
郭
l
l

そ
れ
は
、
何
ら
か
の
形
で
外
の
世
界
と
切
り
離
さ
れ
た
別
世
界
の
こ

と
で
あ
る
。

か
つ
て
は
曲
輪
と
も
書
き
、
土
手
や
石
垣
に
よ
り
限
ら
れ
た
土
地

の
こ
と
で
あ
っ
た
。

都
城
、
城
郭
、
遊
廓
な
ど
、
あ
る
地
域
を
限
定
し
、
そ
こ

に
独
自
の
社
会
を
構
築
し
た
空
間
で
あ
る
。

そ
こ
は
ま
た
、
文
化
の
醸
成
地
で

も
あ
り
、
生
み
出
さ
れ
た
文
化
は
再
び
外
の
世
界
へ
還
元
さ
れ
、
多
大
な
影
響

を
与
え
て
い
る
。
今
回
、
わ
れ
わ
れ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ

l

ム
は
、
そ
う
し
た
郭

の
一
つ
で
あ
る
遊
廓
を
テ
l

マ
に
採
り
上
げ
た
。
い
ま
か
ら
百
六
十
年
前
の
文

政
三
年
に
建
設
さ
れ
、
い
ま
も
町
並
み
に
面
影
を
残
す
、
金
沢
市
の
「
東
の
廓
」

の
建
築
、
文
化
的
価
値
に
注
目
し
、
そ
の
想
定
復
元
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。

平井
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ま
た
、
中
庭
と
縁
側
と
の
境
の
柱
列
を
見
る
と
一
番
西
側
の
柱
位
置
が

一

一
一
階

共
少
し
北
寄
り
に
ず
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
当
初
、
通
り
庭
か
ら
二
階
縁
側
に
か
け
て
直
角

の
梯
子
状
階
段
、
が
架
け
ら
れ
て
お
り
、
登
る
際
、
頭
が
当
た
ら
な
い
だ
け
の
ク
リ
ア
ラ
ン

ス
を
t

る
た
め
の
意
図
的
な
ず
れ
で
あ
る
と
推
察
さ
れ
る
。
実
際
、
こ
の
よ
う
な
例
は
、

ほ
か
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

次
に
二
階
で
あ
る
が
、
ま
ず
表
側
縁
内
の
部
屋
境
が
注
目
さ
れ
る
。
柱
の
鴨
居
上
部
外

あ
て

Z

側
に
腕
木
を
出
し
た
痕
跡
が
あ
り
、
床
脇
の
柱
は
当
木
さ
れ
て
い
て
確
認
不
能
で
あ
る
が
、

二
階
庇
を
支
え
て
い
た
の
が
こ
の
腕
木
で
あ
る
こt
が
分
か
る
。

ま
た
、
同
じ
柱
列
の二

ほ
ぞ

階
床
面
か
ら
四
十
で
程
の
高
さ
に
中
敷
居
の
柄
穴
の
痕
跡
、
中
敷
居
の
位
置
の
外
側
に
は

腕
木
の
痕
跡
が
、
そ
れ
ぞ
れ
存
在
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
外
側
の
柱
列
で
は
、
材
も
面
皮

叫

一
階
の
お
く
の
聞
と
通
り
庭
と
は
昨
季
L

仕
切
ら
れ
、
出
円
が
な
い
の
が
普
通
の
形
で
あ

る
。
普
は
、
こ
の
位
置
の
土
聞
に
か
ま
ど
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
か
ま
ど
の
煙
は
、
囲

炉
裏
の
煙
と
共
に
、
上
方
の
煙
出
し
へ
と
導
か
れ
て
い
た
の
、
で
あ
ろ
う
。
お
く
の
聞
の
中

庭
に
面
し
た
縁
側
は
、
古
い
も
の
で
は
縁
側
と
せ
ず
、
土
庇
と
し
て
い
る
家
が
多
い
こ

t

か
ら
、
そ
の
形
と
し
た
。
冬
期
は
こ
こ
に
柱
を
立
て
、
雪
除
け
の
固
い
を
設
け
た
も
の

t

考
え
ら
れ
る
。

明
治
四
十
一
年
に
「
屋
上
覆
葺
規
則
」
が
発
令
さ
れ
る
ま
で
は
、
金
沢
の
町
家
は
全
て

石
置
き
の
板
葺
き
屋
根
で
あ
り
、
東
の
廓
も
同
様
で
あ
っ
た
。
こ
の
石
は
、
人
頭
大
の
か

な
り
大
き
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
瓦
葺
き
へ
と
変
更
き
れ
た
が
、
そ
れ
は
単
に
葺
材

