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奇想建築“懸造り”
かけ　 づく

　

大
洲
市
に
あ
っ
て
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
建
物

に
「
臥
龍
山
荘
」
が
あ
る
。
木
蝋
業
で
財
を
成
し
た

新に
い

谷や

の
河
内
寅
次
郎
が
、
構
想
10
年
、
施
工
４
年
を

経
て
、
名
棟
梁
中
野
寅
雄
に
よ
っ
て
完
成
さ
せ
た
。

特
に
そ
の
中
の
、
明
治
36
年
に
成
っ
た
茶
室
不
老

庵
は
、
こ
の
山
荘
の
代
表
的
な
シ
ー
ン
と
し
て
登

場
す
る
事
が
多
い
。
何
故
な
ら
ば
、
そ
れ
は
肱
川
に

面
し
、
迫
り
出
す
よ
う
に
建
て
ら
れ
て
い
る
た
め
、

水
郷
大
洲
の
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な

景
観
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
急
斜
面
の
地
形
に
抗
し

て
、
肱
川
の
自
然
を
取
り
こ
む

よ
う
に
建
て
ら
れ
た
こ
の
建
物

の
、
ア
ク
ロ
バ
テ
ィ
ッ
ク
な
技

法
、
そ
れ
が
“
懸
造
り
”
と
呼
ば

れ
る
も
の
で
あ
る
。
文
字
通
り

“
懸け

ん
が
い崖
造
り
”
と
呼
ば
れ
た
り
も

し
て
、
京
都
は
“
清
水
の
舞
台
”

で
有
名
な
ア
レ
で
あ
る
。

　

実
は
、
最
近
次
第
に
分
か
っ

て
来
た
事
と
し
て
、
こ
の
“
懸

造
り
”
の
建
物
が
同
じ
大
洲
の

地
に
、
他
に
二
例
存
在
す
る
。

そ
の
き
っ
か
け
を
作
っ
て
頂
い

た
の
が
、
砥
部
で
設
計
事
務
所

を
経
営
す
る
建
築
家
の
和
田

耕
一
氏
。
そ
れ
は
、
氏
の
「
岡

崎
さ
ん
、
県
内
で
“
懸
造
り
”
の
建
物
を
ど
こ
か
知

ら
な
い
か
？
」
の
一
言
か
ら
始
ま
っ
た
。
勿
論
、
臥

龍
は
周
知
の
事
実
な
の
で
、「
そ
う
言
え
ば
、
確
か

少す
く
な
ひ
こ
な

彦
名
神
社
に
も
あ
っ
た
な
ー
」
と
想
い
出
し
た
。

「
そ
こ
連
れ
て
行
っ
て
よ
」
と
の
事
で
、
早
速
記
憶

を
頼
り
に
現
地
に
赴
く
事
に
。
歳
月
は
頭
を
老
化
さ

せ
、
ハ
テ
ど
こ
だ
っ
た
か
、
や
っ
と
の
事
で
菅す

げ

田た

に

あ
る
神
社
の
参
道
途
中
で
そ
の
社
殿
に
た
ど
り
着

き
、
氏
の
第
一
声
は
「
な
ん
で
こ
ん
な
の
を
早
う
言

わ
ん
の
よ
」
と
。
建
築
価
値
と
し
て
、
そ
の
位
の
発

見
事
例
だ
っ
た
。

　

