
安
土
城
天
主
の
構
造
お
よ
び
外
観
に
関
す
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緒

百

安
土
城
天
主
の
構
造
や
外
観
を
知
る
資
料
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
『
信

長
公
記
』
や
イ
エ
ズ
ス
会
の
宣
教
師
が
記
し
た
報
告
（
以
下
、
南
蛮
資

料
と
記
す
）
ゃ
い
わ
ゆ
る
「
安
土
凶
扉
風
」
に
描
か
れ
た
天
主
の
フ
イ

リ
ッ
プ
ス
・
フ
ァ
ン
・
ウ
イ
ン
ゲ
に
よ
る
ス
ケ
ッ
チ
に
基
づ
く
木
版
画

（
以
下
、
ウ
ィ
ン
ゲ
の
木
版
両
と
記
す
）
な
ど
に
、
装
飾
な
ど
に
つ
い

て
僅
か
な
記
録
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
筆
者
は
前
稿
に
お
い
て
、
『
信
長
公
記
』
の
記
述
を
基

に
天
主
平
面
の
復
元
考
察
を
行
い
、
各
階
の
規
模
な
ど
を
明
ら
か
に
し

た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
屋
根
形
式
の
考
察
が
可
能
と
な
っ
た
。
ま
た
天
主

の
一
階
か
ら
三
階
が
書
院
造
で
造
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
そ

の
た
め
構
造
や
外
観
を
復
元
す
る
際
に
、
室
町
時
代
後
期
か
ら
江
戸
時

佐

大

規

藤

代
初
期
の
書
院
造
殿
舎
を
参
考
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
天

主
は
一
種
の
楼
閣
建
築
と
一
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
金
閣
や
銀
聞
な

ど
も
参
考
資
料
と
な
る
。

本
稿
で
は
、
前
稿
に
お
い
て
復
元
し
た
天
主
平
面
を
基
に
し
て
、
織

田
信
長
の
後
継
で
あ
る
豊
臣
（
羽
柴
）
秀
吉
が
築
い
た
大
坂
城
天
守
を

含
め
た
後
世
の
天
守
、
書
院
造
殿
舎
、
楼
閣
建
築
、
文
献
史
料
や
絵
画

資
料
な
ど
を
用
い
て
、
安
上
城
天
主
の
構
造
お
よ
び
外
観
の
復
元
考
察

を
行
い
、
そ
の
特
色
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

一
、
先
行
復
元
案

安
土
城
天
主
の
復
元
案
に
お
い
て
、
現
在
学
界
で
二
足
の
評
価
を
得

て
い
る
の
は
、
内
藤
昌
・
宮
上
茂
隆
氏
の
復
元
案
で
あ
る
。
両
氏
の
復

元
案
の
平
面
に
関
す
る
問
題
点
は
、
す
で
に
前
稿
で
指
摘
し
て
お
い
た
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が
、
こ
こ
で
は
構
造
お
よ
び
立
面
に
関
す
る
問
題
点
を
挙
げ
て
お
く
。

内
藤
昌
氏
復
元
案
（
図
1
）

ま
ず
、
一
重
目
の
屋
根
の
軒
先
が
北
・
東
・
西
側
に
お
い
て
、
水
平

と
は
な
ら
ず
に
斜
め
に
迫
り
上
が
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
垂

木
を
支
え
る
軒
桁
が
斜
め
に
架
け
ら
れ
て
い
る
。
内
藤
氏
は
、
こ
の
屋

根
を
安
土
城
天
主
と
同
様
に
不
整
形
平
面
を
持
つ
岡
山
城
天
守
を
例
に

挙
げ
て
復
元
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
に
軒
桁
を
斜
め
に
し
て
し
ま
う

と
、
軒
桁
か
ら
の
水
平
距
離
と
屋
根
勾
配
を
掛
け
合
わ
せ
て
算
出
す
る

母
屋
桁
の
高
さ
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
岡
山

城
天
守
の
場
合
は
、
大
き
な
入
母
屋
造
屋
根
の
端
部
付
近
に
限
定
さ
れ

た
短
い
区
間
で
あ
っ
た
た
め
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
内
藤
氏
の

復
元
案
の
よ
う
に
屋
根
の
一
辺
の
全
長
と
い
う
長
い
区
間
で
は
、
軒
桁

と
平
行
に
な
ら
な
い
母
屋
桁
の
高
さ
を
算
定
す
る
こ
と
が
不
可
能
と
な

り
、
大
工
技
術
か
ら
し
て
実
現
で
き
な
い
と
言
え
る
。
ま
た
、
垂
木
が

軒
桁
や
母
屋
桁
と
直
交
し
な
く
な
る
か
、
あ
る
い
は
垂
木
一
本
ず
つ
を

軒
桁
の
傾
き
に
合
わ
せ
て
、
平
行
四
辺
形
に
整
形
す
る
か
の
ど
ち
ら
か

の
致
命
的
欠
陥
を
生
じ
て
し
ま
い
、
現
実
的
に
は
不
可
能
と
考
え
ら
れ

る
。
現
に
日
本
建
築
で
こ
の
よ
う
な
例
は
、
岡
山
城
天
守
の
よ
う
な
限

定
的
な
例
を
除
い
て
は
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
内
藤
氏
は
こ
の
よ
う

に
屋
根
を
復
元
す
る
理
由
と
し
て
、
「
天
守
指
図
」
に
記
載
の
あ
る
花

頭
窓
を
設
け
る
た
め
と
し
て
い
る
。
し
か
し
逆
に
見
れ
ば
、
「
天
守
指
園
」

が
外
観
の
納
ま
り
を
一
切
考
慮
せ
ず
に
制
作
さ
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と

を
示
し
て
い
る
と
言
え
る
。

次
に
内
藤
氏
は
、
彦
根
城
天
守
を
例
に
挙
げ
三
重
目
の
東
・
南
側
に

切
妻
破
風
を
復
元
し
て
い
る
。
し
か
し
、
彦
根
城
天
守
の
場
合
は
、
破

風
の
端
部
下
端
が
本
体
屋
根
の
軒
先
よ
り
下
に
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、

内
藤
氏
の
天
主
復
元
案
で
は
同
じ
高
さ
に
な
っ
て
お
り
、
構
造
的
に
全

く
別
の
も
の
と
ニ
＝

こ
の
よ
う
な
軒
先
だ
け
の
切
妻
破
風
は
ほ
か
に
例
が
な
い

O

仮
に
切
妻

破
風
を
付
け
る
の
で
あ
れ
ば
、
彦
根
城
天
守
の
よ
う
に
正
規
の
切
妻
破

風
に
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

ま
た
三
重
目
の
入
母
屋
破
風
の
妻
壁
は
、
三
階
の
外
壁
面
と
ほ
ぼ
同

じ
位
置
と
し
て
い
る
。
詳
し
く
は
後
述
す
る
が
、
岡
山
城
天
守
や
広
島

城
天
守
な
ど
初
期
の
天
守
は
妻
壁
を
外
壁
面
か
ら
後
退
さ
せ
る
の
が
普

通
で
あ
っ
て
、
安
土
城
天
主
も
そ
う
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

最
後
に
、
細
部
の
意
匠
に
つ
い
て
述
べ
て
お
く
。
断
面
図
を
見
て
み

る
と
、
五
階
に
お
い
て
入
側
柱
と
側
柱
を
繋
ぐ
海
老
虹
梁
を
復
元
し
て

い
る
が
、
そ
れ
に
は
渦
巻
き
と
唐
草
の
彫
物
が
あ
る
。
そ
の
形
態
は

十
九
世
紀
の
も
の
と
考
え
ら
れ
、
安
土
城
が
築
造
さ
れ
た
天
正
期
に
は

あ
り
え
な
い
も
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
内
藤
氏
の
天
主
復
元
案
は
、
実
際
に
建
て
る
こ
と

が
技
術
的
に
困
難
で
あ
り
、
さ
ら
に
実
用
的
あ
る
い
は
意
匠
的
に
も
問

題
点
が
少
な
く
な
い
。
し
た
が
っ
て
氏
の
復
元
案
は
正
し
い
も
の
と
認

め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

宮
上
茂
隆
氏
復
元
案
（
図
2
）

ま
ず
五
階
の
軸
部
が
三
重
目
の
入
母
屋
造
の
大
屋
根
の
中
に
陥
没
す

る
形
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
で
は
三
重
目
の
屋
根
裏
（
四
階
）
に
雨

漏
り
を
き
た
す
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
五
階
に
付
け
ら
れ
た
廻
縁
の
部
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南立面図

図2 宮上茂隆氏復元案
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分
に
つ
い
て
は
、
当
時
の
廻
縁
は
板
を
張
っ
た
だ
け
の
構
造
で
、
防
水

機
能
は
な
く
、
雨
水
は
下
に
漏
れ
て
い
く
。
こ
れ
を
防
ぐ
た
め
に
は
廻

縁
下
に
屋
根
を
設
け
る
必
要
が
あ
る
が
、
宮
上
氏
の
復
元
天
主
で
は
、

廻
縁
の
下
に
屋
根
を
介
さ
ず
に
四
階
が
あ
る
た
め
、
雨
漏
り
す
る
と
考

え
ら
れ
る
。
ま
た
内
藤
氏
の
復
元
案
と
同
じ
く
、
三
重
日
の
入
母
屋
破

風
の
妻
擦
が
下
の
三
階
の
壁
面
と
ほ
ぼ
同
じ
位
置
に
な
っ
て
い
る
。
し

か
し
、
初
期
の
天
守
は
妻
壁
が
外
壁
面
か
ら
一
間
も
し
く
は
半
間
程
内

側
に
造
ら
れ
る
の
が
普
通
で
、
安
土
城
天
主
も
そ
う
な
っ
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
。

次
に
二
重
日
の
屋
根
の
隅
降
棟
が
、
三
階
の
外
壁
面
の
角
と
一
致
し

て
い
な
い
。
こ
れ
は
二
階
と
三
階
で
東
西
と
南
北
の
逓
減
の
幅
が
異
な

る
た
め
で
あ
る
。
松
江
城
天
守
の
三
重
日
の
屋
根
に
同
様
の
例
が
あ
り
、

宮
上
氏
は
こ
れ
を
参
考
に
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
松
江
城
の

場
合
は
、
三
重
日
の
隅
降
棟
が
納
ま
る
そ
の
上
階
、
す
な
わ
ち
最
上
階

は
廻
縁
を
取
り
込
ん
だ
も
の
で
あ
り
、
現
状
の
外
壁
部
分
は
廻
縁
の
外

側
に
巌
め
込
ん
だ
戸
板
で
あ
る
た
め
、
意
匠
的
に
は
天
守
本
体
の
外
壁

と
は
言
い
難
い
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
半
間
内
側
、
す
な
わ
ち
本
来

は
天
守
本
体
の
外
壁
に
当
た
る
部
分
に
隅
降
棟
を
納
め
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
当
該
部
分
に
お
い
て
松
江
城
天
守
を
参
考
に

復
元
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
仮
に
宮
上
氏
の
復
元
案

の
よ
う
に
天
主
二
階
と
三
階
の
東
西
と
南
北
で
逓
減
の
幅
が
異
な
っ
て

い
る
と
し
た
ら
、
姫
路
城
天
守
の
よ
う
に
振
隅
と
し
て
も
天
主
三
階
の

外
壁
の
隅
に
隅
降
棟
を
納
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
そ
も
そ
も
一
・

二
重
を
層
塔
型
天
守
の
よ
う
に
寄
棟
式
に
納
め
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う

に
中
間
層
を
寄
棟
式
に
逓
減
さ
せ
た
望
楼
型
天
守
は
存
在
し
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
宮
上
氏
の
天
主
復
元
案
に
は
、
問
題
点
が
少
な
く
な

い
。
し
た
が
っ
て
氏
の
復
元
案
は
正
し
い
も
の
と
認
め
る
こ
と
は
で
き

な
し
。
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二
、
構
造
の
復
元
考
察

（
一
）
天
主
の
全
高

安
土
城
天
主
の
全
高
に
つ
い
て
は
、
『
信
長
公
記
』
に
あ
る
「
高
さ

十
六
間
々
中
」
と
い
う
記
述
が
そ
れ
に
当
た
る
と
考
え
ら
れ
る
。
「
間
中
」

は
半
聞
を
表
す
の
で
、
十
六
間
半
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
天
主
の
基
準

柱
間
す
な
わ
ち
一
間
の
寸
法
は
、
穴
蔵
内
に
存
す
る
礎
石
な
ど
か
ら
七

尺
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
天
主
が
築
造
さ
れ
た
天
正
頃
で
は
、

実
寸
法
を
表
記
す
る
際
の
一
聞
は
、
六
尺
五
寸
と
す
る
の
が
普
通
で
あ

る
の
で
、
十
六
間
半
は
、
換
算
す
る
と
約
百
七
尺
と
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
百
七
尺
と
い
う
数
値
が
、
ど
こ
か
ら
ど
こ
ま
で
を

測
っ
た
値
で
あ
る
の
か
は
判
然
と
し
て
お
ら
ず
、
そ
れ
に
つ
い
て
考
察

す
る
必
要
が
あ
る
。

ま
ず
上
端
に
つ
い
て
述
べ
て
お
く
。
同
時
代
の
天
守
の
高
さ
を
記
し

た
記
録
は
な
い
が
、
江
戸
時
代
の
記
録
が
幾
つ
か
残
っ
て
い
て
、
そ
れ

か
ら
類
推
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
姫
路
城
天
守
、
津
山
城
天
守
、
宇
和

島
城
天
守
な
ど
の
よ
う
に
大
棟
瓦
上
端
と
す
る
例
、
名
古
屋
城
天
守
、

備
後
福
山
城
天
引
の
よ
う
に
棟
木
上
端
と
す
る
例
が
あ
る
が
、
こ
こ
で

は
実
例
が
比
較
的
多
い
大
棟
瓦
上
端
と
し
て
お
く
。
と
こ
ろ
で
、
十
六
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間
半
と
い
う
数
値
は
、
大
雑
把
な
も
の
で
あ
り
、
厳
密
に
測
っ
た
数
値

と
は
到
底
に
考
え
に
く
い
。
ま
た
、
棟
木
上
端
と
大
棟
瓦
上
端
で
は
、

三
尺
か
ら
四
尺
ほ
ど
す
な
わ
ち
半
間
の
違
い
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ

よ
天
主
の
外
観
が
大
き
く
変
わ
る
こ
と
は
な
い
。

次
に
下
端
で
あ
る
が
、
結
論
か
ら
先
に
述
べ
る
な
ら
ば
、
天
主
台
石

垣
上
端
と
考
え
ら
れ
る
。
宮
上
氏
は
、
穴
蔵
内
の
礎
石
上
端
と
し
て
い

る
が
、
そ
れ
は
氏
の
復
元
案
に
お
い
て
、
一
階
平
面
の
規
模
を
記
録
に

は
な
い
十
二
聞
に
十
一
間
と
し
て
し
ま
っ
た
結
果
、
全
高
を
天
主
台
石

垣
上
端
か
ら
百
七
尺
と
し
て
し
ま
う
と
床
面
積
に
対
し
て
各
階
の
階
高

が
高
く
な
り
す
ぎ
て
し
ま
い
、
均
整
の
取
れ
た
姿
と
な
ら
な
い
た
め
と

解
さ
れ
る
。
ま
た
、
「
安
土
御
天
主
之
次
第
」
に
お
い
て
、
「
高
さ
十
六

間
々
中
」
と
い
う
記
述
は
、
二
重
（
一
階
）
の
平
面
規
模
を
記
し
た
す

ぐ
後
に
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
一
階
す
な
わ
ち
天
主
台
石
垣
上
端
か
ら

の
高
さ
と
解
釈
す
る
の
が
自
然
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
天
守
の
高
さ
を
記
し
た
史
料
で
は
、
天
守
台
石
垣
上
端
も
し
く

は
土
台
上
端
か
ら
と
す
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
て
、
穴
蔵
を
含
め

た
も
の
は
、
管
見
に
な
い
。
宮
上
氏
は
、
姫
路
城
天
守
の
礎
石
上
端
か

ら
最
上
重
大
棟
瓦
上
端
ま
で
の
高
さ
は
、
百
十
五
尺
で
、
僅
か
八
尺
ほ

ど
安
土
城
天
主
が
低
い
だ
け
で
、
よ
く
似
て
い
る
と
評
価
し
て
い
る
。

し
か
し
、
姫
路
城
天
守
の
天
守
台
石
垣
上
端
か
ら
大
棟
瓦
上
端
ま
で
の

高
さ
は
、
百
尺
ほ
ど
で
安
土
城
天
主
の
百
七
尺
と
は
七
尺
し
か
差
が
な

く
、
む
し
ろ
石
垣
上
端
か
ら
の
ほ
う
が
僅
か
に
一
尺
で
は
あ
る
が
、
姫

路
城
天
守
に
よ
り
近
い
数
値
と
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
姫
路
城

天
守
に
近
い
と
は
言
い
難
く
、
そ
れ
を
も
っ
て
礎
石
上
端
か
ら
と
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
「
七
重
目
」
と
い
う
記

