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虎
御
前
山
の
段
（
構
想
） 

 

天
正
元
年
（
１
５
７
３
年
）
８
月
２８
日 

虎
御
前
山
の
信
長
の
館 

信
長
は
茶
を
飲
み
な
が
ら
、
座
敷
か
ら
思
案
気
に
眼
下
の
琵
琶
湖
を
見
て
い
ま
す
。
自
身
も

小
谷
城
京
極
丸
に
登
っ
て
浅
井
長
政
の
最
後
を
見
届
け
、
丹
羽
長
秀
、
木
下
藤
吉
郎
、
大

工
・
岡
部
又
右
衛
門
と
共
に
虎
御
前
山
に
戻
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
し
た
。 

 

高
さ
２
０
０
ｍ
の
虎
御
前
山
は
、
高
さ
４
０
０
ｍ
の
小
谷
山
の
西
に
あ
り
、
前
年
８
月
に
信

長
が
浅
井
・
朝
倉
勢
に
睨
み
を
効
か
せ
る
た
め
に
こ
こ
に
館
城
を
築
か
せ
ま
し
た
。
琵
琶
湖

の
向
こ
う
に
は
元
亀
２
年
（
１
５
７
１
年
）
９
月
に
信
長
が
焼
き
つ
く
し
た
比
叡
山
が
聳

え
、
そ
の
南
に
石
山
寺
の
伽
藍
が
見
て
と
れ
ま
す
。
湖
岸
に
そ
っ
て
目
を
手
前
に
移
す
と
、
明
智
光
秀
を
置
い
た
坂
本
（
大

津
）
、
暴
れ
川
の
勢
田
、
元
亀
元
年
３
月
に
相
撲
を
興
行
し
た
常
楽
寺
の
湊
、
六
角
氏
の
観
音
寺
山
城
、
丹
羽
長
秀
が
居
城

す
る
佐
和
山
（
彦
根
）
と
続
き
、
東
に
そ
び
え
る
伊
吹
山
の
麓
に
は
不
破
の
関
が
あ
り
ま
す
。
美
濃
の
国
を
見
る
こ
と
は
、

京
が
見
え
な
い
と
同
様
に
で
き
ま
せ
ん
。 

「
サ
ル
、
３
年
に
及
ぶ
戦
い
ご
苦
労
で
あ
っ
た
。
越
前
の
朝
倉
は
討
っ
た
が
そ
の
奥
に
は
上
杉
が
い
る
。
琵
琶
湖
を
押
さ
え

る
た
め
、
そ
こ
に
見
え
る
長
浜
に
小
谷
の
城
下
町
を
移
し
、
城
を
築
け
。
北
近
江
三
郡
は
サ
ル
に
任
せ
よ
う
。
城
持
ち
大
名

に
な
る
の
だ
、
名
を
改
め
る
が
良
い
ぞ
。」 

「
あ
り
が
た
き
幸
せ
に
ご
ざ
い
ま
ず
。
丹
羽
様
の
羽
と
柴
田
様
の
柴
を
頂
き
、
羽
柴
と
名
乗
ら
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思

い
ま
す
が
、
丹
羽
様
、
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
。」 

「
お
ぬ
し
は
、
ど
う
も
柴
田
殿
と
そ
り
が
悪
い
よ
う
に
見
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
良
い
名
で
は
な
い
か
。
と
こ
ろ
で
上
様
、
入

京
５
年
、
よ
う
や
く
近
江
の
国
を
押
さ
え
た
よ
う
に
見
え
て
も
、
ま
だ
六
角
氏
は
我
々
に
矢
を
放
っ
て
き
ま
し
ょ
う
。
岐
阜

と
京
と
は
３
日
の
道
の
り
で
す
。
畿
内
を
静
ま
ら
せ
る
に
は
、
兵
を
美
濃
か
ら
送
り
続
け
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
が
、
又
右
衛

門
に
作
ら
せ
た
巨
船
は
失
敗
で
し
た
。
い
か
ん
せ
ん
足
が
遅
い
。
や
は
り
勢
田
に
は
船
橋
で
な
く
本
格
的
な
橋
が
い
り
ま

す
。
そ
し
て
、
近
江
の
国
の
中
心
は
長
く
あ
の
観
音
寺
山
城
で
し
た
。
あ
そ
こ
に
上
様
の
城
を
築
け
ば
京
に
１
日
で
行
け
ま

す
。
近
江
の
国
人
を
新
た
に
配
下
に
加
え
る
に
も
、
上
様
の
威
容
を
示
す
城
づ
く
り
を
さ
れ
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
」 

「
丹
羽
に
は
参
る
。
ワ
シ
の
思
案
を
す
っ
か
り
見
通
さ
れ
て
い
る
。
義
昭
を
放
逐
し
ワ
シ
が
天
下
人
と
な
る
以
上
、
こ
れ
か

ら
は
京
の
天
皇
、
公
家
の
相
手
も
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
さ
り
と
て
、
京
に
大
軍
は
置
け
ぬ
。
観
音
寺
山
の
北
に
繋
が
る
丘
（
１

０
０
ｍ
）
を
な
ん
と
い
う
か
。
常
楽
寺
湊
の
手
前
の
山
だ
。
内
湖
に
囲
ま
れ
て
お
り
湖
へ
の
守
り
も
堅
そ
う
だ
。」 

「
六
角
の
弓
衆
が
鍛
錬
す
る
場
か
ら
、
ア
ヅ
チ
（
射
場
）
と
地
元
で
は
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
」 

「
思
い
出
す
の
う
。
叔
父
の
信
安
、
弟
の
信
行
と
の
争
い
も
終
わ
ら
せ
、
尾
張
下
４
郡
の
守
護
代
に
な
っ
た
と
、
足
利
義
輝

様
に
ご
挨
拶
に
京
に
上
っ
た
の
は
１
４
年
前
、
２
６
歳
の
時
だ
っ
た
。
美
濃
を
避
け
て
千
種
街
道
か
ら
中
山
道
に
出
た
の

だ
が
、
中
山
道
を
見
下
ろ
す
観
音
寺
山
の
石
垣
の
威
容
に
と
て
つ
も
な
く
驚
い
た
も
の
だ
。
今
回
、
朝
倉
の
一
乗
谷
、
こ
の

小
谷
城
と
見
た
が
、
改
め
て
近
江
の
国
衆
の
石
垣
へ
の
執
着
を
感
じ
た
。
小
牧
城
、
岐
阜
城
で
ワ
シ
も
石
造
り
を
試
み
た

が
、
石
種
の
違
い
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
サ
ル
、
石
垣
に
詳
し
い
国
人
を
探
し
、
抱
え
よ
。」 

岡
部
又
右
衛
門
は
、
口
を
挟
む
こ
と
は
な
く
、（
次
は
橋
か
。
隧
道
を
堀
り
、
高
楼
を
建
て
、
船
ま
で
作
っ
て
き
た
が
、
上

様
は
ど
ん
な
城
を
想
い
描
い
て
い
る
の
か
。）
と
、
控
え
て
い
る
と
、 

「
又
右
衛
門
、
ア
ヅ
チ
山
に
石
垣
を
組
め
、
そ
の
上
に
１
０
０
尺
の
高
さ
の
殿
主
を
建
て
よ
。
京
極
丸
で
先
ほ
ど
見
た
何
倍

も
の
規
模
で
だ
。
あ
の
丘
で
な
ら
で
き
よ
う
。
山
下
に
は
東
山
道
を
引
き
込
み
、
一
乗
谷
を
し
の
ぐ
町
を
開
け
。
３
年
だ
。

オ
ヤ
ジ
が
死
ん
だ
４２
歳
と
な
れ
ば
、
家
督
は
信
忠
に
ゆ
ず
っ
て
、
ワ
シ
は
ア
ヅ
チ
山
に
移
る
ぞ
。」 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BF%91%E6%B1%9F%E5%9B%BD
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ア
ヅ
チ
山
頂
の
段
（
測
量
） 

 

天
正
元
年
（
１
５
７
３
年
）
９
月
１
日 

ア
ヅ
チ
山
の
山
頂 

岡
部
又
右
衛
門
は
、
画
板
に
矢
立
を
持
っ
て
山
頂
に
立
っ
て
い
ま
す
。
信
長
の
指
示
を
受
け
た
あ

と
、
７
月
に
佐
和
山
で
巨
船
を
共
に
作
っ
た
杣
夫
に
鉈
を
持
た
せ
、
近
在
の
百
姓
に
鎌
を
持
た
せ
、

常
楽
寺
湊
か
ら
の
尾
根
を
、
道
を
作
り
な
が
ら
登
っ
て
き
た
の
で
し
た
。
又
右
衛
門
の
視
界
を
遮

る
木
々
を
杣
夫
が
叩
き
切
り
、
息
子
の
井
俊
が
地
縄
を
は
っ
て
ま
す
。 

 

