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一
、
擬
洋
風
建
築
を
め
ぐ
る
学
説
史
的
検
討

明
治
初
期

の
大
工
棟
梁
た
ち
が
、
西
洋
建
築
を
ま
ね
て
建
設
し
た
建
築
は
、

西
洋
を
志
向
し
な
が
ら
も
、
し
ば
し
ぼ
伝
統
的
な
日
本
建
築
の
造
形
が
残
存
し
、

一
種
の
和
洋
折
衷
的
な
た
た
ず
ま
い
を
し
め
す
た
め
、
後
世
か
ら
擬
洋
風
建
築

と
よ
ば
れ
て
い
る
こ
と
は
、

ひ
ろ
く
知

ら
れ
て
い
よ
う
。
本
稿
が
と
り
あ
げ
る

第

一
国
立
銀
行

の
建
築
も
ま
た
、
そ
の
曲
ハ型
例
と
で
も
い
う
べ
き
様
相
を
呈
し

て
お
り
、
そ
の
こ
と
で
、
日
本
近
代
建
築

史
に
関
す
る
多
く

の
書
物
が
、
こ
れ

を
と
り
あ
げ
さ
ま
ざ
ま
に
論
じ
て
き
た

こ
と
も
、
周
知

の
と
お
り
で
あ
る
。

第

一
国
立
銀
行
は
、
そ
の
名
が
し
め
す
よ
う
に
国
営

の
銀
行
だ
が
、
建
設
当

初
は
、
三
井
組
に
よ
る
民
間
銀
行
と
し

て
い
と
な
ま
れ
、
当
時
は
三
井
御
用
所
、

あ
る
い
は
為
替
座
三
井
組
な
ど
と
称
し

て
い
た
。
竣
工
の
す
ぐ
あ
と
で
、
明
治

新
政
府

の
銀
行
政
策
が
変
更
さ
れ
、
そ

の
要
請

に
お
う
じ
.て
三
井
組
が
政
府

へ

売
却
し
た
た
め
に
、
第

一
国
立
銀
行
の
施
設
と
し
て
利
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、

一
般

に
も
、
そ
の
後

の
史
家
か
ら
も
、
第

一
国
立
銀
行
と
し
て
認
知
さ
れ
る
よ

ヶ
に
な

っ
た
の
で
あ

る
。

三
井
組
が
自
前

の
銀
行
を
東
京
の
兜
町

・
海
運
橋

の
た
も
と
に
た
て
よ
う
と

し
た
の
は
、

一
八
七
〇

(明
治
三
)
年

の
こ
と
で
あ
り
、
じ

っ
さ
い
の
建
設
工

事
は
そ
の
二
年
後
か
ら
は
じ
め
ら
れ
、

一
八
七
二

(明
治
五
)
年

の
七
月

に
は

完
成
し
た
。
だ
が
、
約
四
半
世
紀
後
に
は
あ
と
か
た
も
な
く
解
体
さ
れ
、
今
日
、

そ
の
姿
を
実
見
す
る
こ
と
は
お
ぽ

つ
か
ず
、
写
真
や
図
面
、
そ
し
て
錦
絵
な
ど

を
は
じ
め
と
す
る
絵
画
類
か
ら
、
往
時

の
様
子
を
し
の
ぶ
し
か
、
復
元
的
考
察

を
ほ
ど
こ
す

て
だ
て
は
な
い
。

一
、
二
階
は
洋
風
だ
が
、
三
階
か
ら
五
階
を
城
郭

の
天
守
閣

の
よ
う
に
し
あ

げ
た
、
典
型
的
な
和
洋
折
衷
の
意
匠
と
な

っ
て
お
り
、
そ
の
た
め
も
あ

っ
て
、

と
り
こ
わ
さ
れ
た

一
八
九
七

(明
治
三
〇
)
年
ご
ろ
に
は
、
建
築
学
会
か
ら
も

49



注
目
さ
れ
、
同
学
会

の
機
関
紙

へ
そ
の
写
真
、
お
よ
び
実
測
図
面
が
掲
載
さ
れ

て
い
る
。
「和
洋
両
式
交
移

の
時
代

に
あ

り
て
多

い
に
意
匠
を
奪
れ
た
る
独
特

(
1
)

の
妙
所
あ
り
」
な
ど
と
、

た
と
え
ば
以
上

の
よ
う
に
評
価
さ
れ
つ
つ
、
学
会

の

メ
ン
バ

ー
へ
は
紹
介

さ
れ
て
い
た
。
建

築
学
会
を
ひ
き

い
る
辰
野
金
吾
も
、

「明
治
初
年

の
洋
風
建
築
が
邦
人

の
手
に
依

つ
て
創
作
さ
れ
た
る
好
個

の
記
念

.

(2

)

物
と
し
て
、
浅
草
あ
た
り
に
移
し
て
保
存
し
度
し
」
と
、
移
築
保
存

の
ね
が

い

を
も
ら
し
て
い
た
ら
し
い
こ
と
が
、

つ
た
え
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
旧
第

一
国

立
銀
行
を
こ
わ
し
た
あ
と
に
た
つ
新
し
い
銀
行
建
築

の
設
計
が
ま
か
さ
れ
た
の

は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
辰
野
金
吾
で
あ
り

(
一
八
九
八
年
二
月
起
工
)
、
そ

の
点

で
保

存

の
要
望
を
も
ら
し
た
と
さ
れ
る
そ
の
言
辞
に
は
、
自
ら
の
罪
ほ
ろ
ぼ

し
め
い

た

ニ
ュ
ア
ソ
ス
も
あ

っ
た
だ
ろ
う
こ
と
か
ら
、
す
こ
し
は
わ
り
び

い
て
考
え
る

必
要
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
そ
の
意
匠
的
な
お
も
し
ろ
さ
を
評
価
す
る
声

の
、
学

会

に
あ

っ
た
こ
と
は
う
た
が
え
な
い
。

網
羅
的
な
言
説
史

の
調
査
が

で
き
て
い
な
い
の
で
、
た
し
か
な
こ
と
は
言
い

か
ね
る
が
、
た
と
え
ぽ
、

一
九

一
五

(大
正
四
)
年

に
も
、
以
下

の
よ
う
な
発

言
を
の
こ
し
た
も
の
が
あ
り
、
旧
第

一
国
立
銀
行
を
は
じ
め
と
す
る
い
わ
ゆ
る

擬
洋
風
建
築
が
、
早
く
か
ら
建
築
家
た
ち

に
と

っ
て
の
ノ
ス
タ
ル
ジ

ッ
ク
な
鑑

賞
対
象
と
な

っ
て
い
た
こ
と
を
、
読
み
と
れ
よ
う
。

此
等

の
建
築
を
撮
影
し
て
明
治
初
年

に
滅
び
た
る
和
洋
折
衷
建
築
が
あ

つ

た
こ
と
を

つ
た
へ
る
事
も
尤
も
な
事

と
思
ふ
と
同
時

に
、
此

の
滅
び
た
様

式
を
深
く
を
し
む
と
も
が
ら
も
共

に
、
深
く
此

の
か
く
れ
た
る
建
築
家
に

(
3
)

