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日
本
に
お
け
る
デ
ザ
イ
ン
意
識
の
古
層

つ
く
る
・
風
情
・
風
流

土
田
耕
督

■ 
K
o
s
苓
e
T
5
u
c
b
忌

a+a 11 073 
第2車 デザインの言葉たち

■ 

構
想
さ
れ
た
ア
イ
デ
ィ
ア
を
か
た
ち
と
し
て
具
現
化
す
る
と
い
う
行
為
に
着
目
し
、
そ
れ
に
対
応
す
る

H
本
語
を
古
語
の
中
に
渉
猟
す

る
な
ら
ば
、
見
出
さ
れ
る
の
は
、
「
つ
く
る
」
と
い
う
何
の
変
哲
も
な
い
動
詞
で
あ
る
。
お
よ
そ
五
世
紀
頃
に
漠
語
文
化
圏
に
参
入
し
て

以
来
、
や
ま
と
言
葉
「
つ
く
る
」
に
宛
て
る
漠
字
と
し
て
採
用
さ
れ
た
の
は
、
「
乍
」
「
作
」
「
冶
」
「
制
」
「
製
」
「
為
」
「
造
」
「
創
」
「
構
」

「
撰
」
な
ど
で
あ
っ
た

[
2
。
も
と
よ
り
中
国
語
に
お
い
て
は
各
々
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
異
な
る
こ
れ
ら
の
字
を
、
一
括
し
て
「
つ
く
る
」
と
訓

じ
た
点
に
、
和
語
「
つ
く
る
」
が
内
包
す
る
意
味
の
広
さ
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
乍
」
は
、
木
の
枝
を
た
わ
め
て
垣
な
ど
を
つ
く
る
様
で
、
大
き
な
土
木
工
事
を
す
る
こ
と
。
「
作
」
は
そ
こ
に
人
為
的
な
意
を
強
調
し

た
形
声
の
字
で
あ
る
円
。
「
冶
」
は
鋳
造
に
よ
っ
て
、
「
創
」
は
鋳
型
を
用
い
て
、
「
制
」
は
主
に
木
を
、
「
製
」
は
主
に
布
を
素
材
と
し

て
、
も
の
を
つ
く
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
「
為
」
は
手
で
象
を
使
役
す
る
様
を
あ
ら
わ
す
と
い
い
、
工
事
に
関
係
す
る
。
「
造
」
は
、
も
と

つ
く
る
に
通
じ
る
。
「
構
」
は
木
を
組
み
合
わ
せ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
部
分
を
構
成
す
る
こ
と
に
よ
っ

も
と
重
要
な
こ
と
を
な
す
意
か
ら
、

「
つ
く
る
」

1

構
想
の
位
置
ぶ
叩
詞
と
し
て
の
デ
ザ
イ
ン

明
る
み
に
出
す
こ
と
を
試
み
る
。

今
日
、

d
e
s
i
g
n

の
訳
語
に
「
意
匠
」
と
い
う
言
葉
を
宛
て
る
こ
と
は
、
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
字
義
を
見
れ
ば
、
意
匠
と
は
「
こ
こ

ろ
の
た
く
み
」
で
あ
り
、
意
中
の
ア
イ
デ
ィ
ア
と
そ
の
造
形
的
工
夫
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
構
想
さ
れ
た
ア
イ
デ
ィ
ア
を
、
何

ら
か
の
記
号
1
1

か
た
ち
と
し
て
具
現
化
す
る
こ
と
、
と
い
う
「
デ
ザ
イ
ン
」
の
原
義
に
鑑
み
て
、
い
か
に
も
ふ
さ
わ
し
い
翻
訳
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
こ
の
言
葉
が
、
近
世
以
前
に
お
い
て
は
決
し
て
一
般
的
に
普
及
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
事
実
に
は
、
注
意
を
払
う

べ
き
で
あ
ろ
う
。
近
代
以
前
の
書
物
に
お
い
て
、
そ
の
用
例
は
き
わ
め
て
少
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
を
日
本
文
化
に
お
け
る
デ
ザ
イ

ン
意
識
を
代
表
す
る
語
と
し
て
認
定
す
る
に
は
、
な
お
慎
重
な
態
度
が
必
要
で
あ
る
[
r
]

。

小
論
で
は
、
特
に
近
世
以
前
に
時
代
を
限
定
し
て
、
普
通
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
日
本
語
の
中
に
、
「
デ
ザ
イ
ン
」
の
意
を
満
た

す
言
葉
を
探
索
し
て
み
た
い
。
そ
れ
と
同
時
に
、
用
語
法
の
背
景
の
考
察
を
通
し
て
、
そ
こ
に
潜
在
し
て
い
る
日
本
の
デ
ザ
イ
ン
意
識
を
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て
、
「
捩
」
は
部
分
を
択
び
集
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
全
体
を
つ
く
る
こ
と
を
示
す
。
そ
れ
ら
を
還
元
し
て
、
「
作
」
「
造
」

及
し
た
よ
う
で
あ
る
。

の
用
字
が
普

以
上
の
よ
う
に
、
「
つ
く
る
」
と
は
、
い
ず
れ
の
字
義
に
お
い
て
も
、
無
か
ら
何
も
の
か
を
つ
く
り
出
す
create
こ
と
で
は
な
い
。

く
ら
れ
る
も
の
は
、
常
に
何
ら
か
の
素
材
、
あ
る
い
は
何
ら
か
の
工
芸
的
技
術
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
る
。
こ
の
意
味
で
、
和
語
「
つ
く

る
」
は
他
動
詞
p
r
o
d
u
c
e
に
等
し
い
と
い
う
点
を
、
ま
ず
確
認
し
て
お
き
た
い
。

と
こ
ろ
で
、
管
見
の
及
ぶ
か
ぎ
り
、
近
世
ま
で
に
お
い
て
、
「
か
た
ち
づ
く
る
こ
と
」
を
概
念
的
に
あ
ら
わ
す
「
造
形
（
形
を
造
る
）
」

あ
る
い
は
「
象
形
（
形
を
象
る
）
」
と
い
う
畳
語
が
、
和
語
と
し
て
用
い
ら
れ
た
例
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
日
。
「
造
営
」
や
「
造
作

（
ぞ
う
さ
・
ぞ
う
さ
く
）
」
と
い
う
畳
語
は
古
く
か
ら
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
家
屋
・
寺
社
な
ど
を
つ
く
る
こ
と
を
指
し
[
?
、
か
た
ち
づ
く
る

こ
と
そ
の
も
の
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
「
つ
く
る
」
は
、
自
動
詞
と
し
て
の

form
で
も
な
い
。
い
い
か
え
れ
ば
、
動
詞

「
つ
く
る
」
は
、
未
だ
具
現
化
さ
れ
て
い
な
い
ア
イ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
「
か
た
ち

form」
を
、
目
的
語
に
は
と
ら
な
い
。
「
つ
く
る
」
営

為
ご
と
に
つ
く
ら
れ
て
い
る
の
は
、
必
ず
個
々
の
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
、
個
々
の
も
の
の
具
体
的
な
「
か
た
ち

s
h
a
p
e
」
を
つ
く
る

意
を
も
示
す
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
宮
廷
に
お
い
て
、
貴
顕
の
要
望
に
し
た
が
っ
て
種
々
の
美
術
工
芸
品
を
つ
く
る

