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時
の
今
に
生
き
る
人
と
庭
に
寄
せ
る

龍
居 

竹
之
介

明治後期生まれの弘前の盛美館は旧古河邸似で、外見洋風、内装和風建築だが、庭園は地元に伝わる大石武学流様式で
まとめたため現代としての明治時代のユニークな雰囲気を生んで面白い（撮影：龍居竹之介　2006.5.25）

平
成
か
ら
令
和
に
元
号
は
改
ま
っ
た
。
と
い
っ
て
世
の
中
が

ガ
ラ
リ
と
改
ま
る
わ
け
で
は
な
い
。
庭
も
同
じ
で
あ
る
。
こ
れ
ま

で
の
延
長
線
の
上
を
穏
や
か
に
歩
み
続
け
て
い
る
。
人
は
新
元
号

の
下
、
幸
多
き
世
と
な
れ
と
思
い
を
寄
せ
た
り
す
る
が
、
庭
は
黙

し
て
当
然
何
も
語
り
な
ど
は
し
な
い
。

で
も
人
と
世
間
は
、
時
に
よ
り
す
ま
い
や
庭
な
ど
生
活
そ
の

も
の
も
時
代
の
推
移
に
従
わ
せ
な
い
と
気
が
す
ま
な
い
ら
し
い
。

そ
う
し
て
そ
れ
を
新
時
代
到
来
の
証
明
と
し
よ
う
と
思
い
込
む
か

の
よ
う
だ
。
そ
の
烈
風
が
一
番
強
く
吹
き
荒
れ
た
の
が
、
い
ま
か

ら
ほ
ぼ
一
世
紀
半
前
。
い
わ
ゆ
る
明
治
維
新
と
呼
ぶ
驚
天
動
地
の

大
改
革
が
行
わ
れ
た
と
き
で
あ
っ
た
。
学
制
、徴
兵
令
、地
租
改
正
、

そ
し
て
秩
禄
処
分
が
そ
の
目
玉
政
策
と
い
わ
れ
る
こ
の
政
変
、
市

民
が
具
体
的
に
眼
に
し
た
の
は
、
徳
川
幕
府
が
倒
れ
天
皇
の
親
政

と
な
り
、
皇
居
と
名
を
改
め
た
江
戸
城
の
主
と
な
っ
た
こ
と
、
大

名
に
よ
る
藩
政
統
治
が
解
消
さ
れ
て
大
江
戸
の
七
割
方
の
土
地
を

占
め
て
い
た
武
家
屋
敷
が
壊
滅
す
る
惨
状
な
ど
な
ど
。

一
方
、
外
国
に
門
戸
を
開
い
た
国
策
は
、
維
新
前
の
攘
夷
強

行
論
と
は
裏
腹
に
、
当
初
は
旧
大
名
、
新
華
族
な
ど
い
わ
ゆ
る
上

流
階
級
中
心
に
、
以
後
は
急
速
か
つ
広
範
囲
に
生
活
の
西
欧
化
に

邁
進
し
た
。
あ
る
建
築
史
家
が
「
東
京
に
は
百
年
前
の
建
築
が
一

戸
も
な
い
」
と
驚
愕
慨
嘆
し
た
ほ
ど
の
大
変
貌
で
あ
る
。

そ
の
百
年
は
建
築
も
模
索
に
打
ち
す
ぎ
た
期
間
と
も
い
い
た

げ
だ
が
、
私
は
庭
も
そ
の
道
連
れ
に
さ
れ
た
と
思
う
。
風
土
の
特

質
を
な
お
ざ
り
に
し
た
建
築
に
ひ
き
ず
ら
れ
る
ま
ま
だ
っ
た
庭
は
、

こ
の
辺
で
ぜ
ひ
眼
を
さ
ま
し
た
い
な
ア
。

（
名
誉
会
長
）
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な
け
れ
ば
な
ら
な
い
現
場
が
多
い
現
状
を
見
た

