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二
つ
の
著
書

こ
れ
ま
で
、
建
築
の
設
計
・
研
究
と
と
も
に
、

文
化
論
、
文
学
論
を
執
筆
す
る
こ
と
が
僕
の
主

な
仕
事
で
あ
っ
た
。

ど
う
し
て
こ
ん
な
こ
と
に
な
っ
た
の
か
。

進
路
を
決
定
的
に
し
た
の
は
二
つ
の
著
書
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
『
建
築
へ
向
か
う
旅
︱
積
み

上
げ
る
文
化
・
組
み
立
て
る
文
化
』（
冬
樹
社
）

と
、『「
家
」
と
「
や
ど
」
︱
建
築
か
ら
の
文
化

論
』（
朝
日
新
聞
社
）。
そ
の
二
書
を
振
り
返
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
僕
の
人
生
に
お
け
る
思
考
の

変
遷
を
振
り
返
っ
て
み
た
い
。

＊
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
ヒ
ッ
チ
ハ
イ
ク

紛
争
の
嵐
が
吹
き
荒
れ
、
バ
リ
ケ
ー
ド
封
鎖

の
中
で
大
学
を
卒
業
し
た
。

そ
の
ま
ま
大
学
院
に
進
ん
だ
の
だ
が
、
設
計

と
研
究
と
ど
ち
ら
の
道
に
進
む
べ
き
か
で
大
い

に
迷
い
、
迷
い
な
が
ら
哲
学
や
評
論
を
や
た
ら

に
読
ん
だ
。
そ
し
て
そ
の
閉
塞
感
を
打
ち
破
ろ

う
と
し
た
の
だ
ろ
う
。
突
然
、
無
計
画
で
無
鉄

砲
な
旅
に
出
る
。

四
ヶ
月
に
わ
た
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
を

ヒ
ッ
チ
ハ
イ
ク
で
ま
わ
っ
た
の
だ
。

ア
ウ
ト
バ
ー
ン
の
発
達
し
て
い
る
ド
イ
ツ
を

中
心
に
、
ス
イ
ス
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
デ
ン
マ
ー

ク
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
、
オ
ラ

ン
ダ
、
ベ
ル
ギ
ー
、
フ
ラ
ン
ス
、
最
後
の
一
ヶ

月
は
イ
ギ
リ
ス
の
ブ
ラ
イ
ト
ン
と
い
う
街
で
英

語
の
勉
強
を
し
た
。
主
と
し
て
ユ
ー
ス
ホ
ス
テ

ル
を
利
用
し
た
が
、
ド
ラ
イ
バ
ー
の
家
に
泊
め

て
も
ら
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
駅
舎
で
夜
を
明
か

し
た
こ
と
も
あ
る
。
警
察
に
捕
ま
っ
た
り
、
マ

フ
ィ
ア
に
追
い
か
け
ら
れ
た
り
、
男
色
家
に
狙

わ
れ
た
り
し
た
こ
と
も
あ
る
。
皿
洗
い
こ
そ
し

な
か
っ
た
が
、
金
も
な
く
、
予
定
も
な
い
、
放

浪
の
旅
で
あ
っ
た
。
ろ
く
な
食
事
を
取
ら
な

か
っ
た
の
で
、
体
重
は
落
ち
、
ベ
ル
ト
が
ゆ
る

く
な
っ
た
。

＊
積
み
上
げ
る
文
化
と
組
み
立
て
る
文
化

腹
を
空
か
せ
た
犬
の
よ
う
に
路
地
裏
を
ウ
ロ

ウ
ロ
と
彷
徨
い
な
が
ら
、
僕
は
ヒ
シ
ヒ
シ
と
街

の
重
み
を
感
じ
て
い
た
。

そ
れ
は
建
築
の
石
の
重
み
で
あ
る
と
と
も
に

歴
史
の
重
み
で
あ
る
。
角
が
擦
れ
て
丸
く
な
っ

た
石
畳
の
上
を
通
り
過
ぎ
て
行
っ
た
人
の
数
と

時
間
の
堆
積
で
あ
る
。
と
も
す
れ
ば
そ
の
重
み

に
つ
ぶ
さ
れ
そ
う
に
な
り
な
が
ら
、
考
え
た
。

こ
こ
で
は
、
そ
の
都
市
と
建
築
が
石
や
煉
瓦
を

積
み
上
げ
て
つ
く
ら
れ
た
よ
う
に
、
そ
の
文
化

も
ま
た
過
去
か
ら
現
在
へ
と
積
み
上
げ
ら
れ
て

い
る
の
で
は
な
い
か
。
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わ
れ
わ
れ
が
中
学
で
学
ぶ
、
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド

や
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
や
ア
ル
キ
メ
デ
ス
と
い
っ
た
科

学
者
は
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
人
で
あ
り
、
コ
ペ
ル

ニ
ク
ス
や
ガ
リ
レ
イ
や
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
発
見
は

彼
ら
の
思
考
の
上
に
乗
っ
て
い
る
。
中
世
キ
リ

ス
ト
教
の
ス
コ
ラ
哲
学
も
、
デ
カ
ル
ト
や
カ
ン

ト
や
ヘ
ー
ゲ
ル
の
近
代
哲
学
も
、
ソ
ク
ラ
テ
ス

や
プ
ラ
ト
ン
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
い
っ
た
古

代
哲
学
の
思
考
の
上
に
乗
っ
て
い
る
。
考
え
て

み
れ
ば
、
マ
ル
ク
ス
主
義
者
の
好
き
な
弁
証
法

と
い
う
も
の
も
、
積
み
上
げ
の
論
理
で
は
な
い

か
。ヨ

ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
都
市
や
建
築
が
積
み
上

げ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
文
化
も
積
み
上

げ
ら
れ
て
い
る
の
だ
。

そ
れ
に
対
し
て
日
本
文
化
は
、
そ
の
建
築
が

木
造
の
組
み
立
て
式
で
あ
る
よ
う
に
、
組
み
立

て
組
み
替
え
を
繰
り
返
し
て
い
る
よ
う
に
思
え

た
。過

去
に
は
中
国
か
ら
来
た
も
の
を
日
本
流
に

組
み
立
て
組
み
替
え
、
近
年
に
は
欧
米
か
ら
来

た
も
の
を
日
本
流
に
組
み
立
て
組
み
替
え
て
き

た
。
政
治
学
者
の
丸
山
眞
男
が
「
日
本
に
は
思

想
の
葛
藤
と
蓄
積
が
な
く
、
様
々
な
外
来
思
想

が
同
居
し
て
い
る
」（『
日
本
の
思
想
』）
と
し

た
よ
う
に
、
西
洋
の
思
想
が
長
期
的
、
論
理
的
、

構
築
的
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
日
本
の
思
想
は

短
期
的
、情
緒
的
、雑
居
的
な
の
だ
。
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
文
化
は
「
積
み
上
げ
る
文
化
」
で
あ
り
、

