
文
化
庁
建
造
物
課
主
任
文
化
財
調
査
官
。
著
書
は
、『
ガ
ス
灯

か
ら
オ
ー
ブ
ン
ま
で:

ガ
ス
の
文
化
史
』（
共
著
・
鹿
島
出
版
会
）、

『
近
代
の
住
宅
建
築
』（
至
文
堂
）
な
ど
。�

路
地
に
面
し
て
造
る「
表
勝
手
」の
形
式
が
徐
々
に
姿

を
消
し
た
。
生
活
色
が
強
く
表
れ
る
台
所
を
表
側
か

�

　
正
面
が
閉
鎖
的
に
な
っ
た
こ
と
で
、そ
れ
ま
で
の
近
所

付
き
合
い
の
仕
方
も
変
化
し
た
。地
域
内
で
の
普
段
の

����

　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
南
北
に
旅
行
す
る
と
、ア
ル
プ
ス
の
南

と
北
と
で
、対
照
的
に
異
な
る
二
つ
の
地
域
が
存
在
し

て
い
る
の
を
実
感
す
る
。�

　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
の
は
じ
ま
り
を
担
っ
た
ギ
リ
シ
ャ
や

古
代
ロ
ー
マ
の
あ
る
地
中
海
沿
岸
は
、気
候
区
分
で
は

暖
温
帯
だ
。オ
リ
ー
ブ
の
葉
の
小
さ
い
こ
と
が
示
す
よ

う
に
、そ
こ
で
は
夏
の
高
温
下
で
の
乾
燥
が
際
立
つ
。冬

は
や
や
雨
が
多
い
が
た
い
し
た
こ
と
は
な
く
、夏
の
乾

燥
が
支
配
的
な
の
で
、樹
林
よ
り
も
、裸
の
土
の
平
野

や
禿
げ
た
岩
山
が
断
然
目
立
つ
。�

　
し
か
し
な
が
ら
、ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
中
心
は
、中
世
以
後
、

徐
々
に
ア
ル
プ
ス
よ
り
北
の
方
、ブ
ナ
や
ナ
ラ
な
ど
の
多

い
冷
温
帯
へ
移
動
し
た
。そ
こ
に
は
現
在
の
イ
ギ
リ
ス
、

ベ
ネ
ル
ッ
ク
ス
三
国
、ド
イ
ツ
、オ
ー
ス
ト
リ
ア
な
ど
が
あ

っ
た
。こ
の
辺
は
、夏
は
過
ご
し
や
す
く
低
湿
な
の
で
雑

草
が
生
え
ず
、冬
は
低
温
高
湿
な
の
で
冬
草
が
生
え
る
。

ま
さ
に「
牧
場
」な
の
だ
が
、中
世
の
冬
の
寒
さ
は
現
代

よ
り
も
ぐ
ん
と
厳
し
か
っ
た
こ
と
だ
け
は
忘
れ
て
は
な

ら
な
い
。�

　
そ
ん
な
冷
温
帯
の
、し
か
も
よ
り
に
よ
っ
て
辺
境
の

大
ブ
リ
テ
ン
島
で
、一
七
七
〇
年
ご
ろ
か
ら
産
業
革
命

が
お
こ
っ
た
。
産
業
革
命
と
い
え
ば
、ワ
ッ
ト
の
蒸
気
機

関
の
発
明
や
、少
し
お
く
れ
て
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ソ
ン
の
蒸

気
機
関
車
の
実
用
化
な
ど
が
中
心
と
見
ら
れ
が
ち
だ

が
、副
産
物
と
し
て
の
照
明
器
具
の
発
明
も
け
っ
し
て

小
さ
な
出
来
事
で
は
な
い
。た
だ
、鉄
道
の
よ
う
に
、昔

は
な
か
っ
た
も
の
が
生
じ
た
の
と
は
ち
が
う
。ろ
う
そ

く
や
オ
イ
ル
・
ラ
ン
プ
は
古
代
か
ら
あ
っ
た
の
だ
が
、性

能
が
た
い
へ
ん
劣
っ
て
い
た
。な
に
し
ろ
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の

僻
地
の
労
働
者
た
ち
は
、一
八
世
紀
に
も
ま
だ
、燈
心

草
を
豚
の
油
に
さ
し
た
も
の
を
照
明
と
し
て
い
た
ぐ

ら
い
な
の
だ
か
ら
。
近
代
照
明
は
エ
ポ
ッ
ク
メ
イ
キ
ン
グ

な
技
術
革
新
だ
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。�

  

