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屋
根
材
は地

域
固
有
の
素
材
で

日
本
で
は
、
雨
露
を
し
の
ぐ
と
い
う

こ
と
が
住
宅
の
最
大
の
要
件
で
す
。
原

始
住
居
で
は
屋
根
と
壁
は
一
体
で
、
寒

さ
を
し
の
ぐ
と
い
う
ウ
ェ
イ
ト
が
高
か

っ
た
。
縄
文
時
代
ま
で
は
現
代
よ
り
も

寒
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
旧
石
器
時
代

は
葉
っ
ぱ
が
つ
い
た
ま
ま
の
生
木
で
作

っ
た
シ
ェ
ル
タ
ー
の
よ
う
な
住
居
で
す
。

一
方
で
、
屋
根
を
葺
く
材
料
も
問
題

で
す
。
日
本
の
場
合
で
す
と
茅
な
ど
の

草
と
樹
皮
か
ら
始
ま
っ
て
、
今
日
ま
で

残
っ
て
い
る
も
の
は
茅
葺
き
、
板
葺
き
、

檜
皮
ひ
わ
だ

葺
き
、
そ
し
て
瓦
の
４
種
類
に
集

約
さ
れ
ま
す
。
北
方
民
族
で
す
と
、
鮭

の
皮
を
剥
ぎ
、
そ
れ
を
屋
根
の
上
に
張

り
つ
け
る
例
も
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
は
、

割
っ
た
石
板
（
ス
レ
ー
ト
）
で
葺
く
地

域
も
あ
り
ま
す
。

葺
き
材
は
、
大
量
に
し
か
も
コ
ン
ス

タ
ン
ト
に
供
給
さ
れ
る
も
の
で
な
い
と
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屋根から雨に思いを馳せる

