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紀
伊
國
屋
書
店
か
ら
の
再
ス
タ
ー
ト

田
辺
茂
一
の
と
の
出
会
い

　
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
前
川
國
男
の
名
は
、
戦
争
が
敗
戦

に
終
わ
り
、
厳
し
い
戦
後
を
迎
え
た
時
点
で
は
、
戦
前
か
ら
の
コ
ン

ペ
を
中
心
と
す
る
精
力
的
な
設
計
活
動
と
建
築
雑
誌
に
よ
る
発
言
を

通
じ
て
、
も
ち
ろ
ん
建
築
界
で
は
広
く
知
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
で
も
、

大
学
や
大
き
な
組
織
に
席
を
置
く
公
的
な
立
場
で
は
な
く
、
在
野
の

一
建
築
家
に
過
ぎ
な
か
っ
た
前
川
は
、
職
能
と
し
て
の
建
築
家
像
が

定
か
で
は
な
か
っ
た
時
代
に
、
ど
の
程
度
世
間
的
に
認
知
さ
れ
て
い

た
の
か
、
と
考
え
る
と
き
、
実
は
ほ
と
ん
ど
無
名
に
等
し
か
っ
た
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は
、
不
運
に
も
、
一
九
三
五
年
の
独
立

直
後
に
始
ま
っ
た
日
中
戦
争
か
ら
太
平
洋
戦
争
へ
と
続
く
中
で
、
木

造
バ
ラ
ッ
ク
し
か
建
て
ら
れ
ず
、
誰
も
が
知
る
よ
う
な
本
格
的
な
建

築
を
手
が
け
る
機
会
を
一
度
も
持
て
な
か
っ
た
不
自
由
な
状
況
も
立

ち
は
だ
か
っ
て
い
た
。
ま
た
、
だ
か
ら
こ
そ
、
前
川
は
、
あ
ら
ゆ
る

手
立
て
を
尽
く
し
て
、
仕
事
を
得
る
た
め
の
苦
戦
を
強
い
ら
れ
た
の

だ
。
そ
れ
で
も
、
戦
時
下
に
、「
バ
ラ
ッ
ク
を
つ
く
る
人
は
バ
ラ
ッ

ク
を
つ
く
り
な
が
ら
、
工
場
を
つ
く
る
人
は
工
場
を
つ
く
り
な
が
ら
、

た
だ
誠
実
に
全
環
境
に
目
を
注
げ）

104
（

」
と
呼
び
か
け
た
前
川
の
思
い
は
、

人
と
の
つ
な
が
り
を
育
む
無
言
の
力
を
彼
の
建
築
に
与
え
た
の
だ
ろ

う
。
敗
戦
直
後
の
紀
伊
國
屋
書
店
創
業
者
の
田
辺
茂
一
と
の
出
会
い

は
、
そ
う
し
た
文
脈
か
ら
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
う
。

そ
れ
は
、
戦
時
下
に
建
て
ら
れ
た
小
さ
な
木
造
住
宅
が
も
た
ら
し
た

奇
遇
の
縁
と
で
も
い
え
る
も
の
だ
っ
た
。
後
年
、
田
辺
は
、
前
川
と

の
出
会
い
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
回
想
を
残
し
て
い
る
。

「
よ
う
や
く
新
宿
の
町
並
み
も
復
興
の
兆
し
が
見
え
始
め
た
昭
和
二

十
二
年
の
あ
る
日
、
私
は
友
人
戸
沢
民
子
さ
ん
と
野
口
謙
二
郎
氏

態
と
前
川
の
歩
み
を
振
り
返
る
と
き
、
敗
北
し
た
の
は
前
川
で
は
な

く
、
す
べ
て
の
人
々
が
安
心
し
て
住
む
場
所
を
整
え
る
こ
と
を
怠
り
、

先
送
り
を
繰
り
返
し
て
き
た
こ
の
国
の
住
宅
政
策
の
ほ
う
だ
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
思
う）

103
（

。
悪
戦
苦
闘
し
な
が
ら
前
川
が
プ
レ
モ
ス
に
託

し
た
も
の
は
、
多
く
の
問
い
を
現
代
に
投
げ
か
け
て
い
る
。
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の
作
品
目
録
の
一
九
四
一
年
の
欄
に
、「
野
口
邸
第
一
案
（
崎
谷
）」

と
だ
け
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
基
本
設
計
は
、
崎
谷

小
三
郎
が
担
当
し
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
現
場
を
担
当
し
た

吉
川
清
の
回
想
録）

108
（

の
記
述
か
ら
は
、
一
九
四
二
年
に
竣
工
し
た
こ
と

が
確
認
で
き
る
。
こ
こ
に
掲
載
す
る
の
は
、
吉
川
が
大
切
に
所
蔵
し

て
い
た
小
さ
な
写
真
の
コ
ピ
ー
で
あ
る
。
こ
れ
を
見
る
と
、
同
年
に

崎
谷
の
担
当
で
竣
工
す
る
前
川
國
男
自
邸
と
同
じ
く
、
建
築
資
材
統

制
に
よ
る
木
造
三
〇
坪
制
限
下
の
簡
素
な
建
物
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か

る
。
そ
れ
で
も
、
一
階
を
後
退
さ
せ
て
丸
柱
を
露
出
さ
せ
、
二
階
の

角
に
L
形
の
コ
ー
ナ
ー
窓
を
設
け
る
な
ど
、
水
平
線
を
強
調
し
た
モ

ダ
ン
な
外
観
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
た
。
仮
設
の
バ
ラ
ッ
ク
で
書
店
を

再
開
し
た
直
後
の
田
辺
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
新
鮮
な
印
象
を
残
し
た