「
井
俊
よ
、
上
様
は
１
０
０
尺
の
殿
主
に
住
む
と
言
わ
れ
た
が
、
山
頂
の
地
山
を
削
る
に
し
て
も
、

２
０
間
（
４
０
ｍ
）
四
方
も
な
い
な
。
京
で
殿
主
と
な
れ
ば
、
１
町
（
１
２
０
ｍ
）
四
方
の
敷
地
が

必
要
だ
が
、
切
り
盛
り
を
し
て
石
垣
を
積
ん
で
も
、
左
右
に
あ
と
一
か
所
ず
つ
し
か
屋
敷
の
敷
地

は
と
れ
な
い
。
そ
の
さ
ら
に
東
と
な
る
と
ま
た
高
く
な
る
し
、
西
は
低
く
な
る
。
上
様
は
こ
れ
を
見
越
し
て
、
塔
の
よ
う
な

背
の
高
い
殿
主
に
住
む
と
言
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
信
長
様
の
殿
主
は
山
の
如
き
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
ぞ
。
ど
の

よ
う
に
し
て
作
れ
ば
良
い
の
か
。
１
０
０
尺
の
高
さ
だ
け
な
ら
、
五
重
の
塔
も
大
仏
殿
も
成
し
て
い
る
が
、
何
れ
も
平
屋
建

て
だ
。
上
様
は
、
山
頂
に
巨
大
な
金
閣
を
作
れ
と
言
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。」 

「
父
上
、
先
ほ
ど
通
っ
た
西
の
尾
根
な
ら
わ
り
と
平
で
す
。
２
０
間×
４
０
間
の
敷
地
が
取
れ
ま
し
ょ
う
。
ま
ず
は
あ
ち
ら

を
造
成
し
、
仮
設
小
屋
を
建
て
、
こ
ち
ら
の
主
郭
が
出
来
た
の
ち
に
、
西
平
に
御
殿
を
作
ら
れ
た
ら
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
」 

「
西
平
か
。
上
様
は
ア
ヅ
チ
山
の
テ
ッ
ペ
ン
に
住
む
と
言
わ
れ
た
。
上
様
が
常
々
言
わ
れ
る
天
下
布
武
の
威
容
を
ア
ヅ
チ

山
で
示
し
た
い
の
だ
。
配
下
の
武
家
屋
敷
な
ら
平
山
で
も
許
さ
れ
る
だ
ろ
う
が
。
佐
和
山
の
杣
衆
よ
。
こ
ち
ら
が
終
わ
っ
た

ら
、
西
平
の
視
野
も
開
け
る
よ
う
に
諸
所
を
打
ち
払
っ
て
く
だ
さ
れ
。 

井
俊
よ
。
山
頂
と
西
平
と
の
鞍
部
は
谷
と
な
っ
て
南
に
ま
っ
す
ぐ
に
落
ち
て
い
る
。
小
牧
山
で
行
っ
た
よ
う
に
、
数
百
の
人

足
に
ソ
リ
に
繋
い
だ
太
綱
を
持
た
せ
、
一
息
に
山
頂
に
荷
揚
す
る
の
に
良
い
が
、
は
た
し
て
下
の
沼
は
船
が
入
れ
よ
う
か
。」 

「
沼
を
掘
ら
な
く
て
は
、
船
を
常
楽
寺
湊
か
ら
ア
ヅ
チ
山
の
南
に
回
す
こ
と
は
で
き
ま
す
ま
い
。
観
音
寺
山
か
ら
こ
ち
ら

ア
ヅ
チ
山
ま
で
は
、
水
田
に
沼
で
す
。
荷
車
も
渡
っ
て
こ
れ
ま
せ
ん
。
沼
の
開
削
と
合
わ
せ
て
、
新
道
を
作
る
事
か
ら
行
わ

い
と
、
大
工
の
出
番
は
い
つ
に
な
る
事
か
。
父
上
、
上
様
に
言
上
し
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。」 

 

こ
の
後
、
９
月
２４
日
か
ら
１０
月
２６
日
ま
で
、
信
長
は
北
伊
勢
、
長
島
の
一
向
一
揆
の
征
伐
に
向
か
う
も
叶
い
ま
せ
ん
で
し

た
。
又
右
衛
門
は
常
に
信
長
の
傍
に
い
て
、
城
攻
め
の
為
の
隧
道
堀
り
、
高
楼
建
て
の
指
揮
を
し
て
い
ま
し
た
。
ア
ヅ
チ
山

の
測
量
の
報
告
も
そ
の
間
に
し
て
い
ま
し
た
。 

「
そ
う
で
あ
る
か
。
先
日
、
蒲
生
賢
秀
が
岐
阜
ま
で
訪
ね
て
き
た
が
、
未
だ
近
江
国
人
と
は
会
え
て
い
な
い
。
蒲
生
に
伝
え

よ
う
。
と
こ
ろ
で
、
殿
主
は
３
層
５
０
尺
の
高
さ
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
狭
い
山
頂
だ
と
言
う
事
だ
が
、
お
ぬ
し
の
高
楼
建

て
の
巧
み
さ
を
も
っ
て
す
れ
ば
、
１
０
０
尺
は
で
き
よ
う
。
１１
月
に
は
京
に
行
く
。
一
緒
に
金
閣
を
見
よ
う
ぞ
。」 

「
松
永
久
秀
様
が
６
年
前
に
焼
か
れ
た
東
大
寺
金
堂
の
高
さ
は
、
１
０
０
尺
を
優
に
超
え
て
い
ま
し
た
が
、
柱
の
胴
回
り

は
１
２
尺
（
直
径
１
２
０
セ
ン
チ
）
で
あ
っ
た
と
聞
い
て
お
り
ま
す
。
高
楼
は
城
攻
め
の
仮
設
で
す
の
で
細
い
材
で
作
っ
て

い
ま
す
が
、
そ
の
よ
う
な
大
材
を
手
に
入
れ
る
の
は
難
し
く
な
っ
て
お
り
、
架
構
の
工
夫
が
要
り
ま
し
ょ
う
。」 

「
な
に
、
３
年
後
に
ア
ヅ
チ
山
へ
移
れ
れ
ば
よ
い
。
松
永
弾
正
か
。
嫡
男
に
家
督
を
譲
り
、
婆
沙
羅
ぶ
っ
て
茶
道
具
を
集
め

て
い
る
よ
う
だ
が
、
松
永
は
多
門
城
を
作
り
、
天
主
を
載
せ
た
と
い
う
、
奈
良
も
行
か
ね
ば
な
ら
ぬ
な
。」 

天
正
２
年
暮
れ
に
な
っ
て
、
信
長
は
領
国
に
道
路
を
作
れ
と
朱
印
状
を
出
し
ま
す
。
道
路
幅
は
３
間
半
。 主郭 

西平 
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金
閣
、
吉
田
社
太
元
宮
の
段
（
企
画
設
計
） 

 

天
正
元
年
（
１
５
７
３
年
）
11
月
15
日 

金
閣 

信
長
は
、
京
都
奉
行
・
村
井
貞
勝
、
大
工
・
岡
部
又
右
衛
門
を
引
き
連
れ
、
入
明
２
回
の
天
竜
寺

の
策
彦
周
長
（
１
５
０
１
年
～
１
５
７
９
年
）
を
訪
ね
、
夢
窓
疎
石
の
な
し
た
天
竜
寺
十
境
の
結

構
を
見
た
あ
と
、
策
彦
の
弟
子
の
南
化
玄
興
（
１
５
３
８
年
～
１
６
０
４
年
）
の
案
内
で
金
閣
を

拝
見
し
ま
す
。
一
層
目
は
は
池
に
浮
か
ぶ
寝
殿
造
り
で
あ
り
、
二
層
目
の
潮
音
堂
は
観
音
像
を
四

天
王
が
囲
み
、
天
井
に
は
飛
天
が
舞
い
、
ま
さ
に
舎
利
殿
の
様
相
で
す
。
し
か
し
、
三
層
目
の
究

階
頂
に
登
る
と
、
黒
漆
の
床
に
黄
金
の
壁
・
天
井
が
写
り
こ
ん
で
い
ま
す
が
、
な
に
も
像
は
置
か

れ
て
い
ま
せ
ん
。
１
７
０
年
を
経
て
内
部
と
違
い
外
部
の
金
貼
り
は
傷
ん
で
い
ま
す
。
信
長
は
三

層
目
の
金
の
勾
欄
に
出
て
庭
を
見
渡
し
な
が
ら
、
南
化
に
聞
き
ま
す
。 

 

「
日
本
国
王
と
名
乗
っ
た
足
利
義
満
の
住
ま
い
、
世
を
睥
睨
す
る
三
層
の
黄
金
の
館
な
の
だ
が
、
ど
う
し
て
最
上
階
に
何