雨をしのぐ屋根
外に誇る屋根

な
り
ま
せ
ん
。
日
々
傷
ん
で
い
く
も
の

で
す
か
ら
、
簡
単
か
つ
大
量
に
身
の
ま

わ
り
で
と
れ
る
材
料
に
限
定
さ
れ
て
き

ま
す
。

茅
葺
き
屋
根
の
は
じ
め
と
い
う
と
、

登
呂
遺
跡
の
よ
う
な
住
居
を
思
い
浮
か

べ
ま
す
が
、
実
際
は
茅
の
上
に
土
を
盛

っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と

が
、
考
古
学
の
分
野
で
指
摘
さ
れ
て
い

る
よ
う
で
す
。
浅
間
山
の
麓
に
「
日
本

の
ポ
ン
ペ
イ
」
と
い
わ
れ
て
い
る
村
が

あ
り
ま
す
。
紀
元
６
世
紀
ぐ
ら
い
に
浅

間
山
の
噴
火
で
全
村
燃
え
た
所
で
す
が
、

発
掘
さ
れ
た
火
山
灰
の
下
の
潰
れ
た
家

を
見
る
と
、
屋
根
の
上
に
、
火
山
灰
で

は
な
い
土
が
盛
っ
て
あ
る
。
で
す
か
ら
、

骨
組
み
を
組
ん
だ
上
に
薄
く
草
を
葺
き
、

土
を
塗
り
固
め
て
い
た
よ
う
な
の
で
す
。

雨
で
溶
け
な
い
か
心
配
に
な
り
ま
す
が
、

固
め
る
と
そ
う
で
も
な
い
よ
う
で
す
。

日
本
の
場
合
は
雪
国
で
も
、
勾
配
を

急
に
し
て
雪
を
落
と
す
一
般
的
な
パ
タ

ー
ン
と
、
板
葺
き
を
石
で
押
さ
え
、
ひ

た
す
ら
雪
を
溜
め
て
耐
え
る
新
潟
県
に

見
ら
れ
る
よ
う
な
パ
タ
ー
ン
が
あ
り
ま

す
。
後
者
で
す
と
半
端
に
ず
り
落
ち
て

屋
根
が
傷
む
の
が
１
番
困
る
そ
う
で
す
。

農
家
は
基
本
的
に
は
茅
葺
き
に
な
り

ま
す
。
茅
で
葺
く
場
合
は
、
地
域
の
入

会
地
に
茅
野
を
作
っ
て
茅
を
育
て
、
み

ん
な
で
使
う
。
葺
き
替
え
の
と
き
も
協

力
し
て
、
今
年
は
Ａ
さ
ん
の
家
、
来
年

は
Ｂ
さ
ん
、
と
み
ん
な
で
協
働
す
る
。

「
結ゆ
い

」
と
い
わ
れ
る
制
度
で
、
こ
れ
は

全
国
的
に
み
ら
れ
ま
す
。

で
す
か
ら
、
町
の
中
心
部
に
な
る
と

茅
の
供
給
が
で
き
な
く
な
る
。
ま
た
、

瓦
も
桟
瓦

さ
ん
が
わ
ら
が
発
明
さ
れ
る
以
前
の
本
瓦

は
重
量
が
あ
っ
て
、
骨
組
み
を
頑
丈
に

作
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
お
金
の
な
い
人
は

瓦
が
使
え
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
た
が
っ

て
、
そ
う
い
う
所
は
板
葺
き
に
な
り
、

昔
の
「
洛
中
洛
外
図
」
な
ど
を
見
る
と
、

京
都
で
は
、
板
の
上
に
竹
の
網
の
よ
う

な
も
の
を
載
せ
て
押
さ
え
た
り
し
て
い

た
わ
け
で
す
。

珍
し
い
所
で
は
、
長
崎
県
の
対
馬
に
、

石
置
き
屋
根
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。

あ
れ
は
、
倉
庫
を
頑
丈
に
作
ろ
う
と
い

う
時
に
、
平
た
い
石
が
簡
単
に
手
に
入

る
た
め
に
よ
く
使
わ
れ
る
。
そ
う
い
う

局
地
的
に
、
あ
る
場
所
だ
け
で
大
量
に

供
給
さ
れ
る
材
料
が
あ
る
と
、
そ
れ
を

使
う
こ
と
が
あ
る
わ
け
で
す
。

蛎
殻

か
き
が
ら

葺
き

た
だ
、
お
も
し
ろ
い
葺
き
材
も
あ
っ

た
よ
う
で
す
。
東
京
で
は
蛎
殻
葺
き
と

い
う
の
が
あ
り
ま
し
た
。
日
本
橋
に
蛎

殻
町
と
い
う
地
名
も
残
っ
て
い
ま
す
。

単
な
る
蛎
殻
で
は
な
く
化
石
の
蛎
殻
で

屋
根
を
葺
い
た
と
い
い
ま
す
。
江
戸
は

非
常
に
火
事
の
多
い
町
で
、
桟
瓦
が
普

及
す
る
前
は
、
お
金
の
な
い
人
は
瓦
が

使
え
な
い
わ
け
で
す
。
こ
の
た
め
、
都

心
で
も
板
葺
き
や
茅
葺
き
が
多
く
、
す

ぐ
火
事
に
な
る
。
幕
府
は
そ
れ
を
何
と

か
し
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。

瓦
を
葺
け
と
指
示
し
て
も
、
み
ん
な

言
う
こ
と
を
聞
か
な
い
。
そ
れ
で
、
火

の
粉
が
飛
ん
で
き
て
も
す
ぐ
に
は
燃
え

な
い
よ
う
に
と
、
板
葺
き
の
上
に
蛎
殻

を
葺
き
並
べ
る
よ
う
18
世
紀
の
初
め
ご

ろ
お
触
れ
書
き
が
出
ま
す
。
こ
の
屋
根

は
、
ち
ょ
っ
と
雨
風
が
吹
く
と
蛎
殻
が

ず
り
落
ち
る
の
で
、
軒
先
に
貝
殻
止
め

の
横
木
「
貝
留
め
」
を
張
っ
た
そ
う
で

す
。蛎

殻
屋
根
は
あ
る
時
期
流
行
っ
た
よ

う
で
す
が
、
軽
く
葺
け
る
桟
瓦
が
大
津

で
開
発
さ
れ
た
た
め
、
ぱ
た
っ
と
な
く

な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
１
７
３
０
年
前

後
の
江
戸
で
は
武
家
、
町
家
と
も
多
く

蛎
殻
屋
根
だ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す

が
、
16
年
間
の
推
進
政
策
が
終
わ
る
と
、

お
金
の
あ
る
人
は
桟
瓦
に
す
る
し
、
お

金
の
な
い
人
は
ま
た
元
の
板
葺
き
に
戻

本瓦（左）
平瓦のつなぎ目に、
別部材の丸瓦を被せる。
桟瓦（右）
平瓦と丸瓦を一体化させた波形の瓦。
裏側の形状にも工夫して、重ねるピッチを短くできたため、
総重量が軽くなった。
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雨をしのぐ屋根、外に誇る屋根

っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
う
し
て
、
江
戸
の

町
で
は
屋
根
材
が
一
定
で
な
い
と
い
う

特
異
な
状
況
が
現
れ
ま
す
。

京
都
や
大
坂
は
桟
瓦
が
大
変
早
く
普

及
し
た
の
で
、
上
方
か
ら
江
戸
に
行
く

と
、
ば
ら
ば
ら
な
屋
根
の
街
並
み
が
非

常
に
奇
異
に
見
え
た
ら
し
い
で
す
ね
。

―
―
　
住
み
手
は
、
葺
き
替
え
の
寿
命

を
何
年
く
ら
い
と
想
定
し
た
の
で
す
か
。

気
候
条
件
に
よ
る
の
で
す
が
、
茅
で

す
と
25
年
か
ら
30
年
。
大
分
県
で
は
茅

は
40
年
、
麦
わ
ら
15
年
、
稲
わ
ら
７
年

と
言
わ
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。
み
な
さ

ん
、
沖
縄
は
赤
い
瓦
に
シ
ー
サ
ー
が
載

っ
て
い
る
屋
根
を
想
像
す
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
が
、
薩
摩
藩
が
茅
葺
き
以
外
認

め
な
か
っ
た
た
め
、
明
治
後
期
ま
で
は

茅
葺
き
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
沖
縄
の

茅
は
寿
命
が
短
く
、
だ
い
た
い
４
、
５

年
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
寒
い
所
で
育

っ
た
茅
の
ほ
う
が
寿
命
が
長
い
の
で
す
。

葺
き
替
え
と
い
う
と
我
々
は
、
す
ぐ

に
白
川
村
の
総
葺
き
替
え
み
た
い
な
も

の
を
イ
メ
ー
ジ
し
ま
す
し
、
文
化
財
だ

と
補
助
金
が
つ
い
た
と
き
に
ま
と
ま
っ

て
行
う
わ
け
で
す
が
、
現
実
に
は
、
表

面
の
一
番
傷
む
と
こ
ろ
だ
け
替
え
る
と

か
、
北
側
の
陽
が
あ
た
ら
な
い
と
こ
ろ

が
腐
る
か
ら
そ
こ
だ
け
替
え
る
と
い
う

よ
う
な
、
挿
し
茅
と
い
う
形
で
、
常
に

ち
ょ
っ
と
ず
つ
替
え
て
い
る
と
い
う
よ

う
な
こ
と
だ
っ
た
ら
し
い
で
す
ね
。
檜

皮
で
30
年
〜
40
年
ぐ
ら
い
、
板
葺
き
は

も
う
少
し
寿
命
が
短
い
と
思
い
ま
す
。

屋
根
の
形
を
決
め
る
も
の

竪
穴
住
居
で
は
屋
根
が
地
面
に
接
し

て
お
り
、
時
代
が
下
る
に
し
た
が
い
屋

根
が
持
ち
上
げ
ら
れ
て
い
き
、
立
ち
上

が
る
。
そ
う
な
る
と
、
柱
の
上
に
い
か

に
斜
め
の
屋
根
部
材
を
組
み
立
て
、
載

せ
る
か
が
重
要
な
要
素
と
な
り
ま
す
。

あ
る
傾
斜
を
持
っ
た
面
を
、
ど
の
よ
う

に
つ
く
る
か
が
家
づ
く
り
の
出
発
点
だ

っ
た
と
思
い
ま
す
。
い
わ
ば
建
築
技
術

の
一
つ
の
成
果
、
エ
ッ
セ
ン
ス
が
屋
根

の
骨
組
み
に
表
れ
て
い
ま
す
。

降
雨
量
と
、
降
る
の
が
雨
か
雪
か
に

よ
っ
て
も
、
屋
根
の
形
状
は
違
っ
て
き

ま
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
