
千
葉
に
建
築
を
訪
ね
る

三
　
成
田
不
動
の
位
置
づ
け

建
築
家
　
三
沢
　
浩

一
番
目
が
「
デ
ィ
ズ
ニ
ー
ラ
ン
ド
」
で
、
二
番
目

が
「
成
田
不
動
」
と
な
る
と
、
現
代
建
築
と
は
離
れ

て
し
ま
う
よ
う
に
思
う
読
者
も
多
い
だ
ろ
う
と
思
う
。

前
回
と
同
じ
く
、
こ
れ
ほ
ど
人
を
集
め
宗
教
と
信
心

と
は
い
え
、
大
衆
的
な
面
で
つ
き
あ
い
の
深
い
建
物

と
場
所
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
成
田
国
際
空
港
が
出

来
て
か
ら
は
、
と
に
か
く
便
利
に
な
っ
た
こ
と
は
確

か
だ
が
、
そ
の
分
だ
け
知
名
度
は
目
減
り
し
て
い
る

よ
う
に
感
じ
た
。
反
面
、
今
で
こ
そ
J
R
も
京
成
も

空
港
に
乗
り
入
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
が
、
こ
こ
が
終

点
で
あ
っ
た
頃
は
、
却
っ
て
空
港
へ
行
く
時
に
立
ち

寄
る
人
も
増
え
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
門
前

町
に
は
隆
盛
と
衰
退
が
常
に
訪
れ
る
。
と
も
あ
れ
一

九
九
八
年
の
参
詣
客
は
一
二
〇
〇
万
人
、
今
も
増
え

て
い
る
と
い
う
。

そ
れ
に
し
て
も
、
こ
の
終
着
駅
周
辺
の
混
雑
と
集

中
状
態
は
凄
ま
じ
い
も
の
で
あ
っ
た
。
今
で
こ
そ
整

然
と
し
て
き
た
門
前
町
、
駅
前
広
場
や
バ
ス
停
も
一

時
に
較
べ
れ
ば
、
随
分
良
く
な
っ
た
よ
う
な
気
が
す

る
。
私
と
し
て
は
三
〇
年
前
の
一
九
六
八
年
に
成
田

山
新
勝
寺
が
落
成
し
て
、
ま
だ
空
港
が
開
か
れ
な
か

っ
た
頃
の
門
前
町
（
写
真
下
）
の
佇
い
が
、
親
し
く

感
じ
ら
れ
る
の
で
は
あ
る
が
。
猥
雑
と
し
か
い
い
よ

う
の
な
か
っ
た
駅
前
と
、
木
造
三
階
建
の
旅
館
が
建

て
詰
ま
り
、
う
な
ぎ
屋
が
並
ん
で
客
引
き
を
し
て
い

る
そ
の
時
の
光
景
は
、
ま
だ
忘
れ
難
く
て
い
る
。

「
成
田
山
新
勝
寺
」
の
設
計
は
吉
田
五
十
八
（
1
8
9
4

―
1
9
7
4
）

で
あ
る
。
彼
の
名
は
新
興
数
寄
屋
に
よ
る
和

風
建
築
で
名
高
く
、
大
き
な
著
名
な
建
物
で
は
ま
ず

改
造
し
た
銀
座
の
「
歌
舞
伎
座
」
が
あ
る
。
上
野
公

園
に
は
「
日
本
芸
術
院
会
館
」
あ
り
「
五
島
美
術
館
」

「
玉
堂
美
術
館
」
、
奈
良
の
「
大
和
文
華
館
」
な
ど

の
公
共
的
建
築
を
思
い
浮
か
べ
る
人
は
多
い
だ
ろ
う
。

そ
の
一
方
で
芸
術
家
、
作
家
、
政
治
家
の
住
宅
を
設

計
し
、
「
古
屋
信
子
邸
」
「
山
口
蓬
春
邸
」
「
中
村

勘
三
郎
邸
」
「
吉
田
茂
邸
」
「
岸
信
介
邸
」
な
ど
、

挙
げ
る
と
切
り
が
な
い
。
昨
今
で
は
と
り
上
げ
た
り
、

論
述
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
く
な
っ
た
が
、
一
九
九
四

年
一
一
月
の
「
