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住まいの歴史を学ぶ

㈹
住
ま
い
の
研
究
の
現
在
と
魅
力

住
ま
い
の
研
究
は
今
ま
で
主
に
建
築
学
の
分
野
で
進
め
ら

れ
、
復
元
図
を
も
と
に
編
年
が
お
こ
な
わ
れ
て
、
近
世
以
降
の

歴
史
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
。
地
理
学
で
は
外
観
や
間
取
り

図
を
も
と
に
住
ま
い
を
類
型
化
し
、
全
国
的
な
分
布
が
把
握
さ

し
さ

れ
た
。
こ
れ
は
住
ま
い
の
系
譜
を
さ
ぐ
る
上
で
重
要
な
示
唆
を

与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
一
方
、
民
俗
学
で
は
住
ま
い
に
関
わ

ご
い

る
民
俗
語
《
乗
が
収
集
さ
れ
、
さ
ら
に
火
に
関
わ
る
習
俗
な
ど
の

７
４
住
ま
い
と
は

■
】
』

森隆男

日
本
の
住
ま
い

研
究
が
お
こ
な
わ
れ
た
が
、
住
ま
い
そ
の
も
の
が
主
要
な
テ
ー

マ
に
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
考
古
学
で
は
家
屋
文
鏡

は
に
わ

や
家
型
埴
輪
、
歴
史
学
で
は
中
世
に
作
成
さ
れ
た
絵
巻
物
を
使

用
し
た
研
究
成
果
も
発
表
さ
れ
て
い
る
。

民
俗
学
を
基
本
に
し
て
い
る
私
は
、
各
地
に
残
さ
れ
た
民
家

の
実
測
調
査
と
聞
き
書
き
に
よ
り
研
究
を
進
め
て
き
た
。
具
体

的
に
は
、
屋
敷
や
建
物
に
日
常
生
活
や
儀
礼
の
際
の
情
報
を
重

ね
て
、
変
容
に
留
意
し
な
が
ら
住
ま
い
を
空
間
的
に
把
握
す
る

方
法
で
あ
る
。

住
ま
い
は
所
在
す
る
社
会
の
諸
条
件
に
影
響
を
受
け
て
形
態

や
間
取
り
が
決
定
さ
れ
、
そ
の
点
で
社
会
的
産
物
で
あ
る
と
言



残
存
す
る
「
普
請
帳
」
に
は
、
建
築
年
と
と
も
に
助
力
を
受
け

た
人
の
名
前
と
内
容
が
記
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
人
が
普
請
を
す
る

際
に
お
返
し
を
す
る
た
め
の
記
録
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

ふ
か
や

ま
た
新
築
は
も
ち
ろ
ん
屋
根
の
葺
き
替
え
の
際
に
多
く
の
茅
が

必
要
と
な
り
、
お
互
い
に
茅
を
融
通
し
あ
う
「
茅
講
」
が
つ
く

ら
れ
従
い
た
。

帥
原
型

住
ま
い
の
原
型
を
考
え
る
時
、
動
物
の
巣
と
比
較
す
る
と
理

解
し
や
す
い
。
巣
は
天
敵
か
ら
身
を
守
る
カ
ク
レ
ガ
、
寝
処
、

子
ど
も
を
生
み
育
て
る
場
所
で
あ
る
。
住
ま
い
の
基
本
的
な
機

能
も
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
巣
は
一
組
の
雌
雄
の
ペ
ア
と
そ
の

子
ど
も
が
構
成
員
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
個
体
の
侵
入
が
拒
否

さ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
住
ま
い
に
は
複
数
世
代
の
夫
婦
と
子

ど
も
が
住
み
、
さ
ら
に
客
と
し
て
他
人
が
招
き
入
れ
ら
れ
る
。

住
ま
い
と
巣
の
違
い
は
、
人
が
複
数
世
代
の
親
子
を
軸
に
し
た

家
族
を
形
成
し
、
さ
ら
に
社
会
生
活
を
す
る
中
で
獲
得
し
た
接

客
機
能
を
付
加
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
物
理
的
に
、
ま
た

精
神
的
に
閉
鎖
的
な
空
間
か
ら
開
放
的
な
空
間
へ
の
変
遷
と
い

り
４
空
間
構
成
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え
る
。
今
後
多
様
な
視
点
で
研
究
が
進
め
ば
、
そ
の
成
果
が
有

