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も
く
じ 私たちのまわりには、

古めかしい洋館や、立派なお屋敷、歴史のある校舎に、

清楚な神社、荘厳な寺院や、可愛らしい教会、

そして大きなレンガの工場に、役割を終えた電波塔など、

年月を重ねた建物がごく自然にまちにとけ込んでいます。

そういった文化財として貴重な建物を、国登録有形文化財といいます。

日本には他にも、重要文化財や国宝などに指定された建物があり、

現在その総数は、１万６０００件に上ります。

市指定・県指定のものを含めると、さらにその数は増えますが、

一方で、フランスの規定する歴史的記念物の４万6０００件には遠くおよびません。

日本は文化的には、まだ発展途上なのです。

本書は、愛知県にある国登録有形文化財を中心とした

文化財建造物の魅力を紹介する本です。

今回は「まちのシンボル編」として、近世から近現代にかけて建てられた、公会堂など

の公共施設、またホテルや銀行、灯台など、多様な建物を取り上げています。

それらはすべて、あたりまえに残ってきたわけではありません。

多くの人々の努力で残されてきたものも少なくないのです。

そういった意味では、残された建物はすべて価値のある良い建築といえます。

そんな身近にある良い建築を知ることで、

私たちのまちとその風景を大切に思う気持ちにつながってほしいと思います。

パリの美しい街並みも、フランスの人々がその重要性に気がつき、

建物と景観を大切に保存するまでに、多くの経験を積んできました。

この本が、建物とまちの歴史を知る一助になることを願っています。
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帝
冠
様
式

　
こ
れ
ら
日
本
建
築
の
屋
根
の
か
た
ち
が
再

び
注
目
さ
れ
た
の
は
大
正
時
代
に
な
っ
て
か

ら
で
、明
治
以
降
に
導
入
さ
れ
た
西
洋
建
築

に
代
わ
る
新
し
い
デ
ザ
イ
ン
と
し
て
和
風
が

求
め
ら
れ
た
こ
と
に
起
因
し
ま
す
。そ
の
は
じ

ま
り
は
、大
正
４
年
の
明
治
神
宮
宝
物
館
の
コ

ン
ペ
と
考
え
ら
れ
、和
洋
折
衷
の
デ
ザ
イ
ン
は

審
査
員
の
伊
東
忠
太
ら
に
よ
っ
て
推
し
進
め

ら
れ
ま
し
た
。

　
そ
れ
が
、名
古
屋
城
天
守
の
屋
根
の
か
た

ち
を
模
し
た
名
古
屋
市
庁
舎
や
愛
知
県
庁
舎
、

蒲
郡
ク
ラ
シ
ッ
ク
ホ
テ
ル
本
館
へ
つ
な
が
り
、

ま
た
中
国
的
な
雰
囲
気
の
漂
う
徳
川
美
術
館

本
館
や
寺
院
建
築
の
意
匠
に
範
を
求
め
た
昭

和
塾
堂
の
よ
う
な
建
物
の
デ
ザ
イ
ン
を
生
み

出
す
背
景
と
も
な
り
ま
し
た
。

　
こ
れ
ら
和
風
の
屋
根
が
洋
風
の
建
物
に
の

せ
ら
れ
た
デ
ザ
イ
ン
を「
帝
冠
様
式
」と
呼
ぶ

こ
と
も
あ
り
、当
時
の
日
本
が
軍
国
主
義
を

推
し
進
め
て
東
ア
ジ
ア
を
席
巻
し
、世
界
の

強
国
と
し
て
頭
角
を
表
し
て
き
た
時
代
の
気

分
も
あ
ら
わ
れ
て
い
ま
す
。

洋
風
の
か
た
ち

　
そ
れ
よ
り
少
し
時
代
は
遡
っ
て
、江
戸
時
代

の
終
わ
り
か
ら
明
治
に
か
け
て
の
日
本
は
、先

進
的
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
に
追
い
つ
く
た
め
、さ

ま
ざ
ま
な
文
物
を
盛
ん
に
取
り
入
れ
ま
し
た
。

そ
の
中
で
も
洋
風
建
築
は
、当
時
の
町
並
み
で

異
彩
を
放
つ
文
明
開
化
の
シ
ン
ボ
ル
で
し
た
。

　
そ
ん
な
洋
風
建
築
で
す
が
、本
格
的
な
西

洋
建
築
が
導
入
さ
れ
る
以
前
に
は
、長
崎
や

横
浜
、神
戸
な
ど
の
居
留
地
の
洋
館
を
真
似

た
擬
洋
風
建
築
が
最
初
に
広
が
り
ま
し
た
。

そ
れ
ら
の
多
く
は
大
工
に
よ
っ
て
設
計
さ
れ

た
た
め
、洋
風
と
和
風
が
混
ざ
り
合
っ
た
不

思
議
な
デ
ザ
イ
ン
を
し
て
い
ま
す
。擬
洋
風
の

デ
ザ
イ
ン
は
そ
の
後
も
長
く
残
り
、小
弓
の
庄

や
野
間
郵
便
局
旧
局
舎
に
そ
の
姿
を
見
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

 
本
格
的
な
西
洋
建
築
と
オ
ー
ダ
ー

　
一
方
、明
治
10
年
に
工
部
大
学
校（
後
の
帝

国
大
学
。現
在
の
東
京
大
学
）に
イ
ギ
リ
ス
人

建
築
家
の
ジ
ョ
サ
イ
ア・コ
ン
ド
ル
が
就
任
し

た
の
を
皮
切
り
に
、各
省
庁
の
招
き
で
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
建
築
家
た
ち
が
来
日
し
、本
格
的
な

