
千
葉
に
建
築
を
訪
ね
る

一
〇
、
佐
倉
の
武
家
屋
敷
群

建
築
家
・
新
建
代
表
幹
事

三
沢
　
浩

当
初
、
建
築
め
ぐ
り
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
相
談
に
乗
っ
て
い
た

時
か
ら
、
何
と
も
音
痴
な
話
だ
が
、
佐
倉
と
佐
原
を
間
違
え
て
い

た
。
「
武
家
屋
敷
」
の
視
察
と
い
わ
れ
た
折
に
、
遠
い
昔
に
見
た

こ
と
の
あ
る
、
佐
原
の
伊
能
忠
敬
の
屋
敷
辺
り
の
こ
と
を
考
え
て

い
た
の
だ
か
ら
情
け
な
い
。
確
か
に
佐
倉
に
は
来
た
こ
と
は
あ
っ

た
。
芦
原
義
信
の
大
作
「
歴
史
民
俗
博
物
館
」
が
出
来
て
す
ぐ
の

頃
、
京
成
線
で
見
に
行
っ
た
古
い
記
憶
が
あ
る
。
し
か
し
そ
の
折

は
、
市
内
に
足
を
踏
み
入
れ
て
い
な
い
。
今
回
、
車
に
同
乗
さ
せ

て
も
ら
っ
て
建
築
め
ぐ
り
を
し
て
、
初
め
て
こ
の
佐
倉
の
城
下
町

が
佐
倉
城
と
共
に
、
天
然
の
要
塞
の
中
に
あ
る
こ
と
を
実
感
し
た
。

つ
ま
り
丘
の
上
に
築
か
れ
た
城
と
大
手
門
を
隔
て
て
、
城
下
町
が

尾
根
を
通
る
一
本
の
道
の
上
に
築
か
れ
た
城
下
町
と
な
り
、
そ
こ

に
人
が
住
み
、
現
在
の
京
成
駅
も
J
R
駅
も
そ
の
丘
を
挟
ん
で
、

南
北
の
谷
に
線
路
を
巡
ら
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
。
谷
に
は
高

崎
川
が
流
れ
、
城
の
濠
を
越
え
て
西
の
鹿
島
川
に
注
ぎ
、
そ
れ
が

ま
と
ま
っ
て
北
に
印
旛
沼
が
広
が
っ
て
い
た
。

今
は
埋
立
て
で
幾
許
も
残
ら
ぬ
印
旛
沼
だ
が
、
旧
制
中
学
校
で

初
め
て
見
た
地
理
の
教
科
書
に
は
、
関
東
の
五
大
湖
沼
と
し
て
、

大
き
く
載
っ
て
い
た
。
さ
て
そ
の
市
街
地
に
は
、
視
察
を
目
指
す

「
市
立
美
術
館
」
や
　
「
市
役
所
」
も
あ
っ
た
が
、
そ
の
南
に
は

「
武
家
屋
敷
群
」
が
あ
っ
た
。
市
街
地
と
い
っ
た
が
、
そ
れ
は
昔

の
町
人
町
で
、
麻
賀
多
神
社
を
境
と
し
て
ク
ラ
ン
ク
状
の
角
の
東

に
連
な
る
。
神
社
の
西
に
や
や
下
っ
て
ゆ
く
道
は
、
宮
小
路
と
大

手
門
を
経
て
、
武
家
屋
敷
が
か
つ
て
並
ん
で
い
た
広
小
路
を
経
て
、

城
内
に
入
る
。
宮
小
路
か
ら
南
に
上
っ
た
鏑
木
小
路
に
、
平
成
年

代
に
復
原
さ
れ
た
三
軒
の
武
家
屋
敷
が
あ
っ
た
。
何
れ
も
市
や
県

の
指
定
文
化
財
で
、
ひ
っ
そ
り
と
し
た
道
に
南
面
し
て
そ
の
三
軒

が
連
な
っ
て
い
た
。

何
の
予
備
知
識
も
な
く
て
、
い
き
な
り
行
っ
て
か
ら
渡
さ
れ
た
、

教
育
委
員
会
の
案
内
書
を
見
て
知
っ
た
の
だ
か
ら
、
見
る
ポ
イ
ン

ト
も
ず
れ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
丁
寧
な
案
内
係
の
中
年
の
女

性
の
言
葉
も
、
少
々
聞
き
な
が
ら
写
真
を
撮
っ
て
い
た
か
ら
、
こ

れ
も
ま
た
い
い
加
減
の
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
だ
が
こ
の
三

