
〈
研

究

論

文

３

〉

庭
　
　
　

園

―
比
較
論
的
考
察
―

人
類

は
時
代
や
風
土
に
応
じ
て
そ
れ
独
自

の
庭
園
を
構
築
し
享
受
し
て
来

た
。
し

か
し
、
こ
う
し
た
相
違
や
多
様
性
を
超
え
て
人
間
が
庭

に
託
し
た
夢

と
希
求

は
果
た
し
て

何
で
あ

っ
た
ろ
う

か
。
本
論
は
比
較
論
的
視
点

に
立

っ

て
庭
の
精
神
史
的
、
神
話
学
的
考
察
を
試
み

る
も
の
で
あ
る
。

庭

園

の

美

学

を

求

め
て

西
欧

に
於
て
庭
園
芸
術
は
建

築
と
表

裏
一
体

を
な
す
も
の
、
言
う
な
ら
ば

自
然
の
素
材

（
石
、
樹
木
、
水
）
を
駆

使
し
て

構
築
さ
れ
た

ご

種
独
自
の

建
築
”
（
Ｅ
・
Ｖ
・
シ
ェ
ル
ヴ
ィ
ー
ン
ス
キ
ー
）
、
"
緑
の
建
築
”
作
品
と
し

て
建

築
学
的
研
究

の
対
象

と
さ
れ
て

来
た
。
こ

れ
に
対

し
て
、

わ
が

国

に

あ
っ
て
は
庭
と
言
う
と
き
、
そ
れ
は
個
人
が
"
眺
め
・
観
賞
す
る
”
私
的
所

有
物
と
し
て
の
空
間
か
、
或
い
は
"
瞑
想
"
を
求
め
て
対
坐
す
る
禅
寺
の
方

丈
の
庭
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
庭
園
を
人

類
の
歴
史

に
於
て
そ
の
位
置
づ
け
を

原
　

田
　

煕
　

史

な
さ
ん
と
す
る
と
き
、
こ

う
し
た
対
照
的
（
外

的
・
内
的
）
美
意
識
は
も
と

よ
り
、
聖
性
と
俗
性
、
具
象
と
抽
象
、
自
然
と
象

徴
等
の
対
極
要

因
を
包
み

込
む
よ
り
包
括
的
な
庭
園
の
弁
証
法
を
想
定
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

戦
後

い
ち
早
く
日
本
の

伝
統
文
化

に
身

を
も

っ
て
対

決
し
、

”現
代

に
生

き

る
”
日
本
人
と
し
て
わ
が
国
の
美
意
識
の
核
心
た
る
庭
園
芸
術
を
批
判

し

た
岡
本
太
郎
は
、
庭
が
本
来
公
的
、
宗
教
的
、
遊

戯
的
、
経
済
的
、
美
的
諸

機

能
を
含
む

。文
化
的
総
体
”
と
し
て
の

。解
放
さ
れ
た
”
空
間
で
あ

っ
た

こ
と
を
踏
ま
え
て
、
日
本
庭
園
の
歴
史

に
伴
う
卑
小
化
、
箱
庭
化
を
権
力
者

の

”公
的
空
間
”
の
私
物
化

に
よ
る
民
族
の
想
像
的
精
神

の

”縮
小
化
”
に

よ

る
も
の
と
弾
劾
し
、
そ
れ

に
対
抗
し
て

”庭
園

”
を
単
な
る
建
築
の
附
属

物
で

は
な
く
、
建
築
物

は
も
と
よ
り
、
大
い
な
る
自
然
と
も
、
時
代
の
息
吹

と

も
調
和
・
対
立
さ
せ
る
美
的
弁
証
法
を
説
い
て

い
る
。
彼
は
自
ら
の
説
く

"
と
同
時
に
美
学
”
を
も
っ
て
庭
園
芸
術
を
活
性
化
す
る
指
導
原
理
た
ら
し
め



ん

と
し

た
が
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
に
於
け

る
壮
大
華
麗

な
庭
園

芸
術
も
、
中

国
に

於
け
る
山
林
江
湖
（
自
然
庭
園
）
も
又
言
う
な
れ
ば
、
"
各
時
代
の
全
文
化

的
状
況
を
包
括
し
、
美
的
観
念
の
変
化
に
鋭
敏
に
呼
応
す
る
「
ダ
イ
ナ
ミ
ッ

ク
」
で

「
多

様
な
」

美
的
総
体
”
と
言

う
こ
と

が
で
き

る
。

都
市

と

田
園

―
庭
園
の
イ
デ
ー

井
尻
千
男
氏
は
「
都
市
の
原
理
を
考
え
る
」
と
い
う
紀
行
文
の
中
で
"
イ

タ
リ
ア
人

は
都
市

づ
く
り

の
天
才
、
イ

ギ
リ
ス
人

は
田
園

づ
く
り

の
天
才
”

