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史
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日
本
建
築
史
の
開
拓
者
と
し
て
㎜
翻
野
貞
先
生
の
名
は
、
伊
丹
忠
太
先
生

と
相
並
ん
で
、
燦
と
し
て
輝
く
。
木
書
は
爾
録
博
士
が
武
事
高
等
學
校
の

生
徒
の
た
め
に
五
趣
（
十
組
替
）
に
亘
り
て
講
嚢
さ
れ
た
時
の
筆
記
を
基
と

し
、
そ
れ
を
博
士
の
手
控
に
よ
っ
て
整
理
し
た
も
の
で
、
鱒
士
の
校
閲
を

輕
な
い
内
に
薄
霞
が
易
笠
せ
ら
れ
た
か
ら
、
同
校
教
擾
原
田
亨
一
氏
や
足

立
康
簿
士
、
大
周
實
氏
等
の
助
力
に
よ
っ
て
原
稿
を
完
備
出
版
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。

　
臼
本
建
築
史
に
驕
す
る
書
物
は
誰
誰
上
都
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
け
れ
ど

も
、
ど
う
し
て
も
大
部
の
も
の
と
な
り
、
從
っ
て
軍
門
的
な
も
の
と
彫
り

勝
ち
で
あ
る
た
め
に
、
初
心
者
に
は
難
民
で
あ
り
、
難
讃
で
あ
る
。
さ
う

し
た
專
門
的
な
著
書
の
存
在
も
と
よ
り
喜
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
る
け
れ
ど

も
、
建
築
史
を
知
り
た
い
と
念
じ
つ
x
あ
る
人
々
の
た
め
に
も
容
易
に
績

み
得
る
建
築
史
、
そ
れ
こ
そ
現
代
下
界
の
最
も
要
求
し
て
居
る
も
の
で
は

な
い
か
。
高
等
學
校
生
徒
程
度
の
專
門
學
書
Q
そ
れ
が
最
も
必
要
な
書
物

で
は
な
か
ら
う
か
。
其
の
観
黙
か
ら
言
ふ
な
ら
ば
、
本
書
は
、
其
の
要
求

に
全
く
合
致
し
た
も
の
で
あ
り
、
本
書
印
行
を
企
て
た
入
閣
も
早
戸
の
要

豊
を
耳
に
せ
ら
れ
た
の
で
あ
ら
う
。
原
始
時
代
、
飛
鳥
時
代
、
寧
樂
酔
．

代
、
甲
安
前
期
、
亭
安
後
期
、
鎌
倉
時
代
、
室
町
時
代
、
桃
山
時
代
、
江

戸
時
代
、
明
治
時
代
の
各
時
代
に
混
鎖
し
て
、
そ
れ
み
＼
佛
寺
、
榊
赦
、

住
宅
の
建
築
を
説
き
、
古
代
に
於
い
て
は
零
点
に
、
室
町
時
代
以
後
に
は

紹

介

茶
室
に
、
桃
山
江
戸
に
は
城
郭
と
蜜
廟
に
、
書
ひ
燭
れ
、
一
通
り
の
古
建

築
史
を
理
解
す
る
事
に
は
、
頗
る
役
立
つ
。
加
ふ
る
に
附
載
と
し
て
、
「
H

太
建
築
重
要
遺
樵
二
覧
」
「
建
築
用
語
解
読
並
附
圃
」
「
建
築
用
語
索
引
」
の

三
種
が
珊
尾
に
添
へ
て
あ
る
辮
は
、
ど
こ
ま
で
も
初
心
者
に
親
切
な
用
意

と
量
ロ
へ
よ
う
O

　
關
野
先
生
の
か
う
し
た
一
貫
し
た
建
築
史
と
言
ふ
も
の
は
、
外
に
は
一

罪
も
纒
っ
て
屠
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
其
鮎
で
、
先
生
の
建
築
史
に
略
す

る
大
系
を
窺
知
す
る
た
め
に
は
唯
｝
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
で
も
本

