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［特 纂：文化財羅遣物の修理と復原戸

建
造
物
の
現
状
変
更
の
特
性

◎ 

脳心---」百纂：文化財建造物 理と復原

現
状
変
更
の
意
昧

文
化
財
保
護
の
目
的
は
、
歴
史
の
象
徴
と
な
る
遺

跡
、
遣
構
、
遺
物
等
を
永
遠
に
残
そ
う
と
す
る
こ
と

が
第
一
の
目
的
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

現
状
変
更
と
は
、
そ
れ
ら
の
文
化
遺
産
が
恣
意
的

に
変
形
、
改
造
さ
れ
る
こ
と
を
防
止
す
る
目
的
の
た

め
に
規
定
さ
れ
た
法
律
用
語
で
あ
る
。

現
状
変
更
の
規
制
が
法
律
上
明
文
化
し
た
の
は
、

昭
和
四
年
施
行
の
国
宝
保
存
法
を
も
っ
て
噂
矢
と
す

る
が
、
そ
れ
以
前
の
明
治
三
十
年
施
行
の
古
社
寺
保

．
存
法
時
代
も
修
理
の
際
の
設
計
変
更
と
し
て
古
社
寺

保
存
会
に
諮
詢
、
審
議
さ
れ
、
そ
の
可
否
は
内
務
大

臣
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
。
従
っ
て
、
古
社
寺
保
存

法
時
代
か
ら
現
状
変
更
の
規
制
は
事
実
上
行
わ
れ
て

い
た
と
み
て
よ
い
。

本
題
の
建
造
物
の
場
合
と
、
美
術
工
芸
品
等
の
場

合
、
ま
た
、
史
跡
名
勝
天
然
記
念
物
の
場
合
と
で
は
、

て
く
る
の
は
や
む
を
得
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は

法
律
の
運
用
上
の
問
題
で
あ
り
、
行
政
的
な
配
慮
か

加
味
さ
れ
る
結
果
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
法
律
の
原
点
に
立
脚
し
て
、
主
と
し

て
社
寺
建
築
の
現
状
変
更
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

一
般
に
、
文
化
財
の
現
状
を
変
更
す
る
こ
と
は
、

歴
史
資
料
の
破
壊
を
招
来
し
、
本
米
好
ま
し
く
な
い

行
為
で
あ
る
か
ら
、
使
用
上
の
便
宜
等
を
理
由
と
す

る
も
の
は
厳
に
規
制
す
べ
き
で
、
明
治
以
来
そ
の
方

針
に
変
わ
り
は
な
い
。

さ
て
、
建
造
物
の
現
状
変
更
に
は
美
術
工
芸
品
等

と
異
な
る
特
性
が
い
く
つ
か
あ
る
。

そ
の
一
は
、
建
造
物
は
不
動
産
で
あ
っ
て
、
建
立

さ
れ
た
土
地
と
歴
史
的
、
地
理
的
に
不
離
密
接
な
関

係
が
あ
る
の
で
、
他
の
地
に
移
築
す
る
こ
と
は
現
状

変
更
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
。

第
二
に
修
理
に
伴
う
復
原
の
問
題
が
あ
る
。

先
す
修
理
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
通
常
建
造
物
は

野
外
に
構
築
さ
れ
る
構
造
物
で
あ
る
か
ら
、
時
間
の

経
過
と
と
も
に
破
損
し
、
修
理
を
加
え
な
け
れ
ば
維

持
で
き
な
く
な
り
、
遂
に
は
そ
の
も
の
自
体
が
消
滅

し
て
し
ま
う
運
命
に
あ
る
。
こ
れ
は
、
日
本
建
築
の

主
流
が
木
造
建
築
で
あ
り
、
し
か
も
楯
式
構
造
で
あ

る
か
ら
で
あ
る
。
根
本
修
理
の
場
合
、
修
理
行
為
自

体
が
現
状
変
更
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
が
、
修
理
は

社
寺
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現
状
変
更
に
対
す
る
考
え
方
に
か
な
り
の
相
違
が
あ