と

の
諺
を
挙
げ
た
あ
と
、

フ
ィ
レ
ン
ツ

ェ
エ

科
大
学
、

ジ
ャ
ソ
カ
ル
ロ
・

パ

ー
バ
教
授
の
"
イ
タ
リ
ア
の
都
市
は
絵
画
と
い
う
よ
り
も
彫
刻
に
近
い
。
と

く

に
丘
の
上
の
都
市
は
台
座
上
の
彫
刻
の
よ
う
な
も
の
だ
”
と

い
う
言
葉
を

引
用
し
て
、
イ
タ
リ
ア
の
歴
史
的
都
市
ア
ッ
シ
ジ
や
シ
ェ
ナ
（
世
界
一
美
し

い
と
さ
れ
る

カ
ン
ポ
広
場
で
有
名
）
も
遠
く
か
ら
眺
め

る
と
巨
大

な
彫
刻

の

よ
う
で
あ
り
、
わ
れ

わ
れ
が
有
す
る

。都
市
は
無
限
に
拡
大
す

る
”
と

の
観

念
と
は
正

反
対
の
も
の
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
言
う
な
れ
ば
典
型

的
イ

タ
リ

ア
の
都
市
は

。限
定
さ
れ
た
空
間
に
求
心
力
の
強

い
中
心

を
作
り

、
密
度

を

高

め
る
閉
鎖
的
原

理
に
従

っ
て
造
ら
れ
て
居
り
”
（
チ

ェ
ツ

カ
レ
ー
教
授
）
、

"
都
市
は
大
き
く
な
る
こ
と
を
む
し
ろ
嫌
が
る
”
か
に
見
え
、
日
本
で
は
悪

い
こ
と
と
さ
れ
る
"
閉
鎖
的
求
心
力
”
こ
そ
イ
タ
リ
ア
都
市
の
本
質
で
あ
り
、

そ
れ
に
よ
っ
て
"
文
化
的
コ
ア
”
が
生
み
出
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
高
度
な
文
化

が
伝
達
さ
れ
る
と
い
う
。
氏
は
都
市
の
原
理
を
"
開
放
系
”
と
"
閉
鎖
系
”

の
二
極
に
分
け
、
"
こ
と
の
真
実
は
両
系
の
均
衡
に
あ
る
に
違
い
な
い
、
あ

ら

ゆ

る

生

命

が

そ

う

で

あ

る

よ

う

に

”

と

結

論

す

る

。

氏

の

都

市

の

原

理

を

引

用

し

た

の

は

、

実

は

こ

の

原

理

が

庭

園

文

化

の

構

造

と

意

味

の

考

察

に

重

要

な

関

わ

り

を

も

つ

か

ら

で

あ

る

。

な

ぜ

な

ら

都

市

の

原

理

は

そ

れ

に

対

抗

す

る

田

園

の

思

想

と

の

対

比

・

対

決

に

よ

っ
て

一

層

そ

の

相

貌

を

顕

わ

に

し

、

田

園

＝

農

村

は

、

山

林

・

自

然

即

ち

広

義

の

庭

園

へ

の

意

味

転

換

が

可

能

だ

か

ら

で

あ

る

。

民

俗

学

者

宮

田

登

氏

は

「
民

俗

学

の

ま

な

ざ

し

」

と

題

す

る

コ

ラ

ム

の

中

で

次

の

如

く

言

う

。

"
「
京
に
田
舎
あ
り
」
と
い
う
諺
は
、
十
七
世
紀
後
半
に
言
わ
れ
た
し

た

が

、

日

本

の

農

村

と

都

市

の

関

係

を

よ

く

表

現

し

て

い

る

。

…

…

一

九

三

〇

年

代

に

入

っ

て

、

柳

田

国

男

は

、
「

都

会

と

田

舎

」

に

つ

い

て

、

田

舎

の

人

が

移

住

し

て

都

市

を

つ

く

っ

た

こ

と

が

日

本

の

特

徴

だ

と

い

い

、

こ

れ

を

今

後

ど

う

生

か
す

べ

き

か

を

探

ろ

う

と

し

た

。

要

は

「

都

市

と

農

村

」

を

切

り

離

し

て

は

い

け

な

い

。

都

市

と

そ

の

周

囲

の

村

は

、

経

済

的

に

も

文

化

的

に

も

密

接

な

関

係

が

生

じ

て

い

る

。

お

互

い

が

住

み

よ

い

都

市

、

住

み

よ

い

農

村

を

建

設

す

る

こ

と

が

大

切

で

あ

る

。

…
…
こ
こ
に
は
農
村
を
低
く
み
る
観
点
は
成
り
立
っ
て
い
な
い
。
「
都

市

に

居

っ
て

も

村

生

活

の

安

ら

か

さ

、

清

さ

、

楽

し

さ

が

味

わ

わ

れ

、

農

村

生

活

の

辛

苦

、

窮

乏

と

寂

莫

と

無

聊

の

中

に

居

っ

て

、

な

お

都

市

の

明

る

さ

と

便

利

と

を

味

わ

い

得

る

よ

う

に

」

と

望

ん

で

い

る

。

都

市

と
農
村
は
あ
く
ま
で
対
等
に
位
置
す
べ
き
な
の
で
あ
る
"
。



"
都
市
と
農
村
は
あ
く
ま
で
対
等
に
位
置
す
べ
き
で
あ
る
”
と
の
宮
田
氏
の

結
語

は
、
と
り
わ
け
中
国
の

。城
市
山
林
”

の
思
想

に
直
結
す

る
。

歴
史

人

類
学
者
大
室
幹
雄
氏

は
"
城
市
”
と

。山
林
”

