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本
県
洋
風
建
築
の
さ
き
が
け 

堀 ほ
り

江 え

佐 さ

吉 き
ち 

   

弘
前
市
親
方
町
の
青
森
銀
行
弘
前
支
店
構
内
に
、
重
要
文
化
財
「
青
森
銀
行
記
念
館
」
が

 

建
っ
て
い
る
。
一
九
七
二
年
（
昭
和
四
十
七
）
五
月
十
五
日
、
明
治
期
に

お
け
る
す
ぐ
れ
た
洋
風
建
築
物
と
し
て
、
文
部
省
か
ら

 

指
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
建
物
は
い
ま
な
お
華
麗
な
建
築
美
と
威
容
を
示
し
て
い
て
、
見
学
に
訪
れ
る
人
た

ち
が
絶
え
な

 

い
。 

 

こ
の
建
物
は
、
一
九
〇
四
年
（
明
治
三
十
七
）
に
第
五
十
九
銀
行
本
店
と
し
て
、
弘
前
市
の
棟
梁

と
う
り
ょ
う

堀
江
佐
吉
が
設
計
施
工
し
て
建
築
し
た
も
の
で
あ
る
。
ル
ネ
ッ

サ
ン
ス
風
の
様
式
ス
タ
イ
ル
で
、
随
所
に
堀
江
佐
吉
の
独
創
的
な
工く

夫ふ
う

が
凝
ら
さ
れ
て
お
り
、
構
造
的
に
も
技
術
的
に
も
き
わ
め
て
高
い
水
準
の
も
の
と

 

い
わ
れ
て
い
る
。 

 

こ
の
建
物
に
つ
い
て
は
、「
気
品
あ
る
白
亜
の
殿
堂
、
美
し
い
明
治
期
の
建
築
。」「
宏
壮

こ
う
そ
う

に
し
て
虚
飾

き
ょ
し
ょ
く

を
排
し
、
堅
牢

け
ん
ろ
う

に
し
て
疎そ

略
り
ゃ
く

に
堕だ

せ
ず
。」
と
賛
え
ら
れ
て

い
る
と
お
り
、
当
時
の
銀
行
店
舗
と
し
て
は
、
斬
新

ざ
ん
し
ん

な
意
匠
を
施
し
た
近
代
的
様
式
と

 

い
う
の
が
、
建
築
家
た
ち
の
一
致
し
た
評
価
に
な
っ
て
い

 

る
。 

 

さ
て
、
重
要
文
化
財
「
青
森
銀
行
記
念
館
」
な
ど
の

 

傑
作
を
後
世
に
残
し
た
堀
江
佐
吉
に
つ
い
て
、
弘
前
の
郷
土
史
家
中
村
良
之
進
は
、
そ
の
著
書
『
弘
前
寺
院
縁え

ん

起ぎ

志
』
に
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。 

  
 

大
工
棟
梁
堀
江
佐
吉
、
祖
先
は
大
阪
に
て
難
波
の
堀
江
に
居
り
代
々
名
匠
の
家
な
り
と
。
父
を
伊
兵
衛
と
い
う
。
佐
吉
は
弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）
を
以も

っ

て
当
地
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に
生
ま
る
。
性
剛
胆
に
し
て
無
欲
な
り
。
工
匠
と
し
て
技
儞
非
凡
な
る
は
先
天
的
に
出い

ず
。
棟
梁
の
材
を
有
し
、
常
に
義
侠
心
を
以
て
、
数
百
の
部
下
を
統
率
せ
し

を
以
て
家
に
旦
夕

た
ん
せ
き

の
貯
え
な
し
と
い
え
ど
も
、
信
用
を
失
い
た
る
こ
と
な
く
、
本
県
下
の
大
建
築
は
あ
げ
て
そ
の
手
に
就
か
ざ
る
は
な
し
。
弘
前
匠
工
会
総
裁
並
び

に
弘
前
大
工
組
合
会
頭
取
に
あ
げ
ら
れ
、
誠
意
を
以
て
事
務
に
当
た
れ
り
。
特
に
日
露
戦
勝
記
念
と
し
て
、
斎
藤
主

つ
か
さ

、
石
戸
谷
末
九
郎
ら
の
有
志
と
は
か
り
、
弘

前
図
書
館
の
建
物
を
新
築
し
て
寄
付
せ
し
が
ご
と
き
は
、
公
共
事
業
に

 

貢
献
し
た
る
一
例
な
り
。
明
治
四
十
年
（
一
九
〇
七
）
八
月
十
八
日
没
す
。
行
年
六
十
三
。

葬
式
甚
だ
盛
ん
な
り
し
。
後
日
関
係
者
相
図
り
旧
大
円
寺
に

 

巨
大
な
る
碑
石
を
建
て
た
り
。 

  

堀
江
佐
吉
は
一
八
四
五
年
（
弘
化
二
）
二
月
三
日
、
父
伊
兵
衛
の

 

長
男
と
し
て
、
弘
前
覚
仙
町
三
十
九
番
屋
敷
で
生
ま
れ
た
。
堀
江
家
は
代
々
が
大
工
を
業
と
し
て

い
た
。
祖
父
の
佐
兵
衛
も
父
の

 
 

伊
兵
衛
も
と
も
に
腕
の
た
つ
大
工
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
血
筋
を
ひ
い
て
佐
吉
も
ま
た
す
ぐ
れ
た
才
能
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
。 

 

佐
吉
は
幼
少
の
こ
ろ
か
ら
頭
が

 

