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YAMAGA

明
治
四
十
三
年
に
建
設
さ
れ
た
八
千
代
座
の

設
計
者
で
総
支
配
人
。青
年
期
に
長
崎
に
渡
り
、

測
量
技
師
と
し
て
佐
世
保
の
軍
港
建
設
に
従
事

す
る
。そ
こ
で
建
築
に
関
す
る
技
術
を
取
得
し
、

帰
郷
後
、鹿
本
鉄
道
山
鹿
駅
本
社
、山
鹿
小
学
校

校
舎
、山
鹿
高
等
女
学
校
校
舎
、薬
師
堂
な
ど
を

設
計
し
た
。

芝
居
小
屋
、八
千
代
座
建
設
は
亀
太
郎
の
集
大

成
と
も
言
え
る
事
業
。設
計
に
あ
た
っ
て
は
全
国

の
芝
居
小
屋
を
丹
念
に
見
学
し
、勉
強
の
た
め
上

海
の
劇
場
も
視
察
し
た
。そ
う
し
て
和
洋
折
衷
の

威
風
堂
々
た
る
芝
居
小
屋
が
完
成
し
た
。画
才
も

あ
り
八
千
代
座
の
天
井
広
告
の
下
絵
を
描
い
た
。

ま
た
、灯
籠
師
と
し
て
の
腕
も
一
流
で
、近
世
の

名
人
と
言
わ
れ
た
木
村
仙
太
郎
に
師
事
し
た
。

絵
を
描
き
、建
築
や
灯
籠
制
作
、八
千
代
座
の

興
行
な
ど
で
多
彩
な
才
能
を
発
揮
し
た
こ
と
か

ら
、山
鹿
の
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
と
い
わ

れ
る
。
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八
千
代
座
を
設
計
、全
盛
期
を
支
え
る（
一
八
五
九
〜
一
九
四
〇
）
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八千代座を設計、全盛期を支える

木村 亀太郎
KAMETARO KIMURA  1859〜 1940

亀
太
郎
は
青
年
に
な
る

と
測そ
く

量り
ょ
う

技ぎ

師し

見
習
い
と
し

て
測
量
を
学
び
、
土
木
や

建
設
業
界
へ
の
一
歩
を
踏

み
出
し
ま
し
た
。

明
治
政
府
は
西
欧
諸
国

に
対
抗
す
る
た
め
富ふ

国こ
く

強き
ょ
う

兵へ
い

政
策
を
実
施
し
、
海
軍

充
実
の
軍
港
整
備
を
図
り

ま
す
。
九
州
で
は
長
崎
県

の
大
村
湾
（
佐
世
保
湾
）

が
候こ
う

補ほ

地ち

と
し
て
あ
げ
ら

れ
、
明
治
十
六
年
か
ら
調

査
・
測
量
が
行
わ
れ
ま
し

た
。
そ
し
て
、
明
治
十
八

年
、
長
崎
県
の
佐
世
保
に
軍
港
が
建
設
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
翌
明