述
は
、
単
に
天
主
内
部
の
階
数
を
記
し
て
い
る
だ
け
と
考
え
ら
れ
、
そ

れ
を
も
っ
て
高
さ
が
穴
蔵
を
含
め
た
も
の
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

以
上
の
よ
う
な
点
か
ら
『
信
長
公
記
」
に
記
さ
れ
た
「
十
六
間
々
中
」

と
い
う
安
土
城
天
主
の
高
さ
は
、
天
主
台
石
垣
上
端
も
し
く
は
、
土
台

上
端
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
。
土
台
は
後
世
の
天
守
の
例
か
ら
す
る
と
一

尺
か
ら
一
尺
五
寸
ほ
ど
で
あ
り
、
ど
ち
ら
に
せ
よ
大
き
な
違
い
は
な
い
。

こ
こ
で
は
、
実
例
の
多
い
天
主
台
石
均
一
上
端
か
ら
と
し
て
お
く
。

（
ニ
）
各
階
の
階
高

天
主
の
地
階
か
ら
六
階
の
階
高
に
つ
い
て
は
、
「
信
長
公
記
』
に
記

述
が
な
く
不
明
で
あ
る
。
そ
の
た
め
「
高
さ
十
六
間
々
中
」
や
「
本
柱

長
さ
八
問
」
と
い
う
記
述
や
後
世
の
天
守
を
参
考
に
推
察
す
る
ほ
か
な

い
。
こ
こ
で
は
、
実
測
図
が
あ
り
、
各
階
の
階
高
が
わ
か
る
岡
山
城
・

広
島
城
・
姫
路
城
・
松
江
城
・
名
古
屋
城
の
各
天
守
を
主
な
資
料
と
し

て
、
安
土
城
天
主
の
地
階
か
ら
六
階
の
階
高
を
復
元
す
る
こ
と
に
し
た

い
。
な
お
階
高
は
、
下
階
の
床
板
上
端
か
ら
上
階
の
床
板
上
端
ま
で
の

高
き
で
あ
る
。

「
本
柱
長
さ
八
間
」

前
稿
で
述
べ
た
よ
う
に
天
主
台
穴
蔵
の
ほ
ぼ
中
央
に
存
す
る
巨
大
な

穴
は
、
掘
立
式
の
心
柱
の
柱
穴
と
考
え
た
。
そ
し
て
そ
の
心
柱
が
「
本

柱
長
さ
八
間
」
に
相
当
す
る
と
指
摘
し
て
お
い
た
。
こ
の
心
柱
の
長
さ

は
、
一
聞
を
六
尺
五
寸
で
換
算
す
る
と
五
十
二
尺
と
な
る
。
こ
こ
で
は
、

先
行
研
究
を
踏
ま
え
て
心
柱
が
ど
こ
ま
で
通
っ
て
い
た
の
か
を
考
察
し
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て
お
く
。

内
藤
氏
は
、
不
等
辺
多
角
形
の
天
守
台
を
持
ち
、
安
土
城
天
主
を
模

し
た
と
い
う
伝
説
が
あ
る
岡
山
城
天
守
が
、
一
階
・
二
階
、
三
階
・
四

階
、
五
階
・
六
階
と
二
階
ず
つ
を
一
二
分
割
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
二
階
分
の

通
柱
を
使
っ
て
い
た
と
し
て
、
安
土
城
天
主
は
そ
れ
に
準
じ
て
地
階
・

一
階
・
二
階
、
三
階
・
四
階
、
五
階
・
六
階
と
三
分
割
さ
れ
て
い
た
と

す
る
。
そ
し
て
長
さ
八
聞
の
柱
は
、
五
十
二
尺
と
い
う
長
さ
か
ら
一
階

と
二
階
に
地
階
を
合
わ
せ
た
三
階
分
を
通
し
て
い
た
と
し
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
て
宮
上
氏
は
、
『
安
土
日
記
』
と
い
っ
た
史
料
か
ら
復

元
さ
れ
る
部
屋
の
構
成
か
ら
構
造
を
考
え
る
べ
き
と
し
て
、
安
土
城
天

主
は
、
座
敷
か
ら
な
る
一
階
・
二
階
・
三
階
の
上
に
大
屋
根
を
載
せ
そ

の
屋
根
上
に
二
階
建
の
小
建
築
を
載
せ
た
も
の
で
、
通
柱
が
三
階
床
下

で
止
ま
っ
て
い
た
と
い
う
内
藤
氏
の
復
元
は
不
自
然
で
四
階
床
梁
下
ま

で
通
っ
て
い
た
と
し
て
い
る
。

仮
に
内
藤
氏
の
よ
う
に
三
階
床
梁
で
止
ま
っ
て
い
た
と
す
る
と
、
｛
八

歳
の
高
さ
十
三
尺
五
寸
（
内
藤
氏
推
定
）
を
引
い
た
と
し
て
も
三
十
七

尺
も
の
長
さ
が
残
る
。
こ
れ
を
一
一
階
分
で
通
そ
う
と
す
る
と
、
内
藤
氏

が
復
元
し
て
い
る
よ
う
に
十
九
・
五
尺
（
一
階
）
、
十
六
・
五
尺
（
二
階
）

と
い
う
階
高
と
な
る
。
し
か
し
、
一
階
の
規
模
が
十
五
聞
に
十
七
問
で
、

床
面
積
は
安
土
城
天
主
を
越
え
る
名
古
屋
城
天
守
で
す
ら
一
階
の
階
高

は
、
十
二
尺
九
寸
で
あ
っ
て
、
岡
山
城
天
守
（
十
一
尺
）
や
広
島
城
天

守
（
十
尺
）
・
姫
路
城
天
守
（
十
三
尺
三
寸
）
と
い
っ
た
ほ
か
の
天
守

と
比
べ
て
も
、
僅
か
に
大
き
い
か
ほ
ほ
同
じ
く
ら
い
の
高
さ
で
、
殊
更

高
い
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
に
一
階
の
階
高
を
高
く
復
元

し
て
し
ま
っ
た
た
め
、
一
階
外
壁
で
下
見
板
部
分
と
白
壁
部
分
の
調
和

を
取
る
た
め
下
見
板
は
内
部
の
長
押
と
ほ
ぼ
同
高
に
張
ら
れ
、
そ
の
た

め
、
一
階
の
窓
も
高
い
位
置
に
復
元
さ
れ
て
い
る
。
天
守
の
二
階
や
三

階
に
お
い
て
は
、
展
根
と
の
兼
ね
合
い
で
高
い
位
置
に
窓
を
付
け
ざ
る

を
得
な
い
例
は
少
な
く
な
い
が
、
一
階
に
お
い
て
開
聞
が
困
難
な
ほ
ど

高
い
位
置
に
窓
を
設
け
た
天
守
は
存
在
し
な
い
。
ま
た
天
井
裏
を
大
き

く
取
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
広
島
城
天
守
に
の
み
見
ら
れ
る
特
殊
な
手

法
で
あ
っ
て
、
安
土
城
天
主
で
こ
の
手
法
が
用
い
ら
れ
て
い
た
可
能
性

は
高
く
は
な
い
。

し
た
が
っ
て
「
本
柱
長
さ
八
間
」
す
な
わ
ち
心
柱
は
、
地
階
か
ら
三

階
ま
で
通
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
詳
し
く
は
後
述
す
る

が
、
コ
一
階
に
は
姫
路
城
天
守
と
同
様
に
太
い
牛
梁
が
架
か
っ
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
の
で
、
心
柱
は
三
階
牛
梁
下
端
ま
で
通
っ
て
い
た
こ
と
に

な
ろ
、
っ
。

地
階安

土
城
の
天
主
台
は
上
部
が
崩
壊
し
て
い
る
。
前
稿
で
述
べ
た
よ
う

に
、
穴
蔵
の
高
さ
は
全
高
が
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
姫
路
城
天
守
に
合
わ
せ

て
、
地
面
か
ら
天
主
台
石
垣
上
端
ま
で
の
高
さ
を
十
三
尺
と
推
定
し
た
。

し
た
が
っ
て
地
階
の
階
高
は
、
礎
石
上
や
天
主
台
石
垣
の
上
に
載
る
土

台
な
ど
を
考
慮
す
る
と
十
二
尺
五
寸
と
推
定
さ
れ
る
。

一
階天

主
室
内
の
柱
は
、
「
御
座
敷
内
外
柱
惣
に
、
漆
ニ
而
布
を
着
せ
さ

せ
ら
れ
、
其
上
皆
黒
漆
也
」
（
「
安
土
御
天
主
之
次
第
」
）
と
あ
る
こ
と

か
ら
、
黒
漆
塗
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
安
土
城
天
主
の
一
階
か
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ら
三
一
階
は
、
「
信
長
公
記
』
の
記
述
内
容
か
ら
す
る
と
、
書
院
造
殿
舎

で
あ
っ
た
可
能
性
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
柱
を
漆
塗
と
し

た
書
院
造
殿
舎
は
例
が
な
く
、
天
主
の
一
階
か
ら
三
階
は
特
別
に
高
級

な
書
院
造
殿
舎
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
る
と
、
そ
の
よ
う
な
高

級
な
書
院
造
殿
舎
で
、
梁
な
ど
の
架
構
部
が
見
え
る
の
は
不
都
合
と
言

え
る
し
、
書
院
造
の
建
物
で
天
井
を
張
っ
て
い
な
い
例
は
、
ほ
と
ん
ど

な
い
。
し
た
が
っ
て
天
主
の
一
階
か
ら
三
階
の
少
な
く
と
も
金
碧
障
壁

画
が
描
か
れ
て
い
た
座
敷
部
分
は
、
天
井
が
張
ら
れ
て
い
た
可
能
性
が

高
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
階
高
は
天
井
裏
に
入
る
梁
の
成
の

分
だ
け
は
少
な
く
と
も
後
世
の
天
守
よ
り
高
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
岡
山
城
天
守
や
広
島
城
天
守
よ
り
一
尺
以
上
高
く
な
い
と
天

井
が
納
ま
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
後
の
姫
路
城
天
守
や
名
古

屋
城
天
守
は
、
天
井
は
張
ら
れ
て
い
な
い
が
、
岡
山
城
天
守
や
広
島
城

天
守
よ
り
三
、
四
尺
ほ
ど
高
く
、
天
井
が
張
れ
る
ほ
ど
で
あ
る
。
そ
れ

ら
か
ら
判
断
し
て
、
姫
路
城
天
守
と
名
古
屋
城
天
守
の
聞
を
と
っ
て
、

と
り
あ
え
ず
十
三
尺
と
仮
定
し
て
お
く
。

二
階二

階
は
、
岡
山
城
天
守
が
一
階
よ
り
低
く
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、

松
江
城
天
守
は
同
高
、
姫
路
城
天
守
は
二
尺
ほ
ど
高
く
な
っ
て
い
る
。

広
島
城
天
守
は
六
尺
も
高
く
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
三
階
が
二
重
日

の
入
母
屋
造
屋
根
の
屋
根
裏
と
な
る
の
を
防
ぐ
た
め
、
二
階
の
梁
の
上

に
束
を
立
て
、
三
階
の
床
を
高
く
す
る
と
い
う
寺
院
建
築
の
楼
門
に
見

ら
れ
る
よ
う
な
特
殊
な
構
造
を
採
っ
た
た
め
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
広
島

城
天
守
に
の
み
見
ら
れ
る
特
殊
な
方
法
な
の
で
、
安
土
城
天
主
が
同
様

で
あ
る
可
能
性
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

二
階
も
一
階
と
同
様
に
高
級
な
書
院
造
で
、
天
井
が
張
ら
れ
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
岡
山
城
天
守
の
よ
う
に
階
高
を
低
く
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
と
推
察
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
松
江
城
天
守
の
よ
う
に

一
階
と
同
高
と
す
る
か
、
姫
路
城
天
守
の
よ
う
に
高
く
な
っ
て
い
た
と

想
定
さ
れ
る
。
仮
に
同
高
と
す
る
と
、
一
重
目
の
腰
屋
根
の
分
だ
け
外

観
に
お
け
る
壁
面
の
高
さ
は
、
一
階
と
二
階
で
変
わ
っ
て
し
ま
う
。
松

江
城
天
守
の
よ
う
に
下
見
板
を
壁
面
の
ほ
ぼ
す
べ
て
に
張
っ
て
し
ま
え

ば
特
に
気
に
は
な
ら
な
い
が
、
安
土
城
天
主
の
よ
う
に
長
押
を
設
け
た

場
合
は
均
整
の
取
れ
た
姿
と
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、

壁
面
の
均
整
を
取
る
た
め
に
階
高
は
高
く
な
っ
て
い
た
と
考
え
、
こ
こ

で
は
一
階
よ
り
一
尺
高
く
十
四
尺
と
し
て
お
く
。

三
階三

階
は
、
各
天
守
と
も
二
階
よ
り
高
く
な
る
傾
向
が
あ
る
。
三
階
は
、

各
天
守
と
も
二
重
目
の
大
入
母
屋
造
の
屋
根
の
上
に
載
る
た
め
、
ま
た

三
階
で
大
き
く
逓
減
し
て
い
る
た
め
、
三
階
外
壁
面
に
二
重
目
屋
根
が

高
く
上
っ
て
く
る
の
で
、
階
高
を
高
く
し
な
い
と
三
階
に
開
閉
可
能
な

窓
を
付
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
構
造
上
の
理
由
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

岡
山
城
天
守
で
一
尺
五
寸
、
姫
路
城
天
守
で
二
尺
高
く
な
っ
て
い
る
が
、

こ
こ
で
は
築
造
さ
れ
た
年
代
の
近
い
岡
山
城
天
守
に
し
た
が
っ
て
一
尺

五
寸
高
く
し
、
十
六
尺
と
仮
定
し
て
お
く
。

と
こ
ろ
で
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
「
長
さ
八
間
」
の
心
柱
は
、
天

主
台
穴
蔵
か
ら
三
階
天
井
を
支
え
る
牛
梁
ま
で
通
っ
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
。
八
聞
は
六
尺
五
寸
で
換
算
す
る
と
五
十
二
尺
と
な
る
。
こ
こ
ま
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で
仮
定
し
た
地
階
か
ら
一
二
階
の
階
高
を
合
わ
せ
る
と
、
五
十
五
尺
五
寸

と
な
る
。
三
尺
五
す
ほ
ど
高
く
な
る
が
、
こ
れ
は
牛
梁
と
そ
の
上
に
載

る
梁
や
根
太
な
ど
の
太
さ
を
合
計
し
た
数
値
と
考
え
ら
れ
る
。

四
階四

階
は
、
岡
山
城
・
姫
路
城
天
守
と
も
三
階
よ
り
低
く
な
っ
て
い
る

が
、
こ
れ
は
、
三
重
目
の
屋
根
が
入
母
屋
造
で
な
い
た
め
と
考
え
ら
れ

る
。
す
な
わ
ち
、
岡
山
城
天
守
や
姫
路
城
天
守
の
四
階
は
二
重
目
の
入

母
屋
造
屋
根
の
屋
根
裏
階
で
あ
る
の
で
、
階
高
を
高
く
す
る
必
要
は
な

く
、
む
し
ろ
四
階
を
二
重
目
の
屋
根
裏
で
納
め
る
た
め
に
意
図
的
に
低

く
し
て
い
た
可
能
性
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て

安
土
城
天
主
は
、
三
重
目
も
入
母
屋
造
屋
根
と
な
る
た
め
、
四
階
は
、

三
重
目
の
屋
根
裏
階
と
な
る
。
ま
た
そ
の
上
に
載
る
八
角
形
平
面
の
五

階
が
三
重
日
の
屋
根
に
陥
没
し
て
し
ま
わ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に

は
、
あ
る
程
度
階
高
を
高
く
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

詳
し
く
は
後
述
す
る
が
、
三
重
目
は
六
寸
勾
配
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、

そ
の
大
棟
の
高
さ
は
、
天
主
台
石
垣
上
端
か
ら
約
六
十
八
尺
ほ
ど
に
な

る
と
推
測
さ
れ
る
。
天
主
台
石
垣
上
端
か
ら
三
階
ま
で
の
高
さ
は

四
十
四
尺
九
寸
で
あ
る
の
で
四
階
の
階
高
が
二
十
三
尺
一
寸
よ
り
高
く

な
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
ま
た
二
重
目
の
入
母
屋
造
の
屋
根
は
梁
聞

が
十
四
間
も
あ
り
巨
大
で
、
そ
の
大
棟
の
高
さ
は
、
天
主
台
石
垣
上
端

か
ら
約
六
十
尺
と
な
る
の
で
、
五
階
を
二
重
目
の
屋
根
よ
り
高
い
位
置

に
し
よ
う
と
す
る
と
十
五
尺
一
寸
よ
り
も
高
く
す
る
必
要
が
あ
る
と
推

察
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
四
階
の
階
高
は
、
下
限
（
十
五
尺
一
寸
）
と
上

限
（
二
十
三
尺
一
寸
）
の
間
の
整
数
値
を
と
っ
て
、
十
九
尺
と
し
て
お
く
。

五
階五

階
は
、
八
角
形
平
面
を
持
つ
特
殊
な
階
で
あ
る
。
「
信
長
公
記
』

に
「
天
井
ニ
ハ
天
人
御
影
向
之
所
」
と
あ
る
の
で
天
井
が
張
ら
れ
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る
。
と
こ
ろ
で
、
六
階
に
は
「
信
長
公
記
』
に
「
外
側