こ
と
を
任
務
と
し
た
部
署
が
「
作
物
所
」
と
称
さ
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
は
、
そ
れ
を
証
立
て
て
い
る
。
そ
こ
に
所
属
し
て
い
た
の
は
、

「
乍
．
冶
・
制
・
製
・
創
」
な
ど
の
技
術
に
長
け
た
「
た
く
み
（
エ
・
匠
・
巧
）
」
た
ち
で
あ
っ
た

[
2
。

日
本
に
か
ぎ
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
産
業
革
命
以
前
に
は
、
「
設
計
」
、
す
な
わ
ち
、
完
成
図
の
構
想
を
担
当
す
る
専
門
家
は
い
な
か
っ

た
団
。
つ
ま
り
、
「
つ
く
る
」
営
為
に
先
立
っ
て
、
完
全
な
「
か
た
ち
」
を
「
デ
ザ
イ
ン
」
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、
邸
宅

を
建
て
る
に
は
、
棟
梁
が
施
主
の
要
求
と
建
設
場
所
の
諸
条
件
を
考
慮
し
て
、
基
本
設
計
を
す
る
。
そ
こ
に
詳
細
な
設
計
図
は
な
く
、
簡

単
な
平
面
図
と
若
干
の
絵
が
描
か
れ
る
程
度
で
あ
っ
た
。
意
識
的
な
デ
ザ
イ
ン
は
、
全
体
の
構
想
や
重
要
部
分
の
構
造
と
い
っ
た
範
囲
に

か
ぎ
ら
れ
、
細
部
に
つ
い
て
は
、
個
々
の
職
人
の
裁
量
と
技
術
が
も
の
を
い
っ
た
。
と
り
わ
け
日
本
に
お
い
て
は
、
近
世
に
入
っ
て
も
な

お
、
こ
の
よ
う
な
も
の
の
つ
く
り
方
が
顕
著
に
見
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

一
八
七
二
年
、
岩
倉
使
節
団
の
一
員
と
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
リ
ヴ
ァ
プ
ー
ル
近
郊
の
造
船
所
を
視
察
し
た
久
米
邦
武
(
-
八
三
九
ー
一
九

=
―
-
）
は
、
そ
こ
で
設
計
と
製
造
の
機
能
の
分
節
が
明
確
に
な
っ
て
い
る
の
に
感
心
し
て
、
次
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る
。

■ 

っ

a+a 11 075 
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■ 

総
テ
製
作
場
ニ
ハ
図
引
ノ
肝
要
ナ
ル
コ
ト
、
人
体
二
脳
ア
ル
ガ
如
ク
、
工
業
ノ
綱
領
ト
ナ
ル
ナ
リ
。
〔
略
〕
抑
凡
百
ノ
製
作
モ
其
実

ミ
ナ
如
此
シ
。
喩
ヘ
バ
汽
車
ヲ
製
ス
ル
モ
、
時
辰
機
ヲ
製
ス
ル
モ
、
陶
器
作
ル
モ
、
器
皿
布
吊
ノ
製
造
モ
、
皆
然
ラ
ザ
ル
ナ
シ
。
画

工
ハ
画
ヲ
ナ
シ
、
輪
人
ハ
輪
ヲ
作
リ
、
染
エ
ハ
染
メ
、
塗
師
ハ
塗
ル
。
分
業
益
分
レ
益
多
ク
シ
テ
、
諸
器
益
精
緻
ヲ
致
ス
。
惟
之
ヲ

モ
ク
ロ
ミ

総
ブ
ル
ハ
、
殴
卜
雛
形
ト
ニ
ア
リ
0

[
略
]
凡
ソ
一
ノ
工
事
ヲ
打
点
ス
ル
ニ
ハ
、
先
ツ
其
図
ヲ
画
キ
、
之
二
就
テ
其
工
事
ヲ
吟
味
シ
、

已
二
遺
慮
ナ
キ
ニ
至
リ
テ
、
猶
慎
ミ
ヲ
致
シ
雛
形
ヲ
製
ス
。
雛
形
成
リ
、
其
物
ノ
果
シ
テ
成
ル
ベ
キ
ヲ
察
シ
、
然
後
二
工
業
二
施

ス。我
邦
ノ
工
事
、
多
ク
粗
南
ナ
ル
ハ
、
〔
略
〕
畢
党
ハ
図
引
雛
形
二
精
神
ヲ
用
ヒ
、
費
用
ヲ
榔
ツ
ヲ
欲
セ
ズ
、
一
念
心
二
浮
メ
バ
、
空

ニ
ョ
リ
テ
意
想
ヲ
回
シ
、
大
略
慮
至
レ
ハ
、
直
二
工
業
二
下
手
シ
、
成
否
ヲ
一
榔
二
試
ミ
、
成
ラ
ズ
シ
テ
家
ヲ
傾
ル
モ
ノ
、
此
比
ミ

ナ
然
リ
。
エ
ノ
進
マ
ザ
ル
ハ
、
蓋
シ
此
二
本
ヅ
ク
。

と
嘆
い
て
い
る
日
。
近
代
日
本
の
工
業
に
お
け
る
、
設
計
と
製
造
の
機
能
の
未
分
化
を
消
極
的
に
と
ら
え
る
文
脈
の
中
に
、
「
一
念
心
に

浮
め
ば
、
空
に
よ
り
て
意
想
を
回
し
、
大
略
慮
至
れ
ば
、
直
に
工
業
に
下
手
し
」
と
あ
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
完
成
形
を
あ
ら
か
じ
め

構
想
す
る
の
で
は
な
く
‘
―
つ
の
ア
イ
デ
ィ
ア
を
も
と
に
「
意
想
」
を
め
ぐ
ら
し
、
大
略
の
計
画
に
考
え
が
至
れ
ば
、
そ
の
ま
ま
工
程
に

着
手
す
る
こ
と
。
近
代
に
入
っ
て
も
な
お
採
用
さ
れ
て
い
る
、
こ
の
よ
う
な
「
エ
」
の
方
法
は
そ
の
ま
ま
、
近
世
ま
で
の

H
本
の
も
の
づ

く
り
の
あ
り
様
、
ひ
い
て
は
デ
ザ
イ
ン
意
識
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

具
体
的
な
「
か
た
ち
」
を
「
つ
く
る
」
以
上
、
そ
こ
に
あ
ら
か
じ
め
練
ら
れ
た
構
想
が
介
在
す
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
そ
の
一
方

で
‘
―
つ
の
ア
イ
デ
ィ
ア
を
も
と
に
し
つ
つ
、
技
術
を
駆
使
し
て
素
材
を
加
工
す
る
過
程
で
、
各
段
階
で
の
状
態
を
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
し

な
が
ら
、
完
成
に
向
か
っ
て
収
緻
し
て
い
く
と
い
う
つ
く
り
方
を
推
定
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
複
数
人
の
か
か
わ
る
現
場
に
お
い
て
は
、

一
方
、
日
本
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
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「
風
情
」
~
想
さ
れ
た
趣
向
：
名
詞
と
し
て
の
デ
ザ
イ
ン
①