西
洋
建
築
が
伝
え
ら
れ
ま
し
た
。

　
と
こ
ろ
で
、西
洋
建
築
の
源
流
は
ギ
リ
シ
ア

建
築
に
遡
り
ま
す
。中
で
も
、柱
と
梁
が
均
整

の
と
れ
た
姿
に
な
る
こ
と
を
探
求
し
た

「
オ
ー
ダ
ー
」と
、そ
の
上
に
の
る
ペ
デ
ィ
メ
ン

ト（
破
風
）の
組
み
合
わ
せ
は
重
要
な
デ
ザ
イ

ン
の
基
点
に
な
り
ま
す
。

　
オ
ー
ダ
ー
は
、ド
リ
ス
式
と
イ
オ
ニ
ア
式
、

コ
リ
ン
ト
式
の
３
つ
の
柱
頭
飾
り
に
分
け
ら

れ
、ま
た
円
柱
の
直
径
か
ら
全
体
の
大
き
さ

を
決
め
る
シ
ュ
ム
メ
ト
リ
ア
と
い
う
比
例
の
大

系
も
つ
く
り
出
さ
れ
ま
し
た
。そ
れ
ら
探
求

さ
れ
た
美
の
到
達
点
が
、ユ
ネ
ス
コ
の
マ
ー
ク

の
元
に
な
っ
た
パ
ル
テ
ノ
ン
神
殿
で
す
。

　
ギ
リ
シ
ア
建
築
の
オ
ー
ダ
ー
は
、そ
の
後

ロ
ー
マ
建
築
に
受
け
継
が
れ
、ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各

地
に
広
が
り
、コ
ロ
ッ
セ
オ
な
ど
の
巨
大
建
築

の
装
飾
と
し
て
用
い
ら
れ
ま
し
た
。ま
た
ロ
ー

マ
帝
国
崩
壊
後
は
、ビ
ザ
ン
チ
ン
建
築
や
ロ
マ

ネ
ス
ク
建
築
な
ど
に
変
容
を
遂
げ
、後
者
は

ゴ
シ
ッ
ク
建
築
を
生
む
素
地
と
な
り
ま
し
た
。

は
じ
め
に

　
巷
に
あ
ふ
れ
る
旅
行
雑
誌
や
ガ
イ
ド
本
に

は
、ま
ち
の
イ
メ
ー
ジ
を
か
た
ち
づ
く
る
建

物
が
必
ず
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
登
場
し
ま
す
。

そ
れ
ら
の
建
物
は
、ま
ち
の
歴
史
や
文
化
、あ

る
い
は
時
代
を
象
徴
す
る
、そ
の
ま
ち
の
シ

ン
ボ
ル
的
な
存
在
で
す
。

　
こ
の
冊
子
で
は
、そ
ん
な
の
建
物
の
う
ち
で

も
、登
録
文
化
財
を
中
心
に
取
り
上
げ
、歴
史

的
背
景
と
魅
力
に
つ
い
て
紹
介
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、ま
ち
の
イ
メ
ー
ジ
に
繋
が
る
建
物

の
デ
ザ
イ
ン
は
、建
築
の
歴
史
と
深
く
関

わ
っ
て
い
ま
す
。例
え
ば
、市
役
所
の
屋
根
が

城
郭
の
天
守
風
に
な
っ
て
い
た
り
、裁
判
所

や
銀
行
が
西
洋
建
築
の
よ
う
な
外
観
に
な
っ

て
い
る
な
ど
、シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
建
物
の
か

た
ち
に
は
、そ
こ
に
つ
な
が
る
歴
史
的
な
背

景
が
あ
り
ま
す
。

　
こ
こ
で
は
、そ
ん
な
デ
ザ
イ
ン
の
背
景
を
紐

解
き
、そ
の
変
遷
を
た
ど
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

和
風
の
屋
根

　
日
本
の
建
築
を
特
徴
づ
け
る
大
き
な
ポ
イ

ン
ト
に
、屋
根
の
か
た
ち
が
あ
り
ま
す
。例
え

ば
、神
社
の
社
殿
の
屋
根
に
の
る
千
木
や
棟
の

上
に
並
ぶ
堅
魚
木
は
、古
代
の
王
の
住
ま
い
を

あ
ら
わ
す
シ
ン
ボ
ル
が
デ
ザ
イ
ン
と
し
て
受
け

継
が
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
瓦
が
葺
か
れ
た
寺
院
建
築
も
特
徴
的

な
屋
根
を
し
て
い
ま
す
。大
き
な
屋
根
の
棟
先

に
は
鴟
尾
が
の
り
、軒
先
が
す
っ
と
反
っ
て
い
る

姿
は
日
本
独
自
の
美
し
さ
で
す
。と
り
わ
け
シ

ン
ボ
ル
的
な
存
在
の
五
重
塔
は
、２
５
０
０
年

前
に
入
滅
し
た
ブ
ッ
ダ
の
遺
骨
を
収
め
た
ス

ト
ゥ
ー
パ
と
い
う
塚
が
原
型
と
な
っ
て
い
ま
す
。

最
初
は
ス
ト
ゥ
ー
パ
の
頂
上
の
小
さ
な
傘
だ
っ

た
も
の
が
、徐
々
に
大
き
な
屋
根
に
な
り
、や

が
て
中
国
で
五
重
塔
へ
と
姿
を
変
え
ま
し
た
。

天
守
と
屋
根

　
日
本
の
建
築
の
中
で
も
特
に
印
象
深
い
屋

根
は
、城
郭
の
天
守
で
す
。高
い
石
垣
の
上
に
千

鳥
破
風
や
唐
破
風
が
重
な
る
華
や
か
な
外
観

は
、ま
ち
の
中
で
も
ひ
と
き
わ
目
を
引
く
存
在

で
す
。ま
た
屋
根
の
頂
上
に
い
る
シ
ャ
チ
ホ
コ

も
重
要
な
装
飾
の
一
つ
で
す
。

　
屋
根
が
重
層
す
る
天
守
の
登
場
は
16
世
紀

の
初
頭
に
遡
る
と
考
え
ら
れ
、入
母
屋
屋
根
の

上
に
楼
閣
を
の
せ
た
形
状
か
ら「
望
楼
型
天

守
」と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。犬
山
城
天
守
は
こ

の
形
式
を
残
す
日
本
で
最
古
の
天
守
で
す
。

　
ま
た
、望
楼
型
天
守
は
織
田
信
長
が
建
設

し
た
安
土
城
で
大
き
く
進
歩
し
た
と
考
え
ら

れ
、記
録
に
残
る
華
や
か
な
天
守
の
姿
は
、室

町
時
代
の
鹿
苑
寺
金
閣
な
ど
の
楼
閣
建
築
に

原
型
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
天
守
は
そ
の
後
、名
古
屋
城
や
姫
路
城
の
よ

う
な「
層
塔
型
天
守
」が
誕
生
し
、よ
り
高
く
て

豪
壮
な
姿
は
城
下
町
の
シ
ン
ボ
ル
と
な
り
ま

し
た
。

ル
ネ
サ
ン
ス
建
築
と
様
式
の
誕
生

　