敬
意
を
表
す
る
の
で
あ
る
。

関
東
大
震
災
に
よ

っ
て
、
明
治
期
以
来

の
文
物
を
大
量
に
失
な

っ
た
東
京
で

は
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
だ
け
が
原
因
で
は
な
い
が
、
明
治
文
化
研
究

の
気
運
が
大

い
に
高
ま
り
、
建
築
界
で
も
、
そ
の
な
が
れ
に
の
っ
た
仕
事
が
出
現
し
た
。
堀

越
三
郎
に
よ
る

『明
治
初
期

の
洋
風
建
築
』

(
一
九
二
九
年
)
が
、
そ
の
代
表
例

(
4

)

で
あ
り
、
こ
こ
で
は
旧
第

一
国
立
銀
行
な
ど
が
、
大
き
く
ク
ロ
ー
ズ

・
ア
ッ
プ

さ
れ
て
い
る
。

一
九
六
〇
年
代

か
ら
は
、
近
代
建
築
史
を
専
攻
す
る
研
究
者
が

ふ
え
た
こ
と
に
も

一
因
が
あ
る
の
だ
ろ
う
、
初
期
擬
洋
風
建
築
も
研
究

の
俎
上

へ
の
ぼ
り
や
す
く
な
り
、
同
時

に
、
い
ま
ま
で
は
か
え
り
み
ら
れ
な
か

っ
た
擬

洋
風

へ
Y
あ
ら
た
な
光
を
あ

て
て
み
た
い
と
い
う
類

の
、
過
去
の
擬
洋
風
評
価

を
黙
殺
す
る
よ
う
な
言
辞
も
横
行

し
だ
し
て
い
る
の
で
、
あ
え
て
、
そ
れ
ら
が

じ

っ
さ
い
に
は

一
九
世
紀
末
ご
ろ
か
ら
注
目
を
あ

つ
め
て
い
た
こ
と
を
、
強
調

し
て
お
き
た
い
。

た
だ
、
そ
れ
ら
の
建
築
を
評
価
す
る
論
法

に
は
、

い
く
ら
か
の
ち
が

い
も
あ

る
。
戦
前

の
論
者
た
ち
は
、
尚
古
趣
味
と
意
匠

の
奇
抜
を
お
も
し
ろ
が
る
と
こ

ろ
で
、
そ
れ
ら
を
評
価
し
た
が
、
そ
し
て
そ
う
し
党
評
価
も
、
基
本
的

に
は
維

持
さ
れ

つ
づ
け
た
の
だ
が
、
加
え
て
、
新
し
い
評
価
が
下
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ

て
き
え
こ
と
も
、
書
き
そ
え
て
お
く
必
要
は
あ
る
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
伊
藤

て
い
じ
が
、
「無
残
な
る
和
洋
の
衝
突
」

で
は
あ
る
が
、
「江
戸
時
代

の
あ

の
因
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襲
的
な
建
物
に
た
い
し
て
抱
か
れ
て
い
た
欲
求
不
満
に
た
い
す
る
発
散
」
と
、

(
5

)

「伝
統

に
と
ら
わ
れ
な
い
爽
快
さ
を
よ
み
と
る
こ
と
が

で
き
る
」
と
の
べ
て
、

新
時
代
の
意
匠

で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
。
村
松
貞
次
郎

は
、
建
築
技
術
史
的

(6

)

に
見
る
と
、
「文
明
開
化
期
の
狂

い
咲
き
」
だ
が
、
「
不
思
議
な
バ
イ
タ
リ
.テ
ィ

ー
に
満
ち
た
建
築
を
見
る
と
き
、
そ
の
棟

梁
た
ち
こ
そ
、
近
代
的
な
意
味
で
の

(
7
)

日
本
最
初

の
建
築
家
と
よ
ん
で
や
り
た
い
」
と
、
歴
史
上

へ
位
置
づ
け
た
。

こ
う
し
た
論
法
の
延
長
上

に
と
い
っ
て

い
い
だ
ろ
う
、
初
田
亨
は
、
旧
第

一

国
立
銀
行

の
塔
屋
部
分
を
構
成
す
る
城
郭

の
天
守
閣
め
い
た
造
形
な
ど
、
伝
統

的
な
和
風
を
あ
ら
わ
し
た
部
分

へ
注
目

し
、
そ
れ
ら
が
、
「明
治
以
前

の
建
築

(
8
)

の
社
会
的
地
位

の
象
徴
」

で
あ
る
こ
と
を
、
強
調
し
た
。
さ
ら

に
、

ク
ラ
イ
ア

ン
ト
の
三
井
組
じ
た
い
が
、
そ
う

い
う
旧
幕
時
代

の
権
威
を
し
め
す
建
築
的
表

現
を
も
と
め
、
建
築
家
と
し
て
、
当
時

の
三
井
な
ら
と
う
ぜ
ん
依
頼

で
き
た
は

ず

の
西
洋
人
で
は
な
く
、
日
本
の
棟
梁

・
清
水
喜
助
を
指
名
し
た
こ
と
も
、
た

ん
な
る
洋
風
建
築
と
は
ち
が
う
、
和
風
の
威
信
に
み
ち
た
意
匠
を
該
銀
行

へ
加

・
味
さ
せ
た
か

っ
た
か
ら
で
は
な

い
か
と
、
想
像
し
た
。

外
国
人
で
は
な
く
清
水
喜
助
を
選
ん
だ
の
に
は
、
和
洋
折
衷
建
築
を
三
井

組
が
欲
し
て
お
り
、
清
水
喜
助
は
、
封
建
時
代
の
建
築

に
用
い
ら
れ
た
社

会
的
地
位
の
象
徴
を
工
作
で
き
、
他
方
で
文
明
開
化

の
象
徴

で
あ
る
洋
風

の
様
式

に
も
当
時
と
し

て
は
か
な
り
熟
知
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
と
考
え

(
9
)