よ
く
、
ま
た
勉
強
も
熱
心
だ
っ
た
。『
こ
こ
に
人
あ
り
き
』
の
著
者
船
水
清
氏
は
、
佐
吉
の
少
年
時
代
の
勉
強
ぶ
り
に
つ
い
て
、「
佐

吉
が
若
年
の
こ
ろ
学
ん
だ
と

 

い
う
本
が
、
い
ま
も
堀
江
家
や
そ
の
親
戚
の
家
に
保
存
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
な
か
で
弘
前
市
古
堀
新
割
町
堀
江
志
郎
家
に
あ
る
『
海
外

余
話
』
（
酔
夢
痴
人
著
、
全
五
冊
本
、
嘉
永
四
年
（
一
八
五
一
）
刊
）
の
写
本
が

 

、
佐
吉
の
勉
強
ぶ
り
を
裏
づ
け
て
い
る
。
こ
の
本
は
名
前
の
と
お
り
、
当
時
の
海
外

事
情
を
記
し
た
木
版

も
く
は
ん

刷ず

り
絵
入
り
本
で
あ
る
が
、
佐
吉
は
絵
も
含
め
て
全
文
を
克
明

こ
く
め
い

に
写
し
と
っ
て
一
冊
に
ま
と
め
、
最
後
の
頁
に∧

安
政
六
年
二
月
に
写
す
佐
吉∨
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と
自
署
し
て
い
る
。
安
政
六
年
（
一
八
五
九
）
は
佐
吉
十
五
歳
の
時
で
あ
る
。
本
の
内
容
は
阿ア

片ヘ
ン

戦
争
（
一
八
四
〇
～
四
二
）
な
ど
が
記
し
て
あ
り
、
イ
ギ
リ
ス
女
王

が
家
来
た
ち
を
集
め
て
清
国
（
中
国
）
へ
の

 

謀
議
を
は
か
っ
て
い
る
絵
な
ど
が
あ
る
が
、
そ
の
絵
を
じ
つ
に
て
い
ね
い
に
描
写
し
て
い
て
、
少
年
佐
吉
が
海
外
の
事
情

に
対
し
て
深
い
関
心
と
、
強
い
知
識
欲
に

 

燃
え
て
こ
れ
を
吸
収
す
る
こ
と
に
努
め
た
こ
と
を
、
雄
弁
に
物
語
っ
て
い
る
。
そ
れ
と
同
時
に
佐
吉
が
な
み
な
み
な
ら
ぬ
画

才
の
持
ち
主
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
文
字
も
な
か
な
か
達
者
で
あ
っ
た
こ
と
を
は
っ
き
り
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。」
と
書
い
て
い
る
。
本
の
挿さ

し
絵
ま
で
書
き
写
す
佐

吉
の
努
力
は
、
彼
の
旺
盛

お
う
せ
い

な
知
識
欲
を
示
し
て
余
す
と
こ
ろ
が
な
い
。 

 

大
工
の
家
に
生
ま
れ
た
佐
吉
は
、
そ
の
よ
う
な
環
境
の
な
か
で
、
大
工
の
基
礎
的
な
勉
強
に
励
ん
だ
。
佐
吉
が
勉
強
し
た
と
思
わ
れ
る
和わ

綴と
じ

本
の
な
か
に
『
番ば

ん

匠
し
ょ
う

町

雛
形

ひ
な
が
た

』
（
明
和
七
年
版
、
浪
華
十
一
堂
広
岡
保
教
著
）
、
『
新
選
早
引
、
匠
家
雛
形
之
編
』（
本
林
常
将
著
）、『
大
工
初
心
図
解
初
篇
』（
猿
田
長
司
著
）、『
匠
家
雛
形
増

補
初
心
伝
』（
甲
斐
国
石
川
七
郎
左
衛
著
）
な
ど
当
時
の
専
門
書
が
残
っ
て
い
て
、
そ
れ
ら
の
挿
図
に
は
そ
れ
を
応
用
し
た
と
思
わ
れ
る
朱
線
が
随
所
に
見
ら
れ
、
如
何

い

か

に
佐
吉
が
研
究
努
力
し
た
か
が
、
う

 

か
が
わ
れ
る
。 

 

弘
前
市
新
寺
町
の
専
徳
寺
本
堂
外
陣
欄ら

ん

間ま

に
あ
る
龍
の
彫
り
物
は
、
佐
吉
の
制
作
と
い
わ
れ
て
い
る
。
佐
吉
十
六
歳
の
時
と
い
う
が
、
見
事
な
出
来
栄

で

き

ば

え
で
、
と
て

も
十
六
歳
の
少
年
の
作
と
は
思
わ
れ
な
い
。
専
徳
寺
は
佐
吉
の
父
伊
兵
衛
が
一
八
六
〇
年
（
万
延
元
）
か
ら
二
年
が
か
り
で
建
て
た
伽が

藍ら
ん

だ
が
、
そ
の
外
陣
欄
間
を
息

子
の
佐
吉
が
初
仕
事
と
し
て
、
立
派
な

 

彫
り
物
で
飾
っ
た
の
で
あ
る
。
親
子
協
力
の
姿
も
美
し
い
が
、
父
伊
兵
衛
に
と
っ
て
は
息
子
の
腕
の
確
か
さ
が
何
よ
り
う
れ
し
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か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
の
他
に

 