つ
く
り
な
が
ら
構
想
を
更
新
す
る
、
と
い
う
つ
く
り
方
で
あ
る
。

こ
こ
に
お
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
構
想
し
た
計
画
を
か
た
ち
に
具
現
化
す
る
、
と
い
う
デ
ザ
イ
ン
の
原
義
は
融
解
し
、
後
者
の
う
ち
に
前

者
が
と
り
こ
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
和
語
「
つ
く
る
」
と
は
、
「
デ
ザ
イ
ン
し
な
が
ら
つ
く
る
」
営
為
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
動
詞

p
r
o
d
u
c
e

の
中
に
、
動
詞
d
e
s
i
g
n
が
す
で
に
内
包
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
英
語
を
は
じ
め
西
洋
語
一
般
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
、
和
語
に
お
い
て
は
、
「
デ
ザ
イ
ン
す
る
」
と
い
う
動
詞
自
体
を
抽
出
し
て
あ
ら
わ
す
言
築
は
、

え
よ
う
。

翻
っ
て
、
「
デ
ザ
イ
ン
」
の
名
詞
的
側
面
、
す
な
わ
ち
、
つ
く
ら
れ
た
も
の
の
上
に
施
さ
れ
た
、
意
図
的
な
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
や
装
飾
、

模
様
な
ど
の
〈
趣
向
〉
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
『
小
学
館
古
語
大
辞
典
』
に
よ
れ
ば
、
「
趣
向
」
と
い
う
語
は
、
目
的
に
向
か
っ
て

進
む
こ
と
を
原
義
と
し
、
「
お
も
む
き
や
味
わ
い
の
出
る
よ
う
工
夫
す
る
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
工
夫
。
意
匠
」
と
い
う
意
に
な
る
[
竺
o

こ

の
意
味
で
、
次
の
よ
う
な
中
世
の
用
例
が
引
か
れ
て
い
る
。

句
の
優
美
遠
長
な
る
体
、
製
の
み
有
て
、
其
の
趣
向
落
着
の
と
こ
ろ
を
知
り
が
た
し
。

当
該
の
場
面
は
、
唐
代
の
詩
人
韓
愈
（
七
八
六
ー
八
二
四
）
に
つ
い
て
の
挿
話
内
の
も
の
で
あ
る
。
猶
子
で
あ
る
韓
湘
が
、
瑠
璃
の
盆
を
伏

せ
た
後
に
仰
向
け
る
と
、
そ
こ
に
牡
丹
の
花
が
一
枝
あ
ら
わ
れ
る
。
そ
の
花
の
中
に
、
金
字
で
書
か
れ
た
一
聯
の
詩
句
が
あ
り
、
韓
愈
は

そ
れ
を
読
ん
で
感
嘆
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
手
に
と
っ
て
見
よ
う
と
す
る
と
、
忽
然
と
し
て
消
え
失
せ
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
、
韓

湘
が
仙
術
の
道
を
習
得
し
た
者
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
、
と
語
ら
れ
て
い
る
。
用
例
は
、
詩
句
へ
の
感
嘆
の
様
を
叙
し
た
箇
所
に
あ
る
。

な
お
さ
ら
そ
う
で
あ
っ
た
ろ
う
。

い
わ
ば
、

■ 

（
『
太
平
記
』
巻
第

「
無
礼
講
事
付
玄
恵
文
談
事
」
）

つ
い
に
存
在
し
え
な
か
っ
た
と
い
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■ 

「
趣
向
」
が
「
落
着
」
す
る
と
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

ト
ル
と
い
っ
た
意
味
に
と
る
べ
き
で
あ
ろ
う
色
。

注
意
し
た
い
の
は
、
「
趣
向
」
と
い
う
語
が
、
中
国
の
挿
話
を
紹
介
す
る
箇
所
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な

文
脈
に
お
い
て
、
語
彙
的
に
漠
語
を
駆
使
し
て
書
か
れ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
て
、
「
趣
向
」
が
当
時
の
一
般
的
和
語
で
あ
っ
た
と
考
え
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
小
論
が
、
「
趣
向
」
を
現
代
日
本
語
と
し
て
扱
う
所
以
で
あ
る
。

さ
て
、
趣
向
は
、
つ
く
ら
れ
る
前
段
階
、
あ
る
い
は
つ
く
ら
れ
る
過
程
に
お
い
て
構
想
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
完
成
し
た
も

の
の
上
に
あ
ら
わ
れ
る
阿
。
そ
の
う
ち
の
、
構
想
さ
れ
た
趣
向
を
あ
ら
わ
す
日
本
語
に
、
「
風
情
」
と
い
う
言
業
が
あ
る
[
竺
o

「
風
情
」

は
、
漢
語
で
は
も
と
も
と
、
も
の
ご
と
に
対
す
る
感
興
や
興
味
を
意
味
し
た
が
[
巾

r
日
本
で
は
ヽ
そ
の
意
と
と
も
に
ヽ
興
の
原
因
と
な

る
趣
向
を
指
す
意
に
も
な
っ
た
。

橘
俊
綱

(
1
0
二
八
ー
九
四
）
の
著
作
と
目
さ
れ
る
、
現
存
最
古
の
造
園
指
南
書
『
作
庭
記
』
は
、
庭
を
つ
く
る
上
で
石
を
立
て
る
こ
と

を
最
も
重
視
し
て
い
る
。
そ
の
冒
頭
に
「
石
を
た
て
ん
事
、
ま
づ
大
旨
を
こ
こ
ろ
ふ
べ
き
也
」
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
[
1
]

。

一
、
地
形
に
よ
り
、
池
の
す
が
た
に
し
た
が
ひ
て
、
よ
り
く
る
所
々
に
、
風
情
を
め
ぐ
ら
し
て
、
生
得
の
山
水
を
お
も
は
へ
て
、
そ

の
所
々
は
さ
こ
そ
あ
り
し
か
と
、
お
も
ひ
よ
せ
／
＼
た
つ
べ
き
な
り
。

一
、
む
か
し
の
上
手
の
た
て
を
き
た
る
あ
り
さ
ま
を
あ
と
と
し
て
、
家
主
の
意
趣
を
心
に
か
け
て
、
我
風
情
を
め
ぐ
ら
し
て
、
し
て

た
つ
べ
き
也
。

一
、
国
々
の
名
所
を
お
も
ひ
め
ぐ
ら
し
て
、

ら
へ
て
、
や
ハ
ら
げ
た
つ
べ
き
也
。

こ
こ
で
の
「
趣
向
」
は
、
原
義
で
あ
る
進
む
べ
き
日
的
、
詩
の
内
容
の
ヴ
ェ
ク

お
も
し
ろ
き
所
々
を
、
わ
が
も
の
に
な
し
て
、

お
ほ
す
が
た
を
、

そ
の
と
こ
ろ
に
な
ず

土
地
の
「
形
」
や
池
の
「
す
が
た
」
を
所
与
の
条
件
と
し
て
、
そ
れ
ら
に
調
和
す
る
よ
う
に
、
「
風
情
」
を
め
ぐ
ら
せ
る
こ
と
、
ま
た
、