ら

れ

る

。

旧
幕
時
代
の
商
人
に
は
禁
じ
ら
れ
、
身
分

の
高
い
武
家

の
み
に
ゆ
る
さ
れ
て

い
た
建
築

の
造
作
を
、
明
治

の
新
興
ブ

ル
ジ

ョ
ワ
ジ
ー
が
欲
望
し
て
い
た
の
だ

と
す
る
見
取
図
は
、
じ
ゅ
う
ら
い
の
史
家
が
、
大
工
棟
梁

の
み
の
近
代

に
注
目

し
て
い
た
こ
と
と
く
ら
べ
、
施
主

の
側
に
も
近
代
的
な
開
放
感
が
あ

っ
た
だ
ろ

う

こ
と
を
指
摘
し
た
点

で
、

一
九
七
七

(昭
和
五
二
)
年

の
指
摘
で
あ
る
が
、

学
界

へ
新
機
軸
を
も
た
ら
し
た
位
置
づ
け
だ
と
、
評
し
う
る
。
も

っ
と
も
、
初

田
の
師

に
あ
た
る
伊
藤
て
い
じ
も
、
従
前
か
ら
清
水
喜
助

に

「施
主

の
意
向
に

た
い
し
て
忠
実

に
答
え
よ
う
と
す
る
町
棟
梁
的
」
な

「良
心
」
を
読
み
と

っ
て

(10

)

お
り
、
ま
た
初
田
じ
し
ん
、
伊
藤

の
指
導
下

に
あ

っ
た
こ
と
も

の
べ
て
い
る

(11

)

の
で
、
そ

の
延
長
上
に
も
た
ら
さ
れ
た
新
解
釈
だ
と
考
え
て
も
い
い
だ
ろ
う
。

初
田
は
、
三
井
文
庫
を
調
査
し
て
、
該
建
築

の
設
計
図
面
を

つ
き
と
め
、
完

成
図
面
が
で
き
あ
が
る
前

に
四
度
の
設
計
変
更
、

つ
ま
り
図
面
は
合
計
五
と
お

り
あ
る
こ
と
を
発
見
し
た
点

で
、
史
料
発
掘
の
実
績
を
評
価
さ
れ
る
わ
け
だ
が
、

し
か
し
、
三
井
側
が
冊
幕
時
代
の
権
威
を
ほ
し
が

っ
た
と
す
る
文
献
記
録
は
、

同
文
庫
を
精
査
し
て
も
見

い
だ
せ
ず
、
だ
が
ほ
し
が

っ
た
に
ち
が

い
な
い
と
判

断
し
た
あ
た
り
は
、
か
な
り
蓋
然
性

の
高

い
見
解
だ
と
は
い
え
、
実
証
研
究
か

ら
飛
躍
し
て
、
あ
る
種

の
歴
史
社
会
学
的
想
像
を
め
ぐ
ら
せ
た
と
い
う

一
面
が

あ
る
こ
と
は
、
い
な
め
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
初
田
は
こ
の
あ
と
も
該
見
解

(12

)

を
堅
持
し
つ
づ
け
て
お
り
、
ま
た
学
界
内
に
も
、
こ
れ
と
い
っ
た
反
論
は
な
く
、

お
お
む
ね
了
承
さ
れ
て
い
る
と
い

っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
の
み
な
ら
ず
、
藤
森
照
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信

の
よ
う
に
、
同
銀
行
が
天
守
閣

め
い
た
造
形
を
と
り
い
れ
て
い
た
こ
と

へ
目

(13

)

を

む

け
、

「
"
自

分

の
家

に
も

、

き

っ
と

城

を
"

と

い
う

執

着

」

が

ブ

ル
ジ

ョ
ワ

側

に
あ

っ
た

こ

と

を

類

推

し
、

さ

ら

に

は
銀

行

の
前

へ
ひ

ろ
が

る

兜

町

一
帯

が

、

(
14

)

「城
下
町
」
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
た
と
す
る
史
家
さ
え
、
登
場
し
た
。

新
興

の
ブ

ル
ジ

ョ
ワ
が
、
旧
時
代

の
権
威
を
身

に
つ
け
た
が

っ
た
の
は
た
し

か
だ
ろ
う
し
、
ま
た
、
た
と
え
、
初
田
や
藤
森
ら
の
見
解
が
想
像
に
も
と
つ
く

も

の
で
あ

っ
た
と
し
て
も
、
こ
れ
を
く

つ
が
え
す
よ
う
な
デ

ー
タ
の
存
在
し
な

い
こ
と
も
た
し
か
で
あ
り
、
本
稿
が

こ
れ
ら

の
見
解

に
反
駁
す
る
こ
と
は
あ
り

え
な

い
。
だ
が
、
は
た
し
て
そ
れ
だ
け
で
、
天
守
閣
ま
が

い
の
擬
洋
風
建
築
が

文
明
開
化
期
に
出
現
し
た
こ
と
を
説
明
し
き
れ
る
の
か
と
い
う
と
こ
ろ

へ
、
本

稿
は
こ
だ
わ
り
、
さ
ら
に
、
旧
来

の
指
摘

と
は
ま

っ
た
く
ち
が
う
、
あ
ら
た
な

見
取
図
を
提
示
し
よ
う
と
も
く
ろ
ん
で
い
る
し
だ
い
で
あ
る
。

二
、
天
守
閣
建
築
解
釈
の
歴
史
的
展
開

日
本

の
近
世
城
郭

に
特
徴
的
な
天
守
閣

は
、
安
土
桃
山
時
代
か
ら
本
格
的

に

た
て
ら
れ
だ
し
た
施
設
で
あ
り
、
そ
れ
よ
り
前

の
段
階
だ
と
、
類
似

の
建
築

は

見
ら
れ
ず
、
日
本
建
築
史
上
に
そ
の
こ
ろ
か
ら
突
然
出
現
し
た
と
い
っ
た
観
も

あ
り
、
た
め
に
、
古
く
か
ら
、
安
土
桃
山
時
代

の
来
日
西
洋
人
、
ポ

ル
ト
ガ
ル

人
た
ち
が
洋
式
築
城
術
の
技
術
を
つ
た
え

た
こ
と
で
、
そ
の
刺
激
を
う
け
た
日

本
側

で
も
、
そ
れ
ま
で
の
建
築
的
伝
統
か
ら
は
逸
脱
し
た
天
守
閣
が
建
設
し
え

た
の
で
は
な
い
か
と
す
る
臆
測
を
、

し
ば

し
ば
よ
び
お
こ
し
て
き
た
。
さ
ら
に
、

天
守
閣
と
い
う
名
称
も
、
ポ

ル
ト
ガ
ル
人
た
ち
が

つ
た
え
た
キ
リ
ス
ト
教
、

つ

ま
り
天
主
教

の
こ
と
を
連
想
さ
せ
、
ま
た
、
安
土
桃
山
時
代
に
は
天
守
閣

の
こ

と
が
た
だ
天
主
と
の
み
し
る
さ
れ
て
い
た
と
い
う
事
実

か
ら
も
、
天
主
教
と
の

つ
な
が
り
が
想
像
さ
れ
、
築
城
技
術

の
み
な
ら
ず
、
築
城

の
背
景
を
な
す
思
想

面
に
お
い
て
も
西
洋
か
ら
の
感
化
が
あ
り
、
旦
ハ体
的

に
は
キ
リ
ス
ト
教
の
影
響

を
う
け
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
す
る
空
想
が
う
か
ん
で
く
る

