
建
設
の
幻
獣
２

手ち

ょ

う

の斧
梵ぼ

ろ論
ほ
か

手
斧
梵
論

　

江
戸
中
期
の
俳
人
菊
岡
沾せ
ん
り
ょ
う
涼
の『
本
ほ
ん
ち
ょ
う
ぞ
く

朝
俗

諺げ
ん
し志
』に
は
、手
斧
梵
論
と
い
う
妖
怪
と
も
妖

精
と
も
幻
と
も
つ
か
な
い
も
の
が
紹
介
さ
れ
て

い
ま
す
。こ
れ
は
大
工
道
具
の
手ち
ょ
う
な斧
に
形
や
大

き
さ
が
似
て
お
り
、ふ
ら
ふ
ら
と
空
中
を
さ
ま

よ
う
だ
け
で
害
は
な
く
、見
物
に
訪
れ
る
旅

人
も
あ
っ
た
と
か
。

　
「
上
総
国
鳴
戸
村
願
性
寺
禅
宗
此
寺
に
毎

夜
て
う
の
ぼ
ろ
と
云
も
の
出
る
大
さ
か
た
ち

と
も
に
大
工
道
具
の
手
斧
の
柄
に
ち
か
は
さ

る
も
の
鳥
む
し
な
と
の
飛
こ
と
く
ふ
ら
り
ふ

ら
り
と
飛
め
ぐ
り
人
の
目
の
う
へ
鼻
の
先
を
し

づ
か
に
行
か
ふ
也
手
ち
か
く
来
る
を
取
ら
ん

と
す
る
に
ひ
ら
り
と
横
へ
き
れ
う
へ
に
あ
が
り

中
ゝ
と
る
事
あ
た
わ
す
た
ゝ
か
け
ろ
ふ
に
似
た

り
む
か
し
よ
り
あ
り
て
何
ゆ
へ
と
い
ふ
を
し
ら

す
少
も
仇
を
な
す
事
な
し
雨
夜
は
わ
け
て
は

や
く
出
る
也
此
地
へ
始
て
の
旅
人
寺
の
て
ふ
の

ほ
ろ
見
ん
と
て
夜
は
な
し
な
と
に
行
ほ
ろ
と
云

は
か
け
ろ
う
な
と
の
類
ひ
こ
こ
に
あ
る
と
見
れ

は
惣
空
中
に
わ
し
る
普
化
和
尚
な
と
の
類
ひ

み
な
梵
論
也
」

　

ち
な
み
に
、手
斧（
釿
）は
湾
曲
し
た
柄
の
先

に
鉄
製
の
刃
が
つ
い
て
い
る
大
工
道
具
で
、原

木
に
近
い
材
木
の
表
面
を
削
っ
て
滑
ら
か
に

す
る
た
め
に
使
用
さ
れ
ま
す
。そ
の
歴
史
は

古
く
、弥
生
時
代
後
期
に
は
す
で
に
存
在
し

て
い
た
と
推
定
さ
れ
て
い
ま
す
。ま
た
、大
工

の
仕
事
始
め
に
は
、こ
の
道
具
の
名
を
冠
し
た

「
手ち
ょ
う
な
は
じ
め

斧
始
」と
い
う
神
事
が
行
わ
れ
て
お
り
、

と
て
も
重
ん
じ
ら
れ
た
道
具
だ
っ
た
こ
と
が
わ

か
り
ま
す
。

　

ま
た
、梵
論
に
つ
い
て
は
、『
本
朝
俗
諺
志
』

の
末
尾
に
蜻か
げ
ろ
う蛉
の
こ
と
で
、普
化
和
尚（
虚
無

僧
）も
梵
論
と
い
う
と
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
。

飛ひ
だ
の
た
く
み

騨
匠

　

飛
騨
匠
と
は
、奈
良・平
安
時
代
に
徴
用
さ

れ
た
木
工
技
術
者
の
こ
と
で
す
。こ
れ
は
律

令
制
の
租（
米
）・庸（
労
役
も
し
く
は
布
）・調

（
特
産
物
）と
し
て
知
ら
れ
る
徴
税
の
う
ち
、

庸
と
調
を
免
ず
る
代
わ
り
に
都
で
１
年
間
働

か
せ
る
と
い
う
全
国
唯
一の
特
殊
な
制
度
に
基

づ
き
ま
し
た
。

　

都
に
上
っ
た
彼
ら
の
仕
事
は
、一
般
的
な
木

工
や
木
挽
、運
搬
な
ど
で
、い
わ
ゆ
る
大
工
職

で
は
な
く
、夏
季
以
外
は
休
日
も
な
い
過
酷
な

労
働
を
強
い
ら
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
飛
騨
匠
の
制
度
が
成
立
し
た

