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１

国
圓
白

　
　
　

文
淵
閣
・
壽
皇
殿
・
皇
史

　
　
　

成
を
観
る
の
記

　

北
京
の
故
宮
中
に
は
一
般
に
開
放
し
て
ゐ
な

い
建
物
で
有
名
な
も
の
が
相
常
に
あ
り
ま
す
が

中
に
あ
っ
て
も
特
に
文
淵
閣
・
壽
皇
殿
・
皇
史
宸

な
ど
は
是
非
一
度
槻
て
お
き
た
い
ｔ
i
O
の
と
、
小

野
學
士
の
肝
い
り
で
、
北
京
在
住
の
同
人
数
名

特
別
観
覧
を
は
か
つ
て
貪
ひ
ま
し
た
。
そ
れ
に

折
よ
く
御
滞
燕
中
だ
っ
た
那
波
先
生
に
加
は
っ

て
頂
く
こ
と
が
出
来
た
の
は
嬉
し
い
こ
と
で
し

た
。
第
一
日
、
九
月
十
三
日
に
は
ま
づ
、

　

文
淵
閣
を
見
ま
し
た
。
こ
の
閣
の
位
置
は
文

華
殿
の
露
後
の
所
で
す
が
、
今
は
本
閣
と
文
華

殿
と
の
中
間
に
壁
を
造
っ
て
通
行
を
閉
し
て
し

ま
っ
て
ゐ
る
の
で
、
閣
の
後
方
か
ら
入
っ
て
行

き
ま
す
。
間
は
乾
隆
三
十
九
年
.
ｓ
蔓
建
、
浙
江

鄭
噺
の
苑
氏
天
一
間
に
倣
っ
て
造
ら
れ
た
も
の

と
言
は
れ
、
二
階
建
で
あ
る
こ
と
が
一
寸
異
数

で
す
。
周
知
の
如
く
、
こ
の
閣
は
Ｉ
も
と
四
庫
全

書
を
牧
蔵
し
た
所
で
、
そ
の
始
末
を
書
い
む
乾

隆
御
製
の
文
洲
閣
記
は
関
東
の
碑
亭
中
に
鎖
ら

れ
て
ゐ
ま
す
・
ぼ
庫
全
書
中
で
も
特
に
立
派
で

為
っ
た
ら
う
と
思
は
れ
る
こ
ら
の
三
萬
六
千
冊

は
民
國
二
十
二
年
に
南
遷
し
て
、
今
は
閣
裏
わ

び
し
く
架
棚
を
残
す
の
み
で
す
。
閣
前
の
池
は

玉
河
の
水
を
引
い
た
も
の
と
云
は
れ
ま
す
。
閣

を
北
に
出
て
東
よ
り
の
あ
た
り
、
丈
な
す
雑
草

中
に
荒
れ
は
て
た
徴
棟
の
房
犀
が
見
え
で
ゐ
ま

す
が
、
こ
れ
は
も
と
閣
詰
め
諸
臣
の
詰
所
だ
っ

た
由
で
あ
ｂ
ま
す
。
肯
、
明
に
も
文
淵
閣
あ
り

そ
の
址
は
今
内
閣
大
庫
の
西
庫
の
と
こ
ろ
に
比

定
さ
れ
る
と
の
こ
と
で
す
。
第
二
日
、
十
四
日

は
、

　
　

海
皇
殿
で
す
。
こ
れ
は
景
山
の
鴛
後
の
と
こ

　

ろ
、
景
叫
に
上
る
と
全
殿
手
に
取
る
縁
に
見
え

　

ま
す
。
本
殿
の
制
は
太
廟
に
同
じ
く
、
清
朝
時
代

　

に
は
列
朝
の
帝
后
像
を
供
奉
し
た
所
で
す
。
始

　

め
景
山
の
東
北
方
に
あ
た
っ
て
あ
っ
た
の
で
す

　

が
、
乾
隆
十
四
年
に
現
位
置
に
改
建
す
る
と
同

　

時
に
大
い
に
規
模
を
披
大
し
ま
し
た
。
景
山
五

　

亭
の
中
央
亭
は
正
し
く
殿
の
翼
南
に
あ
た
っ
て

　

望
ま
れ
ま
す
。
五
亭
が
建
て
ら
れ
仁
の
は
乾
隆

　