家
主
の
要
望
を
心
に
と
ど
め
つ
つ
、
自
ら
の
「
風
情
」
を
め
ぐ
ら
せ
る
こ
と
。
自
然
の
ま
ま
の
山
水
の
景
を
念
頭
に
置
き
、
す
ぐ
れ
た
先

達
に
よ
る
石
の
立
て
方
を
参
照
し
、
国
々
の
名
所
を
想
像
し
な
が
ら
、
場
に
調
和
し
た
石
を
立
て
る
こ
と
が
推
奨
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
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て
い
る
。

「
風
流
」
具
現
化
さ
れ
た
趣
向
；
名
詞
と
し
て
の
デ
ザ
イ
ン
②

の
「
風
情
」
は
、
あ
ら
か
じ
め
構
想
さ
れ
た
、

ど
の
よ
う
な
石
を
ど
の
よ
う
に
配
置
し
な
が
ら
立
て
る
か
、

こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
た
上
で
注
目
す
べ
き
は
、
実
際
に
石
を
立
て
る
過
程
で
あ
る
。
「
立
石
口
伝
」

石
を
た
て
ん
に
ハ
、
ま
づ
お
も
石
の
か
ど
あ
る
を
ひ
と
つ
立
お
し
せ
て
、
次
々
の
い
し
を
バ
、
そ
の
石
の
こ
は
ん
に
し
た
が
ひ
て
立

べ
き
也
‘
[
略
]

石
を
た
て
ん
に
ハ
、
先
左
右
の
脇
石
前
石
を
寄
立
む
ず
る
に
、
思
あ
ひ
ぬ
べ
き
石
の
か
ど
あ
る
を
た
て
を
き
て
、
奥
石
を
ば
そ
の
石

の
乞
に
し
た
が
ひ
て
た
つ
る
な
り
。

見
ど
こ
ろ
が
あ
っ
て
主
と
な
る
石
を
一
っ
立
て
て
お
い
て
、
次
の
石
、
次
の
石
と
立
て
て
い
く
と
ぎ
、
主
石
の
望
み
に
し
た
が
っ
て
、

次
々
の
石
を
立
て
て
い
く
べ
き
で
あ
る
と
す
る
主
張
。
ま
た
、
左
右
の
脇
石
・
前
石
を
立
て
る
と
き
、
こ
れ
と
思
う
よ
う
な
特
徴
あ
る
石

を
立
て
た
上
で
、
そ
の
石
の
望
み
に
し
た
が
う
よ
う
に
奥
の
石
を
立
て
る
と
い
う
知
見
で
あ
る
。
石
を
立
て
る
過
程
に
お
い
て
は
、
あ
ら

か
じ
め
構
想
し
て
あ
っ
た
「
風
情
」
が
、
完
全
に
実
現
さ
れ
て
い
く
わ
け
で
は
な
い
。
立
て
た
石
そ
れ
自
体
が
、
次
の
石
の
形
状
や
配
置

を
決
定
し
、
「
風
情
」
は
各
進
捗
段
階
の
バ
ラ
ン
ス
に
よ
っ
て
、
そ
の
つ
ど
修
正
さ
れ
て
い
く
。
こ
れ
は
ま
さ
し
く
、
構
想
と
「
つ
く
る
」

こ
と
と
を
先
後
関
係
に
お
い
て
と
ら
え
な
い
よ
う
な
デ
ザ
イ
ン
の
あ
り
方
で
あ
る
。
庭
を
つ
く
る
こ
と
と
、
石
を
立
て
る
「
風
情
」
と
の

関
係
性
に
は
、
つ
く
り
つ
つ
構
想
す
る
こ
と
を
繰
り
返
し
な
が
ら
、
完
成
へ
と
漸
進
す
る
と
い
う
前
近
代
の
日
本
の
デ
ザ
イ
ン
の
特
質

が
、
如
実
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

「
風
情
」
と
は
「
め
ぐ
ら
す
」
も
の
で
あ
り
、
「
つ
く
る
」
こ
と
に
先
立
っ
た
、
あ
る
い
は
つ
く
り
な
が
ら
構
想
さ
れ
る
〈
趣
向
〉

■ 

と
い
う
趣
向
を
指
し
て
い
る
。

の
項
に
は
、
次
の
よ
う
に
い
わ
れで
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■ 

あ
っ
た
。
他
方
、
完
成
し
た
も
の
の
上
に
具
現
化
し
て
い
る
、
い
わ
ば
事
後
的
な
趣
向
に
関
す
る
言
葉
と
し
て
、
「
風
流
」
が
あ
る
〔
市
〗
。

「
風
流
」
は
、
紀
元
前
二
世
紀
の
中
国
で
書
か
れ
た
『
淮
南
子
』
に
す
で
に
見
ら
れ
る
語
で
、
も
と
も
と
「
風
の
流
れ
」
を
意
味
し
、
天

子
の
威
風
が
凋
落
す
る
こ
と
を
あ
ら
わ
し
た
。
三
国
時
代
か
ら
六
朝
時
代
（
三
世
紀
初
め
か
ら
六
世
紀
末
）
に
か
け
て
そ
の
用
例
が
増
加
し
、

「
風
流
」
は
個
人
の
風
格
を
指
す
よ
う
に
な
る
。
仰
ぎ
慕
わ
れ
る
風
格
の
内
実
に
も
変
化
が
見
ら
れ
、
当
初
は
風
格
の
必
須
条
件
で
あ
っ

た
は
ず
の
儒
家
的
・
道
徳
的
理
念
は
、
次
第
に
薄
れ
て
い
く
。
道
家
の
理
念
に
お
い
て
は
、
儒
家
の
道
徳
を
こ
そ
「
俗
」
と
見
な
し
、
そ

れ
を
因
習
と
し
て
否
定
し
、
自
由
な
生
き
方
を
求
め
る
。
「
風
流
」
と
い
う
語
も
ま
た
、
そ
う
し
た
道
家
的
態
度
に
よ
っ
て
染
め
ら
れ
て

い
っ
た
。
こ
の
意
味
で
、
「
風
流
」
は
、
「
俗
」
の
対
義
語
で
あ
り
、
人
の
風
格
の
美
し
さ
を
あ
ら
わ
す
「
雅
」
と
璽
な
っ
て
く
る
。
『
万

葉
集
』
の
用
例
な
ど
に
見
出
せ
る
よ
う
に
、
日
本
に
お
い
て
、
古
く
は
「
風
流
」
が
「
雅
」
と
同
じ
く
「
み
や
び
」
と
訓
じ
ら
れ
た
[
巾
]
゜

こ
れ
は
、
六
朝
後
期
の
「
風
流
」
の
語
が
移
入
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
と
推
測
で
き
る
。
さ
ら
に
六
朝
末
に
な
る
と
、
人
物
の
内
面
で
は
な

く
、
端
正
謹
厳
な
容
儀
を
あ
え
て
崩
し
た
外
観
に
対
し
て
も
「
風
流
」
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
後
は
退
廃
的
、
官
能
的
魅
力