も
置
か
れ
て
な
い
の
だ
。
ワ
シ
は
ア
ヅ
チ
山
に
天
下
布
武
を
示
す
殿
主
を
作
ろ
う
と
思
っ
て
い
る
。
教
示
願
い
た
い
。」 

「
上
様
、
三
層
目
は
義
満
様
が
座
禅
を
組
む
座
禅
堂
で
す
。
明
国
で
は
、
儒
仏
不
二
、
三
教
一
致
と
言
わ
れ
、
天
下
を
治
め

る
も
の
は
、
道
教
、
儒
教
、
仏
教
を
自
家
の
も
の
と
し
、
自
ら
の
悟
り
で
も
っ
て
事
に
あ
た
れ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。 

ア
ヅ
チ
と
な
ら
ば
、
安
土
と
す
る
の
が
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
。
平
安
楽
土
よ
り
平
安
の
都
が
作
ら
れ
た
よ
う
に
、
二
文
字
を

と
っ
て
安
土
で
す
。
湖
（
う
み
）
と
伊
賀
・
甲
賀
の
山
河
を
望
む
安
土
山
こ
そ
蓬
莱
三
万
里
の
仙
境
で
す
。
そ
こ
に
須
弥
山

上
の
善
見
城
金
殿
玉
楼
に
比
す
る
も
の
を
お
建
て
な
さ
い
。
さ
れ
ば
、
お
の
ず
と
天
下
も
治
ま
り
ま
し
ょ
う
。」 

「
又
右
衛
門
、
聞
い
た
か
。
お
ぬ
し
の
言
う
小
山
の
如
き
ワ
シ
の
殿
主
の
上
に
は
、
金
殿
玉
楼
を
頂
く
ぞ
。
丹
羽
は
近
江
の

国
を
治
め
る
為
に
城
造
り
が
必
要
と
言
っ
た
が
、
天
下
を
正
す
天
主
を
作
る
の
だ
。
だ
が
、
屋
根
が
杮
葺
き
で
は
公
家
の
住

宅
の
よ
う
だ
。
弱
い
な
。
黒
瓦
を
載
せ
、
金
で
飾
ろ
う
。」 

  

天
正
元
年
（
１
５
７
３
年
）
11
月
1
６
日 

吉
田
社
太
元
宮 

信
長
は
、
昨
日
に
続
き
、
大
工
・
岡
部
を
引
き
つ
れ
て
、
京
都
奉
行
・
村
井
貞
勝
と
そ
の
配
下
の
大
工
・
池
上
五
郎
上
衛
門

が
待
つ
吉
田
社
を
訪
ね
ま
す
。
神
主
の
吉
田
兼
和
（
１
５
３
５
～
１
６
１
０
）
が
信
長
を
出
迎
え
ま
す
。 

 

「
こ
の
太
元
宮
は
、「
唯
一
神
道
」
を
唱
え
た
我
が
祖
、
吉
田
兼
倶
が
創
始
し
た
も
の
で
す
。
伊
勢
の
神
霊
が
吉
田
社
に
移

っ
た
証
と
し
て
建
て
ら
れ
ま
し
た
。
兼
倶
は
、
宋
の
儒
学
を
は
じ
め
と
し
て
道
教
・
仏
教
の
理
論
を
加
え
、「
国
常
立
尊
」

と
言
い
、
創
造
主
で
あ
る
伊
勢
の
神
霊
こ
そ
宇
宙
の
中
核
を
な
す
も
の
だ
と
、
こ
こ
に
祀
っ
た
の
で
す
。」 

 

「
池
上
五
郎
右
衛
門
か
、
武
者
小
路
の
わ
が
邸
で
は
世
話
に
な
っ
た
な
。
こ
の
姿
を
ど
う
思
う
。
」 

「
八
角
円
堂
は
、
広
隆
寺
、
興
福
寺
に
も
ご
ざ
い
ま
す
が
、
形
の
源
流
は
聖
徳
太
子
を
祀
っ
た
飛
鳥
時
代
の
法
隆
寺
東
院
八

角
円
堂
だ
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
宇
宙
の
中
核
は
円
の
形
で
あ
る
と
。
暦
応
の
火
災
（
１
３
４
２
年
）
で
燃
え
た
の
で
す

が
、
白
川
天
皇
は
高
さ
27
丈
（
８０
ｍ
）
の
八
角
の
塔
を
作
ら
れ
ま
し
た
。
伊
勢
の
大
神
な
ら
ば
切
り
妻
の
茅
葺
で
す
の
で
、

太
元
宮
は
萱
を
八
角
円
堂
の
上
に
入
母
屋
風
に
葺
い
た
の
で
し
ょ
う
。」 

「
27
丈
と
な
。1

0
0

尺
な
ど
取
る
に
足
ら
ん
な
。
安
土
山
に
殿
主
を
作
る
と
決
め
た
。
池
上
も
京
の
大
工
を
集
め
て
欲
し
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い
。
そ
れ
か
ら
、
武
者
小
路
の
わ
が
邸
は
、
そ
ち
が
ば
ら
し
て
安
土
に
送
っ
て
く
れ
。
安
土
山
の
仮
住
ま
い
に
使
う
。」 

「
か
し
こ
ま
り
ま
し
た
。
昨
日
、
村
井
様
か
ら
安
土
山
の
話
を
聞
き
、
殿
主
の
材
の
調
達
に
つ
い

て
の
お
願
い
が
ご
ざ
い
ま
す
。
是
非
と
も
、
上
様
の
お
力
を
材
の
調
達
に
も
頂
き
た
い
の
で
す
。 

京
に
は
、
材
木
屋
が
お
り
既
に
製
材
さ
れ
た
も
の
が
あ
り
ま
す
。
義
昭
様
の
二
条
御
殿
の
折
も
そ

れ
ゆ
え
14
ヶ
月
で
作
れ
ま
し
た
。
御
殿
の
柱
は
８
寸
（
２４
セ
ン
チ
）
以
下
で
す
。
梁
材
は
野
物

を
使
い
製
材
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。 

し
か
し
な
が
ら
、
安
土
山
の
小
山
の
如
き
殿
主
、
３
層
と
も
な
る
と
柱
の
太
さ
は
、
胴
回
り
６
尺

（
直
径
６
０
セ
ン
チ
）
ほ
ど
は
要
り
ま
し
ょ
う
か
。
狂
い
を
嫌
っ
て
芯
去
り
材
と
す
る
と
、
胴
回

り
１
８
尺
（
直
径
１
８
０
セ
ン
チ
）
の
大
材
と
な
り
ま
す
。
梁
も
床
を
張
る
た
め
に
野
物
と
い
う

わ
け
に
は
い
か
ず
、
形
を
整
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

殿
主
の
形
を
決
め
（
設
計
）
材
の
数
量
を
出
し
（
見
積
も
り
）
、
新
た
な
大
材
を
探
し
求
め
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
大
仏
殿
で
は
、
大
材
を
求
め
て
重
源
和
尚
は
周
防
国
ま
で
行
か
れ
ま
し
た
。
３
年
で
作
れ
と
の
事
で
す

が
、
作
事
（
建
築
）
は
、
大
工
を
か
き
集
め
れ
ば
２
年
で
造
れ
ま
し
ょ
う
が
、
大
材
を
探
し
て
乾
燥
さ
せ
、
大
鋸
で
製
材
す

る
に
１
年
半
は
か
か
り
ま
す
。
安
土
山
の
普
請
（
土
木
）
は
別
に
し
て
で
ご
ざ
い
ま
す
。」 

「
馬
鹿
者
！
岡
部
か
ら
「
１
０
０
尺
の
殿
主
は
出
来
な
い
。」
と
言
っ
て
欲
し
い
と
言
わ
れ
た
の
か
。」 

「
上
様
、
滅
相
も
な
い
。
矢
倉
を
建
て
た
大
船
を
２
ヶ
月
半
で
作
っ
た
岡
部
又
右
衛
門
で
す
。
何
を
お
い
て
も
上
様
の
命
に

従
っ
て
き
ま
し
た
。
池
上
様
は
我
が
父
が
お
世
話
に
な
っ
た
幕
府
御
大
工
で
す
。
岡
部
の
事
を
心
配
さ
れ
て
の
こ
と
で
す
。」 

「
わ
か
っ
た
。
や
は
り
、
安
土
山
の
棟
梁
は
岡
部
と
し
よ
う
。
工
夫
も
せ
ず
に
、
出
来
な
い
言
い
訳
を
す
る
ば
か
り
の
池
上

で
は
ダ
メ
だ
。
し
か
し
、
聞
く
ほ
ど
に
よ
く
建
築
を
知
っ
て
い
る
の
は
間
違
い
が
な
い
。
岡
部
を
助
け
て
や
っ
て
く
れ
。
大

材
を
毛
利
の
国
に
求
め
る
事
な
ど
で
き
は
し
な
い
。
近
江
で
手
に
入
る
材
で
作
る
事
を
岡
部
は
考
え
て
く
れ
。」 

