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　「
日
本
建
築
」
の
祖

　
　
　
　
辰
野
金
吾
（
後
編
）

　

明
治
十
三
年
（
一
八
八
〇
）、
工
学
寮
を
首
席
で

卒
業
し
た
辰
野
金
吾
は
、
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
や

イ
タ
リ
ア
を
巡
り
、
そ
の
三
年
間
の
留
学
を
通
じ
て

建
築
家
と
し
て
の
土
台
を
築
き
、
日
本
独
自
の
建
築

と
い
う
分
野
を
確
立
す
べ
く
模
索
し
て
い
た
と
前
回

述
べ
た
。

　

近
年
「
辰
野
金
吾
滞
欧
野
帳
」
な
る
記
録
が
発
見

さ
れ
、
金
吾
が
こ
の
三
年
間
の
留
学
の
中
で
、
何
を

観
て
、
何
を
学
ん
で
い
た
か
の
一
端
が
知
ら
れ
る
こ

と
と
な
っ
た
。
こ
の
史
料
は
金
吾
が
留
学
を
進
め
て

い
く
中
で
、
目
に
し
た
建
築
物
の
ス
ケ
ッ
チ
な
ど
が

描
か
れ
て
い
る
が
、
金
吾
が
さ
ま
ざ
ま
な
建
築
に
関

心
を
抱
き
、
一
つ
の
様
式
に
固
執
せ
ず
、
柔
軟
な
姿

勢
を
も
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
様
式
・
用
途
の
建
築
を
観

て
回
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
と
い
う
。
金
吾
の
師
コ
ン

ド
ル
は
イ
ギ
リ
ス
の
建
築
家
で
あ
り
、
そ
の
も
と
で

学
び
イ
ギ
リ
ス
に
留
学
し
た
金
吾
も
そ
の
影
響
を
受

け
、
後
年
手
が
け
た
旧
台
湾
総
督
府
庁
舎
（
現
台
湾

総
督
府
）
に
代
表
さ
れ
る
「
辰
野
式
建
築
」
様
式

や
、
東
京
駅
に
も
そ
う
し
た
イ
ギ
リ
ス
建
築
の
影
響

が
色
濃
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
そ
の
一
方

で
、「
辰
野
金
吾
滞
欧
野
帳
」
に
残
さ
れ
た
ス
ケ
ッ

チ
か
ら
は
、
金
吾
の
イ
タ
リ
ア
建
築
へ
の
関
心
の
高

さ
も
う
か
が
え
る
と
い
う
。
イ
タ
リ
ア
の
建
築
は
、

絵
画
や
彫
刻
な
ど
の
装
飾
が
建
築
に
溶
け
込
ん
で
一

体
を
な
し
て
お
り
、
金
吾
は
建
築
は
建
築
だ
け
で
成

り
立
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
装
飾
が
不
可
欠
で
あ

る
こ
と
、
そ
れ
こ
そ
が
今
後
の
日
本
の
建
築
に
必
要

で
あ
る
と
理
解
し
た
よ
う
で
あ
る
。
金
吾
は
帰
国
後
、

美
術
と
し
て
の
建
築
に
も
注
目
し
、
当
時
同
じ
よ
う

に
イ
タ
リ
ア
で
学
ん
だ
、
新
進
の
画
家
や
彫
刻
家
と

交
流
し
、
そ
れ
ら
の
美
術
家
が
中
心
と
な
っ
て
組
織

さ
れ
た
明
治
美
術
会
に
入
会
し
て
い
る
。
西
洋
の
文

物
が
導
入
さ
れ
、
絵
画
、
彫
刻
、
建
築
（
当
時
は
造

家
と
よ
ば
れ
た
）
の
各
部
門
は
そ
れ
ぞ
れ
が
確
固
た

る
部
門
と
し
て
成
立
し
つ
つ
あ
っ
た
が
、
三
者
を
一

体
の
も
の
と
し
て
い
た
イ
タ
リ
ア
を
手
本
と
し
て
、

日
本
近
代
の
美
術
や
建
築
を
築
こ
う
と
す
る
運
動
に

身
を
投
じ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
よ
う
な
金
吾
の
イ
タ
リ
ア
で
の
体
験
が
大
き

