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営
造
法
式
に
お
け
る
左
官
工
事
の
一
考
察

「
営
造
法
式
」
（
以
下
単
に
「
法
式
」
と
呼
ぶ
）
は
北
宋
の
元
符
三
年
(
―

1
0

0
)
李
明
仲
が
時
の
哲
宗
・
徽
宗
の
勅
命
に
よ
っ
て
撰
上
し
た
建
築
専
門
技
術

書
で
あ
る
。
そ
の
存
在
は
わ
が
国
で
も
早
く
か
ら
知
ら
れ
て
い
た
が
、
近
年
竹

島
卓
一
博
士
に
よ
っ
て
各
種
通
行
本
を
詳
細
に
照
合
・
校
訂
さ
れ
た
原
文
が

「
営
造
法
式
の
研
究
」
（
以
下
単
に
「
法
式
の
研
究
」
と
呼
ぶ
）
全
三
巻
に
提
示
さ

①

⑨
 

れ
た
。
本
稿
で
は
そ
の
中
の
「
用
泥
」
（
左
官
工
事
）
に
示
さ
れ
た
材
料
及
び
施

緒

言 緒註
「
法
式
」
の
構
成

表
一

三
「
法
式
」
の
内
容

H

一
般
壁
の
下
・
中
塗

口
石
灰
泥
に
よ
る
上
塗

日
土
肌
仕
舞
の
壁

回
壁
画
下
地
壁

註

言

◇ 

四
わ
が
国
工
法
と
の
比
較

日
石
灰
の
使
用
法

旧
石
灰
の
性
質

曲
骨
材
と
の
関
係

価
糊
材
に
つ
い
て

⇔
窃
の
使
用
法

り
土
に
混
入
す
る
窃

皿
石
灰
な
ど
に
混
入
す
る
窃

註

表

二

結

語註

五

工
法
に
関
し
現
在
の
左
官
工
事
の
知
識
に
則
っ
て
検
討
し
、
次
に
更
に
そ
の
中

の
主
要
事
項
に
つ
き
わ
が
国
で
行
わ
れ
て
い
た
左
官
工
事
と
の
異
同
に
つ
い
て

考
察
す
る
。
「
法
式
の
研
究
」
に
は
原
文
と
共
に
精
緻
な
意
訳
文
と
周
到
な
解

説
が
付
さ
れ
て
お
り
、
非
オ
の
筆
者
が
今
更
「
法
式
」
に
検
討
を
加
え
る
こ
と

は
単
な
る
蛇
足
と
い
う
よ
り
も
、
珠
玉
の
成
果
に
対
す
る
冒
潰
の
謗
り
を
受
け

る
や
も
し
れ
な
い
。
ま
た
十
一
世
紀
末
な
い
し
十
二
世
紀
初
頭
と
い
う
時
問
的

限
定
が
あ
り
、
そ
し
て
お
そ
ら
く
は
北
宋
の
首
都
沐
京
と
い
う
地
理
的
特
色
を

相
当
に
盛
り
込
ん
で
い
る
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
「
法
式
」
の
工
法
を
、
そ
の

営
造
法
式
に
お
け
る
左
官
工
事
の
一
考
察

山

田

四
九 幸



・
解
説
な
ど
を
参
照
す
る
場
合
も
右
に
準
ず
る
。

「
法
式
」
の
原
文
は
「
法
式
の
研
究
」
所
載
の
も
の
に
従
う
。
本
稿
で
は

紙
数
の
関
係
も
あ
っ
て
原
文
は
特
に
必
要
の
な
い
限
り
載
せ
な
い
の
で
、
本

稿
の
内
容
に
関
連
す
る
原
文
の
所
在
は
そ
の
当
該
箇
所
に
お
い
て
「
法
式
の

研
究
」
の
巻
（
ロ
ー
マ
数
字
）
．
頁
（
算
用
数
字
）
を
〔
〕
で
示
す
。
例
え
ば

〔Ill214〕
は
「
法
式
の
研
究
三
」
二
七
四
頁
の
意
で
あ
る
。
同
書
の
意
訳
文

2
、
本
稿
に
用
い
る
尺
は
す
べ
て
宋
尺
で
あ
る
。
宋
尺
の
実
寸
法
に
つ
い
て
は

一
メ
ー
ト
ル
を
三
・
三
尺
に
測
る
日
本
尺
と
大
差
な
い
と
す
る
「
法
式
の
研

ーヽ な
お
こ
の
研
究
を
進
め
る
に
当
っ
て
は
次
の
こ
と
を
前
提
に
し
た
。

ま
ま
わ
が
国
の
歴
史
的
工
法
と
比
較
す
る
こ
と
に
も
問
題
が
あ
ろ
う
。
し
か
し

竹
島
博
士
も
「
法
式
の
研
究
」
序
説
で
述
ぺ
ら
れ
て
い
る
と
お
り
、
「
法
式
」

に
直
結
し
た
遺
構
に
つ
い
て
の
知
識
が
不
足
し
て
い
る
現
在
、
そ
の
エ
法
を
実

地
に
検
証
す
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
。
そ
の
点
、
わ
が
国
の
左
官
工
事

R、

の
歴
史
に
関
し
て
は
現
在
ま
で
に
曲
り
な
り
に
も
体
系
づ
け
ら
れ
て
い
る
し

ま
た
わ
が
左
官
工
事
は
そ
の
性
格
上
、
十
九
世
紀
後
半
に
西
欧
の
新
技
術
が
導

入
さ
れ
て
か
ら
は
と
も
か
く
、
古
代
か
ら
近
世
ま
で
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
変
化

し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
「
法
式
」
に
た
と
え
時
間
的
・
地
理
的
限
定
が
あ

っ
た
と
し
て
も
、
こ
れ
を
同
じ
く
中
国
文
化
圏
に
属
す
る
わ
が
国
の
工
法
と
比

較
す
る
こ
と
は
全
く
無
意
味
と
は
い
い
き
れ
な
い
し
、
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て

「
法
式
」
の
内
容
を
よ
り
よ
く
理
解
し
、
逆
に
わ
が
国
の
工
法
の
特
色
を
一
層

鮮
明
に
す
る
一
助
と
も
な
ろ
う
。
非
オ
を
省
み
ず
非
礼
を
犯
し
敢
て
本
稿
を
草

し
た
所
以
で
あ
る
。

究
」
の
見
解
〔
ー
14
〕
に
従
う
。

3
、
重
量
の
基
準
は
斤

11
一
六
雨
、
雨

1
1
-
0錢
で
、
一
斤
は
ほ
ぼ
六

0
0グ

ラ
ム
で
あ
る
〔
1
5
8〕
。
ま
た
六
〇
斤
を
以
っ
て
一
擁
と
す
る
〔
1
5
7〕
。
本

稿
で
も
「
法
式
の
研
究
」
に
従
い
重
量
単
位
の
下
に
数
字
を
入
れ
、
そ
の
重

量
の
グ
ラ
ム
数
を
示
す
。

4
、
「
法
式
の
研
究
」
に
お
け
る
章
・
節
な
ど
の
立
て
方
は
竹
島
博
士
が
原
典

に
基
づ
い
て
再
編
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
〔
ー
28
〕
、
も
と
よ
り
そ
の
方
が

原
典
に
よ
る
よ
り
も
理
解
に
便
利
で
あ
る
の
で
、
本
稿
で
も
こ
れ
に
従
う
。

因
に
泥
作
は
第
一
二
章
、
用
泥
は
そ
の
第
二
節
、
後
に
見
る
「
制
度
」
は
そ

の
第
一
条
、
「
料
例
」
は
同
第
二
条
で
あ
る
。

註①
竹
島
卓
一
「
営
造
法
式
の
研
究
一
」
（
昭
和
四
十
五
年
）
、
「
同
二
」
（
同
四
十

六
年
）
及
び
「
同
―
―
-
」
（
同
四
十
七
年
）
。
い
ず
れ
も
中
央
公
論
美
術
出
版
刊
。

②
用
泥
は
「
泥
作
」
の
中
の
一
節
で
あ
る
。
泥
作
に
は
用
泥
の
ほ
か
「
用
述
」
・
「
立

鼈
」
・
「
釜
鍍
竃
」
・
「
茶
鑢
」
・
「
塁
射
架
」
の
各
節
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
狂
墜
（
日
乾

煉
瓦
）
も
し
く
は
埴
（
焼
成
煉
瓦
）
を
用
い
て
騰
（
壁
）
•
各
種
か
ま
ど
や
射
的
場
を

作
る
こ
と
を
説
明
し
た
項
目
で
、
い
ず
れ
も
広
義
の
左
官
工
事
に
属
す
る
。
し
か
し

本
稿
で
は
狭
義
の
左
官
工
事
、
す
な
わ
ち
塗
壁
を
意
味
す
る
用
泥
に
つ
い
て
の
み
取

扱
う
こ
と
に
す
る
。

③
わ
が
国
の
左
官
工
事
に
関
し
通
史
的
に
論
述
し
た
も
の
に
次
の
二
著
が
あ
る
。

イ
、
川
上
邦
基
「
日
本
壁
の
研
究
」
（
昭
和
十
八
年
）
龍
吟
社
刊
。

ロ
、
山
田
幸
一
「
日
本
壁
の
歴
史
的
研
究
」
（
昭
和
三
十
六
年
）
私
家
版
。
（
以
下
単

に
「
歴
史
的
研
究
」
と
呼
ぶ
）
。

な
お
口
に
つ
い
て
は
、
山
田
幸
一
「
左
官
工
事
ー
材
料
と
施
エ
ー
」
（
昭
和
四

十
六
年
）
工
業
調
査
会
刊
（
以
下
単
に
「
山
田
左
官
工
事
」
と
呼
ぶ
）
．
棚
橋
諒
編

五
〇



営
造
法
式
に
お
け
る
左
官
工
事
の
一
考
察

一
の
如
く
で
あ
る
。

全
体
を
通
じ
て
、

等
」
・
「
中
等
」
及
び
「
下
等
」
の
三
段
階
に
区
別
し
て
い
る
が
〔
ー
26
〕ヽ

泥
の
場
合
に
も
そ
の
よ
う
な
ラ
ソ
ク
つ
け
が
な
さ
れ
て
い
る
。

さ
て
用
泥
は
一
般
壁
面
に
対
す
る
塗
壁
仕
様
と
、
壁
画
下
地
と
な
る
壁
面
の

も
の
と
に
大
別
さ
れ
る
。
前
者
は
更
に
消
石
灰
を
主
材
料
と
す
る
上
塗
を
施
す

も
の
と
、
中
塗
ま
た
は
下
塗
の
土
肌
の
ま
ま
了
る
も
の
と
が
あ
り
、
ま
た
消
石

灰
上
塗
も
色
調
や
組
成
に
よ
っ
て
数
種
類
に
細
分
さ
れ
る
。
し
か
し
一
般
壁
・

壁
画
下
地
壁
そ
れ
ぞ
れ
に
使
用
さ
れ
る
材
料
（
素
材
）
は
ほ
ぼ
共
通
し
て
お
り
、

た
だ
施
工
面
に
お
い
て
後
者
の
方
が
非
常
に
丁
寧
で
、
か
つ
前
者
に
は
な
い
若

干
の
工
程
が
付
加
さ
れ
て
い
る
。
い
ま
用
泥
の
大
略
の
種
別
を
表
示
す
れ
ば
表 用

「
エ
作
等
第
」
と
し
て
仕
様
の
程
度
に
よ
っ
て
仕
事
を
「
上

「
法
式
」
に
お
け
る
用
泥
の
記
述
〔

m274以
下
〕
は
他
の
大
部
分
の
諸
作
と

同
様
、
「
制
度
」
・
「
料
例
」
及
び
「
功
限
」
に
分
た
れ
て
い
ろ
。
制
度
は
材
料

組
成
と
施
工
法
に
関
す
る
説
明
で
、
い
わ
ば
現
行
建
築
工
事
に
お
け
る
標
準
仕

様
書
に
当
り
、
料
例
は
方
一
丈
毎
に
必
要
と
す
る
材
料
の
量
を
示
し
た
も
の
、

功
限
は
同
じ
く
方
一
丈
毎
に
要
す
る
各
工
程
の
手
間
を
示
し
た
も
の
で
、
そ
れ

ぞ
れ
所
要
材
料
量
と
エ
数
の
見
積
基
準
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
「
法
式
」