15
世
紀
の
イ
タ
リ
ア
の
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
で
、

ロ
ー
マ
建
築
を
調
査
・
研
究
す
る
こ
と
で
オ
ー

ダ
ー
が
再
解
釈
さ
れ
、ル
ネ
サ
ン
ス
建
築
が
誕

生
し
ま
す
。こ
の
様
式
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
へ

広
ま
り
、国
や
時
代
に
よ
り
バ
ロ
ッ
ク
様
式
や
、

ロ
コ
コ
様
式
、新
古
典
主
義
様
式
な
ど
を
生
み

出
し
、発
展
を
遂
げ
ま
し
た
。

　
帝
国
大
学
を
卒
業
し
、ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
外
遊

し
た
建
築
家
鈴
木
禎
次
は
、鶴
舞
公
園
噴
水

塔
や
岡
崎
信
用
金
庫
資
料
館
を
ル
ネ
サ
ン
ス

様
式
に
の
っ
と
っ
た
デ
ザ
イ
ン
で
設
計
し
ま

し
た
。ま
た
名
古
屋
市
市
政
資
料
館
は
、ド

イ
ツ
の
建
築
家
エ
ン
デ
と
ベ
ッ
ク
マ
ン
が
伝
え

た
ネ
オ・バ
ロ
ッ
ク
様
式
の
流
れ
を
汲
む
建

築
で
す
。

　

そ
の
一
方
で
、明
治
後
期
ご
ろ
か
ら
は
、

そ
れ
ら
様
式
建
築
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
新
た
に

登
場
し
た
セ
セ
ッ
シ
ョ
ン
や
ア
ー
ル
デ
コ
な
ど

を
混
ぜ
合
わ
せ
た
デ
ザ
イ
ン
が
あ
ら
わ
れ
、

大
野
宿
鳳
来
館
や
津
島
市
観
光
交
流
セ
ン

タ
ー
に
そ
の
姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

新
し
い
技
術
と
新
し
い
か
た
ち

　
18
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、産
業
革
命
と
共

に
発
展
し
て
き
た
蒸
気
機
関
に
合
わ
せ
て
、鋼

材
を
用
い
た
技
術
が
急
速
に
発
達
し
て
き
ま

し
た
。鉄
道
は
そ
の
象
徴
と
も
い
え
る
存
在
で
、

川
を
渡
る
鉄
橋
の
建
設
は
、後
に
エ
ッ
フ
ェ
ル
塔

の
よ
う
な
高
層
建
築
の
誕
生
を
促
し
ま
し
た
。

　
ま
た
同
じ
頃
に
は
、新
し
い
セ
メ
ン
ト
の
開

発
や
、コ
ン
ク
リ
ー
ト
と
鉄
筋
の
骨
組
み
を
混

ぜ
合
わ
せ
た
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
技
術
が
登

場
し
、徐
々
に
建
築
へ
も
応
用
さ
れ
始
め
て
い

ま
し
た
。そ
れ
ら
新
技
術
が
も
た
ら
し
た
最
大

の
特
徴
は
、建
物
の
大
き
さ
で
し
た
。

　
そ
ん
な
新
し
い
技
術
の
登
場
で
、様
式
建
築

は
次
第
に
時
代
に
そ
ぐ
わ
な
い
デ
ザ
イ
ン
と
み

な
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、そ
れ
に
変
わ
る
新
し

い
様
式
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
で
探
求
さ
れ
、さ
ま

ざ
ま
な
芸
術
運
動
と
し
て
花
開
き
ま
し
た
。

　
名
古
屋
市
公
会
堂
は
、ド
イ
ツ
で
登
場
し
た

ボ
リ
ュ
ー
ム
感
の
あ
る
表
現
主
義
に
倣
っ
た
デ

ザ
イ
ン
で
、豊
橋
市
公
会
堂
は
ア
メ
リ
カ
で
流
行

し
た
ス
パ
ニ
ッ
シ
ュ
様
式
と
ネ
オ・ロ
マ
ネ
ス
ク

様
式
の
デ
ザ
イ
ン
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
い
ず
れ
も
新
し
い
様
式
を
取
り
入
れ
つ
つ
、