十
六
年
の
こ
と
で
す
が
、
こ
れ
で
以
て
見
る
と

　

殿
の
移
建
と
共
に
五
亭
の
築
造
も
考
へ
ら
れ
て

　

ゐ
た
も
の
ｙ
i
様
で
す
。
翰
談
に
な
り
Ｉ
す
が
、

’
今
西
が
本
誌
前
耽
に
紹
介
し
た
「
乾
隆
北
京
仝

圖
」
は
こ
の
壽
皇
殿
を
現
位
置
に
現
は
し
て
、

五
亭
は
未
だ
描
か
れ
て
ゐ
な
い
か
ら
、
、
大
抵
乾

隆
十
五
年
の
頃
に
檜
成
さ
れ
た
も
の
に
違
ひ
な

い
と
い
ふ
の
が
、
全
閣
の
年
代
を
考
鐙
し
た
曹

宗
儒
君
の
考
へ
北
と
こ
ろ
で
、
こ
ん
な
こ
と
で

壽
皇
殿
は
今
西
に
と
っ
て
興
深
い
と
こ
う
で
し

た
。

　

’

　

壽
皇
殿
に
就
い
て
は
一
つ
こ
ん
な
こ
と
が
言

は
れ
て
ゐ
ま
す
。
そ
れ
は
壽
皇
正
殿
（
言
ふ
ま

で
も
な
く
帝
后
像
を
祀
っ
た
殿
で
す
）
の
間
数

は
九
つ
だ
が
、
こ
の
数
は
清
朝
入
開
後
の
順
治

か
ら
光
緒
に
至
＆
朝
敷
九
つ
に
相
符
す
る
、
丁

度
間
数
だ
け
で
清
朝
は
亡
び
た
と
い
ふ
の
で

す
。
何
故
こ
ん
な
こ
と
が
言
は
れ
る
加
と
い
ふ

と
、
壽
皇
殿
の
建
築
材
料
は
仝
部
明
陵
か
ら
折

取
し
乖
っ
た
も
０
　
だ
と
い
ふ
言
ひ
傅
へ
が
昔
か

ら
行
は
れ
て
ゐ
る
た
め
で
す
。
こ
の
言
ひ
傅
へ

は
北
京
の
』
或
る
奮
諦
に
出
る
と
の
こ
と
で
す
。

　

歴
代
帝
后
像
は
今
は
南
遷
し
て
し
ま
っ
て
ゐ

て
見
る
に
由
あ
り
ま
せ
ん
。
清
皇
室
で
は
嘗
て

こ
の
像
を
索
要
し
て
政
宮
博
物
院
と
學
ひ
、
開

題
は
法
院
に
ま
で
持
ち
出
さ
れ
た
が
、
ま
だ
尭

が
っ
か
な
い
う
ち
に
現
物
は
南
蓬
し
て
し
ま
っ

て
、
今
は
建
物
ば
か
り
が
ポ
ツ
ネ
ン
と
取
り
残

さ
れ
て
ゐ
る
の
で
す
ｏ
最
後
第
三
日
０
　
十
五
日
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o
ｏ

７

　
　

皇
史
宸
に
行
き
ま
し

　
　
　

た
ｏ
こ
れ
は
今
南
池
子
の

　
　
　

南
よ
り
、
道
の
東
側
に
あ

　
　
　

り
ま
す
。
明
の
嘉
靖
十
七

　
　
　

年
秋
七
月
に
・
辺
て
ら
れ
て

　
　
　

以
後
済
朝
に
は
改
建
の
こ

　
　
　

と
な
く
、
明
の
実
録
賓
訓

　
　
　

を
放
ｈ
＼
出
し
て
、
清
の
穴

　
　
　

録
聖
訓
玉
牒
な
ど
を
蔵
置

　
　
　

し
仁
場
所
で
す
。
正
し
く

　
　
　
　

「
こ
れ
を
金
匯
石
室
に
殲

　
　
　