「
法
式
」
の
構
成

「
建
築
材
料
ハ
ソ
ド
ブ
ッ
ク
」
（
昭
和
四
十
四
年
）
朝
倉
書
店
刊
及
び
「
文
化
財
講

座
日
本
の
建
築
4
近
世
ー
」
（
昭
和
五
十
一
年
）
第
一
法
規
出
版
刊
に
そ
の
概
要
を

載
せ
て
い
る
。

壁

画

下

地

壁

ニ

ロ

:

（
な
お
以
上
の
う
ち
功
限
に
関
し
て
は
材
料
・
施
工
法
の
考
察
に
直
接
関
連

が
な
く
、
か
つ
わ
が
国
に
比
較
す
べ
き
資
料
も
現
在
の
処
は
存
在
し
な
い
の
で
、

今
回
の
研
究
の
対
象
か
ら
外
し
た
）
。

ー

土

肌

仕

舞

•
I
S

又
辛
チ
ー

l

ム
m
5
m
[

＂い＂

表
一
、
用
泥
の
分
類

五
表

註

□

で
包
ん
だ
も
の
は

「
法
式
」
で
使
用
さ
れ
て

い
る
用
語
で
、
一
二
以
下

で
剛
次
説
明
す
る
。

ーロ塗



，
 

「
法
式
」

一
般
壁
の
下
・
中
塗

の
内
容

一
般
壁
に
お
い
て
は
「
石
灰
泥
」
す
な
わ
ち
消
石
灰
を
主
材
料
と
す
る
上
塗

を
施
す
も
の
が
、
す
ぺ
て
の
塗
壁
の
標
準
仕
様
と
な
る
。
し
か
し
そ
の
上
塗
を

施
す
た
め
に
、
そ
れ
に
先
立
っ
て
土
に
よ
る
下
塗
・
中
塗
が
行
わ
れ
る
。

ま
ず
「
塵
泥
」
と
呼
ぶ
土
で
下
地
面
の
不
陸
を
均
し
（
こ
の
工
程
を
「
搭
絡
」

と
呼
ぶ
）
、
そ
の
な
ま
乾
き
を
待
っ
て
「
中
泥
」
を
用
い
て
全
面
を
平
に
塗
り

（
「
超
平
」
と
呼
ぶ
）
、
更
に
そ
の
な
ま
乾
き
を
待
っ
て
「
細
泥
」
を
塗
る
。
細
‘

泥
で
塗
上
げ
た
面
を
「
搬
」
と
い
い
、
こ
れ
が
石
灰
泥
上
塗
の
直
接
の
塗
下
地

と
な
る
。
但
し
細
泥
を
施
さ
ず
中
泥
で
搬
を
作
る
場
合
も
あ
っ
た
こ
と
が
、
塵

泥
に
加
え
る
「
麦
絹
」
（
後
述
）
量
を
示
し
た
箇
所
の
註
記

搭
絡
及
中
泥
作
搬
。
減
半
。
〔

m
m〕

に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
次
に
見
る
材
料
の
組
成
か
ら
、
細
泥
に

よ
る
襟
に
比
し
当
然
仕
上
り
の
程
度
が
落
ち
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

塵
泥
と
中
泥
は
方
一
丈
を
一
回
塗
り
す
る
の
に
そ
れ
ぞ
れ
七
擁
（
二
五
二
、

0
0
 
0
)
を
要
し
、
そ
の
各
々
に
麦
絹
八
斤
（
四
、
八
0
0
)
を
加
え
る
の
が
基

準
の
組
成
で
あ
る
。
細
泥
は
同
じ
く
三
捷

(
1
0八、

0
0
0
)
を
要
し
、
「
麦

歓
」
一
五
斤
（
九
、

0
0
0
)
を
加
え
る
の
が
基
準
で
あ
る
。
こ
こ
に
麦
絹
は
麦

稗
そ
の
も
の
で
、
麦
歓
は
そ
れ
を
破
砕
し
た
も
の
の
意
で
あ
る
〔
皿
2
7
7
〕
。
こ

れ
ら
は
い
う
ま
で
も
な
く
わ
が
国
の
藁
窃
に
対
応
す
る
も
の
で
、
稲
藁
で
な
く

麦
の
茎
を
用
い
る
と
こ
ろ
に
「
法
式
」
編
修
の
地
理
的
環
境
の
一
端
を
う
か
が

の。

3
、
荒
窃
稲
藁
を
打
ち
、
三
な
い
し
九
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
に
切
っ
た
も

1
、
荒
壁
土

粘
性
の
あ
る
粘
土
ま
じ
り
の
土
砂
で
、

の
飾
を
通
過
す
る
も
の
。

c
 

う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
麦
絹
が
麦
秤
そ
の
も
の
ま

た
は
そ
れ
を
単
に
切
断
し
た
だ
け
の
も
の
と
す
れ
ば
、

こ
れ
は
わ
が
国
の
荒
窃

（
切
藁
）
に
相
当
す
る
。
対
す
る
麦
歓
は
麦
稗
を
砕
い
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、

わ
が
中
塗
窃
に
相
当
す
る
。
粗
粒
の
土
に
長
い
窃
を
用
い
、
微
粒
の
土
に
細
か

い
窃
を
用
い
る
こ
と
は
、
わ
が
国
の
現
在
の
左
官
工
事
の
み
な
ら
ず
古
代
か
ら

R、

の
一
貫
し
た
手
法
で
あ
っ
て
そ
の
こ
と
は
施
工
の
順
序
か
ら
い
っ
て
、
こ
の

場
合
に
も
当
て
嵌
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
す
れ
ば
塵
泥
・
中
泥

及
び
細
泥
の
性
格
は
、
「
法
式
」
に
明
確
に
謳
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、

前
二
者
は
わ
が
国
の
荒
壁
土
、
後
者
は
わ
が
中
塗
土
に
比
定
し
得
る
。
し
た
が

っ
て
塵
泥
と
中
泥
は
、
名
称
こ
そ
異
な
る
が
全
く
同
質
の
土
と
看
倣
し
て
よ
く
、

こ
の
こ
と
は
「
法
式
」
を
通
観
し
て
も
矛
盾
を
生
じ
な
い
。
参
考
ま
で
に
現
在

の
わ
が
国
で
理
解
さ
れ
て
い
る
荒
壁
土
・
中
塗
土
・
荒
窃
及
び
中
塗
窃
の
定
義

を
日
本
建
築
学
会
標
準
仕
様
書

(
J
A
S
S
と
略
称
す
る
）
の
規
定
に
従
っ
て

示
せ
ば
次
の
如
く
で
あ
る
。
因
に
J
A
S
S
の
こ
の
部
分
の
規
定
は
、
過
去
の

日
本
壁
工
事
の
経
験
に
基
づ
い
て
定
め
ら
れ
た
も
の
で
、
数
量
的
に
多
少
の
異

同
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
大
綱
は
年
代
を
遡
っ
て
も
そ
れ
ほ
ど
大
き
い
変
化
が
認

め
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。

2
、
中
塗
土

荒
壁
土
を
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
節
で
通
し
た
も
の
。

五

一
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル



に
当
る
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塵
泥
（
中
泥
も
同
じ
）
に
対
す
る
麦
絹
の
混
入
量
は
、
さ
き
に
原
文
を
引
い
た

と
お
り
、
搭
絡
の
場
合
と
中
泥
で
襟
を
作
る
と
き
に
は
基
準
か
ら
半
減
さ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
麦
絹
が
甚
準
ど
お
り
混
入
さ
れ
る
の
は
、
今
ま
で
に
見
た
限
り
で

は
中
泥
に
よ
る
超
平
の
場
合
だ
け
で
あ
る
。
作
搬
に
お
い
て
は
、
そ
こ
に
長
大

な
窃
が
入
っ
て
い
る
と
そ
の
上
に
塗
ら
れ
る
石
灰
泥
の
表
面
に
変
色
、
し
み
の

発
生
な
ど
の
悪
影
響
の
出
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
の
で
、
こ
こ
で
麦
銅
量
を
半

減
す
る
こ
と
は
理
解
で
き
る
。
し
か
し
搭
絡
の
場
合
は
そ
の
よ
う
な
影
響
を
懸

念
す
る
必
要
は
な
く
、
む
し
ろ
ひ
び
割
れ
防
止
の
た
め
に
窃
を
多
く
混
入
し
た

五

4
、
中
塗
窃

稲
藁
を
打
ち
、
ニ
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
内
外
に
切
っ
た
も
の
。

こ
の
よ
う
に
材
料
の
性
格
が
定
ま
る
と
、
さ
き
の
搭
絡
・
超
平
及
び
細
泥
塗

先
用
臨
泥
搭
絡
不
乎
処
゜

と
説
明
し
て
い
る
が
、
平
ら
で
な
い
処
を
均
す
の
は
一
種
の
下
地
調
整
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
用
泥
の
下
地
に
は
泥
作
中
の
諸
節
に
見
え
る
狂
や
壌
に
よ
る
組
積
造

の
壁
体
の
ほ
か
に
、
「
第
一

0
章
竹
作
」
の
「
第
三
節
隔
裁
絹
道
」
に
記

載
さ
れ
て
い
る
竹
木
舞
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
後
者
の
場
合
は
特
に
平