ア
ル
プ
ス

の
北
と
南
と
で
画
然
と
違
っ
て
い
ま
す
。

北
は
雪
が
滑
落
し
や
す
い
よ
う
に
急
勾

配
に
な
り
、
ス
レ
ー
ト
屋
根
が
使
わ
れ

ま
す
。
ス
レ
ー
ト
は
硯
石
と
同
じ
材
質

で
す
か
ら
割
り
肌
は
滑
ら
か
で
、
雪
が

降
っ
て
も
す
ぐ
落
ち
ま
す
。
ド
イ
ツ
で

は
、
ス
レ
ー
ト
屋
根
が
多
い
で
す
ね
。

上：デンマークのトラファルト美術館のオフィ
ス。新しい建物だが、屋根は茅で葺かれ
ている。

左上：約120年前に建てられたノルウェーのロ
グハウス。白樺の樹皮の上に土が盛られ
ている草屋根。

左：オスロの野外博物館に移築された、スター
ヴ教会はすべて木造。屋根は板葺き。製
材された小さな板を軒から積み上げるよ
うに重ね、タールで仕上げている。修復
された新しい部分は、色が薄くなってい
るが、創建は1200年。

下：デンマーク第3の都市、オーデンセにある
アンデルセンの生家は瓦葺き。

左下：スレートで葺かれた納屋。スレートは自
然石なので大きさがまちまち。工業製品
以前の素材が持つ、力強さを感じる。

一番下：リトアニアはヴィリニュスのホテルの
屋根はトタン。樋が軒ではなく屋根の途
中にある。



ま
す
か
ら
、
屋
根
の
面
が
目
立
ち
ま
す
。

そ
れ
に
見
合
う
よ
う
に
、
棟
瓦
の
積
み

上
げ
も
、
段
数
を
多
く
し
て
、
重
々
し

く
見
せ
る
と
い
う
デ
ザ
イ
ン
に
な
っ
て

き
ま
す
。
で
す
か
ら
、
雨
の
降
り
方
の

差
、
雨
量
と
風
の
強
さ
が
デ
ザ
イ
ン
全

体
に
及
ん
で
い
る
と
も
言
え
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

さ
ら
に
、
瓦
で
は
な
く
、
茅
で
す
と

話
が
違
っ
て
き
ま
す
。
茅
葺
き
で
は
傾

斜
が
緩
い
と
水
が
漏
っ
て
し
ま
う
の
で
、

ほ
と
ん
ど
45
度
前
後
、
緩
く
て
も
38
度

程
度
。
そ
れ
よ
り
緩
く
な
る
と
水
が
漏

る
し
、
60
度
以
上
立
て
て
し
ま
う
と
、

今
度
は
葺
く
時
に
危
険
で
仕
方
が
な
い
。

白
川
郷
あ
た
り
は
、
多
分
限
界
で
し
ょ

う
ね
。
勾
配
が
急
な
と
こ
ろ
は
、
雪
対

策
の
た
め
、
あ
る
い
は
屋
根
裏
部
屋
を

養
蚕
に
使
う
と
い
っ
た
、
室
内
用
途
か

ら
の
要
請
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。

―
勾
配
で
は
な
く
、
屋
根
の
形
状

は
ど
う
い
う
要
因
が
影
響
し
ま
す
か
。

例
外
も
あ
り
ま
す
が
、
定
説
と
し
て

言
わ
れ
て
い
る
の
が
、
寄
せ
棟
は
竪
穴

式
住
居
系
、
切
り
妻
は
高
床
式
住
居
系

と
い
う
分
類
で
す
。
竪
穴
住
居
の
屋
根

は
、
周
り
か
ら
枝
な
ど
を
取
り
囲
む
よ

う
に
立
て
掛
け
た
の
で
寄
せ
棟
風
に
な

り
ま
し
た
。
多
少
煙
出
し
の
穴
を
開
け

た
り
し
て
入
母
屋
的
に
も
見
え
ま
す
が
、

基
本
的
に
は
寄
せ
棟
で
す
。

こ
う
し
て
日
本
の
土
着
の
形
式
と
し
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そ
れ
が
イ
タ
リ
ア
、
ス
ペ
イ
ン
に
な