治
十
九
年
か
ら
軍
港
建
設
が
始
ま
っ
て
い
ま
す
の
で
、
お
そ
ら
く
、
明
治

十
六
年
こ
ろ
か
ら
亀
太
郎
は
佐
世
保
に
行
き
、
測
量
技
師
と
し
て
佐
世
保
軍

港
建
設
に
従
事
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

幼
・
青
年
時
代

木き

村む
ら
亀か
め
太た

郎ろ
う
は
、
安
政
六
年
（
一
八
五
九
）
八
月
二
十
四
日
、
菊
池
川
に

架か

か
っ
て
い
た
旧
山
鹿
大
橋
近
く
の
旧
山
鹿
町
一
七
七
六
番
地
（
下
町
）
の

廻か
い
船せ
ん
問ど
ん
屋や

川か
わ
口ぐ
ち
屋や

の
父
銀ぎ
ん
八ぱ
ち
、
母
モ
ミ
の
長
男
と
し
て
生
ま
れ
ま
し
た
。

当
時
の
山
鹿
は
菊
池
川
の
水
運
と
旧
豊
前
街
道
を
利
用
し
た
水
陸
交
通
要

衝
の
地
で
、
県
北
一
の
商
業
都
市
、
温
泉
場
と
し
て
賑に
ぎ
わ
っ
て
い
ま
し
た
。

旧
山
鹿
大
橋
上
流
に
は
船
着
場
が
あ
り
、
こ
こ
か
ら
山
鹿
の
良
質
な
米
や
清

酒
な
ど
が
運
び
出
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

亀
太
郎
の
子
供
の
こ
ろ
の
記
録
は
残
念
な
が
ら
残
っ
て
い
ま
せ
ん
。
し
か

し
、
の
ち
に
山
鹿
灯
籠
を
制
作
し
た
り
、
八
千
代
座
の
天
井
広
告
の
下
絵
を

描
い
て
い
る
こ
と
か
ら
推
測
す
る
と
、
手
先
が
大
変
器
用
で
、
小
さ
い
こ
ろ

か
ら
絵
に
も
大
変
興
味
が
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。
お
そ
ら
く
、
絵

を
描
い
た
り
、
物
を
作
っ
た
り
、
近
く
の
菊
池
川
で
遊
ん
だ
り
し
て
、
多
感

な
少
年
期
を
過
ご
し
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

明
治
十
一
年
（
一
八
七
八
）
、
亀
太
郎
は
十
九
歳
の
若
さ
で
家か

督と
く
を
相そ
う
続ぞ
く

し
ま
し
た
。
亀
太
郎
の
下
に
弟
が
三
人
、
妹
が
二
人
お
り
、
一
家
の
大
黒
柱

に
な
っ
た
わ
け
で
す
。
父
銀
八
は
早
く
亡
く
な
っ
た
と
推
測
さ
れ
ま
す
。

菊池川、山鹿大橋上流の船着場。このすぐ近くが
亀太郎の住まい【大正８年】

●�

佐
世
保
の
海
軍
軍
港
攝せ
っ

津つ

工
事

亀
太
郎
が
測
量
技
師
と
し
て
従
事
し
た
佐
世
保
の
軍
港

設
置
は
い
つ
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
た
か
を
『
佐
世
保
の
歴

