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明
治
の
土
木
建
造
物
は

美
し
い

―
建
築
史
家
と
し
て
、「
建
築
探
偵
」、

「
路
上
観
察
学
会
」
に
お
い
て
の
活
動

も
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
今
ま
で
の
活

動
の
な
か
で
印
象
に
残
っ
て
い
る
も
の

は
あ
り
ま
す
か
。

藤
森

―
早
い
時
期
か
ら
明
治
の
土

木
建
造
物
を
見
歩
い
て
き
ま
し
た
が
、

そ
れ
が
と
て
も
印
象
に
残
っ
て
い
ま

す
。
な
か
で
も
、
今
か
ら
二
十
五
、
六

年
前
に
見
た
、
琵
琶
湖
に
注
ぐ
草
津
川

上
流
に
あ
る
砂
防
ダ
ム
で
、
オ
ラ
ン
ダ

人
の
ヨ
ハ
ネ
ス
・
デ
レ
ー
ケ
が
技
術
指

導
し
て
つ
く
っ
た「
オ
ラ
ン
ダ
堰
堤
」は

印
象
的
で
し
た
。
土
木
の
建
造
物
を
見

て
い
る
と
、
美
的
に
問
題
が
多
い
も
の

も
あ
り
ま
し
た
し
、
本
当
に
働
い
て
い

る
の
か
わ
か
ら
な
い
も
の
も
あ
り
ま

す
。
と
こ
ろ
が
オ
ラ
ン
ダ
堰
堤
は
、
石

積
み
の
ダ
ム
で
、
上
に
登
る
と
全
部
砂

が
埋
ま
っ
て
い
る
の
で
す
。
役
に
立
っ

て
い
る
ん
だ
と
実
感
し
ま
し
た
し
、
百

年
以
上
前
に
つ
く
ら
れ
た
古
い
石
積

み
と
真
新
し
い
砂
の
堆
積
の
対
比
が

実
に
美
し
い
の
で
す
。

ま
た
、
福
沢
諭
吉
の
婿
養
子
で
電
力

王
と
い
わ
れ
た
福
沢
桃
介
が
大
正
十

一
年
に
つ
く
っ
た
、
長
野
県
木
曽
の
日

本
最
大
級
の
木
橋
の
桃
介
橋
が
近
代

化
遺
産
で
復
元
、
保
存
さ
れ
て
い
た
の

を
、
た
ま
た
ま
通
り
か
か
っ
て
見
た
の

で
す
が
、
そ
れ
は
う
れ
し
か
っ
た
で
す

ね
。
最
近
、こ
う
し
た
土
木
遺
産
が
重

視
さ
れ
、
着
々
と
成
果
を
上
げ
て
い
る

と
い
う
の
は
喜
ば
し
い
こ
と
で
す
。
た

だ
一
方
で
、
残
念
な
が
ら
大
事
な
も
の

が
壊
さ
れ
て
も
い
ま
す
。
福
島
県
の
無

線
塔
は
大
正
十
年
に
つ
く
ら
れ
た
も

の
で
、
高
さ
約
二
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
巨

大
な
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
円
筒
に
な

っ
て
い
て
、
見
る
と
山
よ
り
も
高
い
と

い
う
感
じ
で
す
。
取
り
壊
さ
れ
て
し
ま

い
ま
し
た
が
、
今
あ
れ
ば
名
所
に
な
っ

た
で
し
ょ
う
。

「
路
上
観
察
」は
、
ま
ち
を
歩
い
て
マ

ン
ホ
ー
ル
や
郵
便
受
け
な
ど
、
人
が
気

づ
か
な
い
も
の
を
見
つ
け
る
と
い
う

〝
発
見
の
喜
び
〞
が
あ
り
ま
す
。
一
九

八
六
年
に「
路
上
観
察
学
会
」
を
つ
く

っ
て
二
〇
年
活
動
を
続
け
て
き
ま
し

た
が
、
今
で
も
飽
き
ま
せ
ん
ね
。

人
は
美
し
い
も
の
を

残
そ
う
と
す
る

―
現
在
、
都
市
再
開
発
、
景
観
を
考

慮
し
た
ま
ち
づ
く
り
な
ど
が
活
発
に

行
わ
れ
て
い
ま
す
。
現
在
の
ま
ち
づ
く

り
に
関
し
て
ご
意
見
は
あ
り
ま
す
か
。

藤
森

―
ま
ち
は
歩
く
こ
と
が
基
本

二
〇
〇
七
年
二
月
五
日
（
月
）

東
京
大
学
生
産
技
術
研
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所
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研
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て
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だ
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
が
安
定
し
て
、

充
実
し
て
い
な
い
と
、
ま
ち
は
つ
ま
ら

な
く
な
り
ま
す
。
歩
く
場
所
が
確
保
さ

れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
、
意
外
と

東
京
の
都
心
は
、
銀
座
も
丸
の
内
も
人

が
歩
い
て
い
て
い
い
で
す
ね
。
む
し
ろ

地
方
都
市
の
ほ
う
が
モ
ー
タ
リ
ゼ
ー
シ

ョ
ン
の
発
達
で
、
車
で
郊
外
の
シ
ョ
ッ
ピ

ン
グ
セ
ン
タ
ー
へ
行
っ
て
み
ん
な
買
い

物
を
し
ま
す
か
ら
、
歩
か
な
く
な
っ
て

い
ま
す
し
、
商
店
街
が
空
洞
化
し
て
い

ま
す
。
ま
ち
の
実
体
が
な
く
な
っ
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
、
問
題
は
大
き
い
と

