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て
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

は
じ
め
に

ど
う
も
米
山
で
ご
ざ
い
ま
す
。
建
築
史
の
立
場
か
ら
丸
の
内
の
容
貌
に
つ
い

ま
ず
は
じ
め
に
「
丸
の
内
」
の
定
義
で
あ
り
ま
す
が
、
「
広
域
丸
の
内
」
と

い
う
言
葉
が
あ
り
ま
し
て
、
現
在
の
丸
の
内
一
1
三
丁
目
、
そ
し
て
、
大
手
町

一，―
一丁
目
、
さ
ら
に
有
楽
町
一
，
二
丁
目
を
含
め
た
範
囲
を
現
代
の
丸
の
内

と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
れ
か
ら
お
話
し
す
る
内
容
も
、
そ
の
よ
う
な

「
広
域
丸
の
内
」
を
対
象
地
域
と
し
て
進
め
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

明
治
初
期
の
様
相

次
に
、
丸
の
内
の
建
築
史
に
つ
い
て
お
話
し
し
て
い
き
ま
す
。
明
治
初
期
の

丸
の
内
は
ど
う
い
う
状
況
だ
っ
た
か
と
い
う
と
、
官
公
庁
あ
る
い
は
練
兵
場
、

御
絵
図
」
（
図
1)
と
い
う
明
治
十
六
年
(
-
八
八
―
―
-
）

そ
う
い
っ
た
も
の
が
建
ち
並
ん
で
い
た
の
で
す
ね
。
こ
れ
は
「
改
正
明
細
東
京

の
地
図
で
す
が
、
官

公
庁
や
軍
の
建
物
が
並
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
建
築
史
家
の
陣
内
秀

信
さ
ん
も
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
こ
と
で
す
が
、
こ
れ
ら
の
建
物
と
い
う
の
は
旧

大
名
藩
邸
を
転
用
し
た
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
し
た
。
藩
邸
と
い
う
の
は
面
積
が

広
く
て
、
し
か
も
勤
番
侍
の
長
屋
な
ど
が
あ
っ
た
た
め
に
、
元
々
兵
営
や
練
兵

場
な
ど
に
転
用
し
や
す
い
性
格
を
備
え
て
い
ま
し
た
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、
大

【
報
告
3
】

近
代
都
市
・
丸
の
内
の
容
貌

名
屋
敷
の
敷
地
が
そ
の
ま
ま
軍
や
官
公
庁
の
施
設
に
転
用
さ
れ
て
い
た
と
い
う

の
が
明
治
初
期
の
丸
の
内
の
姿
で
す
。

官
公
庁
と
擬
洋
風
建
築

大
蔵
省
・
内
務
省

（
一
八
七
二）
の
も
の
で
す
。
明
治
五
年
と
い
う
こ
と
は
、
今
で
い
う
建
築
家

と
い
う
職
能
は
ま
だ
生
ま
れ
て
い
な
い
時
代
で
す
。
建
築
家
が
日
本
で
初
め
て

た
だ
ひ
ろ

で
す
が
、
こ
の
林
忠
恕
(
-
八
三

誕
生
す
る
の
は
明
治
十
二
年
(
-八
七
九
）

五
＼
一
八
九
三
）
と
い
う
設
計
者
は
、
居
留
地
で
外
国
人
と
接
し
な
が
ら
見
よ

う
見
ま
ね
で
洋
風
の
表
現
を
学
ん
だ
人
な
の
で
す
ね
。
こ
の
建
物
は
木
造
漆
喰

塗
り
の
二
階
建
て
で
す
が
、
そ
れ
を
あ
た
か
も
石
造
り
の
よ
う
に
仕
上
げ
て
い

る
。
そ
し
て
、
窓
が
縦
長
だ
と
い
う
の
も
洋
風
の
特
徴
で
す
。
西
洋
の
建
物
は

な
ぜ
縦
長
に
な
る
の
か
と
い
う
と
、
石
や
レ
ン
ガ
を
積
ん
で
作
る
た
め
に
日
本

建
築
の
よ
う
な
広
い
窓
を
と
れ
な
い
か
ら
な
の
で
す
。
逆
に
明
治
初
期
の
大
工

棟
梁
や
技
師
た
ち
は
そ
の
形
を
真
似
ま
し
た
。
木
造
だ
か
ら
横
に
い
く
ら
で
も

＊
都
市
歴
史
研
究
室
助
教
授

ま
ず
、
大
蔵
省
・
内
務
省
が
一緒
に
な
っ
た
建
物
（
図
2)、
明
治
五
年

＊
米
山

勇
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図 1 明治16年の丸の内 『明治16年改正明細東京御絵図』（人文社）より転載

人
・・， ヽ
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図 2 大蔵省、内務省林忠恕明治 5 年(1872) ［『明治

大正建築写真緊覧』（日本建築学会 1936)より転載］
（以下特記のないものは同じ）
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図 3 東京裁判所 設計者不詳 明治 7 年 (1874)

図 4

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

元老院

設
計
者
も
外
国
人
の
建
て
た
ル
ネ
サ
ン
ス
の
建
物
を
見
て
、
ヒ
ン
ト
を
得
た
の

工部省官繕局 明治 8 年 (1875)

大
き
い
窓
を
と
れ
る
の
に
わ
ざ
わ
ざ
縦
長
に
し
て
い
る
。
そ
れ
が
明
治
初
期
の

建
物
の
特
徴
で
す
ね
。正
式
な
西
洋
建
築
の
教
育
を
受
け
て
い
な
い
の
で
す
が
、

左
右
対
称
の
全
体
像
と
、
門
の
軸
線
に
垂
直
に
建
物
が
建
つ
と
い
う
感
覚
は
や

つ
ば
り
洋
風
の
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
一方
で
、
屋
根
を
見
る
と
伝
統
的

な
瓦
屋
根
で
、
千
烏
破
風
が
両
方
に
つ
く
と
い
う
和
風
。
典
型
的
な
明
治
初
期

の
「擬
洋
風
」
建
築
で
す
。

東
京
裁
判
所

大
蔵
省
・内
務
省
の
す
ぐ
後
に
東
京
裁
判
所
（
明
治
七
・図
3)
と
い
う
建

物
が
建
つ
の
で
す
が
、
こ
れ
は
ユ
ニ
ー
ク
な
建
物
で
す
ね
。
や
は
り
木
造
な
の

で
す
け
れ
ど
も
真
中
や
や
向
か
っ
て
左
側
に
な
に
や
ら
不
思
議
な
十
二
角
形
状

の
塔
が
建
っ
て
い
る
。
窓
に
は
ゴ
シ
ッ
ク
の
よ
う
な
と
ん
が
っ
た
ア
ー
チ
が
あ

る
の
で
す
が
、
ち
ょ
っ
と
イ
ス
ラ
ム
的
な
感
覚
に
も
見
え
る
。
明
治
初
期
の
和

洋
折
衷
の
建
物
の
中
で
も
最
も
面
白
い
も
の
の
―
つ
で
す
。
軒
の
上
に
チ
ョ
ロ

ン
チ
ョ
ロ
ン
と
い
っ
ぱ
い
と
ん
が
っ
た
も
の
が
出
て
い
る
の
は
、
ゴ
シ
ッ
ク
様

式
の
建
物
に
よ
く
見
ら
れ
る
装
飾
で
、
そ
う
い
っ
た
も
の
を
目
で
学
ん
で
い
る

の
で
す
ね
。

こ
の
建
物
、
元
老
院
（
図
4)
は
明
治
八
年
(
-八
七
五
）
に
建
っ
た
も
の

で
、
場
所
と
し
て
は
、
江
戸
時
代
で
言
え
ば
西
の
丸
下
の
中
に
あ
り
ま
し
た
。

門
の
形
が
ユ
ニ
ー
ク
で
す
ね
。
こ
れ
は
ア
ー
ル
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
風
と
で
も
言
い
た