史
』
か
ら
紹
介
し
ま
す
。

ペ
リ
ー
来
航
以
来
、
明
治
政
府
に
と
っ
て
海か
い

防ぼ
う

は
緊き
ん

急
き
ゅ
う

問
題
で
し
た
。
海
軍
充
実
と
軍
港
整
備
の
必
要
が
課
題

で
、
明
治
十
六
年
大
村
湾
（
佐
世
保
湾
）
な
ど
の
候
補
地

で
調
査
、
測
量
が
行
わ
れ
、
そ
の
結
果
、
明
治
十
八
年
に

佐
世
保
に
軍
港
設
置
が
決
定
さ
れ
た
そ
う
で
す
。
当
時
の

佐
世
保
村
は
人
口
四
千
人
の
小
さ
な
村
で
し
た
が
、
周
辺

の
村
を
巻
き
込
ん
で
急
き
ゅ
う
激げ
き

な
変へ
ん

貌ぼ
う

を
遂と

げ
、
軍
港
都
市
、

消
費
都
市
に
な
っ
て
行
き
ま
す
。
明
治
十
九
年
に
西さ
い

海か
い

鎮ち
ん

守じ
ゅ

府ふ

設せ
っ

置ち

が
公
示
さ
れ
、
軍
港
に
必
要
な
諸
施
設
の
建
設

が
始
ま
り
、
省
や
県
か
ら
送
ら
れ
た
軍
人
や
役
人
が
、
周

辺
や
各
県
か
ら
集
め
ら
れ
た
技
師
や
人
夫
を
急
が
せ
て
工

事
を
進
め
、
満
三
年
を
経
過
し
て
明
治
二
十
年
に
第
一
期

工
事
が
総
工
費
百
万
円
で
終
了
し
ま
し
た
。
明
治
二
十
二

年
に
は
横
浜
か
ら
第
一
期
入
団
兵
を
迎
え
る
一
方
、
軍
港

建
設
と
並
行
す
る
形
で
計
画
的
な
市
街
地
造
り
が
進
め
ら

れ
た
の
で
す
。
佐
世
保
市
は
明
治
三
十
二
年
に
は
人
口

四
万
人
を
超
え
、
佐
世
保
市
に
な
り
ま
し
た
。

工
事
が
開
始
さ
れ
た
明
治
十
九
年
は
亀
太
郎
が
二
十
七
歳

の
時
に
な
り
ま
す
が
、
ど
の
よ
う
な
形
で
い
つ
測
量
見
習
い

と
し
て
工
事
に
関
わ
り
、
い
つ
ま
で
佐
世
保
に
い
た
の
か
、

残
念
な
が
ら
資
料
が
残
っ
て
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
軍
港
と

新
し
い
町
づ
く
り
の
た
め
に
多
く
の
技
術
者
が
集
ま
り
、
そ

の
中
で
貴
重
な
経
験
を
積
む
機
会
を
得
、
さ
ら
に
様
々
な
分

野
の
技
術
や
経
験
を
持
っ
た
人
々
と
の
出
会
い
、
親
交
を
得

て
帰
郷
し
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
佐
世
保
軍
港
建
設
で
得
た
経

験
、
人
脈
が
後
に
生
か
さ
れ
ま
し
た
。

山
鹿
で
の
設
計
、
建
築
の
仕
事
の
多
く
が
明
治
末
期
か

ら
始
ま
っ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
測
量
だ
け
で
な
く
、
役

場
や
学
校
の
校
舎
や
駅
舎
、
芝し
ば

居い

小ご

屋や

な
ど
の
大だ
い

規き

模ぼ

な

建
築
物
の
設
計
に
力
を
発
揮
し
た
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
佐

世
保
で
は
軍
港
以
外
の
諸
施
設
の
建
設
に
も
長
く
関
っ
て

い
た
可
能
性
が
大
き
い
と
も
推
測
さ
れ
ま
す
。

測
量
見
習
い
の
三
年
程
度
の
経
験
で
は
、
い
か
に
器
用

人
で
も
八
千
代
座
の
設
計
を
始
め
と
し
た
多
く
の
実
績
を

残
す
こ
と
は
難
し
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

も
し
か
す
る
と
、
後
の
八
千
代
座
や
東し
の
の
め
ざ

雲
座
（
熊
本

市
）
、
桜
さ
く
ら
座ざ

（
菊
池
市
）
建
設
に
つ
な
が
る
佐
世
保
の
劇

場
建
築
に
関
っ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。

ちょっとコラム①
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壮
年
時
代

明
治
二
十
年
、
亀
太
郎
が
二
十
八
歳
の
と
き
、
佐
世
保
軍
港
の
第
一
期
工

事
が
終
了
し
ま
す
。
そ
の
あ
と
、
佐
世
保
で
は
市
街
地
の
整
備
が
進
み
、
明

治
三
十
二
年
に
は
人
口
四
万
人
を
有
す
軍
港
都
市
、
佐
世
保
市
と
し
て
生
ま

れ
変
わ
り
ま
し
た
。

亀
太
郎
が
い
つ
帰
郷
し
た
か
は
定
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
軍
港
完
成
後
、