③
 

ら
に
均
す
工
程
は
必
要
で
な
い
。
故
に
搭
絡
は
明
か
に
組
積
壁
体
を
対
象
と
し

て
そ
の
表
面
の
不
陸
を
修
正
す
る
た
め
の
工
程
で
、
い
わ
ば
現
在
の
コ
ン
ク
リ

ー
ト
脱
型
後
に
ジ
ャ
ン
カ
（
豆
板
）
部
分
や
欠
落
箇
所
を
セ
メ
ン
ト
モ
ル
タ
ル

で
付
合
わ
せ
る
工
程
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
次
の
超
平
が

今
日
い
う
と
こ
ろ
の
下
塗
も
し
く
は
荒
壁
の
工
程
に
対
応
し
、
細
泥
塗
が
中
塗

方
が
良
い
と
思
わ
れ
る
の
に
、
そ
こ
で
も
敢
え
て
半
減
し
た
理
由
は
さ
だ
か
で

な
い
。
強
い
て
解
釈
す
れ
ば
下
地
と
の
接
着
性
を
よ
り
重
視
し
た
と
い
う
こ
と

に
な
ろ
う
が
、
そ
れ
な
ら
ば
ひ
び
割
れ
の
発
生
し
易
い
材
料
を
使
っ
た
搭
絡
の

な
ま
乾
き
の
ま
ま
超
乎
に
着
手
す
る
こ
と
は
得
策
で
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
完
全

④
 

乾
燥
を
待
つ
べ
き
で
あ
り
、
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
の
点
は
疑
問
と
い
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

行
わ
れ
る
。

細
泥
な
ど
に
よ
る
作
搬
が
了
る
と
石
灰
泥
に
よ
る
最
終
仕
上
げ
（
上
塗
）
が

こ
の
上
塗
は
搬
の
完
了
後
、
間
を
お
か
ず
施
工
さ
れ
、
塗
付
け
ら

れ
た
後
に
水
引
き
具
合
を
見
計
ら
っ
て
「
収
匪
」
五
回
が
繰
返
さ
れ
る
。
収
艇

と
は
今
日
の
鰻
押
え
と
考
え
て
差
支
え
な
く
、
表
面
を
硬
く
磨
き
上
げ
艶
を
出

さ
せ
る
工
程
で
あ
る

さ
て
石
灰
泥
は
白
色
と
は
限
ら
ず
必
要
に
応
じ
て
種
々
の
色
彩
を
つ
け
た
も

の
を
用
い
る
が
、
そ
の
基
準
と
な
る
組
成
は
石
灰
一
五
斤
（
九
、

0
0
0
)
に

「
麻
摘
」
一
斤
（
六
0
0
)
を
加
え
た
も
の
で
、
方
一
丈
毎
に
石
灰
六
三
斤
（
三

七
、
八
0
0
)
を
要
し
、
こ
れ
で
塗
厚
が
一
分
三
厘
に
納
る
と
し
て
い
る
。
こ
こ

に
い
う
石
灰
は
現
在
の
消
石
灰
の
こ
と
で
、
も
し
生
石
灰
に
当
る
「
磯
石
灰
」

を
素
材
と
す
れ
ば
、
そ
の
八
斤
（
四
、
八
0
0
)
を
以
っ
て
石
灰
一
〇
斤
（
六
、

0
 00
)
の
用
に
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
る
が
〔
皿
278
〕
、
生
石
灰
を

⑥
 

消
化
す
る
過
程
に
つ
い
て
は
何
も
触
れ
て
い
な
い
。
次
に
庶
握
と
い
う
の
は
麻

の
収
歴
を
以
っ
て
す
べ
て
終
了
し
た
こ
と
に
な
る
。

〔
m276〕
゜
「
法
式
」
の
示
す
一
般
壁
の
標
準
仕
様
は
こ

〔

lll274〕

の
意
味
も
一
層
明
瞭
に
な
る
。
搭
絡
に
関
し
原
文
は

⇔
石
灰
泥
に
よ
る
上
塗



質
の
も
の
は
用
い
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

微
量

の
苧
を
細
か
く
つ
き
砕
い
た
も
の
で
、

278
〕
、
漂
白
し
た
も
の
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
明
ら
か
で
な
い
。

見
る
壁
画
下
地
壁
作
成
の
場
合
に
は
特
に
精
選
し
た
も
の
を
充
当
す
る
と
し
て

い
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
断
わ
り
を
し
て
い
な
い
一
般
壁
で
は
、
そ
れ
ほ
ど
上

土
は
そ
の
ま
ま
）
、

「
青
（
石
）
灰
」

以
上
は
上
塗
を
白
色
に
仕
上
げ
る
場
合
で
あ
る
が
、

か
紅
・
黄
及
び
青
色
仕
上
げ
と
す
る
と
き
の
仕
様
も
示
し
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ

の
石
灰
泥
を
「
紅
（
石
）
灰
」
・
「
黄
（
石
）
灰
」
及
び

呼
ん
で
い
る
。
例
え
ば
殿
閣
に
用
い
る
紅
灰
は
、
方
一
丈
毎
に
石
灰
一
五
斤

（九、

0
0
0
)
・
「
土
朱
」
五
斤
（
三
、

0
0
0
)
及
び
「
赤
土
」
―
―
斤
八
雨
（
六
、

九
0
0
)
を
配
合
し
た
も
の
で
（
殿
閣
以
外
の
場
合
は
石
灰
一
七
斤
・
土
朱
一
ー
一
斤
、
赤

麻
撞
は
そ
れ
ら
三
者
を
合
計
し
た
数
量
を
石
灰
量
と
看
倣
し

前
記
基
準
に
従
っ
て
加
え
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
こ
の
土
朱
・
赤
土
や
、
青
灰

の
場
合
に
配
合
す
る
「
軟
石
炭
」
、
黄
灰
の
場
合
の
「
黄
土
」
の
性
格
は
「
法

式
」
の
記
載
か
ら
は
詳
ら
か
で
な
い
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
そ
れ
ぞ
れ

の
配
合
物
の
三
分
の
一
な
い
し
半
量
に
も
達
し
て
い
る
の
で
〔
皿
281
〕ヽ

で
顕
色
効
果
を
有
す
る
顔
料
的
な
も
の
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
さ
り

と
て
そ
の
よ
う
な
色
相
を
呈
す
る
石
灰
の
存
在
も
考
え
難
い
の
で
、
こ
こ
で
は

土
朱
以
下
の
材
料
を
そ
の
よ
う
な
色
を
し
た
天
然
の
土
（
粘
土
を
主
成
分
と
す
る

⑥
 

も
の
）
と
推
定
す
る
よ
り
ほ
か
は
な
か
ろ
う
。

こ
れ
に
対
し
は
っ
き
り
顔
料
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
「
塵
墨
」
と
「
墨
煤
」