欄
干
有
り
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
高
欄
付
の
廻
縁
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
こ
の
廻
縁
は
実
際
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
の

で
、
六
階
の
床
板
と
廻
縁
の
縁
板
と
が
ほ
ぼ
同
高
に
な
る
必
要
が
あ
る
。

そ
の
た
め
、
六
階
の
床
板
は
五
階
の
天
井
の
直
上
に
す
る
こ
と
は
で
き

ず
、
五
階
す
な
わ
ち
四
重
目
に
は
高
知
城
天
守
の
よ
う
に
屋
根
裏
が
必

然
的
に
で
き
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
五
階
の

階
高
は
、
こ
の
屋
根
裏
や
六
階
を
支
え
る
梁
の
太
さ
な
ど
を
考
慮
す
る

と
約
十
九
尺
と
考
え
ら
れ
る
。

六
階六

階
は
、
三
間
四
方
で
、
記
録
に
は
な
い
が
五
階
が
天
井
張
り
で
あ

る
こ
と
か
ら
天
井
を
張
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
最
上
階
に
天
井
を

張
っ
た
例
は
、
姫
路
城
天
守
や
名
古
屋
城
天
守
が
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の

考
察
の
結
果
、
天
主
台
石
垣
上
端
か
ら
六
階
の
床
板
上
端
ま
で
の
高
さ

は
約
八
十
三
尺
と
推
定
さ
れ
、
残
り
は
二
十
四
尺
と
な
る
。
し
た
が
っ

て
六
階
の
階
高
（
床
板
上
端
か
ら
軒
桁
上
端
）
は
十
一
尺
、
軒
桁
上
端

か
ら
棟
瓦
上
端
ま
で
を
十
三
尺
と
復
元
で
き
る
。
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三
、
外
観
の
復
元
考
察

（
一
）
屋
根
形
式

一
重
目

記
録
か
ら
復
元
さ
れ
る
一
階
と
二
階
の
平
面
規
模
が
ほ
ぼ
同
じ
と
な

る
た
め
、
一
階
と
二
階
平
面
は
ほ
と
ん
ど
の
部
位
で
外
壁
線
が
一
致
し

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
一
重
目
の
屋
根
は
必
然
的
に
腰

屋
根
と
な
り
、
後
世
の
天
守
の
例
か
ら
し
て
腕
木
を
出
し
て
出
桁
を
支

え
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
平
面
に
お
け
る
頂
点
で
腰
屋

）
根
が
折
れ
曲
が
る
こ
と
に
な
り
、
そ
こ
に
必
然
的
に
降
棟
が
付
く
こ
と

一
向
に
な
る
。
岡
山
城
天
守
（
図
3
）
、
広
島
城
天
守
、
姫
路
城
天
守
な
ど

察
の
望
楼
型
の
五
重
天
守
は
一
重
目
が
腰
屋
根
と
な
っ
て
い
る
事
例
が
少

考
な
く
な
ハ
o

一克

1

復
た
だ
し
、
西
面
の
中
央
部
は
、
二
階
平
面
の
外
壁
の
凸
部
を
少
し
整

す
形
し
て
切
除
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
部
位
で
は
、
二
階
外
壁

湘
線
が
一
階
外
壁
線
よ
り
後
退
す
る
の
で
、
腰
屋
根
が
そ
の
ま
ま
後
退
し

糊
た
二
階
外
壁
一
線
ま
で
勾
配
を
保
っ
て
上
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
o

し
た

げ
が
っ
て
、
そ
の
後
退
が
最
大
と
な
る
一
重
目
西
面
ほ
ほ
中
央
の
屋
根
折

訪
れ
部
分
に
お
い
て
は
、
腰
屋
根
の
勾
配
を
後
世
の
天
守
標
準
の
四
寸
と

防
相
す
れ
ば
、
他
の
腰
屋
根
部
分
よ
り
約
六
尺
五
寸
上
る
計
算
と
な
る
。
す

却
な
わ
ち
、
二
階
外
壁
一
線
が
一
階
外
壁
一
線
よ
り
内
に
後
退
す
る
点
よ
り
腰

版
屋
根
が
二
階
外
壁
の
表
面
に
迫
り
上
が
る
こ
と
に
な
り
、
一
重
目
屋
根

辻
の
上
端
は
斜
め
に
二
階
外
壁
と
交
差
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
大
変
に

外
観
が
見
苦
し
く
な
る
。
戦
災
焼
失
し
た
岡
山
城
天
守
北
面
の
一
重
目

岡山城天守北立箇図

九一一τ「
t r-' 

図3
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屋
根
に
同
様
の
納
ま
り
が
見
ら
れ
る
が
、
岡
山
城
天
守
で
は
、
そ
の
迫

り
上
が
り
の
中
心
に
唐
破
風
の
出
窓
を
設
置
し
て
い
る
。
本
稿
に
お
け

る
復
元
案
で
は
岡
山
城
天
守
に
倣
っ
て
、
そ
の
迫
り
上
が
り
の
中
心
に

唐
破
風
の
出
窓
を
設
置
し
た
。
そ
う
す
る
と
腰
屋
根
の
迫
り
上
が
り
は
、

先
に
示
し
た
六
尺
五
寸
よ
り
も
大
幅
に
軽
減
さ
れ
て
約
二
尺
四
寸
と
な

る。二
重
目

望
楼
型
天
守
で
は
、
一
重
日
を
入
母
屋
造
屋
根
と
す
る
も
の
（
熊
本

城
）
と
、
一
階
と
三
階
を
同
大
と
し
て
二
重
日
を
入
母
屋
造
屋
根
と
す

る
も
の
（
広
島
城
）
と
の
二
通
り
が
あ
る
。
安
土
城
天
主
の
場
合
、
史

料
か
ら
復
元
さ
れ
る
一
階
と
一
一
階
の
床
面
積
が
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
の

で
、
一
階
と
三
階
は
ほ
ぼ
同
大
と
考
え
て
よ
い
。
ま
た
二
階
平
面
が
不

整
形
平
面
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
一
二
階
平
面
は
矩
形
で
あ
る
こ
と
、
さ

ら
に
大
き
く
逓
減
す
る
こ
と
か
ら
三
重
目
の
屋
根
を
寄
棟
式
に
納
め
る

の
は
不
可
能
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
二
重
日
が
入
母
屋
造
屋
根
と
判

断
で
き
る
。
二
階
平
面
の
長
辺
が
南
北
方
向
で
あ
る
た
め
、
棟
の
向
き

は
必
然
的
に
南
北
と
な
る
。
入
母
屋
造
で
あ
る
二
重
日
の
引
き
通
し
屋

根
勾
配
は
、
姫
路
城
天
守
の
二
重
目
が
六
寸
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
六
寸

と
想
定
さ
れ
る
。
そ
の
結
果
、
二
重
自
の
入
母
屋
造
屋
根
は
、
梁
聞
が

約
十
四
問
も
あ
る
の
で
三
階
の
南
北
両
側
面
に
大
き
く
立
ち
上
が
り
、

三
重
目
屋
根
と
交
差
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
二
階
平
面
は
不
等
辺
多
角

形
で
あ
る
が
、
入
母
屋
造
の
屋
根
を
隅
切
り
に
す
る
こ
と
で
問
題
な
く

納
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
妻
壁
の
位
置
に
つ
い
て
考
察
し
て
お
く
。
大
型
の
入
母
屋
造
屋

根
の
妻
壁
は
、
下
階
の
外
壁
面
よ
り
内
側
に
引
き
込
ん
で
立
て
る
例
が

少
な
く
な
い
。
例
え
ば
、
岡
山
城
天
守
、
広
島
城
天
守
、
犬
山
城
天
守

で
は
一
間
ほ
ど
内
側
に
立
つ
。
ま
た
二
条
城
二
の
丸
大
広
間
で
は
一
間

半
ほ
ど
内
側
に
立
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
平
面
の
規
模
に
よ
っ
て
妻
壁
の

位
置
が
決
定
さ
れ
、
規
模
が
大
き
な
ほ
ど
内
側
に
引
き
込
ん
で
立
っ
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
安
土
城
天
主
の
二
重
目
で
は
、

平
面
規
模
が
近
い
、
二
条
城
二
の
丸
大
広
間
に
倣
っ
て
一
間
半
と
し
て

お
い
た
。

三
重
目

史
料
か
ら
復
元
さ
れ
る
三
階
平
面
は
、
東
西
十
聞
に
南
北
八
聞
の
長

方
形
で
あ
る
。
『
信
長
公
記
』
に
よ
れ
ば
四
階
は
「
小
屋
の
段
」
と
あ
り
、

そ
の
下
の
三
一
重
目
屋
根
の
屋
根
裏
階
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
三
重
目

屋
根
の
上
に
は
五
階
が
載
る
こ
と
に
な
る
。
五
階
平
面
は
八
角
形
で
あ

る
た
め
、
そ
の
下
の
三
重
目
屋
根
を
寄
棟
式
に
納
め
る
こ
と
は
不
可
能

で
あ
る
。
よ
っ
て
三
重
目
は
入
母
屋
造
と
考
え
ら
れ
る
。
三
階
平
面
は

東
西
十
聞
に
南
北
八
間
な
の
で
、
必
然
的
に
棟
の
向
き
は
東
西
方
向
と

な
り
、
大
坂
城
天
守
と
同
様
に
二
重
目
と
は
互
い
違
い
と
な
る
。
入
母

屋
造
で
あ
る
三
重
目
の
引
き
通
し
屋
根
勾
配
は
、
二
重
目
と
三
重
目
と

入
母
屋
造
屋
根
が
連
続
し
て
い
る
天
守
で
勾
配
が
わ
か
る
も
の
が
な
い

が
、
姫
路
城
天
守
の
一
二
重
日
は
比
翼
入
母
屋
造
と
な
っ
て
い
て
、
そ
の

勾
配
が
二
重
目
と
同
じ
六
寸
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
稿
で
は
安
土
城
天

主
で
も
二
重
目
と
同
じ
く
六
寸
と
想
定
し
て
お
い
た
。
そ
の
結
果
、
一
二

重
日
は
梁
間
八
間
で
あ
る
の
で
、
そ
の
大
棟
の
高
さ
は
、
二
重
目
の
大

棟
の
高
さ
に
ほ
ぼ
等
し
い
位
置
と
な
る
。
な
お
、
妻
墜
の
位
置
に
つ
い

32 



て
は
、
二
重
目
同
様
に
下
階
の
外
壁
面
か
ら
引
き
込
ん
で
立
っ
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
。
一
一
重
目
が
一
間
半
と
推
察
さ
れ
る
の
で
、
そ
れ
よ
り

規
模
の
小
さ
い
コ
一
重
目
は
一
間
と
し
て
お
く
。
三
階
平
面
は
東
西
十
聞

に
南
北
八
間
で
あ
る
が
、
九
聞
に
八
間
の
犬
山
城
天
守
が
一
間
内
側
に

立
て
て
い
る
の
で
、
こ
の
推
定
に
問
題
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

四
重
目

四
重
目
は
五
階
が
正
八
角
形
平
面
で
あ
る
の
で
、
法
隆
寺
夢
殿
と

い
っ
た
八
角
円
堂
と
同
様
に
正
八
角
の
宝
形
造
に
納
ま
っ
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
。

）
五
重
目

僻
最
上
重
で
あ
る
五
重
目
は
、
後
の
天
守
の
最
上
重
が
す
べ
て
入
母
屋

祭
造
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
当
然
に
格
式
の
高
い
入
母
屋
造
で
あ
っ
た
は
ず

現
で
あ
る
。
六
階
平
面
が
三
一
間
四
方
で
あ
る
た
め
、
棟
の
向
き
を
平
面
の

復
形
か
ら
決
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
安
土
城
で
は
、
三
浦
正
幸
氏
が

向
指
附
し
て
い
る
よ
う
に
天
主
の
ほ
ぼ
西
方
に
当
た
る
百
々
橋
口
が
城
の

明
大
手
、
す
な
わ
ち
正
面
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
そ
ち
ら
に
妻
を
向
け
た

畑
東
西
棟
で
あ
っ
た
と
亨
え
ら
れ
る
。
初
期
の
望
楼
型
天
守
で
あ
る
大
坂

び
城
天
守
、
岡
山
城
天
守
、
広
島
城
天
守
は
、
い
ず
れ
も
一
階
平
面
の
長

よお
辺
側
と
、
三
間
四
方
の
最
上
重
の
妻
を
城
の
正
面
に
向
け
て
い
る
。
し

止
基恥

た
が
っ
て
、
望
楼
型
の
下
重
の
大
き
な
入
母
屋
造
屋
根
と
最
上
重
の
入

却
母
屋
造
屋
根
が
棟
を
直
交
さ
せ
る
も
の
で
、
そ
れ
は
造
形
上
で
屋
根
構

駅
成
に
変
化
を
与
え
て
美
的
に
優
れ
て
い
る
。
後
の
犬
山
城
天
守
に
も
受

駈
け
継
が
れ
て
い
る
の
で
、
安
土
城
天
主
も
同
様
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高

i
v
 

屋
根
形
式
に
つ
い
て

以
上
、
述
べ
て
き
た
よ
う
に
安
土
城
天
主
は
、
一
重
目
を
腰
屋
根
、

一
一
・
コ
一
重
目
を
棟
の
向
き
を
互
い
違
い
に
し
た
入
母
屋
造
と
し
、
そ
の

上
の
四
重
目
を
宝
形
造
、
五
重
目
を
入
母
屋
造
と
し
て
い
た
。
す
で
に

別
稿
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
秀
吉
の
大
坂
城
天
守
（
図
4
）
は
、
二
・

コ
了
四
・
五
重
目
と
棟
の
向
き
を
互
い
違
い
に
し
た
入
母
屋
造
を
積
み

重
ね
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
岡
山
城
天
守
、
萩
城
天
守
、
松
江
城
天

守
（
図
5
）
な
ど
の
よ
う
に
二
重
目
屋
根
上
に
設
け
ら
れ
た
巨
大
な
入

母
屋
造
の
出
窓
と
し
て
受
け
継
が
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
起
源

は
安
土
城
天
主
に
あ
っ
た
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
安
土
城

天
主
の
入
母
屋
造
を
互
い
違
い
に
積
み
重
ね
る
と
い
う
形
式
は
、
後
継

の
大
坂
城
天
守
に
受
け
継
が
れ
、
そ
の
後
出
窓
に
形
を
変
え
後
世
の
天

守
に
伝
わ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
ニ
）
垂
木
割
・
軒
の
出

安
土
城
天
主
の
柱
間
真
々
閉
す
法
は
、
天
主
台
に
残
る
礎
石
か
ら
七

尺
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
と
こ
ろ
で
、
後
世
の
天
守
の
垂
木
割
を
見

て
み
る
と
、
岡
山
城
天
守
、
熊
本
城
天
守
、
名
古
屋
城
天
守
が
一
聞
を

五
枝
、
姫
路
城
天
守
、
松
江
城
天
守
、
松
本
城
天
守
が
四
校
、
広
島
城

天
守
が
六
校
と
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
特
に
決
ま
り
は
な
か
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
、
安
土
城
天
主
と
同
様
に
七
尺
聞

で
あ
る
名
古
屋
城
天
守
に
倣
っ
て
五
枝
と
し
て
お
く
。

次
に
軒
先
の
仕
上
げ
に
つ
い
て
考
察
し
て
お
く
。
後
世
の
天
守
は
、

軒
先
を
塗
龍
め
る
例
が
岡
山
城
天
守
、
広
島
城
天
守
、
姫
路
城
天
守
な
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図4 豊巨大阪城天守復元南立薗図

図5 松江城天守西立面図
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ど
少
な
く
な
い
。
こ
れ
ら
は
、
軒
先
を
塗
龍
め
る
こ
と
で
、
防
火
対
策

を
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
松
江
城
天
守
や
丸
岡
城
天
守
な

ど
素
木
の
ま
ま
と
す
る
も
の
も
あ
っ
た
。
安
土
城
天
主
で
は
、
『
信
長

公
記
』
に
「
四
面
之
橡
悉
金
物
有
」
と
あ
り
、
垂
木
の
木
口
に
は
飾
金

物
が
猷
め
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
垂
木
に
飾
金
物

を
絞
め
て
い
た
場
合
、
垂
木
が
塗
龍
め
ら
れ
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
。

大
坂
城
天
守
は
、
「
大
坂
城
図
扉
風
」
に
よ
る
と
垂
木
は
黒
く
塗
ら
れ

て
い
る
の
で
軒
先
を
塗
龍
め
ず
漆
塗
に
し
て
い
た
ら
し
く
、
安
土
城
天

主
も
同
様
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

安土城天主の構造および外観に関する復元考察（佐藤）

（
三
）
外
壁

復
元
史
料
の
記
述
内
容
か
ら
す
れ
ば
、
考
察
の
順
を
平
面
と
は
逆
に

上
階
か
ら
下
階
と
し
た
ほ
う
が
理
解
し
や
す
い
。

六
階六

階
は
、
「
柱
ハ
金
也
」
（
『
信
長
公
記
』
）
と
い
う
記
述
か
ら
、
柱
が

見
え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
柱
や
長
押
と
い
っ
た
木
部
を
す
べ
て
隠

