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序

最
近
、
県
内
の
都
市
及
び
農
村
の
景
観
は
一
変
し
つk

あ
り
、
こ
れ
は
都
市
や
村
落
を
形
成
し
て
い
る
二
尸
二
尸
の
建
造
物
の
変
化
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き 

い
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
れ
ら
の
変
化
は
、
こ
れ
ま
で
の
町
や
村
の
持
っ
て
い
た
美
し
い
個
性
あ
る
景
観
を
失
な
わ
せ
、
ど
こ
の
町
や
村
も
画
一
化
さ
れ
た
景
観 

と
な
り
つ
乂
あ
り
ま
す
。

か
つ
て
の
町
並
は
板
葺
き
屋
根
の
家
並
が
、
土
蔵
造
り
あ
る
い
は
レ
ン
ガ
造
り
の
商
家
が
建
ち
並
び
、
農
村
に
お
い
て
も
板
葺
き
屋
根
、
草
葺
き
屋
根
の
集 

落
で
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
景
観
や
建
物
は
人
々
の
心
に
安
ら
ぎ
を
与
え
る
落
ち
着
い
た
美
し
さ
や
、
優
れ
た
機
能
を
も
有
し
て
お
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
現
在
の
都
市
は
省
力
化
や
機
能
の
追
求
か
ら
鉄
と
コ
ン
ク
リ
ー
ト
と
を
材
料
と
し
た
ビ
ル
に
変
わ
り
、
ま
た
農
村
も
瓦
葺
き
の
新
建
材
を
使
用
し 

た
し
ょ
う
し
ゃ
な
住
宅
が
目
立 

っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

こ
れ
ま
で
の
何
百
年
と
続
い
て
き
た
伝
統
的
民
家
は
、
そ
の
原
材
料
を
近
隣
か
ら
求
め
、
労
力
の
多
く
を
自
ら
の
も
の
に
よ
っ
て
作
っ
て
き
ま
し
た
。
 

し
か
し
、
農
村
の
生
産
様
式
は
経
済
の
発
展
に
よ
り
、
急
激
な
変
化
を
し
、

こ
れ
ま
で
使
用
さ
れ
て
い
た
葺
草
等
は
供
給
で
き
な
く
な
り
、
労
力
の
確
保
も 

困
難
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

こ
れ
に
伴
い
、
省
力
化
の
波
は
壁
塗
り
の
分
野
に
も
影
響
し
、_

を
か
く
旧
来
の
方
法
は
簡
易
な
方
法
に
と
っ
て
変
わ
ら
れ
る 

よ
う
に
な
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

現
在
、
県
内
に
残
さ
れ
る
板
葺
き
、
草
葺
き
の
建
造
物
は
わ
ず
か
と
な
り
、
特
に
板
葺
き
屋
根
の
家
屋
は
数
棟
を
残
す
の
み
と
推
定
さ
れ
ま
す
。
当
然
こ
れ 

ら
を
作
成
す
る
技
術
も
ま
た
滅
失
寸
前
の
状
態
に
あ
り
ま
す
。

そ
こ
で
、
今
回
群
馬
県
教
育
委
員
会
で
は
、
無
形
文
化
財
緊
急
調
査
と
し
て
、

こ
れ
ら
滅
失
の
危
機
に
あ
る
伝
統
的
民
家
の
草
葺
き•

板
葺
き
の
技
術
及
び 

土
塗
り
壁
の
技
術
を
調
査,

記
録
し
、
そ
の
技
術
を
永
く
後
世
に
伝
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

幸
い
に
も
、
今
回
の
調
査
で
詳
細
に
屋
根
葺
き
工
程
、
土
塗
り
壁
工
程
を
記
録
し
、

こ
こ
に
こ
の
報
告
書
を
公
刊
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
県
民
の
み
な 

さ
ま
が
各
分
野
で
活
用
さ
れ
る
よ
う
期
待
し
て
お
り
ま
す
。

末
尾
な
が
ら
、
本
調
査
に
あ
た
り
御
尽
力
い
た
だ
い
た
調
査
員
の
方
、
御
多
忙
の
中
、
快
く
調
査
に
応
じ
て
い
た
だ
い
た
技
術
保
持
者
の
方
、
ま
た
、
便
宜 

を
図
っ
て
い
た
だ
い
た
関
係
市
町
村
教
育
委
員
会
の
方
々
に
深
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

昭
和
五
六
年
ー
ー
月
一
日

群
馬
県
教
育
委
員
会

教

育

長

横

山
 

巌
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財 
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要 

綱

1. 

趣

旨

本
県
に
は
多
種
多
様
の
無
形
文
化
財
が
存
在
し
て
い
る
が
、
社
会
生
活
の 

変
化
に
よ
り
急
速
に.
消
滅
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
こ
で
特
に
重
要
な
も
の 

で
緊
急
に
保
存
対
策
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
無
形
文
化
財
に
つ
い
て
、
 

調
査
の
う
え
記
録
を
作
成
し
、
保
存
対
策
の
基
礎
資
料
を
得
る
。

2. 

調
査
対
象

伝
統
的
建
築
の
屋
根
葺
と
壁
塗(

県
内
全
域)

県
民
の
生
活
の
基
礎
的
な
場
で
あ
る
家
屋
の
建
設
技
術
は
近
年
急
速
に
変

化
し
つ
つ
あ
り,

伝
統
的
な
屋
根
葺
き
、
壁
塗
り
等
の
建
設
技
術
は
現
在
消 

滅
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

日
本
の
生
産
構
造
が
農
業
を
中
心
と
し
て
い
た
時
に
は
、
そ
の
副
産
物
で

あ
る
藁
、
あ
る
い
は
周
辺
で
得
ら
れ
る
茅•

板
を
用
い
屋
根
を
葺
き
、
ま
た 

竹
、
土
、
藁
を
使
い
壁
を
塗
り
、
自
然
を
た
く
み
に
活
用
し
て
き
た
。
し
か 

も
、
現
在
の
新
建
材
を
と
り
入
れ
た
屋
根
や
壁
と
比
べ
て
も
保
温
性
、
乾
湿 

調
整
機
能
等
優
れ
た
も
の
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
近
年
農
家
の
屋
敷
の
構
造
、
 

農
産
物
の
変
化
等
に
よ
る
原
材
料
の
入
手
難
、
あ
る
い
は
生
活
様
式
の
変
化 

や
新
建
材
の
開
発
普
及
に
よ
る
需
要
の
減
少
に
よ
り
、
藁
•

茅
•

板
葺
き
、
 

壁
塗
り
の
技
術
を
伝
え
て
い
る
人
々
は
県
内
で
も
貴
重
な
存
在
と
な
っ
て
い 

る
。

こ
の
伝
統
的
技
術
は
手
間
の
か
か
る
技
術
な
の
で
、
人
件
費
の
高
く
な 

る
現
在
で
は
将
来
が
危
ぶ
ま
れ
て
い
る
。

3. 

調
査
主
体
者

群
馬
県
教
育
委
員
会

4. 

調
査
協
力
機
関

子
持
村
教
育
委
員
会 

藤
岡
市
教
育
委
員
会 

高
山
村
教
育
委
員
会 

水
上
町
教
育
委
員
会 

吾
妻
郡
東
村
教
育
委
員
会 

板
倉
町
教
育
委
員
会 

大
胡
町
教
育
委
員
会 

上
野
村
教
育
委
員
会

5. 

調
査
員

桑
原 

稔 

国
立
豊
田
工
業
高
等
専
門
学
校
教
授

村
田
敬
一
県
立
藤
岡
工
業
高
等
学
校
教
諭

田
島
豊
穂
上
毛
歴
史
建
築
研
究
所
研
究
員

6. 

調
査
内
容

⑴
 

屋
根
葺
材
料
等
の
製
作
技
術
調
査

(2) 

伝
統
的
屋
根
葺
き
、
壁
塗
り
の
技
術
調
査

(3) 

伝
統
的
屋
根
、
壁
の
効
用
等
の
調
査

⑷

伝
統
と
後
継
者
等
の
問
題
点

7
 

ま 

と 

め

⑴
 

調
査
資
料•

図
面.

写
真
等
の
保
存

⑵
 

調
査
報
告
書
「
群
馬
の
屋
根
葺
と
壁
塗
」

の
作
成



は 

じ 

め 

に

都
会
人
が
道
す
が
ら
、
山
裾
に
点
在
す
る
草
葺
民
家
や
あ
る
い
は
屋
根
上
に
た
く
さ
ん
石
を
の
せ
た
板
葺
民
家
の
間
に
、
白
壁
土
蔵
の
見
え
か
く
れ
す
る
情 

景
を
み
た
時
、
限
り
な
い
愛
着
を
抱
い
て"

ふ
っ
と"

ふ
る
さ
と
の
情
念
に
心
を
打
た
れ
る
と
い
う
の
に
、
最
近
で
は
ど
う
し
て
か
悲
し
く
、
そ
し
て
以
前
に 

も
増
し
て
美
し
く
み
え
る
の 

は
ど
う
し
て
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
姿
は
私
た
ち
の
祖
先
が
竪
穴
住
居
以
来
、
数
千
年
も
の
永
い
間
に
わ
た
っ
て
追
い
求
め
、
か
つ
多
く
の
困
難
を
克
服
し
て
築
き
あ
げ
て
き
た
成
果
の
結 

晶
な
の
で
あ
る
。
そ
の
祖
先
た
ち
が
残
し
て
く
れ
た
す
ま
い
は
、
今
や
そ
こ
に
凝
縮
さ
れ
た
多
く
の
伝
統
技
術
と
共
に
消
え
去
ろ
う
と
し
て
い
る
。
私
た
ち
の 

心
の
中
に
悲
し
み
の
こ
み
あ
げ
る
原
因
は
こ
こ
に
あ
り
、
以
前
に
も
増
し
て
美
し
く
み
え
る
の
は
、
民
家
に
宿
る
各
種
職
人
の
魂
が
最
後
の
力
を
ふ
り
し
ぼ
っ 

て
、
そ
の
保
存
を
訴
え
て
い
る
姿
を
反
映
し
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

視
覚
的
に
一
つ
の
立
体
と
し
て
地
上
に
た
つ
建
築
は
、
目
に
み
え
な
い
多
く
の
技
術•

技
能
の
具
現
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
各
種
の
技
術•

技
能 

の
う
ち
、
大
工
技
術
に
次
い
で
重
要
な
も
の
は
、
雨
露
を
防
ぐ"

屋
根"

と
、
内
外
を
区
画
し
内
の
生
活
を
保
障
す
る"

壁"

に
関
す
る
技
術
で
あ
ろ
う
。

建
築
に
限
ら
ず
各
種
の
技
術•

技
能
の
保
持
者
を
一
般
に"

職
人"

と
い
う
。
具
体
的
に
職
人
と
は
「
手
で
物
を
作
る
職
業
の
人
」
を
指
し
、

一
般
に
あ
ま 

り
上
等
な
道
具
を
用
い
ず
、
自
分
で
使
用
す
る
道
具
を
も
自
ら
作
る
場
合
が
多
い
。

伝
統
的
な
職
人
技
術
あ
る
い
は
、
そ
れ
の
名
人
域
に
ま
で
達
し
た
い
わ
ゆ
る"

名
人
芸"

な
る
も
の
は
歴
史
に
残
す
言
葉
を
持
た
ず
、
し
た
が
っ
て
過
去
に 

お
い
て
記
録
さ
れ
る
こ
と
も
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
そ
れ
は
身
体
や
手
先
を
通
し
て
の
経
験
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
、
親
か
ら
子 

へ
、
師
か
ら
弟
子
へ
と
伝
承
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
今
や
社
会
の
急
激
な
変
化
に
よ
っ
て
消
え
去
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
記
し
た
屋
根
と
壁
の
記
録
は
、
祖
先
が
身
か
ら
身
へ
永
い
間
営
々
と
し
て
伝
え
守
っ
て
き
た
伝
統
的
な
無
形
技
術
を
、
消
滅
寸
前
に
と
ら
え
て
結
晶 

に
し
た
貴
重
な
庶
民
階
級
の
文
化
遺
産
で
あ
る
。

こ
の
結
晶
を
霧
消
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
未
来
に
伝
え
る
の
も
ま
た
、
私
た
ち
庶
民
の
努
め
で
あ
ろ
う
。



I  

草
葺
屋
根

H

は
じ
め
に

昭
和
四
十
年
代
に
入
る
と
近
代
化
の
波
は
大
き
く
日
本
全
土
を
覆
い
、
古 

民
家
の
宝
庫
と
ま
で
い
わ
れ
て
き
た
山
村
地
帯
の
景
観
も
一
変
さ
せ
て
し
ま 

う
ほ
ど
の
激
し
い
変
ぼ
う
ぶ
り
で
あ
っ
た
。
群
馬
県
に
お
い
て
も
例
外
で
な 

く,

我
々
の
周
囲
を
な
が
め
て
み
て
も
一
種
の
流
行
の
よ
う
に
、
古
い
も
の 

が
と
り
こ
わ
さ
れ
、
新
し
い
も
の
に
代
っ
て
い
っ
た
。
そ
れ
は
建
物
ば
か
り 

で
な
く'

あ
ら
ゆ
る
分
野
に
波
及
し
、

「
使
い
す
て
時
代
」
と
い
う
流
行
語 

す
ら
生
み
出
し
た
。

先
祖
代
々
数
百
年
間
に
わ
た
り
、
生
活
と
生
産
の
場
と
な
っ
て
き
た
多
く 

の
由
緒
あ
る
古
民
家
が
、
先
を
競
う
ご
と
く
姿
を
消
し
て
い
っ
た
の
も
こ
の 

時
期
で
あ
り
、
現
在
で
も
引
続
き
そ
の
延
長
上
に
あ
る
。
そ
し
て
現
在
、
前 

橋
•

高

崎.

伊
勢
崎
を
中
心
と
す
る
平
野
部
で
は
、

ほ
と
ん
ど
草
葺
民
家
が 

み
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

一
般
に
県
内
西
部
の
鏑
川•

神
流
川
に
沿
っ
た
地
方
は
板
葺
屋
根
の
地
域 

と
さ
れ
て
い
る
。
(

図1
1
1

の
斜
線
地
域)

し
か
し
、
富
岡
市
額
部
地
区
の
場
合
、
十
八
世
紀
初
期
以
前
に
さ
か
の
ぼ
る 

古
民
家
四
棟
の
う
ち
、
二
棟
ま
で
が
草
葺
で
あ
り
、

こ
れ
以
後
の
遺
構
で
も 

小
規
模
民
家
は
草
葺
で
あ
っ
た
こ
al
、
藤
岡
市
の
場
合
、
十
八
世
紀
初
頭
以 

前
の
古
民
家
五
棟
の
う
ち
三
棟
ま
で
が
草
葺
で
、
さ
ら
に
十
七
世
紀
に
ま
で 

さ
か
の
ぼ
る
最
古
の
遺
構
が
草
葺
で
あ
り
、
か
つ
、
こ
れ
以
後
の
新
し
い
遺
構 

a

で
も
小
規
模
民
家
に
草
葺
を
多
く
見
受
け
と
な
ど
か
ら
、
県
内
西
部
の

〔図1一1〕草葺および板葺屋根の分布地域図

關:草葺屋根残存地域 :板葺屋根の地域(残存率〇 %)

(残存率10%以下)



鏑

川•

神
流
川
に
沿
っ
た
地
方(

図1
1
1

の
斜
線
地
域)

と
い
え
ど
も
、
十
七
世
紀
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
と
草
葺
屋
根
の
地
帯
に
入
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
 

そ
し
て
、
当
地
方
の
板
葺
屋
根
は
十
八
世
紀
初
頭
頃
か
ら
一
般
農
民
層
の
間
に
浸
透
し
始
め
、
十
八
世
紀
末
期
頃
に
な
る
と
草
葺
屋
根
を
上
回
る
ほ
ど
の
勢
い 

で
普
及
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る,

前
述
の
よ
う
に
本
県
は
十
七
世
紀
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
と
全
域
に
草
葺
屋
根
が
分
布
し
て
い
た
。
し
か
し
、
現
在
で
は
北
部
や
西
北
部
の
山
間
地
、
平
野
部 

で
は
明
和
村•

板
倉
町
お
よ
び
そ
の
周
辺
に
わ
ず
か(

一
〇%

以
下
で
あ
ろ
う)

見
受
け
る
程
度
に
な
っ
て
し
ま
っ
た(

図1

丨1
)

。

〇
草
葺
屋
根
の
歴
史

草
葺
屋
根
の
起
原
は
い
つ
ご
ろ
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
恐
ら
く
竪
穴
住
居
の
起
原
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
一
般 

に
竪
穴
住
居
の
屋
根
は
茅
の
穂
先
を
下
に
し
て
葺
か
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る(

写
真1

丨1
)

。
そ
の
理
由
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

①
 

穂
先
の
葉
は
広
く
雨
水
を
下
方
へ
流
し
易
い
。

②
 

根
元
を
下
に
し
て
葺
い
た
場
合
、
雨
水
は
葉
を
伝
わ
っ
て
茎
元
に
集
ま
っ
て
し
ま
い
水
は
け
が
悪
い
。

後
に
な
っ
て
鉄
器
が
普
及
し
、
ぶ
厚
く
葺
き
あ
げ
た
屋
根
面
を
鉄
製
の
鋏
で
仕
上
げ
る
よ
う
に
な
る
と
、
屋
根
面
に
茅
の
切□

が
密
集
し
て
並
ぶ
こ
と
に
な 

る
。
雨
水
は
茅
の
切□

か
ら
切□

を
伝
わ
っ
て
流
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
根
元
の
茎
の
か
た
い
所
を
屋
根
面
に
出
し
た
方
が
耐
久
性
に
富
む
こ
と
に
な
る
。
 

こ
う
し
て
鉄
製
鋏
の
使
用
と
共
に
草
葺
屋
根
は
、
草
(

茅)

の
根
元
を
下
に
し
て
葺
き
あ
げ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
そ
の
時
期
は
屋
根
葺
道 

具
の
一
つ
で
あ
る
鉄
製
鋏
の
普
及
時
期
と
同
一
時
期
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
現
在
で
は
、
そ
の
時
期
を
明
ら
か
に
で
き
る
ほ
ど
の
資
料
を
見
出
し
て
い
な
い
。
 

日
本
に
お
け
る
農
家
の
屋
根
は
竪
穴
住
居
以
来
十
九
世
紀
末
期
頃
ま
で
、
草
葺
屋
根
を
主
流
に
建
設
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
近
年
、
家
屋
の
建
設
技
術
は
大 

量
生
産
と
、
形
式
の
普
遍
化
を
目
標
と
し
た
工
業
化
の
傾
向
を
増
々
顕
著
に
し
つ
つ
あ
る
の
で
、
手
間
が
か
か
り
材
料
の
不
足
が
ち
な
草
葺
屋
根
は
、
急
速
に 

消
滅
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

白 

県
内
に
お
け
る
草
葺
屋
根
の
形
式
と
分
布

県
内
に
お
い
て
明
治
初
年
頃
ま
で
に
み
ら
れ
た
伝
統
的
な
民
家
の
主
な
屋
根
形
式
は
図1

丨2

に
掲
げ
た
八
つ
の
型
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
草
葺
屋
根
に
み
ら 

れ
る
形
式
は
(A)
〜
(G)
の
七
つ
で
あ
る
。
次
に
(A)
〜
(G)
の
屋
根
形
式
に
つ
い
て
解
説
す
る
。



㈧

寄
せ
棟
造
り(

図1

丨2

、
(A))

日
本
に
お
け
る
古
い
民
家
の
基
本
形
で
あ
り
、
本
県
の
場
合
も
一
八
世
紀
初
頭
頃
よ
り
さ
か
の
ぼ
る
古
民
家
は
こ
の
形
式
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の 

形
式
の
民
家
は
、
県
内
に
養
蚕
が
普
及
す
る
以
前
の
平
屋
造
り
の
古
い
遺
構
に
多
く
み
ら
れ
る
。
十
七
世
紀
の
頃
は
県
内
全
域
に
分
布
し
て
い
た
。
 

⑻

入
母
屋
造
り(

図1
1
2

、⑻
)

寄
棟
造
り
の
上
部
左
右
に
三
角
形
の
破
風(

千
鳥
破
風)

を
つ
け
た
も
の
で
あ
る
。
建
物
に
風
格
が
で
る
の
で
古
い
社
寺
建
築
は
こ
の
型
が
多
い
。
 

江
戸
時
代
で
は
一
般
農
家
に
は
許
さ
れ
ず
、
名
主
な
ど
格
式
の
あ
る
家
に
限
ら
れ
た
。
草
葺
屋
根
で
は
こ
の
破
風
の
造
り
方
に
「
Ag_
 
砌
at
」
(

写
真1
 

丨
19)

と

「
オ
ガ
ミ
破
風
」
(

写
真1

丨
18)

の
二
通
り
が
あ
る
。

八
字
破
風
は
オ
ガ
ミ
破
風
よ
り
手
間
も
か
か
り
、
風
格
も
出
る
の
で
上
等
な
破
風 

と
さ
れ
た
。
赤
城
型
・
榛
名
型•

前
兜
造
り•

曲
家
な
ど
も
入
母
屋
造
り
を
兼
ね
る
場
合
が
あ
る
。

(c)
赤

城

型(

図1
1
2

、
(c))

寄
棟
造
り
屋
根
の
正
面
中
央
部
を
切
り
あ
げ
、
こ
こ
に
窓
を
設
け
て
屋
根
裏
蚕
室
へ
の
明
か
り
と
り
に
し
た
の
が
特
徴
で
あ
る
。
養
蚕
の
た
め
と
冬
季 

に
お
け
る
北
西
か
ら
の
か
ら
っ
風
の
防
備
か
ら
生
れ
た
型
で
あ
る
。
群
馬
県
内
に
し
か
み
ら
れ
な
い
特
徴
あ
る
型
で
、
特
に
赤
城
山
麓
周
辺
に
多
く
見
ら 

れ
る
こ
と
か
ら
「
赤
城
型
」

の
名
が
つ
け
ら
れ
；？
。
養
蚕
県
群
馬
を
代
表
す
る
民
家
形
式
で
あ
り
、

一
八
世
紀
中
頃
に
出
現
し
一
九
世
紀
以
降
流
行
す
る
。

(D) 

榛

名

型(

「
切
り
あ
げ
屋
根
」
と
も
称
す)
(

図1

丨2

、§
)

赤
城
型
と
は
逆
に
屋
根
の
前
面
中
央
部
を
押
し
あ
げ
、
屋
根
裏
に
設
け
ら
れ
た
蚕
室
の
明
か
り
と
り
に
し
た
も
の
で
、
や
は
り
養
蚕
の
影
響
を
受
け
て 

生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
屋
根
裏
の
利
用
効
率
は
赤
城
型
よ
り
高
い
。
し
か
し
雨
仕
舞
の
悪
い
の
が
欠
点
で
あ
る
。
榛
名
山
麓
周
辺
に
多
く
み
ら
れ
る
こ 

と
か
ら
「
榛
名
型
」
と
よ
ば
れ
て
い
る
。
出

現,

流
行
時
期
と
も
赤
城
型
と
同
時
期
と
み
ら
れ
る
。

(E) 

妻
兜
造
り(

図1

丨2

、
(E)

寄
せ
棟
造
り
の
妻
側
の
屋
根
を
切
り
あ
げ
た
形
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
型
も
赤
城
型•

榛
名
型
と
同
様
に
、
寄
せ
棟
造
り
か
ら
発
展
し
た
も
の
と
考 

え
ら
れ
る
。
沼
田
以
北
の
利
根
地
方
一
帯
に
分
布
す
る
。
豪
雪
地
帯
で
発
達
し
た
形
式
だ
け
に
、
雪
お
ろ
し
に
手
間
の
か
か
る
正
面(

平
側)

に
は
手
を 

つ
け
ず
、
側

面
(

妻
側)

の
屋
根
を
切
り
あ
げ
、

こ
こ
に
窓
を
設
け
て
、

こ
こ
か
ら
屋
根
裏
の
明
か
り
と
り
を
し
、
豪
雪
時
に
は
出
入
口
の
役
も
果
た
し 

た
。
こ
の
形
式
の
古
い
民
家
で
は
土
間
側
だ
け
を
兜
造
り
に
し
、
新
し
い
も
の
で
は
左
右
の
妻
部
を
兜
造
り
に
す
る
。
妻
兜
造
り
の
出
現
と
流
行
時
期
は 

赤
城
型
の
そ
れ
よ
り
も
幾
分
遅
れ
る
よ
ぅ
で
あ
る
。
こ
の
点
の
詰
め
は
今
後
の
研
究
課
題
で
あ
る
。



(A)寄せ棟造り(草葺き)(B)入母屋造り(草葺き) 