岩
木
山
神
社
の
玉
垣
の
装
飾
も
佐
吉
十
六
歳
の
時
の
作
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
父
伊
兵
衛
も
建
築
の
ほ
か
に
彫
刻
に
す
ぐ
れ

て
い
た
と
い
う
か
ら
、
実
地
の
仕
事
は

 

父
に
学
ん
で
、
佐
吉
は
腕
を
磨
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。 

 

佐
吉
は
一
八
七
一
年
（
明
治
四
）
三
月
二
十
五
日
に

 

母
を
亡
く
し
、
つ
づ
い
て
四
月
七
日
に
祖
父
佐
兵
衛
を
失
っ
た
。
そ
の
時
の
堀
江
一
家
は
戸
主
伊
兵
衛
五
十
五

歳
、
伊
兵
衛
の
母
も
と
七
十
五
歳
、
長
男
佐
吉
二
十
七
歳
、
三
男
豊
吉
十
五
歳
、
佐
吉
の

 

妻
さ
た
二
十
四
歳
、
佐
吉
の
長
男
彦
三
郎
六
歳
、
同
二
男
柾
吉
四
歳
、
同
三

男
竹
次
郎
一
歳
の
八
人
家
族
で
あ
っ
た
。
佐
吉
は
一
家
の
支
柱
と
し
て
家
族
を
養
う
立
場
に

 

あ
っ
た
。 

 

ち
ょ
う
ど
そ
の
年
の
九
月
、
県
庁
が
弘
前
か
ら
青
森
に
移
さ
れ
、
県
名
も
弘
前
県
か
ら
青
森
県
に
変
わ
っ
た
。
県
で
は
青
森
の
旧
御お

仮か
り

屋や

を
県
庁
と
し
て
事
務
を
と

る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
新
し
く
着
任
す
る
職
員
の
官
舎
が
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
翌
年
春
早
々
官
舎
を

 

新
築
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
を
聞
き
込
ん
だ
請
負
業
者
た

ち
は
、
遠
く
は
仙
台
、
盛
岡
あ
た
り
か
ら
も
仕
事
を
手
に
入
れ
よ
う
と
続
々
青
森
に

 

乗
り
込
ん
で
来
た
。
そ
れ
を
聞
い
た
地
元
弘
前
の
業
者
た
ち
も
、
黙
っ
て
は
い
ら

れ
な
い
と
、
競
争
意
識
を
燃
や
し
て
青
森
に
乗
り
込
ん
だ

 

。
そ
の
中
に
若
い
堀
江
佐
吉
も
い
た
の
で
あ
る
。 

 

新
築
す
る
官
舎
に
は
一
号
、
二
号
と
番
号
が
つ
け
ら
れ
て
各
組
が
分
担
し
、
弘
前
組
も

 

七
、
八
棟
を
請
け
負
う
こ
と
に
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
他
県
の
業
者
は
棟
梁
の

下
に
何
係
と
い
う
ふ
う
に

 

組
織
が
で
き
て
い
て
、
一
糸
乱
れ
ぬ
仕
事
ぶ
り
で
あ
る
の
に
、
弘
前
組
は
ま
と
ま
り
も
な
く
ば
ら
ば
ら
だ
っ
た
。
棟
梁
さ
え
決
ま
っ
て
い
な

い
の
で
、
仕
事
も
始
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
も
先
輩
の
大
工
た
ち
は
、
そ
れ
ぞ
れ
自
分
が
棟
梁
に
指
名
さ
れ
る
も
の
と
思
い
込
み
、
勝
手
放
題
な
指さ

し

図ず

を
す
る
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の
で
、
い
よ
い
よ
混
乱
す
る

 

ば
か
り
で
あ
る
。 

 

そ
の
と
き
、
工
事
監
督
の

 

役
人
が
弘
前
組
一
同
を
集
め
て
「
こ
の
組
の
棟
梁
を
指
名
す
る
。
棟
梁
は
堀
江
佐
吉
で
あ
る
。
期
日
が
迫
っ
て
い
る
の
で
仕
事
は
遅
れ
な

い
よ
う
心
掛
け
よ
。
」
と

 

命
令
し
た
。
み
ん
な
あ
っ
け
に
と
ら
れ
た
。
立
派
な
先
輩
の
大
工
が
何
人
も
い
る
の
に
、
後
輩
の
佐
吉
を
選
ん
で
棟
梁
を
命
じ
た
か
ら
で
あ

る
。
だ
が
役
人
は
佐
吉
の

 

人
柄
を
見
抜
い
て
、
年
齢
に
こ
だ
わ
ら
ず
任
命
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。 

 

こ
れ
は
佐
吉
自
身
に

 

も
意
外
だ
っ
た
。
佐
吉
は
工
事
監
督
の
役
人
に
「
弘
前
組
の
な
か
に
は
立
派
な
棟
梁
が
何
人
も
い
る
。
私
な
ど
ま
だ
未
熟
者
だ
か
ら
、
変
更
し

て
い
た
だ
き
た
い
。
」
と
辞
退
し
た
が
、
役
人
は
「
こ
の
工
事
の
責
任
者
は
自
分
で
あ
る
。
自
分
の
考
え
で
君き

み

に
決
め
た
の
だ
か
ら
、
や
っ
て
も
ら
う
ほ
か
な
い
。」
と
、

い
っ
て

 

取
り
合
わ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
佐
吉
も
心
を
決
め
て
皆
に
そ
の
旨む

ね

を
話
し
「
若
輩
の
私
に
協
力
し
て
ほ
し
い
。」
と
懇

ね
ん
ご

ろ
に
頼
ん
だ
。 

 

