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世
田
谷
の
建
物
保
存
と
生
か
し
方

　
旧
尾
崎
行
雄
邸
、
旧
小
坂
家
住
宅
、
旧
山
田
家
住
宅
、
旧
清
水
家
住
宅
書
院
を
事
例
と
し
て

　

神
奈
川
育
ち
の
私
が
世
田
谷
区
に
住
む
よ
う
に
な
っ
た
の
は
一
九
九
七
年
。
男
女

雇
用
機
会
均
等
法
世
代
の
一
期
生
と
し
て
仕
事
に
ま
い
進
、
い
や
単
に
縁
遠
か
っ
た

か
ら
独
身
の
ま
ま
三
十
代
に
突
入
し
、（
も
っ
と
通
勤
時
間
が
短
け
れ
ば
あ
と
一
時
間

眠
れ
る
の
に
）
と
い
う
生
理
的
欲
求
か
ら
小
田
急
線
を
遡
っ
て
海
老
名
市
か
ら
世
田

谷
に
来
た
の
で
す
。
女
性
は
結
婚
す
る
ま
で
親
元
か
ら
の
通
勤
が
望
ま
し
い
と
す
る

当
時
の
丸
の
内
の
掟
へ
の
、
ち
ょ
っ
と
し
た
反
逆
で
も
あ
っ
た
。

　

決
め
た
の
は
豪
徳
寺
駅
か
ら
走
れ
ば
３
分
の
道
の
突
き
当
り
に
あ
る
、
白
い
タ
イ

ル
張
り
の
中
古
マ
ン
シ
ョ
ン
。
４
階
の
窓
か
ら
は
遠
く
東
京
タ
ワ
ー
や
不
忍
池
の
法

華
倶
楽
部
、
レ
イ
ン
ボ
ー
ブ
リ
ッ
ジ
が
見
え
る
小
さ
く
贅
沢
な
東
京
。
週
末
に
な
れ

ば
北
沢
の
緑
道
や
豪
徳
寺
に
散
歩
す
る
だ
け
で
も
楽
し
い
街
だ
っ
た
。

　

結
婚
し
て
も
長
く
そ
の
周
辺
に
住
み
た
か
っ
た
の
だ
が
、「
子
育
て
に
よ
さ
そ
う
」

と
夫
の
希
望
で
、
新
し
い
家
族
を
お
腹
に
抱
え
成
城
に
転
居
。
成
城
と
い
う
と
、
芸

能
人
や
文
化
人
が
多
く
住
む
駅
近
の
邸
宅
を
想
像
す
る
人
が
多
い
だ
ろ
う
が
、
私
た

ち
が
選
ん
だ
の
は
世
田
谷
の
国
分
寺
崖
線
の
下
、
神
明
の
森
と
野
川
に
挟
ま
れ
た
エ

リ
ア
だ
っ
た
。
遊
び
に
来
る
人
５
人
に
３
人
が
「
軽
井
沢
み
た
い
」
と
言
う
よ
う
な

と
こ
ろ
で
す
。（
残
り
の
２
人
は
、
東
京
二
十
三
区
と
は
思
え
な
い
と
言
っ
た
）

　

一
人
暮
ら
し
の
頃
と
違
い
、
子
育
て
を
し
な
が
ら
の
暮
ら
し
は
近
隣
と
の
お
付
き

合
い
が
格
段
に
濃
く
な
る
。
ご
年
配
の
方
と
ち
ょ
っ
と
話
を
す
る
機
会
が
あ
れ
ば
、「
三

菱
銀
行
の
裏
に
は
ら
い
て
う
さ
ん
の
家
が
あ
っ
た
」
と
か
「
あ
そ
こ
の
洋
館
に
は
山

田
耕
筰
さ
ん
が
い
ら
し
た
」
と
か
、
日
本
の
近
現
代
史
に
タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
す
る
。

こ
の
原
稿
を
書
い
て
い
る
私
の
事
務
所
も
、
隣
の
マ
ン
シ
ョ
ン
は
水
上
勉
氏
の
居
宅

跡
地
と
い
う
こ
と
で
す
（
そ
れ
が
売
り
文
句
に
な
る
か
わ
か
ら
な
い
が
）。

　