す
大
壁
造
と
す
る
の
で
は
な
く
、
岡
山
城
天
守
や
広
島
城
天
守
の
最
上

階
の
よ
う
に
、
柱
を
見
せ
る
真
壁
造
で
あ
っ
て
、
そ
の
柱
に
金
箔
を
押

（辺）

し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
南
蛮
史
料
に
「
最
上
層
は
金
で
あ
る
」
、

「
最
上
層
は
す
べ
て
金
色
と
な
っ
て
い
る
」
と
い
う
記
述
と
一
致
し
て

い
る
。
天
守
の
最
上
階
を
真
壁
造
と
し
た
例
は
、
岡
山
城
天
守
、
広
島

城
天
守
以
外
に
も
犬
山
城
天
守
、
丸
岡
城
天
守
や
「
緊
楽
第
図
扉
風
」
、

「
肥
前
名
護
屋
城
図
扉
風
」
な
ど
少
な
く
な
い
。
ま
た
、
真
壁
造
と
し

た
場
合
、
柱
だ
け
で
な
く
長
押
や
敷
居
、
鴨
居
な
ど
も
見
せ
る
の
が
普

通
で
あ
る
の
で
、
そ
れ
ら
も
柱
と
同
様
に
見
せ
、
金
箔
が
押
さ
れ
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
広
島
城
天
守
や
姫
路
城
天
守
な
ど
最
上
階

を
真
壁
造
と
し
た
場
合
、
柱
上
に
舟
肘
木
を
設
け
て
書
院
造
殿
舎
風
に

し
た
例
が
少
な
く
な
い
こ
と
か
ら
、
安
土
城
天
主
の
六
階
に
も
舟
肘
木

が
設
け
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
南
蛮
史
料
に
は
、
「
壁
は
頂
上
の
階
の
金
色
と
青
色
を

塗
り
た
る
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
六
階
が
青
で
塗
ら
れ
て
い
た
す
る

の
は
こ
の
記
述
だ
け
で
あ
る
。
『
日
本
史
』
で
は
、
「
他
の
（
あ
る
も
の
）

は
赤
く
あ
る
い
は
青
く
（
塗
ら
れ
て
お
り
）
、
最
上
層
は
す
べ
て
金
色

（訂）

と
な
っ
て
い
る
o
」
の
よ
う
に
、
最
上
階
以
外
の
い
ず
れ
か
の
階
が
青

で
あ
っ
た
と
記
し
て
い
る
。
「
信
長
公
記
』
に
は
「
青
」
と
い
う
記
述

が
一
切
見
ら
れ
ず
、
南
蛮
史
料
か
ら
い
ず
れ
が
正
し
い
の
か
を
判
断
す

る
の
は
困
難
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
「
青
」
は
、
群
青
と
考
え
ら
れ

る
が
、
当
時
の
群
青
は
藍
銅
鉱
を
粉
に
し
た
顔
料
で
あ
り
、
日
本
で
は

産
出
せ
ず
、
輸
入
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
金
と
同
等
の
価
値
を

持
つ
高
価
な
色
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
高
価
な
顔
料
を
目
立
た
な
い

箇
所
に
塗
る
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
『
日
本
通
信
』
の
記
述
に
あ
る
よ
う
に
、

金
と
同
等
の
場
所
、
す
な
わ
ち
最
上
階
に
塗
ら
れ
て
い
た
可
能
性
を
否

定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
場
合
、
柱
な
ど
は
金
箔
押
し
さ
れ
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
板
壁
を
群
青
で
塗
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

五
階五

階
は
、
「
外
柱
ハ
朱
也
」
（
「
信
長
公
記
」
）
と
い
う
記
述
か
ら
六
階

同
様
に
柱
を
見
せ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
朱
漆
塗
あ
る
い
は

丹
塗
や
朱
塗
し
た
柱
を
見
せ
る
真
壁
造
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
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れ
は
南
蛮
史
料
に
「
赤
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
の
と
一
致
し
て
い
る
。

ま
た
六
階
同
様
に
長
押
も
見
せ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
こ
れ
も
柱
と
同

様
に
朱
漆
塗
あ
る
い
は
丹
塗
や
朱
塗
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ

の
五
階
の
廻
縁
下
の
板
壁
は
四
階
の
外
壁
の
上
部
に
当
た
り
、
五
階
と

同
様
に
八
角
形
で
あ
っ
た
の
で
、
柱
な
ど
の
意
匠
も
五
階
と
同
様
と
考

え
ら
れ
、
丹
塗
や
朱
塗
の
柱
を
見
せ
る
真
壁
造
で
あ
っ
て
、
こ
の
羽
目

板
に
次
に
述
べ
る
よ
う
な
絵
が
描
か
れ
た
も
の
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

四
階四

階
は
、
一
二
重
目
の
入
母
屋
造
の
屋
根
裏
階
で
あ
る
が
、
前
述
し
た

よ
う
に
、
五
階
の
下
方
に
一
部
だ
け
を
見
せ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
五

階
の
「
御
縁
輪
（
縁
側
）
の
は
た
（
端
カ
）
板
ニ
ハ
し
ゃ
ち
ほ
こ
（
鱗
）

ひ
れ
う
（
飛
龍
）
か
、
せ
ら
れ
候
」
（
『
安
土
日
記
』
）
と
い
う
記
述
か
ら
、

五
階
の
縁
側
の
端
板
す
な
わ
ち
廻
縁
下
の
板
壁
に
は
、
続
と
飛
龍
が
描

か
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

一
・
二
・
三
階

天
主
の
一
階
か
ら
三
階
の
外
壁
が
ど
の
よ
う
な
形
式
で
あ
っ
た
か

は
、
六
階
や
五
階
の
よ
う
な
確
か
な
記
録
が
な
い
の
で
明
ら
か
で
は
な

い
。
こ
こ
で
は
、
後
世
の
天
守
や
安
土
城
前
後
の
書
院
造
殿
舎
、
格
式

の
高
い
社
寺
建
築
、
絵
画
資
料
な
ど
を
参
考
に
し
て
、
安
土
城
天
主
の

一
階
か
ら
一
二
階
の
外
壁
に
つ
い
て
推
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

日
本
建
築
に
お
い
て
は
神
社
建
築
は
板
壁
、
寺
院
建
築
は
土
壁
が
主

に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
上
級
公
家
邸
宅
の
様
式
で
あ
る
寝
殿
造
や

上
級
武
家
邸
宅
の
様
式
で
あ
る
書
院
造
で
は
、
壁
は
ほ
と
ん
ど
な
く
建

具
で
仕
切
ら
れ
て
い
た
。
安
土
城
天
主
の
一
階
か
ら
三
一
階
は
、
「
信
長

公
記
』
よ
り
書
院
造
で
造
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
た
め
、

一
階
か
ら
三
階
は
、
書
院
造
殿
舎
を
積
み
重
ね
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
天
守
は
高
層
建
築
で
あ
る
の
で
書
院
造
殿
舎
の
よ
う
に
建
具

ば
か
り
で
壁
を
造
ら
な
け
れ
ば
、
風
雨
に
対
す
る
備
え
が
不
十
分
で
あ

る
ば
か
り
か
、
鉄
砲
な
ど
に
よ
る
攻
撃
に
対
す
る
備
え
、
ま
た
火
に
対

す
る
備
え
も
な
く
防
衛
上
お
よ
び
安
全
上
欠
陥
の
あ
る
建
造
物
と
い
う

こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

後
世
の
天
守
は
、
岡
山
城
天
守
や
広
島
城
天
守
の
よ
う
に
最
上
階
を

除
く
ほ
か
の
階
は
、
大
壁
造
と
す
る
例
が
普
通
で
あ
る
。
し
か
し
、
安

土
城
天
主
以
前
で
、
土
壁
の
大
壁
造
と
し
て
い
る
の
は
庶
民
の
住
居
を

（
沼
）

除
け
ば
、
『
春
日
権
現
験
記
絵
』
に
描
か
れ
た
土
蔵
の
よ
う
な
特
殊
な

付
属
建
築
で
あ
り
、
主
要
な
建
造
物
は
、
神
社
建
築
・
寺
院
建
築
に
限

ら
ず
ほ
と
ん
ど
が
柱
な
ど
の
木
部
を
見
せ
る
真
壁
造
で
あ
る
。
ま
た
「
大

（

却

）

（

却

）

坂
城
図
弊
風
」
や
「
大
坂
冬
の
陣
図
扉
風
」
・
「
大
坂
夏
の
陣
図
扉
風
」

の
豊
臣
時
代
の
大
坂
城
天
守
、
舟
木
家
旧
蔵
本
「
洛
中
洛
外
図
扉
風
」

に
描
か
れ
た
二
条
城
天
守
な
ど
、
真
壁
造
の
例
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
、

安
土
城
天
主
は
真
壁
造
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
土
壁
は
、
土

蔵
の
よ
う
に
格
式
に
執
着
し
な
い
建
物
に
使
わ
れ
る
も
の
で
、
書
院
造

殿
舎
で
あ
る
安
土
城
天
主
に
は
不
釣
り
合
い
と
考
え
ら
れ
る
。
大
坂
城

天
守
は
、
柱
聞
に
厚
い
板
を
阪
め
込
ん
だ
板
壁
と
推
察
さ
れ
る
。
こ
の

例
か
ら
す
る
と
安
士
城
天
主
が
板
壁
で
あ
っ
た
可
能
性
を
否
定
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
大
坂
城
天
守
は
そ
の
上
に
桐
紋
や
菊
紋
、
牡
丹
唐
草

と
い
っ
た
彫
刻
を
依
め
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
信
長
の
安

土
城
天
主
の
板
壁
の
部
分
を
よ
り
豪
脊
に
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
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と
こ
ろ
で
神
社
建
築
に
お
け
る
板
壁
は
、
柱
聞
に
板
を
横
に
し
て
阪

め
込
み
、
継
目
を
矢
筈
接
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
神
社
建
築
は
天
守
建

築
に
比
べ
て
軒
の
出
が
長
く
、
か
つ
平
屋
で
あ
る
の
で
、
壁
に
直
接
当

た
る
風
雨
の
量
は
少
な
く
、
矢
筈
接
程
度
の
板
壁
で
も
問
題
は
な
い
。

し
か
し
、
天
守
は
高
層
建
築
で
あ
る
の
で
、
壁
面
に
吹
き
付
け
る
風
雨

は
平
屋
の
比
で
は
な
い
。
一
定
量
を
越
え
た
激
し
い
風
雨
が
吹
き
付
け

る
と
、
矢
筈
接
で
は
、
板
の
継
目
か
ら
雨
水
が
室
内
に
漏
れ
て
し
ま
う
。

実
際
に
神
社
本
殿
の
内
部
を
調
査
す
る
と
、
継
手
よ
り
垂
れ
た
痕
が
見

つ
か
る
こ
と
が
あ
り
、
若
干
の
雨
漏
れ
生
じ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

し
た
が
っ
て
同
じ
板
壁
で
も
安
土
城
天
主
の
場
合
は
縦
板
張
を
想
定
し

て
お
き
た
い
。
縦
板
張
で
あ
れ
ば
雨
水
は
板
目
地
に
遮
ら
れ
ず
に
下
に

流
れ
る
の
で
、
室
内
に
漏
れ
る
心
配
は
矢
筈
接
と
す
る
よ
り
は
軽
減
さ

れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
板
壁
が
黒
漆
塗
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
。
な
お
、
天
守
の
壁
面
に
は
、
新
発
田
城
三
一
階
櫓
（
天
守
代
用
櫓
）

や
水
戸
城
天
守
の
よ
う
な
瓦
を
張
り
付
け
た
海
鼠
壁
、
寛
永
度
江
戸
城

天
守
の
よ
う
な
鋼
板
張
な
ど
の
例
が
あ
る
が
、
海
鼠
壁
と
鋼
板
張
の
天

守
は
、
い
ず
れ
も
寛
永
以
後
に
築
造
さ
れ
た
も
の
で
、
安
土
城
天
主
が

海
鼠
壁
や
銅
板
張
で
あ
っ
た
可
能
性
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
「
来
楽
第
図
扉
風
」
や
「
肥
前
名
護
屋
城
図
扉
風
」
に
描
か
れ

た
天
守
は
、
白
漆
喰
の
塗
龍
で
あ
る
。
こ
れ
は
秀
吉
が
大
坂
城
天
守
と

の
格
の
違
い
を
表
し
て
い
た
と
考
え
た
い
。
ま
た
そ
れ
以
後
の
天
守
は
、

下
見
板
張
や
塗
龍
の
区
別
に
関
係
な
く
す
べ
て
土
壁
と
な
る
が
、
こ
れ

は
天
守
が
格
式
に
拘
る
建
物
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

こ
と
、
土
壁
の
ほ
う
が
経
済
的
・
防
御
的
に
も
有
利
で
あ
る
こ
と
が
考

え
ら
れ
る
。

ま
た
南
蛮
史
料
に
よ
る
と
、
白
壁
に
黒
漆
塗
の
窓
を
配
し
て
い
た
こ

（
担
）

と
に
な
る
が
、
こ
れ
は
内
藤
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
日
本
の
建

築
を
見
慣
れ
て
い
な
い
宣
教
師
に
は
長
押
よ
り
下
の
板
壁
部
分
（
内
藤

氏
は
下
見
板
張
と
推
定
）
も
窓
と
同
様
に
見
え
た
と
解
釈
し
て
よ
い
と

考
え
ら
れ
る
。

（
四
）
窓
・
扉

外
壁
同
様
に
、
復
元
史
料
か
ら
す
れ
ば
、
平
面
と
は
逆
に
上
階
か
ら

下
階
の
順
に
考
察
し
た
ほ
う
が
理
解
し
や
す
い
。

六
階六

階
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
柱
や
長
押
と
い
っ
た
木
部
を
見
せ

る
真
壁
造
で
、
高
欄
付
の
廻
縁
が
設
け
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
室
町
時
代
に
将
軍
に
よ
っ
て
築
造
さ
れ
た
鹿
苑
寺
金
閣
や

慈
照
寺
銀
閣
は
い
わ
ゆ
る
楼
閤
建
築
で
あ
る
が
、
そ
の
最
上
階
は
真
壁

造
で
廻
縁
が
設
置
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
真
壁
造
と
廻
縁
と
い
う
意
匠
は
、

五
重
塔
・
楼
門
・
鐘
楼
と
い
っ
た
ほ
か
の
楼
閣
建
築
に
も
見
ら
れ
る
も

の
で
、
い
わ
ば
楼
閣
建
築
の
特
色
と
言
っ
て
よ
い
。
安
土
城
天
主
は
一

階
か
ら
六
階
を
積
み
重
ね
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
安
土
城
天
主

も
金
聞
や
銀
閣
の
よ
う
な
楼
閣
建
築
と
言
え
、
そ
の
最
上
階
が
真
壁
造

で
廻
縁
を
設
け
る
と
い
う
楼
閣
建
築
の
意
匠
で
あ
る
の
は
当
然
と
言
え

る。
金
閣
な
ど
楼
閣
建
築
の
窓
は
、
花
頭
窓
も
し
く
は
、
連
子
窓
と
す
る

の
が
普
通
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
安
土
城
天
主
六
階
で
も
花
頭
窓
か
連
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子
窓
が
想
定
さ
れ
る
が
、
後
世
の
天
守
で
連
子
窓
を
設
け
て
い
る
例
は

な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
花
頭
窓
は
、
岡
山
城
天
守
付
櫓
、
広
島
城
天
守

五
階
（
最
上
階
）
、
彦
根
城
天
守
二
階
・
三
階
（
最
上
階
）
、
姫
路
城
小

天
守
三
階
（
最
上
階
、
た
だ
し
乾
小
天
守
は
最
上
階
の
四
階
）
、
「
衆
楽

第
図
扉
風
」
、
「
肥
前
名
護
屋
城
図
扉
風
」
に
描
か
れ
た
天
守
の
最
上
階

な
ど
多
く
の
例
が
あ
る
の
で
、
安
土
城
天
主
の
六
階
は
花
頭
窓
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
信
長
が
狩
野
永
徳
に
描
か
せ
た
と
い
う
扉
風
絵
は
、
時

の
天
皇
で
あ
る
正
親
町
天
皇
が
所
望
し
た
ほ
ど
出
来
の
い
い
も
の
で

あ
っ
た
と
い
う
が
、
結
局
は
宣
教
師
の
手
に
渡
り
、
ヴ
ア
チ
カ
ン
に
運

ば
れ
、
現
在
は
所
在
不
明
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
扉
風
絵
に
描
か
れ
た