ス
イ
ス
生
ま
れ
の
ア
ル
ガ
ン
は
、一
七
八
四
年
、綿
の

燈
心
、効
率
の
よ
い
燃
焼
の
た
め
の
空
気
の
調
節
機
構
、

光
の
出
力
を
制
御
す
る
円
筒
状
ガ
ラ
ス
な
ど
を
も
つ
、

進
歩
し
た
石
油
ラ
ン
プ
を
製
作
し
た
。石
油
ラ
ン
プ
は
、

電
気
や
ガ
ス
が
引
け
な
い
よ
う
な
僻
地
で
も
、い
つ
で

も
直
ち
に
点
灯
で
き
た
の
だ
か
ら
、そ
の
意
義
は
大
き

い
。�

  

つ
づ
い
て
一
七
九
二
年
、ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
で
生
ま
れ
、

コ
ー
ン
ウ
ォ
ー
ル
で
仕
事
を
し
て
い
た
マ
ー
ド
ッ
ク
が
ガ
ス

灯
を
発
明
し
た
。当
時
の
イ
ギ
リ
ス
の
発
明
家
の
常
と

し
て
、彼
は
自
宅
を
実
験
室
と
し
、家
族
に
対
す
る
危

険
を
冒
し
て
ガ
ス
照
明
の
点
灯
を
試
み
た
。爆
発
は
お

乾　正雄　Written by Masao inui
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こ
ら
ず
、実
験
は
成
功
し
た
。そ
れ
か
ら
短
時
日
の
あ

い
だ
に
、ロ
ン
ド
ン
の
ペ
ル
メ
ル
街
や
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー

橋
な
ど
の
夜
は
、ガ
ス
灯
照
明
に
よ
っ
て
様
変
わ
り
し

た
の
で
あ
る
。�

�����

　
ぼ
く
が
は
じ
め
て
イ
ギ
リ
ス
に
行
っ
た
の
は
一
九
六

八
―
六
九
年
だ
が
、凍
え
る
よ
う
に
寒
く
、分
厚
い
雲

が
微
動
だ
に
し
な
い
よ
う
な
暗
い
冬
だ
っ
た
。最
近
は
、

地
球
温
暖
化
の
せ
い
だ
ろ
う
か
、あ
ん
な
に
寒
く
て
、

あ
ん
な
に
暗
い
冬
は
な
い
よ
う
だ
。よ
く
思
う
の
だ
が
、

も
し
近
代
照
明
技
術
が
、冷
温
帯
で
な
く
、暖
温
帯
で

発
明
さ
れ
て
い
た
ら
、照
明
の
様
相
は
ず
い
ぶ
ん
ち
が
っ

て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。�

　
な
に
よ
り
も「
火
」と「
灯
り
」と
は
、も
っ
と
は
っ
き

り
分
離
さ
れ
て
い
た
だ
ろ
う
。
火
と
灯
り
を
、電
気
ヒ

ー
タ
ー
と
電
球
の
二
つ
に
は
っ
き
り
区
別
し
た
の
は
、そ

の
後
の
電
気
工
学
だ
が
、暖
温
帯
発
の
電
灯
だ
っ
た
ら
、

熱
を
発
し
な
い
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
工
夫
が
早
く
か
ら
す
す

ん
で
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
、蛍
光
ラ
ン
プ
の

よ
う
な
、ク
ー
ル
な
、外
見
上
も
っ
と
も
火
か
ら
縁
遠
い

光
源
が
、電
球
よ
り
先
に
世
に
出
て
い
た
か
も
し
れ
な

い
。
あ
れ
や
こ
れ
や
と
い
ろ
い
ろ
な
空
想
は
可
能
だ
。

し
か
し
、事
実
は
そ
う
は
な
ら
な
か
っ
た
。�

　
一
つ
の
例
だ
が
、ス
イ
ス
の
バ
ー
レ
ン
ベ
ル
ク
の
野
外
博

物
館
に
、中
世
の
ユ
ー
ラ
地
方
の
住
宅
が
保
存
さ
れ
て

い
る（
写
真
１
）。こ
れ
は
典
型
的
な
冷
温
帯
の
石
造

住
宅
だ
が
、石
が
本
性
的
に
も
つ
冷
た
さ
が
、暖
炉
と

旧
式
な
オ
イ
ル
・
ラ
ン
プ
の
二
つ
の
火
の
温
も
り
に
よ
っ

て
、完
全
に
補
わ
れ
て
い
る
。そ
し
て
、火
と
灯
り
の
役

割
の
区
分
は
あ
ま
り
は
っ
き
り
し
な
い
。�

　
大
昔
、暖
房
と
照
明
は
未
分
化
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
が
、と
く
に
ア
ル
プ
ス
の
北
側
で
は
未
分
化
の
時
期