効
に
活
用
さ
れ
る
は
ず
で
あ
り
、
住
ま
い
の
研
究
は
多
く
の
可

能
性
を
秘
め
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

②
魂
を
持
つ
住
ま
い

住
ま
い
は
単
な
る
モ
ノ
で
は
な
く
、
心
を
持
っ
た
家
族
の
一

員
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
住
ま

い
の
建
築
に
当
た
っ
て
は
多
く
の
儀
礼
が
お
こ
な
わ
れ
る
が
、

む
な
ぎ

棟
上
げ
の
終
わ
っ
た
あ
と
棟
木
に
弓
矢
を
取
り
付
け
る
。
建
築

直
後
の
住
ま
い
は
弱
い
存
在
と
意
識
さ
れ
、
魔
除
け
の
装
置
が

と
う
り
よ
う

必
要
で
あ
る
と
い
う
。
ま
た
、
そ
の
日
の
真
夜
中
に
棟
梁
が
一

つ
ち

人
棟
に
上
が
っ
て
棟
木
を
槌
で
打
ち
、
魂
を
こ
め
る
儀
礼
を
お

こ
な
う
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
棟
梁
に
は
、
人
の

誕
生
に
お
け
る
産
婆
の
よ
う
に
盆
と
暮
れ
に
贈
り
物
を
す
る
。

な
お
、
沖
縄
で
は
台
風
や
地
震
の
際
に
家
人
が
退
去
す
る
と
、

住
ま
い
は
見
捨
て
ら
れ
た
と
し
て
自
壊
す
る
と
信
じ
ら
れ
て
い

る
。

③
地
域
社
会
で
つ
く
ら
れ
維
持
さ
れ
る
住
ま
い

住
ま
い
は
財
力
や
社
会
的
ス
テ
イ
タ
ス
を
示
す
個
人
の
力
の

ふ
し
ん

象
徴
と
と
ら
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
新
築
は
「
普
請
」

と
呼
ば
れ
た
よ
う
に
、
か
っ
て
は
多
く
の
人
か
ら
資
金
や
材
料
、

労
力
の
助
成
を
受
け
て
お
こ
な
わ
れ
る
べ
き
こ
と
で
あ
っ
た
。



オ
モ
テ

ま
た
町
屋
は
「
う
な
ぎ
の
寝
床
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
、
間

口
が
狭
く
奥
行
き
の
深
い
敷
地
に
、
通
り
庭
に
沿
っ
て
部
屋
が

お
も
や

並
ぶ
母
屋
が
建
て
ら
れ
る
。
そ
し
て
小
さ
な
庭
を
挟
ん
で
奥
に

客
座
敷
や
土
蔵
が
設
け
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
京
都
の
町
屋
の

構
造
か
ら
は
、
通
り
庭
の
部
分
に
は
オ
モ
テ
ー
ウ
ラ
が
、
そ
れ

に
平
行
し
て
オ
モ
テ
ー
オ
ク
の
異
質
な
秩
序
を
形
成
す
る
軸
が

住まいの秩序

▲

ウ
ラ

う
形
で
現
れ
る
。

さ
て
住
ま
い
の
古
態
に
つ
い
て
、
私
は
神
の
住
ま
い
と
な
る

さ
い
し

祭
祁
施
設
の
構
造
に
着
目
し
て
、
原
型
が
寝
室
で
あ
り
、
そ
こ

に
接
客
空
間
が
付
加
さ
れ
て
い
っ
た
と
考
え
た
。
祭
り
の
古
態

と
う
や
お
か
り
や

を
伝
え
る
頭
屋
儀
礼
の
中
で
、
御
仮
屋
と
呼
ば
れ
る
神
の
た
め

の
臨
時
の
ゲ
ス
ト
ハ
ウ
ス
が
つ
く
ら
れ
る
。
多
く
の
場
合
、
周

ひ
の
き

囲
を
杉
や
桧
の
枝
で
囲
っ
た
閉
鎖
的
な
構
造
を
と
る
。
こ
こ

ぬ
り
ご
め

に
古
代
か
ら
中
世
の
住
ま
い
に
見
ら
れ
る
塗
龍
と
共
通
す
る
要

素
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
出
雲
大
社
や
住
吉
大
社
に
は
、
閉
鎖
的
な
寝
室
を
想
起

さ
せ
る
部
屋
に
加
え
て
司
祭
者
が
控
え
る
部
屋
が
付
加
さ
れ
、

せ
ん
ぐ
う

接
客
空
間
の
出
現
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
遷
宮
を
通
じ
て

古
代
の
形
式
が
維
持
さ
れ
て
き
た
神
社
建
築
や
臨
時
の
祭
記
施

設
に
、
す
で
に
失
わ
れ
た
人
の
住
ま
い
の
歴
史
を
見
る
こ
と
が

可
能
で
あ
ろ
う
。

②
秩
序

複
数
の
部
屋
で
構
成
さ
れ
る
住
ま
い
に
は
、
オ
モ
テ
ー
ウ
ラ
、

カ
ミ
ー
シ
モ
の
方
位
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
方
位
を
示
す
二
本
の