軒
を
手
早
く
廻
っ
て
、
妙
な
こ
と
に
気
が
付
い
た
。
同
行
の
幾
人

か
が
同
じ
疑
問
を
持
っ
た
の
だ
が
、
南
入
り
の
門
を
入
っ
て
行
く

の
に
、
そ
の
ど
の
屋
敷
も
南
向
き
の
方
位
を
無
視
し
て
部
屋
づ
く

り
を
し
て
い
た
こ
と
だ
。
当
日
は
曇
天
で
太
陽
の
位
置
が
確
か
め

ら
れ
な
か
っ
た
が
、
南
入
り
で
あ
り
「
旧
河
原
家
」
「
旧
但
馬
家
」

共
に
客
間
重
視
で
、
そ
の
座
敷
が
南
面
の
縁
側
を
持
っ
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
住
居
部
分
の
居
間
は
、
東
に
縁
側
を
持
っ
て
い
て
、
座

敷
に
居
心
地
を
譲
っ
て
い
た
の
が
異
様
で
あ
っ
た
。
三
軒
目
の
、

移
築
さ
れ
た
「
旧
武
居
家
」
は
小
型
で
、
方
位
は
そ
の
ま
ま
で
あ

っ
た
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
こ
れ
も
座
敷
の
八
帖
が
西
に
面
し
、

居
住
用
の
六
帖
は
東
に
縁
側
を
持
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
共
通
の
客
室
重
視
、
常
住
の
部
屋
が
東
と
い
う
の

は
、
解
せ
な
い
問
題
で
あ
っ
た
。
同
時
に
三
軒
共
に
鬼
門
の
北
東
、

ま
た
は
南
西
に
水
場
の
便
所
、
湯
殿
が
あ
っ
た
の
も
気
に
な
る
所

で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
案
内
書
も
ふ
れ
ず
、
同
行
者
た
ち

の
論
も
聞
け
な
か
っ
た
。
ど
の
敷
地
も
狭
く
、
与
え
ら
れ
た
土
地

割
り
の
中
に
、
工
夫
し
て
L
字
、
T
字
の
平
面
を
計
画
し
、
中
で

接
客
部
分
を
重
視
し
、
し
か
も
背
後
に
少
し
で
も
働
く
余
地
を
つ

く
っ
て
い
る
こ
と
は
明
白
だ
っ
た
。
門
か
ら
玄
関
へ
、
そ
し
て
不

相
応
な
客
用
の
玄
関
と
、
客
用
の
座
敷
に
は
眺
め
の
良
い
南
西
の

前
庭
を
と
っ
て
い
る
こ
と
も
良
く
分
か
っ
た
の
で
あ
る
。

武
家
屋
敷
の
規
模
と
様
式
、
使
う
材
料
が
、
佐
倉
藩
の
厳
し
い

居
住
の
制
度
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
が
、
説
明
さ
れ
て
い
る
。
幕