世
田
谷
区
は
長
野
県
出
身
者
が
多
い
気
が
す
る
の
は
気
の
せ
い
だ
ろ
う
か
。
親
の

代
か
ら
住
ん
で
い
る
人
は
別
荘
が
あ
る
人
も
多
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
実
際
家
族

旅
行
で
軽
井
沢
に
行
く
と
、
学
校
友
達
に
、
先
生
に
、
塾
の
友
達
に
会
う
こ
と
会
う

こ
と
。
神
奈
川
育
ち
の
自
分
と
し
て
は
、
夏
の
旅
行
先
は
箱
根
か
鎌
倉
だ
っ
た
も
の

だ
が
、
最
近
は
神
奈
川
近
郊
で
は
避
暑
に
な
ら
な
い
。
気
づ
け
ば
毎
年
軽
井
沢
の
、

気
心
の
知
れ
た
小
ホ
テ
ル
で
夏
の
休
暇
を
過
ご
す
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
朝
は
高
原

牛
乳
を
飲
む
た
め
に
旧
軽
に
自
転
車
を
飛
ば
す
。
息
子
が
野
菜
好
き
に
な
っ
た
の
は

新
鮮
で
味
の
濃
い
軽
井
沢
の
高
原
野
菜
の
お
か
げ
だ
と
思
っ
て
い
る
。

　

軽
井
沢
と
世
田
谷
は
、
田
園
生
活
を
し
た
い
都
会
人
が
集
ま
る
場
所
、
と
い
う
点

で
似
て
い
る
の
だ
と
思
う
。
い
や
い
や
、
交
通
が
今
ほ
ど
便
利
で
は
な
か
っ
た
昔
は
、

世
田
谷
こ
そ
が
麻
布
や
渋
谷
な
ど
お
屋
敷
町
に
住
む
人
々
の
週
末
の
別
荘
地
だ
っ
た

の
だ
。
だ
っ
た
ら
本
格
的
に
地
方
都
市
に
住
め
ば
よ
い
の
だ
が
、
文
化
の
香
り
も
外

せ
な
い
。
緑
に
埋
も
れ
て
家
庭
菜
園
や
釣
り
も
や
る
が
、
住
ま
い
は
洋
風
建
築
、
町

内
に
は
フ
レ
ン
チ
レ
ス
ト
ラ
ン
や
音
楽
ホ
ー
ル
も
あ
る
の
で
お
し
ゃ
れ
を
し
て
出
か

け
る
機
会
も
あ
る
…
そ
ん
な
複
合
的
な
田
園
生
活
が
理
想
な
の
だ
。
わ
が
ま
ま
な
よ

う
で
す
が
、
私
の
知
る
限
り
欧
米
人
、
特
に
イ
ギ
リ
ス
人
は
こ
の
志
向
が
強
い
。 

ト
ラ
ス
ト
活
動
が
イ
ギ
リ
ス
が
発
祥
の
地
で
あ
る
こ
と
も
そ
の
一
端
で
し
ょ
う
。
ち

な
み
に
イ
ギ
リ
ス
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ト
ラ
ス
ト
活
動
の
発
起
人
の
一
人
が
、
ピ
ー
タ
ー
・

磯
田
　
久
美
子
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ラ
ビ
ッ
ト
の
画
家
、
ポ
ッ
タ
ー
夫
人
だ
と
い
う
こ
と
。
某
信
託
銀
行
（trust bank

）

の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
ピ
ー
タ
ー
・
ラ
ビ
ッ
ト
な
の
はtrust

つ
な
が
り
な
の
だ
ろ
う
と

勝
手
に
推
論
し
て
い
ま
す
。

　

そ
う
し
た
政
財
界
人
、
文
化
人
が
贅
を
尽
く
し
て
創
っ
た
モ
ダ
ン
な
洋
館
や
、
重

厚
な
日
本
家
屋
が
百
年
余
り
の
時
を
経
て
、
保
存
す
る
か
ど
う
か
の
選
択
を
迫
ら
れ

て
い
る
。

　