の
だ
ろ
う
。

紀
伊
國
屋
書
店
に
込
め
ら
れ
て
い
た
も
の

　
こ
う
し
て
、
先
行
き
が
見
え
な
い
中
で
プ
レ
モ
ス
に
取
り
組
ん
で

い
た
最
中
に
、
木
造
と
は
い
え
、
本
格
的
な
新
築
の
仕
事
を
得
た
こ

と
は
、
ど
れ
ほ
ど
事
務
所
に
明
る
さ
と
希
望
を
も
た
ら
し
た
こ
と
だ

（
野
口
弥
太
郎
の
令
弟
）
を
南
平
台
の
邸
に
訪
ね
た
が
、
そ
の
邸
の
建

築
の
、
豪
壮
、
そ
し
て
茫
洋
さ
が
気
に
い
っ
た
。
設
計
建
築
の
名
を

た
ず
ね
る
と
、
前
川
國
男
氏
で
あ
っ
た
。
い
つ
ま
で
も
終
戦
後
の
バ

ラ
ッ
ク
建
て
で
は
仕
方
が
な
い
。
幸
い
父
の
残
し
て
く
れ
た
炭
屋
の

納
屋
跡
の
地
所
が
五
百
余
坪
あ
っ
た
。
長
方
形
で
あ
っ
た
。
私
は
前

川
さ
ん
を
訪
ね
た
。
こ
ち
ら
の
資
金
も
な
か
っ
た
が
、
建
築
資
材
も
、

ま
だ
充
分
で
な
か
っ
た
頃
で
あ
る
。
私
は
前
川
さ
ん
に
一
切
を
お
願

い
し
た
。
そ
し
て
め
で
た
く
、
昭
和
二
十
二
年
五
月
二
十
三
日
、
復

興
第
一
歩
の
、
花
崗
岩
と
木
材
を
配
し
た
、
新
し
い
型
の
書
店
が
誕

生
し
た
。
店
内
に
、
パ
リ
か
ら
帰
朝
の
荻
須
高
徳
の
五
〇
号
の
油
絵

な
ど
飾
っ
た）

105
（

。」

　
こ
の
出
会
い
ま
で
に
は
さ
ら
に
長
い
前
史
が
あ
っ
た
。
田
辺
が
、

父
が
家
業
と
し
て
営
ん
で
い
た
薪
炭
問
屋
の
敷
地
内
の
空
き
地
に
書

店
を
開
業
し
た
の
は
一
九
二
七
年
一
月
二
十
二
日
、
二
十
一
歳
の
若

さ
の
と
き
だ
っ
た
。
こ
の
初
代
の
建
物
は
、
田
辺
が
自
ら
設
計
し
て

近
所
の
大
工
に
頼
み
、
二
階
に
は
画
廊
を
設
け
て
い
た
。
開
業
の
背

景
に
は
、
一
九
一
五
年
の
大
正
天
皇
御
大
典
の
日
、
父
に
連
れ
ら
れ

て
立
ち
寄
っ
た
日
本
橋
の
丸
善
の
二
階
で
、
金
文
字
の
光
り
輝
く
洋

書
の
本
棚
に
心
を
奪
わ
れ
、「
本
屋
に
成
ろ
う
と
決
心
さ
せ
た
」
十

歳
の
と
き
の
経
験
が
あ
っ
た
と
い
う）

106
（

。
余
談
だ
が
、
彼
の
人
生
を
決

定
づ
け
た
丸
善
と
は
、
日
本
初
の
架
構
式
鉄
骨
造
四
階
建
て
、
エ
レ

ベ
ー
タ
ー
付
の
偉
容
を
誇
る
赤
レ
ン
ガ
づ
く
り
の
近
代
的
な
ビ
ル
で

あ
り
、
一
九
一
〇
年
に
竣
工
し
た
ば
か
り
だ
っ
た
。
ま
た
、
そ
の
設

計
者
は
、
前
川
と
は
因
縁
の
深
い
、
当
時
は
東
京
帝
国
大
学
助
教
授

の
佐
野
利
器
で
あ
る
。
そ
の
後
、
開
業
し
た
紀
伊
國
屋
書
店
は
、
建

て
増
し
し
て
順
調
な
営
業
を
続
け
た
が
、
太
平
洋
戦
争
末
期
の
一
九

四
五
年
五
月
二
十
五
日
に
東
京
を
襲
っ
た
米
軍
の
焼
夷
弾
に
よ
る
空

爆
に
よ
っ
て
全
焼
し
て
し
ま
う
。
そ
れ
で
も
、
次
の
よ
う
な
出
来
事

に
田
辺
は
励
ま
さ
れ
る
。

「
罹
災
後
、
私
は
荻
窪
の
借
家
か
ら
、
一
日
隔
き
ぐ
ら
い
に
新
宿
の

焼
跡
に
で
か
け
た
。
戦
局
の
帰
趨
は
ど
う
な
る
の
か
わ
か
ら
な
い
。

（
…
）
こ
の
際
、
や
め
て
し
ま
う
か
、
そ
れ
と
も
、
と
私
は
思
案
の

日
々
で
あ
っ
た
。
あ
る
日
、
元
店
員
の
一
人
が
、
戦
地
か
ら
戻
っ
て

き
た
。
そ
し
て
云
っ
た
。「
店
を
廃
め
る
な
ん
て
、
惜
し
い
で
す
よ
、

遠
い
シ
ベ
リ
ア
で
も
、
軍
隊
の
仲
間
た
ち
は
、
店
の
名
を
知
っ
て
い

ま
し
た
か
ら
ね
…
…
」
そ
の
言
葉
で
、
や
っ
と
私
は
決
心
し
た）

107
（

。」

　
奮
起
し
た
田
辺
は
、
早
く
も
敗
戦
直
後
の
一
九
四
六
年
十
月
、
跡

地
に
バ
ラ
ッ
ク
を
建
て
て
書
店
を
再
開
す
る
。
お
そ
ら
く
、
そ
の
頃

の
こ
と
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
田
辺
は
、
こ
の
よ
う
な
再
建
へ
の
思
い

を
抱
い
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
偶
然
訪
れ
た
野
口
邸
に
書
店
の
将
来
像

を
重
ね
合
わ
せ
た
に
違
い
な
い
。
残
念
な
が
ら
、
紀
伊
國
屋
書
店
が

全
焼
し
た
同
じ
空
襲
で
銀
座
の
事
務
所
を
焼
失
さ
せ
た
前
川
事
務
所

に
は
、
野
口
邸
の
図
面
類
な
ど
は
残
っ
て
い
な
い
。
ま
た
雑
誌
に
も

掲
載
さ
れ
な
か
っ
た
。
唯
一
、
戦
後
に
ま
と
め
ら
れ
た
前
川
事
務
所

野口謙二郎邸（1942年）　写真提供・吉川清
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の
作
品
目
録
の
一
九
四
一
年
の
欄
に
、「
野
口
邸
第
一
案
（
崎
谷
）」

と
だ
け
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
基
本
設
計
は
、
崎
谷

小
三
郎
が
担
当
し
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
現
場
を
担
当
し
た

吉
川
清
の
回
想
録）

108
（

の
記
述
か
ら
は
、
一
九
四
二
年
に
竣
工
し
た
こ
と

が
確
認
で
き
る
。
こ
こ
に
掲
載
す
る
の
は
、
吉
川
が
大
切
に
所
蔵
し

て
い
た
小
さ
な
写
真
の
コ
ピ
ー
で
あ
る
。
こ
れ
を
見
る
と
、
同
年
に

崎
谷
の
担
当
で
竣
工
す
る
前
川
國
男
自
邸
と
同
じ
く
、
建
築
資
材
統

制
に
よ
る
木
造
三
〇
坪
制
限
下
の
簡
素
な
建
物
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か

る
。
そ
れ
で
も
、
一
階
を
後
退
さ
せ
て
丸
柱
を
露
出
さ
せ
、
二
階
の

角
に
L
形
の
コ
ー
ナ
ー
窓
を
設
け
る
な
ど
、
水
平
線
を
強
調
し
た
モ

ダ
ン
な
外
観
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
た
。
仮
設
の
バ
ラ
ッ
ク
で
書
店
を

再
開
し
た
直
後
の
田
辺
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
新
鮮
な
印
象
を
残
し
た