に
重
点
を
置
く
意
味
へ
と
傾
い
て
い
っ
た
団
。

日
本
に
お
い
て
、
「
風
流
」
は
、
お
そ
ら
く
六
朝
後
期
か
ら
末
に
か
け
て
の
意
味
を
核
と
し
つ
つ
、
中
国
と
は
異
な
る
意
味
の
変
容
を

蒙
っ
た
。
ま
ず
着
目
し
た
い
の
は
、
平
安
期
の
漠
詩
文
な
ど
に
用
い
ら
れ
る
「
風
流
」
で
あ
る
[
円
o

冷
泉
院
者
、
万
菓
之
仙
宮
、
百
花
之
一
洞
也
、
景
趣
幽
奇
、
煙
霞
勝
絶
‘
[
略
]
夫
布
レ
政
之
庭
、
風
流
未
三
必
敵
二
蜆
閻
＼
兼
レ
之

者
此
地
也

平
等
院
者
、
水
石
幽
奇
、
風
流
勝
絶

（
『
本
朝
文
粋
』
巻
十
・
菅
原
文
時
「
暮
春
侍
二
宴
冷
泉
院
池
亭
一
、
同
賦
二
花
光
水
上
浮
一
、
応
製
」
）

冷
泉
院
に
つ
い
て
、
百
花
万
葉
の
仙
境
の
よ
う
な
景
趣
の
深
さ
に
、
良
裔
の
山
頂
に
も
紛
う
「
風
流
」
を
見
出
し
、
平
等
院
に
つ
い
て
、

（
『
扶
桑
略
記
』
康
平
四

(
1
0
六
一
）
年
十
月
二
五
日
条
）



080 美学研究

土田耕督 つくる・風情・風流

で
き
る
日
。

水
石
に
幽
趣
が
あ
っ
て
変
化
に
富
ん
で
い
る
様
を
「
風
流
」
の
極
み
と
称
賛
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
平
安
時
代
の
漠
詩
文
に
お
け
る
「
風

流
」
は
、
自
然
の
風
景
で
は
な
く
、
人
工
の
風
景
の
様
態
に
対
し
て
多
く
用
い
ら
れ
る
[
旧
]
o

貴
顕
の
邸
宅
の
人
エ
的
風
景
美
と
は
ヽ
石

を
立
て
、
水
を
た
た
え
て
池
と
し
、
そ
こ
に
島
を
築
く
と
い
う
、
庭
に
お
け
る
様
々
の
趣
向
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
も
の
に
他
な
ら
な

い
。
こ
こ
に
お
い
て
、
ま
さ
に
前
節
に
お
い
て
見
た
「
風
情
」
が
具
現
化
し
た
も
の
と
し
て
の
「
風
流
」
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
よ

う
。
ま
た
、
中
国
で
は
人
の
外
観
的
魅
力
を
も
あ
ら
わ
す
語
で
あ
っ
た
「
風
流
」
が
、
人
で
は
な
い
対
象
の
外
観
的
魅
力
を
あ
ら
わ
す
よ

う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
も
注
意
し
た
い
。

人
か
ら
も
の
へ
、

と
い
う
対
象
の
変
容
を
反
映
す
る
か
の
よ
う
に
、
平
安
時
代
後
期
の
一
―
世
紀
以
降
、
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
の
公
家

の
日
記
に
頻
出
す
る
「
風
流
」
は
、
主
に
装
束
や
車
な
ど
の
装
飾
や
、
工
芸
品
の
細
工
、
す
な
わ
ち
、
「
か
ざ
り
」
の
趣
向
を
指
す
語
と

し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
日
。
ま
た
、
日
記
の
記
述
を
も
と
に
書
か
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
歴
史
物
語
に
も
、
多
く
の
用
例
を
見
出
す
こ
と
が

帝
幼
く
お
は
し
ま
し
て
、
人
々
に
、
「
遊
び
物
ど
も
ま
ゐ
ら
せ
よ
」
と
仰
せ
ら
れ
け
れ
ば
、

て
、
い
か
な
る
こ
と
を
が
な
と
、
風
流
を
し
出
で
て
、
持
て
ま
ゐ
り
あ
ひ
た
る
に
‘
[
略
]

粟
田
殿
の
三
郎
、
前
頭
中
将
兼
綱
の
君
。
そ
の
君
の
祭
の
日
と
と
の
へ
た
ま
へ
り
し
車
こ
そ
、

か
た

い
ふ
も
の
を
張
り
て
、
的
の
形
に
彩
ら
れ
た
り
し
車
の
、
横
さ
ま
の
縁
を
、
弓
の
形
に
し
、
縦
縁
を
矢
の
形
に
せ
ら
れ
た
り
し
さ
ま

の
、
興
あ
り
し
な
り
。
〔
略
〕
さ
て
、
よ
き
御
風
流
と
見
え
し
か
ど
、
[
略
〕

前
者
は
、
幼
帝
の
た
め
に
つ
く
る
玩
具
の
趣
向
を
、
後
者
は
、
賀
茂
祭
に
出
す
牛
車
の
趣
向
を
、
そ
れ
ぞ
れ
「
風
流
」
と
い
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
「
風
流
」
の
語
は
、
祭
礼
・
法
会
・
歌
合
・
物
合
な
ど
の
晴
の
場
を
か
ざ
る
工
芸
品
で
あ
る
「
作
物
」
に
対
し
て
も
頻
用
さ
れ

■ 

い
と
を
か
し
か
り
し
か
。
檜
網
代
と

さ
ま
ざ
ま
、
金
・
銀
な
ど
心
を
尽
く
し

（
『
大
鏡
』
「
太
政
大
臣
伊
手
謙
徳
公
」
）

（
同
、
「
右
大
臣
道
兼
」
）

a+a 11 081 
第2車 デザインの言葉たち

さ
ら
に
、
装
飾
経
の
制
作
が
、
複
数
の
人
々
が
結
縁
す
る
、
結
縁
経
と
い
う
営
み
で
あ
っ
た
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
。
作
業
に
あ
た
っ
た

女
房
た
ち
は
、

お
の
お
の

各
如
何
せ
ま
し
と
、
き
き
に
く
き
ま
で
思
ひ
騒
ぐ
0

[
略
〕
各
挑
み
わ
ざ
の
や
う
に
見
え
て
、

と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、

点
で
あ
る
。

る
邑
゜

■ 

と
り
わ
け
、
金
銀
珠
玉
、
綾
羅
錦
繍
と
い
っ
た
富
貴
の
素
材
に
よ
る
、
あ
る
い
は
、
非
凡
な
発
想
に
よ
る
趣
向
の
面
白
さ
を
「
風

流
」
と
称
す
る
よ
う
に
な
る
分
。
以
上
の
よ
う
な
、
「
風
流
」
へ
の
傾
倒
が
宿
す
、
絢
爛
へ
の
志
向
性
と
趣
向
へ
の
挑
戦
を
顕
著
に
体
現

し
て
い
る
の
が
、
い
わ
ゆ
る
「
装
飾
経
」
で
あ
る
。
経
巻
を
華
美
に
「
か
ざ
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
仏
へ
の
讃
仰
を
示
す
こ
と
は
、
す
で

に
奈
良
時
代
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
が
、
平
安
後
期
に
な
る
と
、
よ
り
趣
向
を
凝
ら
し
た
豪
華
な
経
巻
が
つ
く
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
『
栄