理
由
の一つ
と
し
て
、飛
騨
の
人
々
は
蝦え
み
し夷
と
見

な
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。例
え
ば

「
飛
騨
」と
い
う
国
号
で
す
が
、蝦
夷
を
表
す

「
ヒ
ナ
」と
同
義
だ
っ
た
と
い
う
説
が
あ
り
ま

す
。ま
た
、逃
亡
す
る
者
が
多
く
、そ
の
捕
縛

命
令
に「
飛
騨
匠
は
言
語
や
容
貌
が
他
国
の

も
の
と
異
な
る
か
ら
、名
前
を
変
え
て
も
わ
か

る
」と
書
か
れ
て
お
り
、風
俗
や
身
体
特
徴
が

都
周
辺
の
人
々
と
は
異
な
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。

　

と
こ
ろ
で
、飛
騨
匠
が
名
工
で
あ
る
と
い
う

伝
説
は
、『
今
昔
物
語
』を
皮
切
り
に
平
安
後

期
あ
た
り
か
ら
発
生
し
て
き
ま
す
。『
今
昔
物

語
』で
は
、「
飛ひ
だ
の
た
く
み

騨
ノ
工
」が
、有
名
な
実
在
の

絵
師
で
あ
る
百く
だ
ら
の
か
わ
な
り

済
川
成
と
技
く
ら
べ
を
す
る

と
い
う
話
が
あ
り
、「
飛
騨
ノ
工
が
つ
く
っ
た
四

面
す
べ
て
に
入
口
を
つ
け
た
一
間
四
方
の
堂
に
、

百
済
川
成
が
入
ろ
う
と
す
る
と
自
動
的
に
入

口
の
戸
が
閉
ま
っ
て
し
ま
い
、ど
の
方
向
か
ら

も
入
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
」と
い
い
、尋
常

な
ら
ざ
る
工
匠
と
し
て
描
か
れ
て
い
ま
す
。

　

く
だ
っ
て
江
戸
時
代
の
文
化
５
年

（
１
８
０
８
）に
は
、Ｓ
Ｆ
大
活
劇
と
も
い
う
べ

き『
飛
騨
匠
物
語
』が
出
版
さ
れ
ま
し
た
。主

人
公
の
飛
騨
匠・猪い
な
べ
の
す
み
な
わ

名
部
墨
縄
は
、「
機
巧
絶

妙
に
し
て
、そ
の
術
は
神
技
と
申
す
べ
く
、天

地
造
化
の
不
可
思
議
な
る
物
を
も
難
な
く
彫

鑿
の
上
に
表
わ
し
、木
頭
を
以
て
鳥
と
な
し
、

板
片
を
以
て
馬
を
造
る
な
ど
し
て一
世
の
人
々

を
驚
か
せ
た
賢
き
匠
夫
」で
あ
り
、出
版
の
翌

年
に
は
大
阪
で
人
形
芝
居
も
上
演
さ
れ
て
い

ま
す
。こ
う
し
た
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
、飛
騨
匠

は
全
国
的
に
知
ら
れ
る
存
在
と
な
っ
て
いっ
た

の
で
し
ょ
う
。

　

そ
う
し
た
こ
と
か
ら
飛
騨
か
ら
も
都
か
ら

も
遠
く
は
な
れ
た
仙
台
に
も
、飛
騨
の
匠
の
伝

説
が
残
っ
て
い
る
の
で
、昭
和
52
年（
１
９
７
７
）

に
発
行
さ
れ
た『
仙
台
市
史	

第
６
巻	

（
別
篇	

第
４
）』か
ら
ご
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

　
「
西
公
園
の
下
か
ら
広
瀬
川
を
川
内
へ
越

え
る
大
工
橋
を
一
夜
橋
と
いっ
た
。嘉
祥
２
年

（
８
４
９
）８
月
の
こ
と
、飛
騨
工
匠
が
奥
州
へ

来
た
時
、雨
の
た
め
広
瀬
川
の
水
か
さ
が
増
し

て
、向
こ
う
岸
に
わ
た
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ

た
。そ
れ
で
、水
が
ひ
く
ま
で
待
つ
の
も
面
倒

だ
と
いっ
て
、一
夜
の
う
ち
に
橋
を
架
け
て
渡
っ

た
と
い
う
」

　