る
と
雨
だ
け
で
す
し
、
雨
量
も
少
な
い

で
す
か
ら
、
ス
ペ
イ
ン
瓦
と
い
う
円
形

を
並
べ
た
よ
う
な
瓦
葺
き
に
な
り
勾
配

が
緩
い
。
一
尺
い
っ
て
三
寸
上
が
る
と

い
う
ぐ
ら
い
の
勾
配
で
す
。
イ
タ
リ
ア

の
町
を
塔
の
上
か
ら
見
下
ろ
す
と
、
赤

茶
色
の
屋
根
瓦
が
一
面
に
張
り
付
い
た

よ
う
に
広
が
っ
て
い
ま
す
が
、
同
じ
葺

き
材
の
屋
根
が
同
じ
よ
う
な
勾
配
で
使

わ
れ
る
こ
と
が
多
い
と
い
う
こ
と
が
わ

か
り
ま
す
。
ス
ペ
イ
ン
は
半
円
形
断
面
、

イ
タ
リ
ア
は
平
面
的
な
瓦
で
す
が
、
い

ず
れ
も
都
市
全
体
が
統
一
さ
れ
て
い
て
、

景
観
上
大
き
な
要
素
に
な
っ
て
い
る
の

は
、
皆
さ
ん
ご
存
じ
の
と
お
り
で
す
。

日
本
で
は
桟
瓦
葺
き
が
江
戸
時
代
の

半
ば
以
降
に
普
及
し
ま
す
が
、
こ
れ
に

も
地
域
差
が
あ
る
。
京
都
の
よ
う
に
比

較
的
強
風
が
少
な
く
、
横
殴
り
の
雨
が

寄せ棟�入母屋�切妻�

降
ら
な
い
所
で
す
と
、
屋
根
勾
配
が
緩

く
な
り
ま
す
。
下
か
ら
雨
が
吹
き
上
げ

ら
れ
な
い
の
で
、
毛
細
管
現
象
で
中
へ

水
が
侵
入
し
な
い
た
め
、
緩
く
し
て
も

構
わ
な
い
か
ら
で
す
。

要
す
る
に
屋
根
は
傾
斜
が
緩
け
れ
ば

緩
い
ほ
ど
、
屋
根
の
懐
が
小
さ
く
な
っ

て
小
屋
組
み
に
使
う
木
材
が
短
く
て
済

む
と
い
う
こ
と
が
あ
り
、
経
済
的
に
は

で
き
た
ら
平
べ
っ
た
く
し
た
い
の
で
す
。

日
本
で
１
番
屋
根
が
緩
い
の
が
、
京
都

の
山
科
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
普
通

の
京
都
の
町
屋
で
、
お
お
よ
そ
十
尺
い

っ
て
四
寸
か
四
寸
五
分
上
が
る
勾
配
で

す
。
関
西
は
割
合
平
べ
っ
た
く
、
そ
こ

へ
細
い
棟
瓦
が
載
る
と
い
う
華
奢
な
感

じ
に
仕
上
げ
ま
す
。

こ
れ
が
関
東
に
行
き
ま
す
と
、
例
え

ば
川
越
の
土
蔵
造
り
は
五
寸
か
ら
六
寸

と
い
う
、
お
寺
に
近
い
よ
う
な
急
な
屋

根
に
な
り
、
重
た
く
感
じ
ま
す
。
こ
の

よ
う
に
、
関
東
で
は
屋
根
が
立
っ
て
き

重要文化財指定を受けた民家は300軒前後あるが、建築
年代が室町時代に遡るのは、ダム建設のため70m移築さ
れたこの箱木千年家（兵庫県神戸市北区山田）と、古井
家（兵庫県宍粟郡安富）の２棟しかない。
箱木家は室町時代の土豪、近世の大庄屋にあたる。入母
屋の軒がかなり低くまで延び、茅で葺かれた屋根が大き
く見える。中に入って小屋組みを見上げると、室町時代
の民家建築の木工技術の高さを伺い知ることができる。
棟木や母屋を支える束柱に貫の補強が入り、かなり古い
とされている部材の柱には、手斧のはつり痕が残る。