の
変
更
だ
け
に
停
ま
ら
ず
、
急
勾
配
の
屋
根
へ
の
改
造
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
そ
の
時
点

、
て
、
余
分
な
空
間
と
な
った
小
屋
裏
仁
、
三
階
が
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

今
回
の
復
元
に
際
し
て
の
屋
根
勾
配
は
、
現
在
、
東
の
廓
に
残
る
石
置
き
板
葺
き
屋
根

の
二
階
屋
を
参
考t
し
て
、
三
寸
勾
配
t

し
た
。
ま
た
、
通
り
庭
上
部
の
吹
抜
け
の
屋
根

部
分
仁
は
、
煙
出
しt
明
り
採
り
用
の
越
し
屋
根
を
想
定
し
た
。
金
沢
に
残
る
文
化
財
的

旧
家
で
あ
る
野
々
市
の
「
喜
多
家
」
や
、
江
戸
村
に
保
存
さ
れ
る
大
商
家
の「山
川
家
」

で
は
、
こ
う
し
た
開
口
部
を
妻
倒
の
壁
に
設
け
て
い
る
が
、
東
の
廓
の
よ
う
な
密
接
し
た

町
並
み
で
は
、
越
し
屋
根
が
自
然
で
あ
る
と
考
え
た
も
の
で
あ
る
。
石
置
き
板
葺
き
屋
根

の
鼻
隠
し
の
さ
ら
に
先
の
は
う
に
は
、
雨
ぶ
た
を
乗
せ
た
風
返
し
が
普
通
は
付
い
て
い
る
。

ま
た
、
庇
は
、
板
葺
き
庇
が
当
初
の
形
で
あ
り
、
中
に
、
猿
頭
形
式
の
も
の
も
あ
っ
た
と

28 

現
状
断
面
に
つ
い
て
調
べ
て
み
る
と
、
ま
ず
小
屋
組
の
登
り
梁
に
、
当
初
二
階
建
て
で

あ
っ
た
頃
の
屋
根
勾
配
が
残
っ
て
い
る
。
こ
の
緩
勾
配
は
、
石
置
き
板
葺
き
屋
根
特
有
の

も
の
で
あ
る
。
勾
配
が
急
す
ぎ
る
と
、
板
が
ず
れ
下
が
っ
た
り
、
石
が
落
下
し
た
り
す
る

恐
れ
が
あ
る
。

九金、 ' ·t-.‘·'· -.. ＇＇·＂·二n，二..L＇＂＂~占与ヰ－－~..：.；；＿

灯
八
十
一
二で
の
位
置
に
あ
る
鴨
居
の
役
割
を
示
唆
し
、
さ
ら
に
茶
の
間
の
ト
し
が
り
け
に
巾
『

1

た
る
板
敷
部
分
や
式
ム
リ
の
納
ま
り
に
も
、
不
日
然
さ
が
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も

痕
跡
か
ら
先
ほ
E

復
元
し
た
t

間
へ
半
聞
は
E

山
た
位
置
の
柱
の
重
要
性
も
解
明
さ
れ

。

ク
Q あ

り
、
ま
た
、
内
側
の
引
遠
い一Y
も
、
当
初
は
現
在
の
位
置
よ
り

一
間
奥
ま
り
み
せ
の

問
と
茶
の
間
の
境
の
柱
列
上
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る。

そ
れ
は
、
前
述
し
た
士
聞
か
ら

巾
『
1

初
は
、
式
台
が
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う。

尚
、
大

一ド
の
外
側
に
あ
る
引
違
い
の
格
子
什
き
ガ
ラ
ス一ド
は
新
し
く
造
ら
れ
た
も
の
で

二、」＞..l::;,; －＂.~＇.＇＼＂c: to:.c.C,,~c•車五ιJム;!1,l,,';;l.王＂·占 uム長A ::.ｷ; -. －~， ...よ~...：..:.c拍凶~·ι」，；，：.；，..~ム‘山2 ‘白 6 ’‘ v

次
に
、
復
元
に
よ
り
階
段
位
置
を
移
動
さ
せ
て
み
る
と
千
由
的
に
兄
た
場
合
の
客
の

導
入
部
分
に
変
化
、
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
、
入
け
を
く
ぐ
っ
た
客
が
、
そ
の
あ