が
長
く
つ
づ
い
た
。そ
の
理
由
と
し
て
、中
北
欧
で
は
、

お
お
む
ね
寒
い
時
期
と
暗
い
時
期
が
一
致
す
る
こ
と

が
あ
る
。
極
端
に
い
え
ば
、北
欧
に
は
、夏
は
全
部
昼
、

冬
は
全
部
夜
と
い
う
地
域
が
あ
る
。
暖
房
と
照
明
を

区
別
す
る
必
要
が
な
い
。そ
れ
ほ
ど
で
な
く
て
も
、ロ
ン

ド
ン
の
冬
の
曇
り
空
の
暗
さ
は
相
当
な
も
の
で
、昼
も

照
明
が
ほ
し
い
く
ら
い
だ
し
、夏
の
短
い
夜
に
は
、暖
房

が
ほ
し
い
ほ
ど
冷
え
る
こ
と
が
あ
る
。
暖
房
と
照
明
の

未
分
化
に
は
天
文
気
象
学
的
な
根
拠
が
あ
る
と
も
い

え
る
の
だ
。�

　
ス
イ
ス
の
中
世
住
宅
の
例
で
は
、両
方
点
け
て
寝
た

と
し
て
も
、燃
料
切
れ
で
夜
中
に
暖
房
が
消
え
て
照
明

だ
け
に
な
っ
た
り
、照
明
が
消
え
て
暖
房
だ
け
に
な
っ

た
り
す
る
こ
と
は
よ
く
お
こ
っ
た
だ
ろ
う
。そ
の
場
合
、

寒
さ
は
が
ま
ん
で
き
な
い
が
、暗
さ
に
は
耐
え
る
こ
と

が
で
き
る
。
暖
炉
の
火
は
、暖
房
と
照
明
の
二
役
を
兼

ね
る
こ
と
が
可
能
だ
か
ら
、照
明
の
弱
体
だ
っ
た
中
世

で
は
、暖
房
に
主
導
権
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ

る
。�

�����

　
電
灯
の
実
用
化
は
、石
油
ラ
ン
プ
や
ガ
ス
灯
に
百
年

近
く
お
く
れ
、一
八
七
九
年
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
。そ
の
年
、発
明
者
と
し
て
並
び
立
っ
た
二
人
は
、

ア
メ
リ
カ
の
エ
ジ
ソ
ン
と
、イ
ギ
リ
ス
の
ス
ワ
ン
だ
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、現
代
人
に
は
想
像
で
き
な
い
だ
ろ
う

が
、電
球
の
時
代
は
簡
単
に
は
こ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

第
一
に
、当
初
は
電
球
自
身
の
寿
命
が
短
く
、す
ぐ

に
燃
え
尽
き
る
程
度
だ
っ
た
。
第
二
に
、電
球
は
最
盛

期
の
ガ
ス
灯
よ
り
も
暗
か
っ
た
。
そ
れ
で
い
て
、第
三

に
、電
球
は
温
も
り
に
乏
し
く
、火
ら
し
さ
を
欠
い
て

い
た
。�

　
一
九
三
八
年
に
は
、ア
メ
リ
カ
の
ウ
ェ
ス
テ
ィ
ン
グ
ハ

ウ
ス
社
と
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
・
エ
レ
ク
ト
リ
ッ
ク
社
が
、蛍
光
ラ

ン
プ
を
発
売
し
た
。こ
こ
で
も
、蛍
光
ラ
ン
プ
の
青
白

い
光
は
、オ
フ
ィ
ス
で
は
と
も
か
く
、家
庭
用
光
源
と

し
て
は
普
及
し
な
か
っ
た
。�

「
古
き
よ
き
時
代
」�

寒
く
て
暗
い
冬�
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東
京
工
業
大
学
名
誉
教
授
、工
学
博
士
、建
築
学
者
。
専
門
は
都

