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い
頃
は
、
日
本
に
な
い
も
の
に
憧
れ
る
。
ア
メ
リ
カ

や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
な
ど
、
西
欧
文
明
の
力
は
圧
倒
的
に

見
え
る
。
デ
ザ
イ
ン
を
手
が
け
る
人
々
も
例
外
で
は
な
い
。

今
回
、
取
材
を
依
頼
し
た
イ
ン
テ
リ
ア
デ
ザ
イ
ナ
ー
の
内
田

繁
氏
を
は
じ
め
、
日
本
の
デ
ザ
イ
ン
や
美
術
の
隆
盛
を
担
っ

て
き
た
戦
後
派
の
人
々
は
、
一
度
は
必
ず
西
欧
文
化
の
シ
ャ

ワ
ー
を
浴
び
た
経
験
を
持
っ
て
い
る
。

　

日
本
の
伝
統
建
築
や
美
術
品
、
茶
道
や
華
道
な
ど
の
文
化

は
古
臭
い
も
の
に
思
わ
れ
、
ア
メ
リ
カ
の
ポ
ッ
プ
ア
ー
ト
の

は
じ
け
る
よ
う
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
や
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
重
厚
な

建
築
や
絵
画
に
惹
か
れ
、
熱
く
語
り
合
っ
た
日
々
。
だ
が
年

齢
を
重
ね
る
に
つ
れ
、
古
い
も
の
に
見
え
た
日
本
の
伝
統
文

化
が
新
鮮
で
、
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
に
あ
ふ
れ
て
い
る
こ
と
を

知
る
。
海
外
の
友
人
に
指
摘
さ
れ
、
気
づ
く
人
も
い
る
。

　

内
田
氏
も
そ
う
だ
っ
た
。
さ
ま
ざ
ま
な
建
築
デ
ザ
イ
ン
を

手
が
け
て
き
た
も
の
の
、
自
分
が
特
に
日
本
を
意
識
し
た
こ

と
も
な
け
れ
ば
、
日
本
文
化
を
深
く
研
究
し
た
わ
け
で
も
な

て
切
る
こ
と
と
は
ま
さ
に
、日
本
的
な
営
為
だ
っ
た
ん
で
す
」

　

自
分
が
意
識
し
な
い
う
ち
に
表
現
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ

と
は
、
骨
身
に
し
み
こ
ん
だ
部
分
か
ら
に
じ
み
出
て
き
た
も

の
で
あ
る
は
ず
だ
。

　

日
本
建
築
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
様
式
が
あ
る
こ
と
は
読
者
も

ご
存
じ
の
通
り
で
あ
る
。
日
光
東
照
宮
の
よ
う
に
デ
コ
ラ
テ

ィ
ブ
な
建
築
物
も
あ
る
。
だ
が
、
海
外
の
デ
ザ
イ
ナ
ー
や
ジ

ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
「
日
本
的
」
と
呼
ぶ
場
合
、
そ
れ
は
茶
室

に
通
じ
る
ミ
ニ
マ
ム
な
要
素
を
さ
す
こ
と
が
多
い
。
ま
ず
無

駄
が
削
ぎ
落
と
さ
れ
た
空
間
が
あ
り
、そ
こ
に
掛
け
軸
や
花
、

道
具
を
し
つ
ら
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
初
め
て
亭
主
の
個
性

が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
建
築
物
。
内
田
氏
が
「
日
本
的
」

と
呼
ば
れ
て
い
た
頃
、
同
じ
よ
う
に
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
・
デ
ザ

イ
ナ
ー
の
山
本
耀
司
氏
や
川
久
保 

玲
氏
ら
が
欧
米
で
人
気

を
集
め
、「
日
本
的
」
と
い
う
評
価
を
受
け
て
い
た
。
黒
を

基
調
と
し
、
仏
教
の
僧
衣
に
も
通
じ
る
ミ
ニ
マ
ム
さ
は
、
計

か
っ
た
80
年
代
に
、
海
外
の
デ
ザ
イ
ナ
ー
や
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス

ト
か
ら
た
び
た
び
、

「
ウ
チ
ダ
の
デ
ザ
イ
ン
す
る
も
の
に
は
、
日
本
的
な
要
素
が

あ
る
」

　