す
」
の
言
葉
の
如
く
、
短

物
は
一
切
扉
に
至
る
ま
で
厚
さ
一
尺
に
も
近
か

ら
う
と
思
は
れ
る
石
材
を
用
ひ
、
宛
も
火
薬
庫

で
で
■
ｋ
Ｏ
あ
る
か
の
様
な
感
じ
で
す
。
正
門
の
突

き
あ
記
り
が
一
番
大
き
い
正
室
で
、
こ
ｓ
に
は

洽
十
一
朝
の
穴
録
を
収
め
ま
し
た
。
所
謂
皇
史

寝
食
録
で
、
穴
蜂
中
で
も
特
に
立
派
な
大
紅
綾

本
で
す
。
室
内
に
高
く
石
床
を
築
き
、
こ
の
上

に
高
さ
四
五
尺
の
大
金
龍
面
を
百
敷
十
個
並
列

し
、
賓
録
は
こ
の
隨
の
中
に
収
め
ら
れ
て
ゐ
た

の
で
す
が
、
今
は
南
方
に
運
ば
れ
て
空
ぼ
の
み

が
残
つ
て
ゐ
ま
す
。
置
は
柿
の
木
に
寫
屑
で
御

覧
に
入
れ
る
通
り
の
龍
散
貢
鍬
枢
を
は
り
つ
け

皇史流龍金穴

仁
も
の
で
す
が
、
ど
う
も
、
も
一
つ
立
派
だ
と

い
ふ
感
じ
は
し
ま
せ
ん
で
し
仁
。
匿
の
一
つ
を

開
け
て
見
た
ら
、
中
か
ら
こ
れ
亦
寫
鍔
で
御
覧

に
入
れ
る
通
Ｋ
’
の
牌
数
個
が
出
て
き
ま
し
た
。

貝
論
牌
で
長
さ
二
寸
位
、
表
に
「
高
宗
借
第
五

吸
」
「
聖
組
漢
第
四
固
」
「
文
宗
蒙
第
二
厦
」
な

ど
ｓ
書
い
て
あ
り
ま
す
。
前
朝
で
は
、
満
・
漢
・

蒙
三
豊
の
実
録
を
修
め
ま
し
た
。
高
宗
洽
第
五

匯
は
高
宗
満
文
実
録
第
五
曖
の
意
味
で
す
。
良
・

蒙
は
同
じ
く
漢
文
実
録
、
蒙
文
責
録
の
意
味
で

す
。
言
ふ
迄
も
な
い
で
せ
う
が
、
各
帝
と
も
溝
・

漢
・
蒙
の
三
健
あ
る
の
で
す
。
聊
の
裏
に
は
「
第

十
四
行
八
」
と
い
つ
仁
数
字
が
見
え
ま
津
。
こ

れ
は
。
庸
の
排
列
順
序
を
示
し
た
も
の
で
、
右
の

歌
字
な
ら
ば
第
十
四
列
第
八
番
目
の
匿
と
い
ふ

こ
と
で
す
。
呻
は
以
前
は
贋
の
外
側
に
掛
け
ら

れ
て
あ
つ
沁
わ
け
で
す
。
正
室
の
前
庭
東
西
に

も
室
が
あ
り
、
夫
々
玉
牒
聖
訓
な
ど
を
減
愛
し

忙
と
こ
ろ
と
言
は
れ
ま
す
が
、
こ
れ
も
今
は
Ｉ

眸fこけ掛に概龍金
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79

　

切
南
蓬
し
て
空
中
何
物
も
留
め
ま

　

せ
ん
。
但
し
こ
の
雨
空
は
只
何
も

　

な
い
と
い
ふ
話
だ
け
で
実
際
に
は

　

見
ま
せ
ん
で
し
仁
。
正
室
の
東
側

　

に
碑
亭
が
あ
ｈ
’
、
嘉
慶
年
中
に
玉

　

牒
を
景
山
に
移
置
し
尤
旨
の
御
聖

』
記
が
あ
り
ま
す
。

　
　

こ
れ
で
三
日
間
の
有
盆
な
‘
見
學

　

を
絡
.
C
N
、
一
同
皇
史
宸
前
の
石
楷

　

に
立
っ
て
紀
念
撮
影
を
し
ま
し

　

た
。
最
後
に
小
野
學
士
の
御
配
慮

　

と
故
宮
側
の
曹
宗
儒
、
買
楽
山
、

　

張
文
貴
諸
氏
の
格
別
の
御
微
力
と

　

に
對
し
て
厚
く
謝
意
を
表
す
る
次

　

第
で
す
。
次
に
小
野
學
士
に
建
築

　

方
面
か
ら
見
仁
參
槻
記
を
書
い
て

　