花
物
語
』
巻
十
六
「
も
と
の
し
づ
く
」
に
は
、
治
安
元

(
1
0
ニ
―
)
年
、
皇
太
后
妍
子
の
女
房
た
ち
に
よ
る
装
飾
経
の
制
作
に
つ
い
て
、

次
の
よ
う
に
描
写
さ
れ
て
い
る
[
”
]
。

で
い

あ
る
は
紺
青
を
ぢ
に
て
、
黄
金
の
泥
し
て
書
き
‘
[
略
〕
あ
る
は
綾
の
文
に
下
絵
を
し
、
経
の
上
下
に
絵
を
書
き
、
又
経
の
う
ち
の

こ
と
ど
も
を
書
き
現
し
、
〔
略
〕
あ
る
は
銀
・
黄
金
の
枝
を
つ
け
、
言
ひ
続
け
や
る
べ
き
方
も
な
し
。
経
と
は
見
え
給
は
で
、
さ
る

べ
き
も
の
の
集
な
ど
を
書
き
た
る
や
う
に
見
え
て
、
好
ま
し
く
め
で
た
く
し
た
り
。
玉
の
軸
を
し
、
お
ほ
か
た
七
宝
を
も
て
飾
り
、

ま
た
か
く
め
で
た
き
事
見
え
ず
。

料
紙
の
色
や
素
材
の
選
択
、
そ
こ
に
描
か
れ
る
下
絵
の
柄
、
ま
た
そ
の
上
に
書
か
れ
る
書
の
色
や
素
材
、
経
典
内
容
の
絵
画
化
、
と
り
ど

り
の
宝
を
用
い
た
経
巻
自
体
の
表
装
、
及
び
装
飾
な
ど
、
趣
向
を
凝
ら
し
、
経
巻
を
総
合
的
に
か
ざ
ろ
う
と
す
る
意
識
が
あ
ふ
れ
出
て
い

る
。
童
要
な
の
は
、
経
巻
を
部
分
に
分
割
し
つ
つ
、
そ
の
各
々
に
「
風
情
」
が
凝
ら
さ
れ
、
そ
れ
ら
が
「
風
流
」
と
し
て
発
現
し
て
い
る

な
か
な
か
罪
作
り
に
見
え
た
り
。

か
え
っ
て
執
着
に
よ
る
罪
業
と
も
な
り
か
ね
な
い
ほ
ど
、
競
い
合
う
よ
う
に
し
て
趣
向
と
た
く
み
を
凝
ら
し
て
い
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小
論
は
、
「
デ
ザ
イ
ン
」
が
も
つ
原
義
を
、
構
想
さ
れ
る
趣
向
と
そ
の
具
現
化
と
い
う
要
素
か
ら
と
ら
え
、
そ
れ
ら
を
意
味
す
る
古
い

H
本
語
に
つ
い
て
考
察
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
近
世
以
前
の
日
本
に
お
い
て
特
徴
的
な
の
は
、
あ
ら
か
じ
め
全
体
像
を
構
想
す
る
と
い
う

よ
り
も
、
む
し
ろ
構
想
さ
れ
た
趣
向
を
そ
の
つ
ど
具
現
化
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
完
成
へ
と
漸
進
す

る
と
い
う
過
程
で
あ
る
。
そ
の
過
程
全
体
は
、
「
つ
く
る
」
と
い
う
動
詞
に
よ
っ
て
包
括
さ
れ
る
。
「
つ
く
る
」
こ
と
は
ま
た
、
様
々
な
技

法
、
あ
る
い
は
種
々
の
素
材
に
よ
っ
て
、
初
め
て
完
遂
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
「
つ
く
る
」
過
程
に
お
い
て
は
、
構
想
さ
れ
た
趣
向
、

す
な
わ
ち
「
風
情
」
が
段
階
的
に
介
在
し
、
最
終
的
に
具
現
化
さ
れ
た
趣
向
は
「
風
流
」
と
し
て
鑑
賞
の
対
象
と
な
る
。
さ
ら
に
、
「
風

流
」
が
集
合
的
に
実
現
さ
れ
る
場
合
、
「
つ
く
る
」
者
は
鑑
賞
者
と
し
て
同
じ
「
風
情
」
の
文
脈
の
中
に
巻
き
こ
ま
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、

「
つ
く
る
」
者
自
ら
が
集
合
体
の
一
部
と
な
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
部
分
を
つ
く
り
、
そ
う
し
て
で
き
た
部
分
を
択
び
集
め
構
成
す
る
と
い
う

営
為
が
成
立
す
る
。

近
世
以
前
の
日
本
の
「
デ
ザ
イ
ン
」
は
、
「
意
匠
」
と
い
う
一
語
に
よ
っ
て
包
括
で
き
る
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。
日
本
に
お
け
る
デ

古
語
に
よ
る
「
デ
ザ
イ
ン
」
意
識
の
把
握

流
れ
こ
ん
で
い
く
も
の
で
あ
ろ
う
。

゜
る

、ユ力 こ。t
 
つ
く
ら
れ
る
経
巻
の
各
部
分
と
同
時
に
、

■ 

そ
れ
を
つ
く
る
女
房
た
ち
も
、
自
ら
進
ん
で
工
程
全
体
の
部
分
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ

こ
こ
に
お
い
て
、
部
分
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
全
体
を
構
成
す
る
「
構
」
、
ま
た
、
部
分
を
択
び
集
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
全

体
を
形
成
す
る
「
撰
」
と
い
う
、
「
つ
く
る
」
営
為
に
根
源
的
に
内
在
し
て
い
た
要
素
が
、
前
面
に
押
し
出
さ
れ
て
く
る
。
そ
れ
ら
に

よ
っ
て
表
面
に
あ
ら
わ
れ
た
デ
ザ
イ
ン
こ
そ
が
、
「
風
流
」
に
他
な
ら
な
い
[
5
]

。
「
風
流
」
と
は
、
具
現
化
さ
れ
た
「
風
情
」
で
あ
る
と

同
時
に
、
「
風
情
」
に
よ
っ
て
部
分
を
つ
く
り
、
そ
れ
ら
を
取
り
合
わ
せ
る
と
い
う
デ
ザ
イ
ン
意
識
を
示
す
語
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う

な
意
識
は
ま
た
、
種
々
の
器
物
に
よ
っ
て
場
を
「
か
ざ
る
」
「
し
つ
ら
へ
る
」
と
い
う
、
日
本
文
化
に
顕
著
な
デ
ザ
イ
ン
の
あ
り
方
に
も
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数
少
な
い
「
意
匠
」
の
用
例
の
中
で
、
た
と
え
ば
一
三
世
紀
の
紀
行
文
で
あ
る
『
海
道
記
』
に
お
い
て
、
鎌
倉
の
「
二
階
堂
」
、
す
な
わ
ち
永
福
寺
に
参
拝
し
た
筆
者
（
未
詳
）