て
寄
せ
棟
屋
根
が
出
発
し
、
入
母
屋
に

も
発
展
し
て
い
き
ま
し
た
。
こ
こ
に
入

母
屋
民
家
の
骨
組
み
写
真
が
あ
り
ま
す
。

入母屋の民家　垂木の並び方がよくわかる。『物語／もの
の建築史‐屋根のはなし』（鹿島出版会1990）より

い
か
に
も
四
方
か
ら
集
め
寄
せ
掛
け
た

形
に
な
っ
て
い
て
、
竪
穴
式
住
居
が
ま

わ
り
か
ら
木
を
差
し
掛
け
、
屋
根
を
組

ん
で
い
た
名
残
り
で
あ
ろ
う
と
い
わ
れ

て
い
る
わ
け
で
す
。

こ
れ
ら
の
民
家
と
は
別
系
統
で
、
神

社
仏
閣
建
築
が
あ
り
ま
す
。
見
た
目
は

同
じ
入
母
屋
で
も
寺
院
建
築
の
場
合
、

寄
せ
棟
か
ら
変
化
し
た
民
家
に
お
け
る

入
母
屋
と
は
、
構
造
も
違
う
も
の
で
す
。

寺
院
建
築
は
、
中
国
か
ら
い
わ
ば
先

端
技
術
と
し
て
伝
わ
っ
て
き
ま
し
た
。

そ
こ
で
は
、
入
母
屋
、
寄
せ
棟
、
切
り

妻
が
セ
ッ
ト
で
導
入
さ
れ
ま
す
が
、
入

母
屋
は
２
階
建
て
の
大
規
模
な
建
物
に

用
い
ら
れ
、
寄
せ
棟
は
平
屋
、
そ
し
て

切
り
妻
は
付
属
的
な
施
設
の
も
の
で
し

た
。
つ
ま
り
、
入
母
屋
が
も
っ
と
も
格
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雨をしのぐ屋根、外に誇る屋根