日
本
の
文
化
は
「
組
み
立
て
る
文
化
」
で
あ
る
。

日
本
に
帰
っ
て
、
設
計
事
務
所
に
勤
め
な
が

ら
、こ
の
体
験
と
思
考
を
『
建
築
へ
向
か
う
旅
』

（
冬
樹
社
）と
い
う
著
書
と
し
て
出
版
し
た
。「
積

み
上
げ
る
文
化
・
組
み
立
て
る
文
化
」
と
い
う

サ
ブ
タ
イ
ト
ル
を
つ
け
る
。
つ
ま
り
青
春
の
放

浪
記
で
あ
る
と
同
時
に
、
建
築
論
で
も
あ
り
文

化
論
で
も
あ
っ
た
。

幸
い
な
こ
と
に
、
こ
の
本
は
き
わ
め
て
好
評

で
、
ほ
と
ん
ど
の
新
聞
と
雑
誌
に
書
評
が
掲
載

さ
れ
、
朝
日
新
聞
の
「
天
声
人
語
」
に
も
紹
介

さ
れ
た
。

ま
た
ち
ょ
う
ど
そ
の
こ
ろ
、
雑
誌
『
建
築
文

化
』（
彰
国
社
）
に
お
い
て
「
風
土
と
建
築
」

と
い
う
テ
ー
マ
の
懸
賞
論
文
に
応
募
し
て
、
最

優
秀
賞
（
下
出
賞
）
を
得
た
。

幸
運
が
続
い
て
、
僕
は
も
の
を
書
く
人
間
に

な
っ
た
。

＊
壁
の
文
化
と
屋
根
の
文
化

積
み
上
げ
る
建
築
は
「
壁
」
の
建
築
で
あ
り
、

組
み
立
て
る
建
築
は
「
屋
根
」
の
建
築
で
あ
る
。

壁
と
は
、
石
や
煉
瓦
で
空
間
を
仕
切
り
人
を

隔
て
る
も
の
だ
。

個
人
の
空
間
を
隔
て
た
も
の
が
個
室
で
あ
り
、

家
族
の
空
間
を
隔
て
た
も
の
が
サ
ロ
ン
（
リ
ビ

ン
グ
）
で
あ
り
、
市
民
の
空
間
を
隔
て
た
も
の

が
広
場
で
あ
り
、
信
仰
の
空
間
を
隔
て
た
も
の

が
教
会
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
都
市
は
、
隔

て
ら
れ
た
空
間
の
集
合
な
の
だ
。

屋
根
と
は
、
木
を
組
み
立
て
人
を
ま
と
め
て

覆
い
を
か
け
る
も
の
だ
。

そ
こ
に
「
家
」
が
で
き
る
。
障
子
や
襖
と
い

う
紙
で
仕
切
ら
れ
た
家
の
中
に
は
プ
ラ
イ
バ

シ
ー
が
存
在
し
な
い
。
そ
こ
で
個
を
立
て
る
に

は
家
を
出
る
、
す
な
わ
ち
家
出
ま
た
は
出
家
す

る
必
要
が
あ
る
。

実
際
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
都
市
は
、
建
築
が
隣
の

建
築
と
密
着
し
て
一
つ
一
つ
の
家
と
い
う
感
覚

で
は
な
い
。
イ
ス
ラ
ム
圏
は
も
っ
と
そ
う
で
、

イ
ン
ド
も
中
国
も
そ
の
傾
向
が
あ
る
。
同
じ
建

築
の
内
部
で
も
部
屋
と
部
屋
は
煉
瓦
の
壁
で

し
っ
か
り
と
仕
切
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
そ
こ
に

完
全
な
個
人
の
空
間
が
成
立
す
る
。

日
本
で
は
東
京
の
よ
う
な
大
都
市
で
さ
え
、

家
の
ま
わ
り
に
隙
間
を
空
け
て
、
塀
で
囲
っ
て

土
地
を
取
ろ
う
と
す
る
。
家
の
集
合
は
村
で
あ

り
、
都
市
も
ま
た
大
き
な
村
に
過
ぎ
な
い
の
だ
。

個
人
の
論
理
も
、
都
市
の
論
理
も
、
自
治
の
論

理
も
希
薄
で
あ
る
。

社
会
構
成
の
上
に
も
、こ
の
「
個
人
の
論
理
」

と
「
家
の
論
理
」
が
反
映
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
社
会
は
「
個
人
・
都
市
」
の
集