る
の
は
、
対
象
の
違
い
と
歴
史
観
や
造
形
的
価
値
観

に
そ
れ
ぞ
札
の
立
場
の
違
い
が
あ
る
か
ら
に
外
な
ら

な
い
。一

般
の
建
築
は
、
社
会
の
要
請
、
建
築
主
の
希
望
、

材
料
・
構
造
・
エ
法
の
進
歩
や
経
済
効
率
の
良
否
等

の
各
条
件
を
滴
足
す
る
よ
う
に
設
計
さ
れ
、
建
設
さ

れ
る
の
が
一
般
的
な
傾
向
で
あ
る
。
即
ち
、
最
初
か

ら
耐
用
年
限
が
考
慮
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ

て
、
そ
れ
ら
の
建
築
が
時
間
の
経
過
と
と
も
に
時
代

に
遥
合
し
な
く
な
れ
ば
、
在
来
の
建
物
を
取
り
毀
し
、

よ
り
時
代
の
要
求
に
適
応
し
た
建
物
を
新
築
す
れ
ば

よ
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
時
代
の
流
れ
に
沿
う
も

の
で
あ
る
。

こ
れ
に
反
し
、
文
化
財
の
建
造
物
は
こ
の
大
勢
に

逆
ら
う
も
の
で
あ
っ
て
、
取
り
毀
し
は
勿
論
の
こ
と
、

単
に
使
用
勝
手
が
悪
い
と
い
う
理
由
に
よ
っ
て
、
ま

た
、
構
造
的
に
脆
弱
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
建
て

あ
る
か
ら
、
現
状
変
更
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
て
い
な

、。し
問
題
は
、
解
体
修
理
等
の
根
本
修
理
の
際
に
建
立

当
初
の
形
態
に
復
原
す
る
こ
と
の
可
否
に
あ
る
。

建
造
物
の
場
合
、
建
立
当
初
の
形
態
に
復
原
す
る

こ
と
は
、
そ
の
建
物
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
状
態
を
再
現

す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
例
え
ば
、
奈
良
時
代
の
建
物

の
場
合
、
奈
良
時
代
の
遺
構
と
し
て
の
価
値
を
認
め

て
指
定
さ
れ
た
と
す
れ
は
、
そ
の
趣
旨
に
最
も
忠
実

な
保
存
方
法
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
一
例
と
し

て
、
新
薬
師
寺
本
堂
の
明
治
修
理
の
際
に
、
正
面
に

附
設
さ
れ
て
い
た
鎌
倉
時
代
の
庇
を
撤
去
し
て
、
完

全
な
奈
良
時
代
建
立
時
へ
の
復
原
が
行
わ
れ
た
。

次
に
、
後
世
の
修
理
や
改
造
に
よ
っ
て
原
形
を
損

じ
て
い
る
に
し
て
も
、
後
世
の
か
か
る
行
為
そ
の
も

の
が
、
何
ら
か
の
必
要
に
応
え
て
行
わ
れ
た
も
の
で

あ
り
、
そ
の
建
物
の
歴
史
的
事
実
を
示
す
も
の
と
し

て
保
存
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
意
見
が
あ
る
。

即
ち
現
状
凍
結
の
考
え
方
で
あ
る
。
確
か
に
そ
の
よ

う
な
場
合
も
あ
り
得
る
。
例
え
ば
、
法
隆
寺
東
院
夢

殿
は
奈
良
時
代
の
建
物
で
あ
る
が
、
錬
倉
時
代
に
柱

の
下
部
を
切
り
縮
め
、
組
物
を
重
加
し
、
軒
の
出
を

の
ば
し
｀
，
屋
根
の
勾
配
を
急
に
す
る
な
ど
の
大
改
造

が
加
え
ら
れ
て
い
る
が
、
昭
和
初
年
の
修
理
の
際
に

そ
れ
ら
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
現
状
修
理
が
行
わ
れ
た

C

そ
れ
は
、
鎌
倉
時
代
の
修
理
改
造
が
計
画
的
か
つ
秀

抜
で
、
現
状
で
も
均
整
の
と
れ
た
美
し
い
建
物
と
し

替
え
る
こ
と
や
、
構
造
を
根
本
的
に
変
更
す
る
こ
と

は
ゆ
る
さ
れ
な
い
。
そ
の
理
由
は
、
存
在
価
値
が
一

般
建
築
と
根
本
的
に
異
な
る
か
ら
に
外
な
ら
な
い
か

ら
で
あ
り
、
現
代
建
築
を
規
制
す
る
建
築
基
準
法
の

第
三
条
に
よ
っ
て
適
用
が
除
外
さ
れ
て
い
る
所
以
で

あ
る
。古

社
寺
保
存
法
の
時
代
は
、
法
律
の
名
称
か
ら
も

明
ら
か
な
よ
う
に
、
保
存
の
対
象
は
社
寺
の
建
築
で
、

明
治
初
年
の
急
激
な
国
家
体
制
の
確
立
、
廃
仏
毀
釈

と
そ
れ
に
対
す
る
反
省
か
ら
立
法
さ
れ
た
も
の
で
あ

っ
て
、
時
代
の
背
景
を
如
実
に
示
し
て
い
る
。

昭
和
四
年
、
国
宝
保
存
法
施
行
に
伴
っ
て
、
社
寺

有
の
も
の
の
他
に
公
共
有
、
個
入
有
の
も
の
ま
で
保

存
の
手
が
の
び
、
建
造
物
で
は
城
郭
建
築
や
少
数
で

は
あ
る
が
、
住
宅
建
築
や
茶
室
ま
で
が
そ
の
対
象
と

な
り
、
そ
の
後
、
昭
和
二
十
五
年
に
文
化
財
保
護
法

が
施
行
さ
れ
、
同
三
、
四
十
年
代
に
入
っ
て
か
ら
は

一
般
民
家
建
築
や
明
治
洋
風
建
築
ま
で
指
定
の
領
域

か
広
ま
っ
た
。

社
寺
建
築
は
宗
教
建
築
で
あ
り
、
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト

と
し
て
の
性
格
が
甚
だ
濃
厚
で
、
建
立
当
初
か
ら
永

久
保
存
を
念
願
と
し
て
建
築
さ
れ
た
が
、
民
家
は
日

常
生
活
の
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
通
常
現
在
な
お
住

人
が
居
住
し
て
お
り
、
生
活
態
様
の
変
化
、
家
族
構

成
の
変
化
が
常
に
付
き
ま
と
う
建
物
で
あ
る
。
明
治

洋
風
建
築
と
も
な
る
と
、
ほ
と
ん
ど
公
共
有
で
あ
り
、

公
開
活
用
が
保
存
の
前
提
条
件
と
な
っ
て
い
る
場
合

が
多
い
。
従
っ
て
、
こ
れ
ら
建
造
物
の
種
類
別
に
よ

ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
事
例
は
比
較
的
少
な
く
、
多
く
の
場
合
、

後
世
の
修
理
、
改
造
は
そ
の
つ
ど
的
で
姑
息
的
な
こ

と
が
多
く
、
建
立
時
よ
り
造
形
的
価
値
を
損
じ
て
い

る
こ
と
か
大
半
で
あ
る
。

そ
れ
に
加
え
て
、
技
術
的
な
こ
と
で
あ
る
が
、
木

造
建
築
で
あ
る
た
め
に
、
ど
う
し
て
も
根
継
や
埋
木
、

矧
木
さ
ら
に
新
材
取
替
等
に
よ
っ
て
、
当
初
の
痕
跡

が
湮
滅
し
て
し
ま
う
お
そ
れ
が
大
き
い
の
で
、
根
本

修
理
の
際
に
思
い
切
っ
て
復
原
し
て
お
く
べ
き
で
あ

る
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
。
こ
れ
は
修
理
に
携
わ
る

者
の
良
心
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
社
寺
建
築
の
根
本
修
理
の
際
に
は
、

原
則
と
し
て
当
初
の
形
態
へ
の
復
原
が
最
も
意
義
あ

る
も
の
と
考
え
ら
れ
実
行
さ
れ
て
き
た
。

以
上
、
杜
寺
建
築
を
中
心
と
し
て
修
理
と
復
原
の

問
題
を
考
察
し
て
き
た
が
、
実
際
に
当
た
っ
て
は
、

復
原
資
料
が
一

0
0％
揃
う
こ
と
は
先
ず
有
り
得
な

い
の
で

r

資
料
不
足
の
部
分
は
、
同
時
代
の
同
種
建

物
の
類
似
例
に
準
拠
す
る
な
ど
の
方
法
に
よ
っ
て
い

る。
建
造
物
の
復
原
は
ケ
ー
ス
バ
イ
ケ
i
ス
で
あ
る
が
、

当
初
復
原
と
い
う
積
極
的
な
現
状
変
更
が
大
半
を
占

め
て
い
る
こ
と
は
特
記
す
べ
き
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

（
翻
文
化
財
建
造
物
保
存
技
術
協
会
常
務
理
事
、
元

文
化
庁
建
造
物
課
主
任
文
化
財
調
査
官
）
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度

重

な

る

火

災

に

見

舞

わ

れ

な

か

ら

わ

が

国

の

防

火

幕
末
。
明
治
初
期
か
ら
第
二
次
大
戦
ま
で
に
欧
米
建
築
が
塗
屋
造
、
土
蔵
造
の
域
を
出
な
か
っ
た
の
は
、

を
範
と
し
て
造
ら
れ
た
わ
が
国
の
洋
風
建
築
は
、
火
不
利
な
気
候
条
件
の
ほ
か
に
地
震
が
最
大
の
障
害
で

災
・
地
震
。
戦
災
等
に
よ
り
、
ま
た
戦
後
の
高
度
経
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

済
成
長
期
の
建
設
ブ
ー
ム
に
よ
っ
て
大
多
数
が
姿
を
わ
が
国
で
組
積
造
建
築
が
本
格
的
に
造
ら
れ
た
の

消
し
た
。
現
存
す
る
も
の
の
う
ち
、
と
く
に
重
要
な
は
明
治
五
年
の
大
火
後
、
防
火
と
景
観
整
備
を
兼
ね

百
十
六
棟
の
洋
風
建
築
は
重
要
文
化
財
と
し
て
国
に
て
計
画
さ
れ
た
銀
座
煉
瓦
街
(
+
年
完
成
）
で
、
こ

保
護
さ
れ
て
い
る
（
昭
和
六
十
二
年
三
月
現
在
）
。
の
工
事
を
契
機
と
し
て
煉
瓦
と
セ
メ
ン
ト
の
工
業
的

構
造
別
に
み
る
と
洋
風
建
築
は
木
造
、
煉
瓦
や
石
生
産
が
開
始
さ
れ
た
。
全
線
開
通
し
た
ば
か
り
の
東

を
主
材
料
と
す
る
組
積
造
（
鉄
骨
や
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
海
道
線
で
長
良
川
鉄
橋
の
墜
落
、
多
数
の
織
物
工
場

ー
ト
で
補
強
し
た
も
の
を
含
む
）
と
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
の
崩
壊
等
の
被
害
を
も
た
ら
し
た
濃
尾
地
震
（
明
治

ー
ト
造
（
鉄
骨
と
組
合
わ
せ
た
も
の
を
含
む
）
に
分
二
十
四
年
）
は
、
組
積
造
建
築
に
お
け
る
基
礎
工
事

け
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
木
造
以
外
の
も
の
に
つ
い
の
重
要
さ
を
一
層
認
識
さ
せ
、
控
壁
や
鉄
材
で
壁
体