が
高
か
っ
た
わ
け
で
す
。
寺
院
建
築
の

入
母
屋
屋
根
の
発
生
は
、
お
そ
ら
く
切

妻
屋
根
の
妻
側
に
庇
を
伸
ば
し
た
も
の

で
す
。
こ
こ
で
庇
と
い
う
の
は
軒
を
覆

う
だ
け
の
短
い
も
の
で
は
な
く
、
建
物

の
構
成
要
素
と
し
て
重
要
な
も
の
で
し

た
。
古
代
か
ら
鎌
倉
時
代
ま
で
は
、
い

っ
た
ん
「
身
舎
も

や

」
と
呼
ば
れ
る
中
心
構

造
体
を
建
て
、
も
っ
と
広
く
す
る
必
要

が
あ
る
と
き
に
庇
を
延
ば
し
て
い
ま
し

た
。
京
都
御
所
の
紫
宸
殿
を
見
ま
す
と
、

屋
根
の
面
に
段
差
が
つ
い
て
い
ま
す
。

こ
の
段
差
が
最
初
の
構
造
体
の
庇
か
ら

新
た
に
延
ば
し
た
庇
に
切
り
替
わ
る
境

界
な
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
今
の
御
所

の
紫
宸
殿
は
、
最
初
か
ら
一
体
で
造
ら

れ
て
い
ま
す
が
、
発
展
の
過
程
を
示
し

て
い
る
わ
け
で
す
。

で
す
か
ら
、
大
陸
か
ら
の
技
術
が
使

え
る
よ
う
な
支
配
者
階
級
が
切
妻
、
入

母
屋
系
の
屋
根
で
、
寝
殿
造
り
は
、
入

母
屋
に
な
り
ま
す
。

町
並
み
の
屋
根

室
町
時
代
ま
で
の
屋
根
は
、
か
な
り

ば
ら
ば
ら
で
し
た
が
、
江
戸
時
代
に
な

る
と
幕
府
が
派
手
な
デ
ザ
イ
ン
を
禁
じ

ま
す
。
町
並
み
と
い
う
の
は
、
今
は
民

家
が
並
ん
で
る
景
観
と
い
う
意
味
で
す

が
、
昔
は
人
並
み
の
並
み
で
し
て
、
み

ん
な
と
同
じ
よ
う
な
レ
ベ
ル
に
そ
ろ
え

よ
う
と
い
う
の
が
町
並
み
と
い
う
意
味

で
し
た
。
そ
の
中
で
、
同
じ
屋
根
勾
配

で
、
同
じ
材
料
で
、
同
じ
屋
根
の
家
を

そ
ろ
え
る
と
い
う
こ
と
が
固
ま
っ
て
く

る
わ
け
で
す
。

そ
れ
で
も
、
屋
根
の
デ
ザ
イ
ン
的
な

美
し
さ
に
は
、
や
は
り
意
識
し
た
だ
ろ

う
と
思
い
ま
す
。
成
文
化
さ
れ
た
ル
ー

ル
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
何
か
突
飛
な
こ

と
を
す
る
と
人
か
ら
何
か
言
わ
れ
る
と

か
、
役
人
が
や
っ
て
き
て
「
や
め
ろ
」

と
言
う
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
は
あ
っ

た
ら
し
い
。
と
に
か
く
統
一
を
と
っ
て
、

あ
る
整
然
と
し
た
美
し
さ
を
求
め
た
の

で
は
な
い
か
と
い
う
気
は
し
ま
す
。

―
滋
賀
県
の
高
島
町
な
ど
で
は
、

瓦
の
古
い
町
並
み
が
残
っ
て
い
て
印
象

に
残
り
ま
す
ね
。

実
は
あ
の
あ
た
り
の
瓦
葺
き
集
落
も
、

昭
和
40
年
ぐ
ら
い
ま
で
は
茅
葺
き
だ
っ

た
と
こ
ろ
が
大
半
な
の
で
す
。

普
通
の
農
村
や
街
道
町
で
す
と
、
戦

後
ま
で
茅
葺
き
で
、
そ
れ
が
ど
う
も
高

度
成
長
期
に
な
る
こ
ろ
に
一
斉
に
変
わ

っ
た
よ
う
で
す
。
茅
葺
き
は
、
結
で
維

持
し
て
い
る
部
分
が
あ
り
ま
す
か
ら
、

一
斉
に
崩
れ
る
と
い
う
面
が
あ
る
。
葺

き
替
え
る
金
が
な
い
と
か
、
年
寄
り
で

息
子
が
継
が
な
い
と
い
う
家
が
茅
葺
き

を
ト
タ
ン
で
覆
い
、
あ
と
は
も
う
将
棋

倒
し
の
よ
う
に
変
わ
っ
て
し
ま
う
。

そ
れ
で
も
昭
和
40
年
代
ま
で
は
、
ま

だ
意
識
し
て
い
た
の
か
、
あ
る
い
は
技

術
的
な
幅
も
狭
か
っ
た
か
ら
か
、
あ
る

種
の
統
一
さ
れ
た
形
式
の
屋
根
が
残
っ

て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
か
ら
さ

ら
に
40
年
経
っ
た
現
在
で
は
、
選
択
肢

が
多
過
ぎ
て
、
選
ぶ
ほ
う
で
も
そ
れ
が

面
白
く
て
、
ば
ら
ば
ら
に
な
っ
て
い
く

と
い
う
背
景
が
あ
り
ま
す
ね
。
我
々
が

屋
根
を
調
べ
る
際
に
も
、
苦
労
し
ま
す
。

村
の
屋
根
が
い
つ
変
わ
っ
た
、
と
い
う

よ
う
な
こ
と
は
史
料
に
は
出
て
き
ま
せ

ん
か
ら
、
結
局
現
地
に
話
を
聞
き
に
行

く
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
お
じ
い
さ
ん
、

お
ば
あ
さ
ん
を
つ
か
ま
え
て
訊
く
と
、

「
こ
れ
は
何
年
に
、
何
と
か
と
い
う
屋

根
屋
が
売
り
つ
け
に
ま
わ
っ
た
ん
だ
」

と
い
う
こ
と
を
話
し
て
く
れ
ま
す
。

高
度
成
長
期
の
時
代
は
、
や
は
り
、

茅
は
ち
ょ
っ
と
貧
乏
く
さ
い
と
い
う
意

識
が
あ
っ
た
。
今
で
こ
そ
素
敵
で
残
さ

な
く
て
は
と
い
う
思
い
が
生
じ
て
い
ま

す
が
、
当
時
は
と
に
か
く
瓦
の
ほ
う
が

格
好
い
い
と
い
う
風
潮
で
す
。
瓦
は
手

間
も
か