の
だ
ろ
う
。

紀
伊
國
屋
書
店
に
込
め
ら
れ
て
い
た
も
の

　
こ
う
し
て
、
先
行
き
が
見
え
な
い
中
で
プ
レ
モ
ス
に
取
り
組
ん
で

い
た
最
中
に
、
木
造
と
は
い
え
、
本
格
的
な
新
築
の
仕
事
を
得
た
こ

と
は
、
ど
れ
ほ
ど
事
務
所
に
明
る
さ
と
希
望
を
も
た
ら
し
た
こ
と
だ

（
野
口
弥
太
郎
の
令
弟
）
を
南
平
台
の
邸
に
訪
ね
た
が
、
そ
の
邸
の
建

築
の
、
豪
壮
、
そ
し
て
茫
洋
さ
が
気
に
い
っ
た
。
設
計
建
築
の
名
を

た
ず
ね
る
と
、
前
川
國
男
氏
で
あ
っ
た
。
い
つ
ま
で
も
終
戦
後
の
バ

ラ
ッ
ク
建
て
で
は
仕
方
が
な
い
。
幸
い
父
の
残
し
て
く
れ
た
炭
屋
の

納
屋
跡
の
地
所
が
五
百
余
坪
あ
っ
た
。
長
方
形
で
あ
っ
た
。
私
は
前

川
さ
ん
を
訪
ね
た
。
こ
ち
ら
の
資
金
も
な
か
っ
た
が
、
建
築
資
材
も
、

ま
だ
充
分
で
な
か
っ
た
頃
で
あ
る
。
私
は
前
川
さ
ん
に
一
切
を
お
願

い
し
た
。
そ
し
て
め
で
た
く
、
昭
和
二
十
二
年
五
月
二
十
三
日
、
復

興
第
一
歩
の
、
花
崗
岩
と
木
材
を
配
し
た
、
新
し
い
型
の
書
店
が
誕

生
し
た
。
店
内
に
、
パ
リ
か
ら
帰
朝
の
荻
須
高
徳
の
五
〇
号
の
油
絵

な
ど
飾
っ
た）

105
（

。」

　
こ
の
出
会
い
ま
で
に
は
さ
ら
に
長
い
前
史
が
あ
っ
た
。
田
辺
が
、

父
が
家
業
と
し
て
営
ん
で
い
た
薪
炭
問
屋
の
敷
地
内
の
空
き
地
に
書

店
を
開
業
し
た
の
は
一
九
二
七
年
一
月
二
十
二
日
、
二
十
一
歳
の
若

さ
の
と
き
だ
っ
た
。
こ
の
初
代
の
建
物
は
、
田
辺
が
自
ら
設
計
し
て

近
所
の
大
工
に
頼
み
、
二
階
に
は
画
廊
を
設
け
て
い
た
。
開
業
の
背

景
に
は
、
一
九
一
五
年
の
大
正
天
皇
御
大
典
の
日
、
父
に
連
れ
ら
れ

て
立
ち
寄
っ
た
日
本
橋
の
丸
善
の
二
階
で
、
金
文
字
の
光
り
輝
く
洋

書
の
本
棚
に
心
を
奪
わ
れ
、「
本
屋
に
成
ろ
う
と
決
心
さ
せ
た
」
十

歳
の
と
き
の
経
験
が
あ
っ
た
と
い
う）

106
（

。
余
談
だ
が
、
彼
の
人
生
を
決

定
づ
け
た
丸
善
と
は
、
日
本
初
の
架
構
式
鉄
骨
造
四
階
建
て
、
エ
レ

ベ
ー
タ
ー
付
の
偉
容
を
誇
る
赤
レ
ン
ガ
づ
く
り
の
近
代
的
な
ビ
ル
で

あ
り
、
一
九
一
〇
年
に
竣
工
し
た
ば
か
り
だ
っ
た
。
ま
た
、
そ
の
設

計
者
は
、
前
川
と
は
因
縁
の
深
い
、
当
時
は
東
京
帝
国
大
学
助
教
授

の
佐
野
利
器
で
あ
る
。
そ
の
後
、
開
業
し
た
紀
伊
國
屋
書
店
は
、
建

て
増
し
し
て
順
調
な
営
業
を
続
け
た
が
、
太
平
洋
戦
争
末
期
の
一
九

四
五
年
五
月
二
十
五
日
に
東
京
を
襲
っ
た
米
軍
の
焼
夷
弾
に
よ
る
空

爆
に
よ
っ
て
全
焼
し
て
し
ま
う
。
そ
れ
で
も
、
次
の
よ
う
な
出
来
事

に
田
辺
は
励
ま
さ
れ
る
。

「
罹
災
後
、
私
は
荻
窪
の
借
家
か
ら
、
一
日
隔
き
ぐ
ら
い
に
新
宿
の

焼
跡
に
で
か
け
た
。
戦
局
の
帰
趨
は
ど
う
な
る
の
か
わ
か
ら
な
い
。

（
…
）
こ
の
際
、
や
め
て
し
ま
う
か
、
そ
れ
と
も
、
と
私
は
思
案
の

日
々
で
あ
っ
た
。
あ
る
日
、
元
店
員
の
一
人
が
、
戦
地
か
ら
戻
っ
て

き
た
。
そ
し
て
云
っ
た
。「
店
を
廃
め
る
な
ん
て
、
惜
し
い
で
す
よ
、

遠
い
シ
ベ
リ
ア
で
も
、
軍
隊
の
仲
間
た
ち
は
、
店
の
名
を
知
っ
て
い

ま
し
た
か
ら
ね
…
…
」
そ
の
言
葉
で
、
や
っ
と
私
は
決
心
し
た）

107
（

。」

　
奮
起
し
た
田
辺
は
、
早
く
も
敗
戦
直
後
の
一
九
四
六
年
十
月
、
跡

地
に
バ
ラ
ッ
ク
を
建
て
て
書
店
を
再
開
す
る
。
お
そ
ら
く
、
そ
の
頃

の
こ
と
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
田
辺
は
、
こ
の
よ
う
な
再
建
へ
の
思
い

を
抱
い
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
偶
然
訪
れ
た
野
口
邸
に
書
店
の
将
来
像

を
重
ね
合
わ
せ
た
に
違
い
な
い
。
残
念
な
が
ら
、
紀
伊
國
屋
書
店
が

全
焼
し
た
同
じ
空
襲
で
銀
座
の
事
務
所
を
焼
失
さ
せ
た
前
川
事
務
所

に
は
、
野
口
邸
の
図
面
類
な
ど
は
残
っ
て
い
な
い
。
ま
た
雑
誌
に
も

掲
載
さ
れ
な
か
っ
た
。
唯
一
、
戦
後
に
ま
と
め
ら
れ
た
前
川
事
務
所

野口謙二郎邸（1942年）　写真提供・吉川清
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55　　紀伊國屋書店からの再スタート 54

ま
た
、
同
じ
く
寺
島
が
書
き
留
め
た
次
の
文
章
か
ら
も
、
深
刻
な
事

態
に
陥
っ
て
い
た
当
時
の
建
築
界
の
状
況
が
伝
わ
っ
て
く
る
。

「
現
場
に
て
痛
感
し
た
こ
と
は
、
資
材
難
も
さ
る
こ
と
乍
ら
、
荒
廃

し
た
の
は
國
土
計
り
で
は
な
く
、
建
築
技
術
も
亦
無
惨
に
荒
廃
し
て

了
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
戦
時
中
の
建
築
工
短
期
養
成
の
報
い

