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史
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光
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こ
の
と
こ
ろ
、
我
国
の
森
林
に

つ
い
て
の
議
論
が
盛
ん
で
あ
る
。

シ
ン
ポ
ジ
ュ
ー
ム
や
セ
ミ
ナ
ー
等

が
あ
ち
ら
こ
ち
ら
で
開
催
さ
れ
て

い
る
し
、
そ
れ
に
関
す
る
記
事
を
、

新
聞
、
雑
誌
、
テ
レ
ビ
等
々
で
よ

く
耳
に
し
、
目
に
も
す
る
。
そ
れ

は
外
国
産
木
材
に
圧
さ
れ
、
国
産

材
が
売
れ
な
く
な

っ
て
い
る
こ
と

が
根
本
的
な
原
因
の
よ
う
で
あ
る
。

伐
採
し
て
も
探
算
が
と
れ
な
い
間

伐
採
、
価
値
を
失

っ
た
山
で
の
労

働
、
都
市
文
明
へ
の
知
識
の
偏
向
。

つ
ま
り
今
、
日
本
の
森
は
放
置
さ

れ
る
危
機
に
あ
る
と
い
う
。
檜
と

杉
の
単

一
木
を

一
斉
に
植
林
し
、

四
十
年
で

一
斉
に
伐
採
す
る
、
経

済
市
場
原
理
に
基
づ
く
山
づ
く
り

の
つ
け
が
今
問
わ
れ
て
い
る
の
で

あ
ろ
つヽ
。

こ
れ
か
ら
の
「森
の
再
生
」
が
模

索
さ
れ
る
今
、
我
々
が
携
わ

っ
て

い
る
文
化
財
建
造
物
保
護
の
世
界

に
目
が
向
け
ら
れ
て
い
る
。
二
百

年
、
三
百
年
先
の
文
化
財
修
理
用

資
材
を
供
給
す
る
森
。
つ
ま
り
超

長
伐
期
の
森
づ
く
り
の
象
徴
と
し

て
引
き
合
い
に
だ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

一
方
、
そ
の
文
化
財
建
造
物
の

世
界
も
大
き
な
課
題
を
抱
え
て
い

る
。
そ
れ
は
修
理
用
資
材
が
不
足

し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
現
在
指

定
さ
れ
て
い
る
三
千
人
百
余
棟
の

国
宝

・
重
要
文
化
財
の
九
割
は
木

造
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
風
雨
に
さ

ら
さ
れ
、
ま
た
地
震
、
台
風
等
の

災
害
や
虫
害
の
被
害
を
受
け
る
宿

命
を
持

っ
て
い
る
。
従

っ
て
、
歴

史
的
建
造
物
を
長
く
維
持
保
存
し

て
い
く
た
め
に
は
、
ど
う
し
て
も
、

必
要
な
時
期
に
お
け
る
、
通
正
な

修
理
が
欠
か
せ
な
い
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
我
々
修
理
技
術
者
の
存
在

も
ま
た
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
我
々
は
文
化
財
修

理
に
お
け
る
基
本
的
な
理
念
を
持

っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
建
造
物
の

形
、
用
い
ら
れ
て
い
る
材
料
、
工

法
、
そ
し
て
環
境
を
オ
リ
ジ
ナ
ル

と
違

っ
た
も
の
に
変
え
な
い
こ
と

で
あ
る
。
こ
の
四
つ
の
要
素
の
う

ち
、
特
に
、
形
と
環
境
に
つ
い
て

は
、
現
状
変
更
と
い
う
厳
し
い
手

続
き
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

そ
の
他
に
つ
い
て
も
監
視
の
目
を

厳
し
く
、
こ
れ
ら
は
厳
格
に
守
ら

れ
て
い
る
と
い
っ
て
良
い
。

明
治
三
十
年
発
布
の

「古
社
寺

保
存
法
」
以
来
、
こ
れ
ま
で
永
々

と
保
存
修
理
が
続
け
ら
れ
て
き
た
。

古
代
、
中
世
の
社
寺
建
築
に
始
ま

り
、
近
世
、
明
治
建
築
と
移

っ
て

き
た
が
、
古
建
築
に
使
わ
れ
て
い

る
木
材
を
み
る
と
、
鎌
倉
時
代
ま

で
は
檜
が
圧
倒
的
に
多
く
、
そ
の

後
は
文
化
財
建
造
物
の
対
象
の
拡

大
と
と
も
に
、
工
具
の
発
達
と
相

ま

っ
て
、
地
産
地
消
が
顕
者
と
な

っ
た
。
そ
の
土
地
の
良
質
な
資
材

が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で

あ
る
。
欅
づ
く
り
、
ヒ
バ
づ
く
り
、

栂
づ
く
り
等
が
そ
れ
で
あ
る
。
さ

ら
に
近
世
に
な
る
と
、
長
押

・
天

井
板

・
床
柱
は
杉
、
鴨
居

・
小
屋

梁
は
松
、
あ
る
い
は
敷
居
を
桜
に

等
、
木
材
は
適
材
適
所
に
使
わ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
現
在
の
修
理

は
近
世
社
寺
建
築
中
芯
か
ら
、
近

代
和
風
建
築
、
近
代
化
遺
産
に
変

わ
ろ
う
と
し
て
い
る
時
期
に
あ
る
。

以
上
の
こ
と
で
解
る
よ
う
に
、
最

近
の
文
化
財
修
理
に
は
多
種
多
様

な
木
材
が
最
も
必
要
と
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
今
の
我

国
の
森
や
里
山
に
、
応
え
る
能
力

は
な
い
よ

つゝ
だ
。

文
化
財
建
造
物
の
課
題
は
修
理

用
資
材
の
不
足
に
あ
る
と
述
べ
た
。

こ
の
代
表
と
し
て
檜
皮
が
よ
く
取

り
あ
げ
ら
れ
る
。
確
か
に
昭
和
三

十
四
年
の
伊
勢
湾
台
風
、
同
三
十

七
年
の
第
二
室
戸
台
風
で
被
害
を

受
け
た
建
物
の
屋
根
の
修
理
が
現

に
待
た
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
の
シ
ン
ポ
ジ

ュ
ー
ム
や

危
機
を
訴
え
た
記
事
も
よ
く
見
か

け
る
。
ま
た
、
大
径
材
に
つ
い
て

も
、
品
質
の
低
下
、
納
期
の
遅
れ
、

乾
燥
の
問
題
等
。
特
に
、
松
の
大

径
材
に
つ
い
て
は
危
機
的
状
況
に

あ
る
。
入
手
が
困
難
な
た
め
、
し

か
た
な
く
他
の
材
種
に
、
あ
る
い

は
外
国
産
に
変
更
し
た
り
す
る
例

が
あ

っ
た
。
修
理
の
基
本
理
念
を

脅
か
す
ま
で
に
き
て
い
る
と
言
え

よ
う
。
檜
皮
や
大
径
材
等
の
資
材

は
不
足
し
て
い
る
と
言

っ
て
も

い

い
か
も
知
れ
な
い
。

他
の
資
材
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

国
産
漆
は
価
格
の
面
か
ら
外
国
産

に
洵
汰
さ
れ
青
息
吐
息
で
あ
る
こ

と
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。
茅
は

地
元
の
良
く
管
理
さ
れ
た
茅
場
か

ら
供
給
さ
れ
る
こ
と
が
な
く
な
り
、

品
質
が
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
。

こ
う
し
て
ひ
と

つ
ひ
と

つ
の
資

材
の
現
状
を
精
査
す
る
と
、
す
べ

て
の
資
材
が
供
給
不
足
と
し
て
統

括
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
だ
。

む
し
ろ
、
資
材
そ
れ
ぞ
れ
に
固
有

の
課
題
を
か
か
え
て
い
る
と
整
理

し
た
ほ
う
が
い
い
か
も
知
れ
な
い
。

し
か
し
、
さ
ら
に
じ

っ
く
り
追
求

す
る
と
、
共
通
し
た
も
の
が
見
え
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て
く
る
。
結
論
を
急
ぐ
た
め
詳
し