が
あ
り
、
前
者
は
粗
製
の
墨
の
よ
う
な
も
の
、
後
者
は
す
す
と
推
定
さ
れ
て
い と

「
法
式
」
に
は
こ
の
ほ

し
か
し
後
に

わ
が
国
の
苧
窃
に
相
当
す
る
が
〔
皿

上
の
区
別
は
し
て
い
な
い
。

る〔

m231〕゚
い
ず
れ
も
青
灰
を
作
る
の
に
軟
石
炭
が
得
ら
れ
な
い
と
き
そ
の
代

わ
り
に
用
い
ら
れ
る
も
の
で
、
石
灰
一
〇
斤
（
六
、

0
0
0
)
bl
対
し
前
者
な
ら

ば
一
斤
（
六
0
0
)、
後
者
な
ら
一
―
両
（
四
―
ニ
・
五
）
を
充
て
る
が
、
後
者
に

は
そ
れ
を
溶
く
料
と
し
て
更
に
「
膠
」
七
錢
（
二
六
・
ニ
五
）
が
加
え
ら
れ
る
。

し
か
し
い
ず
れ
に
せ
よ
軟
石
炭
の
配
合
量
に
比
し
て
少
量
で
、
こ
の
湯
合
の
麻

撼
は
石
灰
量
の
み
に
対
し
基
準
組
成
に
従
っ
て
加
え
ら
れ
、
塵
墨
・
墨
煤
な
ど

の
量
は
関
係
し
な
い
〔
皿
275.282
〕゚

と
こ
ろ
で
土
朱
・
赤
土
・
黄
土
及
び
軟
石
炭
を
天
然
の
土
と
す
れ
ば
、
そ
れ

ら
と
石
灰
と
を
配
合
し
て
用
い
る
仕
様
は
現
行
の
わ
が
大
津
壁
工
法
に
ち
か
い
。

こ
れ
に
対
し
白
色
の
石
灰
泥
は
そ
の
よ
う
な
配
合
を
行
わ
な
い
か
ら
漆
喚
工
法

に
似
て
い
る
が
、
「
法
式
」
で
は
そ
れ
ら
を
す
べ
て
同
列
に
取
扱
い
、
施
工
法

第
の
指
定
も
勿
論
「
上
等
」
に
ラ
ン
ク
さ
れ
て
い
る
。

い
ま
ま
で
に
述
べ
た
搭
絡
・
超
平
・
細
泥
塗
及
び
石
灰
泥
上
塗
の
四
工
程
を

経
た
も
の
が
「
法
式
」
に
示
さ
れ
た
一
般
壁
の
最
も
丁
寧
な
仕
様
で
、
工
作
等

こ
れ
に
対
し
同
じ
く
上

塗
を
す
る
も
の
で
も
一
ラ
ン
ク
下
げ
て
「
中
等
」
に
ラ
ン
ク
さ
れ
る
も
の
も
あ

る
。
そ
れ
は
石
灰
泥
の
代
り
に
「
破
灰
泥
」
を
用
い
た
収
腰
二
回
で
仕
上
げ
る

^
9
ペ
ッ

も
の
で
あ
る
。
破
灰
泥
と
は
石
灰
一
斤
（
六
0
0
)
に
「
白
蔑
土
」
四
斤
八
雨

（
二
、
七
0
0
)
の
割
合
で
配
合
し
た
も
の
で
、
そ
れ
に
石
灰
一
〇
斤
（
六
、

0

0
 0)
当
り
麦
歎
九
斤
（
五
、
四
0
0
)
を
加
え
る
。
方
一
丈
毎
の
所
要
量
は
や

は
り
塗
厚
一
分
一
＿
＿
厘
で
石
灰
二

0
斤
(
―
二
、

0
0
0
)
と
そ
れ
に
見
合
う
白
蔑

土
と
麦
歎
で
あ
る
。
白
蔑
土
の
性
格
も
明
ら
か
で
な
い
が
天
然
産
の
白
色
土
と

五
四
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想
像
さ
れ
〔

m284〕
、
し
た
が
っ
て
こ
れ
と
石
灰
を
配
合
す
る
破
灰
泥
も
白
色

と
な
る
。
し
か
し
窃
に
麦
稗
を
使
用
す
る
か
ら
、
麻
を
用
い
る
石
灰
泥
に
比
し

見
か
け
の
劣
る
こ
と
は
否
め
ず
、
し
か
も
破
灰
泥
塗
の
場
合
は
下
・
中
塗
段
階

で
中
泥
を
用
い
な
い
の
で
〔

m274〕
、
鍍
押
え
回
数
の
少
な
い
こ
と
と
相
侯
っ

て
ラ
ン
ク
の
下
る
こ
と
は
や
む
を
得
な
い
。
な
お
消
石
灰
と
白
色
土
を
配
合
す

る
こ
と
は
前
述
の
大
津
壁
方
式
で
あ
る
が
、
わ
が
国
で
は
そ
の
窃
に
麻
ま
た
は

紙
を
使
用
し
て
い
る
か
ら
、
破
灰
泥
で
は
わ
が
大
津
壁
ほ
ど
の
仕
上
り
も
得
難

か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
る
。

土
肌
仕
舞
の
壁

以
上
の
石
灰
泥
な
ど
で
上
塗
ま
で
行
う
本
格
的
な
塗
壁
の
ほ
か
、
土
肌
の
ま

ま
で
工
事
を
了
る
略
式
の
工
法
も
示
さ
れ
て
い
る
。
い
わ
ば
わ
が
国
の
中
塗
仕

舞
に
当
る
も
の
で
、
「
法
式
」
で
は
「
塵
細
泥
」
と
呼
ば
れ
る
。
城
壁
及
び
散

屋
内
外
に
施
さ
れ
る
も
の
で
、
ま
ず
塵
泥
で
下
塗
し
、
そ
の
上
に
細
泥
を
塗
っ

て
収
墜
二
回
で
納
め
る
〔
lil275
〕
゜
簡
略
な
工
法
で
あ
る
か
ら
、
工
作
等
第
で

は
も
と
よ
り
「
下
等
」
に
ラ
ン
ク
さ
れ
て
い
る
。
城
壁
に
用
い
る
場
合
、
塵
泥

•
細
泥
共
に
窃
類
を
基
準
の
倍
量
加
え
る
が
、
こ
れ
は
仕
上
り
の
体
裁
を
良
く

す
る
こ
と
よ
り
も
ひ
び
割
れ
・
剣
離
な
ど
の
故
障
を
恐
れ
た
故
で
あ
ろ
う
。

な
お
塵
細
泥
を
説
明
す
る
原
文
は

先
用
塵
泥
次
用
細
泥
収
匿
雨
逼
゜

〔

III275〕

と
あ
っ
て
、
搭
絡
と
い
う
語
は
使
っ
て
い
な
い
。
「
用
塵
泥
」
を
搭
絡
と
解
す

る
こ
と
も
で
き
る
が
、
こ
こ
で
は
む
し
ろ
塵
泥
塗
と
し
た
方
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

笛

そ
う
す
れ
ば
こ
の
場
合
の
壁
下
地
は
竹
木
舞
で
も
よ
く
、
そ
の
上
に
荒
壁
・
中

塗
を
施
す
現
在
の
わ
が
国
で
ご
く
普
通
に
見
ら
れ
る
土
壁
と
同
じ
も
の
の
に
な

ろ
う
。

壁
画
下
地
壁

壁
画
下
地
壁
は
用
泥
節
の
中
で
も
一
般
壁
と
は
別
に
「
沙
泥
（
蜜
壁
）
」
と

い
う
一
項
を
立
て
て
非
常
に
入
念
な
仕
様
が
説
明
さ
れ
、
工
作
等
第
で
も
上
等

に
ラ
ン
ク
さ
れ
て
い
る
〔
Ill279〕
。
ま
ず
搭
絡
か
ら
始
め
て
塵
泥
を
各
一
分
五

厘
厚
に
五
回
塗
重
ね
、
そ
の
上
に
中
泥
・
細
泥
を
用
い
て
一
般
壁
で
い
う
処
の

搬
を
作
る
。
こ
こ
で
使
わ
れ
る
塵
泥
・
中
泥
及
び
細
泥
の
組
成
も
一
般
壁
と
同

じ
で
あ
る
。
し
か
し
塵
泥
を
塗
重
ね
る
間
に
、
一
般
壁
で
は
見
ら
れ
な
か
っ
た

特
別
な
工
程
が
二
種
も
組
込
ま
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
二
回
目
を
塗
っ
た
後

チ
9
ペ
ッ

「
竹
簾
」
を
横
に
ひ
と
な
ら
び
圧
し
つ
け
て
三
回
目
を
塗
る
こ
と
と
、
そ
の
上

マ

9
ワ

に
「
麻
華
」
を
釘
止
め
し
そ
れ
を
壁
面
に
平
均
に
拡
げ
な
が
ら
四
回
目
の
塵
泥

塗
を
行
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
い
う
竹
蔑
は
竹
を
細
く
勢
い
た
も
の
〔
Ill280

•
2
8
6
〕
で
、
麻
華
は
麻
の
苧
を
綿
の
よ
う
に
砕
い
た
も
の
〔

I
l
l
2
8
0

〕
と
い
わ
れ
、

そ
れ
を
留
め
る
釘
は
「
用
釘
」
の
項
の
記
載
か
ら
長
五
寸
の
鉄
製
で
あ
る
〔
III

竹
籐
一
層
を
挟
む
の
は
塵
泥
全
体
の
塗
厚
が
大
に
な
る
た
め
、
そ
の
中
間
に

力
骨
を
挿
入
す
る
こ
と
に
よ
り
壁
体
の
強
度
を
増
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う

が
、
木
舞
下
地
の
え
つ
り
竹
の
如
く
そ
の
両
端
が
柱
な
ど
で
支
持
さ
れ
て
い
る

場
合
は
と
も
か
く
、

288 
し――’

゜
囚

五
五

こ
の
よ
う
に
単
に
土
層
の
中
間
に
挟
ん
だ
だ
け
で
は
ど
れ



麻
摘
を
洗

白
沙
は
料
例

ほ
ど
の
効
果
を
発
揮
し
た
か
疑
わ
し
い
。
わ
が
国
で
は
壁
厚
が
一
般
に
薄
い
こ

R
 

と
も
あ
っ
て
、
こ
れ
に
相
当
す
る
工
程
は
知
ら
れ
て
い
な
い
。

こ
れ
に
対
し
麻
華
の
使
用
は
ひ
び
割
れ
防
止
と
塗
層
相
互
の
接
着
力
を
増
大

す
る
う
え
に
有
効
な
方
法
で
、
現
行
の
わ
が
国
の
下
げ
苧
ま
た
は
苧
伏
せ
工
程

に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
麻
華
と
下
げ
苧
と
で
は
具
体
的
な
工
法

が
著
し
く
異
な
り
〔

m288〕ヽ

木
摺
下
地
に
よ
る
西
洋
式
漆
喰
工
法
の
導
入
を
待
っ
て
初
め
て
採
用
さ
れ
た
エ

⑧
 

程
で
、
麻
華
と
の
直
接
の
結
び
付
き
は
考
え
難
い
。
ま
た
わ
が
土
蔵
や
城
壁
に

見
ら
れ
る
流
し
羅
工
法
は
木
舞
下
地
を
前
提
と
し
た
も
の
で
、

と
の
関
連
は
認
め
難
い
。

こ
れ
ま
た
麻
華

さ
て
こ
の
よ
う
に
入
念
に
作
成
さ
れ
た
搬
の
上
に
は
「
沙
泥
」
が
塗
ら
れ
、

地
壁
と
し
て
の
泥
作
が
完
了
し
、
あ
と
の
工
程
は
「
彩
憲
作
」

師
関
係
の
職
種
に
委
ね
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
沙
泥
の
組
成
は
制
度
条
に
よ
る
と

「
白
沙
」
二
斤
（
一
、
二

0
0
)
に
膠
土
一
斤
（
六
0
0
)
を
加
え
、

っ
て
清
浄
に
し
た
も
の
七
雨
（
二
六
ニ
・
ニ
）
が
加
え
ら
れ
る
。

条
に
よ
れ
ば
沙
土
と
白
蔑
土
を
等
量
配
合
し
た
も
の
で
あ
る
が
、

す
な
わ
ち
画

こ
の
条
に
よ

る
と
麻
撞
の
混
和
量
は
白
沙
二
斤
（
一
、
二

0
0
)
に
対
し
三
雨
六
錢
(
-
三
五
）

と
制
度
条
の
基
準
の
約
半
量
に
な
っ
て
お
り
、
何
故
そ
の
よ
う
な
差
が
出
て
き

た
の
か
は
明
ら
か
で
な
い
〔
III287
〕
゜
沙
土
は
砂
ま
た
は
砂
分
の
多
い
土
と
解

⑨
 

す
る
よ
り
ほ
か
な
い
が
、
膠
土
に
つ
い
て
も
粘
性
の
強
い
土
で
、
特
に
膠
で
処

理
し
た
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
と
推
定
さ
れ
て
い
る
〔
III188.201
〕゚

水
引
き
具
合
を
見
計
ら
っ
て
一

0
回
の
収
歴
が
繰
返
さ
れ
る
。
こ
れ
で
壁
画
下

し
か
も
下
げ
苧
は
明
治
以
降
使
用
さ
れ
始
め
た

れ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
沙
土
及
び
白
蔑
土
と
い
っ
た
比
較
的
粘
性
に
乏
し
い
材
料
に
膠

土
を
加
え
る
こ
と
に
よ
り
、
後
で
述
べ
る
わ
が
国
の
糊
材
の
如
き
効
果
を
出
し

て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
沙
泥
の
方
一
丈
毎
の
所
要
量
は
沙
土
・
膠
土
及
び
白

蔑
土
が
各
半
握
（
一
八
、

0
0
0
)
ず
つ
で
、
か
つ
そ
れ
に
応
じ
た
麻
摘
な
ど
で

あ
る
。

な
お
以
上
の
仕
様
は
通
常
部
分
の
壁
（
人
目
に
近
い
処
）
に
対
す
る
も
の

で
、
棋
眼
壁
で
は
塵
泥
及
び
細
泥
を
各
一
回
塗
で
搬
を
作
り
、
収
歴
も
一
二
回
し

か
行
わ
な
い
。
こ
れ
は
棋
眼
壁
が
眼
か
ら
遠
く
、
か
つ
面
積
も
小
さ
い
の
で
、

⑩
 

工
法
が
簡
略
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

棋
眼
壁
は
と
も
か
く
通
常
部
分
に
お
い
て
は
、
壁
画
下
地
壁
は
一
般
壁
に
比

し
下
塗
の
回
数
が
多
く
、
ま
た
竹
蔑
や
麻
華
の
工
程
が
加
わ
っ
て
い
る
。
そ
の

う
え
上
塗
に
混
和
さ
れ
る
麻
揖
も
一
般
壁
に
比
し
精
選
さ
れ
て
お
り
、
わ
が
国

の
紙
窃
ほ
ど
の
効
果
（
後
述
）
は
期
待
で
き
な
く
て
も
、
錢
押
え
回
数
の
多
い

こ
と
と
も
相
侯
っ
て
、
ほ
ぼ
わ
が
砦
大
津
に
近
い
仕
上
り
を
得
た
も
の
と
思
わ

註①
沐
京
は
現
在
の
河
南
省
開
封
に
当
た
る
。

②
そ
の
よ
う
な
例
は
四
・
ロ
で
述
べ
る
。

③
現
行
の
わ
が
木
舞
壁
で
は
荒
壁
の
次
に
斑
直
し
行
う
が
、
こ
れ
は
下
地
の
均
し
と

い
う
よ
り
も
中
塗
の
前
段
階
と
し
て
行
う
も
の
で
、
材
料
も
中
塗
土
を
用
い
る
。
ま

た
低
級
な
工
事
で
は
斑
直
し
は
艇
々
省
略
さ
れ
て
、
荒
壁
面
に
直
接
中
塗
が
施
さ
れ

る。
④
こ
の
点
の
技
術
的
解
釈
に
つ
い
て
は
「
山
田
左
官
工
事
」

p88190
を
参
照
さ
れ

た
い
。

五
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営
造
法
式
に
お
け
る
左
官
工
事
の
一
考
察