は
今
や
二
十
代
、
三
十
代
の
若
い
職
人
に
は
、
お
っ
つ
け

0

0

0

0

仕
事
で
は

な
い
ほ
ん
と

0

0

0

の
仕
事
が
出
来
な
い
と
い
う
当
然
乍
ら
悲
し
む
べ
き
結

果
と
な
っ
て
表
れ
て
い
る
。（
…
）
今
こ
そ
建
築
技
術
再
興
の
方
法

が
真
剣
に
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
時
期
で
あ
ろ
う）

112
（

。」

　
戦
争
は
壊
滅
的
な
打
撃
を
建
築
界
に
及
ぼ
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
、
こ
こ
で
寺
島
が
指
摘
し
た
「
建
築
技
術
再
興
」
と
い
う

課
題
こ
そ
、
こ
れ
に
続
く
一
九
五
〇
年
代
に
、
前
川
と
所
員
た
ち
が

取
り
組
ん
で
い
く
こ
と
に
な
る
、
工
業
化
素
材
と
構
法
の
開
発
を
通

し
た
確
か
な
建
築
技
術
の
育
成
を
テ
ー
マ
と
す
る
、「
テ
ク
ニ
カ

ル
・
ア
プ
ロ
ー
チ
」
と
呼
ば
れ
る
方
法
へ
と
つ
な
が
る
も
の
だ
っ
た
。

　
ま
た
、
は
る
か
後
年
だ
が
、
三
〇
年
後
の
一
九
七
七
年
に
発
行
さ

れ
た
紀
伊
國
屋
書
店
創
業
五
〇
年
記
念
誌
に
寄
せ
た
文
章
に
は
、
前

川
自
身
に
よ
る
苦
労
話
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
記
さ
れ
て
い
る
。

「
当
時
の
建
築
業
界
は
未
だ
資
材
の
不
自
由
は
当
然

の
こ
と
で
し
た
。
室
内
に
立
つ
柱
は
電
信
柱
か
何
か

を
削
っ
て
作
る
筈
だ
っ
た
の
で
す
が
そ
ん
な
資
材
は

却
々
揃
い
ま
せ
ん
。
や
む
を
得
ず
御
座
敷
用
の
磨
き

丸
太
を
さ
が
し
て
来
て
、
こ
れ
を
室
内
の
丸
柱
と
し

て
間
に
合
わ
せ
る
と
い
っ
た
有
様
で
、
塗
装
用
の
ペ

ン
キ
も
よ
い
油
が
な
い
の
で
、
魚
油
を
使
わ
ね
ば
な

り
ま
せ
ん
で
し
た）

113
（

。」

　
し
か
し
、
こ
の
紀
伊
國
屋
書
店
の
、
前
川
と
戦
前

か
ら
交
友
の
あ
っ
た
写
真
家
の
渡
辺
義
雄
に
よ
っ
て

撮
影
さ
れ
た
竣
工
写
真
か
ら
は
、
敗
戦
か
ら
わ
ず
か

二
年
足
ら
ず
で
建
て
ら
れ
た
と
は
思
え
な
い
、
清
新

な
明
る
さ
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
竣
工
当
時
、
新
宿
通

ろ
う
。
前
川
に
と
っ
て
、
こ
の
仕
事
は
、
戦
前
の
独
立
後
の
第
一
作

で
あ
る
森
永
キ
ャ
ン
デ
ー
ス
ト
ア
銀
座
売
店
（
一
九
三
五
年
）
や
、

コ
ン
ペ
の
入
賞
作
で
唯
一
実
現
し
た
同
じ
銀
座
の
明
治
製
菓
銀
座
売

店
（
一
九
三
三
年
）
以
来
の
誰
も
が
身
近
に
接
す
る
街
角
の
建
築
で

あ
り
、
さ
ぞ
か
し
や
り
が
い
を
感
じ
た
に
違
い
な
い
。
竣
工
後
、
粗

末
な
ザ
ラ
紙
で
発
行
さ
れ
た
『
新
建
築
』
に
、
設
計
担
当
者
の
寺
島

幸
太
郎
は
、
次
の
よ
う
な
設
計
意
図
を
書
き
留
め
て
い
る
。

「
敗
戦
後
の
焦
土
の
中
で
、
都
市
生
活
者
は
食
糧
の
欠
乏
と
文
化
の

荒
廃
と
に
悩
み
つ
つ
も
、
き
び
し
い
生
活
苦
と
闘
っ
て
居
る
の
で
あ

る
。
せ
め
て
精
神
的
な
飢
餓
か
ら
は
脱
れ
た
い
と
願

う
学
生
や
知
識
層
の
欲
求
に
こ
た
え
、
ま
た
一
方
に

は
文
化
国
家
の
建
設
の
第
一
歩
を
踏
み
出
し
た
い
と

云
う
書
店
経
営
者
の
熱
意
の
下
に
、
こ
の
建
築
は
計

画
さ
れ
た
。
求
む
る
良
書
が
い
つ
で
も
書
棚
に
発
見

出
来
る
豊
富
な
書
籍
を
有
つ
店
舗
、
ま
た
蔵
書
を
焼

失
し
た
愛
書
家
に
は
街
の
書
庫
と
し
て
親
し
ま
れ
る

書
店
を
創
る
こ
と
に
努
力
し
た）

109
（

。」

　
こ
こ
に
は
、
田
辺
の
、
次
の
よ
う
な
「
街
の
書

店
」
に
対
す
る
希
望
も
託
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

「
本
屋
と
い
う
も
の
は
、
た
だ
読
者
に
本
を
売
る
と

い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、（
…
）
少
く
と
も
、
喧

騒
な
街
中
の
、
唯
一
の
学
問
の
緑
地
帯
と
し
て
、
一

般
の
文
化
的
雰
囲
気
の
醸
成
に
、
大
い
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
も

の
だ
ろ
う）

110
（

。」

　
だ
が
、
こ
う
し
た
設
計
意
図
と
田
辺
の
希
望
を
実
現
す
る
た
め
に

必
要
な
建
設
技
術
は
、
戦
時
体
制
下
の
軍
の
支
配
に
よ
る
建
設
業
界

の
疲
弊
と
敗
戦
後
の
進
駐
軍
発
注
工
事
に
よ
る
混
乱
に
よ
っ
て
、
大

き
く
損
な
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て

は
、『
建
築
雑
誌
』
の
こ
の
建
物
に
対
す
る
批
評
文
に
記
さ
れ
た
、

「
施
工
の
拙
劣
さ
に
関
し
て
は
相
当
検
討
を
要
す
る
事
で
あ
り
許
し

が
た
い
事
実
で
あ
る）

111
（

」
と
い
う
厳
し
い
指
摘
か
ら
も
う
か
が
え
る
。

紀伊國屋書店（1947年）正面外観＊
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55　　紀伊國屋書店からの再スタート 54

