
第
五
回

平
成
一
一十
三
年
九
月
十
七
日

阪
神
間
の
近
代
建
築

川
窪

広
明

川

窪

で
す
。
本
日
は
、
よ
ろ
し
く
お
願

い
し
ま
す
。

こ
れ
か
ら
パ

ワ
ー
ポ
イ

ン
ト
を
使

っ
て
講
義
を
行

い
た

い
と
思

い
ま

す

の

で
、
電
灯
を
少
し
落
と
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。

さ

て
、
人
間
が
地
上
に
出
現
し

て
以
来
、
建
築
は
人
間

の
あ
ら
ゆ
る
生
活

シ
ー
ン
で
必
要
と
さ
れ

て
き
ま

し
た
。
生
活

シ

ー

ン
と

い
う

の
は
、
日
常

の
生
活
、
そ
れ
か
ら
社
会
生
活
あ

る

い
は
宗
教
活
動

、
こ
う

い

っ
た
も

の
が
す

べ

て
含
ま
れ
ま
す
。

し
た

が

っ
て
、
人
間

の
歴
史
が
記
録
さ
れ

て
き
た
よ
う

に
、
建
築

の
歴
史
も
記
録
さ
れ
、
建
築
史
と

い
う
学

問
分
野
が
作
ら

れ

て

い
ま
す
。
今
回
は
、
阪
神
間

の
近
代
建
築

と

い
う
タ
イ
ト

ル
で
、
明
治
時
代
か
ら
昭
和
四
十
年
代

に
か

け

て
建

て
ら
れ

た
建

築

に

つ
い
て
ご
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
来
月
、
見
学
を
予
定
し

て
い
る

ヨ
ド

コ
ウ
迎
賓
館

(旧
山
邑
邸

)

に

つ
い
て
も

お
話

さ
せ

て
い
た
だ
き
た

い
と
思

い
ま
す
。

最

初

に

「
日
本
に
お
け
る
近
代
建
築
と
は
」
と
し

て
、
近
代
建
築

の
歴
史
と
意
味

に

つ
い
て
話
を
さ
せ

て

い
た
だ
き
ま
す
。

次
に

「
阪
神
間

の
近
代
建
築

」
と
し

て
、
関
西
を
拠
点
と
し

て
建
築
活
動
を
展
開
し
た
建
築
家
三
名

の
作
品

を
紹
介
さ
せ

て
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い
た

だ
き
ま
す
。
続
き

ま
し

て
、
「
建
築

の
寿
命

と
保

存

・
活
用
」
と

し
ま
し

て
、
建
築

の
寿
命

に
対
す

る
考
え
方
を

お
話

し
し

た

い
と
思

い
ま
す

。
そ
し

て
最
後

に
、
「
フ
ラ
ン
ク

・
ロ
イ
ド

・
ラ
イ
ト
と

ヨ
ド

コ
ウ
迎
賓
館

(旧
山

邑
邸
)
」

の
話
を

さ
せ

て

い
た
だ
き
た

い
と
考
え

て
お
り
ま
す
。

一
、
日
本
に
お
け
る
近
代
建
築
と
は

ヨ
ー

ロ

ッ
パ
で
は
、
産
業
革
命

以
降
、

つ
ま
り
専

制
国
家

の
時
代
が
終

っ
て
、
国
民
国
家

が
誕
生
し
た
十

八
世
紀
末

か
ら

十
九

世
紀
初

頭
を
近
代

の
始

ま
り
と
し

て
い
ま
す
。

産

業
革
命

は
、
あ
ら
ゆ
る
産
業

の
分
野
に
大

き
な
影
響

を
与
え

ま
し
た
が
、
建

築

の
分
野
も
例
外

で
は
な

く
、
ガ

ラ
ス
や

鉄
と

い
う

工
業
製
品
を
材
料
と
し
た
建
物
が
造
ら
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

一
八
五

一
年

の
ロ
ン
ド

ン
万

博

で
造
ら
れ
た

ク
リ

ス
タ

ル
パ

レ
ス
や
、

一
八
八
九
年

の
パ
リ
万
博

で
造
ら
れ
た

エ
ッ
フ

ェ
ル
塔
が
そ

の
代
表
例

で
す
。
当

時
と
す
れ
ば
び

っ
く

り
す
る
よ
う
な
建
物
だ

っ
た
と
思

い
ま
す
が
、
こ

の
二

つ
の
建
物
は
す

べ
て
の
部
材
を
工
場

で
作

っ
て
現
場

で
組
み
立

て
た

、

い
わ

ゆ
る
プ

レ

ハ
ブ
建
築

の
は
し
り

で
も
あ
り
ま
す
。

つ
ま
り
、
近
代
建
築
は
産
業
革
命

の
原
動
力

と
な

っ
た
機
械

力
を

利
用
し

て
、
装
飾
を
廃
し
、
合
理
性
と
機
能
性
を
追
求
す
る
と

い
う
新
し

い
社
会

の
状
況

に
合
わ
せ

て

つ
く
ら
れ
た
建

物

で
も
あ
り
ま
す
。

ヨ
ー

ロ

ッ
パ
建
築

で
は
、
ギ
リ

シ
ャ
か
ら
始
ま

っ
て
、
ゴ

シ

ッ
ク
や

ル
ネ
サ

ン
ス
と

い

っ
た
手

の
込

ん
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だ
様
式
主
義
が
支
配
的
で
し
た
が
、
産
業
革
命
が
建
築
の
世
界
に
大
き
な
変
革
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。
ま
た
、
先
ほ
ど
お
話

し
し
た
よ
う
に
、
職
人
の
手

で
加
工
さ
れ
る
石
材
に
代
わ

っ
て
、
工
場
で
生
産
さ
れ
た
鉄
、
ガ
ラ
ス
、
あ
る
い
は

コ
ン
ク
リ

ー
ト
が
主
要
な
建
築
材
料
と
な
り
ま
し
た
。

で
は
日
本
は
ど
う
だ

っ
た
の
で
し
ょ
う
。
日
本
の
歴
史
を
近
世
、
近
代
、
現
代
と
い
う
ふ
う
に
区
分
す
る
と
、
諸
説
は
あ

り
ま
す
が
、

一
応
、
江
戸
時
代
を
近
世
、
そ
れ
か
ら
明
治
維
新
か
ら
戦
後
ま
で
を
近
代
、
戦
後
を
現
代
と
す
る
の
が
通
説
で

す
。た

だ
、
日
本
に
お
け
る
近
代
建
築
と
い
う
言
葉
の

「
近
代
」
は
、
こ
の
歴
史
的
な
区
分
と
は
時
間
的
に
少
し
異
な
る
よ
う

で
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
近
代
の
夜
明
け
と
な

っ
た
産
業
革
命
は
、
日
本
の
江
戸
時
代
に
起
こ
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
影
響
が
日

本
に
伝
わ

っ
た
の
が
江
戸
時
代
末
期
、

一
八
五
三
年

の
黒
船
来
航
時
と
考
え
る
と
、
産
業
革
命
後
に
造
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ

た
建
物
を
近
代
建
築
と
す
る
な
ら
ば
、
建
築
に
お
け
る

「
近
代
」
と
い
う
歴
史
区
分
が

一
般
的
な
歴
史
区
分
と
異
な

っ
て
も

当
然
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

黒
船
来
航
以
降
、
江
戸
幕
府
に
と

っ
て
近
代
的
な
軍
事
力
を
持

つ
西
洋
列
強
は
大
き
な
脅
威
と
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、

西
洋
列
強
に
対
抗
で
き
る
軍
事
力
強
化
を
目
的
と
し
て
、
製
鉄
所
や
造
船
所
が
幕
末
か
ら
造
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

そ
の
例
と
し
て
は
、
佐
賀
藩
に
よ

っ
て
造
ら
れ
た
反
射
炉
や
、
横
須
賀
に
造
ら
れ
た
幕
府
の
造
船
所
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら

の
建
物
は
、
日
本
の
在
来
工
法
で
大
工
が
造
る
の
は
不
可
能
で
あ
り
、
佐
賀
藩
の
製
鉄
所
は
オ
ラ
ン
ダ
の
技
術
指
導

に
よ

っ
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て
、
ま
た
幕
府
の
横
須
賀
の
造
船
所
は
、
フ
ラ
ン
ス
人
技
術
者
を
招
聰
し
て
建
設
さ
れ
た
も
の
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

別
の
見
方
を
す
る
と
、
こ
の
よ
う
な
建
築
は
、
幕
末
か
ら
日
本
も
産
業
革
命
に
よ
る
技
術
革
新
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
た

と
い
う
証
拠
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
す
な
わ
ち
日
本
に
お
け
る
近
代
建
築
は
、
明
治
維
新
よ
り
少
し
先
に
ス
タ
ー
ト
し
て

い
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

明
治
維
新
後
、
富
国
強
兵
策
が
推
進
さ
れ
、
朝
鮮
半
島
や
台
湾
支
配
、
そ
れ
に
続
く
中
国
支
配
と
列
強
国
と
同
じ
よ
う
な

道
を
歩
み
始
め
た
日
本
に
と

っ
て
、
近
代
建
築

の
建
設
は
必
要
不
可
欠
な
も
の
と
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
第
二
次
世
界
大
戦

の
戦
災
復
興
、
さ
ら
に
そ

の
後

の
経
済
成
長
に
と

っ
て
も
必
要
不
可
欠
で
あ
り
、
そ
の

流
れ

は

一
九
七

〇
年
代
ご

ろ
ま

で
続

き
ま

し
た
。
し

か
し
な
が

ら
、
七
十
年

代
後
半

か

ら
八

十
年

代
前
半

に
か
け

て
、
近
代
建
築

と
呼
ば

れ

る
建
築

の
流

れ
は

一
応
終

わ
り
を

告
げ

た
と

い
わ
れ

て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
代

わ
る
も

の
と

し
て
、
「
ポ

ス
ト

モ
ダ

ン
」

と
呼

ば

れ
る
建
築

が
姿
を

現
し
ま

し
た
。
し

た
が

っ
て
近

代
建
築

と
は
、
図

1

に
お

い

て
点

線

で
囲
ん
だ
部
分
と
言
え

る
で
し

ょ
う

。

そ

れ

で
は
、
次

の

ス
ラ
イ

ド
か
ら
、
近

代
建
築

に

つ
い
て
、
も
う
少

し
詳

し

い
話
を

し

て
み
た

い
と

思

い
ま

す
。

日

本

の
近

代
建
築

が
、

日
本

人

の
建
築

家

に
よ

っ
て
、
最

初
か
ら

設
計

さ
れ
た
わ
け

江戸時代

1850佐 賀藩の反射炉

1861幕 府による造船所などの建造

明治時代 1868明 治維新

 

国

圏
1945日 本敗戦戦後

囮
▼

1970年 代後半～80年 代前半

 

團
図1近 代建築の歴史区分
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で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
最
初
の
四
十
年
ぐ
ら
い
は
、
日
本
が
西
洋
か
ら
新
し
い
建
築
技
術
を
学
ぶ
と
い
う
、

い
わ
ば
近
代
建
築

の
萌
芽
期
で
し
た
。
日
本
初
の
建
築
の
歴
史
学
者
と
い
わ
れ
る
伊
東
忠
太
は
、
こ
の
時
代
を

「
移
植
時
代
」
と
呼
ん
で
い
ま

す
。
近
代
建
築
史
の
研
究
家
に
よ
る
と
、
こ
の
移
植
時
代
に
は
三

つ
の
意
味
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

第

一
は
、
新
規
産
業

の
た
め
に
近
代
建
築
が
建
て
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
新
規
産
業
の
た
め
の
近
代
建
築
と
は
、
富

国
強
兵
に
関
連
し
た
産
業
、
具
体
的
に
は
、
各
種
工
場
、
鉄
道
の
駅
舎
、
兵
舎
、
官
庁
な
ど
の
規
模
の
大
き
な
建
物
の
こ
と

で
す
。

明
治
維
新
直
後
、
官
庁
は
、
江
戸
時
代
の
大
名
屋
敷
を
使

っ
て
運
営
さ
れ
た
そ
う
で
す
が
、
西
洋
諸
国
を
追

っ
て
近
代
国

家
を
目
指
す
日
本
に
と

っ
て
は
、
国
家
の
威
信
に
か
け
て
ど
う
し
て
も
大
規
模
な
西
洋
建
築
で
官
庁
の
建
物
を
造
る
必
要
が

あ

っ
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
の
よ
う
な
建
築
に
使
わ
れ
る
材
料
は
石
や
レ
ン
ガ
で
あ