い
の
で
す
が
、
こ
の
時
代
で
ア
ー
ル
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
は
伝
わ
っ
て
な
い
と
思
う
の

で
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
日
本
の
「
唐
破
風
」
で
は
な
い
か
と
。
唐
破
風
と
い

う
の
は
ご
存
知
の
方
も
多
い
と
思
い
ま
す
が
、
室
町
頃
に
発
生
し
て
、
桃
山
時

代
、
江
戸
時
代
に
よ
く
使
わ
れ
た
屋
根
の
形
で
す
。
門
に
隠
れ
て
建
物
は
見
に

く
い
で
す
け
れ
ど
も
、
屋
根
の
両
側
に
三
角
形
の
部
分
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は

先
ほ
ど
の
大
蔵
省
・
内
務
省
の
「
千
鳥
破
風
」
と
は
違
っ
て
、
明
ら
か
に
ギ
リ

シ
ャ
神
殿
の
破
風
（
ペ
デ
ィ
メ
ン
ト
）
に
倣
っ
た
も
の
で
す
。
外
観
に
複
数
の

ペ
デ
ィ
メ
ン
ト
を
配
す
る
の
は
ル
ネ
サ
ン
ス
様
式
の
手
法
で
す
が
、

元
老
院

元
老
院
の

- 7 1 -



米山 勇

図 5 印刷局 W.J．ウォートルス，C.A.C. ド・
ボアンヴィル明治 9 年 (1876)

メ．

図 6

息．．翌戸：·_• 
--｀ 

,＇と' `

大審院工部省営繕局

農
商
務
省
は
大
手
町
に
あ
っ
た
建
物
で
す
（
明
治
十
四
・
図
8)。
農
商
務

.., ;  .... 
．、一

に・しご

.．.. --

明治10年 (1877)

＼
不
詳
）
の
設
計
に
よ
る
建
物
、
印
刷
局
（
明
治
九
・
図
5
)。

（
生
没
年
不
詳
）
と
ボ
ア
ン
ヴ
ィ
ル
(
-八
四
九

い
わ
ゆ
る
お

雇
い
外
国
人
の
二
人
の
合
作
で
、
ウ
ォ
ー
ト
ル
ス
と
い
う
の
は
ア
イ
ル
ラ
ン
ド

人
、
ボ
ア
ン
ヴ
ィ
ル
と
い
う
の
は
フ
ラ
ン
ス
人
で
す
。
こ
れ
は
や
っ
ば
り
今
ま

で
の
日
本
人
の
「
見
よ
う
見
ま
ね
」
の
擬
洋
風
建
築
と
比
べ
る
と
本
格
的
だ
な

す
。
古
典
様
式
の
系
譜
に
あ
る
ル
ネ
サ
ン
ス
様
式
、
と
く
に
そ
の
中
で
も
ア
ン

ピ
ー
ル
様
式
と
い
う
ス
タ
イ
ル
な
の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
き
ち
ん
と
体
得

し
た
外
国
人
に
よ
る
建
築
。
こ
の
よ
う
な
完
成
度
の
高
い
建
物
が
、
明
治
九
年

え
ば
大
名
小
路
と
い
う
の
で
し
ょ
う
か
、
今
の
ま
さ
に
丸
の
内
と
い
う
地
名
に

あ
た
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
大
審
院
。
こ
れ
な
ん
か
ち
ょ
っ
と
鹿
嗚
館
を
坊
彿
と

さ
せ
ま
す
ね
。
中
央
部
分
を
せ
り
出
し
て
、
そ
し
て
バ
ル
コ
ニ
ー
を
設
け
て
―
―
―

連
の
ア
ー
チ
、
そ
れ
を
両
開
き
に
し
て
人
々
が
そ
こ
に
出
ら
れ
る
よ
う
に
し
て

い
る
。
け
れ
ど
も
屋
根
は
入
母
屋
屋
根
と
い
う
伝
統
的
な
形
式
で
す
ね
。
洋
の

要
素
と
和
の
要
素
が
混
在
し
て
い
る
擬
洋
風
建
築
が
、
明
治
初
期
の
丸
の
内
を

東
京
上
等
裁
判
所

同
様
に
東
京
上
等
裁
判
所
（
明
治
十
・
図
7)、
こ
れ
は
設
計
者
が
わ
か
り

ま
せ
ん
が
、
丸
の
内
に
建
っ
て
お
り
ま
し
た
。
西
洋
の
建
物
を
自
分
な
り
に
模

倣
し
て
い
る
の
で
す
が
、
屋
根
は
入
母
屋
で
す
し
、
窓
下
の
と
こ
ろ
で
縦
の
線

が
ち
ょ
っ
と
飛
び
出
て
、
井
桁
の
よ
う
な
形
に
な
っ
て
い
る
あ
た
り
が
怪
し
い
。

農
商
務
省

省
は
、
後
に
農
林
省
と
商
工
省
に
分
離
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
先
程
、
松
尾

先
生
の
お
話
の
中
で
「
冠
木
門
」
と
い
う
言
葉
が
で
ま
し
た
が
、
こ
の
建
物
の

場
合
は
冠
木
門
の
冠
木
の
部
分
を
省
略
し
た
よ
う
な
感
じ
。
縦
長
窓
の
長
さ
が

の
時
点
で
建
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

彩
っ
て
い
た
わ
け
で
す
。

と
い
う
感
じ
が
感
覚
的
に
お
わ
か
り
い
た
だ
け
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

大
審
院
（
図
6)、
明
治
十
年
(
-八
七
七
）
の
建
築
で
す
。
江
戸
時
代
で
い

一
方
、
エ
部
省
営
繕
局
の
中
心
人
物
と
し
て
活
躍
し
た
林
忠
恕
が
担
当
し
た

そ
し
て
、

印
刷
局

ウ
ォ
ー
ト
ル
ス

大
審
院

72 



近代都市 ・丸の内の容貌

鹿
鳴
館

図 7 東京上等裁判所 設計者不詳
(1877) 

りs.<- -‘ア←で・’-・ 
明治10年

図 8 農商務省

図 9 鹿鳴館

設計者不詳

J.コンドル

明治14年 (1881)

明治16年 (1883)