は
、
そ
の
偉
容
を
次
の
よ
う
に
表
現
す
る
。

此
は
、
余
堂
に
綽
躁
し
て
、
感
嘆
に
及
び
難
し
。
第
一
第
二
重
な
る
櫓
に
は
、
玉
の
瓦
、
鴛
の
翅
を
と
ば
し
、
両
目
両
足
の
並
び
給
へ
る
台
に
は
、
金
の
盤
、
雁
灯
を

挑
げ
た
り
。
大
方
、
魯
般
、
意
匠
を
窮
め
て
、
成
風
、
天
の
望
に
冷
し
く
、
砒
首
、
手
功
を
尽
せ
り
。

中
国
周
代
の
伝
説
的
名
エ
で
あ
る
「
魯
般
」
の
「
意
匠
」
と
、
帝
釈
天
の
命
を
奉
じ
て
建
物
や
彫
刻
を
司
る
と
さ
れ
る
神
「
砒
首
」
の
「
手
功
」
と
が
、
対
句
と
な
っ
て
並
置

さ
れ
て
い
る
。
美
文
調
の
漠
文
的
世
界
観
の
中
に
「
意
匠
」
と
い
う
語
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
い
わ
ゆ
る
和
漠
混
消
文
で
あ
る
と
は
い
え
、
こ
の
よ

う
な
文
体
に
は
、
漠
文
の
素
養
に
長
け
た
者
の
バ
イ
ア
ス
が
か
か
っ
て
い
る
。
少
な
く
と
も
近
世
以
前
の
日
本
語
を
見
る
か
ぎ
り
、
「
意
匠
」
を
一
般
語
と
し
て
認
定
す
る

こ
と
に
疑
義
を
呈
す
る
所
以
で
あ
る
。
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
四
八
中
世
日
記
紀
行
集
』
（
小
学
館
、
一
九
九
四
年
）
所
収
「
海
道
記
』
。

白
川
静
「
字
通
』
（
平
凡
社
、
一
九
九
六
年
）
。
以
下
、
各
文
字
の
字
義
に
つ
い
て
も
同
書
を
参
照
。

記
紀
神
話
に
お
い
て
、

八
雲
立
つ
出
雲
八
重
垣
妻
籠
め
に
八
重
垣
つ
く
る
そ
の
八
重
垣
を

と
ス
サ
ノ
ヲ
に
よ
っ
て
詠
ま
れ
た
「
八
重
垣
」
は
、
ま
さ
に
「
乍
・
作
」
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
但
し
、
『
古
事
記
』
原
文
で
は
「
都
久
流
」
、
「
日
本
書
紀
』
原
文
で
は
「
菟

倶
慮
」
と
、
表
音
文
字
に
よ
っ
て
表
記
さ
れ
る
。

「
形
象
」
も
同
様
。

「
ぞ
う
さ
」
と
訓
じ
た
場
合
、
仏
教
用
語
と
し
て
は
、
意
識
的
に
悟
り
や
迷
い
な
ど
の
状
態
を
つ
く
り
出
す
こ
と
を
意
味
す
る
。
「
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
二
版
（
小
学
館
、

二
0
0
0年
）
参
照
。

す
で
に
「
日
本
書
紀
』
巻
第
一
・
神
代
上
に
、

い

し

こ

り

と

め

た

く

み

故
、
即
ち
、
石
凝
姥
を
以
て
冶
エ
と
為
て
、
天
香
山
の
金
を
採
て
以
て
日
矛
を
作
ら
し
む
。
（
卜
部
兼
方
本
に
よ
る
訓
）

と
あ
り
、
技
術
者
と
し
て
の
「
た
く
み
」
の
姿
が
う
か
が
わ
れ
る
。
「
日
本
古
典
文
学
大
系
六
七
日
本
書
紀
上
』
（
岩
波
書
店
〔
新
装
版
〕
、
一
九
九
三
年

註

■ 

土
田
耕
督
（
っ
ち
だ
•
こ
う
す
け
）

日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員

(
P
D
)
。
専
門
は
和
歌
（
論
）
・
連
歌
（
論
）
の
研
究
を
中
心
に
据
え

た
日
本
芸
術
学
。

て
そ
の
流
れ
の
総
体
に
こ
そ
見
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
結
論
づ
け
ら
れ
よ
う
。

ザ
イ
ン
意
識
は
、

「
つ
く
る
」
「
風
情
」
「
風
流
」

と
い
う
各
要
素
を
通
じ
て
貫
流
し
つ
つ
、

と
き
に
潜
行
し
、

旧
版
は
一
九
六

と
き
に
浮
上
す
る
。

そ
し
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七
年
）
。

形
の
文
化
会
（
編
）
『
に
ほ
ん
の
か
た
ち
を
よ
む
事
典
』
（
エ
作
舎
、
二

0
-
―
年
）
、
「
設
計
」
の
項
（
森
貞
彦
執
筆
）
。
以
下
、
こ
の
段
落
の
内
容
に
つ
い
て
は
同
書
を
参
照
。

註

(
7
)
前
掲
書
に
、
当
該
箇
所
へ
の
部
分
的
言
及
が
あ
る
。
本
文
は
、
久
米
邦
武
（
編
）
・
田
中
彰
（
校
注
）
『
特
命
全
権
大
使
米
欧
回
覧
実
記
（
二
）
』
（
岩
波
書
店
、
一
九

七
八
年
）
に
よ
っ
た
が
、
文
末
の
読
点
を
句
点
に
改
め
、
私
に
濁
音
を
付
し
た
。

「
小
学
館
古
語
大
辞
典
』
(
-
九
九
四
年
）
。

岡
見
正
雄
氏
は
、
こ
の
箇
所
を
「
区
柄
が
や
さ
し
く
美
し
く
、
奥
深
い
風
体
で
、
作
っ
た
詩
文
だ
け
が
あ
っ
て
、
そ
の
詩
の
仕
組
み
が
決
着
す
る
意
味
が
判
り
に
く
い
」
と

訳
し
て
お
り
、
「
趣
向
」
を
「
仕
組
み
」
と
解
し
て
い
る
。
岡
見
正
雄
（
校
注
）
『
太
平
記
』
第
一
巻
（
角
川
書
店
、
一
九
七
五
年
）
。

前
節
に
お
い
て
見
た
、
久
米
邦
武
の
発
言
の
中
の
「
意
想
」
は
、
こ
の
前
段
階
・
過
程
に
お
い
て
構
想
さ
れ
た
趣
向
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。

「
小
学
館
古
語
大
辞
典
』
に
は
、
「
趣
向
」
の
用
例
と
し
て
、
近
世
の
俳
論
書
で
あ
る
『
去
来
抄
』
か
ら
も
、
次
の
よ
う
な
一
文
が
引
か
れ
て
い
る
。

句
案
に
二
品
あ
り
。
趣
向
よ
り
入
る
と
、
詞
道
具
よ
り
入
る
と
な
り
。

一
句
を
案
ず
る
際
に
、
内
容
を
た
く
み
に
あ
ら
わ
す
た
め
の
趣
向
か
ら
考
え
る
方
法
と
、
用
い
た
い
言
葉
や
そ
の
組
み
合
わ
せ
か
ら
考
え
る
方
法
と
の
二
通
り
が
あ
る
、