ま
た
、
同
じ
く
寺
島
が
書
き
留
め
た
次
の
文
章
か
ら
も
、
深
刻
な
事

態
に
陥
っ
て
い
た
当
時
の
建
築
界
の
状
況
が
伝
わ
っ
て
く
る
。

「
現
場
に
て
痛
感
し
た
こ
と
は
、
資
材
難
も
さ
る
こ
と
乍
ら
、
荒
廃

し
た
の
は
國
土
計
り
で
は
な
く
、
建
築
技
術
も
亦
無
惨
に
荒
廃
し
て

了
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
戦
時
中
の
建
築
工
短
期
養
成
の
報
い

は
今
や
二
十
代
、
三
十
代
の
若
い
職
人
に
は
、
お
っ
つ
け

0

0

0

0

仕
事
で
は

な
い
ほ
ん
と

0

0

0

の
仕
事
が
出
来
な
い
と
い
う
当
然
乍
ら
悲
し
む
べ
き
結

果
と
な
っ
て
表
れ
て
い
る
。（
…
）
今
こ
そ
建
築
技
術
再
興
の
方
法

が
真
剣
に
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
時
期
で
あ
ろ
う）

112
（

。」

　
戦
争
は
壊
滅
的
な
打
撃
を
建
築
界
に
及
ぼ
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
、
こ
こ
で
寺
島
が
指
摘
し
た
「
建
築
技
術
再
興
」
と
い
う

課
題
こ
そ
、
こ
れ
に
続
く
一
九
五
〇
年
代
に
、
前
川
と
所
員
た
ち
が

取
り
組
ん
で
い
く
こ
と
に
な
る
、
工
業
化
素
材
と
構
法
の
開
発
を
通

し
た
確
か
な
建
築
技
術
の
育
成
を
テ
ー
マ
と
す
る
、「
テ
ク
ニ
カ

ル
・
ア
プ
ロ
ー
チ
」
と
呼
ば
れ
る
方
法
へ
と
つ
な
が
る
も
の
だ
っ
た
。

　
ま
た
、
は
る
か
後
年
だ
が
、
三
〇
年
後
の
一
九
七
七
年
に
発
行
さ

れ
た
紀
伊
國
屋
書
店
創
業
五
〇
年
記
念
誌
に
寄
せ
た
文
章
に
は
、
前

川
自
身
に
よ
る
苦
労
話
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
記
さ
れ
て
い
る
。

「
当
時
の
建
築
業
界
は
未
だ
資
材
の
不
自
由
は
当
然

の
こ
と
で
し
た
。
室
内
に
立
つ
柱
は
電
信
柱
か
何
か

を
削
っ
て
作
る
筈
だ
っ
た
の
で
す
が
そ
ん
な
資
材
は

却
々
揃
い
ま
せ
ん
。
や
む
を
得
ず
御
座
敷
用
の
磨
き

丸
太
を
さ
が
し
て
来
て
、
こ
れ
を
室
内
の
丸
柱
と
し

て
間
に
合
わ
せ
る
と
い
っ
た
有
様
で
、
塗
装
用
の
ペ

ン
キ
も
よ
い
油
が
な
い
の
で
、
魚
油
を
使
わ
ね
ば
な

り
ま
せ
ん
で
し
た）

113
（

。」

　
し
か
し
、
こ
の
紀
伊
國
屋
書
店
の
、
前
川
と
戦
前

か
ら
交
友
の
あ
っ
た
写
真
家
の
渡
辺
義
雄
に
よ
っ
て

撮
影
さ
れ
た
竣
工
写
真
か
ら
は
、
敗
戦
か
ら
わ
ず
か

二
年
足
ら
ず
で
建
て
ら
れ
た
と
は
思
え
な
い
、
清
新

な
明
る
さ
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
竣
工
当
時
、
新
宿
通

ろ
う
。
前
川
に
と
っ
て
、
こ
の
仕
事
は
、
戦
前
の
独
立
後
の
第
一
作

で
あ
る
森
永
キ
ャ
ン
デ
ー
ス
ト
ア
銀
座
売
店
（
一
九
三
五
年
）
や
、

コ
ン
ペ
の
入
賞
作
で
唯
一
実
現
し
た
同
じ
銀
座
の
明
治
製
菓
銀
座
売

店
（
一
九
三
三
年
）
以
来
の
誰
も
が
身
近
に
接
す
る
街
角
の
建
築
で

あ
り
、
さ
ぞ
か
し
や
り
が
い
を
感
じ
た
に
違
い
な
い
。
竣
工
後
、
粗

末
な
ザ
ラ
紙
で
発
行
さ
れ
た
『
新
建
築
』
に
、
設
計
担
当
者
の
寺
島

幸
太
郎
は
、
次
の
よ
う
な
設
計
意
図
を
書
き
留
め
て
い
る
。

「
敗
戦
後
の
焦
土
の
中
で
、
都
市
生
活
者
は
食
糧
の
欠
乏
と
文
化
の

荒
廃
と
に
悩
み
つ
つ
も
、
き
び
し
い
生
活
苦
と
闘
っ
て
居
る
の
で
あ

る
。
せ
め
て
精
神
的
な
飢
餓
か
ら
は
脱
れ
た
い
と
願

う
学
生
や
知
識
層
の
欲
求
に
こ
た
え
、
ま
た
一
方
に

は
文
化
国
家
の
建
設
の
第
一
歩
を
踏
み
出
し
た
い
と

云
う
書
店
経
営
者
の
熱
意
の
下
に
、
こ
の
建
築
は
計

画
さ
れ
た
。
求
む
る
良
書
が
い
つ
で
も
書
棚
に
発
見

出
来
る
豊
富
な
書
籍
を
有
つ
店
舗
、
ま
た
蔵
書
を
焼

失
し
た
愛
書
家
に
は
街
の
書
庫
と
し
て
親
し
ま
れ
る

書
店
を
創
る
こ
と
に
努
力
し
た）

109
（

。」

　
こ
こ
に
は
、
田
辺
の
、
次
の
よ
う
な
「
街
の
書

店
」
に
対
す
る
希
望
も
託
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

「
本
屋
と
い
う
も
の
は
、
た
だ
読
者
に
本
を
売
る
と

い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、（
…
）
少
く
と
も
、
喧

騒
な
街
中
の
、
唯
一
の
学
問
の
緑
地
帯
と
し
て
、
一

般
の
文
化
的
雰
囲
気
の
醸
成
に
、
大
い
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
も

の
だ
ろ
う）

110
（

。」

　
だ
が
、
こ
う
し
た
設
計
意
図
と
田
辺
の
希
望
を
実
現
す
る
た
め
に

必
要
な
建
設
技
術
は
、
戦
時
体
制
下
の
軍
の
支
配
に
よ
る
建
設
業
界

の
疲
弊
と
敗
戦
後
の
進
駐
軍
発
注
工
事
に
よ
る
混
乱
に
よ
っ
て
、
大

き
く
損
な
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て

は
、『
建
築
雑
誌
』
の
こ
の
建
物
に
対
す
る
批
評
文
に
記
さ
れ
た
、

「
施
工
の
拙
劣
さ
に
関
し
て
は
相
当
検
討
を
要
す
る
事
で
あ
り
許
し

が
た
い
事
実
で
あ
る）

111
（

」
と
い
う
厳
し
い
指
摘
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
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店内 2階から 1階売り場を見下ろす＊
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57　　紀伊國屋書店からの再スタート 56