私
が
当
軽
井
沢
文
化
保
存
会
の
活
動
を
知
っ
た
の
も
、
二
〇
一
九
年
の
夏
、
軽
井

沢
に
滞
在
中
に
立
ち
寄
っ
た
三
井
三
郎
助
別
荘
の
保
存
活
動
だ
っ
た
。
多
く
の
方
が

保
存
と
利
活
用
に
つ
い
て
知
恵
を
絞
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
惜
し
く
も
不
動
産
会

社
の
手
に
渡
り
解
体
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
の
こ
と
。
明
治
維
新
後
一
五
〇
年
、
実
は

全
国
各
地
で
こ
の
よ
う
な
問
題
が
起
き
て
い
る
。
日
本
の
住
居
は
た
い
て
い
木
造
建

築
で
あ
り
、
ま
た
地
震
国
で
あ
る
た
め
シ
ロ
ア
リ
被
害
と
耐
震
性
が
ネ
ッ
ク
と
な
る
。

配
管
工
事
な
ど
を
含
め
改
修
す
る
な
ら
「
新
築
で
建
て
た
方
が
よ
ほ
ど
安
く
て
住
み

心
地
が
よ
い
」
こ
と
も
多
い
。
年
月
を
経
て
地
価
が
上
が
っ
て
い
れ
ば
、
土
地
の
ほ

う
に
取
引
価
値
が
あ
る
た
め
上
物
を
保
存
す
る
場
合
に
所
有
者
ゆ
か
り
の
地
に
移
築

し
た
り
も
す
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
建
物
保
存
は
、
所
有
者
か
ら
保
存
団
体
に
寄
付
さ
れ

る
こ
と
が
多
い
の
で
成
り
立
つ
そ
う
だ
が
、
日
本
で
は
、
所
有
者
が
亡
く
な
る
と
相

続
の
問
題
か
ら
売
却
せ
ざ
る
を
得
ず
、
更
地
に
し
て
新
築
物
件
と
な
る
話
を
よ
く
聞

く
。
い
く
ら
地
元
に
愛
さ
れ
て
き
た
建
物
で
も
、
不
動
産
は
所
有
者
の
も
の
な
の
だ

と
痛
感
す
る
。

　

と
は
い
え
、
区
議
会
議
員
を
務
め
る
よ
う
に
な
っ
て
知
り
得
た
世
田
谷
区
で
保
存
、

活
用
で
き
て
い
る
例
を
い
く
つ
か
挙
げ
て
み
よ
う
。

〇
旧
山
田
家
住
宅
（
世
田
谷
区
成
城
４
丁
目
）

　

成
城
の
西
側
、
国
分
寺
崖
線
上
に
あ
り
か
つ
て
は
富
士
山
を
見
渡
せ
、
現
在
は
成

城
み
つ
池
緑
地
の
木
々
に
囲
ま
れ
た（
木
が
育
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
）二
階
建
て
洋
館
。

昭
和
十
二
年
頃
、
実
業
家
楢
崎
定
吉
が
ア
メ
リ
カ
で
居
住
し
た
住
宅
の
影
響
を
受
け

て
建
築
し
た
。
昭
和
三
十
六
年
に
画
家
山
田
盛
隆
が
購
入
、
平
成
二
十
八
年
に
世
田

谷
区
が
譲
り
受
け
区
指
定
有
形
文
化
財
と
し
、
一
般
公
開
し
て
い
る
。

　