と
指
摘
さ
れ
、
そ
の
た
び
に
驚
い
た
。
当
時
は
「
日
本
な

ん
て
ク
ソ
食
ら
え
！
」
と
思
う
気
持
ち
の
ほ
う
が
強
か
っ
た

か
ら
で
あ
る
。

「
な
ぜ
そ
う
言
わ
れ
る
の
か
、
自
分
な
り
に
考
え
ま
し
た
。

き
っ
と
僕
の
デ
ザ
イ
ン
に
は
何
か
を
捨
て
て
、
捨
て
切
っ
た

と
こ
ろ
に
表
れ
る
も
の
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
捨

ウ
ツ
な
る
日
本
の
空
間

現
れ
る
微
細
な
る
ウ
ツ
ツ

若

サービス経済化が進展するなか、競争優位性の源泉として
顧客接点の強化を挙げる日本企業は多い。そこで注目されるのが

「おもてなしの心」の発揮だ。日本ならではともいわれるものだが、
どんな経緯で成立し、どんな要素で構成されているのか、
よく知られているとは言いがたい。この連載では
今ももてなしの心が息づく現場を歩くことで、

「おもてなし」とは何か、企業の競争優位性構築に
どう生かせるのかを明らかにしていく。
文　千葉 望　企画編集　五嶋正風（本誌）
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算
し
た
わ
け
で
な
く
と
も
欧
米
人
の
目
に
は
「
日
本
的
」
に

映
っ
た
の
で
あ
る
。

「
捨
て
切
る
と
結
局
は
本
質
が
出
て
し
ま
う
。
お
そ
ら
く
み

ん
な
、
日
本
に
反
発
し
、
欧
米
を
め
ざ
し
た
あ
げ
く
に
戻
っ

て
く
る
も
の
が
あ
る
ん
で
し
ょ
う
。
文
化
は
、
知
ら
な
い
う

ち
に
継
承
さ
れ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
」

　

そ
の
後
内
田
氏
に
、
茶
室
の
設
計
依
頼
が
寄
せ
ら
れ
る
。

実
は
日
本
建
築
を
専
門
と
す
る
建
築
家
に
と
っ
て
も
、
茶
室

の
設
計
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
茶
道
を
か
な
り
深
く
学

ん
で
お
か
な
け
れ
ば
、
庭
を
含
め
た
さ
ま
ざ
ま
な
茶
室
に
お

け
る
決
ま
り
ご
と
を
理
解
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
内
田
氏

も
最
初
は
断
っ
た
。

「
茶
の
湯
の
こ
と
は
知
ら
な
い
し
、
怖
い
」

　

と
い
う
の
が
理
由
だ
っ
た
。
だ
が
、
最
初
の
施
主
は
こ
う

言
っ
た
。「
内
田
さ
ん
の
仕
事
に
茶
室
の
匂
い
を
感
じ
た
」。

伝
統
的
な
決
ま
り
ご
と
に
の
っ
と
っ
た
茶
室
を
作
り
た
い
な

ら
、京
都
あ
た
り
の
専
門
家
に
依
頼
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。

あ
え
て
内
田
氏
に
依
頼
す
る
の
だ
か
ら
、
茶
の
湯
の
本
質
だ

け
と
ら
え
て
あ
れ
ば
、
斬
新
で
よ
い
の
だ
と
思
っ
た
の
で
は

な
か
っ
た
ろ
う
か
。そ
の
結
果
生
ま
れ
た
最
初
の「
茶
室
」は
、

「
茶
室
と
い
う
形
の
現
代
版
ア
レ
ン
ジ
」
だ
っ
た
と
内
田
氏

は
振
り
返
る
。
茶
室
の
本
質
に
迫
る
に
は
、
ま
だ
知
識
も
経

験
も
不
足
し
て
い
た
。

　

内
田
氏
は
自
ら
裏
千
家
の
茶
道
を
習
い
、
茶
事
に
も
出
か

け
る
よ
う
に
な
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
た
く
さ
ん
の
文
献
を
読

み
、
名
茶
室
を
訪
ね
た
。
道
具
も
集
め
た
。
学
ぶ
過
程
で
見

え
て
き
た
茶
道
の
本
質
や
、
日
本
文
化
の
深
み
。
そ
の
後
内

田
氏
は
、た
く
さ
ん
の
茶
室
を
デ
ザ
イ
ン
す
る
こ
と
に
な
る
。

そ
こ
に
あ
る
空
間
に
、
季
節
や
目
的
に
合
わ
せ
て
選
ん
だ
花

や
道
具
を
取
り
合
わ
せ
て
い
く
「
し
つ
ら
い
」
に
現
れ
る
日

本
の
美
学
。「
し
つ
ら
い
」と
、そ
れ
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る「
日