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
や
鉄
骨
な
ど
を
用
い
た

大
規
模
な
建
物
が
、新
た
な
ま
ち
の
シ
ン
ボ
ル

と
し
て
建
て
ら
れ
ま
し
た
。

お
わ
り
に

　
古
来
よ
り
、ま
ち
の
シ
ン
ボ
ル
と
な
る
よ
う

な
建
物
に
は
、二
つ
の
側
面
が
あ
り
ま
し
た
。

一
つ
は
権
威
の
象
徴
と
し
て
、も
う
一
つ
は
信

仰
の
象
徴
と
し
て
で
す
。

　
戦
後
、集
約
電
波
塔
の
機
能
と
観
光
タ

ワ
ー
の
目
的
で
建
設
さ
れ
た
名
古
屋
テ
レ
ビ

塔
は
、そ
ん
な
従
来
の
枠
を
超
え
た
新
し
い

ま
ち
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
、東
京
タ
ワ
ー
や
通

天
閣
な
ど
の
建
設
を
牽
引
し
ま
し
た
。

　
ま
た
近
年
、戦
後
に
建
て
ら
れ
た
近
現
代

の
建
物
と
合
わ
せ
て
、野
間
埼
灯
台
の
よ
う

な
土
木
構
築
物
に
つ
い
て
も
評
価
が
高
ま
っ

て
い
ま
す
。

　
建
物
に
は
、そ
ん
な
ま
ち
の
シ
ン
ボ
ル
と
し

て
の
資
質
が
備
わ
っ
て
い
て
、今
も
そ
の
価
値

が
見
出
さ
れ
る
の
を
待
っ
て
い
ま
す
。

愛
知
の
建
物
、

ま
ち
の
シ
ン
ボ
ル
編

ち  

ぎ

か
つ
お
ぎ

ふ

し  

び

は  

ふ

さ
か
の
ぼ

い
り
も
やぼ

う
ろ
う

ろ
く
お
ん
じ

そ
う
と
う
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帝
冠
様
式

　
こ
れ
ら
日
本
建
築
の
屋
根
の
か
た
ち
が
再

び
注
目
さ
れ
た
の
は
大
正
時
代
に
な
っ
て
か

ら
で
、明
治
以
降
に
導
入
さ
れ
た
西
洋
建
築

に
代
わ
る
新
し
い
デ
ザ
イ
ン
と
し
て
和
風
が

求
め
ら
れ
た
こ
と
に
起
因
し
ま
す
。そ
の
は
じ

ま
り
は
、大
正
４
年
の
明
治
神
宮
宝
物
館
の
コ

ン
ペ
と
考
え
ら
れ
、和
洋
折
衷
の
デ
ザ
イ
ン
は

審
査
員
の
伊
東
忠
太
ら
に
よ
っ
て
推
し
進
め

ら
れ
ま
し
た
。

　
そ
れ
が
、名
古
屋
城
天
守
の
屋
根
の
か
た

ち
を
模
し
た
名
古
屋
市
庁
舎
や
愛
知
県
庁
舎
、

蒲
郡
ク
ラ
シ
ッ
ク
ホ
テ
ル
本
館
へ
つ
な
が
り
、

ま
た
中
国
的
な
雰
囲
気
の
漂
う
徳
川
美
術
館

本
館
や
寺
院
建
築
の
意
匠
に
範
を
求
め
た
昭

和
塾
堂
の
よ
う
な
建
物
の
デ
ザ
イ
ン
を
生
み

出
す
背
景
と
も
な
り
ま
し
た
。

　
こ
れ
ら
和
風
の
屋
根
が
洋
風
の
建
物
に
の

せ
ら
れ
た
デ
ザ
イ
ン
を「
帝
冠
様
式
」と
呼
ぶ

こ
と
も
あ
り
、当
時
の
日
本
が
軍
国
主
義
を

推
し
進
め
て
東
ア
ジ
ア
を
席
巻
し
、世
界
の

強
国
と
し
て
頭
角
を
表
し
て
き
た
時
代
の
気

分
も
あ
ら
わ
れ
て
い
ま
す
。

洋
風
の
か
た
ち

　
そ
れ
よ
り
少
し
時
代
は
遡
っ
て
、江
戸
時
代

の
終
わ
り
か
ら
明
治
に
か
け
て
の
日
本
は
、先

進
的
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
に
追
い
つ
く
た
め
、さ

ま
ざ
ま
な
文
物
を
盛
ん
に
取
り
入
れ
ま
し
た
。

そ
の
中
で
も
洋
風
建
築
は
、当
時
の
町
並
み
で

異
彩
を
放
つ
文
明
開
化
の
シ
ン
ボ
ル
で
し
た
。

　
そ
ん
な
洋
風
建
築
で
す
が
、本
格
的
な
西

洋
建
築
が
導
入
さ
れ
る
以
前
に
は
、長
崎
や

横
浜
、神
戸
な
ど
の
居
留
地
の
洋
館
を
真
似

た
擬
洋
風
建
築
が
最
初
に
広
が
り
ま
し
た
。

そ
れ
ら
の
多
く
は
大
工
に
よ
っ
て
設
計
さ
れ

た
た
め
、洋
風
と
和
風
が
混
ざ
り
合
っ
た
不

思
議
な
デ
ザ
イ
ン
を
し
て
い
ま
す
。擬
洋
風
の

デ
ザ
イ
ン
は
そ
の
後
も
長
く
残
り
、小
弓
の
庄

や
野
間
郵
便
局
旧
局
舎
に
そ
の
姿
を
見
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

 
本
格
的
な
西
洋
建
築
と
オ
ー
ダ
ー

　
一
方
、明
治
10
年
に
工
部
大
学
校（
後
の
帝

国
大
学
。現
在
の
東
京
大
学
）に
イ
ギ
リ
ス
人

建
築
家
の
ジ
ョ
サ
イ
ア・コ
ン
ド
ル
が
就
任
し

た
の
を
皮
切
り
に
、各
省
庁
の
招
き
で
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
建
築
家
た
ち
が
来
日
し
、本
格
的
な

西
洋
建
築
が
伝
え
ら
れ
ま
し
た
。

　
と
こ
ろ
で
、西
洋
建
築
の
源
流
は
ギ
リ
シ
ア

建
築
に
遡
り
ま
す
。中
で
も
、柱
と
梁
が
均
整

の
と
れ
た
姿
に
な
る
こ
と
を
探
求
し
た

「
オ
ー
ダ
ー
」と
、そ
の
上
に
の
る
ペ
デ
ィ
メ
ン

ト（
破
風
）の
組
み
合
わ
せ
は
重
要
な
デ
ザ
イ

ン
の
基
点
に
な
り
ま
す
。

　
オ
ー
ダ
ー
は
、ド
リ
ス
式
と
イ
オ
ニ
ア
式
、

コ
リ
ン
ト
式
の
３
つ
の
柱
頭
飾
り
に
分
け
ら

れ
、ま
た
円
柱
の
直
径
か
ら
全
体
の
大
き
さ

を
決
め
る
シ
ュ
ム
メ
ト
リ
ア
と
い
う
比
例
の
大

系
も
つ
く
り
出
さ
れ
ま
し
た
。そ
れ
ら
探
求

さ
れ
た
美
の
到
達
点
が
、ユ
ネ
ス
コ
の
マ
ー
ク

の
元
に
な
っ
た
パ
ル
テ
ノ
ン
神
殿
で
す
。

　
ギ
リ
シ
ア
建
築
の
オ
ー
ダ
ー
は
、そ
の
後

ロ
ー
マ
建
築
に
受
け
継
が
れ
、ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各

地
に
広
が
り
、コ
ロ
ッ
セ
オ
な
ど
の
巨
大
建
築

の
装
飾
と
し
て
用
い
ら
れ
ま
し
た
。ま
た
ロ
ー

マ
帝
国
崩
壊
後
は
、ビ
ザ
ン
チ
ン
建
築
や
ロ
マ

ネ
ス
ク
建
築
な
ど
に
変
容
を
遂
げ
、後
者
は

ゴ
シ
ッ
ク
建
築
を
生
む
素
地
と
な
り
ま
し
た
。

は
じ
め
に

　
巷
に
あ
ふ
れ
る
旅
行
雑
誌
や
ガ
イ
ド
本
に

は
、ま
ち
の
イ
メ
ー
ジ
を
か
た
ち
づ
く
る
建

物
が
必
ず
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
登
場
し
ま
す
。

そ
れ
ら
の
建
物
は
、ま
ち
の
歴
史
や
文
化
、あ

る
い
は
時
代
を
象
徴
す
る
、そ
の
ま
ち
の
シ

ン
ボ
ル
的
な
存
在
で
す
。

　
こ
の
冊
子
で
は
、そ
ん
な
の
建
物
の
う
ち
で

も
、登
録
文
化
財
を
中
心
に
取
り
上
げ
、歴
史

的
背
景
と
魅
力
に
つ
い
て
紹
介
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、ま
ち
の
イ
メ
ー
ジ
に
繋
が
る
建
物