こ
こ
で
語
ら
れ
る
大
工
橋
は
、慶
長
６
年

（
１
６
０
１
）の
仙
台
開
府
か
ら
６
、７
０
年
後

に
初
め
て
架
橋
さ
れ
た
よ
う
で
、飛
騨
匠
が
架

け
た
と
い
う
の
は
あ
く
ま
で
伝
説
で
す
。ち
な

み
に
元
禄
７
年（
１
６
９
４
）に
は
、「
仲
の
瀬

橋
」と
改
名
さ
れ
、昭
和
56
年（
１
９
８
１
）に

は
上
下
二
層
の
道
路
橋
と
し
て
架
け
替
え
ら

れ
て
、今
に
至
っ
て
い
ま
す
。

セ
ル
キ
ー
（
S
e
l
k
i
e
）

　

セ
ル
キ
ー
は
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
妖
精
で
、普

段
は
海
の
中
に
い
て
ア
ザ
ラ
シ
の
姿
を
し
て
い

ま
す
が
、陸
に
上
が
る
時
は
皮
を
ぬ
い
で
人
間

の
姿
に
な
り
ま
す
。人
間
の
男
が
、女
の
セ
ル

キ
ー
の
皮
を
隠
し
て
結
婚
を
強
い
る
と
い
う
、

日
本
の「
天
女
の
羽
衣
」の
よ
う
な
話
も
あ
る

な
ど
、こ
の
妖
精
の
伝
承
は
悲
恋
譚
が
多
い
と

言
い
ま
す
。

　

ジ
ジ・パ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
推
理
小
説『
壁
か
ら

死
体
？〈
秘
密
の
階
段
建
築
社
〉の
事
件
簿
』

（
原
題
：『U

nder	Lock	&
	Skeleton	

K
ey

』）に
は
、主
人
公
の
祖
母
が
語
る
セ
ル

キ
ー
の
話
が
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。も
っ
と
も
、

こ
の
話
は
著
者
の
創
作
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

な
か
な
か
面
白
い
の
で
ご
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

　
「
あ
る
小
さ
な
町
、人
々
は
小
さ
な
橋
を
造

ろ
う
と
し
た
。あ
る
大
工
は
、煉れ
ん
が瓦
を
積
む
の

に
慣
れ
て
い
な
か
っ
た
。そ
れ
で
呪
い
の
言
葉
を

つ
ぶ
や
い
て
し
ま
っ
た
。そ
れ
は
と
て
も
危
険
な

こ
と
だ
っ
た
。な
ぜ
な
ら
、呪
い
の
言
葉
を
つ
ぶ

や
く
こ
と
は
、妖
精
に
助
け
を
求
め
る
こ
と
と

同
じ
だ
か
ら
だ
。

　

妖
精
は
魔
法
で
助
け
て
く
れ
た
が
、代
わ

り
に
４
人
以
上
の
人
間
が
いっぺ
ん
に
橋
を
渡
っ

た
ら
、そ
の
人
た
ち
の
魂
を
妖
精
の
国
に
連
れ

て
い
く
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

　

あ
る
晩
、鍛
冶
屋
、パ
ン
屋
、蝋ろ
う
そ
く燭
職
人
が

橋
を
渡
っ
た
が
、魂
を
奪
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。あ

れ
？
鍛
冶
屋
、パ
ン
屋
、蝋
燭
職
人
の
３
人
な
の

に
？
な
ぜ
？
…
」

　

お
わ
か
り
に
な
り
ま
す
か
？
ヒ
ン
ト
は
傍

線
部
分「
あ
る
晩
」で
す
。実
は
、こ
れ
は
英
語

の
綴
り
遊
び
な
の
で
、日
本
語
で
は
わ
か
り
に

く
い
の
で
す
が
、種
明
か
し
を
し
ま
し
ょ
う
。

　

実
は「
あ
る
晩
」（one	night

）で
は
な
く
、

「
ひ
と
り
の
騎
士
」（one	knight

）と
い
う
オ

チ
で
、３
人
で
は
な
く
、４
人
だ
っ
た
と
い
う
な

ぞ
な
ぞ
で
し
た
。

ミ
ノ
タ
ウ
ロ
ス

（
M
i
n
o
t
a
u
r
）の
迷
宮

　