軸
が
直
交
し
て
秩
序
を
創
出
し
て
い
る
。
オ
モ
テ
に
は
「
男
性
」

「
公
」
「
外
」
の
属
性
が
、
ウ
ラ
に
は
「
女
性
」
「
私
」
「
内
」
の

属
性
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

シモカミ

１２

オク

(座敷）

(茶の間）

、

漣
クチ

(土間）



併
存
す
る
と
い
う
興
味
深
い
指
摘
が
あ
る
。
上
田
篤
は
町
屋
の

構
造
を
ハ
レ
、
ケ
、
ス
キ
（
数
寄
）
に
区
分
し
た
。
親
し
い
人

と
過
ご
す
数
寄
、
す
な
わ
ち
趣
味
の
世
界
が
通
り
か
ら
最
も
離

れ
た
オ
ク
に
配
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

さ
ら
に
私
は
ク
チ
ー
オ
ク
と
い
う
秩
序
に
強
い
関
心
を
持
っ

て
い
る
。
こ
れ
は
住
ま
い
の
変
容
を
考
え
る
場
合
や
、
前
出
の

住
ま
い
の
開
閉
を
考
え
る
有
効
な
視
点
に
な
る
。
ク
チ
ー
オ
ク

の
秩
序
と
し
て
伝
統
的
な
住
ま
い
を
見
た
と
き
、
ク
チ
は
玄
関
、

オ
ク
に
は
寝
室
が
配
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
重
要
な
客
は
オ
ク

の
座
敷
に
招
か
れ
る
こ
と
に
な
り
、
ま
さ
に
「
オ
ク
ヘ
ど
う
ぞ
」

の
言
葉
が
こ
の
よ
う
な
空
間
秩
序
を
前
提
に
発
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。

住
ま
い
に
は
、
入
り
口
、
簡
易
な
接
客
、
正
式
な
接
客
、
食

だ
ん
ら
ん

は
い
せ
つ

事
、
団
梁
、
調
理
、
貯
蔵
、
排
油
、
収
納
、
就
寝
な
ど
多
様
な

機
能
と
そ
の
た
め
の
部
屋
や
設
備
が
あ
り
、
そ
れ
ら
が
有
機
的

に
配
置
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
人
の
動
線
を
重
ね
る
と
、
時
代

ち
ゆ
う
し
ゅ
つ

や
地
域
、
階
層
に
よ
る
差
異
が
抽
出
で
き
る
。

③
都
市
の
住
ま
い

近
代
に
入
っ
て
洋
風
住
宅
が
ま
ず
上
層
に
、
そ
し
て
大
正
にわ

入
る
と
都
市
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
を
中
、
心
と
す
る
中
産
階
級
に
和

よ
う
せ
つ
ち
ゅ
う

洋
折
衷
の
住
ま
い
が
普
及
し
て
い
っ
た
。
し
か
し
実
態
は
客

間
の
み
を
洋
間
に
し
て
、
日
常
生
活
を
送
る
空
間
は
伝
統
的
な

和
風
で
あ
っ
た
。

大
正
中
期
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
、
「
田
園
都
市
」
の
名
称

で
開
発
さ
れ
た
住
宅
地
が
あ
っ
た
。
「
田
園
都
市
」
は
一
九
世
紀

末
に
イ
ギ
リ
ス
の
ハ
ワ
ー
ド
が
提
唱
し
た
観
念
で
、
理
想
的
な

街
づ
く
り
を
目
指
す
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
日
本
で
は
単
に

緑
豊
か
な
郊
外
住
宅
地
と
し
て
解
釈
さ
れ
、
関
東
で
は
多
摩
川

す
い
た

住
宅
地
（
の
ち
田
園
調
布
）
、
関
西
で
は
吹
田
市
の
千
里
山
住
宅

地
、
堺
市
の
大
美
野
住
宅
地
な
ど
が
開
発
さ
れ
た
。

私
は
こ
の
う
ち
千
里
山
住
宅
地
を
取
り
上
げ
、
田
園
都
市
の

意
味
を
考
察
し
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
伝
統
的
生
活

様
式
を
捨
て
き
れ
な
い
都
市
の
人
び
と
の
住
居
観
を
抽
出
す
る

こ
と
が
で
き
た
。
た
と
え
ば
ロ
ー
タ
リ
ー
と
放
射
状
の
街
路
が

整
備
さ
れ
た
西
洋
風
の
街
に
和
風
の
住
ま
い
が
建
て
ら
れ
、
洋

間
の
食
堂
の
隅
に
仏
壇
を
安
置
し
た
住
ま
い
を
見
る
こ
と
が
で

き
た
。

ま
た
希
薄
な
地
縁
関
係
の
中
で
、
玄
関
付
近
に
応
接
間
を
配

置
し
て
家
族
の
生
活
空
間
に
客
を
入
れ
な
い
構
造
も
浮
か
び
上

が
る
。
田
園
都
市
は
、
大
正
と
い
う
比
較
的
自
由
に
思
考
す
る

こ
と
が
許
さ
れ
た
時
代
に
、
理
想
的
な
街
と
住
ま
い
を
追
求
し

た
点
で
意
義
深
い
。
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一
九
六
○
年
代
か
ら
始
ま
る
高
度
経
済
成
長
期
に
、
地
方
の