の
デ
ザ
イ
ン
は
、建
築
の
歴
史
と
深
く
関

わ
っ
て
い
ま
す
。例
え
ば
、市
役
所
の
屋
根
が

城
郭
の
天
守
風
に
な
っ
て
い
た
り
、裁
判
所

や
銀
行
が
西
洋
建
築
の
よ
う
な
外
観
に
な
っ

て
い
る
な
ど
、シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
建
物
の
か

た
ち
に
は
、そ
こ
に
つ
な
が
る
歴
史
的
な
背

景
が
あ
り
ま
す
。

　
こ
こ
で
は
、そ
ん
な
デ
ザ
イ
ン
の
背
景
を
紐

解
き
、そ
の
変
遷
を
た
ど
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

和
風
の
屋
根

　
日
本
の
建
築
を
特
徴
づ
け
る
大
き
な
ポ
イ

ン
ト
に
、屋
根
の
か
た
ち
が
あ
り
ま
す
。例
え

ば
、神
社
の
社
殿
の
屋
根
に
の
る
千
木
や
棟
の

上
に
並
ぶ
堅
魚
木
は
、古
代
の
王
の
住
ま
い
を

あ
ら
わ
す
シ
ン
ボ
ル
が
デ
ザ
イ
ン
と
し
て
受
け

継
が
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
瓦
が
葺
か
れ
た
寺
院
建
築
も
特
徴
的

な
屋
根
を
し
て
い
ま
す
。大
き
な
屋
根
の
棟
先

に
は
鴟
尾
が
の
り
、軒
先
が
す
っ
と
反
っ
て
い
る

姿
は
日
本
独
自
の
美
し
さ
で
す
。と
り
わ
け
シ

ン
ボ
ル
的
な
存
在
の
五
重
塔
は
、２
５
０
０
年

前
に
入
滅
し
た
ブ
ッ
ダ
の
遺
骨
を
収
め
た
ス

ト
ゥ
ー
パ
と
い
う
塚
が
原
型
と
な
っ
て
い
ま
す
。

最
初
は
ス
ト
ゥ
ー
パ
の
頂
上
の
小
さ
な
傘
だ
っ

た
も
の
が
、徐
々
に
大
き
な
屋
根
に
な
り
、や

が
て
中
国
で
五
重
塔
へ
と
姿
を
変
え
ま
し
た
。

天
守
と
屋
根

　
日
本
の
建
築
の
中
で
も
特
に
印
象
深
い
屋

根
は
、城
郭
の
天
守
で
す
。高
い
石
垣
の
上
に
千

鳥
破
風
や
唐
破
風
が
重
な
る
華
や
か
な
外
観

は
、ま
ち
の
中
で
も
ひ
と
き
わ
目
を
引
く
存
在

で
す
。ま
た
屋
根
の
頂
上
に
い
る
シ
ャ
チ
ホ
コ

も
重
要
な
装
飾
の
一
つ
で
す
。

　
屋
根
が
重
層
す
る
天
守
の
登
場
は
16
世
紀

の
初
頭
に
遡
る
と
考
え
ら
れ
、入
母
屋
屋
根
の

上
に
楼
閣
を
の
せ
た
形
状
か
ら「
望
楼
型
天

守
」と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。犬
山
城
天
守
は
こ

の
形
式
を
残
す
日
本
で
最
古
の
天
守
で
す
。

　
ま
た
、望
楼
型
天
守
は
織
田
信
長
が
建
設

し
た
安
土
城
で
大
き
く
進
歩
し
た
と
考
え
ら

れ
、記
録
に
残
る
華
や
か
な
天
守
の
姿
は
、室

町
時
代
の
鹿
苑
寺
金
閣
な
ど
の
楼
閣
建
築
に

原
型
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
天
守
は
そ
の
後
、名
古
屋
城
や
姫
路
城
の
よ

う
な「
層
塔
型
天
守
」が
誕
生
し
、よ
り
高
く
て

豪
壮
な
姿
は
城
下
町
の
シ
ン
ボ
ル
と
な
り
ま

し
た
。

ル
ネ
サ
ン
ス
建
築
と
様
式
の
誕
生

　

15
世
紀
の
イ
タ
リ
ア
の
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
で
、

ロ
ー
マ
建
築
を
調
査
・
研
究
す
る
こ
と
で
オ
ー

ダ
ー
が
再
解
釈
さ
れ
、ル
ネ
サ
ン
ス
建
築
が
誕

生
し
ま
す
。こ
の
様
式
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
へ

広
ま
り
、国
や
時
代
に
よ
り
バ
ロ
ッ
ク
様
式
や
、

ロ
コ
コ
様
式
、新
古
典
主
義
様
式
な
ど
を
生
み

出
し
、発
展
を
遂
げ
ま
し
た
。

　
帝
国
大
学
を
卒
業
し
、ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
外
遊

し
た
建
築
家
鈴
木
禎
次
は
、鶴
舞
公
園
噴
水

塔
や
岡
崎
信
用
金
庫
資
料
館
を
ル
ネ
サ
ン
ス

様
式
に
の
っ
と
っ
た
デ
ザ
イ
ン
で
設
計
し
ま

し
た
。ま
た
名
古
屋
市
市
政
資
料
館
は
、ド

イ
ツ
の
建
築
家
エ
ン
デ
と
ベ
ッ
ク
マ
ン
が
伝
え

た
ネ
オ・バ
ロ
ッ
ク
様
式
の
流
れ
を
汲
む
建

築
で
す
。

　