 

湖
上
の
段
（
造
成
の
手
配
） 

 

天
正
元
年
（
１
５
７
３
年
）
12
月
１
日 

常
楽
寺
湊 

信
長
は
坂
本
か
ら
早
船
を
使
い
常
楽
寺
湊
に
着
く
。
御
座
船
が
用
意
さ
れ
て
お
り
、
船
の
前
で
は
、
蒲
生
賢
秀
、
山
岡
景
隆
、

木
村
高
重
、
西
尾
義
次
、
小
沢
六
郎
三
郎
、
吉
田
平
内
、
大
西
某
と
、
近
江
の
国
人
が
そ
ろ
っ
て
控
え
て
い
ま
す
。 

「
蒲
生
賢
秀
、
ご
く
ろ
う
で
あ
っ
た
。
寒
い
か
ら
御
座
船
に
入
ろ
う
。
丹
羽
長
秀
か
ら
聞
い
て
お
ろ
う
が
、
こ
の
安
土
山
に

高
さ
１
０
０
尺
の
殿
主
を
作
る
と
決
め
た
。
つ
い
て
は
、
こ
の
地
に
昔
よ
り
住
む
皆
の
衆
に
普
請
奉
行
を
務
め
て
も
ら
い

た
い
。
こ
れ
か
ら
御
座
船
は
安
土
山
を
回
る
。
ゆ
る
り
と
見
よ
う
ぞ
。 

見
え
る
か
。
ま
ず
は
、
こ
の
西
か
ら
の
尾
根
筋
の
上
り
道
と
、
南
か
ら
谷
を
登
る
荷
揚
の
道
を
作
り
、
木
を
切
っ
て
山
肌
を

明
ら
か
に
し
、
ワ
シ
の
指
示
で
大
工
・
岡
部
に
敷
地
の
地
縄
を
張
ら
せ
る
。
こ
こ
ま
で
は
人
足
仕
事
で
あ
る
の
で
蒲
生
は
一

人
で
で
き
る
と
い
う
の
だ
が
、
大
工
が
、
材
木
、
石
垣
の
石
の
調
達
は
近
江
の
国
衆
が
分
担
し
な
い
と
で
き
な
い
と
言
う
の

で
皆
に
集
ま
っ
て
も
ら
っ
た
。
ま
た
、
安
土
山
へ
の
新
道
も
必
要
だ
。
そ
の
際
、
勢
田
川
に
は
本
格
的
な
橋
も
か
け
た
い
。」 

「
私
、
蒲
生
が
湖
南
を
、
山
岡
が
湖
西
の
山
を
見
、
材
を
運
び
出
す
川
の
算
段
を
し
、
杣
を
い
れ
ま
す
。
石
の
切
り
出
し
と

安
土
へ
の
運
び
込
み
は
、
西
尾
、
小
沢
、
吉
田
、
大
西
の
４
人
が
分
担
し
て
行
い
ま
す
。
木
村
高
重
殿
は
、
こ
の
地
の
旧
家

で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
明
か
ら
渡
来
し
た
最
新
の
算
盤
術
も
使
わ
れ
ま
す
。
刀
槍
の
戦
働
き
な
ら
賢
秀
は
負
け
ま
せ
ん
が
、

数
字
を
操
つ
る
の
は
苦
手
で
し
て
、
木
村
殿
に
は
、
我
々
近
江
の
国
人
の
勘
定
奉
行
を
務
め
て
い
た
だ
き
た
く
所
存
で
す
。」 

「
あ
い
、
わ
か
っ
た
。」
信
長
は
め
ず
ら
し
く
上
機
嫌
で
、「
い
つ
ま
で
に
で
き
る
か
。」
と
の
詰
問
は
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。 
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多
門
城
の
段
（
先
例
を
見
る
） 

 

天
正
２
年
（
１
５
７
４
年
）
３
月
２
７
日 

多
門
城 

天
正
元
年
１
２
月
２
６
日
、
松
永
久
秀
、
松
永
久
道
が
多
門
城
を
信
長
に
明
け
渡
し
降
参
し
た
。
あ
く
る
正
月
８
日
に
は
久

秀
自
身
が
岐
阜
に
来
て
名
刀
を
信
長
に
送
る
。
今
回
は
、
朝
廷
に
願
い
出
て
「
蘭
奢
待
」
を
東
大
寺
に
切
ら
せ
る
こ
と
を
認

め
さ
せ
た
の
で
、
奈
良
に
信
長
自
ら
の
威
光
を
示
す
た
め
に
、
塙
直
政
、
菅
谷
長
頼
、
佐
久
間
信
盛
、
柴
田
勝
家
、
丹
羽
長

秀
、
蜂
谷
頼
隆
、
荒
木
村
重
、
武
井
夕
庵
、
松
井
有
閑
、
織
田
信
澄
の
武
将
を
引
き
つ
れ
て
多
門
城
に
入
っ
た
。
南
東
に
東

大
寺
、
南
に
興
福
寺
を
そ
れ
ぞ
れ
眼
下
に
見
る
要
地
に
位
置
し
、
大
和
支
配
の
拠
点
と
し
て
城
は
作
ら
れ
て
い
た
。 

河
原
の
丸
い
石
で
石
垣
を
作
り
、
塁
上
に
は
後
に
多
門
櫓
と
名
が
つ
け
ら
れ
た
長
屋
の
櫓
が
築
か
れ
て
い
た
。
殿
主
、
会

所
、
庫
裏
な
ど
が
庭
園
を
囲
ん
で
あ
っ
た
。
久
秀
は
２
階
建
て
の
御
殿
に
住
み
「
楊
貴
妃
の
間
」
が
あ
っ
た
。
西
に
は
家
臣

団
の
屋
敷
が
あ
っ
た
。
狩
野
派
の
絵
に
飾
ら
れ
た
座
敷
と
共
に
、
水
屋
の
つ
い
た
茶
室
も
あ
っ
た
。（
島
津
家
久
の
日
記
） 

 

「
又
右
衛
門
よ
。
天
主
が
あ
る
と
い
う
の
で
期
待
し
て
来
た
が
、
あ
れ
は
物
見
矢
倉
で
は
な
い
か
。
ワ
シ
が
二
条
の
義
昭
邸

で
門
の
横
に
２
層
の
天
主
を
作
ら
せ
た
の
で
、
そ
れ
を
さ
ら
に
２
層
積
み
上
げ
４
層
に
し
た
だ
け
だ
。
そ
れ
よ
り
、
座
敷
飾

り
が
良
い
ぞ
。
金
工
細
工
、
畳
、
棚
飾
り
、
と
り
わ
け
襖
絵
が
良
い
。
さ
す
が
、
婆
沙
羅
大
名
と
言
わ
れ
る
だ
け
の
事
が
あ

る
。
京
に
戻
っ
た
ら
、
狩
野
な
る
者
の
工
房
を
訪
ね
よ
う
。
ワ
シ
は
大
仏
殿
の
焼
け
跡
を
見
て
帰
る
が
、
岡
部
は
奈
良
大
工

を
訪
ね
、
こ
れ
は
と
い
う
者
が
い
た
ら
安
土
城
の
為
に
抱
え
よ
。
こ
れ
だ
け
の
大
寺
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
大
工
も
い
よ
う
。」 

 

信
長
は
狩
野
永
徳
の
工
房
を
訪
ね
、
将
軍
義
輝
が
永
徳
に
描
か
せ
て
そ
の
ま
ま
に
な
っ
て
い
た
洛
中
洛
外
図
屏
風
を
見
て
、

大
胆
な
水
墨
画
だ
け
で
な
く
大
和
絵
の
細
や
か
さ
も
わ
が
物
と
し
て
い
る
永
徳
の
技
量
に
驚
き
ま
し
た
。
上
杉
謙
信
に
贈

ら
れ
る
も
の
だ
っ
た
と
聞
き
、
金
５
枚
で
買
い
上
げ
、
信
長
が
上
杉
に
贈
る
事
と
し
ま
し
た
。 

 

法
隆
寺
の
段
（
基
本
設
計
） 

 

天
正
２
年
（
１
５
７
４
年
）
４
月
１
日 

法
隆
寺
夢
殿 

大
工
・
岡
部
は
、
東
大
寺
の
転
害
門
、
南
大
門
、
二
月
堂
、
三
月
堂
を
見
て
ま
わ
り
、
隣
の
興
福
寺
を
見
て
、
薬
師
寺
の
東

塔
、
唐
招
提
寺
の
伽
藍
を
見
て
回
る
の
に
、
３
日
を
要
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
法
隆
寺
大
工
の
中
井
正
吉
（
１
５
３
３
～
１

６
０
９
年
）
を
訪
ね
、
法
隆
寺
大
工
の
作
務
衣
と
法
被
を
着
て
、
西
院
の
建
物
を
順
に
回
り
、
今
は
東
院
の
夢
殿
の
中
に
い