て

感

想

を

の

べ

さ

せ

て

戴

く

。

を

強

化

す

る

エ

法

を

発

達

さ

せ

た

。

関
東
大
震
災
（
大
正
十
二
年
）
で
は
、
旧
内
閣
文

庫
事
務
棟
（
明
治
四
十
四
年
。
皇
居
三
の
丸
、
二
階

建
、
昭
和
五
十
九
年
解
体
）
の
よ
う
に
、
適
切
に
補

強
さ
れ
た
低
層
の
建
物
は
は
と
ん
ど
被
害
を
う
け
な

か
っ
た
か
、
当
時
の
組
積
造
は
一
般
に
最
上
階
の
壁

体
頂
部
の
補
強
が
不
十
分
で
あ
っ
た
た
め
、
そ
の
他

+
l
年
）
は
そ
の
例
で
、
外
壁
を
残
し
て
全
焼
し
た

た
め
内
部
を
再
建
さ
れ
た
（
同
四
十
四
年
）
。

と
く
に
壁
を
厚
く
、
柱
を
太
く
造
ら
な
く
て
も
大

き
な
荷
重
を
支
持
で
き
、
大
空
間
を
経
済
的
に
裂
え

る
不
燃
の
材
料
と
し
て
登
場
し
た
の
が
鉄
材
で
、
わ

が
国
で
も
明
治
中
期
に
は
鉄
骨
煉
瓦
造
三
階
建
の
エ

場
が
建
設
さ
れ
て
お
り
、
鉄
骨
は
組
積
造
の
補
強
材

と
し
て
普
及
し
た
。
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構
造
は
鉄

骨
よ
り
や
や
遅
れ
て
導
入
さ
れ
た
か
、
こ
れ
は
骨
組

だ
け
で
は
な
く
、
壁
、
床
を
含
め
て
建
物
全
体
を
一

体
的
に
監
固
に
造
れ
る
う
え
に
、
鉄
骨
よ
り
も
火
災

に
強
い
。
関
東
大
震
災
で
耐
震
性
を
実
証
し
た
こ
の

構
造
は
、
全
国
の
大
規
模
な
建
物
で
採
用
さ
れ
た
。

最
初
の
ア
イ
デ
ア
を
生
み
、
実
用
化
の
道
を
開
い

た
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
こ
の
構
造
の
耐
震
性
は
わ
が
国

の
よ
う
な
メ
リ
ッ
ト
で
は
な
く
、
防
火
性
も
組
積
造

で
一
応
達
成
さ
れ
て
い
た
。
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造

の
集
合
住
宅
は
す
で
に
明
治
三
十
六
年
に
パ
リ
に
建

て
ら
れ
、
こ
の
構
造
の
特
性
を
い
か
し
た
大
規
模
な

建
物
や
造
型
的
に
秀
れ
た
作
品
も
造
ら
れ
た
。
し
か

し
フ
ラ
ン
ス
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
が
大
量
に
建
設

さ
れ
た
の
は
、
第
二
次
大
戦
後
の
住
宅
不
足
を
短
期

間
に
経
済
的
に
解
決
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。

こ
の
大
饂
建
設
を
通
じ
て
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造

は
耐
久
的
で
経
済
的
な
建
築
と
し
て
評
価
さ
れ
、
重

要
文
化
財
建
造
物
の
修
理
に
も
使
用
さ
れ
始
め
た
。

そ
し
て
現
在
で
は
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
建
築
の
父

と
呼
ば
れ
る
ペ
レ
の
設
計
し
た
ル
・
ラ
ン
シ
の
教
会

堂
（
大
正
十
一
年
）
、
近
代
主
義
建
築
の
代
表
者
ル
。

コ
ル
ビ
ュ
ジ
ェ
の
サ
ウ
ォ
ワ
邸
（
昭
和
六
年
‘
い
ず

れ
も
パ
リ
近
郊
）
の
よ
う
な
初
期
の
作
品
だ
け
で
は

な
く
、
戦
後
の
打
放
し
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
建
築

も
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。

石
灰
コ
ン
ク
リ
ー
ト
中
の
水
酸
化
カ
ル
シ
ウ
ム
は
、

空
気
中
の
炭
酸
ガ
ス
と
結
合
し
て
炭
酸
カ
ル
シ
ウ
ム

（
石
灰
岩
の
主
成
分
）
に
変
わ
る
。
こ
の
変
化
は
長
時

間
か
か
る
が
、
組
積
造
は
す
べ
て
の
荷
重
を
圧
縮
力

と
し
て
支
持
す
る
構
造
な
の
で
、
炭
酸
カ
ル
シ
ウ
ム

に
変
化
し
な
く
と
も
、
乾
燥
し
た
石
灰
コ
ン
ク
リ
ー

ト
は
圧
縮
力
を
支
持
で
き
る

e

現
在
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
も
強
ア
ル
カ
リ
性
の
水
酸

化
カ
ル
シ
ウ
ム
を
含
ん
で
い
る
が
、
~
こ
れ
は
そ
の
他

の
カ
ル
シ
ウ
ム
成
分
と
共
に
、
長
時
間
の
う
ち
に
空

気
中
の
炭
酸
ガ
ス
と
結
合
し
て
中
性
の
炭
酸
カ
ル
シ

ウ
ム
に
変
わ
っ
て
安
定
す
る
。
こ
の
中
性
化
は
コ
ン

ク
リ
ー
ト
の
強
度
を
低
下
さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
か
、

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
中
の
鉄
筋
は
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト

の
強
ア
ル
カ
リ
性
に
よ
っ
て
酸
化
か
ら
守
ら
れ
て
い

る
の
で
、
中
性
化
は
重
大
な
問
題
で
あ
る
。

古
い
コ
ン
ク
リ
ー
ト
は
一
般
に
必
要
以
上
に
大
量

の
水
を
用
い
て
練
ら
れ
て
い
る
の
で
、
現
在
の
コ
ン

ク
リ
ー
ト
よ
り
も
中
性
化
の
速
度
が
早
く
、
前
記
の

旧
名
古
屋
控
訴
院
庁
舎
で
は
、
ニ
ー
―
二
階
の
床
と
梁

は
四
i
八

em
の
深
さ
ま
で
中
性
化
し
て
い
た
。
し
か

し
コ
ン
ク
リ
ー
ト
が
中
性
化
し
て
も
鉄
筋
は
酸
性
ガ

ス
を
含
む
空
気
に
ふ
れ
る
量
が
少
な
い
の
で
、
急
激

に
腐
蝕
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
わ
が
国
で
は
鉄

筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
建
築
も
比
較
的
短
期
間
の
う
ち

閲g
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厩復と理修の物遣建財化文纂

地
中
海
沿
岸
を
除
け
ば
森
林
に
覆
わ
れ
て
い
た
西

欧
は
木
造
建
築
が
主
流
で
あ
っ
た
が
、
大
都
市
で
木

造
が
姿
を
消
し
た
の
は
十
七
ー
十
八
世
紀
か
ら
で
、

木
村
の
高
炉
と
防
火
上
の
制
限
に
よ
る
と
い
わ
れ
る
。

コ
ン
ワ
リ
ー
ト
の
中
性
化

組

積

造
畜

代

(JJ 

飯
田
喜
四
郎

の
構
造
の
建
築
物
よ
り
も
は
る
か
に
大
き
な
被
害
を

う
け
た
。

現
在
、
修
復
中
の
旧
名
古
屋
控
訴
院
庁
舎
は

r

こ

の
震
災
の
前
年
に
竣
工
し
た
煉
瓦
造
三
階
建
・
延
べ

約
七
、

O
O
O
a
の
庁
舎
で
あ
る
。
大
階
段
室
以
外

は
間
仕
切
の
多
い
竪
固
な
建
物
で
、
ニ
ー
三
階
の
床

は
鉄
筋
コ
／
ク
リ
ー
ト
造
だ
が
へ
こ
こ
で
も
壁
の
頂

部
は
煉
瓦
を
積
み
放
し
た
ま
ま
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で

頂
部
を
鉄
骨
で
補
強
し
、
部
分
的
に
は
約
一
・
ニ
m

間
隔
で
長
さ
一
1
]
•
五
m
。
直
径
十
六

m
mの
鉄
筋

を
頂
部
か
ら
壁
の
中
に
垂
直
に
挿
入
し
、
樹
脂
で
固

定
し
て
壁
を
強
化
し
た
。

西
欧
で
は
十
八
世
紀
ま
で
、
石
灰
を
凝
固
材
と
す

8
 

る
モ
ル
タ
ル
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
が
使
用
さ
れ
て
い
た
。