人
び
と
が
都
市
部
に
流
入
し
て
都
市
が
膨
張
す
る
と
と
も
に
、

そ
こ
に
居
住
す
る
人
が
急
増
し
た
。
長
く
日
本
の
住
ま
い
の
研

究
は
農
家
が
対
象
に
な
っ
て
き
た
が
、
公
団
住
宅
や
マ
ン
シ
ョ

ン
の
研
究
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
当
然
、
そ
の
原
型

と
も
言
え
る
長
屋
の
研
究
も
重
要
に
な
る
。

地
方
の
農
山
漁
村
と
都
市
部
で
は
、
生
業
は
も
ち
ろ
ん
家
族

の
構
成
や
地
域
社
会
で
の
交
際
な
ど
異
な
る
部
分
が
多
い
。
新

ま

し
い
視
点
で
の
研
究
が
侯
た
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

３
系

譜

な
ど
気
候
に
求
め
る
こ
と
が
多
い
が
、
そ
の
ほ
か
に
南
西
諸
島

か
ま
ど

で
強
く
意
識
さ
れ
る
火
に
関
わ
る
ケ
ガ
レ
観
が
竃
を
設
け
る

建
物
を
別
棟
に
す
る
こ
と
な
ど
、
多
様
な
視
点
で
検
証
す
る
こ

と
が
重
要
で
あ
ろ
う
。

②
高
床
と
土
座

伝
統
的
な
農
家
の
住
ま
い
を
訪
ね
玄
関
を
入
る
と
広
い
土
間

が
広
が
り
、
そ
こ
か
ら
床
上
の
畳
の
客
間
に
招
き
入
れ
ら
れ
る
。

土
間
と
床
が
セ
ッ
ト
に
な
っ
た
住
ま
い
が
基
本
で
あ
り
、
現
在

の
洋
室
を
主
体
と
し
た
マ
ン
シ
ョ
ン
で
も
、
玄
関
に
は
靴
脱
ぎ

の
た
め
の
土
間
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
八
重
山
地
方
か

あ
ま
み

ら
奄
美
地
方
に
か
け
て
、
前
庭
か
ら
踏
み
台
を
経
て
直
接
部
屋

に
入
る
土
間
の
な
い
住
ま
い
が
分
布
す
る
。

一
方
、
北
陸
地
方
か
ら
東
北
地
方
に
か
け
て
、
か
つ
て
床
の

ど
ざ

な
い
「
土
座
」
と
呼
ば
れ
る
住
ま
い
が
広
く
分
布
し
て
い
た
。

そ
の
貴
重
な
実
例
が
、
大
阪
府
豊
中
市
の
日
本
民
家
集
落
博
物

あ
き
や
ま
ど
う

館
に
移
築
さ
れ
て
い
る
秋
山
郷
（
長
野
県
と
新
潟
県
の
県
境
付
近

の
地
域
）
の
民
家
で
あ
る
。
地
面
に
茅
な
ど
の
植
物
を
置
き
、
そ

む
し
ろ

の
上
に
蓮
を
敷
い
た
床
を
持
た
な
い
形
式
で
あ
る
。
近
世
後

す
ず
き
ぽ
く
し

期
に
こ
の
地
を
訪
れ
た
鈴
木
牧
之
の
「
秋
山
記
行
』
に
、
土
座

で
の
生
活
を
ビ
ジ
ュ
ア
ル
に
描
い
た
図
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

土
座
が
見
ら
れ
た
理
由
に
つ
い
て
、
藩
の
政
策
や
床
に
使
用
す

１４

仙
分
棟
型
と
集
合
型

南
西
諸
島
で
は
、
炊
事
場
が
母
屋
と
は
別
棟
に
な
っ
て
い
る

ほ
か
、
便
所
や
家
畜
小
屋
な
ど
も
敷
地
内
に
別
棟
で
建
築
さ
れ
、

そ
れ
ぞ
れ
の
建
物
は
小
型
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
分
棟
型
の
住

ま
い
は
、
九
州
南
部
か
ら
東
海
、
関
東
地
方
の
太
平
洋
岸
に
分

布
す
る
。
そ
れ
に
対
し
列
島
の
中
部
以
北
に
は
、
岩
手
県
の
南

ま
が
り
や

部
地
方
の
曲
屋
の
よ
う
に
生
活
の
機
能
を
す
べ
て
大
型
の
母
屋

に
集
合
し
た
住
ま
い
が
分
布
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
傾
向
を
説
明
す
る
理
由
と
し
て
、
冬
季
の
寒
さ



