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の
設
計
を
建
築
家
・
谷
口
吉
郎
氏
が
手
掛
け
た
こ
と
も

小
山
氏
の
著
書
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

　
「
文
学
作
品
で
自
然
災
害
が
描
か
れ
た
場
面
を
読
ん

で
い
く
と
、
そ
の
文
章
の
見
事
な
描
写
力
に
よ
っ
て
、

災
害
の
こ
と
が
深
く
心
に
残
る
。
も
し
読
者
が
災
害
に

遭
遇
し
た
時
に
、
印
象
深
い
文
章
の
記
憶
が
、
そ
の
人

の
生
死
を
分
け
る
か
も
し
れ
な
い
」。
文
学
作
品
か
ら

災
害
の
姿
に
迫
る
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
、
小
山
氏
は

そ
う
持
論
を
書
い
て
い
る
。

鴨
長
明「
方
丈
記
」の
五
大
災
厄

　

災
害
を
扱
っ
た
日
本
の
文
学
作
品
の
中
で
も
、「
初

め
て
の
災
害
文
学
」
と
評
さ
れ
る
の
が
鴨
長
明
の
『
方

丈
記
』
で
あ
る
。

＜

ゆ
く
河
の
な
が
れ
は
絶
え
ず
し
て
、
し
か
も
、
も
と

の
水
に
あ
ら
ず
。＞

　

こ
の
流
れ
る
よ
う
に
き
れ
い
な
文
体
の
書
き
出
し
で

知
ら
れ
る
方
丈
記
に
は
、
大
地
震
、
大
火
、
辻
風
（
竜

巻
）、
飢
饉
、
政
変
な
ど
、
京
の
都
に
起
き
た
い
く
つ
も

の
大
災
難
が
綴
ら
れ
て
い
る
。
中
世
日
本
文
学
の
研
究

者
で
、Ｎ
Ｈ
Ｋ
カ
ル
チ
ャ
ー
ラ
ジ
オ
「『
鴨
長
明
と
方
丈

記
』　

波
乱
の
生
涯
を
追
う
」
の
講
師
も
務
め
た
浅
見

和
彦
成
蹊
大
学
名
誉
教
授
は
、
そ
う
し
た
惨
事
の
「
実

情
と
実
態
を
つ
ぶ
さ
に
調
べ
上
げ
、
そ
の
深
刻
な
被
害

を
書
き
と
ど
め
た
」
作
品
で
あ
る
と
解
説
す
る
（
浅
見
和

彦
校
訂
・
訳
『
方
丈
記
』
筑
摩
書
房
よ
り
）。

過
去
の
教
訓
を
生
か
す
に
し
て
も
一
〇
〇
〇
年
オ
ー
ダ

ー
の
視
野
で
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
、
多
く

の
犠
牲
を
出
し
た
東
日
本
大
震
災
で
大
き
な
課
題
と
し

て
突
き
つ
け
ら
れ
た
格
好
だ
。

　

と
は
い
え
、
そ
れ
ほ
ど
長
い
時
系
列
で
災
害
の
恐
ろ

し
さ
を
振
り
返
り
、
ま
た
伝
承
し
て
い
く
に
は
ど
う
す

れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
に
一
つ
の
答
え
を

与
え
て
く
れ
て
い
る
の
が
文
学
作
品
で
あ
ろ
う
。
日
本

に
は
地
震
、
噴
火
、
水
害
な
ど
の
自
然
災
害
や
火
事
な

ど
の
災
難
に
つ
い
て
綴
ら
れ
た
多
く
の
文
学
作
品
が
あ

る
。
遠
く
は
古
代
、
中
世
の
時
代
に
遡
り
、
地
震
の
揺

れ
方
や
被
害
の
状
況
、
天
変
地
異
に
お
の
の
く
住
民
の

様
子
な
ど
が
克
明
に
記
さ
れ
、
災
害
史
の
観
点
か
ら
も

貴
重
な
研
究
資
料
と
言
え
る
。

永
井
荷
風
が「
震
災
」に
込
め
た
心
情

　

二
〇
一
五
年
十
一
月
に
出
版
さ
れ
た
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス

　