そ
う
し
た
中
で
、
お
雇
い
外
国
人
ー
先
程
、
ボ
ア
ン
ヴ
ィ
ル
や
ウ
ォ
ー
ト
ル

ス
と
い
う
名
前
を
出
し
ま
し
た
け
れ
ど
も
ー
ジ
ョ
サ
イ
ア
・
コ
ン
ド
ル

五
ニ
ー
一
九
二
0)
と
い
う
イ
ギ
リ
ス
人
建
築
家
が
日
本
に
や
っ
て
く
る
わ
け

で
す
。
彼
の
建
築
作
品
の
中
で
も
こ
の
鹿
鳴
館
（
明
治
十
六
・
図
9)
は
最
も

有
名
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
鹿
鳴
館
が
建
っ
て
い
た
場
所
は
現
在
で
は

そ
し
て
鹿
鳴
館
の
門
は
旧
薩
摩
藩
の
装
束
屋
敷
門
を
そ
の
ま
ま
転
用
し
ま
し

た
。
鹿
鳴
館
と
い
え
ば
外
交
政
策
、
欧
化
政
策
の
象
徴
で
あ
っ
た
と
誰
で
も
そ

（一八

蔵
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
こ
で
、
注
意
し
て
い
た
だ
き
た
い
の
は
、
洋
風
の
建

物
だ
け
れ
ど
も
庭
は
怪
し
い
庭
だ
と
い
う
事
で
す
ね
、
和
洋
折
衷
な
の
で
す
。

燈
篭
が
立
っ
て
い
て
、
池
も
松
が
こ
こ
か
ら
生
え
て
い
て
、
和
風
の
雰
囲
気
が

お
雇
い
外
国
人
と
洋
風
の
街
並
み

色
濃
い
。
庭
全
体
と
し
て
は
、
和
洋
折
衷
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。

ち
な
み
に
軒
下
に
あ
る
細
か
い
「持
送
り
」
と
呼
ば
れ
る
部
材
が
、
当
館
に
所

も
教
え
て
く
れ
な
い
わ
け
で
す
か
ら
。

目
立
ち
、
中
央
の
大
き
な
開
口
が
き
ち
ん
と
し
た
ア
ー
チ
で
な
い
。
洗
練
さ
れ

た
デ
ザ
イ
ン
と
は
い
え
な
い
も
の
で
す
ね
。
仕
方
が
あ
り
ま
せ
ん
、
何
し
ろ
誰

内
幸
町
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
か
ら
、
定
義
上
は
、
本
来
は
丸
の
内
か
ら
外

れ
る
の
で
す
け
れ
ど
も
こ
の
建
物
は
非
常
に
重
要
な
も
の
で
す
の
で
ご
紹
介
し

て
お
き
ま
す
。
ア
ー
チ
が
連
続
す
る
ル
ネ
サ
ン
ス
様
式
で
、
中
央
の
小
屋
根
が

む
く

ち
ょ
っ
と
起
り
を
持
っ
て
い
ま
す
ね
。こ
の
へ
ん
は
フ
ラ
ン
ス
風
の
感
覚
で
す
。
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図10 帝国議会仮議事堂 A ．ステヒミュラー，
吉井茂則明治23年 (1890)

図11 一凸＂司法省 H．エンデ，w ．ベックマン他
明治28年 (1895)

把
握
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

う
思
う
わ
け
で
す
が
、
そ
の
門
が
大
名
屋
敷
の
転
用
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は

意
外
に
知
ら
れ
て
い
な
い
。
当
館
常
設
展
示
室
の
模
型
で
は
、
「
門
か
ら
和
洋

折
衷
の
庭
を
通
っ
て
洋
風
の
建
物
へ
」
と
い
う
全
体
像
を
、
鳥
鰍
的
な
視
点
で

官
庁
集
中
計
画

そ
し
て
明
治
二
十
一
年
(
-
八
八
八
）
、
官
庁
集
中
計
画
と
い
う
驚
異
的
な

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
発
表
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
、
外
務
卿
の
井
上
馨
(
-
八
三
六

ー
一
九
一
五
）
を
中
心
と
す
る
明
治
政
府
が
パ
リ
の
よ
う
な
都
市
を
造
ろ
う
と

い
う
ふ
う
に
考
え
、
そ
し
て
何
十
人
も
の
職
人
を
ド
イ
ツ
に
ー
何
で
パ
リ
の
よ

う
な
都
市
を
造
る
の
に
ド
イ
ツ
な
の
か
は
わ
か
ら
な
い
の
で
す
け
ど
ー
送
る
わ

け
で
す
ね
。
そ
れ
で
ド
イ
ツ
か
ら
来
日
し
た
の
が
エ
ン
デ
(
-
八
二
九
＼
一九

0
七
）
と
ベ
ッ
ク
マ
ン

す
。
二
つ
の
大
通
り
が
合
体
し
て
「日
本
大
通
り
」
と
な
っ
て
新
宮
殿
（宮城）

に
至
る
と
い
う
壮
大
な
都
市
計
画
。
こ
れ
が
実
践
さ
れ
て
い
れ
ば
、
丸
の
内
と

い
う
の
は
恐
ろ
し
く
整
っ
た
都
市
景
観
を
持
つ
街
に
な
っ
た
は
ず
な
の
で
す

が
、
結
果
と
し
て
ほ
と
ん
ど
実
現
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
れ
は
何
故
か
と
い
う

と
、
何
と
い
っ
て
も
財
政
難
と
い
う
の
が
一
番
大
き
か
っ
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、

そ
れ
と
日
比
谷
地
域
の
地
盤
が
非
常
に
悪
い
。
日
比
谷
と
い
う
の
は
近
世
初
頭

に
埋
め
立
て
ら
れ
た
地
域
で
す
か
ら
、
そ
れ
以
前
は
入
江
だ
っ
た
わ
け
で
、
今

で
も
日
比
谷
の
建
物
と
い
う
の
は
徐
々
に
沈
ん
で
い
る
も
の
が
あ
る
の
で
す
。

そ
う
い
う
わ
け
で
こ
の
計
画
は
ほ
と
ん
ど
実
現
さ
れ
な
く
て
、
実
際
に
建
っ
た

の
は
、
帝
国
議
会
仮
議
事
堂
（
明
治
―
―
十
三
・
図
10)、
司
法
省
（
現
法
務

省
・明
治
二
十
八
・図
11)、
そ
し
て
東
京
裁
判
所
（
明
治
二
十
九
・図
12)

と
い
う
三
つ
だ
け
。
そ
の
う
ち
唯
一
現
存
し
て
い
る
法
務
省
は
、
明
治
の
赤
レ

ン
ガ
建
築
と
し
て
は
丸
の
内
で
唯
一
と
い
え
ま
す
か
ら
非
常
に
貴
重
で
す
ね
。

東
京
府
庁

妻
木
頓
黄
(
-
八
五
九
ー
一
九
一
六
）
の
東
京
府
庁
（
明
治
二
十
七・
図
13)。

こ
の
人
の
名
前
は
「
ツ
マ
キ
ヨ
リ
ナ
カ
」
と
読
み
ま
す
、

の
名
前
覚
え
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。
妻
木
は
、
東
京
駅
を
設
計
し
た
辰
野
金
吾