市
・
建
築
の
照
明
、街
並
の
色
彩
、建
築
の
色
彩
、環
境
心
理
。
著

書
は
、『
建
築
の
た
め
の
心
理
学
』（
共
編
、彰
国
社
）
、『
環
境
心

理
と
は
何
か
』（
共
編
、彰
国
社
）、『
建
築
の
色
彩
設
計
』（
鹿
島

出
版
会
）、『
照
明
と
視
環
境
』（
理
工
図
書
）、『
環
境
心
理
』（
共

著
、彰
国
社
）
、『
や
わ
ら
か
い
環
境
論
』（
海
鳴
社
）
、『
夜
は
暗

く
て
は
い
け
な
い
か
―
暗
さ
の
文
化
論
』（
朝
日
選
書
）
、『
街
並

の
年
齢
―
中
世
の
町
は
美
し
い
』（
論
創
社
）な
ど
。�

　
乾
　
正
雄
（
い
ぬ
い
・
ま
さ
お
）�

地
球
温
暖
化
の
せ
い
だ
ろ
う
か
、あ
ん
な
に
寒
く
て
、

あ
ん
な
に
暗
い
冬
は
な
い
よ
う
だ
。よ
く
思
う
の
だ
が
、

短

が
ほ
し
い
ほ
ど
冷
え
る
こ
と
が
あ
る
。
暖
房
と
照
明
の

未
分
化
に
は
天
文
気
象
学
的
な
根
拠
が
あ
る
と
も
い

い
光
は
、オ
フ
ィ
ス
で
は
と
も
か
く
、家
庭
用
光
源
と

し
て
は
普
及
し
な
か
っ
た
。�

　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、当
時
も
今
も
だ
が
、

ホ
テ
ル
や
住
宅
で
ろ
う
そ
く
型
の
電

球
が
広
く
使
わ
れ
て
い
る
。
日
本
人

の
感
覚
か
ら
す
れ
ば
、電
球
で
あ
る

以
上
、電
球
ら
し
い
デ
ザ
イ
ン
を
よ
い

と
す
る
が
、ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
ノ
ス
タ
ル

ジ
ア
は
ち
が
う
。ろ
う
そ
く
型
電
球
の

並
ん
だ
シ
ャ
ン
デ
リ
ア
も
め
ず
ら
し
く

な
い
。ザ
ル
ツ
ブ
ル
ク
の
ホ
テ
ル
に
あ
っ

た
シ
ャ
ン
デ
リ
ア
を
示
す（
写
真
２
）。

と
く
に
よ
い
例
で
も
わ
る
い
例
で
も

な
い
だ
ろ
う
が
、ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
は
こ
う

い
う
「
古
き
よ
き
時
代
」
好
き
の
国
々

が
集
ま
っ
て
い
る
。�

　
火
と
し
て
の
灯
り
が
、実
際
の
生

活
の
な
か
で
ど
ん
な
に
見
え
た
か
は
、

博
物
館
の
現
物
を
見
る
の
も
お
も
し

ろ
い
が
、黎
明
期
の
映
画
の
な
か
か
ら

探
す
の
も
一
興
だ
ろ
う
。ガ
ス
灯
に
つ

い
て
は
、そ
の
名
を
タ
イ
ト
ル
に
し
た「
ガ

ス
燈
」（
ジ
ョ
ー
ジ
・
キ
ュ
ー
カ
ー
監
督
）が
ベ
ス
ト
だ
。
一

九
三
〇
年
代
の
イ
ギ
リ
ス
風
物
な
ら
「
三
十
九
夜
」

（
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
ヒ
ッ
チ
コ
ッ
ク
監
督
）が
お
す
す
め
で

あ
る
。こ
の
映
画
で
は
、ロ
ン
ド
ン
や
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
は

も
う
電
球
の
時
代
に
入
っ
て
い
る
。し
か
し
、主
人
公

が
、迫
力
満
点
の
蒸
気
機
関
車
に
牽
引
さ
れ
た
鉄
道

で
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
行
き
、田
舎
を
転
々
と
逃
げ
の

び
る
と
、オ
イ
ル
・
ラ
ン
プ
、暖
炉
、ろ
う
そ
く
な
ど
が

次
々
に
現
れ
、な
る
ほ
ど
こ
ん
な
時
代
も
あ
っ
た
か
と

思
わ
せ
る
。
連
れ
の
女
が
、濡
れ
た
靴
下
を
ぬ
い
で
、

暖
炉
で
乾
か
す
と
こ
ろ
な
ど
、こ
う
こ
な
く
て
は
い
け

な
い
。�

　
こ
の
映
画
に
は
濡
場
は
な
い
し
、濡
場
と
照
明
の

関
係
の
解
説
な
ど
ぼ
く
の
能
力
を
こ
え
る
問
題
だ
が
、

古
い
映
画
通
な
ら
ば
、火
と
し
て
の
灯
り
が
濡
場
に

は
不
可
欠
だ
と
い
う
例
を
き
っ
と
い
く
ら
で
も
思
い

だ
す
に
ち
が
い
な
い
。�

�

ぬ
れ  

ば�
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