と
、
ど
う
移
動
し
た
の
か
、t
い
う
点
で
あ
る
。

明
治
二
十
－
年
刊
の
「
石
川
県F
商
工

便
覧
」
を
見
る
と
、
化
月
楼
、
山
広
、
勝
問
屋
と
共
にh
尾
尾
（
現
志
摩
）

大
戸
の
内
か
ら
す
寸
み
せ
の
問
へ
k

が
れ
る
よ
う
に

お
り
、
そ
の
絵
で
は
、

け
ら
れ
、
土
問
と
の
あ
レ
だ
に
は
板
戸
を
立
て
て
い
る。

動
線
か
ら
い
っ
て
も も

捕
か
れ
て

式
台
が
設

や
は
り

建
物
の
裏
側
に
位
置
す
る
離
れ
は
、
材
が
ま
だ
新
し
い
。
ま
た
、
広
場
の
西
側
脇
に
設

け
ら
れ
て
い
る
半
間
幅
の
通
り
抜
け
の
廊
下
も
、
材
が
新
し
い
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、

「
志
摩
」
の
二
階
は
、
明
治
末
頃
ま
で
は
離
れ
は
無
く
、
通
り
抜
け
の
廊
下
も
、
離
れ
を
増

築
し
た
際
に
座
敷
を
け
ず
り
、
設
け
ら
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
一
一
一
階
に
関
し
て

は
、
明
治
期
に
造
ら
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
な
か
の
聞
の
押
入
t

、
そ
の

中
の
三
階
へ
上
が
る
階
段
は
か
つ
て
は
存
在
せ
ず
、
同
じ
位
置
に
一
階
へ
の
降
り
口
が
あ

っ
た
。
つ
ま
り
、
な
か
の
聞
は
ホ
ー
ル
的
に
使
用
き
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る。

以
上
の
復
元
の
結
果
、
一
階
の
平
面
は
金
沢
に
お
け
る一般
町
家
と
ほ
と
ん
ど
相
違
の

な
い
、
素
朴
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
さ
ら
に
こ
れ
は
、
通
り
庭
に
沿
っ
て
一

列
三
室
の
間
取
り
を
基
本
と
す
る
、
京
都
型
と
そ
っ
く
り
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。

茶
の
間
の
奥
へ
転
じ
る
と
、
押
入
の
柱
、
昨
床
梁
部
分
な
ど
に
さ
さ
ら
桁
の
架
け
ら
れ

て
い
た
瓜
跡
が
認
め
ら
れ
た

。

中l

初
、
階
段
は
こ
の
位
置
に
が
点
し
た
の
で
あ
る。

み
る
と
、
こ
の
両
側
で
は
向
き
の
異
な
る
鴨
川
拍
が
架
か
っ
て
い
た
と
い
う
解
釈
が
可
能
と

な
る
。

そ
の
内
、
同
側
の
鴨
川
河
は
、
k

問
か
ら

一

灯
八
十

一J
H

，

で
あ
り
、
こ
の
ま
ま
床

を
張
っ
た
場
令
、
大
人
が
通
り
抜
け
る
に
は
耐
難
な
状
態
t

な
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
点
か

ら
も
、
や
は
り
こ
の
部
分
は
、
通
り
庭
の
上
問Jで
あ
っ
た
t

与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る

。

そ
れ
で
は
附
へ
上
が
る
階
段
は
、
か
つ
て
ど
こ
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