一
因
と
な

っ
て

い
る
。

天
守
閣

の
起
源
を
、
西
洋
の
築
城
技
術
や
キ
リ
ス
ト
教
と
関
連
づ
け
る
着
想

の
、
そ

の
正
確
な

ル
ー
ツ
は

つ
き
と
め
ら
れ
な
い
が
、

一
八
世
紀
後
半
か
ら
浮

上
し
は
じ
め
、

一
九
世
紀

に
隆
盛
を
む
か
え
た
こ
と
は
、
ま
ち
が

い
な
い
だ
ろ

う
。
江
戸
期

の
い
わ
ゆ
る
考
証
随
筆
類

へ
、
活
字
化
さ
れ
た
も

の
に
か
ぎ

っ
て

目
を
と
お
し
た
、
そ
ん
な
管
見

の
範
囲

で
は
、
青
木
昆
陽

の

『昆
陽
漫
録
』

(
一
七
六
一二
年
稿
)
に
、
「我
国
ノ
城

ノ
制

ハ
…
…
織

田
殿

ノ
時
、
南
蛮
人
今

ノ

(
15
)

城
制
ヲ
伝

フ
ト
イ

フ
」
と
あ
る
の
が
、

い
ち
ぽ
ん
早
い
時
期

の
指
摘
と
な

っ
て

い
る
。
こ
れ
は
、
築
城
術

の
西
洋
渡
来
を
説
い
た
も
の
だ
が
、
キ
リ
ス
ト
教
に

関
し
て
も
、
お
そ
ら
く
は

一
七
八
○
年
代

に
し
る
さ
れ
た
で
あ
ろ
う

『笈
埃
随

筆
』
(百
井
塘
雨
筆
記
)
が
、
天
守
閣

の
起
源
を

「信
長
切
支
丹
の
法
を
信
ず

る
事
深
く
、
其
宗
の
仏
を
祭
れ
る
為

に
建
ら
れ
た
り
。
故
に
天
守
と
い
ふ
。
天

(
16

)

守
と
は
其
宗

の
本
尊

の
名
な
り
」
と
、
天
主
教
説
で
展
開
さ
せ
て
お
り
、

一
八

世
紀
か
ら
語
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
明
白

で
あ
る
。

こ
こ

へ
、
江
戸
後
期
を
代
表
す
る
儒
学
者
の
ひ
と
り
で
あ
る
大
田
錦
城
が
、
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一
八
二
〇
年
代
に
執
筆
し
た

『梧
窓
漫
筆
拾
遺
』
か
ら
、
天
守
閣
の
起
源
説
と

か
か
わ
る
部
分
を
、
や
は
り
そ
れ
ま
で
と
同
じ
く
西
洋
か
ら
の
感
化
を
強
調
す

る
論
調
に
な

っ
て
い
る
の
だ
が
ー

ひ
い
て
お
く
。

支
丹

の
神
な
り
と
言
ひ
伝

へ
た
り
と
。
予
此
言
を
聞
き
て
、
豁
然
と
し
て

了
悟
し
た
り
。
信
長
公
の
天
主
を
安
置

せ
ら
れ
て
、
天
主
と
は
付
け
ら
れ

(
18

)

た
る
な
り
。
諸
国

の
天
主
も
是
れ
と
同
じ
。

初期擬洋風建築の天守閣形状塔屋に関する一考察

西
洋
人
は
、
家
宅
を
五
重
七
重

に
作

り
て
、
其
第

一
の
高
層

の
処
に
、
天

主
を
祭
る
。
信
長
公
…
…
安
土

に
大
櫓
を
立
て
ら
れ
て
、
天
主
を
称
す
。

是
天
下
天
主
の
始
な
り
…
…
実
は
其

第

一
の
上
層
に
、
天
主
を
奉
祀
す
る

(
17

)

故
に
名
付
け
た
る
に
て
、
西
洋
人

の
真
似
を
し
た
る
な
り

日
本
建
築

に
は
高
層

の
例
が
あ
ま
り
な

い
が
、
西
洋
で
は
五
階
建

て
、
七
階

建

て
が
あ
た
り
ま
え
で
あ
り
、
大
田
は
そ

の
こ
と
を
強
調
し
つ
つ
、
天
守
閣

の

ル
ー
ッ
と
も
く
さ
れ
る
高
層

の
安
土
城
が

、
西
洋
建
築
と

つ
う
じ
る
点
を
示
唆

し
、
さ
ら
に
、
最
上
層

へ
は
天
主
を
ま
つ

っ
て
い
た
と
き
め
つ
け
、
そ
の
キ
リ

ス
ト
教
的
性
格
を
揚
言
し
た
。

一
八
世
紀
後
半
か
ら
、
し
ば
し
ば
語
ら
れ
て
き

た
言
説
で
も
あ
り
、
大
田
の
天
守
閣
解
釈

じ
た
い
に
、
時
代
か
ら
ぬ
き
ん
で
る

特
異
性
が
あ

っ
た
り
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
れ
で
も
、
大
田
は
こ
の
着
想