っ
て
、
日
本
の
大
工
が
簡
単
に
造
る
と
い

う
わ
け
に
い
き
ま
せ
ん
で
し
た
か
ら
、
外
国
人
技
術
者
を
招
聰
す
る
必
要
が
あ
り
ま
し
た
。
た
だ
、
日
本
の
大
工
も
こ
の
時

に
全
く
仕
事
が
な
か

っ
た
と
う
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
大
き
な
建
物
の
建
設
は
無
理
で
し
た
が
、
現
在
で
も
神
戸
に

残
さ
れ
て
い
る
異
人
館
、
す
な
わ
ち
洋
館
の
よ
う
な
木
造
建
築
は
、
日
本
の
大
工
も
見
よ
う
見
ま
ね
で
造

っ
て
い
た
と

い
わ

れ
て
い
ま
す
。

た
だ
、
彼
ら
に
と

っ
て
洋
館
の
仕
上
げ
を
西
洋
の
工
法
で
造
る
こ
と
は
難
し
か

っ
た
の
で
、
代
替
策
と
し
て
伝
統
的
な
工

法
を
用
い
ま
し
た
。
壁
を
例
に
あ
げ
る
と
、
防
火
対
策
に
土
壁
を
、
ま
た
装
飾
に
左
官
技
術
を
用
い
て
仕
上
げ
た
わ
け
で
す
。
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さ

ら

に
こ

の
時
代

に
は
、
民
間

に
お

い
て
近
代
建
築

の
工
事

を
請
け
負
う

会
社
が
設
立
さ
れ
、
新
し

い
技

術
が
蓄
積
さ
れ

る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
会
社

の
中

に
は
、
現
在

の
ゼ
ネ

コ
ン
の
母
体
と
な

っ
て
い
る
も

の
も

あ
り
ま
す
。

第

二
は
、
建
築
に
関
す
る
教
育
機
関

の
設
立

で
す
。
近
代
建
築
を
設
計
す
る

「
建
築
家
」
と

い
う
職
能
は

、
そ
れ
ま

で
の

日
本

に
は
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
し
た
が

っ
て
、
近
代
建
築
を
推
進
す
る
た
め

に
も
日
本
人

の
建
築
家
を
育

て
る
必
要
が
あ

り
ま

し
た
。

そ

こ
で
日
本
初

の
建
築

教
育
機

関
と
し

て
、

一
八
七

一
年

に
工
学
寮

造
家
学
科

が
東
京

に
設
立

さ
れ
ま

し

た
。

こ
れ
は

一
八

七
七
年

に
工
部
大
学
校
と
改
名
さ
れ
、
現
在

の
東
京
大
学
工
学
部
建
築
学
科

の
前
身
と
な
り
ま
し
た
。

工
学
寮
造
家
学

科

に
は
、
外
国
人

の
教
師
が
招
聰
さ
れ

て
教
育

に
当
た
り
ま
し
た
。
そ
し

て
彼
ら

に
学

ん
だ
日
本
人

の
学
生

た
ち
が
、
後

に

大
学

の
教
鞭
を
取
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

招

聰
さ
れ
た
外
国
人

の
教
師

の
中

で
、
最
も
有
名

な

の
は
、
ジ

ョ
サ
イ

ア

・
コ
ン
ド

ル
で
し

ょ
う
。
彼
は

、

一
八
五

二
年

ロ
ン
ド

ン
に
生
ま
れ
た
イ
ギ
リ

ス
人

で
す
。

一
八
七
七
年

に
来
日
し

て
、
工
部
大
学
校

の
教
師
を
務
め
ま
し

た
。

一
九

二
〇

年

に
東
京

で
亡
く
な
り
ま
し
た
が
、

こ
の
間
、
彼
は

ロ
ン
ド

ン
に
は
た

っ
た

二
回
し
か
戻
ら
ず
、
生
涯

の
ほ

と
ん
ど
を
日
本

で
過

ご
し
ま
し
た
。

コ

ン
ド

ル
は
、
大
学
校

で
教
鞭
を
執
り
な
が
ら
、
日
本

で
い
く

つ
か

の
建
物
を
設
計
し

て
い
ま
す
。
代
表

的
な
作
品
と
し

て
は

、
鹿
鳴
館
や

ニ
コ
ラ
イ
堂
、
そ
れ

に
丸

の
内

の
三
菱
財
閥

の
三
菱

一
号
館
が
あ
り
ま
す
が
、
鹿
鳴
館
は

ネ
オ

バ
ロ

ッ
ク
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様
式

、

ニ
コ
ラ
イ
堂
は
ビ
ザ

ン
チ

ン
様

式
、
三
菱

一
号
館
は

ク
イ
ー

ン

・
ア
ン
様
式
と

い
う

ヨ
ー

ロ

ッ
パ
の
異
な
る
様
式

で

造
ら

れ

て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、

コ
ン
ド

ル
が

ヨ
ー

ロ

ッ
パ

の
異
な
る
様

式

の
中
か
ら
、
日
本

に
合
う
も

の
を

模
索
し

て
い
た

こ
と

を
示
す
も

の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

コ

ン
ド

ル
の
死
後

は
、
彼

の
教
え
子

で
あ
る
辰
野
金
吾
、
あ
る

い
は
曾
禰
達
蔵
が
教
職
を
引
き
継
ぎ
ま
し

た
。

コ
ン
ド

ル

の

一
番
弟

子
と
も
ニゴ円
え
る
辰
野
奎

口
は
、

天

五
四
年

に
佐
賀

県
生
ま
れ

で
、

'

一毒

∴

・.

籠

一
八
七
九
年
に
工
学
寮
造
家
学
科
を
首
席

で
卒
業
し
て
い
ま
す
。
そ
の
後
、

英
国
留
学
を
経
て
、
東
京
帝
国
大
学
の
教
授
に
就
任
し
ま
し
た
。
彼
も
大
学

で
教
鞭
を
執
り
な
が
ら
、
い
く

つ
か
の
建
物
を
設
計
し
て
お
り
、
代
表
的
な

作
品
に
は
日
銀
本
店
や
東
京
駅
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
辰
野
金
吾
は
、
神
戸
に
も
作
品
を
残
し
て
い
ま
す
。
写
真
1
は
、

神
戸
市
地
下
鉄
海
岸
線
の

「
み
な
と
元
町
駅
」
で
す
が
、
元
々
は
第

一
銀
行

神
戸
支
店
と
し
て
造
ら
れ
た
建
物
で
し
た
。
東
京
駅
と
同
じ
く
赤
レ
ン
ガ
の

壁
に
白

い
横

の
ラ
イ
ン
や
窓
枠
を
持

つ

「辰
野
式
」
を
踏
襲
し
て
い
ま
す
。

阪
神

・
淡
路
大
震
災

の
前
ま
で
は
大
林
組
の
神
戸
支
社
と
し
て
使
わ
れ
て
い

ま
し
た
が
、
震
災
で
大
き
な
痛
手
を
受
け
て
、
建
物
と
し
て
は
使
え
な
く
な

ノ

,

'卜

聾

・

一'

一
盛

」

チ

評

～

こ

L

¥

土

.　

ゴ

ノ

き

怨
轍

.雌

款

凱

一

.

♪蔀

鱒
一

貞
」瀞

、
魂

過

j

」
l

」
・・

.

一1

劃

副
二

」

嚢

・、

盆 蛋 聖團 一 一 騨 　-
-_一 ■■∈弓■=:一一一一一一一

甦≡≡≡≡言6
写真1神 戸市地下鉄海岸線みなと元町駅(辰 野金吾、旧

銀行神戸支店)
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っ
て
し
ま

い
ま
し
た
。
し
か
し
、
神
戸
市
な
ど
の
努
力
に
よ
り
、
歴
史
的
な
資
産

と
し
て
壁
面
の

一
部
分
を
地
下
鉄
駅
の
入
口
と
し
て
再
利
用
す
る
こ
と
に
な

っ
た

の
で
す
。
現
在
は
、
経
済
産
業
省
か
ら
近
代
化
産
業
遺
産
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
辰
野
金
吾
の
同
窓
生
で
あ
る
曾
禰
達
蔵
も
、
神
戸
に
作
品
を
残
し

て
い
ま
す
。
海
岸
通
り
に
あ
る
日
本
郵
船
ビ
ル

(写
真
2
)
で
、
こ
ち
ら
は
現
在

で
も
店
舗
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

移
植
時
代

の
第
三
の
意
味
と
し
て
、
建
築
資
材

の
国
産
化
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。

鉄
や

コ
ン
ク
リ
ー
ト
な
ど
の
建
築
資
材
は
、
そ
れ
ま
で
の
日
本
に
は
な
か

っ
た
材

料
で
す
か
ら
、
最
初
は
輸
入
に
頼
ら
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
こ
で
明
治
政

府
は
、
こ
れ
ら
の
資
材
の
国
産
化
を
急
ぐ
た
め
に
埼
玉
県
に
レ
ン
ガ
工
場
を
設
立

し
、

一
入
八
〇
年
代
末
に
は
、

一
日
に
約
六
万
個

の
生
産
を
上
げ
ら
れ
る
よ
う

に

な

っ
た
そ
う
で
す
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
資
材
は
、

に
よ

っ
て
、
多
く
の
工
場
が
造
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

そ
れ
で
は
、
次
に
モ
ダ
ニ
ズ

ム
の
話
に
入
り
た
い
と
思

い
ま
す
。

二
十
世
紀
初
頭
に
か
け
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
起
こ

っ
た
建
築
運
動
で
、

⊥
「 ■

網

ビ
リ

轟
隣

」

,

熱
・・

r

塁

罫
■_一_層r漣

」

 

卜

・弛
.゚-
謂

響

7
趣

㌔
」

.

,

、

写真2日 本郵船ビル(曾 禰達蔵)

 

軍
事
用
に
も
非
常
に
重
要
な
資
材
だ

っ
た
の
で
、
積
極
的
な
政
府

の
指
導

建
築
に
お
け
る
モ
ダ

ニ
ズ

ム
は
、
十
九
世
紀
末
か
ら

簡
単
に
い
う
と
そ
れ
ま
で
の
様
式
主
義
を
捨
て
て
、
建
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築
の
理
念
と
し
て
機
能
と
合
理
性
を
求
め
よ
う
と
す
る
運
動
で
す
。

明
治
初
期
の
近
代
建
築
移
植
時
代
は
、
外
国
人
建
築
家
に
す
べ
て
を
頼

っ
て
い
ま
し
た
。
や
が
て
日
本
人
の
建
築
家
が
独

り
歩
き
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
が
、
そ
の
日
本
人
建
築
家
も
外
国
人
か
ら
学
ん
だ
様
式
主
義
を
踏
襲
し
た
建
物
を
設
計

し
て
い
ま
し
た
。
ま
ず

「様
式
あ
り
き
」
で
様
式
に
従

っ
た
建
物
を
建
て
、
そ
の
内
部
に
目
的
の
機
能
を
入
れ
た
と
い
う
こ

と
で
、
「
機
能
を
分
析
し
て
そ
れ
に
合

っ
た
合
理
的
な
建
物
を
造
る
」
と
い
う
モ
ダ

ニ
ズ
ム
的
設
計
思
想
は
存
在
し
な
か

っ

た
の
で
す
。
す
な
わ
ち
、
モ
ダ
ニ
ズ

ム
の
本
質
で
あ
る
機
能
性
と
か
合
理
性
と
は
か
け
離
れ
た
建
築
だ

っ
た
の
で
す
。

こ
れ
で
は
い
け
な

い
と
い
う
こ
と

で
、
当
時
、
東
京
帝
大

の
建
築
科

の
学
生
で
あ

っ
た
堀
口
捨
己
と
石
本
喜
久
治
ら
が

一
九
二
〇
年
に
分
離
派
と
い
う
グ
ル
ー
プ
を
結
成
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
日
本
人
建
築
家
と
し
て
第
二
世
代
に
あ
た
る
堀
口

ら
は
、
分
離
派
宣
言
を
行

っ
て
今
後

の
建
築

の
方
向
性
を
よ
り
高
度
な
も
の
に
し
よ
う
と
し
ま
し
た
。
日
本
の
モ
ダ

ニ
ズ

ム

建
築
は
、
こ
の
グ
ル
ー
プ
の
誕
生
が
原
点
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