こ
の
建
物
の
名
称
は
、
参さ

ん
ろ
う
で
ん

籠
殿
。
社
務
所
兼
用
の

小
部
屋
以
外
は
、
大
広
間
の
一
室
の
み
で
、
奉
納
舞

な
ど
に
使
わ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
昭

和
６
（
１
９
３
１
）
年
の
建
築
。

本
殿
に
上
が
る
手
前
、
参
道
が
丁

度
鉤か

ぎ

折
れ
に
な
る
所
に
、
急
斜
面

に
建
物
を
持
ち
だ
す
よ
う
に
建

て
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
つ
ま

り
、
四
間
半
×
七
間
余
の
平
面
の

三
方
が
空
中
に
突
き
出
た
恰
好

で
、
地
面
に
は
手
前
の
入
り
口
側

の
み
が
乗
っ
て
い
る
。
明
ら
か
に

意
図
的
に
建
物
の
殆
ど
を
空
中

楼
閣
と
し
て
建
て
て
い
る
。
参
道

の
上
と
下
に
は
余
地
が
あ
り
、
充

分
平
地
に
建
設
す
る
事
も
可
能

で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
の
状
況

下
で
、
何
故
こ
こ
に
こ
う
し
た
建

て
方
を
実
現
さ
せ
た
の
か
。
当
然

基
礎
部
分
の
懸
崖
に
組
ま
れ
た

柱
や
桁
は
コ
ス
ト
高
に
な
り
、
構

造
的
に
も
耐
震
や
沈
下
な
ど
、
高

度
な
技
術
が
要
求
さ
れ
る
。
棟
梁
は
こ
こ
で
も
中
野

寅
雄
。

　

少
し
古
代
に
心
を
遊
ば
せ
、
想
像
を
ふ
く
ら
ま
せ

て
み
よ
う
。
伊
予
風
土
記
に
よ
り
、
少

す
く
な
ひ
こ
な
の
み
こ
と

彦
名
命
が
道

後
温
泉
の
経
営
に
関
わ
っ
た
事
が
よ
く
知
ら
れ
て

い
る
が
、
命

み
こ
と

は
そ
の
後
大
洲
に
来
た
り
て
、
伝
説
で

は
肱
川
で
溺
死
し
た
事
に
な
っ
て
い
る
。
時
は
下
り

大
正
期
、
郷
土
史
家
の
西
園
寺
源
透
、
横
田
傳
松
両

翁
あ
る
い
は
後
に
国
学
院
大
教
授
と
な
る
樋
口
清

之
な
ど
が
中
心
と
な
り
、
少
彦
名
命
の
終
焉
の
地
で

あ
る
伝
説
地
と
し
て
の
研
究
調
査
が
大
い
に
進
ん

だ
。
昭
和
に
入
る
と
、
時
の
考
古
学
者
鳥
居
龍
蔵
博

士
の
裏
付
け
な
ど
に
よ
り
、
古
代
巨
石
文
化
の
顕
彰

も
行
わ
れ
、
昔

い
に
し
えか
ら
命

み
こ
と

が
葬
ら
れ
梁や

な

瀬せ

神
稜
の
聖
地

臥龍山荘不老庵
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境
内
は
、
梁
瀬
谷

の
中
腹
に
あ
る
の

で
、
前
面
に
押
し

出
さ
な
い
と
、
遭

難
地
を
望
む
事
が

出
来
な
い
。
こ
こ

で
の
神
楽
や
奉
納

舞
は
、
ま
さ
に
命

み
こ
と

に
捧
げ
る
神
事
と

し
て
は
う
っ
て
つ

け
の
場
所
に
違
い

な
い
。
参
道
が
鉤

折
れ
に
な
っ
て
い

る
の
も
、
霊
力
が

強
す
ぎ
る
の
で
そ

の
ま
ま
神
域
か
ら

野
に
放
た
れ
な
い

よ
う
、
曲
げ
て
い

る
の
だ
と
さ
れ
る
事
を
考
え
て
も
、
こ
の
場
が
霊た

ま
し
づ鎮

め
の
位
置
に
ふ
さ
わ
し
い
。

　

も
う
一
つ
、
技
術
者
で
あ
る
中
野
寅
雄
の
方
か
ら

考
え
る
と
、
か
つ
て
臥
龍
山
荘
で
鍛
え
た
技
を
進
化

発
展
さ
せ
た
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
あ
れ
か
ら
28

年
、
臥
龍
で
は
、
不
老
庵
本
体
は
地
面
に
乗
っ
て
い

て
、
少
し
張
り
出
さ
せ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
が
、
こ

ち
ら
は
全
面
的
に
張
り
出
さ
せ
て
い
る
。
柱
と
桁
の

全
て
に
全
重
量
を
か
け
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
よ
り

チ
ャ
レ
ン
ジ
フ
ル
な
プ
ラ
ン
な
の
だ
。

　