合
で
あ
る
が
、
日
本
社
会
は
「
家
」
の
集
合
で

あ
り
、
個
人
は
ど
の
家
に
所
属
し
て
い
る
か
で

認
識
さ
れ
る
。
封
建
時
代
の
「
藩
」
も
、
現
代

の
「
企
業
」
や
「
省
庁
」
も
、
そ
の
「
家
」
の

一
形
態
で
は
な
い
か
。

こ
う
い
っ
た
文
化
比
較
の
基
本
と
な
る
「
積

み
上
げ
る
・
組
み
立
て
る
」
あ
る
い
は
「
壁
・

屋
根
」
と
い
う
の
は
、
建
築
の
構
法
で
あ
る
。

つ
ま
り
放
浪
の
旅
に
よ
っ
て
感
得
し
た
比
較
文

化
論
が
、
僕
の
研
究
上
の
専
門
と
結
び
つ
い
た

の
だ
。

今
考
え
れ
ば
、
無
計
画
で
無
鉄
砲
な
「
建
築

へ
向
か
う
旅
」
は
、結
局
「
人
生
へ
向
か
う
旅
」

と
な
っ
た
。

＊
日
本
人
の
二
つ
の
住
ま
い

設
計
事
務
所
か
ら
名
古
屋
の
大
学
に
赴
任
し

て
、
何
か
、
人
の
や
ら
な
い
変
わ
っ
た
こ
と
を

や
ろ
う
と
取
り
組
ん
だ
の
が
「
文
学
の
中
の
建

築
」
と
い
う
研
究
で
あ
っ
た
。

大
上
段
に
『
万
葉
集
』
か
ら
取
り
か
か
る
。

万
葉
四
五
一
六
首
に
、
も
っ
と
も
多
く
登
場

す
る
建
築
用
語
は
「
家
」
で
あ
り
二
〇
〇
首
に

及
び
、
次
が
「
や
ど
」
で
あ
り
一
二
〇
首
に
近

い
。「

家
」
は
も
ち
ろ
ん
住
居
を
表
す
の
で
あ
る

が
、
建
築
そ
の
も
の
と
い
う
よ
り
、
居
住
の
根

拠
と
し
て
の
場
所
と
空
間
を
包
括
的
に
指
し
て

い
る
。
そ
し
て
「
や
ど
」
は
旅
の
宿
を
意
味
す

る
の
で
は
な
く
、
こ
れ
も
住
居
を
表
し
、
む
し

ろ
こ
ち
ら
の
方
が
住
居
建
築
す
な
わ
ち
現
代
語

の
「
家
」
に
近
い
。
つ
ま
り
「
家
」
と
「
や
ど
」

は
、
ほ
と
ん
ど
同
義
語
な
の
だ
。

な
ぜ
万
葉
人
は
、
こ
の
二
つ
の
言
葉
を
併
立

し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

歌
の
内
容
を
調
べ
て
み
る
と
、
そ
の
文
脈
が

異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

例
を
あ
げ
よ
う
。

「
人
も
な
き
空
し
き
家
は
草
枕
旅
に
ま
さ
り

て
苦
し
か
り
け
り
」（
大
伴
旅
人　

巻
三
、
四

五
一
）

大
伴
旅
人
が
大
宰
府
の
勤
め
を
終
え
て
奈
良

の
家
に
帰
っ
た
と
き
、
そ
の
過
程
で
妻
を
失
っ

た
哀
し
み
を
詠
む
。

「
ひ
さ
か
た
の
天
の
露
霜
お
き
に
け
り
家
な

る
人
も
待
ち
恋
ひ
ぬ
ら
む
」（
坂
上
郎
女　

巻

四
、
六
五
一
）

「
我
が
屋
戸
の
い
さ
さ
群
竹
吹
く
風
の
音
の

か
そ
け
き
こ
の
夕
か
も
」（
大
伴
家
持　

巻
一

九
、
四
二
九
一
）

庭
の
竹
に
風
が
当
た
る
か
す
か
な
音
を
詠
む
。

旅
人
の
子
で
も
あ
り
編
集
者
で
も
あ
っ
た
家
持

の
名
歌
と
さ
れ
る
。

「
春
雨
に
争
ひ
兼
ね
て
我
が
屋
前
の
桜
の
花 2
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は
咲
き
始
め
に
け
り
」（
未
詳　