頂
き
ま
し
七
・
御
熱
讃
願
ひ
ま

　

す
。
‘
（
一
四
、
九
、
一
（
九

　

今
西
記
）

　
　

文
淵
閣
と
壽
皇
殿
と

　
　

皇
史
成
と

　

文
淵
閣
は
紫
禁
城
内
で
も
異
色
の
あ
る
建
築

で
す
か
ら
一
見
直
ち
に
其
の
所
在
が
わ
か
る
程

で
す
。
練
と
黒
紫
の
二
種
の
琉
璃
瓦
で
屋
根
を

ふ
き
、
壁
は
趨
積
み
で
、
栗
色
を
塗
っ
て
は
居

影撮念紀て1こ庭前籤班皇

ま
せ
ん
。
外
部
に
表
は
れ
た
柱
に
は
緑
色
を
塗

り
、
書
籍
其
他
を
描
い
て
あ
る
彷
の
彩
寄
も
著

し
く
緑
や
白
が
用
ひ
ら
れ
て
居
ま
す
。
私
共
の

行
‘
つ
た
８
　
は
曇
っ
て
居
た
の
で
、
其
の
焉
も
あ

’
｛
ソ
ま
せ
う
が
、
建
築
が
｝
輿
へ
＆
感
じ
は
沈
静
と

冷
寂
と
で
し
た
。
か
う
し
た
寒
色
を
特
に
選
ん

だ
の
は
厭
勝
の
蕗
だ
さ
う
で
す
。
重
費
二
層
、

大
屋
根
は
入
母
屋
、
下
襲
は
前
後
の
み
に
設
け

叉
廊
も
前
後
の
二
面
の
み
に
作
っ
て
あ
り
ま

す
。
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
正
面

六
間
あ
る
と
云
ふ
鮎
で
す
。
こ
れ
は
手
本
と
な

っ
た
察
波
の
天
一
閣
が
矢
張
り
六
間
で
あ
る
儒

で
、
後
者
は
易
紺
に
見
え
る
天
一
生
水
地
六
成

之
と
云
ふ
に
基
き
、
支
那
姥
築
で
は
例
外
な
偶

数
間
を
採
用
し
た
も
の
だ
と
の
こ
と
で
す
。
然

し
文
洲
閣
の
場
合
で
は
第
六
間
は
ど
ち
ら
か
と

云
ふ
と
ほ
ん
の
形
式
的
で
、
西
端
に
富
る
此
の

間
は
他
の
間
隔
の
牛
分
も
な
い
程
で
す
。
そ
れ

で
第
三
間
（
明
’
間
）
が
中
央
に
位
し
、
石
階
を
初

め
石
橋
等
こ
れ
に
向
っ
て
作
ら
れ
、
こ
の
南
北

の
中
心
線
が
文
華
殿
の
そ
れ
と
１
　
致
し
て
居
ま

す
。

　

閣
内
に
入
る
と
中
央
に
御
座
が
あ
り
ま
す
。

上
に
は
濁
波
徴
鑑
の
額
が
掲
げ
ら
れ
、
柱
に
は

挿
架
牙
籤
照
古
今
。
開
編
芸
気
吐
芳
券
な
ど
ｓ

あ
る
聯
が
下
っ
て
居
ま
す
。
何
れ
も
乾
隆
御
筆

で
、
其
地
に
は
雲
龍
を
浮
彫
し
て
塗
金
し
て
あ

り
ま
す
が
、
感
じ
は
甚
だ
あ
く
ど
い
も
の
で

す
。
四
庫
全
書
を
納
め
た
書
架
は
上
中
下
の
三

屏
に
並
ん
で
居
ま
す
。
従
っ
て
外
観
と
異
り
、

内
部
は
三
階
と
な
っ
て
居
る
譚
で
す
。
卸
も
下

麿
が
二
段
と
な
っ
て
居
る
の
で
す
。
こ
の
鮎
も

79-
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ぶａ･

天
一
問
と
は
祖
痙
し
て
牌
る
山
。

　

閣
の
左
側
に
碑
亭
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
乾

隆
三
十
九
年
御
ｙ
涵
漢
二
倣
の
文
淵
閣
記
の
あ

る
所
で
す
。
碑
は
方
形
ｍ
座
に
一
立
ち
陰
に
は
同

四
十
七
年
御
製
律
詩
が
到
さ
れ
て
居
ま
す
。
亭

は
四
注
屋
根
で
す
が
、
共
角
稜
の
示
す
助
線
が

柔
か
で
、
北
方
に
は
珍
ら
し
い
も
の
ニ
Ｃ
す
。

　