他
の
組
で
は

 

も
う
仕
事
を
進
め
て
い
る
し
、
期
日
も
限
ら
れ
て
い
る
の
で
、
弘
前
組
で
も
棟
梁
問
題
で
こ
れ
以
上
仕
事
を
遅
ら
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
佐

吉
を
棟
梁
に

 

、
み
ん
な
は
力
を
合
わ
せ
て
頑
張
る
こ
と
に
な
っ
た
。
弘
前
組
の
棟
梁
に
指
名
さ
れ
た
佐
吉
は
「
よ
ろ
し
く
頼
む
。」
と
各
組
を
ま
わ
っ
て
挨
拶
し
た
。

挨
拶
を
す
ま
せ
て

 

弘
前
組
の
小
屋
に
も
ど
る
と
、
佐
吉
は
大
工
一
同
に
「
明
日
は
柱
立
て
を
す
る
。
そ
の
つ
も
り
で
い
て
ほ
し
い
。」
と
申
し
渡
し
た
。 

 

こ
の
と
き
他
の

 

組
で
は
、
す
で
に
数
日
前
か
ら
柱
立
て
の
準
備
を
進
め
て
い
た
が
、
弘
前
組
は
ま
だ
材
木
の
荒
削
り
さ
え
で
き
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
を
明
日
は
柱

立
て
を
す
る
と
い
う
の
だ
か
ら
、
み
ん
な
驚
い
た
。
だ

 

が
、
佐
吉
は
い
っ
こ
う
平
気
で
、
そ
の
ま
ま
小
屋
を
出
て
い
く
と
、
隣
り
の
組
の
棟
梁
に
会
い
、「
あ
な
た
の
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組
で
は
何
日
ご
ろ
柱
立
て
の
予
定
で
す
か
。
」
と

 

尋
ね
た
。「
も
う
五
、
六
日
し
て
か
ら
や
る
つ
も
り
だ
。」
と
答
え
る
と
「
そ
れ
な
ら
私
た
ち
の
方
に
い
ま
ま
で
作
っ

た
一
軒
か
二
軒
分
の
柱
を
貸
し
て
い
た
だ
け
ま
い
か
。
あ
な
た
方が

た

の
柱
立
て
ま
で
に
は
全
部
揃
え
て
お
返
し
し
ま
す
か
ら
。
う
ち
の
組
で
は
段
取
り
が
遅
れ
て
い
る
の

で
、
申
し
訳
な
い
が
ご
協
力
願
い
ま
す
。」
と

 

懇
ろ
に
頼
み
込
ん
だ
。 

 

佐
吉
は
同
じ
こ
と
を
次
の
組
に
も
言
っ
て
頼
ん
だ
。
他
県
か
ら
来
た
大
工
た
ち
は
弘
前
組
の
若
い
棟
梁
が
頭
を
下
げ
て
丁
寧

て
い
ね
い

に
頼
む
の
で
、
み
ん
な
承
諾
し
た
。
佐

吉
は
輩
下
の
人
夫
た
ち
に
指
図
し

 
て
、
各
組
か
ら
借
り
た
柱
を
た
だ
ち
に
弘
前
組
の
作
業
場
に
運
び
込
ま
せ
、
翌
日
ま
だ
夜
の
明
け
き
ら
ぬ
う
ち
に
、
借
り
た
柱
を
使

っ
て
柱
立
て
を
は
じ
め
た
。
そ
し
て

 

一
日
の
う
ち
に
弘
前
組
が
請
け
負
っ
た
七
、
八
軒
分
の
官
舎
の
柱
立
て
を
終
わ
り
、
そ
の
余
勢
で
ど
し
ど
し
仕
事
を
進
め
た
。
柱

を
貸
し
た
各
組
の
棟
梁
た
ち
は
こ
れ
を
見
て
「
う
ー
む
、
あ
の
若
者
は
大
変
な
奴や

つ

だ
。
こ
れ
あ
、
や
ら
れ
た
わ
い
。」
と
、
佐
吉
の
仕
事
運
び
の
機
敏
さ
に
舌
を
巻
い

た
。
柱
立
て
の
と
き
に
は
工
事
監
督
か
ら
祝
い
の
酒
肴

し
ゅ
こ
う

が
出
る
。
佐
吉
は
各
組
の
棟
梁
た
ち
も
招
い
て
、「
お
陰
様
で
遅
れ
を
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も

 

よ
ろ
し
く
願
い
ま
す
。」
と
心
を
こ
め
て
挨
拶
を
し
た
。
棟
梁
た
ち
も
口
々
に
お
祝
い
を
述
べ
て
拍
手
を
し
た
。 

 

柱
立
て
が
終
わ
っ
た
翌
日
か
ら
、
佐
吉
は

 

組
の
仕
事
を
二
つ
に
わ
け
、
一
方
で
は
建
築
工
事
を
進
め
、
一
方
で
は
借
り
た
材
木
を
返
す
作
業
を
急
が
せ
た
。
そ
し
て

木
取
り
し
た
材
木
を
、
次
々
に
返
し
た
の
で

 

、
各
組
の
柱
立
て
に
は
少
し
も
支
障
が
な
か
っ
た
。
し
か
も
こ
れ
が
契
機
で
工
事
全
体
の
協
力
体
制
も
つ
く
ら
れ
た
。
そ