と
き
、
自
分
で
も
役
に
立
て
る
こ
と
が
あ
る
な

ら
と
決
心
し
、
講
師
を
引
き
受
け
る
こ
と
に

し
ま
し
た
。

さ
て
、
そ
ん
な
訳
で
始
まった
講
習
会
。
私

は
講
師
の
経
験
な
ど
無
い一職
人
で
す
。
資
料

作
り
は
自
分
の
数
々
の
失
敗
経
験
と
こ
れ
ま
で

こ
な
し
て
き
た
仕
事
の
キ
ャ
リ
ア
か
ら
導
く
と

い
う
心
細
い
状
態
で
の
手
探
り
の
ス
タ
ー
ト
で

し
た
。
自
身
の
経
験
か
ら
「
命
の
大
切
さ
」

を
基
本
柱
と
し
、
そ
の
上
に
技
術
が
積
み
上

がって
い
く
こ
と
を
繰
り
返
し
伝
え
る
こ
と
が

重
要
で
あ
る
と
考
え
ま
し
た
。「
命
」
を
真

剣
に
考
え
、
大
切
に
思
う
行
動
が
で
き
れ
ば
、

自
分
自
身
は
も
ち
ろ
ん
仲
間
や
関
わ
り
の
あ

る
人
々
、
そ
し
て
、
自
分
達
が
使
う
道
具
に

ま
で
心
が
行
き
届
く
と
考
え
て
い
ま
す
。
こ
の

こ
と
を
基
本
に
実
施
し
た
全
４
回
の
講
習
会

に
参
加
し
た
受
講
生
の
熱
い
思
い
に
感
激
し
ま

ロ
ー
プ
に
よ
る
高
木
枝
打
ち
剪
定
技
術
の

講
習
会
の
企
画
に
あ
た
って
講
師
を
と
依
頼

さ
れ
ま
し
た
が
、
当
初
は
大
変
迷
い
ま
し
た
。

人
類
が
宇
宙
旅
行
を
し
、
全
自
動
運
転
車
が

走
り
、
Ａ
Ｉ
が
活
躍
し
よ
う
と
す
る
時
代
に
、

ロ
ー
プ
を
枝
に
掛
け
て
自
力
で
木
に
登
り
剪

定
仕
事
を
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
３
Ｋ
（
き

つい
、
汚
い
、
危
険
）、
４
Ｋ
（
+
格
好
悪
い
）

ど
こ
ろ
か
オ
ー
ル
Ｋ
の
仕
事
な
の
で
心
配
に
な

り
ま
し
た
。
し
か
し
、
放
置
さ
れ
た
庭
園
の

管
理
の
た
め
多
く
の
人
達
に
技
術
を
伝
え
て
ほ

し
い
と
い
う
主
催
者
の
熱
意
に
心
を
打
た
れ
ま

し
た
。
現
代
社
会
に
お
い
て
高
所
作
業
車
な

ど
の
重
機
が
使
え
ず
、
し
か
し
、
何
と
か
し

伝
統
庭
園
技
塾

高
木
枝
打
ち
剪
定
講
習
会
を
通
し
て

感
じ
た
こ
と

高
木
枝
打
ち
剪
定
講
習
会
に
参
加
し
て

廣
瀬 

慶
寛

吉
田 

愛
輝

竹
田 

利
光

吉田愛輝講師

中級編指導（ダブルロープシステムによる昇降技術） 第３回の中級編講習

初級編指導（ランヤード）

宮
城
県
大
和
町 

東
日
本
大
震
災
復
興
記
念
庭
園

伝
統
庭
園
技
塾

令
和
元
年
度

高
木
枝
打
ち
剪
定
講
習
会

平
成
か
ら
令
和
に
年
号
が
変
わ
り
最
初

の
企
画
と
し
て
（一社
）
日
本
庭
園
協
会
本

部
と
宮
城
県
支
部
が
共
催
で
、
東
日
本
大

震
災
復
興
記
念
庭
園
を
会
場
と
し
て
高
木

枝
打
ち
剪
定
講
習
会
を
行
い
ま
し
た
。

初
年
度
は
、
初
級
編
と
し
て
「
基
本
的

な
ロ
ー
プ
ワ
ー
ク
」
を
主
に
習
得
し
、
安

全
を
第
一
と
し
た
作
業
で
あ
る
こ
と
か
ら

「
命
の
大
切
さ
」
を
学
ぶ
と
い
う
、
全
４

回
の
講
習
会
と
し
ま
し
た
。

実
技
の
講
師
は
、
宮
城
県
支
部
会
員
の

吉
田
愛
輝
氏
で
す
。
吉
田
氏
は
、
高
木
剪

定
に
お
け
る
特
殊
な
技
術
で
20
年
以
上
の

実
績
が
あ
り
、
県
内
外
で
活
躍
さ
れ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
座
学
で
は
、
東
京
農
業
大