⑤

生

石

灰

C
a
O
は
そ
の
ま
ま
塗
壁
材
料
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
加

水
す
る
と
発
熱
・
膨
張
す
る
）
。
必
ず
一
旦
水
に
浸
潰
し
消
石
灰

C
a
(
O
H
)
2
に
変

化
（
消
化
と
い
う
）
さ
せ
て
か
ら
使
用
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
現
在
の
生
石
灰
使
用

法
か
ら
の
経
験
に
よ
る
と
消
化
に
は
二
週
間
内
外
の
期
間
を
必
要
と
す
る
。
こ
の
点

に
つ
い
て
「
法
式
」
は
何
も
触
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
が
、
た
だ
生
石
灰
と
消
石
灰

の
重
蘊
比
は
理
論
上
一
・
三
二
に
な
る
。
こ
れ
が
八
斤
対
一
〇
斤
の
比
に
近
い
の
で

石
灰
即
消
石
灰
、
懺
石
灰
即
生
石
灰
と
い
う
比
定
が
で
き
る
の
で
あ
る
〔
皿
279
〕
。
な

ぉ
「
本
草
綱
目
巻
九
、
石
之
三
、
石
類
三
十
二
種
」
の
二
九
番
目
に
挙
げ
ら
れ
て
い

る
「
石
灰
」
の
項
に
は
、
原
石
よ
り
の
焼
成
（
蝦
焼
）
及
び
消
化
の
過
程
を
正
し
く

説
明
し
て
い
る
（
玉
雲
五
主
編
、
国
学
基
本
叢
書
四
百
種
出
に
よ
る
）
。
も
と
よ
り

本
草
網
目
に
は
塗
壁
へ
の
適
用
は
記
し
て
い
な
い
し
、
「
法
式
」
と
は
成
立
年
代
も

異
る
が
、
製
造
工
程
を
見
る
限
り
、
両
者
の
い
う
石
灰
は
同
一
と
看
倣
し
て
よ
い
。

⑥
本
草
網
目
巻
七
、
土
三
一
（
前
註
書
田
）
に
は
赤
土
と
黄
土
を
挙
げ
て
い
る
が
、

こ
こ
で
は
製
法
な
ど
が
説
明
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
「
法
式
」
に
い
う
も
の
と
同
じ

か
否
か
は
不
明
で
あ
る
。

⑦
こ
れ
に
や
や
類
似
す
る
例
と
し
て
、
姫
路
城
乾
小
天
守
の
間
仕
切
壁
に
お
い
て
、

荒
壁
面
に
平
瓦
を
接
着
し
、
そ
の
上
に
中
塗
を
塗
重
ね
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、

壁
体
強
度
に
関
す
る
効
果
は
竹
蔑
と
同
じ
く
期
待
で
き
な
い
。
こ
の
場
合
は
壁
厚
を

保
つ
こ
と
の
ほ
か
、
刀
槍
な
ど
の
機
械
的
破
壊
力
に
対
す
る
防
禦
の
意
味
も
含
ま
れ

て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
（
「
歴
史
的
研
究
」

p113)
。

⑧
「
法
式
の
研
究
」
の
こ
の
部
分
の
解
説
で
は
、
日
本
の
下
げ
苧
に
は
竹
釘
を
使
用

す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
筆
者
の
知
る
限
り
で
は
短
い
鉄
釘
（
長
さ
三
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
程
度
）
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。

⑨
諸
橋
轍
次
「
大
漠
和
辞
典
」
で
も
「
沙
」
は
す
な
、
「
沙
土
」
は
「
沙
と
土
」
に

な
っ
て
い
る
。

⑩
法
隆
寺
金
堂
で
も
壁
画
下
地
で
は
非
常
に
丁
寧
な
仕
事
（
荒
壁
上
に
ニ
ー
三
回
の

中
塗
）
が
な
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
外
面
通
肘
木
間
の
小
壁
で
は
荒
壁
の

上
に
直
ち
に
上
塗
（
白
土
と
白
砂
の
混
合
物
）
が
塗
ら
れ
て
い
た
（
法
隆
寺
国
宝
保

・1
「
法
式
」
で
単
に
石
灰
と
い
う
場
合
は
消
石
灰
を
指
し
、
生
石
灰
を
特
に
礫

石
灰
と
呼
ん
で
い
た
こ
と
は
既
に
述
べ
た
。
し
か
し
わ
が
国
の
文
献
で
は
特
に

両
者
を
区
別
し
た
よ
う
な
表
現
は
見
当
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
生
石
灰
の
湯
合
は

そ
の
性
質
上
、
使
用
に
先
立
っ
て
必
ず
水
中
に
浸
潰
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ

の
場
合
体
積
・
重
量
共
増
大
す
る
の
で
、
「
法
式
」
で
は
磯
石
灰
八
斤
を
以
っ

て
石
灰
一
〇
斤
の
用
に
充
て
る
と
し
て
そ
の
こ
と
を
言
外
に
語
っ
て
い
た
の
で

あ
る
が
（
三
ー
註
⑤
）
、
わ
が
国
で
は
石
灰
を
焼
く
と
い
う
表
現
は
あ
っ
て
も
、

①
 

消
化
過
程
に
関
す
る
記
述
は
全
く
見
ら
れ
な
い
。
と
こ
ろ
で
江
戸
時
代
中
期
以

降
、
京
阪
地
方
へ
の
石
灰
の
主
供
給
地
で
あ
っ
た
土
佐
で
は
、
石
灰
岩
を
蝦
焼

し
て
得
た
生
石
灰
を
そ
の
ま
ま
俵
詰
に
し
て
数
ヶ
月
以
上
放
置
し
、
そ
れ
か
ら

③
 

出
荷
す
る
方
式
が
ご
く
近
年
ま
で
行
わ
れ
て
い
た
。
こ
こ
で
は
そ
の
放
置
期
間

日
存
委
員
会
「
法
隆
寺
国
宝
保
存
工
事
報
告
書
」
第
十
三
冊
、
昭
和
三
十
年
）
。
壁
画

下
地
壁
と
．
一
般
壁
と
の
差
は
あ
ろ
う
が
眼
か
ら
遠
い
箇
所
で
仕
事
を
簡
略
化
し
た
こ

と
は
同
じ
で
あ
ろ
う
。
ま
た
法
界
寺
阿
弥
陀
堂
（
京
都
府
、
鎌
倉
時
代
の
も
の
と
推

定
）
内
陣
小
壁
内
側
に
描
か
れ
た
壁
画
も
眼
か
ら
遠
い
が
、
こ
こ
で
も
荒
壁
（
石
灰

•
砂
及
び
槃
面
）
の
上
に
直
ち
に
上
塗
（
石
灰
と
白
土
の
混
合
物
と
推
定
。
ナ
切
は
視

認
せ
ず
）
が
か
け
ら
れ
て
い
た
（
山
田
幸
一
「
法
隆
寺
金
堂
・
五
重
塔
婆
、
法
界
寺

阿
弥
陀
堂
、
興
福
寺
北
円
堂
の
土
壁
に
つ
い
て
」
。
日
本
建
築
学
会
ー
以
下
単
に

建
築
学
会
ー
論
文
報
告
集
第
八
九
号
。
昭
和
三
十
八
年
九
月
）
。

石
灰
の
使
用
法

石

灰

の

性

質

四
わ
が
国
工
法
と
の
比
較

五
七



(ii) 

中
に
生
石
灰
が
空
気
中
の
水
蒸
気
を
吸
収
し
て
自
然
に
消
化
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
っ
て
、
こ
の
方
式
に
よ
れ
ば
消
化
過
程
を
特
に
設
定
す
る
必
要
は
な
く
、
使

用
時
に
は
す
べ
て
消
石
灰
と
し
て
取
扱
う
こ
と
が
で
き
る
。
も
し
こ
の
よ
う
な

方
法
が
古
来
行
わ
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
消
化
に
関
す
る
記
述
が
無
い
の
も
当
然

で
、
わ
が
国
で
石
灰
と
い
え
ば
常
に
消
石
灰
を
指
し
た
も
の
と
看
倣
し
て
よ
い
。

な
お
わ
が
国
で
生
石
灰
が
明
瞭
に
左
官
材
料
と
し
て
登
場
し
て
く
る
の
は
、
大

R
 

正
時
代
の
後
半
に
石
膏
プ
ラ
ス
ク
ー
の
使
用
が
始
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。

骨
材
と
の
関
係

「
法
式
」
に
お
け
る
石
灰
の
使
用
法
と
わ
が
国
の
そ
れ
と
の
最
大
の
共
通
点

は
、
石
灰
を
上
塗
の
み
に
使
用
し
、
し
か
も
そ
れ
に
骨
材
を
混
入
せ
ず
ク
リ
ー

ム
状
の
プ
ラ
ス
ク
ー
と
し
て
扱
う
こ
と
で
あ
る
。
わ
が
国
で
下
塗
か
ら
石
灰
を

c
 

使
用
し
た
例
と
し
て
管
見
に
入
っ
た
も
の
に
、
文
献
上
で
は
藤
原
頼
長
の
文
倉
、

R
 

遺
構
と
し
て
は
法
界
寺
阿
弥
陀
堂
内
陣
小
壁
内
側
の
壁
画
下
地
壁
及
び
高
知
城

R
 

城
壁
が
あ
り
、
頼
長
文
倉
に
骨
材
が
混
入
さ
れ
て
い
た
か
否
か
は
明
ら
か
で
な

い
が
、
後
二
者
に
は
骨
材
ま
た
は
こ
れ
に
準
じ
る
も
の
の
混
入
が
認
め
ら
れ
た
。

し
か
し
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
特
異
な
事
情
に
基
づ
く
も
の
で
一
般
的
な
手
法
と

は
い
え
ず
、
わ
が
国
で
石
灰
を
セ
メ
ン
テ
イ
ン
グ
材
と
し
て
こ
れ
と
骨
材
を
混

用
す
る
モ
ル
ク
ル
的
な
用
法
が
本
格
化
す
る
に
は
、
や
は
り
幕
末
期
に
お
け
る

①
 

西
欧
建
築
技
術
の
導
入
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

こ
の
点
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
は
古
く
ウ
ィ
ト
ル
ー
ウ
ィ
ウ
ス
が
石
灰
に

混
入
す
る
砂
・
大
理
石
粉
あ
る
い
は
瓦
屑
な
ど
に
関
し
詳
細
な
記
述
を
遺
し
て

R
 

い
る
し
、
そ
の
よ
う
な
遺
構
・
遺
物
の
存
在
に
至
っ
て
は
、
ク
レ
ク
に
お
け
る

価）

、R。

初
期
ミ
ノ
ア
時
代
の
遣
跡
以
来
各
時
代
を
通
じ
て
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
し
の