の
た
め
「
弘
前
組
の
棟
梁
は
年
は
若
い
が
な
か
な
か
の
出
来

で

き

物ぶ
つ

だ
。」
と
評
判
が
高
く
な
り
、
他
の
組
か
ら
も
好
意
的
な
激
励
を
う
け
て
、
工
事
は
ど
ん
ど
ん
進
ん
だ
。
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他
県
の
請
負
師
は
も
ち
ろ
ん
弘
前
の
先
輩
の

 

大
工
た
ち
も
、
佐
吉
の
棟
梁
と
し
て
の
手
腕
力
量
に
目
を
見
張
り
、
弘
前
の
堀
江
佐
吉
の
名
は
広
く
同
業
者
の
間
に
知
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

 

 

 

一
八
七
四
年
（
明
治
七
）
東
津
軽
郡
筒
井
村
（
現
青
森
市
）
に

 

兵
営
を
建
築
す
る
こ
と
に
な
り
、
翌
年
春
か
ら
工
事
に
か
か
っ
て
十
一
月
に
竣
工
し
た
（
こ
の
兵
営

に
は
歩
兵
第
五
連
隊
第
一
大
隊
が
は
い
る
）
。
工
事
に
は
佐
吉
も

 

参
加
し
た
が
、
兵
営
は
当
時
と
し
て
珍
し
い
洋
風
木
造
の
二
階
建
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
き
っ
か
け
と

な
っ
て
佐
吉
は
洋
風
建
築
に
深
い
関
心
を
抱い

だ

く
よ
う
に
な
っ
た
。
も
と
も
と
知
識
欲
が
旺
盛
で
、
進
取
の
気
性
に
富
む
佐
吉
は
、
父
の
伊
兵
衛
が
江
戸
藩
邸
修
理
で
江

戸
へ
上の

ぼ

っ
た
時
、
み
や
げ
に
持
ち
帰
っ
た
風
俗
画
に
描
か
れ
て
い
る
洋
風
建
築
に
興
味
を
持
ち
、
異
国
的
な
そ
れ
ら
の
建
物
が
ど
ん
な
方
法
で
建
て
ら
れ
る
の
か
、
知

り
た
い
と
思
っ
て
い
た

 

。 

 

ち
ょ
う
ど
そ
の
こ
ろ
、
佐
吉
が
関
心
を
も
っ
て
い
た
洋
風
の

 

建
物
が
弘
前
に
も
初
め
て
建
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
一
八
七
四
年
（
明
治
七
）
弘
前
本
町
一
丁
目
に
建

築
さ
れ
た
「
赤
格ご

う

子し

館
」
が
そ
れ
だ
っ
た
。
こ
れ
は
蘭
学
者
で
医
師
の
佐
々
木
元
俊
が
建
て
た
も
の
で
、
木
造
二
階
建
、
津
軽
地
方
で
は
珍
し
か
っ
た
ガ
ラ
ス
窓
が
つ

け
ら
れ
、
ペ
ン
キ
塗
で
あ
っ
た
。
建
築
工
事
を
担
当
し
た
の
は
今
常
吉

こ
ん
つ
ね
き
ち

で
あ
る
。 

 

今
常
吉
は
和
徳
町
に
住
む

 

旧
士
族
だ
っ
た
が
、
廃
藩
後
、
禄
を
離
れ
て
か
ら
手
職
を
身
に
つ
け
よ
う
と
仙
台
に
行
き
、
西
洋
建
築
の
技
術
を
習
得
し
て
弘
前
に
帰
っ

た
。
今
常
吉
の
新
知
識
を
見
込
ん
だ

 

佐
々
木
元
俊
が
、
彼
に
依
頼
し
て
建
て
た
の
が
「
赤
格
子
館
」
だ
っ
た
。「
赤
格
子
館
」
は
常
吉
に
と
っ
て
初
め
て
の

 

仕
事
だ
っ
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た
が
、
弘
前
に
お
け
る
洋
風
建
築
の

 

最
初
で
も
あ
っ
た
。 

 

佐
吉
は
「
赤
格
子
館
」
の
工
事
が

 

始
ま
る
と
、
毎
日
の
よ
う
に
現
場
に
で
か
け
て
、
今
常
吉
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
教
わ
っ
た
。
常
吉
も
ま
た
研
究
熱
心
な
後
輩

の
た
め
、
親
切
に
教
え
た
と
い
う
が

 

、
そ
の
知
識
は
佐
吉
が
青
森
の
兵
営
建
築
の
と
き
、
大
い
に
役
立
っ
た
の
で
あ
る

 

。 

 

一
八
七
九
年
（
明
治
十
二
）
六
月
、
佐
吉
は

 

開
発
ブ
ー
ム
に
賑
わ
っ
て
い
る
北
海
道
に
、
新
天
地
を
求
め
て
出
稼
ぎ
に
行
く
こ
と
に
な
っ
た
。
一
ケ
年
の

 

期
限
付
き

契
約
で
、
明
治
新
政
府
の
北
海
道
開
拓
使
が
行
う
、
さ
ま
ざ
ま
な
工
事
に

 

従
事
す
る
た
め
で
あ
る
。 

 

初
め
て
津
軽
海
峡
を

 

渡
り
、
函
館
の
街
々
を
見
て
佐
吉
は
驚
い
た
。
い
ま
ま
で
風
俗
画
で
し
か
見
た
こ
と
の
な
か
っ
た
西
洋
建
築
が

 

目
の
前
に
立
ち
並
び
、
ま
る
で

異
国
に
来
た
感
じ
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
当
時
、
函
館
は
横
浜
、
長
崎
と
と
も
に
我
が
国
三
大
開
港
場
と