く
反
映
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
建
築
が
、
帰
国
直
後
に

設
計
し
た「
銀
行
集
会
所
」や「
渋
沢
栄
一
邸
」で
あ
っ

た
。
渋
沢
栄
一
は
日
本
資
本
主
義
の
父
と
も
い
わ
れ

る
幕
末
か
ら
大
正
初
期
の
実
業
家
で
、
第
一
国
立
銀

行
や
東
京
証
券
取
引
所
な
ど
と
い
っ
た
多
種
多
様
な

企
業
の
設
立
、
経
営
に
関
わ
っ
た
人
物
で
あ
る
。
渋

沢
は
明
治
十
七
年（
一
八
八
四
）に
銀
行
集
会
所（
現

東
京
銀
行
協
会
）
の
設
計
を
新
進
気
鋭
の
辰
野
金
吾

に
依
頼
し
た
。
こ
の
建
物
は
金
吾
の
処
女
作
と
な
り
、

世
に
出
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。
以
降
、
明
治
二
十

一
年
（
一
八
八
八
）
の
渋
沢
自
身
の
邸
宅
も
含
め
、

渋
沢
が
関
係
す
る
銀
行
や
会
社
の
建
物
の
設
計
の
多

く
を
金
吾
が
手
掛
け
、
前
回
触
れ
た
代
表
的
な
建
物

で
あ
る
日
本
銀
行
本
店
も
、
渋
沢
の
斡
旋
に
よ
る
も

の
で
あ
っ
た
。
こ
の
建
設
工
事
で
金
吾
は
、
本
店
を

建
築
す
る
地
盤
が
悪
い
の
で
、
基
礎
工
事
で
地
下
を

通
常
よ
り
五
〜
六
尺
下
げ
る
こ
と
を
主
張
し
、
経
費

を
抑
え
た
い
渋
沢
と
衝
突
し
た
と
い
う
。
金
吾
は
基

礎
に
金
を
惜
し
む
く
ら
い
な
ら
建
築
を
や
め
た
方
が

い
い
と
主
張
し
、
す
ぐ
に
渋
沢
も
了
解
し
た
と
い
う
。

さ
ら
に
明
治
三
十
六
年
（
一
九
〇
三
）、
金
吾
が
東

京
駅
設
計
の
総
責
任
者
と
な
っ
た
の
も
、
後
藤
新
平

や
佐
賀
時
代
の
師
で
あ
る
高
橋
是
清
ら
と
と
も
に
渋

沢
栄
一
の
後
押
し
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
明
治
の

中
頃
か
ら
日
本
の
経
済
の
中
心
は
丸
の
内
に
移
っ
て

い
く
が
、
そ
の
街
作
り
の
多
く
は
金
吾
の
建
築
家
と

し
て
の
技
量
を
評
価
し
た
渋
沢
栄
一
と
、
渋
沢
の
ビ

ジ
ネ
ス
街
構
想
に
賛
同
し
た
辰
野
金
吾
に
よ
っ
て
達

成
さ
れ
た
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、大
正
三
年
（
一
九
一
四
）
五
月
に
「
法