巻
一
〇
、
一

八
六
九
）

こ
の
よ
う
に
、「
家
」
の
歌
は
人
を
詠
み
、「
や

ど
」
の
歌
は
草
花
を
詠
む
の
だ
。

「
家
」
は
「
人
の
空
間
」
で
あ
り
、
特
に
そ

こ
に
い
る
べ
き
人
が
い
な
い
、
不
在
の
哀
し
み

の
空
間
で
あ
り
、「
や
ど
」
は
「
草
花
の
空
間
」

で
あ
り
、
自
然
の
審
美
の
空
間
で
あ
る
。
こ
れ

は
万
葉
全
般
に
わ
た
っ
て
、
ま
こ
と
に
は
っ
き

り
し
た
使
い
分
け
で
あ
る
。
ど
ち
ら
も
住
ま
い

を
表
す
言
葉
で
あ
る
が
、古
代
日
本
人
は
「
家
」

と
「
や
ど
」
を
、
そ
の
文
脈
に
よ
っ
て
使
い
分

け
た
。

そ
し
て
「
家
」
は
、
家
族
や
家
系
と
い
う
人

の
関
係
に
つ
な
が
る
社
会
的
な
意
味
を
帯
び
、

「
や
ど
」
は
、
そ
う
い
っ
た
社
会
性
を
離
れ
た

個
人
的
な
自
然
の
美
意
識
に
つ
な
が
る
。

僕
は
こ
れ
が
、
文
学
ば
か
り
で
な
く
、
日
本

の
建
築
に
と
っ
て
も
、
社
会
に
と
っ
て
も
、
文

化
全
般
に
と
っ
て
も
、
重
要
な
事
実
を
示
唆
し

て
い
る
よ
う
な
気
が
し
た
。
日
本
人
は
、
文
化

構
造
と
し
て
の
、
二
つ
の
住
ま
い
を
生
き
て
き

た
の
だ
。

＊
制
度
の
空
間
・
逸
脱
の
空
間

と
こ
ろ
が
不
思
議
な
こ
と
に
、
平
安
時
代
に

成
立
し
た
『
古
今
和
歌
集
』
で
は
、
住
ま
い
を

表
す
言
葉
は
す
べ
て
「
や
ど
」
と
な
る
。

『
万
葉
集
』
に
も
っ
と
も
多
く
登
場
し
た
建

築
用
語
で
あ
る
「
家
」
は
、
わ
ず
か
に
複
合
語

と
し
て
登
場
す
る
以
外
に
は
、
ま
る
で
ミ
ス
テ

リ
ー
の
よ
う
に
消
え
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
は
ど

う
し
た
こ
と
か
。

ス
コ
ー
プ
を
引
い
て
大
き
く
考
え
て
み
よ
う
。

万
葉
の
時
代
は
、
日
本
と
い
う
国
が
中
国
に

な
ら
っ
て
社
会
制
度
を
急
速
に
文
字
化
し
た
時

代
で
あ
る
。
す
べ
て
の
土
地
を
国
家
に
帰
属
さ

せ
て
公
地
と
し
、
す
べ
て
の
国
民
を
公
民
と
し

口
分
田
を
与
え
、
租
庸
調
と
い
う
税
金
を
課
し
、

律
令
と
い
う
法
律
体
系
に
組
み
込
も
う
と
し
た

時
代
で
あ
る
。「
家
」
は
お
の
ず
と
、そ
う
い
っ

た
社
会
制
度
の
単
位
と
し
て
の
性
格
を
帯
び
る

こ
と
に
な
る
。
逆
に
「
や
ど
」
は
、
そ
の
社
会

制
度
の
軛
（
く
び
き
）
か
ら
逃
れ
よ
う
と
す
る

性
格
を
帯
び
る
。
つ
ま
り
「
家
」
は
「
人
の
空

間
」
で
あ
る
と
と
も
に
「
制
度
の
空
間
」
で
あ

り
、「
や
ど
」
は
「
草
花
の
空
間
」
で
あ
る
と

と
も
に
「
逸
脱
の
空
間
」
な
の
だ
。

そ
し
て
平
安
中
期
、
国
際
的
な
文
化
を
誇
っ

た
唐
王
朝
も
衰
退
期
に
入
り
、
日
本
は
遣
唐
使

を
廃
止
す
る
。そ
の
少
し
あ
と
に
成
立
し
た『
古

今
和
歌
集
』
の
「
仮
名
序
」
は
、「
仮
名
と
和
歌
」

と
い
う
、
日
本
独
自
の
文
化
を
定
立
す
る
宣
言

だ
。
そ
の
「
和
歌
」
と
い
う
文
化
に
お
い
て
、

王
朝
の
歌
人
は
、
中
国
か
ら
来
た
文
字
に
よ
っ

て
成
立
し
た
律
令
国
家
体
制
の
根
幹
を
な
す

「
家
」
と
い
う
制
度
の
空
間
を
拒
否
し
、
逸
脱

の
空
間
と
し
て
の
「
や
ど
」
に
美
意
識
の
居
場

所
を
求
め
た
の
で
は
な
い
か
。

以
後
、
明
治
以
後
の
ア
ラ
ラ
ギ
派
に
い
た
る

ま
で
、
和
歌
の
中
に
「
家
」
は
登
場
せ
ず
、
住

ま
い
の
表
現
は
徹
底
し
て
「
や
ど
」
と
な
る
。

日
本
の
社
会
制
度
は
上
代
か
ら
今
日
ま
で
、

す
べ
て
「
家
」
と
い
う
枠
組
み
に
よ
っ
て
い
た
。

大
和
朝
廷
に
お
け
る
蘇
我
と
物
部
の
争
い
も
、

藤
原
氏
の
摂
関
政
治
も
、
源
氏
と
平
氏
の
争
い

も
、
南
北
朝
の
抗
争
も
、
戦
国
大
名
の
群
雄
割

拠
も
、
徳
川
政
権
下
の
各
藩
の
運
営
も
、
赤
穂

浪
士
の
仇
討
ち
も
、
井
原
西
鶴
が
描
く
商
家
の

勤
勉
も
、
明
治
国
家
（
国
と
い
う
家
）
に
お
け

る
王
政
復
古
も
、
現
代
企
業
の
終
身
雇
用
も
、

す
べ
て
「
家
」
を
守
り
繁
栄
さ
せ
る
と
い
う
論

理
で
あ
っ
た
。

そ
の
日
本
社
会
を
支
配
す
る
「
家
」
か
ら
逸

脱
す
る
空
間
が
「
や
ど
」
で
あ
り
、「
家
」
と

は
逆
の
、
あ
ら
ゆ
る
社
会
性
を
離
れ
る
意
味
を

背
負
う
。「
あ
は
れ
、
無
常
、
風
流
、
数
寄
、

い
き
」
な
ど
、
日
本
文
化
の
美
的
概
念
は
、
す

べ
て
こ
の
社
会
制
度
を
逸
脱
し
た
漂
泊
の
空
間

に
浮
か
ぶ
も
の
と
な
っ
た
。

日
本
文
化
は
、「
制
度
の
空
間
」
で
あ
る
「
家
」

と
、「
逸
脱
の
空
間
」
で
あ
る
「
や
ど
」
の
対

立
構
造
の
上
に
と
ら
え
ら
れ
る
。

そ
う
い
っ
た
視
点
か
ら
、
こ
の
国
の
文
学
、

建
築
、
社
会
の
関
係
の
変
遷
を
論
じ
た
の
が

『「
家
」
と
「
や
ど
」』（
朝
日
新
聞
社
）
と
い
う

著
書
で
あ
る
。
こ
の
本
は
、
高
校
国
語
の
教
科

書
に
も
採
用
さ
れ
、
大
学
入
試
に
も
た
び
た
び

取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
以
後
し
ば
ら
く
、
僕

の
講
演
に
は
、
建
築
関
係
者
よ
り
も
国
語
関
係

者
が
来
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
ん
な
わ
け
で
、
高
校
ま
で
は
数
学
少
年