る
板
材
の
入
手
が
高
価
な
た
め
困
難
で
あ
っ
た
な
ど
の
理
由
が

挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
比
較
的
遅
く
ま
で
残
存

し
た
背
景
に
は
、
土
座
が
つ
く
る
住
感
覚
の
存
在
も
無
視
で
き

な
い
。

た
か
ゆ
か

こ
の
よ
う
に
日
本
列
島
に
は
高
床
に
代
表
さ
れ
る
南
方
の
住

文
化
と
土
座
に
代
表
さ
れ
る
北
方
の
住
文
化
が
、
列
島
の
中
央

た
い
じ

部
で
対
時
し
て
い
た
時
代
が
あ
っ
た
。

③
閉
鎖
的
な
石
塀
を
持
つ
住
ま
い

敷
地
の
周
囲
、
ま
た
は
そ
の
一
角
を
石
塀
（
本
稿
で
は
敷
地
の

造
成
時
に
築
く
石
垣
と
区
別
す
る
た
め
、
こ
の
語
を
使
用
）
で
囲
む

事
例
が
南
西
諸
島
か
ら
西
ｕ
本
に
か
け
て
見
ら
れ
る
。
と
く
に

南
西
諸
島
で
は
ほ
と
ん
ど
の
地
域
で
見
る
こ
と
が
で
き
、
ヒ
ン

プ
ン
（
母
屋
の
前
に
設
け
ら
れ
た
目
か
く
し
の
た
め
の
塀
）
と
と
も

に
独
特
の
策
観
を
創
出
し
て
い
る
。

高
取
正
男
は
列
島
の
周
縁
部
に
屋
敷
林
に
囲
ま
れ
た
住
ま
い

が
多
く
分
布
し
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
、
か
つ
て
森
で
生
活
を

し
て
い
た
名
残
り
で
は
な
い
か
と
推
測
し
た
。
こ
の
当
否
は
と

も
か
く
、
私
は
高
取
の
指
摘
し
た
住
感
覚
に
注
目
し
て
い
る
。

前
出
の
よ
う
に
住
ま
い
の
閉
鎖
性
は
本
質
的
な
も
の
で
あ
る

が
、
石
塀
を
持
つ
住
ま
い
は
住
感
覚
に
基
づ
い
て
伝
承
さ
れ
て

き
た
住
ま
い
の
型
、
す
な
わ
ち
文
化
と
見
る
こ
と
も
可
能
で
は

構
造
は
同
様
で
あ
る
。
先
年
、
台
湾
の
新
竹
を
訪
れ
て
見
学
を

ハ
ッ
カ

許
さ
れ
た
客
家
の
住
ま
い
も
一
二
合
院
形
式
で
あ
っ
た
。
気
候
条

件
が
変
わ
っ
て
も
閉
鎖
的
な
住
ま
い
を
つ
く
っ
て
き
た
背
景
の

一
つ
に
、
私
は
住
感
覚
の
存
在
を
考
え
て
い
る
。

列
島
の
南
半
分
に
分
布
す
る
石
塀
を
持
つ
住
ま
い
に
つ
い

て
、
強
風
対
策
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
深
層
に
住
感
覚
、
そ