石
灰
モ
ル
タ
ル
、
石
灰
コ
ン
ク
リ
ー
ト
は
硬
化
が
著
一

し
く
遅
く
、
ま
た
水
中
で
は
凝
固
し
な
い
。
こ
の
短

所
を
改
良
し
た
の
が
十
九
世
紀
前
半
に
発
明
さ
れ
た

セ
メ
ン
ト
て
、
こ
の
セ
メ
ン
ト
を
用
い
た
コ
ン
ク
リ

ー
ト
を
鉄
で
補
強
す
る
と
い
う
ア
イ
デ
ア
は
、
十
九

世
紀
中
期
の
フ
ラ
ン
ス
で
生
ま
れ
、
二
十
世
紀
初
め

に
は
建
設
材
料
と
し
て
実
用
化
さ
れ
た
。

組
積
造
建
築
で
は
湿
気
の
多
い
地
下
室
や
一
階
は

石
造
天
井
と
す
る
。
石
造
天
井
は
耐
火
的
で
、
大
き

な
荷
重
を
支
持
で
き
る
か
、
壁
や
柱
を
と
く
に
丈
夫

に
造
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
こ
の
建
築
で
は
一

般
に
二
階
以
上
の
天
井
は
木
造
と
す
る
の
で
、
内
部

か
ら
の
火
災
に
弱
い
。
ボ
イ
ラ
室
だ
け
を
石
造
天
井

と
し
た
煉
瓦
造
三
階
建
の
IEI

北
海
道
庁
舎
（
明
治
二

に
改
築
さ
れ
る
の
で
、
中
性
化
は
重
大
な
事
故
に
つ

な
が
ら
な
い
。
し
か
し
文
化
財
と
し
て
後
世
に
伝
え

る
建
築
物
で
は
事
情
か
変
わ
る
。

前
記
の
ル
，
ラ
ン
シ
の
教
会
堂
で
最
近
、
実
験
的

に
行
わ
れ
た
部
分
修
理
工
事
の
報
告
に
よ
れ
は
、
外

壁
の
ク
ラ
ウ
ス
ト
ラ
（
ガ
ラ
ス
嵌
め
の
鉄
筋
コ
ン
ク

リ
ー
ト
製
の
格
子
）
は
内
部
ま
で
中
性
化
し
て
修
理

不
能
の
た
め
、
鉄
筋
を
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
に
替
え
て
全

面
的
に
改
築
し
た
。
ま
た
断
面
積
が
七
五
％
以
下
に

咸
っ
た
構
造
体
の
鉄
筋
は
切
り
取
っ
て
新
し
い
鉄
筋

に
交
換
し
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
表
面
を
防
水
処
理
し

た

が

厚

さ

四
Cm

し
か
な
い
曲
面
屋
根
は
全
面
的
に

改
築
せ
さ
る
を
え
な
い
と
い
う
。

フ
ラ
ン
ス
で
は
「
コ
ン
ク
リ
ー
ト
は
言
わ
れ
た
ほ
＿

ど
に
防
水
的
て
は
な
く
、

．．． 
鉄
筋
は
腐
蝕
す
る
。
…

，
 

コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
理
想
的
イ
メ
ー
ジ
は
崩
れ
始
め
た
L
O

と
い
う
声
か
聞
か
れ
る
。
秀
れ
た
建
築
材
料
で
あ
る
＿

木
材
を
も
つ
わ
が
国
も
、
耐
震
耐
火
を
要
求
さ
れ
る

大
規
模
建
築
に
は
、
木
造
以
外
の
構
造
に
頼
ら
ざ
る

を
え
な
い
。
豊
富
に
原
料
が
あ
る
コ
ン
ク
リ
ー
ト
は

わ
が
国
の
大
規
模
建
築
に
適
し
た
材
料
で
あ
る
。
こ

の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
中
性
化
が
そ
の
安
定
化
現
象
で

あ
る
以
上
、
中
性
化
し
て
も
、
腐
蝕
し
な
い
材
料
で

コ
ン
ク
リ
ー
ト
を
補
強
す
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
は
洋
風
建
築
の
保
存
の
た
め
だ
け
で
は
な
く
、

自
然
破
壊
に
つ
な
が
る
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
浪
費
を
防

ぎ
、
文
化
と
し
て
の
建
築
の
姿
を
回
復
す
る
方
向
と

思
わ
れ
る
。

（
名
古
屋
大
学
教
授
。
文
化
財
保
護
審
議
会
第
二
専

門
調
査
会
委
貝
）

鉄
筋
コ
ン
ワ
リ
ー
に
g



［特 集：文化財纏造物の修理と釦田

ヴィオレ・ル・デュクによるサン・セルナン教

会堂の修理計画（上が修理前，下が修理後）

こ
う
し
た
中
で
世
界
中
か
注
目
し
て
い
る
の
が
、

ル
・
ラ
ン
シ
ー
の
ノ
ー
ト
ル
・
ダ
ム
教
会
堂
の
修
理

で
あ
る
。
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
ペ
レ
の
傑
作
と
し
て
有

名
な
こ
の
作
品
は
、
一
九
二
三
年
に
竣
工
し
て
か
ら

わ
ず
か
五
十
年
あ
ま
り
で
修
理
が
施
さ
れ
る
運
命
と

な
っ
た
。
も
っ
と
も
損
傷
が
著
し
い
箇
所
は
、
こ
の

建
築
の
美
し
さ
を
際
立
た
せ
る
壁
面
の
幾
何
学
的
ユ

ニ
ッ
ト
、
ク
ロ
ス
ト
ラ
だ
っ
た
。
一
九
八

0
年
よ
り

開
始
さ
れ
た
修
理
工
事
は
、
プ
レ
キ
ャ
ス
ト
・
コ
ン

ク
リ
ー
ト
で
で
き
て
い
る
ク
ロ
ス
ト
ラ
の
交
換
r

酸

化
し
た
鉄
筋
の
補
強
、
エ
ポ
キ
シ
樹
脂
の
使
用
に
よ

る
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
補
修
を
中
心
に
進
め
ら
れ
r

今

日
で
は
ひ
と
ま
ず
完
了
し
て
い
る
。
し
か
し
、
柱
や

ヴ
ォ
ー
ル
ト
天
井
の
よ
う
な
主
構
造
に
関
わ
る
修
理

か
実
施
さ
れ
る
際
、
い
か
な
る
理
論
と
方
法
で
行
わ

れ
る
べ
き
か
ま
だ
ま
だ
問
題
は
多
い
。
従
来
の
石
造

ま
た
は
木
造
の
文
化
財
建
造
物
に
対
す
る
も
の
と
は

第
二
次
大
戦
後
の
復
興

と
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文
化
財
の
保
存
は
、
歴
史
の
流
れ
と
密
接
な
関
わ
あ
る
い
は
変
革
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
を
、
フ
ラ

り
を
も
ち
な
か
ら
今
日
ま
で
変
化
し
て
き
た
。
保
護
ン
ス
の
実
例
を
通
し
て
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。

対
象
と
な
る
文
化
財
建
造
物
も
時
代
の
変
化
と
共
に

範
囲
を
拡
げ
、
最
近
で
は
民
家
や
町
並
み
さ
ら
に
近

代
の
新
し
い
技
術
と
材
料
を
用
い
た
建
築
家
の
作
品

ま
で
が
国
の
文
化
財
と
し
て
保
護
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
状
況
の
な
か
で
文
化
財
建
造
物
修
理
の

理
綸
と
実
践
は
、
そ
の
都
度
柔
軟
な
態
度
で
対
応
し

て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
西

欧
の
文
化
財
保
存
事
業
に
お
い
て
、
つ
ね
に
先
駆
的

役
割
を
果
し
て
き
た
フ
ラ
ン
ス
は
、
ま
さ
に
そ
の
代

表
だ
と
い
え
よ
う
。
大
革
命
の
ヴ
ァ
ン
ダ
リ
ス
ム
が

中
世
の
建
築
と
彫
刻
を
到
る
所
て
破
壊
し
た
結
果
、

文
化
財
保
護
が
行
政
的
か
つ
技
術
的
に
本
格
化
す
る

こ
と
と
な
り
、
ま
た
第
二
次
大
戦
の
空
襲
で
廃
墟
に

化
し
た
教
会
堂
や
町
並
み
を
復
興
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
修
理
技
術
が
急
激
な
進
歩
を
遂
げ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
西
欧
の
文
化
財
建
造
物
修
理
が
歴
史

