
で
和
釘
を
使
っ
て
い
た
の
が
、
洋
釘
を
使
う
よ
う
に
な

る
。東
本
願
寺
の
史
料
を
見
ま
す
と
、明
治
十
何
年
頃
か
ら
洋
釘
を

た
く
さ
ん
買
っ
て
お
り
ま
す
ね
。和
釘
か
ら
洋
釘
へ
と
い
う
、こ
れ

も
、
わ
た
く
し
は
大
工
技
術
の
大
き
な
近
代
化
だ
と
思
う
ん
で
す
。

伝
統
的
な
技
術
の
中
に
も
自�

�

ず
か
ら
の
近
代
化
が
あ
る
、
戦
後
の

電
動
工
具
を
使
う
と
い
う
の
と
は
ち
ょ
っ
と
違
っ
た
、
も
っ
と
高

度
な
近
代
化
が
あ
っ
た
。そ
う
い
う
歴
史
を
で
す
ね
、な
ん
と
か
未

来
に
つ
な
げ
る
よ
う
に
、す
な
わ
ち
こ
の
時
代（
明
治
・
大
正
・
昭

和
戦
前
）の
木
構
造
は
全
部
伝
統
構
法
で
あ
り
ま
す
。決
し
て
在
来

工
法
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
こ
う
い
う
建
築
が
未
来
に
つ
な
が

る
、そ
の
努
力
を
す
る
こ
と
が
、本
当
に
日
本
建
築
の
歴
史
を
明
治

以
前
の
歴
史
に
つ
な
ぐ
、唯
一
の
方
法
で
す
。そ
う
い
う
意
味
で
今

日
ま
で
私
が
歩
ん
で
き
た
道
は
悔
い
の
な
い
道
で
あ
り
ま
す
。
世

の
建
築
家
か
ら
い
か
に
馬
鹿
に
さ
れ
よ
う
と
、
あ
い
つ
の
仕
事
は

昔
と
同
じ
こ
と
を
や
っ
た
に
す
ぎ
な
い
と
言
わ
れ
て
も
結
構
で

す
。わ
た
し
は
こ
の
ま
ま
の
道
を
歩
み
続
け
、残
り
の
人
生
を
過
ご

し
た
い
の
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
増
田
先
生
の
今
度
の
運
動
に

参
加
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
私
は
自
ら
を
燃
焼
さ
せ
よ
う
と
思
っ
て

い
ま
す
。増
田
先
生
の
足
手
ま
と
い
に
な
ら
な
い
よ
う
に
、先
生
の

純
粋
な
崇
高
な
考
え
方
を
、
是
非
と
も
全
国
民
に
わ
か
っ
て
も
ら

え
る
よ
う
に
運
動
を
展
開
し
た
い
、
こ
の
よ
う
に
決
意
し
て
い
る

次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。
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