本
の
も
て
な
し
」
に
つ
い
て
、
今
回
は
考
え
て
み
た
い
。　

内田 繁氏がデザインを手がけた東京• 西麻布の「le bain」で。

日本の引戸に発想を得た棚「HORIZONTAL」。写真：淺川 敏
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者
の
自
宅
に
、
今
和
室
は
何
間
あ
る
だ
ろ
う
か
？ 

マ
ン
シ
ョ
ン
住
ま
い
の
場
合
、
せ
い
ぜ
い
和
室
は
１

室
。
場
合
に
よ
っ
て
は
そ
れ
す
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
気

密
性
の
高
い
マ
ン
シ
ョ
ン
に
、
畳
の
部
屋
は
不
向
き
だ
と
い

う
考
え
方
も
浸
透
し
て
き
た
。
フ
ロ
ー
リ
ン
グ
の
リ
ビ
ン
グ

に
ソ
フ
ァ
や
ダ
イ
ニ
ン
グ
テ
ー
ブ
ル
を
置
く
。
寝
室
に
は
ベ

ッ
ド
を
置
く
。
そ
ん
な
生
活
が
当
た
り
前
に
な
っ
て
い
る
。

　

だ
が
、
ず
っ
と
ソ
フ
ァ
に
坐
っ
た
ま
ま
く
つ
ろ
ぐ
人
が
ど

れ
だ
け
い
る
だ
ろ
う
か
。
ソ
フ
ァ
に
寝
転
ぶ
、
あ
る
い
は
い

つ
の
ま
に
か
全
員
が
床
に
腰
を
下
ろ
し
て
、
ソ
フ
ァ
は
背
も

た
れ
と
化
す
。
そ
れ
が
無
作
法
で
は
な
く
、
あ
る
種
の
日
本

の
く
つ
ろ
ぎ
の
形
で
あ
る
こ
と
は
興
味
深
い
。

　

内
田 
繁
氏
は
、
日
本
文
化
の
特
質
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
明

治
以
降
の
二
重
構
造
を
挙
げ
る
。
た
と
え
洋
風
の
家
で
あ
っ

て
も
、
日
本
人
は
玄
関
で
靴
を
脱
い
で
家
に
上
が
る
し
、
ソ

フ
ァ
を
下
り
て
床
に
坐
る
。
か
つ
て
日
本
人
に
と
っ
て
は
、

家
は
聖
な
る
空
間
と
し
て
、
囲
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
聖

宗
匠
に
『
こ
れ
か
ら
の
茶
の
湯
は
ど
う
な
り
ま
す
か
？
』
と

訊
ね
ら
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
私
は
『
日
本
人
が
靴
を
脱

い
で
い
る
限
り
、
変
わ
ら
な
い
よ
』
と
答
え
ま
し
た
。
た
し

か
に
飛
鳥
、
奈
良
、
平
安
、
鎌
倉
、
室
町
…
…
時
代
は
さ
ま

ざ
ま
に
変
化
し
た
し
、
そ
の
と
き
ど
き
の
外
来
文
化
を
柔
軟

に
受
け
入
れ
て
き
た
日
本
な
の
に
、
履
き
物
を
脱
ぎ
、
床
に

坐
る
生
活
様
式
だ
け
は
決
し
て
手
放
さ
な
か
っ
た
こ
と
は
興

味
深
い
点
で
す
。こ
れ
ほ
ど
科
学
技
術
が
進
歩
し
た
現
代
も
、

や
っ
ぱ
り
日
本
人
は
靴
を
脱
ぐ
わ
け
で
す
（
笑
）」

　

小
間
の
茶
室
に
入
る
と
き
、
客
は
寄よ
り
つ
き付

で
路
地
草
履
に
履

き
替
え
、
蹲つ
く
ば
い踞
で
手
指
や
口
を
清
め
る
。
そ
し
て
身
体
が
よ

う
や
く
通
り
抜
け
ら
れ
る
ぐ
ら
い
の
躙に
じ
り
く
ち口で
路
地
草
履
を
脱

ぎ
、
身
体
を
か
が
め
て
茶
室
に
入
っ
て
い
く
。
そ
の
と
き
に

は
自
ず
と
頭
を
下
げ
る
格
好
に
な
る
。
茶
室
の
中
で
は
足
袋

姿
と
な
り
、
畳
の
上
に
正
座
す
る
。
や
が
て
亭
主
が
出
て
く

る
と
、
扇
子
を
前
に
置
い
て
客
と
の
間
に
結け
っ
か
い界

を
作
り
、
挨

拶
を
す
る
。
同
様
に
、
客
も
扇
子
で
結
界
を
定
め
て
挨
拶
を

返
す
。

　