書
出
版
の
儂
傭
は
大
き
い
。
但
し
、
要
望
し
て
行
っ
て
、
何
と
な
し
に
型

が
古
い
、
と
言
ふ
感
の
す
る
癖
は
否
ま
れ
な
い
Q
從
っ
て
、
定
む
者
に
甥

す
る
迫
力
が
弱
い
様
に
も
思
は
れ
る
9

　
そ
れ
に
し
て
も
、
か
う
し
た
謙
義
を
生
徒
に
必
聴
せ
し
め
、
其
の
方
画

か
ら
少
と
も
η
日
本
」
と
い
ふ
も
の
㌧
正
し
い
認
識
を
培
は
ん
と
さ
れ
つ
Σ

あ
る
出
本
良
吉
先
鑑
の
手
心
に
は
、
多
大
の
敬
意
を
罪
す
る
り
　
（
岩
波
書

店
稜
行
、
四
六
摺
身
玉
入
頁
、
定
客
一
・
二
〇
）
〔
中
村
〕

○
郵
貯
紳
話
論
考

三
品
彰
英
著

　
「
，
古
代
朝
鮮
に
於
け
る
王
者
出
現
の
島
津
と
儀
禮
」
「
古
代
朝
鮮
の
宵
祭

と
穀
璽
信
仰
に
就
い
て
」
等
の
雄
編
に
よ
っ
て
本
誌
の
讃
者
に
も
夙
に
そ

の
名
を
知
ら
れ
て
み
る
三
法
彰
英
君
は
、
今
春
外
…
遊
の
途
に
つ
く
に
先
立

っ
て
そ
の
論
考
を
輯
め
て
一
書
と
し
、
わ
れ
ら
内
院
に
あ
る
も
の
へ
の
置

土
蓬
と
せ
ら
れ
た
◎
題
し
て
「
建
國
紳
話
論
考
」
と
い
ひ
、
古
代
祭
政
と
樹

第
二
十
二
巻
　
第
四
號
　
　
入
○
｝
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介

林
、
豪
語
之
御
魂
考
、
久
購
那
利
考
、
憩
代
よ
り
人
代
へ
、
の
四
丁
を
牧

録
し
て
み
る
。
齎
が
十
指
に
纏
る
既
徒
の
述
作
中
よ
り
特
に
こ
の
四
編
を

の
み
選
ん
だ
こ
と
は
、
自
ら
以
て
最
竜
自
信
あ
り
と
す
る
も
の
か
、
否
か
、

筆
者
に
於
て
も
と
よ
り
知
る
べ
く
も
な
い
が
、
少
く
と
も
君
の
榊
話
に
蜀

す
る
犀
利
な
る
藩
…
膜
と
日
面
支
三
國
の
文
獣
に
亘
る
豊
寓
な
る
學
殖
と
、

加
ふ
る
に
そ
の
論
を
進
む
る
に
際
し
て
の
自
由
に
し
て
擁
ま
ざ
る
思
考
力

と
は
、
こ
れ
ら
の
補
語
に
於
て
薫
る
と
こ
ろ
な
く
示
さ
れ
て
み
る
や
う
で

あ
る
。
今
、
簡
軍
に
下
編
の
梗
概
を
記
す
な
ら
ば
一

　
ま
つ
巻
頭
の
一
編
に
於
て
は
古
朝
鮮
に
於
て
王
京
を
意
記
す
る
徐
伐

（頓

脂
焉
j
な
る
語
は
岡
時
に
ま
た
樹
林
を
も
蒙
昧
す
る
こ
と
に
嘉
島
し
て
、

横
く
古
代
祭
政
が
樹
林
の
中
に
於
て
螢
ま
れ
た
こ
と
を
明
に
し
て
、
そ
の

藤
聖
な
る
樹
林
に
降
臨
す
る
融
の
子
を
迎
へ
る
儀
式
が
や
が
て
建
園
の
歴

史
と
し
て
語
ら
れ
る
瀞
話
の
内
容
を
形
作
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
晴
示

