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建
築
の
中
で
ベ
ー
ス
と
な
る
広
さ
の
単
位

だ
と
い
え
ま
す
。
数
列
で
い
う
と
「
１
」

に
あ
た
る
よ
う
な
、
四
畳
半
は
ま
さ
に
基

本
的
単
位
な
ん
で
す
。

草
庵
か
ら
長
屋
ま
で

茶
室
と
い
え
ば
四
畳
半
と
な
っ
た
の
に

は
そ
れ
な
り
に
理
由
が
あ
っ
て
、
な
か
で

も
草
庵
の
存
在
が
、
か
な
り
影
響
し
て
い

る
と
い
え
ま
す
。

草
庵
と
は
俗
世
か
ら
距
離
を
置
い
た
隠

者
や
世
捨
て
人
た
ち
が
郊
外
に
結
ん
だ
庵

の
こ
と
で
、
そ
の
多
く
が
四
畳
半
で
し
た
。

西
行
や
兼
好
が
住
ん
だ
一
人
住
ま
い
の
庵
、

あ
る
い
は
鴨
長
明
の
『
方
丈
記
』
に
出
て

く
る
一
丈
四
方
の
庵
な
ど
が
そ
う
で
す
。

方
丈
は
四
畳
半
よ
り
や
や
広
い
の
で
す
が

（
方
丈
は
約
三
・
三
メ
ー
ト
ル
四
方
、
四
畳
半
は

約
二
・
七
メ
ー
ト
ル
四
方
）、
生
活
を
営
む
上

で
の
実
用
的
ス
ペ
ー
ス
は
四
畳
半
と
い
っ

か
ら
、
四
畳
半
は
決
し
て
貧
し
い
が
ゆ
え

の
狭
小
空
間
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
一

人
で
い
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
広
さ
だ
と
い

う
こ
と
で
、
四
畳
半
が
で
き
上
が
る
ん
で

す
ね
。

最
初
は
九
間
で
飲
ま
れ
て
い
た
お
茶
も
、

時
間
の
経
過
と
と
も
に
部
屋
が
ど
ん
ど
ん

狭
く
な
っ
て
、
千
利
休
の
こ
ろ
、
室
町
時

代
の
末
期
あ
た
り
に
は
、
四
畳
半
が
茶
室

の
基
本
に
な
り
ま
す
。
八
畳
や
六
畳
、
あ

る
い
は
三
畳
や
二
畳
な
ど
の
茶
室
も
あ
り

ま
し
た
が
、
最
終
的
に
い
ち
ば
ん
ス
タ
ン

ダ
ー
ド
に
な
っ
た
の
は
四
畳
半
で
し
た
。

茶
室
の
場
合
は
、
四
畳
半
よ
り
狭
い
部

屋
を
「
小
間
」
と
い
い
、
四
畳
半
よ
り
広

い
部
屋
を
「
広
間
」
と
い
い
ま
す
。
ま
た
、

四
畳
半
を
四
つ
並
べ
る
と
九
間
に
な
り
ま

す
。つ

ま
り
、
日
本
の
伝
統
的
な
部
屋
は
四

畳
半
よ
り
大
き
く
な
る
か
小
さ
く
な
る
か

で
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
、
四
畳
半
は
日
本

い
た
し
、
歌
の
会
を
開
い
た
り
、
宴
会
を

し
た
り
、
美
術
品
の
鑑
賞
な
ど
に
も
用
い

ら
れ
た
。

人
を
招
く
た
め
の
部
屋
と
し
て
九
間
が

使
わ
れ
る
時
代
は
長
く
続
い
た
の
で
す
が
、

時
を
経
る
に
つ
れ
、
用
途
に
応
じ
た
小
さ

な
部
屋
が
登
場
し
、
四
畳
半
も
そ
の
流
れ

の
中
で
生
ま
れ
ま
す
。

た
と
え
ば
、
室
町
幕
府
の
八
代