岐
を

卯
辰
山
か
ら
金
沢
市
街
を
眺
め
る
と
南
西
の
方
角
に
位
置
す
る
城
祉
を
囲
む
よ
う
に

油
瓦
の
屋
並
み
が
連
な
っ
て
い
る
。
積
雪
地
帯
、
で
も
あ
る
こ
の
町
の
屋
根
は
、

一
枚

一枚

仁
村
薬
を
塗
っ
た
独
特
の
美
し
い
造
型
を
示
す
。
そ
の
油
瓦
の
屋
根
群
か
ら
、
卯
辰
山
に

近
い
西
側
に
目
を
移
す
と
、
そ
こ
に
ま
だ
、
素
朴
な
石
置
き
屋
根
の
残
る

一
郭
が
あ
る
。

ミ
の
廓
は
、
そ
の
石
置
き
屋
根
を

一
つ
の
特
徴
と
し
て
、
浅
野
川
の
束
に
広
が
る
地
域

〉

－

t

、
金
沢
市
東
山

一
丁
目
で
あ
る
。

三
年
中1
時
の
姿
を
そ
の
ま
ま
に
残
し
て
い
る
。
し

だ
に
少
し
ず
つ
変
化
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
町
並
み

柱
や
丸
太
を
用
い
て
い
て
、
奥
の
座
敷
の
角
柱
と
比
較
す
る
と
、
新
し
い
も
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
昔
は
二
階
に
縁
側
は
無
か
っ
た
の
で
あ
る
。
上
部
仁
庇
を
付
け
、
中
敷
居
の
レ

ベ
ル
に
は
小
さ
な
縁
を
出
し
、
勾
欄
を
回
し
て
い
た
に
違
い
な
い
。

一
方
、
な
か
の
聞
と
、
階
段
を
上
が
っ
た
板
敷
と
の
あ
い
だ
は
、
現
在
、
障
子
と
な
っ

白
色
」

て
い
る
が
、
小
舞
、
貫
穴
な
ど
の
痕
跡
か
ら
、
壁
で
閉
ざ
さ
れ
た
形
に
復
元
で
き
る
。
こ

の
こ
と
か
ら
、
現
在
は
階
段
と
な
っ
て
い
る
位
置
が
か
つ
て
は
吹
抜
け
で
あ
り
、
こ
の
吹

抜
け
は
か
ま
ど
や
囲
炉
裏
の
煙
山
し
ゃ
、
通
り
庭
の
明
り
採
り
を
兼
ね
て
い
た
こ
と
が
判

明
し
た
。

が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

さ
ら
に
、
み
せ
の
聞
と
茶
の
間
の
境
界
を
な
す
柱
列
を
調
べ
て
い
く
と
、
土
間
へ
半
間

だ
け
出
た
位
置
に
、
柱
が
か
つ
て
は
立
っ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
上
部
の
、
選
抵
に
、

そ
の
痕
跡
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

同
じ
柱
列
の

一
番
西
側
の
柱
と
、
土
問
境
の
東
側
の
柱
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
鴨
居
跡
が
残

さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
両
方
の
高
さ
は
異
な
っ
て
お
り
、
こ
の
位
置
に
柱
を
復
元
し
て

守F ’ 2
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っ
た
と
い
わ
れ
る
。
金
沢
に
は
い
ま
も
、
藩
政
期
の
往
時
の
姿
を
伝
え
る
町
並
み
が
随
所

に
残
っ
て
い
る
。
城
祉
の
西
に
土
塀
を
連
ね
る
長
町
の
武
家
屋
敷
。
旧
観
音
町
や
大
工
町

な
ど
の
町
家
が
そ
れ
で
あ
る
。

と
り
わ
け
、
今
岡
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
！
ム
が
復
元
対
象
と
し
て
注
目
し
た
旧
「
東
の

廊
L

は
、
も
っ
と
も
よ
く
ま
と
ま
っ
た
形
で
残
っ
て
お
り
、
文
化
的
価
値
の
高
い
町
並
み

で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

で
あ
り

あ
る
。

ま
た
、
同
じ
板
敷
部
分
の
茶
の
間
寄
り
に
は
、
囲
炉
裏
跡
が
あ
る
。
そ
の
上
部
に
は
、

自
在
鈎
を
吊
る
す
丸
太
も
残
っ
て
い
る
。
か
つ
て
、
茶
の
間
の
土
間
境
の
端
に
、
囲
炉
裏

た
戸
棚
は
、
階
段
の
さ
さ
ら
桁
に
架
か
っ
て
い
て
、
半
ば
隠
れ
た
状
態
と
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
は
ど
う
見
て
も
不
自
然
で
あ
る。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
当
初
、
こ
の
部
分
は
土
間

の
ち
に
改
造
さ
れ
て
、
床
板
と
階
段
が
設
け
ら
れ
た
経
緯
が
推
察
さ
れ
る
の
で

「
志
摩
」
の一
階
に
残
る
古
い
痕跡
を
追
っ
て
い
く
と
、
ま
ず
茶
の
間
に
接
す
る
板
敷
は

あ
げ
ぶ
た
の
形
式
で
あ
り
、
階
段
は
そ
の
上
に
置
か
れ
た
形
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ

く
。
し
か
も
、
西
側
の
腰
羽
目
板
は
床
下
に
ま
で
及
ん
で
お
り
、
羽
目
部
分
に
設
け
ら
れ

城
郭
を
中
心
と
し
て

士
居
住
地
が
六
o
r

、

こ
の

藩
政
期
の
城
下
域
は
約
八
平
方
J
H
川
Jで
あ
っ
た
。
そ
の
う
ち
、
武

町
人
居
住
地
が
七
計
、
そ
し
て
寺
院
が
七
r

と
い
う
構
成
で
あ

「
う
つ
く
し
き
川
は
流
れ
た
り
そ
の
ほ
と
り
に
我
は
住
み
ぬ
」

t

彊
っ
た
犀
川
が
南
、
卯
辰
山
の
麓
を
横
切
る
浅
野
川
が
北
に
位
置
し
て
い
る
。

ー
、
平
面
の
復
元

全4・晶

「
諸
国
の
商
人
、
漢
・
大
和
の
宝
産
、
色
々
の
衣
服
も
、
皆
当
国
を
心
懸
け
商
売
の
為
に

運
送
し
け
れ
ば
、
物
と
し
て
欠
く
る
事
な
し
」
（
加
陽
忠
孝
実
夢
録
）
と
い
っ
た
表
現
に
、

往
時
の
繁
栄
ぶ
り
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
元
禄
期
の
人
口
は
十
万
を
超
え
、
江
戸
、

大
阪
、
京
都
に
次
ぐ
規
模
を
擁
し
て
い
た
。
藩
の
中
心
で
あ
る
城
郭
は
、
い
ま
も
市
内
を

流
れ
る
こ
つ
の
川
、
犀
川
と
浅
野
川
と
に
挟
ま
れ
る
よ
う
に
し
て
あ
る
。

室
生
犀
星
が、

初
冬
徒
町
御
会
所
御
渡
之
図L
に
よ
れ
ば
、

後
、
慶
応
三
年
の
「
東
新
地
細
見
の
れ
ん
鏡
」
で
は
尾
張
屋
、
さ

ら
に
明
治
二
十
年
頃
に

は
白
尾
ラ
イ
の
所
有
と
な
り
、
現
在
は

一般
に
公
聞
き
れ
て
い
る
。

復
元
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
現
在
も
残
さ
れ
て
い
る
古
い
痕
跡
を
追
求
し
な
が
ら
、
昔
の
姿

を
再
現
し
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
そ
の
も
の
に
あ
る
。
そ
れ
は
建
造
物
を
舞
台
と
し
た
推
理
小

説
的
手
法
と
も
い
え
る
が
、
慶
応
年
間
以
前
の
江
戸
期
の
資
料
が
少
な
く
、
わ
ず
か
な
点

を
見
落
と
さ
ず
に
－
調
べ
て
い
く
こ
と
は
、
極
め
て
想
像
力
を
か
き
立
て
ら
れ
る
作
業
で
あ

っ
た
。
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産
業
や
工
芸
の
育
成
に
力
を
注
？
と
共
に
、
江
戸
、
京
都
を
は
じ
め
、
各
地
か
ら
学
問
や

美
術
工
芸
技
術
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
、
こ
の
町
に
定
着
さ
せ
た
。
百
二
十
万
石
を
誇
る