天
主
を
ス
ケ
ッ
チ
し
た
と
い
う
「
ウ
イ
ン
ゲ
の
木
版
画
」
（
図
6
）
が

現
存
し
て
お
り
、
そ
こ
に
は
花
頭
窓
と
思
わ
れ
る
も
の
が
描
か
れ
て
い

る
。
安
土
城
天
主
に
花
頭
窓
が
あ
っ
た
こ
と
の
証
左
と
な
ろ
う
。
安
土

ウィンゲの木版画図6

城
天
主
と
同
じ
方
三
間
の
最
上
階
を
持
つ
広
島
城
天
守
や
金
閣
の
例
か

ら
す
る
と
、
四
方
の
脇
聞
に
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
花
頭
窓
が
設
け
ら
れ

て
い
た
可
能
性
が
高
い
。

ま
た
、
四
方
の
中
央
間
に
は
、
廻
縁
に
出
る
た
め
の
戸
口
が
設
け
ら

れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
後
世
の
天
守
で
最
上
階
に
戸
口
を
設
け
る

例
は
、
広
島
城
天
守
、
犬
山
城
天
守
、
萩
城
天
守
、
会
津
若
松
城
天
守
、

高
知
城
天
守
な
ど
が
あ
る
。
そ
の
戸
口
の
種
類
は
一
様
で
は
な
く
、
広

島
城
天
守
や
高
知
城
天
守
の
よ
う
に
引
戸
に
し
た
も
の
や
犬
山
城
天
守

の
よ
う
に
開
戸
と
し
た
も
の
が
あ
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
安
土
城
天

主
六
階
は
、
金
閣
や
銀
閣
の
よ
う
な
楼
閣
建
築
風
の
意
匠
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
金
閣
と
銀
閣
の
最
上
階
の
戸
口
が
桟
唐
戸
の
開
戸
で
あ

る
こ
と
、
後
世
の
天
守
で
は
、
犬
山
城
天
守
に
同
様
の
例
が
あ
る
こ
と

か
ら
安
土
城
天
主
六
階
は
、
桟
唐
戸
の
開
戸
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

都
久
夫
須
麻
神
社
本
殿
や
瑞
巌
寺
本
堂
の
桟
唐
戸
の
よ
う
に
彫
刻
で
飾

ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
実
際
に
一
扉
を
聞
い
て
廻
縁
に
出

ょ
う
と
す
る
際
の
邪
魔
と
な
ら
な
い
た
め
に
、
金
閣
の
桟
唐
戸
の
よ
う

に
諸
折
れ
と
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

五
階五

階
は
、
八
角
形
と
い
う
特
殊
平
面
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
多
角
形

平
面
は
、
法
隆
寺
夢
殿
や
栄
山
寺
八
角
堂
、
興
福
寺
北
円
堂
な
ど
寺
院

建
築
の
円
堂
に
見
ら
れ
る
の
で
、
安
土
城
天
主
五
階
は
円
堂
系
寺
院
建

築
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
た
め
窓
も
花
頭
窓
や
連
子
窓
の
よ
う

な
寺
院
建
築
の
意
匠
が
ふ
さ
わ
し
く
、
後
世
の
天
守
に
多
用
さ
れ
た
格

子
窓
に
突
上
戸
は
不
釣
り
合
い
と
考
え
ら
れ
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
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後
世
の
天
守
に
は
、
連
子
窓
を
用
い
た
例
は
な
く
、
花
頭
窓
に
は
岡
山

城
天
守
付
櫓
や
広
島
城
天
守
五
階
、
彦
根
城
天
守
二
階
・
三
階
な
ど
多

く
の
例
が
あ
る
の
で
、
安
土
城
天
主
五
階
の
窓
は
花
頭
窓
と
考
え
ら
れ

る
。
正
八
角
形
で
あ
る
五
階
の
一
辺
は
二
問
（
十
四
尺
）
で
あ
り
、
そ

の
四
つ
の
斜
辺
の
各
一
一
聞
の
柱
聞
に
一
つ
ず
つ
花
頭
窓
が
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。

後
世
の
天
守
で
は
、
天
守
の
入
口
ゃ
、
天
守
と
小
天
守
や
櫓
と
の
接

続
部
は
別
と
し
て
、
天
守
の
最
上
階
廻
縁
の
ほ
か
に
戸
口
を
設
け
る
例

は
な
い
。
し
か
し
、
安
土
城
天
主
五
階
に
は
、
廻
縁
が
設
け
ら
れ
て
い

）
た
こ
と
が
『
信
長
公
記
』
よ
り
明
ら
か
な
の
で
、
戸
口
が
あ
っ
た
と
考

慨
え
ら
れ
る
o

他
の
楼
閣
建
築
の
場
合
で
は
、
廻
縁
が
見
せ
か
け
の
も
の

察
で
あ
っ
て
も
、
必
ず
中
央
間
に
は
戸
口
を
設
け
て
い
る
。
な
お
、
詳
し

時
く
は
後
述
す
る
が
、
三
重
目
の
入
母
屋
造
の
大
棟
が
五
階
の
内
法
長
押

復
の
高
さ
ほ
ど
ま
で
立
ち
上
が
る
の
で
、
八
角
形
平
面
の
う
ち
東
西
両
辺

材
は
、
扉
を
設
け
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
南
北
の
二
辺

調
の
み
に
設
け
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

畑
五
階
を
円
堂
系
寺
院
建
築
と
見
れ
ば
六
階
同
様
に
桟
唐
戸
と
す
る
の

び
が
最
も
格
式
の
高
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
扉
が
復
元
さ
れ
る
南
北

ト
品お

面
は
柱
聞
が
二
つ
あ
り
、
一
扉
も
二
箇
所
に
付
く
と
考
え
ら
れ
る
が
、
建

髄
物
の
正
面
に
桟
唐
戸
や
板
扉
を
偶
数
戸
並
べ
た
例
は
、
偶
数
の
神
座
を

一
日
持
つ
本
殿
を
除
い
て
ほ
と
ん
ど
な
い
。

献
と
こ
ろ
で
、
後
世
の
天
守
で
は
、
岡
山
城
天
守
、
広
島
城
天
守
、
犬

士
一
山
城
天
守
、
丸
岡
城
天
守
な
ど
の
よ
う
に
最
上
階
だ
け
を
真
壁
造
と
し

f

て
柱
や
長
押
と
い
っ
た
木
部
を
見
せ
た
り
、
名
古
屋
城
天
守
五
階
の
よ

う
に
長
押
形
を
見
せ
る
こ
と
で
、
下
階
と
意
匠
上
の
違
い
を
見
せ
、
最

上
階
の
格
の
高
さ
を
示
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
安
土

城
天
主
に
お
い
て
も
当
然
に
最
上
階
の
格
を
下
階
よ
り
高
く
し
た
と
考

え
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
安
土
城
天
主
の
五
階
は
、
桟

唐
戸
や
板
扉
よ
り
格
下
の
板
戸
か
舞
良
戸
が
想
定
さ
れ
る
。
後
世
の
天

守
に
お
い
て
板
戸
の
例
は
な
い
が
、
広
島
城
天
守
の
よ
う
に
舞
良
戸
は

例
が
あ
る
の
で
、
本
稿
の
復
元
案
で
は
舞
良
戸
を
復
元
し
て
お
い
た
。

四
階四

階
は
、
三
重
目
の
屋
根
裏
階
で
あ
る
が
、
前
述
し
た
よ
う
に
五
階

の
下
方
に
上
部
だ
け
を
見
せ
て
い
た
。
こ
こ
に
は
、
『
信
長
公
記
」
よ

り
続
と
飛
龍
が
描
か
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
破
風
の
妻
面
を

除
い
て
窓
を
開
け
る
余
地
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

一
・
二
・
三
階

後
世
の
天
守
の
窓
は
、
岡
山
城
天
守
、
広
島
城
天
守
、
熊
本
城
天
守
、

犬
山
城
天
守
、
姫
路
城
天
守
、
名
古
屋
城
天
守
な
ど
の
よ
う
に
格
子
窓

と
す
る
例
が
大
多
数
を
占
め
る
。
ま
た
彦
根
城
天
守
や
大
洲
城
天
守
の

よ
う
に
下
階
に
花
頭
窓
を
多
用
す
る
天
守
は
あ
る
も
の
の
、
窓
を
す
べ

て
花
頭
窓
と
す
る
天
守
の
例
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
安
土
城
天
主
に

お
い
て
も
花
頭
窓
と
考
え
ら
れ
る
五
階
と
六
階
を
除
く
一
階
か
ら
三
階

の
窓
は
、
格
子
窓
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

後
世
の
天
守
の
下
階
の
窓
は
格
子
窓
と
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
が
、

そ
の
戸
に
は
相
違
が
見
ら
れ
る
。
広
島
城
天
守
や
熊
本
城
天
守
の
よ
う

に
突
上
戸
と
す
る
場
合
と
、
姫
路
城
天
守
や
名
古
屋
城
天
守
の
よ
う
に

引
戸
と
す
る
場
合
が
あ
る
。
引
戸
は
、
姫
路
城
天
守
の
よ
う
に
板
戸
の
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表
面
に
漆
喰
を
塗
っ
た
土
戸
と
す
る
の
が
普
通
で
、
防
火
性
に
優
れ
て

い
る
。
し
か
し
、
戸
に
当
た
っ
た
雨
水
が
敷
居
の
樋
に
た
ま
り
や
す
く
、

そ
の
水
が
室
内
に
流
れ
込
む
と
い
う
欠
点
が
あ
る
。
そ
の
た
め
姫
路
城

天
守
で
は
、
敷
居
に
鉄
製
の
管
を
埋
め
込
ん
で
、
外
壁
に
そ
の
口
を
出

し
て
、
敷
居
に
た
ま
っ
た
水
を
排
出
す
る
と
い
う
手
法
が
用
い
ら
れ
て

い
る
。
こ
の
手
法
は
松
本
城
天
守
や
宇
和
島
城
天
守
な
ど
引
戸
を
設
置

し
た
場
合
に
は
、
必
ず
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
用
い
ら
れ
て
い
る
。
し
か

し
、
敷
居
に
聞
け
た
穴
の
上
に
戸
が
載
る
た
め
、
完
全
な
防
水
効
果
を

得
ら
れ
る
と
は
一
言
え
ず
、
激
し
く
風
雨
が
吹
き
付
け
た
場
合
は
室
内
に

流
れ
込
む
。
駿
府
城
天
守
は
、
『
東
照
宮
縁
起
絵
巻
」
な
ど
の
絵
画
資

料
か
ら
引
戸
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
場
合
、
姫
路
城
天
守
と
同

様
の
手
法
が
用
い
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
『
駿
府
記
」

に
は
、
「
昨
今
雨
入
一
一
殿
守
窓
一
戸
、
漏
滴
如
レ
雨
、
即
大
工
源
右
衛
門
仰

日
、
此
中
井
大
和
守
不
一
二
人
念
一
故
也
、
名
護
屋
殿
守
不
レ
可
如
レ
此
造
一
、

如
レ
此
則
可
レ
為
一
由
事
一
云
々
」
と
雨
水
が
駿
府
城
天
守
の
室
内
に
入
つ

（
担
）

た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
引
戸
は
、
雨
漏
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と

の
証
左
に
な
ろ
う
。

姫
路
城
天
守
の
よ
う
に
後
世
の
天
守
は
人
が
住
む
た
め
の
建
物
で
は

な
い
の
で
、
た
と
え
雨
漏
し
で
も
致
命
的
な
問
題
は
な
い
と
思
わ
れ
る

が
、
安
土
城
天
主
は
『
信
長
公
記
』
に
よ
り
信
長
の
居
住
空
間
の
書
院

造
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
安
土
城
天
主
が
雨
漏
す
る

の
で
は
、
致
命
的
な
欠
陥
建
築
と
な
っ
て
し
ま
う
。
し
た
が
っ
て
、
安

土
城
天
主
が
引
戸
で
あ
っ
た
可
能
性
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
言
え
る
。

と
こ
ろ
で
、
公
家
邸
宅
の
様
式
で
あ
る
寝
殿
造
で
は
、
「
年
中
行
事

絵
巻
」
に
よ
る
と
蔀
が
設
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
上
杉

家
本
「
洛
中
洛
外
国
扉
風
」
に
描
か
れ
て
い
る
公
方
邸
や
細
川
邸
と
い
っ

た
上
級
武
家
の
邸
宅
や
、
現
存
す
る
光
浄
院
客
殿
や
勧
学
院
客
殿
と
い

う
古
式
の
書
院
造
殿
舎
で
も
蔀
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
寝

殿
造
や
古
式
の
書
院
造
と
い
う
住
宅
建
築
の
戸
に
は
、
蔀
が
多
用
さ
れ

て
い
た
。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
安
土
城
天
主
の
一
階
か
ら
三
階
は
、
書
院
造

殿
舎
を
積
み
重
ね
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
戸
は
、
古
式

な
書
院
造
で
も
用
い
ら
れ
て
い
た
蔀
と
す
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
し
か

し
、
蔀
は
軒
先
に
下
げ
た
蔀
吊
り
と
い
う
金
具
で
吊
り
上
げ
て
お
く
も

の
な
の
で
、
建
物
の
外
側
か
ら
で
な
い
と
そ
の
開
閉
作
業
を
行
う
こ
と

は
で
き
な
い
。
安
土
城
天
主
は
高
層
建
築
で
あ
り
、
な
お
か
つ
一
階
か

ら
三
階
に
廻
縁
が
な
い
こ
と
は
史
料
上
明
ら
か
な
の
で
、
蔀
を
吊
る
の

は
不
可
能
と
言
え
る
。
そ
の
た
め
、
『
信
貴
山
縁
起
絵
巻
』
に
あ
る
よ

う
に
、
戸
を
外
側
に
跳
ね
上
げ
る
と
い
う
形
態
は
そ
の
ま
ま
に
、
内
側

か
ら
木
の
棒
な
ど
で
突
っ
張
る
と
い
う
形
式
、
す
な
わ
ち
突
上
戸
に
し

た
と
考
え
ら
れ
る
。
広
島
城
天
守
、
熊
本
城
天
守
、
彦
根
城
天
守
、
松

江
城
天
守
、
「
取
県
楽
第
図
扉
風
」
、
「
大
坂
夏
の
陣
図
扉
風
」
に
描
か
れ

た
天
守
な
ど
突
上
戸
の
例
は
少
な
く
な
い
こ
と
か
ら
も
、
安
土
城
天
主

の
一
階
か
ら
三
階
は
、
突
上
戸
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

姫
路
城
天
守
な
ど
引
戸
と
し
た
場
合
は
、
戸
の
引
き
代
を
考
慮
し
て

一
方
を
柱
に
寄
せ
た
半
間
窓
と
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
そ
れ
に
対

し
て
突
上
戸
は
、
引
き
代
が
不
要
で
あ
り
、
広
島
城
天
守
や
熊
本
城
天

守
に
よ
る
と
一
間
窓
と
し
て
い
る
の
で
、
安
土
城
天
主
に
お
い
て
も
そ
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れ
ら
に
倣
っ
て
一
間
窓
と
考
え
ら
れ
る
。
後
世
の
天
守
の
突
上
戸
は
、

た
だ
の
板
戸
で
あ
っ
た
の
で
防
火
性
は
劣
る
。
し
か
し
、
安
土
城
天
主

は
、
『
信
長
公
記
」
に
「
何
れ
も
繊
ニ
黒
漆
塗
也
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、

鉄
板
張
と
考
え
ら
れ
、
防
火
に
対
す
る
備
え
も
な
さ
れ
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
。
ま
た
突
上
戸
は
、
戸
を
窓
枠
の
外
側
に
被
せ
て
納
め
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
、
雨
漏
す
る
こ
と
は
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
「
信
長
公
記
』
に
は
「
狭
間
戸
数
六
十
余
有
」
と
い
う

記
述
が
あ
る
。
前
稿
で
述
べ
た
よ
う
に
こ
れ
は
、
天
主
全
体
の
窓
の
数

と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
「
狭
間
戸
」
は
、
す
で
に
宮
上
氏
が
指
摘
し
て

（
お
）

い
る
よ
う
に
、
「
築
城
記
』
に
よ
る
と
後
世
の
天
守
や
櫓
に
見
ら
れ
る

矢
狭
間
や
鉄
砲
狭
間
の
こ
と
で
は
な
く
、
そ
れ
よ
り
大
き
な
開
口
部
を

指
し
、
こ
こ
で
は
突
上
戸
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
広
島
城
天

守
や
熊
本
城
天
守
を
参
考
に
突
上
戸
を
配
す
る
と
、
そ
の
数
は
六
十
一
一

（却）

箇
所
と
な
る
の
で
「
六
十
余
有
」
と
も
矛
盾
し
て
い
な
い
。

地
階地

階
は
、
天
主
台
穴
蔵
内
で
あ
る
た
め
窓
は
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
現

存
す
る
天
主
台
は
、
東
南
側
で
石
垣
が
欠
け
、
穴
蔵
へ
の
入
口
が
あ
る
。

天
主
取
付
台
か
ら
階
段
を
上
が
っ
た
所
に
門
柱
の
礎
石
や
敷
石
が
検
出

さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
こ
に
門
が
存
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
姫
路

城
天
守
や
名
古
屋
城
天
守
の
入
口
の
門
を
参
考
に
す
る
と
、
総
鉄
板
張

の
鉄
門
が
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
門
跡
と
天
主
一
階
側
柱
筋
と