へ
い
た

っ
た
経
緯
を

つ
ぎ

の
よ
う
に
語

っ
て
い
る
点

で
、
興
味
を
ひ
く
。

一
諸
侯

の
臣

の
、
予
が
門
人
、
予
が
少

か
り
し
時

に
、
物
語
せ
る
に
、
是

れ
は
あ
ら
は
に
は
申
し
上
げ
が
た
き

こ
と
な
れ
ど
、
不
思
議

の
こ
と
故
申

す
な
り
。
我
国
城
の
天
主
の
上
層

に
、
何

か
怪
し
き
神
を
安
置
せ
り
。
切

何
藩
の
逸
話
か
は
わ
か
ら
ぬ
が
、
あ
る
城

の
天
守
閣
で
は
、
上
層

に
キ
リ
ス

ト
教

の
神
を
ま
つ
っ
て
い
た
と
い
う
、
そ
ん
な
話
が
、
大
田
の
耳

へ
は
門
人
を

と
お
し
て
、
「少

か
り
し
」
と
あ
る
か
ら
、
お
そ
ら
く

一
八
世
紀
末
-

一
九
世

紀
初
頭
の
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
る
が

は
い
っ
て
き
た
ら
し
い
。
そ
の
意
味

で
、
天
守
閣
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
つ
な
が
り
は
、

一
部

の
知
識
人
た
ち
が
も
て

あ
そ
ん
で
い
た
歴
史
解
釈
遊
戯
め
い
た
話
な
の
で
は
な
く
、
ひ
ろ
く

一
般

に
も

語
ら
れ
て
い
た
、

一
種
の
都
市
伝
説
で
も
あ

っ
た
こ
と
が
、
読
み
と
れ
よ
う
。

平
賀
蕉
斎
と
い
う
儒
者
も
、
『蕉
斎
筆
記
』

(
一
八
○
○
年
刊
)
で
、
信
長
時
代

に
は
、
「切
支
丹
の
宗
門
行

は
れ
け
る
故
、
上

の
主

に
は
天
帝
を
祭
り
し
所
也
、

故

に
天
主
と
唱

へ
た
り
」
と
、
キ
リ

ス
ト
教
起
源
説
を
提
示
し

つ
つ
、
「肥
後

の
熊
本
城

に
は
、
今

に
仏
壇

の
ご
と
き
も

の
有
け

る
と
也
、
学

丹
居
士

の

(19

)

咄
也
」
と

つ
け
加
え
、
キ
リ
ス
ト
教
の
祭
壇
ら
し
い
も

の
が
城
内
に
も
う
け
ら

れ
て
い
る
と
い
う
噂

の
あ

っ
た
こ
と
を
、
書
き
と
め
て
お
り
、
都
市
伝
説
と
し

て
の
ひ
ろ
が
り
が
し
の
ぼ
れ
る
。

洋
式
築
城
術

の
伝
来
説
と
、
天
守
閣
の
天
主
教
起
源
説
は
、
そ
の
後
も
語
ら

れ

つ
づ
け
、
明
治
時
代
に
な

っ
て
も
、

一
般

の
史
書

は
、
「天
主
閣

ト

ハ
天
主

(
20

)

教

ヲ
奉

ス

ル

ニ
ョ
リ

テ
名

ク
」
、

「
天

主

閣

と

は

、

も

と

天

主

と

い

ふ

を
祀

り

た
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(
21
)

(
22
)

る
楼
閣

に
て
」、
「築
城
法

ハ
多
ク
洋
式

ヲ
執
リ
」
な
ど
と
い
う
記
述
を
、
流
布

さ
せ
て
い
た
。
明
治
期
を
代
表
す
る
国
語
事
典

の

『言
海
』

(
一
八
九

一
年
)
も
、

(
23
)

「
天
主
教

ヲ
信
ジ
タ
レ
バ
、
或

ハ
、
天
主

ヲ
祀

レ
ル
モ
ノ
ナ
ラ
ム
カ
」
と
、
天

守
閣

の
キ
リ

ス
ト
教
起
源
説
を
紹
介
し
、
ま
た
実
用
的
に
重
宝
が
ら
れ
た
と
い

う
点
で
は
類
似
書

の
な
か
で
も
き
わ
だ

つ

『伝
家
宝
典
明
治
節
用
大
全
』
が
、

(
24
)

「
天
守
…
…
始
は
楼
上
に
耶
蘇

の
天
主
を
祭
り
た
れ
ば
天
主
楼
と
い
ひ
し
」
と

い
う
解
釈
を
と
る
な
ど
、
こ
の
天
守
閣
認
識
が
、
他

の
諸
理
解
を
圧
倒
し
て
普

及
し
て
い
た
こ
と
は
、
明
白
で
あ
る
。

キ
リ
ス
ト
教
の
関
与
説
が
、
歴
史
研
究

の
場

で
最
初
に
否
定
さ
れ
た
の
は
、

(25
)

田
中
義
成
が

一
八
九
〇

(明
治
二
三
)
年

に
発
表

し
た

「天
守
閣
考
」
で
あ
り
、

洋
式
築
城
術
の
伝
播
論
が
く

つ
が
え
さ
れ

る
の
は
、
大
類
伸

の

「本
邦
城
櫓
並

(
26

)

天
守
閣

の
発
達
」
(
一
九

一
〇
年
)
を
ま
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
わ
け
だ
が
、
わ

ざ
わ
ざ
学
術
雑
誌

へ
論
文
を
書

い
て
通
説

の
論
破
を
こ
こ
ろ
み
よ
う
と
す
る
学

者
が
出
現
す
る
ぐ
ら

い
に
、

一
八
世
紀
後
半
以
来

の
西
洋
文
明
と
の
遭
遇
を
力

説
す
る
天
守
閣
解
釈
は
、
猖
獗
を
き
わ
め
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
田
中
や

大
類
ら
の
研
究
が
世

に
だ
さ
れ
て
か
ら
は
、

一
般

の
認
識
も
し
だ
い
に
か
わ
り
、

と
り
わ
け

一
九
三
〇
年
代
以
後
は
、
近
世
城
郭

の
天
守
閣
を
、
外
国
の
影
響
か

ら
き
り
は
な
し
て
位
置
づ
け
、
純
粋
な
固
有
日
本
文
化
の
産
物
と
し
て
あ

つ
か

(
27

)

う

こ

と
が

、

当

然

で
あ

る

か

の

よ

う

に
な

っ
て

い
く

。

内

藤

昌

が

、

一
九

七

四

(
昭
和

四
九

)
年

か
ら

、

安

土

城

の
天

守

閣

に
、

ポ

ル
ト

ガ

ル
人

た

ち

を
経

由

し

て
、

ヨ
ー

ロ

ッ
パ

の
教

会

建

築

が

、

空

間

構

成

上

の
ヒ
ソ
ト
を
あ
た
え
た
可
能
性
に
言
及
し
だ
し
た
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い

(
28
)