華
会
」
と
い
う
在
家
主
導
の
法
華
信
仰
グ
ル
ー
プ
が

結
成
さ
れ
た
が
、
こ
の
「
法
華
会
」
の
発
起
者
と
し

て
辰
野
金
吾
も
名
を
連
ね
た
。
こ
の
会
は
当
時
の
東

京
帝
国
大
学
教
授
で
あ
っ
た
山や
ま
だ田

三さ
ぶ
ろ
う良

を
中
心
に
創

設
さ
れ
、
法
華
経
の
教
義
と
日
蓮
聖
人
の
主
張
を
当

時
の
社
会
に
広
め
る
こ
と
を
目
的
に
、
文
筆
と
言
論

に
よ
る
活
動
を
提
唱
し
た
会
で
あ
る
。
金
吾
は
当
時

各
界
で
活
躍
し
て
い
た
人
物
と
と
も
に
法
華
信
仰
を

深
め
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
会
を
起
し

た
山
田
三
良
と
法
華
経
・
日
蓮
聖
人
と
の
出
会
い
の

き
っ
か
け
は
夫
人
の
繁
子
に
あ
る
と
い

わ
れ
る
が
、
こ
の
繁
子
夫
人
は
伊
豆
韮

山
の
江
川
家
の
出
身
で
、
金
吾
の
長
男

で
東
京
大
学
仏
文
科
の
教
授
と
な
る

隆ゆ
た
かの

妻
の
姉
に
あ
た
る
。

　

金
吾
は
亡
く
な
る
ま
で
赤
坂
に
居
を

構
え
て
い
た
。
家
族
は
妻
の
秀
子
、
長

男
隆
の
ほ
か
息
子
二
人
、
娘
一
人
に
恵

ま
れ
た
。
金
吾
は
本
郷
の
大
学
ま
で
人

力
車
で
通
っ
て
い
た
が
、
せ
っ
か
ち
で

他
人
の
車
に
追
い
抜
か
れ
る
と
か
ん

し
ゃ
く
を
起
こ
し
た
と
い
う
。
ま
た
隆
に
は
「
う
ち

は
そ
ん
な
頭
の
い
い
家
系
じ
ゃ
な
い
か
ら
勉
強
し
な

く
て
は
い
か
ん
」
と
言
い
、
家
で
は
カ
ミ
ナ
リ
親
父

で
怖
か
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、
土
俵
が
庭
に
あ
っ
た

ほ
ど
の
相
撲
好
き
は
有
名
で
、
明
治
四
十
二
年
（
一

九
〇
九
）
両
国
国
技
館
を
設
計
し
、
斬
新
な
初
め
て

の
ド
ー
ム
建
築
が
計
算
通
り
に
完
成
し
た
際
に
は
、

一
人
土
俵
の
上
で
万
歳
を
し
た
と
い
う
。

　

大
正
八
年
（
一
九
一
九
）
三
月
二
十
五
日
、
辰
野

金
吾
は
ス
ペ
イ
ン
風
邪
に
罹
り
、
六
十
六
歳
で
そ
の

生
涯
を
閉
じ
る
。
最
期
の
時
を
迎
え
た
金
吾
の
姿
を

記
し
た
隆
の
「
終
焉
の
記
」
に
は
、
臨
終
の
時
に

臨
ん
で
家
中
の
者
を
集
め
、
病
身
の
半
身
を
起
こ

し
、
四
十
年
連
れ
添
っ
た
妻
を
「
実
に
汝
は
善
き
妻

な
り
き
、
善
き
母
な
り
き
」
と
讃
え
、
子
、
孫
、
友

人
、
医
師
、
使
用
人
一
人
一
人
に
感
謝
の
言
葉
を
述

べ
た
と
い
う
。
そ
し
て
双
手
を
か
ざ
し
て
万
歳
を
連

呼
し
た
と
い
う
。
明
治
の
近
代
化
と
い
う
時
代
の
中

で
、
建
築
と
い
う
分
野
に
身
を
投
じ
、
多
く
の
実
績

を
残
し
た
辰
野
金
吾
の
人
生
は
、
多
方
面
に
わ
た
る

人
々
と
の
「
縁
」
に
よ
っ
て
彩
ら
れ
て
い
る
。
金
吾

自
身
の
「
縁
を
大
切
に
す
る
」
と
い
う
強
い
思
い
が

凝
縮
さ
れ
て
、
臨
終
の
姿
に
表
れ
て
い
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

連
　
載

第
44
回

金
吾
と
妻
秀
子
の
墓
碑
。
金
吾
は
当
山
三
十
六
世
柴
田
一
能
師
と
の
縁

か
ら
立
正
大
学
の
講
堂
や
常
円
寺
書
院
の
設
計
に
も
関
わ
っ
て
い
る
。