に
つ

い
て
次

の
如

く
定
義

す

る
。

"
「
城
市
」
と
は
も
と
も
と
都
市
を
囲
む
城
壁
と
都
市
の
内
部
に
設
け

ら
れ
た
市
場

の
複
合
語

で
、
古

く

か
ら

都
市

を
表

わ

し
、
…
…

「
山

林
」

は
字
義

ど
お
り
に
は
山
と
林
、
鬱
蒼
た
る
樹
林

に
お
お
わ
れ
た
山

の
意
味
で
あ

る
が
、
中

国
の
文

化
史
あ
る
い
は
精
神

史
の
脈
絡
に
お
い

て
見
る
と
、
そ
う
い
う
地
理
学
的
意
味
を
越
え

た
深

い
意
味
を
も

っ
て

い
る
こ
と
が
す
ぐ
に
知
ら
れ
る
。
山
林
は
山

林
江

海
と
も
山
林
江
湖
と

も
熟
し
て
用

い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
い
ず
れ
の
場

合
も
、
悪

徳
と
浪

費
と
謀
略
と

頽
廃
が
集
中
す
る
都
市

に
対

立
し
、
美

徳
と
清
貧
と
純
粋

と
が
静
か
に
永
遠
の
う
ち
に
や
す
ら
い
で

い
る
場
所

を
表
わ
す
。
…
…

だ
か
ら
「
城
市
山
林
」
と
い
う
表
現
は
中
国
の
古
い
文
化
の
脈
絡
の
う

ち
で
は
、
相
反
す
る
も
の
の
合
致
と
し
て
、
そ
れ
自
体
の
中

に
鋭

い
分

極
性
を
含
ん
で
い
る
"

之
を
も

っ
と
一
般
的
な
脈
絡

に
置

い
て
読
み
直
せ
ば
、
本
来

。城
市
”

は

城
壁

に
囲
ま
れ
た
内
部
が
宇
宙
論
的
、
哲
学
的
世
界
の
中
心
と
し
て
繁
盛
す

る
コ
ス
モ
ス
（
秩
序
と
調
和
の
場
所
）
で
あ
り
、
山
林
は
そ
れ
の
み
で
あ

れ

ば
非
文
明
的
、
反
文
明
的
な

カ
オ
ス
の
境
域
で
あ

っ
た
。
し

か
し
文
明

（
都

市
文
明
）

の
進
展
と
共

に
、
城
市
と
山
林

に
対
す

る
人

々
の
解
釈

と
評
価

に

逆

転
が
生
じ
、
山
林

に
自
適

の
独
居

を
享
受
す

る
隠
遁
文
化
が
成

立
す

る
。

本
来

コ
ス
モ
ス
た
る
べ
き
城
市

の
現
実
が
カ
オ
ス
に
近

づ
き
、

カ
オ

ス
の
ま

ま
放
置

さ
れ

た
山
林

の
内
部

に
む
し
ろ
道
（

タ
オ
＝
真

理
）

を
尋
ね
る
隠
棲

文
化
が

都
市

の
歴
史

と
同
時

に
始
ま

っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し

た
城
市
と
山

林
と
の
分
極

的
対

立
は
更

に
概
念
化
す
れ
ば
文
化
と
自

然
の
そ
れ
と
し
て
読

み
か
え

る
こ

と
が
で

き
る
。
大
室
氏

は
続
け
て
言
う
。

"
「
城
市
山
林
」
は
（
分
極
的
二
概
念
を
結
ぶ
こ
と
ば
が
な
い
の
で
）
。

だ
か
ら

「
城
市

の
山
林
」
と
直

訳
す
る
こ
と
が
で
き
、
さ
ら
に
都
市
の

中

の
樹

林
に
お
お
わ
れ
た
山
と

訳
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
と
同
時

に
こ
の
表
現
に
も
上
下

の
語
が
溶
け
あ

っ
て
第
三
の
概
念
を
生
み
出
す

作
用

が
働
い
て
端
的
に
そ
れ
は
庭
園
を
意
味
し
て
い
る
。
…
…

「
城
市

の
山
林
」

は
庭
園
の

メ
タ
フ

ア
な
の
で
あ
り
、

メ
タ
フ

ア
の
多

く
が
そ

う
で
あ
る
よ
う
に
、
比
喩
さ
れ

る
当
の
も
の
の
或
る
理
想
的
な
状
態
を

、

こ
こ
で
は
庭
園
の
イ
デ
ー
を
明
し
て
い
る
の
だ
"

氏
は
"

城
市
山
林
”
の
究
極
的
イ

メ
ー
ジ
を
し
て

”庭
園
の
イ
デ
ー
”
た

る
こ
と
を
明
示
す
る
。
し

か
し
一
層
興
味
深

い
の
は
、
こ
う
し
た
庭
園
の
イ

デ

ー
の
中

に
既
に
引

用
し

た
"
と
同

時
に
美
学
”
（
岡
本
）
や
"