学
の
内
田
均
教
授
に
よ
る
「
一
般
住
宅
に

お
け
る
高
木
枝
打
ち
剪
定
の
必
要
性
」
に

関
す
る
講
義
を
受
け
ま
し
た
。

令
和
元
年
度
の
高
木
枝
打
ち
剪
定
講
習

会
の
日
程
は
左
記
の
通
り
で
し
た
。

　
１
回
目  
平
成
31
年 

４
月
５
日
～
７
日

　
２
回
目  
令
和
元
年 

６
月
15
日
～
16
日

　
３
回
目  

令
和
元
年 

９
月
20
日
～
22
日

　
４
回
目  

令
和
元
年 
11
月
16
日
～
17
日

全
日
程
を
吉
田
氏
が
実
技
指
導
を
行
っ

た
こ
と
に
よ
り
、
当
協
会
よ
り
吉
田
氏
に

講
師
資
格
認
定
証
を
授
与
し
ま
し
た
。
な

お
、
令
和
元
年
度
参
加
者
20
名
の
内
、
厳

正
な
る
審
査
の
結
果
、
初
級
・
基
礎
編
修

了
証
を
７
名
が
取
得
し
ま
し
た
。

全
４
回
の
講
習
会
は
毎
回
大
好
評
で
、

受
講
者
は
日
頃
行
っ
て
い
る
剪
定
の
ス
タ

イ
ル
が
変
わ
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
こ
と

と
思
い
ま
す
。

令
和
２
年
度
の
伝
統
庭
園
技
塾
は
前
年

度
に
引
き
続
き
、
高
木
枝
打
ち
剪
定
講
習

会
を
計
画
し
て
い
ま
す
。
日
程
は
次
の
通

り
で
す
。

令
和
元
年
度
に
企
画
さ
れ
た
高
木
枝
打
ち

剪
定
講
習
会
を
全
４
回
受
講
し
ま
し
た
。

実
際
に
自
分
の
お
客
様
の
ほ
と
ん
ど
は
新
し

い
住
宅
地
で
あ
って
、
大
木
の
伐
採
や
枝
お
ろ

し
の
話
は
あ
ま
り
な
く
、
あ
って
も
過
去
に
数

え
る
程
度
で
し
た
。
そ
の
よ
う
な
少
な
い
仕
事

の
中
で
も
外
柵
を
傷
つ
け
た
り
、
木
か
ら
落

ち
そ
う
に
なっ
た
り
良
い
思
い
出
が
あ
り
ま
せ

明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

会
員
の
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
新
し
い

年
号
「
令
和
」
最
初
の
元
旦
を
迎
え
ら
れ

た
こ
と
と
心
よ
り
お
慶
び
申
し
あ
げ
ま
す
。

昨
年
は
、
日
本
庭
園
協
会
に
と
り
ま
し

て
１
０
１
年
目
の
第
一
歩
を
踏
み
出
し
た

年
で
も
あ
り
、
支
部
・
本
部
が
一
体
と

な
っ
て
新
た
な
庭
園
協
会
像
を
目
指
し

て
、
様
々
な
活
動
を
展
開
し
て
頂
き
、
新

し
い
試
み
も
ス
タ
ー
ト
し
て
い
ま
す
。

現
在
、
高
所
作
業
車
が
入
ら
な
い
高
木

の
剪
定
及
び
伐
採
が
で
き
る
技
術
者
の
不

足
が
全
国
的
に
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
い

ま
す
。そ
こ
で
伝
統
庭
園
技
塾
に
お
い
て
、

「
高
木
枝
打
ち
剪
定
技
術
」
の
習
得
に
向

け
た
講
習
会
を
開
始
し
、
一
定
の
技
術
を

習
得
す
れ
ば
日
本
庭
園
協
会
と
し
て
技
術

力
を
認
定
す
る
制
度
を
つ
く
り
ま
し
た
。

ま
た
、
昭
和
を
代
表
す
る
巨
匠
た
ち
で雪吊り風景

あ
る
飯
田
十
基
・
岩
城
亘
太
郎
・
斎
藤
勝

雄
・
小
形
研
三
先
生
方
の
功
績
が
忘
れ
去

ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
昨
今
、
先
達
た
ち

の
庭
園
観
や
作
庭
現
場
を
再
確
認
す
る
こ

と
で
、
現
代
に
お
け
る
庭
の
課
題
解
決
へ

の
手
掛
か
り
と
し
た
い
と
連
続
講
座
を
企

画
し
ま
し
た
。

さ
て
、
年
も
押
し
詰
ま
っ
た
時
期
に
兼

六
園
を
訪
ね
る
機
会
が
あ
り
ま
し
た
。
名

園
の
条
件
で
あ
る
六
勝
す
な
わ
ち
、「
宏

大
」「
幽
邃
」「
人
力
」「
蒼
古
」「
水
泉
」「
眺

望
」を
兼
ね
備
え
て
い
る
兼
六
園
で
す
が
、

こ
の
時
期
、
ひ
と
き
わ
目
を
引
く
の
が
雪

吊
り
で
す
。
雪
害
か
ら
樹
木
を
守
る
た
め

の
仕
掛
け
を
、
長
い
年
月
を
か
け
て
庭
師

た
ち
の
美
意
識
が
「
実
用
」
か
ら
「
美
」

へ
と
変
化
さ
せ
た
も
の
で
す
。
日
々
の
庭

仕
事
が
庭
を
大
き
く
変
え
る
こ
と
も
で
き

る
の
だ
と
実
感
し
ま
し
た
。
作
庭
後
の
庭

が
名
園
に
な
る
か
否
か
は
庭
師
た
ち
の
美

意
識
に
か
か
っ
て
い
る
の
で
す
。

今
年
は
、
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ

リ
ン
ピ
ッ
ク
が
開
催
さ
れ
、
世
界
各
国
か

ら
多
く
の
来
客
が
見
込
ま
れ
、
日
本
文
化

を
代
表
す
る
庭
園
に
も
注
目
が
集
ま
り
ま

す
。
あ
ら
ゆ
る
機
会
に
日
本
の
庭
園
の
魅

力
を
伝
え
る
活
動
を
皆
様
と
共
に
展
開
し

て
ま
い
り
ま
し
ょ
う
。

会
長    

高
橋 

康
夫

新
年
の
ご
挨
拶

し
た
。
し
か
し
、
ロ
ー
プ
を
使
っ
た
高
所
で
の

作
業
技
術
は
こ
れ
か
ら
が
本
題
で
す
。
初
年

度
は
やっ
と
登
る
こ
と
、
降
り
る
こ
と
、
と
り

あ
え
ず
樹
上
で
ノ
コ
ギ
リ
が
使
え
る
こ
と
と
い

う
初
歩
の
状
態
で
す
か
ら
、
ま
だ
ま
だ
先
が

あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

2
0
2
0
年
、
今
年
は
更
な
る
飛
躍
に
ワ

ク
ワ
ク
す
る
年
と
な
る
で
し
ょ
う
。
自
身
の
営

業
品
目
に
新
た
な
ア
イ
テ
ム
が
加
わ
り
、
現
代

社
会
の
困
り
ご
と
解
消
に
貢
献
で
き
る
日
が

近
く
な
る
で
し
ょ
う
。

日
々
の
造
園
技
術
研
鑽
を
怠
る
こ
と
な
く

努
力
し
、
こ
の
技
術
を
加
え
、
更
な
る
向
上

を
目
指
し
自
分
の
も
の
に
す
る
た
め
、
共
に
励

み
ま
し
ょ
う
。
今
回
の
講
習
に
際
し
、
高
橋

康
夫
会
長
、
廣
瀬
慶
寛
塾
長
、
菊
地
正
樹
宮

城
県
支
部
長
、
竹
田
利
光
氏
ほ
か
、
多
く
の

方
々
の
協
力
に
感
謝
し
ま
す
。
そ
し
て
、
更

な
る
バック
アップ
を
お
願
い
し
ま
す
。

（
正
会
員　

宮
城
県
支
部
）

　
１
回
目  

令
和
２
年 

４
月
16
日
～
19
日

　
２
回
目  

令
和
２
年 

10
月
15
日
～
18
日

皆
様
の
参
加
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

（
常
務
理
事　

伝
統
庭
園
技
塾 

塾
長
）

ん
。
修
業
時
代
に
も
全
く
経
験
が
な
く
、
形

だ
け
の
安
全
帯
を
着
け
気
合
だ
け
で
幹
の
ぼ

り
を
し
て
い
ま
し
た
。
落
ち
た
ら
死
ぬ
か
も
し

れ
な
い
、
正
直
や
り
た
く
な
い
仕
事
で
し
た
。

そ
れ
だ
け
に
話
が
あ
って
も
聞
か
な
い
よ
う
に

し
て
き
た
自
分
が
い
ま
し
た
。

第
１
回
目
の
講
習
会
は
、
座
学
に
よ
る

安
全
第
一
の
話
、
実
技
は
ロ
ー
プ
ワ
ー
ク

が
大
半
で
、
実
際
に
木
に
登
り
、
枝
を
降

ろ
す
と
い
う
作
業
は
行
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

吉
田
愛
輝
先
生
、
廣
瀬
慶
寛
塾
長
が
繰
り
返

し
言
う
こ
と
は
、「
命
を
守
る
」
と
い
う
こ

と
で
し
た
。
そ
の
た
め
に
必
要
な
の
が
、
基

本
の
ロ
ー
プ
ワ
ー
ク
で
す
。
木
登
り
に
自
信

が
あ
っ
た
私
で
す
が
、
ロ
ー
プ
を
使
っ
て
登

る
こ
と
は
初
め
て
の
経
験
で
、
気
合
で
登
っ

た
ほ
う
が
早
い
だ
ろ
う
と
も
思
い
ま
し
た
。

し
か
し
、
足
場
に
な
る
枝
が
な
い
と
き
や
超
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緑
と
水
の
市
民
カ
レ
ッ
ジ 

「
み
ん
な
の
緑
学
」
講
座

現
代
日
本
庭
園
の
巨
匠
た
ち
～
そ
の
作
庭
手
法
と
庭
園
観

日
本
庭
園
協
会
事
務
局

で
は
な
い
、
会
社
体
制
を
確
立
し
た
。

岩
城
師
の
特
質
と
し
て
「
庭
の
視
点

を
仰
角
、
広
角
水
平
、
立
体
構
成
、
宙
空
、

地
下
、多
彩
地
形
な
ど
に
置
く
こ
と
に
〈
関

心
〉
を
寄
せ
、
実
現
に
向
け
て
は
長
時
間

を
か
け
て
考
え
を
〈
醸
成
〉
し
、
機
を
見

て
誕
生
〈
発
散
〉
さ
せ
る
。
そ
の
辛
抱
と

研
究
心
と
不
屈
さ
が
見
事
だ
。
加
え
て
過

去
、
現
在
、
未
来
を
見
据
え
ら
れ
る
胆
力

を
も
た
れ
る
こ
と
に
も
驚
く
」
ま
た
「
あ

ら
ゆ
る
オ
ー
ダ
ー
に
す
ぐ
に
対
応
で
き
る

心
と
材
料
の
準
備
を
欠
か
さ
な
い
こ
と
」

と
不
断
の
心
が
け
の
よ
さ
を
強
調
さ
れ
た
。

●
岩
城 

隆
社
長
の
講
義
内
容

小
川
治
兵
衛
の
甥
で
あ
る
岩
城
亘
太

郎
。そ
の
孫
に
当
た
る
岩
城
隆
社
長
に
は
、

家
族
と
し
て
過
ご
し
た
素
顔
の
岩
城
亘
太

郎
に
つ
い
て
語
っ
て
頂
い
た
。

ま
た
、
岩
城
亘
太
郎
が
残
し
た
作
品
に

つ
い
て
も
、
社
員
の
教
育
に
つ
い
て
も
思

い
出
と
と
も
に
お
話
し
て
頂
い
た
。

２
．
岩
城
亘
太
郎
作
品
現
地
見
学
会

名誉会長 龍居竹之介氏

（株）岩城社長 岩城 隆氏

設計部長 荒川淳良氏

高
木
に
な
っ
た
場
合
、
正
し
い
ロ
ー
プ
ワ
ー

ク
が
で
き
れ
ば
、安
全
に
作
業
が
で
き
る
し
、

弟
子
た
ち
に
任
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
危

険
な
仕
事
は
人
に
任
せ
ず
に
自
分
で
や
っ

て
き
た
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
か
ら
で
す
。

い
ろ
い
ろ
な
道
具
が
あ
る
中
で
こ
れ
は
と

思
っ
た
の
が
「
ラ
ン
ヤ
ー
ド
」
と
い
う
ハ
ー
ネ

ス
に
取
り
付
け
る
２
点
の
支
持
ロ
ー
プ
で
す
。

長
さ
の
調
節
が
容
易
で
、
こ
れ
を
幹
や
枝
の

２
点
に
掛
け
る
と
体
が
固
定
さ
れ
て
両
手
で

作
業
で
き
る
の
で
す
。
今
ま
で
の
気
合
の
み
の

登
り
方
で
は
攻
め
ら
れ
な
か
っ
た
枝
先
近
く

に
体
を
持
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

吉
田
先
生
は
、「
ラ
ン
ヤ
ー
ド
を
使
う
と
手
入

れ
が
変
わ
る
」
と
話
し
て
い
ま
し
た
が
、一回

り
大
き
く
柔
ら
か
い
手
入
れ
が
で
き
そ
う
な

気
が
し
ま
し
た
。

全
４
回
の
講
習
会
は
ロ
ー
プ
ワ
ー
ク
が
大
半

で
し
た
。
そ
れ
だ
け
命
を
守
る
こ
と
が
基
本

で
あ
る
と
何
度
も
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。

最
新
の
道
具
や
現
在
の
法
令
に
適
し

た
ハ
ー
ネ
ス
や
保
護
具
の
話
を
現
在
進
行

形
で
講
義
し
て
頂
け
た
こ
と
も
非
常
に
良

か
っ
た
で
す
。
夕
食
後
も
先
生
や
塾
長
を
囲

ん
で
、
夜
遅
く
ま
で
盛
り
上
が
り
ま
し
た
。

令
和
２
年
度
は
実
践
編
へ
と
レ
ベ
ル

ア
ッ
プ
し
た
講
習
会
が
予
定
さ
れ
て
い
る

の
で
楽
し
み
で
す
。
初
級
編
も
同
時
に
進
め

る
と
の
こ
と
な
の
で
皆
さ
ま
も
是
非
参
加

さ
れ
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

（
正
会
員　

宮
城
県
支
部
）

　
（
日
本
庭
園
協
会
主
催
）

　