い
説
明
は
起
け
、
課
題
を
整
理
し

て
み
よ
う
。

一
、
資
材
の
品
質
が
近
年
著
し

く
劣
化
し
て
い
る
こ
と
。

二
、
修
理
用
資
材
の
生
産
、
流

通
に
関
す
る
情
報
が
滞

っ
て

い
る
こ
と
。

三
、
施
工
に
要
す
る
コ
ス
ト
が

高
く
な

っ
て
き
た
こ
と
。

四
、
生
産
、
施
工
に
競
争
原
理

が
働
か
ず
、
技
術
の
低
下
が

見
ら
れ
る
こ
と
。

共
通
点
は
こ
の
四
つ
に
ま
と
め

る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
課
題

を
探

っ
て
い
く
と
、
行
き
場
を
失

っ
て
、
文
化
財
に
収
飯
す
る
し
か

な
い
伝
統
技
術
の
姿
が
見
え
て
く

る
の
で
あ
る
。

対
策
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
茅

近
年
の
文
化
財
保
護
の
キ
ィ
ワ

ー
ド
と
し
て
活
用
と
い
う
言
葉
が

広
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に

最
近
は
景
観
と

い
う
言
葉
が
キ
ィ

ワ
ー
ド
に
な

っ
て
い
る
。
そ
れ
は

昨
年
九
月
号
の

『月
刊
文
化
財
』

の
特
集

「農
林
水
産
業
に
関
連
す

る
文
化
的
景
観
の
保
護
に
関
す
る

調
査
研
究

（報
告
と

に
よ
く
現
れ

て
い
る
。
そ
の
他
、
里
山
や
社
叢

な
ど
も
最
近
耳
に
す
る
こ
と
が
多

い
。
活
用
は
別
に
し
て
、
こ
れ
ら

農
村
景
観

・
里
山

・
社
叢
な
ど
の

言
葉
は
私
た
ち
の
年
代
に
と

っ
て

懐
か
し
い
響
き
の
あ
る
も
の
と
な

っ
て
い
る
。

農
村
景
観
は
昭
和
四
十
年
代
以

降
大
き
く
変
容
し
た
。
そ
の
変
化

は
都
市
周
辺
か
ら
次
第
に
地
方
に

浸
透
し
て
約
三
十
年
を
費
や
し
、

つ
い
に
山
間
地
ま
で
に
及
ん
で
い

る
。
そ
の
主
な
る
原
因
が
農
水
省

に
よ
る
大
規
模
な
国
場
整
備
事
業

で
、
丘
や
山
を
削
り
、
河
川
の
流

路
を
変
え
、
多
く
の
雑
木
林
や
社

叢
な
ど
も
切
り
倒
し
た
。
河
岸
段

を
例
に
と

っ
て
み
よ
う
。
昭

和
四
十
年
ぐ
ら
い
ま
で
は
、

地
域
の
人
々
に
よ

っ
て
良
く

　

・

管
理
さ
れ
た
茅
場
が
あ
り
、

そ
こ
か
ら
良
質
な
も
の
だ
け

が
供
給
さ
れ
た
。

つ
ま
り
、

二
、
三
年
に

一
度
は
火
入
れ

さ
れ
、
毎
年
共
同
で
刈
り
取

ら
れ
る
。
虫
の
い
な
い
、
均

質
の
も
の
が
で
き
る
茅
場
の

こ
と
で
あ
る
。
施
工
も

「結
」

の
制
度
が
あ

っ
て
、
地
域
住

民
に
よ
る
相
互
扶
助
が
あ

っ

た
。

つ
ま
り
、
労
働
は
地
域

の
な
か
で
共
有
と
交
換
が
行
わ
れ

て
い
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
施
工

に
要
す
る
費
用
は
安
価
で
あ

っ
た

し
、
ま
た
用
い
ら
れ
る
資
材
は
良

質
な
も
の
で
あ

っ
た
。
さ
ら
に
茅

を
葺
く
職
人
に
と

っ
て
は
適
当
な

競
争
が
あ
り
、
技
術
を
怠
る

子

＞」
と
は
で
き
な
か

っ
た
の
で

鎌
あ
る
。

嗣
　
こ
の
こ
と
か
ら
茅
を
取
り

存
巻
く
課
題
解
決
の
鍵
が
ボ
ラ

万
ン
テ
イ
ア
や
地
域
共
同
体
が

彬
参
加
す
る
、
地
域
社
会
の
シ

紳
ス
テ
ム
の
再
構
築
に
あ
る
の

格
で
は
な
い
か
と
気
づ
く
。
も

賄
ち
ろ
ん
そ
れ
は
、
伝
統
文
化

防

が
重
ん
じ
ら
れ
る
共
同
体
で

一爪

あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
人
々

は
歴
史
を
軽
視
し
た
こ
と
で

財
団
法
人

文
化
財
建
造
物
保
存
技
術
協
会

一喜

支
鷲

日

塔

和

彦

限
り
な
く
傲
慢
に
な
っ
た
四
十
年

代
以
降
の
自
分
を
知

っ
て
い
る
は

ず
で
あ
る
か
ら
。
他
の
資
材
も
そ

れ
ぞ
れ
解
決
の
道
は
あ
る
だ
ろ
う
。

そ
れ
は
多
分
ど
れ
だ
け
裾
野
を
広

げ
ら
れ
る
か
に
か
か
つ
て
い
る
よ

つヽ
に
思

つゝ
。

我
国
の
国
土
は
世
界
で
は
群
を

抜
く
森
林
率
で
あ
る
。
先
進
国
で

は
特
異
な
存
在
だ
と
い
う
。
日
本

人
の
ア
イ
デ
ン
テ
イ
テ
イ
の

一
つ

は
、
何
万
年
も
育
ま
れ
て
き
た
森

に
あ
る
に
違
い
な
い
。
そ
れ
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
植
物
性
資
材
と
そ

れ
を
採
取
、
加
工
、
施
工
す
る
伝

統
技
術
に
危
機
が
あ
る
。
こ
の
こ

と
は
昭
和
五
十
年
頃
か
ら
ず

つ
と

議
論
さ
れ
て
き
た
が
、
今
、
漸
く

森
と
、
木
の
文
化
を
代
表
す
る
文

化
財
建
造
物
と
の
関
係
が
関
連
し

て
語
ら
れ
は
じ
め
て
い
る
。

現
代
の
人
類
に
お
け
る
最
大
の

課
題
は

”
い
か
に
持
続
可
能
な
社

会
を
つ
く

っ
て
い
く
か
“
に
あ
る

と
言
わ
れ
て
い
る
。
日
本
の
森
と

文
化
財
の
も
つ
課
題
が
そ
れ
ぞ
れ

解
決
さ
れ
た
時
は
、
歴
史
と
文
化

に
価
値
を
見
い
出
し
、
そ
し
て
環

境
保
全
に
優
れ
た
、
資
源
循
環
型

社
会
シ
ス
テ
ム
の
先
駆
的
モ
デ
ル

が
構
築
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
の
で

は
な
い
か
と
思
う
の
だ
が
。

（原
文
の
ま
ま
）

物
の
大
切
さ
、
常
識
の
無
さ
が

薄
ら
い
で
い
る
昨
今
、
誰
が
教
え

て
く
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

ふ
と
考
え
て
み
れ
ば
、
神
仏
に

関
し
て
も
家
に
あ
る
仏
壇
に
手
を

合
せ
る
子
供
達
、
大
人
達
が
少
な

く
な

っ
て
い
る
と
思
う
。
近
頃
は

親
と
の
同
居
も
少
な
く
な
り
、
ま

し
て
や
三
世
代
同
居
な
ど
皆
無
に

等
し
い
状
況
で
あ
り
ま
す
。
先
祖

が
作
り
あ
げ
、
守

っ
て
き
た
日
本

の
伝
統

，
良
き
風
習
等
が
伝
わ
ろ

う
は
ず
が
あ
り
ま
せ
ん
。
今
は
大

人
さ
え
自
信
を
持

っ
て
、
生
き
て

い
な
い
。
子
供
達
に
伝
え
る
何
物

も
持

っ
て
い
な
い
と
さ
え
言
え
る

と
思
い
ま
す
。

私
共
は
昨
年
よ
り
、
市
の
事
業

の

一
環
と
し
て
行
な
わ
れ
て
い
る
、

中
学
生
を
対
象
に
し
た

「体
験
学

習
」
を
指
導
し
て
い
ま
す
。
鋳
金

具
に
関
し
て
で
す
が
、
子
供
を
は

じ
め
、
大
人
ま
で
も
が
パ
ソ
コ
ン

で
図
面
を
作
製
し
、
機
械
で
彫

っ

て
い
る
と
思

っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

時
代
の
流
れ
と
し
て
、
手
作
り
の

物
が
目
に
見
え
て
減

っ
て
い
る
中

で
、
当
然
の
成
り
行
き
、
又
、
思

考
と
し
て
仕
方
が
な
い
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が
、
そ
の
中
に
あ