都
市

・
農

村
共
存
論
”
（
柳
田
）
、
更

に
は
"
分

極
性
と
統
一

の
原

理
”
（
井

尻
）
等
を

氏
が
明
確

に
読
み
と
ら
れ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
故

わ
れ

わ
れ
自
身
の

庭
園
理
解
と
そ
の
解
釈
に
も
、
こ
れ
ら
表
現
を
異
に
し
つ
つ
も
分
極
化
と
統

合
を
志
向
す

る
美
的

・
文
化

的
弁
証
法
を
採
用

し
な
け

れ
ば

な
ら
な

い
。

今
そ
の

例
を
中
国
庭
園

に
即
し
て
言
う
な
ら
、
上

海
の
豫
園

、
文
字
通
り

市
中

に
残
さ
れ
た
数
少
な

い
古
典
的
名
園
の
一
つ
で
あ
る
が
、
そ
れ

は

。城



市

の
中

の
山
林
”
に
適
う
も
の
と
し
て

作
庭
さ
れ
て
い
る
。
大
室
氏

に
従
え

ば
、
そ
れ
は
"
城
市
と
山
林
"
言
い
換
え
れ
ば
文
化
と
自
然
の
分
極
性
の

統
一
と
し
て
造
営
さ
れ
、
だ
か
ら
山
林

そ
の
ま
ま
で
な
い
と
同
時
に
む
き
出

し
の
城
市
で
も
な
い
独
自

の
風

景
を
形

成
し
て

い
る
／

ち
な
み

に
こ

の
分

極
性
の
統
一
の
原
理
は
ア
ラ
ブ
の
庭
を
除
く
世

界
の
庭
－

と
り
わ
け
日
本

や

フ
ラ

ン
ス
、
イ
ギ
リ

ス
の
庭
園
に
も
通
底
し
、
そ
れ
故
も
し
ル

ー
ノ
ー
ト

ル

の
幾
何
学
的
庭
園

（
ベ
ル

サ
イ
ユ
の
庭
）
と
ア

ン
グ

ロ

リ
シ
ノ
ワ
の
自
然

風
庭
園
と

の
差
異
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
そ
れ
ら
が
文
化
と
自
然
の
極

性
の
ど
ち
ら

に
よ
り
大
き
く
近
づ
い
て

い
る
か
の
違
い

に
過
ぎ
な

い
。

し
か
し
他
方
困

っ
た
こ
と
に
、
こ
の
分
極
性
の
統
一

は
極

め
て
危
う
い
基

盤
の
上

に
立

っ
て

い
る
。
な
ぜ
な
ら
庭
園

は
一
般

に
"
荒
廃
”
し
や
す
く
、

絵
画
や
彫
刻
よ
り
も
、
従

っ
て
彫
刻

に
近

い
都
市
よ
り
も
持
続
性

に
欠
け
て

い
る
。
言

う
な
れ
ば
時
間

の
侵
入

に
よ

っ
て
空
間

（
自
然

と
文
化
）
も
各

々

の
極
へ
と

離
反
し
て

ゆ
く
。
大
室
氏

の
指

摘
は
逆
説
的
で

し
か
も
鋭
い
。

”
庭
園
と

い
う
気
む

ず
か
し
く
脆

い
両
極
性

の
統
合
で
は
、
自
然
が
自

然

を
繁
栄
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り

、
統
合
が
簡
単
に
分
解
し
て

し
ま
う
の

だ
、
…
…

逆
に
見
れ
ば
、
文
化
と

自
然
の
極
性
の
統
一
と
し
て
の
庭
園

が
豊

か
に
美
し
く
落
着
い
て

あ
る
と
き
、
そ
れ
を
と
り
囲
む
都
市

、
ひ

い
て
は
社
会
全
体
も
平
和
な
の
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
"

対

極

の
原

理

－

人
工
と
自
然

庭
園
の
イ
デ
ー
が
分
極
性
の
統
一
に
あ
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
が
、
こ
れ

を
美
的
構
成
原
理
と
し
て

把
握
す

る
と
き
、
そ
れ

は
次
の
如
き
二
項
の
対
立

的

カ
テ

ゴ
リ
ー
に
依
拠
す
る
（
Ｅ
・
Ｖ

・

シ
ェ
ル
ヴ

ィ
ー

ン
ス
キ
ー
）
。

イ
　
幾
何
学
的
組
成
の
原
則
を
基
礎
と
す
る
コ
ン
ポ
ジ
シ
ョ
ン
。

ロ
　
〈
規
則
性
〉
を
有
さ
ず
、
そ
の
基
礎
に
お
い
て
あ
た
か
も
自
然
の
風

景

に
服
従
し
て

い
る
か
の
よ
う
な
コ
ン
ポ
ジ

シ
ョ
ン
。

こ

う
し

た
対
立
的

カ
テ
ゴ
リ
ー
の
展
開

は
既

に
十
五
世
紀
末
イ
タ
リ
ア
に

は
っ
き
り
認

め
る
こ
と
が
で

き
る
。
当
時
及

び
十
六
世
紀
イ

タ
リ
ア
庭
園
を

見

る
と
、
そ
こ

に
は
人
工

的

に
構
築
さ
れ
た
部

分
、

い
わ
ゆ

る
"

ジ

ャ
ル

デ
ィ
ー
ニ
"
（
園
）
と

他
方
自
然
の
姿
を
そ
の
ま
ま
残
し

た
"
ボ
ス
コ
”
（
叢

林
）
の

そ

れ
が
あ

り
、
両
者

の
組

み

合

わ
せ

に
よ

っ
て
庭

園

は
成

立
し

て

い
た
。
今
日
わ
れ
わ
れ
の
多
く
は
、
西
洋
式
庭
園
と
い
う
と
、
対
立
原

理

の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
は
理
解
せ
ず
、
も

っ
ぱ
ら
幾
何
学

的
人
工
の
部
分

の

み
を
強
調
す
る
。
し
か
し
、
庭
園
を
部
分
的
構
成
要

素
に
限

定
し
て
之

を
把

握
す
る
と
き
、
作
品
の
全
体
的
展
望
は
著
し
く
困
難
に
な
る
。
例
え
ば
有
名

な
ボ
マ
ル
ツ
ォ
の
庭
は
、
今
日
で
は
怪
物
的
ボ
ス
コ
の
庭
（
"
怪
奇
の
園
"
)