の
流
れ
の
な
か
で
、
い
か
に
変
革
し
て
き
た
の
か
、

ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
ー
上
陸
作
戦
に
よ
る
大
爆
撃
は
、

数
多
く
の
文
化
財
建
造
物
を
瓦
礫
の
山
に
化
し
た
。

戦
争
に
よ
っ
て
意
気
舘
沈
し
た
国
民
を
奮
い
立
た
せ
、

平
和
の
再
来
を
意
識
さ
せ
る
た
め
に
は
、
こ
う
し
た

廃
墟
化
し
た
建
物
、
と
く
に
教
会
堂
を
修
理
し
、
か

つ
て
の
輝
き
を
早
急
に
取
り
戻
す
こ
と
が
必
要
だ
っ

た
。
歴
史
的
記
念
物
主
任
建
築
家
フ
ロ
ワ
ド
ゥ
ヴ
ォ

ー
氏
か
担
当
し
た
サ
ン
。
ロ
ー
の
ノ
ー
ト
ル
。
ダ
ム

教
会
棠
は
、
そ
の
代
表
例
と
い
え
る
。
そ
こ
で
は
歴

史
的
価
値
だ
け
を
重
視
し
た
復
原
主
義
的
修
理
を
行

う
の
で
は
な
く
、
精
神
的
打
撃
に
う
ち
ひ
し
が
れ
た

人
々
に
荘
厳
な
ミ
サ
を
授
け
る
の
に
相
応
し
い
宗
教

空
間
を
誅
え
ら
せ
る
こ
と
が
必
要
だ
っ
た
。
主
任
建

築
家
は
、
そ
れ
ゆ
え
復
原
不
可
能
な
郡
分
に
つ
い
て

は
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
現
代
感
覚
に
溢
れ
る
デ
ザ

イ
ン
を
施
し
、
今
日
の
要
求
に
答
え
る
再
建
的
修
理

フ
ラ
ン
ス
大
革
命
に
よ
る
人
為
的
破
壊
の
洗
礼
を

受
け
た
中
世
建
築
は
、
群
衆
の
興
奮
が
鎮
る
に
従
っ

て
、
再
び
そ
の
価
値
か
認
め
ら
れ
、
極
め
て
エ
ネ
ル

ギ
ッ
シ
ュ
な
修
理
工
事
が
開
始
さ
れ
た
。
そ
ん
な
中

で
頭
角
を
あ
ら
わ
し
た
の
が
、
ヴ
ィ
オ
レ
゜
ル
・
テ
ュ

ク
(
-
八
一
四
ー
七
九
）
で
あ
る
。
彼
は
、
ヴ
ェ
ズ

レ
ー
の
ラ
。
マ
ド
レ
ー
ヌ
教
会
堂
の
修
理
を
手
始
め

に
次
々
と
主
要
な
文
化
財
建
造
物
の
修
理
を
精
力
的

に
手
か
け
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
の
文
化
財
保
護
事
業
に

多
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
ほ
ど
に
な
る
。

と
こ
ろ
が
彼
の
修
理
は
、
一
方
で
独
断
的
な
様
式

統
一
を
強
要
し
、
文
化
財
建
造
物
の
歴
史
的
価
値
を

ゆ
が
め
て
し
ま
っ
た
こ
と
も
事
実
だ
っ
た
。
そ
れ
は

大
革
命
の
ヴ
ァ
ン
ダ
リ
ス
ム
以
上
に
非
難
さ
れ
る
べ

き
行
為
で
あ
る
と
訴
え
る
人
々
も
多
数
い
る
。
そ
の

た
め
に
、
ヴ
ィ
オ
レ
。
ル
ロ
デ
ュ
ク
を
代
表
と
す
る

十
九
世
紀
の
修
理
に
対
す
る
見
直
し
か
盛
ん
に
議
論

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
九
八

0
年
ト
ゥ
ル
ー
ズ

で
関
催
さ
れ
た
イ
コ
モ
ス
・
フ
ラ
ン
ス
支
部
総
会
は

ヴ
ィ
オ
レ
・
ル
・
デ
ュ
ク
没
後
百
周
年
を
記
念
し
て

「
修
理
を
修
理
す
る
」
と
い
う
テ
ー
マ
を
掲
げ
、
活

発
な
談
論
が
交
換
さ
れ
た
。
そ
の
中
で
も
ヴ
ィ
オ
レ
・

ル
・
デ
ュ
ク
が
修
理
し
た
サ
ン
・
セ
ル
ナ
ン
教
会
堂

の
主
任
建
築
家
イ
ヴ
・
ボ
ワ
レ
氏
の
発
表
は
大
き
な

話
題
を
呼
ん
だ
。
つ
ま
り
ボ
ワ
レ
氏
は
ヴ
ィ
オ
レ
・

ル
・
デ
ュ
ク
の
修
理
の
誤
ち
を
指
摘
し
、
十
九
世
紀

の
修
理
以
前
の
姿
に
も
ど
す
計
画
を
発
表
し
た
の
で

を
実
施
し
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
戦
災
復
興
の
象
徴
と
し
て
の
文
化
財
建

造
物
修
理
は
、
十
九
世
紀
以
来
の
復
原
を
中
心
と
し

た
修
理
方
針
を
大
き
く
転
換
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た

C

つ
ま
り
出
来
る
限
り
当
初
の
様
式
に
統
一
し
、
建
設

当
初
と
見
分
け
の
つ
か
な
い
程
に
復
原
し
、
復
原
で

き
な
い
箇
所
は
模
倣
に
よ
っ
て
補
う
修
理
方
法
か
ら

模
倣
を
排
除
し
、
現
代
の
技
術
と
デ
ザ
イ
ン
を
駆
使

し
て
二
十
世
紀
の
修
理
で
あ
る
こ
と
を
後
世
の
人
々

か
判
別
で
き
る
よ
う
、
ま
た
現
代
の
使
用
に
耐
え
ら

れ
る
よ
う
な
修
理
計
画
を
た
て
る
方
向
に
転
換
し
た

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
今
日
の
修
理
の
国
際
的
指
針

で
あ
る
「
ヴ
ェ
ニ
ス
憲
章
」
で
謳
わ
れ
た
修
理
方
針

と
相
通
じ
る
所
が
あ
り
、
注
目
で
き
よ
う
。

十
九
世
紀
後
半
に
全
世
界
に
旋
風
を
捲
き
起
こ
し

て
出
現
し
た
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
建
築
は
、
百
年

の
歳
月
を
待
た
ず
し
て
保
存
修
理
の
必
要
性
が
叫
ば

れ
た
。
文
化
財
建
造
物
と
し
て
保
護
措
置
の
講
じ
ら

れ
る
件
数
が
年
々
増
大
し
て
い
る
な
か
で
、
そ
れ
を

い
か
に
修
理
す
べ
き
か
と
い
う
問
題
は
、
今
や
国
際

礼
た
石
材
に
は
、
大
き
な
欠
陥
の
あ
る
こ
と
が
判
明

し
、
そ
の
た
め
に
建
物
全
体
を
損
傷
さ
せ
る
危
険
が

あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

だ
か
ボ
ワ
レ
氏
の
提
案
は
、
材
料
の
問
題
だ
け
に

と
ど
ま
ら
ず
‘
建
物
の
形
態
に
ま
で
関
わ
る
修
理
計

画
を
含
ん
で
お
り
、
も
し
委
員
会
の
承
認
が
得
ら
れ

た
な
ら
ば
実
現
す
る
可
能
性
も
あ
る
。
こ
う
し
た
前

世
紀
の
修
理
を
訂
正
す
る
こ
と
が
、
こ
れ
か
ら
た
び

た
び
行
わ
れ
た
時
、
文
化
財
建
造
物
の
修
理
は
再
び

困
難
な
問
題
を
抱
え
る
こ
と
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
。

つ
ま
り
誰
々
の
修
理
を
歴
史
的
事
実
と
し
て
残
す
べ

き
か
、
あ
る
い
は
、
そ
の
誤
ち
を
公
表
し
て
訂
正
す

べ
き
か
と
い
う
。

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
文
化
財
建
造
物
修
理
の
流
れ

と
今
日
的
問
題
に
つ
い
て
概
観
し
て
き
た
が
、
こ
こ

で
気
づ
く
の
は
、
修
理
の
方
針
が
時
代
の
変
化
や
対

象
物
に
従
っ
て
変
わ
っ
て
き
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て

古
建
築
を
文
化
財
と
し
て
過
去
の
檻
に
封
じ
込
め
る

だ
け
で
は
な
く
新
し
い
時
代
の
要
請
に
答
え
な
が
ら

活
用
し
よ
う
と
し
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
昨
年
末
に

十
九
世
紀
の
鉄
骨
造
駅
舎
の
傑
作
で
あ
る
オ
ル
セ
ー

駅
が
、
「
十
九
世
紀
美
術
館
」
と
し
て
再
生
し
、
世
界

の
注
目
を
浴
び
て
い
る
ニ
ュ
ー
ス
を
聞
く
と
、
フ
ラ

ン
ス
の
文
化
財
保
護
事
業
が
省
庁
間
の
枠
を
越
え
て

ま
た
偉
大
な
る
成
果
を
も
た
ら
し
た
な
と
心
か
ら
拍

手
を
送
り
た
い
気
分
で
あ
る
。

（
東
京
都
立
大
学
建
築
史
研
究
室
）

-11-

閲滋緊滋駆認緊麟翠漑勁唸凶薗滋翠潔滋潔潔磁隙訟m疇潔滋滋閾滋滋嵌唸凶脳諒⑮蝶訟緊籾伽蝶訟緊院伽函

鉄
筋
コ
ン
ワ
リ
ー
に
累
の
修
理

サン・ローのノートル・ダ
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修
理
に
あ
た
っ
て
は
、
ほ
ぼ
奈
良
時
代
移
建
時
の