加
え
て
、
こ
れ
も
今
回
偶
然
の
事
か
ら
見
つ
か
っ

た
懸
造
り
が
禅
宗
の
名
刹
如に

ょ
ほ
う法
寺じ

に
あ
る
。
参
道

の
門
前
に
あ
る
毘
沙
門
堂
が
そ
れ
。
こ
ち
ら
は
、
調

べ
る
と
明
治
41
年
の
建
築
で
、
や
は
り
棟
梁
は
中
野

寅
雄
。
残
念
な
が
ら
屋
根
は
破
れ
、
床
も
危
な
い
状

況
で
、
名
刹
と
い
え
ど
そ
の
維
持
が
難
し
い
時
代
に

な
っ
て
い
る
の
を
痛
感
す
る
。
先
ほ
ど
の
参
籠
殿

も
、
実
は
屋
根
に
穴
が
開
き
、
早
急
に
修
復
し
な
い

と
本
体
が
危
う
い
。
床
下
で
見
つ
か
っ
た
貴
重
な
立

面
図
の
板
図
だ
け
は
、
何
と
か
神
社
の
顕
彰
活
動
を

し
て
い
る
「※

お
す
く
な
社
中
」
の
お
世
話
で
大
洲
市

立
博
物
館
に
所
蔵
し
て
も
ら
っ
た
が
。

　

何
れ
に
し
て
も
、
中
野
棟
梁
の
懸
造
り
が
三
例
大

洲
に
存
在
し
、
そ
こ
に
は
技
術
者
と
し
て
の
挑
戦
す

る
心
が
垣
間
見
え
る
の
だ
。
ま
た
そ
れ
ら
は
県
内
で

も
貴
重
な
も
の
で
、
建
築
史
的
に
も
も
っ
と
知
ら
れ

て
良
い
価
値
が
あ
る
。
県
文
化
財
と
な
っ
て
い
る
臥

龍
山
荘
は
と
も
か
く
、
他
二
例
に
光
が
当
た
る
事
を

望
む
ば
か
り
だ
。

と
さ
れ
て
き
た
場
所
に
、
時
代
風
潮
も
あ
っ
て
、
神

社
造
営
の
気
運
が
一
気
に
盛
り
上
が
っ
た
。
フ
ィ
リ

ピ
ン
貿
易
で
財
を
成
し
た
松
井
國
五
郎
や
、
朝
鮮

半
島
で
数
奇
屋
建
築
の
多
田
と
称
さ
れ
た
多
田
工

務
店
の
オ
ー
ナ
ー
順
三
郎
な
ど
か
ら
多
額
の
寄
付

も
寄
せ
ら
れ
、
今
に
残
る
社
殿
が
造
営
さ
れ
て
い
っ

た
。

　

さ
て
、
こ
の
参
籠
殿
の
立
地
条
件
を
考
察
し
て
み

た
い
。
時
あ
た
か
も
皇
国
史
観
の
時
代
に
あ
っ
て
、

そ
う
し
た
神
々
の
“
拠よ

り
し
ろ
”
と
し
て
、
こ
の
空

中
楼
閣
を
ど
う
考
え
る
べ
き
か
。
境
内
地
か
ら
突
出

さ
せ
た
意
味
は
？　

筆
者
は
こ
う
考
え
て
み
た
い
。

こ
の
身
を
乗
り
出
す
よ
う
な
建
物
位
置
か
ら
す
る

と
、
丁
度
、
命

み
こ
と

が
溺
れ
た
と
さ
れ
る
肱
川
の
少
し
上

流
方
向
に
あ
る
伝
説
地
が
望
め
る
の
で
は
な
い
か
。
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