(C)赤城型(草葺き)(D)榛名型(草葺き)

(E)妻兜造り(草葺き)(F)前兜造り(草葺き)

(G)曲り家(草葺き)(H)切妻造り(板葺き)

〔図1一2〕 群馬県内にみられる屋根形式

(A)〜(G)は草葺屋根㈤は板葺屋根



(F)
前
兜
造
り(

図1
1
2

、
(F)

妻
兜
造
り
が
屋
根
の
側
面(

妻
側)

を
切
り
あ
げ
た
の
に
対
し
て
、
正

面
(

平
側)

の
屋
根
を
切
り
あ
げ
た
形
で
、
吾
妻
郡
中
之
条
町
に
集
中
的
に
み
ら 

れ
、
そ
の
周
辺
地
域
に
も
分
布
し
て
い
る
。
前
兜
造
り
は
中
之
条
町
を
中
心
に
し
た
吾
妻
地
方
で
、

一
九
世
紀
以
降
流
行
を
み
た
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
出
現
時
期
と
そ
の
後
の
展
開
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
詳
細
な
検
討
を
必
要
と
し
て
お
り
、
妻
兜
造
り
と
共
に
今
後
究
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら 

な
い
課
題
で
あ
る
。

(G
曲

り

家(

図1

丨2

、
(0)

鍵
形
に
曲
っ
た
屋
根
の
形
式
で
、
東
北
、
北
陸
地
方
に
多
く
み
ら
れ
る
。
基
本
形
は
突
き
出
た
部
分
に
厩
を
配
し
、
寒
い
冬
の
積
雪
時
に
外
に
出
な
い
で 

厩
に
行
け
る
な
ど
の
利
点
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
なM

り̂

は
本
県
の
場
合
め
ず
ら
し
く
、
現
在
の
と
こ
ろ
利
根
郡
利
根
村
南
郷
に
鈴
木
順
一
家
の
一
例
を
認 

め
る
だ
け
で
あ
る
。
 

)

群
馬
県
の
南
西
部
に
位
置
す
る
明
和
村
で
は
、M

i
l

の
±1
も
覇
側
に
一
室
あ
る
い
は
二
室
を
突
き
出
し
、
鍵
形
に
裏
側
へ
曲
っ
た
民
家
が
あ
っ
た
。

こ
の 

よ
う
な
家
は
名
主
あ
る
い
は
組
頭
役
を
勤
め
た
有
力
農
民
の
家
に
限
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
や
は
り
曲
り
家
と
よ
ん
で
い
た
。

こ
の
よ
う
な
曲
り
家
を 

板
倉
町
で
も
確
認
し
て
い
る
の
で
、
江
戸
時
代
に
は
館
林
を
中
心
と
す
る
県
東
南
部
の
地
方
で
、-

上
層
農
民
の
民
家
と
し
て
上
手
裏
側
に
室
を
突
き
出
し
た 

曲
り
家
が
あ
る
程
度
存
在
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
し
か
し
現
在
、
当
時
の
遺
構
を
残
し
て
い
る
家
で
も
、
雨
仕
舞
が
悪
い
と
い
う
こ
と
で
、
突
き
出
し
部 

分
を
取
り
除
き
直
家
に
し
て
い
る
家
が
多
い
。

W

調
査
方
法

本
調
査
は
草
葺
屋
根
の
職
人
探
し
か
ら
始
ま
っ
た
。
調
査
対
象
の
選
定
は
一
地
域
に
片
寄
る
こ
と
を
避
け
、
北
部
の
利
根
郡•

北
西
の
吾
妻
地
方•

南
東
の 

板
倉
町
お
よ
び
こ
れ
ら
の
中
間
地
点
に
位
置
す
る
子
持
村
と
笠
懸
村
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
一
人
計
五
人
の
調
査
対
象
者
を
選
ん
だ
。

以
上
の
よ
う
に
し
て
選
ば
れ
た
調
査
対
象
者
の
家
に
県
教
委
お
よ
び
地
元
教
育
委
員
会
を
通
じ
て
、
こ
の
調
査
の
主
旨
と
訪
問
予
定
日
時
を
連
絡
し
た
上
で 

順
次
訪
問
し
、

こ
の
職
業
に
入
っ
た
動
機
や
修
業
時
代
を
初
め
、
仕
事
の
順
序•

仕
上
方
法•

部
材
の
名
称•

道
具
と
そ
の
使
用
法
、
人
工
手
間
お
よ
び
そ
の 

他
広
範
囲
に
わ
た
る
聞
き
取
り
調
査
を
お
こ
な
っ
た
。
ま
た
実
際
に
そ
の
職
人
が
葺
き
あ
げ
た
建
物
を
案
内
し
て
も
ら
い,

実
物
を
見
な
が
ら
説
明
し
て
い
た 

だ
い
た
り
、
さ
ら
に
仕
事
中
の
現
場
を
も
取
材
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

仕
事
の
順
序
や
tt
上
げ
の
様
子
お
よ
び
道
具
等
は
で
き
る
限
り
写
真
撮
影
し
、
具
体
的
か 

つ
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
な
記
録
を
残
す
よ
う
に
努
力
し
た
。



㈤

屋
根
葺
材
料

1
 

種
類

草
葺
屋
根
は
日
本
列
島
の
北
か
ら
南
ま
で
広
く
分
布
す
る
。
葺
材
料
の
種
類
は
主
に
茅•

蘆
•

藁
等
で
あ
り
、
茅
が
最
も
一
般
的
で
あ
る
。
本
県
の
場
合
も 

草
葺
屋
根
の
材
料
は
主
に
茅
で
あ
る
。
し
か
し
新
田
郡
や
伊
勢
崎
市
お
よ
び
前
橋
市
の
平
野
部
で
は
藁(

麦
藁)

葺
も
み
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
地
域
は
茅
の
供 

給
が
困
難
な
た
め
、
耐
用
年
数
の
少
な
い
の
を
承
知
の
上
で
あ
え
て
藁
葺
に
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
だ
が
、

こ
れ
ら
の
地
域
で
あ
っ
て
も
名
主
階
級
の
家
は 

茅
葺
に
し
て
い
る
例
が
多
く
、
ま
た
藁
葺
に
し
て
い
る
一
般
民
家
の
場
合
で
も
、
下

地
(

ハ
ダ
ヅ
ケ)

に
茅
を
用
い
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
か
ら
、
新 

田
郡•

伊
勢
崎
市
お
よ
び
前
橋
市
の
平
野
部
と
い
え
ど
も
家
数
の
少
な
か
っ
た
往
古
に
お
い
て
は
、
恐
ら
く
茅
で
葺
い
て
い
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

2
 

葺
材
料
の
入
手
と
そ
の
時
期

屋
根
葺
材
料
で
あ
る
茅
は
秋
の
一
度
霜
に
当
っ
た
も
の
が
良
い
と
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
時
期
的
に
は
十
一
月
〜
十
二
月
中
で
、
特
に
十
二
月
に
刈
り
取
っ 

た
も
の
が
良
い
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
以
後
に
刈
り
取
っ
た
茅
は
も
ろ
さ
が
増
大
し
、
ね
ば
り
も
な
く
な
り
割
れ
易
い
の
で
良
く
な
い
と
い
う
。

屋
根
替
え
予
定
の
あ
る
家
は
あ
ら
か
じ
め
村
役
を
勤
め
る
人(

明
治
以
後
で
は
区
長)

等
に
申
し
出
る
。
村
で
は
屋
根
替
え
を
す
る
家
の
お
お
よ
そ
の
順
番 

が
決
め
ら
れ
て
お
り
、

こ
れ
に
し
た
が
っ
て
茅
刈
り
の
順
香
も
決
ま
り
、
結
に
よ
っ
て
村
落
民
や
親
戚
の
者
の
応
援
を
得
て
茅
刈
り
を
お
こ
な
う
。

茅
刈
り
の
当
日
、
家
人
は
朝
の
二
時
頃
か
ら
起
き
て
朝
食
等
の
準
備
を
す
る
。
手
伝
人
は
四
時
頃
に
は
施
主
の
家
で
そ
ろ
っ
て
朝
食
を
す
ま
せ
、
夜
明
け
頃 

に
は
作
業
を
開
始
す
る
。
作
業
を
す
る
人
足
の
役
は
普
通
「
刈
り
子
」
•

「
束
ね
役
」
•

「
運
搬
人
」

に
わ
か
れ
る
。
刈
り
子
は
専
門
に
茅
を
刈
る
役
で
、
束 

ね
役
は
刈
ら
れ
た
茅
を
専
門
に
束
ね
る
役
で
あ
る
。

一
把
を
三
つ
寄
せ
て
一
束
と
い
い
、
六
束
で
一
駄
と
い
う
。
運
搬
人
は
束
を
運
ぶ
人
で
、
ま
た
束
を
馬
に 

つ
け
た
り
お
ろ
し
た
り
す
る
の
で
屈
強
な
若
者
が
こ
れ
に
当
る
。

昔
は
多
く
の
村
々
に
共
有
地
で
あ
る
「
茅
場
」
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
最
近
で
は
山
手
の
集
落
で
も
茅
場
に
植
林
し
て
し
ま
う
例
が
多
く
、
現
在
住
民
共
有 

の
茅
場
を
残
し
て
い
る
例
を
全
く
聞
か
な
か
っ
た
。

3
 

葺
材
料
の
こ
し
ら
え
方

自
宅
に
運
ば
れ
た
茅
は
屋
根
葺
に
当
っ
て
、
ま

ず

「
茅
す
ぐ
り
」
を
お
こ
な
う
。
こ
れ
は
茅
に
つ
い
た
枯
草
や
余
分
な
葉
を
取
り
除
き
、
ま
た
特
別
短
い
茎



の
も
の
な
ど
を
取
り
除
い
て
、
ほ
ぼ
同
一
長
さ
の
茅
が
そ
ろ
う
よ
う
に
材
料
を
と
り
そ
ろ
え
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
作
業
は
特
別
な
道
具
を
使
わ
ず
ヵ
マ
と
手 

で
お
こ
な
わ
れ
る
。

「
茅
す
ぐ
り
」
は
昆
習
の
屋
根
職
人(

小m

と
呼
ぶ)

の
お
こ
な
う
最
初
の
仕
事
で
あ
る
。
し
か
し
東
毛
地
方
で
は
こ
れ
を
施
主
が
お
こ 

な
っ
て
い
る
。

㈥

葺
き
方
に
つ
い
て

1

道
具

屋
根
葺
道
具
の
種
類
は
少
な
く
、
針
•

鋏
•

ッ
チ
の
三
つ
を
基
本
と
す
る
。
次
に
こ
れ
ら
の
道
具
を
図
示
し
解
説
す
る
。

U
 

針
(

図1

丨3
)

針
は
葺
草
を
下
地
竹
に
ぬ
い
つ
け
る
た
め
、
針
先
の
穴
に
縄
を
通
し
、
屋
根
の
表
か
ら
裏
へ
突
き
通
す
道
具
で
あ
る
。
昔
は
ど
の
地
域
の
屋
根
屋
も
竹
針 
( 

図1

丨3
£
)
 

を
使
用
し
て
い
た
。
竹
針
は
竹
の
根
元
寄
り
を
斜
め
に
切
っ
て
穴
を
明
け
、

こ
こ
に
縄
を
通
し
て
突
き
差
す
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
現
在
で
は 

鉄

針
(

図1
1
3
M
)

を
使
用
し
て
い
る
例
が
多
い
。
そ
し
て
吾
妻
で
は
六
尺
の
鉄
針
を
中
央
部
で
二
分
し
、
こ
こ
に
螺
子
を
切
っ
て
お
い
て
、
螺
子
で
継
い 

で
一
本
の
針
に
し
て
使
う
と
い
う
進
ん
だ
例
も
あ
っ
た
。

こ
れ
は
そ
の
職
人
が
自
ら
考
え
出
し
て
、
鍛
冶
屋
に
つ
く
ら
せ
た
も
の
と
い
う
か
ら
、
そ
う
古
い
も 

の
で
は
な
い
。
ま
た
長
さ
三
尺
位
の
細
長
い
平
鉄
の
先
に
穴
を
あ
け
自
在
に
曲
る
「
ス
ク
ィ
針
」
も
吾
妻
で
用
い
ら
れ
て
い
た
。

図1
1
3

(-)
は

「
針
か
え
し
」
と
称
す
る
も
の
で
、

と
が
ら
せ
た
先
端
を
百
八
十
度
曲
げ
て
い
る
。

こ
れ
は
板
倉
町
の
屋
根
屋
に
み
ら
れ
た
も
の
で
、
下
地 

竹
と
ゥ
ラ
ボ
コ
を
荒
縄
で
結
ぶ
時
に
、
長
さ
三
尺
ほ
ど
の
細
い
竹
針(

図1
1
3

(-))

と
共
に
対
に
し
て
用
い
る
も
の
で
あ
る(

写
真1

丨2
)

。
こ
の
竹
針 

は
先
端
に
穴
を
明
け
て
お
ら
ず
、
斜
め
に
切
っ
た
先
端
の
切
口
か
ら
竹
の
胴
の
中
に
縄
の
先
端
を
差
し
込
ん
で
写
真1

丨2

の
よ
う
に
使
用
す
る
も
の
で
あ
る
。
 

ッ

チ
類(

図1

丨4
)

ッ
チ
類
は
葺
草
を
表
面
か
ら
た
た
き
、
葺
草
の
葺
足
を
そ
ろ
え
る
た
め
の
道
具
で
あ
る
。

県
内
で
み
ら
れ
た
ッ
チ
類
は
図1
1
4

の
よ
う
な
三
種
類
で
あ
っ
た
。
頭
部
お
よ
び
柄
と
も
材
料
は
杉
お
よ
び
檜
を
用
い
る
。
し
か
し
、
杉
の
方
が
上
等
で 

あ
る
と
い
う
。ィ 

ッ
チ

利
根
郡
水
上
町•

吾
妻
郡
東
村•

笠
懸
村
の
屋
根
屋
は
図1
1
4
⑷

の
よ
う
な
形
の
も
の
を
使
用
し
、

い
ず
れ
も
「
ッ
チ
」
と
称
し
て
い
た
。
た
だ
し
、
五ロ







妻
郡
東
村
の
場
合
は
柄
の
先
端
を
尖
ら
せ
て
、
不
用
な
時
は
屋
根
面
に
突
き
差
し
て
お
け
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
な
お
、
過
去
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
小
野
上 

村

で

も

「
ッ
チ
」
と
称
し
、
図1

丨4
W

の
形
の
も
の
を
使
用
し
て
い
た
こ
と
を
付
記
し
て
お
く
。

ロ 

コ
テ

子
持
村
の
屋
根
屋
は
図1
1
4
M

の
よ
う
な
形
の
も
の
を
使
用
し
、
柄
の
先
端
を
尖
ら
せ
て
い
た
。
呼
び
名
は
「
コ
テ
」
と
称
し
、
両
面
を
使
用
で
き
る
の 

で
大
変
便
利
で
あ
る
と
い
う
。

ハ
 

ガ
ン
ギ

板
倉
町
の
屋
根
屋
は
図1

丨4

(-)
の
よ
う
な
形
の
も
の
を
使
用
し
、
最
も
長
い
柄
を
付
け
て
い
た
。
呼
び
名
は
「
ガ
ン
ギ
」
と
い
う
。

以
上
の
よ
う
に
群
馬
県
内
で
は
葺
草
を
屋
根
の
表
面
で
た
た
き
、
葺
草
を
そ
ろ
え
る
た
め
の
道
具
を
「
ッ
チ
」
.

「
コ
テ
」
•

「
ガ
ン
ギ
」
な
ど
と
称
し
、
 

そ
の
形
態
も
三
種
類
み
ら
れ
た
。

こ
れ
ら
異
な
る
三
種
類
の
ッ
チ
類
は
職
人
の
技
術
系
統
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
例

え

ば

「
ガ
ン
ギ
」
は
茨
城
県
筑
波
地
方
か
ら
鹿
島
、
房
総
半
島
に 

か
け
て
み
ら
れ
る
筑
波
流(

会
津
流
の
影
響
を
受
け
て
い
る)

の

「
ガ
ギH

と
の
関
連
が
う
か
が
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
な
お
東
北
地
方
で
は
岩
手•

秋
田 

•

宮

城•

山
形•

福

島

に

「
ガ
ギ
」
が
分
布
し
、
そ
の
中
心
は
会
津
流
で
あ
っ
た
と
い
う
か
ら
、
あ
る
い
は
会
津
流
の
一
派
が
直
接
群
馬
県
東
南
地
方
に
影
響 

を
与
え
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

⑺

こ
れ
に
対
し
「
ッ
チ
」
を
使
用
す
る
一
派
は
越
後
流
の
技
術
を
伝
え
る
屋
根
職
人
達
で
あ
る
。

群
馬
県
で
は
越
後
流
の
技
術
が
他
を
圧
倒
し
、
特
に
利
根
、
吾
妻
地
方
で
は
そ
の
影
響
力
も
強
か
っ
た
。
今
回
の
調
査
で
笠
懸
村
ま
で
越
後
流
技
術
の
影
響 

範
囲
内
に
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
た
。

「
コ
テ
」

の
名
称
は
関
東
地
方
独
自
の
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
関
東
地
方
の
主
流
を
な
し
て
い
る
と
い
え
る
。
だ
と
す
る
と
群
馬
県
の
場
合
も
「
コ
テ
」
を 

用
い
る
職
人
達
が
土
着
の
技
術
を
伝
え
る
屋
根
職
人
と
考
え
ら
れ
、

こ
の
上
に
会
津
流
や
越
後
流
が
浸
透
し
、
広
ま
っ
て
い
っ
た
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
今 

後
、

こ
の
三
者
の
分
布•

境
界
等
を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
は
で
き
る
だ
け
多
く
の
職
人
達
を
探
し
当
て
、
師
弟
関
係
の
綿
密
な
追
求
と
保
持
す
る 

技
術
の
系
統
的
な
把
握
が
緊
急
に
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
職
人
の
少
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
現
在
、
そ
の
結
果
は
必
ず
し
も
明
か
る
く
な
い
よ
う 

で
あ
る
。



(3)
鋏

類
(

図1
1
5
K

・
ト)

鋏
は
、
ッ
チ
やn

テ
お
よ
び
ガ
ン
ギ
な
ど
で
屋
根
面
の
葺
草
を
な
ら
し
た 

あ
と
、
屋
根
の
表
面
を
な
め
ら
か
に
刈
り
そ
ろ
え
る
た
め
の
道
具
で
あ
る
。
 

こ
れ
に
は
一
般
に
大
鋏•

小
鋏
の
二
種
類
が
あ
る
。
大
鋏
は
前
後
の
平
や
小 

平
の
仕
上
げ
に
用
い
、
小
鋏
は
破
風
や
軒
端
等
の
手
の
込
ん
だ
場
所
の
仕
上 

げ
に
用
い
る
も
の
で
あ
る(

写
真1

丨3
)

。
鋏
は
越
後
の
三
条
産
の
も
の 

が
良
い
と
さ
れ
た
。

図1

丨5

(-)
は

「
ッ
マ
バ
サ
ミ
」
と
称
す
る
も
の
で
、
平
と
妻
部
の
交
わ 

る
軒
端
交
点
に
お
け
る
茅
の
不
ぞ
ろ
い
を
直
す
た
め
、

ッ
マ
バ
サ
、、、
で
茅
を 

引
き
出
し
た
り
し
て
そ
ろ
え
る
も
の
で
あ
り
、
最
後
の
仕
上
げ
の
段
階
で
用 

い
る
道
具
で
あ
る
。

ッ
マ
バ
サ
ミ
は
吾
妻
と
水
上
で
み
ら
れ
た
か
ら
越
後
流 

の
職
人
の
持
つ
道
具
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
他
屋
根
屋
の
道
具
と
い
え
ば
、
鎌
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か

し
、
調
査
し
た
す
べ
て
の
屋
根
屋
は
白
ら
鎌
を
所
持
し
な
い
と
い
う
。
施
主 

が
農
家
で
あ
る
の
で
鎌
は
ど
の
家
に
も
あ
る
か
ら
だ
と
い
う
リ

つ
ま
る
と
こ
ろ
草
葺
屋
根
職
人
の
道
具
と
い
え
ば
大
小
の
鋏
二
丁
と
一 

丁 

の
砥
石
だ
け
で
あ
る
。
針
は
落
着
き
先
で
竹
針
を
造
り
、

ッ
チ
も
施
主
の
家 

で
鋸
を
借
り
て
造
っ
て
し
ま
う
の
だ
と
い
う
。
二
丁
の
鋏
は
自
ら
の
手
で
編 

ん
だ
麻
袋
に
刃
の
部
分
を
収
納
し
、
麻
袋
の
中
程
か
ら
出
た
麻
紐
を
鋏
の
柄 

の
中
央
部
で
結
び
、
こ
の
紐
を
肩
に
掛
け
て
鋏
を
背
負
う(

写
真1

丨4
)

。

-)
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そ
の
昔
、
草
葺
の
屋
根
職
人
は
全
国
を
股
に
か
け
て
、
仕
事
が
で
き
た
と
い
わ
れ
る
。
そ
の
大
き
な
理
由
は
こ
の
よ
う
な
簡
単
な
道
具
で
、
大
き
な
仕
事
を
す 

る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

い
わ
ば"

屋
根
屋
の
命
は
鋏
に
あ
り"

と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。



2
 

足

場

草
葺
屋
根
の
仕
事
は
足
場
掛
け
に
始
ま
り
、
足
場
く
ず
し
に
終
る
と
い
わ 

れ
る
ご
と
く
、
足
場
掛
け
の
上
手
、
下
手
は
以
後
の
仕
事
を
大
き
く
左
右
す 

る
〇足

場
の
組
み
方
と
各
部
材
名
は
図1
1
6

に
示
し
、
実
際
の
様
子
を
写
真 

1
1
5

に
掲
げ
て
お
い
た
。
小
僧
に
入
っ
て
二
年
目
の
秋
に
足
場
が
組
め
れ 

ば
器
用
な
方
だ
と
い
ぅ
。

3
 

葺
上
げ
順
序

⑴

北
毛
お
ょ
び
西
毛
地
方
の
場
合

ィ 

下
地
造
り(

図1

丨7

参
照)

柱

に

「
ナ
ラ
シ
粱
」
や

「
ッ
ナ
ギ
梁
」
を
架
け
、

こ
の
上
に
「
ホ
ン
ザ
ス
」 

と

「
キ
リ
ザ
ス
」
を
組
み
上
屋
桁•

下
屋
桁
を
の
せ
る
ま
で
は
大
工
の
仕
事 

で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
の
仕
事
は
県
内
ど
の
地
域
で
も
共
通
し
て
大
工
が
お
こ 

な
っ
て
い
る
ょ
ぅ
で
あ
る
。

以
下
に
述
べ
る
方
法
は
主
に
吾
妻
や
利
根
地
方
に
み
ら
れ
る
技
術
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
今
回
調
査
し
た
こ
の
地
方
の
職
人
は
、

い
ず
れ
も
直
接
手
ほ 

ど
き
を
受
け
た
親
方
が
越
後
出
身
の
人
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
越
後
流
の
流
れ
を
く
む
も
の
と
考
え
て
ょ
い
で
あ
ろ
う
。

屋
根
葺
の
仕
事
は
、
足
場
造
り
を
終
え
る
と
葺
草
を
の
せ
る
た
め
の
屋
根
下
地
造
り
か
ら
始
ま
る
、
ま
ず
ホ
ン
ザ
ス
お
ょ
び
キ
リ
ザ
ス
上
に
、
現
代
木
造
住 

宅

の

母

材

に

相

当

す

る

「
イ
イ
モ
ン
」
(

笠
懸
村
で
は
「
ユ
ヱ
モ
ン
」

・
水
上
町
で
は
丸
太
を
使
い
「
ヨ
コ
ギ
」
と
い
う)

の
取
り
付
け
か
ら
始
ま
る
。

イ 

イ
モ
ン
は
周
長
約
一
尺
位
の
太
い
竹
を
、
約
三
尺
間
隔
に
サ
ス
の
上
に
の
せ,

下
側
に
込
み
栓
を
打
っ
て
転
び
止
と
し
、
さ
ら
に
荒
縄
で
サ
ス
に
し
ば
り
つ
け 

る
。
最
上
部
の
イ
イ
モ
ン
と
棟
木
と
の
中
間
に
は
、
約
一 

•

五
尺
間
隔
に
も
う
一
本
、

イ
イ
モ
ン
と
同
じ
太
さ
の
竹
を
配
置
し
、

こ
れ
を
「
ム
ナ
バ
サ
ミ
」
と 

い
う
。

イ
イ
モ
ン
の
上
部
に
は
タ
ル
キ
に
相
当
す
る
「
タ
ツ
ヤ
ネ
」
と
称
す
る
材
を
イ
イ
モ
ン
と
直
角
方
向
に
配
置
す
る
。
タ
ツ
ヤ
ネ
は
周
長
五
〜
六
寸
の
丸
竹
を
、