配
布
し
た
資
料
に
も
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
「我

々
は
起

つ
」
と

い
う
刺
激
的
な
言
葉
で
始
ま
る
分
離
派
宣

言
は
、
「総
て
の
建
築
を
し
て
真
に
意
義
あ
ら
し
め
る
新
建
築
圏
を
創
造
せ
ん
が
た
め
に
」
、
「理
想
の
実
現
の
た
め
に
は
我
々

の
総
て
の
も
の
を
悦
び
の
中
に
献
げ
、
倒
る
る
ま
で
、
死
に
ま
で
を
期
し
て
」
と

い
っ
た
過
激
な
ア
ジ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
な

っ

て
い
ま
す
。
私
は
大
学
の
教
員
で
す
が
、
こ
の
宣
言
を
起
草
し
た
の
が
大
学
生
で
あ

っ
た
と

い
う
こ
と
に
驚
き
を
覚
え
ま
す
。

そ
し
て
現
代
の
学
生
と
比
べ
る
と
、
「夢
の
描
き
方
」
に
大
き
な
ギ
ャ
ッ
プ
を
感
じ
て
し
ま

い
ま
す
。
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さ
て
、
堀
口
捨
巳
は
、
そ
の
後
建
築
家
と
し
て
活
躍
し
ま
す
が
、
代
表
的
な
作
品
と
し
て
小
出
邸
と
い
う
住
宅
が
あ
り
ま

す
。
こ
の
住
宅
の
設
計
で
は
、
西
洋
建
築
と
日
本
建
築
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
融
合
さ
せ
た
表
現
が
試
み
ら
れ
た
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
。
現
在
、
小
出
邸
は
、
東
京
の
小
金
井
に
あ
る

「
江
戸
東
京
建
物
園
」
に
保
存
さ
れ
て
い
ま
す
。

次
に

一
九
八
〇
年
代
に
流
行
し
た
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
に
つ
い
て
簡
単
に
お
話
し
ま
す
。

一
九
八
〇
年
代
初
頭
に
は
、
合
理
性
や
機
能
性
を
追
及
し
続
け
て
き
た
モ
ダ

ニ
ズ

ム
建
築
が
、
あ
ま
り
に
も
単
調
な
景
観

を
つ
く
り
出
し
た
、
ま
ち
を

つ
ま
ら
な
い
も
の
に
し
た
と
い
う
批
判
や
反
動
が
起
き
、
過
剰
な
装
飾
や
あ

っ
と
驚
く
奇
妙
な

デ
ザ
イ
ン
の
建
築
が
出
現
し
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
建
築
の
流
れ
は
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

過
去
に
お
い
て
も
、
あ
る

一
つ
の
建
築
様
式
が
長
く
続
く
と
、
そ
れ
に
対
す
る
反
動
が
起
き
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
例
え

ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
ゴ
シ
ッ
ク
様
式
も
、
最
初
は
非
常
に
シ
ン
プ
ル
な

デ
ザ

イ

ン
で
し
た
が
、
だ

ん
だ

ん
と

装
飾
過
多

に
な
り
、

や
が

て
そ

の
反
動
と

し

て

ル
ネ

ッ
サ

ン
ス
様
式

が
登
場
し
た
と

い
わ
れ

て
い
ま
す
。

私

た
ち

の
身
近

に
あ

る
ポ

ス
ト

モ
ダ

ン

の
建
築
と

し

て
は
、
神

戸

の

メ
リ

ケ

ン
パ

ー

ク
に
あ

る

フ
ィ

ッ
シ

ュ
ダ

ン
ス
ホ
ー

ル

(写
真

3
)

が
あ
げ
ら

れ
ま
す
。

こ

の
作
品
は
、

フ
ラ
ン
ク

・
0

・
ゲ
ー
リ
ー
と

い
う
建
築
家

の
設
計

で
す

。
彼

は
、

現
在

で
も
世
界

中

で
活

躍
し

て

い
る
建
築
家

で
す

が
、
彼

の

ス
タ
イ

ル
は
脱
構

1:



築
主
義
と
呼
ば
れ
、
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
な
デ
ザ
イ
ン
を
意
図
的
に
用
い
る
の
が
特
徴
で
す
。

っ
て
い
た
高
松
伸
の
キ
リ
ン
プ
ラ
ザ
大
阪
も
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
建
築
で
す
。

ま
た
、
か

つ
て
大
阪
の
戎
橋
に
建

一
一、
阪
神
間
の
近
代
建
築

そ
れ
で
は
次
に
、
阪
神
間
の
近
代
建
築
に
関
連
し
た
建
築
家
か
ら
三
人
を
選
ん

で
、
そ
の
作
品
を
紹
介
し
て
い
き
た

い
と
思

い
ま
す
。
今
回
お
話
し
さ
せ
て
い
た

だ
く
三
人
は
、
村
野
藤
吾
、
ウ
ィ
リ
ア
ム

・
メ
レ
ル

・
ヴ
ォ
ー
リ
ズ
、
そ
し
て
清

水
栄
二
で
す
。

そ
れ
で
は
、
村
野
藤
吾
の
建
築
か
ら
紹
介
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
私
は
、

村
野
藤
吾
は
歴
代
の
日
本
人
建
築
家
の
中
で
、
最
も
才
能
豊
か
な
建
築
家

で
あ
る

と
思

っ
て
い
ま
す
。

村
野
藤
吾
は
、

一
八
九

一
年
に
佐
賀
県
で
生
ま
れ
ま
し
た
。
高
校
を
卒
業
し
て

一
旦
製
鉄
所
に
就
職
し
ま
し
た
が
、

一
九

一
八
年
に
早
稲
田
大
学
に
入
学
し
、
建

築
を
学
び
ま
し
た
。
そ
し
て
早
稲
田
大
学
卒
業
後
、
大
阪
に
あ
る
渡
辺
節
建
築
事
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務
所
に
入
所
し
ま
す
。
渡
辺
節
建
築
事
務
所
は
、
関
西
に
多
く
の
作
品
を
造

っ
た

建
築
事
務
所
で
す
が
、
阪
神
問
で
有
名
な
も

の
と
し
て
は
、
神
戸
の
海
岸
通
り
に

あ
る
商
船
三
井
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
が
あ
り
ま
す

(写
真
4
)
。
現
在
は
、

一
階
が
大

丸

の
イ
ン
テ
リ
ア
売
り
場
と
し
て
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
神
戸
市
東
灘
区
に

は
、
旧
乾
邸
と
い
う
住
宅
が
あ
り
ま
す
。
乾
邸
は
二
、
三
年
ぐ
ら
い
前
ま
で
は
見

学
可
能

で
し
た
が
、
残
念
こ
と
に
現
在
は
見
学
で
き
ま
せ
ん
。
こ
こ
は

『華

麗
な

る

一
族
』
と
い
う
映
画
の
最
初
の
ロ
ケ
地
と
し
て
使
わ
れ
た
ほ
ど
見
事
な
邸
宅
で

す
。
山
崎
豊
子
の

『華
麗
な
る

一
族
』
に
登
場
す
る
万
俵
家
は
、
海
運
で
財
を
成

し
た
と

い
う
設
定
に
な

っ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
乾
家
も
や
は
り
海
運
で
財
を
成
し

た

一
族
で
し
た
。

村
野
さ
ん
は

一
九
二
九
年
、
渡
辺
節
建
築
事
務
所
か
ら
独
立
し
て
自
分

の
設
計

事
務
所
を
開
設
し
ま
し
た
。
独
立
後

の
作
品
に
は
、
「
あ
れ
、
こ
れ
も
」

が
数
多
く
あ
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
皆
さ
ん
も
ご
存
じ
の
建
物
だ
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、

で
、

一
九
入
四
年
に
九
十
三
歳
で
亡
く
な
ら
れ
ま
し
た
が
、

ま
す
。

と
い
う
ほ
ど
私
た
ち
に
と

っ
て
な
じ
み
深
い
建
物

村
野
さ
ん
は
長
寿
を
全
う
さ
れ
た
方

死
の
直
前
ま
で
仕
事
を
し
て
い
た
と
い
う
逸
話
が
残
さ
れ
て
い
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家
が
設
計
し
た
ス
ト

ッ
ク
ホ
ル
ム
市
立
図
書
館

の
デ
ザ
イ
ン
に
似
て
い
る
と

い
わ
れ
ま
す
。
村
野
さ
ん
は
、
渡
辺
節
建
築
事
務
所
か
ら
の
独
立
直
後
に
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
旅
行
を
し
て
お
り
、
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
市
立
図
書
館
も
訪
れ
て
い

ま
す
。
宝
塚
市
役
所
は
、
そ
の
旅
行
か
ら
五
十
年
後

に
設
計
さ
れ
た
こ
と
に

な
り
ま
す
が
、
私
に
は
こ
の
デ
ザ
イ
ン
が
、
建
築
家
と

い
う
職
能

の
遺
伝
子

に
よ

っ
て
時
を
超
え

て
継
承
さ
れ
た
も

の
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
の
議
場
の
形

も
半
世
紀
を
か
け
て
村
野
さ
ん
の
内
部
で
熟
成
さ
れ
、
宝
塚
市
役
所
に
使
わ

れ
た
の
で
し
ょ
う
。

一
方
、
ス
ト

ッ
ク
ホ
ル
ム
市
立
図
書
館
で
は
、
円
筒
形
を
し
た
建
物

の
内

壁
に
沿

っ
て
本
棚
が
並
ん
で
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
本
棚
は
、
利
用
者
に
と

き

ょ
う

は
、
村
野
藤
吾

の
晩
年

の
作
品

で
あ
る
宝
塚
市
役
所
を
紹
介

し
た

い
と
思

い
ま
す

(写
真

5
)
。

宝

塚

に
お
住
ま

い
の
方

に
は
お
な
じ
み

の
淡

い
ピ

ン
ク
色
を
し
た
地
上
三
階
、
地
下

一
階
建

て
の
鉄
筋

コ
ン
ク
リ

ー
ト

の

建
物

で
す
。
村
野
さ
ん
が
こ

の
作
品
を
設
計
し
た

の
は

一
九
八
〇
年
、
彼
が
八
十
九
歳

の
と
き

で
す
。

写

真
中
央

に
見
え

る
筒

の
よ
う

な
部
分
は
、
市
会
議
場

で
す
。
こ

の
議
場

の
円
筒
が
空

に
突
き
出
し
た

デ
ザ
イ

ン
は
、

エ

ー
リ

ッ
ク

.
グ
ン
ナ
ー

ル

.
ア
ス
プ

ル
ン
ド
と

い
う

ス
ウ

ェ
L

ア
ン
の
建

築

、
一

卵

,
一

}

写真6大 英博物館図書館内部
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っ
て
本
を
探
す
の
に
使

い
や
す
い
形
で
あ
る
と
は
思
え
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
こ
の
本
棚

の
配

置
は
、

一
八
五
七
年

に
造
ら
れ
た
大
英
博
物
館

の
図
書
館
と
同
じ
で
す
。
大
英
図
書
館
も
同

じ
よ
う

に
円
筒
形
の
内
部
に
沿

っ
て
本
が
並
べ
ら
れ
て
い
ま
す

(写
真
6
)
。
ア
ス
プ
ル
ン
ド

は
、
当
時
、
世
界

の
知
の
集
積
地
と
し
て
名
を
馳
せ
た
大
英
博
物
館
の
図
書
館

に
そ
の
ヒ
ン

ト
を
得
た

の
で
は
な

い
か
と
私
は
思

い
ま
す
。
こ
れ
も
デ
ザ
イ
ン
が
時
を
越
え

て
継
承
さ
れ

た
も

の
に
違

い
あ
り
ま
せ
ん
。

話
は
変
わ
り
ま
す
が
、
東
大
阪
市
に
安
藤
忠
雄
さ
ん
が
設
計
し
た
司
馬
遼
太
郎
記
念
館
が

あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
は
高
さ
十

一
メ
ー
ト
ル
ぐ
ら
い
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
壁
面
に
二
万
冊
も

の
本
が
並
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
安
藤
さ
ん
に
よ
る
と
、
こ
れ
は
二
万
冊
の
本
に
匹
敵
す
る
知

識
を
持

っ
て
い
た
と
い
わ
れ
る
司
馬
遼
太
郎
の
頭
脳
を
象
徴
し
て
い
る
そ
う

で
す
。

写
真
7
は
、
宝
塚
市
役
所

の
中
庭
で
す
。
こ
の
市
役
所
は
、
中
庭
が
人

々
の
憩

い
の
空
間

と
な
る
よ
う

コ
の
字
型
に
建
物
が
計
画
さ
れ
て
い
ま
す
。
建
物
に
は
、
外
側
の
円
柱
と
内
壁

と
の
間
に
ベ
ラ
ン
ダ
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

先
ほ
ど
、
村
野
さ
ん
が
三
十
年
代
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
旅
行
し
て
、
数