ま
す
。
正
吉
の
息
子
、
正
清
（
１
５
６
５
～
１
６
１
９
）
９
歳
も
、
父
親
に
つ
い
て
回
り
ま
し
た
。 

 

「
正
吉
殿
、
誠
に
か
た
じ
け
な
い
。
天
平
時
代
の
夢
殿
の
架
構
は
吉
田
社
の
太
元
宮
と
は
全
く

違
い
ま
し
た
。
こ
れ
で
、
安
土
山
天
主
の
５
階
八
角
、
６
階
四
角
の
形
が
決
ま
り
ま
し
た
。 

飛
鳥
時
代
の
金
堂
、
五
重
の
塔
か
ら
、
平
安
時
代
の
大
講
堂
、
鎌
倉
時
代
の
西
円
堂
、
聖
霊
院

と
見
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
木
割
が
細
く
な
る
こ
と
が
、
木
造
建
築
の
歴
史
だ
と
は
っ

き
り
わ
か
り
ま
し
た
。
西
院
伽
藍
の
南
方
、
境
内
入
口
に
た
つ
入
母
屋
造
の
一
重 

南
大
門
、

あ
の
小
さ
さ
で
も
っ
て
、
あ
の
木
割
の
太
さ
。
地
震
に
耐
え
る
な
ん
と
い
う
事
は
考
え
て
い
ま

せ
ん
。
門
構
え
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
で
す
。
し
か
し
、
今
の
時
代
、
こ
の
よ
う
な
太
い

材
が
手
に
入
ら
な
い
中
で
、
上
様
は
１
０
０
尺
の
殿
主
を
作
れ
と
私
に
命
じ
た
の
で
す
。
３
階

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E5%A4%A7%E5%AF%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E5%A4%A7%E5%AF%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%88%88%E7%A6%8F%E5%AF%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%92%8C%E5%9B%BD
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建
て
の
殿
主
、
そ
の
上
の
小
屋
裏
と
石
垣
内
の
穴
倉
を
含
め
て
、
こ
の
５
層
を
い
か
に
組
む
か
悩
ん
で
い
ま
す
。
」 

「
白
蟻
に
や
ら
れ
た
の
で
柱
を
替
え
た
の
で
す
が
、
古
材
は
再
利
用
し
て
い
ま
す
。
ヤ
リ
鉋
で
研
ぐ
と
、
プ
ー
ン
と
檜
の
香

り
が
立
つ
の
で
す
。
口
伝
で
は
千
年
か
け
て
育
っ
た
ヒ
ノ
キ
は
千
年
も
つ
と
言
わ
れ
て
お
り
、
頂
い
た
命
は
大
切
に
し
て

い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
太
い
材
で
あ
る
こ
と
に
こ
し
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
近
江
の
国
で
手
に
入
る
も
で
し
か
作
れ

な
い
な
ら
、
大
材
は
な
い
も
の
と
し
て
、
柱
は
芯
去
り
材
を
集
め
て
鉄
輪
で
巻
く
と
か
、
東
大
寺
南
大
門
の
よ
う
に
貫
き
で

細
い
柱
を
繋
ぐ
大
仏
様
と
し
、
全
体
で
も
つ
よ
う
に
す
る
と
か
。
だ
れ
も
、
殿
主
を
３
層
も
積
み
か
さ
ね
て
作
っ
た
事
は
な

い
の
で
す
か
ら
、
１
０
分
の
１
の
大
き
な
雛
形
を
丁
寧
に
作
り
、
ゆ
す
っ
て
み
て
、
確
か
め
る
し
か
手
は
な
い
で
し
ょ
う
。」 

「
正
吉
殿
、
是
非
、
安
土
山
に
来
て
、
私
を
助
け
て
い
た
だ
き
た
い
。」 

「
承
知
し
ま
し
た
。
是
非
、
お
願
い
し
ま
す
。
安
土
山
天
主
が
ど
の
よ
う
に
形
に
な
る
の
か
。
天
下
無
双
の
話
を
岡
部
殿
か

ら
伺
い
、
大
工
の
血
が
騒
ぎ
ま
す
。
息
子
の
正
清
も
つ
れ
て
行
き
ま
す
。
こ
い
つ
に
は
、
大
工
・
中
井
家
の
未
来
を
見
て
も

ら
わ
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。」 

 

中
井
正
吉
は
、
後
に
豊
臣
秀
吉
の
大
坂
城
、
方
広
寺
を
作
り
、
息
子
の
中
井
正
清
は
徳
川
家
康
の
六
本
槍
と
な
り
、
大
坂
城

攻
め
で
働
き
、
二
条
城
、
江
戸
城
、
駿
府
城
、
名
古
屋
城
を
作
り
ま
し
た
。
大
工
・
中
井
家
の
未
来
を
ま
さ
に
作
っ
た
大
工

（
建
築
家
）
に
な
っ
た
の
で
し
た
。
大
工
（
建
築
家
）
は
パ
ト
ロ
ン
を
捕
ま
え
な
い
と
、
な
に
も
作
れ
ま
せ
ん
。 

 

安
土
山
頂
の
段
（
敷
地
の
確
定
） 

 

天
正
３
年
３
月
１
日 

安
土
山
山
頂 

信
長
は
昨
夜
泊
ま
っ
た
佐
和
山
の
丹
羽
長
秀
を
引
き
つ
れ
山
頂
を
目
指
し
て
い
ま
す
。
木
村
高
重
、
岡
部
又
右
衛
門
親
子

は
そ
れ
に
気
づ
く
こ
と
な
く
、
近
在
の
百
姓
を
つ
か
っ
て
杣
夫
の
残
し
た
根
を
堀
り
だ
さ
せ
、
造
成
を
指
揮
し
て
い
ま
す
。 

 

天
正
二
年
３
月
以
降
の
信
長
は
相
変
わ
ら
ず
忙
し
い
。
４
月
３
日
に
石
山
寺
が
蜂
起
、
５
月
５
日
賀
茂
祭
～
京
都
５
月
２８

日
、
６
月
１４
日
～
６
月
２１
日
柴
田
勝
頼
が
高
天
神
城
を
落
と
し
た
の
で
吉
田
ま
で
出
陣
、
７
月
１３
日
～
９
月
２９
日
長
島

攻
撃
。 

６
月
か
ら
９
月
の
信
長
の
出
陣
で
は
、
近
江
の
国
衆
も
出
陣
し
、
天
正
二
年
か
ら
分
担
し
て
安
土
山
の
準
備
工
事
を
す
る

は
ず
が
、
止
ま
っ
て
い
た
の
で
し
た
。
岡
部
又
右
エ
門
も
長
島
攻
撃
に
参
加
し
て
お
り
、
安
土
山
に
入
れ
た
の
は
１０
月
の

末
で
し
た
。
杣
夫
を
使
っ
て
木
を
伐
り
、
安
土
山
を
裸
に
は
し
て
い
た
の
で
す
が
、
木
杭
を
打
っ
て
、
斜
面
の
切
り
盛
り
を

し
、
砂
利
を
敷
い
て
敷
地
の
造
成
と
な
る
と
、
岡
部
又
右
衛
門
が
指
揮
し
な
い
事
に
は
出
来
ま
せ
ん
。 

 

「
又
右
衛
門
、
敷
地
が
で
き
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
丹
羽
、
見
よ
。
山
下
の
３
間
半
幅
の
道
路
も
完
成
し
た
ぞ
。」 

「
あ
っ
、
こ
れ
は
上
様
、
そ
れ
に
丹
羽
様
ま
で
。
ご
苦
労
様
で
ご
ざ
い
ま
す
。
西
平
と
頂
上
の
敷
地
の
形
に
メ
ド
を
つ
け
よ

う
と
木
村
様
と
励
ん
で
お
り
ま
す
。
あ
と
半
年
で
、
虎
御
前
山
で
上
様
が
話
さ
れ
て
か
ら
丸
３
年
た
ち
ま
す
。」 

「
４２
歳
に
な
っ
て
し
も
う
た
が
、
ワ
シ
の
歳
の
こ
と
な
ど
、
武
田
も
坊
主
も
気
に
し
て
く
れ
ん
か
ら
な
。
お
ぬ
し
に
も
も

う
ひ
と
働
き
し
て
も
ら
い
、
武
田
勝
頼
を
潰
さ
ん
こ
と
に
は
、
信
忠
に
家
督
も
譲
れ
ん
わ
。
今
、
そ
の
為
に
堺
に
鉄
砲
を
頼

ん
で
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
一
番
高
い
と
こ
ろ
だ
な
、
殿
主
は
。
固
そ
う
な
地
山
で
な
い
か
。
20
間×

20
間
か
。」 

「
穴
太
衆
（
石
垣
積
の
専
門
集
団
）
と
打
ち
あ
わ
せ
出
来
る
よ
う
に
、
杭
を
打
ち
、
水
引
（
水
平
を
取
る
事
）
を
こ
れ
か
ら