よ
う
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
も
、
た
い

へ
ん
な
反
響
を
よ
ん
だ
仕
事
で

は
あ

っ
た
が
、
天
守
閣

の
解
釈
史
を
た
ど

っ
て
い
け
ぽ
、

一
八
世
紀
末
以
後

の

学
説

へ
回
帰
し
て
い
る
部
分

の
あ
る
こ
と
も
読
み
と
れ
る
し
、
逆

に
、
内
藤
説

の
も
た
ら
し
た
シ
ョ
ッ
ク
そ
の
も

の
か
ら
、
二
〇
世
紀
以
後
、
西
洋
と
の
つ
な

が
り

へ
目
を
む
け
て
い
た
旧
説
は
、
し
だ
い
に
す
た
れ
て
い
き
、
現
今
で
は
思

い
だ
す
者
も
ほ
と
ん
ど

い
な
く
な

っ
て
い
る
と

い
う
状
況
が
、
う
か
ん
で
く
る
。

三
、
洋
式
天
守
閣
観
念
.の
可
能
性

明
治
初
期

の
擬
洋
風
建
築
を
代
表
す
る
旧
第

一
国
立
銀
行
の
塔
屋
部
分
が
、

天
守
閣
状
に
な

っ
て
い
た
こ
と
は
さ
き

に
も
の
べ
た
が
、
こ
の
時
期

の
洋
風
を

め
ざ

し
た
建
築

で
、
類
似

の
形
式
を
と
り
い
れ
て
い
た
も
の
は
け

っ
こ
う
存
在

し
、
た
と
え
ぽ
、
第

一
国
立
銀
行
の
設
計
者
で
あ
る
清
水
喜
助
は
、
築
地
ホ
テ

ル
館

(
一
八
六
八
年
竣
工
)
に
お
い
て
も
、
天
守
閣
を
ほ
う
ふ

つ
と
さ
せ
る
塔

を
建
物
の
中
心

へ
す
え

て
お
り
、
駿
河
町

に
た
で
た
新
し
い
三
井
組

の
施
設

(
一
八
七
四
年
竣
工
)
で
も
、
第

一
国
立
銀
行
ほ
ど
顕
著

で
は
な
い
が
、
三
階
部

分

の
逓
減
を
し
め
す
建
築
形
式
や
、
屋
上
に
そ
え
ら
れ
た
鯱
の
置
物
な
ど
を
見

て
も
、
近
世
城
郭
と
り
わ
け
天
守
閣
か
ら
の
暗
示
が
あ

る
こ
と
は
、
う
た
が
え

な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
清
水
喜
助
だ
け
が
、
こ
う

い
う
作
風
を
し
め
し
て
い
た
わ

け
で
は
な
く
、
ほ
か
に
も
、
横
浜
市
役
所
、
東
京
為
替
会
社
、
蠣
殻
町
米
商
会

所

・
奥
山
閣
な
ど
、
建
築
史
家

に
よ
く
知
ら
れ
た
文
明
開
化
期

の
擬
洋
風
建
築
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で
、
同

一
の
手
法
は
見

い
だ
さ
れ
、
天
守

閣

へ
の
接
近
が
当
時

の
建
築
界
に
お

い
て
ひ
と

つ
の
流
行
に
な

っ
て
い
た
こ
と
を
、
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
原
因
を
せ
ん
さ
く
し
た
研
究
は
、

じ
ゅ
う
ら
い
あ
ま
り
例
が
な
く
、
初

田
亨

の
解
釈
が

で
る
前
は
、
桐
敷
真
次
郎

の
、
築
地

ホ
テ
ル
館
の
塔
屋
を

「
お

そ
ら
く
、
日
本

の
城
の
天
守
や
櫓
を
見
て
外
人
が
喜
ぶ
の
を
知
り
、
和
洋
折
衷

(29
)

し
て
案
出
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
」
と
す
る
見
解
が
、
知
ら
れ
て
い
る
ぐ
ら
い
で

あ
ろ
う
。
初
田
亨

は
、
新
興

の
商
人
が
、

旧
時
代

の
権
威
を
象
徴
す
る
建
築
的

記
号

へ
執
着
し
た
と
す
る
新
解
釈
を
学
界

へ
提
出
し
、
現
在
は
こ
の
見
方
が

一

般

に
承
認
さ
れ
て
い
る
も

の
と
判
断
で
き

る
が
、
と
に
か
く
、
こ
の
初
田
説
と

桐
敷
説
ぐ
ら

い
し
か
、
明
治
初
期
の
擬
洋
風
建
築
が
天
守
閣
の
形
状

へ
お
も
む

き
や
す
か
っ
た
理
由
を
説
明
し
て
く
れ
る
議
論

は
、
存
在
し
な
か

っ
た
の
で
あ

る
。本

稿
も
、
そ
れ
ら
の
現
行
説
を
、
積
極
的

に
否
定
す
る

つ
も
り
は
な
い
が
、

じ
ウ
う
ら
い
の
解
釈
と
は
ち
が
う
、
新
し

い
見
取
図
を
呈
示
す
る
。
」
八
世
紀

末
か
ら

一
九
世
紀

に
か
け
て
、
天
守
閣
を
西
洋
の
築
城
術
か
ら
感
化
を
う
け
て

成
立
し
た
建
築
だ
と
す
る
通
念

の
、
ひ
ろ
く
流
布
さ
れ
て
い
た
こ
と
に

つ
い
て

は
、
さ
き
に
も

の
べ
た
と
お
り
だ
が
、
そ
う
し
た
知
識
を
そ
な
え
た
棟
梁
や
施

主
た
ち
に
よ
っ
て
、
西
洋
建
築
が

い
と
な

ま
れ
て
い
っ
た
か
ら
こ
そ
、
天
守
閣

の
形
状
は
、
洋
風
を
め
ざ
し
た
建
築
に
付
加
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
と
す
る
歴

史
的
展
望
を
、
こ
こ

へ
し
め
し
て
お
く
こ
と
と
し
た
い
。
た
と
え
ば
、
第

一
国

立
銀
行

11
三
井
組
御
用
所
だ
が
、
三
井
は
当
初
、
当
局

へ
西
洋
造
り

の
銀
行
を

(30
)