々
の
モ
ダ

ニ
ズ

ム
建

築
を
見
て
、
大
き
な
刺
激
を
受
け
た
と
話
し
ま
し
た
が
、
見
学
し
た
建
築
に

つ
い
て
す

べ
て
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を
肯

定
的
に
受

け
と
め
た
わ
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
例
え

ば
、
有
名
な

モ
ダ

ニ
ズ

ム
の
建
築
家

で
あ
る
グ

ロ
ピ

ウ
ス
が
設
計

し
た

バ
ウ

ハ
ウ

ス
の
校
舎

(写
真

8
)
に
対
し

て
、

そ

の
ガ

ラ
ス
の
カ
ー

テ
ン
ウ

ォ
ー
ル

ー
建
築

用
語

で
、

カ
ー

テ
ン
の

よ
う

に
上
か
ら
ぶ
ら
下
げ
ら
れ

て
、
建
物
を
支
え
る
役
割
を
持
た
な

い
壁
を
言

い
ま
す
ー

を
厳
し
く
批
判
し

て
い
ま
す
。
「
あ

の
ガ

ラ
ス
の
カ
ー

テ
ン
ウ

ォ
ー

ル
の
意
味
が
分
か
ら
な

い
、
あ
れ
こ
そ

モ
ダ

ニ
ズ

ム
と

い
う
別

の
様
式
主
義

に
陥

っ
た
も

の

馨

曇

鞍

強

錘

鷲

縁

乳
〔」れ
で
な
く
ては
いけ
顎

∵
昌

ま

た
・
村

野
さ
ん
は
・
こ

の
建
物

の
内
部

環
境

に

つ
い
て
も

言
及
し

て
い
ま
す

・

㌣

へ

,硯

「
内
部

が
暑
す
ぎ
な

い
か
」
と
・
太
陽

が
広

い
ガ

}フ
ス
面
か
ら
差

し
込

ん
で
く

る

し

.∴
一
　

匠

の
で
室
内

の
冷
房
費
が
か
さ
む
だ

ろ
う
と

い
う

の
で
す
。
実
際

に
そ
う
だ

っ
た
よ

う

で
す
。
ま
た
話
は
変
わ
り
ま
す
が
、
神
戸
地
方
裁
判
所
を
改
修

し
た
と

き
、
元

の
古

い
レ
ン
ガ
造

の
建
物
を
半
分
残

し
、
そ

の
上

に
ガ

ラ
ス
箱

の
よ
う

な
カ
ー
テ

ン
ウ

ォ
ー
ル
の
上
階
を
載
せ
ま

し
た

(写
真

9
)
。
私

の
知
り
合

い
の
裁

判
官

は
、

「
神
戸

地
裁
は
、
夏
、
暑
く

て
た
ま
ら
な

か

っ
た
。」
と

言

っ
て

い
ま
し
た
。
ガ

ラ

ス
の
カ

ー
テ
ン
ウ
ォ
ー
ル
は
先
端
技
術

の
よ
う

に
思
え
ま
す

が
、

エ
ネ

ル
ギ
ー
的

な
欠

点
が
あ
る
と

い
う

こ
と

で
す
。

Y」-1;'軋

騰緊
一 ・覧

写真9神 戸地方裁判戸
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そ
の
点
、
ベ
ラ
ン
ダ
を
持

つ
宝
塚
市
役
所
は
日
ざ
し
を
直
接
受
け
に
く

い
設
計
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
ま
す
。
す
な
わ
ち

ベ
ラ
ン
ダ
が
庇
と
な
り
、
室
内
環
境
に
対
す
る
外
部
環
境

の
影

響
を
和
ら
げ
る
ク

ッ
シ
ョ
ン
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
す
か
ら
で
す
。
さ
ら
に
建
物

の
外
観
デ

ザ
イ
ン
に
も
彫
り
の
深

い
表
情
を
与
え
る
役
目
を
果
た
し
て
い
ま
す
。
写
真
7
か
ら
も
わ
か

る
よ
う

に
、
ベ
ラ
ン
ダ
の
底
部
は
円
柱
と
円
弧
を
描
い
て
接
合
し
、
有
機
的
な

一
体
感
を
感

じ
さ
せ
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
デ
ィ
テ
ー
ル
も
建
物
外
観

の
表
情
を
作
り
出
す
要
素
と
な

っ
て

い
ま
す
。

写
真
10
は
、
こ
の
建
物
を
北
側

の
道
路
か
ら
写
し
た
も
の
で
す
。

一
定
の
間
隔
で
並
ぶ
円

柱
と
照
明
灯
、
そ
し
て

一
階

の
ベ
ラ
ン
ダ

の

「空
き
」
の
空
間
は
、
軽
や
か
な
リ
ズ

ム
感
を

生
み
出
し
、
道
を
行
く
人
に
巨
大
な
市
役
所

の
建
物
の
量
感
を
感
じ
さ
せ
ま
せ
ん
。
ま
た
、

こ
の
写
真
は
、
九
月
九
日
の
三
時
ぐ
ら

い
に
撮
影
し
た
も

の
で
す
が
、
ベ
ラ
ン
ダ
の
端
か
ら

眺
め
る
と
、
す
べ
て
の
円
柱

の
表
面
に
照
明
器
具
の
影
が
投
影
さ
れ
て
い
ま
す
。
も
し
か
す

る
と
、
村
野
さ
ん
は
、
こ
の
よ
う
な
影
の
出
現
を
知

っ
た
上
で
照
明
器
具

の
配
置
を
計
画
し

た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

次
に
、
こ
の
市
役
所
の
玄
関
ホ
ー
ル
を
紹
介
し
た

い
と
思

い
ま
す

(写
真
11
)
。
こ
の
写
真

・器
i

且 旧・㌧L凹 ・.い 喧
窟''"1昌 一

1.巳 嘔L

写真11宝 塚市役所玄関ホール
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は

フ

ラ

ッ
シ

ュ
を
使

っ
て
撮
影

し
た

の
で
明
る
く
見
え
ま
す

が
、
実
際
は
意
外

に
暗

い
空

間

で
す
。

一
階

か
ら
上
を
見
上
げ

る
と

、
床

か
ら

二
階

デ

ッ
キ
ま

で
の
高

さ
と

、
二
階

デ

ッ
キ

か
ら

ホ
ー

ル
天
井
ま

で
の
高

さ

の
比
が
大
き
く
異

な
る
こ
と
が
わ

か
り

ま
す
。
そ
れ

か
ら

、
通
路

の
手

す
り

に
お
も

し
ろ

い
も

の
が
あ
り
ま

す
。
下
か
ら
見
上
げ

た
時
、
手
す

り

に
椅

子
が
取
り
付
け
ら

れ
て

い
る
よ
う

に
見
え
ま

し
た
が
、
ま
さ
か
本
当

に
椅

子
が
取

り
付

け

ら
れ

て
い
る
と

は
思

い
ま
せ
ん

で
し
た
。

こ
れ
は
ガ
ー

デ

ニ
ン
グ
チ

ェ
ア
の
背
も

た

れ

部
分
を

切

っ
て
、

は
め
込

ん
だ
も

の
な

の
で
す

(写
真

12
)
。

こ
ん
な
遊
び
心
も

村

野
さ

ん
は
大
切

に
し
た

ん
じ

ゃ
な

い
か
な
と
思

い
ま
す
。

六 に た は は 物
十 十 デ 六'全 宝
メ 数 ザ 十 千 体 塚
1セ イ メ 里 の 市
ト ン ン1ニ デ 役
ル チ で ト ユ ザ 所
の の 構 ル1イ も

1蝶 擁 享

騰織警
響1

誕 霧 手島
鱒 鋸 轡
妥脅斧§幣
窓'に ゜ 他 に
の 窓 は 建 の よ

癬1報

麟鱒
陛

写真13千 里南センター(村 野藤吾)
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次

に
、
ヴ

ォ
ー
リ
ズ

の
作

品

に

つ
い
て
紹
介

し
た

い
と
思

い
ま
す
。

ウ

ィ
リ

ア
ム

・
メ
レ
ル

・
ヴ

ォ
ー
リ
ズ

は
、

一
八
八
〇
年

に
ア
メ
リ
カ

の
カ

ン
ザ

ス
州

に
生
ま
れ
ま
し
た

。

コ
ロ
ン
ビ

ア

大
学

の
哲
学
科
を
卒
業

し
た
後
、

一
九
〇
五
年

に
滋
賀
県
立
商
業
高
校

の
英
語
教
師
と
し

て
来
日
し
ま
す
。

し
か
し
、

こ
こ

で
い

ろ
い
ろ
あ

っ
た
よ
う

で
二
年

で
教
職
を
解
雇
さ
れ
ま
し
た
。
そ

の
後
、
ヴ

ォ
ー

リ
ズ

は
、
キ

リ
ス
ト
教

の
ミ

ッ
シ

ョ
ン

を
創

設
す
る
と
と
も

に
京
都

で
設
計
事

務
所
を
開
設
し
ま
し
た
。

ヴ

ォ
ー
リ
ズ

は
、
建
築
事

務
所

の
ほ
か
に
も
実
業
家
と
し

て
メ
ン
ソ
レ
ー
タ

ム
の
近
江
兄
弟
社
、
ま
た
教

育
者
と
し

て
近

江
兄

弟
社
学

園
を

設
立
し
た

こ
と

で
も
有
名

で
す
。
彼

は
第

二
次

世
界
大
戦

が
始
ま

る
前

に
、
日
本
国
籍

を

取
得
し
、
コ

柳

米
来
留

(ひ
と

つ
や
な
ぎ

め
れ
る
)
」
と
改
名
し
ま
し
た
。
そ
し

て

一
九
六
四
年

に
八
十
三
才

で
死

去
し
ま
し
た
。

今

回
、
ヴ

ォ
ー
リ
ズ

の
作

品
と
し

て
関
西
学
院
大
学
を
紹
介
し
た

い
と
思

い
ま
す
。

関

西
学
院
大
学
は
、
一
八
八
九
年

(明
治

二
十

二
年
)
、
神
戸
市
灘
区

の
現
在
王
子
公
園
が
あ
る
場
所

に
設

立
さ
れ
ま
し
た
。

そ

の
時
、
ヴ

ォ
ー
リ
ズ

は
、

い
く

つ
か

の
学
舎

を
設
計
し

て
い
ま
す
。
ヴ

ォ
ー
リ
ズ

の
設
計

で
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、
王
子
公

園

の
横

に
は
当
時

の
チ

ャ
ペ
ル
が
残
さ
れ

て
い
ま
す
。
そ

の
後
、

一
九

二
七
年

に
関
西
学
院
大
学
は
西
宮
市

上
原

に
移
転
が

決
ま

り
、
キ

ャ
ン
パ

ス
全
体
を
ヴ

ォ
ー
リ
ズ

が
計
画
、
設
計
し
ま
し
た
。

上

原
キ

ャ
ン
パ

ス
は
、
敷
地
面
積
が

二
十
万
平
方

メ
ー
ト

ル
ほ
ど
あ
り
、
そ

の
中

に
二
十
五
棟

の
学
舎

、

十
六
棟

の
教
員

宿
舎

が
建

て
ら
れ

て
い
ま
す
。

こ
れ
ら

の
建
物

の
デ
ザ
イ

ン
は
、

ス
パ

ニ
ッ
シ

ュ

・
ミ

ッ
シ
ョ
ン
ス
タ
イ

ル
と
呼
ば
れ
る
も
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の
で
す
。

ス
パ

ニ
ッ
シ

ュ
・
ミ

ッ
シ
ョ
ン
ス
タ
イ

ル
と

い
う

の
は
、
カ
リ

フ
ォ
ル

ニ
ア
の
風
土

の
中

で
形
作

ら
れ
た
も

の
で
、

カ
リ

フ
ォ
ル

ニ
ア
の
明
る

い
光
と
暖
か

い
風
土
を
思
わ
せ
る
建
築
様
式

で
す
。
カ
リ

フ
ォ
ル

ニ
ア
は
、
も
と

も
と

ス
ペ
イ

ン

の
支

配
下
に
あ
り
、
十
八
世
紀

に
ス
ペ
イ

ン
か
ら
派
遣
さ
れ
た
神
父
が
こ

の
よ
う
な
建
物
を
設
計
し

て
以
来

、

こ
の
様
式
は

カ
リ

フ
ォ
ル

ニ
ア
の
伝

統
的
な
様
式
と
な

っ
た
と

い
わ
れ

て
い
ま
す
。

の獣
萄
ポ
翁
ギ
髪
解
飛
纐

簿礒
辮

「
雪

、

彼
は
関
西
学
院
大
学
以
外
に
も
、
神
戸
女
学
院
や
広
島
女
学
院
と

い
っ
た
ミ
ッ
シ

毒
し

・

ヨ
ン
系

の
大
学
の
設
計
に
こ
の
ス
タ
イ
ル
を
用
い
て
い
ま
す
。

関
西
学
院
大
学
で
最
も
印
象
的
な
建
物
は
、
写
真
14
の
中
央
に
あ
る
時
計
台
だ

と
思
い
ま
す
。
正
門
か
ら
構
内
に
入
る
と
、
時
計
台
と

の
問
に
、
面
積
七
千
平
方

メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
長
方
形
の
中
庭
が
あ
り
ま
す
。
私
は
、
こ
の
時
計
台
が
関
西
学