将
軍
で

あ
る
足
利
義
政
が
、
一
人
で
茶
を
喫
し
た

り
、
書
物
を
読
ん
だ
り
、
自
分
の
時
間
を

楽
し
む
た
め
の
部
屋
。
こ
れ
な
ん
か
は
四

畳
半
で
す
。

京
都
に
あ
る
慈
照
寺
（
銀
閣
寺
）
に
は
、

義
政
の
持
仏
堂
と
し
て
建
て
ら
れ
た
東と
う

求ぐ

堂ど
う
と
い
う
建
物
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
北
向

き
の
一
角
に
「
同ど
う

仁じ
ん

斎さ
い
」
と
呼
ば
れ
る
書

斎
が
あ
る
の
で
す
が
、
こ
こ
が
義
政
に
と

っ
て
の
個
人
的
、
ま
た
趣
味
的
空
間
で
あ

る
四
畳
半
な
ん
で
す
。

将
軍
だ
っ
て
使
っ
て
い
る
く
ら
い
で
す

り
ま
す
が
、
こ
の
九
間
が
日
本
の
部
屋
の

一
つ
の
基
本
に
な
り
ま
す
。
能
舞
台
も
九

間
で
す
。
能
と
い
う
伝
統
芸
能
は
、
日
本

に
お
け
る
ベ
ー
シ
ッ
ク
な
広
が
り
を
持
つ

空
間
で
行
な
わ
れ
て
い
る
と
い
え
る
ん
で

す
。九

間
は
中
世
の
家
の
基
本
で
も
あ
り
、

来
客
を
迎
え
る
部
屋
と
し
て
よ
く
使
わ
れ

ま
し
た
。
こ
う
し
た
部
屋
を
昔
は
「
会か
い

所し
ょ

」
と
い
っ
て
、
お
茶
な
ん
か
も
飲
ん
で

に
は
畳
み
た
い
に
広
さ
を
規
定
す
る
も
の

が
な
い
か
ら
、
部
屋
の
大
き
さ
は
つ
ね
に

「
適
宜
」
な
ん
で
す
よ
。

畳
が
で
き
て
以
来
、
世
の
中
に
畳
が
広

が
っ
た
中
世
ぐ
ら
い
に
、
日
本
建
築
の
基

準
と
な
る
大
き
さ
の
部
屋
が
で
き
て
き
ま

す
。そ

の
一
つ
が
九こ
こ
間の

ま
で
す
。
九
間
は
三
間

（
約
五
・
四
メ
ー
ト
ル
）
四
方
の
九
坪
。
畳
で

い
う
と
十
八
畳
の
、
正
方
形
の
空
間
に
な

日
本
建
築
の
最
小
単
位

日
本
の
建
築
に
は
世
界
で
も
珍
し
く
、

面
積
に
規
格
が
あ
る
ん
で
す
。
こ
れ
は
、

世
界
で
は
見
ら
れ
な
い
こ
と
で
す
。

規
格
が
で
き
た
の
は
、
畳
の
せ
い
で
す
。

畳
は
一
定
の
大
き
さ
・
形
を
し
て
い
る
か

ら
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て
部
屋
の
大
き
さ
・

形
も
自
ず
と
決
ま
っ
た
ん
で
す
ね
。
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畳
が
部
屋
の
広
さ
を
規
定
す
る
日
本
建
築
に
お
い
て
、基
準
的
単
位
と
も
い
え
る
四
畳
半
。

基
本
的
な
部
屋
の
広
さ
と
な
っ
た
の
に
は
、ど
の
よ
う
な
歴
史
的
経
緯
が
あ
り
、

ま
た
そ
こ
で
は
、ど
の
よ
う
な
人
間
の
営
み
が
あ
っ
た
の
か
？

建
築
史
家
で
あ
り
、建
築
家
で
も
あ
る
藤
森
照
信
さ
ん
に
聞
い
た
。

身
体
尺
に
か
な
っ
た
空
間

四
畳
半
に
見
る
日
本
文
化
と
住
ま
い
方