方
丈
記
に
書
か
れ
た
五
大
災
厄
は
「
安
元
の
大
火
」

（
一
一
七
七
年
）、「
治
承
の
辻
風
」（
一
一
八
〇
年
）、

「
福
原
へ
の
遷
都
」（
一
一
八
〇
年
）、「
養
和
の
飢
饉
」

（
一
一
八
二
〜
八
三
年
）、「
元
暦
の
大
地
震
」（
一
一
八 

五
年
）。

　

当
時
、
平
安
京
の
三
分
の
一
が
焼
失
し
た
安
元
の
大

火
の
発
生
か
ら
、
わ
ず
か
一
〇
年
に
も
満
た
な
い
間
に

竜
巻
や
二
度
の
巨
大
地
震
、
そ
し
て
飢
饉
な
ど
の
災
難

に
相
次
い
で
見
舞
わ
れ
、
京
の
都
は
大
き
く
荒
廃
し
て

し
ま
う
。

＜

…
…
お
び
た
た
し
く
大
地
震
振
る
こ
と
侍
り
き
。
そ

の
さ
ま
、
世
の
常
な
ら
ず
。
山
は
く
づ
れ
て
、
河
を
う

づ
み
、
海
は
か
た
ぶ
き
て
、
陸
地
を
ひ
た
せ
り
。
土
裂

け
て
、
水
湧
き
い
で
、
い
は
ほ
割
れ
て
、
谷
に
ま
ろ
び

い
る
。（
略
）＞

　

一
一
八
五
年
七
月
九
日
の
正
午
頃
に
発
生
し
た
「
元

暦
の
大
地
震
」。
長
明
の
描
写
か
ら
、
い
つ
も
と
は
異
な

る
巨
大
地
震
が
起
こ
り
、
山
は
崩
れ
て
河
を
埋
め
、
地

面
か
ら
は
水
が
湧
き
出
て
い
る
被
害
の
状
況
が
目
に
浮

か
ぶ
。

　

さ
ら
に
、
方
丈
記
に
は
本
震
後
に
三
カ
月
ほ
ど
続
い

た
余
震
活
動
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
が
よ

く
分
か
る
描
写
も
あ
る
。

時
間
の
経
過
で
薄
れ
る
意
識

　

平
安
時
代
か
ら
鎌
倉
時
代
へ
と
激
動
の
時
期
に
生
き

ト
・
小
山
鉄
郎
氏
の
著
書
『
大
変
を
生
き
る　

日
本
の

災
害
と
文
学
』（
作
品
社
）
は
、
文
学
作
品
か
ら
日
本
人

と
災
害
に
つ
い
て
読
み
解
く
こ
と
を
試
み
た
秀
作
で
あ

り
、
富
士
山
の
宝
永
大
噴
火
、
安
政
地
震
、
関
東
大
震

災
、
三
陸
地
震
津
波
な
ど
の
災
害
と
、
そ
れ
を
作
品
に

残
し
た
文
学
者
た
ち
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
の
中
の
「
投
込
寺
の
永
井
荷
風
『
震
災
』
碑
」
と