よ
う
な
空
間
体
験
が
用
意
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
も
ま
た
、

前
川
國
男
自
邸
か
ら
継
承
さ
れ
た
も
の
に
違
い
な
い
。
こ
う
し
て
、

紀
伊
國
屋
書
店
に
は
、
戦
時
下
の
前
川
が
発
見
し
、
浜
口
隆
一
が
、

在
盤
谷
日
本
文
化
会
館
コ
ン
ペ
の
前
川
案
の
特
質
と
し
て
的
確
に
見

抜
い
た
、「
行
為
的
・
空
間
的
な
も
の
」、「
す
べ
て
伸
び
や
か
で
あ

り
、
明
る
く
、
快
適
で
あ
る
。
一
言
で
言
え
ば
人
間
的
で
あ
る）

117
（

」
空

間
が
、
実
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
こ
の
空
間
を

体
験
し
た
人
々
の
記
憶
に
息
づ
い
て
い
た
。

　
や
や
後
年
だ
が
、
一
九
五
〇
年
代
後
半
に
編
集
者
の
宮
嶋
圀
夫
が

撮
影
し
た
ス
ナ
ッ
プ
写
真
に
は
、
両
側
に
小
さ
な
木
造
バ
ラ
ッ
ク
の

商
店
が
建
ち
並
ぶ
狭
い
路
地
の
先
に
あ
る
、
紀
伊
國
屋
書
店
の
等
身

大
の
姿
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
同
じ
こ
ろ
の
出
来
事
と
し
て
、

田
辺
は
あ
る
エ
ッ
セ
イ
集
の
中
で
、
次
の
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
紹

介
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
紀
伊
國
屋
書
店
を
久
し
ぶ
り
に
訪
れ
た
若

い
大
学
教
授
の
「
新
婚
早
々
の
綺
麗
な
令
夫
人
」
が
、
名
古
屋
大
学

仏
文
科
で
学
ん
で
い
た
学
生
時
代
に
、
恩
師
が
語
っ
た
と
い
う
次
の

よ
う
な
発
言
を
紹
介
し
、
そ
れ
を
思
い
出
し
て
立
ち
寄
っ
た
の
だ
と

い
う
。

「
皆
さ
ん
、
東
京
へ
行
っ
た
ら
、
一
度
是
非
、
新
宿
の
K
書
店
へ
行

っ
て
御
覧
な
さ
い
。
コ
ル
ビ
ジ
ェ
風
の
建
物
を
、
大
谷
石
の
階
段
を

二
階
へ
上
が
る
と
、
洋
書
部
が
あ
る
。
美
し
い
フ
ラ
ン
ス
綴
じ
の
ガ

リ
マ
ー
ル
の
新
刊
や
、
バ
レ
エ
の
写
真
や
、
さ
て
は
ブ
ラ
ッ
ク
や
マ

チ
ス
の
画
集
を
拡
げ
て
き
て
、
そ
の
あ
と
ひ
と
と
き
の
憩
い
を
、
書

店
の
前
に
あ
る
、
白
い
テ
ラ
ス
に
い
ら
っ
し
ゃ
い
。
三
岸
、
猪
熊
、

岡
田
、
荻
須
、
野
口
、
児
島
、
そ
ん
な
人
達
の
絵
が
壁
に
あ
っ
て
静

か
に
珈
琲
を
飲
ん
で
い
る
と
、
ほ
ん
と
う
に
フ
ラ
ン
ス
を
感
じ
ま
す

よ
…
…）

118
（

」

　
そ
し
て
、
や
は
り
同
じ
こ
ろ
に
、
姉
に
連
れ
ら
れ
て
紀
伊
國
屋
書

店
を
訪
れ
た
一
人
の
少
年
は
、
次
の
よ
う
な
印
象
を
受
け
取
っ
て
い

た
。

「
中
学
生
に
な
っ
た
ば
か
り
で
あ
っ
た
か
ら
、
一
九
五
四
年
頃
で
あ

ろ
う
か
。
ピ
ア
ノ
の
レ
ッ
ス
ン
に
通
う
姉
に
連
れ
ら
れ
て
信
州
の
田

舎
か
ら
上
京
し
た
私
が
、
東
京
で
初
め
て
知
っ
た
の
が
秋
葉
原
商
店

り
を
挟
ん
だ
斜
向
か
い
に
は
、
テ
キ
ヤ
の
尾
津
組
が
新
宿
マ
ー
ケ
ッ

ト
と
呼
ば
れ
た
闇
市
を
不
法
に
開
設
し
、
食
う
や
食
わ
ず
の
半
ば
飢

餓
状
態
で
食
料
と
生
活
用
品
を
求
め
に
や
っ
て
き
た
人
々
の
群
れ
で
、

あ
た
り
は
騒
然
と
し
て
い
た
は
ず
だ）

114
（

。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
渡

辺
の
写
真
に
は
、
目
の
前
の
苛
酷
な
光
景
と
は
無
縁
な
、
落
ち
着
き

と
静
謐
な
雰
囲
気
が
写
し
撮
ら
れ
て
い
る
。
逆
に
言
え
ば
、
前
川
が

生
前
に
出
版
し
た
唯
一
の
作
品
集）

115
（

に
掲
載
さ
れ
た
カ
ラ
ー
の
透
視
図

に
周
囲
の
街
の
様
子
は
描
か
れ
て
お
ら
ず
、
渡
辺
の
写
真
に
も
写
っ

て
は
い
な
い
の
は
、
む
し
ろ
、
現
実
の
街
の
姿
が
、
紀
伊
國
屋
書
店

と
は
隔
絶
し
た
生
々
し
い
状
態
だ
っ
た
か
ら

だ
と
理
解
す
る
ほ
う
が
、
よ
り
正
確
な
の
だ

ろ
う
。

　
そ
こ
に
実
現
さ
れ
た
空
間
の
質

　
そ
れ
で
は
、
田
辺
の
希
望
に
応
え
て
、
前

川
た
ち
が
求
め
た
の
は
ど
の
よ
う
な
空
間
だ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
作
品
集
に
掲
載
さ
れ
た

外
観
と
内
観
の
透
視
図
が
そ
の
こ
と
を
明
快

な
か
た
ち
で
示
し
て
い
る
。
興
味
深
い
の
は
、

戦
前
の
丹
下
健
三
が
担
当
し
た
岸
記
念
体
育

会
館
（
一
九
四
〇
年
）
の
逆
さ
折
り
屋
根
に

よ
る
正
面
性
を
強
調
し
た
フ
ァ
サ
ー
ド
の
形

式
を
踏
襲
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
と
は
異
な
り
、
大
谷
石
の
壁
を
用
い