つ
て
、

機
械
で
は
作
り
得
な
い
物
、
手
作

り
だ
か
ら
こ
そ
作
れ
る
貴
重
な
も

の
が
あ
る
事
を
、
こ
の
体
験
を
、

通
じ
て
、
知

っ
て
も
ら
い
た
い
と

思
い
ま
す
。
又
、
自
分
で
自
分
の

力
で

一
つ
の
も
の
を
作
り
上
げ
て

ゆ
く
喜
び
も
、
感
じ
て
ほ
し
い
と

思

っ
て
お
り
ま
す
。
微
力
で
は
あ

る
が
何
か
伝
わ
る
事
が

一
つ
で
も

あ
れ
ば
と
考
え
て
い
ま
す
。

又
、
多
種
多
様
の
人
達
が
当
社

に
訪
れ
、
色
々
な
研
修
を
行

っ
て

い
ま
す
が
、
併
金
具
も
含
め
、
日

本
の
古
き
良
き
伝
統
を
少
し
で
も

理
解
し
、
興
味
を
も

っ
て
も
ら
い
、

若
者
に
確
実
に
継
承
し
て
行
き
た

い
と
思

っ
て
お
り
ま
す
。

た
地
元
の
老
人
で
あ
る
。

屋
根
屋
に
も
正
確
な
樹
種
が
答

え
ら
れ
な

い
も
の
も
あ
る
が
、
聞

き
取

っ
た
の
は
サ
ル
ス
ベ
リ

・
ク

リ

・
ヒ
メ
ジ
ャ
ラ
ン

・
コ
ブ
シ

・

不ヽ
ソ

（
マ
ン
サ
ク
▼

オ
オ
ガ

，
ヤ

マ
ウ
ル
シ
な
ど
で
、
サ
ク
ラ
の
よ

う
に
樹
度
の
厚
い
の
は
虫
に
食
わ

れ
や
す
い
の
で
、
使
用
し
な
い
。

垂
木
に
は
サ
ル
ス
ベ
リ
が
多
く
使

用
さ
れ
、
こ
れ
に
コ
ブ
シ
や
ク
リ

な
ど
が
混
じ
る
。
太
さ
は
元
で
六

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
程
度
、
長
さ
は

二
～
三
メ
ー
ト
ル
で
枝
の
な
い
素

直
な
木
が
選
ば
れ
る
。
押
鉾
も
同

様
で
あ
る
が
、
垂
木
よ
り
細
い
も

の
を
使
用
す
る
。

丘
や
棚
田
な
ど
も
平
坦
な
水
田
に

作
り
直
さ
れ
た
。
慣
れ
親
し
ん
だ

幼
い
頃
の
地
形
や
農
村
風
景
が
消

失
し
て
し
ま

っ
た
の
で
あ
る
。

里
山
と
は
簡
単
に
言
え
ば
農
村

部
の
人
間
が
生
活
し
て
い
く
う
え

で
必
要
な
営
み
の
場
で
あ
る
。
人

の
住
む
里
に
は
田
国
が
あ
り
、
屋

敷
林
に
囲
ま
れ
た
茅
葺
き
の
家
屋

敷
が
あ
る
。
村
外
れ
に
は
神
社
の

森
、
社
叢
が
村
人
の
精
榊
的
な
支

え
と
し
て
存
在
す
る
。

里
に
近
い
山
麓
に
は
コ
ナ
ラ

・

ク
ヌ
ギ

・
シ
イ
な
ど
の
雑
木
林
や

草
地
が
広
が
る
。
そ
の
上
の
方
、

峰
に
近
い
高
所
に
は
茅
場
が
広
が

っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
多
く
は
共

有
地
で
、
雑
木
林
で
は
春
に
ワ
ラ

ビ

・
ゼ
ン
マ
イ
な
ど
の
山
莱
採
り
、

秋
に
は
落
ち
葉
を
集
め
て
肥
料
と

し
た
が
、
キ
ノ
コ
な
ど
も
多
く
採

れ
た
。
ま
た
、
枯
木
を
拾

っ
て
は

焚
き
木
と
し
て
用
い
た
り
し
た
。

車
地
か
ら
は
牛

・
馬
の
飼
料
や
畑

な
ど
に
敷
き
込
む
肥
料
と
し
て
草

が
刈
り
取
ら
れ
た
。
茅
場
か
ら
刈

り
取
ら
れ
た
ス
ス
キ
は
農
家
の
屋

根
の
葺
材
と
し
て
使
用
さ
れ
、
刈

り
取

っ
た
跡
は
火
を
入
れ
て
野
焼

き
を
行
な

っ
た
。

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
雑
木

林
か
ら
刈
り
取
ら
れ
る
粗
柔
木
で

あ
る
。
粗
柔
と
は

『広
辞
苑
』
に

よ
る
と

「刈
り
取

っ
た
村
の
枝
。

薪
と
し
、
ま
た
、
堤
を
築
く
材
料

や
海
苔
を
着
生
さ
せ
る
材
料
と
す

る
」
と
あ
る
。
こ
の
説
明
は
簡
単

す
ぎ
て
わ
か
り
に
く
い
が
、
雑
木

の
枝
を
切
り
取
り
、
土
木
工
事
や

建
築
工
事
な
ど
に
利
用
す
る
こ
と

で
あ
る
。
雑
木
の
村
種
は
地
方
に

よ
っ
て
相
違
が
あ
る
が
、
関
東
地

方
で
は
ナ
ラ

・
ク
ヌ
ギ
な
ど
の
落

葉
樹
が
多
く
み
ら
れ
る
。
そ
こ
で

は
粗
柔
を
取
る
た
め
に
主
幹
を
根

本
近
く
で
伐
採
し
、
根
の
周
辺
か

ら
伸
び
て
く
る
細
く
て
、
長
い
枝

を
育
て
て
い
た
こ
と
を
記
憶
し
て

い
る
。
ま
た
、
粗
柔
山
と
し
て
粗

柔
を
と
る
た
め
の
林
を
特
別
に
持

っ
て
い
た
と
こ
ろ
も
あ
る
。

土
木
工
事
で
は
粗
柔
沈
床
が
代

表
的
な
使
用
法
で
、
護
岸
工
事
な

ど
に
お
い
て
杭
を
粗
柔
で
籠
状
に

編
み
付
け
、
こ
れ
を
水
中
に
沈
め

て
土
堤
が
崩
れ
る
の
を
防
ぐ
工
法

で
あ
る
。
こ
の
粗
衆
沈
床
は
多
種

多
様
な
水
生
生
物
が
棲
息
す
る
ビ

オ
ト
ー
プ

（野
生
生
物
の
生
育
場

所
）
に
な
る
こ
と
か
ら
、
再
び
注

目
を
集
め
て
新
潟
県
な
ど
で
は
実

際
に
築
造
さ
れ
て
い
る
。

建
築
工
事
で
は
茅
葺
き
屋
根
の

屋
中
な
ど
の
結
束
材
や
垂
木
、
小

舞
木
、
押
鉾
木
に
使
わ
れ
る
ほ
か
、

土
壁
の
小
舞
下
地
と
し
て
も
使
用

さ
れ
る
。
文
化
財
工
事
で
も
茅
葺

き
屋
根
の
仕
様
に
垂
木
や
押
鉾
と

し
て
粗
来
の
こ
と
ば
が
生
き
残

っ

て
い
る
の
を
ご
存
知
で
あ
ろ
う
。

こ
の
粗
柔
の
使
用
は
関
東
地
方

や
南
の
方
に
は
み
ら
れ
ず
、
主
と

し
て
竹
の
少
な
か

っ
た
裏
日
本
や

東
北
地
方
に
み
ら
れ
る
。
た
と
え

ば
、
最
近
屋
根
の
葺
き
替
え
が
行

な
わ
れ
た
福
島
県
猪
苗
代
町
の
重

要
文
化
財
旧
馬
場
家
住

宅

（旧
所
在
地
は
南
会

津
郡
伊
南
村
）
で
は
粗

柔
が
多
く
使
用
さ
れ
て

い
た
。
垂
木
や
押
鉾
だ

け
で
な
く
、
叉
首
と
屋

中
の
結
束
、
隅
部
な
ど

要
所
の
締
め
付
け
用
縄

と
し
て
も
用
い
ら
れ
て

い
た
。
葺
き
替
え
に
当

た

っ
て
は
多
く
の
補
足

材
が
必
要
に
な

っ
た
が
、

こ
れ
ら
は
も
と
の
里
山

か
ら
刈
り
取

っ
て
き
た
。

採
取
す
る
の
は
以
前
か

ら
粗
柔
を
調
達
し
て
い

大内宿の茅場 地域住民参加活動の様子

「
独
り
言
」

口
鈴
木
鋳
金
具
工
芸
社

鈴

木

正

男

旧馬場家住宅の粗柔を用いて屋根下地
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屋
中
な
ど
の
結
束
に
は
ネ
ソ
が