前
田
家
の
財
力
を
背
景
と
し
て
、
江
戸
期
の
金
沢
は
お
そ
ら
く
、
地
味
な
が
ら
も
日
本
で

最
高
の
文
化
都
市
の
一
つ
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

ー
文
政一
－
一
年
庚
辰

そ
の

産
を
、
も
っ
と
も
よ
く
残
し
て
い
る
町
で
も
あ
る
。
そ
れ
は
、
前
田
家
が
、
徳
川
幕
府

l
ζ

の
表
立
っ
た
対
立
を
避
け
、
文
治
政
策
を
採
っ
た
こ
と
と
深
く
関
係
し
て
い
る
。
藩
内
の

金
沢
は
、
天
正
十
一
年
（
一
五
八
三
）
の
前
田
利
家
の
入
城
以
来、明
治
に
至
る
ま

で
、
日
本
の
近
世
都
市
の
中
で
も
最
大
の
禄
高
を
食
む
城
下
町
で
あ
っ
た
。

奈
良
や
京
都
の
よ
う
な
古
都
と
異
な
り
、
古
代
文
化
の
蓄
積
に
は
乏
し
い
、
が
、
反
面
、

戦
災
を
受
け
な
か
っ
た
こ
と
も
手
伝
い
近
世
封
建
都
市
と
し
て
の
あ

ら
ゆ
る
文
化
的
財

こ
の
点
に
あ
っ
た
。
文
政
三
年
、
初
め
て
東
の
廓
の
家
々
が
建
設
さ
れ
た
当
時

失
わ
れ
る
前
に
、
せ
め
て
図
面
：
と
し
て
残
し
て
お
き
た
い
と
考
え
た
か
ら
で
あ

、
こ
の
年
末
に
は
貴
重
な
先
達
が
お
ら
れ
た
。
東
京
工
業
大
学
の
平
井
聖
教
授

で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
平
井
教
授
の
ご
指
導
を
戴
き
な
が
ら
、
自
ら
の
調
査
研
究
の
上

に
、
建
設
当
時
の
金
沢
「
東
の
廓L
の
想
定
復
元
図
を
描
い
て
み
た
。

理
由
も
、

の
姿
を
、

る
。
幸
い

..,.... 

金
沢
の
歴
史
的
背
景
と
「
東
の
廓
」

と
し
て
の
景
観
は
歴
史
の
痛
み
を
背
負
い
つ
つ
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
が
、
今
回
、
東
の
廓
の
誌
上
復
元
に
情
熱
を
注
い
だ
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、
外
観
の
復
元



考
え
ら
れ
る
。

せ
い
ぞ
ん

正
面
二
階
の
雨
戸
の
形
式
は
、
兼
六
園
に
残
る
前
田
家
の
隠
居
所
「
成
巽
閣
」

や
、
江

戸
村
の
大
名
主
の
家
「
野
杢
永
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
最
上
部
を
障
子
張
り
と
す
る
形

が
最
も
古
い
と
さ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
東
の
廓
に
お
い
て
も
、
類
似
の
形
式
で
あ
っ
た

と
思
わ
れ
る
。
戸
袋
の
形
式
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
推
察
か
ら
、
竪
板
張
り
の
も
の
と
し

た
。一

階
の
格
子
は、
「
東
新
地
絵
図
」
「
西
新
地
絵
図

L
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
出
格
子
で
あ

る
。
金
沢
で
は
、
細
い
木
格
子
を
「
き
も
す
こ
」
と
呼
ぶ
。
こ
の
「
き
も
す
こL
の
形
式

と
し
て
は
、
閉
隔
の
細
か
い
も
の
は
ど
古
い
時
代
の
も
の
で
あ
り
、
格
子
の
平
面
的
な
断

面
が
、
矩
形
で
は
な
く
台
形
の
も
の
が
最
も
古
い
形
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
は
、
家
の
内
側
に
当
た
る
面
が
狭
く
、
反
対
に
表
の
見
付
幅
が
広
く
な
る
形
で
あ

る
。
従
っ
て
、
表
か
ら
見
る
時
は
格
子
の
表
面
が
明
る
く
な
り
、
内
側
を
見
通
す
こ
と
が

で
き
な
い
。
そ
れ
に
対
し
、
内
側
か
ら
は
外
が
見
や
す
く
、
都
合
の
い
い
形
と
な
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
出
格
子
の
腰
形
式
は
、
持
ち
送
り
の
も
の
と
石
の
腰
羽
目
の
も
の

が
古
い
時
代
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
「
志
摩
」
の
復
元
に
お
い
て
は
、
現
状
の
格

子
、
腰
を
そ
の
ま
ま
使
用
し
て
い
る
。

以
上
の
結
果
、
で
き
上
が
っ
た
復
元
立
面
図
は
、二階
の
軒
の
高
い
廓
特
有
の
造
り
と

な
っ
た
。

3

、
色
彩
に
つ
い
て

「
志
摩
」
の
座
敷
の
壁
の
色
は
、
現
在
、
相
秘
色
で
あ
り
、
当
初
か
ら
こ
の
色
で
あ
っ
た

と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
壁
を
塗
り
変
え
る
時
、
多
く
の
家
、
で
は
上
塗
り
を
塗
り
重
ね
て