そ
の
一
方
で
、明
治
後
期
ご
ろ
か
ら
は
、

そ
れ
ら
様
式
建
築
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
新
た
に

登
場
し
た
セ
セ
ッ
シ
ョ
ン
や
ア
ー
ル
デ
コ
な
ど

を
混
ぜ
合
わ
せ
た
デ
ザ
イ
ン
が
あ
ら
わ
れ
、

大
野
宿
鳳
来
館
や
津
島
市
観
光
交
流
セ
ン

タ
ー
に
そ
の
姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

新
し
い
技
術
と
新
し
い
か
た
ち

　
18
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、産
業
革
命
と
共

に
発
展
し
て
き
た
蒸
気
機
関
に
合
わ
せ
て
、鋼

材
を
用
い
た
技
術
が
急
速
に
発
達
し
て
き
ま

し
た
。鉄
道
は
そ
の
象
徴
と
も
い
え
る
存
在
で
、

川
を
渡
る
鉄
橋
の
建
設
は
、後
に
エ
ッ
フ
ェ
ル
塔

の
よ
う
な
高
層
建
築
の
誕
生
を
促
し
ま
し
た
。

　
ま
た
同
じ
頃
に
は
、新
し
い
セ
メ
ン
ト
の
開

発
や
、コ
ン
ク
リ
ー
ト
と
鉄
筋
の
骨
組
み
を
混

ぜ
合
わ
せ
た
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
技
術
が
登

場
し
、徐
々
に
建
築
へ
も
応
用
さ
れ
始
め
て
い

ま
し
た
。そ
れ
ら
新
技
術
が
も
た
ら
し
た
最
大

の
特
徴
は
、建
物
の
大
き
さ
で
し
た
。

　
そ
ん
な
新
し
い
技
術
の
登
場
で
、様
式
建
築

は
次
第
に
時
代
に
そ
ぐ
わ
な
い
デ
ザ
イ
ン
と
み

な
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、そ
れ
に
変
わ
る
新
し

い
様
式
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
で
探
求
さ
れ
、さ
ま

ざ
ま
な
芸
術
運
動
と
し
て
花
開
き
ま
し
た
。

　
名
古
屋
市
公
会
堂
は
、ド
イ
ツ
で
登
場
し
た

ボ
リ
ュ
ー
ム
感
の
あ
る
表
現
主
義
に
倣
っ
た
デ

ザ
イ
ン
で
、豊
橋
市
公
会
堂
は
ア
メ
リ
カ
で
流
行

し
た
ス
パ
ニ
ッ
シ
ュ
様
式
と
ネ
オ・ロ
マ
ネ
ス
ク

様
式
の
デ
ザ
イ
ン
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
い
ず
れ
も
新
し
い
様
式
を
取
り
入
れ
つ
つ
、

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
や
鉄
骨
な
ど
を
用
い
た

大
規
模
な
建
物
が
、新
た
な
ま
ち
の
シ
ン
ボ
ル

と
し
て
建
て
ら
れ
ま
し
た
。

お
わ
り
に

　
古
来
よ
り
、ま
ち
の
シ
ン
ボ
ル
と
な
る
よ
う

な
建
物
に
は
、二
つ
の
側
面
が
あ
り
ま
し
た
。

一
つ
は
権
威
の
象
徴
と
し
て
、も
う
一
つ
は
信

仰
の
象
徴
と
し
て
で
す
。

　
戦
後
、集
約
電
波
塔
の
機
能
と
観
光
タ

ワ
ー
の
目
的
で
建
設
さ
れ
た
名
古
屋
テ
レ
ビ

塔
は
、そ
ん
な
従
来
の
枠
を
超
え
た
新
し
い

ま
ち
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
、東
京
タ
ワ
ー
や
通

天
閣
な
ど
の
建
設
を
牽
引
し
ま
し
た
。

　
ま
た
近
年
、戦
後
に
建
て
ら
れ
た
近
現
代

の
建
物
と
合
わ
せ
て
、野
間
埼
灯
台
の
よ
う

な
土
木
構
築
物
に
つ
い
て
も
評
価
が
高
ま
っ

て
い
ま
す
。

　
建
物
に
は
、そ
ん
な
ま
ち
の
シ
ン
ボ
ル
と
し

て
の
資
質
が
備
わ
っ
て
い
て
、今
も
そ
の
価
値

が
見
出
さ
れ
る
の
を
待
っ
て
い
ま
す
。

ち
ゅ
う
た

ぎ
よ
う
ふ
う

こ
ゆ
み　
　

   

し
ょ
う

ち
ゅ
う
と
う
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帝
冠
様
式

　
こ
れ
ら
日
本
建
築
の
屋
根
の
か
た
ち
が
再

び
注
目
さ
れ
た
の
は
大
正
時
代
に
な
っ
て
か

ら
で
、明
治
以
降
に
導
入
さ
れ
た
西
洋
建
築

に
代
わ
る
新
し
い
デ
ザ
イ
ン
と
し
て
和
風
が

求
め
ら
れ
た
こ
と
に
起
因
し
ま
す
。そ
の
は
じ

ま
り
は
、大
正
４
年
の
明
治
神
宮
宝
物
館
の
コ

ン
ペ
と
考
え
ら
れ
、和
洋
折
衷
の
デ
ザ
イ
ン
は

審
査
員
の
伊
東
忠
太
ら
に
よ
っ
て
推
し
進
め

ら
れ
ま
し
た
。

　
そ
れ
が
、名
古
屋
城
天
守
の
屋
根
の
か
た

ち
を
模
し
た
名
古
屋
市
庁
舎
や
愛
知
県
庁
舎
、

蒲
郡
ク
ラ
シ
ッ
ク
ホ
テ
ル
本
館
へ
つ
な
が
り
、

ま
た
中
国
的
な
雰
囲
気
の
漂
う
徳
川
美
術
館

本
館
や
寺
院
建
築
の
意
匠
に
範
を
求
め
た
昭

和
塾
堂
の
よ
う
な
建
物
の
デ
ザ
イ
ン
を
生
み

出
す
背
景
と
も
な
り
ま
し
た
。

　
こ
れ
ら
和
風
の
屋
根
が
洋
風
の
建
物
に
の

せ
ら
れ
た
デ
ザ
イ
ン
を「
帝
冠
様
式
」と
呼
ぶ

こ
と
も
あ
り
、当
時
の
日
本
が
軍
国
主
義
を

推
し
進
め
て
東
ア
ジ
ア
を
席
巻
し
、世
界
の

強
国
と
し
て
頭
角
を
表
し
て
き
た
時
代
の
気

分
も
あ
ら
わ
れ
て
い
ま
す
。

洋
風
の
か
た
ち

　
そ
れ
よ
り
少
し
時
代
は
遡
っ
て
、江
戸
時
代

の
終
わ
り
か
ら
明
治
に
か
け
て
の
日
本
は
、先

進
的
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
に
追
い
つ
く
た
め
、さ

ま
ざ
ま
な
文
物
を
盛
ん
に
取
り
入
れ
ま
し
た
。

そ
の
中
で
も
洋
風
建
築
は
、当
時
の
町
並
み
で

異
彩
を
放
つ
文
明
開
化
の
シ
ン
ボ
ル
で
し
た
。

　
そ
ん
な
洋
風
建
築
で
す
が
、本
格
的
な
西

洋
建
築
が
導
入
さ
れ
る
以
前
に
は
、長
崎
や

横
浜
、神
戸
な
ど
の
居
留
地
の
洋
館
を
真
似

た
擬
洋
風
建
築
が
最
初
に
広
が
り
ま
し
た
。

そ
れ
ら
の
多
く
は
大
工
に
よ
っ
て
設
計
さ
れ

た
た
め
、洋
風
と
和
風
が
混
ざ
り
合
っ
た
不

思
議
な
デ
ザ
イ
ン
を
し
て
い
ま
す
。擬
洋
風
の

デ
ザ
イ
ン
は
そ
の
後
も
長
く
残
り
、小
弓
の
庄

や
野
間
郵
便
局
旧
局
舎
に
そ
の
姿
を
見
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