題
し
た
一
項
で
は
、
永
井
荷
風
の
詩
集
『
偏
奇
館
吟
草
』

か
ら
「
震
災
」
と
題
が
付
け
ら
れ
た
詩
に
ス
ポ
ッ
ト
を

当
て
て
い
る
。
関
東
大
震
災
で
東
京
が
焼
か
れ
て
し
ま

っ
た
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
ま
で
の
価
値
ま
で
も
消
え
て

し
ま
い
、
自
分
に
は
そ
の
世
が
理
解
で
き
な
い
と
い
う

心
情
を
表
し
て
い
る
詩
だ
。
こ
の
詩
碑
が
東
京
・
南
千

住
の
浄
閑
寺
に
あ
る
。
こ
こ
は
「
安
政
の
大
地
震
」（
一 

八
五
五
年
）
で
死
ん
だ
多
く
の
遊
女
が
投
げ
込
ま
れ
た

寺
と
し
て
知
ら
れ
、
遊
女
た
ち
を
供
養
す
る
「
新
吉
原

総
霊
塔
」
の
近
く
に
荷
風
の
詩
碑
が
立
つ
。
こ
の
詩
碑

た
歌
人
、
随
筆
家
と
し
て
知
ら
れ
る
長
明
は
、
類
い
希

な
る
マ
ル
チ
な
才
能
を
持
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
。
浅
見

氏
に
よ
る
と
、
例
え
ば
安
元
の
大
火
で
焼
失
し
た
面
積

や
治
承
の
辻
風
が
残
し
た
痕
跡
を
実
際
に
歩
い
て
調
査

し
た
可
能
性
が
あ
る
ほ
か
、
新
し
い
都
で
あ
る
福
原
京

の
建
設
で
何
か
し
ら
の
任
務
に
就
い
て
い
た
と
も
考
え

ら
れ
る
な
ど
、
長
明
は
「
土
木
、
建
築
、
設
計
と
い
っ

た
こ
と
に
た
け
て
い
る
人
間
で
あ
っ
た
」
と
考
察
で
き

る
と
い
う
。

　

方
丈
記
を
著
し
た
「
方
丈
庵
」
の
建
築
構
造
も
自
ら

考
案
し
た
も
の
で
、
い
つ
で
も
解
体
し
て
移
動
で
き
る
、

今
で
い
う
プ
レ
ハ
ブ
の
住
宅
に
他
な
ら
な
い
。

＜

（
略
）
す
な
は
ち
は
、
人
み
な
あ
ぢ
き
な
き
事
を
の
べ

て
、
い
さ
さ
か
、
心
の
濁
り
も
う
す
ら
ぐ
と
見
え
し
か

ど
、
月
日
重
な
り
、
年
経
に
し
後
は
、
言
葉
に
か
け
て

言
ひ
い
ず
る
人
だ
に
な
し
。＞

　

浅
見
氏
は
著
書
で
、
方
丈
記
に
あ
る
こ
の
部
分
を

「
当
座
は
、
人
々
す
べ
て
こ
の
世
の
む
な
し
さ
を
述
べ

て
、
少
し
は
心
の
濁
り
も
薄
ま
る
か
と
も
見
え
た
け
れ

ど
、
月
日
が
重
な
り
、
年
が
経
っ
た
後
で
は
、
口
に
出

し
て
い
う
人
さ
え
い
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
」
と
訳
し

て
い
る
。

　

大
災
難
が
続
い
た
方
丈
記
の
時
代
で
す
ら
、
災
害
が

起
き
て
し
ば
ら
く
す
る
と
、
そ
の
こ
と
が
人
々
の
意
識

か
ら
薄
れ
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
方
丈
記
と
い
う
文

学
作
品
が
伝
え
る
一
つ
の
大
き
な
教
訓
で
あ
ろ
う
。

然
災
害
が
頻
発
す
る
日
本
で
、
過
去
に
起
き
た

災
害
を
ど
う
後
世
へ
と
伝
え
て
い
く
か
は
重
要

自な課題
で
あ
る
。
近
代
科
学
が
発
達
し
て
い
る
現
在
、

国
や
地
方
自
治
体
な
ど
公
的
な
機
関
だ
け
で
な
く
、
土

木
、
建
築
、
地
震
と
い
っ
た
分
野
ご
と
に
組
織
さ
れ
て

い
る
学
術
団
体
、
研
究
機
関
が
行
う
調
査
が
貴
重
な
知

見
を
得
る
の
に
欠
か
せ
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

だ
が
、
そ
う
し
た
成
果
が
構
造
物
の
基
準
や
制
度
に
反

映
さ
れ
て
い
く
に
し
て
も
、
国
民
が
日
常
生
活
の
中
で
、

過
去
に
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で
起
き
た
災
害
を
貴
重
な
教

訓
と
し
て
十
分
に
生
か
し
て
き
た
と
は
必
ず
し
も
言
え

な
い
の
が
現
実
で
あ
ろ
う
。

　

例
え
ば
二
〇
一
一
年
三
月
十
一
日
の
東
日
本
大
震
災

後
、
こ
の
巨
大
地
震
で
発
生
し
た
津
波
が
、
平
安
時
代

に
同
じ
く
三
陸
沖
を
襲
っ
た
「
貞
観
地
震
」（
八
六
九

年
、
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
八
・
三
）
の
津
波
に
匹
敵
す
る
も

の
で
あ
っ
た
こ
と
が
大
き
く
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
た
。

自
然
災
害
が
綴
ら
れ
た
文
学
作
品
は

貴
重
な
教
訓
を
伝
え
る
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