閣
前
の
池
を
は
さ
ん
で
相
常
太
く
な
つ
尤
松

が
植
つ
で
居
ま
し
た
の
で
、
こ
れ
に
就
い
て
案

内
の
買
氏
に
「
禁
中
で
は
松
樹
を
忌
ま
ざ
る
や

否
や
」
と
問
ふ
と
、
簡
軍
に
然
り
と
の
み
答
へ

ま
し
仁
。
こ
れ
も
亦
厭
勝
を
意
味
す
る
も
の
で

は
な
い
で
せ
う
か
。
博
雅
の
御
示
敦
に
侯
つ
次

第
で
す
。

　

文
淵
閣
に
就
い
て
は
瞥
造
學
祀
で
出
版
し
た

文
洲
閣
蔵
書
全
景
と
一
石
ふ
書
が
あ

り
ま
す
。
こ
れ
に
依
る
と
乾
隆
三

十
九
年
杭
州
の
織
造
の
寅
著
を
し

て
天
一
閣
を
調
べ
さ
せ
、
そ
れ
に

基
い
て
同
年
十
月
頃
起
Ｊ
、
四
十
。

一
年
夏
に
落
成
し
た
と
の
こ
と
で

す
。
圓
明
園
の
文
源
閣
も
同
時
の

肆
築
だ
さ
ｉ
で
す
。
然
し
前
者
は

場
所
が
せ
ま
い
の
で
、
折
角
の
賀

山
（
太
湖
石
で
作
っ
た
立
涙
な
も

の
で
す
）
池
水
も
ご
ち
や
／
Ｘ
ヽ
と
し
て
居
ま
す
。

帝
も
こ
れ
を
痛
感
さ
れ
た
と
云
ふ
が
、
ど
う
仕

様
も
な
か
っ
た
の
で
す
。
然
し
何
が
幸
か
、
こ

れ
が
却
っ
て
今
日
楢
夏
草
生
ひ
茂
る
巾
に
睡
っ

て
居
る
次
第
で
す
。

　
　

。

　

蛇
足
で
す
が
文
眉
閣
蔵
書
全
景
の
岡
版
中
三

色
版
の
も
の
は
色
彩
が
出
鱈
目
で
な
っ
て
居
り

ま
せ
ん
。

　

１
　
皇
殿
は
も
と
景
山
の
東
北
偶
に
あ
っ
た
山

で
、
現
位
置
に
建
て
ら
れ
た
の
は
乾
隆
十
四
年

の
こ
と
で
す
。
今
の
建
物
は
景
山
中
峰
の
直
北

正
陽
門
と
地
安
門
と
を
結
ぶ
線
上
に
在
り
ま

す
。
朱
壁
黄
瓦
の
高
い
垣
の
南
面
に
は
正
面
と

・
左
右
と
に
牌
検
を
造
り
、
一
對
の
石
獅
子
を
配

し
て
あ
り
ま
す
。
垣
に
は
琉
璃
堵
の
三
座
門
が

を

　

へ
凋

子獅の前殿皇壽

石礎柱前殿

設
け
て
あ
り
ま
す
が
今
は
閉
ぢ
だ
儲
で
す
。

　

私
共
は
西
側
の
便
門
か
ら
入
り
ま
し
た
。
門
丿

内
か
ら
一
人
の
老
人
が
慨
を
出
し
ま
し
仁
が
、

め
と
で
聞
く
と
宦
官
の
由
。
更
に
一
門
を
く
ゞ

る
と
や
う
や
く
壽
皇
門
の
前
に
出
ま
す
。
此
の

門
は
正
面
五
間
、
登
階
三
道
、
左
右
に
叉
、
小

門
が
あ
り
ま
す
。
壽
皇
殿
は
此
の
後
方
に
建
も

石
欄
干
を
廻
ら
し
仁
壇
豪
上
に
重
藤
四
注
草
贋

九
関
の
偉
容
を
示
し
て
居
ま
す
。
斗
棋
雀
替
は

乾
隆
建
築
の
代
表
的
様
式
で
あ
り
ま
せ
う
が
、

殊
に
注
意
を
惹
い
た
の
は
南
面
前
列
の
礎
石
で

蓮
華
座
に
太
鼓
を
現
は
し
て
あ
る
の
が
面
白
い

と
思
ひ
ま
し
た
。
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殿
内
に
入
る
と
正
面
及
び
左
右
に
一
ぱ
い
に