（
一
八
五
四
＼一
九
一九）

ヨ
リ
ナ
カ
。
こ
の
人

の
宿
命
の
ラ
イ
バ
ル
だ
っ
た
人
で
す
ね
。
辰
野
金

吾
と
い
う
の
は
日
本
最
初
の
建
築
家
の
一
人
で
コ
ン
ド
ル
の
愛
弟
子
な
の
で
す

が
、
妻
木
頼
黄
は
コ
ン
ド
ル
の
弟
子
に
は
な
ら
ず
に
ド
イ
ツ
に
行
っ
て
し
ま
う

（一
八一三一
ー
一
九
0二）
と
い
う
ド
イ
ツ
人
な
の
で
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図12 東京裁判所 エンデ，ベックマン他
治29年 (1896)

図13 東京府庁妻木頼黄明治27年 (1894)

の
で
す
ね
。
で
す
か
ら
彼
の
建
築
は
非
常
に
ド
イ
ツ
的
で
す
。
例
え
ば
、
中
央

屋
根
上
の
部
分
は
「
ラ
ン
タ
ン
」
と
い
う
の
で
す
が
、
こ
の
よ
う
な
ラ
ン
タ
ン

を
も
っ
た
建
物
は
ド
イ
ツ
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
行
く
と
た
く
さ
ん
見
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
こ
う
い
っ
た
デ
ザ
イ
ン
と
い
う
の
は
、
当
時
は
イ
ギ
リ
ス
流
が
主

一
丁
ロ
ン
ド
ン

そ
し
て
、
い
よ
い
よ
三
菱
の
登
場
で
す
。
近
代
丸
の
内
の
歴
史
と
言
え
ば
三

菱
の
歴
史
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
明
治
二
十
年
代
に
な
る
と
、

丸
の
内
に
あ
っ
た
軍
施
設
が
移
転
す
る
為
に
敷
地
を
売
却
し
よ
う
と
し
ま
し

し
ぷ
さ
わ
え
い
い
ち

た
。
そ
れ
を
誰
が
買
い
取
る
か
と
い
う
こ
と
で
、
三
井
家
と
渋
沢
栄
一
(
-八

流
で
し
た
か
ら
非
常
に
珍
し
か
っ
た
。

らヽ
↓ヽカ 帝

国
劇
場

れ
ら
の
建
物
は
い
ま
、

―
つ
も
残
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
三
菱
一
号
館
は
戦
後
ま

百
メ
ー
ト
ル
位
11
一
丁
の
長
さ
で
、

と
で
「
一
丁
ロ
ン
ド
ン
」
と
言
わ
れ
た
の
で
す
。
「
三
菱
一
号
館
」
（
明
治
二
十

七
）
を
皮
切
り
に
二
号館、

で
残
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
残
念
な
が
ら
一九
七
八
年
（
昭
和
五
十
三）
に
取

り
壊
さ
れ
ま
し
た
。

大
正
期
の
丸
の
内

ロ
ン
ド
ン
の
よ
う
な
美
し
い
街
と
い
う
こ

三
号
館
と
い
う
ふ
う
に
建
っ
て
い
く
。
し
か
し
こ

帝
国
劇
場
は
今
で
も
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
写
真
（
図
15)
は
明
治
四
四
年
に

建
っ
た
前
身
建
物
で
す
。
こ
の
帝
国
劇
場
は
、
あ
る
意
味
、
「明
治
的
な
建
築
」

か
ら
「
大
正
的
な
建
築
」
へ
と
い
う
移
行
を
率
直
に
示
し
た
建
物
と
い
え
ま
す
。

そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、
外
観
だ
け
見
て
い
て
も
わ
か
ら
な
い
の

で
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
帝
国
劇
場
は
多
く
の
一
般
の
人
々
が
こ
こ
で
観
劇
を
す

る
た
め
に
造
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
も
ち
ろ
ん
お
金
は
多
少
か
さ
み
ま
す

一定
の
収
入
が
な
い
人
び
と
に
は
困
難
で
し
た
が
、
と
も
か
く
お
金
を

払
っ
て
切
符
を
買
え
ば
、
こ
の
夢
の
空
間
ー
日
本
初
の
西
洋
式
劇
場
ー
を
堪
能

目
論
ん
で
い
ま
し
た
。
そ
れ
が
こ
の
【
一丁
ロ
ン
ド
ン
】

図
14)
で
す
ね
。

四
〇
＼一
九
三
一
）
が
手
を
組
ん
で
三
菱
と
綱
引
き
を
や
っ
た
の
で
す
ね
。
そ

い
わ
さ
き
や
の
す
け

れ
で
、
勝
っ
た
の
が
三
菱
財
閥
二
代
目
の
岩
崎
弥
之
助
(
-
八
五
一
＼
一
九
〇

八
）
で
、
丸
の
内
の
広
大
な
八
五
，
0
0
0坪
の
軍
用
地
が
三
菱
に
払
い
下
げ

ら
れ
る
訳
で
す
。
三
菱
は
当
初
か
ら
、
ジ
ョ
サ
イ
ア
・
コ
ン
ド
ル
を
建
築
顧
問

と
し
て
雇
い
入
れ
て
、
丸
の
内
を
世
界
に
も
負
け
な
い
美
し
い
街
に
し
よ
う
と
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図14 一丁ロンドン コンドル、曽禰達蔵

明治27年 (1894) （絵葉書「東京名所丸
の内馬場先門通り」 〈90003523〉)

図15 帝国劇場 横河民輔 明治44年 (1911)

力
を
注
い
だ
建
物
と
い
う
の
は
、
国
家
の
為
の
建
築
か
、
あ
る
い
は
皇
族
や
上

流
階
級
の
為
の
邸
宅
で
し
た
。
こ
の
帝
劇
は
、
そ
う
で
は
な
く
て
一
般
市
民
の

為
の
建
築
で
あ
る
。
先
程
の
官
庁
集
中
計
画
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
俯
鰍
的
視

点
か
ら
、
市
民
の
視
点
へ
と
い
う
「
主
体
」

中
央
停
車
場
（東
京
駅
）

の
転
換
が
、
明
治
か
ら
大
正
へ
と

と
い
え
る
の
が
こ
の
中
央
停
車
場
、
東
京
駅
（
大
正
三
）

す
ご
く
長
い
駅
で
す
ね
。
長
さ
世
界
一
で、

で
す
。
こ
れ
は
も
の

四
四
三
メ
ー
ト
ル
も
あ
り
ま
す
。

一
方
、
辰
野
金
吾
は
「
明
治
的
」
な
建
築
を
造
り
続
け
ま
す
。
そ
の
集
大
成

い
う
転
換
を
投
影
し
て
い
る
と
思
う
の
で
す
ね
。

す
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
す
。
そ
れ
ま
で
の
、
つ
ま
り
明
治
時
代
の
建
築
家
が

図16

祠
・,...ふ

らが咲-9~9-----9● ,
中央停車場（東京駅） 辰野金吾 大正 3 年 (1914)