み
な
ら
ず
、
永
禄
年
間
松
永
久
秀
に
招
か
れ
そ
の
居
城
を
訪
れ
た
耶
蘇
会
士
は

⑩
 

次
の
よ
う
な
報
告
書
を
遣
し
て
い
る
。

此
等
の
家
は
塀
お
よ
び
塔
と
共
に
今
日
ま
で
キ
リ
ス
ト
教
国
に
お
い
て
見

た
る
こ
と
な
き
甚
だ
白
く
光
沢
あ
る
壁
を
塗
り
た
り
。
壁
の
か
く
の
如
く

白
き
は
石
灰
に
砂
を
混
ぜ
ず
、
甚
だ
白
き
特
製
の
紙
を
混
ず
る
故
な
り
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
わ
が
漆
喰
塗
の
白
く
て
美
し
い
の
は
、
紙
窃
の
使
用
と
共
に
砂

を
混
入
し
な
い
こ
と
に
よ
る
と
し
て
お
り
、
逆
に
い
え
ば
ョ
ー
ロ
ッ
。
＾
で
は
砂

を
混
入
す
る
の
が
普
通
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
言
外
に
物
語
っ
て
い
る
。
す

な
わ
ち
石
灰
と
骨
材
と
の
関
係
に
お
い
て
、
わ
が
国
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
工
法
は

ま
ず
劃
然
と
異
な
っ
て
い
た
。
い
ま
中
国
の
遺
構
に
関
し
て
は
詳
か
で
な
い
が
、

し
か
し
「
法
式
」
の
記
載
に
拠
る
限
り
は
、
こ
こ
で
も
わ
が
国
と
同
様
な
工
法

が
採
用
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
こ
の
こ
と
は
石
灰
の
使
用

法
に
お
け
る
―
つ
の
東
ア
ジ
ア
的
特
徴
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

糊
材
に
つ
い
て

わ
が
国
の
左
官
材
料
中
に
占
め
る
糊
材
の
重
要
性
、
殊
に
石
灰
と
併
用
す
る

⑪
 

場
合
の
そ
れ
に
つ
い
て
は
別
稲
で
詳
説
し
た
が
、
要
約
す
れ
ば
塗
壁
材
と
し
て

の
作
業
性
の
向
上
と
接
着
性
の
付
与
に
き
わ
め
て
有
効
な
素
材
と
い
う
こ
と
で

⑱
 

あ
る
。
既
に
奈
良
時
代
に
お
い
て
米
粥
・
膠
な
ど
が
そ
の
用
に
充
て
ら
れ
降⑱

 

っ
て
和
漢
一
ニ
オ
図
会
に
は
現
在
と
同
様
海
藻
類
を
用
い
る
こ
と
を
記
し
て
い
る
。

し
か
し
「
法
式
」
泥
作
章
に
お
い
て
は
糊
材
の
使
用
に
関
し
て
は
殆
ど
触
れ
て

⑭
、

お
ら
ず
少
な
く
と
も
こ
れ
が
編
ま
れ
た
時
間
的
・
地
理
的
限
定
の
下
で
は
左

五
八
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官
材
料
と
し
て
の
糊
材
は
使
用
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
理
解
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

こ
の
こ
と
は
わ
が
国
に
お
け
る
石
灰
使
用
法
と
の
最
大
の
相
違
点
で
あ
ろ
う
。

な
お
ウ
ィ
ト
ル
ー
ウ
ィ
ウ
ス
建
築
書
に
も
特
に
左
官
用
糊
材
に
関
す
る
記
述
は

見
ら
れ
ず
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
一
部
に
各
種
有
機
物
（
豚
の
脂
、
牛
の
血
や
糞
、

膠
な
ど
）
を
添
加
す
る
風
習
は
あ
っ
て

tG、
現
在
の
エ
法
か
ら
推
し
て
一
般
に

は
使
用
し
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
西
欧
風
工
法
が

幕
末
期
以
来
本
格
的
に
導
入
さ
れ
た
と
き
、
前
述
の
骨
材
の
使
用
は
彼
に
学
ん

だ
が
、
江
戸
時
代
以
来
の
糊
材
は
そ
の
ま
ま
存
続
し
、
日
本
的
特
徴
を
持
つ
漆

喰
工
法
と
し
て
現
在
に
及
ん
で
い
る
。

「
法
式
」
に
糊
材
の
記
載
を
欠
く
こ
と
は
、
わ
が
左
官
工
事
の
史
的
考
察
に

関
し
―
つ
の
反
省
の
資
料
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
。
い
ま
見
た
よ
う
に
、
わ

が
国
で
は
奈
良
時
代
と
江
戸
時
代
初
期
に
文
献
上
そ
の
使
用
が
明
確
に
認
め
ら

れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
中
間
の
各
時
期
に
も
糊
材
が
用
い
ら
れ
て
い
た
と

っ
て
き
た
。
し
か
し
前
引
頼
長
文
倉
の
湯
合
も
耶
蘇
会
士
報
告
書
に
も
糊
材
に

関
す
る
記
載
は
な
く
、
ま
た
古
代
以
来
の
遺
構
・
遣
物
に
関
し
石
灰
に
混
入
さ

⑱
 

れ
た
糊
材
が
検
出
さ
れ
た
と
い
う
確
実
な
報
告
に
も
接
し
て
い
な
い
。
し
た
が

っ
て
現
状
で
は
、

ほ
ぼ
平
安
時
代
か
ら
桃
山
時
代
ま
で
は
文
献
・
遣
物
共
に
糊

材
に
関
す
る
資
料
を
殆
ど
欠
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
特
に
耶
蘇
会
士
報
告
書
に

お
い
て
は
、
西
欧
と
異
な
る
骨
材
や
紙
窃
の
使
用
法
に
つ
き
あ
れ
ほ
ど
的
確
な

観
察
を
下
し
な
が
ら
、
同
じ
事
情
に
あ
る
糊
材
に
対
し
て
全
然
言
及
し
て
い
な

い
こ
と
は
不
可
解
と
い
う
ほ
か
は
な
い
。
そ
こ
で
「
法
式
」
の
技
法
と
考
え
合

す
る
見
解
が
一
応
成
立
ち
、
筆
者
も
既
刊
の
諸
稲
で
そ
の
よ
う
な
考
え
方
に
従

価
石
灰
な
ど
に
混
入
す
る
窃

五
九

わ
せ
ば
、
前
の
見
解
と
は
逆
に
、
わ
が
国
で
も
中
世
の
一
時
期
、
糊
材
の
使
用

が
忘
れ
ら
れ
て
い
た
か
、
ま
た
は
糊
材
を
使
用
し
な
い
別
系
統
の
石
灰
使
用
法

が
存
在
し
、
そ
れ
が
江
戸
時
代
初
期
、
よ
り
施
工
性
に
優
れ
る
糊
材
使
用
の
エ

法
に
統
一
さ
れ
た
と
す
る
推
測
も
可
能
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
今
後
の

解
明
を
待
ち
た
い
。

⇔

窃

の

使

用

法

り
土
に
混
入
す
る
窃

お
よ
そ
粘
土
や
石
灰
な
ど
乾
燥
に
伴
っ
て
収
縮
す
る
材
料
に
、
繊
維
状
物
質

を
混
入
す
る
こ
と
は
世
界
共
通
の
現
象
で
あ
る
。
既
に
旧
約
聖
書
や
ウ
ィ
ト
ル

@‘ 

ー
ウ
ィ
ウ
ス
建
築
書
に
も
日
乾
煉
瓦
に
麦
藁
を
加
え
る
こ
と
が
見
え
る
し
こ

の
種
の
遺
跡
・
遺
構
も
ま
た
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
く
、
も
と
よ
り
中
国
・
日
本

も
そ
の
例
外
で
は
な
い
。

「
法
式
」
に
い
う
塵
泥
（
中
泥
）
及
び
細
泥
が
現
行
の
荒
壁
土
及
び
中
塗
土

に
対
応
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
加
え
ら
れ
る
麦
絹
・
麦
歎
が
各
々
荒
窃
と
中
塗
窃
に

相
当
す
る
こ
と
は
前
に
述
べ
た
が
、
法
隆
寺
遺
構
や
平
川
廃
寺
址
（
京
都
府
）

⑱、

出
土
の
壁
土
で
も
麦
を
稲
に
置
き
替
え
れ
ば
ほ
ぼ
同
様
の
構
成
と
な
る
。
こ

こ
で
は
参
考
ま
で
に
法
隆
寺
関
係
の
主
要
壁
に
つ
き
、
次
項
に
述
べ
る
も
の
を

も
含
め
、
そ
の
組
成
を
表
二
に
示
し
て
お
く
。

石
灰
な
ど
（
各
種
石
灰
泥
及
び
沙
泥
）
に
は
麻
撼
す
な
わ
ち
麻
の
苧
を
砕
い
た

も
の
を
混
入
す
る
が
、
「
法
式
」
に
示
さ
れ
た
石
灰
用
の
窃
は
こ
れ
一
種
で
、



し
か
も
壁
画
下
地
壁
以
外
で
は
そ
れ
ほ
ど
精
選
さ
れ
た
も
の
は
用
い
ら
れ
な
か

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
点
、
わ
が
国
で
は
種
類
が
多
く
、
法
隆
寺
で
は
白
土

に
対
し
て
は
植
物
性
雑
繊
維
か
ら
現
在
の
苧
窃
に
ち
か
い
ア
ク
抜
き
し
た
麻
の

繊
維
ま
で
が
部
位
に
よ
っ
て
使
い
分
け
ら
れ
、
そ
の
ほ
か
塔
須
弥
山
と
塑
壁
部

の
表
土
に
は
紙
窃
、
金
堂
壁
画
下
地
中
塗
に
は
蒲
の
穂
が
混
入
さ
れ
て
い
た

（
表
二
参
照
）
。
そ
の
う
ち
蒲
は
奈
良
時
代
の
文
献
に
一
例
知
ら
れ
て
い
る
だ
け

表二 法隆寺五重塔および金堂の使用材料一覧

区 土の
壁の種類

分 種類 1種類

各重荒壁粘土 藁

各重中塗飾土

五 I
初重表土飾土

三重小壁白砂と
表 土 粘 土
四重小壁―
表土 白土

須弥山
荒土粘
百弥山

町中塗
須弥山
表土

戸醤 I白土 1そ瓢 I麿積雙翌懇警鱈，表皮のごときも

金 1
荒 壁粘土 藁 塔とほぼ同じ

堂 I
患画下塁~三―？零彗蜘讐t犀叫．
上塗

白土と 植物性 庶ではなくイラクサのごときものをき
珪砂雑繊維＿ぬfこでたたいた~か．

窃

性 質

長さ12~15cm以上で穂先も含まれる．

藁

藁

麻

重 麻

長さ約3cmに切断したもので，穂先と
節はほとんど除去されている．
繊維をよくほごしたもので，現在のふ
るい窃にちかい．
次条と異なり，一且織物にした繊維を
ほごしたもののようである．
アク抜きした繊維，現在の苧窃にちか
tヽ．

飾

E
 

土

土 籾殻

飾 土

土

藁

紙

で
、
後
年
そ
の
使
用
が
忘
れ
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
麻
と
紙
は
現
在
も