太
陽
神
の
娘
で
あ
る
パ
ー
シ
パ
エ
ー
は
、ク
レ

タ
島
ク
ノ
ッ
ソ
ス
の
ミ
ー
ノ
ー
ス
王
の
妃
で
し
た

が
、ポ
セ
イ
ド
ン
が
ミ
ー
ノ
ー
ス
王
に
贈
っ
た
美

し
い
雄
牛
に
恋
心
を
抱
き
ま
し
た
。パ
ー
シ
パ

エ
ー
は
、工
匠
ダ
イ
ダ
ロ
ス
に
雌
牛
の
張
り
ぼ

て
を
作
ら
せ
、そ
の
中
に
入
っ
て
雄
牛
に
近
づ

き
思
い
を
遂
げ
、そ
う
し
て
生
ま
れ
た
の
が
牛

頭
人
身
の
怪
物
ミ
ノ
タ
ウ
ロ
ス
で
す
。

　

ミ
ノ
タ
ウ
ロ
ス
は
、恐
ろ
し
く
残
酷
な
性
格

だ
っ
た
た
め
、迷
宮（
ラ
ビ
ュ
リ
ン
ト
ス
）に
閉
じ

込
め
ら
れ
ま
し
た
。こ
の
迷
宮
は
、や
は
り
工

匠
ダ
イ
ダ
ロ
ス
が
造
っ
た
も
の
で
、中
に
入
っ
た

者
は
案
内
人
な
し
に
出
口
を
見
つ
け
る
こ
と
は

で
き
な
い
よ
う
設
計
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

ミ
ノ
タ
ウ
ロ
ス
は
９
年
ご
と
に
少
年
７
人
、少

女
７
人
の
生い
け
に
え贄
を
必
要
と
し
た
た
め
、ア
テ
ー

ナ
イ
の
英
雄
テ
ー
セ
ウ
ス
に
討
た
れ
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。

　

テ
ー
セ
ウ
ス
の
英
雄
譚
は
早
く
も
紀
元
前

５
世
紀
に
は
古
代
ギ
リ
シ
ア
作
家
の
バ
ッ
キ
ュ

リ
デ
ー
ス
の
手
に
よ
っ
て
記
さ
れ
て
い
る
と

W
・
H
・マ
シ
ュ
ー
ズ
の『
迷
宮
と
迷
路
の
文
化

史
』に
あ
り
ま
す
。

ベ
ネ
ゼ（
B
é
n
é
z
e
t
）

　

フ
ラ
ン
ス
南
部
の
ア
ヴ
ィ
ニョ
ン
に
あ
る
橋
は
、

ロ
ー
ヌ
川
が
バ
ル
ト
ラ
ス
島
に
よ
っ
て
分
岐
す

る
場
所
に
架
け
ら
れ
て
い
ま
す
。石
橋
で
あ
り
、

石
造
部
分
は
１
２
５
０
年
頃
に
建
て
ら
れ
て
い

ま
す
が
、木
造
基
礎
部
分
は
そ
れ
よ
り
も
ず
っ

と
古
い
可
能
性
が
あ
る
そ
う
で
す
。

　

ジ
ョ
デ
ィ
ス・デ
ュ
プ
レ
の『
世
界
の
橋
の
秘
密

ヒ
ス
ト
リ
ア
』に
よ
れ
ば
、こ
の
橋
の
建
設
に
は

次
の
よ
う
な
言
い
伝
え
が
あ
り
ま
す
。

　
「
１
１
７
８
年
、ア
ヴ
ィ
ニ
ヨ
ン
で
皆
既
日
食

が
起
こ
っ
た
。お
び
え
た
人
々
は
市
場
に
集
ま

り
、そ
こ
で
司
教
は
人
々
に
言
葉
を
か
け
て
い

た
。す
る
と
、若
い
羊
飼
い
の
ベ
ネ
ゼ
が
、日
食

は
橋
を
架
け
よ
と
い
う
神
か
ら
の
お
告
げ
だ

と
言
っ
た
。証
拠
を
求
め
る
司
教
に
対
し
て
、ベ

ネ
ゼ
は
巨
大
な
石
を
持
ち
上
げ
、橋
を
架
け

る
場
所
ま
で
運
ん
で
行
っ
た
。彼
は
橋
の
建
設

を
任
さ
れ
、こ
の
奇
跡
を
も
と
に
カ
ト
リ
ッ
ク

教
会
は
そ
の
後
、ベ
ネ
ゼ
を
聖
人
と
認
め
た
。

彼
の
架
け
た
橋
は
、サ
ン・ベ
ネ
ゼ
橋
と
し
て
も

知
ら
れ
て
い
る
」（
つ
づ
く
）（

文
：
江
口
知
秀
）

シ
リ
ー
ズ
81
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上下二層の道路橋となっている現在の仲の瀬橋（宮城県仙台市青葉区）

セルキー（当館職員　上原由子画）

ミノタウロス（当館職員　上原由子画）
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