作
っ
た
事
務
所
で
す
が
、
そ
の
最
優
秀
の
部

ま
つ
い
き

た
ろ
う

下
が
松
井
貴
太
郎
(
-八
八
三
＼
一
九
六
二
）

な
い
こ
と
で
、
ご

よ
こ
が
わ
た
み
す
け

は
横
河
民
輔
(
-
八
六
四
ー
一
九
四
五
）
が

ーの
横
河
工
務
所
と
い
う
の

い
る
。
こ
れ
は
も
う
名
手
で
な
け
れ
ば
出
来

り
な
が
ら
、
全
体
的
に
あ
る
均
衡
を
保
って

ス
カ
イ
ラ
イ
ン
の
美
し
さ
と
い
う
の
が
、
東

イ
ラ
イ
ン
が
美
し
い
で
す
ね
。
こ
の
よ
う
な

も
大
正
時
代
に
な
る
と
建
っ
て
く
る
。
ス
カ

そ
し
て
こ
の
よ
う
な
美
し
い
建
物
（
図
17

り
は
タ
イ
ル
張
り
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

ご
承
知
の
通
り
、
当
初
は
こ
の
写
真
（
図
16)
の
よ
う
に
王
冠
の
よ
う
な
ド
ー

ム
を
戴
い
て
い
た
の
で
す
が
戦
災
で
焼
け
て
し
ま
い
ま
し
て
、
今
で
は
寄
せ
棟

の
よ
う
な
屋
根
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
重
要
な
の
は
こ
の
東
京
駅
は
非
常
に
耐

震
性
を
考
慮
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
意
外
に
知
ら
れ
て
い
な
い

こ
と
で
す
が
、
東
京
駅
は
「
鉄
骨
煉
瓦
造
」
と
い
う
構
造
な
の
で
す
ね
。
鉄
骨

を
組
ん
で
、
そ
の
外
側
に
煉
瓦
を
一
層
ほ
ど
積
ん
で
、
さ
ら
に
タ
イ
ル
の
よ
う

な
薄
い
煉
瓦
を
張
っ
て
い
る
の
で
す
。
東
京

駅
の
外
壁
と
い
う
の
は
実
は
煉
瓦
と
い
う
よ

東
京
銀
行
集
会
所

京
銀
行
集
会
所
（
大
正
五
）
の
大
き
な
魅
力

の
ひ
と
つ
で
す
。
そ
し
て
左
右
非
対
称
で
あ
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図17 東京銀行集会所 横河工務所（松井
貴太郎） 大正 5年 (1916)

図18 日本工業倶楽部 横河工務所（松井
貴太郎） 大正 9年(1920) 撮影：米山勇

と
い
う
建
築
家
だ
っ
た
の
で
す
ね
。
松
井
が
担
当
し
た
東
京
銀
行
集
会
所
は
、

丸
の
内
に
新
鮮
な
潤
い
を
与
え
ま
し
た
。
現
在
、
こ
の
美
し
い
建
物
は
、
外
観

の
皮
一
枚
だ
け
が
保
存
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
失
敗
と
言
わ
ざ
る

を
得
ま
せ
ん
が
、
「
失
敗
は
成
功
の
も
と
」
と
い
う
意
味
で
は
、
今
後
の
近
代

日
本
工
業
倶
楽
部

こ
れ
も
ま
た
松
井
貴
太
郎
の
作
品
で
す
（
大
正
九
・
図
18)。松
井
は
、
い
ろ

ん
な
ス
タ
イ
ル
を
実
に
見
事
に
こ
な
す
名
手
で
し
た
。
シ
ン
メ
ト
リ
ー
だ
け
れ

ど
も
軽
や
か
。た
だ
中
央
の
部
分
だ
け
が
何
故
重
々
し
い
の
か
と
い
う
と
、皇
族

専
用
の
入
口
だ
か
ら
で
す
。
屋
上
の
彫
像
は
男
性
が
ハ
ン
マ
ー
、
女
性
が
糸
車

を
持
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
当
時
の
二
大
工
業
で
あ
っ
た
石
炭
と
紡
績
を
示
し

建
築
保
存
の
た
め
の
糧
と
し
て
生
か
さ
れ
れ
ば
、
と
思
い
ま
す
。

- - 三全~-=-~ 
図19 東京海上ビル（左）曽禰中條建葵事務所 大正7年(1918)と思

船ビル（右）同 大正12年(1923)（絵葉書「東京名所行幸道
路より右郵船ビル左海上ビル正面東京駅」〈91221767〉)

---= ＝----丸の内ビルヂング 三菱地所部（桜井小
太郎） 大正12年 (1923)

リ
カ
の
大
き
な
影
響
で
す
。
デ
ザ
イ
ン
的
な
特
徴
と
し
て
は
、

そ
し
て
大
正
時
代
の
後
期
に
顕
著
な
傾
向
と
し
て
大
規
模
オ
フ
ィ
ス
ビ
ル
と

大
規
模
オ
フ
ィ
ス
ビ
ル
の
時
代

て
い
ま
す
。
日
本
「
工
業
」
倶
楽
部
と
い
う
こ
と
で
非
常
に
ユ
ー
モ
ア
精
神
に

滋
れ
た
建
築
で
す
。こ
れ
も
部
分
保
存
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、か
つ
て
の
東
京
銀

行
集
会
所
の
よ
う
な
事
例
に
比
べ
、
は
る
か
に
進
歩
し
た
よ
う
に
感
じ
ま
す
。

い
う
の
が
建
て
ら
れ
て
い
く
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
（
図
19)。
こ
れ
は
ア
メ

部
一
緒
と
い
う
こ
と
。

一
番
下
の
部
分

（
基
壇
）
と
最
上
部
（
ア
チ
ッ
ク
階
）
だ
け
を
差
異
化
し
て
、
あ
と
の
階
は
全

て
っ
ぺ
ん
と
一番
下
を
除
け
ば
あ
と
は
同
じ
図
面
で
い

い
わ
け
で
す
か
ら
合
理
的
で
す
ね
。
し
か
も
建
物
の
軽
量
化
や
施
工
の
短
期
化

7 7 -
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な
ど
、
徹
底
的
な
合
理
化
が
図
ら
れ
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
式
の
合
理
主
義
と
先

端
技
術
が
日
本
に
押
し
寄
せ
、
丸
の
内
で
実
践
さ
れ
る
。
か
つ
て
は
一
丁
ロ
ン

ド
ン
と
言
わ
れ
て
い
た
丸
の
内
が
、
「
一
丁
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
」
と
呼
ば
れ
る
よ

そ
う
し
た
ア
メ
リ
カ
式
大
規
模
オ
フ
ィ
ス
ビ
ル
の
代
表
格
が
こ
の
丸
ノ
内
ビ

の
部
分
と
て
っ
ぺ
ん
だ
け
ち
ょ
っ
と
デ
ザ
イ
ン
を
変
え
て
あ
と
は
同
じ
。ただ、

丸
ビ
ル
が
た
だ
の
大
規
模
オ
フ
ィ
ス
ビ
ル
に
終
わ
ら
な
か
っ
た
と
こ
ろ
は
、
ビ

ル
の
一
階
部
分
に
商
店
街
を
設
け
た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
れ
ま
で
オ
フ
ィ