約
八
寸
間
隔
で
配
置
し
、
荒
縄
で
イ
イ
モ
ン
に
し
ば
り
つ
け
る
。
タ
ツ
ヤ
ネ 

の
上
に
は
「
イ
ツ
リ
ダ
ケ
」
(

笠
懸
村
で
は
「
ヨ
ツ
リ
ダ
ケ
」)

を
タ
ツ
ヤ 

ネ
と
直
角
方
向
に
配
置
す
る
。
イ
ツ
リ
竹
は
七
〜
八
分
幅
の
割
竹
を
、

三
〜 

四
寸
間
隔
で
皮
を
下
側
に
し
て
配
置
し
、

タ
ツ
ヤ
ネ
三
本
お
き
に
、

タ
ツ
ヤ 

ネ
に
荒
縄
で
ゆ
わ
え
る(

写
真1

丨6
)

。
こ
の
他
イ
ツ
リ
ダ
ケ
の
か
わ
り 

に
、
葦
を
編
ん
だ
も
の(

「
ウ
ツ
ラ
」
あ
る
い
は
「
カ
ヤ
ド
メ
」
と
い
う) 

を
タ
ツ
ヤ
ネ
の
上
一
面
に
敷
き
つ
め
る
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
、

こ
れ
は
比 

較
的
新
し
い
方
法
で
、

イ
ツ
リ
を
用
い
る
方
が
古
い
方
法
で
あ
る
。

イ
ツ
リ 

は
葺
茅
が
下
に
落
ち
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
用
い
る
も
の
で
あ
る
。

ロ 

葺
上
げ
方
法

ま
ず
最
初
は
軒
廻
り
に
「
オ
ガ
ラH

(

麻
ガ
ラ
の
こ
と)

を
三
寸
位
の
厚 

さ
で
、
先

端

を

「
ミ
ズ
バ
シ
リ
」
(

利
根
地
方
で
は
「
タ
ル
コ4
)

よ
り
三 

〜
四
寸
突
き
出
し
て
敷
き
並
べ
、

「
ヒ
ザ
オ
シ
」
(

利
根
地
方
で
は
「
カ
ヤ 

ギ
キ
」)

か
ら
取
っ
た
荒
縄
で
最
初
の
「
オ
シ
ボ
コ
」
(

オ
ガ
ラ
ノ
オ
シ
ボ 

コ
と
よ
ぶ)

に
結
び
、
こ
れ
で
オ
ガ
ラ
を
押
え
る(

写
真1

丨7
)
 

〇

オ
シ
ボ
コ(

利
根
郡
で
は
「
オ
シ
ブ
チ
」
、
子
持
村
で
は
「
オ
シ
ョ
ウ
コ
」 

) 

は
エ
ゴ
や
ナ
ラ
の
木
を
用
い
る
。
中
で
も
、

エ
ゴ
の
木
の
幹
を
使
う
の
が 

最
も
良
い
と
い
う
。
太
さ
は
周
長
一
寸
〜
一*

五
寸
、
長
さ
七
〜
八
尺
で
冬 

の
寒
い
時
に
伐
採
す
る
の
が
一
番
良
い
と
云
わ
れ
て
い
る
。

オ
ガ
ラ
の
上
に
は
「
ハ
ダ
ヅ
ケ
ガ
ヤ
」
を
七
〜
八
寸
つ
け(

写
真1
1
7
)
 

「
オ
ガ
ラ
ノ
オ
シ
ボ
コ
」
か
ら
と
っ
た
荒
縄
で
し
ば
る
。
こ
の
上
に
「
ダ
イ 

ツ
ケ
ガ
ヤ
」
を
約
三
寸
程
度
の
厚
さ
で
つ
け
、
や
は
り
オ
ガ
ラ
ノ
オ
シ
ボ
コ



か
ら
と
っ
た
荒
縄
で
二
度
目
の
オ
シ
ボ
コ(

「
ダ
イ
ツ
ケ
オ
シ
ボ
コ
」
と
い
う)

を
締
め
つ
け
て
ダ
イ
ツ
ケ
ガ
ヤ
を
押
え
る
。
次
に
ダ
イ
ツ
ケ
オ
シ
ボ
コ
か
ら 

シ
ブ
イ
チ(

周
長
五
寸
位
の
竹
を
四
つ
割
に
し
た
も
の)

を
荒
縄
で
釣
り
、

こ
れ
を
ダ
イ
ツ
ケ
オ
シ
ボ
コ
の
下
に
差
し
込
ん
だ
「
ト
ヨ
ボ
ー
」
(

先
を
尖
ら
せ 

た
長
さ
二
尺
〜
二.

五
尺
ほ
ど
の
竹
棒)

で
押
え
る(

写
真1

丨9
)

。
こ
の
上
に
「
ク
チ
ガ
ヤ
」
を
つ
け
る
。

ク
チ
ガ
ヤ
は
一
束
を
片
手
で
つ
か
め
る
位
に 

束
ね
た
も
の
と
し
、
横
に
四
束
並
べ
る
と
丁
度
幅
一
尺
位
と
な
り
、
四
束
ご
と
に
荒
縄
で
シ
ブ
イ
チ
に
結
び
つ
け
る(

写
真1

丨
10)

。
さ
ら
に
ク
チ
ガ
ヤ
の 

上
部
は
オ
シ
ボ
コ(

三
度
目
の
オ
シ
ボ
コ
に
な
り
「
ク
チ
ガ
ヤ
ノ
オ
シ
ボ
コ
」
と
い
う)

で
締
め
つ
け
る
。

ク
チ
ガ
ヤ
ノ
オ
シ
ボ
コ
を
締
め
つ
け
る
荒
縄
は
、
 

ダ
イ
ツ
ケ
オ
シ
ボ
コ
か
ら
と
っ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
後
に
ク
チ
ガ
ヤ
の
先
端(

下
部)

を
シ
ブ
イ
チ
に
締
め
つ
け
て
い
た
縄
を
ほ
ど
き
、

こ
の
上
に
「
ケ
ー 

シ
ガ
ヤ
」
(

「
ナ
ヮ
シ
タ
ガ
ヤ
」
と
も
い
う)

を
約
二
寸
位
の
厚
さ
で
つ
け
、
先
程
ほ
ど
い
た
シ
ブ
イ
チ
か
ら
と
っ
た
荒
縄
で
し
っ
か
り
と
締
め
つ
け
る
。
こ 

の
上
は
「
ハ
リ
ジ
ノ
カ
ヤ
」
を
上
側
へ
ず
ら
し
な
が
ら
二
回
並
べ
て
、
先
端
を
ク
チ
ガ
ヤ
ノ
オ
シ
ボ
コ
か
ら
と
っ
た
縄
で
締
め
、
さ
ら
に
、
こ
の
上
に
や
は
り 

上
側
へ
ず
ら
し
な
が
ら
ハ
リ
ジ
ノ
カ
ヤ
を
二
回
並
べ
、

ク
チ
ガ
ヤ
ノ
オ
シ
ボ
コ
ょ
り
一
段(

約
一 
•

五
尺)

上
の
オ
シ
ボ
コ
で
締
め
つ
け
る
。

こ
の
オ
シ
ボ
コ
は
タ
ツ
ヤ
ネ(

垂
木)

か
ら
縄
を
と
っ
た
最
初
の
も
の
で
あ
り
、
以
後
こ
れ
を
繰
り
返
し
な
が
ら
次
第
に
上
側(

棟)

に
向
か
っ
て
葺
き
あ 

げ
て
い
く
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
以
後
は
上
下
の
オ
シ
ボ
コ
間(

約

一.

五
尺)

に
ハ
リ
ジ
ノ
カ
ヤ
を
四
回
に
分
け
て
少
し
ず
つ
上
側(

棟
側)

へ
ず 

ら
し
な
が
ら
、
葺
き
あ
げ
て
い
く
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
最
初
二
回
の
ハ
リ
ジ
ノ
カ
ヤ
は
オ
シ
ボ
コ
か
ら
と
っ
た
荒
縄
で
締
め
、
後
の
二
回
は
次
に
来
る
上
側 

の
オ
シ
ボ
コ
で
締
め
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
の
オ
シ
ボ
コ
を
締
め
る
荒
縄
は
竹
針(

図1
1
3
£
)
 

を
使
っ
て
屋
根
表
か
ら
屋
根
裏
へ
と
通
し
、
こ
れ
を
タ
ツ 

ヤ
ネ
に
か
ら
め
て
、
さ
ら
に
竹
針
で
縄
を
表
側
に
引
き
抜
く
の
で
あ
る
。
こ
の
時
屋
根
裏
に
は
針
か
ら
縄
を
と
っ
て
タ
ツ
ヤ
ネ
に
か
ら
め
、
さ
ら
に
表
側
に
縄 

を
引
き
抜
く
た
め
に
突
き
刺
さ
れ
た
二
度
目
の
針
穴
に
縄
を
通
す
役
の
人
が
必
要
と
な
る
。
こ
の
役
は
普
通
施
主
が
行
な
う
の
で
あ
る
。
な
お
、
オ
シ
ボ
コ
を 

締
め
る
縄
は
普
通
、
水
平
方
向
約
二
尺
間
隔
で
タ
ツ
ヤ
ネ
に
締
め
つ
け
ら
れ
る
。
そ
し
て
屋
根
面
に
設
け
て
い
く
足
場
木
は
丸
太
を
使
い
、

オ
シ
ボ
コ
を
と
る 

た
び
に
、
オ
シ
ボ
コ
か
ら
荒
縄
で
釣
り
下
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ハ
リ
ジ
ノ
カ
ヤ
は
屋
根
面
の
表
面
に
出
る
茅
で
あ
る
た
め
、
腰
の
し
っ
か
り
し
た
堅
い
良
質
の
茅
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

草
葺
屋
根
で
最
も
む
ず
か
し.
い
の
は
「
グ
シ
」
で
あ
る
と
い
う
〇
グ
シ
は
屋
根
の
頂
上
で
最
も
風
雨
に
さ
ら
さ
れ
る
と
こ
ろ'
で
あ
る
の
で
、
最
も
念
入
り
に 

つ
く
ら
れ
る
。
グ
シ
の
芯
は
「
マ
ル
」
と
い
い
、
葦
や
篠
竹
を
棟
木
と
同
一
方
向
に
ぶ
厚
く
重
ね
、
人
間
の
体
重
で
踏
み
つ
け
な
が
ら
多
数
の
荒
縄
で
締
め
つ 

け
て
こ
し
ら
え
る(

写
真1

丨
11.

12)

。

マ
ル
の
上
部
は
さ
ら
に
茅
を
葺
き
、

こ
れ
を
約
三
尺
間
隔
に
ま
た
が
せ
た
「
サ
ル
ガ
シ
ラ
」
(

図1

丨7
)
 

で
押 

え
る
。

サ
ル
ガ
シ
ラ
の
先
端
は
交
互
に
大
入
柄
と
し
、
下
端
は
「
ク
レ
モ
チ
」

に
や
は
り
大
入
柄
と
す
る
。
そ
し
て
、
最
後
に
こ
の
上
に
土
を
ぶ
厚
く
付
着
さ



せ
た
芝
草
を
、
て
い
ね
い
に
敷
き
並
べ
る
。

こ
の
よ
う
な
棟
仕
上
げ
を
、
前

橋•

伊
勢
崎
を
中
心
と
し
た
県
央
部
で
は"

ク
レ
グ
シ"

と
称
し
、
利
根
郡
や
吾 

妻
地
方
で
は"

シ
バ
グ
シ"

と
呼
ん
で
い
る
。

棟
上
に
の
せ
ら
れ
た
芝
草
は
や
が
て
根
を
張
り
、
さ
ら
に
時
が
た
つ
に
つ
れ
て
芝
草
の
根
は
一
増
は
び
こ
る
た
め
、
半
永
久
的
に
雨
漏
り
し
な
い
。
先
祖
の 

考
え
出
し
た
知
恵
に
改
め
て
驚
か
さ
れ
る(

写
真1
1

13*

14)

。

⑵

東
毛
地
方
の
場
合

イ

下

地

造

り,

前
述
の
北
毛
や
西
毛
地
方
と
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
、

タ
ル
キ
上
の
茅
止
め
を
、

「
ヨ
シ
ン
ゴ
」
と
称
し
、
小
指
ほ
ど
の
太
さ
の
葦
を
三
本
寄
せ
合
せ 

た
も
の
と
す
る
点
が
異
な
っ
て
い
る
。

ヨ
シ
ン
ゴ
は
約
三
寸
間
隔
で
配
置
す
る
。
そ
の
他
部
材
名
称
が
若
干
異
な
る(

図1
1
8
)

。

ロ 

葺
上
げ
方
法(

図1

丨8
)

こ
こ
で
は
主
に
板
倉
町
で
調
査
し
た
結
果
に
つ
い
て
記
す
こ
と
に
す
る
リ

当
地
方
で
は
軒
廻
り
に
オ
ガ
ラ
を
用
い
な
い
。
ま
ず
、
軒
廻
り
に
稲
藁
を
三
寸
位
の
厚
さ
で
敷
き
、
そ
の
先
端
を
「
メ
ン
ズ
」
よ
り
下
へ
一
寸
位
突
き
出
す
。
 

こ
の
稲
藁
を
「
ダ
イ
ツ
ケ
ワ
ラ
」
と
い
い
、
小
麦
藁
を
使
う
場
合
も
あ
る
。
ダ
イ
ツ
ケ
ワ
ラ
は
、7

ワ
ト
リ
竹
」
か
ら
と
っ
た
縄
で
し
め
つ
け
ら
れ
た
、
最
初 

の

「
ウ
ラ
ボ
コ
」

に
よ
っ
て
押
え
ら
れ
る
。
次

に

「
ノ
キ
ヅ
ケ
」
と
い
い
、
五
寸
程
度
の
厚
さ
の
茅
を
敷
き
並
べ
、

こ
れ
を
ウ
ラ
ボ
コ
か
ら
と
っ
た
最
初
の
「 

ホ
ン
ボ
コ
」
で
押
え
る
。

こ
の
上
に
「
カ
エ
リ
ガ
ヤ
」
と
称
し
て
、
三
寸
〜
五
寸
程
の
厚
さ
の
茅
を
三
段
位
に
少
し
ず
つ
ず
ら
し
て
敷
き
並
べ
、
こ
れ
を
一
段 

上
の
ホ
ン
ボ
コ
で
押
え
る
。
こ
う
し
て
少
し
ず
つ
上 

へ
ず
ら
し
て
葺
き
上
げ
て
い
く
の
で
あ
り
、
軒
廻
り
の
葺
き
方
は
前
述
の
北
毛
お
よ
び
西
毛
地
方
の
そ
れ 

よ
り
簡
単
で
あ
る
。

な
お
、
当
地
方
で
使
う
竹
針
は
直
径
五
分
〜
七
分
、
長
さ
三
尺
程
度
の
も
の
で
、
針
か
え
し
と
共
に
写
真1

丨2

の
よ
う
に
使
い
、
屋
根
屋
は
一
人
で
タ
ル 

キ
竹
に
縄
を
か
け
、

こ
の
縄
で
ウ
ラ
ボ
コ
を
押
え
る
。
し
た
が
っ
て
当
地
方
で
針
を
使
う
の
は
、
新
築
時
と
下
地
ま
で
葺
替
え
る
時
だ
け
で
あ
り
、

め
っ
た
に 

な
い
こ
と
で
あ
る
。
普
通
の
葺
替
え
は
ウ
ラ
ボ
コ
よ
り
上
部
を
お
こ
な
う
の
で
、
針
を
使
わ
ず
す
べ
て
素
手
で
ウ
ラ
ボ
コ
よ
り
縄
を
と
り
、

ホ
ン
ボ
コ
を
押
え 

る
〇当

地
方
の
棟
は"

竹
グ
シ"
(

写
真1

丨
15
。
16) 

に
す
る
の
が
古
来
か
ら
の
方
法
で
あ
る
。
竹
グ
シ
は
ま
ず
タ
ル
キ
竹
の
頂
部
に
、

ヨ
シ
を
棟
木
方
向
に 

五
寸
〜
一
尺
位
積
み
重
ね
、
こ
れ
を
最
頂
部
の
ウ
ラ
ボ
コ
か
ら
と
っ
た
縄
で
締
め
つ
け
る
。

こ
れ
を
コ
マ
ル
と
称
す
る
。

コ
マ
ル
の
上
を
茅
で
三
寸
ほ
ど
の
厚



さ
に
覆
い
、
さ
ら
に
棟
木
方
向
に
ョ
シ
や
茅
を
積
み
上
げ
、

ホ
ン
ボ
コ
か
ら 

と
っ
た
荒
縄
で
締
め
つ
け
る
。

こ
れ
を
「
ゥ
ヮ
マ
ル
」
と
称
し
、

こ
の
上
部 

全
面
を
直
径
四
寸
の
「
マ
キ
ヮ
ラ
」
で
覆
う
。
さ
ら
に
こ
の
上
部
を
杉
皮
で 

覆
い
、

「
カ
ラ
ズ
竹
」

で
押
え
る
。
カ
ラ
ズ
竹
は
周
長
四
寸
位
の
竹
を
半
割 

に
し
、
約

二•

五
寸
間
隔
で
杉
皮
上
に
当
て
、
針

金
(

昔
は
竹
皮
紐)

で
、
 

各
カ
ラ
ズ
竹
を
結
ぶ
。
カ
ラ
ズ
竹
の
上
部
は
「
ハ
チ
キ
ダ
ケ
」
で
覆
う
。

ハ
 

チ
キ
竹
は
周
長
六
寸
位
の
竹
を
つ
ち
で
た
た
い
て
平
ら
に
伸
ば
し
た
も
の
で
、
 

約
二
尺
間
隔
に
寄
数
個
配
置
さ
れ
る
。

ハ
チ
キ
竹
は
ま
ず
左
右
の
「
フ
ン
ズ
ケ
ダ
ケ
」

に
よ
っ
て
押
え
ら
れ
る
り 

フ
ン
ズ
ケ
竹
は
周
長
八
寸
〜
一
尺
位
の
竹
を
ニ
ッ
割
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
 

こ
の
少
し
上
部
は
周
長
六
寸
位
の
「
チ
ュ
ー
オ
シ
ダ
ケ
」
で
押
え
、
頂
部
に 

「
テ
ン
ダ
ケ
」
を
の
せ
る
。
テ
ン
竹
の
太
さ
は
周
長
八
寸
〜
一
尺
と
し
、
力 

ラ
ズ
竹
に
針
金(

昔
は
竹
皮
紐)

で
結
び
つ
け
る
。

葺
き
あ
げ
た
直
後
の
竹
グ
シ
は
、
竹
の
青
さ
が
目
に
映
え
て
何
と
も
い
え 

な
い
自
然
の
美
し
さ
を
漂
わ
す
。
こ
の
よ
う
な
地
方
色
豊
か
な
竹
グ
シ
も
最 

近
で
は
、
あ
ま
り
み
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
明
治
の
頃
か
ら
竹
グ
シ 

丄
瓦
グ
シ
ふ
ト
タ
ン
‘グ
シ
と
い
う
ふ
う
に
移
り
変
っ
て
き
た
。

ト
タ
ン
グ
シ 

は
特
に
昭
和
三
十
年
代
の
後
半
以
後
急
に
多
く
な
っ
た
と
い
う
。

瓦
グ
シ
の
場
合
は
、
図1

丨8

に
み
る
杉
皮
の
上
に
瓦
を
の
せ
る
。
そ
し 

て
、
瓦
の
場
合
は
カ
ラ
ズ
竹
よ
り
上
の
部
分
は
一
切
つ
け
な
い
。

瓦
グ
シ
に
は
図1
1
9

の
よ
う
な
二
通
り
の
方
法
が
あ
る
。①

は
三
枚
瓦 

葺
と
称
し
、
丸
瓦
三
枚
で
グ
シ
を
覆
う
方
法
で
あ
る
。②

は
四
枚
瓦
葺
と
い



う
も
の
で
丸
瓦
四
枚
で
グ
シ
を
覆
い
、
さ
ら
に
そ
の
頂
部
に
平
瓦
を
の
せ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な 

瓦
は
特
殊
な
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、
焼
成
賃
が
高
く
つ
き
、
ま
た
割
れ
易
い
た
め
、
あ
ま
り
好
ま
れ
な
か 

っ
た
と
い
う
。

ト
タ
ン
グ
シ(

写
真1
1

17)

は
図1
1

8

に
み
る
「
マ
キ
ヮ
ラ
」

の
上
を
た
だ
ち
に
ト
タ
ン
で
覆
う 

も
の
で
、
最
も
手
間
の
か
か
ら
な
い
グ
シ
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
た
め
最
近
で
は
残
る
草
葺
家
の
多
く
が 

ト
タ
ン
グ
シ
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
〇

な
お
、
板
倉
町
で
は
茅
葺
に
も
次
の
様
な
三
種
類
の
方
法
が
あ
る
。

① 

ム
ク
リ
ガ
ヤ=

=

屋
根
面
の
す
べ
て
の
茅
を
葺
替
え
る
時
ム
ク
リ
ガ
ヤ
と
い
い
、
六
尺
位
長
い
茅
を
使 

うU② 

ヒ
ッ
サ
ゲ
ブ
キ=

ゥ
ラ
ボ
コ
か
ら
上
部
だ
け
葺
き
替
え
る
こ
と
を
こ
う
呼
び
、

三
尺
位
に
切
っ
た
茅 

を
使
う
。

③ 

サ
シ
ガ
ヤ=

屋
根
面
の
部
分
的
な
修
理
の
時
、

い
た
ん
だ
個
所
に
三
尺
程
度
に
短
く
切
っ
た
茅
を
差 

し
込
む
こ
と
。
な
お
、

こ
れ
は
利
根•

吾
妻
地
方
で
も
み
ら
れ
る
。

4
 

葺
面
の
仕
上
げ

葺
面
の
仕
上
げ
は
県
内
各
地
と
も
同
様
で
あ
っ
た
の
で
、

こ
こ
に
一
括
し
て
述
べ
て
お
く
。

こ
こ
で
は
屋
根
面
の
名
称
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
ま
ず
そ
れ
を
図1

丨
10
に
掲
げ
て
お
く
。
 

茅
の
葺
上
げ
と
グ
シ
造
り
が
終
る
と
、
葺
面
の
仕
上
げ
に
か
か
る
。
葺
面
の
仕
上
げ
は
、
鋏
を
使
っ
て 

屋
根
面
を
刈
り
上
げ
る
仕
事
が
大
半
と
な
る
。
葺
面
の
刈
り
上
げ
順
序
は
、
ま
ず
表
側
の
東
隅
を
棟
梁
が 

下
か
ら
上
へ
向
か
っ
て
刈
り
上
げ
る
。
こ
れ
に
従
っ
て
表
側
の
西
隅
を
脇
棟
梁
が
刈
り
上
げ
、
裏
側
の
両

隅
を
弟
子
達
に
刈
り
上
げ
さ
せ
る 

こ
の
よ
ぅ
な
と
こ
ろ
か
ら 

表
側
の
東
隅
を I
ト
ー
リ-
。
ウ
ズ
ミ
」
とV
I
 

S

個C

西
陪
を |

ワ
キ
ト
ー
リ---
ウ
ズ
ミ
— 

と
称
す
る
。

②4枚瓦葺 ① 3枚瓦葺

〔図1一9)瓦グシの瓦の葺き方



四
隅
の
刈
り
上
げ
が
終
る
と
次
に
グ
シ
を
刈
り
上
げ
、
最
後
に
平
を
上
か
ら
足
場
木
を
取
り
は
ず
し
な
が
ら
は 

ぎ
り
つ
つ
下
へ
降
り
て
く
る
。
な
お
、
平
を
仕
上
げ
る
時
は
、
四
周
を
同
じ
進
度
で
は
ぎ
り
な
が
ら
降
り
て
く
る
。
 

平
の
部
分
を
仕
上
げ
る
と
、
次
に
軒
を
什
上
げ
て
屋
根
葺
は
完
了
す
る
。

軒
の
仕
上
げ
は
ま
ず
四
隅
を
最
初
に
は
ぎ
り
、
仕
上
げ
た
隅
か
ら
隅
へ
と
水
糸
を
張
り
、
水
糸
に
沿
つ
て
は
ぎ 