 

し
て
、
ア
メ
リ
カ
、
ロ
シ
ア
、
イ
ギ
リ
ス
、
オ
ラ
ン
ダ
、
フ

ラ
ン
ス
な
ど
各
国
の

 

領
事
が
駐
在
し
、
海
外
文
化
が
ど
っ
と
流
れ
込
ん
で
い
た
。
そ
の
こ
ろ
の
函
館
に
は
、
西
洋
洗
濯
、
西
洋
理
髪
、
写
真
、
西
洋
料
理
、
牛
乳
、
牛

肉
な
ど
の
店
が

 

あ
り
、
外
国
商
品
を
並
べ
た
洋
品
店
、
学
校
、
病
院
、
日
本
最
初
の
測
候
所
、
日
本
最
初
の
鉄
筋
建
築
、
西
洋
型
船
舶
の
造
船
所
も

 

開
か
れ
て
い
た
。

函
館
の
住
民
の

 

生
活
も
海
外
文
化
に
影
響
さ
れ
て
ハ
イ
カ
ラ
で
そ
の
う
え
港
町
独
特
の
開
放
感
に
あ
ふ
れ
、
弘
前
か
ら
出
か
け
た
佐
吉
は
た
だ
た
だ
目
を
見
張
る
だ
け

だ
っ
た

 

。 

 

な
か
で
も
佐
吉
が

 

大
き
な
関
心
を
抱
い
た
の
は
、
築
島
の
外
人
居
留
地
に
あ
る
数
多
く
の
洋
風
建
築
で
あ
っ
た
。
領
事
館
や
商
館
な
ど
が
目
を
奪
っ
た
が
、
と
く
に
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佐
吉
の
魂
を
ゆ
り
動
か
し
感
動
さ

 

せ
た
の
は
、
一
八
六
一
年
（
文
久
元
）
に
建
て
ら
れ
た
ハ
リ
ス
ト
正
教
会
の
建
築
で
あ
っ
た
。
ま
た
佐
吉
が
渡
道
し
た
一
八
七
九
年

（
明
治
十
二
）
に
は
、
函
館
山
の

 

東
山
麓
に
新
し
く
公
園
が
造
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
は
イ
ギ
リ
ス
領
事
ユ
ー
ス
デ
ン
の
発
案
に
な
る
も
の
で
、
わ
が
国
で
最
も
早
く

公
開
さ
れ
た
公
園
の
一
つ
で

 

あ
る
。 

 

研
究
心
旺
盛

お
う
せ
い

な
佐
吉
に
と
っ
て
、
函
館
は
ま
さ
に
知
識
の
宝
庫
だ
っ
た
。
彼
は
開
拓
使
が
や
っ
て
い
る
諸
工
事
に
従
事
し
な
が
ら
、
暇
を
み
て
は
こ
れ
ら
の
建
築
物

を
見
て
回
り
、
丹
念
に
見
取
図
を

 
作
っ
て
そ
の
構
造
を
研
究
し
た
。
ま
た
、
工
事
に
従
事
し
た
大
工
や
棟
梁
、
左
官
た
ち
を
訪
ね
て
設
計
図
の
写
し
を
も
ら
っ
た
り
、

工
事
の
苦
心
談
な
ど
も
詳
し
く
聞
い
た
。
こ

 

う
し
た
基
礎
的
な
実
地
の
勉
強
が
、
の
ち
に
佐
吉
を
青
森
県
に
お
け
る
洋
風
建
築
の
権
威
者
に
し
た
の
で
あ
る
。 

 

佐
吉
は
北
海
道
滞
在
中
、
暇
さ
え
あ
れ
ば

 

各
地
に
見
学
に
出
か
け
て
、
新
し
い
建
築
工
法
の
参
考
資
料
を
購
入
し
た
が
、
こ
れ
に
稼
い
だ
金
の
ほ
と
ん
ど
を
あ
て
た
。

そ
の
た
め
弘
前
に
い
る
家
族
へ
の
仕
送
り
も
途
絶

と

だ

え
が
ち
で
あ
っ
た
。
こ
ん
な
あ
り
さ
ま
だ
か
ら
、
家
族
た
ち
も
大
変
困
っ
た
。
佐
吉
は
出
稼
ぎ
に
出
発
す
る
前
に
も

ら
っ
た
支
度
金
を
、
当
分
の
生
活
費
と
し
て

 

家
に
置
い
て
き
た
が
、
半
年
余
も
仕
送
り
を
し
な
い
の
で
、
十
人
近
い
家
族
た
ち
は
そ
の
日
の
暮
ら
し
に
も
困
り
、
近
所

の
米
屋
か
ら
の
借
金
が
か
さ
ん
で

 

三
百
円
余
に
も
な
っ
て
い
た
。
佐
吉
も
家
族
た
ち
の
苦
労
は
わ
か
っ
て
い
た
が
、
勉
強
に
熱
心
な
あ
ま
り
、
つ
い
研
究
の
た
め
に
金

を
使
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る

 

。 

 

こ
の
よ
う
に
家
族
を
犠
牲
に

 

し
て
ま
で
研
究
し
た
建
築
土
木
の
技
法
は
、
た
だ
ち
に
生
か
さ
れ
る
機
会
が
や
っ
て
き
た
。
一
八
八
一
年
（
明
治
十
四
）
九
月
、
明
治
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天
皇
の
第
二
回
東
北
ご
巡
幸
の
と
き
、
県
で
は
天
皇
を
お
迎
え
す
る
た
め
、
県
内
の
お
道
筋
の
道
路
や
橋