は
九
尺
四
寸
ほ
ど
の
余
地
が
あ
り
、
そ
れ
を
覆
う
必
要
が
あ
る
の
で
櫓

円
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

た
だ
し
、
こ
の
入
口
は
信
長
が
利
用
し
た
正
式
な
天
主
へ
の
入
口
で

は
な
く
、
穴
蔵
す
な
わ
ち
地
階
の
入
口
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
安

土
城
天
主
同
様
に
地
階
が
あ
る
犬
山
城
天
守
や
松
江
城
天
守
は
、
天
守

へ
の
入
口
が
地
階
に
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
天
守
は
城
主
の
居
所
で
な
く
、

普
段
は
使
用
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
の
で
、
地
階
が
入
口
で
も
問
題
な

い
と
考
え
ら
れ
る
。
安
土
城
天
主
は
信
長
の
居
所
で
あ
る
の
で
、
地
階

が
入
口
で
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。
「
日
本
史
」
に
「
信
長
は
、
こ
の
城

の
一
つ
の
側
に
廊
下
で
互
い
に
続
い
た
、
自
分
の
邸
と
は
別
の
宮
殿
を

造
営
し
た
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
御
殿
殿
舎
と
天
主
は
廊
下
で
接
続
し

て
い
て
、
信
長
は
地
階
を
通
ら
ず
に
、
天
主
へ
登
閣
し
て
い
た
可
能
性

が
高
い
。

（
五
）
五

日
本
の
支
配
階
級
の
住
宅
の
屋
根
は
、
文
献
記
録
に
よ
れ
ば
奈
良
時

代
以
来
、
江
戸
時
代
に
至
る
ま
で
、
瓦
を
用
い
ず
、
槍
皮
や
柿
や
板
で

葺
く
の
が
普
通
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
安
土
城
で
は
、
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
天
主
の
周
辺
か
ら
大

（
描
）

量
の
瓦
が
出
土
し
て
い
る
。
ま
た
「
信
長
公
記
』
に
「
瓦
ハ
唐
様
に
、

唐
人
之
一
官
ニ
被
仰
付
被
焼
候
」
と
い
う
記
録
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
瓦

葺
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
出
土
し
た
瓦
は
、
瓦
当
の
文
様
の

（四）

く
ぼ
ん
だ
箇
所
に
金
箔
を
押
し
た
も
の
で
あ
る
。
南
蛮
史
料
に
「
青
い

（叫）

瓦
で
覆
ひ
、
そ
の
前
面
に
は
金
を
被
せ
た
円
形
の
頭
が
あ
る
」
と
い
う

記
述
が
あ
り
、
瓦
の
前
面
の
金
を
被
せ
た
円
形
の
頭
は
金
箔
押
の
巴
瓦

の
瓦
当
の
こ
と
で
あ
る
の
で
、
出
土
物
と
一
致
し
て
い
る
。
「
青
い
瓦
」

と
い
う
記
述
が
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
瓦
は
安
土
城
で
は
全
く
発
掘
さ
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れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
通
常
の
い
ぶ
し
瓦
（
新
品
の
も
の
は
銀
灰
色
）

が
そ
の
よ
う
に
見
え
た
の
か
、
中
国
の
慣
用
句
の
立
派
な
瓦
を
い
う

「
碧
瓦
」
を
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
訳
し
て
記
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
『
日
本
史
」
に
は
、
「
屋
根
の
上
に
は
立
派
な
鬼
瓦

gミ
E
g∞

が
数
箇
あ
っ
て
、
建
築
を
甚
だ
壮
麗
な
も
の
と
し
て
ゐ
る
」
と
あ
る
が
、

発
掘
調
査
の
結
呆
、
鬼
瓦
の
破
片
が
見
つ
か
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
天

主
の
大
棟
や
降
棟
の
先
端
に
は
、
鬼
瓦
が
設
け
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
。と

こ
ろ
で
、
「
瓦
ハ
唐
様
に
、
唐
人
之
一
官
ニ
被
仰
付
被
焼
候
」
に

あ
る
「
唐
様
」
の
瓦
は
、
北
京
に
存
す
る
紫
禁
城
に
見
ら
れ
る
黄
瓦
の

よ
う
に
紬
薬
を
か
け
た
瓦
か
、
あ
る
い
は
滴
水
瓦
か
、
い
ず
れ
に
し
て

も
当
時
の
日
本
に
な
か
っ
た
瓦
を
指
す
と
解
さ
れ
る
。
仮
に
滴
水
瓦
で

あ
る
と
し
た
場
合
、
姫
路
城
天
守
の
例
か
ら
す
れ
ば
、
各
重
す
べ
て
の

屋
根
の
軒
平
瓦
が
滴
水
瓦
で
あ
る
べ
き
で
、
通
常
の
軒
平
瓦
は
使
用
さ

れ
な
い
は
ず
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
安
土
城
で
は
、
適
水
瓦
の
発
掘
例
は

な
い
。
後
世
の
天
守
で
滴
水
瓦
で
茸
か
れ
て
い
た
の
は
、
姫
路
城
な
ど

文
禄
慶
長
の
役
以
降
の
十
数
慨
し
か
な
い
こ
と
か
ら
、
安
土
城
天
主
が

滴
水
瓦
で
葺
か
れ
て
い
た
可
能
性
は
低
い
と
考
え
ら
れ
る
。
姫
路
城
な

ど
で
滴
水
瓦
が
使
わ
れ
て
い
た
の
は
、
文
禄
慶
長
の
役
に
よ
っ
て
、
朝

鮮
よ
り
日
本
に
伝
来
し
た
も
の
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

南
化
玄
興
が
著
し
た
「
安
土
山
ノ
記
」
に
は
、
「
碧
瓦
朱
葺
」
と
い

う
一
文
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
安
土
城
を
賛
美
し
た
詩
の
一
文
で
あ
る
た

め
、
単
な
る
美
辞
麗
句
の
可
能
性
も
あ
り
、
直
ち
に
信
用
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
し
か
し
、
「
碧
瓦
」
と
中
国
式
に
立
派
な
瓦
と
誉
め
た
の

み
な
ら
ず
、
わ
ざ
わ
ざ
「
朱
葺
」
と
付
け
加
え
て
い
る
点
に
注
目
し
て

よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
碧
と
朱
が
対
に
な
り
、
瓦
と
査
が
対
に

な
っ
て
い
る
。
碧
瓦
は
必
ず
し
も
文
字
通
り
の
碧
瓦
す
な
わ
ち
青
緑
色

の
瓦
で
は
な
く
、
中
国
の
慣
用
句
で
立
派
な
瓦
を
指
す
も
の
で
あ
ろ
う

が
、
朱
葺
と
い
う
慣
用
表
現
は
な
い
。
碧
瓦
が
通
常
の
和
瓦
で
あ
る
銀

灰
色
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
朱
は
碧
に
比
べ
て
黄
色
や
暗
赤
色
や
褐
色

な
ど
の
暖
色
系
の
色
彩
を
訪
御
と
さ
せ
る
表
現
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

天
主
の
「
瓦
」
と
「
萱
」
は
実
際
に
色
彩
的
な
差
が
あ
っ
た
と
す
べ
き

で
あ
ろ
う
。

次
に
「
葺
」
の
指
す
も
の
で
あ
る
が
、
一
般
的
に
は
瓦
の
大
棟
の
こ

と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
瓦
茸
の
建
物
の
頂
部
の
炭
斗
積
の
瓦
の
こ
と

に
な
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
唐
人
に
作
ら
せ
た
と
い
う
「
唐
様
」
の
瓦
は
、

滴
水
瓦
で
は
な
い
と
す
れ
ば
、
黄
瓦
の
よ
う
に
色
彩
の
違
う
瓦
の
こ
と

を
意
味
す
る
も
の
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。
す
る
と
、
葺
瓦
が
色
彩
の

違
う
瓦
の
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
天
主
に
使
わ
れ
る
膨
大
な
瓦
の
う
ち
萱

瓦
の
み
を
取
り
立
て
て
わ
ざ
わ
ざ
「
唐
様
」
に
命
じ
た
と
す
る
の
で
は
、

到
底
に
納
得
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
葺
瓦
が
本
来
は
平
屋
建
て
の
屋

根
の
頂
部
大
棟
を
意
味
す
る
の
な
ら
、
五
重
の
屋
根
を
持
つ
天
主
に
お

い
て
は
、
そ
の
大
棟
、
だ
け
で
は
な
く
、
最
上
重
で
あ
る
五
重
目
の
屋
根

全
体
を
「
蓋
」
と
捉
え
て
文
学
的
に
表
現
し
た
と
解
し
て
初
め
て
納
得

の
い
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
天
主
の
五
重
目
だ
け

が
「
朱
」
の
瓦
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
「
朱
」
の
瓦
は
後
世
に
関
谷

学
校
講
堂
な
ど
に
用
い
ら
れ
た
備
前
焼
の
一
種
で
あ
る
赤
瓦
と
考
え
ら

れ
る
。
後
の
名
古
屋
城
天
守
や
徳
川
大
坂
城
天
守
が
最
上
重
の
み
高
級

42 



安土城天主の構造および外観に関する復元考察（佐藤）

な
銅
瓦
と
し
て
他
の
重
と
瓦
の
種
類
を
区
別
し
て
い
る
が
、
安
土
城
天

主
の
最
上
重
が
「
朱
蓋
」
、
す
な
わ
ち
当
時
、
日
本
で
は
生
産
が
難
し
か
っ

た
高
級
な
赤
瓦
で
あ
っ
た
可
能
性
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

ま
た
、
「
ひ
う
ち
ほ
う
ち
ゃ
く
数
十
二
つ
ら
せ
ら
れ
」
（
「
安
土
御
天

主
之
次
第
」
）
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
「
ひ
う
ち
」
は
火
打
で
建
物
の
隅

を
表
し
、
「
ほ
う
ち
ゃ
く
」
は
風
鐸
（
宝
鐸
）
と
考
え
ら
れ
る
。
風
鐸

は
塔
な
ど
の
隅
木
に
吊
ら
れ
る
も
の
で
、
安
土
城
天
主
で
は
、
そ
の
数

が
十
二
で
あ
る
と
い
う
の
で
、
最
上
重
（
六
階
）
の
四
方
の
隅
木
に
四

個
、
四
重
（
五
階
）
の
八
方
の
隅
木
に
八
個
の
合
計
十
二
個
が
吊
ら
れ

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
六
）
鯨

伝
米
蔵
跡
か
ら
続
瓦
の
破
片
と
考
え
ら
れ
る
遺
物
が
発
掘
さ
れ
て
い

る
。
報
告
書
に
よ
る
と
、
見
つ
か
っ
た
破
片
か
ら
復
元
さ
れ
る
鮫
は
、

高
さ
八
十
一
セ
ン
チ
ほ
ど
に
な
り
、
日
・
牙
・
前
歯
・
鰭
だ
け
が
金
箔

押
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
天
主
が
焼
失
時
に
ど
の
方
角
に
倒
れ
た

か
は
定
か
で
な
い
が
、
少
な
く
と
も
東
側
、
す
な
わ
ち
伝
米
蔵
の
方
向

で
は
な
い
こ
と
が
、
天
主
の
東
側
に
あ
る
伝
本
丸
御
殿
跡
か
ら
天
主
の

遺
物
と
考
え
ら
れ
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
発
掘
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら

わ
か
る
。
ま
た
、
復
元
さ
れ
る
鱗
の
高
さ
が
小
さ
な
こ
と
か
ら
し
で
も

天
主
の
も
の
と
は
考
え
に
く
い
。
付
近
に
存
し
た
櫓
あ
る
い
は
城
門
な

ど
に
上
げ
ら
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

櫓
な
ど
の
格
の
落
ち
る
建
物
に
ま
で
鱗
が
上
げ
ら
れ
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
こ
と
、
岡
山
城
天
守
や
広
島
城
天
守
を
は
じ
め
と
す
る
後
世
の

天
守
に
は
必
ず
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
鱗
が
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
当
然
安
土
城
天
主
に
も
慌
が
上
げ
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
発
掘
復
元
さ
れ
た
鮫
は
目
な
ど
部
分
的
に
金
箔
が
押
さ
れ
た
も
の

で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
格
の
落
ち
る
建
物
に
使
用
さ
れ
た
幌
で
あ
っ
た

こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
天
主
と
い
う
城
郭
の
主
と
な
る
建
物
に
使
わ
れ

た
銑
は
、
そ
れ
よ
り
も
高
級
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
「
取
娯
楽
第
図

扉
風
」
、
「
大
坂
城
図
扉
風
」
、
「
大
坂
冬
の
陣
図
扉
風
」
、
「
大
坂
夏
の
陣

図
扉
風
」
に
描
か
れ
た
楽
楽
第
や
大
坂
城
の
天
守
が
す
べ
て
総
金
色
の

鱗
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
安
土
城
天
主
の
続
は
全
体
を
金
箔
押
と

し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
七
）
廻
縁

安
土
城
天
主
は
、
「
信
長
公
記
』
に
「
外
側
欄
干
有
り
」
（
六
階
）
・
「
か

う
ら
ん
き
ほ
う
し
有
り
」
（
五
階
）
と
あ
る
こ
と
か
ら
六
階
と
五
階
に

高
欄
付
の
廻
縁
が
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
後
世
の
天
守
で
廻

縁
を
設
置
す
る
例
は
、
広
島
城
天
守
、
犬
山
城
天
守
、
彦
根
城
天
守
、

丹
波
亀
山
城
天
守
、
丸
岡
城
天
守
、
高
知
城
天
守
、
松
山
城
天
守
な
ど

が
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
丹
波
亀
山
城
天
守
と
松
山
城
天
守
は
層
塔
型
で

あ
り
、
そ
の
ほ
か
は
望
楼
型
で
あ
る
。
広
島
城
天
守
は
慶
長
三
年
頃
の

も
の
で
、
以
下
年
代
順
に
挙
げ
て
お
い
た
が
松
山
城
天
守
は
嘉
、
水
三
年

（
一
八
五
O
）
頃
で
あ
り
、
望
楼
型
や
層
塔
型
と
い
う
天
守
の
型
式
お

よ
び
創
建
年
代
の
新
旧
に
関
係
な
く
設
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ

れ
ら
の
天
守
に
お
い
て
廻
縁
は
す
べ
て
最
上
階
に
の
み
に
設
け
ら
れ
て

い
て
、
安
土
城
天
主
の
よ
う
に
最
上
階
以
外
に
廻
縁
を
設
け
る
例
は
一
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（岨）

つ
も
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
彦
根
城
天
守
や
松
山
城
天
守
の
廻
縁
は
、
日
夜
上
階
の
床

板
よ
り
高
い
位
置
に
付
い
た
、
い
わ
ば
見
せ
か
け
の
廻
縁
で
あ
る
。
そ

の
よ
う
な
見
せ
か
け
の
廻
縁
を
わ
ざ
わ
ざ
設
け
る
の
は
、
五
重
塔
や
楼

門
と
い
っ
た
ほ
と
ん
ど
の
楼
閣
建
築
の
よ
う
に
、
廻
縁
が
使
用
で
き
る

か
否
か
に
関
係
な
く
、
そ
の
建
物
の
格
式
を
高
く
す
る
た
め
の
意
匠
と

捉
え
ら
れ
て
い
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
安
土
城
天
主
に
お
い
て
廻
縁

が
二
つ
付
け
ら
れ
て
い
る
の
は
、
後
世
の
天
守
と
比
較
す
る
と
、
よ
り

格
式
を
重
ん
じ
て
い
た
た
め
と
推
察
さ
れ
る
。

（
八
）
破
風

先
に
述
べ
た
屋
根
形
式
か
ら
安
土
城
天
主
は
、
二
重
日
の
南
北
、
一
二

重
目
の
東
西
、
五
重
日
の
東
西
に
入
母
屋
破
風
が
必
然
的
に
付
く
こ
と

に
な
る
。
そ
の
ほ
か
に
、
岡
山
城
天
守
の
例
を
参
考
に
す
る
と
、
一
重

目
の
西
側
に
一
重
目
屋
根
が
二
階
の
壁
面
に
斜
め
に
迫
り
上
が
る
の
を

隠
す
唐
破
風
の
出
窓
の
存
在
が
推
定
さ
れ
る
。

そ
う
し
た
必
然
性
の
あ
る
破
風
と
は
別
に
、
後
世
の
天
守
で
は
、
広

島
城
天
守
や
姫
路
城
天
守
、
名
古
屋
城
天
守
の
よ
う
に
装
飾
を
重
視
し

た
唐
破
風
や
千
鳥
破
風
を
多
用
す
る
例
が
少
な
く
な
い
。
し
た
が
っ
て

安
土
城
天
主
に
お
い
て
千
鳥
破
風
や
唐
破
風
の
有
無
を
考
察
す
る
必
要

が
あ
る
。

ま
ず
唐
破
風
は
、
姫
路
城
天
守
の
二
重
目
の
南
国
の
よ
う
に
下
に
出

窓
が
あ
る
場
合
や
、
姫
路
城
天
守
の
四
重
目
の
東
西
面
や
名
古
屋
城
天

守
の
四
重
白
の
東
西
面
の
よ
う
に
下
の
重
に
巨
大
な
入
母
屋
破
風
や
大

き
な
千
鳥
破
風
が
あ
り
、
そ
の
大
棟
が
上
重
の
軒
に
接
し
な
い
よ
う
に

軒
唐
破
風
を
設
け
て
軒
を
持
ち
上
げ
る
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。