つ
て
行
く
。
こ
の
時
、
中
央
部
は
左
右
の
隅
部
よ
り
幾
分
弛
ま
せ
る
。

こ
う
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
隅
軒
は
幾
分
反 

り
上
つ
て
見
え
、
建
物
全
体
の
見
映
え
も
よ
く
な
る
の
だ
と
い
う
。

5
 

耐
用
年
数

以
上
の
よ
う
に
し
て
葺
上
げ
ら
れ
た
茅
葺
屋
根
は
、
ど
れ
位
の
耐
用
年
数
を
有
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
〇
最
も
多 

く
聞
か
れ
た
の
は
、
五
十
年
と
い
う
言
葉
で
あ
つ
た
。
即
ち
、
木
の
枝
が
屋
根
に
覆
い
か
ぶ
さ
つ
た
状
態
で
な
く
、
 

日
当
り
の
良
い
所
な
ら
ば
一
度
葺
替
え
る
と
、
五
十
年
位
は
大
丈
夫
で
あ
り
、
裏
側
の
日
当
り
の
悪
い
と
こ
ろ
で 

も
二
十
五
年
〜
三
十
年
位
は
も
つ
と
い
う
。

麦
藁
葺
は
表
側
の
日
当
り
の
良
い
と
こ
ろ
で
十
年
、
裏
側
の
日
当
り
の
悪
い
と
こ
ろ
で
五
年
位
し
か
も
た
な
い 

と
い
う
か
ら
、
耐
用
年
数
は
丁
度
茅
葺
の
五
分
の
一
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

6
 

人
工
手
間

人
工
手
間
は
普
通
の
屋
根
の
場
合
、
建
坪
で
一
坪
当
り
一
人
エ
と
し
、

こ
の
他
グ
シ
に
つ
い
て
は
長
さ
一
間 
(

六
尺)

に
つ
き
一
人
エ
と
す
る
。
し
か
し
、
破
風
が
つ
い
た
り
、
特
に
複
雑
な
グ
シ
を
つ
く
る
場
合
は
、
こ
れ
ょ
り
幾
分
増
加
す
る
。

7
 

仕
事
の
時
期

一
般
に
茅
葺
屋
根
の
仕
事
は
、
茅
の
採
取
で
き
る
十
二
月
に
始
ま
り
、
翌
年
五
月
ま
で
の
六
か
月
間
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
昔
か
ら
茅
葺
の
屋
根
屋
は
屋
根 

葺
だ
け
で
生
計
を
た
て
ら
れ
ず
、
農
業
の
副
業
と
し
て
屋
根
屋
を
や
っ
た
。
特
に
水
上
町
や
そ
の
奥
の
藤
原
の
場
合
は
、
真
冬
に
な
る
と
豪
雪
が
降
り
積
る
の

〔図1一10〕 屋根面の名称

① メエッピラ

② ウラッピラ
(3)ヒガシコビラ

⑤ グシ(ムネ)

⑥ 'ス ミ
⑦ ノキバ



で
、
秋
と
春
の
わ
ず
か
な
期
間
し
か
仕
事
が
で
き
な
か
っ
た
。

東
毛
地
方
の
屋
根
屋
は
、
こ
れ
か
ら
み
る
と
か
な
り
の
好
条
件
に
あ
る
。
例
え
ば
板
倉
町
お
よ
び
そ
の
周
辺
は
茅
葺
の
た
め
、
十
二
月
〜
五
月
頃
ま
で
主
に 

地
元
で
仕
事
を
し
、
夏
場
に
な
る
と
麦
藁
葺
の
多
い
新
田
郡
や
山
田
郡
お
よ
び
足
利
地
方
ま
で
出
稼
ぎ
に
行
っ
た
。
こ
の
た
め
草
葺
屋
根
屋
で
あ
っ
て
も
、
仕 

事
を
や
ろ
う
と
思
え
ば
一
年
中
、
仕
事
は
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
か
、
板
倉
町
の
海
老
瀬
地
区
で
は
し
ば
ら
く
前
ま
で
、
四
百
戸
の
戸
数
の
と
こ
ろ
に 

八
人
も
の
草
葺
屋
根
屋
が
い
た
。
し
か
し
、
屋
根
職
専
業
者
は
な
く
、
皆
反
面
で
は
農
業
を
や
っ
て
い
た
。

㈦

職
人
の
生
活

1

修
業
時
代

十
五
才
の
時
に
親
方
の
と
こ
ろ
へ
弟
子
入
り
し
、
短
く
て
五
年
、
長
い
場
合
で
も
七
年
の
修
業
を
す
る
。
修
業
時
代
は
一
般
に
「
コ
ゾ
ー
」
(

小
僧)

と
呼 

ば
れ
、

コ
ゾ
ー
は
住
み
込
み
で
飯
炊
き
や
掃
除
を
は
じ
め
茅
ス
グ
リ
、
そ
れ
に
職
人
達
よ
り
早
く
現
場
に
行
っ
て
、
職
人
が
す
ぐ
仕
事
に
か
か
れ
る
よ
う
に
色 

々
な
準
備
を
す
る
の
が
仕
事
で
あ
る
。
し
ば
ら
く
し
て
仕
事
の
様
子
が
わ
か
っ
て
く
る
と
、
始
め
て
屋
根
屋
ら
し
い
仕
事
を
さ
せ
て
も
ら
え
る
。
そ
れ
は
平
の 

茅
を
職
人
に
習
っ
て
敷
き
並
べ
る
仕
事
で
あ
る
。
こ
う
し
て
五
年
あ
る
い
は
七
年
の
見
習
い
期
間
が
終
る
と
、
職
人
と
し
て
あ
つ
か
わ
れ
一
応
屋
根
を
葺
け
る 

よ
う
に
な
る
。
し
か
し
ど
ん
な
む
ず
か
し
い
個
所
で
も
こ
な
せ
、

一
人
立
ち
で
き
る
よ
う
に
な
る
に
は
十
年
の
歳
月
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
。

な
お
、
年
季
明
け
の
時
に
親
方
が
大
小
の
鋏
を
与
え
、
礼
奉
公
す
る
と
や
は
り
鋏
を
く
れ
た
と
い
う
。

2
 

一
人
前
の
職
人

グ
シ
と
隅
お
よ
び
軒
端
の
仕
上
げ
が
で
き
、
入
母
屋
破
風(

写
真1

丨
18.

19)

を
造
れ
れ
ば,

一
人
前
の
職
人
と
し
て
あ
つ
か
わ
れ
た
。

3
 

職
人
の
装
い
と
禁
忌

職
人
の
装
い
は
ハ
ラ
ガ
ヶ
の
上
に
コ
ィ
グ
チ
を
着
、
さ
ら
に
ナ
ガ
バ
ン
テ
ン
、

モ
モ
ヒ
キ
姿
で
仕
事
を
し
た(

写
真1
1

20)

。
足
は
タ
ビ
を
は
き
、
藁
ゾ 

ゥ
リ
を
は
い
た
。
藁
ゾ
ゥ
リ
は
施
主
の
家
で
用
意
し
て
お
い
て
く
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
食
事
は
三
食
と
も
施
主
持
ち
で
、
毎
晩
ア
ガ
リ
ザ
ヶ
が
出
さ
れ
た
。
 

食
事
は
立
膝
で
食
べ
る
も
の
と
さ
れ
た
。
風
呂
も
施
主
の
家
で
も
ら
い
、
必
ず
一
番
風
呂
に
入
っ
た
。

な
お
、
次
の
事
柄
は
堅
く
守
っ
た
と
い
う
。



朝
家
を
出
る
前
に
必
ず
神
棚
に
向
か
っ
て
拝
む
。
屋
根
屋
の
神
様
は
天
狗
様
で
あ
る
と
い
ぅ
。
反
面
、
朝
お
も
し
ろ
く
な
い
こ
と
が
あ
っ
た
時(

例
え
ば
女- 

房
と
喧
嘩
し
た
時)

な
ど
は
、
天
気
が
良
く
て
も
仕
事
に
出
て
行
か
な
い
。
ま
た
、
女
性
は
絶
対
に
屋
根
に
上
げ
ず
、
女
性
が
先
に
入
っ
た
風
呂
に
は
絶
対
に 

入
ら
な
い
習
わ
し
で
あ
る
と
い
ぅ
。

㈧

調
査
協
力
者

草
葺
屋
根
の
技
術
を
調
査
す
る
に
当
り
、
次
の
五
名
の
技
術
保
持
者
に
、
聞
き
取
り
調
査
を
初
め
、
現
場
調
査
等
で
ご
協
力
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ご
多
忙
中 

に
も
か
か
わ
ら
ず
親
切
に
ご
教
示
い
た
だ
き
、

こ
こ
に
感
謝
の
意
を
こ
め
て
氏
名
並
び
に
住
所
等
を
記
録
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

氏

名
(

敬
称
略) 

住 

所, 

生 

年 

_
_
_

調
査
実
施
年
月
日_
_
_
_

押 

江 

政
治
郎 

北
群
馬
郡
子
持
村
上
白
井
字
立
和
田 

大
正
—
二
I
年

昭

和

五

十

五

年

—
八

月

—
三
—
日

栗

原
 

佐

一

新

田

郡

笠

懸

村

大

字

久

宮 

明
治
四
十
二
年_
_
_

K
_

八

月

—
十
—
日

品 

田 

富 

吉 

吾
妻
郡
東
村
大
字
新
巻 

大

正

_

十
五
年_
_
_

K
_
_

I

八
月
三
十
一
日

山

口
 

平

吉
 

利
根
郡
水
上
町
湯
原 

明
治
四
十
二
年_
_
_
"
_
_

十
一
月 

九

—
日

平

石

源

吉

邑

楽

郡

板

倉

町

海

老

瀬
 

昭

和

三

年
 

昭
和
五
十
六
年 

三

月

十

四

日

W
 

ま
と
め

「
お
し
は
じ
め
に
」

の
と
こ
ろ
で
述
べ
た
ょ
ぅ
に
、
最
近
め
っ
き
ゃ
草
葺
民
家
が
少
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
考
え
て
み
れ
ば
そ
の
原
因
は
沢
山
あ
る
。

こ
こ 

で
は
そ
れ
ら
を
探
る
意
味
で
草
葺
民
家
に
住
む
人
々
の
持
つ
、
草
葺
民
家
に
対
す
る
良
し
悪
し
の
意
見
を
聞
い
て
み
た
。
そ
れ
ら
の
ぅ
ち
最
も
多
く
聞
か
れ
た 

意
見
の
三
つ
を
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
て
お
く
。

〇  

草
葺
民
家
に
対
す
る
良
い
意
見

① 

夏
は
涼
し
い
。

②
 

家
の
中
が
広
々
と
し
て
い
て
生
き
生
き
し
て
い
る
。

③ 

野
良
仕
事
に
便
利
に
で
き
て
い
る
。

〇  

草
葺
民
家
に
対
す
る
悪
い
意
見

①

冬
寒
い
。
特
に
暖
房
が
き
か
な
い
。



②
 

プ
ラ
ィA
,
シ
ー
が
守
れ
な
い
の
で
年
寄
と
若
者
が
同
居
し
に
く
い
。

③
 

維
持
費
が
大
変
で
あ
る
〇
特
に
屋
根
替
の
時
は
家
中
が
ほ
こ
り
ま
み
れ
に
な
る
〇
ま
た
最
近
で
は
屋
根
屋
も
い
な
い
し
、
茅
場
も
な
い
。

現
代
の
よ
う
に
社
会
生
活
が
進
歩
す
る
と
、
特

に

「
悪
い
意
見
」

に
掲
げ
た
三
項
目
は
、
住
む
人
に
と
っ
て
ま
こ
と
に
耐
え
難
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
即
ち
こ 

の
三
項
目
を
見
る
限
り
、
草
葺
民
家
の
住
居
と
し
て
の
使
命
は
、
完
全
に
過
去
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
事
態
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
草
葺
民
家
の
減
少
は
目
に
見
え
て
激
し
い
状
態
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
よ
り
も
先
に
弟
子
の
い
な
い
高
齢 

化
し
た
草
葺
屋
根
職
人
は
、
仕
事
に
見
切
り
を
つ
け
て
廃
業
し
て
行
く
。
最
近
で
は
草
葺
屋
根
職
人
を
探
し
当
て
る
の
に
、
大
変
苦
労
す
る
の
が
偽
ら
ざ
る
現 

状
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
時
期
に
草
葺
屋
根
職
人
の
保
持
す
る
伝
統
技
術
を
記
録
し
、
後
世
に
伝
え
る
仕
事
が
で
き
た
こ
と
は
、
正
に
有
史
以
来
伝
わ
っ
て
き 

た
貴
重
な
伝
統
技
術
を
消
滅
寸
前
に
か
ろ
う
じ
て
記
録
で
き
た
わ
け
で
あ
り
、
そ
の
価
値
は
何
物
に
も
か
え
が
た
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
貴 

重
な
仕
事
を
無
事
終
了
で
き
た
こ
と
を
、
私
自
身
と
し
て
も
最
大
の
喜
び
と
す
る
次
第
で
あ
る
。

最
後
に
、
住
む
人
の
心
情
を
考
え
れ
ば
誠
に
勝
手
な
よ
う
で
あ
る
が
、
草
葺
民
家
と
そ
れ
を
修
理
す
る
草
葺
屋
根
職
人
が
、
今
後
も
で
き
る
だ
け
永
く
生
き 

続
け
る
こ
と
を
、
心
の
奥
底
で
願
っ
て
や
ま
な
い
。

注

.

1
 

桑

原

稔

「
額
部
地
区
の
民
家
」
、
富
岡
市
民
俗
調
査
報
告
書
第
一
集
、
額
部
の
民
俗
、
富
岡
市
教
育
委
員
会
編
集
兼
発
行
、
昭
和
四
十
九
年
三
月
。

2
 

「
藤
岡
市
の
民
家
と
社
寺
洋
風
建
築
」
、
第
三
章
民
家
、
藤
岡
市
教
育
委
員
会
発
行
、
昭
和
五
十
五
年
十
月
。

3

今
和
次
郎
「
上
州
と
甲
州
の
民
家
」
、
民
俗
芸
術
、
昭
和
三
年
十
一
月
。

4
 

直
家
と
は
桁
行
方
向
に
長
い
平
家
建
矩
形
平
面
の
家
を
指
し
、
桁
行
方
向
に
お
け
る
土
間
寄
り
を
下
手
と
い
い
、

こ
れ
と
逆
の
方
向
、
即
ち
土
間
か
ら 

離
れ
る
方
向
を
上
手
と
称
す
る
。

5
 

桑

原

稔

「
邑
楽
郡
明
和
村
の
民
家
」
日
本
建
築
学
会
東
海
支
部
研
究
報
告
、
昭
和
四
十
五
年
十
一
月
。

6
 

小
林
梅
次
「
関
東
の
草
屋
根
ふ
き
」
日
本
民
俗
学
、
昭
和
四
十
七
年
四
月
。

7
 

屋
根
面
の
よ
び
名
は
図1
1

10(

ニ
ー 

ー
ぺ
ー
ジ)

参
照
。

8
 

軒
裏
の
見
栄
え
を
よ
く
し
た
り
、

ハ
ダ
ヅ
ヶ
ガ
ヤ
が
下
に
垂
れ
る
の
を
防
ぐ
た
め
に
軒
の
部
分
だ
け
オ
ガ
ラ
を
使
う
。

9
 

軒
先
の
オ
ガ
ラ
や
茅
を
一
直
線
に
そ
ろ
え
る
た
め
の
も
の
で
、

一
般
に
こ
れ
か
ら
縄
を
と
る
こ
と
は
し
な
い
。













二

板

葺

屋

根
 

.•

H
 

は
じ
め
に

本
県
に
お
い
て板

く
&

民
家
は
昭
和
三
〇
年
代
の
初
頭
頃
ま
で
か
な
り
多
く
見
ら
れ
た
と
い
う
。
し
か
し
、
現
在
、
そ
れ
を
見
る
こ
と
は
難
し
く
な
っ
て
い 

る
。
国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
旧
茂
木
家
住
今(

写
真2
1
1
)

、
旧
生
方
家
住
宅
、

旧
黒
沢
家
住
宅(

写
真2

丨2
)

0(
三
棟
以
外
で
、
現
在
、
 

主
屋
と
し
て
居
住
さ
れ
て
い
る
板
葺
民
家
は
筆
者
の
知
る
限
り
、
黒
沢
士
郎
家(

多
野
郡
上
野
村
川
和
、
写
真2

丨3
)
 

等
わ
ず
か
数
棟
だ
け
で
あ
り
、
樹
皮 

葺
の
一
種
で
あ
る
杉
皮
葺
の
民
家
も
竹
内
匡
一
家(

甘
楽
郡
下
仁
田
町
西
野
牧
、
写
真2

丨4
)
 

の
一
棟
を
残
す
の
み
で
あ
る
。
近
年
に
お
け
る
生
産
構
造
や 

生
活
様
式
の
変
化
、
原
材
料
の
入
取
難
お
よ
び
新
建
材
の
開
発
普
及
等
に
よ
り
板
葺
民
家
は
消
滅
同
然
の
状
態
で
あ
る
。

ま
た
、
板
葺
屋
根
の
伝
統
的
技
術
を
伝
え
る
職
人
も
高
齢
化
し
、
そ
の
姿
を
消
し
つ
つ
あ
る
。

一
時
代
を
画
し
た
あ
る
技
術
が
時
代
の
進
展
に
つ
れ
て
過
去 

の
も
の
と
な
り
、
現
代
人
に
全
く
か
え
り
み
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
時
代
に
生
き
た
職
人
は
そ
の
技
術
に
対
し
て
精
魂
を
こ
め
、
執
念
を
燃 

し
て
そ
の
技
術
を
育
て
て
き
た
。
当
時
、
職
人
が
ど
の
よ
う
に
知
恵
を
絞
っ
て
そ
の
技
術
を
守
り
育
て
て
き
た
か
、
そ
の
足
跡
を
調
査•

記
録
し
後
世
に
伝
え 

る
こ
と
は
現
在
に
生
き
る
も
の
の
大
き
な
責
務
で
あ
ろ
う
。

㈡

板
葺
屋
根
の
歴
史

板
葺
屋
根
は
木
材
を
薄
く
加
工
す
る
技
術
を
必
要
と
す
る
た
め
に
道
具
の
発
達
を
ま
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
板
葺
屋
根
は
住
居
の
発
生
以 

来
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
草
葺
屋
根
よ
り
新
し
い
技
術
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

奈
良
時
代
の
貴
族
住
宅
の
屋
根
に
板
葺
や
檜
皮
葺
の
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
板
葺
の
例
と
し
て
藤
原
豊
成
邸
宅
が
あ
る
。

こ
の
家
は
実

⑹
 

⑺

在
す
る
も
の
で
な
い
が
、

『
正
倉
院
文
書
』

に
よ
り
復
原
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
庶
民
の
住
居
は
平
城
京
内
で
あ
っ
て
も
草
葺
で
あ
っ
た
と
考
え
ら 

れ
て
い
る
。

⑻

平
安
時
代
の
貴
族
住
宅
で
あ
る
寝
殿
や
平
安
京
に
み
る
庶
民
の
町
屋
が
『
年
中
行
事
絵1
1

に
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
寝
殿
の
屋
根
は
檜
皮
葺
ま 

た
は
板
葺
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
町
屋
は
ほ
と
ん
ど
板
葺
で
あ
り
、
そ
の
葺
板
は
長
く
そ
し
て
厚
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
葺
板
の
上
に
は
葺
板
を
押
え
る
た 

め
に
丸
太
を
載
せ
て
い
る(

図2

丨1
)

。

⑼

『
洛
中
洛
外
屛
磬
に
み
ら
れ
る
中
世
の
町
屋
も
ほ
と
ん
ど
板
葺
で
あ
る
。

こ
の
中
に
描
か
れ
て
い
る
板
葺
き
の
様
子
を
図2
1

2

に
示
す
。
こ
れ
に
よ
れ



ば
葺
板
は
『
年
中
行
事
絵
巻
』

に
み
ら
れ
る
も
の
よ
り
、
大
き
さ
は
小
さ
く
厚
さ
も
薄
く
な
っ
て 

い
る
よ
う
で
あ 

る
。
葺
板
の
上
に
竹
を
井
字
型
に
組
み
、
そ
の
交
差
部
に
石
を
載
せ
、
葺
板
全
体
を
押
え
つ
け
て
い
る"

ま
た
、
 

こ
の
ほ
か
中
世
の
町
屋
の
屋
根
に
板
葺
の
採
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
『
一
遍
上
人
絵
伝
』

や

『
法
然
上
人
絵
！
^
 

な
ど
の
絵
図
に
描
か
れ
て
い
る
町
屋
か
ら
も
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

' 

製
材
用
の
縦
挽
鋸
で
あ
る
大
鋸
は
室
町
時
代
初
期
か
ら
中
期
に
か
け
て
中
国(

明)

よ
り
日
本
に
紹
介
さ
れ
て 

以
後
、
急
速
に
広
く
普
及
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
ケ
。
そ
れ
ま
で
製
板
は
横
挽
鋸
で
切
断
し
、
そ
れ
を
打
ち
割
る 

方
式
で
あ
っ
た
た
め
、
厚
さ
を
薄
く
す
る
に
も
限
界
が
あ
り
、
ま
た
大
き
い
素
材
が
必
要
と
さ
れ
た
。
し
か
し
、
 

縦
挽
鋸
の
出
現
に
よ
っ
て
木
目
や
素
材
の
大
小
に
関
係
な
く
、
薄
板
や
角
材
が
製
材
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
木
材 

の
利
用
範
囲
は
急
速
に
増
大
し
た
。
こ
の
よ
う
な
大
工
道
具
の
発
達
と
い
う
技
術
的
な
裏
付
け
、
大
材
の
入
手
難
、
 

木
材
搬
送
手
段
の
進
歩
な
ど
に
よ
り
、
葺
板
は
大
材
か
ら
次
第
に
小
材
へ
と
変
化
し
て
き
た
。

こ
れ
ら
の
こ
と
を
背
景
と
し
板
葺
屋
根
は
町
屋
を
初
め
と
し
て
、
長
野
県
東
部
お
よ
び
南
部
を
中
心
に
本
県
西 

部
、
静
岡
県
お
よ
び
愛
知
県
北
部
、
岐
阜
県
北
部
な
ど
の
山
岳
地
帯
の
農
家
に
も
普
及
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

0

県
内
に
お
け
る
板
葺
屋
根
の
分
布

本
県
に
お
い
て
比
較
的
古
く
か
ら
板
葺
屋
根
の
多
く
分
布
す
る
地
域
は
甘
楽•
多
野
郡
の
山
間
部
で
あ
る
。
利 

根
•

吾
妻•

碓
氷
郡
等
に
も
み
ら
れ
る
が
、

こ
れ
ら
の
地
方
の
板
葺
屋
根
は
甘
楽•

多
野
地
方
か
ら
伝
播
し
た
も 

の
と
推
察
さ
れ
草
葺
屋
根
と
混
在
し
て
お
り,

比
較
的
新
し
い
遺
構
に
み
ら
れ
る
。

藤
岡
地
区
の
民
家
調
査
に
よ
れ
ば
、

「
広
間
型
」

の
遺
構
で
古
い
遺
構
の
ベ
ス
ト
三
棟
は
い
ず
れ
も
草
葺
屋
根 

で
あ
り
、

こ
れ
ら
の
建
立
年
代
は
一
八
世
紀
初
頭
前
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
、

一
八
世
紀
初
頭
以
降
に
な
る
と 

板
葺
が
混
在
し
て
き
て
、
新
し
い
形
式
で
あ
る
田
字
型
に
な
る
と
十
棟
中
、
八
棟
が
板
葺
、

二
棟
が
草
葺
で
あ
っ

た
と
い
ぅ
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
藤
岡
地
区
土
着
の
屋
根
は
草
葺
で
あ
り
、
板
葺
は
新
し
い
工
法
で
一
八
世
紀
初
頭
頃
に
他
か
ら
移
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考 

え
ら
れ
て
い
る
。

〔図2-2 3 屋根葺中の中世の町屋

(『洛中洛外屛風』より)

L図2_1〕古代の町屋

(『年中行事絵巻』より』



f
l
 

8

渋
川
地
区
の
民
家
調
査
で
半
田
の
田
中
ニ
ー
ー
家(

写
真2
1

5
)
 

は
文
政
一
〇
年(

一
八
二
七)

、
行
幸
田
の
清
水
順
次
郎
家(

写
真2
1
6

)

は
明
治
六 

年
に
建
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
両
遺
構
と
も
屋
根
は
当
初
板
葺
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
し
た
。
屋
根
勾$

建
築
年
代
な
ど
か
ら
み
て
当
初
、

田
中
ニ
ニ
家 

は
石
置
屋
根
、
清
水
順
次
郎
家
は
ト
ン
トV

葺
(

二
〜M

〜③

ィ
シ
オ
キ
の
項
参
照)

で
あ
っ
た
ろ
う
と
推
察
さK

る
。
こ
の
遺
構
例
か
ら
渋
川
地
区
の
場
合
、
 

す
で
に-

九
世
紀
前
半
頃-

部
に
板
葺
を
採
用
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。

.  