屏
障
が
な
ら
ん
で
居
ま
す
。
そ
れ
に
は
恐
ら
く

刺
繍
だ
と
思
は
れ
ま
す
が
中
に
龍
を
側
に
鳳
鳳

を
表
は
し
た
布
が
張
っ
て
あ
り
ま
す
。
も
と
天

子
の
甕
像
が
中
央
に
后
妃
の
が
左
右
に
褐
げ
ら

れ
て
居
た
の
だ
さ
う
で
す
。
都
合
十
一
個
の
屏

障
で
、
こ
れ
で
殿
内
は
Ｉ
ぱ
い
に
な
っ
て
し
ま

っ
て
居
る
の
で
、
こ
れ
で
は
宜
統
帝
の
を
置
く

場
所
に
困
る
こ
と
に
な
り
、
成
程
と
柄
に
も
な

い
御
幣
を
据
い
で
見
た
く
な
り
ま
し
記
。

　

殿
の
左
右
に
正
面
三
間
入
母
屋
の
山
殿
が
建

ち
、
前
に
営
っ
て
各
御
碑
亭
が
あ
ｈ
’
ま
す
。
更

に
向
ひ
合
っ
仁
各
五
間
の
配
殿
或
は
琉
璃
瓦
製

の
燎
喧
な
ど
も
あ
り
ま
す
。

　

元
来
壽
皇
殿
は
太
廟
に
倣
ひ
こ
れ
を
約
し
■
ｖ
-

も
の
だ
と
の
こ
と
で
す
。
約
す
と
は
恐
ら
く
規

制
を
小
に
し
仁
意
昧
で
せ
う
。
然
し
後
者
に
於

て
は
前
中
後
の
三
大
殿
が
縦
列
し
て
居
る
の
に

對
し
、
後
者
は
壽
皇
殿
を
中
に
山
殿
を
左
右
に

し
た
横
列
と
な
っ
て
居
る
の
で
す
。

　

私
共
は
邦
槻
を
終
っ
て
か
ら
景
山
の
柏
樹
の

下
で
茶
を
の
み
な
が
り
暮
れ
行
く
ま
で
語
り
績

け
ま
し
た
。
初
秋
の
紺
碧
の
空
の
・
下
、
徴
百
年

の
樹
木
の
蔭
で
雑
談
し
た
印
象
が
壽
皇
殿
の
そ

れ
よ
り
ど
う
も
は
っ
き
り
し
て
居
る
。
呵
々
。

　