い
る
た
め
、
上
塗
り
が
層
を
な
し
て
お
り
、
も
と
の
色
を
容
易
に
確
か
め
る
こ
と
が
可
能
だ

か
ら
で
あ
る
。
調
査
に
よ
れ
ば
、
そ
の
大
半
は
最
下
回
予
紅
殻
色
で
、
ま
れ
に
当
初
の
色
を

成
巽
聞
や
横
山
家
の
座
敷
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
青
に
し
て
い
る
例
も
あ
る

。

ま
た
、
柱
、

梁
、
天
井
、
建
具
な
ど
に
は
全
て
紅
殻
に
協
を
混
ぜ
た
も
の
を
塗
り
、
漆
を
付
け
て
拭
き
、

着
色
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

東
の
廓
内
の

一
店
主
に
よ
る
『
綿
津
屋
政
右
衛
門
自
記
』
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

松
屋
伊
右
衛
門
の
家
は
み
が
き
の
白
木
で
あ
り
、
さ
ん
、
か
ま
ち
に
波
に
兎
を
彫
り
す
か

し
、
能
登
屋
宗
助
の
家
は
、
二
階
中
絵
天
井
で
あ
っ
た
と
い
う
よ
う
に
、
華
美
に
走
り
、

町
奉
行
の
検
分
の
折
に
差
止
め
ら
れ
た
例
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
外
部
に
つ
い
て
も
出

格
子
、
手
摺
を
は
じ
め
、
木
部
に
は
煤
を
混
ぜ
た
暗
色
の
柾
穀
色
が
塗
ら
れ
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
ど
の
程
度
の
色
彩
、
で
あ
っ
た
か
を
確
か
め
る
こ

t

は
難
し

く
、
「
東
新
地
絵
阿L
に
お
い
て
も
淡
色
て
描
か
れ
て
お
り
、
不
明
で
あ
る

。

復
元
図
に
表
現
さ
れ
た
建
築
的
な
姿
図
は
、
実
際
に
建
物
と
し
て
活
動
し
て
い
る
時
の

様
子
を
あ
ら
わ
し
て
お
ら
ず
、
遊
廓
の
開
業
時
は二
階
の
雨
戸
は
全
て
開
け
放
た
れ
、
簾
、

赤
提
灯
な
ど
を
軒
に
下、

げ
、

一

階
の
大
戸
は
開
け
放
た
れ
る
。

昼
は
定
紋
入
り
の
暖
簾
を

入
口
に
か
け
、
夜
分
は
家
名
入
り
の
四
角
い
行
燈
に
火
を
と
も
し
、
ず
っ
と
華
や
レ
だ
も

の
で
あ
っ
た
、
で
あ
ろ
う
。

4

、
街
路
の
復
元

今
回
、
復
元
の
対
象
？
と
し
た
中
央
の
広
い
通
り
（二番
町
通
り
）
は
、
当
初
「
上
之
通
」

と
い
わ
れ
て
い
た
。
現
在
は
舗
装
さ
れ
て
い
る
が
、
明
治三
十
八
年
頃
の
写
真
を
み
る
と
、

並
木
が
道
の
中
央
に
植
え
ら
れ
て
い
る
。
桜
と
柳
が
交
互
に
並
ん
で
い
た
と
い
わ
れ
る
。

ま
た
、
砂
利
敷
き
で
あ
っ
た
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
江
戸
時
代
の
「
東
新
地
絵
図
」

と
い
う
浮
世
絵
に
は
、
並
木
は
描
か
れ
て
お
ら
ず
、
当
初
は
存
在
し
な
か
っ
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。

現
在
は
暗
渠
に
な
っ
て
い
る
が
、
通
り
の
入
り
口
に
は
用
水
堀
が
横
切
っ
て
お
り
、
昔

は
勾
欄
の
あ
る
反
橋
が
架
げ
ら
れ
て
い
た
。
「
文
政
三
年
庚
辰
初
冬
徒
町
御
会
所
御
渡
之

図
」
「
浅
野
川
茶
屋
町
創
立
之
図
」
や
浮
世
絵
に
は
、
石
垣
積
み
の
堀
の
岸
に
、
棚
や
赤

い
ぼ
ん
ば
り
な
ど
を
配
し
て
は
っ
き
り
と
描
か
れ
て
い
る
。

「
上
之
通
」
の
茶
屋
は
、
当
時
東
、
て
は
一
番
規
模
の
大
き
な
格
式
の
高
い
店
が
並
ん
で
い

た
と
い
わ
れ
、
ま
た
現
在
、
昔
の
姿
を
も
っt
も
よ
く
伝
え
て
い
る
地
域
、
で
も
あ
る
。
そ

こ
で
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
「
上
之
通
」
の
町
並
み
を
、
失
わ
れ
る
前
に
図
面
に
残
し
て
お
く