ス
ビ
ル
と
い
う
の
は
借
り
た
人
し
か
入
れ
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
こ
の
丸
ビ
ル

は
関
係
者
以
外
の
人
で
も
自
由
に
出
入
り
で
き
る
初
め
て
の
オ
フ
ィ
ス
ビ
ル
で

し
た
。
人
び
と
に
開
か
れ
た
都
市
づ
く
り
を
目
指
し
た
当
時
の
三
菱
の
気
概
が

感
じ
ら
れ
る
建
物
で
す
。
今
は
三
十
六
階
建
て
の
超
高
層
ビ
ル
に
置
き
変
わ
っ

て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
を
新
丸
ビ
ル
と
呼
ぶ
の
は
や
め
て
下
さ
い
。
新
丸

ビ
ル
と
い
う
建
物
は
、
丸
ビ
ル
の
向
か
い
に
建
っ
て
い
る
の
で
す
ね
。
じ
ゃ
あ

何
て
呼
べ
ば
い
い
の
か
と
い
う
と
「
新
し
い
丸
ビ
ル
」
と
呼
ん
で
下
さ
い
。
も

っ
と
も
新
丸
ビ
ル
の
方
も
平
成
十
九
年
(.―1
0
0七
）
ま
で
に
建
て
替
え
ら
れ

る
そ
う
で
す
が
、
そ
の
時
は
「新
し
い
新
丸
ビ
ル
」
と
言
え
ば
い
い
の
で
す
。

東
京
中
央
郵
便
局

丸
ビ
ル
が
建
っ
た
大
正
十
二
年
(
-
九
ニ
―
―
-
）
に
、
関
東
大
震
災
が
起
こ
り

ま
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
煉
瓦
造
や
石
造
の
建
物
は
地
震
に
弱
い
こ
と
が
実
証

さ
れ
る
。
で
す
か
ら
、
大
正
十
三
年
(-
九
二
四
）
以
降
の
建
物
が
東
京
に
建

っ
て
い
た
ら
、
ま
ず
煉
瓦
造
で
も
石
造
で
も
な
い
と
思
っ
て
く
だ
さ
い
。
そ
の

よ
う
に
見
え
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
に
煉
瓦
の

う
名
作
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
も
や
っ
ぱ
り
横
河
工
務
所
で
松
井
貴
太
郎
の
担
当

で
す
ね
。
ま
た
も
や
松
井
貴
太
郎
な
の
で
す
け
れ
ど
も
、
他
の
作
品
に
負
け
ず

劣
ら
ず
い
い
建
物
で
す
。
お
そ
ら
く
こ
こ
で
定
義
す
る
丸
の
内
地
区
に
建
つ
オ

フ
ィ
ス
ビ
ル
の
中
で
、
随
一
の
建
物
と
い
っ
て
も
い
い
と
思
い
ま
す
。
外
観
の

デ
ザ
イ
ン
も
非
常
に
多
彩
で
華
や
か
な
も
の
で
あ
り
ま
す
し
、
そ
れ
以
上
に
、

ま
さ
に
う
な
ぎ
の
寝
床
と
い
う
言
葉
に
相
応
し
い
九
十
メ
ー
ト
ル
も
続
く
大
ア

ー
ケ
ー
ド
、
そ
れ
が
二
層
吹
き
抜
け
の
た
い
へ
ん
豊
か
な
空
間
に
な
っ
て
い
る

の
で
す
ね
。
い
つ
ま
で
も
残
っ
て
も
ら
い
た
い
最
高
の
オ
フ
ィ
ス
ビ
ル
で
す

（
注
ご
て
の
後
、
取
り
壊
し
が
決
定
し
た
）
。

昭
和
六
年
(
-
九
三
一）
の
東
京
中
央
郵
便
局
（
図
22)。
東
京
駅
の
丸
の

内
南
口
を
出
る
と
、
す
ぐ
左
前
に
建
っ
て
い
る
建
物
で
す
。
こ
れ
は
モ
ダ
ン
の

極
致
で
す
ね
。
昭
和
六
年
の
時
点
で
こ
れ
だ
け
の
大
き
な
窓
と
い
う
の
が
、
ま

震
災
復
興
期
の
建
築
と
し
て
は
、
ま
ず
三
信
ビ
ル

ル
ヂ
ン
グ
（
大
正
十
ニ
・
図
20)
で
す
ね
。
外
観
は
、
定
例
に
倣
っ
て
一番
下
よ
う
な
タ
イ
ル
を
張
っ
て
い
る
の
で
す
。

丸
ノ
内
ビ
ル
ヂ
ン
グ

う
に
な
っ
た
の
も
こ
の
時
代
で
す
。

震
災
復
興
期
ー
戦
前

三
信
ビ
ル

（
昭
和
四
・
図
21)
と
い

- 7 8 -
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図21 三信ビル横河工務所（松井貴太郎）
昭和 4 年 (1929) 撮影：米山勇

ノ --

図22 東京中央郵便局 通信省営繕課（吉
田鉄郎） 昭和 6年 (1931)

ず
先
進
的
で
す
。
い
か
に
合
理
的
に
明
る
い
環
境
を
作
る
か
と
い
う
考
え
。
当

時
の
逓
信
省
（
後
の
郵
政
省
、
今
の
日
本
郵
政
公
杜
で
す
が
）
の
営
繕
課
と
いよし

う
の
は
も
う
超
モ
ダ
ニ
ス
ト
揃
い
で
し
た
。
東
京
中
央
郵
便
局
を
設
計
し
た
吉

だ
て
つ
ろ
う

田
鉄
郎
(
-八
九
四
＼
一
九
五
六
）
と
い
う
人
も
そ
の
内
の
一
人
で
、
他
に
山

一八
九
四
＼一
九
六
六
）
、
山
口
文
象
(
-
九
0
ニ
ー
七
八
）
と
い
う

だ
ま
も
る

田
守
（

建
築
家
た
ち
が
い
ま
し
た
。
吉
田
鉄
郎
は
特
に
郵
便
局
建
築
で
非
常
に
モ
ダ
ン

彼
の
設
計
で
す
。
東
京
中
央
郵
便
局
は
、
桂
離
宮
や
伊
勢
神
宮
を
礼
賛
し
た
ド

イ
ツ
人
建
築
家
ブ
ル
ー
ノ
・タ
ウ
ト
(
-
八
八
〇
＼
一九三八）
の
絶
賛
を
受

け
ま
し
た
。
そ
し
て
日
本
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
を
リ
ー
ド
し
た
ア
ン
トニ
ン
・