し
、
第
二
編
に
於
て
は
そ
の
騨
鍵
の
降
臨
が
高
句
麓
の
朱
悪
銭
話
、
わ
が

三
輪
山
傳
読
、
賀
茂
醇
説
を
始
め
、
脾
武
天
皇
や
ス
サ
ノ
ヲ
ノ
癒
、
タ
ケ
、
ミ

カ
ツ
チ
、
天
日
浮
等
の
物
語
に
於
て
等
し
く
光
若
し
く
は
創
の
形
に
於
て

物
語
ら
れ
て
み
る
こ
と
の
群
言
を
そ
れ
ら
の
い
つ
れ
に
も
共
通
し
て
存
す

る
フ
ッ
・
フ
ル
な
る
名
聯
を
便
に
考
へ
て
、
そ
れ
が
刀
創
及
び
そ
れ
に
伴

ふ
祭
僕
と
共
に
繭
鮮
よ
り
我
園
に
傳
つ
た
も
の
な
る
こ
と
を
推
断
し
た
Q

第
三
編
は
建
醐
難
論
に
於
け
る
「
水
の
熊
騨
」
の
研
究
な
る
下
々
を
有
ち
、

か
の
ギ
リ
シ
ャ
脚
話
の
ア
ル
テ
ミ
ス
に
於
て
M
蝦
も
多
く
人
々
に
知
ら
れ
て

み
る
熊
の
形
を
と
る
水
邊
の
母
瀞
と
い
ふ
特
殊
な
瀞
緯
書
要
素
を
、
支
那

に
於
け
る
鶴
の
治
水
落
雷
、
高
句
麗
に
於
け
る
朱
蒙
傳
読
、
及
び
わ
が
熊
肇

筑
ご
十
二
巻
　
第
四
號
　
　
入
○
二

面
の
一
々
の
物
語
に
蓮
じ
て
認
め
、
そ
れ
ら
が
種
々
の
要
素
の
複
合
に
も

か
し
は
ら
ず
要
す
る
に
一
つ
の
瀞
婚
、
或
は
瀞
婚
に
よ
る
瀞
の
子
の
生
誕

に
よ
っ
て
建
國
の
趨
源
を
語
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
に
し
て
み
る
Q
面

し
て
最
後
の
扁
編
は
か
く
の
如
き
安
否
の
融
話
を
記
紀
の
編
嚢
が
歴
史
と

し
て
記
述
す
る
に
當
っ
て
そ
こ
に
如
何
な
る
饗
形
が
加
へ
ら
れ
た
か
を
、

騨
武
天
皇
東
征
の
物
語
に
就
い
て
考
へ
、
瀞
代
よ
り
入
代
へ
の
腱
展
は
實

は
紳
話
を
語
る
心
よ
わ
歴
史
を
記
す
心
へ
の
欝
欝
に
纂
冷
す
る
も
の
な
る

こ
と
を
明
確
に
示
し
て
、
以
て
全
編
に
謝
し
て
結
論
的
な
完
結
を
與
へ
て

る
る
。

　
思
ふ
に
從
來
齢
話
を
論
ず
る
も
の
は
多
く
紳
話
を
そ
れ
を
鱒
へ
た
民
族

の
腿
史
か
ら
き
り
は
な
し
て
唯
そ
の
筋
蒋
し
く
は
そ
の
申
心
置
楕
の
性
格
…

の
み
の
同
異
を
以
て
相
互
に
之
を
比
較
類
別
し
隠
隠
に
一
よ
り
他
へ
の
傳

播
波
及
を
説
い
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
韓
に
あ
っ
て
は
唐
言
は
常
に
そ
の