姿
に
復
原
す
る
方
針
が
と
ら
れ
た
。
現
状
変
更
説
明

に
は
「
伝
法
堂
が
最
も
大
な
る
改
変
を
受
け
た
の
は

慶
長
年
間
と
推
定
さ
れ
る
修
理
に
於
て
で
あ
る
。
然

る
に
こ
の
修
理
は
弥
縫
的
且
便
宜
的
に
し
て
又
旧
手

法
の
精
神
を
忘
却
せ
る
も
の
で
あ
る
。
今
こ
の
判
明

伝法堂竣功正面図

[.--l 

室町時代

伝法堂平面変遷図

前身建物

慶長修理後

o e 

口0 0 

せ
る
奈
良
時
代
各
部
の
形
式
の
重
要
性
に
鑑
み
、
そ

の
復
原
を
実
行
せ
ん
と
す
る
所
以
で
あ
る
。
」
と
あ
る
。

こ
の
方
針
の
も
と
に
外
廻
り
の
扉
構
え
と
連
子
窓
、

軒
廻
り
が
移
建
時
の
形
に
復
原
さ
れ
、
後
補
の
賞
と

長
押
が
撤
去
さ
れ
た
。
ま
た
、
内
部
で
は
慶
長
以
降

に
設
け
ら
れ
た
仏
壇
及
び
間
仕
切
壁
が
撤
去
さ
れ
た

法隆寺移建時

（修理工事報告書より転載）

lIIIEl
名
古
屋
控
訴
院
地
方
裁
判
所
区
裁

判
所
庁
舎
の
修
理

央
三
間
の
壁
、
室
町
時
代
応
永
二
十
四
年
に
御
輿
庫

の
た
め
設
け
ら
れ
た
東
南
隅
一
間
を
囲
う
間
仕
切
は

残
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
仏
棠
と
し
て
の
修
理
後
の

使
用
上
の
点
を
勘
案
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
昭
和
初
め
か
ら
解
体
修
理
等
の
根
本
的
な

修
理
に
際
し
て
修
理
工
事
報
告
書
が
刊
行
さ
れ
る
よ

う
に
な
り
、
復
原
に
伴
っ
て
失
わ
れ
る
後
世
の
改
造

に
つ
い
て
も
記
録
が
残
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
の
建
物
は
大
正
七
年
に
着
手
し
同
十
一
年
に
竣