⑽
 

_  

g
町

誌

『
み
な
か
み
』

に
よ
れ
ば
水
上
地
区
は
板
葺
や
杉
皮
葺
を
明
治
二
〇
年
頃
か
ら
採
用
す
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
、

『
孀
恋
村i

s
o  

(

下
巻)

に
よ
れ
ば 

孀
恋
地
区
も
草
葺
が
先
行
し
、
そ
の
後
に
板
葺
を
移
入
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。

本
県
に
お
い
て
板
葺
屋
根
が
い
つ
頃
か
ら
採
用
さ
れ
て
い
た
か
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
地
区
は
少
な
い
。
し
か
し
、
前
述
し
た
数
地
区
の
例
か
ら
み
て
板
葺 

屋
根
は
他
か
ら
移
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
草
葺
屋
根
よ
り
新
し
い
も
の
で
あ
る
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

㈣

調
査
方
法

伝
統
的
な
板
葺
技
術
を
保
持
す
る
職
人
や
板
葺
屋
根
の
民
家
に
住
ん
で
い
る
人
た
ち
と
直
接
会
い
、
次
に
あ
げ
る
諸
点
に
つ
い
て
聞
き
取
り
、
ま
た
遺
構
の 

平
面
や
断
面
等
の
実
測
、
外
観
や
細
部
の
納
ま
り
等
の
写
真
撮
影
を
実
施
し
た
。

① 

材
料

種
類
、
入
取
時
期
、

こ
し
ら
え
方
、
材
料
こ
し
ら
え
に
用
い
る
道
具
な
ど
。

② 

葺
き
方

葺
き
あ
げ
順
序
、
棟
、
軒
先
、
妻
部
な
ど
の
処
理
、
人
工
手
間
、
耐
用
年
数
、
屋
根
葺
道
具
な
ど
。

③ 

小
屋
組

板
葺
屋
根
の
小
屋
組
に
み
ら
れ
る
特
徴
。

④ 

板
葺
職
人

修
業
時
代
、

一
人
前
の
職
人
と
し
て
の
仕
事
内
容
や
出
来
高
、
職
人
の
待
遇
な
ど
。

⑤ 

長
所
と
短
所

草
葺
屋
根
と
の
比
較
な
ど
。



⑥

技
術
保
存•

後
継
者
な
ど
の
問
題
点

©

屋
根
葺
材
料

1
 

種

類

葺
板
用
材
と
し
て
は
栗•

松•

杉
な
ど
を
用
い
る
。
中
で
も
栗
材
は
耐
用
年
数
も
長
く
割
裂
性
に 

も
優
れ
最
上
と
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
棟
の
処
理
に
は
杉
皮
を
使
う
。

葺
き
板
は
「
サ
サ
ィ
タ
」
(

笹
板)

と
呼
ば
れ
、
大
き
さ
は
図2
1

3

に
示
す
通
り
で
あ
る
。
長 

さ
と
厚
さ
は
ほ
ぼ
一
定
で
あ
る
。
し
か
し
、
幅
は
原
木
の
太
さ
や
木
取
に
ょ
っ
て
異
な
る
の
で
一
定 

し
て
い
な
い
。

2
 

入
手
時
期

原
木
の
伐
採
時
期
は
秋
が
ょ
い
と
さ
れ
て
い
る
。
春
に
伐
採
し
た
も
の
は
虫
に
喰
わ
れ
易
く
、
耐 

用
年
数
も
短
い
と
い
う
。
し
か
し
、
杉
は
そ
の
皮
を
使
用
す
る
こ
と
か
ら
、
皮
の
剝
ぎ
易
い
八
月
下 

旬
か
ら
九
月
下
旬
に
か
け
て
伐
採
す
る
こ
と
が
多
い
と
い
う
。

3
 

こ
し
ら
え
方

伐
採
し
た
場
所
で
原
木
を
一
〇
尺(

三•

三
けH
)

の
長
さ
に
鋸
で
切
断
す
る
。
こ
れ
を
「
タ
マ
ギ

リ
」
(

玉
切
り)

と
い
う
。
原
木
の
径
は
大
き
い
ほ
ど
良
い
と
い
う
も
の
で
な
く
、
普
通
〇•

四
〜
一.

二

尺(

ー
ニ•  

一
〜
三
六•

四
：
^

,
、
'
卜
け)

く
ら
い 

で
あ
る
。
あ
ま
り
径
が
大
き
く
な
る
と
籾
性
に
劣
る
と
い
う
。

タ
マ
ギ
リ
し
た
原
木
を
板
ご
し
ら
え
の
場
所
に
運
び
写
真2

丨
15
に
示
す
鋸
で
一
定
の
長
さ
に 

切
断
す
る
。
そ
の
長
さ
は
サ
サ
ィ
タ
の
長
さ
で
あ
り
、
普
通
一 
•

〇
〜
一 
•

三
尺
の
範
囲
で
あ
る
。
な
お
、
棟
の
処
理
に
使
用
す
る
杉
皮
は
そ
の
原
木
の
伐
採 

地
で
タ
マ
ギ
リ
す
る
前
に
皮
剥
き
鎌(

写
真2

丨
16) 

を
用
い
て
剝
ぎ
と
ら
れ
る
。
そ
の
長
さ
は(

繊
維
方
向
の
寸
法)

は
三.

五
〜
四
・
〇
尺 
(

一
 
•

一
〜 

一
 
•

二I

d

で
あ
る
〇

次
に
サ
サ
ィ
タ
を
つ
く
る
順
序
を
説
明
す
る
。

@

ド
ゥ
ヮ
リ

幅
1.5〜8寸
(4.5〜2 4.2CWI)

_厚さ
-1〜1.5分
(0.3〜0.4 5CWI)

長さ
1〜1.3尺

3 0.3〜3 9.榆)/

〔図2-3 J ササイタ



一
 
•

〇
〜
一 
•

三
尺
に
切
断
し
た
原
木
に
大
割
鉈(

写
真2
 1

16)

を
当
て
、
大

割

槌(

写
真2
 1

17
・
18) 

で
た
た
い
て
ニ
ッ
割
、
ま
た
は
四
ッ
割
す
る
。
 

こ
れ
を
「
ド
ウ
ヮ
リ
」
(

胴
割)

と

い

う(

写
真2
1
7
 
• 
8

、
図2

丨4
)

。
原
木
の
径
の
大
き
い
場
合
は
四
ッ
割
で
、
径
の
小
さ
い
場
合
は
ニ
ッ
割
と
す 

る
〇

②

コ
マ
ド
リ

ド
ウ
ヮ
リ
し
た
材
に
さ
ら
に
大
割
鉈
を
当
て
大
割
槌
を
用
い
て
、
割

台
(

写
真2

丨
19.

20
、
図2
 1

11) 

のA

部
で
最
終
的
に
厚
さ
〇*

八
〜
一 
•

二
寸 

(

二.

四
〜
三•

六
セ 

ン
ト
け)

、
若
し
く
は
〇•

四
〜
〇•

六
寸
の
厚
さ
に
割
る◦

こ
れ
を
「
コ
マ
ド
リ
」
(

小
間
取
り)

と

い

う(

写
真2
1
9

、
図2

1
5
)

。
前
者
の
厚
い
ほ
う
を
「
ハ
チ
マ
ィ
ド
リ
」
(

八
枚
取
り)

と
い
い
、
こ
れ
は
原
木
の
径
が
大
き
い
場
合
で
あ
る
。
後
者
の
薄
い
ほ
う
を
「
ヨ
ン
マ
ィ 

ド
リ
」
(

四
枚
取
り)

と
い
い
、

こ
れ
は
原
木
の
径
が
小
さ
い
場
合
で
あ
る
。

藤
岡
地
区
で
は
厚
さ
二•

四
寸
程
度
の
段
階
以
降
の
割
り
に
は
大
割
鉈
を
用
い
ず
小
割
鉈(

写
真2

丨
16)

を
用
い
て
割
っ
て
い
る
。
ま
た
、
割
れ
に
く
い



材
の
場
合
、
割

台
(

図2

丨
11)

のB

ま
た
はC

部

で

「n

ジ
リ
イ
タ
」
(

写
真2

丨
18
、
図2

丨
10)

を
利
用
し
て
割
っ
て
い
る(

写
真2

丨
10)

。

コ
マ
ド
リ
に
は
「
シ
ョ
ー
マ
サ
」
(

正
征)

、

「
オ
イ
マ
サ
」
(

追
征)

、

「
イ
タ
メ
」
(

板
目)

の
三
通
り
あ
る(

図2
1
6
 )

。
な
る
べ
く
な
ら
シ
ョ 

丨
マ
サ
で
と
れ
る
だ
け
と
っ
て
、
次
に
オ
イ
マ
サ
に
な
る
よ
ぅ
に
木
取
る
の
が
よ
い
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
強
度
の
点
で
は
イ
タ
メ
が
優
れ
て
い
る
と
い 

ぅU
な
お
、
栗
材
な
ど
の
場
合
、

こ
の
コ
マ
ド
リ
の
時
占£

て
技
は
ft
き
と
る
く

③

コ
ワ
リ

コ
マ
ド
リ
し
た
材
を
割
台(

図2

丨
11) 

のA

部
に
の
せ
、
小
割
鉈
を
あ
て
小
割
槌
を
用
い
て
半
分
に 

割
り
、
そ
れ
を
ま
た
半
分
に
割
る
。

ヨ
ン
マ
ィ
ド
リ
の
場
合
は
こ
れ
で
終
り
だ
が
、

ハ
チ
マ
ィ
ド
リ
の
場 

合
は
更
に
そ
れ
を
半
分
に
割
り
、

い
ず
れ
の
場
合
も
厚
さ一

•

〇
〜
一 
•

五

分
(

三•

〇
〜
四•

五H

by

の
板
に
す
る
。

こ
れ
を
「
コ 

ヮ
リ
」
(

小
割)

と

い

ぅ(

写
真 

2

1

11•

12
、
図 2
1
 7
)
 

〇
 

こ 

の
ょ
ぅ
に
割
つ
て
で
き
た
板
が
サ 

サ
イ
タ
で
あ
るU

な
お
、
藤
岡
地
区
で
は
こ
の
エ 

程
に
お
い
て
も
、

コ
マ
ド
リ
の
エ 

程
と
同
様
に
コ
ジ
リ
イ
タ
を
利
用 

す
る
。

④

束次
に
サ
サ
イ
タ
は
「
マ
ル
ケ
バ 

コ
」
(

写
真2

丨
21.

22
、
図2
 

1

11)

に
納
め
ら
れ
、
縄
で
束
ね



ら
れ
る(

写
真2

丨
13
・
14)

。

一
束
の
大
き
さ
は
図2
1
8

の
通
り
で
あ
る
。
子
持
地
区
で 

は
三
束
を
ま
と
め
て
「
イ
ッ
ポ
ン
」
(

一
本)

と
呼
ん
で
い
る
。

4
 

道

具

お
も
な
道
具
の
大
き
さ
は
図2

丨9
 
• 
W
 
• 
H

に
示
す
通
り
で
あ
る
。
大
割
槌•

小
割
槌
は 

「
カ
シ
」
(

樫)

や

「
ヤ
マ
グ
ワ
」
(

山
桑)

の
木
で
作
る
の
が
良
い
と
さ
れ
て
い
る
。

5
 

所
要
量

葺
き
方
に
も
ょ
る
が
、
新
築
時
に
お
い
て
一
坪(

三.

三
平
方
け/
bl)

当
り
七
〜
九
束
程
度 

必
要
と
な
る
。

二
〜
三
年
お
き
に
サ
サ
イ
タ
を
裏
返
し
す
る
な
ら
ば
新
し
い
サ
サ
イ
タ
は
全
体 

葺
量
の
約
一
割
程
度
補
給
す
れ
ば
ょ
い
と
い
ぅ
。



00.2 尺
'(6. lCTl)

(7. 6C771)

00.11尺
(3.3娜)

0-1 7 尺

コジリイタ

小割槌

大割槌 

〔図2 —1〇〕屋根葺材料をつくる道具⑵

1.8C771)

割台(藤岡地区)

マルケバコ

〔図2—11〕屋根葺材料をつくる道具 ⑶

0.6尺
(1 8.2cm)

0.2尺

.〇.7 尺- 
(2 l.2cm)

0.2尺
(6.1cm)

11 5 尺- 
(3 4.8cm)

1.0 5 尺 
(3 1.8cm)

1.0 5 尺
3



内
葺
き
方
に
つ
い
て

1

葺
き
あ
げ
順
序

「
ガ
ラ
」

の
打
ち
付
け
お
よ
び
「
イ
タ
モ
チ
」
(

図2
 1

16)

の
取
付
け 

は
大
工
の
領
域
で
あ
り
、
こ
れ
が
終
了
し
て
か
ら
板
葺
を
始
め
、
板
葺
は
板 

S
割
を
行
な
っ
た
職
人
に
し
て
も
ら
う
の
を
普
通
と
す
る
。

図2
 1

12
に
示
す
よ
う
に
軒
先
端
か
ら
棟
に
向
か
っ
て
左i

右
、
右i

左
、
 

左
—
右
と
い
う
よ
う
に
順
次
あ
と
ず
さ
り
し
な
が
ら
葺
き
あ
げ
て
い
く
。
葺 

き
あ
げ
ら
れ
た
サ
サ
イ
タ
の
長
さ
方
向(

流
れ
方
向)

に
露
出
し
て
い
る
部 

分

を

「
フ
キ
ア
シ
」
(

葺
足)

と

い

う(

図2

丨
13•

写
真2

丨
23) 
U

葺 

き
手
が
複
数
の
場
合
、

フ
キ
ア
シ
や
横
の
重
ね
方
向
は
同
じ
に
な
る
よ
う
に 

し
て
葺
き
あ
げ
る
。

¢6S

葺
き
方
に
は
「
カ
サ
ネ
ブ
キ
」
(

重
ね
葺)

と

「
ヒ
ラ
ブ
キ
」
(

平
葺) 

の
二
種
類
が
あ
る(

図2

丨
14
・
15)

。
カ
サ
ネ
ブ
キ
は
サ
サ
イ
タ
を
横
方 

向
に
二
〜
三
分(

六
〜
九
一
by
け)

程
度
重
ね
な
が
ら
葺
く
方
法
で
、

フ
キ 

ア
シ
は
三
寸
程
度
で
あ
る
。

ヒ
ラ
ブ
キ
は
サ
サ
イ
タ
を
「
コ
バ
ヅ
ケ
」
(

木
端
付)

に
し
て
、
横
方
向 

に
重
ね
な
い
で
並
べ
な
が
ら
葺
き
あ
げ
る
方
法
で
あ
る
。

フ
キ
ア
シ
は
カ
サ 

ネ
ブ
キ
の
場
合
よ
り
短
く 

一
 

寸
五
分
程
度
で
あ
る
。

2
 

細
部
の
処
理

①

軒

先
(

図2
 1

16)

イ
タ
モ
チ
は
「
サ
ル
デ
」
(

図2

丨
17) 

に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
り 

イ
タ
モ
チ
の
材
料
と
し
て
は
「
カ
ラ
マ
ツ
」
が
よ
い
と
さ
れ
、

サ
ル
デ
は
鉄



ササイタ
フキアシ

〔図2-13〕 フキアシ

し凶2 -14 J カサ不フキ

これらのササイタを 

妻のイタモチに合せ 

て整形する 

—I

-妻のイタモチ

ササイタ
重ねて葺く
/'

平のイタモチ



ササイタ

重ねないで木 

端付けとする

--- 妻のイタモチ

平のイタモチ

〔図2 — 15〕 ヒラブキ

〔図2_16〕 軒先の処理

3.5(高さ)X4寸 
(1 0.6 X 1 2.1cm) 
@ 3 尺(3 0.3⑽)

——サルデ
間隔

平-垂木ごと
 - 4.5〜6寸
(3.6 x 1 8.2〇)

イタモチ

5.5 X 1.0 寸
(1 6.7 X 3娜)

ふ

ガラ 2.8X0.7寸
/ (8.5 X 2.1C771)

ササイタ

為、



製
で
ガ
ラ
の
上
か
ら
垂
木
に
釘
で
打
ち
付
け
ら
れ
て
い
る
。

軒
先
端
の
サ
サ
イ
タ
は
イ
タ
モ
チ
に
接
し
て
約
六
〇
度
の
角
度
で
二
〜
三 

分
(

六
〜
九1
く
by
け)

程
度
重
ね
な
が
ら
葺
き
あ
げ
る(

写
真2
1

24)

り
 

て
い
ね
い
な
工
事
の
場
合
は
こ
の
ょ
ぅ
に
し
て
葺
か
れ
た
サ
サ
イ
タ
の
上
を
、
 

逆
方
向
か
ら
先
に
葺
い
た
部
分
と
同
じ
重
ね
で
六
〇
度
の
角
度
を
も
っ
て
葺 

き
あ
げ
る
。
妻
と
平
の
イ
タ
モ
チ
の
交
差
す
る
隅
部(

写
真2
1

25
、
図2
 

丨
14)

の
サ
サ
イ
タ
は
現
場
で
妻
の
イ
タ
モ
チ
に
合
わ
せ
て
整
形
し
た
も
の

〔図2 —17〕 サ ル デ

〔図2 —18〕 棟の処理



を
使
用
す
る
。

こ
れ
ら
軒
先
の
処
理
は
ヵ
サ
ネ
ブ
キ
で
も
ヒ
ラ
ブ
キ
で
も
同
様
で
あ
る
。

② 

棟
(

図2
 1

18)

サ
サ
イ
タ
の
葺
き
あ
げ
が
終
了
し
た
の
ち
、

「
ム
ナ
オ
リ
」
と
称
す
る
長
さ
四
尺(

ー
ニー

：!  

ン,

づ)

の
杉
皮
を
四
枚
以
上
重
ね
て
棟
を
覆
ぅ
。
そ
れ
を 

§

 

メ
丨 

ノ

長
さ
九
尺
前
後
に
割
っ
た
竹
、
ま
た
は
割
っ
た
栗
の
木
で
押
え
、
更
に
そ
の
上
へ
石
を
載
せ
る(

写
真2
1

24)

。
写
真2
1

27
に
棟
部
分
に
お
け
る
イ
タ
モ 

チ
の
納
ま
り
の
実
例
を
示
す
。

③ 

イ
シ
オ
キ

サ
サ
イ
タ
お
ょ
び
棟
部
分
の
杉
皮
の
葺
き
あ
げ
が
終
了
し
た
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
の
上
に
重
し
と
し
て
石
を
載
せ
る
。

こ
れ
を
「
イ
シ
オ
キ
」
(

石
置)

と
い 

ぅ
。
石
は
建
物
近
く
の
河
原
に
あ
る
な
る
べ
く
平
た
い
形
状
の
も
の
を
用
い
る
。
重
さ
は
約
一.

五
〜
三-

〇

貫
(

四•

六
〜
ー
ー 
•

三
艸
ラ
〇) 

程
度
で
あ 

る
。
棟
部
分
に
は
サ
サ
イ
タ
の
葺
き
あ
げ
部
分
ょ
り
重
い
五•

〇
〜
六•

〇

貫
程
度
の
も
の
を
載
せ
る(

写
真2

丨
28)

。

石
は
最
初
棟
部
分
に
置
か
れ
、
そ
れ
か
ら
左
右,

上
下
の
バ
ラ
ン
ス
を
と 

り
な
が
ら
、
棟
か
ら
軒
先
部
分
へ
順
次
載
せ
て
い
く
。
そ
の
配
置
は
図2

丨 

19
の
通
り
で
あ
る
。

地
区
で
は
サ
サ
イ
タ
の
上
に&

に
石
を
載
せ
な
い
で
流
れ
方
向
二
尺 

五
寸
程
度
の
間
隔
に
「
オ
シ
ョ
ー
コ
ダ
ケ
」
を
置
き
、
そ
の
上
に
石
を
載
せ 

る
方
法
を
用
い
て
い
る
。

子
持
地
区
で
は
昭
和
一
四•

五
年
頃
以
降
、

オ
シ
ョ
ー
コ
ダ
ケ
の
上
に
石 

を
載
せ
な
い
で
、

オ
シ
ョ
ー
コ
ダ
ケ
を
針
金
や
釘
で
下
地
に
と
め
て
サ
サ
イ 

夕
を
押
え
る
方
法
に
替
っ
た
と
い
ぅ
。

な
お
、
石
や
オ
シ
ョ
ー
コ
ダ
ケ
を
用
い
な
い
で
サ
サ
イ
タ
を
釘
で
打
ち
付 

け
て
葺
き
あ
げ
て
い
く
方
法
を
ト
ン
ト
ン
葺
と
称
し
た
。

④

下
地

〔図2_19〕石の配置



古
く
は
ガ
ラ
を
使
わ
ず
に
母
屋•

垂
木
に
丸
竹
を
用
い,

そ
の 

上
に
割
っ
た
竹
を
置
き
、

こ
れ
ら
を
縄
や
蔓
で
縛
り
下
地
を
つ
く 

っ
て
い
た
。
実
例
と
し
て
広
瀬
稔
家(

藤
岡
市
古
桜
町)

と
儘
田 

義

雄

家(

渋
川
市
八
木
町)

の
下
地
を
写
真2

丨
29.

30.

31
に 

示
す,

図2
1

20
に
儘
田
義
雄
家
の
竹
を
用
い
た
下
地
の
断
面
図 

を
示
す
。

3
 

板
葺
屋
根
の
小
屋
組

小
屋
組
は
前
章
の
草
葺
屋
根
の
叉
首
構
造
と
異
な
り
、
普
通
和 

小
屋
構
造
に
な
っ
て
い
る
。
県
内
に
み
ら
れ
る
当
初
板
葺
で
、
現 

在
ト
タ
ン
葺
や
瓦
葺
に
葺
き
替
え
ら
れ
て
い
る
建
物
の
多
く
は
二 

階
建
で
あ
る
。

屋
根
勾
配
は
石
だ
け
を
載
せ
て
サ
サ
ィ
タ
を
押
え
る
場
合
は
ほ 

と
ん
ど
三
寸
五
分(

一
〇
分
の
三•

五)

程
度
で
あ
る
。

オ
シ
ョ 

丨
コ
ダ
ヶ
と
石
を
併
用
す
る
場
合
は
三
寸
八
分
〜
四
寸(

一
〇
分 

の
三
・
八
〜
一
〇
分
の
四)

く
ら
い
で
あ
り
、
釘
で
打
ち
付
け
る 

ト
ン
ト
ン
葺
の
場
合
は
五
寸
〜
五
寸
五
分(

一
〇
分
の
五
〜
一 

〇 

分
の
五.