だ
っ
た
僕
が
、
建
築
を
つ
う
じ
て
、
も
っ
と
も

縁
遠
い
存
在
の
文
学
を
研
究
し
、
最
近
は
、
活

字
よ
り
ネ
ッ
ト
（
ヤ
フ
ー
が
運
営
す
る
ニ
ュ
ー

ス
サ
イ
ト
「
T
H
E　

P
A
G
E
」）
に
、
建

築
に
あ
ま
り
関
係
の
な
い
「
ニ
ュ
ー
ス
の
文
化

力
」
と
い
う
連
載
記
事
を
書
い
て
い
る
。

考
え
て
み
れ
ば
、「
逸
脱
に
逸
脱
を
重
ね
る

人
生
」
で
あ
っ
た
。

執
筆
者
紹
介

若
山 

滋
（
わ
か
や
ま 

し
げ
る
）

名
古
屋
工
業
大
学
名
誉
教
授

中
京
大
学
・
放
送
大
学
客
員
教
授

工
学
博
士
・
一
級
建
築
士

・
略 

歴 

台
湾
生
ま
れ
、
東
京
都
出
身
。
東
京
工
業
大
学
大
学

院
博
士
課
程
修
了
後
、（
株
）
久
米
設
計
勤
務
を
経
て

名
古
屋
工
業
大
学
助
教
授
。
同
学
教
授
、
米
国
カ
リ

フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
バ
ー
ク
レ
イ
校
客
員
研
究
員
、
米

国
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
客
員
研
究
員
を
経
て
現
職
。

・
主
な
建
築
作
品

不
二
の
一
文
字
堂
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
中
央
農
業
開
発
セ

ン
タ
ー
、
筑
波
科
学
万
博
・
政
府
出
展
歴
史
館
、　

東

邦
ガ
ス
知
多
緑
浜
工
場
管
理
棟
、
西
尾
市
岩
瀬
文
庫

展
示
棟　

な
ど

・
主
な
著
書

『
建
築
へ
向
か
う
旅
』（
冬
樹
社
）、『「
組
み
立
て
る
文

化
」
の
国
』（
文
藝
春
秋
）、『
ロ
ー
マ
と
長
安
』（
講

談
社
現
代
新
書
）、『「
家
」
と
「
や
ど
」』（
朝
日
新
聞

社
）、『
漱
石
ま
ち
を
ゆ
く
』（
彰
国
社
）、『
建
築
家
と

小
説
家
』（
彰
国
社
）
な
ど



■
第
六
七
期
理
事
会
・
委
員
会
開
催
一
覧

（
二
〇
一
八
年
一
月
～
四
月
）

●
理
事
会

・
一
月
一
八
日
（
木
）
／
一
一
時
～
一
二
時　

　