山
鹿
に
戻
っ
た
亀
太
郎
は
、
廻
船
問
屋
や
八
千
代
座
の
支
配
人
と
し
て
、
ま

た
、
山
鹿
周
辺
の
学
校
、
劇
場
の
設
計
・
建
築
に
携
わ
る
な
ど
、
精
力
的
に

仕
事
を
こ
な
し
ま
し
た
。
そ
の
ほ
か
、
近
世
の
灯
籠
制
作
の
名
人
と
い
わ
れ

た
木き

村む
ら
仙せ
ん
太た

郎ろ
う

に
師
事
し
て
灯と
う

籠ろ
う
制
作
を
学
び
、

山や
ま

鹿が

灯と
う

籠ろ
う

も

作
っ
て
い
ま
す
。

亀
太
郎
に

は
画
才
が
あ

り
、
建
築
技
術

や
興こ
う

行ぎ
ょ
うな
ど
多

く
の
分
野
で
力

を
発は

っ
揮き

し
ま
し

た
。
亀
太
郎

は
、
「
モ
ナ
・

リ
ザ
」
制
作
や

科
学
技
術
分
野

で
イ
タ
リ
ア
の

ル
ネ
サ
ン
ス
期

に
活か
つ
躍や
く
し
た
レ

オ
ナ
ル
ド
・

ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ

（
一
四
五
二
～

一
五
一
九
）
に

た
と
え
、
“山

鹿
の
レ
オ
ナ
ル

ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
”
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。

亀
太
郎
は
次
の
よ
う

な
建
物
を
設
計
し
ま
し

た
。
鹿
本
鉄
道
山
鹿
駅
本

社
、
鹿
本
郡
畜ち

く

産さ
ん

場じ
ょ
う
、
鹿

本
製
糸
株
式
会
社
寄き

宿し
ゅ
く

舎し
ゃ

、
山
鹿
尋じ
ん

常じ
ょ
う

高
等
小
学

校
第
一
校
舎
、
八
幡
村
役

場
、
隈わ
い

府ふ

町ま
ち

（
現
在
の
菊

池
市
）
「
桜

さ
く
ら

座ざ

」
、
熊
本

市
「
東し
の
の
め
ざ

雲
座
」
、
山
鹿
高

等
女
学
校
校
舎
・
宿
直
室
、

山
鹿
町
薬や
く

師し

堂ど
う

、
中
富
村

役
場ま

た
、
亀
太
郎
の
盟め

い

友ゆ
う

が
、
肥
後
米
や
清
酒
の
改

良
に
尽
力
し
、
広
く
輸
出
す
る
こ
と
で
山
鹿
の
近
代
の
商
工
業
の
発
展
に
寄

与
し
た
本ほ
ん
田だ

喜き

久く

八は
ち
（
一
八
五
九
～
一
九
四
三
）
で
し
た
。
喜
久
八
は
亀
太

郎
と
同
じ
年
で
、
家
も
三
軒
し
か
離
れ
て
お
ら
ず
、
小
さ
い
こ
ろ
か
ら
亀
太

郎
の
遊
び
友
達
で
し
た
。

喜
久
八
は
、
米こ

め
問ど
ん
屋や

を
営
み
品ひ
ん
種し
ゅ
改か
い
良り
ょ
うに
よ
っ
て
肥
後
米
の
名
声
を
高
め

た
ば
か
り
で
な
く
、
明
治
二
十
九
年
に
は
、
本
田
酒
造
場
（
現
在
の
千
代
の

園
酒
造
）
と
し
て
酒
造
会
社
を
設
立
し
、
肥
後
米
を
使
っ
た
酒
造
り
に
取
り

組
み
、
数
々
の
品
評
会
で
優
秀
賞
を
受
賞
し
て
い
ま
す
。

喜
久
八
は
商
才
に
優
れ
、
議
員
を
務
め
る
な
ど
し
て
要よ
う
職し
ょ
くに
つ
き
ま
す
が
、

亀
太
郎
は
建
築
技
術
や
興こ
う
行ぎ
ょ
うな
ど
の
分
野
で
活か
つ
躍や
く
し
ま
し
た
。

芝
居
小
屋
八
千
代
座
の
設
計
と
経
営

八
千
代
座
の
設
計
は
、
亀
太
郎
の
集
大
成
と
言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