す
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
南
の
段
か
ら
こ
こ
ま
で
３１
尺
あ
り
ま
す
。
こ
の
地
山
の
上
さ
ら
に
穴
倉
階
分
の
１３
尺
を
足
し
て
４４
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尺
の
石
垣
を
積
み
ま
す
と
、
１７
間×

１７
間
と
減
り
ま
す
。
た
だ
し
、
地
山
の
形
に
合
わ
せ
て
穴
太
衆
は
積
み
ま
す
の
で
、

彼
ら
が
地
山
を
掘
っ
て
根
石
を
置
く
ま
で
は
石
垣
の
形
は
見
え
ま
せ
ん
。
私
は
六
角
形
に
な
る
の

で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。」 

「
そ
り
ゃ
、
大
工
と
し
て
難
儀
な
こ
と
だ
な
。
池
上
で
は
で
き
ん
ぞ
。」 

そ
こ
に
、
井
俊
が
大
き
な
箱
を
抱
え
て
現
れ
る
。 

「
上
様
、
雛
形
を
井
俊
が
作
り
ま
し
た
で
、
見
て
や
っ
て
く
だ
さ
い
。
天
主
で
す
。
最
上
階
の
６
階

は
金
閣
、
５
階
は
太
元
宮
で
す
。
上
様
と
共
に
京
、
奈
良
を
ま
わ
り
、
形
を
決
め
ま
し
た
。
い
か
が

で
す
か
。」 

「
ウ
ン
、
ワ
シ
が
設
計
し
た
の
だ
か
ら
な
。
い
い
ぞ
。
し
か
し
、
雛
形
は
、
天
主
を
載
せ
る
大
屋
根

ま
で
し
か
作
っ
て
な
い
の
は
な
ぜ
だ
。
お
ぬ
し
は
、
殿
主
は
３
階
建
て
高
さ
５０
尺
に
な
る
と
言
っ

て
い
た
で
は
な
い
か
。」 

「
は
い
、
上
様
が
お
住
ま
い
に
な
る
３
階
の
上
、
４
階
は
こ
の
大
屋
根
の
中
に
な
り
ま
す
。
こ
の
４

階
以
上
の
雛
形
の
高
さ
は
５５
尺
あ
り
ま
す
。
従
っ
て
、
石
垣
の
上
か
ら
１
０
５
尺
の
高
さ
に
な
り

ま
す
。
上
様
ご
指
示
の
高
さ
１
０
０
尺
と
な
る
５
階
６
階
を
検
討
す
る
た
め
の
雛
形
で
し
た
。」 

「
す
る
と
、
石
垣
の
形
も
決
ま
ら
な
い
の
で
、
１
階
～
３
階
の
雛
形
が
作
れ
な
い
と
言
う
事
か
。
な

ん
だ
、
木
村
。
何
か
言
い
た
そ
う
な
だ
な
。」 

「
上
様
か
ら
、
木
材
は
近
江
で
探
せ
と
の
こ
と
で
し
た
。
岡
部
殿
は
、
胴
回
り
１
５
尺
（
直
径
１
５

０
セ
ン
チ
）
を
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
湖
西
、
湖
南
は
、
石
山
寺
、
比
叡
山
が
大
木
を
既
に

採
っ
て
お
り
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
岡
部
殿
は
芯
去
り
材
で
な
い
と
狂
う
か
ら
ダ
メ
だ
と
い
わ
れ

る
の
で
、
湖
北
の
朽
木
、
若
狭
の
神
宮
寺
山
に
入
っ
て
探
し
て
い
ま
す
。」 

「
そ
う
か
、
石
垣
だ
け
で
な
く
、
材
木
の
質
と
量
を
見
な
い
と
、
１
階
～
３
階
の
雛
形
は
出
来
な
い

と
い
う
事
か
。
木
村
高
重
、
お
ぬ
し
の
働
き
ぶ
り
は
丹
羽
か
ら
も
聞
い
て
い
る
ぞ
。
め
で
た
い
事
だ
。
」 

「
勢
田
の
橋
で
す
が
、
今
年
の
７
月
に
は
立
柱
が
で
き
そ
う
な
の
で
、
１０
月
に
は
完
成
さ
せ
る
つ
も
り
で
す
。
こ
ち
ら
は

芯
あ
り
材
で
す
の
で
、
調
達
は
既
に
す
ん
で
い
ま
す
。」 

「
い
や
、
重
ね
て
ご
苦
労
で
あ
っ
た
。
今
晩
、
報
償
を
と
ら
す
ぞ
。
そ
ち
の
城
は
永
原
で
あ
っ
た
な
。
今
晩
は
高
木
の
城
に

泊
ま
ろ
う
。
丹
羽
、
岡
部
も
付
き
合
え
。」 

 

佐
久
間
邸
の
段
（
プ
リ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
） 

 

天
正
３
年
⒓
月
１
日 

佐
久
間
信
盛
の
館 
 

広
間
中
央
に
は
、
白
絹
を
被
せ
た
高
さ
３
ｍ
の
安
土
山
天
主
の
雛
形
が
置
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
脇
に
座
す
の
は
大
工
・
岡

部
又
右
衛
門
。
そ
の
下
手
に
は
、
御
大
工
・
池
上
五
郎
右
衛
門
、
奈
良
大
工
・
中
井
正
吉
が
控
え
て
い
ま
す
。
３
人
と
も
緊

張
し
た
面
立
ち
で
信
長
を
待
っ
て
い
ま
す
。 

 

信
長
は
５
月
に
長
篠
の
戦
い
で
武
田
勝
頼
を
破
り
、
８
月
に
は
加
賀
・
越
前
を
平
定
し
、
１０
月
に
は
一
旦
で
は
あ
り
ま
す

が
石
山
寺
と
の
和
議
が
整
い
、
１１
月
に
は
権
大
納
言
に
な
り
ま
し
た
。
嫡
男
信
忠
も
秋
田
城
介
に
任
じ
ら
れ
た
の
で
、
頃

合
い
よ
し
と
、
か
ね
て
か
ら
考
え
て
い
た
よ
う
に
、
オ
ヤ
ジ
信
秀
が
亡
く
な
っ
た
歳
４２
歳
で
あ
る
う
ち
に
家
督
を
信
忠
に

譲
り
ま
し
た
。
当
時
は
正
月
が
来
る
と
歳
が
増
え
ま
し
た
。
１１
月
２８
日
、
信
長
は
、
茶
道
具
だ
け
を
持
っ
て
佐
久
間
信
盛
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の
館
に
移
っ
た
の
で
し
た
。
大
工
た
ち
は
、
⒓
月
１
日
に
岐
阜
城
で
皆
に
お
披
露
目
せ
よ
と
信
長
か
ら
指
示
が
あ
り
、
準
備

を
し
て
き
た
の
で
す
が
、
突
然
の
家
督
の
移
譲
に
何
が
あ
っ
た
の
か
、
こ
れ
か
ら
何
か
あ
る
の
か
、
不
安
を
抱
え
て
信
長
を

待
っ
て
い
ま
す
。
信
長
は
、
丹
羽
長
秀
だ
け
を
引
き
つ
れ
て
登
場
し
ま
す
。 

 

「
ご
苦
労
で
あ
っ
た
。
家
督
を
譲
っ
た
も
の
が
、
天
下
布
武
を
示
す
天
主
を
安
土
山
に
築
き
、
三
国
一
の
桃
源
郷
に
す
る
な

ど
と
言
お
う
も
の
な
ら
、
美
濃
、
尾
張
の
武
将
た
ち
を
束
ね
る
信
忠
の
立
ち
位
置
を
悪
く
す
る
と
考
え
て
、
こ
う
し
て
ま
ず

は
内
々
に
し
た
。
今
日
の
来
る
日
を
ワ
シ
は
楽
し
み
に
し
て
い
た
ぞ
。
城
造
り
は
、
丹
羽
を
総
奉
行
に
し
、
ワ
シ
が
馬
廻
り
、

弓
衆
、
小
姓
を
使
い
、
直
接
指
揮
を
す
る
。
信
忠
の
手
は
借
り
な
い
。
信
忠
に
は
、
現
地
で
安
土
山
の
全
容
が
見
え
た
時
に
、

岡
部
か
ら
ま
た
説
明
を
し
て
欲
し
い
。
ま
ず
、
日
程
で
あ
る
。
い
つ
、
安
土
山
に
ワ
シ
は
移
れ
る
か
。
」 

「
武
者
小
路
の
館
は
、
ば
ら
さ
れ
て
常
楽
寺
に
あ
り
ま
す
。
３
ヶ
月
も
あ
れ
ば
、
２
月
末
に
は
西
平
に
で
き
ま
し
ょ
う
。
」 