建
設
し
た
い
と
申
請

し
て
お
り
、
そ
れ
が
許
可
さ
れ
て
か
ら
、
天
守
閣
状

の
塔

屋
を
頂
部
に
い
た
だ
い
た
建
築
は
出
現
し
た
の
で
あ

っ
て
、
棟
梁

の
清
水
喜
助

や
三
井
側
に
、
天
守
閣
は
西
洋
伝
来
の
建
築
、
極
端
に
言
え
ば

一
種

の
西
洋
建

築
だ
と
す
る
理
解
が
あ

っ
た
こ
と
も
、
想
像
す
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
あ

る
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
解
釈
は
臆
測

に
も
と
つ
く
も
の
で
あ
り
、
当

時

の
棟
梁
た

ち
が
天
守
閣
を
西
洋
的
だ
と
意
識
し
た
う
え

で
、
自
分
た
ち
の
つ
く
る
洋
風
建

築

へ
も
、
そ
の
意
識
を
投
影
さ
せ
た
こ
と

の
わ
か
る
旦
ハ体
的
な
文
献
記
録
は
見

つ
か

っ
て
い
な

い
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
、
当
時

の
天
守
閣
理
解

に
お
け
る

一
般

的
傾
向
を
考
え
る
な
ら
、
お
お
い
に
蓋
然
性
も
あ
り
、
か
つ
ま
た
、
こ
れ
ま
で

の
解
釈

に
も
実
証
的
な
根
拠
は
な
い
こ
と
を
勘
案
す
る
な
ら
ば
、
ひ
と
つ
の
有

力
な
解
釈
と
し
て
提
出
す
る
意
味
は
、
十
二
分

に
あ
る
と
考
え
る
し
だ

い
で
あ

る
。
城
郭
を
意
識
し
た
洋
風
建
築
が
、
時
代

の
下
る
に
し
た
が

っ
て
建
て
ら
れ

な
く
な
る
理
由
は
、
じ
ゅ
う
ら
い
ま
で
の
通
説
ど
お
り
、
本
格
的
な
西
洋
建
築

が
普
及
し
だ
す
こ
と
に
あ
る
と
判
断
し
て
ま
ち
が

い
な
い
だ
ろ
う
。
た
だ
、
文

明
開
化
期

に
数
多
く
出
現
す
る
、
天
守
閣

の
形
式
を
と
り
い
れ
た
塔
屋

の
あ

る

洋
風
建
築

に
関
す
る
解
釈
と
い
う
点

で
、
じ

ゅ
う
ら
い
の
見
解
と
と
も
に
、

一

九
世
紀
段
階
で
は
天
守
閣
が
西
洋
的
だ
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
が
洋

風
建
築

の
天
守
閣
形
式
を
産
出
さ
せ
た
か
も
し
れ
な
い
可
能
性
を
も
、
強
調
し

て
の
べ
そ
え
て
お
き
た
い
の
で
あ
る
。

本
題
か
ら
は
少
々
は
ず
れ
る
が
、
現
在

ハ
7
イ
の
マ
キ
キ
に
、
日
本

の
古
城
、

お
そ
ら
く
高
知
城
だ
と
思
わ
れ
る
が
ー

の
天
守
閣
を
、
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
模
倣
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し
た
教
会
建
築
が
た
っ
て
い
る
こ
と

へ
も
、
注
意
を
う
な
が
し
て
お
い
た
ほ
う

が

い
い
だ
ろ
う
。
こ
の
教
会

は
、

ハ
ワ
イ
在
住

の
日
系
人
が

つ
ど
う
た
め
の
施

設
で
あ
り
、
奥
村
多
喜
衛
と

い
う
伝
導
師

の
指
導
で
、

一
九
三
二

(昭
和
七
)

年

に
た
て
ら
れ
た
も
の
だ
が
、
「
日
本
最
初

の
天
守
閣
が
天
主
即
ち
基
督
教

の

神
を
祭
る
た
め
に
造
ら
れ
た
史
実
に
鑑
み
…
…

マ
キ
キ
教
会
堂
を
城
の
形

に
建

(
31

)

た
訳
で
あ
る
」
と
、
奥
村
自
身
が
自
伝
で
の
べ
て
い
る
よ
う
に
、
天
守
閣
と
キ

リ
ス
ト
教

の
つ
な
が
り
を
信
じ
て
い
る
も

の
は
、

こ
れ
は
、
奥
村
が

一
八
九
四

(明
治
二
七
)
年

に

ハ
ワ
イ

へ
渡
航

し
、
こ
う

い
う
歴
史
解
釈

の
否
定
さ
れ
た

こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
せ
い
で
も
あ
ろ
う
が
…
…
た
し
か
に
い
た
の
で
あ
り
、

ま
し
て
や
、
文
明
開
化
期
の
、
天
守
閣
と
西
洋
文
明
を

つ
な
げ

て
う
た
が
わ
な

か
っ
た
時
代
だ
と
、
ご
く
自
然
に
西
洋
建
築
な
ら
天
守
閣
と
い
う
着
想

の
う
か

び
え
た
だ
ろ
う
こ
と
が
類
推
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。

注(
1
)

「
旧
第

一
銀
行

写
真

説

明
」

『建

築

雑
誌

』

一
八
九

八
年

七
月
号

。

な

お
、

同

誌

の
八
月

号

に

は
、

森
山

松
之

助

の
手

に
な

る
実
測

図
が

、
紹
介

さ

れ

て

い

る
。

(
2
)

堀
越

三
郎

『
明
治

初
期

の
洋

風
建

築
』

丸
善

一
九

二
九
年

三

三

ペ

ー

ジ
。

(
3
)

大
倉
直

介

「
惜

し

い
事

が
あ

る
」

黒

田
鵬
心

編

『
東
京

百
建
築

』
建

築

画

報

一
九

一
五
年

三
〇

ペ

ー
ジ
。

(
4
)

堀

越

前
掲

書

に
、

「
大

正

の
初

め
よ

り
明
治

文

化

研
究

漸

く
世

に
現

れ
…

…
大

正

の
末

年

に
…
…
維
新

以
来

の
文

物

に
関

す

る
史

的
考

究

は
漸

く
盛

な
ら

ん

と
せ
り

…
…

大
震

災

は
…
…

明
治

文
化

の
史
料

の
大

部
分

を

奪

ひ
去

れ

り
…

…
斯

か

る
折

に
、
十

数
年
来

蒐
集

せ
る
明
治

文
化

資
料

の
内

よ
り
明
治

初
期

の

建

築

に
関

す

る

も

の
を
整

理

…

…

一
括
編

纂

し

て
発

表

せ

ん
と

す
」
、

と
あ

る

(三

ペ
ー
ジ
)
。

こ
の
仕
事

が
、
当

時

さ

か
ん

に
な
り

だ

し
た
明

治
文
化

研
究

の

一
般

的
潮

流

と
と
も

に
あ

っ
た

こ
と
が
、

よ
く

わ

か
る
。

(
5
)

伊
藤

て
い
じ

『
日
本

の
工
匠

』
鹿

島

研
究

所
出

版
会

一
九
六

七
年

二

四

五

ペ
ー
ジ
。

(6
)