と
し
て
知
ら
れ
て

い
る
が
、
本
来
は

ジ
ャ
ル
デ
ィ
ー
ユ
の
部
分
も
存
在
し
、

た
ま
た
ま
そ
れ
が
消
滅
し
た
に
過
ぎ
な

い
。

ブ
ラ

ン
チ
ェ
ス
コ

ー
メ
デ
ィ
チ

の
プ
ラ

ト
リ

ー
の
庭
（
現
在

は
廃
園
）
も
ま
た
然
り
、
そ
こ
に
は
圧
倒
的
に



広
い

ボ
ス
コ
の
部
分
、

ジ
ャ
ル
デ
ィ
ー
エ
の
部
分
、
そ
し
て

グ
ロ
Z

タ
（
洞

窟
）
の
部
分
も
完
全

に
含
ま
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は

フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の

ポ

ポ
リ
の
庭
の
平
面
図
を
見
る
と
一
層
は

っ
き
り
す
る
。

ペ
ル
ヴ
ェ
デ
ー
レ
の

丘
か
ら
パ
ラ
ッ
ツ
ォ
・
ピ
ッ
テ
ィ
に
向
け
て
引
か
れ
た
直
線
の
軸
の
部
分
が

ジ

ャ
ル
デ
ィ
ー

ユ
、
そ
れ
を
交
差
し
て
斜
め
に
市
門
の
方
へ
下

っ
て
行
く
道

の
左
右
が
ボ
ス
コ
、
そ
し
て
軸
線
の
下

が
グ

ロ
ッ
タ
に
な

っ
て

い
た
。

庭
園

の
幾
何
学
的
組
成
の
原
理
は
、
言
う
な
れ
ば

。
シ
ン
メ
ト
リ

ー
”
の

法

則
を
設

計
に
生
か
す
こ
と
で

あ
る
。
し
か
し

こ
の
原

理
は
庭
園
の
活
性
化

の

た
め
に
不
断

に
破
ら
れ
、
逸
脱
す
る
こ
と
が
要

求
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
あ

た
か
も
城
市
と
山
林

の
間
に
見
ら
れ
る
ダ
イ

ナ
ミ
ズ
ム
と
軌
を
一
に
す
る
。

ド

ミ
ト
リ
イ
・
Ｓ

・
リ

ハ
チ
ョ
フ
は
そ

の
著

『
庭
園
の
詩

学
』

の
中
で
次

の

”
シ
ン
メ
ト
リ

ー
の
追
求

は
入
園
者
の
想
像
力
を

い
ら
立

た
せ
る
だ
ろ

う
し
、
そ
の
追
求
を
背
景

に
し
て
庭
園
の
多
様
性

は
い
っ
そ

う
鮮
明

に

現
れ
て
く
る
。
こ
れ

は
例
外
な
く
、
あ
ら
ゆ

る
様
式

に
お
け

る
真
の
庭

園
芸
術
の
基
本
の
ひ
と
つ
で
あ
る
"
。

シ
ン
メ
ト
リ
ー
と
ア

シ
メ
ト
リ

ー
に
代
表
さ
れ
る
人
工
と
自
然

の
対
極
原

理
は
、
と
り
わ
け
日
本
人

に
は
希
薄
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
が
、
造
園
技
法

に

於
て
そ
の
唯
一
の

例
外
は
、
〃
借
景
”
と

”枯

山
水
”
の

そ
れ
で

あ
る
。
岡

本
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
ら
は
伝
統
的
様
式
に
従
い
な
が
ら

も
、
珍
し

い
ま
で

に

反

自
然

主
義
的
で

あ
り
、
人
間
と
自
然
と
の
融
和

・
照

応
に
少

な
か
ら
ぬ
貢

献

を
し

た
。
〃
借
景

な
け

れ
ば
名
園

な
し
”
と
の

諺
は
、
こ

う
し
た
事
情

を

如

実

に
語

っ
て

い

る

。

岡

本

は
慈

光

院

の

（
書

院

の
）

庭

を

評
し

て

次

の

如

く
言
う
。

"
三
段
に
分
け
た
刈
り
こ
み
の
扱
い
か
た
も
、
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
流
れ

が

そ

の
起

伏

に
盛

り

込

ま

れ

て

い

ま
す

。

一
見

お
だ

や

か
だ

が

気
格

の

は

げ

し

さ

を

内

に
秘

め

た
抽

象

形

態

の
構

成

で

す

。

刈

り

こ

ま

れ

た
葉

の

一
枚

一
枚

、

そ

の
切

り

口

の

つ
ら

な
り

が

、

つ
よ

い
質

感

と

な

っ
て

、

と

り

と

め

な

く

ひ

ら

け

た
平
野

や
、

さ
ら

に
向

こ

う

の
ゆ

る

や

か
な

山

な

み

な

ど

、

平

凡

な

景

色

を
引

き

し

め

る
役

割

を

は

た
し

て

い

る
こ

と

も

た

し

か

で

す

。

つ

ま

り

、

平

凡

な

自

然

に

た

い
し

て

、

し

ら

じ

ら

し

い
ま
で

に
人

工

的

に
刈

り
あ

げ

ら

れ

た

、

こ
の

庭

は

虚

の

自

然

で

あ

り

、

一
見

自

然

に

順

応

し

て

い

る

よ

う
で

い
て

、

し

か

し

尋

常

で

な

い
感

動
を

つ

た
え

、

借
景
式
と
し
て
の
一
つ
の
成
功
を
し
め
し
て
い
ま
す
。
"