日
本
出
版
ク
ラ
ブ
会
館

・
三
月
一
五
日
（
木
）
／
一
五
時
～
一
六
時
四
五
分　

日
本
出
版
ク
ラ
ブ
会
館

・
四
月
一
九
日
（
木
）
／
一
五
時
～
一
六
時
三
〇
分　

日
本
出
版
ク
ラ
ブ
会
館

●
委
員
会
・
特
別
委
員
会

・
一
月
一
七
日
（
水
）
研
修
委
員
会
／
一
七
時
三
○
分

～
一
八
時
三
○
分　

日
本
出
版
ク
ラ
ブ
会
館

・
二
月
九
日
（
金
）
著
作
・
出
版
権
委
員
会
／
一
五
時

～
一
七
時　

文
化
産
業
信
用
組
合

・
二
月
一
四
日
（
水
）
販
売
・
出
展
委
員
会
自
然
科
学

書
フ
ェ
ア
小
委
員
会
／
一
〇
時
～
一
二
時　

日
本
出

版
ク
ラ
ブ
会
館　
　
　

・
三
月
七
日
（
水
）
著
作
・
出
版
権
委
員
会
／
一
五
時

～
一
七
時　

日
本
出
版
ク
ラ
ブ
会
館

・
四
月
一
〇
日
（
火
）
著
作
・
出
版
権
委
員
会
／
一
五

時
～
一
七
時　

日
本
出
版
ク
ラ
ブ
会
館

・
四
月
二
四
日
（
火
）
研
修
委
員
会
／
一
六
時
三
○
分

～
一
八
時　

日
本
出
版
ク
ラ
ブ
会
館

■
事
務
局
だ
よ
り

〈
代
表
者
／
当
会
代
表
者
の
変
更
〉

●
株
式
会
社
医
学
書
院

旧
代
表
者
：
金
原　

優　

新
代
表
者
：
金
原　

俊

〈
住
所
変
更
〉

●
株
式
会
社
緑
書
房

旧
住
所　

東
京
都
中
央
区
東
日
本
橋
二
︱
八
︱
三

新
住
所　

東
京
都
中
央
区
東
日
本
橋
三
︱
四
︱
一
四　

O
Z
A
W
A
ビ
ル

電
話
・
フ
ァ
ッ
ク
ス　

変
更
な
し

編
集
後
記

90
年
代
リ
バ
イ
バ
ル
ブ
ー
ム

こ
こ
数
年
、
自
分
の
青
春
時
代
に
流
行
っ

て
い
た
テ
レ
ビ
・
音
楽
・
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
を

今
、
あ
ら
ゆ
る
場
面
で
耳
に
し
た
り
、
見
か

け
た
り
す
る
。

そ
う
、
今
は
1
9
9
0
年
代
に
流
行
し

た
モ
ノ
・
商
品
・
カ
ル
チ
ャ
ー
な
ど
が
リ
バ

イ
バ
ル
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

90
年
代
と
い
え
ば
、
青
春
ま
っ
た
だ
な
か
。

色
々
と
懐
か
し
い
思
い
出
が
甦
っ
て
く
る
。

茶
髪
・
ロ
ン
毛
・
腰
パ
ン
・
M
A
-1
・
エ

ア
ジ
ョ
ー
ダ
ン
・
エ
ア
マ
ッ
ク
ス
9
5
（
イ

エ
ロ
ー
）、
コ
ギ
ャ
ル
・
厚
底
ブ
ー
ツ
・
ガ

ン
グ
ロ
メ
イ
ク
・
ル
ー
ズ
ソ
ッ
ク
ス
な
ど
若

者
独
自
の
「
流
行
」
が
多
く
生
み
出
さ
れ
た
。

ま
た
音
楽
で
は
、
C
D
を
は
じ
め
と
し
た

デ
ジ
タ
ル
技
術
の
発
達
で
楽
曲
の
大
量
生
産

が
可
能
と
な
り
「
ミ
リ
オ
ン
セ
ラ
ー
」
と
い

う
言
葉
が
一
般
的
と
な
っ
た
。

さ
ら
に
、家
庭
用
ゲ
ー
ム
機
の
「
ス
ー
パ
ー

フ
ァ
ミ
コ
ン
」・「
プ
レ
イ
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
」・

「
セ
ガ
サ
タ
ー
ン
」
な
ど
、
携
帯
型
ゲ
ー
ム

機
の
「
た
ま
ご
っ
ち
」、
そ
し
て
90
年
代
最

後
の
動
物
型
ロ
ボ
ッ
ト
の
「
A
I
B
O
」
な

ど
が
あ
る
。

ふ
と
、
あ
る
事
に
気
づ
く
。
こ
の
90
年
代

リ
バ
イ
バ
ル
ブ
ー
ム
を
巻
き
起
こ
し
て
い
る

の
は
、
自
分
と
同
世
代
の
人
た
ち
で
は
な
い

か
と
。

テ
レ
ビ
、
C
M
、
音
楽
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン

な
ど
、
自
分
と
同
世
代
の
人
た
ち
が
そ
れ
ぞ

れ
の
業
界
で
第
一
線
の
仕
事
を
任
さ
れ
活
躍

し
て
い
る
。
今
の
世
の
中
を
リ
ー
ド
し
て
い

る
の
は
、
我
々
世
代
な
ん
だ
と
気
づ
か
さ
れ

た
。『花

の
命
は
短
い
』
と
よ
く
言
わ
れ
る
よ

う
に
、
仕
事
も
同
じ
で
第
一
線
で
輝
け
る
時

期
は
ほ
ん
の
一
瞬
な
の
か
も
知
れ
な
い
。
だ

か
ら
こ
そ
、
こ
の
「
旬
」
な
時
を
が
む
し
ゃ

ら
に
頑
張
っ
て
み
よ
う
と
刺
激
を
も
ら
っ
た

瞬
間
だ
っ
た
。�

（
M
・
Ｓ
）
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•
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第
六
七
期
第
二
回
会
員
報
告
会
・ 

懇
親
会
の
ご
報
告

　