使
わ
れ
る
。
ネ

ソ
は
結
束
に
使
用

さ
れ
る
粗
柔

の
総
称

で
そ
れ
は

「ネ
ソ
ひ
ね
り
」
が
出
来
る
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ネ
ソ
ひ

ね
り
と
は
元
の
ほ
う
を
捻

っ
て
柔

ら
か
く
す
る
こ
と
で
、
サ
ル
ス
ベ

リ
な
ど
は
ひ
ね
る
こ
と
が
出
来
な

い
。
ネ
ソ
と
し
て
多
く
使
用
さ
れ

る
の
は

マ
ン
サ
ク
で
、
そ
の
他
に

も
材
種
不
明
の
青
色
の
枝
が
使
用

さ
れ
た
。
ア
ケ
ビ
蔓
な
ど
も
使
用

さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
捻
る
必
要
が

な
い
の
で
ネ
ソ
と
は
呼
ば
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
会
津
地
方
の
民

家
に
は
多
く
の
粗
柔
が
使
用
さ
れ

て
い
る
。
現
在
の
壁
小
舞
は
割
竹

に
な

っ
て
い
た
が
、
当
初
は
粗
柔

が
使
用
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
強

い
。ま

た
、
千
葉
県
八
日
市
場
市
の

県
指
定
史
跡
飯
高
寺
境
内
の
斜
面

崩
落
防
止
と
し
て
シ
ガ
ラ
土
留
工

が
採
用
さ
れ
た
。
こ
れ
は
粗
柔
沈

床
と
同
じ
く
、
木

（松
）
杭
に
編

み
込
ん
で
土
留
め
を
施
す
も
の
で

あ
る
が
、
材
料
と
し
て
は
九
竹
を

用
い
て
い
た
。
こ
れ
も
本
来
は
粗

柔
を
用
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、

今
日
で
は
入
手
が
困
難
な
こ
と
か

ら
竹
を
代
用
し
た
と
見
ら
れ
る
。

編
ま
れ
た
竹
は
次
第
に
腐
れ
て
土

に
戻

っ
て
し
ま
う
が
、
そ
の
間
に

門
と
重
要
文
化
財

・
大
徳
寺
の
勅

使
門
、
こ
れ
が
近
年
に
修
理
が
完

了
致
し
ま
し
た
。
桃
山
時
代
を
代

表
す
る
建
築
で
、
唐
門
に
つ
い
て

は
衆
楽
第
の
遺
構
と
い
う
言
い
伝

え
が
有
り
、
勅
使
門
も
慶
長
の
大

一異
御
門
を
下
賜
さ
れ
た
も
の
と
さ

れ
て
大
徳
寺
に
伝
わ
る
秘
宝
の
建

物
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
に
つ
い

て
は
修
理
を
担
当
さ
れ
た
京
都
府

の
森
田
拓
朗

（文
化
財
保
護
課
）

先
生
の
原
稿
を
拝
見
致
し
ま
し
た
。

鋭
の
鋲
、
そ
れ
か
ら
彩
色
の
復
元
、

招
り
漆
、
門
の
扉
、
桧
皮
葺
き
屋

根
、
終
わ
り
に
飛
楽
第
、
そ
れ
ぞ

れ
の
テ
ー
マ
で
詳
細
に
修
理
の
過

程
を
説
明
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
添

付
の
写
真
も
竣
工
写
真
で
す
が
、

見
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
大
変
立
派

な
復
元
が
な
さ
れ
た
と
感
じ
た
次

第
で
す
。

講
演
が
終
わ
り
ま
し
て
か
ら
、

第
十
五
回
通
常
総
会
に
入
り
ま
し

て
会
則
に
よ
り
ま
し
て
小
西
会
長

が
議
長
を
務
め
ま
し
た
。
予
定
議

案

。
第

一
号
議
案
平
成
十
五
年
度

事
業
報
告
並
び
に
収
支
状
況
報
告

を
事
務
局
か
ら
報
告
致
し
ご
承
認

頂
き
ま
し
た
。
第
二
号
議
柔
平
成

十
六
年
度
事
業
計
画
案
並
び
に
予

算
柔
に
つ
い
て
も
ご
説
明
致
し
ま

し
て
、
ご
承
認
頂
き
ま
し
た
。
第

三
号
議
柔
と
し
て
平
成
十
六
年
度

草
木
や
樹
木
の
根
が
生
え
て
法
面

は
補
強
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
忘
れ
去
ら
れ
て

い
た
粗
柔
の
利
用
法
が
地
球
環
境

問
題
な
ど
か
ら
再
評
価
を
受
け
て
、

復
活
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
里
山

第
十
五
回

研
旗杉
ハバ

び
通

平
成
十
六
年
三
月
十
二
日
に
第

十
五
回
研
修
会
含
む
通
常
総
会
に

当
り
、
静
岡
県
富
士
宮
市
宮
町
の

富
士
山
本
宮
浅
問
大
社
に
集
合
し

ま
し
た
。
午
後

一
時
か
ら
富
士
山

本
宮
浅
間
大
社
拝
殿
に
於
き
ま
し

て
正
式
参
拝
を
い
た
し
ま
し

た
。
渡
追
宮
司
様
よ
り
ご
挨

拶
を
頂
き
ま
し
た
。
そ
の
後
、

同
社
参
集
所
に
移
り
、
財
団

法
人
文
化
財
建
造
物
保
存
技

術
協
会

・
関
口
欣
也
理
事
長

様
の
講
演
を
伺
い
ま
し
た
。

テ
ー
マ
は

『ギ
リ
シ
ャ

・
ア

テ
ネ
の
建
築
』
で
す
。
沢
山

の
ス
ラ
イ
ド
写
真
を
用
意
さ

れ
ま
し
て
、
詳
細
な
西
洋
文

明
の
発
端
と
も
言
う
べ
き
建

築
の
ご
説
明
を
頂
き
ま
し
た
。

非
常
に
興
味
の
あ
る
お
話
し

で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
柳
社
か

の
当
協
議
会
の
活
動
に
つ
い
て
の

提
案
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
今
週
の

始
め
か
ら
ご
当
地
で
行
わ
れ
ま
し

た
第

一
回
の
技
術
研
修
会
に
つ
い

で
の
事
業
が
あ
り
ま
し
た
が
、
十

六
年
度
は
金
工
部
会
の
方
に
お
願

い
致
し
ま
し
て
何
か
活
動
を
し
た

い
と
い
う
事
を
提
案
致
し
ま
し
て
、

了
承
を
頂
き
ま
し
た
。
第
四
号
議

案

・
④
芸
術
文
化
振
興
基
金
に
よ

る
技
術
研
修
会

（こ
れ
は
第
二
回

に
な
り
ま
す
）
平
成
十
七
年
度
に

予
定
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ

の
申
請
は
今
年
の
秋
に
行
い
ま
す
。

と
い
う
事
で
ご
了
解
を
頂
き
ま
し

た
。
そ
れ
か
ら
⑬
の
会
貝
増
強
で

あ
り
ま
す
が
、
候
補
者
推
薦
と
し

て
京
都
の
横
山
鋳
金
具
さ
ん
、
こ

ち
ら
は
選
定
保
存
技
術
の
認
定
を

受
け
て
お
ら
れ
ま
す
の
で
、
ご
本

人
に
確
認
を
取

っ
て
推
薦
を
し
た

い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
そ
の
他

候
補
者
の
適
当
な
方
が
あ
れ
ば
推

薦
を
し
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

そ
の
他
、
今
週
火
曜
日
か
ら
金
曜

日
ま
で
行
わ
れ
ま
し
た
、
第

一
回

技
術
研
修
会
、
こ
れ
は
芸
術
文
化

振
興
基
金
に
よ
る
研
修
会
で
ご
ざ

い
ま
し
た
が
、
こ
れ
に
つ
き
ま
し

て
も
報
告
書
作
成
の
予
算
を
取

っ

て
ご
ざ

い
ま
す
の
で
、
作
成
が
出

来
次
第
に
皆
様
の
方

へ
ご
送
付
を

し
、
文
化
庁

・
文
技
協
会

・
そ
の （静

岡
県
富
士
宮
市
に
て
）

と
し
て
の
粗
柔
山
も
い
つ
か
は
生

き
返
り
、
再
び
農
村
景
観
だ
け
で

な
く
、
地
球
に
負
荷
を
か
け
な
い

先
人
の
知
恵
も
同
時
に
見
直
さ
れ

る
日
を
待
ち
た
い
。（原

文
の
ま
ま
）

ら
も
ご
担
当
の
中
村
権
宮
司
様
は

じ
め
幸
田
禰
宜
様
、
宮
崎
権
禰
宜

様
ご
出
席
を
頂
き
ま
し
て
傍
聴
し

て
頂
き
ま
し
た
。
関
口
先
生
に
は

前
々
回
の

「す
い
か
ず
ら
」
の
冒

頭
の
記
事
に
ミ
ケ
ー
ネ
の
建
築
に

つ
い
て
大
変
面
白

い
観
点

か
ら
の
見
方
の
記
事
を
頂

き