『
現
代
日
本
庭
園
の
巨
匠
た
ち
の
庭
を

訪
ね
る　

第
１
回　

岩
城
亘
太
郎
～
そ
の

仕
事
を
見
る
・
知
る
・
語
る
～
』

日
時
：
令
和
元
年
12
月
７
日
（
土
）

　
　
　

13
時
30
分
～
15
時
30
分

場
所
：
T
K
P
麹
町
駅
前
会
議
室
及
び

　
　

ホ
テ
ル
ニ
ュ
ー
オ
ー
タ
ニ
日
本
庭
園

講
師
：
日
本
庭
園
協
会

　
　
　
　

名
誉
会
長　

龍
居 

竹
之
介

　
　
　

株
式
会
社 

岩
城

　
　
　
　

設
計
部
長 

荒
川 

淳
良

参
加
者
数
：
48
名

●
龍
居
先
生
講
義
内
容

岩
城
亘
太
郎
師
の
京
都
時
代
か
ら
東
京

に
進
出
し
た
経
緯
や
作
品
の
解
説
を
し
て

頂
く
と
共
に
、
耳
に
残
っ
た
岩
城
師
の
言

葉
に
つ
い
て
語
っ
て
頂
い
た
。

７
つ
の
言
葉
が
印
象
に
残
っ
て
い
る
と

し
て
、
小
川
白は
く
よ
う楊

（
亘
太
郎
の
親
方
、
七

代
目
小
川
治
兵
衛
の
長
男
）
に
つ
い
て
は

「
物
知
り
で
幅
の
広
か
っ
た
従
兄
弟
は
石

造
品
か
ら
考
古
学
、
写
真
な
ど
ま
で
、
よ

き
師
匠
や
っ
た
。
幅
広
く
色
々
な
人
を

知
っ
て
学
ぶ
こ
と
も
白
楊
が
教
え
て
く
れ

た
こ
と
」、「
今
の
庭
師
で
茶
を
よ
く
知
る

の
は
私
と
田
中
（
泰
治
／
泰
阿
弥
）
だ
け

だ
ろ
う
」
な
ど
印
象
深
い
言
葉
を
披
露
し

て
頂
い
た
。

●
荒
川
設
計
部
長
講
義
内
容

荒
川
氏
が
入
社
し
て
す
ぐ
に
岩
城
が
亡

く
な
っ
た
そ
う
で
、
入
社
し
た
当
時
の
印

象
、
会
社
に
お
け
る
厳
し
さ
や
庭
に
関
す

る
教
え
に
つ
い
て
講
義
し
て
頂
い
た
。
ま

た
、
岩
城
の
作
品
に
つ
い
て
古
峯
神
社
庭

園
な
ど
解
説
し
て
頂
い
た
。

●
庭
園
見
学

岩
城
の
作
庭
に
よ
る
ホ
テ
ル
ニ
ュ
ー

オ
ー
タ
ニ
の
日
本
庭
園
を
荒
川
氏
の
解
説

で
見
学
し
た
。
見
頃
の
紅
葉
が
彩
を
添
え

る
庭
園
を
じ
っ
く
り
と
見
学
で
き
た
。

池
泉
庭
園
と
枯
山
水
、
茶
庭
を
配
し
た

「
上
の
庭
園
」
ゾ
ー
ン
は
繊
細
な
日
本
庭

園
の
伝
統
を
生
か
し
な
が
ら
現
代
に
通
じ

る
庭
園
で
、
巨
大
な
佐
渡
の
赤
玉
石
が
ア

ク
セ
ン
ト
に
な
っ
て
い
る
。
上
の
庭
園
か

ら
な
だ
れ
落
ち
る
高
さ
6
メ
ー
ト
ル
も
あ

る
大
滝
。
こ
の
大
胆
な
構
図
は
岩
城
の
真

骨
頂
で
、
豪
快
さ
と
繊
細
さ
を
兼
ね
備
え

た
日
本
三
大
ホ
テ
ル（
帝
国
ホ
テ
ル
東
京
・

ホ
テ
ル
ニ
ュ
ー
オ
ー
タ
ニ
・
ホ
テ
ル
オ
ー

ク
ラ
東
京
）に
相
応
し
い
庭
園
と
い
え
る
。

3
．
お
わ
り
に

参
加
者
か
ら
は
「
と
て
も
良
い
企
画
で

ホテルニューオータニ日本庭園の大滝を見学する

す
。
岩
城
亘
太
郎
の
名
前
は
聞
い
て
い
る

が
し
っ
か
り
と
し
た
解
説
を
聞
く
機
会
が

な
く
、
知
り
た
い
と
思
っ
て
い
た
の
で
参

加
し
た
が
、期
待
に
沿
っ
た
内
容
で
し
た
」

と
い
う
声
が
多
く
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。
ま

た
、
講
義
中
に
話
題
と
な
っ
た
古
峯
神
社

に
も
ぜ
ひ
行
き
た
い
と
い
う
強
い
希
望
も

あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
古
峯
神
社
庭
園

の
見
学
を
6
月
頃
に
企
画
す
る
こ
と
と
し

ま
し
た
。

な
お
、
次
回
は
斎
藤
勝
雄
先
生
で
４

月
末
頃
、
飯
田
十
基
先
生
は
９
月
末
頃
、

小
形
研
三
先
生
は
11
月
頃
を
予
定
し
て

い
ま
す
。
企
画
が
決
ま
り
ま
し
た
ら
お

知
ら
せ
し
ま
す
の
で
ふ
る
っ
て
ご
参
加

く
だ
さ
い
。

※
文
中
一
部
敬
称
略
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
　
　

株
式
会
社　

岩
城　

　
　
　
　