し
て
中
国
文
化
に
つ
な
が
る
系
譜
を
認
め
る
こ
と
も
可
能
で
は

な
か
ろ
う
か
。

漢民族の土楼（中国・福建省．高増明氏撮影）

特集

住まいの歴史を学ぶ

な
か
ろ
う
か
。

中
国
北
部
で
異
民
族

の
襲
撃
と
寒
冷
な
気
候

か
ら
家
族
を
守
る
た
め

に
生
ま
れ
た
漢
民
族
の

三
合
院
形
式
や
四
合
院

形
式
の
住
ま
い
は
、
中

庭
の
周
囲
を
建
物
で
囲

む
閉
鎖
的
な
構
造
で
あ

る
。
漢
民
族
の
南
方
進

出
に
と
も
な
い
福
建
省

ど
ろ
う

で
築
造
さ
れ
た
土
楼
の

住
ま
い
も
、
基
本
的
な

1５｢雁史地理教育」２０１３年７月号



あ
る
。
奈
良
県
や
三
重

県
な
ど
で
見
ら
れ
る
米

寿
の
手
形
は
、
長
寿
の

肉
体
に
宿
る
生
命
力
を

魔
除
け
に
転
化
し
た
も

の
で
あ
る
。
節
分
に
焦

ひ
い
ら
ぎ

が
し
た
鰯
の
頭
を
柊

の
枝
に
刺
し
て
戸
口
付

近
に
差
し
込
む
習
俗
は

全
国
的
に
分
布
す
る
。

寺
社
が
発
行
す
る
御
札

を
魔
除
け
に
す
る
場
合

も
多
い
。

″
γ
神
々
と
の
同
居

佃
土
間

土
間
は
作
業
の
場
で
あ
る
と
と
も
に
調
理
の
場
で
あ
り
、
寵

ぱ
そ
な

が
設
け
ら
れ
る
。
田
植
の
際
に
、
龍
神
に
苗
を
一
二
把
供
え
る
習

俗
が
全
国
的
に
見
ら
れ
る
。
正
月
に
は
鏡
餅
も
供
え
ら
れ
る
。

龍
神
は
単
に
火
の
神
に
と
ど
ま
ら
ず
、
食
生
活
に
関
わ
る
家
の

こ
う
じ
ん

神
の
性
格
を
持
っ
て
い
る
。
竃
付
近
に
貼
ら
れ
る
一
二
宝
荒
神
や

愛
宕
神
社
、
秋
葉
神
社
の
御
札
に
は
火
伏
せ
の
役
割
が
期
待
さ

れ
て
い
る
。

魔除けを期待された米寿の手形（奈良県天理市）

1６

I

達豊鮭；

㈹
秩
序
を
持
っ
た
神
々
の
領
域

住
ま
い
に
は
神
棚
や
仏
壇
が
設
置
さ
れ
、
日
々
、
拝
礼
が
お

お
し

こ
な
わ
れ
て
い
る
。
神
棚
の
起
源
は
中
世
末
期
の
伊
勢
御
師
の

は
ら

配
布
し
た
蕨
い
の
札
の
収
納
設
備
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

て
ら
う
け

仏
壇
も
ま
た
近
世
初
期
の
寺
請
制
度
の
所
産
で
あ
る
。
い
ず
れ

も
そ
の
歴
史
は
比
較
的
新
し
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

一
方
、
住
ま
い
に
は
正
式
な
名
前
を
持
た
な
い
神
々
が
各
所

ま
つ

に
祁
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
神
々
が
家
族
と
雑
居
し
て
い
る

よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
が
、
前
述
の
よ
う
に
各
部
屋
の
配
置

に
ク
チ
ー
オ
ク
の
秩
序
が
認
め
ら
れ
、
部
屋
の
機
能
に
応
じ
て

役
割
が
期
待
さ
れ
た
神
々
が
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

お
が
か
も
い

る
。
さ
ら
に
床
に
安
置
さ
れ
た
仏
壇
は
座
っ
て
拝
み
、
鴨
居
の

上
に
設
け
ら
れ
た
神
棚
は
立
っ
て
拝
む
よ
う
に
、
垂
直
軸
上
の

秩
序
も
見
ら
れ
る
。
神
と
人
は
秩
序
の
も
と
に
そ
れ
ぞ
れ
の
領

域
を
持
ち
、
同
居
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

②
出
入
り
口

ク
チ
に
相
当
す
る
玄
関
に
は
、
魔
除
け
の
機
能
を
持
つ
装
置

ち
ま
き
が
た
ち
の
わ

が
見
ら
れ
る
。
夏
祭
り
で
授
与
さ
れ
る
綜
型
や
茅
輪
な
ど
が

鐸霊？

引
合
●
由
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恐ろしい顔の寵神（宮城県加美町）は
威
力
あ
る
火
の
イ
メ
ー
ジ
が
投
影
さ
れ
て
い
る
。

側
井
戸
・
便
所

井
戸
の
神
は
火
の
神
と
異
な
り
日
常
は
と
く
に
意
識
さ
れ
る

し
め
な
わ

こ
と
は
少
な
く
、
正
月
に
張
ら
れ
た
注
連
縄
が
そ
の
存
在
を
示

す
。
ま
た
井
戸
は
他
界
へ
の
通
路
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
た
と

ば
く
り
ゆ
う
し
ゆ

え
ば
麦
粒
腫
（
も
の
も
ら
い
）
が
で
き
た
と
き
、
ザ
ル
を
半
分

わ
く

井
戸
枠
に
乗
せ
、
「
治
し
て
く
れ
た
ら
全
部
見
せ
る
」
と
唱
え
る

習
俗
が
あ
る
。
こ
れ
は
多
く
の
目
を
持
ち
、
ふ
る
い
落
と
す
機

能
が
あ
る
ザ
ル
と
、
他
界
に
つ
な
が
る
井
戸
が
重
な
っ
た
こ
と

で
生
ま
れ
た
俗
信
で
あ
ろ
う
。

便
所
の
神
に
も
境
界
の
神
と
し
て
の
性
格
が
認
め
ら
れ
る
。

か
わ
や

便
所
の
異
称
「
厩
」
は
「
川
屋
」
で
あ
り
、
水
の
流
れ
の
上
に

ﾛ

l（
1

1(；

画
室
菱

■
。

１

胞哩

特集

住まいの歴史を学ぶ

＆・・篭
･卜

凸'４牙’

つ
く
ら
れ
た
施
設
が
原
型
で
あ
る
。
川
の
流
れ
を
利
用
し
て
他

界
か
ら
や
っ
て
く
る
生
命
の
通
路
の
一
つ
が
便
所
で
、
こ
の
場

所
に
祁
ら
れ
る
神
が
お
産
の
神
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
東
日