ま
し
た
。
今
回
は
そ
れ

の
集
大
成
と
言
う
べ
き
も

の
で
ご
ざ

い
ま
し
た
ｏ
今

回
、
文
建
協
の
関
口
理
事

長
様
が
わ
ざ
わ
ざ
協
議
会

の
総
会
に
お
出
で
頂
き
ま

し
た
の
は
、
重
要
文
化
財

浅
間
大
社
設
計
管
理
事
務

所
の
皆
さ
ん
の
方
か
ら
の

サ
ポ
ー
ト
が
あ

つ
た
と
い

う
事
で
ご
ざ

い
ま
し
て
、

大
変
有
難
い
事
で
ご
ざ

い

ま
し
た
。
厚
く
御
礼
申
し

上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

こ
の
後
に
、
重
要
文
化
財
浅
間

大
社
の
御
本
殿
お
よ
び
他
の
社
殿

等
の
工
事
現
場
の
見
学
研
修
を
致

し
ま
し
た
。

桧
皮
葺
き
の
お
屋
根
の
修
理
を

し
て
い
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ

い
ま
し

て
、
兵
庫
県
の
村
上
社
寺
さ
ん
が

元
請
け
で
ご
ざ

い
ま
し
て
、
現
場

の
状
況
等
を

つ
ぶ
さ
に
拝
見
致
し

ま
し
た
。

そ
の
他
、
社
殿
の
内
部

・
外
部

の
塗
装
鋳
金
具
そ
う

い
っ
た
と
こ

ろ
の
各
所
の
見
学
も
さ
せ
て
頂
き

ま
し
た
。
こ
れ
に
付
き
ま
し
て
は

重
要
文
化
財
浅
間
大
社
の
設
計
管

理
事
務
所
の
高
木
所
長
さ
ん
に
詳

細
に
ご
案
内
を
頂
き
見
学
研
修
を

研
修
会
金
工
部
会
と
云
う
事
に
な

り
ま
す
が
計
画
を
し
て
い
き
た
い

と
考
え
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
同

時
開
催
が
無
理
で
し
た
ら
ば
通
常

総
会
を
切
り
離
し
て
前
後
し
て
行

う
と
言
う
形
に
な
る
か
と
思
い
ま
す
。

以
上
を
も
ち
ま
し
て
全
ス
ケ
ジ

ュ
ー
ル
を
終
了
致
し
ま
し
た
の
で

現
地
解
散
と
致
し
ま
す
。
（終
）

＞
」
　

えゝ

い
森
本
餅
金
具
製
作
所

森

本

安

之

助

満
月
祭
」
が
行
わ
れ
た
。

そ
の
宵
に
は
天
界
と
地
上
の
間

に
通
路
が
開
か
れ
、
ひ
と
き
わ
強

い
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
ふ
り
注
ぐ
と

い

わ
れ
、
清
水
を
捧
げ
、
心
の
と
も

し
び
を
輝
か
せ
、
神
秘
な
力
を
身

に
受
け
て
、
ひ
と
り

一
人
の
魂
の

「
め
ざ
め
」

の
た
め
に
熱
い
祈
り

が
捧
げ
ら
れ
る
。

こ
の
儀
式
は
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
中

や
イ
ン
ド
で
工
月
満
月
の
夜
に
行

わ
れ
て
い
る
ウ
エ
サ
ク
祭
と
相
通

ず
る
も
の
と
い
わ
れ
て
い
る
。

鞍
馬
寺
の
管
長
様
か
ら
、
儀
式

に
使
う

「
お
力
の
宝
棒
」
を
よ
り

強
力
な
も
の
に
造
り
変
え
た
い
と

の
ご
相
談
を
受
け
た
。
木
製
で
金

箔
押
し
の
も
の
で
あ

っ
た
か
ら
、

『
銹

の
響

』

常
総
会
開

電 |

理
要

他
関
係
機
関

へ
も
お
送
り
す
る
予

定
で
ご
ざ

い
ま
す
。

次
回
第
十
六
回
研
修
会
お
よ
び

通
常
総
会
の
予
定
で
ご
ざ

い
ま
す

が
、
平
成
十
六
年
度
中
に
企
画
を

し
た
い
と
云
う
事
で
ご
ざ

い
ま
す

の
で
、
こ
れ
は
い
づ
れ
金
工
部
会

の
大
谷
さ
ん
、
森
本
さ
ん
と
ご
相

談
を
致
し
ま
し
て
第
二
回
の
技
術

か

ざ

り

こ
の

『鉄
の
響
』
は
平
成
月
十

四
年
四
月
か
ら
産
経
新
聞

・
西
日

本
版

「美
と
く
ら
し
」
欄
に
月
二

回
掲
載
さ
れ
た
も
の
を
同
氏
の
許

可

（並
び
に
、
産
経
新
聞
、
支
局

長
の
承
諸
）
を
受
け
て
転
載
し
た

も
の
で
す
。

注
―
―
森
本
安
之
助
氏
は
、
銃

金
具
の
技
術
で
、
国
の

「選
定
保

存
技
術
保
持
者
認
定
」
を
受
け
て

お
ら
れ
、
今
も
現
役
で
活
躍
さ
れ

て
お
ら
れ
る
斯
界
の
第

一
人
者
で
、

当
協
議
会
の
副
会
長
を
し
て
お
ら

れ
ま
す
。

五
月
満
月
の
夜
に
、
京
都

，
鞍

馬
山
で
光
と
聖
音
の
祭
典

「
五
月

お
願
い
致
し
ま
し
た
。
有
難
う
ご

ざ

い
ま
し
た
。

以
上
で
今
日
の
日
程
を
終
了
し
、

宿
舎
の
富
士
宮
グ
リ
ー
ン
ホ
テ
ル

ヘ
投
宿
を
致
し
ま
し
た
。
懇
親
の

夕
食
会
に
は
事
務
局
か
ら
小
西
美

術
工
藝
社
の
原
事
務
局
長
ほ
か
事

務
局
三
名
程
出
席
を
致
し
ま
し
て
、

に
ぎ
や
か
に
取
り
行

い
ま
し
た
。

翌
日
、
三
月
十
三
日
で
ご
ざ

い

ま
す
が
、
同
ホ
テ
ル
内
の
会
議
室

に
於
き
ま
し
て
全
文
連
の
後
藤
事

務
局
長
さ
ん
か
ら
講
演
を
頂
き
ま

し
た
。
演
題
は

『
日
本
建
築
の
歴

史
に
つ
い
て
』
で
ご
ざ

い
ま
す
。

今
回
は
京
都
府
の
文
化
財
レ
ポ
ー

ト
の
中
か
ら
国
宝

・
大
徳
寺
の
唐

金
属
の
方
が
よ
り
よ
い
も
の
に
な

る
の
で
、
真
鍮
材
を
使
い
、
金
飯

金
仕
上
げ
で
新
調
し
た
。

次
に
清
水
を
満
た
す
銀
碗
を
造

ら
せ
て
い
た
だ
い
た
。
清
ら
か
さ

と
、
荘
厳
さ
を

一
層
高
め
、
よ
り

神
秘
さ
を
深
め
る
意
図
で
銀
を
用

い
、
波
の
文
様
の
透
彫
り
を
碗
の

上
部
に
配
し
、
さ
ら
に
そ
の
上
に

水
晶
の
玉
を
安
置
し
た
。

そ
し
て
今
年
、
人
み
な
に
備
わ

っ
た
浄
ら
か
な
魂
の
象
徴
で
あ
る

「芯
の
と
も
し
灯
」
を
謹
製
さ
せ

て
い
た
だ

い
た
。

祈
り
を
捧
げ
る
人
々
の
、
清
く

熱

い
め
ざ
め
を
導
く
ロ
ウ
ソ
ク
を

立
て
る
燭
台
Ｈ
写
真
＝
で
あ
る
。

大
変
な
、
し
か
も
重
い
仕
事
だ

っ
た
が
、
人
條
の
火
炎
を
燃
や
し
、

清
く
力
強
く
、
ま
た
勢
い
よ
く
聖

火
が
天
を
衝
い
て
上
が
る
さ
ま
を

表
せ
た
と
思
う
。
祈
り
を
捧
げ
る

皆
さ
ま
の
心
を
心
と
し
て
、
誠
心
誠

意
作
品
に
成
し
終
え
た
い
ま
、
感

謝
の
気
持
ち
に
満
た
さ
れ
て
い
る
。

心
の
と
も
し
灯

関口理事長様ご講演

捨皮葺き屋根修理の見学研修
与bのともしkU“
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六
月
も
半
ば
を
過
ぎ
る
と
、
京

都
人
は
日
本
三
大
祭
の
ひ
と
つ
で

あ
る

「祇
園
祭
」
に
心
が
は
ず
む
。

七
月
の

一
カ
月
間
続
く
神
事
の

中
で
も
、
十
七
日
の
山
鉾
巡
行
は

「動
く
美
術
館
」
と
い
わ
れ
、
ゴ

ブ
ラ
ン
織
り
の
見
送
り
や
水
引
、

胴
掛
け
な
ど
の
懸
装
品
が
話
題
に

な
る
が
、
趣
向
を
凝
ら
し
た
銃
金

具
も
多
彩
に
使
わ
れ
て
い
る
。

昭
和
の
初
め
、
高
松
宮
御
成
婚

は

つヽ
か

は

こ

を
祝

っ
て
、
放
下
鉾
町
で
は
、
破

風
柾
木
廻
り
の
鋳
金
具
を
新
調
し

て
な
お

一
層
華
麗
な
も
の
に
と
、

父

。
二
代
目
安
之
助
に
注
文
さ
れ

た
。破

風
拝
み
尻
金
具
は
、
宝
相
華

唐
草
文
様
高
肉
彫
の
上
透
彫
り
。

散
ら
し
金
具
は
、
唐
花
を
あ
し
ら

っ
た
鳳
凰
の
高
肉
彫
、
神
紋
と
唐

花
の

一
部

（写
真
）
に
は
プ
ラ
チ

ナ
を
使

っ
て
よ
り
高
尚
さ
を
高
め

柾
木
金
具
は
唐
花
宝
相
華
唐
草
文

様
の
地
彫
り
と
透
彫
り
を
併
用
、

調
和
を
保

っ
て
い
る
。
　

　