西

湖

と

ベ

ル

サ

イ

ユ

の

庭

再

び
話

題

を

中

国

に
戻

し

て

杭

州

の

景
勝

西

湖

の
庭

園

精

神

史

的

位

置
付

け

を

試

み

た

い
。

近

年

刊

行

さ
れ

た

西

湖
案

内

書

の
冒

頭

に
、

"
杭
州
の
美
は
と
く
に
西
湖
に
在
る
。
彼
女
（
地
＝
原
文
）
は
三
面
に

山

を

環

ら

し

、

一
面

で

都

市

（
城
－

原

文

）

に
臨

み

、

山

の

外

に

は
江

（
銭

塘

江

）

が

あ

り

、

江

は

大

海

（
東

シ

ナ
海

）

に

通

じ

、

湖

と

山

と

江
が
一
ヵ
所
に
集
ま
り
、
城
市
と
山
林
と
が
相
互
に
輝
し
あ
っ
て
い



と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
記
述
に
於
て
注
目
す
べ
き
は
、
西

湖
も
ま
た

他
の
中
国
の
名
園
同
様
"

ひ
と
つ
”
の
庭
園
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で

あ

り
、
し

か
も
そ
れ

（
「
山
林
」
＝
湖
と

山
と
江

と
海
）
が
「
城
市
」
（
杭
州

の

都
会
）
と

た
が
い
に
輝
し
あ
っ
て
い
る
と

い
う
こ
と
で

あ
る
。
案
内
書
は
続

け
て
、

"西
湖
が
こ
の
よ
う
に
美
し
さ
で

人
を
感
動
さ
せ
る
の
は
、
も
と
も
と

大
自
然
の

賜

か
ら
出

る
の
で

あ
る
が
、
し

か
し
一
半

は
人
力

の
創
造

に
も
依
存
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
自
然
の
美
と
人
工
の
美
と
が
融
合
し

て
一
体
を
成
し
て
、
は
じ
め
て
西
湖
の
美
の
極
致
を
構
成
し
て
い
る
。
"

と
結
ば
れ
て
い
る
。
"
人
力
"
と
"
人
工
”
と
は
文
化
の
意
で
あ
り
、
こ
の

著
者
は
西

湖
の
究
極

の
美
は
"

自
然
"

と
"

文
化
”
（
人
工
）

の
両
極

の
融

合

に
よ
る
も
の
で

あ
り
、
"
西
湖
”

も
ま

た
"

城
市

の
山
林
"

た
る
こ

と
を

認

め
て

い
る
。

西
湖
の
歴
史
的
変
遷
を
こ
こ
で
展
開
す
る
余
裕
は
な
い
が
、
こ
の
う
る
わ

し
き
乙
女

は
中
国
歴
代
の
官
吏
、
詩
人
、
商
人
た
ち
を
虜

に
し
、
白
楽
天

や

蘇
東
坡
も
そ
の
例
に
漏
れ
ず
、
彼
ら
は
役
人
と
し
て
そ
の
改
修
工

事
に
身
を

砕
き
、
詩
人
と
し
て
こ
れ
を
"
酷
愛
"
（
西
湖
に
寄
せ
る
愛
着
）
し
た
。
と

こ
ろ
で
彼
ら
が
酷
愛
し
、
賞
讃
し
て
止

ま
ぬ
西

湖
の
魅
惑
と
は
果

た
し
て

如

何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
？
　
フ
ラ
ン
ス
の
現
代
歴
史
家
ジ
ャ
ッ
ク
・
ブ

ノ
ワ
=
メ
シ
ャ
ソ
は
そ
れ
を
見
事
に
解
明
し
、
要
約
す
る
。

"
中
国
人
の
あ
る
者
は
、
庭
を
社
会
の
仕
組
み
そ
の
も
の
に
起
因
す
る

苛
酷
き
わ
ま
り
な
い
「
外

的
」

拘
束
か
ら
解
き
放
ち
、
彼
ら

を
「
相
対

的
」
な
自
由
へ
と
導
く

逃
避
の
場
と
し
て
考
え
る
こ
と
で
満
足
し
た
。

し
か
し
ま
た
あ
る
者

は
さ
ら

に
こ

の
考
え
を
押
し
進
め
、
そ
れ
が
彼
ら

の
魂

を
閉
じ
こ

め
て

「
絶
対

的
」
自
由

に
到
達
す

る
こ
と

を
妨

げ
る

「
内
的
」
拘
束
か
ら

の
解

放
の
手
だ
て
と

な
る
こ
と
を
望

ん
だ
の
で
あ

る
。彼

ら
に
よ
れ
ば
、
庭

に
入

る
と
は
、

た
ん
な
る
環
境

の
変
化

に
と
ど

ま
る
も
の
で

あ

っ
て

は
な
ら
な

い
。
そ
れ
は
精
神
の
弊
習
を
破
り
、
個

性
が
閉
ぢ
こ
め
ら
れ
て

い
る
殼

を
破

る
ほ
ど
の
強
い
驚
愕
、
異
境
感
、

あ
る
い
は
衝
撃
を
与
え

る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
。
そ
の
作

用
は
人
々
の
意

識
を
拡

げ
、
そ
の
世
界
と
の
か
か
お
り
合

い
を
根
本
か

ら
変
え
て
、

つ
い
に
は
全
く

新
し

い
宇
宙

の
捉
え

か
た
で

あ

る
「
大

智
」
の
境
地
へ
と
至
ら
し
め
る
の
で
あ
る
。
"

西
湖
の
風
景
は
、
し
か
し

年
月
と
共

に
、
中
国
人
の
意
識
の
変
革
と
も
対

応
し
た
。
そ
れ
は
或

る
時

は
"