て
緩
や
か
に
前
庭
を
囲
い
な
が
ら
、
玄
関
ポ
ー
チ
へ
と
来
客
を
ご
く

自
然
な
か
た
ち
で
流
れ
る
よ
う
に
導
き
入
れ
て
い
る
こ
と
だ
。
そ
こ

に
は
、
前
川
國
男
自
邸
と
在
盤
谷
日
本
文
化
会
館
コ
ン
ペ
案
（
一
九

四
三
年
）
で
獲
得
さ
れ
た
設
計
方
法
論
、
す
な
わ
ち
、
内
部
空
間
と

外
部
空
間
、
さ
ら
に
そ
の
外
に
広
が
る
環
境
的
空
間
が
織
り
な
す

「
全
体
的
空
間
構
成）

116
（

」
が
自
覚
的
に
試
み
ら
れ
た
の
だ
と
思
う
。
さ

ら
に
、
店
内
に
入
る
と
、
ポ
ッ
カ
リ
と
吹
き
抜
け
の
大
き
な
明
る
い

空
間
が
現
れ
、
二
階
へ
と
歩
む
に
つ
れ
て
次
々
と
展
開
す
る
悦
楽
の

外観透視図　MID編『前川國男建築事務所作品集』工学図書
出版社 1947年より転載

内観透視図　同上

1950年代後半の紀伊國屋書店　撮影／宮嶋圀夫　
『建築』1964年 5月号より転載
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57　　紀伊國屋書店からの再スタート 56

よ
う
な
空
間
体
験
が
用
意
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
も
ま
た
、

前
川
國
男
自
邸
か
ら
継
承
さ
れ
た
も
の
に
違
い
な
い
。
こ
う
し
て
、

紀
伊
國
屋
書
店
に
は
、
戦
時
下
の
前
川
が
発
見
し
、
浜
口
隆
一
が
、

在
盤
谷
日
本
文
化
会
館
コ
ン
ペ
の
前
川
案
の
特
質
と
し
て
的
確
に
見

抜
い
た
、「
行
為
的
・
空
間
的
な
も
の
」、「
す
べ
て
伸
び
や
か
で
あ

り
、
明
る
く
、
快
適
で
あ
る
。
一
言
で
言
え
ば
人
間
的
で
あ
る）

117
（

」
空

間
が
、
実
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
こ
の
空
間
を

体
験
し
た
人
々
の
記
憶
に
息
づ
い
て
い
た
。

　
や
や
後
年
だ
が
、
一
九
五
〇
年
代
後
半
に
編
集
者
の
宮
嶋
圀
夫
が

撮
影
し
た
ス
ナ
ッ
プ
写
真
に
は
、
両
側
に
小
さ
な
木
造
バ
ラ
ッ
ク
の

商
店
が
建
ち
並
ぶ
狭
い
路
地
の
先
に
あ
る
、
紀
伊
國
屋
書
店
の
等
身

大
の
姿
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
同
じ
こ
ろ
の
出
来
事
と
し
て
、

田
辺
は
あ
る
エ
ッ
セ
イ
集
の
中
で
、
次
の
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
紹

介
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
紀
伊
國
屋
書
店
を
久
し
ぶ
り
に
訪
れ
た
若

い
大
学
教
授
の
「
新
婚
早
々
の
綺
麗
な
令
夫
人
」
が
、
名
古
屋
大
学

仏
文
科
で
学
ん
で
い
た
学
生
時
代
に
、
恩
師
が
語
っ
た
と
い
う
次
の

よ
う
な
発
言
を
紹
介
し
、
そ
れ
を
思
い
出
し
て
立
ち
寄
っ
た
の
だ
と

い
う
。

「
皆
さ
ん
、
東
京
へ
行
っ
た
ら
、
一
度
是
非
、
新
宿
の
K
書
店
へ
行

っ
て
御
覧
な
さ
い
。
コ
ル
ビ
ジ
ェ
風
の
建
物
を
、
大
谷
石
の
階
段
を

二
階
へ
上
が
る
と
、
洋
書
部
が
あ
る
。
美
し
い
フ
ラ
ン
ス
綴
じ
の
ガ

リ
マ
ー
ル
の
新
刊
や
、
バ
レ
エ
の
写
真
や
、
さ
て
は
ブ
ラ
ッ
ク
や
マ

チ
ス
の
画
集
を
拡
げ
て
き
て
、
そ
の
あ
と
ひ
と
と
き
の
憩
い
を
、
書

店
の
前
に
あ
る
、
白
い
テ
ラ
ス
に
い
ら
っ
し
ゃ
い
。
三
岸
、
猪
熊
、

岡
田
、
荻
須
、
野
口
、
児
島
、
そ
ん
な
人
達
の
絵
が
壁
に
あ
っ
て
静

か
に
珈
琲
を
飲
ん
で
い
る
と
、
ほ
ん
と
う
に
フ
ラ
ン
ス
を
感
じ
ま
す

よ
…
…）

118
（

」

　
そ
し
て
、
や
は
り
同
じ
こ
ろ
に
、
姉
に
連
れ
ら
れ
て
紀
伊
國
屋
書

店
を
訪
れ
た
一
人
の
少
年
は
、
次
の
よ
う
な
印
象
を
受
け
取
っ
て
い

た
。

「
中
学
生
に
な
っ
た
ば
か
り
で
あ
っ
た
か
ら
、
一
九
五
四
年
頃
で
あ

ろ
う
か
。
ピ
ア
ノ
の
レ
ッ
ス
ン
に
通
う
姉
に
連
れ
ら
れ
て
信
州
の
田

舎
か
ら
上
京
し
た
私
が
、
東
京
で
初
め
て
知
っ
た
の
が
秋
葉
原
商
店

り
を
挟
ん
だ
斜
向
か
い
に
は
、
テ
キ
ヤ
の
尾
津
組
が
新
宿
マ
ー
ケ
ッ

ト
と
呼
ば
れ
た
闇
市
を
不
法
に
開
設
し
、
食
う
や
食
わ
ず
の
半
ば
飢

餓
状
態
で
食
料
と
生
活
用
品
を
求
め
に
や
っ
て
き
た
人
々
の
群
れ
で
、

あ
た
り
は
騒
然
と
し
て
い
た
は
ず
だ）

114
（

。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
渡

辺
の
写
真
に
は
、
目
の
前
の
苛
酷
な
光
景
と
は
無
縁
な
、
落
ち
着
き

と
静
謐
な
雰
囲
気
が
写
し
撮
ら
れ
て
い
る
。
逆
に
言
え
ば
、
前
川
が

生
前
に
出
版
し
た
唯
一
の
作
品
集）

115
（

に
掲
載
さ
れ
た
カ
ラ
ー
の
透
視
図

に
周
囲
の
街
の
様
子
は
描
か
れ
て
お
ら
ず
、
渡
辺
の
写
真
に
も
写
っ

て
は
い
な
い
の
は
、
む
し
ろ
、
現
実
の
街
の
姿
が
、
紀
伊
國
屋
書
店

と
は
隔
絶
し
た
生
々
し
い
状
態
だ
っ
た
か
ら

だ
と
理
解
す
る
ほ
う
が
、
よ
り
正
確
な
の
だ

ろ
う
。

　
そ
こ
に
実
現
さ
れ
た
空
間
の
質

　
そ
れ
で
は
、
田
辺
の
希
望
に
応
え
て
、
前

川
た
ち
が
求
め
た
の
は
ど
の
よ
う
な
空
間
だ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
作
品
集
に
掲
載
さ
れ
た