先
の
一
月
一
八
日
（
木
）
一
二
時
よ
り
、
日

本
出
版
ク
ラ
ブ
会
館
に
お
い
て
、
第
六
七
期
第

二
回
会
員
報
告
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
年
始

の
忙
し
い
時
期
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
会
員
各
社

の
代
表
者
を
は
じ
め
と
す
る
三
五
名
に
出
席
い

た
だ
き
ま
し
た
。
各
委
員
会
の
活
動
報
告
が
行

わ
れ
、中
で
も
著
作
・
出
版
権
委
員
会
か
ら
、「
教

育
利
用
に
お
け
る
複
製
利
用
の
ラ
イ
セ
ン
ス
利

用
に
つ
い
て
の
構
想
案
」
に
つ
い
て
詳
し
く
説

明
が
な
さ
れ
る
と
と
も
に
、
今
春
か
ら
夏
に
か

け
て
著
作
権
法
改
正
案
が
通
過
す
る
の
で
は
な

い
か
と
の
報
告
が
な
さ
れ
ま
し
た
。

　

引
き
続
き
一
二
時
三
〇
分
よ
り
会
員
懇
親
会

が
開
か
れ
、
会
員
各
社
の
代
表
者
に
協
会
相
談

役
、
事
務
局
を
加
え
た
三
七
名
が
参
加
さ
れ
ま

し
た
。
南
條
理
事
長
は
新
年
の
挨
拶
の
後
「
今

年
は
一
般
的
な
経
済
状
況
は
よ
く
な
り
そ
う
で

は
あ
る
も
の
の
、
出
版
業
界
は
物
流
問
題
を
は

じ
め
厳
し
い
状
況
が
続
い
て
い
る
。
そ
ん
な
中

で
も
協
会
と
し
て
は
専
門
書
の
立
場
と
し
て
積

極
的
な
活
動
を
し
て
い
き
た
い
」
と
述
べ
ら
れ

ま
し
た
。
田
中
相
談
役
に
よ
る
乾
杯
の
ご
発
声

の
後
お
よ
そ
九
〇
分
に
わ
た
っ
て
賑
や
か
な
宴

が
開
か
れ
、
小
立
副
理
事
長
の
挨
拶
と
中
締
め

で
お
開
き
と
な
り
ま
し
た
。。

(

総
務
委
員
長　

池
田
和
博)

自
然
科
学
書
フ
ェ
ア
二
〇
一
八

今
年
の
自
然
科
学
書
フ
ェ
ア
は
、
沖
縄
県
那

覇
市
に
あ
る
ジ
ュ
ン
ク
堂
書
店
那
覇
店
に
て
五

月
一
二
日
（
土
）
か
ら
六
月
三
〇
日
（
土
）
ま

で
五
〇
日
間
の
開
催
と
な
り
ま
す
。

同
店
は
市
の
中
心
牧
志
に
あ
り
、
多
く
の
人

で
賑
わ
う
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ト
国
際
通
り
に
近

接
し
て
い
ま
す
。
二
〇
〇
九
年
四
月
に
オ
ー
プ

ン
し
、
二
〇
一
四
年
の
増
床
に
よ
り
床
面
積
約

二
〇
〇
〇
坪
、
在
庫
冊
数
約
一
五
〇
万
冊
を
有

す
る
、
沖
縄
県
は
も
と
よ
り
西
日
本
有
数
の
ス

ケ
ー
ル
を
持
つ
書
店
で
す
。

　

今
回
の
フ
ェ
ア
の
メ
イ
ン
テ
ー
マ
は
前
回
に

引
き
続
き
「
知
識
が
ひ
ろ
が
る
未
来
が
ひ
ら
け

る
自
然
科
学
書
フ
ェ
ア
」
で
す
。

　

ま
た
、
会
場
に
ゆ
と
り
が
あ
る
た
め
小
テ
ー

マ
の
コ
ー
ナ
ー
を
多
め
に
設
け
、
フ
ェ
ア
の
活

性
化
を
図
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
テ
ー
マ
は
、「
独

学
・
入
門
書
」「
海
と
魚
」「
人
工
知
能
」「
統

計
学
」「
図
鑑
・
辞
典
」「
健
康
寿
命
」「
宇
宙
・

地
球
」「
気
候
・
気
象
と
農
作
物
」
の
八
つ
と
し
、

約
一
三
〇
〇
点
、
四
〇
〇
〇
冊
の
規
模
で
開
催

し
て
ま
い
り
ま
す
。

　

会
期
中
、
機
会
が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
是
非

フ
ェ
ア
会
場
に
足
を
お
運
び
い
た
だ
き
ま
す
よ

う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

（
販
売
・
出
展
委
員
長　

吉
野
和
浩
）
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