代
表
取
締
役
社
長　

岩
城 

隆

参
加
者
数
：
51
名

●
龍
居
先
生
の
講
義
内
容

「
私
説
・
岩
城
亘
太
郎
師
の
生
き
方
と

そ
の
成
果
」
と
題
し
、
岩
城
師
の
人
と
仕

事
に
つ
い
て
語
っ
て
頂
い
た
。

岩
城
師
は
「
植
治
」
で
の
修
行
期
に
お

い
て
は
七
代
目
小
川
治
兵
衛
か
ら
庭
匠
の

あ
り
方
を
学
び
、
明
治
期
の
財
閥
、
政
治

家
、
茶
人
な
ど
の
知
遇
を
得
、
そ
の
後
京

都
か
ら
東
京
へ
進
出
し
、
京
都
で
の
経
験

を
基
本
に
さ
ら
に
長
尾
欣
弥
の
隣
松
園
で

広
角
水
平
借
景
、
扇
湖
山
荘
で
立
体
借
景

を
体
現
す
る
な
ど
活
動
の
場
を
広
げ
た
。

戦
後
は
蓄
積
し
た
ア
イ
デ
ア
を
実
践

し
、
札
幌
、
仙
台
な
ど
で
ビ
ル
の
屋
上
庭

園
づ
く
り
、
最
高
裁
や
警
視
庁
な
ど
公
共

建
築
や
ホ
テ
ル
ニ
ュ
ー
オ
ー
タ
ニ
な
ど
商

業
建
築
と
の
融
和
を
図
る
作
品
、
古
峯
神

社
な
ど
神
社
造
園
で
個
性
が
開
花
し
た
。

ま
た
、
事
業
を
組
織
化
し
て
拡
充
、
運

営
さ
せ
る
方
針
を
主
張
し
て
、
親
方
体
制

令
和
元
年
度
は
岩
城
亘
太
郎
先
生
を
取

り
上
げ
ま
し
た
。

講
座
は
座
学
と
現
場
見
学
に
分
か
れ
て

い
ま
す
。
講
師
は
龍
居
名
誉
会
長
と
巨
匠

を
身
近
に
知
る
方
の
２
名
体
制
で
す
。
座

学
に
つ
い
て
は
公
益
財
団
法
人
東
京
都
公

園
協
会
が
主
催
す
る
緑
と
水
の
市
民
カ

レ
ッ
ジ
講
座
の
「
み
ん
な
の
緑
学
」
の
枠

で
開
催
し
ま
し
た
。
会
員
だ
け
で
な
く
、

一
般
の
方
に
も
知
っ
て
頂
き
た
い
内
容
な

【
岩
城
亘
太
郎
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
】

　
京
都
生
ま
れ
。
植
治
で
番
頭
を
務
め
、
東

京
進
出
し
岩
城
庭
園
研
究
所
（
現
岩
城
）
を

設
立
。
庭
匠
か
ら
作
庭
家
、
造
園
家
へ
と
社

会
か
ら
高
い
評
価
を
受
け
る
。
常
務
理
事
就

任
後
、
伝
統
庭
園
実
技
研
修
会
（
埼
玉
県
武

蔵
丘
陵
森
林
公
園
）
を
開
催
。
後
に
「
伝
統

庭
園
技
塾
」
と
改
め
、
塾
長
と
し
て
第
８
回

ま
で
開
塾
し
、
次
代
を
担
う
後
進
育
成
に
と

植
治
伝
来
の
伝
統
技
法
を
伝
授
。
第
９
代
理

事
長
と
し
て
、『
庭
園
協
会
ニ
ュ
ー
ス
』
第

１
号
を
発
行
。
主
な
作
品
は
、
迎
賓
館
赤
坂

離
宮
和
風
別
館

庭
園
、
平
櫛
田
中

邸
（
現
小
平
市
平

櫛
田
中
彫
刻
美
術

館
）
庭
園
、
古
峯

神
社
ほ
か
多
数
。

の
で
、
日
本
庭
園
協
会
主
催
、
緑
と
水
の

市
民
カ
レ
ッ
ジ
共
催
と
し
ま
し
た
。
緑
と

水
の
市
民
カ
レ
ッ
ジ
講
座
は
前
期
と
後
期

に
分
か
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
50
講
座
以
上
を
実

施
し
て
お
り
、
講
座
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
組

み
込
ま
れ
る
と
東
京
都
公
園
協
会
が
発
行

す
る
講
座
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
掲
載
さ
れ

1
万
部
が
市
民
に
わ
た
り
ま
す
。
作
庭
現

場
の
見
学
は
当
協
会
が
単
独
で
主
催
す
る

も
の
で
、
巨
匠
の
代
表
作
を
龍
居
名
誉
会

長
と
巨
匠
に
関
わ
り
の
あ
っ
た
方
を
講
師

と
し
て
、
庭
園
を
見
学
し
な
が
ら
解
説
し

て
頂
き
ま
し
た
。

【
報
告
】

第
１
回
　
岩
城
亘
太
郎

１
．
み
ん
な
の
緑
学

　

（
水
と
緑
の
市
民
カ
レ
ッ
ジ
講
座
）

　

『
現
代
日
本
庭
園
の
巨
匠
た
ち
～
そ
の

作
庭
手
法
と
庭
園
観
～
第
１
回
岩
城
亘
太

郎
』

日
時
：
令
和
元
年
11
月
９
日
（
土
）

　
　
　

13
時
30
分
～
15
時
30
分

場
所
：
緑
と
水
の
市
民
カ
レ
ッ
ジ
大
教
室

講
師
：
日
本
庭
園
協
会

　
　
　
　

名
誉
会
長　

龍
居
竹
之
介
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2
0
1
9
（
令
和
元
）
年
10
月
11
日
～
14
日