安
土
城
天
主
で
は
、
先
述
し
た
一
重
日
の
西
側
に
唐
破
風
の
出
窓
が

想
定
さ
れ
る
以
外
は
、
出
窓
が
あ
っ
た
可
能
性
は
低
い
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
三
重
目
と
三
重
日
の
入
母
屋
造
屋
根
は
巨
大
で
は
あ
る
が
、
上
の

重
の
軒
と
接
す
る
箇
所
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
安
土
城
天
主
に
お
い
て

軒
唐
破
風
が
あ
っ
た
可
能
性
は
低
い
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
後
世

の
天
守
に
は
、
彦
根
城
天
守
、
姫
路
城
天
守
、
岡
崎
城
天
守
、
丹
波
亀

山
城
天
守
、
宇
和
島
城
天
守
の
よ
う
に
最
上
重
に
軒
唐
破
風
を
設
け
る

例
が
少
な
く
な
い
。
軒
唐
破
風
は
社
寺
建
築
の
向
拝
に
多
用
さ
れ
、
書

院
造
殿
舎
に
お
い
て
も
玄
関
や
車
寄
の
上
部
は
唐
破
風
と
す
る
の
が
一

般
的
で
、
格
式
を
高
め
る
意
匠
と
考
え
ら
れ
る
。
安
土
城
天
主
は
後
世

の
天
守
に
は
例
の
な
い
、
廻
縁
を
二
箇
所
に
設
け
て
い
た
こ
と
な
ど
か

ら
も
、
最
上
重
に
軒
唐
破
風
が
付
さ
れ
、
格
を
高
め
て
て
い
た
可
能
性

を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
「
大
坂
城
図
扉
風
」
、
「
衆

楽
第
図
扉
風
」
、
「
肥
前
名
護
屋
城
図
扉
風
」
に
描
か
れ
た
秀
吉
の
大
坂

城
・
来
楽
第
・
肥
前
名
護
屋
城
天
守
、
さ
ら
に
「
ウ
イ
ン
ゲ
の
木
版
画
」

に
は
軒
唐
破
風
が
描
か
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
安
土
城
天
主
の
最
上

重
に
軒
唐
破
風
が
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
の
で
、
本
復
元
案
で
は
軒

唐
破
風
を
想
定
し
な
い
で
お
い
た
。

次
に
、
安
土
城
天
主
に
お
け
る
千
鳥
破
風
の
有
無
を
推
察
す
る
こ
と

に
す
る
。
一
重
日
は
腰
屋
根
で
あ
る
。
後
世
の
天
守
で
腰
屋
根
に
千
鳥

破
風
を
付
け
た
例
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
ま
た
屋
根
幅
の
狭
い
腰
屋
根
に

千
鳥
破
風
を
付
け
て
も
美
し
い
と
は
言
え
ず
、
か
え
っ
て
見
苦
し
い
も
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の
と
な
る
。
次
に
二
重
目
の
屋
根
は
南
北
棟
の
入
母
屋
造
で
あ
る
の
で
、

千
鳥
破
風
を
付
け
る
と
す
れ
ば
平
側
で
あ
る
東
西
側
と
い
う
こ
と
に
な

（
叩
）る

。
西
側
に
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
一
重
日
に
設
け
た
唐
破
風
の

出
窓
が
二
重
目
の
軒
と
同
じ
高
さ
に
あ
る
の
で
、
そ
の
右
横
に
付
け
る

し
か
な
い
。
し
か
し
、
唐
破
風
と
千
鳥
破
風
と
い
う
異
な
っ
た
種
類
の

破
風
を
横
に
二
つ
並
べ
た
天
守
は
存
在
し
な
い
し
、
造
形
上
で
も
許
容

で
き
な
い
。
ま
た
二
重
日
の
入
母
屋
造
屋
根
は
梁
間
が
約
十
四
間
と
大

き
い
の
で
、
一
一
重
目
の
大
棟
は
、
三
重
日
の
大
棟
と
ほ
ぼ
同
じ
位
置
ま

で
立
ち
上
が
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
一
二
階
は
二
重
日
の
入
母
屋

）
造
屋
根
の
中
に
大
部
分
が
は
ま
り
込
む
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
窓
は

峨
東
西
側
に
し
か
聞
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
仮
に
、
そ
こ
に
千
鳥
破
風

察
を
付
け
る
と
、
窓
は
そ
の
破
風
に
聞
け
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
室
内
に

現
光
が
届
き
に
く
く
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
三
階
の
採
光
と
い
う
面
か
ら

復
も
、
二
重
目
に
千
鳥
破
風
を
設
け
て
い
た
可
能
性
は
低
い
と
言
え
る
。

均
三
重
目
は
三
階
平
面
が
東
西
十
聞
に
南
北
八
聞
な
の
で
、
東
西
棟
と

調
な
る
。
三
重
目
の
巨
大
な
入
母
屋
造
屋
根
と
交
差
し
て
い
て
、
平
側
の

糊
屋
根
の
大
部
分
が
二
重
日
の
屋
根
に
削
り
取
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
、
千

び
烏
破
風
を
付
け
る
余
地
は
な
い
。
四
重
日
は
、
宝
形
造
の
屋
根
で
あ
る
。

ト
品お

宝
形
造
の
屋
根
に
千
鳥
破
風
を
付
け
る
例
は
な
い
の
で
、
安
土
城
天
主

闘
の
四
重
目
に
千
鳥
破
風
が
付
い
て
い
た
可
能
性
は
な
い
o

最
上
重
に
つ

ム
の
い
て
は
後
世
の
天
守
で
、
最
上
重
に
千
鳥
破
風
を
付
け
る
例
は
一
つ
も

版
な
吋
の
で
、
安
土
城
天
主
に
お
い
て
も
最
上
重
に
千
鳥
破
風
は
付
さ
れ

土
て
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
の
よ
う
に
安
土
城
天
主
に
は
、
千

安

烏
破
風
は
一
つ
も
付
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
九
）
妻
飾

天
守
の
妻
飾
は
、
一
般
的
に
木
連
（
狐
）
格
子
・
塗
龍
・
虹
梁
家
扶

首
な
ど
が
想
定
さ
れ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
安
土
城
天
主
の
一
階
、
二

階
、
ゴ
一
階
平
面
は
書
院
造
に
な
っ
て
お
り
、
一
重
目
か
ら
コ
一
重
日
ま
で

は
、
書
院
造
殿
舎
を
積
み
重
ね
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
上
杉

家
本
「
洛
中
洛
外
図
扉
風
」
に
描
か
れ
た
上
級
武
家
や
慈
照
寺
東
求
堂
、

二
条
城
二
の
丸
御
殿
、
西
本
願
寺
白
書
院
な
ど
高
級
な
書
院
造
殿
舎
は
、

妻
飾
を
木
連
格
子
と
す
る
例
が
少
な
く
な
い
。
後
世
の
天
守
で
も
岡
山

城
天
守
の
最
上
重
の
入
母
屋
破
風
や
松
本
城
天
守
の
千
鳥
破
風
・
最
上

重
の
入
母
屋
破
風
、
ま
た
「
衆
楽
第
図
扉
風
」
、
「
肥
前
名
護
屋
城
図
扉

風
」
、
「
大
坂
冬
の
陣
図
扉
風
」
、
「
大
坂
夏
の
陣
図
扉
風
」
な
ど
に
木
連

格
子
の
例
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
か
ら
、
安
土
城
天
主
の
妻
飾
は
、

木
連
格
子
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
戦
災
焼
失
し
た
名
古
屋

城
天
守
の
破
風
妻
飾
は
総
銅
板
張
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
宝
暦
修
理
時

の
改
変
で
あ
っ
て
、
当
初
は
、
木
連
格
子
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。

慈
照
寺
東
求
堂
な
ど
、
妻
飾
を
木
連
格
子
と
し
た
場
合
は
、
蟻
羽
の

（
日
四
）

出
を
ほ
と
ん
ど
な
く
す
例
が
少
な
く
な
い
。
広
島
城
天
守
や
姫
路
城
天

守
で
は
寺
社
建
築
の
よ
う
に
螺
羽
の
出
を
長
く
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら

の
妻
飾
は
家
扶
首
と
な
っ
て
い
て
、
天
守
で
木
連
格
子
を
用
い
た
岡
山

城
天
守
の
最
上
重
や
松
本
城
天
守
の
千
鳥
破
風
・
入
母
屋
破
風
な
ど
で

は
媛
羽
の
出
は
垂
木
枝
数
に
す
る
と
、
一
枝
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

安
土
城
天
主
で
も
蟻
羽
の
出
は
一
枝
も
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
後
世
の
天
守
を
参
考
に
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
入
母
屋
破
風
の

拝
み
に
は
、
懸
魚
を
復
元
し
て
お
い
た
。
規
模
の
大
き
な
二
重
日
と
一
一
一
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重
目
は
、
三
花
蕪
懸
魚
、
最
上
重
は
蕪
懸
魚
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
破
風
板
に
は
、
名
古
屋
城
天
守
な
ど
の
例
か
ら
金
具
を
復
元
し
て

お
い
た
。
天
守
の
破
風
板
は
塗
龍
と
な
る
の
で
金
具
を
付
け
な
い
が
、

黒
漆
塗
で
あ
る
彦
根
城
天
守
の
唐
破
風
板
に
は
金
具
が
付
け
ら
れ
て
い

る
。
二
条
城
二
の
丸
御
殿
や
西
本
願
寺
白
書
院
と
い
っ
た
書
院
造
殿
舎
、

「
洛
中
洛
外
国
扉
風
」
に
描
か
れ
た
足
利
将
軍
邸
の
破
風
板
は
塗
龍
で

は
な
く
、
金
具
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
「
大
坂
城
図
扉
風
」
に

よ
る
と
大
坂
城
天
守
の
破
風
板
も
金
具
で
飾
ら
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ

て
、
安
土
城
天
主
の
破
風
板
は
塗
龍
で
な
い
の
で
金
具
が
付
け
ら
れ
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
考
察
に
よ
り
安
土
城
天
主
は
、

元
さ
れ
る
。

（図
7
1
U）

の
よ
う
に
復

四
、
構
造
お
よ
び
外
観
の
特
色

従
前
の
復
元
案
で
あ
る
内
藤
案
は
、
一
重
目
の
屋
根
の
軒
桁
を
日
本

建
築
の
通
例
す
な
わ
ち
大
工
技
術
に
反
し
て
斜
め
に
架
け
て
い
る
こ
と

や
窓
の
配
置
の
仕
方
な
ど
に
問
題
点
が
見
ら
れ
た
。
ま
た
宮
上
案
で
は
、

一
重
目
と
三
重
目
の
屋
根
を
と
も
に
寄
棟
式
に
納
め
る
と
い
う
ま
る
で

層
塔
型
天
守
の
よ
う
に
し
て
お
り
、
望
楼
型
天
守
と
し
て
は
例
の
な
い

も
の
と
な
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
両
氏
の
復
元
案
は
、
建
築
学
的
な
問

題
点
が
少
な
く
な
い
ば
か
り
か
、
天
守
発
展
の
歴
史
に
お
い
て
安
土
城

天
主
の
み
が
奇
異
な
存
在
と
な
っ
て
い
た
と
言
え
る
。
そ
れ
に
対
し
て

本
稿
の
復
元
案
で
は
、
屋
根
構
造
は
複
雑
な
も
の
と
な
っ
た
が
、
日
本

建
築
の
通
例
に
し
た
が
っ
て
軒
桁
を
水
平
に
架
け
る
こ
と
で
当
時
の
大

工
技
術
か
ら
す
れ
ば
無
理
な
く
納
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
二
重
目

の
屋
根
は
不
等
辺
多
角
形
の
平
面
上
に
架
か
る
が
、
入
母
屋
造
の
四
隅

を
平
面
に
沿
っ
て
切
り
落
と
す
形
に
す
る
こ
と
で
問
題
な
く
納
め
る
こ

と
が
で
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
一
重
目
が
腰
屋
根
、
二
重
日
が
入
母
屋
造
、
三
重
目
が
二
重
目

と
は
棟
の
向
き
を
互
い
違
い
に
し
た
入
母
屋
造
で
、
そ
の
上
に
五
階
と

六
階
が
載
る
形
と
な
り
、
基
部
に
入
母
屋
造
屋
根
を
持
つ
望
楼
型
で
あ

る
こ
と
が
改
め
て
明
ら
か
と
な
っ
た
。
ま
た
二
・
一
二
重
日
の
入
母
屋
造

を
積
み
重
ね
た
構
造
は
、
秀
吉
の
大
坂
城
天
守
に
受
け
継
が
れ
、
さ
ら

に
入
母
屋
造
の
出
窓
に
形
を
変
え
岡
山
城
・
萩
城
・
松
江
城
・
福
井
城
・

会
津
若
松
城
・
彦
根
城
天
守
な
ど
に
受
け
継
が
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。

最
上
階
の
瓦
は
、
赤
瓦
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
り
、
こ
れ
は
名
古
屋

城
天
守
や
徳
川
大
坂
城
天
守
が
最
上
重
を
銅
瓦
と
し
て
い
る
こ
と
の
先

駆
例
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
一
階
か
ら
三
階
の
外
壁
は
、
縦

板
張
の
板
壁
と
い
う
可
能
性
を
指
摘
し
た
。
後
継
の
大
坂
城
天
守
も
同

様
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
初
期
望
楼
型
天
守
の
特
に
格
式
を
重
ん
じ

て
築
造
さ
れ
た
天
守
に
の
み
見
ら
れ
る
手
法
で
あ
っ
た
可
能
性
が
考
え

ら
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
本
稿
の
復
元
案
は
、
こ
れ
ま
で
の
復
元
案
が
後
世
の

天
守
の
形
態
か
ら
遊
離
し
た
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
構
造
的
に

も
外
観
的
に
も
後
世
の
天
守
と
一
致
す
る
点
を
す
で
に
有
し
て
お
り
、

こ
れ
ま
で
言
わ
れ
て
き
た
よ
う
に
安
土
城
天
主
が
天
守
建
築
の
起
源
と

な
っ
た
こ
と
を
改
め
て
明
白
に
し
た
と
言
え
る
。
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な
お
、
本
稿
は
博
士
論
文
「
安
土
城
天
主
の
研
究
」
（
二

O
O九
年
）

の
一
部
を
加
筆
・
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
復
元
図
の
作
成
に
は
、

山
田
岳
晴
氏
に
助
力
を
得
た
。
記
し
て
感
謝
い
た
し
ま
す
。

安土城天主の構造および外観に関する復元考察（佐藤）

註（
1
）
『
信
長
公
記
』
は
、
織
田
信
長
の
家
臣
で
あ
っ
た
太
田
牛
一
が
著
し

た
信
長
の
一
代
記
で
あ
る
。
『
信
長
公
記
』
に
は
数
多
く
の
類
本
が
存

し
て
お
り
、
天
主
に
関
す
る
記
述
に
も
二
系
統
の
も
の
が
あ
る
。
一
つ

は
、
尊
経
関
文
庫
蔵
「
安
土
日
記
』
に
お
け
る
天
主
に
関
す
る
記
述
で
、

も
う
一
つ
は
、
他
の
「
信
長
公
記
』
の
巻
九
「
安
土
御
天
主
之
次
第
」

と
題
す
る
記
述
で
あ
る
。
こ
の
三
つ
に
は
記
述
内
容
に
若
干
の
相
違
が

見
ら
れ
る
ほ
か
に
、
天
主
に
関
す
る
記
述
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
年
代
お

よ
び
天
主
内
部
の
記
述
順
序
が
異
な
っ
て
い
る
。
『
信
長
公
記
』
の
資

料
批
判
に
つ
い
て
は
、
前
稿
（
佐
藤
大
規
「
安
土
城
天
主
の
平
面
復
元

に
関
す
る
試
案
」
『
史
筆
研
究
』
第
二
五
五
号
、
平
成
十
九
年
）
で
行
っ

て
い
る
。

（2
）
『
日
本
通
信
』
・
「
日
本
年
報
』
・
『
日
本
史
』
な
ど
が
あ
る
。
な
お
本

稿
で
は
、
村
上
直
次
郎
訳
『
耶
蘇
会
士
日
本
通
信
』
下
、
異
国
叢
童
回
復

刻
版
（
雄
松
堂
、
昭
和
四
十
一
年
）
・
村
上
直
次
郎
訳
『
イ
エ
ズ
ス
会

日
本
年
報
』
上
（
雄
松
堂
、
昭
和
四
十
四
年
）
・
松
田
毅
一
・
川
崎
桃

太
訳
「
日
本
史
』
五
、
五
畿
内
篇
E
（
中
央
公
論
社
、
昭
和
五
三
年
）

を
用
い
た
。

（3
）
『
日
本
年
報
』
（
一
五
八
三
年
二
月
十
五
日
付
、
長
崎
発
、
パ

l
ド
レ
・

ガ
ス
バ
ル
・
ク
エ
リ
ヨ
よ
り
イ
エ
ズ
ス
会
総
会
長
に
贈
り
た
る
も
の
）

や
『
日
本
史
』
（
五
畿
内
編
第
五
十
三
章
、
巡
察
師
が
都
に
信
長
を
訪

問
し
、
同
地
か
ら
再
度
安
士
山
を
参
観
に
赴
い
た
こ
と
）
に
よ
る
と
、

こ
の
ほ
叶
風
は
、
信
長
か
ら
イ
エ
ズ
ス
会
宣
教
師
ヴ
ァ
リ
ヤ
ノ
に
贈
ら
れ

た
も
の
で
、
安
土
城
を
は
じ
め
城
下
町
を
描
き
、
正
親
町
天
皇
が
所
望

す
る
ほ
ど
精
巧
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
ヴ
ァ
チ
カ
ン
に
渡
っ
た
後
は
、
『
デ
・