思
い
ま
す
。

公
共
交
通
機
関
で
行
っ
て
降
り
て
歩

く
。
そ
こ
に
ま
ち
の
楽
し
さ
が
あ
り
ま

す
。
ロ
ー
ド
サ
イ
ド
は
美
し
く
な
い
で

す
ね
。
見
た
目
で
美
し
く
な
い
も
の

は
、
結
局
百
年
単
位
で
は
残
ら
な
い
と

思
い
ま
す
。
四
十
を
過
ぎ
た
ら
自
分
の

顔
に
責
任
を
も
て
と
い
い
ま
す
。
あ
れ

は
、
顔
に
、
自
分
の
思
想
や
好
み
、
肉

体
的
な
状
態
が
す
べ
て
表
わ
れ
て
い
る

と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
顔
を
見
れ
ば

一
目
で
わ
か
る
、
そ
の
た
め
に
顔
は
つ

い
て
い
る
の
で
す
。
一
般
的
に
美
し
い

と
か
、い
い
感
じ
が
す
る
と
い
う
の
は
、

実
は
そ
の
内
容
を
示
し
て
い
る
の
で
は

な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
人
は
美
し

い
も
の
は
残
そ
う
と
し
ま
す
。
人
は
自

然
界
の
中
で
生
き
て
き
た
わ
け
で
、
自

然
界
の
中
の
バ
ラ
ン
ス
の
あ
る
状
態
を

美
し
い
と
感
じ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
美
の
起
源
と
い
う
も
の
が
、
そ

こ
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
最
近
は
思

っ
て
い
ま
す
。
バ
ラ
ン
ス
の
崩
れ
た
状

態
は
、
危
険
が
あ
り
、
避
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
バ
ラ
ン
ス
が
と
れ
て
い
て
、

矛
盾
が
な
く
、
変
化
は
し
て
も
循
環
し

て
い
て
、
あ
る
安
定
が
あ
る
。
そ
れ
を

見
た
と
き
に
人
は
美
し
い
と
思
う
。
そ

れ
は
人
間
の
美
意
識
の
元
に
な
っ
て
い

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
の
ロ
ー
マ
時
代
の
水
道
も
、
な
ぜ

今
ま
で
残
り
使
わ
れ
て
い
た
か
と
い
う

と
、
実
用
よ
り
は
美
し
か
っ
た
か
ら
だ

と
思
い
ま
す
。

専
門
家
と
市
民
を
つ
な
ぐ

〝
言
葉
〞
が
大
切

―
こ
れ
か
ら
は
土
木
と
か
建
築
と

か
分
け
る
必
要
は
な
く
な
っ
て
く
る
よ

う
に
思
え
る
の
で
す
が
。

藤
森

―
つ
く
る
立
場
、
管
理
す
る
立

場
か
ら
い
う
と
、
土
木
と
建
築
は
全
然

違
い
ま
す
。
ま
た
、
土
木
と
建
築
の
人

た
ち
は
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
が
違
い
ま
す
。

こ
こ
の
研
究
所
は
土
木
と
建
築
の
先

生
が
半
々
く
ら
い
い
ま
す
が
、
土
木
の

人
た
ち
は
あ
る
秩
序
を
つ
く
っ
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
、
勝
手
な
人
は
少
な
い

で
す
ね
。
建
築
の
人
は
み
ん
な
勝
手
で

す（
笑
）。
た
だ
、
土
木
、
建
築
と
い
う

の
は
つ
く
っ
て
い
る
方
に
は
バ
ラ
バ
ラ

で
す
が
、
使
っ
て
い
る
ほ
う
か
ら
す
る

と
同
じ
も
の
な
の
で
す
。
土
木
の
上
を

歩
き
な
が
ら
建
築
の
ほ
う
へ
行
く
わ

け
で
す
し
、
建
築
の
中
の
イ
ン
フ
ラ
は

土
木
で
す
。
こ
れ
か
ら
は
、
そ
う
い
っ

た
使
っ
て
い
る
人
た
ち
の
こ
と
を
考

え
、
彼
ら
の
目
か
ら
ど
う
見
え
て
い
る

か
を
考
え
な
い
と
い
け
な
い
。
そ
れ
が

な
い
と
結
局
誤
解
さ
れ
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。
そ
の
と
き
、
必
要
に
な
る
の

が
、
土
木
で
あ
れ
ば
、
土
木
の
歴
史
で

あ
り
、
土
木
の
物
語
で
あ
り
、
土
木
の

専
門
的
な
知
識
を
普
通
の
人
に
わ
か

り
や
す
く
語
る
〝
言
葉
〞
で
す
。
な
ぜ

歴
史
が
大
事
か
と
い
う
と
、
普
通
の
人

に
わ
か
り
や
す
く
、
そ
こ
が
入
り
口
に

な
る
か
ら
で
す
。
全
員
が
そ
う
な
る
必

要
は
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
そ
う
い
う

人
た
ち
が
土
木
の
中
に
い
る
と
い
う
こ

と
が
大
切
で
す
。
そ
し
て
、
土
木
史
や

土
木
論
、
土
木
と
何
か
と
い
っ
た
言
葉

の
分
野
を
も
っ
と
充
実
さ
せ
て
い
た
だ

く
と
あ
り
が
た
い
と
思
い
ま
す
。

―
本
日
は
貴
重
な
お
話
を
ど
う
も

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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