せ
つ
ち
ん

本
に
見
ら
れ
る
「
雪
隠
参
り
」
の
習
俗
も
、
こ
の
よ
う
な
他
界

観
が
前
提
に
あ
っ
て
成
立
し
て
い
る
と
言
え
る
。

た
た

火
や
水
の
神
は
祭
祁
の
方
法
を
誤
る
と
崇
り
を
な
す
精
霊
的

な
性
格
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
点
に
も
生
活
に
密
着
し

た
神
々
の
古
い
歴
史
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

⑤
茶
の
間

日
常
生
活
の
中
心
に
な
る
こ
の
部
屋
に
は
、
い
ろ
い
ろ
な
神

が
祁
ら
れ
る
。
伊
勢
神
宮
や
氏
神
、
有
名
神
社
の
御
札
を
納
め

た
神
棚
が
鴨
居
の
上
に
設
置
さ
れ
、
朝
夕
に
拝
礼
が
お
こ
な
わ

い
ろ
り

れ
る
。
囲
炉
裏
を
め
ぐ
る
主
人
の
席
は
、
神
棚
を
背
に
す
る
位

置
で
あ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
恵
比
寿
・
大
黒
な
ど
の
縁
起
棚

も
茶
の
間
に
設
け
ら
れ
る
。

静
岡
県
よ
り
東
側
の
地
方
で
は
、
茶
の
間
に
仏
壇
を
設
置
し

て
い
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
祭
事
の
ご
馳
走
は
も
ち
ろ
ん
、
到
来

物
は
ま
ず
仏
壇
に
供
え
る
。
祖
先
に
見
守
ら
れ
た
生
活
が
茶
の

間
で
展
開
し
て
お
り
、
西
日
本
の
仏
壇
が
客
間
で
あ
る
座
敷
に

設
置
さ
れ
る
こ
と
と
対
照
的
で
あ
る
。
東
日
本
の
方
が
、
祖
先

と
の
精
神
的
な
距
離
が
比
較
的
近
い
と
言
え
よ
う
。

毎
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⑥
寝
室

な
ん
ど

寝
室
に
祁
ら
れ
て
い
る
「
納
戸
神
」
が
中
国
・
四
国
地
方
に

分
布
し
て
お
り
、
寝
室
も
神
祁
り
の
場
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か

る
。
こ
れ
ら
の
調
査
報
告
は
半
世
紀
以
上
前
の
こ
と
で
あ
る
が
、

み
ま
さ
か

一
一
○
一
一
（
平
成
一
一
三
）
年
に
岡
山
県
美
作
市
を
訪
れ
た
際
に
、

昭
和
の
終
わ
り
ま
で
寝
室
で
祁
ら
れ
て
い
た
「
歳
神
」
と
呼
ば

れ
る
女
神
の
神
棚
を
実
見
し
た
こ
と
が
あ
る
。

長
野
県
木
曾
地
方
で
も
、
寝
室
や
そ
の
奥
に
「
荒
神
」
と
呼

ぶ
神
を
祁
っ
て
い
る
。
こ
の
神
は
家
の
危
機
に
際
し
て
音
を
立

て
て
知
ら
せ
る
と
い
う
伝
承
も
あ
る
。
ま
た
中
世
の
史
料
に
も
、

主
人
の
夢
の
中
に
子
ど
も
の
姿
で
現
れ
た
神
が
事
前
に
火
事
を

ま
い
が

予
告
し
、
大
き
な
被
害
を
免
れ
た
話
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

住
ま
い
の
奥
に
女
性
や
子
ど
も
の
姿
の
神
が
住
み
家
を
守
る

ざ
し
き
わ
ら

信
仰
は
、
か
つ
て
広
く
分
布
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
座
敷
童

し子
も
同
じ
系
譜
に
つ
な
が
る
神
で
あ
ろ
う
。

ぐ
Ｊ
伝
統
的
な
住
ま
い
の
保
存

を
消
し
た
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
農
村
で
は
農
作
業
の
機
械
化
に

う
ま
や

と
も
な
い
牛
馬
が
不
要
に
な
っ
て
厩
が
撤
去
さ
れ
た
。
こ
れ

ら
の
変
化
は
土
間
の
著
し
い
縮
小
を
招
き
、
常
時
土
間
の
存
在

を
意
識
し
て
き
た
住
感
覚
に
大
き
な
変
化
を
生
じ
さ
せ
た
と
言

か
わ
ら

か
や
ぶ
き

え
よ
う
。
屋
根
材
も
ほ
と
ん
ど
瓦
に
な
り
、
茅
葺
の
住
ま
い
を

残
し
た
く
て
も
茅
場
が
荒
れ
て
維
持
が
困
難
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
社
会
状
況
の
変
化
の
中
で
、
伝
統
的
な
住
ま
い

が
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
現
地
に
保
存
さ
れ
る
と
と
も
に
、
各

地
に
民
家
博
物
館
が
つ
く
ら
れ
た
。
こ
の
博
物
館
は
消
滅
し
つ

つ
あ
っ
た
各
地
の
典
型
的
な
民
家
を
移
築
し
た
も
の
で
、
現
在
、

大
規
模
な
施
設
だ
け
で
も
一
○
館
を
超
え
る
。

民
家
博
物
館
の
先
駆
と
な
っ
た
の
は
日
本
民
家
集
落
博
物
館

が
つ
し
よ
う
づ
く

（
大
阪
府
豊
中
市
）
で
あ
る
。
白
川
村
の
合
掌
造
り
を
は
じ
め
、

全
国
各
地
の
代
表
的
な
民
家
な
ど
一
○
棟
あ
ま
り
が
移
築
・
復

元
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
文
化
財
の
指
定
を
受
け
た
貴
重
な