も
う
少
し
具
体
的
に
書
く
と
、
建
物
は
寄
贈
、
土
地
は
区
が
購
入
。
成
城
み
つ
池

緑
地
保
全
地
区
を
山
田
邸
ま
で
拡
大
す
る
か
た
ち
で
購
入
に
は
国
な
ど
か
ら
の
補
助

金
も
得
て
い
る
。
公
開
に
先
立
っ
て
は
調
査
・
改
修
を
行
い
主
に
耐
震
化
工
事
な
ど

で
一
．
四
億
円
を
拠
出
し
た
。
改
修
工
事
の
概
要
は
館
内
で
ビ
デ
オ
視
聴
す
る
こ
と

が
で
き
、
一
般
に
も
わ
か
り
や
す
く
興
味
深
い
映
像
資
料
と
な
っ
て
い
る
。
建
物
と

庭
園
を
無
料
で
公
開
す
る
ほ
か
地
域
の
方
々
を
対
象
と
し
た
イ
ベ
ン
ト
な
ど
に
も
活

用
さ
れ
、
年
間
八
千
二
百
人
あ
ま
り
の
来
園
者
が
あ
る
。
入
場
料
で
工
事
費
を
回
収

す
る
タ
イ
プ
で
は
な
い
が
、
古
き
佳
き
成
城
の
面
影
や
当
時
の
生
活
・
文
化
を
後
世

に
伝
え
る
役
割
、
建
築
資
料
、
区
民
の
憩
い
の
場
と
し
て
も
、
利
活
用
の
成
功
例
と

言
え
る
だ
ろ
う
。

〇
旧
小
坂
家
住
宅
（
瀬
田
４
丁
目
）

　

成
城
の
山
田
邸
と
同
じ
く
国
分
寺
崖
線
沿
い
の
岡
本
、
瀬
田
、
上
野
毛
に
続
く
地

域
は
、
か
つ
て
、
都
心
に
住
む
華
族
や
政
財
界
人
の
別
邸
が
多
く
建
て
ら
れ
た
エ
リ

ア
だ
っ
た
が
現
存
す
る
の
は
こ
の
小
坂
家
住
宅
の
み
と
さ
れ
る
。
こ
の
屋
敷
を
建
築

し
た
小
坂
順
造
は
信
濃
銀
行
頭
取
、
信
濃
毎
日
新
聞
社
長
を
歴
任
し
た
人
物
（
と
な

る
と
軽
井
沢
に
も
ご
縁
が
あ
り
そ
う
だ
が
、
如
何
だ
ろ
う
か
）、
後
に
衆
議
院
議
員
、

貴
族
院
議
員
を
務
め
た
。

　

建
築
は
山
田
邸
と
同
時
期
の
昭
和
十
二
年
、
平
成
八
年
に
こ
ち
ら
も
建
物
は
寄
贈
、

土
地
は
区
が
購
入
し
改
修
工
事
を
経
て
平
成
十
一
年
に
区
の
有
形
文
化
財
に
指
定
さ

れ
て
い
る
。
木
造
建
築
で
外
観
は
和
風
で
統
一
し
て
い
る
が
、
洋
風
の
寝
室
棟
、
和

風
の
主
屋
棟
、
山
小
屋
風
の
書
斎
な
ど
意
匠
を
こ
ら
し
て
い
る
。
設
計
・
施
工
は
清

水
組
（
現　

清
水
建
設
）、
梁
に
は
奥
多
摩
の
古
民
家
の
部
材
を
用
い
た
と
い
わ
れ
て

お
り
、
当
時
の
高
度
な
建
築
技
術
が
し
の
ば
れ
る
。

　
「
瀬
田
四
丁
目
旧
小
坂
緑
地
」
＝
愛
称
せ
た
よ
ん　

と
し
て
親
し
ま
れ
、
崖
線
の
斜
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面
や
湧
水
地
を
含
む
庭
園
ご
と
一
般
公
開
し
て
い
る
ほ
か
地
元
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
と
世
田
谷

区
が
同
緑
地
・
建
物
に
ふ
さ
わ
し
い
イ
ベ
ン
ト
を
検
討
、
年
二
回
企
画
・
開
催
し
て

お
り
、
年
間
一
万
五
千
人
近
い
来
園
者
が
あ
る
。
歴
史
的
建
造
物
を
め
ぐ
り
新
た
な

地
域
の
交
流
が
生
ま
れ
、
世
田
谷
の
歴
史
・
文
化
の
継
承
の
あ
り
か
た
と
し
て
今
後

の
展
開
が
楽
し
み
で
あ
る
。

〇
旧
清
水
家
住
宅
書
院
（
玉
川
１
丁
目
、
区
立
二
子
玉
川
公
園
内
）

　