村
松

貞

次
郎

『
西
洋

館

を
建

て
た
人

々

日
本
近

代

建
築

史

ノ

ー

ト
』

世
界
書

院

一
九

六
五
年

三
八

ペ

ー
ジ
。

(7
)

村
松

貞
次

郎

『
日
本

近
代
建

築

の
歴
史

』

日
本
放

送

出
版

協
会

一
九
七

七
年

。

(8
)

初

田
亨

「
海

運
橋

三
井
組

為

替
座

御

用

所

の
建
築

に

つ
い
て
」

『
日
本

建

築
学

界
論

文
報

告
集

』
第

二
五
三
号

一
九
七

七
年

三
月

号

=
二
七

ペ

ー
ジ
。

(9
)

同
右

一
三

八

ペ

ー
ジ
。

(10
)

伊
藤

て

い
じ

前
掲

書

二
四
五

ぺ

ー
ジ
。

(11
)

初

田
亨

前
掲

論
文

一
三
九

ペ
ー
ジ
。

(12
)

初

田
亨

『
東
京

・
都

市

の
明
治

』
筑

摩
書

房

〈
学
芸

文
庫

〉

一
九
九

四
年

七

九

ペ
ー
ジ
。

「
和

洋
折

衷

の
第

一
国
立

銀
行

」

東
京

都

江
戸

東

京
博

物

館
監

修

『復

元

鹿

鳴
館

・
ニ
コ
ラ
イ
堂

・
第

一
国
立

銀
行
』

ユ
ー

シ
ー
プ

ラ
ン

ニ

ン
グ

一
九

九
五
年

六
七

ペ
ー
ジ
。

(
13
)

藤

森

照

信

『建

築

探

偵

の
冒

険

・
東

京

篇

』
筑

摩

書

房

一
九

八

六
年

二
七

三

ペ
ー
ジ
。

(
14
)

同

右

二
七

八

ペ

ー
ジ
。
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(
15
)

『
日
本

随
筆

大

成
』

第

一
〇

回

吉

川
弘

文
館

一
九

二

八
年

四

八

四

ペ
ー
ジ
。

(
16
)

『
日
本

随

筆
大

成

・
第

二
期
』

第

六
回

日

本
随

筆

大
成

刊

行

会

四

九

七

ペ
ー
ジ
。

(
17
)

『
随
筆

叢

書

・
百

家
説

林

』
第

一
〇
巻

今

泉
定

介

・
畠

山

健

一
八
九

二
年

四
八

ペ

ー
ジ
。

(
18
)

同
右

四
九

ぺ

ー
ジ

。

(19
)

『百
家

随
筆

』

第
三

国
書

刊
行

会

一
九

一
八
年

二
六
九

ペ
ー
ジ
。

(20
)

北

川
藤
太

『
日
本
文

明
史

』

一
八
七
八
年

九

二

ペ

ー
ジ
。

(21
)

物
集

高

見

『修

訂

日
本
文

明
史

略
』

大

日
本
図

書

一
九

〇

二
年

四

三

ニ

ペ
ー
ジ
。

(
22
)

小

林
鉄

之
輔

『大

日
本
帝

国
全

史

』

一
八
九

二
年

五

二
〇

ペ
ー
ジ
。

(
23
)

大

槻
文

彦

『
言
海

』

(
24
)

博

文

館
編

輯

局

『
伝
家

宝

典
明

治

節

用
大

全
』

博

文
館

一
八
九

四

年

六

二
五

ペ
ー
ジ
。

(
25
)

田
中

義
成

「
天
主

閣

考
付

多

門
」

『
史
学

雑

誌
』

第

一
編
第

二
号

一
八

九
〇
年

一
月

二
〇

ペ
ー
ジ
。

(
26
)

大
類

伸

「
本
邦

城
櫓

並
天

守
閣

の
発
達

(第

二
回
)
」

『史

学
雑

誌
』
第

二

一
編

第

四
号

一
九

一
〇

年

四
月

二
九

-

三
六

ペ

ー
ジ
。

(27
)
,
天
守

閣

の
起

源
を

め
ぐ

る
学
説

史

は
、
時

代
精

神

の
う

つ
り

か
わ

り
と
も

、

密

接
な

つ
な
が

り

を
も

っ
て
お
り
、

そ

の
詳
細

に

つ
い
て

は
別

稿

を
期

す
が
、

と
り
あ

え
ず

は
現
在

執
筆

中

の
連
載

「安

土
城

へ
、

ユ
リ

シ
ー
ズ
」

(
『諸

君
』

一
九
九

五
年

九
月

号

よ
り
)

を
、
参

照

し

て

い
た
だ
き

た

い
。

(
28
)

内

藤

の
安
土

城
研

究

は
、
内

藤
昌

・
油

浅
耕

三

「
新
安

土
城

天
守

指
図

に

つ
い
て
」

『
日
本
建

築

学
界

大
会
学

術

講
演
梗

概
集

』

(北
陸

)

一
九
七

四
年

一

○

月
、

に
は
じ
ま

り
、

「
安
土
城

の
研
究

」

『国

華
』

九

八
七
号

、
九

八

八
号
、

一
九
七

六
年

二
月
号

、

同
三

月
号
、

で
集

大
成

さ

れ
、
近

著

の

『復

元
安

土
城

ー

信
長
の
理
想
と
黄
金
の
天
主
』
講
談
社

〈選
書
メ
チ
エ
〉

一
九
九
四
年

ま

で
、

つ
づ

け
ら

れ

て

い
る
。
内
藤

が

復
元

に
あ

た

っ
て
依
拠

し
た
池

上
右
平

の

「
天
主
指

図

」

(静

嘉

堂
文

庫

所
蔵

)

は
、
学

界

の
な

か

で
、
実

施

図

面

と

し

て

の
信
憑

性
が

疑
問

視

さ
れ

て
お

り
、

ヨ
ー

ロ

ッ
パ
か
ら

の
影
響

を

こ
と

あ

げ

す

る
見
解

も

オ

ー

ソ
ラ
イ
ズ

さ
れ

て

い
る
と

は
、
言

い
が

た

い
。

(
29
)

桐

敷

真
次

郎

『明

治

の
建

築

建
築

百

年

の
あ

ゆ

み
』

日
本

経

済

新

聞
社

〈
新
書

〉

七

三

ペ
ー
ジ
。

(
30
)

初

田
亨

前

掲
論

文

一
九
七

七
年

一
三
三

ペ
ー
ジ
。

(31
)

奥
村

多
喜

衛

『
回
顧

四
十

年
』

一
九

三

四
年
。
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