お
そ
ら
く
、
茶
の
湯
の
こ
と
を
ま
っ
た
く
知
ら
な
い
人
で

あ
っ
て
も
、
日
本
人
な
ら
、
ほ
の
ぐ
ら
い
茶
室
に
坐
っ
て
炉

な
る
場
所
に
は
土
足
で
は
上
が
ら
な
い
。
坐
る
文
化
そ
の
も

の
は
ア
ジ
ア
に
共
通
し
て
見
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
家
を
聖
な

る
空
間
と
し
て
靴
を
脱
ぐ
こ
と
は
日
本
独
特
の
も
の
だ
と
見

る
。

「
明
治
時
代
、
近
代
化
を
め
ざ
し
た
政
府
は
旧
弊
打
破
を
掲

げ
て
、
生
活
様
式
ま
で
変
え
よ
う
と
し
ま
し
た
。
洋
館
を
建

て
、
椅
子
と
テ
ー
ブ
ル
を
置
く
洋
間
を
取
り
入
れ
た
の
も
そ

の
ひ
と
つ
で
す
。
し
か
し
、
ず
っ
と
椅
子
に
坐
る
文
化
は
日

本
に
は
定
着
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
ど
う
し
て
も
靴
を
脱
ぎ
、

床
に
坐
り
た
が
る
。
考
え
て
み
る
と
椅
子
や
テ
ー
ブ
ル
は
飛

鳥
時
代
に
中
国
大
陸
か
ら
入
っ
て
き
た
、
歴
史
の
あ
る
文
化

な
の
で
す
が
。

　

僕
が
裏
千
家
の
『
淡
交
会
』
で
講
演
を
し
た
と
き
、
あ
る

うちだ・しげる
インテリアデザイナー
1943年、横浜生まれ。桑
沢デザイン研究所卒業。70
年内田デザイン事務所設
立。商・住空間のデザイン
にとどまらず、家具・工業
デザインから地域開発まで
幅広く活動する。主な作品
は茶室「受庵・想庵・行庵」、
門司港ホテル（北九州市）な
ど。著書は『インテリアと日
本人』（晶文社）など。

靴
を
脱
ぎ
得
ら
れ
る
く
つ
ろ
ぎ

読

安藤忠雄氏が設計した神戸のビルの一角にデザインされた、「YOHJI 
YAMAMOTO」のブティック。水平感覚を採り入れた例その1。
 写真：Nacása & Partners Inc.
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か
ら
漂
う
香
を
か
い
だ
と
き
、
思
い
が
け
な
い
ほ
ど
心
の
底

か
ら
く
つ
ろ
ぐ
自
分
を
発
見
す
る
だ
ろ
う
。

「
も
と
も
と
茶
室
は
な
ん
の
家
具
も
置
か
れ
て
い
な
い
空
っ

ぽ
の
空
間
で
す
。
炉
が
切
ら
れ
、
床
の
間
が
あ
る
と
い
う
基

本
形
だ
け
。
そ
こ
は
『
空
＝
ウ
ツ
』
な
る
空
間
と
も
い
え
ま

す
。
し
か
し
、
亭
主
は
空
で
あ
る
茶
室
に
、
自
分
の
心
入
れ

で
軸
や
花
を
飾
り
、
そ
の
日
に
ふ
さ
わ
し
い
道
具
を
揃
え
て

客
を
迎
え
ま
す
。
そ
こ
に
は
空
か
ら
『
現
＝
ウ
ツ
ツ
』
が
現

れ
ま
す
。
室
内
が
空
だ
か
ら
こ
そ
、
変
化
が
可
能
だ
と
も
い

え
ま
す
ね
。
日
本
に
は
、
変
化
こ
そ
永
遠
で
あ
り
、
変
化
し

な
い
も
の
は
朽
ち
果
て
る
と
い
う
考
え
が
あ
り
、
日
本
の
空

間
と
は
変
化
に
よ
る
時
間
を
作
る
た
め
の
も
の
と
し
て
存
在

し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
も
て
な
し
や
し
つ
ら

い
は
、
時
間
を
作
る
た
め
の
手
段
な
の
で
す
」

　

内
田
氏
は
、
茶
室
と
は
「
日
常
」
と
「
超
日
常
」
の
あ
わ

い
に
存
在
す
る
も
の
だ
と
考
え
て
い
る
。
日
々
の
暮
ら
し
が

「
日
常
」
だ
と
す
れ
ば
、聖
な
る
も
の
と
関
わ
る
時
間
は
「
超

日
常
」。
そ
の
微
妙
な
中
間
を
、
茶
の
湯
は
創
造
し
て
い
く
。

　