院
大
学
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
と
と
も
に
学
舎
群

の
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
を
印
象
づ
け

る
も

の
と
し
て
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
思

い
ま
す
。
正
門
と
正
対
し
た

位
置
に
あ
る
時
計
台
は
、
独
立
し
た
存
在
に
は
見
え
ま
せ
ん
。
中
庭
両
側
に
並
ぶ

学
舎
を
連
結
し
、
中
庭
を
囲
ん
で

一
体
化
し
た
学
舎
群
と
し
て
の
存
在
に
感
じ
ら

者
1

「

s華
`4

 

量

写真14 関 西学 院大 学の 時計 台 と学舎群

(ウィ リア ム ・メ レル ・ヴ ォー リズ)
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れ
ま
す
。

時
計
台
の
高
さ
も
控
え
め
で
す
。
も
ち
ろ
ん
時
計
台
で
す
か
ら
、
他
の
学
舎
よ
り
は

翻
緯
訴
飯
震
理
綜
緯
鳳
興貿
艦
騰
嶽
媒

・④

学
舎

群

の

一
体
感
を
損
な
う

こ
と

の
な

い

「
程
よ

い
高
さ
」

に
思
わ
れ
ま
す
。

ま

た
、
キ

ャ
ン
パ
ス
の
構
成
を
考
え

る
と
き

、
時
計
台

の
背
後

に
あ

る
甲
山

の
存
在

に
も

着
目
す

べ
き

で
し
ょ
う
。

図
2

の
よ
う

に
甲
山
山
頂
と
大
学

の
正
門
、
中
庭
、
時

計
台

は

一
直
線
上

に
並

ん
で

い
ま
す
。
す
な
わ
ち
正
門
か
ら
甲
山
ま

で
強

い
軸
線

が
通

っ
て

い
る

の
で
す
。
当
然

ヴ

ォ
ー
リ
ズ

は
、
こ

の
軸
線
を
意
識
し

て
キ

ャ
ン
パ

ス
計
画

を
行

っ
た
は
ず

で
す
。
そ

し
て
、
時
計
台

の
形

に
も

こ

の
軸
線

の
土目心味
を
表
現
し
た
と

山
▲

甲

思
い
ま
す
。

甲
山
は
、
そ
の
名
の
通
り
お
椀
を
伏
せ
た
よ
う
な
左
右
対
称
の
形
を
持

っ
た
山
で
す
。

台
を
正
面
か
ら
見
る
と
、
甲
山
の
頂
上
は
、
時
計
台

の
頭
頂
部
と
同
じ
位
置
に
あ
り
ま
す
。

時
計
台
裏
の
学
舎
の
屋
根
の
傾
き
は
ほ
ぼ
同
じ
で
す
。

し
て
く
だ
さ
い
。
二
本
の
幹
が
、
屋
根
の
棟
、

写
真

15
を
ご
覧
く

だ
さ

い
。
時
計

ま
た
、
甲
山

の
左
右

の
斜
面
と
、

さ
ら

に
時
計
台

の
前

に
植
え
ら
れ
た

二
本

の
ヒ

マ
ラ

ヤ
ス
ギ

に
注
目

す
な
わ
ち
屋
根

の

一
番
上

の
部
分
を
通
過
し

て

い
ま
す
。
も

ち

ろ
ん
ヒ

マ
ラ
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ヤ

ス
ギ
が
植
え

ら
れ
た
時
は
、
こ
の
よ
う
な
大
木

で
は
な
か

っ
た

で
し

ょ
う
。
し
か
し
、

ヴ

ォ
ー

リ
ズ

は
、
将
来

ヒ

マ
ラ
ヤ
ス
ギ
が
成
長

し
た
時

の
こ
と
を
考
え

て

い
た

の
で
は

な

い
か
と
思

い
ま
す
。
さ
ら

に
ヒ

マ
ラ
ヤ

ス
ギ

の
枝
振
り
も
左
右
対
称

で
す
。

日

本

に
は
、
自
然

の
景
観
を
背
景
と

し
て
取
り
入
れ
る

「
借
景
」
と

い
う
伝
統
的
な

造
園

の
技
法

が
あ
り
ま
す

。
ヴ

ォ
ー
リ
ズ

は
、
関
西
学
院
大
学

の
キ

ャ
ン
パ
ス
計
画

に

借
景

と

し
て
甲
山
を
取
り

入
れ
た
と
同
時
に
、
そ

の
形

の
対
称
性
を
時
計
台

や
学
舎
群

の
対

称
性
を
強

調
す

る
た
め
に
も
利
用
し
た

の
で
す
。
建
物

の
デ
ザ
イ

ン
は
ア

メ
リ
カ

か
ら
持
ち
込

ま
れ
た
も

の
で
す
が
、
キ

ャ
ン
パ
ス
全
体

の
計
画

に
は
、

日
本

の
伝
統

的

な
技

法

が
用

い
ら
れ

て
い
る
と

こ
ろ
が
面
白

い
で
す
ね
。
ま

た
、
色
彩

的
に
も

ス
パ

ニ

ッ
シ

ュ

・
ミ

ッ
シ

ョ
ン
ス
タ
イ

ル
の
赤

い
瓦

屋
根

を
、

な
お

、
こ

の
関
西
学
院
大

学
上
原
キ

ャ
ン
パ

ス
は
、

二
〇
〇
九
年

に
近
代
化
産
業
遺
産
に
、

形

文

化
財
に
指
定
さ
れ

て
い
ま
す
。

さ

て
、
ヴ

ォ
ー
リ
ズ

は
、
北
海
道
か
ら
九
州
ま

で
住
宅
、
学
校
、
商
業
施
設
、

る
さ

ま
ざ

ま
な
建
築
を
手

が
け
ま
し
た
。
先
ほ
ど
ヴ

ォ
ー
リ
ズ

の
経
歴
を
お
話
し
ま
し
た
が
、

哲
学

科

の
出
身

で
あ
り
、
大
学

で
は
正
式
な
建
築
教
育
を
受

け

て
い
ま
せ
ん
。
私

に
は
、

手
前
の
ヒ
マ
ラ
ヤ
ス
ギ
と
奥

の
甲
山
の
緑
が
引
き
立
て
て
い
ま
す
。

ま
た
時
計
台
は
、
国
の
登
録
有

さ
ら

に
は
教
会
な
ど
、
千

五
百
軒

に
も
上

彼
は
ウ

ィ
ス

コ
ン
シ
ン
大
学

ヴ

ォ
ー

リ
ズ

が
ど

こ
で
ど

の
よ
う
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に
建

築

の
勉
強
を
し
た

の
か
不
思
議

に
思
わ
れ
ま
す
。
ヴ

ォ
ー
リ
ズ

の
研
究
家

は
、

°

力回

メ
リ
カ
か
ら
来
日
し

て
布
教
活
動
を
行

い
、
事
業
を
興
し
、
学
校
を
設
立
ま
し
た
。

、

ヴム刷館ヤ

ら
、
独
学
で
知
識
や
技
術
を
意
欲
的
に
学
び
取

っ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思

・

三地旧

神
戸
に
も
い
く

つ
か
の
ヴ
ォ
ー
リ
ズ
の
作
品
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の

一
つ

,

6

一
九
二
九
年
に
ナ
シ
ョ
ナ
ル
シ
テ
ィ
銀
行
の
建
物
と
し
て
造
ら
れ
ま
し
た
が
、
現
在
で
は
大
丸
神
戸
店
の
南
館
と
し
て
使
用

さ
れ
て
い
ま
す
。
阪
神
大
震
災
ま
で
使
用
さ
れ
て
い
た
大
丸
店
の
建
物
は
、
村
野
藤
吾
の
設
計
で
す
。
震
災
以
前
は
、
両
巨

匠
の
作
品
が
並
び
立

っ
て
い
た
わ
け
で
す
ね
。

面
白
い
こ
と
に
、
大
阪

・
心
斎
橋
に
も
両
巨
匠
の
作
品
が
並
び
立

っ
て
い
ま
し
た
。
大
丸
心
斎
橋
店
と
心
斎
橋
そ
ご
う
で
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す
。
た
だ
し
、
こ
ち
ら
は
大
丸
が
ヴ
ォ
ー
リ
ズ

の
設
計
で
、
そ
ご
う
が
村
野
藤
吾
の
設
計
で
す
。
残
念
な
が
ら
村
野
藤
吾
が

設
計
し
た
そ
ご
う
の
方
は
、
す
で
に
取
り
壊
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
。

ま
た
、
ヴ
ォ
ー
リ
ズ
が
設
計
し
た
関
西
学
院
大
学
と
と
も
に
関
西
の
名
門
私
学
と
し
て

「
関
関
同
立
」
と
称
さ
れ
る
大
学

の
ひ
と

つ
、
関
西
大
学
に
は
村
野
藤
吾
設
計
の
学
舎
が
あ
り
ま
す
。
ヴ
ォ
ー
リ
ズ
も
設
計
に
関
わ

っ
た
旧
関
西
学
院
大
学
が

あ

っ
た
王
子
公
園
に
は
、
村
野
藤
吾
設
計
の
旧
兵
庫
県
立
美
術
館
が
あ
り
ま
す
。
私
は
、
関
西
を
拠
点
と
し
て
活
躍
し
た
ほ

ぼ
同
世
代
の
二
人
の
建
築
家
に
は
、
何
ら
か
の
因
縁
が
あ

っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
り
ま
せ
ん
。

そ
れ
で
は
、
三
人
目
の
建
築
家
と
し
て
、
清
水
栄
二
を
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
清
水
栄
二
は
、

一
八
九
五
年
兵
庫
県

武
庫
郡
六
甲
村
、
現
在

の
神
戸
市
灘
区
に
生
ま
れ
ま
し
た
。

一
九

一
八
年
に
東
京
帝
国
大
学
を
卒
業
し
た
後
、

一
九
二
七
年

に
神
戸
市
役
所
に
入
所
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
二
年
後
に
は
営
繕
課
長
に
昇
進
し
て
い
ま
す
。
現
在
で
は
、
こ
の
よ
う

な
早
い
出
世
は
考
え
ら
れ
な
い
で
し
ょ
う
が
、
当
時
は
大
学
で
建
築
教
育
を
受
け
た
人
材
が
少
な
か

っ
た
と
い
う
こ
と
で
し

ょ
う
。
清
水
栄
二
は
、
村
野
藤
吾
や
ヴ
ォ
ー
リ
ズ

の
よ
う
に
全
国
的
な
知
名
度
は
少
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
神
戸
市
内
に
は

彼
の
設
計
し
た
建
築
が
ま
だ
い
く

つ
も
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
か
ら
、
今
日
は
御
影
公
会
堂
を
紹
介
し
た
い
と
思

い
ま

す
。御

影
公
会
堂
は
、

一
九
三
三
年
に
灘
の
酒
造
会
社
、
白
鶴
の
社
長
で
あ

っ
た
嘉
納
治
兵
衛
が
寄
贈
し
た
二
十
四
万
円
に
よ

っ
て
建
て
ら
れ
ま
し
た
。
嘉
納
治
兵
衛
は
、
他
に
も
同
じ
く
清
水
栄
二
設
計
に
よ
る
白
鶴
美
術
館
や
、
桜
正
宗
や
菊
正
宗
と
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い