も
と
は
明
治
四
十
三
年
（
一
九
一
〇
年
）
頃
、
中
根
岸
（
現
在
の
台
東
区
）
に
清

水
組
副
社
長　

清
水
揚
之
助
邸
の
離
れ
と
し
て
建
築
さ
れ
た
。
大
正
八
年
（
一
九
一
九

年
）、
瀬
田
に
あ
っ
た
同
家
の
屋
敷
に
移
築
さ
れ
国
分
寺
崖
線
沿
い
の
別
邸
の
一
つ
に

加
わ
っ
た
の
だ
が
、
屋
敷
は
昭
和
二
十
七
年
に
売
却
さ
れ
、
跡
地
に
日
産
厚
生
会
玉

川
病
院
が
建
つ
。
同
建
物
は
残
さ
れ
暫
く
厚
生
施
設
と
し
て
使
わ
れ
た
の
ち
昭
和

五
十
四
年
（
一
九
七
九
年
）
病
院
の
増
築
に
伴
い
取
り
壊
し
が
計
画
さ
れ
た
が
、
世

田
谷
区
が
文
化
財
的
価
値
を
評
価
し
解
体
し
て
部
材
を
倉
庫
に
保
管
し
た
。
保
管
期

間
が
三
十
余
年
と
長
き
に
わ
た
り
、
一
部
の
部
材
は
劣
化
し
て
い
る
と
区
議
会
で
も

指
摘
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。

　

そ
の
後
、
全
体
の
約
六
割
に
当
た
る
残
存
し
た
部
材
を
使
い
、
清
水
建
設
の
社
会

貢
献
事
業
と
し
て
（
つ
ま
り
無
償
で
）
よ
う
や
く
平
成
二
十
五
年
（
二
〇
一
三
年
）

区
立
二
子
玉
川
公
園
内
に
移
築
復
原
※
し
、
区
の
登
録
有
形
文
化
財
と
な
り
庭
園
と

と
も
に
一
般
公
開
さ
れ
て
い
る
。
二
度
の
移
築
と
三
十
年
の
倉
庫
保
管
に
も
耐
え
、

た
ま
た
ま
創
業
家
幹
部
の
自
邸
だ
っ
た
縁
で
建
設
会
社
に
復
原
に
尽
力
い
た
だ
い
た

こ
と
も
、
こ
の
屋
敷
が
持
つ
歴
史
の
一
ペ
ー
ジ
と
し
て
興
味
深
い
。

　

※
復
原
：
文
化
財
建
造
物
で
、
部
分
的
に
旧
材
な
ど
を
用
い
な
が
ら
、
創
建
時
か
ら
現
在
ま
で
に

改
修
さ
れ
た
部
分
を
旧
状
に
戻
す
こ
と
。
既
に
失
わ
れ
た
建
物
を
新
材
で
再
建
す
る
「
復
元
」
と
は

区
別
さ
れ
て
い
る
。

〇
旧
尾
崎
行
雄
邸
（
豪
徳
寺
２
丁
目
）

　

そ
し
て
最
後
に
、
別
荘
「
莫
哀
山
荘
」
で
軽
井
沢
と
も
縁
の
あ
る
、“

憲
政
の
神
様”

に
し
て
東
京
市
長
も
務
め
た
旧
尾
崎
行
雄
邸
に
つ
い
て
。
一
九
〇
七
年
（
明
治
四
十

年
）、
こ
の
洋
館
は
尾
崎
行
雄
が
再
婚
し
た
妻
テ
オ
ド
ラ
英
子
の
た
め
に
建
て
た
も
の

と
い
わ
れ
、
も
と
は
麻
布
笄
町
に
あ
っ
た
も
の
。
官
僚
だ
っ
た
尾
崎
三
良
男
爵
が
、

日
英
ハ
ー
フ
の
娘
の
た
め
に
建
て
た
と
い
う
説
も
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
結
婚
祝
い