設
計
に
あ
た
っ
て
亀
太
郎
は
、
東
京
、
大
阪
、
下
関
、
長
崎
、
熊
本
な
ど
の

全
国
の
芝
居
小
屋
を
丹た

ん
念ね
ん
に
見
学
し
、
さ
ら
に
、
上
海
に
も
渡
っ
て
建
築
の

勉
強
に
励
み
ま
し
た
。
特
に
熊
本
市
の
大や
ま
と和
座ざ

と
東
京
の
歌か

舞ぶ

伎き

座ざ

に
八
千

代
座
の
原
形
を
求
め
、
大
和
座
に
は
大だ
い
工く

棟と
う
梁り
ょ
うの
泉
い
ず
み
仁に

平へ
い
と
何
度
も
足
を
運

八千代座こけら落とし、木戸口右側の両腕を広げた和服姿の男性が51歳の
亀太郎【明治44年】

亀太郎が描いた八千代座の天井広告原画、本田喜久八
商店（現在の千代の園酒造）
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（
一
八
五
九
）

明
治
十
一
年 

▼
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一
八
七
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）

　
明
治
十
六
年 

▼

（
一
八
八
三
）

明
治
二
十
年
〜
▼

（
一
八
八
七
）〜

明
治
二
二
年

（
一
八
八
九
）

明
治
二
二
年
〜
▼

（
一
八
八
九
）

明
治
四
一
年 

▼

（
一
九
〇
八
）

明
治
四
三
年 

▼

（
一
九
一
〇
）

明
治
四
四
年
〜
▼

（
一
九
一
一
）〜

昭
和
十
三
年

（
一
九
三
八
）

大
正
十
二
年
こ
ろ
▼

（
一
九
二
三
）

昭
和
十
五
年 

▼

（
一
九
四
〇
）

　

八
月
二
十
四
日
、旧
山
鹿
町
の
下
町
の
廻
船
問
屋
川
口
屋
、父
木
村

銀
八
、母
モ
ミ
の
長
男
と
し
て
生
ま
れ
る

十
九
歳
で
家
督
相
続
す
る
。こ
の
こ
ろ
測
量
技
師
見
習
い
と
し
て
測

量
を
学
ぶ

軍
港
建
設
に
先
立
ち
調
査
・
測
量
が
大
村
湾（
佐
世
保
湾
）で
始
ま

り
、こ
の
こ
ろ
長
崎
に
行
き
、測
量
に
携
わ
る

佐
世
保
の
軍
港
が
完
成
し
た
こ
の
時
期
、も
し
く
は
こ
れ
か
ら
数
年

後
、山
鹿
に
帰
郷
す
る

山
鹿
に
帰
っ
て
き
て
か
ら
は
、廻
船
問
屋
の
経
営
、学
校
や
役
場
な

ど
の
公
共
施
設
を
建
設
、灯
籠
師
の
木
村
仙
太
郎
に
師
事
し
、灯
籠

師
と
し
て
も
活
躍

山
鹿
尋
常
高
等
小
学
校
第
一
校
舎
を
設
計
し
た

五
十
歳
の
と
き
八
千
代
座
を
設
計
す
る
。十
二
月
に
完
成

八
千
代
座
の
大
勘
定（
総
支
配
人
）と
し
て
、八
千
代
座
経
営
の
大

番
頭
を
務
め
る

鹿
本
鉄
道
山
鹿
駅
本
社
設
計
。こ
の
年
の
十
二
月
三
十
一
日
に
鹿
本

鉄
道
の
山
鹿
・
植
木
間
が
全
線
開
通
し
た

七
月
十
二
日
、八
十
一
歳
で
亡
く
な
る
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お
お

