
ほ
ど
強
く
は
な
い
が
、
土
よ
り
も
ず
っ

と
風
雨
に
強
い
壁
を
作
る
こ
と
が
で
き

る
の
が
大
津
壁
と
い
う
技
術
で
あ
る
。

大
津
壁
と
い
う
名
前
の
由
来
は
、
実

は
よ
く
わ
か
っ
て
い
な
い
。
滋
賀
県
の

大
津
に
特
に
多
い
と
い
う
わ
け
で
も
な

く
、
石
灰
と
土
を
混
ぜ
る
同
じ
よ
う
な

左
官
技
術
は
日
本
各
地
に
存
在
し
、「
は

実
は
京
都
の
町
家
の
外
壁
に
は
、
純

白
の
漆
喰
は
ほ
と
ん
ど
使
わ
れ
て
い
な

い
。
漆
喰
の
材
料
と
な
る
石
灰
は
高
価

だ
っ
た
こ
と
と
、
真
っ
白
な
壁
は
お
寺

や
神
社
の
も
の
、
と
い
う
京
都
の
人
々

の
意
識
も
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

そ
の
代
わ
り
に
最
も
一
般
的
に
使
わ
れ

て
い
る
土
壁
の
仕
上
げ
は
、
石
灰
と
土

を
混
ぜ
合
わ
せ
た
、「
大
津
壁
」
と
呼

ば
れ
る
仕
上
げ
で
あ
る
。

大
津
壁
に
お
け
る
、
石
灰
と
土
の
配

合
の
割
合
は
、
体
積
比
に
し
て
石
灰
が

1
に
対
し
て
土
が
4
ほ
ど
で
あ
る
か

ら
、
石
灰
の
量
で
考
え
る
と
、
漆
喰
を

塗
る
場
合
の
5
倍
の
面
積
を
大
津
壁
で

は
塗
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
漆
喰

ん
だ
」「
南
蛮
漆
喰
」
と
い
う
呼
び
名

も
あ
る
。

大
津
壁
の
魅
力
は
、
石
灰
に
混
ぜ
る

土
の
色
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
多
彩
な
色

の
表
情
で
あ
る
。
京
都
で
よ
く
使
わ
れ

る
の
は
、
稲
荷
山
黄
土
や
京
錆
土
な
ど

の
暖
色
系
の
土
、
も
し
く
は
浅
葱
土
と

呼
ば
れ
る
灰
緑
色
の
寒
色
系
の
土
。
お

寺
の
塀
に
あ
る
漆
喰
の
五
本
線
の
背
景

に
塗
ら
れ
て
い
る
の
が
、
浅
葱
土
の
大

津
壁
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
に
も
、
紅
殻

や
松
煙
墨
な
ど
顔
料
を
混
ぜ
て
鮮
や
か

な
赤
色
に
し
た
り
、
真
っ
黒
な
壁
に
仕

上
げ
た
り
す
る
こ
と
も
あ
る
。

庶
民
的
な
仕
上
げ
で
あ
る
大
津
壁

を
、
徹
底
的
に
磨
き
上
げ
て
ツ
ル
ツ
ル

に
光
る
壁
面
に
ま
で
仕
上
げ
た
「
大
津

磨
き
」
は
、
京
都
の
土
壁
の
最
高
峰
と

い
わ
れ
る
仕
上
げ
で
あ
る
。
子
ど
も
の

頃
に
泥
だ
ん
ご
を
固
め
て
、
そ
の
表
面

を
磨
き
上
げ
る
こ
と
で
ピ
カ
ピ
カ
に
光

る
泥
だ
ん
ご
を
作
っ
た
こ
と
の
あ
る
人

は
多
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？　

大

津
磨
き
は
、
そ
れ
と
同
じ
原
理
で
、
手

の
平
で
は
な
く
鏝
を
使
っ
て
、
土
壁
の

表
面
を
美
し
く
仕
上
げ
る
技
術
な
の
で

あ
る
。

ド
ロ
ド
ロ
の
土
が
光
沢
を
帯
び
て
く

る
こ
と
に
興
奮
し
て
し
ま
う
の
は
日
本

の
左
官
職