に
家
一
軒
の
プ
レ
ゼ
ン
ト
、
何
と
も
ゴ
ー
ジ
ャ
ス
な
話
だ
。
テ
オ
ド
ラ
の
死
後
、
近

所
に
住
ん
で
い
た
英
文
学
者
岡
田
哲
蔵
が
譲
り
受
け
て
現
在
の
豪
徳
寺
に
移
築
。
一

時
は
賃
貸
ア
パ
ー
ト
と
し
て
も
使
わ
れ
、
作
家
・
島
尾
敏
雄
の
息
子
、
写
真
家
の
島

尾
伸
三
が
暮
ら
し
、娘
の
し
ま
お
ま
ほ
（
漫
画
家
・
エ
ッ
セ
イ
ス
ト
）
の
幼
少
期
を
撮
っ

た
写
真
集
か
ら
当
時
の
室
内
の
様
子
が
伺
え
る
。
こ
れ
ま
で
触
れ
た
他
の
私
邸
も
そ

う
だ
が
、
手
を
か
け
た
名
建
築
は
価
値
を
見
出
す
人
の
手
に
受
け
継
が
れ
て
生
き
残

り
著
名
人
が
住
む
な
ど
し
て
、
更
に
歴
史
的
価
値
を
深
め
て
い
く
。
個
人
的
に
は
こ

の
洋
館
は
長
ら
く
「
岡
田
」
と
い
う
表
札
で
認
識
し
て
い
た
の
で
岡
田
哲
蔵
の
業
績

を
知
り
た
く
思
っ
た
が
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ず
、
一
般
に
「
旧
尾
崎
行
雄
邸
」
と

呼
ば
れ
て
い
る
の
に
慣
れ
て
し
ま
っ
た
。
尾
崎
行
雄
も
テ
オ
ド
ラ
も
世
田
谷
に
住
ん

だ
こ
と
は
な
い
わ
け
だ
が
…
。

　

旧
尾
崎
邸
は
岡
田
家
代
々
の
住
居
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
が
、
二
〇
二
〇
年
に
不

動
産
会
社
に
売
却
さ
れ
、
建
物
は
解
体
し
て
住
宅
が
建
つ
計
画
が
持
ち
上
が
る
。
こ

れ
を
聞
い
た
愛
好
家
や
地
元
か
ら
保
存
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
立
ち
上
が
り
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
な

ど
を
通
じ
て
訴
え
、
国
内
外
の
反
響
を
呼
ん
だ
。
小
池
百
合
子
東
京
都
知
事
、
保
坂

展
人
世
田
谷
区
長
も
保
存
を
願
う
談
話
を
述
べ
て
い
た
が
、
と
き
は
コ
ロ
ナ
禍
の
只

中
で
自
治
体
が
買
い
取
る
な
ど
の
具
体
策
は
出
な
か
っ
た
。（
尾
崎
行
雄
が
生
き
て
い

た
と
し
て
も
「
私
の
屋
敷
の
保
存
よ
り
コ
ロ
ナ
対
策
に
予
算
を
使
う
よ
う
に
」
と
言
っ

た
に
違
い
な
い
）

　

解
体
期
限
と
さ
れ
た
同
年
七
月
末
ま
で
に
世
田
谷
区
は
歴
史
資
料
と
し
て
の
調
査

を
行
い
、
内
部
を
撮
影
し
た
。
こ
れ
ら
は
今
後
報
告
書
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
、
い
ず

れ
は
デ
ジ
タ
ル
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
な
ど
で
一
般
公
開
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。

　

こ
の
報
告
書
を
書
い
て
い
る
十
二
月
、
新
聞
な
ど
で
、
保
存
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
不
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ペ
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・
世
田
谷
美
術
館
図
録
「
田
園
と
住
ま
い
展
」

　

・
清
水
建
設
株
式
会
社　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　

・A
A

R　

Japan

特
別
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
「
尾

崎
行
雄
ゆ
か
り
の
洋
館
を
守
る
」

　

・
世
田
谷
区
教
育
委
員
会
事
務
局
生
涯
学
習

部
生
涯
学
習
・
地
域
学
校
連
携
課

　