資
料
で
あ
る
が
、
茅
葺
屋
根
の
修
理
な
ど
維
持
に
必
要
な
経
費

ば
く
麓
い

は
莫
大
で
あ
り
、
存
続
の
危
機
に
面
し
て
い
る
。
一
度
喪
失
す

る
と
二
度
と
入
手
で
き
な
い
こ
れ
ら
の
古
民
家
を
残
す
た
め
に

は
、
ま
ず
社
会
の
中
で
そ
の
価
値
が
認
識
さ
れ
共
有
化
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

韓
国
の
済
州
島
に
設
け
ら
れ
て
い
る
城
邑
民
俗
集
落
は
、
実

１８

戦
後
の
高
度
経
済
成
長
期
以
後
、
老
朽
化
し
た
住
ま
い
の
多

く
が
取
り
壊
さ
れ
、
新
し
い
生
活
様
式
に
合
っ
た
住
ま
い
が
新

築
さ
れ
た
。
と
く
に
大
き
な
変
化
は
燃
料
革
命
に
よ
り
竃
が
姿



際
に
人
が
生
活
を
続
け
て
い
る
集
落
を
博
物
館
と
し
、
住
人
が

ガ
イ
ド
役
を
務
め
て
い
る
。
古
態
を
残
す
あ
る
が
ま
ま
の
住
ま

い
と
暮
ら
し
を
公
開
す
る
エ
コ
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
要
素
が
認

め
ら
れ
る
。
住
ま
い
に
関
わ
る
博
物
館
の
あ
り
方
と
し
て
、
大

き
な
可
能
性
と
魅
力
を
備
え
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

伝
統
的
な
住
ま
い
と
そ
れ
を
取
り
囲
む
環
境
が
自
然
と
共
生

す
る
生
活
を
支
え
て
き
た
。
食
料
や
水
、
燃
料
な
ど
の
材
料
を

周
囲
の
里
や
里
山
、
屋
敷
林
が
発
達
し
て
い
る
地
域
で
は
屋
敷

林
な
ど
に
求
め
て
き
た
。
囲
炉
裏
や
髄
で
生
じ
た
灰
、
人
や
家

畜
の
排
世
物
は
貴
重
な
肥
料
に
な
っ
た
。
近
代
化
以
前
の
生
活

に
戻
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
し
て
も
、
伝
統
的
な
住
ま
い
が

環
境
の
保
全
を
目
的
に
自
然
と
の
共
生
を
考
え
る
場
に
な
る
こ

と
は
間
違
い
な
い
。

な
お
、
高
学
歴
社
会
は
子
ど
も
に
勉
強
部
屋
を
与
え
る
風
潮

を
つ
く
り
出
し
た
。
同
様
に
、
住
ま
い
の
中
に
家
族
の
た
め
の

個
室
が
つ
く
ら
れ
る
。
そ
の
結
果
、
家
族
が
同
じ
部
屋
で
共
有

き
ず
な

す
る
時
間
が
短
縮
さ
れ
、
精
神
的
な
緋
の
希
薄
化
を
招
く
傾

向
に
あ
る
。
家
族
の
食
事
の
場
と
団
梁
の
場
で
あ
る
茶
の
間
が

む
す
び
ｌ
伝
統
的
な
住
ま
い
か
ら
学
ぶ
も
の

重
要
に
な
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

は
た
お
り

ま
た
縁
側
は
幽
辰
家
に
あ
っ
て
は
乾
燥
場
で
あ
り
、
機
織
な
ど

の
作
業
場
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
近
所
の
人
が
気
楽
に
立
ち
寄
る

接
客
の
場
で
あ
っ
た
。
し
か
し
四
○
年
ほ
ど
前
か
ら
縁
側
が
急

速
に
消
滅
し
つ
つ
あ
る
。
さ
ら
に
都
市
部
で
は
敷
地
の
道
路
沿

い
に
高
い
ブ
ロ
ッ
ク
塀
を
築
く
住
ま
い
が
増
加
し
て
い
る
。
プ

ラ
イ
バ
シ
ー
の
保
護
や
防
犯
が
目
的
で
あ
る
が
、
結
果
と
し
て

地
域
社
会
で
の
交
流
を
妨
げ
る
こ
と
に
な
る
。
物
理
的
に
閉
鎖

的
な
構
造
は
精
神
的
な
閉
鎖
を
投
影
し
て
い
る
。
私
は
縁
側
に

あ
い
虞
い

相
当
す
る
暖
昧
な
空
間
を
住
ま
い
の
中
に
創
出
す
る
こ
と
が
、

地
域
づ
く
り
に
つ
な
が
る
と
考
え
て
い
る
。

あ
ら
た
め
て
伝
統
的
な
住
ま
い
の
魅
力
と
可
能
性
を
確
認
し

た
い
。
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