レ
ー
モ
ン
ド
(
-八
八
八
ー一
九
七
六
）
と
い
う
チ
ェ
コ
生
ま
れ
の
ア
メ
リ
カ

な
設
計
を
し
た
建
築
家
で
、
大
阪
中
央
郵
便
局
（
昭
和
十
四
）
と
い
う
建
物
も

図23 日清生命館佐藤功一 昭和
7年(1932) 〈早稲田大学所蔵〉

図
24)
が
建
ち
上
が
る
の
で
す
が
、

に
な
る
と
、
日
本
の
様
式
建
築
の
集

そ
し
て
昭
和
九
年
（一九
三
四）

明
治
生
命
館

て
い
る
の
が
残
念
で
す
。

ス
カ
イ
ラ
イ
ン
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ

が
、
三
連
窓
の
持
つ
彫
り
の
深
さ
や

日
清
生
命
館

大
手
町
に
今
「
残
っ
て
い
る
」
と
い
え
ば
残
っ
て
い
る
の
が
日
清
生
命
館

さ
と
う
こ
う
い
ち

（
昭
和
七
・図
23)。
佐
藤
功
一
(
-
八
七
八
＼一
九
四
一）
と
い
う
早
稲
田
の

大
隈
講
堂
（
昭
和
―
-
）

築
家
の
作
品
で
、
ス
カ
イ
ラ
イ
ン
が
美
し
い
建
物
で
す
ね
。
時
計
塔
を
強
調
し

た
コ
ー
ナ
ー
部分、

や
日
比
谷
公
会
常
（
昭
和
四
）
の
設
計
で
知
ら
れ
る
建

三
連
窓
な
ど
、
か
す
か
に
様
式
的
な
香
り
を
残
し
て
い
な

が
ら
、
装
飾
を
抑
え
て
近
代
化
を
図
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
建
物
も
現
在
は
、
東

京
銀
行
集
会
所
と
同
様
に
部
分
保
存
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
（
大
手
町
野
村
ビ
ル
）

大
成
と
も
言
う
べ
き
明
治
生
命
館

ニ
ズ
ム
が
理
想
と
し
て
い
る
の
と
同
質
の
美
を
見
い
だ
し
た
の
で
す
ね
。

す
。
「
最
高
の
簡
素
さ
の
中
に
最
高
の
美
が
あ
る
」
、
つ
ま
り
柱
・梁
と
い
う
構

人
建
築
家
も
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
に
わ
ざ
わ
ざ
電
話
を
入
れ
て
、

に
凄
い
も
の
が
建
っ
た
と
報
告
せ
ず
に
い
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
話
が
あ
り
ま

造
が
そ
の
ま
ま
露
出
さ
れ
る
構
成
に
、

日
本
に
、
東
京

レ
ー
モ
ン
ド
や
タ
ウ
ト
は
欧
米
の
モ
ダ

7 9 -
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4
昭
和
十
二
年
(
-
九
三
七
）
に
建
て
ら

2
 

図

正
十
三
）

こ
れ
は
帝
室
林
野
局
庁
舎
（
図
25)、

帝
室
林
野
局
庁
舎

が
多
々
あ
っ
た
か
ら
で
す
。

の
保
存
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
ケ
ー
ス

昭和 9年(1934)

け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
た
め
に
皮
一
枚

ど
う
し
て
も
大
き
な
敷
地
を
確
保
し
な

ま
で
、
高
い
ビ
ル
を
建
て
る
た
め
に
は

撮影：志岐祐一

常
に
い
い
制
度
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
れ

れ
は
建
物
の
保
存
を
促
進
す
る
上
で
非

物
を
建
て
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
こ

お
か
だ
し
ん
い
ち
ろ
う

こ
れ
を
設
計
し
た
岡
田
信
一
郎
(
-
八
八
三
ー
一
九
―
-
=
-
）

の
設
計
者
で
も
あ
り
ま
す
し
、

は
歌
舞
伎
座
（
大

い
ろ
ん
な
様
式
を
こ
な
し
た
名
手
中

の
名
手
で
す
。
現
在
、
こ
の
明
治
生
命
館
の
後
ろ
に
は
超
高
層
ビ
ル
が
建
っ
て

お
り
ま
し
て
、
こ
れ
は
実
は
意
義
深
い
の
で
す
。
何
故
か
と
言
う
と
、
東
京
都

が
制
定
し
た
「重
要
文
化
財
特
別
型
特
定
街
区
制
度
」
の
適
用
を
受
け
て
建
て

ら
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。
こ
の
制
度
は
、
重
要
文
化
財
の
建
物
を
残
す
か
わ
り

に
容
積
率
を
緩
和
す
る
と
い
う
も
の
で
す
。
容
積
率
と
い
う
の
は
敷
地
面
積
に

対
し
て
ど
れ
だ
け
の
容
積
の
建
物
を
建
て
ら
れ
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の

明
治
生
命
館
の
場
合
、
昭
和
九
年
の
建
物
を
重
要
文
化
財
と
し
て
残
す
か
わ
り

に
、
余
剰
の
敷
地
に
従
来
よ
り
高
い
建

図25

ル
で
す
。

の
敷
地
に
建
っ
た
の
が
パ
レ
ス
ホ
テ

ち
な
み
に
こ
の
建
物
が
壊
さ
れ
た
後

い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
ね
。

常
に
端
正
で
す
が
、
面
白
い
の
は
平
面
図
（
図
26)

れ
た
官
公
庁
建
築
の
傑
作
で
す
ね
。
ル
ネ
サ
ン
ス
を
モ
ダ
ン
化
し
た
外
観
も
非

で
す
。
一
見
す
る
と
た
だ

の
コ
の
字
型
の
間
取
り
に
見
え
ま
す
が
、
廊
下
に
注
目
す
る
と
「
偏
っ
て
」

る
の
が
わ
か
り
ま
す
。
こ
れ
は
何
故
か
と
言
う
と
上
が
南
で
左
が
東
だ
か
ら
、

こ
の
よ
う
に
廊
下
を
寄
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
全
部
の
部
屋
が
南
東
か
ら
の
光

を
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

し‘

つ
ま
り
、
こ
の
帝
室
林
野
局
庁

舎
は
庁
舎
建
築
で
あ
り
な
が
ら
住
宅
的
な
過
ご
し
易
さ
と
い
う
も
の
を
考
え
て

造
ら
れ
て
い
た
。
こ
う
い
う
魅
力
的

な
庁
舎
が
も
っ
と
建
て
ら
れ
て
も
よ

帝室村野局庁舎佐藤功一昭和12年 (1937)
〈前掲 『佐藤功一博士』より転載〉

｀れ的ヨの生 第
格 てなン明命渡 一
←い違を治相辺 生
を るいも生 互 仁 命
残 こはつ命館 ・相

し と装た館へ松 互
で飾建に昭本 館

っすが物似和輿
つ 。ーでた十作
‘様 切 すプ三設
様式剥がロ - 計
式建ぎ ‘ポはの
の築取決］先第
中のら定シ程ー

枢
で
あ
る
「
装
飾
」
を
捨
象
し
て
し

- 8 0  



近代都市・丸の内の容貌

lI, 

図26

戦
後
ー
現
代

日
活
国
際
会
館

図
28)