・
世
田
谷
区
み
ど
り
３
３
推
進
担
当
部　
　

公
園
緑
地
課

動
産
会
社
か
ら
敷
地
を
買
取
り
、
旧
尾
崎
邸
が
解
体
を
免
れ
た
こ
と
が
報
道
さ
れ
た
。

保
存
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
中
心
人
物
で
あ
る
漫
画
家
の
女
性
ら
は
取
材
に
対
し

「
敷
地
を
整
備
し
て
建
物
を
レ
ス
ト
ラ
ン
や
シ
ェ
ア
オ
フ
ィ
ス
な
ど
に
利
活
用
し
、
そ

の
経
緯
を
漫
画
で
連
載
し
た
い
」
と
構
想
を
語
っ
て
い
る
。
豪
徳
寺
の
一
角
に
コ
ミ
ッ

ク
の
聖
地
が
誕
生
す
る
の
だ
ろ
う
か
？

　

名
建
築
で
あ
っ
て
も
私
邸
の
保
存
は
個
人
や
民
間
企
業
の
熱
意
と
資
力
で
救
わ
れ

る
こ
と
が
多
く
、
そ
の
後
の
利
活
用
も
自
治
体
が
手
掛
け
る
よ
り
自
由
度
が
高
い
。

今
を
と
き
め
く
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
の
要
素
が
入
っ
て
く
る
こ
と
で
、
旧
尾
崎
邸
の
今

後
の
展
開
に
は
さ
ら
に
注
目
が
集
ま
る
こ
と
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
個
人
的
に
は
、
歴
代
多
く
の
人
が
住
ま
い
と
し
て
使
っ
て
き
た
こ
の
屋
敷

の
そ
の
ま
ま
の
姿
―
一
九
八
〇
年
代
に
島
尾
伸
三
が
撮
っ
た
生
活
風
景
や
、
解
体
に

備
え
区
が
撮
っ
た
画
像
記
録
が
真
の
意
味
の
歴
史
保
存
で
は
な
い
か
と
も
思
う
。
た

と
え
そ
れ
が
ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ル
で
あ
っ
た
と
し
て
も
。

　

建
物
は
骨
董
品
の
よ
う
に
飾
っ
て
お
く
も
の
で
は
な
く
、
人
を
容
れ
、
そ
の
時
代

の
空
気
を
吸
う
こ
と
で
生
か
さ
れ
る
。
現
物
を
保
存
す
る
な
ら
ば
改
修
し
て
現
代
の

ニ
ー
ズ
に
合
う
利
活
用
が
求
め
ら
れ
る
し
、
解
体
せ
ざ
る
を
得
な
く
て
も
、
映
像
・

画
像
に
よ
る
デ
ジ
タ
ル
保
存
と
公
開
に
よ
り
在
り
し
日
の
姿
を
伝
え
る
こ
と
は
可
能

だ
。
映
像
技
術
と
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
普
及
し
、
ま
た
感
染
症
対
策
で
ス
テ
イ
ホ
ー

ム
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
今
、
デ
ジ
タ
ル
保
存
の
役
割
が
重
要
に
な
っ
て
く
る

の
で
は
な
い
か
…
例
え
ば
軽
井
沢
と
世
田
谷
と
で
、
あ
る
い
は
国
境
を
越
え
て
互
い

の
歴
史
建
造
物
の
姿
を
見
た
り
利
活
用
法
に
つ
い
て
意
見
交
換
す
る
な
ど
、
新
し
い

文
化
交
流
も
可
能
と
な
る
だ
ろ
う
。
移
り
行
く
時
代
の
な
か
で
全
て
の
建
築
物
を
遺

せ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
内
容
が
充
実
し
、
自
在
に
閲
覧
で
き
る
歴
史
資
料
の
保
存
と

継
承
の
方
法
を
考
え
て
い
く
の
も
私
た
ち
の
役
割
だ
と
考
え
て
い
る
。

（
世
田
谷
区
議
会
議
員
）

旧
山
田
家
住
宅　

居
間

旧
山
田
家
住
宅　

ポ
ー
チ

旧
山
田
家
住
宅
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旧
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撮
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清
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