2
0
1
9
（
令
和
元
）
年
10
月
11
日
か

ら
14
日
に
か
け
て
、「
安
諸
塾
Ｉ
Ｎ
鳥
取

2
0
1
9
」
と
題
し
て
、
古
来
か
ら
の

作さ
っ
ぽ
う法
に
よ
る
版
築
土
塀
の
講
習
会
を
筆
者

の
自
宅
（
倉
吉
市
）
で
開
催
し
た
。
昨
年
、

鳥
取
市
の
栖
願
寺
で
行
っ
た
「
羅
漢
さ
ん

石
彫
講
習
」
に
引
き
続
き
、
安
諸
定
男
親

方
と
版
築
づ
く
り
に
勤
し
ん
だ
。

短
期
間
の
講
習
の
た
め
、
事
前
に
腰
積

み
を
施
し
参
加
者
を
待
っ
た
。
開
講
式
で

は
、
足
場
板
を
組
み
合
わ
せ
た
三
角
焼
き

で
狼
煙
を
上
げ
て
気
勢
を
挙
げ
た
。
そ
こ

か
ら
は
塩
野
潤
師
範
代
（
安
諸
親
方
の
弟

安
諸
塾
Ｉ
Ｎ
鳥
取

鳥
取
県
支
部

さ
ら
に
山
陰
が
熱
い
！

石
亀 

靖

鳥
取
県
支
部

支
部
活
動
報
告

子
）
の
テ
キ
パ
キ
と
し
た
指
示
で
ど
ん
ど

ん
築
き
あ
が
っ
て
い
っ
た
。
板
目
を
表
面

に
刻
印
す
る
た
め
の
焼
き
板
（
足
場
板
）

を
型
枠
に
、
単
管
パ
イ
プ
を
組
み
立
て
て

一
層
ず
つ
タ
コ
で
突
い
て
い
っ
た
。
材
料

は
粘
土
と
単
粒
度
砕
石
を
混
合
し
た
も
の

だ
け
で
あ
る
。
芯
柱
と
し
て
枕
木
を
90
セ

ン
チ
の
ピ
ッ
チ
で
立
て
た
。
誰
も
が
自
発

的
に
仕
事
を
見
出
し
て
阿
吽
の
呼
吸
の
ご

と
く
動
い
て
い
た
。
ま
た
、
参
加
者
の
足

跡
を
版
築
に
埋
め
込
む
た
め
に
、
チ
ッ

パ
ー
を
使
っ
て
各
自
の
名
前
を
石
板
に
彫

り
込
ん
だ
。

初
日
の
懇
親
会
に
は
、
写
真
家
で
巨
石

ハ
ン
タ
ー
の
須
田
郡
司
氏
に
特
別
講
演
を

し
て
も
ら
っ
た
。
ス
ラ
イ
ド
に
映
し
出
さ

れ
る
巨
石
の
数
々
に
引
き
込
ま
れ
た
。
親

方
か
ら
は
、「
理
」
は
『
人
の
道
』
を
表
し
、

「
知
」
は
『
唯
我
知
足
』
を
も
じ
っ
て
、「
み

園
／
鈴
木
昌
道
、成
城
五
丁
目
猪
股
庭
園

／
田
中
泰
阿
弥・蛭
田
貫
二
、砧
公
園
世
田

谷
美
術
館
／
野
沢 

清
、都
立
猿
江
恩
賜
公

園
日
本
庭
園
／
伊
藤
邦
衛
、東
渕
江
庭
園

／
小
形
研
三
、日
本
庭
園
花
田
苑
／
中
島 

健
の
シ
ス
テ
ム
と
し
て
見
た
作
庭
例
、設
計

意
図
と
特
徴
、交
友・師
弟
関
係
な
ど
。

次
い
で
２
で
は
、古
代
～
昭
和
時
代
に
至

る
ま
で
の
大
き
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
転
機
と
し

て
、和
洋
の
デ
ザ
イ
ン
の
発
見（
仏
教
の
視
線

と
和
へ
の
傾
斜
）、寓
意
性
の
発
見（
禅
の
視

線
に
よ
る
象
徴
性・抽
象
性
）、身
体
性
の
発

見（
茶
の
湯
の
視
線
が
持
つ
自
在
な
ス
ケ
ー
ル

の
獲
得
）、自
然
の
再
発
見（
自
然
へ
の
視
線

と
宗
教・思
想
の
喪
失
）。

最
後
に
３
で
は
、日
本
の
美
意
識
か
ら
み

た「
か
た
」（
抽
象
性
）と「
か
た
ち
」（
空
間

性
）の
汎
用
性
と
の
関
係
。

創
立
１
０
１
年
目
の
私
た
ち
に
は
、と
て

も
参
考
に
な
る
発
想
と
考
え
方
で
、基
本
的

鑑
賞
研
究
委
員
会
主
催
、東
京
都
支
部

共
催
に
よ
り
、２
０
１
９
年
11
月
24
日（
日
）

午
後
、「
日
本
庭
園
の
も
う
ひ
と
つ
の
見
方

―
デ
ザ
イ
ン
す
る
立
場
か
ら
、作
庭
者
の
お

も
い
や
か
た
ち
を
紐
解
く
」の
表
題
で
講

演
会
が
行
わ
れ
、83
名
が
出
席
し
ま
し
た
。

講
師
の
戸
田
芳
樹
氏
は
、（
株
）戸
田
芳
樹

風
景
計
画
代
表
取
締
役
、ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ

ア
ー
キ
テ
ク
ト
連
盟
会
長
を
は
じ
め
、多
数

の
要
職
に
あ
り
、中
国
中
山
市
都
市
顧
問

や
国
内
地
域
の
景
観
ま
ち
づ
く
り
ア
ド
バ

イ
ザ
ー
や
緑
化
推
進
委
員
長
な
ど
と
し
て
、

広
く
活
躍
中
で
す
。

主
な
内
容
は
、１
．昭
和
30
年
～
50
年
代

の
造
園
作
家
へ
の
オ
マ
ー
ジ
ュ
、２
．日
本
庭
園

史
を
空
間
、造
形
よ
り
見
直
す
、３
．日
本
庭

園
を「
こ
と
ば
」で
も
っ
と
語
っ
て
み
た
い（
世

界
で
通
用
す
る
言
語
を
見
つ
け
出
す
）。

ま
ず
１
で
は
、大
田
黒
公
園
／
伊
藤
邦

衛
、朝
倉
彫
塑
館
／
朝
倉
文
夫
、玉
堂
美
術

館
庭
園
／
中
島 

健
、三
井
倉
庫
箱
崎
ビ
ル

／
小
林
忠
夫
、京
王
プ
ラ
ザ
ホ
テ
ル
北
側
４

号
街
路
／
深
谷
光
軌
、清
瀬
金
山
緑
地
公

鑑
賞
研
究
委
員
会
主
催
・
東
京
都
支
部
共
催

2
0
1
9（
令
和
元
）年
11
月
24
日

『
日
本
庭
園
の
も
う
ひ
と
つ
の
見
方

―
デ
ザ
イ
ン
す
る
立
場
か
ら
、

　
　
作
庭
者
の
お
も
い
や
か
た
ち
を
紐
解
く
』

戸
田
芳
樹
氏
講
演
会

藤
枝 

修
子

講演中の戸田芳樹氏

な
こ
と
が
学
べ
た
と
思
い
ま
し
た
。な
お
、会

場
は
、日
本
女
子
大
学
桜
楓
２
号
館
の
ホ
ー

ル
を
使
用
し
ま
し
た
が
、ス
テ
ー
ジ
上
の
左

右
に
は
鈴
木
貴
博
氏（
委
員
）に
よ
る
、錦
秋

に
ふ
さ
わ
し
い
雑
木
の
デ
コ
レ
ー
シ
ョン
が
作

ら
れ
、華
や
か
な
雰
囲
気
に
な
り
ま
し
た
。

（
副
会
長　

鑑
賞
研
究
委
員
長
）

ん
な
助
け
合
っ
て
庭
づ
く
り
に
励
ん
で
く

れ
よ
」
と
い
う
若
い
作
庭
家
に
向
け
て
の

言
葉
「
知ち

り理
」
を
授
け
て
頂
い
た
。

3
日
目
は
台
風
19
号
の
影
響
で
作
業
が

不
能
に
な
り
、
ま
る
一
日
座
学
を
し
た
。

一
つ
目
は
、「
尾
崎
氏
庭
園
」に
つ
い
て
、

二
つ
目
は
、「
月
の
桂
の
庭
」
に
つ
い
て
、

親
方
に
話
し
て
頂
い
た
。
庭
師
「
安
諸
定

男
」
の
根ル
ー
ツ幹
を
決
定
づ
け
た
出
会
い
、
あ

え
て
建
屋
や
敷
地
の
平
行
線
に
囚
わ
れ
な

い
プ
ロ
も
考
え
つ
か
な
い
建
造
物
、
死
生

観
を
内
包
し
た
コ
ン
セ
プ
ト
で
創
り
あ
げ

た
庭
の
話
で
あ
っ
た
。
三
つ
目
は
、
雑
誌

『
庭
』
の
安
諸
定
男
特
集
で
、
特
集
は
全

18
巻
に
わ
た
る
が
、
参
加
者
と
読
み
合
わ

せ
が
で
き
た
の
は
そ
の
半
分
の
9
巻
。
解

説
さ
れ
る
親
方
も
さ
す
が
に
お
疲
れ
の
様

子
だ
っ
た
の
で
残
念
な
が
ら
残
り
は
出
来

ず
じ
ま
い
で
あ
っ
た
。

最
終
日
は
天
候
が
回
復
し
て
何
と
か
高

さ
2
.
5
メ
ー
ト
ル
・
延
長
12
メ
ー
ト

ル
の
版
築
の
完
成
を
見
た
。
そ
の
存
在
感

は
抜
群
で
あ
っ
た
。
表お
も
て
め
ん面は

凛
と
し
た
雰

囲
気
に
、
裏
面
に
は
、
筋
塀
様
式
で
壺
や

瓦
の
割
れ
や
自
在
鉤
を
埋
め
込
ん
で
、
農

村
の
ほ
の
ぼ
の
と
し
た
雰
囲
気
を
醸
し
出

す
仕
掛
け
を
施
し
た
。
中
心
線
も
少
し

振
っ
た
こ
と
で
奥
行
き
感
が
出
た
。

今
回
の
版
築
は
我
が
家
に
あ
る
の
で
、

鳥
取
に
お
い
で
の
際
は
見
に
来
て
頂
き
た

い
。
東
京
都
支
部
の
よ
う
に
D
V
D
を

作
成
で
き
た
ら
と
思
っ
て
い
る
。
安
諸
親

方
の
考
え
方
や
作
法
を
後
世
に
何
ら
か
の

形
で
引
き
継
ぎ
た
い
と
切
望
し
て
い
る
。

今
回
、
講
習
会
の
参
加
者
を
募
集
す
る

ツ
ー
ル
と
し
て
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
を
活
用

し
た
。
多
く
の
若
い
造
園
家
の
方
と
繋
が

る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
個
性
的
な
作
庭
や

活
動
を
知
る
に
つ
け
ジ
ェ
ラ
シ
ー
を
覚
え

て
い
る
。
今
で
き
る
こ
と
を
今
や
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
強
く
感
じ
た
。
こ
の
講