ｔ
ｉ

長
刀
鉾
で
は
、
天
丼
に
星
座
い

，

四
本
柱
は
松
、
欄
縁
に
十
二
支
。

梃
木
に
は
、
テ
ッ
セ
ン
、
菱
、
キ

キ
ョ
ウ
を
。
月
鉾
で
は
、
貝
類
や

海
藻
…
…
。
こ
れ
ら
は
ほ
ん
の

一

例
に
過
ぎ
な
い
が
、
意
匠
的
に
見

て
も
さ
ま
ざ
ま
な
動
物
、
植
物
、

天
象
が
使
わ
れ
、
そ
れ
を
表
現
す

る
技
術
は
懸
装
品
を
し
の
ぐ
迫
力

を
感
じ
さ
せ
る
。

銃
金
具
は
、
懸
装
品
に
比
べ
る

と
ひ
と

つ

一
つ
が
小
さ
く
、
そ
ば

で
見
な
け
れ
ば
そ
の
手
法
や
素
晴

ら
し
さ
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

興
味
を
お
持
ち
の
方
は
、
鉾
立
て

が
終
わ
る
と
、
十
六
日
の
宵
山
ま

で
鉾
に
上
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、

ぜ
ひ
間
近
で
世
界
に
誇
れ
る
日
本

の
伝
統
と
心
、
技
術
を

つ
ぶ
さ
に

確
か
め
て
い
た
だ
け
た
ら
と
思
う
。

祇
園
祭
の
鉾
立
て
も
間
近
、
十

日
夕
に
は
鴨
川
の
四
条
河
原
で
、

神
事
の

一
つ

「神
輿
洗
い
」
が
厳

か
に
行
わ
れ
る
。

祇
園
祭
は
京
都

・
人
坂
神
社
の

祭
礼
。
京
都
人
が

”
祇
園
さ
ん
“

と
親
し
み
を
こ
め
て
呼
ぶ
人
坂
神

社
で
は
、
今
春
、
本
殿
の
平
成
の

大
修
理
が
完
工
し
た
。
こ
れ
に
合

せ
、
傷
み
が
ひ
ど
か
っ
た
三
基
の

御
神
興
の
修
復
も
計
画
さ
れ
、
三

年
の
歳
月
を
か
け
て
徹
底
的
に
修

理
し
、
精
魂
こ
め
て
化
粧
直
し
を

さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

京
都
の
神
輿
は
、
神
殿
造
り
と

称
さ
れ
る
も
の
が
多
い
が
、
祇
園

さ
ん
の
は
四
角
、
六
角
、
人
角
と

異
な

っ
て
お
り
、
屋
根
は
唐
草
文

の
打
出
彫
り
に
、
き
ゅ
う
り
木
八

の
榊
紋
の
重
ね
打
ち
を
配
し
、
屋

根
の
上
に
は
、
二
基
は
鳳
凰
、　
一

基
は
葱
花
が
の
っ
て
い
る
。

屋
根
裏
は
雲
文
の
打
出
彫
り
で
、

見
付
は

鶴
な
ど

鳥
類
を

重
ね
、

桁
鼻
に

は
十
二

支
な
ど

の
動
物

を
、
わ

ら
び
手
は
菊
、
松
な
ど
の
車
花
を

意
匠
し
た
高
肉
彫
り
の
精
緻
な
鋳

が
は
め
ら
れ
て
い
る
。

鳥
居
は
牡
丹
文
地
彫
り
の
総
包

み
と
雲
文
、
青
海
波
文
の
繊
細
な

透
彫
り
に
高
肉
彫
り
の
竜
。
高
欄

い
ま
す
よ
“
と
、
咽
喉
ま
で
出
か

か
っ
た
言
葉
を
飲
み
込
み
ま
し
た

ヨ
。
大
変
に

『ブ
レ
』
が
あ
り
ま

す
ね
。

《
「う
る
し
山
」
の
見
学
会
》

ウ
チ
の

「う
る
し
山
」
の
宣
伝

に
努
め
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、

文
化
財
修
理
の
現
場
の
所
長
さ
ん

方
、
又
は
神
社
仏
閣
の
営
繕
担
当

の
御
方
面
よ
り

『
一
度
、
そ
の
コ
つ

る
し
山
」
を
見
せ
ろ
。
漆
を
ど
う

や
っ
て
採
る
の
か
、
う
る
し
掻
き

の
実
演
を
見
た
い
』
と
申
さ
れ
る

方
々
が
増
え
て
、
ど
う
や
ら
関
東

で
、
そ
れ
の
出
来
る
処
は
お
た
く

の

「う
る
し
山
」
位
か
と
言
う
話

で
、
面
映
ゆ
い
事
乍
ら
、
諸
先
生

方
を
ご
案
内
す
る
催
し
を
内
輪
に

執
り
行
う
こ
と
に
な

っ
た
。

Ｊ
Ｒ
宇
都
宮
駅
前
集
合
で
、
バ

ス
ニ
台
に
分
乗
し
て
頂
き
、
現
地

案
内
と
な
る

（各
自
、
自
動
車
で

御
来
駕
の
向
き
は
略
地
図
を
差
し

上
げ
て
現
地
へ
行

っ
て
頂
い
た
）
。

折
し
も
時
候
は
盛
辺

Ｃ
と

の
季

節
。
社
員
の
主
だ

っ
た
者
が
、
現

地
へ
の
案
内

・
受
付

・
そ
の
他
で

忙
殺
さ
れ
、
現
場
で
の
解
説

。
実

演
等
は
、
例
の
秋
田
さ
ん
夫
妻
が

出
ら
れ
勤
め
て
頂
い
た
。
漆
の
村

か
ら
採
る
透
明
に
近
い
粘
性
の
あ

る
液
体
、
掻
取
り
の
実
況
、
そ
の

は
七
宝
文
の
透
彫
り
に
唐
草
文
の

地
彫
り
と
い
っ
た
よ
う
に
、
そ
れ

ぞ
れ
に
工
夫
が
凝
ら
さ
れ
、
台
輪

は
蹴
彫
り
の
剣
巴
文
で
統

一
、
要

考

（垂
れ
飾
り
）
類
は
、
神
紋
を

透
彫
り
に
し
て
使
わ
れ
て
い
る
Ｈ

写
真
。

御
神
興
の
お
披
露
目
は
十
日
か

ら
十
七
日
ま
で
と
、
二
十
四
日
か

ら
二
十
八
日
ま
で
の
期
間
、
修
復

な
っ
た
祇
園
さ
ん
の
拝
殿
で
華
や

か
に
行
わ
れ
る
と
承

っ
て
い
る
が
、

先
人
の
手
づ
く
り
の
技
の
す
ば
ら

し
さ
と
、
人
間
の
可
能
性
の
は
か

り
知
れ
な
さ
、
都
人
の
奥
深
さ
を

学
び
、
よ
り
よ
い
京
都
の
糧
に
し

た
い
と
思
っ
て
い
る
。

祇
園
祭
り
の
圧
巻
で
あ
る
山
鉾

の
巡
行
が
都
大
路
に
繰
り
広
げ
ら

れ
た
十
七
日
、
夜
は
御
神
興
が
成

勢
よ
く
氏
子
の
町
々
を