皇
史
家
は
南
池
子
の
南
口
、
街
路
の
東
側
に

在
り
ま
す
。
、
私
共
は
西
側
の
入
口
か
ら
入
ｂ
ま

し
た
が
、
正
門
の
様
子
は
殆
ん
ど
壽
皇
殿
の
場

合
と
愛
り
が
あ
り
ま
せ
ん
。
便
門
を
入
っ
て
北

面
す
る
と
正
面
に
は
大
殿
が
あ
り
、
其
左
、
右
前

棋斗び及額宸史皇

に
は
配
殿
が
向
ひ
合
ひ
、
狼
大
殿
の
左
側
に
御

碑
亭
が
あ
り
ま
す
。
此
の
大
殿
が
所
謂
皇
史
宸

で
す
。
切
石
を
積
ん
だ
壇
が
あ
り
、
こ
れ
に
石

欄
干
を
廻
ら
し
前
と
繭
側
に
登
階
の
あ
る
月
奎

を
ぴ
か
へ
て
殿
が
建
つ
て
居
ま
す
。
正
面
九
問

黄
瓦
の
四
注
ぶ
き
で
、
南
面
に
は
五
所
の
入
口

を
設
け
、
東
西
面
に
各
一
所
の
窓
を
作
っ
て
あ

り
ま
す
。
戸
も
窓
も
皆
ア
ー
チ
形
を
な
し
て
居

り
、
桐
額
の
部
分
に
は
何
等
の
装
飾
も
あ
り
ま

せ
ん
・
殿
壁
は
皆
な
鳩
を
精
み
、
こ
れ
は
文
淵

閣
の
場
合
と
同
様
。
彩
色
を
塗
っ
て
居
り
ま
せ

ん
ｏ
蒼
下
に
は
斗
棋
及
び
柱
紡
を
現
は
し
て
居

り
ま
す
が
、
こ
れ
は
何
れ
も
石
作
ら
し
く
、
曾

っ
て
は
彩
檜
を
施
し
た
様
で
す
。
斗
棋
は
所
謂

早
麹
旱
昂
式
で
す
。
殿
の
中
央
部
に
石
額
が
あ

り
ヽ
之
に
満
漢
で
皇
史
宸
と
記
し
て
居
ま
す
。

　

厚
さ
八
寸
に
近
い
盛
二
枚
も
あ
ら
う
か
と
思

は
れ
る
一
枚
石
の
扉
を
開
い
て
中
に
入
る
と
天

井
は
悉
ぐ
ア
ー
チ
で
す
。
山
西
地
方
な
ら
普
通
。

の
住
居
に
も
こ
れ
を
利
用
し
て
居
る
所
が
画
る

の
で
別
に
珍
し
く
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
北
京
で

は
門
以
外
に
は
殆
ん
ど
見
受
け
な
い
構
造
で
、

而
も
複
雑
し
て
居
り
ま
す
。
中
部
に
一
段
高
い

石
壇
を
設
け
、
そ
の
南
側
に
山
様
、
雲
、
龍
鳳

等
を
浮
彫
し
て
あ
り
ま
す
。
石
壇
の
上
に
所
謂

金
櫃
が
列
ん
で
ゐ
ま
す
。
こ
れ
は
打
出
し
ら
し

い
飛
龍
を
現
は
し
尤
艮
倫
製
の
櫃
で
、
其
徽
百

五
十
鈴
個
も
あ
ｈ
’
ま
し
仁
。
奥
ま
っ
て
雨
端
に

二
碑
が
あ
ｈ
’
ま
し
た
。
暗
く
て
蹟
ん
で
見
る
気

も
起
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
そ
れ
に
は
乾
隆
庚

午
の
単
耽
が
あ
り
ま
し
た
。
私
は
此
處
を
秤
槻
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む

し
て
公
報
石
室
の
意
味
を
如
賞
に
理
解
し
ま
し

た
。

　

配
殿
も
亦
埼
築
で
す
。
屋
根
は
硬
山
（
切
妻

の
一
種
）
で
正
面
五
間
、
入
口
を
三
所
に
開
い

て
居
ま
す
。
紡
上
に
常
つ
て
通
気
孔
の
様
な
小

窓
が
一
列
に
並
ん
で
居
り
、
内
部
の
彬
造
が
見

た
い
の
で
し
た
が
、
案
内
者
が
鍵
を
持
參
し
な

か
つ
た
の
で
駄
目
で
し
だ
。

　

皇
史
宸
に
就
い
て
は
「
春
明
夢
熊
蜂
」
巻
十

三
に
、

　

皇
史
宣
命
一
重
布
殿
西
　
０
舛
一
於
嘉
靖
十
三
年
ぺ

　

門
額
以
ｙ
史
総
ｙ
戈
。
以
ｙ
成
認
λ
成
。
左
宕
小

　

門
口
二
炭
暦
Ｊ
以
ｙ
龍
恰
ふ
。
皆
上
自
製
字
。

　

而
手
書
也
。
中
貯
二
列
朝
穴
蛛
及
賓
訓
で
・
・
宸

　

中
四
周
上
下
供
用
ｙ
石
交
。
中
具
二
二
十
蜃
　
０

　

永
陵
〔
嘉
幼
帝
〕
定
陵
〔
萬
暦
帝
〕
各
占
二
二
豪
　
０

と
見
え
て
居
ま
す
。
こ
れ
に
依
る
と
嘉
靖
十
三

年
の
建
築
で
す
。
猫
御
碑
事
の
満
没
二
豊
嘉
慶

十
二
年
重
修
皇
史
宸
記
に
は
年
代
が
経
っ
て
漸

f

)
　
I
ん
’
で
来
た
の
で
修
理
し
包
山
を
記
し
て

居
ま
す
。
價
て
其
の
修
理
と
云
ふ
の
は
ど
の
程

度
だ
っ
包
で
せ
う
か
。
私
は
今
後
の
精
密
な
調

査
に
依
っ
て
、
こ
の
も
の
か
ら
明
中
葉
の
建
築

の
一
標
準
炉
得
ら
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
と

期
待
し
て
居
る
次
第
で
す
。

　