習
会
の
様
子
を
私
の
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
に

上
げ
て
い
る
の
で
、
見
て
頂
き
た
い
。

こ
れ
か
ら
も
、
多
く
の
方
々
か
ら
受
け

た
ご
恩
に
報
い
る
よ
う
山
陰
の
地
で
活
動

し
て
い
き
た
い
。

（
評
議
員　

鳥
取
県
支
部
長
）

こ
こ
2
、
3
年
「
つ
く
る
」
と
い
う
こ

と
に
つ
い
て
、
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
だ
ろ

う
か
と
い
う
こ
と
を
悩
ん
で
い
る
。
そ
ん

な
中
、「
安
諸
塾
Ｉ
Ｎ
鳥
取
」
の
案
内
が

届
い
た
。
答
え
を
求
め
、
即
、
参
加
す
る

こ
と
に
し
た
。

待
ち
に
待
っ
た
そ
の
日
、
沖
縄
か
ら
倉

吉
市
の
講
習
会
場
に
着
い
た
の
は
夕
方
４

時
を
回
っ
て
い
た
。
到
着
し
た
会
場
は
ま

さ
に
戦
場
。
予
想
し
て
い
た
講
習
会
と
い

う
雰
囲
気
は
微
塵
も
な
い
。
安
諸
定
男
親

方
へ
の
挨
拶
も
そ
こ
そ
こ
に
、
す
ぐ
に
作

業
に
加
わ
っ
た
が
、
何
を
や
っ
て
い
る
の

か
わ
か
ら
ぬ
ま
ま
、
た
だ
目
の
前
の
こ
と

を
周
囲
の
方
々
に
確
認
し
な
が
ら
の
作
業

で
精
一
杯
だ
っ
た
。

参
加
者
の
皆
さ
ん
は
技
術
的
に
も
自
分

よ
り
も
優
れ
た
方
々
ば
か
り
で
、
で
き
な
い

自
分
が
恥
ず
か
し
い
や
ら
惨
め
や
ら
、
で
も

格
好
つ
け
た
い
や
ら
で
ど
う
し
よ
う
も
な
く

ダ
メ
な
自
分
を
自
覚
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

「
早
く
し
ろ
よ
！
」「
何
や
っ
て
ん
だ

よ
！
」
と
講
習
期
間
中
、
終
始
言
わ
れ
続

け
、
そ
の
た
び
に
テ
ン
パっ
た
り
、
慌
て
た
り

だ
っ
た
。

「
し
っ
か
り
し
ろ
よ
！
」
安
諸
親
方
に
面

と
向
か
っ
て
言
わ
れ
た
こ
の
言
葉
は
、
迷
い

の
中
に
あ
る
自
分
の
胸
に
突
き
刺
さ
っ
た
。

版
築
土
塀
講
習
会
へ
の
参
加
は
、
こ
れ

安
諸
塾
I
N
鳥
取
に
参
加
し
て菊

地 

洋
樹

ま
で
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
た
こ
と
の
な
い
土
や

泥
、
瓦
と
い
っ
た
素
材
へ
の
取
り
組
み
を

通
し
て
「
つ
く
る
」
と
い
う
こ
と
へ
の
悩

み
の
回
答
を
得
る
何
か
の
ヒ
ン
ト
に
な
れ

ば
と
の
思
い
だ
っ
た
が
、
安
諸
親
方
と
の

出
会
い
は
そ
れ
以
上
の
も
の
を
私
に
も
た

ら
し
て
く
れ
た
。「
つ
く
り
た
い
」
と
い

う
そ
の
ま
ん
ま
の
欲
求
を
素
直
に
出
す
だ

け
だ
っ
た
の
に
、
そ
の
欲
求
の
上
に
い
ろ

ん
な
塵
が
降
り
積
も
り
、
答
え
を
見
失
っ

て
い
た
よ
う
だ
。

「
急
が
ず
、
焦
ら
ず
、
あ
き
ら
め
ず
」

と
い
う
安
諸
親
方
の
あ
り
が
た
い
教
訓
を

忘
れ
ず
に
、
今
は
残
り
の
人
生
、
い
ろ
ん

な
実
験
を
し
て
い
こ
う
と
思
っ
て
い
る
。

庭
を
つ
く
る
に
は
何
も
な
さ
す
ぎ
る
沖
縄

だ
が
何
も
な
い
分
迷
い
も
少
な
く
て
す
む

だ
ろ
う
。
答
え
を
外
に
求
め
続
け
て
い
た

が
、
そ
れ
は
自
分
の
中
に
あ
り
、
足
元
に

あ
っ
た
と
は
笑
え
な
い
笑
い
話
で
あ
る
。

安
諸
親
方
と
の
出
会
い
が
な
け
れ
ば
、
ま

だ
答
え
を
求
め
あ
ち
ら
こ
ち
ら
を
さ
ま
よ

い
歩
い
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。

（
正
会
員　

沖
縄
県
）

完成した版築土塀前で

令
和
2
年
度
総
会 

開
催
の
お
知
ら
せ

日
時
：
令
和
2
年
3
月
18
日
（
水
）

　
　
　

午
後
1
時
よ
り

場
所
：
東
京
代
々
木
・
フ
ォ
レ
ス
ト

　
　
　

テ
ラ
ス
明
治
神
宮
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内田　均

日
本
庭
園
協
会
と
明
治
神
宮
は
切
っ
て

も
切
り
離
せ
な
い
関
係
に
あ
る
。

庭
園
協
会
の
設
立
目
的
は
、庭
園・公
園・

園
芸
及
び
風
致
に
関
す
る
研
究
と
技
術
並

び
に
こ
れ
に
関
す
る
趣
味
の
普
及
、
及
び
発

達
を
図
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
発
端
と
な
っ

た
の
は
明
治
神
宮
の
森
造
営
で
あ
ろ
う
。

当
協
会
初
代
理
事
長
の
本
多
静
六
氏

は
、
明
治
神
宮
の
森
の
造
営
に
尽
力
し
た

人
物
で
あ
る
。
時
の
総
理
大
臣
大
隈
重
信

氏
（
神
社
奉
祀
の
会
会
長
）
は
、
伊
勢
神

宮
の
よ
う
に
ス
ギ
の
樹
林
を
つ
く
り
あ
げ
る

べ
き
だ
と
主
張
し
た
。
空
に
向
か
っ
て
真
っ

す
ぐ
に
伸
び
る
ス
ギ
は
天
に
通
じ
る
木
と
し

て
祀
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
本
多
氏

は
、代
々
木
は
伊
勢
神
宮
や
日
光
な
ど
と
土

質
が
違
う
の
で
ス
ギ
は
育
た
な
い
と
主
張
し

た
。大
隈
氏
は
代
々
木
が
ス
ギ
に
不
適
当
と

い
う
な
ら
ば
樹
齢
3
0
0
年
以
上
の
ス
ギ

が
清
正
井
戸
の
そ
ば
に
あ
る
の
は
な
ぜ
か
、

学
者
は
も
っ
と
研
究
を
進
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
、再
考
せ
よ
と
言
わ
れ
た
。