練

っ
た
。

場
で
ト
ヨ
ヅ
ケ

ぐ
狂
乙

を
し
て
刻

刻
酸
化
し
乾
燥

へ
向
う
余
液
の
変

化
。
そ
れ
ぞ
れ
の
方
が
感
心
し
納

得
し
て
頂
い
た
。
こ
う
し
て
採
取

す
る
生
漆
、
更
に
こ
れ
か
ら
精
製

す
る
朱
合
漆
や
黒
漆
な
ど
の
御
説

明
も
行

い
、
色
々
勉
強
し
て
頂
け

た
と
思
う
。

御
神
輿
は
二
十
四
日
ま
で
四
条

通
り
の
お
旅
所
に
安
置
さ
れ
、
人

人
の
お
参
り
を
受
け
た
あ
と
、
還

幸
祭
が
行
わ
れ
、
西
の
地
区
を
回

っ
て
、
人
坂
神
社
に
お
帰
り
に
な

り
、
二
十
八
日
の
神
輿
洗
い
ま
で

拝
殿
に
据
え
置
か
れ
る
。

一
方
、
巡
行
を
終
え
た
山
鉾
は

さ

っ
そ
く
解
体
さ
れ
て
、
そ
れ
ぞ

れ
の
蔵
に
収
納
さ
れ
る
。

ま
ず
、
お
び
た
だ
し
い
飾
り
房
、

組
組
、
懸
装
品
類
が
は
ず
さ
れ
、

屋
根
を
は
じ
め
と
す
る
化
粧
材
を

取
り
外
す
。
そ
し
て
、
構
造
材
で

あ
る
骨
組
み
を
ほ
ど
く
と
解
体
は

終
了
す
る
…
…
。
こ
う
記
す
と
、

至
極
簡
単
な
こ
と
の
よ
う
だ
が
、

化
粧
材
に
は
漆
塗
り
や
金
箔
彩
色

が
施
さ
れ
た
銹
金
具
も
取
り
付
け

ら
れ
て
お
り
、
作
業
は
慎
重
が
期

さ
れ
る
。

し
か
し
、
大
変
な
の
は
実
は
こ

れ
か
ら
。
か
り
に
も
世
界
の
人
た

ち
が
感
嘆
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
工
芸

の
粋
が
詰
め
込
ま
れ
た
人
類
の
宝

も
の
だ
。
い
つ
ま
で
も
限
り
な
く
、

大
事
に
伝
え
る
責
任
が
あ
る
。

狭
い
通
り
を
進
む
時
、
屋
根
が

電
柱
に
触
れ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、

車
止
め
を
入
れ
る
シ
ョ
ッ
ク
で
銹

金
具
が
は
ず
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

繊
維
製
品
で
は
擦
れ
る
と
糸
が
切

れ
る
ア
ク
シ
デ
ン
ト
も
起
き
る
。

（注
１
）
盛
辺
…
…
盛
夏
の
暑
い

時
期
に
採
る
生
漆
。
上
辺
と
も

称
す
る
。
ウ
ル
シ
オ
ー
ル
の
多

い
強
度
の
あ
る
漆
で
、
価
値
が

あ
る
。

（注
２
）
ト
ヨ
ヅ
ケ
…
…
採
取
し

た
生
漆
を
ガ
ラ
ス
板
に
箆
付
け

し
て
、
乾
燥
が
進
む
度
合
や
状

態
を
見
る
作
業
。

〔こ
の
頂
、
次
号
に
続
く
〕

写
真
は
、
霰
天
榊
山
の
房
掛
金

具
を
修
理
し
た
時
の
も
の
で
、
鍍

金
を
い
た
め
ず
完
全
に
元
通
り
に

修
復
し
た
。

管
理
し
て
い
る
町
衆
は
、
そ
れ

こ
そ
命
が
け
の
気
持
ち
で
こ
と
に

あ
た
ら
れ
て
お
り
、
「御
苦
労
様
」

と
頭
が
下
が
る
。
こ
の
裏
方
さ
ん

の
努
力
が
あ

っ
て
こ
そ
、
祭
が
成

り
立

っ
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は

な
ら
な
い
。
　

（原
文
の
ま
ま
）

〈
こ
の
項
、
次
号
に
続
く
〉

栃
木
の
ゴ
つ
る
し
“
山

か
ら
の
通
信

［前
号
か
ら
続
く
］

帥
小
西
美
術
工
藝
社

小

西

陳

雄

《
漆
の
流
通
の
難
か
し
さ
》

岩
手
の
黍
掻
き
の
本
職
の
御

一

行
が
ウ
チ
の
漆
山
に
や
っ
て
こ
ら

れ
て
慎
重
な
対
応
が
出
来
ず
に
し

ま
っ
た
。
と
言
う
の
は

［会
社
と

し
て
当
然
の
こ
と
と
考
え
て
い
た

の
だ
が
］
採
れ
高
の
清
算
方
法
で

生
漆
を
引
き
取
る
経
緯
の
話
を
し

た
の
で
、
浄
法
寺
生
漆
生
産
出
荷

組
合
の
岩
舘
理
事
長
か
ら
後
日
、

ボ
ヤ
か
れ
る
事
に
な
る
。
人
の
悪

回
は
余
り
言
わ
な
い
方
な
の
だ
が
、

こ
の
時
ば
か
り
は
困
惑
顔
で
話
を

さ
れ
た
。　
”
小
西
さ
ん
の
山
か
ら

帰

っ
て
、
組
合
の
や
り
方
に
自
己

批
判
が
で
ま
し
て
ネ
、
困

っ
て
お

る
ん
で
す
、
ハ
イ
“
向
こ
う
は
生

産
者
か
ら
卸
売
、
又
は
小
売
が
普

通
だ
が
、
当
社
は
生
産
者
が
、
そ

の
ま
ま
使

っ
ち
ゃ
っ
た
り
、
或
い

は
加
工
に
廻
し
て
い
る
ん
だ
か
ら
、

つ
ま
り
穴
ば
こ
が
あ
る
立
場
と
無

い
立
場
に
分
れ
ち
ゃ
っ
て
る
ワ
ケ
。

世
の
中
っ
て
難
し
い
も
ん
だ
、
ま

っ
た
く
ネ
。
つ
ま
り
、
ウ
チ
は
流
通

の
邪
魔
を
し
た
訳
で
す
よ
、
ハ
イ
。

京
都
で
の
⑪
全
国
国
宝
重
要
文

化
財
所
有
者
連
盟
、
主
催
の
団
体

連
絡
協
議
会

へ
元
気
に
出
て
来
た

岩
舘
組
合
長

”
小
西
さ
ん
、
山
の

漆
が
余

っ
て
ま
す
か
ら
買
っ
て
下

さ
い
よ
“
と
、
寄

っ
て
こ
ら
れ
て

私
は
返
事
に
つ
ま
り
ま
し
た
よ
。

山
出
し
の
漉
し
上
げ
漆
に
し
た
っ

て
、
ワ
ン
ラ
ン
ク
上
の
値
段
だ
し
、

”
ウ
チ
が
、
又
は
他
の
協
議
会
員

が
、
転
手
古
舞
を
す
る
ほ
ど
の
単

価
の
良
い
大
工
事
が
、
出
れ
ば
買

“人類の宝を末永く"