吉
田
五
十
八
建
築
展
」
は
芸
大
資
料

館
と
、
作
品
で
も
あ
る
「
芸
術
院
会
館
」
を
会
場
に

随
分
と
評
判
で
あ
っ
た
。

こ
の
「
新
勝
寺
」
が
完
成
し
た
一
九
六
八
年
に
は
、

奇
し
く
も
吉
村
順
三
基
本
設
計
の
「
新
宮
殿
」
が
皇

居
に
完
成
し
、
巷
で
は
初
の
高
層
建
築
「
霞
が
関
ビ

ル
」
が
脚
光
を
浴
び
、
学
園
紛
争
に
明
け
暮
れ
し
た

年
で
も
あ
っ
た
。
吉
田
五
十
八
に
は
神
社
の
設
計
は

な
い
が
、
初
め
て
の
寺
院
「
新
勝
寺
」
と
同
年
に
斑

鳩
の
里
の
「
中
宮
寺
本
堂
」
を
完
成
し
、
さ
ら
に
翌

年
に
は
東
京
等
々
力
に
「
満
願
寺
」
を
つ
く
っ
た
。

珍
し
い
こ
と
で
も
あ
り
、
急
に
寺
づ
い
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
「
中
宮
寺
」
の
他
の
中
に
立
つ
柱
に
囲
ま

れ
た
お
堂
の
形
式
は
、
一
九
七
〇
年
の
「
日
本
万
国

博
松
下
館
」
の
池
と
柱
と
竹
薮
と
な
り
、
こ
の
二
つ

に
よ
っ
て
新
し
い
お
堂
の
行
き
方
が
評
価
さ
れ
も
し

た
。
「
中
宮
寺
」
を
訪
れ
る
人
は
多
い
の
だ
が
、
設

計
者
が
「
歌
舞
伎
座
」
と
同
じ
だ
と
い
う
こ
と
を
知

ら
ぬ
人
の
方
が
多
か
ろ
う
と
思
う
。

「
新
勝
寺
」
は
『
新
建
築
』
に
発
表
に
な
っ
た
。

再
録
し
た
文
が
言
い
尽
く
し
て
い
る
の
で
挙
げ
る
。

「
江
戸
以
来
、
新
勝
寺
は
参
拝
客
の
増
加
と
共
に

新
た
強
い
本
堂
を
建
造
し
て
き
た
。
新
た
に
鉄
筋
コ

ン
ク
リ
ー
ト
造
に
よ
る
昭
和
の
本
堂
を
加
え
る
に
当

た
っ
て
吉
田
は
、
寺
院
を
〈
桝
組
建
築
〉
か
ら
脱
却

さ
せ
る
こ
と
を
試
み
る
。
具
体
的
に
は
桝
組
、
二
重

垂
木
、
蟇
股
、
虹
梁
、
長
押
、
釘
隠
な
ど
を
一
切
用

い
ず
、
向
拝
の
柱
を
と
り
、
内
外
陣
の
間
仕
切
り
を

撤
去
し
た
。
外
壁
は
ユ
ー
ゴ
産
の
白
大
理
石
張
り
、

簾
は
メ
ラ
ミ
ン
の
焼
付
け
を
施
し
た
ア
ル
ミ
を
採
用

し
て
い
る
。
遠
目
に
見
た
と
き
寺
院
で
あ
る
こ
と
が

す
ぐ
わ
か
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
前
提
の
な

か
で
、
吉
田
な
り
の
〈
明
朗
性
〉
へ
接
近
を
感
じ
さ

せ
る
」
（
『
新
建
築
』
臨
時
増
刊
一
九
九
五
年
一
二

月
「
現
代
建
築
の
軌
跡
」
）

新
し
が
り
や
で
は
な
く
、
保
守
的
な
和
風
建
築
に

挑
戦
し
た
一
生
で
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も
学
生
時
代
か

ら
ゼ
セ
ッ
シ
ョ
ン
で
あ
る
「
分
離
派
」
に
出
入
り
し

て
、
卒
業
設
計
に
は
表
現
派
ま
が
い
の
作
品
を
つ
く

る
。
そ
の
後
、
和
風
に
飽
き
足
ら
ず
、
か
と
い
っ
て

近
代
建
築
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
に
組
す
る
で
も
な
く
、
和