工
し
た
も
の
で
、
司
法
省
営
繕
課
の
技
師
金
刺
森
太

郎
か
設
計
監
理
を
担
当
し
た
。
正
面
中
央
に
ド
ー
ム

屋
根
の
塔
屋
を
の
せ
た
三
階
建
の
煉
瓦
造
建
築
で
あ

る
が
、
梁
や
床
は
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
に
な
り
、

ま
た
、
外
壁
は
煉
瓦
壁
の
上
に
煉
瓦
タ
イ
ル
を
張
る

な
ど
煉
瓦
造
建
築
の
構
造
技
法
の
変
遷
を
知
る
う
え

で
貴
重
な
建
物
で
あ
る
。
昭
和
五
十
四
年
に
裁
判
所

が
移
転
し
た
後
、
撤
去
さ
れ
る
運
命
に
あ
っ
た
が
、

地
元
の
人
々
の
努
力
に
よ
っ
て
保
存
さ
れ
る
こ
と
と

な
り
、
五
十
九
年
五
月
に
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ

名
古
屋
市
が
管
理
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
指
定
に
あ

た
っ
て
は
、
将
来
の
市
の
資
料
館
と
し
て
の
再
利
用

の
た
め
特
に
内
部
意
匠
の
優
れ
て
い
る
玄
関
と
中
央

大
階
段
室
及
び
三
階
の
会
議
室
以
外
の
内
装
は
指
定

か
ら
除
外
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
一
部
分
内
装
を
指

定
か
ら
除
外
し
た
例
は
大
阪
府
立
図
書
館
（
現
在
図

書
館
と
し
て
使
用
）
や
旧
近
術
師
団
司
令
部
庁
舎

—-— 13 --

こ
の
建
物
は
奈
良
時
代
末
頃
の
建
立
と
考
え
ら
れ

て
い
る
。
明
治
三
十
年
に
古
社
寺
保
存
法
が
制
定
さ

れ
、
法
隆
寺
金
堂
や
中
尊
寺
金
色
堂
な
ど
と
と
も
に

第
一
回
に
特
別
保
護
建
造
物
に
指
定
さ
れ
た
建
物
で

あ
る
。
現
在
国
宝
。

桁
行
七
間
、
梁
間
五
間
、
入
母
屋
造
本
瓦
葺
の
建

物
で
、
基
壇
上
に
建
つ
。
内
部
は
中
央
に
円
形
の
須

弥
壇
を
構
え
、
周
囲
は
瓦
四
半
敷
と
す
る
。
天
井
が

な
く
垂
木
を
そ
の
ま
ま
み
せ
た
化
粧
屋
根
裏
で
あ

る
。
須
弥
壇
上
に
本
尊
薬
師
如
来
坐
像
（
国
宝
）
を

中
心
に
十
二
神
将
立
像
（
国
宝
）
を
安
置
す
る
。

建
立
後
、
平
安
時
代
末
か
ら
鎌
倉
時
代
初
め
頃
に

軸
部
や
組
物
等
に
及
ぶ
大
修
理
が
あ
り
、
こ
の
頃
に

天
井
が
張
ら
れ
た
。
そ
の
後
鎌
倉
時
代
末
に
正
面
に

礼
棠
が
増
築
さ
れ
た
。
こ
の
ほ
か
中
世
に
再
三
修
理

か
行
わ
れ
、
江
戸
時
代
に
入
っ
て
か
ら
も
修
理
が
加

え
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
詳
細
に
つ
い
て
は
明
ら

か
で
な
い
。

指
定
と
前
後
し
て
明
治
三
十
年
一
月
か
ら
解
体
修

理
に
滞
手
し
、
翌
三
十
一
年
四
月
に
完
成
し
た
。
こ

の
修
理
工
事
は
当
時
の
奈
良
県
技
師
関
野
貞
（
後
に

東
宗
帝
因
大
学
教
授
）
の
指
尊
監
督
の
も
と
に
行
わ

-l 
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新
薬
師
寺
本
堂
の
修
理

れ
、
後
世
の
修
理
に
よ
っ
て
創
建
当
初
の
旧
観
を
失

っ
た
と
こ
ろ
は
な
る
べ
く
復
原
す
る
方
針
が
と
ら
れ

た
。
す
な
わ
ち
、
後
設
の
天
井
と
礼
堂
が
撤
去
さ
れ

現
在
み
る
姿
に
復
旧
整
備
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ

の
復
原
的
修
理
に
対
し
て
は
当
時
も
賛
否
両
論
あ
っ

た
よ
う
で
、
復
原
の
是
否
に
つ
い
て
は
現
在
も
同
様

の
問
題
か
存
在
し
、
各
建
物
の
文
化
財
と
し
て
の
価

値
と
後
世
の
改
造
の
意
味
や
仕
事
の
質
等
を
勘
案
し

て
復
原
を
含
め
て
修
理
の
方
針
を
建
物
ご
と
に
検
討

す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
新
薬
師
寺
本
堂
の
修
理
は
、

肩

屏

餅

古
建
築
の
復
原
に
関
す
る
初
め
て
の
論
争
で
あ
り
、

修
理
の
歴
史
を
考
え
る
う
え
で
大
変
興
味
深
い
も
の

と
い
え
よ
う
。

法
隆
寺
東
院
伝
法
堂
の
修
理

こ
の
建
物
は
夢
殿
の
北
に
あ
る
。
奈
良
時
代
の
建

立
で
明
治
三
十
三
年
特
別
保
護
建
造
物
に
指
定
さ
れ
、

現
在
国
宝
。
修
理
は
す
ぐ
南
（
夢
殿
と
の
間
）
に
建

つ
舎
利
殿
及
び
絵
殿
（
璽
文
）
と
と
も
に
行
わ
れ
、

昭
和
十
三
年
十
一
月
着
工
同
十
八
年
三
月
に
完
成

し
た
。こ

の
修
理
で
特
筆
す
べ
き
こ
と
は
、
柱
や
梁
等
の

各
部
材
に
残
る
各
時
代
の
痕
跡
を
は
じ
め
、
釘
穴
一

っ
―
つ
に
至
る
ま
で
精
密
な
調
査
が
行
わ
れ
、
改
造

の
経
緯
を
含
め
歴
史
的
な
変
遷
か
建
物
そ
の
も
の
に

残
る
度
跡
か
ら
把
握
さ
れ
た
点
で
あ
る
。
こ
の
修
理

に
お
い
て
科
学
的
な
調
査
が
確
立
さ
れ
た
と
い
っ
て

も
過
言
で
な
く

r

こ
の
方
法
は
約
半
世
紀
た
っ
た
現

在
で
も
ひ
き
つ
が
れ
て
い
る
の
で
あ
る
e

伝
法
堂
は
橘
夫
人
の
住
宅
を
移
建
し
た
も
の
と
伝

え
る
。
調
査
の
結
果
、
こ
の
建
物
は
建
て
ら
れ
た
当

初
は
桁
行
五
間
で
、
法
隆
寺
東
院
へ
講
堂
と
し
て
移

建
し
た
際
に
七
間
に
拡
張
し
た
こ
と
が
判
明
し
た
。

移
建
後
、
奈
良
時
代
に
建
て
ら
れ
た
建
物
の
多
く
が

同
様
で
あ
る
か
、
鎌
倉
時
代
、
呈
町
時
代
、
慶
長
年

間
に
修
埋
が
あ
り
、
柱
や
虹
梁
等
の
取
替
え
、
軒
廻
り

の
改
造
‘
賞
の
補
加
及
び
間
仕
切
の
変
更
か
行
わ
れ

た
。
こ
の
う
ち
で
特
に
慶
長
の
修
理
が
大
き
く
、
全

体
に
わ
た
っ
て
か
な
り
の
部
材
を
取
替
え
、
ま
た
f

扉
や
窓
な
ど
か
変
更
さ
れ
た

c̀
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旧山邑家住宅（東側外観）

旧山邑家住宅（食堂、南・東側梁 腐食鉄筋取替）

コンクリートを一度削り，鉄筋のサビを落し，防

錆塗料を塗ってコンクリートを打ち直す。

文
化
庁
文
化
財
保
随
部
建
造
物
課

旧
山
邑
家
住
宅
は
芦
屋
川
の
左
岸
の
海
を
望
む
高

台
に
あ
る
。
南
傾
斜
の
地
形
を
利
用
し
て
四
層
に
建

て
ら
れ
た
南
北
約
五
十
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
鉄
筋
コ
ン

ク
リ
ー
ト
造
、
陸
屋
根
の
建
築
で
あ
る
。
帝
国
ホ
テ

ル
建
築
の
た
め
に
来
日
し
て
い
た
ア
メ
リ
カ
人
建
築

家
フ
ラ
ン
ク
・
ロ
イ
ド
。
ラ
イ
ト
が
原
設
計
し
た
も

の
と
い
い
、
ラ
イ
ト
が
大
正
十
一
年
に
帰
国
し
て
し

ま
う
た
め
実
際
の
設
計
と
監
理
に
は
弟
子
の
遠
藤
新

と
南
信
か
あ
た
り
、
大
正
十
二
年
に
着
工
し
、
翌
十

三
年
二
月
に
上
棟
〔
棟
札
〕
し
た
建
物
で
あ
る
。
現

在
璽
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
三
千
二
百
四
十

棟
（
六
十
二
年
六
月
現
在
）
の
建
造
物
の
う
ち
で
、

最
も
新
し
い
建
築
で
あ
り
、
ま
た
、
唯
一
の
鉄
筋
コ

-15― 

旧名古屋控訴院等庁舎（南西角屋）

煉瓦壁頂内側に鉄骨を廻し，樹脂

アンカーーで煉瓦監と緊結した C

（
現
東
京
国
立
近
代
美
術
館
工
芸
館
）
な
ど
数
例
あ
る
。

五
十
九
年
十
月
か
ら
構
造
補
強
の
方
法
や
修
理
方

針
を
策
定
す
る
目
的
で
調
査
工
事
を
行
い

r

引
き
っ

づ
い
て
六
十
年
十
二
月
か
ら
四
か
年
計
画
で
屋
根
葺

替
や
構
造
補
強
等
の
修
理
工
事
を
実
施
中
で
あ
る
。

こ
の
建
物
は
余
り
大
き
な
改
造
は
な
い
が
、
建
築

後
、
戦
前
に
周
囲
に
別
館
が
建
設
さ
れ
る
の
に
伴
っ

て
窓
を
出
入
口
に
改
め
て
渡
廊
下
で
緊
き
、
ま
た
、

中
央
階
段
室
三
階
東
西
の
露
台
に
部
屋
を
増
築
す
る

な
ど
の
改
造
が
あ
っ
た
。
戦
時
中
に
は
階
段
の
鉄
製

の
格
子
が
供
出
さ
れ
て
木
製
に
変
っ
た
。
戦
後
、
裁

判
制
度
の
改
革
に
伴
っ
て
名
古
屋
高
等
裁
判
所
及
び

地
方
・
簡
易
裁
判
所
と
な
り
、
法
廷
の
法
壇
を
低
く

す
る
な
と
内
部
維
作
の
改
造
が
あ
り
、
ま
た
、
外
廻

り
で
も
一
部
窓
が
出
入
口
に
改
め
ら
れ
た
。
昭
和
―
二

十
四
年
に
伊
勢
湾
台
風
の
被
害
を
受
け
、
翌
三
十
五

年
に
そ
れ
ま
で
ス
レ
ー
ト
葺
で
あ
っ
た
屋
根
を
銅
板

で
葺
き
替
え
た
。

今
回
の
工
事
に
伴
う
調
査
に
よ
っ
て
以
上
の
よ
う

な
建
物
の
変
遷
が
知
り
え
た
の
で
、
屋
根
を
ス
レ
ー

卜
葺
に
復
す
る
な
ど
外
観
を
当
初
の
姿
に
復
原
す
る

こ
と
と
な
っ
た
。
内
部
で
は
、
玄
関
・
中
央
階
段
主

と
三
階
会
議
室
を
復
原
す
る
こ
と
と
し
た
。
内
装
が

指
定
か
ら
除
か
れ
た
他
の
部
屋
は
一
部
に
各
時
代
の

法
廷
を
復
原
展
示
を
計
画
す
る
ほ
か
は
資
料
館
や
集

会
室
と
し
て
の
新
し
い
用
途
に
合
っ
た
内
装
に
整
備

す
る
予
定
で
あ
る
。

明
治
・
大
正
期
の
煉
瓦
造
建
築
は
壁
頂
に
臥
梁
が

な
く
煉
瓦
壁
を
積
み
放
し
と
な
る
た
め
、
地
震
時
等
の

安
全
性
に
多
か
れ
少
な
か
れ
問
題
を
も
つ
も
の
か
大

こ
の
住
宅
は
建
て
ら
れ
て
か
ら
十
年
ほ
ど
し
て
山

邑
家
か
ら
人
手
に
渡
り
、
さ
ら
に
昭
和
二
十
二
年
以

降
は
株
式
会
社
淀
川
製
鋼
所
の
所
有
と
な
り
社
長
の

住
宅
や
会
社
の
寮
と
し
て
使
用
さ
れ
て
き
た
。
四
十

九
年
に
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
が
、
こ
の
頃
か

ら
空
家
と
な
り
建
物
の
傷
み
か
一
層
進
行
し
た
。

こ
の
た
め
、
修
理
が
計
画
さ
れ
た
。
ま
ず
、
昭
和

五
十
六
年
度
に
修
理
工
事
の
方
針
を
検
討
す
る
目
的

で
調
査
工
事
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
壁
や
床
の

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
破
損
状
況
と
そ
の
原
因
、
地

耐
力
と
建
物
の
沈
下
の
状
況
，
構
造
上
の
問
題
点
と

そ
の
対
策
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
中
性
化
の
程
度
と
鉄

筋
の
錆
の
状
況
な
ど
が
ほ
ぼ
明
ら
か
と
な
っ
た
。
あ

わ
せ
て
建
物
の
歴
史
的
な
調
査
も
行
わ
れ
、
建
て
ら

れ
た
時
の
姿
と
そ
の
後
の
改
造
や
修
理
の
経
過
も
知

半
で
あ
る
。
こ
の
た
め
何
ら
か
の
構
造
補
強
が
必
要

と
な
る
場
合
か
多
い
。
旧
近
衛
師
団
司
令
部
庁
舎

（
昭
和
五
十
二
年
修
理
）
で
は
煉
瓦
壁
の
内
側
に
鉄
筋

コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
壁
を
新
た
に
設
け
る
補
強
か
行

わ
れ
た
。
こ
の
方
法
で
は
将
来
補
強
の
た
め
に
設
け

た
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
が
中
性
化
等
で
耐
用
年
限
に

違
し
た
時
に
ど
う
す
る
か
と
い
う
問
題
が
出
て
く
る
。

こ
の
た
め
、
同
志
社
彰
栄
館
（
昭
和
五
十
六
年
修
理
）

で
は
鉄
骨
と
鉄
板
で
補
強
す
る
方
法
が
と
ら
れ
た
。

こ
れ
だ
と
将
来
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
i
卜
よ
り
容
易
に
補