快
楽
”
の

都
市

と
な
り
、
"
歓

び
”

の
風
景

と
な
り
、
又
或
る
時
は
"
恐

れ
"

の
風
景
と
化
し
た
。
こ
う
し
て
西
湖
は
今

日

に
至
る
ま
で
、
風

景
（
西
湖
十
景
）
、
詩

（
自
然
詩
、
田
園
詩
）
、
画

（
山

水
画
）
、
居
住

（
郊
居
、
園
田
居

、
山
居
）
、
造
園
、
園
芸
等
に
及
ぶ
中
国
の

審
美
的
領
域
を
貪
欲
な
ま
で

に
開
拓
し

た
。
さ
て
而
今
（
唯
今
）

に
あ

っ
て

わ
れ
わ
れ
日
本
人

は
、
果

た
し
て
こ

の
"
秘
密
の
花
園
"

か
ら
何
を
摘
み
と

る
こ
と
が
で
き
る
の
で

あ
ろ

う
。

そ
の
規
模
と
洗

練
に
於
て
西
湖

に
対
抗
し
得
る
唯
一
の
西
欧
の
庭
は
ベ
ル

サ
イ

ユ
の
そ
れ
を
措
い
て
他

に
な

い
。
西
湖
の
庭
が
い
わ
ぱ
中
国
"

隠
棲
文



化
"

の
美
的
総
体
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
ベ
ル
サ
イ

ユ
の
そ
れ
は
燦
然
と
輝
く

権

力
の
栄
光
が
到
達
し
た
"

宮
廷
文

化
"

の
華
で
あ
り
、
そ
の
美
的
結
実
と

し
て

把
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
こ
の
ベ
ル

サ
イ

ユ
と
て

か
つ
て
の
西

湖

同
様
、
人
間
の
意
志
と
努
力
、
研
究
、
労
力
、
忍
耐
、
才
能

に
よ

っ
て
正

し

く
"

開
拓
”
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
元
を
問

い
正
せ
ば

、
ベ
ル

サ
イ
ユ
は

"
砂
の
多

い
平
凡
な
丘
陵
、
緑

に
お

お
わ
れ

た
二
並

び
の
丘
の
間

に
雑
木
林

や
荒
地
が
拡
が
り
、
淀
ん

だ
水
が
す
え

た
臭

い
を
放
つ
広
大

な
低
地
"
（
ラ

ウ
ー
ル
・

ジ
ラ
ル

デ
）
で
あ

っ
た
。
し
か
し
王

（
ル
イ
十
四
世
）

は
こ
の
頑

強

な
自
然

に
立
ち
向

か
い
、
池
を
掘
り
、
地
形
を
変
え
、
更

に
は
力
学
と

フ

ラ

ン
ス
科
学
の
成
果
を
駆
使
し
て
、
最

も
障
害
の
多
い
"

噴
水
"

の
設
置
に

成

功
し
、
加
え
て
巨
大
な
運
河

と
貯
水
池
の
体
系
を
も
実
現
し
た
。
ラ
ウ
ー

ル
・
ジ
ラ
ル
デ
は
こ
の
偉
業
を
賛
え
て

言
う
。

"意
志
の
勝
利
は
同
時
に
厳
し
い
精
神
の
勝
利
で
も
あ

っ
た
。
な
ぜ
な

ら
そ
れ
は
建
築
の
構
成
の
基
本
原

理
を
は
じ

め
て
庭
園
芸
術

に
適
用

し

た
ア

ン
ド

レ
・

ル
・

ノ
ー
ト
ル
の
偉
大
な
独
創
だ

っ
た
か
ら
で
あ
る
。

中
央
の
大
ア

レ
ー
、
縦
横
に
規
則
正

し
く
市
松
模
様

に
取
ら
れ
た
区

画

割
り
、
城
館

か
ら
見
て

シ
ン
メ
ト
リ

ー
に
な

る
よ
う

に
造
ら
れ
た
叢
林
、

幾
何
学
的
な
厳
密
を
も

っ
て
引

か
れ
た
園
内
の
道
、
平
面
と
高
度
の
按

配

、
明
暗
の
分
配
、
緑
の
盛
上
り
、
池
、

パ
ー
ス
ペ

ク
テ

ィ
ブ
と
い

っ

た
も

の
に

は
、

い
さ
さ
か
の
ゆ

る
ぎ
も

な

い
。

光
さ
え

も

が
建

築
の

マ
ッ
ス
さ
な
が
ら

に
そ
の
形
態
を
定
め
ら
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
を
凝

ら
さ
れ
て
、
つ
ね

に
も

っ
と
も
厳
密
な
構
成
上
の
要
求
に
従

っ
て
い
る

か
の
如
く
で
あ
っ
た
。
"

ヴ
ェ
ル
サ
イ

ユ
の
魅
力
は
、
し
か
し
そ
れ
に
留
ま
ら
な

か
っ
た
。
ジ
ョ
ー

ジ

・
レ
モ
ン
は
言
う
。

"ヴ

ェ
ル
サ
イ

ユ
の
見
ど
こ
ろ

は
緑
の
絨
毯

を
敷

い
た
道
を
運

河

に

よ

っ
て

さ
ら

に
引
き
伸
ば
し
、
視
線
を
水
平
線

の
か
な
た
へ
と
導
い
た

こ
と

に
あ
る
。
こ
の
眺
望
は
ま
こ
と
に
ユ
ニ
ー
ク
で
無
類
の
荘
厳
を
具

え
て

お
り
、
夕

べ
の
ひ
と
と
き
、
こ
の
長
い
池

に
空
が
え
も
言
わ
れ
ぬ

調
和
あ
る
陰
影
を
映
し
出
す
時
は
、
ま
さ
に
夢
の
如
き
光
景
と
な
る
。
"