と
の
主
張
で
あ
る
。
詩
作
に
お
け
る
こ
の
「
趣
向
」
こ
そ
、
中
世
の
和
歌
・
連
歌
論
に
お
い
て
「
風
情
」
と
称
さ
れ
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
。

唐
代
の
詩
人
、
白
居
易
（
七
七
ニ
ー
八
四
六
）
の
詩
の
一
聯
、

誠
知
老
去
風
情
少
見
此
争
無
一
句
詩

い
か
で

（
誠
に
知
り
ぬ
老
い
も
て
去
け
ば
風
情
の
少
な
き
こ
と
を
此
を
見
て
争
か
一
句
の
詩
無
か
ら
む
）

が
、
「
和
漠
朗
詠
集
』
巻
上
・
春
・
柳
に
採
録
さ
れ
て
い
る
。

林
屋
辰
三
郎
（
編
）
『
日
本
思
想
大
系
新
装
版
古
代
中
世
芸
術
論
芸
の
思
想
・
道
の
思
想
二
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
五
年
旧
版
は
一
九
七
三
年
）
所
収
『
作
庭
記
』
。

管
見
の
及
ぶ
範
囲
に
お
い
て
、
「
風
流
」
を
「
め
ぐ
ら
す
」
と
い
う
用
例
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
「
風
流
」
は
、
あ
ら
か
じ
め
構
想
さ
れ
る
、
あ
る
い
は
つ
く
り
な
が

ら
構
想
さ
れ
る
「
風
情
」
と
は
異
な
る
内
実
を
も
つ
。

「
万
葉
集
』
巻
第
ニ
・
相
聞
に
は
、
石
川
郎
女
と
大
伴
宿
禰
田
主
と
の
、
次
の
よ
う
な
歌
の
や
り
と
り
が
あ
る
。

遊
士
跡
吾
者
聞
流
乎
屋
戸
不
借
吾
乎
還
利
於
曽
能
風
流
士

（
み
や
び
を
と
わ
れ
は
き
け
る
を
や
ど
か
さ
ず
わ
れ
を
か
へ
せ
り
お
そ
の
み
や
び
を
）

遊
士
休
吾
者
有
家
里
屋
戸
不
借
令
還
吾
曽
風
流
士
者
有

（
み
や
び
を
に
わ
れ
は
あ
り
け
り
や
ど
か
さ
ず
か
へ
し
し
わ
れ
ぞ
み
や
び
を
に
は
あ
る
）

ま
た
、
前
の
歌
の
左
註
に
、
大
伴
田
主
に
つ
い
て
、
「
容
姿
佳
艶
風
流
秀
絶
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
但
し
、
西
本
願
寺
本
の
旧
訓
で
は
、
「
遊
士
」
「
風
流
士
」
を
い
ず
れ
も
、

「
た
は
れ
を
」
と
訓
じ
て
い
る
。
古
典
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
（
運
営
）
「
日
本
文
学
w
e
b
図
書
館
」
所
収
『
新
編
国
歌
大
観
』
。

こ
の
段
落
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
小
川
環
樹
「
風
流
の
語
義
の
変
化
」
（
京
都
大
学
文
学
部
国
語
学
国
文
学
研
究
室
（
編
）
『
国
語
国
文
』
第
二

0
巻
・
第
八
号
、
一
九
五
一

年
―
一
月
）
を
参
照
。
な
お
、
「
風
流
」
と
い
う
語
が
中
国
で
ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
、
そ
の
意
味
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
か
に
つ
い
て
の
総
合
的
研
究
に
、
岡
崎
義
恵
「
日

本
芸
術
思
潮
第
二
巻
・
上
風
流
の
思
想
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
四
七
年
）
が
あ
る
。

佐
野
み
ど
り
『
風
流
造
形
物
語
日
本
美
術
の
構
造
と
様
態
』
（
ス
カ
イ
ド
ア
、
一
九
九
七
年
）
第
一
篇
「
風
流
の
造
形
」
•
第
一
節
「
風
流
の
発
現
」
。
以
下
、
こ
の
段
落
の

■ 

a+a 11 085 

第2車 デザインの言葉たち

*25 *24 *23 *22 *21 *20 *19 

■ 

内
容
は
同
書
を
参
照
。
佐
野
氏
は
、
「
風
流
」
の
用
語
法
が
多
様
で
あ
り
、
時
代
に
よ
っ
て
揺
れ
動
い
て
い
る
こ
と
を
博
引
傍
証
し
て
い
る
。
但
し
、
前
節
か
ら
の
つ
な
が

り
で
い
え
ば
、
佐
野
氏
の
収
集
し
た
例
の
う
ち
、

今
日
は
世
の
中
に
風
流
あ
る
人
々
こ
の
と
こ
ろ
に
侍
ひ
て
、
面
白
き
を
例
よ
り
も
こ
と
に
選
び
植
ゑ
さ
せ
給
ふ
。
（
天
徳
四
（
九
六

0
)
年
内
裏
歌
合
・
仮
名
日
記
本
）

こ
の
花
山
院
は
、
風
流
者
に
さ
へ
お
は
し
ま
し
け
る
こ
そ
。
（
「
大
鏡
』
）

な
ど
の
よ
う
な
、
人
物
の
す
ぐ
れ
た
美
的
感
覚
を
示
す
用
法
は
、
六
朝
末
に
お
け
る
「
風
流
」
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

岡
崎
、
註

(17)
前
掲
書
。

佐
野
、
註

(18)
前
掲
書
。

「
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
三
四
大
鏡
』
（
小
学
館
、
一
九
九
六
年
）
。

玉
贔
敏
子
『
俵
屋
宗
達
金
銀
の
〈
か
ざ
り
〉
の
系
譜
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
二

0
―
二
年
）
第
一
部
・
第
三
章
。

佐
野
、
註

(18)
前
掲
書
。

『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
三
二
栄
花
物
語
二
』
（
小
学
館
、
一
九
九
六
年
）
。
こ
の
箇
所
を
「
風
流
」
意
識
の
発
現
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
佐
野
、
註

(18)
前
掲
書
を
参
照
。

伝
存
す
る
装
飾
経
と
し
て
、
永
治
元
（
―
-
四
一
）
年
、
鳥
羽
院
の
出
家
に
際
し
て
結
緑
さ
れ
た
「
久
能
寺
経
」
、
長
寛
二
(
-
―
六
四
）
年
、
平
家
一
門
に
よ
っ
て
結
緑
さ

れ
た
「
平
家
納
経
」
な
ど
は
、
「
構
・
撰
」
ら
れ
た
「
風
流
」
を
証
立
て
る
。
ま
た
、
天
永
三
(
-
―
―
二
）
年
、
白
河
法
皇
六
十
賀
の
贈
り
物
と
し
て
調
進
さ
れ
た
と
推
定

さ
れ
て
い
る
西
本
願
寺
本
「
三
十
六
人
家
集
」
も
、
料
紙
の
多
様
性
、
染
め
、
撒
き
、
描
き
、
墨
流
し
、
継
ぎ
と
い
っ
た
、
多
彩
な
装
飾
技
法
に
よ
る
諸
要
素
を
取
り
合
わ
せ

た
デ
ザ
イ
ン
に
よ
っ
て
完
成
し
て
い
る
。