「
い
つ
天
守
は
完
成
す
る
か
。
石
垣
に
１
年
、
建
築
で
２
年
、
３
年
後
、
天
正
７
年
の
正
月
に
は
で
き
よ
う
か
。
」 

「
金
工
、
濃
絵
も
ご
ざ
い
ま
す
が
、
天
主
だ
け
な
ら
１
年
半
、
再
来
年
天
正
５
年
６
月
に
立
柱
で
き
れ
ば
天
正
７
年
正
月
に

で
き
ま
す
。
問
題
は
石
垣
で
す
。
石
奉
行
が
そ
れ
ぞ
れ
の
地
で
石
の
山
を
作
っ
て
貯
め
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
を
山
頂
に
あ

げ
、
積
み
上
げ
る
の
は
、
全
く
の
人
足
仕
事
で
す
。
馬
廻
り
、
小
姓
だ
け
で
は
到
底
で
き
ま
せ
ん
。
人
足
を
集
め
な
い
と
い

け
ま
せ
ん
。」 

「
あ
い
わ
か
っ
た
。
ワ
シ
が
安
土
山
に
お
れ
ば
、
武
将
た
ち
の
足
軽
も
呼
べ
よ
う
。
い
や
、
武
将
に
も
石
揚
げ
の
指
揮
を
さ

せ
よ
う
。
滝
川
一
益
、
羽
柴
秀
吉
な
ど
、
張
り
切
る
ぞ
。
丹
羽
、
来
年
の
３
月
に
、
人
足
１
万
人
を
集
め
よ
。
よ
し
、
早
く
、

白
絹
を
と
っ
て
見
せ
て
く
れ
。
高
さ
１０
尺
の
雛
形
だ
か
ら
、
十
分
の
一
か
。
」 

池
上
と
中
井
と
で
、
白
絹
を
丁
寧
に
取
る
。
雛
形
は
二
つ
に
割
れ
る
よ
う
に
作
ら
れ
て
い
た
。
ま
っ
二
つ
に
割
っ
た
断
面
が

見
え
る
よ
う
に
置
き
な
お
さ
れ
た
。
信
長
は
立
ち
上
が
り
、
雛
形
の
周
囲
を
ゆ
っ
く
り
と
回
る
。 
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「
善
見
城
金
殿
玉
楼
と
は
、
ま
さ
に
こ
れ
だ
。
中
央
が
大
き
く
割
れ
て
お
り
、
下
に
宝
塔
が
あ
る
の
か
。
岡
部
の
自
信
作
、

荒
子
観
音
の
多
宝
塔
を
ワ
シ
は
覚
え
て
お
る
ぞ
。」 

「
天
下
、
宇
宙
の
中
心
と
な
れ
ば
、
法
華
経
の
言
う
大
地
か
ら
湧
き
上
が
る
力
で
す
。
殿
主
の
中
心
に
置
き
ま
し
た
。」 

「
ウ
ム
、
そ
れ
で
、
こ
の
カ
ラ
ッ
ポ
の
と
こ
ろ
は
な
ん
だ
。
２
階
に
舞
台
、
３
階
に
橋
が
あ
る
。
禅
林
十
境
か
。」 

「
こ
こ
が
、
岡
部
の
苦
心
し
た
と
こ
ろ
で
す
。 

第
一
に
、
上
様
が
お
住
ま
い
に
な
る
に
、
３
階
は
良
い
で
す
が
、
２
階
、
１
階
と
な
る
と
中
央
部
に
は
光
は
届
き
ま
せ
ん
。

従
っ
て
要
ら
な
い
と
こ
ろ
だ
と
、
カ
ラ
ッ
ポ
に
し
ま
し
た
。
風
は
通
り
ま
す
。 

第
二
に
、
カ
ラ
ッ
ポ
を
、
４
間×

６
間×
高
さ
８
間
の
吹
き
抜
け
架
構
と
し
ま
し
た
。
幸
い
、
長
さ
８
間
、
１
尺
５
寸
の
柱

材
が
そ
ろ
い
ま
し
た
。
当
初
は
よ
り
大
き
な
大
材
を
も
と
め
た
の
で
す
が
、
芯
去
り
の
均
一
な
材
を
活
用
し
て
、
高
櫓
を
先

に
組
み
、
大
仏
様
で
固
め
、
架
構
全
体
を
心
柱
と
し
ま
す
。 

第
三
に
、
中
央
に
こ
れ
を
組
め
ば
、
四
方
そ
れ
ぞ
れ
に
大
工
を
配
し
、
競
わ
せ
て
組
む
こ
と
が
で
き
、
工
事
が
早
く
な
り
ま

す
。 

第
四
に
、
カ
ラ
ッ
ポ
に
し
た
の
で
、
殿
主
中
央
部
が
軽
く
、
地
震
の
力
を
流
し
ま
す
。
上
様
、
押
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。 

第
五
に
、
吹
き
抜
け
架
構
の
中
に
、
足
場
、
ろ
く
ろ
と
滑
車
、
を
据
え
て
、
資
材
の
搬
入
に
使
い
ま
す
。
こ
れ
も
工
事
が
早

く
な
る
工
夫
で
す
。 

第
六
に
、
３
階
で
は
上
様
の
専
用
の
通
路
と
し
て
中
央
に
橋
、
周
囲
に
勾
欄
を
ま
わ
し
ま
し
た
。
２
階
で
は
吹
き
抜
け
架
構

を
殿
主
の
中
庭
に
見
立
て
て
客
座
敷
に
向
か
う
舞
台
を
置
き
ま
し
た
。
吹
き
抜
け
架
構
を
活
用
す
る
道
具
立
て
で
す
。」 

 

「
な
ん
と
い
う
こ
と
だ
。
岡
部
又
右
衛
門
は
日
本
一
の
大
工
だ
。」 

 

池
上
と
中
井
は
、
雛
形
を
元
に
も
ど
し
た
。
こ
ん
ど
は
外
観
の
説
明
で
あ
る
。 

 

「
穴
太
衆
と
の
打
ち
合
わ
せ
に
よ
り
、
石
垣
は
変
則
的
な
八
角
形
と
な
り
ま
す
。
前
に
上
様

に
見
て
い
た
だ
い
た
天
主
６
階
と
５
階
は
、
８
間×

１
０
間
の
長
方
形
の
母
屋
の
中
央
に

乗
せ
ま
す
。 

１
階
は
、
石
垣
に
合
わ
せ
て
八
角
形
で
す
の
で
、
そ
こ
を
ど
う
つ
な
ぐ
か
で
す
が
、
南
を
正

面
と
し
て
、
１
階
か
ら
２
階
で
一
間
壁
を
下
げ
、
２
階
か
ら
３
階
で
ま
た
一
間
壁
を
下
げ
、

屋
根
が
上
に
乗
る
ご
と
に
、
上
の
屋
根
を
小
さ
く
し
て
い
き
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
屋
根
の
低

減
は
、
御
堂
、
５
重
の
塔
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
安
定
し
た
美
し
さ
を
も
た
ら
せ
る
も
の
と
、

古
来
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。 

湖
上
か
ら
の
見
栄
え
も
大
切
と
上
様
か
ら
あ
り
ま
し
た
が
、
石
垣
が
地
山
に
よ
っ
て
伸
び

ざ
る
を
得
な
い
と
穴
太
衆
が
言
う
の
で
、
縋
破
風
を
そ
の
石
垣
を
中
心
に
し
て
北
に
流
し
、

千
鳥
破
風
を
置
き
ま
し
た
。
古
来
「
真
、
行
、
草
」
と
ご
ざ
い
ま
す
が
、
天
主
と
千
鳥
と
は

芯
が
ず
れ
る
「
行
」
で
す
。
１
階
は
現
場
合
わ
せ
で
、
軒
先
が
斜
め
に
な
り
ま
す
が
、
山
下

か
ら
は
見
え
な
い
の
で
、
仕
事
が
し
や
す
く
、
雨
漏
り
が
し
な
い
形
を
優
先
し
ま
し
た
。」 

「
め
で
た
い
、
め
で
た
い
。
池
上
、
中
井
、
そ
ち
た
ち
の
助
け
が
あ
っ
て
の
岡
部
だ
。
今
後

も
頼
む
ぞ
。」 
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妙
覚
寺
の
段
（
設
計
変
更
） 

 

天
正
４
年
５
月
３
日
、
信
長
は
京
の
宿
、
妙
覚
寺
に
い
る
。
大
工
・
岡
部
か
ら
の
手
紙
に
返
事
を
書
く
と
こ
ろ
。 

 

天
正
４
年
２
月
２３
日
に
信
長
は
安
土
山
の
御
殿
に
移
り
ま
す
。
供
は
馬
ま
わ
り
衆
、
弓
衆
、
小
姓
と
信
長
の
親
衛
隊
だ
け

で
し
た
。
４
月
１
日
か
ら
石
垣
を
積
み
始
め
ま
す
。
ま
ず
は
、
天
主
の
石
垣
で
す
。
尾
張
、
美
濃
、
伊
勢
、
三
河
、
越
前
、