引
続
き
使
用
さ
れ
て
お
り
、
特
に
後
者
は
耶
蘇
会
士
報
告
書
で
も
そ
の
存
在
が

強
調
さ
れ
て
い
た
。
紙
窃
は
現
在
も
高
級
工
事
に
限
っ
て
使
用
す
る
も
の
で
あ

る
が
、
「
法
式
」
に
そ
の
記
載
を
見
な
い
こ
と
は
、
糊
材
の
欠
除
し
て
い
る
こ

と
と
相
侯
っ
て
、
た
と
え
収
艇
の
回
数
を
規
定
ど
お
り
重
ね
た
と
し
て
も
、
耶

蘇
会
士
が
見
た
ほ
ど
の
美
麗
な
仕
上
り
は
得
難
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
る
。註①

令
義
解
巻
一
官
位
令
で
は
士
工
司
に
つ
い
て

正
一
人
掌
営
土
作
瓦
塑
。
（
中
略
）
以
塑
為
瓦
、
井
焼
石
灰
等
事
。

と
あ
り
、
ま
た
時
代
は
降
る
が
日
本
永
代
蔵
巻
二
第
三
「
オ
覚
を
笠
に
着
る
大
黒
」

の
な
か
に
は

さ
れ
ば
大
分
に
す
た
り
行
く
貝
が
ら
を
拾
い
て
霊
厳
島
に
て
石
灰
を
焼
く
…
…

な
ど
と
あ
り
、
い
ず
れ
も
煩
焼
の
こ
と
の
み
を
記
し
消
化
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
な

い
。
も
っ
と
も
和
漢
三
才
図
会
で
は

按
石
灰
江
州
伊
吹
伊
香
大
平
村
等
…
…
処
々
皆
焼
出
之
。
凡
石
灰
風
化
者
経
三

旬
則
砕
散
成
粉
。
未
経
旬
如
逢
水
則
自
出
火
。

と
消
化
に
関
し
正
確
な
知
識
を
披
漉
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
は
前
引
の
本
草
綱
目

に
従
っ
て
そ
の
化
学
的
性
質
を
示
し
た
も
の
で
、
後
出
の
糊
材
に
関
す
る
記
述
の
よ

う
な
使
用
時
に
お
け
る
取
扱
い
法
を
述
ぺ
た
も
の
で
は
な
い
。

②
土
佐
石
灰
工
業
組
合
理
事
長
吉
川
雅
明
氏
ら
の
教
示
に
よ
る
。
な
お
同
組
合
の
好

意
に
よ
り
昭
和
五
十
年
七
月
、
同
地
の
田
中
石
灰
工
業
株
式
会
社
に
お
い
て
こ
の
方

式
に
よ
る
生
石
灰
の
俵
詰
を
行
っ
た
が
、
同
年
十
二
月
現
在
、
消
石
灰
と
し
て
既
に

使
用
可
能
な
状
態
に
達
し
た
。

③
大
正
後
半
、
輸
入
材
料
に
よ
る
石
膏
プ
ラ
ス
ク
ー
の
使
用
が
始
り
、
国
産
材
料

（
原
石
は
輸
入
に
よ
る
）
の
製
造
の
始
っ
た
の
は
昭
和
初
期
か
ら
で
あ
る
（
サ
ン
エ

六
〇
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ス
石
膏
株
式
会
社
「
サ
ン
ニ
ス
石
膏
株
式
会
社
五
十
五
年
史
」
昭
和
四
十
九
年
九
月
）
。

な
お
第
二
次
大
戦
前
ま
で
の
石
膏
プ
ラ
ス
ク
ー
は
、
そ
の
性
質
上
、
生
石
灰
の
併
用

を
必
須
と
し
た
。

④
台
記
天
養
二
年
（
―
-
四
五
）
四
月
二
十
一
日
条
。
な
お
こ
の
文
倉
に
つ
い
て
は

太
田
静
六
「
文
倉
の
防
火
対
策
」
建
築
学
会
論
文
報
告
集
第
六
三
号
（
昭
和
三
十
四

年
）
及
び
山
田
幸
一
「
平
安
時
代
及
び
鎌
倉
時
代
に
お
け
る
左
官
工
事
の
研
究
」
建

築
史
研
究
二
九
（
一
九
六
一
年
三
月
）
彰
国
社
刊
に
詳
し
い
。

⑤

三

ー

註
10
掲
出
山
田
論
文
。

⑥
高
知
県
教
育
委
員
会
「
重
要
文
化
財
高
知
城
修
理
工
事
（
第
三
期
）
報
告
書
」
（
昭

和
三
十
四
年
三
月
）

p
3
0
0

⑦
西
宮
砲
台
（
兵
庫
県
）
で
は
石
積
壁
体
の
外
壁
に
こ
の
種
の
石
灰
モ
ル
ク
ル
が
塗

重
ね
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
砲
台
は
慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）
後
半
に
竣
工
し
た
も
の

で
、
お
そ
ら
く
東
京
湾
は
じ
め
各
地
の
海
岸
に
建
設
さ
れ
た
砲
台
に
も
同
種
の
エ
法

が
採
用
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

⑧
ウ
ィ
ト
ル
ー
ウ
ィ
ウ
ス
建
築
書
第
二
書
第
4
•
第
五
章
ほ
か
。
以
下
同
建
築
書

よ
り
の
引
用
は
す
ぺ
て
森
田
慶
一
訳
註
「
ウ
ィ
ト
ル
ー
ウ
ィ
ウ
ス
建
築
書
」
（
昭
和

四
十
四
年
）
東
海
大
学
出
版
会
刊
に
よ
る
。

⑨
こ
れ
ら
の
事
例
に
関
し
て
は
N
・
デ
ヴ
ィ
ー
著
・
山
田
幸
一
訳
「
建
築
材
料
の
歴

史
」
（
一
九
六
九
年
）
工
業
調
査
会
刊
（
以
下
単
に
「
材
料
の
歴
史
」
と
略
称
）
第
一

三
•
第
一
四
章
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

⑩
村
上
直
次
郎
訳
「
耶
蘇
会
士
日
本
通
信
山
」
所
収
一
五
六
五
年
十
月
二
十
五
日
付
、

「
イ
ル
マ
ン
ル
イ
ス
ダ
ル
メ
イ
ダ
よ
り
耶
蘇
会
の
イ
ル
マ
ン
等
に
送
り
し
書
」

よ
り
引
用
。

⑪
技
術
的
に
は
「
山
田
左
官
工
事
」

p35以
下
、
歴
史
的
に
は
「
歴
史
的
研
究
」

p

120
な
ど
。

⑫
福
山
敏
男
「
奈
良
時
代
に
お
け
る
興
福
寺
西
金
堂
の
造
営
」
・
「
奈
良
時
代
に
お
け

る
法
華
寺
の
造
営
」
及
び
「
奈
良
時
代
に
お
け
る
石
山
寺
の
造
営
」
（
以
上
い
ず
れ

も
「
日
本
建
築
史
の
研
究
」
ー
昭
和
十
八
年
1

所
収
論
文
）
に
そ
の
よ
う
な
事

六

例
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

⑬
和
漢
三
才
図
会
土
地
類
第
十
五
璽
（
之
良
豆
地
）
の
項
。

⑭
膠
土
は
三
・
回
で
見
た
と
お
り
特
に
糊
材
で
処
理
し
た
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い

し
、
ま
た
こ
れ
は
壁
画
下
地
壁
の
最
終
仕
上
に
限
っ
て
用
い
ら
れ
る
材
料
で
、
一
般

的
な
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
膠
は
顔
料
の
溶
剤
と
し
て
の
み
用
い
ら
れ
た
材
料
で
あ

る
(
-
―
-
•
口
）
。
な
お
「
法
式
」
彩
蜜
作
章
で
は
白
土
・
石
灰
な
ど
に
膠
を
加
え
る

こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
が
〔
m

甜
•
3
7
8
な
ど
〕
、
こ
こ
に
い
う
白
土
そ
の
他
の
材
料

は
「
顔
色
」
す
な
わ
ち
絵
具
と
し
て
使
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
〔

m371〕
、
左
官

材
料
的
に
用
い
ら
れ
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
窃
を
混
入
し
な
い
こ
と
か
ら
も
明
ら
か

で
あ
る
。

⑮
「
材
料
の
歴
史
」

p1750

⑯
法
隆
寺
金
堂
壁
画
下
地
壁
に
関
し
大
正
九
年
の
壁
画
保
存
方
法
調
査
委
員
会
報
告

書
で
は
鹿
角
菜
（
ふ
の
り
）
の
存
在
が
説
か
れ
て
い
る
が
、
昭
和
調
査
で
は
こ
れ
は

確
認
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
「
青
陵
」
（
橿
原
考
古
学
研
究
所
彙

報
）
地
二
八
（
昭
和
五
十
年
八
月
）
所
載
の
高
松
塚
古
墳
石
椰
内
使
用
漆
喰
に
つ
い
て

の
研
究
紹
介
で
、
伊
達
宗
泰
氏
は
「
定
着
剤
と
し
て
海
藻
類
が
使
用
さ
れ
た
こ
と
に

つ
い
て
は
一
致
を
み
て
い
る
」
と
さ
れ
た
。
こ
れ
は
同
誌
所
収
の
島
倉
巳
三
郎
「
高

松
塚
の
漆
喰
調
査
」
及
び
山
田
末
利
「
各
種
材
料
に
よ
る
実
験
結
果
」
の
両
研
究
に

基
か
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
島
倉
氏
は
「
保
存
状
況
の
極
め
て
悪
い
植
物
柔

組
織
状
の
も
の
が
若
干
見
出
さ
れ
」
、
こ
れ
が
「
海
藻
の
葉
状
体
の
組
織
に
や
や
似

て
い
る
」
と
述
べ
ら
れ
、
藻
類
胞
子
嚢
の
顕
微
鏡
写
真
は
(
?
)
付
で
紹
介
さ
れ
、

い
ず
れ
に
せ
よ
断
定
を
避
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
山
田
氏
は
現
行
左
官
技
術
に
立
脚