梁

き
ょ
う
り
ょ
う

の
改
修
工
事
を
行
う
こ
と
に
な
っ
た
。
だ
が
日
数
が
少

な
い
た
め
誰
も
引
き
受
け
手
が

 

な
く
、
困
っ
た
県
で
は
、「
佐
吉
な
ら
出
来
る
。」
と
是
が
非
で
も
と
頼
ん
だ
。
義
侠
心
の
強
い
佐
吉
は
、「
命
に
か
け
て
も
。」
と
、
そ

の
仕
事
を
引
き
受
け
、
期
日
ま
で
に

 

立
派
に
橋
を
竣
工
さ
せ
、
さ
す
が
は
佐
吉
と
皆
を
び
っ
く
り
さ
せ
た
。
こ
の
工
事
の
と
き
、
北
海
道
で
体
験
し
た
橋
梁
工
事
が
大

い
に
役
立
ち
、
佐
吉
の
研
究
が

 

無
駄
で
な
か
っ
た
こ
と
を
証
明
し
た
。 

 

こ
う
し
て
棟
梁
と
し
て
名
を

 

あ
げ
た
佐
吉
は
、
次
々
に
立
派
な
工
事
を
完
成
さ
せ
た
。
そ
の
代
表
的
な
も
の
は
、
一
八
八
五
年
（
明
治
十
八
）
に
青
森
歩
兵
第
五
連

隊
内
に
第
四
旅
団
本
部
お
よ
び
官
舎
、
一
八
八
六
年
（
同
十
九
）
東
奥
義
塾
校
舎
、
一
八
八
九
年
（
同
二
十
二
）
大
倉
喜
八
郎
よ
り
依
頼
さ
れ
た
北
海
道
屯
田

と
ん
で
ん

兵へ
い

舎
二

五
〇
戸
、
一
八
九
一
年
（
同
二
十
四
）
に

 

は
焼
失
し
た
東
奥
義
塾
校
舎
再
建
築
お
よ
び
宣
教
師
館
、
そ
の
前
後
に
弘
前
市
役
所
、
黒
石
尋
常
小
学
校
、
黒
石
尋
常
高
等

小
学
校
、
弘
前
大
成
尋
常
小
学
校
、
弘
前
警
察
署
、
青
森
県
尋
常
中
学
校
（
現
弘
高
前
身
）
な

 

ど
を
建
築
、
一
八
九
三
年
（
同
二
十
六
）
五
所
川
原
佐
々
木
嘉
太
郎
（
屋

号
布ぬ

の

嘉か

）
邸
、
一
八
九
四
年
（
同
二
十
七
）
青
森
美
以
教
会
、
一
八
九
六
年
（
同
二
十
九
）
弘
前
第
八
師
団
司
令
部
、
騎
兵
第
八
連
隊
兵
舎
、
衛え

い

戎
じ
ゅ
う

病
院
、
弘
前
偕

行
社
、
弘
前
城
本
丸
の
石
垣
崩
壊
の

 

修
復
工
事
、
更
に
一
九
〇
四
年
（
明
治
三
十
七
）
に
は
第
五
十
九
銀
行
（
現
青
森
銀
行
記
念
館
）
や
弘
前
図
書
館
、
七
戸
軍
馬
補

充
部
兵
舎
お
よ
び
厩
舎
、
七
戸
種
馬
牧
場
厩
舎
、
七
戸
尋
常
小
学
校
、
藤
崎
尋
常
小
学
校
な
ど
に

 

枚
挙
に
暇
が
な
い
。
だ
が
一
九
〇
六
年
（
明
治
三
十
九
）
ご
ろ
か
ら
、

佐
吉
の
健
康
が
す
ぐ
れ
ず
、
佐
吉
が
設
計
し
て
施
工
は
息
子
の
斎
藤
伊
三
郎
が
当
た
っ
た
。
そ

 

の
代
表
的
な
建
物
は
、
金
木
町
の
津
島
源
右
衛
門
邸
（
現
斜
陽
館
）
や
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弘
前
元
寺
町
に
あ
る
メ
ソ
ジ
ス
ト
教
会
で
あ
る

 

。 

 

以
上
は
佐
吉
の
手
が
け
た
代
表
的
な
建
築
物
だ
が

 

、
そ
の
他
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
工
事
を
担
当
し
て
い
る
か
ら
、
ま
さ
に
超
人
的
な
仕
事
ぶ
り
だ
っ
た
。
佐
吉
は
ど
ん

な
仕
事
を
す
る
と
き
も
、
絶
対
手
抜
き
を
し
な
か
っ
た

 

。
そ
れ
が
彼
の
手
が
け
た
建
築
物
に
、
は
っ
き
り
と
現
れ
て
い
る
。
佐
吉
は
す
べ
て
自
分
が
納
得
す
る
ま
で
誠

実
に
仕
事
を
続
け
た
人
で
、
そ
の
た
め
損
を
蒙

こ
う
む

る
こ
と
も
し
ば
し
ば
だ
っ
た
と
い
う
。 

 

堀
江
組
一
統
七
百
余
人
と
い
わ
れ
、
県
下
一
の
棟
梁
だ

 

っ
た
堀
江
佐
吉
も
病
気
に
は
勝
て
な
か
っ
た
。
一
九
〇
六
年
（
明
治
三
十
九
）
こ
ろ
か
ら
健
康
が
衰
え
、
あ