若
狭
、
畿
内
の
諸
侍
、
京
、
奈
良
、
堺
の
職
人
を
安
土
山
に
集
め
よ
と
信
長
は
指
示
を
出
し
ま
す
。
瓦
は
唐
一
観
が
、
奈
良

の
瓦
職
人
を
安
土
に
呼
ん
で
焼
か
せ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
石
材
の
山
へ
の
引
き
上
げ
は
、
人
足
１
万
人
を
集
め
、
昼

夜
、
山
も
谷
も
動
く
か
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
の
大
騒
ぎ
で
し
た
。
信
長
は
、
天
主
・
主
郭
の
石
垣
の
根
石
を
自
ら
の
眼
で
確
認

し
た
後
、
４
月
２９
日
に
京
に
上
り
、
二
条
の
関
白
義
春
廃
邸
の
庭
を
気
に
入
り
、
こ
こ
に
信
長
の
二
条
新
邸
を
作
れ
と
村

井
貞
勝
に
命
じ
ま
し
た
。
安
土
山
は
「「
天
下
布
武
」
の
殿
主
で
す
が
、
京
で
は
、
天
皇
・
公
家
と
付
き
合
う
為
に
、「
権
大

納
言
」
と
い
う
貴
族
を
装
お
わ
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。
日
本
庭
園
な
ど
安
土
山
で
は
望
め
ま
せ
ん
の
で
、
こ
ち
ら
は
こ
ち
ら

で
信
長
は
作
事
を
楽
し
ん
だ
事
で
し
ょ
う
。
４
月
１４
日
に
石
山
寺
が
挙
兵
を
し
、
荒
木
村
重
、
細
川
藤
孝
、
明
智
光
秀
、

原
田
直
政
が
既
に
動
い
て
い
た
の
で
す
が
、
信
長
は
京
の
ま
ま
で
す
。
手
紙
を
書
い
た
後
、
信
長
軍
が
負
け
た
事
を
知
り
、

５
月
５
日
、
わ
ず
か
百
騎
を
率
い
て
大
阪
に
向
か
い
ま
す
。
相
も
か
わ
ら
ず
忙
し
い
中
で
の
安
土
築
城
で
あ
り
ま
し
た
。 

 

「
上
様
、
岡
部
又
右
衛
門
で
す
。
根
石
は
上
様
確
認
の
よ
う
に
、
変

則
八
角
形
で
積
み
始
め
た
の
で
す
が
、
現
在
天
主
の
地
山
ま
で
組

み
上
げ
た
と
こ
ろ
で
、
穴
太
衆
か
ら
「
母
屋
の
８
間×

１
０
間
を
石

垣
の
内
部
に
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
８
間×

９
間
に
な
ら
ざ

る
を
得
な
い
。」
と
申
し
出
さ
れ
ま
し
た
。
上
様
も
問
題
だ
と
把
握

さ
れ
て
い
た
北
側
の
石
垣
で
す
が
、
地
山
の
傾
き
に
合
わ
せ
、
石
垣

の
内
側
に
ゴ
ロ
タ
石
を
入
れ
な
が
ら
石
積
を
登
ら
し
て
き
た
の
で

す
が
、
傾
き
が
緩
く
な
り
、
石
垣
の
天
端
が
南
に
よ
っ
て
き
た
の
で

し
た
。
結
果
、
北
東
と
北
西
の
石
垣
が
危
険
と
な
り
、
一
間
分
、
北

の
石
垣
が
南
に
寄
る
と
の
事
で
、
穴
倉
階
は
８
間×

９
間
に
な
ら

ざ
る
を
得
な
い
と
の
事
。
こ
の
理
屈
は
岡
部
も
納
得
し
ま
し
た
。
解

決
策
は
石
垣
の
高
さ
を
２
間
＝
１４
尺
減
ら
せ
ば
簡
単
で
す
が
、
そ

れ
で
は
上
様
に
怒
ら
れ
ま
す
。
私
は
南
に
１
間
寄
せ
よ
う
か
と
思

い
ま
す
。
説
明
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
、
南
側
の
屋
根
の
低
減
が
で
き

ま
せ
ん
が
、
高
さ
は
保
持
で
き
ま
す
。」 

 

信
長
は
雛
形
と
、
現
地
を
思
い
出
し
書
い
た
。 

 

「
岡
部 

 

高
さ
を
減
ず
る
の
は
問
題
外
だ
が
、
お
ぬ
し
の
い
う
南
の
屋
根
の
低
減
を
ヤ
メ
ル
の
も
ダ
メ
だ
。
８
間×

９

間
と
、
穴
太
衆
に
言
わ
れ
る
が
ま
ま
、
母
屋
を
減
ら
す
の
で
な
く
、
工
夫
せ
よ
。
岡
部
は
日
本
一
の
大
工
だ
。
し
ば
ら
く
、

ワ
シ
は
安
土
山
に
は
戻
れ
な
い
が
工
夫
が
つ
か
な
い
な
ら
ワ
シ
が
安
土
山
に
戻
る
ま
で
工
事
を
止
め
て
お
け
。」 
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再
び
安
土
山
山
頂
の
段
（
実
施
設
計
の
承
認
） 

 

天
正
４
年
６
月
８
日
、
信
長
と
大
工
・
岡
部
又
右
衛
門
は
安
土
山
山
頂
で
対
峙
し
て
い
ま
す
。 

 

信
長
は
５
月
５
日
か
ら
大
坂
の
合
戦
に
参
加
す
る
も
、
６
月
５
日
に
戦
線
を
離
れ
る
。
６
日
に
宇
治
に
よ
り
、
こ
の
地
を
井

戸
良
広
に
与
え
、
二
条
の
妙
覚
寺
に
帰
郷
し
、
翌
々
日
８
日
安
土
山
に
戻
り
ま
す
。
早
速
、
安
土
山
の
天
守
台
に
向
か
い
、

一
ケ
月
止
め
て
い
た
石
垣
の
出
来
高
を
見
ま
す
。 

 

「
岡
部
、
お
ぬ
し
の
考
え
は
？
」 

「
上
様
、
８
間×

１
０
間
で
な
く
、
８
間×
１
１
間
と
母
屋
を
延
ば
し
、
南
北
共
に
母
屋
の
一
柱
列
を
石
垣
の
上
に
載
せ
た

ら
ど
う
か
と
考
え
ま
し
た
。
母
屋
は
地
山
に
乗
せ
た
か
っ
た
の
で
す
が
、
や
む
を
得
ま
せ
ん
。
１
～
２
階
の
架
構
を
先
に
固

め
て
石
垣
上
で
の
安
定
を
図
っ
て
か
ら
、
上
階
に
架
構
を
延
ば
し
ま
す
。
天
主
の
５
階
、
６
階
は
、
母
屋
の
中
央
に
乗
り
ま

せ
ん
が
、
南
北
か
ら
見
る
姿
で
は
そ
の
ズ
レ
は
わ
か
ら
な
い
と
考
え
ま
し
た
。」 

「
あ
い
わ
か
っ
た
。
建
物
が
さ
ら
に
大
き
く
な
る
の
は
良
い
。
戦
場
で
そ
ち
が
い
つ
も
作
る
高
櫓
を
天
守
台
に
組
み
、
縄
を

張
り
、
布
を
た
ら
せ
、
ワ
シ
が
湖
上
の
船
か
ら
、
街
道
か
ら
見
て
確
め
る
。」 

 

６
月
１２
日
に
現
地
で
の
原
寸
で
の
試
験
が
な
さ
れ
、
信
長
の
承
認
を
得
て
、
岡
部
は
改
め
て
雛
形
を
な
お
し
、
７
月
１
日

に
信
長
の
実
施
設
計
変
更
の
承
認
を
得
た
の
で
し
た
。 
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安
土
山
天
守
台
の
段
（
立
柱
） 

 

天
正
５
年
８
月
24
日 

安
土
山
天
守
台 

 

大
工
・
岡
部
又
右
衛
門
は
、
組
み
上
げ
た
４
間×

６
間×

高
さ
８
間
の
吹
き
抜
け
架
構
の
上
に
立
ち
、
、
湖
上
か
ら
の
風
を

体
全
体
で
受
け
、
信
長
に
向
か
っ
て
「
や
り
ま
す
ぞ
！
」
と
拳
を
あ
げ
、
叫
ん
だ
の
で
し
た
。 

   

天
正
５
年
１１
月
３
日 

信
長
は
、
屋
根
ふ
き
合
わ
せ
（
天
主
の
骨
組
み
の
完
成
）
を
確
認
し
て
、
１４
日
に
上
洛
し
、
二
条

の
信
長
の
新
邸
に
入
り
ま
し
た
。 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

つ
づ
く
。 

安土山鳥観図 近江八幡市 作絵  