外
観
と
内
観
の
透
視
図
が
そ
の
こ
と
を
明
快

な
か
た
ち
で
示
し
て
い
る
。
興
味
深
い
の
は
、

戦
前
の
丹
下
健
三
が
担
当
し
た
岸
記
念
体
育

会
館
（
一
九
四
〇
年
）
の
逆
さ
折
り
屋
根
に

よ
る
正
面
性
を
強
調
し
た
フ
ァ
サ
ー
ド
の
形

式
を
踏
襲
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
と
は
異
な
り
、
大
谷
石
の
壁
を
用
い

て
緩
や
か
に
前
庭
を
囲
い
な
が
ら
、
玄
関
ポ
ー
チ
へ
と
来
客
を
ご
く

自
然
な
か
た
ち
で
流
れ
る
よ
う
に
導
き
入
れ
て
い
る
こ
と
だ
。
そ
こ

に
は
、
前
川
國
男
自
邸
と
在
盤
谷
日
本
文
化
会
館
コ
ン
ペ
案
（
一
九

四
三
年
）
で
獲
得
さ
れ
た
設
計
方
法
論
、
す
な
わ
ち
、
内
部
空
間
と

外
部
空
間
、
さ
ら
に
そ
の
外
に
広
が
る
環
境
的
空
間
が
織
り
な
す

「
全
体
的
空
間
構
成）

116
（

」
が
自
覚
的
に
試
み
ら
れ
た
の
だ
と
思
う
。
さ

ら
に
、
店
内
に
入
る
と
、
ポ
ッ
カ
リ
と
吹
き
抜
け
の
大
き
な
明
る
い

空
間
が
現
れ
、
二
階
へ
と
歩
む
に
つ
れ
て
次
々
と
展
開
す
る
悦
楽
の

外観透視図　MID編『前川國男建築事務所作品集』工学図書
出版社 1947年より転載

内観透視図　同上

1950年代後半の紀伊國屋書店　撮影／宮嶋圀夫　
『建築』1964年 5月号より転載
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59　　作品集、『PLAN』の刊行とMID同人構想 58

作
品
集
、『
P 

L 

A 

N
』
の
刊
行
と
M 

I 

D
同
人
構
想

『
前
川
國
男
建
築
事
務
所
作
品
集
』
の
出
版

　
敗
戦
直
後
の
前
川
と
所
員
た
ち
は
、
窮
屈
な
自
邸
の
居
間
を
仕
事

場
と
し
て
、
進
駐
軍
工
事
を
拒
み
つ
つ
、
プ
レ
モ
ス
の
試
作
と
販
売

に
懸
命
に
取
り
組
ん
で
い
た
。
し
か
し
、
先
の
見
え
な
い
厳
し
い
時

代
状
況
の
も
と
で
、
最
初
か
ら
苦
戦
を
強
い
ら
れ
て
い
く
。
そ
ん
な

中
、
縁
あ
っ
て
創
業
者
の
田
辺
茂
一
か
ら
設
計
を
依
頼
さ
れ
た
紀
伊

國
屋
書
店
は
、
戦
争
に
よ
る
建
設
技
術
の
劣
化
や
材
料
不
足
に
悩
ま

さ
れ
な
が
ら
も
、
彼
ら
に
大
き
な
励
み
と
自
信
を
も
た
ら
し
た
に
違

い
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
成
果
を
公
表
し
て
、
次
へ
と
つ
な
げ
た
い

と
思
っ
た
の
だ
ろ
う
、
前
川
は
、
竣
工
か
ら
半
年
後
の
一
九
四
七
年

十
一
月
に
、
初
の
作
品
集
と
な
る
『
前
川
國
男
建
築
事
務
所
作
品
集

第
一
輯 

商
店
建
築
』
を
刊
行
す
る
。

　
敗
戦
後
の
混
乱
の
時
代
で
あ
り
、
今
見
れ
ば
粗
末
な
ザ
ラ
紙
を
綴

じ
た
だ
け
の
簡
素
な
装
丁
に
過
ぎ
な
い
が
、
当
時
は
定
価
一
四
〇
円

の
立
派
な
作
品
集
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
に
は
、
延
べ
三
四
ペ

ー
ジ
に
わ
た
っ
て
、
紀
伊
國
屋
書
店
の
平
面
図
や
立
面
図
、
断
面
図

な
ど
の
一
般
図
や
各
部
の
詳
細
図
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
構
造
図
や

設
備
図
、
造
付
本
棚
や
書
籍
台
、
レ
ジ
ス
タ
ー
台
や
机
、
椅
子
に
至

る
ま
で
、
こ
の
建
物
を
構
成
す
る
す
べ
て
の
要
素
の
図
面
が
収
録
さ

れ
て
い
る
。
同
時
に
、
大
工
や
土
工
な
ど
建
設
に
携
わ
っ
た
職
種
ご

と
の
「
現
場
従
業
人
員
」
や
、
建
設
に
使
わ
れ
た
材
料
を
事
細
か
く

列
挙
し
た
「
主
要
資
材
数
量
」
も
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
建
物
を

単
な
る
建
築
作
品
と
し
て
で
は
な
く
、
ひ
と
つ
の
建
設
事
例
と
し
て

正
確
に
記
録
し
て
伝
え
よ
う
と
す
る
思
い
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
巻
頭

に
は
、
こ
の
建
物
の
前
で
撮
影
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
、
四
十
二
歳
の
壮

年
期
を
迎
え
た
前
川
の
肖
像
写
真
と
共
に
、
次
の
よ
う
な
緒
言
が
綴

街
と
新
宿
の
紀
伊
國
屋
で
あ
っ
た
。
犬
屋
や
ブ
ロ
マ
イ
ド
屋
の
並
ぶ

路
地
を
入
っ
て
ゆ
く
と
、
突
然
大
き
な
吹
き
抜
け
の
空
間
が
あ
ら
わ

れ
、
そ
の
下
に
び
っ
し
り
と
図
書
館
の
よ
う
に
本
が
並
ん
で
い
た
。

街
道
に
面
し
て
雑
誌
の
並
ぶ
駄
菓
子
屋
の
よ
う
な
本
屋
し
か
知
ら
な

か
っ
た
私
に
と
っ
て
、
あ
の
大
谷
石
の
壁
と
木
造
大
架
構
の
オ
ー
プ

ン
な
空
間
で
本
に
囲
ま
れ
て
い
る
と
、
私
は
心
地
良
さ
に
軽
く
酔
い
、

妙
に
気
分
が
昻
揚
す
る
の
を
意
識
し
て
い
た
。
あ
の
空
間
は
、
自
分

の
想
像
し
て
い
た
東
京
と
い
う
都
会
の
空
間
を
通
り
越
し
て
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
ま
で
私
を
連
れ
て
い
っ
た）

119
（

。」

　
こ
の
一
人
の
少
年
は
、
後
に
建
築
家
と
し
て
活
躍
す
る
伊
東
豊
雄

で
あ
る
。
紀
伊
國
屋
書
店
は
、
前
川
に
と
っ
て
、
紛
れ
も
な
く
、
プ

レ
モ
ス
と
同
じ
く
、
戦
後
の
再
ス
タ
ー
ト
を
飾
る
建
築
だ
っ
た
。
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