か
ら
な
い
し
、
雨
漏
り
も
し
な

い
。
そ
れ
で
み
ん
な
が
ど
ん
ど
ん
変
え

て
い
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
が
あ

り
ま
す
。

茅
場
も
意
識
が
ち
ょ
っ
と
で
も
薄
れ

た
り
す
る
と
、
維
持
さ
れ
な
く
な
る
し
、

結ゆ
い

も
崩
壊
し
て
し
ま
う
の
で
す
。

サ
ス
テ
ィ
ナ
ブ
ル
な

屋
根
の
デ
ザ
イ
ン

屋
根
の
形
状
や
材
質
は
、
こ
れ
ま
で

の
述
べ
て
き
た
よ
う
に
地
域
性
が
高
く
、

ど
う
い
う
屋
根
を
美
し
い
と
感
じ
る
か

に
は
個
人
差
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
日

本
に
限
っ
て
言
え
ば
、
茅
や
瓦
に
な
れ

親
し
ん
だ
感
性
か
ら
美
し
い
と
感
じ
る

要
素
は
、
分
節
さ
れ
た
茅
や
瓦
の
よ
う

な
素
材
が
、
繰
り
返
さ
れ
る
と
こ
ろ
に

あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

ツ
ル
ン
と
し
た
ト
タ
ン
に
ペ
ラ
ペ
ラ

し
た
印
象
を
持
つ
の
は
茅
や
瓦
の
イ
ミ

テ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
使
う
か
ら
で
あ
っ

て
、
近
代
建
築
を
進
め
た
ミ
ー
ス
・
フ

ァ
ン
・
デ
ル
・
ロ
ー
エ
や
ル
・
コ
ル
ビ

ジ
ェ
の
よ
う
に
素
材
の
持
つ
機
能
を
生

か
し
た
使
い
方
を
す
れ
ば
、
日
本
人
に

も
美
し
い
と
感
じ
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
屋
根
も

建
築
も
こ
れ
か
ら
ど
ん
ど
ん
変
化
が
あ

っ
て
当
然
で
し
ょ
う
。

京
町
家
の
再
生
に
携
わ
っ
て
い
る
人

の
話
を
聞
き
ま
す
と
、
冷
房
も
暖
房
も

が
ん
が
ん
入
れ
な
い
と
と
て
も
住
ん
で

は
い
ら
れ
な
い
そ
う
で
す
。
そ
う
い
う

視
点
で
短
期
的
に
見
る
と
、
必
ず
し
も

環
境
に
優
し
い
建
築
と
も
言
い
が
た
い
。

京
町
家
は
奥
に
庭
が
あ
る
う
な
ぎ
の
寝

床
の
よ
う
な
形
で
、
前
と
後
ろ
が
通
風

で
き
る
こ
と
で
か
ろ
う
じ
て
維
持
で
き

て
い
る
と
い
う
極
め
て
パ
ッ
シ
ブ
な
建

物
で
す
。
高
い
マ
ン
シ
ョ
ン
が
建
つ
と
、

途
端
に
日
当
た
り
が
悪
く
な
り
風
が
吹

か
な
く
な
る
か
ら
、
逆
に
言
う
と
住
み

手
は
周
囲
の
都
市
環
境
に
対
し
て
神
経

質
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
で
す
し
、
い

わ
ゆ
る
炭
坑
の
カ
ナ
リ
ア
役
の
よ
う
な

建
物
な
の
で
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
広
い

意
味
か
ら
言
え
ば
や
は
り
サ
ス
テ
ィ
ナ

ブ
ル
デ
ザ
イ
ン
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

ト
ー
タ
ル
と
し
て
み
る
と
、
や
っ
ぱ
り

環
境
に
寄
与
す
る
部
分
と
い
う
の
が
相

当
あ
る
な
、
と
い
う
印
象
が
あ
り
ま
す
。

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
型
で
な
い
京
町
家
を

い
か
に
作
る
か
と
い
う
こ
と
も
非
常
に

大
変
で
は
あ
る
し
、
そ
れ
が
町
家
ブ
ー

ム
み
た
い
な
言
わ
れ
方
で
し
か
語
ら
れ

な
い
の
は
残
念
で
す
が
、
か
な
り
射
程

距
離
の
長
い
話
だ
と
思
い
ま
す
。

屋
根
と
い
う
の
は
デ
ザ
イ
ン
性
だ
け

で
な
く
機
能
が
重
視
さ
れ
る
箇
所
で
す

か
ら
、
材
料
と
か
形
状
は
そ
の
土
地
の

自
然
環
境
、
あ
る
い
は
材
料
供
給
な
ど
、

純
物
理
的
な
要
因
で
規
定
さ
れ
る
部
分

が
あ
り
、
ま
さ
に
建
築
物
と
外
界
と
の

接
点
で
あ
り
、
せ
め
ぎ
合
う
場
所
な
わ

け
で
す
。

だ
か
ら
、
環
境
に
優
し
い
１
種
類
の

屋
根
が
決
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、

屋
根
と
い
う
の
は
、
環
境
に
対
す
る
自

ら
の
姿
勢
を
決
め
る
要
素
だ
と
い
う
ふ

う
に
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
屋
根
を
考
え

る
こ
と
で
、
外
と
ど
う
向
か
い
合
う
の

か
と
い
う
自
分
の
姿
勢
を
、
は
っ
き
り

と
固
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と

で
す
。

そ
れ
は
、
必
然
的
に
、
雨
に
ど
う
対

し
て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と
に
も
つ
な

が
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。