人
だ
け
で
は
な
い
ら
し
い
。

世
界
に
は
大
津
磨
き
に
よ
く
似
た
左
官

仕
上
げ
が
、
あ
ち
こ
ち
で
存
在
し
て
い

る
。
そ
の
一
つ
が
イ
タ
リ
ア
の
ベ
ネ
チ

ア
ン
・
ス
タ
ッ
コ
と
呼
ば
れ
る
仕
上
げ

で
、
イ
タ
リ
ア
の
建
築
家
の
カ
ル
ロ
・

ス
カ
ル
パ
の
作
品
に
も
よ
く
使
わ
れ
て

い
る
。
も
う
一
つ
は
、
モ
ロ
ッ
コ
の
タ

デ
ラ
ク
ト
と
呼
ば
れ
る
仕
上
げ
で
あ

る
。
現
地
の
ハ
マ
ム
と
呼
ば
れ
る
蒸
し

風
呂
や
、
リ
ヤ
ド
と
呼
ば
れ
る
民
家
の

内
装
に
使
わ
れ
た
り
し
て
い
る
。

京
都
で
大
津
磨
き
を
見
る
な
ら
ば
、

か
つ
て
の
花
街
で
あ
る
下
京
の
島
原
に

あ
る
「
角
屋
」
が
お
す
す
め
だ
。
江
戸

時
代
の
揚
屋
（
今
で
い
う
料
理
屋
・
料

亭
）
の
遺
構
と
し
て
国
の
重
要
文
化
財

に
指
定
さ
れ
、
現
在
は
「
角
屋
も
て
な

し
の
文
化
美
術
館
」
と
し
て
公
開
さ
れ

て
い
る
「
角
屋
」
は
、
部
屋
ご
と
に
異

な
る
テ
ー
マ
の
内
装
と
土
壁
が
見
所
で

あ
り
、
大
津
磨
き
は
人
が
触
れ
や
す
い

廊
下
や
階
段
、
台
所
の
竃
な
ど
に
使
わ

れ
て
い
る
。

　

そ
し
て
「
角
屋
」
は
大
津
磨
き
だ
け

で
な
く
、
京
都
の
土
壁
の
見
本
市
の
よ

う
な
建
築
で
も
あ
る
と
い
う
意
味
で
必

見
の
建
築
で
あ
る
。「
緞
子
の
間
」
の

桃
山
土
、「
網
代
の
間
」
の
大
阪
土
、「
扇

の
間
」
の
青
い
浅
葱
土
、「
松
の
間
」
の

聚
楽
土
、
そ
し
て
「
青
貝
の
間
」
で
は

九
条
土
と
呼
ば
れ
る
灰
色
の
土
壁
に

は
、
な
ん
と
螺
鈿
が
埋
め
込
ま
れ
て
い

る
。徹

底
的
に
磨
き
込
ま
れ
た
大
津
壁

や
、
土
壁
に
貝
殻
を
埋
め
込
む
と
い
う

奇
想
天
外
な
発
想
の
土
壁
は
、
京
都
の

角
屋
で
し
か
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
貴

重
な
遺
構
で
あ
る
。
江
戸
後
期
に
は
、

民
衆
の
過
度
な
消
費
を
制
限
す
る
た
め

に
華
や
か
な
建
築
表
現
は
御
法
度
で

あ
っ
た
が
、
そ
の
「
制
限
」
の
及
ば
な

い
「
土
壁
」
の
領
域
に
お
い
て
は
華
美

な
建
築
表
現
へ
の
欲
求
が
さ
ま
ざ
ま
な

形
で
追
求
さ
れ
た
。
京
都
町
衆
の
豊
富

な
財
力
と
左
官
職
人
た
ち
の
技
術
の
粋

を
尽
く
し
た
舞
台
と
な
っ
た
の
が
角
屋

の
土
壁
群
で
あ
っ
た
。

「
水
泥
匠
亀
松
之
ヲ
創
造
ス
」
と
記

さ
れ
た
「
青
貝
の
間
」
の
壁
か
ら
は
、

こ
れ
ら
を
生
み
出
し
た
職
人
た
ち
の
強
烈

な
プ
ラ
イ
ド
を
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
な

い
。

「青貝の間」の土壁には、九条土に螺鈿が埋め込まれている 玄関の、赤い大津磨きの土壁

「角屋もてなしの文化美術館」の外観（写真はいずれも公益財団法人角屋保存会の提供）
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