サ
ン
デ
天
正
遺
欧
使
節
記
』
（
対
話
二
卜
四
、
な
お
ロ

l
マ
に
お
い
て

行
わ
れ
た
こ
と
ど
も
に
つ
い
て
述
べ
、
教
皇
グ
レ
ゴ
リ
オ
十
三
世
貌
下

の
崩
御
に
至
る
ま
で
に
及
ぶ
）
に
よ
る
と
ヴ
ア
チ
カ
ン
宮
殿
に
飾
ら
れ

た
ら
し
い
。
し
か
し
、
そ
の
後
の
消
息
は
不
明
で
あ
る
。
安
土
町
が
主

体
と
な
り
、
現
地
で
捜
索
が
行
わ
れ
た
が
、
現
在
の
所
、
所
在
は
わ
か
っ

て
い
な
い
。

（

4
）
ロ
O
Z〉
巳
）
司
戸
〉
（
い
出
『
〉
∞
】
〉
円
守
山
、
同
国
肘
宮
〉
同
日

Z
の
O
明
日
山
己
問
。
旬
開
」

〈。「
N
（

C
E
5
3
q
え
の

E
E問
。
可
門
町
田
ニ
ョ
。
）
所
収

（5
）
佐
藤
大
規
「
安
土
城
天
主
の
平
面
復
元
に
関
す
る
試
案
」
（
『
史
皐
研

究
』
第
二
五
五
号
、
平
成
十
九
年
）

（6
）
佐
藤
大
規
「
豊
臣
大
坂
城
天
守
の
復
元
考
察
」
（
『
史
事
研
究
』
第

二
七

O
号
、
平
成
二
十
三
年
）

（7
）
内
藤
昌
「
安
土
城
の
研
究
」
（
上
）
（
下
）
（
「
国
華
』
九
八
七
・
九
八
八

号
、
朝
日
新
聞
社
、
昭
和
五
十
一
年
）
、
『
復
元
安
土
城
』
（
講
談
社
、

平
成
六
年
）

（8
）
宮
上
茂
隆
「
安
土
城
天
主
の
復
原
と
そ
の
史
料
に
就
い
て
内
藤
氏

「
安
土
城
の
研
究
」
に
対
す
る
疑
問
」
（
上
）
（
下
）
（
『
国
華
』
九
九
八
・

九
九
九
号
、
朝
日
新
聞
社
、
昭
和
五
十
二
年
）
、
「
復
元
大
系
日
本
の
城
』

五
、
近
畿
（
ぎ
ょ
う
せ
い
、
平
成
四
年
）
、
『
安
土
城
』
（
歴
史
群
像
名

城
シ
リ
ー
ズ
三
、
学
習
研
究
社
、
平
成
六
年
）

（9
）
梁
間
一
間
で
、
両
側
の
軒
桁
が
同
様
に
傾
斜
す
る
、
軒
廊
や
斜
面
を

登
る
廻
廊
な
ど
を
除
く
。

（
叩
）
内
藤
氏
が
発
見
し
、
安
土
城
天
主
の
図
と
評
価
し
た
が
、
宮
上
氏
は

天
主
の
復
元
案
と
し
て
い
る
。

（
日
）
「
域
内
問
数
・
櫓
数
等
改
め
書
」
（
『
姫
路
市
史
』
第
十
四
巻
別
編

姫
路
城
、
姫
路
市
、
昭
和
六
十
三
年
所
収
）

「
津
山
城
井
御
城
間
数
」
（
『
津
山
城
』
資
料
編
、
津
山
市
教
育
委
員
会
、
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平
成
十
二
年
所
収
）

（
日
）
「
宇
和
島
城
修
築
記
録
」
（
『
愛
媛
県
史
」
資
料
編

五
十
七
年
所
収
）

（
日
）
『
金
城
温
古
録
』
（
一
）
（
名
古
屋
市
教
育
委
員
会
、
昭
和
四
十
年
）

（
日
）
『
備
陽
六
郡
志
』
福
山
城
内
条
（
「
備
後
叢
書
」
二
）
、
歴
史
図
書
社
、

昭
和
四
十
五
年
所
収
）

（
凶
）
例
え
ば
名
古
屋
城
・
津
山
城
・
会
津
若
松
城
天
守
が
あ
る
。

（
げ
）
名
古
屋
城
・
津
山
城
天
守
な
ど
が
あ
る
。

（
時
）
内
藤
氏
の
天
守
通
柱
の
説
に
は
疑
問
が
あ
り
、
岡
山
城
天
守
で
は
、

一
階
と
二
階
の
側
柱
の
多
く
は
通
柱
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
以
外
は
通
柱

で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

（
凹
）
こ
の
よ
う
に
、
入
母
屋
造
の
屋
根
を
互
い
違
い
に
連
続
さ
せ
る
現
存

例
は
な
い
が
、
岡
山
城
・
松
江
城
・
萩
城
天
守
は
、
入
母
屋
造
の
屋
根

に
入
母
屋
造
の
出
窓
を
設
け
て
い
る
。

（
却
）
三
浦
正
幸
監
修
『
よ
み
が
え
る
真
説
安
土
城
』
（
学
習
研
究
社
、
平

成
十
八
年
）

（
幻
）
こ
の
ほ
か
に
も
五
重
層
塔
型
天
守
で
あ
っ
た
会
津
若
松
城
の
二
重
日

の
入
母
屋
造
の
出
窓
、
四
重
望
楼
型
天
守
で
あ
る
福
井
城
天
守
の
二
重

日
の
入
母
屋
造
の
出
窓
、
三
重
望
楼
型
天
守
で
あ
る
彦
根
城
天
守
の
一

重
目
平
側
屋
根
上
の
入
母
屋
破
風
、
高
島
城
天
守
の
一
重
目
屋
根
上
の

入
母
屋
造
の
出
窓
、
二
一
重
層
塔
型
天
守
で
あ
る
和
歌
山
城
天
守
一
重
目

屋
根
上
に
も
入
母
屋
造
の
出
窓
が
あ
る
。
な
お
福
井
城
天
守
に
つ
い
て

は
、
吉
田
純
一
氏
の
研
究
（
『
復
元
大
系
日
本
の
城
』
コ
一
北
陸
、
ぎ
よ

う
せ
い
、
平
成
四
年
）
が
あ
る
が
、
一
重
一
目
を
四
方
入
母
屋
造
（
平
側

は
比
翼
入
母
屋
造
）
と
す
る
な
ど
雨
仕
舞
い
に
対
す
る
疑
問
点
が
あ
る
。

福
井
城
天
守
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
。

（
辺
）
「
日
本
年
報
』
一
五
八
二
年
二
月
十
五
日
附
、
長
崎
発
、
パ

l
ド
レ
・

ガ
ス
バ
ル
・
ク
エ
リ
ヨ
よ
り
イ
エ
ズ
ス
会
総
会
長
に
贈
り
た
る
も
の

近
世
上
、
昭
和

（
お
）
『
日
本
史
」
第
五
三
章
（
第
二
部
三
一
章
）
巡
察
附
が
都
に
信
長
を

訪
問
し
、
同
地
か
ら
再
度
、
安
土
山
を
参
観
に
赴
い
た
こ
と

（
担
）
三
井
記
念
美
術
館
所
蔵

（
お
）
佐
賀
県
立
名
護
屋
城
博
物
館
蔵

（
お
）
『
日
本
通
信
』
一
五
八
O
年
九
月
一
日
附
、
都
畿
、
パ

l
ド
レ
・
ジ
ヨ

ア
ン
・
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
の
書
翰

（
幻
）
『
日
本
史
』
第
五
三
章
（
第
二
部
三
一
章
）
巡
察
師
が
都
に
信
長
を

訪
問
し
、
同
地
か
ら
再
度
、
安
土
山
を
参
観
に
赴
い
た
こ
と

（
お
）
宮
内
庁
蔵

（
却
）
東
京
国
立
博
物
館
蔵

（
初
）
大
阪
城
天
守
閣
蔵

（
訂
）
拙
稿
註
（
5
）
参
照

（
辺
）
『
日
本
史
」
第
五
三
章
（
第
二
部
一
一
一
一
章
）
巡
察
師
が
都
に
信
長
を

訪
問
し
、
同
地
か
ら
再
度
、
安
土
山
を
参
観
に
赴
い
た
こ
と

外
部
で
は
、
こ
れ
ら
（
七
層
）
の
層
ご
と
に
種
キ
の
色
分
け
が
な
さ

れ
て
い
る
。
あ
る
も
の
は
、
日
本
で
用
い
ら
れ
て
い
る
漆
塗
り
、
す
な

わ
ち
黒
い
漆
を
塗
っ
た
窓
を
配
し
た
白
壁
と
な
っ
て
お
り
（
後
略
）

（
お
）
日
光
東
照
宮
蔵

（
斜
）
そ
の
後
築
造
さ
れ
た
名
古
屋
城
天
守
で
は
、
『
金
城
温
古
録
』
に
よ

る
と
「
入
子
水
抜
」
と
称
す
る
銅
製
の
桶
を
敷
居
の
溝
に
埋
め
込
む
士

夫
が
な
さ
れ
て
い
る
。

（
お
）
『
築
城
記
』
（
『
群
書
類
従
』
第
或
拾
参
輯
、
続
群
書
類
従
完
成
曾
、

昭
和
五
年
所
収
）

（
お
）
窓
は
、
一
階
か
ら
三
階
ま
で
の
総
数
と
考
え
ら
れ
、
破
風
の
問
は
勘

定
に
入
れ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
幻
）
『
日
本
史
』
第
五
三
章
（
第
二
部
三
一
章
）
巡
察
師
が
都
に
信
長
を

訪
問
し
、
同
地
か
ら
再
度
、
安
土
山
を
参
観
に
赴
い
た
こ
と

（
お
）
『
特
別
史
跡
安
土
城
発
掘
調
査
報
告
』
十
（
滋
賀
県
教
育
委
員
会
、
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平
成
十
二
年
）
参
照
。

（
ぬ
）
大
坂
城
で
発
掘
さ
れ
た
秀
吉
時
代
の
金
箔
瓦
は
、
巴
文
や
周
縁
部
と

い
っ
た
凸
部
に
金
箔
を
押
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
必
）
『
日
本
年
報
』
一
五
八
二
年
二
月
十
五
日
附
、
長
崎
発
、
パ

l
ド
レ
・

ガ
ス
バ
ル
・
ク
エ
リ
ヨ
よ
り
イ
エ
ズ
ス
会
総
会
長
に
贈
り
た
る
も
の

（
但
）
『
日
本
史
』
第
五
三
章
（
第
二
部
三
一
章
）
巡
察
師
が
都
に
信
長
を

訪
問
し
、
同
地
か
ら
再
度
、
安
土
山
を
参
観
に
赴
い
た
こ
と

（
必
）
久
保
田
正
男
氏
は
「
安
土
城
の
古
瓦
考
察
」
（
『
城
郭
』
八
巻
五
号
、

昭
和
四
十
一
年
）
に
お
い
て
、
安
土
城
で
発
掘
さ
れ
た
瓦
を
赤
瓦
を
と

評
価
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
焼
け
て
変
色
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
宮
上
茂
隆
氏
は
『
復
元
大
系
日
本
の
城
』
五
、
近
畿
（
ぎ
ょ
う
せ
い
、

平
成
四
年
）
で
す
で
に
指
摘
し
て
い
る
が
、
そ
の
根
拠
は
一
不
さ
れ
て
い

な
し

（
門
知
）
発
掘
調
査
に
よ
る
と
、
こ
れ
ま
で
に
甲
府
城
な
ど
で
滴
水
瓦
が
出
土

し
て
い
る
。

（
必
）
名
古
屋
城
天
守
で
は
、
慶
長
十
七
年
（
一
六
二
一
）
創
建
時
は
最
上

重
の
み
銅
瓦
で
あ
っ
て
、
後
世
の
修
理
の
際
に
二
重
一
日
以
上
も
銅
瓦
に

改
め
ら
れ
た
。

（
必
）
『
特
別
史
跡
安
土
城
跡
発
掘
調
査
報
告
』
八
（
滋
賀
県
教
育
委
員
会
、

平
成
十
年
）

（
必
）
例
え
ば
姫
路
城
天
守
の
鱗
の
高
さ
は
、
約
百
九
十
セ
ン
チ
で
あ
る
。

（
幻
）
平
成
二
十
年
に
広
島
城
一
二
の
丸
跡
の
井
戸
で
発
見
さ
れ
た
続
も
部
分

的
に
金
箔
を
押
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
大
き
さ
か
ら
櫓
や
櫓
門
に
上

げ
ら
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
た
。
詳
し
く
は
、
拙
稿
『
広
島
城
出

土
の
金
箔
続
瓦
に
関
す
る
考
察
』
（
「
広
島
大
学
総
合
博
物
館
研
究
報
告
』

第
一
号
、
広
島
大
学
総
合
博
物
館
、
平
成
二
十
一
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
錦
）
『
当
代
記
』
に
よ
る
と
、
駿
府
城
天
守
の
一
階
と
二
階
に
は
廻
縁
が

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
駿
府
城
天
守
の
一
・
二
階
は
、
御

殿
建
築
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
天
守
の
最
上
階
等
の
廻
縁

と
は
性
格
が
異
な
る
。

（
必
）
戦
災
焼
失
し
た
大
垣
城
天
守
は
、
戦
前
の
実
測
図
や
古
写
真
に
よ
る

と
一
重
日
の
腰
屋
根
上
に
千
鳥
破
風
を
設
け
て
い
た
。

（
叩
）
入
母
屋
造
の
妻
側
に
千
鳥
破
風
を
付
け
る
例
は
、
城
郭
建
築
に
は
な

（
日
）
な
お
、
天
守
代
用
の
新
発
田
城
三
階
櫓
で
は
、
入
母
屋
破
風
を
三
つ

設
け
て
い
る
が
、
こ
れ
は
江
戸
中
期
の
例
で
あ
る
の
で
参
考
に
は
な
ら

な
し
。

（
臼
）
例
え
ば
公
方
邸
や
細
川
邸
。

（
日
）
『
金
城
温
古
録
』
に
よ
る
。

（
日
）
例
外
で
は
、
本
願
寺
白
書
院
の
南
側
の
妻
は
木
連
格
子
で
あ
る
が
、

垂
木
一
枝
ほ
ど
嬢
羽
の
出
が
あ
る
。

図
1
は
、
内
藤
白
日
「
安
土
城
の
研
究
」
（
上
）
（
下
）
（
『
国
華
』
九
八
七
・

九
八
八
号
、
朝
日
新
聞
社
、
昭
和
五
十
一
年
）
、
図
2
は
『
安
土
城
』
（
歴
史
群

像
名
城
シ
リ
ー
ズ
二
二
学
習
研
究
社
、
平
成
六
年
）
、
図
3
は
、
仁
科
章
夫
「
岡

山
城
に
就
い
て
」
（
「
建
築
雑
誌
』
五
O
二
、
昭
和
二
年
）
、
凶
5
は
、
『
日
本
建

築
史
基
礎
資
料
集
成
」
十
四
城
郭

I

（
中
央
公
論
美
術
、
昭
和
五
十
三

年
）
、
図
6
は
、
ロ
。
Z
〉
口
）
司
戸
〉
（
リ
国
『
〉
臼
〉
ヨ
ー
吋
国
間
宮
〉
E
Zの
。
司

開口問（）

HVE
〈C
一N
（
戸
『
口
一
〈
巾
吋
包
与
え
の
E
E問
。
℃
門
町
田
田
昌
叶
。
）
よ
り
転
載
し
た
。

（
広
島
大
学
総
合
博
物
館
）
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10 2C JC(尺）

図7 安土城天主復元梁間断面図

』ロ』

コιPc 

10 20 30〔尺）

図8 安土城天主復元桁行断面図
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cT .,, 

0 10 四 30（尺）

図9 安土城天主復元北立面図

0 10 2C 30（尺）

図10 安土城天主復元東立面図
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0 10 2C 3C(尺）

図11 安土城天主復元南立面図

o io 20 3r尺）

図12 安土城天主復元西立面図
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