 
本
格
的
な
西
洋
建
築
と
オ
ー
ダ
ー

　
一
方
、明
治
10
年
に
工
部
大
学
校（
後
の
帝

国
大
学
。現
在
の
東
京
大
学
）に
イ
ギ
リ
ス
人

建
築
家
の
ジ
ョ
サ
イ
ア・コ
ン
ド
ル
が
就
任
し

た
の
を
皮
切
り
に
、各
省
庁
の
招
き
で
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
建
築
家
た
ち
が
来
日
し
、本
格
的
な

西
洋
建
築
が
伝
え
ら
れ
ま
し
た
。

　
と
こ
ろ
で
、西
洋
建
築
の
源
流
は
ギ
リ
シ
ア

建
築
に
遡
り
ま
す
。中
で
も
、柱
と
梁
が
均
整

の
と
れ
た
姿
に
な
る
こ
と
を
探
求
し
た

「
オ
ー
ダ
ー
」と
、そ
の
上
に
の
る
ペ
デ
ィ
メ
ン

ト（
破
風
）の
組
み
合
わ
せ
は
重
要
な
デ
ザ
イ

ン
の
基
点
に
な
り
ま
す
。

　
オ
ー
ダ
ー
は
、ド
リ
ス
式
と
イ
オ
ニ
ア
式
、

コ
リ
ン
ト
式
の
３
つ
の
柱
頭
飾
り
に
分
け
ら

れ
、ま
た
円
柱
の
直
径
か
ら
全
体
の
大
き
さ

を
決
め
る
シ
ュ
ム
メ
ト
リ
ア
と
い
う
比
例
の
大

系
も
つ
く
り
出
さ
れ
ま
し
た
。そ
れ
ら
探
求

さ
れ
た
美
の
到
達
点
が
、ユ
ネ
ス
コ
の
マ
ー
ク

の
元
に
な
っ
た
パ
ル
テ
ノ
ン
神
殿
で
す
。

　
ギ
リ
シ
ア
建
築
の
オ
ー
ダ
ー
は
、そ
の
後

ロ
ー
マ
建
築
に
受
け
継
が
れ
、ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各

地
に
広
が
り
、コ
ロ
ッ
セ
オ
な
ど
の
巨
大
建
築

の
装
飾
と
し
て
用
い
ら
れ
ま
し
た
。ま
た
ロ
ー

マ
帝
国
崩
壊
後
は
、ビ
ザ
ン
チ
ン
建
築
や
ロ
マ

ネ
ス
ク
建
築
な
ど
に
変
容
を
遂
げ
、後
者
は

ゴ
シ
ッ
ク
建
築
を
生
む
素
地
と
な
り
ま
し
た
。

は
じ
め
に

　
巷
に
あ
ふ
れ
る
旅
行
雑
誌
や
ガ
イ
ド
本
に

は
、ま
ち
の
イ
メ
ー
ジ
を
か
た
ち
づ
く
る
建

物
が
必
ず
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
登
場
し
ま
す
。

そ
れ
ら
の
建
物
は
、ま
ち
の
歴
史
や
文
化
、あ

る
い
は
時
代
を
象
徴
す
る
、そ
の
ま
ち
の
シ

ン
ボ
ル
的
な
存
在
で
す
。

　
こ
の
冊
子
で
は
、そ
ん
な
の
建
物
の
う
ち
で

も
、登
録
文
化
財
を
中
心
に
取
り
上
げ
、歴
史

的
背
景
と
魅
力
に
つ
い
て
紹
介
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、ま
ち
の
イ
メ
ー
ジ
に
繋
が
る
建
物

の
デ
ザ
イ
ン
は
、建
築
の
歴
史
と
深
く
関

わ
っ
て
い
ま
す
。例
え
ば
、市
役
所
の
屋
根
が

城
郭
の
天
守
風
に
な
っ
て
い
た
り
、裁
判
所

や
銀
行
が
西
洋
建
築
の
よ
う
な
外
観
に
な
っ

て
い
る
な
ど
、シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
建
物
の
か

た
ち
に
は
、そ
こ
に
つ
な
が
る
歴
史
的
な
背

景
が
あ
り
ま
す
。

　
こ
こ
で
は
、そ
ん
な
デ
ザ
イ
ン
の
背
景
を
紐

解
き
、そ
の
変
遷
を
た
ど
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

和
風
の
屋
根

　
日
本
の
建
築
を
特
徴
づ
け
る
大
き
な
ポ
イ

ン
ト
に
、屋
根
の
か
た
ち
が
あ
り
ま
す
。例
え

ば
、神
社
の
社
殿
の
屋
根
に
の
る
千
木
や
棟
の

上
に
並
ぶ
堅
魚
木
は
、古
代
の
王
の
住
ま
い
を

あ
ら
わ
す
シ
ン
ボ
ル
が
デ
ザ
イ
ン
と
し
て
受
け

継
が
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
瓦
が
葺
か
れ
た
寺
院
建
築
も
特
徴
的

な
屋
根
を
し
て
い
ま
す
。大
き
な
屋
根
の
棟
先

に
は
鴟
尾
が
の
り
、軒
先
が
す
っ
と
反
っ
て
い
る

姿
は
日
本
独
自
の
美
し
さ
で
す
。と
り
わ
け
シ

ン
ボ
ル
的
な
存
在
の
五
重
塔
は
、２
５
０
０
年

前
に
入
滅
し
た
ブ
ッ
ダ
の
遺
骨
を
収
め
た
ス

ト
ゥ
ー
パ
と
い
う
塚
が
原
型
と
な
っ
て
い
ま
す
。

最
初
は
ス
ト
ゥ
ー
パ
の
頂
上
の
小
さ
な
傘
だ
っ

た
も
の
が
、徐
々
に
大
き
な
屋
根
に
な
り
、や

が
て
中
国
で
五
重
塔
へ
と
姿
を
変
え
ま
し
た
。

天
守
と
屋
根

　
日
本
の
建
築
の
中
で
も
特
に
印
象
深
い
屋

根
は
、城
郭
の
天
守
で
す
。高
い
石
垣
の
上
に
千

鳥
破
風
や
唐
破
風
が
重
な
る
華
や
か
な
外
観

は
、ま
ち
の
中
で
も
ひ
と
き
わ
目
を
引
く
存
在

で
す
。ま
た
屋
根
の
頂
上
に
い
る
シ
ャ
チ
ホ
コ

も
重
要
な
装
飾
の
一
つ
で
す
。

　
屋
根
が
重
層
す
る
天
守
の
登
場
は
16
世
紀

の
初
頭
に
遡
る
と
考
え
ら
れ
、入
母
屋
屋
根
の

上
に
楼
閣
を
の
せ
た
形
状
か
ら「
望
楼
型
天

守
」と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。犬
山
城
天
守
は
こ

の
形
式
を
残
す
日
本
で
最
古
の
天
守
で
す
。

　
ま
た
、望
楼
型
天
守
は
織
田
信
長
が
建
設

し
た
安
土
城
で
大
き
く
進
歩
し
た
と
考
え
ら

れ
、記
録
に
残
る
華
や
か
な
天
守
の
姿
は
、室

町
時
代
の
鹿
苑
寺
金
閣
な
ど
の
楼
閣
建
築
に

原
型
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
天
守
は
そ
の
後
、名
古
屋
城
や
姫
路
城
の
よ