皇
史
宸
に
は
足
の
踏
み
所
も
な
い
様
に
湛
木

雑
草
が
茂
っ
て
居
ま
し
仁
。
意
地
の
悪
い
荊
鯨

類
は
服
の
上
か
ら
で
も
さ
し
込
ん
で
私
共
を
悩

ま
し
ま
し
た
。
那
波
先
生
は
甕
で
も
ま
い
て
置

け
ば
か
う
ま
で
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
と
中
さ
れ

ま
し
仁
が
、
少
し
の
注
意
さ
へ
加
へ
る
な
ら
ば

此
の
様
な
建
築
は
殆
ん
ど
永
久
に
近
い
存
在
を

絞
け
得
る
の
に
、
甚
だ
盈
憾
に
思
は
ざ
る
を
得

ま
せ
ん
。
こ
れ
は
壽
皇
殿
や
文
淵
閣
の
場
合
も

同
様
で
し
た
。

　
　
　
　

（
一
四
、
九
、
二
二
記

　

小
野
生
）
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王
團
麟
の
政
術
観

　

「
王
者
と
い
へ
ば
周
の
文
工
よ
り
高
邁

な
王
者
は
な
い
。
覇
者
と
い
へ
ば
斉
の
桓

公
よ
り
高
邁
な
覇
者
は
な
い
。
こ
の
人
注

は
皆
賢
い
に
下
を
能
く
用
ひ
仁
結
果
は
じ

め
て
そ
の
名
離
を
後
世
に
の
こ
す
こ
と
が

出
来
た
の
で
あ
る
。
」
こ
れ
は
漢
の
高
飢
の

詔
の
一
節
で
あ
る
。
漢
の
宣
帝
は
「
漢
の

朝
廷
に
ぽ
漢
の
朝
廷
と
し
て
の
定
ま
っ
た

主
義
が
あ
る
。
漢
の
朝
廷
の
政
治
の
や
り

方
は
本
来
王
逍
と
覇
道
と
を
雑
じ
へ
て
行

。
ふ
も
の
で
あ
る
」
と
い
つ
て
ゐ
る
が
、
思

ふ
に
漢
の
政
治
の
や
り
方
が
、
こ
の
や
う

に
、
王
道
と
覇
道
と
を
混
用
す
る
こ
と
は

す
で
に
、
高
諏
の
前
掲
の
詔
に
現
は
れ
て

ゐ
る
の
で
あ
る
。
劉
向
が
買
誼
を
ほ
め
仁

こ
と
ば
に
、
「
古
代
の
伊
尹
管
仲
と
い
へ
ど

も
、
こ
の
買
誼
よ
り
血
か
に
秀
れ
て
ゐ
仁

と
は
い
へ
ま
い
。
」
と
あ
る
が
、
伊
尹
と
管

仲
と
が
ど
う
し
て
肩
を
並
べ
て
同
じ
範
瞬

に
入
れ
ら
れ
得
よ
う
加
。
林
少
額
は
漢
代

の
か
ゝ
る
傾
向
に
對
し
て
、
「
王
道
と
覇
逍

と
の
辨
別
を
し
な
い
考
へ
方
は
漢
代
が
一

番
甚
し
い
、
人
物
の
型
に
範
喘
を
輿
へ
る

場
合
に
、
首
肯
し
難
い
分
類
を
や
る
の
は

漢
の
儒
學
者
が
一
番
甚
し
い
と
思
ふ
。
ど

こ
ま
で
も
王
道
を
な
ん
て
覇
道
を
し
り
ぞ

け
、
逍
義
を
唱
道
し
て
功
利
的
な
も
の
を

い
は
な
い
漢
の
學
者
と
い
へ
ば
、
沁
ゞ
一

人
董
仲
舒
が
あ
る
ば
か
り
だ
。
」
と
論
評
し

て
ゐ
る
。
〔
困
學
紀
聞
倦
十
二
孜
史
よ
り

詳
出
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
宇
都
宮
）
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