風
を
考
え
、
「
新
興
現
代
数
寄
屋
」
と
い
う
名
を
付

け
て
、
多
く
を
設
計
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
の
新

た
な
数
寄
屋
風
の
意
味
は
誰
も
が
分
か
っ
た
が
、
彼

の
言
お
う
と
す
る
本
質
は
、
当
時
の
「
モ
ダ
ニ
ズ
ム
」

隆
盛
の
時
代
に
は
理
解
し
に
く
か
っ
た
。
日
本
建
築

の
伝
統
派
で
あ
る
堀
口
捨
巳
と
、
肌
が
合
わ
な
か
っ

た
の
は
そ
の
点
で
も
あ
っ
た
。
吉
田
は
「
現
代
数
寄

屋
」
を
も
っ
て
「
モ
ダ
ニ
ズ
ム
」
の
表
現
と
し
て
い

た
の
で
あ
る
。
日
本
建
築
が
木
割
の
枠
か
ら
踏
み
出

せ
な
い
時
、
約
束
事
を
捨
て
、
構
造
柱
と
化
粧
柱
を

別
に
し
て
「
大
壁
」
を
考
え
る
。
大
壁
に
し
て
も
の

を
隠
す
。
そ
し
て
必
要
な
柱
だ
け
見
せ
て
不
必
要
な

柱
を
見
せ
な
い
。
だ
か
ら
壁
の
ブ
ラ
ン
ク
部
分
を
自

由
に
し
た
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
こ
の
考
え
方
は
、
「
近
代
建
築
」
の
合
理

的
な
構
造
や
、
生
産
性
と
は
合
わ
ず
、
彼
の
建
築
は

「
書
き
割
り
建
築
」
「
張
り
ぼ
て
建
築
」
と
も
い
わ

れ
た
。
「
新
勝
寺
」
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
寺
院
と

見
せ
る
こ
と
を
第
一
と
し
て
従
来
の
約
束
事
か
ら
、

つ
ま
り
寺
院
建
築
の
様
式
か
ら
踏
み
出
し
て
新
し
い

構
造
と
、
新
し
い
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
様
式
を
つ

く
り
上
げ
よ
う
と
し
た
。
外
側
は
寺
院
に
似
せ
て
、

内
部
の
様
式
を
変
え
た
。
向
拝
の
柱
を
取
る
こ
と
な

ど
、
考
え
て
み
る
と
乱
暴
と
も
い
え
る
反
抗
で
あ
る
。

ま
た
屋
根
の
柱
の
お
さ
ま
り
を
見
る
と
、
な
る
ほ
ど

従
来
の
見
慣
れ
た
桝
組
で
は
な
く
て
、
吉
田
流
と
も

い
え
る
単
純
な
垂
木
の
つ
き
出
し
た
装
飾
が
あ
る
。

こ
れ
ら
の
工
夫
が
寺
院
ら
し
く
見
せ
て
い
る
の
で
あ

る
。
寸
法
に
う
る
さ
い
人
で
あ
っ
た
し
、
細
部
の
納

ま
り
に
つ
い
て
は
人
一
倍
や
か
ま
し
か
っ
た
か
ら
、

納
ま
り
は
良
い
。
そ
し
て
遠
目
に
も
寺
院
と
し
て
の

良
い
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
独
自
の
発
明
が
あ
り
、
料
亭
の
棚
を

鉄
筋
で
吊
り
、
舞
台
を
電
気
仕
掛
け
に
す
る
な
ど
、

特
殊
な
例
も
あ
り
、
ど
う
し
て
も
「
近
代
建
築
」
の

信
条
で
あ
る
所
と
は
反
り
の
合
わ
ぬ
所
が
あ
っ
た
。

芸
術
院
賞
に
は
輝
い
た
が
学
会
賞
が
な
い
の
も
、
こ

ん
な
所
に
起
因
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し

一
方
で
、
不
要
な
装
飾
を
省
き
、
単
純
化
し
「
近
代

建
築
」
の
よ
う
な
所
も
あ
っ
た
。
「
近
代
建
築
」
の

退
屈
さ
を
通
り
越
し
て
、
空
間
の
中
に
趣
き
を
と
ら

え
外
部
空
間
で
建
築
を
そ
ば
だ
た
せ
、
息
づ
か
せ
る

た
め
の
細
か
な
芸
を
示
す
こ
と
が
得
意
だ
っ
た
。

他
方
で
は
江
戸
風
の
小
粋
な
所
が
あ
り
、
見
せ
場

を
わ
き
ま
え
、
私
的
な
空
間
と
公
的
な
空
間
を
分
け

得
た
。
そ
こ
に
芸
術
家
や
政
治
家
の
住
宅
に
通
ず
る

所
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
「
新
勝
寺
」

は
公
的
で
あ
り
大
衆
的
で
あ
り
、
そ
の
大
衆
の
心
を

つ
か
む
宗
教
心
を
さ
ら
に
高
め
、
信
心
へ
の
道
を
つ

け
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
　
　
　
　
　
　
（
続
）