っ
た
灘

の
酒
造
会
社

の
経

営
者
と
共

同

で
灘
中
学
を

設
立
し

て
、
神

戸

の
文
化
、
教
育

面

に
多

大
な
貢
献
を
し

て
い
ま
す
。

さ

て
、
御
影
公
会

堂
は
、
地

下

一
階
、
地
上

三
階
建

て
の
鉄
筋

コ
ン
ク
リ
ー
ト
造

の
建
物

と
し

て
、

一
入
九
九
年

に
国
道

二
号
線

が
石
屋
川
と
交
わ

る
北
東

の
角
地

に
計
画
さ

れ
、
翌

一
九

〇
〇
年

に
竣
工
し

て
い
ま
す

(写
真

17
)
。
国
道

二
号
線

に
面
す

る
南
側

は
、
ガ
ラ

ス
が

多

く

使
わ

れ
た
軽
快

な
壁
面

で
す
。
そ

の
入

り

口
上
部

に
並

ぶ
柱
は
、
ゴ

シ

ッ
ク
建
築

の
よ

う

に
建
物

の
垂

直
方
向

へ
の
伸
び
を
感
じ
さ
せ
ま
す

(写
真

18
)
。

こ
れ
ら

の
垂
直
な
柱

に
対

し
、

ベ
ラ
ン
ダ
が
水

平
方
向

に
鋭

く
伸
び

て
直
角

に
交
わ

っ
て

い
ま
す
。

さ
ら
に
ガ

ラ
ス
壁

を
構

成
す

る
窓
枠

に
も

、
同
様

な
直
角

の
交

わ
り
が
表

現
さ
れ
て

い
ま

す
。

一
方

、
石
屋
川

に
面
し
た
西
側

は
、

ス
ク
ラ

ッ
チ
タ
イ

ル
が
貼

ら
れ
た
重
厚

な
壁
面
と

な

っ
て

い
ま
す

(写
真

19
)
。
「
ス
ク
ラ

ッ
チ
」
と

い
う

の
は

「引

っ
掻
く
」
と

い
う
意
味

で
す

。

ス
ク

ラ

ッ
チ
タ
イ

ル
と

は
、

タ
イ

ル
を
焼
成

す
る
前

に
釘

で
引

っ
掻

い
て
傷
を
付
け
、

タ
イ

ル
表

面

に
表
情

を
持
た

せ
た
タ
イ

ル
の
こ
と

で
す
。
清
水
栄

二
は
、

こ
の
よ
う

な
異
質
な
壁

面
が

交
差
す

る

コ
ー

ナ
ー
を

円
筒

形

に
す

る
こ
と

で
連
続
性

を
感

じ
さ

せ
る
も

の
に
し
て

い

ま
す

。
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ま

た
、
西
面

の
三
階

に
あ

る
窓

に
注

目
し

て
下
さ

い
。

石
屋
川
は
、
六

甲
山

の
方

か
ら
海

に
向

か

っ
て
流
れ

て

い
ま
す

。
し
た
が

っ
て
川
沿

い
の
道
も

海

に
向

か

っ
て
、
す
な
わ
ち
南

に
向

か

っ
て
傾
斜
し

て

い
ま

す
。
と

こ
ろ
が
三
階

の
窓

は
、
南

に
向
か

っ
て
階
段
状

に
上

っ

て
ゆ
く
並
び

と
な

っ
て

い
ま

す
。
清
水
栄

二
は
、
川
沿

い
の
道

と
窓

の
傾
斜
方
向

の
違

い
を

利
用

し

て
、

西
か
ら
眺

め
た
と
き
、
建
物

が
南

側

に
開

い
た
よ
う

に
見
え

る
デ
ザ
イ

ン
と

し

た

の
で
は
な

い
で
し

ょ
う

か
。

こ

の
建
物

の
玄

関
を
入

る
と
、

エ
ン
ト

ラ

ン
ス
ホ

ー
ル

の

一
番

奥

に
嘉
納
治

兵
衛

の
胸
像

が
飾

ら
れ

て
い
ま
す

(写
真

20
)
。
ま
た
、

ホ
ー
ル
左
右

の
棚

に
は
灘

の
銘
酒

が
並

べ
ら
れ
て

い
ま

す
。
そ

し
て
天
井
を
見

上
げ

る
と
、
円
柱
と

梁
が

ア
ー
チ
状

に
交
差

し
て

い
る

の
が
わ

か
り

ま
す
。

た
だ
、
柱

や
梁

の
漆

喰

の
剥

が
れ
が
目
立

っ
て

い
る

の
で
、
も
う

少
し
手
入

れ

を
し

て
ほ
し

い
も

の
で
す
。

円

柱

の
柱

頭

の
部
分

は
木

製

で
す
。

こ
れ
は

コ
ン
ク
リ
ー
ト

の
柱
を
作

っ
て
か
ら

、
柱

頭

部

に
木
製

の
輪
を
取
り
付

け
た
も

の
で
す
。
そ
れ
か

ら
、

写
真

21
は

ホ
ー

ル
内

部

に
使

わ
れ

て
い

る
照
明

器
且
ハで
す

が
、
船

に
使
用

さ
れ
る
防
水
仕
様

の
照
明
器
具
を

思
わ
せ
る

デ
ザ

イ

ン
で

す
ね
。
こ
れ
も
港

町
神

戸
に
ち
な
ん
だ
デ
ザ
イ

ン
で
は
な

い
で
し

ょ
う

か
。
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最
上
階
の
三
階
階
段
室
上
部
に
は
、
ト

ッ
プ
ラ
イ
ト
が
あ
り
ま
す

(写
真
22
)
。
現
在
、
こ

の
ト

ッ
プ

ラ
イ
ト
に
は
透
明
な
ガ
ラ
ス
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
か

つ
て
は
色
ガ
ラ
ス
が
使

わ
れ
て
い
た
そ
う

で
す
。

さ
て
御
影
公
会
堂
は
、
建
設
以
来
、

一
九
三
八
年
の
阪
神
大
水
害
、
第
二
次
世
界
大
戦

の

空
襲
、
そ
れ
か
ら
阪
神
大
震
災
と
三

つ
の
大
き
な
災
害
に
遭
遇
し
て
い
ま
す
。
以
前
、
野
坂

昭
如
の

『火
垂
の
墓
』
と
い
う
小
説
が
ア
ニ
メ
映
画
化
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
映
画
の
中
で
は
、

こ
の
御
影
公
会
堂
が
焼
け
野
原
の
中
に
ぽ
つ
ん
と
残
さ
れ
て
い
る
シ
ー
ン
が
印
象
的
に
使
わ

れ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
阪
神
大
震
災
の
時
に
は
、
こ
の
建
物
が
周
辺
住
民
の
避
難
所
と
し

て
使
わ
れ
ま
し
た
。
清
水
栄

二
は
、
耐
震
性
に
関
し
て
造
詣
が
深
く
、
御
影
公
会
堂

の
基
礎

に
は
、
当
時
と
し
て
は
珍
し
い
厚
さ

一
メ
ー
ト
ル
も
の
耐
震
用
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
基
礎
を
用

い
た
そ
う
で
す
。
阪
神
大
震
災

で
は
、
こ
の
基
礎
が
古

い
公
会
堂
を
倒
壊
か
ら
救

っ
た
と

い

わ
れ
て
い
ま
す
。

た
だ
こ
の
建
物

に
も
、
現
在
、
利
用
者
の
減
少
と

い
う
今
ま
で
の
災
害
と
は
異
な

っ
た
危

機
が
訪
れ
て
い
ま
す
。
建
設
当
時
の
御
影
町
の
人
口
は
、
二
万
人
弱
だ

っ
た
そ
う
で
す
。
し

か
し
、
御
影
公
会
堂
は
、
当
時
の
公
共
施
設
と
し
て
は
先
進
的
な
大
講
堂
や
大
食
堂
な
ど
を
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備
え
、
八
百
人
を
収
容
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
す
な
わ
ち
村
の
規
模
に
比
べ
る
と
、
非
常
に
立
派
な
施
設
だ

っ
た
わ
け

で
す
。
さ
ら
に

一
九
五
七
年
に
は
公
営
の
結
婚
式
場
が
設
置
さ
れ
ま
し
た
。
全
国
的
に
流
行

っ
た
シ
ン
プ
ル
ラ
イ
フ
を
目
指

す
風
潮
に
乗

っ
て
利
用
者
が
増
加
し
、
最
盛
期
の

一
九
六
四
年
に
は
千
組
以
上
の
カ

ッ
プ
ル
が
こ
こ
か
ら
誕
生
し
た
と

い
わ

れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
後
は
結
婚
式
を
ホ
テ
ル
で
挙
げ
る
カ

ッ
プ
ル
が
増
え
、

一
九
八
七
年
に
結
婚
式
場
は
閉
鎖
さ

れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

以
上
、
関
西
を
代
表
す
る
三
人
の
作
品
を
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

一一一、
建
築

の
寿
命

と
保
存

・
活

用
に

つ
い
て
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次
は
、
建
築
の
寿
命
と
保
存

・
活
用
に
つ
い
お
話
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

こ
こ
数
年
、
近
代
建
築
が
取
り
壊
さ
れ
る
と
い
う
新
聞
記
事
を
よ
く
目
に
し
ま
す
。
例
え
ば
二
〇

一
一
年

一
月
六
日
の
神

戸
新
聞
夕
刊
に
は
、
神
戸
市
中
央
区
に
あ
る
村
野
藤
吾
設
計
の
西
山
記
念
館
が
三
月
末
に
閉
鎖
さ
れ
る
と

い
う
記
事
が
掲
載

さ
れ
て
い
ま
し
た
、
ま
た

一
月
三
〇
日
の
朝
刊
に
は
、
神
戸
市
長
田
区
に
あ
る
清
水
栄
二
設
計
の
西
尻
池
公
会
堂
が
解
体
さ

れ
る
と
い
う
記
事
が
掲
載
さ
れ
ま
し
た
。
西
山
記
念
館
は
所
有
会
社
の
東
京
移
転
に
伴
う
利
用
者
数
減
少
や
維
持
費
の
問
題

が
原
因
と
の
こ
と
で
、
今
後
、
解
体
さ
れ
る
か
保
存
あ
る
い
は
再
利
用
さ
れ
る
か
は
未
定
だ
そ
う
で
す
。
西
尻
池
公
会
堂
に



つ
い
て
は
、
建
築
家
や
市
民
が
結
成
し
た

「長
田
の
近
代
建
築
を
再
発
見
す
る
会
」
や
神

戸
市
が
、
こ
の
建
物
を
テ
ナ
ン
ト
ビ
ル
と
し
て
の
再
利
用
す
る
案
を
管
理
会
に
打
診
し
て

い
ま
し
た
。
し
か
し
、
改
築
費
用
の
問
題
や
管
理
会

の
後
継
者
が

い
な

い
こ
と
か
ら
解
体

が
決
定
し
た
そ
う
で
す
。

私
は
こ
の
記
事
を
目
に
し
た
後
、
あ
わ
て
て
両
方

の
建
物
を
見
学
に
行
き
ま
し
た
。
西

山
記
念
館
は
、
阪
神
電
車
春
日
野
道
駅
の
近
く
で
三
宮
バ
イ
パ
ス
と
国
道
二
号
線
が
分
か

れ
る
角
地
に
建
て
ら
れ
て
い
ま
す

(写
真
23
)
。
阪
神
春
日
野
道
駅
か
ら
、
こ
の
建
物

の

入
り
口
ま
で
は
地
下
道
が
つ
な
が

っ
て
い
ま
す
。
西
山
記
念
館
の
外
観
は

ロ
ボ
ッ
ト
を
思

わ
せ
る
よ
う
な
形
を
し
て
い
ま
す
が
、
外
観
上
の
傷
み
は
見
ら
れ
ま
せ
ん
。
音
響
効
果
を

考
え
て
設
計
さ
れ
た
天
井
を
持

つ
大
ホ
ー
ル

(写
真
24
)
も
、
絹

の
壁
紙
が
使
わ
れ
て
い

る
地
下
宴
会
場

(写
真
25
)
も
、
ま
だ
ま
だ
そ
の
ま
ま
利
用
で
き
そ
う

で
す
。

一
方
、
西
尻
池
公
会
堂
は
、
内
部
に
入
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、

一
見
し
た

だ
け
で
か
な
り
建
物
が
傷
ん
で
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
こ
の
建
物
は
、
清
水
栄
二

が
神
戸
市
を
辞
め
て
か
ら
設
計
し
た
建
物
で
す
が
、
御
影
公
会
堂
に
も
あ
る
三
角
形

の
高

い
出
窓
と
、
壁
面
上
部

の
左
官
仕
上
げ
に
よ
る
蛇
腹
が
特
徴

で
す

(写
真

26
)
。
特
に
ご

マ

.