五)

く
ら
い
と
急
勾
配
に
な
っ
て
い
る
。

黒
沢
士
郎
家(

多
野
郡
上
野
村
川
和)

は
前
述
し
た
ょ
ぅ
に
筆 

者
の
知
る
限
り
、
本
県
に
現
存
す
る
主
屋
と
し
て
居
住
さ
れ
て
い 

る
数
少
な
い
板
葺
民
家
で
あ
る
。
そ
こ
で
実
例
と
し
て
平
面
図
と 

断
面
図
を
図2
 1

21-

22
に
掲
げ
て
お
い
た(

写
真2
1

32)

。



4
 

人
工
手
間

石
だ
け
で
サ
サ
ィ
タ
を
押
え
る
場
合
は
一
日
一
五
ff(

四%
•

六¥

力M

V])

、
オ
シ
ョ
ー
コ
ダ
ヶ
の
上
に
石
を
の
せ
て
押
え
る
場
合
は
一
日
六
坪
、
 

オ
シ
ョ
ー
コ
ダ
ヶ
だ
け
で
押
え
る
場
合
は
一
日
四
坪
半
が
標
準
と
い
う
。 

今
回
の
調
査
に
お
い
て
「
結
い
」
で
行
な
う
例
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
。
 

し
か
し
、
ご
く
近
い
親
戚
や
両
隣
の
人
に
手
伝
っ
て
も
ら
う
程
度
の
こ
と
は 

あ
っ
た
と
い
う
。

5
 

耐
用
年
数

葺
き
方
に
も
ょ
る
が
栗
材
の
場
合
、
約
二
〇
年
は
も
っ
と
い
う
。
葺
替
を

〔図2-2 13 黒沢士郎家平面図(復原図)

〔図2-2 2 3 黒沢士郎家構造断面図(復原図)

〇単位尺()内は佩 

〇(高さ)X(幅)



こ
ま
め
に
し
て
い
れ
ば
葺
替
時
の
材
料
は
少
な
く
て
す
み
、

ー
ー
〜
三
年
お
き
に
サ
サ
イ
タ
を
裏
返
し
す
る
な
ら
ば
新
し
い
サ
サ
イ
タ
の
補
給
量
は
全
体
葺
量
の 

約
一
割
程
度
で
す
む
と
い
う
。

な
お
、

「
イ
ロ
リ
」

の
煙
に
あ
た
っ
て
い
る
部
分
の
サ
サ
イ
タ
は
あ
た
っ
て
い
な
い
部
分
の
も
の
よ
り
長
持
ち
す
る
と
い
う
り

㈦

屋
根
葺
職
人

1

修
業
時
代

板
割
職
人
と
し
て
今
回
の
調
査
で
お
世
話
に
な
っ
た
吉
田
竹
蔵(

明
治
三
三
年
生
れ)

と
吉
岡
小
吉(

大
正
ー
ニ
年
生
れ)

の
両
氏
と
も
修
業
時
代
は
約 

五
年
く
ら
い
で
あ
り
、
住
み
込
み
で
な
く
通
い
で
あ
っ
た
と
い
う
。
修
業
に
は
い
る
と
す
ぐ
に
親
方
と
同
じ
こ
と
を
さ
せ
て
も
ら
い
、
特
に
技
術
を
段
階
的
に 

教
え
て
も
ら
う
と
い
う
の
で
な
く
、
見
よ
う
見
ま
ね
で
覚
え
た
と
い
う
ノ

2
 

一
人
前
の
職
人

板
割
は
一
日
ー
ニ
束
割
っ
て
、
葺
量
は
前
述
の
人
工
手
間
で
述
べ 

た
一
日
当
り
の
量
を
葺
い
て
一
人
前
の
職
人
と
さ
れ
た
リ

3
 

職
人
の
待
遇

昔
か
ら
職
人
の
賃
金
の
序
列
は
石
屋4

屋
根
屋
ふ
木
挽
山
左
官
の
順
で
屋
根
屋
は
高
か
っ
た
と
い
う
。
昭
和
八
年
頃
一
束
割
っ
て
米
一
升
も
ら
っ
た
と
い
う
。
 

葺
く
場
合
、
後
片
付
け
等
は
一
切
し
な
く
て
も
よ
く
、
夕
方
仕
事
が
終
る
と
一
番
風
呂
に
入
り
、
三
食
と
も
施
主
持
ち
が
普
通
だ
っ
た
と
い
う
。

職
業
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
た
の
は
昭
和
二
四•

五
年
頃
迄
で
、
こ
の
頃
か
ら
仕
事
量
は
減
り
昭
和
四
五
年
以
降
は
ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い 

う
〇

g

調
査
協
力
者

板
割
職
人

吉
岡
小
吉 

大
正
ー
ニ
年
生
れ
、
藤
岡
市
上
日
野
奥
乃
反 

昭
和
五
五
年 

八
月 

三
日
調
査

吉
田
竹
蔵 

明
治
三
三
年
生
れ
、

北
群
馬
郡
子
持
村
上
白
井 

" 

一
〇
月
ー
ニ
日
調
査 

遺
構
所
有
者



黒
沢
士
郎 

多
野
郡
Jb
野
村
川
和 

昭
和
五
六
年
二
月 

九
日
調
査

竹
内
匡
一
甘
楽
郡
下
仁
田
町
西
野
牧 

昭
和
五
六
年
一
月
ー
ー
日
調
査

板
割
職
人
お
よ
び
遺
構
所
有
者
に
は
御
多
忙
中
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
調
査
の
主
旨
を
御
理
解
の
う
え
心
よ
く
調
査
に
応
じ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

こ
こ
に 

記
し
て
心
か
ら
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
、
黒
沢
一
郎
氏(

藤
岡
市
上
日
野
二
〇
四)

に
は
吉
田
竹
蔵
氏
の
調
査
の
際
、
色
々
と
便
宜
を
計
っ
て
い
た
だ
き 

ま
し
た
。

こ
こ
に
記
し
て
、
心
か
ら
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

M
 

ま
と
め

板
葺
屋
根
は
本
県
の
場
合
草
葺
屋
根
に
替
っ
て
登
場
し
た
新
し
い
工
法
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
板
葺
屋
根
を
採
用
し
た
の
は
、
そ
の
土
地
が
板
葺
材
の
入
手 

し
易
い
場
所
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
草
葺
屋
根
と
比
較
し
た
場
合
そ
れ
よ
り
優
れ
て
い
る
点
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
次 

に
草
葺
屋
根
と
比
較
し
た
場
合
、
板
葺
屋
根
の
方
が
優
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
点
に
つ 

い
て
あ
げ
て
み
る
。

① 

葺
材
の
容
量
小

運
搬
が
容
易
で
あ
り
、
貯
蔵
場
所
が
狭
く
て
す
む
。
ま
た
、
長
年
の
貯
蔵
が
可
能
で
あ
る
。

② 

葺
き
方
が
容
易

仮
設
の
足
場
を
必
要
と
し
な
い
。
な
お
、
板
割
に
は
専
門
的
技
術
を
必
要
と
す
る
が
、
葺
く
に
は
特
に
専
門
的
技
術
を
必
要
と
し
な
い
。

③ 

工
期
の
短
縮

前
述
の①

。②

な
ど
の
理
由
か
ら
工
期
が
短
い
。

④ 

小
人
数
で
の
施
工

前
述
の①
•
②

な
ど
の
理
由
か
ら
小
人
数
で
の
施
工
が
可
能
で
、

「
結
い
」
な
ど
を
特
に
必
要
と
し
な
い)

⑤ 

粱
行
の
あ
る
平
面
が
可
能

三
寸
五
分
程
度
の
緩
勾
配
で
あ
る
た
め
、
梁
行
の
あ
る
平
面
に
適
し
た
構
造
と
な
る
。

⑥ 

ハ
ィ
ヵ
ラ
で
あ
る

草
葺
屋
根
よ
り
新
し
い
工
法
で
あ
る
た
め 

ハ
ィ
ヵ
ラ
に
み
え
た
。
ま
た
、
板
葺
屋
根
に
す
る
こ
と
は
経
済
的
に
余
裕
の
あ
る
証
で
も
あ
っ
た
。



し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
利
点
が
あ
り
な
が
ら,

ほ
と
ん
ど
の
家
が
板
葺
屋
根
で
あ
っ
た
と
い
う
多
野
郡
上
野
村
地
区
に
お
い
て
も
、
昭
和
四
〇
年
代
初
頭
に 

地
区
の
約
半
数
の
家
が
ト
タ
ン
に
葺
き
替
え
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、
今
回
の
調
査
で
お
世
話
に
な
っ
た
板
割
職
人
の
方
々
も
、
板
割
で
生
計
の
た
っ
た 

の
は
昭
和
二
四•

五
年
頃
ま
で
で
あ
っ
た
と
い
う
。
現
在
本
県
に
残
る
主
屋
と
し
て
居
住
さ
れ
て
い
る
板
葺
民
家
の
消
滅
は
時
間
の
問
題
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
 

こ
の
板
葺
も
過
去
に
お
い
て
一
時
代
を
画
し
た
屋
根
葺
技
術
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
板
葺
屋
根
が
用
い
ら
れ
な
く
な
っ
た
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
点
を
次
に
あ 

げ
て
み
る
。

① 

工
法
と
し
て
の
不
完
全
さ

サ
サ
イ
タ
を
重
ね
、
石
を
載
せ
る
だ
け
の
簡
単
な
工
法
で
あ
る
た
め
、
強
風
時
に
サ
サ
イ
タ
が
飛
ば
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
っ
た
。
ま
た
、

サ
サ
イ
タ
の 

重
ね
部
分
に
隙
間
の
多
い
こ
と
か
ら
保
温
性
も
劣
り
、
完
全
に
雨
漏
り
を
防
ぐ
こ
と
も
難
し
か
っ
た
。

② 

新
建
材
の
開
発
普
及

板
葺
屋
根
を
長
く
も
た
せ
る
た
め
に
は
サ
サ
イ
タ
の
葺
替
を
頻
繁
に
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
板
葺
屋
根
は
新
建
材
で
葺
か
れ
た
屋
根
よ
り
耐
用
年
数 

や
防
火
性
能
お
よ
び
保
守
管
理
の
面
な
ど
で
大
変
劣
っ
て
い
る
。
ま
た
、
新
建
材
は
工
場
で
大
量
生
産
さ
れ
商
品
化
さ
れ
て
お
り
、
入
取
し
易
い
の
に
対
し
て
、
 

サ
サ
イ
タ
は
各
現
場
に
お
け
る
注
文
生
産
で
あ
り
、
大
量
生
産
が
難
し
く
商
品
と
し
て
流
通
化
で
き
な
か
っ
た
。

③ 

住
生
活
の
変
化

民
家
は
時
代
の
進
展
に
つ
れ
て
規
模
や
構
造
面
で
発
展
を
遂
げ
た
ば
か
り
で
な
く
、
生
活
の
快
適
さ
を
高
め
る
こ
と
に
対
し
て
も
色
々
と
工
夫
が
な
さ
れ
て 

き
た
。
し
か
し
、

こ
の
民
家
も
現
代
に
お
け
る
急
速
な
生
活
用
具
の
発
達
、
洋
式
生
活
の
普
及
、
職
業
形
態
の
変
化
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
重
視
の
平
面
構
成
な
ど 

に
よ
り
現
代
生
活
に
は
適
さ
な
く
な
っ
て
い
る
。
板
葺
屋
根
が
滅
び
る
と
い
う
よ
り
、
伝
統
的
な
民
家
そ
の
も
の
が
滅
び
て
い
く
現
状
な
の
で
あ
る
。
現
代
は 

一
般
の
住
宅
に
ま
で
、
よ
り
快
適
な
生
活
が
で
き
る
よ
う
に
冷
暖
房
設
備
を
取
り
付
け
る
時
代
で
あ
る
。
従
来
の
板
葺
民
家
で
は
と
て
も
現
代
生
活
の
要
求
す 

る
高
度
で
そ
し
て
多
様
化
し
た
機
能
に
対
応
で
き
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

ど
ん
な
に
優
秀
な
技
術
で
も
時
代
の
進
展
に
つ
れ
て
や
が
て
過
去
の
も
の
と
な
り
、
消
滅
す
る
の
が
運
命
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
時
代
に
生
き
た
職
人 

は
そ
の
技
術
に
対
し
て
知
恵
を
絞
り
、
そ
の
技
術
を
守
り
育
て
て
き
た
の
で
あ
る
。
現
在
、
ま
さ
に
板
葺
技
術
は
消
滅
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
過
去
の
優
れ
た 

遺
産
を
継
承
し
、
そ
の
上
に
新
し
い
発
展
を
積
み
重
ね
て
い
く
の
が
ほ
ん
と
う
の
文
化
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
に
伝
統
的
板
葺
技
術
を
保
持
す
る
職
人
と
直
接
接
し
、



消
滅
寸
前
の
伝
統
技
術
を
記
録
に
と
ど
め
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
は
筆
者
に
と
っ
て
最
大
の
喜
び
で
あ
っ
た
。
こ
れ
か
ら
も
こ
の
伝
統
技
術
が
長
く
後
世
に
伝 

え
ら
れ
る
こ
と
を
望
み
ま
す
。

注
U
 

木
の
板
で
屋
根
を
葺
く
こ
と
ま
た
は
葺
か
れ
た
屋
根
を
い
い
、
葺
板
の
形
状
や
寸
法
に
よ
り
栩
葺
、
木
賊
葺
、
柿
葺
、
殺
ぎ
葺
、
小
田
原
葺
、
と
ん
と 

ん
葺
な
ど
が
あ
る
。
本
章
で
は
民
家
に
み
ら
れ
る
板
葺
〔
本
県
で
は
「
イ
タ
ャ
」
(

板
屋)

と
い
う
。
石
を
載
せ
て
い
る
場
合
に
「
イ
シ
オ
キ
ャ
ネ
」 
( 

石
置
屋
根)

ま

た

は

「
イ
シ
ャ
ネ
」
(

石
屋
根)

と
い
う
地
区
も
あ
る
。

〕
を
取
り
上
げ
、
石
を
載
せ
る
屋
根
を
主
な
調
査
対
象
と
し
た
。
板
葺
民
家
の 

場
合
、
屋
根
の
形
は
切
妻
造(

図1
1
2
g
)
 

に
限
ら
れ
る
。

⑵
 

富
岡
市
宮
崎
の
宮
崎
公
園
内(

富
岡
市
神
濃
原
よ
り
移
築)

に
復
原
さ
れ
て
い
る
。
解
体
調
査
の
結
果
、
今
ま
で
に
伝
え
ら
れ
て
き
た
大
永
七
年2
 

五
二
七)

建
築
説
は
必
ず
し
も
当
を
得
ず
、
現
在
で
は
慶
安
〜
寛
文
期(

一
六
四
八
〜
一
六
七
二)

の
建
築
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

⑻
 

沼
田
市
の
沼
田
公
園
内(

沼
田
市
上
之
町
よ
り
移
築)

に
復
原
さ
れ
て
い
る
。
町
屋
で
一
七
世
紀
の
建
築
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
町
屋
と
は
町
に
あ
る 

商
職
人
の
住
居
の
総
称
で
あ
る
。

⑷
 

多
野
郡
上
野
村
權
原
に
現
在
復
原
工
事
中
で
五
六
年
中
に
完
成
予
定
と
い
う
。

一
八
世
紀
中
期
か
ら
末
期
頃
の
建
築
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

⑸
 

厚
さ
一 
•

二
〜
二.

〇

り

、
幅

九

〇

〜

一

五

〇

り

、
長

さ

二

四

〇

〜

七

五

〇

の

檜

の

表

皮

で

葺

く

方

法

。
軒
先
で
は
葺
厚
は
一
〇
セ 

ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
に
な
る
。
神
社
建
築
な
ど
に
多
く
用
い
ら
れ
る
。
奈
良
時
代
の
貴
族
住
宅
で
檜
皮
葺
の
例
と
し
て
法
隆
寺
伝
法
堂(

旧
橘
夫
人
住
宅) 

当
麻
寺
本
堂
な
ど
が
あ
る
。

⑹
 

正
倉
院
中
倉
二
階
の
唐
櫃
内
に
収
ま
っ
て
い
る
古
文
書
。

(7)
関
野
克
氏
に
よ
っ
て
復
原
さ
れ
た
。

⑻
 

原
本
は
藤
原
光
長
ら
の
筆
と
伝
え
る
も
の
で
、
平
安
時
代(

ー
ニ
世
紀)

の
年
中
行
事
を
描
い
た
絵
巻
物
。

⑼
 

東
京
国
立
博
物
館
蔵(

町
田
家
本)

。
室
町
時
代
末
か
ら
江
戸
時
代
に
か
け
て
の
京
都
と
そ
の
郊
外
の
名
所
や
庶
民
の
生
活
を
描
い
て
い
る
。

M
 

東
京
国
立
博
物
館
蔵
。

一
三
世
紀
末
の
も
の
で
、

一
遍
の
遍
歴
の
生
涯
を
描
い
て
い
る
。

(11)
知
恩
院
蔵
。

一
四
世
紀
初
期
の
も
の
で
、
法
然
一
代
の
行
状
と
門
弟
達
の
伝
記
を
描
い
て
い
る
。

M

村
松
貞
次
郎
著
『
大
工
道
具
の
歴̂

!

、

一
九
七
三
年
岩
波
書
店
発
行



M

上
毛
歴
史
建
築
研
究
所(

代

表

桑

原

稔)

で
実
施
。
そ
の
成
果
は
『
藤
岡
市
の
民
家
と
社
寺
洋
風
建a

と
し
て
一
九
八
〇
年
一
〇
月
に
藤
岡
市
教

育
委
員
会
よ
り
発
行
さ
れ
て
い
る
。

H
 

本
県
で
は
一
八
世
紀
半
ば
以
前
に
み
ら
れ
る
古
い
民
家
の
形
式
で
、
土
間
沿
い
の
広
い
室C

サ
シ
キ
と
い
う)

と
そ
の
奧
に
あ
る
二
室
か
ら
な
る
三
間
取 

の
も
の
を
い
う
。

M

広
間
型
よ
り
発
展
し
、

土
間
上
の
室
が
田
の
字
の
よ
う
に
四
室
配
置
さ
れ
て
い
る
形
式
。

g

現
在
は
蚕
室•

物
置
と
し
て
利
用
し
て
い
る
。

⑽
 

渋
川
市
誌
編
纂
室
に
よ
る
調
査
で
、
桑
原
稔.

村
田
敬
一
に
よ
り
昭
和
五
五
年
ー
ニ
月
か
ら
調
査
を
始
め
現
在
も
引
続
き
調
査
中
。

⑽

現
在
は
蚕
室
と
し
て
使
用
し
て
い
る
。

⑽
 

田
中
一
三
家
は
三
寸
五
分(

一
〇
分
の
三•

五)

、
清
水
順
次
郎
家
は
五
寸(

一
〇
分
の
五)

の
勾
配
に
な
っ
て
い
る
。
 

⑽
 

町
誌
み
な
か
み
編
纂
委
員
会
編
纂
。
昭
和
三
九
年
発
行
。

(21)
孀
恋
村
誌
編
集
委
員
会
編
集
、
昭
和
五
二
年
発
行
。

⑽
 

「
ッ
ミ
バ
コ
」
(

積
箱)

、
ま

た

は

「
ィ
タ
バ
コ
」
(

板
箱)

と
も
い
う
り

⑽
 

間
隔
を
あ
け
て
打
ち
付
け
た
野
地
板
を
い
う
。
板
幅
の
長
さ
の
間
隔
を
あ
け
て
打
ち
付
け
る
の
を
子
持
地
区
で
は
「
バ
ッ
タ
ン
ガ
ヱ
シ
」
と
い
う
。

(24)
「
セ
キ
」
ま

た

は

「
ト
ウ
ス
」
と
も
い
う
。

⑻

家
主
が
自
ら
葺
く
場
合
も
あ
る
。

g

藤
岡
地
区
で
は
「
メ
ン
ド
リ
ブ
キ
」
と
い
う
。

㈣

藤
岡
地
区
で
は
「
メ
ッ
タ
メ
ブ
キ
」
と
い
う
。

⑽

径
三
〜
五
寸(

九
•

一
〜
一
五.

ー
 

ー
 
a
1

ン
ト"
)

の
六
ッ
割
ま
た
は
八
ッ
割
。

⑽
 

メ
ン
ド
リ
ブ
キ
で
フ
キ
ア
シ
約
一
〇
段
目
ご
と
、

メ
ッ
タ
メ
ブ
キ
で
約
二
〇
段
目
ご
と
。

⑽

直
径
二
〜
四
寸
の
ニ
ッ
割
の
竹
。
栗
材
を
用
い
る
と
き
も
あ
り
、
そ
の
径
は
三
〜
五
寸
で
六
ッ
割
ま
た
は
八
ッ
割
し
た
も
の
を
用
い
る
。

(31)
こ
の
場
合
、

オ
シ
ョ
ー
コ
ダ
ヶ
の
間
隔
は
約
六
寸
で
あ
り
、
針
金
と
釘
で
と
め
た
割
合
は
約
二
対
八
ぐ
ら
い
で
あ
っ
た
と
い
う
。

M
 

藤
岡
市
上
日
野
奈
良
山
地
区
で
は
板
葺
の
場
合
、
経
済
的
に
余
裕
の
あ
る
家
が
こ
の
葺
き
方
を
採
用
し
た
と
い
う
。
こ
の
こ
と
や
ニ
ー⑶

で
述
べ
た
渋



川
地
区
の
遺
構
例
お
よ
び
小
さ
な
釘(

八
分)

を
た
く
さ
ん
使
用
す
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
小
さ
な
釘
を
つ
く
る
技
術
の
開
発
に
よ
っ
て
始
め
て
可
能
に
な 

っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、

こ
の
葺
き
方
は
板
葺
の
な
か
で
も
比
較
的
新
し
い
技
術
で
あ
っ
た
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、

サ
サ
ィ
タ
と
ほ
ぼ
同
じ
大
き
さ
で
あ
る
が
、
厚
さ
の
薄
い
機
械
剝
ぎ
の
杉
板(

幅

七•

五
〜
ニ
ー
セy

け
、
長
さ
三
〇
セ 

ン 

け
、
享
さ
一 

メ
丨
卜
71
メ H
 

卜
21

•

五
を
釘
で
打
ち
付
け
葺
き
あ
げ
る
方
法
も
一
般
的
に
ト
ン
ト
ン
葺
と
称
し
て
い
る
。
こ
の
ト
ン
ト
ン
葺
は
付
属
屋
や
瓦
葺
の
下
地
な
ど
に
多 

く
用
い
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。

M

M

に
記
し
た
藤
岡
地
区
の
民
家
調
査
に
お
い
て
調
査
対
象
と
な
っ
た
遺
構
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

一
八
世
紀
末
期
に
建
て
ら
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
。 

M
 

⑽

に
記
し
た
渋
川
地
区
の
民
家
調
査
に
お
い
て
調
査
対
象
と
な
っ
た
遺
構
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
儘
田
義
雄
氏
の
祖
父(

慶
応
年
間
の
生
れ)

が
三
五
才 

の
頃
古
く
な
っ
た
と
い
う
の
で
建
て
替
よ
う
と
し
た
が
実
施
せ
ず
、
そ
の
ま
ま
現
在
に
至
っ
て
い
る
と
い
う"

現
時
点
に
お
い
て
建
立
年
代
は
明
ら
か
に 

な
っ
て
い
な
い
リ

⑽
 

日
本
古
来
の
小
屋
組
で
、
小
屋
梁
を
架
け
渡
し
こ
れ
に
束
を
立
て
て
屋
根
形
を
組
む
も
の
で
あ
る
。

⑽

オ
シ
ョ
ー

コ
ダ
ケ
は
釘
で
と
め
る
。

g

 

こ
れ
は
子
持
地
区
の
場
合
で
あ
る
。

M

板
割
だ
け
で
な
く
葺
く
こ
と
も
行
な
う
が
、
普
通
板
割
職
人
と
呼
ば
れ
て
い
る)

⑽

子
持
地
区
の
場
合
。



〔写真2 -1〕旧茂木家住宅

〔写真2-3 3黒沢士郎家

〔写真2-23旧黒沢家住宅

〔写真2-4 3竹内匡一家



〔写真2 — 5〕田中一三家(現在は蚕室)

〔写真2-7〕ドウワリ

〔写真2 — 6〕清水順次郎家

〔写真2 — 8〕ドウワリ



〔写真2-9〕コマドリ

〔写真2—11〕コワリ

〔写真2 -1〇〕コマドリ(コジリイタを使用している場合)

〔写真2—12)コワリ(左より順に板厚1分、4分、8分)



〔写真2 -15 Jタマギリした原木をササイタの 

長さに切るのに使用する鋸

〔写真2 — 14〕マルケバコで束ねられたササイタ

〔写真2-16 31.皮剥き鎌2.大割鉈3.小割鉈



〔写真2-17 J1.大割槌2.小割槌(子持地区) 〔写真2-1831.大割槌2.小割槌3.コジリイタ 

(藤岡地区)

〔写真2 — 20 ］割台(子持地区)



〔写真2 — 21〕マルケバコ

〔写真2-23〕ササイタの長さ方向(流れ方向)の重ね

〔写真2-22〕

マルケバコ(組立式で分解できる〇

これは写真2-21で示したものを 
分解したもの)

〔写真2-24〕軒先



〔写真2 - 25 Jイタモチの隅部の納まり

〔写真2 — 27 )イタモチの妻部の納まり

〔写真2 -26 3

〔写真2-28〕石の配置



〔写真2-29 3下地に竹を用いた例(広瀬稔家)

〔写真2-313下地に竹を用いた例(儘田義雄家の軒裏)



三 

土

塗

り

壁

H
 

は
じ
め
に

屋
根
葺
技
術
と
同
様
に
、
土
塗
り
壁
の
技
術
も
熟
練
し
た
手
作
業
か
ら
機
械
を
導
入
し
た
技
術
へ
と
変
化
し
省
力
化
へ
一
層
進
ん
だ
。