府
の
天
保
の
改
革
の
趣
旨
に
沿
い
、
贅
沢
を
逸
脱
行
為
と
し
た
か

ら
だ
と
あ
る
。
だ
か
ら
禄
高
の
石
数
に
応
じ
た
「
居
住
の
制
」
で

は
、
玄
関
の
間
口
、
座
敷
の
長
押
の
有
無
、
畳
の
種
類
も
規
定
さ

れ
て
い
る
と
い
い
、
白
壁
の
旧
河
原
家
に
対
し
て
、
土
塗
壁
の
旧

但
馬
家
に
差
が
つ
い
て
い
た
。
三
〇
〇
石
以
上
は
六
三
坪
ま
で
、

腕
木
門
、
長
押
が
元
か
ら
あ
れ
ば
可
。
座
敷
、
居
間
に
畳
の
へ
り

可
。
一
〇
〇
石
以
上
は
三
三
坪
ま
で
、
木
戸
門
、
長
押
は
不
可
、

座
敷
以
外
は
へ
り
不
可
と
な
っ
て
い
る
と
説
明
に
書
い
て
あ
っ
た
。

実
際
の
状
況
に
つ
い
て
の
詮
索
は
面
倒
だ
っ
た
か
ら
見
る
の
を
や

め
た
。

細
か
い
所
は
見
な
か
っ
た
の
だ
が
、
こ
の
屋
敷
の
並
ぶ
通
り
の

整
頓
さ
れ
た
現
状
は
、
短
い
区
間
と
は
い
え
な
か
な
か
な
も
の
で
、

道
路
か
ら
三
段
あ
が
っ
て
木
戸
門
が
あ
り
、
立
派
な
石
の
階
段
と

玄
関
ま
で
の
飛
び
石
は
、
見
事
で
あ
っ
た
。
平
成
元
年
、
四
年
、

八
年
に
修
復
、
復
原
し
て
公
開
し
て
い
る
と
い
う
。
当
初
か
ら
そ

れ
ぞ
れ
に
石
柱
の
案
内
を
と
り
つ
け
、
少
な
か
ら
ぬ
手
入
れ
を
し

て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
入
場
料
を
ま
と
め
て
数
百
円

取
る
に
し
て
も
管
理
が
行
き
届
き
、
こ
れ
か
ら
佐
倉
市
の
名
所
の

ひ
と
つ
に
し
よ
う
と
す
る
気
構
え
を
感
じ
た
。

全
国
的
に
起
こ
り
つ
つ
あ
る
、
江
戸
時
代
の
城
下
町
の
復
旧
、

ま
た
は
復
原
は
、
歴
史
の
見
直
し
と
し
て
大
切
で
あ
る
こ
と
は
十

分
に
誰
も
承
知
し
て
い
る
。
そ
し
て
何
れ
の
城
下
町
も
城
を
町
の

誇
り
と
し
、
文
化
の
保
存
に
尽
し
て
い
る
こ
と
を
示
そ
う
と
す
る
。

天
守
閣
だ
け
が
残
っ
た
所
は
、
そ
の
周
辺
の
遺
構
に
手
を
つ
け
て

い
る
。
天
守
閣
も
な
く
、
石
垣
や
濠
だ
け
の
遺
構
の
残
る
所
は
、

大
阪
や
名
古
屋
の
よ
う
に
R
C
造
の
天
守
閣
を
つ
く
っ
た
。
城
と

い
え
ば
、
井
上
宗
和
の
研
究
は
第
一
人
者
、
城
と
ま
ち
づ
く
り
と

い
え
ば
伊
藤
て
い
じ
の
右
に
出
る
研
究
者
は
い
な
い
。
そ
の
井
上

宗
和
の
一
九
六
一
年
の
古
い
本
に
よ
る
と
、
現
在
の
天
守
閣
は
一

二
、
建
物
の
現
存
す
る
城
跡
は
一
五
、
復
興
天
守
閣
の
数
は
一
六

と
な
っ
て
い
る
。
ご
く
数
年
前
に
も
三
層
の
掛
川
城
が
出
来
た
の

を
知
っ
て
い
る
が
、
現
在
で
は
も
っ
と
増
え
て
い
る
こ
と
は
確
か

で
あ
る
。
し
か
も
長
浜
城
の
よ
う
に
、
大
手
門
か
ら
城
下
町
を
つ

く
り
つ
つ
あ
る
所
も
あ
り
、
ま
ち
づ
く
り
熱
が
城
か
ら
発
し
て
い

る
所
は
少
な
か
ら
ず
あ
る
筈
だ
。

復
原
さ
れ
た
武
家
屋
敷
や
、
そ
れ
に
類
す
る
文
化
財
も
、
文
化

庁
が
次
第
に
手
を
拡
げ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
し
、
近
年
は
場
所
を

指
定
し
て
文
化
財
発
掘
を
義
務
づ
け
て
き
た
か
ら
、
縄
文
時
代
や

石
器
時
代
の
も
の
ば
か
り
で
な
く
、
江
戸
時
代
の
遺
構
と
て
も
方

々
で
発
見
さ
れ
、
大
切
な
も
の
は
そ
れ
な
り
に
保
存
の
手
当
て
を

し
て
い
る
か
ら
、
増
え
る
一
方
だ
ろ
う
。
今
ま
で
の
建
築
や
ま
ち

づ
く
り
が
、
あ
ま
り
に
も
新
し
い
文
明
の
み
を
追
い
か
け
て
き
た

か
ら
、
そ
し
て
古
い
も
の
を
歴
史
的
遺
産
と
し
て
重
視
し
な
か
っ

た
か
ら
、
今
に
な
っ
て
つ
け
が
廻
っ
て
き
た
よ
う
な
気
が
し
て
な

ら
な
い
。
そ
れ
に
し
て
も
明
治
の
文
化
は
一
方
で
は
新
し
い
世
界

を
追
い
な
が
ら
、
よ
く
も
古
い
も
の
を
気
軽
に
捨
て
た
も
の
だ
と

思
う
。
こ
れ
は
「
近
代
建
築
」
が
「
使
い
捨
て
建
築
」
に
な
っ
て

い
る
の
と
、
大
同
小
異
で
は
あ
る
が
ど
う
だ
ろ
う
か
。
　
（
続
）