“懸装品しのぐ迫力"

先
人
の
す
ば
ら
し
い
枝

人
類
の
宝
を
末
永
く

「涙
の
出
た
話
を
少
し
」

今
上
天
皇
の
御
即
位
の
御
大

典
を
慶
祝
申
し
上
げ
る
皇
室
行

事
が
皇
居
で
催
行
さ
れ
る
逗
び

と
な
り
高
御
座

（た
か
み
く
ら
）

と
御
帳
台

（み
ち
ょ
う
だ
い
）

の
漆
塗
り

・
極
彩
色
の
御
修
理

の
命
が
お
り
た
。　
一
世

一
代
の

ま
こ
と
に
名
誉
な
仕
事
で
あ
る
。

こ
の
漆
塗
り
に
ウ
チ
の

「う
る

し
山
」
の
漆
を
使
わ
せ
て
頂
い

た
。
日
本
産
の
漆
で
御
修
理
す

る
事
が
出
来
て

（勿
論
、
岩
手

・
浄
法
産
の
漆
が
主
体
だ

っ
た

が
）
嬉
し
い
限
り
だ

っ
た
。

伊
勢
神
宮
第
六
十

一
回
御
遷

宮
の
御
神
宝

（御
衣
笛

・
御
櫛

笛
そ
の
他
の
御
笛
）
に
も

「う

る
し
山
」
の
漆
は
活
躍
し
た
。

完
成
し
た
美
術
工
芸
の
粋
を
見

て
、
じ
い
ん
と
来
こ
戻
し
た
訳
。

芯
情
的
に
は
右
翼
だ
、
と
思
っ

て
い
る
が
、
そ
の
前
に
日
本
の

美
術
工
芸
や
、
文
化
遺
産
を
護

る
職
人
と
し
て
じ
い
ん
と
来
る

ん
だ
よ
。
天
皇
の
即
位
に
逆
ら

っ
て
、
卑
劣
に
も
手
製
の
爆
弾

を
京
都
御
所
に
打
ち
込
ん
だ
り
、

伝
統
的
な
有
職
工
芸
の
職
人
の

店
舗
を
狙

っ
た
り
す
る
人
達
が

居
た
が
、
日
本
国
で
生
ま
れ
た

人
だ
ろ
う
が
本
当
の
日
本
人
で

は
な
い
と
私
は
思
う
。
人
間
の

自
由
と
か
尊
厳
と
か
は
そ
の
時

代
に
よ
っ
て
変
わ

っ
て
い
る
と

し
て
も
、
抵
抗
す
る
な
ら
も

っ

と
別
の
手
段
や
方
法
が
あ

っ
た

の
で
は
と
思
っ
た
事
柄
だ
。

“先人のすばらしい技"
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材

料

店

紹

介

鎌
倉
彫
素
地
　
挽
物
木
工
品

漆
塗
り
加
工
　
製
造
販
売

硼
大
石
製
作
所

（神
奈
川

。
鎌
倉
）

今
回
は
、
大
正
十
二
年
創
業
の
大

石
製
作
所
さ
ん
を
紹
介
い
た
し
ま
す
。

初
代
熊
吉
さ
ん
、
二
代
目
辰
之
助

さ
ん
は
静
岡
市
の
生
ま
れ
で
、
三
代

目
辰
雄
さ
ん
は
二
代
目
よ
リ
ロ
ク
ロ
、

ル
ー
タ
ー
マ
シ
ン
を
教
わ
り
、
昭
和

五
十
九
年
、
鎌
倉
市
市
長
よ
り
鎌
倉

彫
木
地
士
と
し
て
優
秀
技
能
士
賞
を

受
賞
。
又
、
平
成
十
五
年
に
は
①
日

本
漆
工
協
会
よ
り
優
秀
漆
工
技
術
者

と
し
て
表
彰
さ
れ
ま
し
た
。

素
地
材
は
北
海
道
産
の
桂
材
を
使

用
し
、
鎌
倉
彫
は
も
と
よ
り
木
彫
り

を
さ
れ
る
多
く
の
方
た
ち
に
愛
用
さ

れ
て
い
る
と
の
事
。
鎌
倉
彫
等
に
、

興
味
が
、
お
あ
り
に
な
る
方
は

一
度

足
を
運
ん
で
み
て
は
如
何
で
し
ょ
う
か
。

取
り
扱

っ
て
い
る
素
地
材
と
し
ま

し
て
は
、
お
盆
、
皿
、
莫
子
鉢
、
茶

托
、
硯
箱
、
文
庫
、
手
鏡
、
重
箱
、

お
椀
、
棗

（茶
道
具
）
、
角
盆
、
等
々

製
作
さ
れ
て
お
り
、
ご
希
望
の
方
に

は
、
地
方
発
送
も
承
わ

っ
て
い
る
と

の
山
四。

（店
舗
改
築
の
た
め
写
真
は
不
掲
載
）

〔本
店

〕

〒

２４８
‐

００‐２

鎌

倉

市

御

成

町

一
〇

十

五

ａ

（
〇

四
六

七

ｒ

一
五

十

二

四
六

一

ＦＡＸ

（
〇

四
六

七

ｒ

一
五

十

二

四
六

二

〔
工
場
〕

〒
２４８
‐

０００７

鎌
倉
市
大
町
五
十

一
〇
十
五

ａ

（〇
四
六
七
ｒ

〓
一十
三
七
六
四

■
営
業
時
間
　
正
午
～
午
後
五
時

［定
休
日
　
日
曜
・祝
日
ｏ第
二
土
曜
日
］

一中め紺排弾仲一一̈坤］一

）
ま
し
た
の
で
、
ご
案
内
致
し

カ

ヽ
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
テ

、
　

ご
主
人
は
選
定
保
存
技
術

サ

障

燎

斥

ド

癖

掟

「社寺建造物美術協議会」名簿

◎
編
集
後
記
◎

五
年
前
、
十
年
前
と
比
べ
て
世

代
交
替
が
、
ひ
た
ひ
た
と
波
の
様

に
押
し
寄
せ
て
来
て
、
海
岸
の
砂

浜
に
立

っ
て
い
る
感
じ
が
あ
る
。

明
ら
か
に
古
い
力
に
変
わ

っ
て
、

新
し
い
力
が
先
行
し
て
い
る
。
所

謂
、
団
塊
の
世
代
が
各
界
の
中
核

を
占
め
は
じ
め
た
。
が
、
私
共
の

業
界
の
新
世
代
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

ス
ム
ー
ズ
に
交
替
が
進
ん
で
い
る

か
、
ど
う
も
疑
わ
し
い
。
顧
み
て

お
の
れ
の
処
は
と
任
梶
た
る
も
の

が
あ
る
が
、
も
と
も
と
、
温
故
知

新
な
ど
と
先
輩
が
教
え
て
く
れ
て

品
の
悪
い
骨
董
な
ど
い
じ
く
り
廻

し
た
り
し
て
い
る
と
、
何
時
ま
で

経

っ
て
も
眼
が
出
来
な
い
ぞ
、
と

言
わ
れ
た
り
し
て
い
た
時
代
が
懐

か
し
い
。
今
、
若
い
人
の
間
で
古

美
術
店
を
歩
く
の
が
フ
ア
ッ
シ
ョ

ン
だ
と
言
う
話
も
あ
る
が
、
願
わ

く
ば
、
明
治

・
大
正
時
代
の
佳
品

を
見
分
け
ら
れ
る
様
に
し
て
頂
き

た
い
。

「
や
は
り
、
本
物
を
多
く

見
る
事
だ
」
と
は
、
名
言
で
す
ね
。

（西
）

平成 16年 6月(五十音順 )
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