本
多
氏
は
、
大
学
院
生
の
上
原
敬
二

氏
（
庭
園
協
会
発
起
人
の一
人
）
を
呼
び
、

相
談
し
た
。
そ
こ
で
思
い
つ
い
た
の
が
「
樹

幹
解
析
法
」
で
あ
る
。
大
隈
氏
を
説
得
す

る
材
料
と
し
て
、
日
光
と
代
々
木
の
ス
ギ
と

の
年
輪
成
長
解
析
を
図
表
に
し
、
代
々
木

の
ス
ギ
の
方
が
1
～
2
割
生
育
が
悪
い
こ
と

を
明
ら
か
に
し
た
。

ま
た
、
代
々
木
地
区
の
工
場
か
ら
発
生

す
る
排
煙
と
山
手
線
の
蒸
気
機
関
車
の
走

行
に
よ
る
煤
煙
に
ス
ギ
が
弱
い
こ
と
、
乾
燥

し
や
す
い
武
蔵
野
台
地
で
の
ス
ギ
の
生
育
が

思
わ
し
く
な
い
こ
と
な
ど
を
理
由
に
ス
ギ
林

に
す
る
こ
と
に
反
対
し
た
。
さ
ら
に
、
西
洋

で
生
ま
れ
つ
つ
あ
っ
た
植
生
遷
移
の
概
念
を

逸
早
く
取
り
入
れ
、「
境
内
林
と
し
て
最

も
ふ
さ
わ
し
い
林
相
は
未
来
永
劫
人
手
を

か
け
な
く
と
も
成
立
し
続
け
る
関
東
平
野

南
部
の
原
生
林
即
ち
、
カ
シ
・
シ
イ
・
ク
ス

な
ど
の
常
緑
濶
葉
樹
林
で
あ
る
」
と
研
究

者
と
し
て
の
使
命
に
燃
え
て
主
張
し
、
植

栽
計
画
図
と
遷
移
系
列
（
植
栽
直
後
の
0

年
・
50
年
・
1
0
0
年
・
1
5
0
年
）
に

よ
る
将
来
像
を
描
き
、
大
隈
氏
や
関
係
者

を
説
得
し
た
。
本
多
氏
ら
は
、
人
が
手
を

加
え
な
く
て
も
ド
ン
グ
リ
か
ら
自
然
と
芽
が

出
て
若
い
木
が
育
ち
、
世
代
交
代
す
る
と

い
う
永
遠
に
続
く
森
づ
く
り
を
目
指
し
た
。

神
宮
林
の
造
営
は
、
ク
ロ
マ
ツ
を
上
木
に

し
、
そ
の
直
下
に
ス
ギ
・
ヒ
ノ
キ
・
サ
ワ
ラ

な
ど
の
針
葉
樹
を
植
え
、
ス
ギ
よ
り
も
寒

風
に
弱
い
ク
ス
ノ
キ
・
カ
シ
類
・
シ
イ
な
ど
の

常
緑
広
葉
樹
を
そ
の
下
に
植
え
た
。
そ
の

植
樹
方
法
は
千
葉
県
山
武
林
業
の
手
法
を

参
考
に
し
た
よ
う
で
あ
る
。

主
な
植
栽
樹
木
は
、
全
国
各
地
よ
り
寄

付
さ
れ
た
10
万
本
を
超
す
献
木
で
賄
っ
た
。

神
宮
周
辺
の
土
塁
に
は
イ
ヌ
ツ
ゲ
を
岡
山

県
林
務
課
よ
り
1
万
本
、
台
湾
総
督
か
ら

は
ク
ス
ノ
キ
の
苗
木
を
5
千
本
頂
い
た
と
い

う
。
そ
の
際
、
献
木
お
断
り
の
木
と
し
て

庭
木
仕
立
の
も
の
、
園
芸
品
種
、
花
木
・

果
樹
、
外
国
産
樹
木
類
を
挙
げ
て
い
る
。

そ
う
い
え
ば
、
参
道
に
は
こ
の
よ
う
な
樹
木

は
見
当
た
ら
な
い
。

本
多
氏
か
ら
神
宮
境
内
造
営
工
事
の

現
場
監
督
と
し
て
3
年
間
派
遣
さ

れ
た
上
原
氏
は
、
計
画
上
支
障
と
な
る
樹

木
の
伐
採
・
移
植
・
根
回
し
な
ど
の
施
工
や

献
木
事
務
に
当
た
っ
た
。
こ
の
現
場
で
得
た

記
録
を
学
位
論
文
『
神
社
林
の
研
究
』『
神

社
境
内
の
設
計
』『
樹
木
根
廻
運
搬
並
移

植
法
』
と
し
て
ま
と
め
上
げ
た
。
こ
れ
ら

は
現
在
の
公
共
造
園
の
歩
掛
か
り
や
植
栽

の
技
術
指
針
と
な
って
い
る
。

南
参
道
神
橋
下
の
水
流
の
石
組
に
は

4
9
0
ト
ン
も
の
筑
波
石
が
用
い
ら
れ
て
い

る
。
当
初
、
石
組
担
当
の
職
員
は
、
最
高

最
良
の
伊
予
青
石
を
用
い
る
べ
き
だ
と
主
張

し
た
。
し
か
し
、
上
原
氏
は
参
拝
者
の
目

神橋下の筑波石

に
ふ
れ
る
箇
所
で
も
な
く
、
斜
面
の
土
留

用
の
石
組
で
あ
り
、
予
算
も
な
い
こ
と
か
ら

高
価
な
石
で
な
く
て
も
よ
い
と
、
周
囲
の
環

境
と
調
和
す
る
筑
波
石
の
採
用
を
提
言
し

た
。
こ
れ
を
き
っ
か
け
に
爆
発
的
な
筑
波
石

ブ
ー
ム
が
起
こって
い
る
。

造
営
1
0
0
年
後
の
現
在
、
本
多
・
上

原
氏
ら
の
つ
く
っ
た
森
に
は
、
都
市

部
で
あ
り
な
が
ら
オ
オ
タ
カ
な
ど
の
森
林
性

の
野
鳥
や
タ
ヌ
キ
な
ど
の
動
物
が
生
息
し
て

お
り
、
神
社
林
と
し
て
の
役
割
の
ほ
か
、
生

物
多
様
性
の
保
全
が
な
さ
れ
て
い
る
貴
重

な
場
所
と
な
っ
て
い
る
。そ
の
地
で
、毎
年
庭

園
協
会
の
総
会
が
開
か
れ
て
い
る
。
当
協

会
の
先
人
た
ち
が
つ
く
り
上
げ
た
所
縁
の
地

で
の
集
ま
り
に
は
、強
い
ご
縁
を
感
じ
る
。

今
年
は
東
京
で
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が
開
催
さ

れ
、
隣
接
す
る
国
立
代
々
木
競
技
場
も
会

場
と
な
る
。
明
治
神
宮
の
森
に
も
多
く
の

人
に
足
を
運
ん
で
ほ
し
い
。