強
を
や
り
直
す
こ
と
か
で
き
る
と
い
う
利
点
が
あ
り
、

煉
瓦
造
の
補
強
に
―
つ
の
方
向
を
示
す
も
の
と
い
え

ょ‘つ。旧
名
古
屋
控
訴
院
等
庁
舎
の
揚
合
、
積
み
放
し
の

煉
瓦
壁
頂
の
内
側
に
鉄
骨
を
廻
し
て
煉
瓦
壁
に
樹
脂

ア
ン
カ
ー
で
固
定
し
て
地
震
時
の
面
外
破
壊
に
対
処

す
る
こ
と
と
し
た
。
ま
た
、
壁
自
体
を
補
強
す
る
た

め
に
壁
頂
か
ら
数
メ
ー
ト
ル
穴
を
あ
け
、
鉄
筋
を
入

れ
て
エ
ポ
キ
シ
樹
脂
を
充
鎮
す
る

I
い
わ
ゆ
る
樹
脂

ア
ン
カ
ー
の
方
法
を
採
用
し
た
。
こ
の
ほ
か
、
床
や

壁
の
亀
裂
に
工
ポ
キ
シ
樹
脂
を
圧
入
し
て
補
強
し
た
。

中
央
大
階
段
室
廻
り
で
は
三
階
左
右
の
露
台
に
鉄
筋

コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
バ
ッ
ト
レ
ス
を
設
け
、
合
わ
せ

て
廊
下
廻
り
の
床
を
鉄
骨
で
補
強
す
る
こ
と
で
ス
テ

ン
ド
グ
ラ
ス
の
ヴ
ォ
ー
ル
ト
天
井
が
架
か
る
内
部
は

梃
力
当
初
の
ま
ま
残
す
こ
と
と
し
た
。

こ
の
建
物
は
文
化
財
修
理
と
併
行
し
て
資
料
館
と

し
て
の
改
修
丁
事
も
行
っ
て
お
り
、
一
部
各
時
代
の

法
廷
を
復
原
し
て
司
法
博
物
館
的
な
性
格
を
持
た
せ

る
計
画
で
あ
る
~
＂
建
物
の
歴
史
的
価
値
を
生
か
し
た

こ
の
調
査
工
事
を
踏
ま
え
て
昭
和
六
十
年
七
月
か

ら
修
理
工
事
に
着
手
し
た
。
六
十
三
年
八
月
に
完
了

す
る
計
画
で
工
事
を
進
め
て
い
る
。
今
回
の
修
理
工

事
の
主
な
も
の
と
し
て
は
、
軟
弱
地
盤
の
た
め
沈
下

し
大
き
な
構
造
亀
裂
を
生
じ
て
い
た
南
半
の
玄
関
部

分
（
北
半
は
竪
固
な
岩
盤
上
に
建
つ
）
を
ジ
ャ
ッ
キ

ァ
ッ
プ
し
て
水
平
に
戻
し
、
下
に
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー

ト
の
基
礎
を
設
け
た
。
ま
た
、
鉄
筋
が
錆
び
た
た
め

に
亀
裂
の
入
っ
た
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
壁
と
床
の
修
理

を
行
っ
た
。
こ
れ
は
悪
く
な
っ
た
部
分
の
コ
ン
ク
リ

ー
ト
を
一
度
削
り
取
っ
て
鉄
筋
を
出
し
、
ま
だ
使
え

る
鉄
筋
は
錆
を
落
し
て
防
錆
塗
料
を
塗
り
‘
錆
が
大

き
く
断
面
が
不
足
す
る
鉄
筋
は
そ
の
部
分
を
切
断
し

て
新
し
い
鉄
筋
を
溶
接
し
て
再
び
コ
ン
ク
リ
ー
ト
を

打
つ
方
法
で
行
っ
た
。
木
造
の
修
理
の
「
埋
木
」
と

同
じ
手
法
で
あ
る
。
実
施
に
あ
た
っ
て
は
川
砂
を
入

手
す
る
こ
と
や
昔
な
が
ら
の
手
練
り
の
コ
ン
ク
リ
ー

ト
を
使
う
な
ど
現
場
の
苦
労
が
あ
っ
た
が
、
こ
れ
も

こ
の
建
物
を
長
く
保
存
し
て
い
く
為
に
は
欠
か
せ
な

い
配
慮
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
、
屋
根
防
水
層
の
や
り

直
し
を
行
っ
た
。
ま
た
、
今
回
の
修
理
を
機
に
、
撤

去
さ
れ
て
し
ま
っ
た
屋
根
廻
り
の
大
谷
石
の
飾
石
を

復
し
、
台
所
の
流
し
や
戸
棚
を
当
初
の
形
に
戻
し
た
。

各
室
の
照
明
器
具
や
カ
ー
テ
ン
、
建
具
と
建
具
に
付

け
ら
れ
た
銅
板
飾
り
も
復
旧
す
る
予
定
で
あ
る
。

修
理
後
は
文
化
財
と
し
て
公
開
さ
れ
る
こ
と
と
な

ろ
う
。
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定

価

年
間
購
読
料

圏

園

圏

國

〇
す
っ
か
り
夏
ら
し
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。

0
今
月
は
、
雉
造
物
の
修
理
と
復
原
を
テ
ー
，

マ
と
し
て
、
元
田
先
生
に
は
主
に
社
寺
建
築

に
つ
い
て

r

飯
田
先
生
と
洞
生
先
生
に
は
主

に
洋
風
建
築
に
つ
い
て
ご
執
筆
い
た
だ
く
と

と
も
に
、
い
く
つ
か
の
修
理
の
事
例
を
紹
介

し
ま
し
た
。

0
四
月
か
ら
「
我
か
県
の
文
化
行
政
」
「
特
色

あ
る
博
物
館
，
美
術
館
紹
介
」
ン
リ
ー
ズ
が

始
ま
り
ま
し
た
が
、
各
地
で
そ
の
地
域
の
特

質
に
あ
わ
せ
た
様
々
な
取
り
組
み
が
な
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
お
わ
か
り
い
た
だ
け
る
と
思

い
ま
す
。

0
第
二
図
国
民
文
化
祭
は
、
十
月
醐
催
に
向

け
て
準
備
進
行
中
で
す
が
、
2
6
ペ
ー
ジ
で
ご

紹
介
し
た
と
お
り
｀
文
芸
作
品
、
美
術
作
品

を
広
く
一
般
募
集
し
ま
す
。
多
数
の
ご
応
募

を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

(

S

)

r
文
化
庁
月
報
」
六
月
号

（
通
巻
第
二
二
五
号
）

昭
和

62
年
6
月

25
日
印
刷
。
発
行

編

築

文

化

庁

〒
曲
東
京
都
千
代
田
区
袋
が
関
3
丁
目
2
番
2
号

発
行
所
株
式
会
社
き
ょ
う
せ
い

本
社
〒
旧
東
京
都
中
央
区
銀
座
7
丁
目
4
番
12
号

営
業
所
〒
隈
束
京
邪
新
宿
区
西
五
紆
町
認
番
地

電
話
(

O

三
）
二
六
八
ー
ニ
ー
四
ー
（
代
表
）

振
替
口
座
東
京
九
ー
一
六
一
番

印
刷
所
鞠
行
政
学
会
印
刷
所

．
 一

八

0
円
（
送
料
四
五
円
）

二
、
一
六

0
円
（
送
料
共
） ； 
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