し
た
が
っ
て
熟
練
し
た
職
人
を
必
要
と
す
る
仕
事
が
要
求
さ
れ
な
く
な
っ
た
た
め
、
弟
子
か
ら
鍛
え
上
げ
る
き
び
し
い
訓
練
が
な
く
な
っ
た
。

仕
事
に
対
す
る
職
人
の
価
値
感
の
変
化
を
見
過
ご
す
こ
と
も
で
き
な
い
。
昔
は
き
び
し
い
修
業
を
経
て
育
っ
た
職
人
気
質
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
。
し
か
し 

現
在
で
は
、
技
術
と
と
も
に
職
人
気
質
と
い
う
精
神
も
伝
わ
り
に
く
く
な
っ
て
い
る
。

壁
の
下
地
に
つ
い
て
み
る
と
、
泥
を
塗
る
竹̂>

下
地
は
一
般
住
宅
の
場
合
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
ず
、
木
ず
り
下
地•

ラ
ス
下
地•

石
膏
ボ
ー
ド
下
地
等
の
種 

類
を
多
く
見
る
。

こ
の
よ
う
に
土
塗
り
の
竹
木
舞
下
地
に
よ
る
古
い
技
術
は
、
現
在
施
工
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
っ
て
い
る
。

現
在
で
は
技
術
だ
け
で
な
く
、
材
料
に
関
し
て
も
認
識
が
浅
く
職
人
の
質
の
低
下
も
み
の
が
せ
な
い
。

㈡

壁
の
歴
史

住
居
に
壁
が
出
現
す
る
の
は
い
つ
頃
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
考
古
学
の
方
か
ら
み
る
と
銅
鐸
に
描
か
れ
た
高
床
住
居
に
ま
ず
み
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
香
川 

県
出
土
の
銅
鐸
か
ら
、A
D
 

一
〜
二
世
紀
頃
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
と
み
ら
れ
る
。

平
地
注
居
の
場
合
に
つ
い
て
み
る
と
、
家

屋
文
鏡(

奈
良
県
fc
味
田
宝
塚
古
墳
出
土) 

に
壁
を
有
し
た
平
屋
で
入
母
屋
造
り
の
家
が
、
写
実
的
に
み
ら
れ
る
。
 

(2)

こ
れ
は
四
世
紀
後
半
頃
に
さ
か
の
ぼ
る
。

五
世
紀
に
な
る
と
、
東

日

本

で

は

東

の

和

泉

遺

跡

や

、
長
野
県
の
平
出
遺
跡
に
壁
の
出
現
と
考
え
ら
れ
る
竪
穴
住
居
跡
が
あ
る
。

こ
れ
は
竪
穴
住
居
跡 

の
屋
内
に
主
柱
を
配
置
し
な
い
建
物
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
れ
ら
の
壁
は
現
在
と
比
較
し
て
大
変
背
の
低
い
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

復
原
し
た
平
出
三
号
竪
穴
住
居
は
、
茅
か
ヮ
ラ
を
束
ね
た
も
の
を
し
ば
り
つ
け
た
壁
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

土
壁
の
起
源
は
い
つ
頃
で
あ
ろ
う
か
、
い
ま
の
と
こ
ろ
明
確
な
史
料
を
見
い
出
す
こ
と
が
で
き
ず
、

こ
れ
は
研
究
課
題
の
一
つ
で
あ
る
。
難
波
宮•(

大
阪) 

天
武
朝
宮
殿
か
ら
発
掘
さ
れ
た
壁
土
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
年
代
の
明
ら
か
な
最
古
の
土
壁
遺
物
で
あ
る
が
、
土
の
粗
さ
か
ら
み
て
荒
壁
層
の
も
の
ら
し
く
、
 

現
在
の
そ
れ
と
同
じ
く
長
いW

b

の
混
入
が
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
遺
構
と
し
て
最
古
の
も
の
は
法
隆
寺
金
堂(

国

宝•

奈
良
県•

七
世
紀)

と
五
重
塔( 

4)

国
宝)

の
壁
画
下
地
に
な
っ
て
い
る
土
壁
で
あ
る
。



(5)

建
築
遺
構
で
は
な
い
が
、
高
松
塚
古
墳(

奈
良
県)

か
ら
も
漆
喰
塗
り
の
白
壁
が
発
見
さ
れ
た
。
こ
の
事
実
か 

ら
す
で
に
漆
喰
塗
り
の
壁
はA
D

七
百
年
前
後
に
な
る
と
か
な
り
高
度
な
発
達
を
み
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

十
二
世
紀
の
頃
に
は
す
で
に
木
舞
を
下
地
に
し
た
土
塗
り
壁
が
庶
家
に
用
い
ら
れ
て
い
た
。
例
え
ば
、
信 

貴
山
縁
起
絵
卷(

十
二
世
紀)

の
町
屋
に
土
壁
の
よ
う
す
が
み
ら
れ
る(

図3

丨1
)

。
ま
た
粉
河
寺
縁
起
絵
卷 

に
み
ら
れ
る
街
道
筋
の
住
居(

図3

丨2
)
 

に
明
ら
か
に
土
壁
が
描
か
れ
て
お
^(
、
両
者
と
も
縦
横
の
木
舞
下
地 

が
は
っ
き
り
と
描
か
れ
て
い
る
。

土
蔵
は
耐
火
性
の
優
れ
た
も
の
と
し
て
奈
良
、
平
安
時
代
に
は
各
地
の
主
要
な
寺
院
内
に
造
ら
れ
て
い
た
。
中

⑻

世
初
頭
の
様
子
は
「
春
日
権
現
霊
験
記
」
(

十
四
世
紀)

に
白
壁
の
土
蔵
が
描
か
れ
て
い
る
。

㈢

調
査
の
方
法

こ
の
調
査
は
、
壁
芯
に
木
舞
を
使
う
真
壁
造
り
の
い
わ
ゆ
る
土
塗
り
壁
と
土
蔵
造
り
の
壁
に
つ
い
て
そ
の
施
工 

経
験
の
あ
る
有
能
な
職
人
を
探
し
た
。

調
査
し
た
内
容
は
各
々
の
施
工
方
法•

職
人
の
修
業
時
代.

職
人
の
生
活•

一
人
前
の
職
人
の
仕
事•

年
間
を 

通
し
て
の
仕
事
内
容•

道
具
な
ど
に
つ
い
て
記
録
し
た
。

調
査
中
幸
い
に
も
施
工
中
の
土
蔵
造
り
を
み
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
、
平
面•

断
面
図
を
採
取
し
、
さ
ら
に
仕 

上
工
程
を
綿
密
に
記
録
し
た
。
さ
ら
に
現
在
用
い
て
い
な
い
古
い
道
具
に
つ
い
て
も
合
わ
せ
て
記
録
し
た
。

㈣

土
塗
り
壁
の
材
料

土
塗
り
壁
の
材
料
に
つ
い
て
は
、
真
壁
と
土
蔵
に
関
し
て
の
両
者
に
つ
い
て
記
録
し
た
。

1
 

種

類

砂

・
壁
土 
.

ヮ
ラ
ッ
タ(

ヮ
ラ
ス
サ)

•

石
灰•

ッ
ノ
マ
タ(

北
海
道
日
高
産•
他
に
千
葉•

新
潟
産
も
あ
る 

が
、
北
海
道
物
が
一
番
優
れ
て
い
る
。
ま
た
ッ
ノ
マ
タ
は
古
い
も
の
ほ
ど
よ
い
と
言
わ
れ
て
い
る
。)

〔図3-1〕町家にみられる土壁(12世紀)

(『信貴山縁起絵巻』より)

し凶3-2 J 街逼肋の肱氏任居

(戸口の右は土壁のはげ落ちたのがみられる) 

(『粉河寺縁起絵巻』より)



⑽
 

ワ
ラ
ナ
ワ•

シ
ュp

ナ
ワ•

モ
ミ
ツ
タ
’(

砂
ず
り
施
工
に
用
い
る)
•

カ
ワ
ツ•

竹
(

丸
竹
は
土
蔵
造
り
の
木
舞
を
か
く
と
き
に
使
用
す
る
・
真
壁
の
場
合
に 

は
割
竹)
•

竹

ク

ギ(

節
の
つ
く
も
の
と•

付
か
な
い
も
の)
.

シ

ラ

ガ(

麻
ツ
タ
の
こ
と
で
色
が
白
い
の
で
こ
ぅ
呼
ぶ)

。

2
 

材
料
の
入
手
時
期

材
料
の
入
手
時
期
で
問
題
と
な
る
の
は
竹
で
あ
る
〇
竹
は
三
年
生
育
し
た
も
の
を
、
十
月
か
ら
一
月
ぐ
ら
い
の
期
間
に
伐
採
す
る
と
ょ
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。
 

そ
れ
以
外
の
時
期
に
伐
採
し
た
も
の
は
、
虫
に
喰
わ
れ
や
す
く
な
る
。
特
に
丸
竹
を
使
用
す
る
土
蔵
造
り
は
、
伐
採
時
期
に
注
意
を
要
す
る
。

伐
採
時
を
逸
し
た
竹
は
、
割
っ
て
水
に
漬
け
二
週
間
程
度
乾
燥
さ
せ
て
か
ら
使
用
す
る
と
ょ
い
。

3
 

材
料
の
こ
し
ら
え
方

木
舞
竹
は
、
住
宅
用
の
真
壁
下
地
に
用
い
る
場
合
径
二
寸
程
度
で
三
年
以
上
の
丸
竹
を

四
〜
八
個
に
割
っ
た
も
の
を
用
い
る
。

ナ
タ•

タ
ケ
ワ
リ
で
割
る(

図3

丨3
)
 

〇

土
蔵
施
工
に
使
用
す
る
竹
ク
ギ
は
節
の
付
い
た
も
の
と
つ
か
な
い
二
種
類
を
用
い
る
。
 

節
つ
き
の
竹
ク
ギ
は
、
下
げ
縄
が
竹
ク
ギ
か
ら
抜
け
落
ち
な
い
よ
う
に
し
た
り
、
ま
た
下 

げ
縄
の
途
中
を
壁
に
押
え
た
り
す
る
た
め
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
実
測
し
た
節
つ
き 

の
竹
ク
ギ
は
、

二
寸
五
分
〜
三
寸
五
分
の
長
さ
で
、
幅
を
三
分
、
厚
み
を
一
分
五
厘
程
度 

と
し
、

ナ
タ
で
先
を
尖
ら
せ
た
も
の
で
あ
る
。
節
の
な
い
竹
ク
ギ
は
水
切(

雨
押)

を
つ 

く
る
と
き
に
壁
に
打
ち
込
む
の
に
使
用
す
る(

写
真3

丨1
)
>

ッ
タ
は
現
在
で
は
市
販
も
さ
れ
て
い
る❹

ワ
ラ
ッ
タ
は
住
宅
の
荒
壁
の
場
合
二
寸
五
分 

ぐ
ら
い
の
長
さ
で
あ
る
が' 

土
蔵
の
場
合
に
は
二
倍
ほ
ど
で
四
〜
五
寸
の
長
さ
に
な
る
。
 

こ
の
ワ
ラ
ッ
タ
は
、

ッ
タ
キ
リ(

オ
シ
キ
リ)

で
切
る
。
市
販
さ
れ
て
い
る
も
の
は
引
き 

が
弱
く 
(

力
が
な
く)

て
だ
め
だ
と
経
験
者
は
語
っ
て
い
る
。

砂
ず
り
に
使
う
ッ
タ
は
俵•

ネ
ど
使
用
済
み
の
も
の
を
良
く
も
ん
で
用
い
る
。

上
塗
り
に
使
う
ッ
タ
は
マ
ニ
ラ
麻
で
あ
る
。

こ
れ
は
川
で
石
の
上
に
乗
せ
て
鉄
の
棒
で 

よ
く
た
た
く
と
繊
維
が
白
く
な
っ
て
よ
い
と
い
う
。



土•

砂
は
施
工
過
程
に
よ
っ
て
フ
ル
イ
目
の
異
な
っ
た
も
の
を
用
い
る
。
仕
上
に
近
い
ほ
ど
フ
ル
イ
目
は
細
か
く
な
る
。
 

石
灰
も
土
物
と
同
様
に
フ
ル
イ
に
通
し
た
も
の
を
用
い
る
。

4
 

道

具

土
塗
り
壁
の
材
料
を
つ
く
る
た
め
の
道
具
は
、

ナ
タ•

タ
ヶ
ヮ
リ(

図3
1
3

、
図
で
は
五
つ
割
用
を
示
し
た 

が
他
に
四
つ
割
用
も
あ
る
。)•

ッ
タ
キ
リ(

オ
シ
キ
リ
と
も
呼
び
農
家
で
家
畜
用
に
ヮ
ラ
を
切
断
す
る
も
の
と
同 

じ
も
の
で
あ
る
図3
1
4
)

。

こ
の
他
に
竹
を
伐
採
し
た
り
、
加
工
す
る
た
め
に
横
引
き
ノ
コ
を
使
用
す
る
。

©

施
工
方
法

1

道

具

土
塗
り
壁
の
材
料
に
関
し
て
は
、
先
に
記
述
し
た
。

こ
こ
で
は
塗
り
付
け
作
業
に
関
す
る
道
具
に
つ
い
て
以
下 

記
述
す
る
。
た
だ
し
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
現
在
使
用
し
て
い
る
土
塗
り
壁
に
関
し
て
の
も
の
で
あ
る
。

U
 

コ 

テ

コ
テ
は
、
土
塗
り
壁
の
技
術
に
関
す
る
最
も
重
要
な
道
具
で
あ
る
。
ま
さ
に
職
人
の
生
命
と
も
い
え
よ
ぅ
。

コ 

テ
の
種
類
は
、
施
工
内
容•

用
途
に
よ
っ
て
木
製.

地
金
製•

銅
製•

ス
テ
ン
レ
ス
製
な
ど
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。

コ
テ
の
形
に
つ
い
て
み
る
と
、
長
さ•

幅
•

形
状
は
使
用
目
的
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
る
。
柄
の
つ
き
か
た
に 

よ
っ
て
区
別
す
る
と
、

コ
テ
の
中
心
部
に
主
要
首
が
つ
い
て
い
る
中
首
ゴ
テ(

図3
1
4

ィ)

と
コ
テ
じ
り
に
主 

要
首
が
つ
い
て
い
る
元
首
ゴ
テ(

図3

丨4
 
•

ロ)

と
に
区
別
さ
れ
る
。
元
首
ゴ
テ
は
一
般
に
江
戸
時
代
に
使
わ 

れ
た
古
い
形
式
を
伝
え
る
も
の
で
あ
る
。

地
金
コ
テ
は
主
に
中
塗
り
に
用
い
る
。

鋼
鉄
コ
テ
は
、

コ
テ
の
な
か
で
、
最
も
堅
く
作
ら
れ
た
も
の
で
、
み
が
き
仕
上
ゴ
テ
と
し
て
用
い
る
。

ス
テ
ン
レ
ス
コ
テ
は
、
主
に
上
塗
り
仕
上
げ
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。

木
ゴ
テ
は
、
杉
•

檜
材
で
作
ら
れ
、
主
に
塗
り
壁
の
下
塗
り
お
よ
び
む
ら
と
り
、
壁
の
粗
面
仕
上
げ
に
用
い
ら
れ
る
。

(イ)中首ゴテ (ロ)元首ゴテ

〔凶3 — 4 J 中首ゴテと元首ゴテ



中首面引きコテ

角面引元首コテ 

柳葉切付コテ

切付コテ 角コテ

引定木面引コテ つまみ面引コテ

クリコテ

四半元首コテ

オタフクコテ

〔図3-5：コ テ 類

面戸コテ

面戸コテ ツル首コテ

四半柳葉コテ 引コテ



黒打中首コテ
ハリ通シコテ

中塗りコテ 木コテ

大津通コテハカ‘'ネ中首コテ

〔図3 — 6〕コ テ 類



⑵

コ
テ
板

コ
テ
板
は
塗
り
材
料
を
受
け
る
も
の
で
職
人
自
身
が
適
当
に
調
整
し
て
作
る
。
こ
て
板
の
古
い
も
の
が 

ハ
ゴ
ィ 

夕
で
あ
る
。
現
在
で
は
使
用
さ
れ
て
い
な
い(

写
真3

丨

11)

。

3
 

ち
り
ぼ
ぅ
き

壁
面
の
ち
り
掃
除
に
使
用
す
る
も
の
で
、

シ
ュ
ロ
、
ヮ
ラ
の
穂
で
作
っ
た
も
の
と
が
あ
る
。

⑷

ジ

ョ
ゥ
ギS

B

塗
り
壁
の
角
測
り
、
蛇
腹
引
き
の
直
線•

曲
線
を
定
め
る
の
に
使
用
す
る
。
刃

定

規(

角
測
り
用)
•

走
り
定 

規
(

角
測
り•

引
き
定
規)

が
主
な
定
規
で
あ
る
.0

⑸

へ
ら

土
蔵
造
り
の
場
合
に
用
い
ら
れ
蛇
腹
や
窓
廻
り
の
整
形•

彫
塑
用
と
し
て
使
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
材
質
は 

黄
楊
で
あ
る(

図3
1
7
)

。

計
沒
類

墨
つ
ぼ•

墨
さ
し•

さ
し
金•

巻

尺•

折

尺•

下
げ
振
り•

水
平
器
な
ど
計
測
作
業
に
使
用
す
る
道
具
で
あ
る
。

(7)
こ
ね
作
業
に
使
用
す
る
道
具
類

リ
ッ
タ
ー
ま
す*

左
官
バ
ケ
ッ•

お
け•

た
る•

フ

ル

イ(

土
壁•

砂
•

石
灰
の
材
料
を
フ
ル
イ
わ
け
た
り
、

ッ
ノ-V
夕
の
り
の
ろ
か
用
と
し
て
使
用
す
る) 

-

ね

り

舟(

材
質
と
し
て
は
木
製•

鉄
製
な
ど
が
あ
る
。
ね
り
舟
は
現
場
に
ょ
っ
て
大
き
さ
も
適
当
に
選
択
す
る
。)

•

く

わ
(

ハ
ン
テ
ン
ガ•

柄
の
長
い
も 

の
三
尺
六
寸
と
二
尺
程
度
の
小
形
の
も
の
と
が
あ
る)

。
シ
ャ
ベ
ル•

か
ま•

ひ
し
ゃ
く 
(

ッ
ノ
マ
タ
を
煮
る
際
に
攪
拌
す
る
道
具
と
し
て
用
い
る)

。

2
 

足

場

左
官
工
事
は
、
足
場
を
く
む
こ
と
か
ら
は
じ
ま
る
。
足
場
は
柱
か
ら
外
側
に
三
尺
程
度
離
し
て
つ
く
る
。
土
蔵
造
り
の
場
合
で
は
、
桁
行
二
段•

妻
側
二
段 

に
組
む
。
足
場
を
組
む
材
料
は
、
杉
や
檜
丸
太
を
用
い
て
縄
あ
る
い
は
針
金
を
し
ば
っ
て
結
ぶ
。
左
官
足
場
は
同
じ
高
さ
で
の
移
動
を
容
易
に
し
た
り
、
安
全 

を
守
る
た
め
に
棚
足
場
と
す
る
場
合
が
多
い(

写
真3

丨

13• 

土
蔵
造
り
の
足
場)

。

3
 

土
塗
り
壁
の
順
序

土
塗
り
壁
の
施
工
順
序
を
示
す
と
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

〔図3_7〕彫塑用へら

(単位尺)



(1)
土
蔵
壁
の
施
工
順
序

©

尺
八
入
れ

②

縦
木
舞
か
き

③

横
木
舞
か
き

右
の
施H

順
序
に
従
っ
て
以
下
解
説
す
る
。

K

尺
八
入
れ•

木
舞
か
き

④ 

荒
打
ち

<-

⑤ 

裏
か
え
し

一

®

砂
ず
り

⑦

大
直
し

®

砂
ず
り

⑨

小
直
し

⑪

砂
ず
り

⑰

中
塗
り

<-

©

上
塗
り

建
物
の
骨
組
み
が
で
き
る
と
土
塗
り
の
作
業
に
入
る
。
土
蔵
の 

壁
は
厚
さ
一
尺
程
度
と
か
な
り
厚
く
な
る
の
で
、
柱
も
特
別
な
も 

の
を
用
い
る(

図3

丨9
 )

。

柱
に
は
壁
の
下
地
と
な
る
木
舞
竹
を
の
せ
る
突
起
を
造
り(

一

寸
幅)

、

こ
れ
を
「
ツ
タ
カ
ケ
キ
ザ
ミ
」
と
い
い
鋸
刃
の
よ
ぅ
に 

外
側
に
ぎ
ざ
ぎ
ざ
の
つ
い
た
柱
を
使
用
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
ツ 

タ
カ
ケ
キ
ザ
ミ
を
つ
く
り
、
通

し

貫(

一
寸X

四
寸)

を
入
れ
る 

の
は
大
工
の
仕
事
で
あ
る
が
、

ツ
タ
カ
ケ
キ
ザ
ミ
に
横
竹
を
の
せ
、
 

尺

八

穴(

一
寸X

一
寸)

に
丸
竹
を
入
れ
木
舞
を
か
い
て
い
く
の 

は
左
官
職
人
の
仕
事
と
な
る
。

(イ)カタヤマト

(ロ) ホンヤマト

〔図3— 8〕 繩のむすび方



3,座蔵造り3の木舞図



通
し
貫
の
上
下
約
二
寸
五
分
の
と
こ
ろ
に
横
竹
を
受
け
る
穴(

「
尺
八
」
と
呼
ぶ)

が
一
寸
角
に
あ
け
て
あ
る
。
こ
の
尺
八
穴
に
ま
ず
横
竹
を
入
れ
、
次
に 

縦
竹
を
入
れ
、
さ
ら
に
ッ
タ
ヵ
ヶ
キ
ザ
ミ(

一
寸
幅)

に
横
竹
を
の
せ
荒
縄
で
結
ぶ
。

こ
の
結
び
方
に
は
二
通
り
の
方
法
が
あ
り
、

「
ホ
ン
ヤ
マ
ト
」
と

「
力 

タ
ヤ
マ
ト
」
が

あ

る(

図3

丨8
)

。
荒
縄
は
二
分
の
太
さ
で
あ
る
。

木
舞
か
き
が
完
了
し
て
は
じ
め
て
土
塗
り
の
作
業
に
入
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
土
塗
り
と
い
っ
て
も
施
工
順
序
に
示
し
た
よ
う
に
十
回
近
い
塗
り
上
げ
エ 

程
が
あ
っ
て
時
期
と
手
間
の
非
常
に
か
か
る
仕
事
で
あ
る
。

ロ 

荒
打
ち

荒
打
ち
は
、
木
舞
竹
を
組
ん
だ
上
に
泥
の
か
た
ま
り
を
つ
け
て
い
く
の
で
あ
る
。
柱
•

竹
が
十
文
字
に
組
ん
で
あ
る
と
こ
ろ
へ
、

一
つ
お
き
に
人
間
の
顔
大 

に
ま
る
め
た
粘
り
け
の
あ
る
赤
土
を
手
で
た
た
き
つ
け
る
よ
う
に
し
て
つ
け
る
。
泥
は
、
赤
土
と
ワ
ラ
ッ
タ(

四
〜
五
寸
程
度)

に
水
を
加
え
な
が
ら
、

ク
ワ 

と
足
で
踏
み
こ
ね
、

ア
ン
コ
ぐ
ら
い
の
硬
さ
に
す
る
。

こ
ね
た
泥
を
土
玉
に
し
て
手
渡
し
な
が
ら
た
た
き
つ
け
て
い
く
。
荒
打
ち
は
十
二
月
か
ら
一
月
に
か
け 

て
行
な
う
の
が
一
番
適
当
で
あ
る
。

こ
れ
が
入
梅
時
期
と
か
、
夏
に
か
け
て
行
な
う
と
縄
が
腐
っ
て
し
ま
う
か
ら
だ
と
い
う(

写
真3
1
5
 )

。

ハ
裏
か
え
し

荒
打
ち
が
完
全
に
乾
燥
す
る
と
次
に
裏
か
え
し
と
な
る
。
裏
か
え
し
は
、
荒
打.
ち
と
同
じ
材
料
で
あ
る
が
ワ
ラ
ッ
タ(

二
〜
三
寸)

は
荒
打
ち
よ
り
短
く
、
 

手
渡
し
で
た
た
き
つ
け
る
方
法
か
ら
コ
テ
を
用
い
て
通
し
貫
ま
で
塗
る
。

二

大

直

し
(

下
げ
縄
入
れ)

裏
か
え
し
が
完
全
に
乾
燥
し
て
大
直
し(

下
げ
縄)