ば
ん
と
う

●�

灯
籠
制
作
と
建
築
技
術

亀
太
郎
は
近き
ん

世せ
い

の
灯
籠
制
作
の
名
人
と
い
わ
れ
る
木き

村む
ら

仙せ
ん

太た

郎ろ
う

の
弟で

子し

で
し
た
。

仙
太
郎
の
養
子
で
時
計
修
理
の
傍
か
た
わ
ら
養よ
う

父ふ

に
指
導
を
受
け
、
灯
籠
師

の
第
一
人
者
と
な
り
、
山
鹿
名
誉
市
民
、
熊
本
県
近
代
文
化
功
労
者
の

故
松ま
つ

本も
と

清せ
い

記き

氏
は
、
灯
籠
制
作
と
建
築
技
術
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に

語
っ
て
い
ま
す
。
。
（
『
山
鹿
灯
籠
』
「
灯
籠
師
の
話
か
ら
」
「
松
本

清
記
翁こ
う

の
は
な
し
」
抜ば
っ

粋す
い

）

「
灯
籠
は
建
築
技
術
の
外
に
絵
の
心
得
で
あ
る
。
唐か
ら

草く
さ

模も

様よ
う

な
ど
よ

く
自
分
で
書
い
た
も
の
だ
。
三
寸
間け
ん

か
ら
四
寸
間
ま
た
は
二
寸
五
分
二

寸
間
に
変
え
る
と
き
は
、
隅す
み

木ぎ

か
ら
割
り
直
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ

か
ら
垂た
る

木き

が
何
本
と
割
り
出
せ
る
。
そ
れ
を
隅
木
は
そ
の
ま
ま
の
も
の

を
使
っ
て
い
る
の
が
あ
る
か
ら
困
る
。
ま
た
軒
の
勾こ
う

配ば
い

な
ど
五
寸
な
ら

破は

風ふ

作
り
が
六
寸
と
決
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
型
を
や
っ
て
あ
る
か
ら

そ
の
型
通
り
つ
く
れ
ば
よ
い
が
、
間
の
寸
法
を
変
え
た
場
合
は
勾
配
も

違
わ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
大
工
同
様
の
設
計
、
建
築
知
識
が
い
る
わ
け

で
あ
る
」

「
師
の
木
村
仙
太
郎
は
彫
刻
絵
画
両
方
面
に
か
け
て
堪た
ん

能の
う

だ
っ
た
。

灯
籠
の
作
り
方
を
改
革
し
た
の
は
こ
の
人
で
あ
る
。
昔
は
破は

風ふ

の
勾
配

な
ど
目
測
で
計
っ
て
作
っ
て
お
っ
た
が
、
建
築
技
術
か
ら
割
り
出
し
て

何な
ん

寸す
ん

間け
ん

に
勾
配
は
ど
れ
だ
け
と
割
り
出
し
た
」

「
明
治
三
十
四
年
前
後
の
灯
籠
は
、
今
か
ら
見
れ
ば
、
い
ず
れ
も
大

型
で
倍
近
く
も
あ
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
作
る
人
も
多
く
、
父
の
と
こ
ろ