し
て
「
良
質
海
藻
の
濃
液
が
添
加
さ
れ
た
方
が
、
接
着
硬
化
の
よ
い
こ
と
が
、
実
験

の
上
か
ら
も
判
明
」
す
る
と
さ
れ
た
が
、
そ
の
よ
う
な
効
果
を
与
え
る
も
の
は
必
ず

し
も
海
藻
の
濃
液
の
み
と
は
限
ら
な
い
（
例
え
ば
米
粥
で
も
よ
い
）
。
し
た
が
っ
て

こ
の
段
階
で
海
藻
類
の
使
用
を
確
定
す
る
こ
と
は
尚
早
で
あ
ろ
う
。
な
お
別
に
高
松

塚
漆
喰
の
分
析
に
当
ら
れ
て
い
る
安
田
博
幸
氏
は
糊
材
の
存
在
に
つ
い
て
は
触
れ
ら

れ
て
い
な
い
（
「
古
代
漆
険
の
化
学
分
析
で
新
し
く
得
ら
れ
た
二
、
三
の
知
見
に
つ



こ
と
。

2
、
相
違
す
る
点

イ
、
わ
が
国
で
は
石
灰
に
糊
材
を
混
用
す
る
が
、

「
法
式
」
で
は
用
い
な
い

ハ
、
石
灰
性
上
塗
に
も
骨
材
を
混
用
せ
ず
、
窃
と
し
て
麻
を
用
い
る
こ
と
。

い
て
」
・
橿
原
考
古
学
研
究
所
編
「
橿
原
考
古
学
研
究
所
論
集
」

I
昭
和
五
十
年

十
二
月
ー
|
士
口
川
弘
文
館
刊
所
収
）
。

⑰
旧
約
・
出
エ
ジ
プ
ト
記
第
五
章
第
七
•
第
十
二
節
、
ウ
ィ
ト
ル
ー
ウ
ィ
ウ
ス
建
築

書
•
第
二
書
第
三
章
な
ど
。

⑱
山
田
幸
一
他
「
南
山
城
•
平
川
廃
寺
址
の
壁
土
に
つ
い
て
」
建
築
学
会
学
術
講
演

梗
概
集
（
昭
和
四
十
八
年
＋
月
）
。

「
法
式
」
の
左
官
工
事
と
わ
が
国
の
そ
れ
と
の
比
較
に
関
す
る
い
ま
ま
で
の

考
察
に
よ
り
次
の
点
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

1
、
共
通
す
る
点

イ
、
下
・
中
塗
に
土
と
植
物
性
天
然
繊
維
（
「
法
式
」
の
場
合
は
麦
秤
、
わ
が
国

で
は
稲
藁
）
を
用
い
る
こ
と
。

ロ
、
下
・
中
塗
に
石
灰
と
骨
材
は
使
用
し
な
い
こ
と
（
わ
が
国
で
若
干
の
例
外

は
あ
る
が
一
般
的
で
は
な
い
）
。

二
、
紅
灰
・
黄
灰
•
青
灰
及
び
破
灰
泥
は
わ
が
大
津
壁
と
同
じ
く
、
石
灰
に

色
土
を
混
入
す
る
工
法
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
わ
が
国
で
着
色
壁
の
存
在

が
知
ら
れ
る
の
は
江
戸
時
代
初
期
以
降
で
、
そ
れ
ま
で
は
上
塗
は
す
べ
て

白
一
色
に
限
ら
れ
、
壁
面
を
彩
る
も
の
は
壁
画
以
外
に
存
在
し
な
か
っ
た
。

五

結

語

口
は
い
わ
ゆ
る
ヨ
ー
ロ
ッ

本
文
中
に
展
説
し
た
よ
う
に
時
間
的
・
地
理
的
限
定
の
あ
る
「
法
式
」
の
記
載

を
各
時
代
を
通
じ
る
わ
が
工
法
と
比
較
す
る
こ
と
に
は
問
題
も
あ
ろ
う
が
、
両

者
の
主
な
共
通
点
と
相
違
点
は
概
ね
以
上
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
よ

"
9
 そ

の
う
ち
1
の
イ
は
「
法
式
」
と
わ
が
国
の
み
な
ら
ず
古
代
以
来
世
界
に
共

通
す
る
現
象
で
敢
て
異
と
す
る
に
当
た
ら
な
い
が
、

。
＾
的
工
法
と
は
著
く
異
る
。
す
な
わ
ち
ウ
ィ
ト
ル
ー
ウ
ィ
ウ
ス
の
説
く
と
こ
ろ

に
よ
れ
ば
、
そ
こ
で
は
強
力
な
セ
メ
ン
テ
ィ
ン
グ
材
と
骨
材
に
よ
り
固
い
壁
層

を
作
る
こ
と
に
重
点
を
置
い
て
お
り
、
事
実
、
英
語
で
塗
壁
一
般
を
指
す
ス
ク

ッコ

s
t
u
c
c
o
は
ド
イ
ツ
の
古
語
で
固
い
外
皮
を
意
味
す
る

s
t
u
c
c
h
i

に
由
来

す
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
組
積
造
建
築
を
造
る
湯
合
、
壁
体
保
護
の
観

点
よ
り
発
す
る
自
然
な
考
え
方
で
あ
る
。
も
と
も
と
組
積
工
法
の
伝
統
の
な
い

わ
が
国
で
こ
の
よ
う
な
発
想
の
な
か
っ
た
こ
と
は
当
然
と
し
て
も
、
杯
・
濾
な

ど
を
積
む
こ
と
を
基
準
と
し
た
「
法
式
」
の
左
官
工
法
に
そ
の
よ
う
な
考
え
の

見
ら
れ
な
い
の
は
理
解
し
難
く
、
こ
の
点
は
今
後
の
解
明
に
侯
つ
。
と
も
あ
れ

ハ
と
共
に
骨
材
の
使
用
に
習
熟
し
て
い
な
い
こ
と
は
、
一
っ
の
東
ア
ジ
ア
'
~

中
国
文
化
圏
ー
~
の
特
徴
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

2
の
相
違
点
に
つ
い
て
も
、
今
後
わ
が
国
や
大
陸
諸
国
の
文
献
・
遣
構
及
び

現
在
の
エ
法
に
関
す
る
知
見
を
増
す
こ
と
に
よ
っ
て
漸
次
解
明
さ
れ
よ
う
。
特

に
糊
材
の
使
用
に
つ
い
て
は
わ
が
国
で
も
資
料
の
不
足
し
て
い
る
現
在
、
軽
々

、
こ
と
。

し
ロ
、
わ
が
国
で
は
紙
窃
の
使
用
が
見
ら
れ
る
が
、

「
法
式
」
で
は
見
ら
れ
な

..... 
/' 



営
造
法
式
に
お
け
る
左
官
工
事
の
一
考
察

に
結
論
を
導
く
こ
と
は
危
険
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
最
近
竹
島
博
士
が
示
さ
れ
た

R
 

下
地
に
関
す
る
―
つ
の
見
解
と
関
連
し
て
、
と
り
あ
え
ず
次
の
よ
う
な
こ
と
が

す
な
わ
ち
竹
島
博
士
は
、
「
法
式
」
に
竹
小
舞
の
記
述
が
あ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
法
隆
寺
金
堂
で
は
檜
の
小
割
材
を
小
舞
に
掻
い
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
、

彼
我
に
年
代
的
な
隔
た
り
が
あ
る
と
し
な
が
ら
も
、
法
隆
寺
金
堂
の
「
建
築
技
法

の
源
と
し
て
、
竹
の
生
育
し
て
い
な
い
中
国
北
部
の
系
統
を
辿
っ
て
見
る
必
要

が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
く
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
竹
と
い
う
木
舞
用
と

し
て
絶
好
の
材
料
の
得
ら
れ
る
わ
が
国
で
何
故
そ
の
使
用
が
遅
れ
た
か
と
い
う

こ
と
に
つ
い
て
は
筆
者
も
か
ね
て
疑
問
を
感
じ
、
そ
の
―
つ
の
解
答
と
し
て
大⑥

 

陸
に
お
け
る
手
法
を
忠
実
に
踏
襲
し
た
た
め
で
は
な
い
か
と
述
べ
て
お
い
た
が
、

こ
こ
に
よ
り
進
ん
だ
見
解
が
示
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
わ
が
飛
鳥
・
奈

良
時
代
に
導
入
さ
れ
た
建
築
技
法
は
「
法
式
」
と
は
系
統
を
異
に
す
る
も
の
で

こ
れ
と
似
た
よ
う
な
こ
と
が
糊
材
や
紙
窃
に
つ
い
て
も
い
え
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
い
ま
糊
材
に
限
っ
て
見
る
と
、
「
法
式
」
編
修
の
地
理
的
環
境
か
ら

し
て
米
の
使
用
は
無
理
と
し
て
も
、
こ
れ
に
代
わ
る
膠
の
存
在
は
明
記
さ
れ
、

ま
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
一
部
に
見
ら
れ
た
各
種
有
機
物
は
す
べ
て
当
時
の
中
国
で

も
容
易
に
入
手
で
き
た
も
の
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
し
か
も
彩
畳
作
で
は
白
土
・

石
灰
に
対
し
て
膠
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
糊
材
使
用
の
効
果
は
当
時
充
分
に
知

は
な
い
か
と
い
う
解
釈
で
あ
る
。

い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

六

ら
れ
て
い
た
に
相
違
な
い
。
し
か
る
に
用
泥
に
関
し
そ
の
使
用
の
認
め
ら
れ
な

い
こ
と
は
、
「
法
式
」
の
系
統
に
連
る
技
法
で
は
左
官
工
事
に
糊
材
を
用
い
る

伝
統
が
な
か
っ
た
と
解
す
る
ほ
か
は
な
い
。
そ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
糊
材
の

使
用
を
わ
が
国
独
自
の
発
想
と
で
も
し
な
い
限
り
、
少
な
く
と
も
奈
良
時
代
ま

で
に
大
陸
か
ら
学
ん
だ
技
法
は
、
「
法
式
」
と
は
別
系
統
の
も
の
と
見
倣
さ
ざ

る
を
得
な
い
。

註①
「
材
料
の
歴
史
」

p1640

②
組
積
造
と
架
構
造
（
わ
が
国
の
木
構
法
）
に
対
す
る
左
官
工
事
の
こ
の
よ
う
な
発

想
の
相
違
に
つ
い
て
は
、
「
山
田
左
官
工
事
」

p
2
2
な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
。

③
竹
島
卓
一
「
建
築
技
法
か
ら
見
た
法
隆
寺
金
堂
の
諸
問
題
」
（
昭
和
五
十
年
六
月
）

中
央
公
論
美
術
出
版
刊

p
m。

④
木
割
材
下
地
を
使
用
し
て
い
た
こ
と
は
平
川
廃
寺
址
出
土
の
壁
土
で
も
同
様
で
あ

る
（
四
ー
註
⑱
山
田
他
論
文
）
。
ま
た
奈
良
時
代
の
文
献
で
も
下
地
材
は
す
べ
て
木

材
で
、
竹
を
用
い
た
と
い
う
記
録
は
な
い
（
「
歴
史
的
研
究
」

p
2
2
)
。
因
に
竹
木
舞

の
使
用
さ
れ
た
早
い
例
と
し
て
は
、
正
暦
年
間
（
九
九
0
1九
九
四
）
再
建
の
法
隆

寺
大
講
堂
、
承
久
元
年
(
―
ニ
―
九
）
再
建
の
同
寺
舎
利
殿
が
知
ら
れ
て
い
る
。

逆
に
木
割
材
を
用
い
た
遅
い
例
と
し
て
は
、
石
山
寺
鐘
楼
（
間
渡
し
・
木
舞
共
）
、

六
波
羅
蜜
寺
本
堂
（
竪
間
渡
し
の
み
）
な
ど
が
あ
る
（
以
上
い
ず
れ
も
南
北
朝
時
代

の
遺
構
、
京
都
府
教
育
庁
。
後
藤
佐
雅
夫
氏
の
教
示
に
よ
る
）
。

⑤
「
歴
史
的
研
究
」
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