背
後
に
あ
る
儀
礎
や
習
俗
と
の
關
聯
に
於
て
そ
の
意
昧
が
考
へ
ら
れ
、
且

つ
他
蝿
族
の
騨
話
と
の
比
較
は
常
に
他
の
一
般
文
化
に
於
て
・
も
相
互
に
共

通
す
る
も
の
を
有
す
る
民
族
の
聞
、
帥
ち
所
謂
同
一
文
化
圏
内
に
干
て
試

み
ら
れ
、
そ
の
閥
の
傳
播
を
考
へ
る
に
於
て
も
一
個
の
固
定
し
た
瀞
話
が

そ
の
ま
し
の
形
で
傳
へ
ら
れ
る
の
で
は
な
く
し
て
流
傳
の
聞
に
種
々
の
要

素
が
複
合
し
岡
一
の
根
源
か
ら
罷
通
り
も
の
異
傳
の
生
ず
る
こ
と
を
見
よ

う
と
し
て
み
る
。
そ
れ
こ
そ
瀞
話
の
斑
族
心
理
雄
的
な
研
究
や
、
比
較
言

語
學
的
な
立
憲
に
謝
し
て
正
し
く
腿
史
的
研
究
と
呼
ば
る
べ
き
も
の
で
あ

り
、
こ
の
書
は
縦
ひ
個
々
の
紳
話
の
解
義
に
於
て
直
に
萬
人
の
同
意
を
得

ら
れ
な
い
こ
と
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
方
法
に
於
て
は
確
に
｝
つ
の
新

（lp－6）



し
い
生
面
を
騨
話
研
究
の
上
に
開
い
た
も
の
と
い
へ
よ
う
。

入
頁
、
東
京
週
黒
書
店
襲
行
、
三
内
三
・
○
○
）
〔
柴
田
）

○
岡
　
本
　
道
　
可
　
傳

岡
　
本

〈
菊
到
二
九

鴻
プ7

著

　
岡
∵
本
道
可
は
江
州
甲
賀
の
七
窯
翌
翌
の
鵡
、
天
正
十
一
年
尾
張
の
星
崎

に
生
れ
、
十
＝
蔵
の
時
よ
り
ゴ
本
の
槍
を
鰻
り
に
所
謂
渡
り
奉
公
人
と
し

て
門
々
主
を
云
ふ
る
こ
と
九
人
、
最
後
に
伊
勢
の
藤
堂
和
泉
寺
に
仕
へ
て

大
坂
陣
に
武
功
を
あ
ら
は
し
、
数
次
加
増
を
う
け
て
知
行
千
石
、
鐡
砲
門
の

地
位
に
ま
で
上
っ
た
が
、
然
も
偶
ミ
そ
の
意
に
協
ほ
ぬ
こ
と
が
あ
れ
ば
直

に
主
家
を
立
退
い
て
も
と
の
浪
人
の
身
と
な
り
、
要
談
を
以
て
再
三
召
返

へ
さ
る
x
に
及
ん
で
途
に
藤
堂
家
の
家
事
と
し
て
生
を
畢
へ
た
Q
そ
の
名

は
必
ず
し
も
偉
大
を
以
て
穰
す
る
に
當
ら
な
い
で
あ
ら
う
が
、
そ
の
七

十
歳
の
生
涯
は
「
歩
行
足
輕
の
時
よ
り
一
遇
一
郡
を
も
豊
む
青
侍
の
本
意
」

な
り
と
し
た
曝
露
武
士
の
一
典
型
と
し
て
ま
た
傳
ふ
る
に
足
る
も
の
が
あ

る
。
本
書
の
記
者
は
道
理
直
系
の
後
庭
と
の
こ
と
で
あ
る
が
そ
の
組
先
の

行
履
を
述
べ
る
に
當
っ
て
濫
に
子
孫
と
し
て
の
私
情
を
憾
ま
ず
、
一
々
家

常
の
文
書
資
料
を
引
用
し
、
た
じ
道
可
そ
の
人
一
入
の
み
な
ら
ず
、
讃
く

そ
の
周
園
の
關
係
者
の
癖
蹟
を
欝
へ
て
、
淡
々
た
る
筆
致
の
中
に
よ
く
當

時
の
侍
の
身
の
浮
沈
や
、
そ
の
意
地
や
か
た
ぎ
を
叙
し
て
み
る
Q
蓋
し
、

旧
く
畦
代
の
心
を
惟
み
、
武
士
道
護
展
の
跡
を
論
ぜ
ん
と
す
る
入
の
瓢
眼

玩
駕
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
ら
う
。
（
菊
判
和
襲
一
九
入
頁
、
非
細
響
〔
柴
田
〕