へ
は
木き

村む
ら

亀か
め

太た

郎ろ
う

、
高た
か

田だ

峯み
ね

五ご

郎ろ
う

、
井い
の

口く
ち

繁し
げ

次じ

さ
ん
な
ど
が
出
入
り
さ

れ
、
み
な
一
流
で
し
た
よ
」

こ
の
よ
う
に
、
灯
籠
制
作
の
技
術
と
建
築
技
術
と
は
密
接
な
関
係
が

あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

亀
太
郎
は
建
築
に
関
し
て
は
ず
ぶ
の
素
人
で
し
た
が
、
生せ
い

来ら
い

器き

用よ
う

で

八
千
代
座
の
設
計
を
任
さ
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
山
鹿

市
の
公
共
的
な
建
築
物
（
学
校
・
役
場
）
や
鹿
本
鉄
道
の
駅
舎
、
当
時

の
山
鹿
町
役
場
か
ら
依
頼
さ
れ
て
薬
師
堂
を
設
計
し
た
実
績
を
考
え
る

と
、
特
殊
な
建
築
知
識
に
も
精せ
い

通つ
う

し
た
経
験
を
積
ん
で
い
た
こ
と
が
推

測
さ
れ
ま
す
。

亀
太
郎
の
仕
事
の
集
大
成
で
あ
る
八
千
代
座
建
設
に
至
っ
て
は
、
山

鹿
灯
籠
と
建
築
の
両
面
の
技
術
が
相
互
に
生
か
さ
れ
た
例
と
言
え
る
で

し
ょ
う
。

ちょっとコラム② び
ま
し
た
。

そ
う
し
て
設
計
さ
れ
た
八
千
代
座
は
、
一
見
す
る
と
江
戸
時
代
の
歌か

舞ぶ

伎き

小こ

屋や

の
様
式
を
引

き
継
ぐ
伝
統
的
な
和
風
建
築
の
よ
う
で
す
が
、
屋
根
裏
の
ト
ラ
ス
構
造
、
客
席
の
勾こ
う
配ば
い
、
柱
に

鉄
の
鋼こ
う
管か
ん
を
使
う
な
ど
、
洋
風
建
築
の
長
所
が
随ず
い
所し
ょ
に
使
わ
れ
て
い
る
和わ

洋よ
う
折せ
っ
衷ち
ゅ
うの
建
物
と
な

り
ま
し
た
。

そ
の
ほ
か
、
八
千
代
座
を
象
徴
す
る
も
の
に
、
天て
ん
井じ
ょ
う

広こ
う
告こ
く
画が

が
あ
り
ま
す
。
芝
居
小
屋
の
天

井
と
欄ら
ん
間ま

に
広
告
絵
を
張
り
、
広
告
収
入
を
得
る
こ
と
を
思
い
つ
い
た
の
が
、
亀
太
郎
で
す
。

亀
太
郎
は
看
板
屋
に
発
注
す
る
前
の
広
告
の
下
絵
を
描
き
ま
し
た
。
現
存
す
る
の
は
三
十
二

枚
で
、
平
成
の
大
修
理
で
は
そ
の
下
絵
を
基
に
建
設
当
初
の
広
告
画
が
復
原
さ
れ
ま
し
た
。

八
千
代
座
の
こ
け
ら
落
と
し
公
演
は
、
明
治
四
十
四
年
（
一
九
一
一
）
一
月
十
一
日
か
ら
行

わ
れ
た
松
嶋
屋
一
座
に
よ
る
大
歌
舞
伎
公
演
で
し
た
。
請う
け
元も
と
（
興こ
う
行ぎ
ょ
う

主ぬ
し
）
は
村む
ら
上か
み
千ち

代よ

吉き
ち
、
亀

太
郎
は
取と
り
締し
ま
りを
務つ
と
め
、
二
十
日
間
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
ま
し
た
。
公
演
に
は
た
く
さ
ん
の
山
鹿

の
町
民
が
訪
れ
、
連
日
大
入
り
満
員
だ
っ
た
そ
う
で
す
。

以
後
、
亀
太
郎
は
、
明
治
四
十
四
年
の
こ
け
ら
落
と
し
か
ら
大だ
い
勘か
ん
定じ
ょ
う（
総
支
配
人
）
と
し
て
、

八
千
代
座
経
営
の
大お
お
番ば
ん
頭と
う
を
昭
和
十
三
年
ま
で
務
め
、
八
千
代
座
の
全
盛
期
を
支
え
ま
し
た
。

亀
太
郎
に
は
七
歳
年
下
の
妻
の
ツ
マ
の
間
に
、
三
男
二
女
の
五
人
の
子
供
た
ち
に
恵
ま
れ
ま

し
た
。
そ
し
て
、
家
族
に
見
守
ら
れ
な
が
ら
、
昭
和
十
五
年
（
一
九
四
〇
）
七
月
十
二
日
に

八
十
一
歳
で
亡
く
な
り
ま
し
た
。