楢
、薪

'

締

〃
r

　　ヘ
ー 一'豊

團 暫'1岨 ■'1'一 匪'r・fF

写 真24西 山 記 念 館 大 ホ ー ル
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の
よ
う
な
蛇
腹
を
持

つ
壁
は
、
全
国
的
に
も
非
常
に
め
ず
ら
し

い
も

の
だ
そ
う

で
す
。
し

か
し
、
長
期
間
手
入
れ
さ
れ
な
い
ま
ま
放
置
さ
れ
た
た
め
か
、
蛇
腹
部
分
が
崩
れ
始
め
て

い
ま
し
た

(写
真
27
)
。

人
間
に
寿
命
が
あ
る
よ
う
に
、
建
築
に
も
寿
命
が
あ
り
ま
す
。
建
築
の
寿
命
と
い
う

の

は
、
建
物
が
作
ら
れ
て
か
ら
解
体
さ
れ
る
ま
で
の
期
間
と
い
う

こ
と
で
す
が
、
そ
の
長
さ

は
、
物
理
的
要
因
、
機
能
的
要
因
、
経
済
的
要
因
、
社
会
的
要
因
な
ど
が
絡
ま

っ
て
決
ま

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
物
理
的
要
因
と
は
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
や
木
材
な
ど
の
劣
化
を
意
味

し
、

一
般
的
に
は

「
壊
れ
る
」
と
言
わ
れ
ま
す
。
機
能
的
要
因
と
は
、
求
め
ら
れ
る
機
能

を
建
物
が
十
分
に
果
た
す
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
こ
と
を
意
味
し
、

一
般
的
に
は

「時
代

遅
れ
」
な
ど
と
言
わ
れ
ま
す
。
経
済
的
要
因
は
、
建
物
の
ド
ラ
イ
ビ

ン
グ
コ
ス
ト
増
加
や

建
物
か
ら
の
収
益
現
象
を
意
味
し
、
「金
食

い
虫
」
な
ど
と
言
わ
れ
て
し
ま

い
ま
す
。
社

会
的
要
因
と
は
、
社
会

の
変
化
の
影
響
、
例
え
ば
都
市
の
空
洞
化
や
少
子
化
に
よ
り
生
徒

数
が
減

っ
た
学
校
、
人
通
り
が
変
わ

っ
た

た
め
客
が
激
減
し
た
商
店
街
を
イ
メ
ー
ジ
し
て

い
た
だ
け
れ
ば
よ
い
で
し
ょ
う
。

先
ほ
ど
お
話
し
し
た
二

つ
の
建
物
の
う
ち
、
西
山
記
念
館
は
、
ま
だ
ま
だ
使
え
そ
う
な
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の
で
物
理
的
要
因
は
閉
鎖
の
要
因
と
は
い
え
な
い
で
し
ょ
う
。
会
社

の
移
転
と
い
う
社
会

的
要
因
、
そ
れ
に
伴
う
維
持
管
理
費
の
捻
出
と

い
う
経
済
的
要
因
が
主
要
な
要
因
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
ま
す
。

一
方
、
西
尻
池
公
会
堂
は
、
費
用
が
か
さ
み
維
持
管
理
が
で
き
な

い
、

し
た
が

っ
て
建
物

の
傷
み
が
進
む
、
利
用
者
数
も
減
る
と
い
う
経
済
的
要
因
と
物
理
的
要

因
と
社
会
的
要
因
と
が
悪
循
環
に
陥

っ
て
解
体
が
決
定
し
た
典
型
的
な
ケ
ー
ス
と
考
え
ら

れ
ま
す
。

図
3
は
、
建
築
の
寿
命

の
概
念
を
グ
ラ
フ
に
し
た
も

の
で
す
。
横
軸
は
時
間
、
縦
軸
は

建
物

の
性
能
を
表
し
ま
す
。
こ
こ
で
い
う
性
能
と
は
、
物
理
的
な
劣
化
や
機
能
の
陳
腐
化
、

維
持
管
理
の
費
用
な
ど
複
数

の
要
素
を
統
合
し
た
概
念
で
す
。
ま
た
グ
ラ
フ
の
実
線
は
建

物

の
性
能

の
変
化
を
、
点
線
は
そ
の
建
物
に
要
求
さ
れ
る
性
能
を
表
し
ま
す
。

建
物
の
性
能
は
、
時
間
の
経
過
と
と
も
に
低
下
し
て
い
き
ま
す
。
し
た
が

っ
て
建
物
の

性
能
が
、
要
求
さ
れ
る
性
能
を
下
回

っ
た
時
点
X
を
寿
命
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

図
3
で
は
、
建
物
に
要
求
さ
れ
る
性
能
を

一
定
と
し
て
い
ま
す
が
、
現
実
に
は
高
度
情
報

化
社
会

へ
の
対
応
や
バ
リ
ア
フ
リ
ー
へ
の
対
応
な
ど
建
物
に
要
求
さ
れ
る
性
能
は
ど
ん
ど

ん
高
く
な

っ
て
い
く
も

の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
建
築
の
寿
命
は
短
縮
さ
れ
る

要求水準

 

X

1Fan

時間

図3建 築 の寿命 の概念

 

濯
坦
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方
向

に
あ
る
と
考
え

る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

か

つ
て
日
本

の
建
築

業
界

で
は
、

ス
ク
ラ

ッ
プ

・
ア
ン
ド

・
ビ

ル
ド
、
す
な
わ
ち
古

い
建
物
を
壊
し

て
新

し

い
建
物
を
建

て
る

こ
と
が
当
た
り
前

の
よ
う

に
行
わ
れ

て
き
ま
し
た
。
わ
が
国

で
は
近
代
建
築

に
対
す
る
価
値
観
が
な
か

っ
た

こ
と
、
新

し

い
建
物
を
建

て
る
こ
と
が
経
済
活
動
を
活

発
に
す

る
と

い
う
考
え

方
が
根
強
か

っ
た
こ
と
が
原
因

で
し

ょ
う

。
し
か
し
、

次
第

に
日
本
社
会

の
価
値
観

も
変

化
し
、
持
続

可
能

性
を
持

つ
社
会

が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

現
在

で
は
、
建

築

の
寿
命

を
ど

の
よ
う

に
し

て
延
ば
す
か
が
大

き
な
課
題
と
な

っ
て
い
ま
す
。

皆

様

は
、
リ

フ
ォ
ー
ム
と

い
う

言
葉

を
ご
存

じ
か
と
思

い
ま
す
。
リ

フ
ォ
ー

ム
は
、
建
築

の
寿
命

を
延
ば

す
手
法

の

一
つ

で
す

が
、
そ

の
工
事

の
程
度

に
よ

っ
て
補
修

と
改
修

に
区
別
さ
れ
ま
す
。
補
修

と
は
、
低
下
し
た
建
物

の
性
能

を
初
期

レ
ベ

ル
ま

で
回
復

さ
せ
る
工
事
を

い
い
ま
す
。
ま
た
、
改
修

と
は
、
建
物

の
性
能

を
初
期

レ

ベ

ル
を
上
回

る
も

の
に
ま

で
高

め
る
工
事

を
言

い
ま
す
。
図

4
の
A
が
補
修
、

B
が
改

緯

乱樹

修

で
あ
り
、

い
ず

れ
も
建
物

が
要
求
水
準
を

下
回
る
前

に
行
う

こ
と

で
、
建
築

の
寿
命

臆

を
延

長

で
き
る

こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

間

防

時

ム
念

ま

た
、
建
築

の
寿
命

を
延
ば
す

方
法
と

し
て
、
リ

ノ
ベ
ー
シ

ョ
ン
が
あ
り
ま
す

。
リ

か
鰐

フ
修

ノ
ベ

ー
シ

ョ
ン
と
は
、
機
能
的
要

因
や
社
会
的
要

因

に
よ

っ
て
寿
命

が
尽
き
た
建
物
を

リ
改

朧

恥顎

4

異
な

る
目
的
に
転
用
し

て
建
築

の
寿
命

を
延
ば
す
、

い
わ
ば
蘇
生
さ
せ
る
手

法

で
す
。

鯛

図

薦＼ 録

順 ＼ へ 一
B

A

0
寿命 寿命
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大
阪
の
谷
町
や
京
都

の
町
屋
が
、
カ
フ
ェ
や
雑
貨
店
に
改
装
さ
れ
て
人
気

を
呼
ん
で
い
ま
す
。
町
屋
は
建
物
の
規
模
が
小
さ
く
、
改
装
費
用
が
少
な
く

て
す
む
た
め
、
若

い
人
が
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
行

っ
た
も

の
も
多
く
あ
り
ま

す
。
し
か
し
、
大
型

の
建
物

の
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
は
、
そ
う
簡
単
に
は
で
き

ま
せ
ん
。
行
政

の
理
解
が
必
要
だ
と
思

い
ま
す
。
写
真
28
は
輸
出
生
糸

の
検

査
を
行
う
施
設
と
し
て
清
水
栄
二
が

一
九
二
七
年
に
設
計
し
た
旧
神
戸
市
立

生
糸
検
査
所
で
す
。
こ
の
建
物
は
、
二
〇
〇
入
年
ま
で
隣
接
す
る
旧
国
立
生

糸
検
査
所
と
と
も
に
独
立
行
政
法
人
農
林
水
産
消
費
技
術
セ
ン
タ
ー
の
施
設

と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
、
施
設
の
ポ
ー
ト
ア
イ
ラ
ン
ド
移

転
に
伴

い
、
跡
地
が
競
売
に
出
さ
れ
、
取
り
壊
し
が
心
配
さ
れ
て
い
ま
し
た

が
、
神
戸
市
が
買

い
取

っ
て
デ
ザ
イ
ン
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
セ
ン
タ
ー
に
リ
ノ

ベ
ー
シ
ョ
ン
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
取
り
壊
し
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

'

書 幽

匡

・

一一/
写真28旧 神戸市立生糸検査所(清 水栄二)

一130一



四

、

フ
■フ
ン
ク

・
ロ
イ
ド

・
ラ
イ
ト
と

ヨ
ド

コ
ウ
迎
賓

館

(旧
山
邑
邸
)

で
は
最
後

に
フ
ラ
ン
ク

・
ロ
イ
ド

・
ラ
イ
ト
に

つ
い
て
、
お
話
し
し
た

い
と
思

い
ま
す
。

ラ
イ
ト
は
、

一
八
六
七
年

に

ア
メ
リ
カ

の
ウ

ィ
ス

コ
ン
シ
ン
州

マ
デ
ィ
ソ
ン
に
生
ま
れ
ま
し
た
。

ウ
ィ
ス

コ
ン
シ
ン
大
学

土
木

学
科

を
中
退
後

、

シ
カ
ゴ

に
出

て
設
計
事

務
所

で
働
き
始
め
ま
し
た
。
最
初

の
設
計
事
務
所
を

一
年
ほ

ど

で
退
職
し
た

後

、

ル
イ

ス

・
サ
リ
ヴ

ァ
ン
と

い
う
建
築
家

の
事

務
所

(
ア
ド

ラ
ー

1ー
サ
リ
ヴ

ァ
ン
事

務
所
)