ら
ゆ
る
手
当
て
を
尽
く
し
た
が
一
九
〇
七
年
（
明
治
四
十
）
八
月
十
九
日
、
家
族
や

 

大
勢
の
弟
子
た
ち
に
見
守
ら
れ
な
が
ら
、
六
十
三
年
の
生
涯
を
静
か
に
終
え
た
。

翌
朝
の
『
弘
前
新
聞
』
は
次
の
よ
う
に
そ
の
訃ふ

を
報
じ
た
。 

  
 

日
本
国
中
大
工
の

 

棟
梁
と
し
て
五
本
の
指
に
数
え
ら
れ
る
堀
江
佐
吉
氏
は
、
一
両
年
よ
り
身
体
衰
弱
せ
し
故
、
断
然
禁
酒
し
て
静
養
を
加
え
し
と
元
気
旺
盛
な
る

と
に
因よ

っ
て
、
急
激
の
変
化
な
か
り
し
が
、
当
春
よ
り
病
勢
よ
う
や
く
重
り
、
小
野
医
学
士
主
事
医
と
な
り
、
伊
東
国
手
こ
れ
を
助
力
し
て
、
種
々
治
療
せ
し
も
薬

石
効
な

 

く
、
昨
朝
九
時
す
ぎ
つ
い
に
死
去
せ
り
、
享
年
六
十
三
歳 

  

葬
儀
は
八
月
二
十
六
日
、
堀
江
家
の
菩
提
寺
で
あ
る
新
寺
町
専
徳
寺
で
行
わ
れ
た
が
、
会
葬
者
は
千
名
を
超
え
、
弘
前
市
で
も
稀ま

れ

に
見
る
盛
儀
で
あ
っ
た
。
葬
儀
に
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は
各
界
名
士
の
参
列
を

 

は
じ
め
会
社
、
団
体
か
ら
贈
ら
れ
た
供
花
や
弔
旗
な
ど
が
数
多
く
な
ら
ん
だ
。
会
葬
者
も
ま
た
数
が
多
い
の
で
、
葬
列
の
道
順
を
変
更
す
る
ほ

ど
だ
っ
た
。
し
か
し
、
盛
大
な
葬
列
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
霊
柩

き
ゅ
う

の
先
頭
を
行
く
霊
旗
に
は
、
た
だ
「
大
工
佐
吉
之
霊
」
と
だ
け
書
か
れ
て
い
た
。 

 

こ
れ
は
佐
吉
の
遺
言
に

 

よ
る
も
の
だ
っ
た
。
生
前
、
佐
吉
は
家
族
に
「
世
の
中
の
人
た
ち
は
自
分
の
こ
と
を
、
棟
梁
と
呼
ん
で
く
れ
る
が
、
自
分
は
棟
梁
な
ど
と
い

う
柄が

ら

で
は
な
い
。
自
分
は
大
工
の
家
に
生
ま
れ
、
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
チ
ョ
ウ
ナ
（
手
斧
）
の
音
を
聞
い
て
育
っ
た
。
た
だ
よ
い
大
工
に
な
ろ
う
と
い
う
の
が
自
分

の
志
だ
っ
た
。
大
工
と

 

い
う
職
業
に
誇
り
を
も
っ
て
仕
事
を
し
て
き
た
の
だ
か
ら
死
ん
で
葬
式
を
出
す
と
き
も
、
旗
に
書
く
な
ら
大
工
佐
吉
と
だ
け
書
い
て
く
れ
。
そ

の
ほ
か
の
こ
と
は
い
ら
な

 

い
。」
と
、
話
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
言
葉
か
ら
も
佐
吉
の
仕
事
に
徹
し
た
心
と
、
謙
虚
な
人
柄
が
し
の
ば
れ
る
。 

 

遺
言
通
り
、
霊
旗
に
は

 

「
大
工
佐
吉
の
霊
」
と
だ
け
書
か
れ
た
。
書
き
手
は
生
前
佐
吉
が
尊
敬
し
て
い
た
書
家
高
山
文
堂
が
、
白
地
に
墨
痕
鮮
や
か
に
し
た
た
め
た

も
の
だ
っ
た

 

。 

 

佐
吉
の

 

業
績
と
人
柄
を
た
た
え
る
記
念
碑
は
一
九
〇
八
年
（
明
治
四
十
一
）
七
月
二
十
一
日
、
弘
前
市
銅
屋
町
最
勝
院
境
内
に
建
て
ら
れ
た
。
碑
石
は
高
さ
七
メ
ー

ト
ル
余
、
幅
二
・
五
メ
ー
ト
ル
、
厚
さ
三
〇
セ
ン
チ
余
と
い
う
巨
大
な
も
の
で
「
棟
梁
堀
江
佐
吉
翁
記
念
碑
」
の
文
字
が
刻
ま
れ
て
い
る
。
工
学
博
士
古
市

ふ
る
い
ち

公
威

き
み
た
け

の
揮き

毫ご
う

で
あ
る
。
こ
の
記
念
碑
は
佐
吉
の
友
人
や
知
人
を
は
じ
め
市
民
た
ち
の
醵
金

き
ょ
き
ん

に
よ
っ
て
建
て
ら
れ
た
も
の
で
、
八
百
二
十
余
名
の
有
志
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
。
こ
の
こ
と

か
ら
も
佐
吉
の

 

徳
の
高
さ
が
う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
る
。 
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