前掲『佐藤功一博士』より転載

取
り
壊
さ
れ
た
）
。

な
り
ま
し
た
（
注
口そ
の
後
、

呼
ん
で
い
る
』
の
舞
台
に
も

演
し
た
映
画
『
霧
笛
が
俺
を

は
か
つ
て
「
日
活
国
際
会
館
」

で
す
。
ち
な
み
に
こ
の
建
物

よ
う
に
と
開
発
さ
れ
た
エ
法

地
盤
の
弱
い
土
地
で
も
も
っ

も
の
で
、
日
比
谷
の
よ
う
に

図27 D Nタワー21 K . 0 - 4 、清水建設
平成 7 年 (1995) 撮影：米山勇

箱
ご
と
埋
め
て
い
く
と
い
う

を
作
っ
て
か
ら
徐
々
に
そ
の

潜
函
工
法
は
、
建
物
の
地
下

や
は
り
建
築
家
の
重
要
な
能
力
の
ひ
と
つ
な
の
で
す
ね
。

ま
う
。
そ
れ
に
よ
り
、
「
様
式
」
に
依
拠
す
る
時
代
の
終
わ
り
を
告
げ
て
い
る

の
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
の
建
物
は
現
在
、
隣
接
し
て
い
た
農
林
中
央
金
庫
（
昭

和
八
）
と
合
体
し
た
形
で
、
「
D
N
タ
ワ
﹈
21」
（
図
27)
と
い
う
ビ
ル
に
な
っ

て
い
ま
す
が
、
な
か
な
か
う
ま
い
再
生
の
事
例
だ
と
思
い
ま
す
。（

昭
和
二
十
七
・

ど
ん
ど
ん
時
代
は
下
り
ま
す
。
こ
の
日
比
谷
パ
ー
ク
ビ
ル

せ
ん
か
ん
こ
う
ほ
う

は
潜
函
工
法
と
い
う
施
工
法
で
建
て
ら
れ
た
の
が
大
き
な
特
徴
で
す
。

帝室羽野局庁舎平面図［ （
一九
三
四
＼
八七）
石
原
裕
次
郎

が
主

日
生
劇
場
（日
本
生
命
日
比
谷
ビ
ル
）

む
ら
の
と
う
ご

村
野
藤
吾
(
-
八
九
一
ー
一
九
八
四
）
の
日
生
劇
場
（
昭
和
三
十
八
・図
29)。

有
楽
町
一丁
目
に
建
っ
て
い
る
現
役
の
建
物
で
、
外
か
ら
見
る
と
石
造
の
よ
う

で
す
が
、
実
際
は
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
に
石
の
パ
ネ
ル
を
張
っ
て
い
ま

す
。
こ
れ
は
す
ご
く
お
金
が
か
か
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
内
部
の
ホ
ー
ル
は
天
井

が
な
ん
と
阿
古
屋
貝
張
り
で
す
。
そ
し
て
壁
面
は
、
ガ
ラ
ス
モ
ザ
イ
ク
。
村
野

藤
吾
は
関
西
出
身
の
建
築
家
な
の
で
す
が
、
芸
術
的
な
オ
覚
に
加
え
、
杜
会
的

な
能
力
に
も
長
け
て
い
た
人
で
し
た
。施
主
に
お
金
を
出
さ
せ
る
と
い
う
の
も
、
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図28 日活国際会館 竹中工務店
年 (1952) 撮影：村沢文雄

昭和27

図29 日生劇場村野藤吾昭和38年(1963) 撮影：米山勇

こ
れ
が
何
故
欠
か
せ
な
い
の
か
と
い
う
と
い
わ
ゆ
る
美
観
論
争
を
呼
び
起
こ
し

た
建
物
だ
か
ら
で
す
。
建
築
申
請
か
ら
認
可
が
下
り
る
ま
で
十
年
も
か
か
っ
た

上
に
、
当
初
三
十
階
構
想
だ
っ
た
の
が
二
十
五
階
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す

ね
。
皇
居
の
ほ
と
り
に
三
十
階
の
超
高
層
ビ
ル
な
ど
ま
か
り
な
ら
ん
と
い
う
こ

と
で
、
十
年
か
け
て
よ
う
や
く
許
可
が
下
り
た
と
。
そ
の
間
に
霞
ヶ
関
ビ
ル
が

建
っ
て
し
ま
っ
て
「
日
本
初
の
超
高
層
」
の
地
位
を
奪
わ
れ
て
し
ま
っ
た
気
の

毒
な
建
物
な
の
で
す
ね
。こ
こ
が
い
い
ん
で
す
ね
、こ
の
角
の
部
分
が
。柱
が
二

本
、人
ひ
と
り
も
入
れ
な
い
猫
一匹
も
通
れ
な
い
ほ
ど
の
隙
間
が
あ
る
（
図
31)。

0
五
＼
八
六
）
設
計
の
東
京
海
上
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
（
昭
和
四
十
九
・
図
30)。

ま
え
か
わ
く
に
お

そ
し
て
丸
の
内
の
景
観
を
語
る
上
で
欠
か
せ
な
い
の
が
、
前
川
國
男

東
京
海
上
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ

（一九

t,
 .... ,
 ... 11.讐

,
 
•••••••••• 

図30 東京海上ビルディング 前川國
雄 昭和49(1974) 撮影：米山勇

お
わ
り
に

あ
え
て
一
本
に
ま
と
め
な
い
と
こ
ろ
が
前
川
屈
男
ら
し
い
こ
だ
わ
り
で
す
。

東
京
国
際
フ
ォ
ー
ラ
ム

作
品
。
い
ろ
い
ろ
と
言
わ
れ
る
建
物
で
は
あ
り
ま
す
が
、
と
て
も
優
れ
た
空
間

だ
と
思
い
ま
す
。
特
に
こ
の
ア
ト
リ
ウ
ム
で
す
ね
。
夜
に
な
る
と
あ
た
か
も
空

に
浮
か
ぶ
船
の
よ
う
に
鉄
骨
が
浮
か
び
上
が
る
。
非
常
に
美
し
い
建
築
で
す
。

丸
の
内
は
今
、
急
速
な
再
開
発
の
渦
中
に
あ
り
ま
す
（
図
33)。
開
発
を
進

め
る
際
に
は
、
「
歴
史
に
学
ぶ
」
と
い
う
姿
勢
を
ぜ
ひ
持
ち
続
け
て
ほ
し
い
と

思
い
ま
す
。
近
く
三
菱
一
号
館
を
復
元
す
る
と
い
う
計
画
が
発
表
さ
れ
て
い
ま

ラ
フ
ァ
エ
ル
・ヴ
ィ
ニ
ョ
リ
（一九
四
四
こ
と
い
う
ア
メ
リ
カ
人
建
築
家
の

こ
れ
は
お
馴
染
み
の
東
京
国
際
フ
ォ
ー
ラ
ム
（
平
成
六
・図
32)
で
す
ね
。
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図31

図32

一----［-東京海上ピル隅部詳細撮影：米山勇

東京国際フォーラム
R．ヴィニョリ 平成 6
年(1994) 撮影： 米山勇

図33 丸の内OAZO（中央奥）三菱
地所設計、日建設計、山下設計
平成16年(2004) 撮影：小澤弘

以
上
で
ご
ざ
い
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

せ
る
美
し
い
街
と
し
て
繁
栄
し
て
い
く
こ
と
を
願
っ
て
や
み
ま
せ
ん
。

す
が
、
そ
れ
だ
け
に
終
わ
ら
ず
、
「
一
丁
ロ
ン
ド
ン
」
以
来
の
伝
統
を
感
じ
さ
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