に
勤
務
し
ま

し
た
。
サ
リ
ヴ

ァ
ン

の
事

務
所

で
は
、
住
宅
設
計
を
任
せ
ら
れ

て
い
ま
し
た
が
、

ラ
イ
ト
個
人

の
ア
ル
バ
イ
ト
が
原
因

で
退

職
す
る

こ
と

に

な
り

ま
す
。

そ
し
て
、

一
八
九
三
年

に
独
立

し

て
自
分

の
設
計
事
務

所
を
設
立

し
ま
す

。
独
立
後
は
、
「
プ

レ
イ
リ
ー

ス
タ

イ

ル
」
と
呼

ば
れ
る
大

草
原
に
張
り
付

い
た
よ
う

な
独
特

の
住
宅

ス
タ
イ

ル
を
確
立
し

て
、
建
築
家
と
し

て

の
名
声
を
得
ま

す
。そ

の
後

ラ
イ
ト
は
、
二
百
も

の
住
宅
を
設
計
し
ま
し
た
が
、

一
九
〇
五
年

に

ク
ラ
イ

ア
ン
ト

の
奥

さ
ん

で
あ

っ
た
チ

ェ
ニ

ー
夫

人
と
不
倫
事
件

を
起

こ
し
、

ヨ
ー

ロ

ッ
パ

へ
駆
け
落

ち
し

て
し
ま

い
ま
す
。

二
年

後

の

一
九

一
一
年
、

帰
国
し
た

ラ
イ

ト
は

、
ウ

ィ
ス
コ
ン
シ
ン
州

ス
プ
リ

ン
グ
グ
リ
ー

ン
に
事

務
所
を
構
え

、
設
計
活
動
を
再
開
し
ま
す
が
、
不

倫
事
件

に
よ
り

か

つ

て
の
名
声
は
失
わ
れ

て
い
ま
し
た
。
さ
ら
に
徐

々
に
仕
事

が
回
復
し

て
き
た

一
九

一
四
年
、
チ

ェ
ニ
ー
夫
人
が
発
狂
し

た
使

用
人
に
よ
り
殺
害
さ
れ
る
と

い
う

事
件
が
起

こ
り
ま
す
。
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し

か
し
翌
年

、
悲

劇

の
ど
ん
底

に
あ

っ
た

ラ
イ
ト

の
も
と

に
、
帝
国
ホ

テ
ル
の
支
配
人

・
林
愛
作
か
ら
東

京

の
帝
国
ホ

テ

ル
設

計
依
頼
が
持
ち
込
ま
れ
ま
す
。
林
は
か

つ
て

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
日
本
美
術
を
扱
う
会
社

に
勤
務
し

て
お

り
、
浮
世
絵

の

蒐
集

を
始
め
た

ラ
イ
ト
と
は
旧
知

の
仲

で
し
た
。

ア
メ
リ
カ
人

に
は
、
日
本
人
以
上

に
浮
世
絵

に
興
味
を
示

す
人
が
た
く
さ

ん

い
ま
す
が
、

ラ
イ
ト
も
そ

の

一
人
だ

っ
た

の
で
す
。

ラ
イ
ト
が
日
本
に
興
味
を
持

っ
た

の
は
、

一
八
九
三
年

に
シ
カ
ゴ

で
開
催
さ
れ
た
万
博

の
時
と

い
わ
れ

て

い
ま
す
。

シ
カ

ゴ
博

に
は
、

「鳳
風

殿
」
と

い
う

日
本

の
パ
ビ
リ
オ

ン
が
建

て
ら
れ
ま
し
た
。

こ
の
パ
ビ

リ
オ

ン
の
名
前

は

、
宇
治

・
平
等

院

の

「
鳳
鳳
堂
」
と
似

て
い
ま
す
が
全
く
異
な
る
も

の
で
、
平
安
時
代
、
室
町
時
代
、
江
戸
時
代

の
様
式
を

す

べ
て
盛
り
込

ん

で
設
計

さ
れ
た
、

い
わ
ば
日
本
建
築

の
シ

ョ
ー

ル
ー

ム
の
よ
う
な
建
物

で
し
た
。
し
か
し
、
当
時
、

ア
ド

ラ
ー

1ー
サ
リ
ヴ

ァ
ン
事

務
所

に
勤
務
し

て
い
た

ラ
イ
ト
は
、
日
本
人
大
工
に
よ
る
鳳
風
殿

の
建
築

の
様
子
を
じ

っ
く
り
と
観

察
し

て
い
た

の

で
し

ょ
う

。

そ

し

て
ラ
イ
ト
は
、

一
九
〇
六
年

に
日
本
を
訪
れ
、
日
光
や
箱
根

に
滞
在

し
ま
し
た
。
続

い
て

一
九

一
五

年
、
帝
国
ホ

テ

ル
設

計

の
依
頼
を
受

け
た

ラ
イ
ト
は

二
度
目

の
来
日
を
果
た
し
ま
し
た
が
、
ホ

テ
ル
側
と
工
事

予
算

の
折
り

合

い
が

つ
か
ず
、

完
成

を
待

た
ず
に
帰
国
し

て
し
ま

い
ま
し
た
。

ラ
イ
ト

の
帰
国
後
は
弟

子
た
ち
が
工
事

を
引
き
継
ぎ
、

一
九

二
一二
年

に
帝
国

ホ

テ

ル
を
完
成

さ
せ
ま
す
。
こ

の
と
き

の
弟
子

の

一
人

で
あ
る
遠
藤
新

は
、
西
宮
市

に
旧
甲
子
園
ホ

テ
ル
を

設
計
し

て

い
ま

す
。
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ラ
イ
ト
設
計

の
帝
国
ホ

テ
ル
は
、

一
九
六
八
年

に
解
体
さ
れ
、
現
在
は
表
玄
関

の
み
が
愛
知
県
犬
山
市

に
あ

る
明
治
村

に

保
存

さ
れ

て
い
ま
す
。

帝

国

ホ
テ
ル
の
設
計

に
関
わ

っ
た
六
年

間
、

ラ
イ
ト
は

日
本

に
お

い
て
帝
国

ホ
テ
ル
以
外

に
も
設
計
依

頼
を
受

け
ま
す
。

こ
の
と
き

の
計
画
案
は
、
帝
国

ホ
テ
ル
を
含
め

て
十

二
件

で
、
そ

の
半
数
が
実
際

に
建
築
さ
れ

て

い
ま
す
。

現
存
す

る
作
品

と
し

て
は
、
来
月
見
学
を
予
定
し

て

い
る

「
ヨ
ド

コ
ウ
迎
賓
館

(旧
山
邑
邸
)
」

(以
後
、
旧
山
邑
邸
と
表
記

)
と
、
池
袋

の

「
自
由

学

園
明

日
館

」
が
あ
り
ま
す

。
旧
山
邑
邸
は
鉄
筋

コ
ン
ク
リ
ー
ト
造

で
す

が
明

日
館

は
木
造

で
、
現

在
も
自
由

学
園

の
記

念
館
と

し
て
使

わ
れ

て

い
ま
す
。

ラ
イ
ト

の
海
外

に
お
け
る
作

品
は
、

カ
ナ
ダ
と

日
本

に
し
か
あ
り

ま

せ
ん
。
た
だ
、

カ
ナ

ダ
は

ア
メ
リ
カ
と
陸
続
き

で
、

ラ
イ
ト
が
拠
点
と
し
た

シ
カ
ゴ

や
ウ

ィ
ス

コ
ン
シ
ン
州

に
も
近

い
国

で
す
。

こ
の
よ
う

に
考

え
る
と
、
ラ
イ

ト
の
本
当

の
意
味

で

の
海
外

に
お
け

る
作
品

は
、
日
本
だ
け

に
存
在
す

る
と
言

っ
て
も

よ

い
で
し

ょ
う
。

こ
れ

は

ラ
イ
ト
と
同
時
代

の
有
名
建
築
家

で
、
多

く

の
国

に
作
品
を
残
し

て
い
る
ル

・
コ
ル
ビ
ジ

ェ
や

ミ
ー

ス

・
フ

ァ
ン
デ

ル

・
ロ
ー

エ
と
異
な
る
点

で
す
。

日

本
か
ら

ア
メ
リ
カ
に
戻

っ
た

ラ
イ
ト
は
、

一
九
三
九
年

に

「落
水

荘
」
と
呼
ば

れ
る
カ
ウ

フ

マ
ン
邸

の
完
成

に
よ
り
、

建
築

家
と
し

て
の
名
声
を
取
り
戻
し
ま
す
。

こ
の
と
き

ラ
イ
ト
は
六
十
八
才

で
し
た
。
そ
し

て
、
ジ

ョ
ン
ソ

ン
ワ

ッ
ク
ス
社

や
グ

ッ
ゲ

ン

ハ
イ

ム
美

術
館

な
ど
を
設
計
し
、

一
九
五
九
年

に
九

一
歳

で
死
去
し
ま
す
。

さ

て
、
阪
急
芦
屋
川
駅
を
降
り
、
北

口
か
ら
外

に
出

て
芦
屋
川
沿

い
に
視
線
を
送

る
と
、
小
高

い
丘

の
上

に
旧
山
邑
邸
を
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望

む

こ
と

が

で
き

ま
す

(写
真

29
)
。
写
真

か
ら
も

お
わ

か
り

に
な

る
と
思

い

のア弘

り
、
突
き
出
し
た
二
本
の
煙
突
が
建
物

の
垂
直
方
向

へ
の
伸
び
を
感
じ
さ
せ
ま

ンけ邑むか

総
鹿
楚
山

(
か
ず
さ
か
の
う
ざ
ん
)
が
、
旧
山
邑
邸
が
建

つ
丘
の
形
と
よ
く
似

鳳園阪

邸
が
計
画
さ
れ
た
当
時
は
丘
の
斜
面
だ

っ
た
と
思

い
ま
す
。
浮
世
絵

の
収
集
家

29

べ
き

家

の
デ
ザ
イ

ン
を
考
え

た

の
で
は
な

い
で
し

ょ
う

か
。

ま

た
、
写
真
30
は
、
旧
山
邑
邸
入

口
付
近
ま

で
丘
を
登

っ
て
振
り
返
る
と
目

に
入
る
景
観

で
す
。
こ

の
景

観
は
、
敷
地
内

に
入

る
と

一
旦
視
界
か
ら
消
え

ま
す
。
し
か
し
、
玄
関

に
続
く

ア
プ

ロ
ー
チ

の
坂
を
上
り
、
玄
関
前

の
車
寄

せ

に
到
着
す

る

と
、

そ

こ
に
あ

る
開
口
部
か
ら
も
う

一
度

こ

の
光
景
が

目
に
飛

び
込

ん

で
き
ま
す

(写
真

31
)
。

こ
の
よ
う

な
開

口
部
を
ピ
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ク
チ
ャ
ー
ウ
イ
ン
ド
と
い
い
ま
す
が
、
な
か
な
か
ド
ラ
マ
チ

ッ
ク
な
演
出
で
す
。
当
時
は

高
速
道
路
も
な
く
、
海
が
も

っ
と
近
く
に
広
が

っ
て
見
え
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
こ
の
手
法

と
よ
く
似
た
手
法
が
、
ラ
イ
ト
が
帰
国
後
に
名
声
を
取
り
戻
す
き

っ
か
け
と
な

っ
た
作
品

で
あ
る
落
水
荘
に
も
見
ら
れ
ま
す
。

そ
れ
で
は
最
後
に
、
旧
山
邑
邸
が
近
代
建
築
保
存
に
果
た
し
た
意
義
に
つ
い
て
簡
単
に

ご
紹
介
し
た
い
と
思

い
ま
す
。
旧
山
邑
邸
は
、
現
在
、
国

の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て

い
ま
す
。
し
か
し
、

一
九
七

一
年
に
は
取
り
壊
し
の
危
機
に
直
面
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

所
有
者

の
淀
川
製
鋼
所
が
、
こ
の
場
所
に

マ
ン
シ
ョ
ン
建
設
を
計
画
し
た
の
で
す
。
こ
の

ニ
ュ
ー
ス
が
発
表
さ
れ
た
と
き
、
ち

ょ
う
ど
日
本
建
築
学
会
が
大
阪
で
開
催
さ
れ
て
い
ま

し
た
。
そ
こ
で
、
学
会

に
出
席
し
て
い
た
有
志
が
集
ま

っ
て
対
策
を
検
討
し
、
淀
川
製
鋼

所
や
行
政
に
対
し
て
保
存
要
望
書
を
提
出
し
ま
し
た
。
こ
の
要
望
に
つ
い
て
淀
川
製
鋼
所

は
理
解
を
示
し
、

マ
ン
シ
ョ
ン
建
設
を
中
止
し
、
旧
山
邑
邸
の
重
要
文
化
財
指
定
の
た
め

の
活
動
に
参
加
し
ま
し
た
。
そ

の
結
果
、

一
九
七
四
年

に
明
治
時
代
以
降
に
建

て
ら
れ
た

建
築
と
し
て
、
ま
た
鉄
筋

コ
ン
ク
リ
ー
ト
造

の
建
築
と
し
て
初
め
て
の
重
要
文
化
財
指
定

を
受
け
る
こ
と
に
な

っ
た
の
で
す
。
こ
の
決
定
は
、
近
代
建
築
保
存

へ
の
道
が
開
か
れ
る
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大
き

な
き

っ
か
け
と
な
り
ま
し
た
。

来

月

に
は
、
旧
山
邑
邸

の
見
学
会
が
あ
り
ま
す
。
実
際

の
建
物
を
見
学
し
な
が
ら
、

た
だ

き
た

い
と
思

い
ま
す
。
今

回

の
講
義
は
、
こ
れ

で
終
わ
ら
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。

皆
様
と

い
ろ

い
ろ
お

話
し
さ
せ

て
い

あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。
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