ヴ
ェ
ル
サ
イ

ユ
は
、
し
か
し
"

庭
全
体
”
が
魅
力

の
舞
台
と
な
っ
て

い
た

こ
こ
で

は
リ

ュ
リ
の

オ
ペ
ラ
が
、
ヴ
ィ

ガ
ラ
ニ
の
花
火
が
、
モ
リ
エ
ー
ル
の

余
興
が
、
そ
し
て
見
事
な
抑
制
と
華
麗

さ
を
誇

る
バ
レ
エ
が
庭
を
背
景

に
し

て

演
じ
ら
れ
て
い
た
。
ヴ

ォ
ル
テ
ー
ル
は
言

う
。

"
こ
の
種
の
娯
楽
が
も
た
ら
し
た
栄
光
の
最
た
る
も
の
は
、
フ
ラ
ン
ス

の
趣
味
、
礼
儀
・
才
能

に
磨
き

を
か
け

、
風

俗
を
洗
練
さ
せ
、
芸
術
を

発
展
さ
せ
て

『
フ
ラ

ン
ス
人
を
世
界
中
で
も

っ
と
も
芸
術
的
な
国
民

だ

ら
し
め
た
』
こ
と
で
あ
る
。
"

最
後

に
日
本
庭
園
の
特
質
と
独
自
性
に
つ
い
て

一言
触
れ
て
置
き

た
い
。

日
本
庭
園

は
中
国

に
範
を
求

め
な
が
ら
、
そ
れ
と
は
著
し
く
異
な
る
独
自
の

境
地
を
達
成
し
た
。
そ
の
第
一
は
庭
園

が
か
も
す
際

立
っ
た
"

緊
張
"
で
あ

り
、
そ
れ

は
祖
先
伝
来
の
"

自
己
抑
制
力
"

の
発
現
、

い
わ
ば
個
人
を
超
え

た
"

集
合
的
無
意
識
"

に
基
づ
く
"
原
型

的
"

心
性
で
あ
り
、
日
本
人

個
有

の
"

自
己
放
棄
”
へ
の
憧
憬
で
あ
る
。
こ
う
し

た
道
徳
的
・
宗
教
的
と
さ
え



見
え
る
。
利
他
的
”
心
性
を
歴
史
家
ブ
ノ
ワ
=
メ
シ
ャ
ン
は
龍
安
寺
の
石
庭

に

認

め
、

彼

は
そ

の

石

組

み

の
中

に
、

単
な

る
瞑

想

や

抽

象

的

記

号

の
枠

を

超
え
た
。
圧
縮
さ
れ
た
祖
国
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
嗅
ぎ
分
け
て
い
る
。

（
１
）
　
岡
本
太
郎

『
日
本
の
伝
統
』
光
文
社

、
一
九
五
六
年
、
一
三
六
頁
。

（
２
）
　
ド

ミ
ト
リ
イ
・
Ｓ
・
リ

ハ
チ
ョ
フ
『
庭
園
の
詩
学
』
坂
内
知
子
訳
、
平
凡
社

、

一
九

八
七
年
、
一
九
頁
。

（
３
）

『
日
本
経
済
新
聞
』

一
九
九
五

年
、
九
月
二
六
日
付

。

（
４
）

『
読
売
新
聞
』
一
九
九

五
年
一
〇

月
一
一
日
付

、
夕
刊

。

（
５
）
　
大
室
幹
雄

『
西
湖
案
内
』
岩
波
書
店
、
一
九

八
五
年
、
九
七
－

九
八
頁
。

（
６
）
　
同
書
、
九

九
頁
。

（
７
）
　
同
書
、
一
〇
〇

頁
。

（
８
）
　
同
書
、
一
〇

一
頁
。

（
９
）
『
I
s
』
二
六
号
、
ポ
ー
ラ
文
化
研
究
所
、
一
九
八
四
年
、
五
頁
。

（
1
0
）
　
ド
ミ
ト
リ
イ
・
Ｓ
・
リ
ハ
チ
ョ
フ
、
前
掲
書
、
三
七
頁
。

（
1
1
)
　
岡
本
太
郎
、
前
掲
書
、
一
七
七
－
一
七
八
頁
。

（
1
2）
　
大
室
幹
雄
、
前
掲
書
、
一
〇
三
頁
。

（
1
3
）
　
ジ
ャ
ッ
ク
・
ブ
ノ
ワ
リ
メ
シ
ャ
ン
『
人
間
の
庭
』
河
野
・
横
山
訳
、
思
索
社
、

一
九
八
五
年
、
四
三
頁

。

（
1
4
）
　
ラ
ウ
ー
ル
・
ジ
ラ
ル
デ
『
ル
イ
一
四
世
に
よ
る
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
の
庭
園
案
内

法
』
へ
の
序
、

パ
リ
、
一
九
五
一
年
。

（
1
5
）
　
ジ
ャ
ッ
ク
・
ブ
ノ
ワ
=
メ
シ
ャ
ン
、
前
掲
書
、
一
八
二
頁
。

（
1
6）
　
同
書
、
八
六
頁

。

（
は

ら
だ

・

ひ

ろ

し

、

比

較

文

化

・
比

較

芸

術

、

法

政

大

学

教

授

）
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