う
な「
層
塔
型
天
守
」が
誕
生
し
、よ
り
高
く
て

豪
壮
な
姿
は
城
下
町
の
シ
ン
ボ
ル
と
な
り
ま

し
た
。

ル
ネ
サ
ン
ス
建
築
と
様
式
の
誕
生

　

15
世
紀
の
イ
タ
リ
ア
の
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
で
、

ロ
ー
マ
建
築
を
調
査
・
研
究
す
る
こ
と
で
オ
ー

ダ
ー
が
再
解
釈
さ
れ
、ル
ネ
サ
ン
ス
建
築
が
誕

生
し
ま
す
。こ
の
様
式
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
へ

広
ま
り
、国
や
時
代
に
よ
り
バ
ロ
ッ
ク
様
式
や
、

ロ
コ
コ
様
式
、新
古
典
主
義
様
式
な
ど
を
生
み

出
し
、発
展
を
遂
げ
ま
し
た
。

　
帝
国
大
学
を
卒
業
し
、ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
外
遊

し
た
建
築
家
鈴
木
禎
次
は
、鶴
舞
公
園
噴
水

塔
や
岡
崎
信
用
金
庫
資
料
館
を
ル
ネ
サ
ン
ス

様
式
に
の
っ
と
っ
た
デ
ザ
イ
ン
で
設
計
し
ま

し
た
。ま
た
名
古
屋
市
市
政
資
料
館
は
、ド

イ
ツ
の
建
築
家
エ
ン
デ
と
ベ
ッ
ク
マ
ン
が
伝
え

た
ネ
オ・バ
ロ
ッ
ク
様
式
の
流
れ
を
汲
む
建

築
で
す
。

　

そ
の
一
方
で
、明
治
後
期
ご
ろ
か
ら
は
、

そ
れ
ら
様
式
建
築
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
新
た
に

登
場
し
た
セ
セ
ッ
シ
ョ
ン
や
ア
ー
ル
デ
コ
な
ど

を
混
ぜ
合
わ
せ
た
デ
ザ
イ
ン
が
あ
ら
わ
れ
、

大
野
宿
鳳
来
館
や
津
島
市
観
光
交
流
セ
ン

タ
ー
に
そ
の
姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

新
し
い
技
術
と
新
し
い
か
た
ち

　
18
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、産
業
革
命
と
共

に
発
展
し
て
き
た
蒸
気
機
関
に
合
わ
せ
て
、鋼

材
を
用
い
た
技
術
が
急
速
に
発
達
し
て
き
ま

し
た
。鉄
道
は
そ
の
象
徴
と
も
い
え
る
存
在
で
、

川
を
渡
る
鉄
橋
の
建
設
は
、後
に
エ
ッ
フ
ェ
ル
塔

の
よ
う
な
高
層
建
築
の
誕
生
を
促
し
ま
し
た
。

　
ま
た
同
じ
頃
に
は
、新
し
い
セ
メ
ン
ト
の
開

発
や
、コ
ン
ク
リ
ー
ト
と
鉄
筋
の
骨
組
み
を
混

ぜ
合
わ
せ
た
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
技
術
が
登

場
し
、徐
々
に
建
築
へ
も
応
用
さ
れ
始
め
て
い

ま
し
た
。そ
れ
ら
新
技
術
が
も
た
ら
し
た
最
大

の
特
徴
は
、建
物
の
大
き
さ
で
し
た
。

　
そ
ん
な
新
し
い
技
術
の
登
場
で
、様
式
建
築

は
次
第
に
時
代
に
そ
ぐ
わ
な
い
デ
ザ
イ
ン
と
み

な
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、そ
れ
に
変
わ
る
新
し

い
様
式
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
で
探
求
さ
れ
、さ
ま

ざ
ま
な
芸
術
運
動
と
し
て
花
開
き
ま
し
た
。

　
名
古
屋
市
公
会
堂
は
、ド
イ
ツ
で
登
場
し
た

ボ
リ
ュ
ー
ム
感
の
あ
る
表
現
主
義
に
倣
っ
た
デ

ザ
イ
ン
で
、豊
橋
市
公
会
堂
は
ア
メ
リ
カ
で
流
行

し
た
ス
パ
ニ
ッ
シ
ュ
様
式
と
ネ
オ・ロ
マ
ネ
ス
ク

様
式
の
デ
ザ
イ
ン
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
い
ず
れ
も
新
し
い
様
式
を
取
り
入
れ
つ
つ
、

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
や
鉄
骨
な
ど
を
用
い
た

大
規
模
な
建
物
が
、新
た
な
ま
ち
の
シ
ン
ボ
ル

と
し
て
建
て
ら
れ
ま
し
た
。

お
わ
り
に

　
古
来
よ
り
、ま
ち
の
シ
ン
ボ
ル
と
な
る
よ
う

な
建
物
に
は
、二
つ
の
側
面
が
あ
り
ま
し
た
。

一
つ
は
権
威
の
象
徴
と
し
て
、も
う
一
つ
は
信

仰
の
象
徴
と
し
て
で
す
。

　
戦
後
、集
約
電
波
塔
の
機
能
と
観
光
タ

ワ
ー
の
目
的
で
建
設
さ
れ
た
名
古
屋
テ
レ
ビ

塔
は
、そ
ん
な
従
来
の
枠
を
超
え
た
新
し
い

ま
ち
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
、東
京
タ
ワ
ー
や
通

天
閣
な
ど
の
建
設
を
牽
引
し
ま
し
た
。

　
ま
た
近
年
、戦
後
に
建
て
ら
れ
た
近
現
代

の
建
物
と
合
わ
せ
て
、野
間
埼
灯
台
の
よ
う

な
土
木
構
築
物
に
つ
い
て
も
評
価
が
高
ま
っ

て
い
ま
す
。

　
建
物
に
は
、そ
ん
な
ま
ち
の
シ
ン
ボ
ル
と
し

て
の
資
質
が
備
わ
っ
て
い
て
、今
も
そ
の
価
値

が
見
出
さ
れ
る
の
を
待
っ
て
い
ま
す
。

な
ら

け
ん
い
ん
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