紹

介

○
後
醍
醐
天
皇
震
翰
集闘

民
精
紳
文
化
研
究
所
編

　
三
民
精
瀞
交
化
研
究
所
は
、
か
ね
て
皇
室
御
撰
穣
爪
の
謹
鰍
　
を
計
叢
し
て

み
た
が
、
そ
の
第
～
と
し
て
後
醍
醐
天
皇
震
翰
集
が
公
刊
せ
ら
れ
た
。

　
「
天
巣
…
の
震
翰
に
難
し
ま
つ
れ
ば
、
町
民
は
　
天
皇
の
御
忍
業
の
う
ち

に
履
ま
せ
給
ひ
し
御
難
難
の
道
を
偲
び
奉
る
と
と
も
に
、
ま
た
御
修
練
の

い
や
堅
く
坐
せ
し
を
鐸
の
あ
た
り
に
拝
し
ま
つ
る
の
で
あ
っ
て
、
中
興
政

治
の
御
聖
談
の
い
よ
く
高
く
疎
き
を
仰
ぎ
奉
る
の
で
あ
る
。
本
集
を
謹

み
て
刊
行
す
る
意
義
も
亦
實
に
ご
」
に
存
す
る
の
で
あ
る
．
し
　
と
、
本
集

の
序
文
に
見
ゆ
る
如
き
趣
旨
の
も
と
に
、
同
研
究
所
々
員
西
田
疵
二
郎
博

士
の
監
修
、
鮮
碧
赤
松
俊
秀
氏
の
編
纂
及
び
解
説
に
依
っ
て
成
っ
た
の
で

あ
る
。

　
牧
む
る
所
十
五
黙
。
天
皇
の
御
眞
蹟
と
し
て
確
か
な
る
徴
謹
の
あ
る
も

の
」
み
を
謹
…
逃
し
奉
っ
て
み
る
。
即
ち
、
束
山
御
文
庫
御
藏
の
御
三
息

（
帝
室
御
物
）
、
堀
部
功
太
郎
氏
藏
の
慈
道
法
親
王
御
漕
息
並
天
皇
御
返

状
、
鹿
王
院
藏
…
の
御
消
息
並
後
宇
多
二
塁
震
翰
御
返
欣
（
國
獲
）
、
岩
崎
男

欝
臓
の
御
窒
息
、
十
王
謹
國
五
識
の
東
寺
正
月
元
年
御
置
丈
（
醗
籔
）
、
鴻

池
男
欝
藏
の
和
歌
懐
紙
、
仁
和
寺
賊
の
御
消
息
、
鰐
淵
寺
藏
の
御
願
文

（
國
費
）
、
出
雲
大
砒
藏
の
費
総
代
論
旨
（
國
實
）
、
大
徳
寺
藏
の
大
徳
寺
御

置
文
（
学
業
U
、
…
残
響
謹
國
等
藏
の
東
寺
元
弘
三
年
御
置
文
（
麟
費
）
、
金
躍

峯
寺
臓
の
御
願
文
（
國
籔
）
、
前
田
侯
欝
識
の
御
感
駄
、
三
号
院
藏
の
天
長

印
信
（
醐
費
）
、
根
溝
嘉
一
郎
琉
識
の
愛
婆
明
黙
像
勅
賛
な
ど
で
あ
る
。

策
ニ
ナ
ニ
巷
　
第
四
難
　
　
八
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