べ
く
、
相
、
日
疋
復
元
を
試
み
た
の
で
あ
っ
た
。

作
業
を
終
え
て

今
回
の
復
元
作
業
に
着
手
し
た
当
初
、
テl
マ
が
「
廓
」
で
も
あ
り
、
か
な
り
華
や
か

な
内
容
の
も
の
を
予
想
し
て
い
た
。
し
か
し
、
実
際
に
復
元
さ
れ
た
も
の
は
、
建
築
の
形

と
し
て
は
意
外
な
ほ
ど
素
朴
な
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
は
「
東
の
廓
」
が
、
江
戸
期
の
金
沢
に
お
け
る
遊
興
文
化
の
巷
で
あ
っ
た
と
同
時

に
、
こ
の
地
に
生
活
の
基
盤
を
据
え
て
生
き
て
き
た
人
々
の
、
生
活
を
紡
い
だ
場
所
、
で
あ

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

「
東
の
廓
」
は
高
級
な
遊
廓
で
は
あ
っ
た
が
、
文
政
三
年
以

来
、
藩
に
よ
る
風
俗
取
り
締
ま
り
ゃ
、
不
景
気
に
よ
る
笠
呂
の
苦
労
な
ど
、
生
活
の
変
化

を
余
儀
な
く
さ
れ
る
事
態
を
、
幾
度
も
く
寸
り
抜
け
て
き
て
い
る
。
そ
の
都
度
、
「
東
の

廓
」
の
ど
こ
か
の
建
物
で
、
持
ち
主
が
変
わ
っ
た
り
、
割
り
屋
と
呼
ば
れ
る
大
改
造
が
行

わ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
割
り
屋
と
は
、
一
軒
の
家
を
、
柱
、
梁
な
ど
を
残
し
て
二
軒
に

割
っ
て
改
造
し
た
も
の
で
、
生
き
る
た
め
の
大
き
な
知
恵
と
い
え
る
。

こ
う
し
た
歴
史
を
踏
ま
え
る
時、
百
六
十
年
後
の
いま
、
あ
り
し
日
の
姿
を
な
お
各
局
懐

く
残
す
町
並
み
や
建
物
の
内
部
に
触
れ
る
と
、
異
次
元
の
世
界
に
迷
い
込
ん
だ
よ
う
な
不

思
議
な
魅
力
に
充
ち
て
い
る
こt
に
気
付
く
の
で
あ
る
。
ま
た
、
復
元
作
業
を
進
め
る
に

つ
れ
、
そ
こ
に
住
む
人
々
の
真
の
歴
史
が
姿
を
現
し
て
き
た
時
に
は
、
感
慨
無
量
で
あ
っ

た
。

ま
さ
に
、
「
建
築
の
歴
史
」
は
「
人
間
の
歴
史
」
な
の
で
あ
る

。

※

今
回
の
復
元
に
あ
た
り
、
東
京
エ
＊
大
学
・
平
弁
聖
教
績
に
多
大
な
ご
協
力
を
賜
リ
ま
し
た
。

厚
く
御
礼
申
し
上

げ
ま
す
。
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「志摩」 2階なかの問写真／

⑨ ⑥ 

参
考
文
献
「
旧
東
の
く
る
わ

」

（
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区
保
存
対
策
事
業
報
告
書
）
金
沢
市
教
育
委

員
会
／

「
東
（
旧
愛
宕
町
）
」
住
宅
史
研
究
会
編
／

「
浮
世
絵
に
見
る
江
戸
の
生
活
」
日
本
風
俗
史
学
会
源
流
社

／

「
日
本
の
畏
家
」
写
真
・
二
川
幸
夫
文
・
伊
藤
て
い
じ
》

O

》
問
。

一→
》
→
o
x
〈
O

／
「
日
本
の
民
家

②
、

⑥
」
宮
沢
智
士
他
編
学
習
研
究
社

／

「
北
の
城
下
町
・
金
沢
」
田
中
喜
男
編
文
一
総
合
出
版

／

「
歴
史
の
町

な
み
」
（
関
東
・
中
部
・
北
陸
篇
）
西
川
幸
治
他
日
本
放
送
出
版
協
会
／
そ
の
他
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