と
な
る
。
砂
は
二
分
目
位
の
フ
ル
ィ
に
通
し
た
も
の
、
土
は
水
を
入
れ
て
攪
拌
し
た
汁
を
三
分
目
位
の 

フ
ル
ィ
に
通
し
て
練
り
舟
で
溶
液
と
す
る(

写
真3
1

18)

。
壁
面
に
蛇
腹
か
ら
縦
縄
を
二
寸
間
隔
程
度
に
な
る
よ
う
に
下
げ
る®

下
げ
縄
は
土
台
の
上
ま
で 

下

げ

る(

写
真3

丨

16)

。

ホ

砂

ず

り

砂
土
を
コ
テ
で
こ
す
り
塗
り
す
る
。
砂
土
は
大
直
し
の
と
き
に
用
い
た
も
の
と
同
じ
で
、

モ
ミ
ッ
タ
を
十
分
に
入
れ
た
も
の
を
使
用
す
る
。

こ
の
砂
ず
り
は 

荒
打
ち
裏
か
え
し
の
ほ
か
は
す
ベ
て
砂
土
を
コ
テ
で
こ
す
り
塗
り
す
る
。
土
蔵
造
り
の
場
合
は
砂
ず
り
が
数
多
く
繰
り
返
え
さ
れ
る
。

へ

小

直

し
(

タ
ル
マ
キ) 

ン

下
げ
縄
入
れ
と
同
じ
よ
う
に
こ
ん
ど
は
荒
縄
を
横
に
入
れ
て
い
く
。
こ
の
作
業
は
樽
の
た
が
の
よ
う
に
横
縄
が
み
え
る
の
で
「
タ
ル
マ
キ
」
と
い
う
。



タ
ル
マ
キ
は
、
最
初
に
四
つ
の
角
に
横
縄
を
か
け
ヮ
ッ
ヵ
を
つ
く
っ
て
お
く
。
横
縄
が
塗
り
込
み
や
す
い
よ
う
に
砂
の
少
な
い
土
を
厚
く
塗
り
つ
け
て
い
く
。
 

横
縄
は
下
か
ら
順
次
上
へ
と
施
工
し
て
い
く
。
繩
は
二
寸
間
隔
程
度
に
塗
り
込
ん
で
い
く
。

コ
テ
で
間
隔
を
保
っ
て
塗
り
込
む
が
、
桁
壁
の
長
い
と
こ
ろ
は
途 

中
た
る
み
や
す
い
の
で
適
当
に
竹
釘
を
打
ち
込
ん
で
た
る
ま
な
い
よ
う
に
施
工
す
る
。

卜

中

塗

り

ム
ラ
直
し
を
三
回
程
繰
り
返
し
た
あ
と
乾
く
の
を
ま
っ
て
砂
ず
り
を
行
な
い
、
砂
土
が
二
寸
五
分
か
ら
三
寸
の
厚
さ
に
な
る
ま
で
重
ね
塗
り
を
つ
づ
け
る
。
 

こ
れ
を
中
塗
り
と
い
う
。

チ

ェ

塗

り

i

塗
り
用
の
塗
付
こ
て
を
使
っ
て
、
白
漆
喰
を
塗
っ
て
い
く
。
塗
り
方
は
水
の
引
き
具
合
を
よ
く
み
な
が
ら
何
回
も
塗
り
、
漆
喰
壁
の
表
面
に
光
沢
が
で
る 

ま
で
よ
く
コ
テ
で
な
で
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
上
塗
り
ま
で
の
工
程
が
進
ん
で
く
る
と,

壁
の
厚
さ
は
柱
芯
か
ら
約
一
沢
ほ
ど
に
達
し
て
出
来
上
り
と
な
る
の
で
あ
る
。
職
人
のI

人
前 

の
仕
上
げ
は
、
坪
当
り
一
人
エ
と
い
わ
れ
て
い
る
。

⑵

真
壁
の
施
行
順
序

真
壁
の
施
工
過
程
に
つ
い
て
記
す
と
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

① 

木
舞
か
き

② 

荒
壁
塗
り

<-

③ 

裏
壁
塗
り

e-

④ 

貫
伏
せ
塗
り

_

4-

⑤ 

む
ら
直
し
塗
り

<-

⑥ 

中
塗
り

<-

⑦ 

上
塗
り



壁厚

柱

見付0.4 
奧行0-5
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右
に
示
し
た
各
施
工
過
程
に
つ
い
て
順
序
に
従
っ
て
述
べ
る
と
以
下
の
通
り
で 

あ
る
。

ィ

木

舞

か

き

木
舞
竹
は
材
料
の
こ
し
ら
え
方
で
述
べ
た
よ
う
に
竹
の
太
さ
に
よ
っ
て
、
四
つ 

割
あ
る
い
は
五
つ
割
に
し
て
同
一
幅
に
す
る
。
幅
は
五
分
程
度
で
あ
る
。

格
子
状
に
組
ん
だ
木
舞
竹
の
う
ち
横
の
竹
を
横
間
渡
し
竹
と
呼
び
、
縦
に
用
い 

る
方
を
縦
間
渡
し
竹
と
呼
ぶ
。
横
間
渡
し
竹
は
、
貫
に
近
い
上
下
の
竹
穴
だ
け
を 

柱
に
彫
っ
て
お
き
、
そ
れ
に
差
し
込
む,

木
舞
竹
を
か
ら
め
る
縄
は
一
分
程
度
の 

細
い
荒
縄
を
用
い
る
。

ロ 

荒
壁
塗
り

木
舞
竹
の
下
地
を
点
検
し
て
、
縄
切
れ
ま
た
は
結
び
つ
け
が
ゆ
る
ん
で
い
な
い 

か
確
か
め
た
う
え
で
、
荒
壁
塗
り
を
行
な
う
。
木
舞
下
地
に
塗
り
つ
け
る
荒
壁
は 

下
地
で
最
も
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
は
じ
め
は
、
柱
ぎ
わ
よ
り
少
し
離
れ
て
柱
を 

汚
さ
ぬ
よ
う
に
塗
り
つ
け
る
。

こ
の
と
き
に
使
用
す
る
コ
テ
は
、
木
ゴ
テ
で
あ
る
。
 

荒
壁
塗
り
が
終
了
す
る
と
、
そ
の
ま
ま
放
置
し
て
十
分
に
乾
燥
さ
せ
て
お
く
。

ハ
 

裏
壁
壁
り 

-

裏
壁
塗
り
は
一
般
に
裏
塗
り
と
い
；/

荒
壁
塗
り
の
裏
側
に
赤
土
を
塗
り
つ
け
る
こ
と
を
I'
う
。
裏
壁
は
縦
竹
が
あ
る
の
で
こ
れ
に
塗
っ
て
い
く
の
で
、
厚 

み
が
少
な
く
、
う
す
く
塗
る
だ
け
で
平
ら
に
な
る
。

荒
壁
と
裏
壁
は
一
寸
〜
一
寸
五
分
程
度
の
ワ
ラ
ッ
タ
を
使
用
す
る
。
荒

壁•

裏
壁
用
の
壁
土
は
粘
土
を
用
い
て
、
ふ
る
い
分
け
し
、

ク
ワ
で
打
ち
く
だ
い
て 

水
が
十
分
浸
透
す
る
ょ
う
に
し
、

ワ
ラ
ッ
タ
を
加
え
て
練
り
返
え
し
て
数
日
間
ね
か
し
て
お
い
て
か
ら
塗
り
つ
け
る
。

二
貫
伏
せ
塗
り

荒
壁
塗
り
し
た
状
態
で
は
、
貫
が
外
に
出
て
い
る
。
こ
の
貫
を
塗
り
込
む
に
は
貫
と
土
壁
部
分
と
の
き
裂
を
防
ぐ
た
め
に
、
貫
上
に
貫
幅
ょ
り
や
や
広
い
麻

〔図3_11〕真壁木舞

うちの‘り貫

-胴貫

地貫

間渡し穴

貫穴-

土台



布
を
全
体
に
は
り
つ
け
そ
の
上
に
土
を
塗
り
つ
け
る
。

こ
れ
を
貫
伏
塗
り
と
い
うC

貫
伏
に
用
い
る
土
は
、
十
分
に
練
っ
た
も
の
を
貫
上
を
こ
す
る
よ
う
に
塗 

り
、
貫
の
上
下
の
荒
壁
に
二
寸
ほ
ど
か
け
て
一
分
程
度
の
厚
さ
に
塗
り
つ
け
る
。

ホ
む
ら
直
し
塗
り

貫
伏
せ
塗
り
の
次
に
、
表
と
裏
の
両
壁
面
に
中
塗
り
を
容
易
に
す
る
た
め
に
土
を
塗
る
こ
と
を
む
ら
直
し
と
い
う
。
む
ら
直
し
は
貫
伏
せ
塗
り
乾
燥
後
、
塗 

り
厚
が
少
な
い
部
分
を
貫K

せ
塗
り
の
厚
さ
と
同
じ
に
壁
土
を
塗
り
、
こ
れ
を
水
分
の
引
い
た
頃
中
塗
り
の
塗
り
厚
を
見
越
し
て
、
柱
な
ど
ち
り
ぎ
わ
か
ら
塗 

り
始
め
、
次
い
で
ひ
ら
中
央
部
を
塗
り
、
む
ら
を
と
る
。

へ

中

塗

り

中
塗
り
は
上
塗
り
の
下
地
と
な
る
た
め
十
分
注
意
し
て
施
工
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

塗
り
つ
け
は
付
着
を
よ
く
す
る
た
め
柱
ち
り
ぎ
わ
よ
り
ひ
ら
を
強
く 

こ
す
り
塗
り
す
る
。
上
部
よ
り
水
平
に
コ
テ
を
操
作
し
、
次
第
に
下
に
向
か
っ
て
む
ら
や
コ
テ
な
み
コ
テ
あ
と
の
つ
か
な
い
よ
う
に
仕
上
げ
て
い
く
。

卜

上

塗

り

上
塗
り
は
塗
り
壁
の
最
後
の
施
工
で
あ
り
、
き
裂
は
く
離
な
ど
が
生
じ
な
い
よ
う
に
、
し
か
も
美
し
く
仕
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
上
塗
り
は
、
中
塗
り 

の
生
乾
燥
の
頃
に
行
な
わ
れ
る
。
塗
り
つ
け
ま
え
に
中
塗
り
の
下
地
を
良
く
点
検
し
て
、
き
裂
な
ど
の
あ
る
場
合
は
ま
ず
補
修
す
る
。

上
塗
り
材
料
は
石
灰•

ッ
ノ
マ
タ
、
上
塗
り
用
ッ
タ
で
あ
る
。

ッ
ノ
マ
タ
は
一
定
の
水
を
加
え
て
煮
沸
す
る
。

こ
れ
を
攪
拌
し
て
よ
く
溶
解
し
た
頃
に
五
厘
目
の
フ
ル
ィ
に
通
し
、
そ
の
溶
液
に
上
塗
り
用
の
ッ
タ
を
加
え 

て
十
分
攪
拌
さ
せ
る(

こ
れ
を
「
ッ
タ
合
わ
せ
」
と
い
う)

。

練
り
方
は
舟
の
片
側
に
石
灰
を
お
き
、
石
灰
に
対
し
て
ッ
タ
合
わ
せ
量
を
定
め
て
、

ク
ヮ
で
攪
拌
し
て
ッ
タ
を
分
散
さ
せ
、
さ
ら
に
攪
拌
し
て
柔
ら
か
く
し
、
 

徐
々
に
石
灰
を
加
え
て
、
か
た
ま
り
を
ほ
ぐ
し
十
分
押
し
ご
ね
す
る
。

初
め
柱
ぎ
わ
を
こ
て
押
え
し
て
ち
り
を
ふ
き
、
塗
り
つ
け
は
間
囲
の
ち
り
ぎ
わ
を
薄
く
こ
す
り
塗
り
、

ひ
ら
を
満
遍
な
く
こ
す
り
塗
り
し
て
五
厘
程
度
の
塗 

り
厚
に
な
る
よ
う
塗
り
つ
け
、

こ
れ
を
縦
横
に
く
り
返
し
て
全
面
に
塗
り
つ
け
て
最
後
に
通
し
な
ぜ
を
行
っ
て
、

コ
テ
波
コ
テ
あ
と
が
生
じ
な
い
よ
う
注
意
し 

て
仕
上
げ
る
。
ち
り
掃
除
も
て
い
ね
い
に
す
る
。



㈥

調
査
協
力
者

駒

田
 

覚 

寿 

勢
多
郡
大
胡
町
大
胡
三
三 

明
治
三
〇
年
生 

昭
和
五
十
五
年
九
月
一
四
日
調
査

駒

田

澄

夫
 

同 

右 

昭

和

四

年

生 

〃 

九
月
一
四
日
調
査

岩

原
 

申

一 

北
群
馬
郡
子
持
村
北
牧
八
の
四 

大
正 

九
年
生 

昭
和
五
卜
六
年
一
月
一
五
日
調
査

林 

兵

衛
 

吾
妻
郡
高
山
村
中
山
三
八
四 

昭

和

三

年

生 

昭
和
五
十
五
年
八
月
三
日
調
査

駒
田
覚
寿
氏
は
、
明
治
三
十
年
生
れ
で
あ
る
。
十
人
兄
弟
で
覚
寿
氏
一
人
だ
け
が
左
官
職
人
と
な
る
。
父
伊
平
氏
に
ー
ー
十
才
の
時
に
弟
子
入
す
る
。
現
在
良 

子
澄
夫
氏(

昭
和
四
年
生
れ
。)

の
代
で
は
総
合
建
設
業
を
営
ん
で
い
る
。

岩
原
申
一
氏
は
、
大
正
九
年
生
れ
で
あ
る
。
父
光
太
郎
氏
は
新
潟
県
小
千
谷
の
出
身
で
渋
川
に
て
修
業
し
た
。
申
一
氏
は
十
四
才
で
学
校
を
卒
業
す
る
と
同 

時
に
父
に
弟
子
入
り
し
て
修
業
し
た
と
い
ぅ
。

駒
田
氏
、
岩
原
氏
と
も
親
方
は
父
で
あ
っ
た
。
修
業
時
代
は
他
人
同
様
に
厳
し
く
扱
わ
れ
た
と
い
ぅ
。

林
兵
衛
氏
は
、
昭
和
三
年
に
生
れ
る
。

二
十
六
才
の
と
き
に
弟
子
入
り
し
て
、
沼
田•

吾
妻
方
面
で
は
多
く
の
弟
子
を
育
て
た
沼
田
の
「
五
七
屋
」
で
修̂
 

し
た
後
藤
氏
ょ
り
技
術
を
学
ん
だ
。

g

ま

と

め

身
近
な
材
料
を
用
い
て
施
工
さ
れ
た
土
塗
り
壁
や
土
蔵
造
り
も
時
代
の
流
れ
、
実
用
主
義♦

能
率
化
の
風
潮
に
負
け
て
し
ま
っ
た
。
土
蔵
造
り
の
よ
う
に
多 

く
の
手
間
を
必
要
と
し
、
長
期
間
も
施
工
す
る
も
の
は
現
在
安
価
で
し
か
も
短
期
間
に
仕
上
げ
ら
れ
る
施
工
法
に
押
し
流
さ
れ
て
、
し
だ
い
に
見
ら
れ
な
く
な 

り
技
術
を
伝
え
る
機
会
も
少
な
く
な
っ
て
、
熟
練
し
た
職
人
が
育
た
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

分
厚
い
土
蔵
造
り
は
火
災•

盗
難
防
止•

防

音•

断

熱•

防
湿
な
ど
の
優
れ
た
機
能
を
持Q

て
お
り
、

こ
れ
ら
を
見
直
す
必
要
が
あ
る
と
思
う
。

木
舞
か
き
か
ら
は
じ
ま
っ
て
何
回
も
く
り
返
さ
れ
る
土
塗
り
壁
は
、
現
在
セ
メ
ン
ト
モ
ル
タ
ル•

プ
ラ
ス
タ
ー
・
繊
維
壁
と
ィ
ン
ス
タ
ン
ト
に
簡
略
化
さ
れ 

た
工
法
に
な
っ
て
し
ま
い
土
塗
り
壁
は
高
級
で
ぜ
い
た
く
な
施
工
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
過
去
に
庶
民
の
も
の
で
あ
っ
た
も
の
が
時
代
の
発 

展
に
よ
っ
て
限
ら
れ
た
人
々
の
間
に
し
か
施
工
さ
れ
る
機
会
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

今
回
の
調
査
で
は
、
以
上
の
よ
う
に
一
般
に
見
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
土
蔵
造
り
壁
と
真
壁
造
り
で
あ
る
土
塗
り
壁
の
技
術
を
記
録
す
る
こ
と
が
で
き



た
。

こ
れ
ら
の
技
術
を
保
持
す
る
職
人
達
は
い
ず
れ
も
高
齢
で
あ
り
、

こ
れ
を
受
け
継
ぐ
若
い
職
人
達
も
育
っ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

こ
こ
に
記
録
し
た 

技
術
は
や
が
て
貴
重
な
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
ぅ
。
我
々
は
、
こ
の
よ
ぅ
な
意
味
で
消
滅
寸
前
の
土
塗
り
壁
の
技
術
を
記
録
し
た
わ
け
で
あ
り
、
そ
の
意
義
は
大 

き
い
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。

最
後
に
今
回
の
調
査
に
御
協
力
頂
い
た
有
能
な
左
官
技
術
保
持
者
の
皆
様
に
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
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〔写真3 — 15〕荒打ち

〔写真3-14 3

荒打ち土練り

下げ繩

〔写真3-1



〔写真3 —17〕

下げ繩の塗り込み

〔写真3 -19 ］砂ずり

〔写真3-20〕タルマキ



〔写真3-21〕上塗り

〔写真3 — 23〕

真壁の荒壁(裏からみた)

〔写真3 — 22〕土蔵造りの完成

〔写真3-24〕裏がえし



〔写真3 -25 〇貫伏せ

〔写真3 — 27〕

サイトリボウ•ゴキワン

〔写真3 — 26〕ツノマタ煮.カマ(ミソタキガマ)

〔写真3 — 28〕練り舟



四

結
 

論

こ
こ
に
と
り
あ
げ
た
伝
統
的
な
建
築
技
術
の
重
要
な
部
門
で
あ
る
草
葺.

板
葺
屋
根
お
よ
び
土
塗
壁
や
土
蔵
壁
の
技
術
に
接
す
る
こ
と
は
、
現
在
め
っ
き
り 

少
な
く
な
っ
た
。
そ
れ
ら
の
技
術
保
持
者
か
ら
仕
事
の
手
順
を
聞
き
出
し
、
あ
る
い
は
作
業
現
場
を
訪
ね
、
そ
の
記
録
を
こ
こ
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
 

振
り
返
っ
て
み
る
と
最
も
危
機
的
な
状
況
に
あ
っ
た
の
は
板
葺
屋
根
と
、
そ
れ
に
か
か
わ
る
職
人
達
で
あ
っ
た
。
屋
根
に
サ
サ
ィ
タ
を
葺
き
、
そ
の
上
に
石 

を
置
く
い
わ
ゆ
る
板
葺
屋
根
と
し
て
現
存
す
る
民
家
は
、
調
査
し
た
範
囲
で
は
多
野
郡
上
野
村
の
黒
沢
士
郎
家
他
数
棟
だ
け
で
あ
っ
た
。
こ
の
他
、

杉
皮
で
葺 

い
た
家
が
一
棟
残
っ
て
い
た
だ
け
の
寂
し
い
状
態
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
板
割
職
人
も
極
め
て
少
な
く
、
か
つ
高
齢
化
し
て
い
た
。
恐
ら
く
今
回
の
調
査
を
逸 

す
れ
ば
板
割
の
実
演
な
ど
、
ま
ず
期
待
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
さ
え
思
わ
れ
た
次
第
で
あ
る
リ

草
葺
屋
根
と
そ
の
職
人
た
ち
に
つ
い
て
は.

板
葺
の
場
合
よ
り
い
く
ぶ
ん
好
条
件
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、
や
が
て
板
葺
の
よ
う
に
な
る
こ
と
は
、
も
う
足
元 

ま
で
迫
っ
て
い
る
。

土
塗
り
壁
や
土
蔵
造
り
の
建
物
も
、
昨
今
は
ほ
と
ん
ど
建
築
さ
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
昨
年
の
春
、
京
都
冷
泉
家
の"

土
蔵"

で
、
数
百
年
も
の
間
眠 

り
続
け
て
い
た
藤
原
一
族
の
古
文
書
類
が
世
に
出
て
、
話
題
と
な
っ
た
。
当
時
私
が
最
も
感
激
し
た
の
は
、
小
さ
な
文
字
で
あ
っ
て
も
、
保
存
さ
え
よ
け
れ
ば 

数
百
年
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
の
未
来
へ
、
人
間
の
意
志
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
事
実
を
、
土
蔵
が
証
明
し
て
く
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
思
う
に
、
 

冷
泉
家
の
土
蔵
は
、

一
種
の"

タ
ィ
ム
ヵ
プ
セ
ル"

で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

土
蔵
は
縦
横
に
組
ん
だ
竹
を
芯
に
し
て
、
赤
土
や
砂
を
十
数
回
も
塗
っ
て
厚
み
を
付
け
、
最
後
に
漆
喰
を
塗
っ
て
仕
上
げ
た
倉
の
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん 

そ
の
目
的
は
、
木
造
建
築
の
耐
火
性
を
高
め
る
た
め
に
、
考
え
出
さ
れ
た
日
本
独
特
の
伝
統
建
築
で
あ
る
。

前
述
の
冷
泉
家
古
文
書
の
場
合
か
ら
推
察
す
る
と
、
戦
火
や
一
般
火
災
の
多
か
っ
た
京
都
に
あ
っ
て
、
戦
火
や
一
般
火
災
か
ら
古
文
書
を
守
っ
た
の
は
、
も 

ち
ろ
ん
土
蔵
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

こ
の
他
に
土
蔵
は
薄
く
か
つ
も
ろ
い
古
文
書
を
、
湿
気
か
ら
守
る
の
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る 

の
で
あ
る
。

ぶ
厚
い
土
蔵
の
土
壁
の
中
に
は
、

つ
な
ぎ
材
と
し
て
細
か
く
き
ざ
ま
れ
た
稲
わ
ら
や
干
草
等
の
繊
維
質
植
物
を
、
多
量
に
含
ん
で
い
る
。

こ
れ
が
湿
気
の
多 

い
時
に
湿
気
を
吸
い
、
乾
燥
し
過
ぎ
る
時
に
水
分
を
出
し
、
定
常
な
室
内
環
境
を
保
障
し
て
、
収
納
物
を
破
損
か
ら
守
っ
て
く
れ
た
も
の
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
 

土
蔵
や
土
塗
り
壁
は
も
は
や
現
代
人
に
忘
れ
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
機
能
に
は
、
す
ば
ら
し
い
も
の
が
あ
る
こ
と
を
冷
泉
家
の
古
文 

書
が
教
え
て
く
れ
た
。
土
蔵
や
土
塗
り
壁
の
内
に
は
、
永
い
永
い
間
に
わ
た
る
祖
先
の
体
験
と
生
活
の
知
恵
が
凝
縮
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
現
代
人
は
、
土



蔵
と
土
塗
り
壁
を
祖
先
の
教
え
て
く
れ
た"

す
ば
ら
し
い
保
存
施
設"

や"

す
ば
ら
し
い
住
居
の
壁"
(

湿
気
を
取
り
除
く
の
で
土
塗
り
壁
は
住
居
に
適
し
て 

い
る)

と
し
て,

改
め
て
見
直
す
必
要
が
あ
る
と
思
ぅ
。
し
か
し
な
が
ら
こ
れ
ら
を
施
工
で
き
る
左
官
職
人
は
、
板
や
草
葺
屋
根
職
人
と
同
様
、
極
め
て
少
な 

く
、

か
つ
高
齢
化
し
て
い
た
。

こ
れ
ら
三
者
に
対
し
て
、

こ
れ
を
機
会
に
早
急
に
保
護
対
策
が
望
ま
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

最
後
に
、

こ
れ
を
ま
と
め
る
の
に
当
っ
て
直
接
御
協
力
い
た
だ
い
た
屋
根(

板
•

草
葺)

職
人
、
並
び
に
左
官
職
人
の
方
々
に
は
、
ご
多
忙
中
に
も
か
か
わ 

ら
ず
、
最
大
限
の
御
協
力
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
の
で
末
尾
な
が
ら
、

こ
こ
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
、
連
絡
や
御
案
内
を
し
て
い
た
だ
い
た
当 

該
市
町
村
教
育
委
員
会
事
務
局
の
方
々
に
感
謝
の
意
を
表
し
ま
す
。
 

(

調
査
員
一
同)
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