も
う
ひ
と
つ
特
徴
的
な
の
は
、
日
本
に
は
「
認
識
的
な
仕

切
り
」
が
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
。
先
に
例
を
挙
げ
た
「
結

界
」
は
そ
の
例
で
あ
ろ
う
。
扇
子
1
本
で
亭
主
と
客
を
隔
て

る
。
あ
る
い
は
座
敷
で
行
わ
れ
た
宴
会
な
ど
で
、
膳
が
出
さ

れ
る
と
、
そ
れ
が
広
い
座
敷
の
中
の
「
自
分
の
領
域
」
と
し

て
認
識
さ
れ
る
。膳
と
座
布
団
と
い
う
融
通
無
碍
な
領
域
は
、

宴
会
が
終
わ
っ
て
取
り
払
わ
れ
て
し
ま
う
と
再
び
空
に
還
る

と
こ
ろ
が
、
い
か
に
も
日
本
的
で
あ
る
。

「
軸
や
お
膳
、
ハ
レ
の
日
の
食
器
な
ど
の
道
具
類
は
現
（
ウ

ツ
ツ
）
を
表
現
す
る
も
の
だ
か
ら
、
ふ
だ
ん
は
し
ま
っ
て
お

か
な
く
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
、
日
本
の
そ
こ
そ
こ
の

家
に
は
蔵
が
必
要
で
し
た
。
年
に
一
度
し
か
使
わ
れ
な
い
も

の
も
あ
り
ま
す
か
ら
ね
」

　

靴
を
脱
い
で
、
自
分
に
と
っ
て
の
聖
な
る
空
間
（
家
）
に

上
が
り
、
坐
っ
て
く
つ
ろ
ぐ
。
そ
れ
に
よ
っ
て
日
本
人
は
、

深
く
思
考
す
る
体
勢
を
と
る
。
も
う
ひ
と
つ
、
坐
る
こ
と
に

よ
っ
て
生
ま
れ
る
の
は
、
水
平
の
視
点
だ
と
内
田
氏
は
考
え

て
い
る
。
垂
直
で
は
な
く
、
水
平
。
日
本
の
庭
は
、
座
敷
か

ら
坐
っ
て
眺
め
る
こ
と
を
前
提
に
設
計
さ
れ
て
い
る
。
禅
寺

の
名
庭
が
そ
の
典
型
で
あ
る
。
京
都
の
竜
安
寺
に
あ
る
石
庭

は
、
庭
に
向
か
っ
て
張
り
出
し
た
廊
下
や
座
敷
に
坐
っ
た
と

き
、
も
っ
と
も
美
し
い
広
が
り
を
見
せ
る
。

「
日
本
の
古
い
建
築
物
は
、
主
な
材
料
と
し
て
木
材
が
使
わ

れ
ま
す
。
そ
れ
が
直
線
的
な
美
の
究
明
に
つ
な
が
っ
た
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
日
本
的
で
あ
り
、
本
来
的
な
美
で
あ

る
水
平
感
覚
は
、
浮
遊
感
覚
に
も
つ
な
が
る
と
思
う
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
坐
っ
て
庭
を
眺
め
て
い
る
と
、
風
や
音
、
光

な
ど
自
然
の
波
動
を
敏
感
に
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

静
か
に
坐
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
感
覚
と
は
、
そ
う
し

た
微
妙
に
移
り
変
わ
る
変
化
を
楽
し
む
も
の
で
し
た
。
従
っ

紙メーカー「竹尾」のショールーム「青山見本帖」。水平感覚を採り入れた例その２。
写真：Nacása & Partners Inc.

竜安寺の石庭。水平に広がる日本の美の典型だ。©Macduff Everton/CORBIS
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て
、
建
築
物
自
体
も
『
感
覚
の
波
動
』
を
と
ら
え
る
も
の
で

な
け
れ
ば
い
け
な
か
っ
た
の
で
す
。
そ
の
微
細
な
変
化
を
と

ら
え
る
感
覚
は
、
現
在
に
お
け
る
デ
ザ
イ
ン
に
も
影
響
を
及

ぼ
し
て
い
る
の
で
す
」

　

古
い
芝
居
小
屋
は
舞
台
が
横
に
長
く
作
ら
れ
て
い
る
。
そ

の
伝
統
を
受
け
継
い
で
、
現
在
の
歌
舞
伎
座
も
、
欧
米
の
劇

場
と
は
違
っ
て
横
に
長
い
舞
台
を
持
っ
て
い
る
。
能
舞
台
も

橋
掛
か
り
を
含
め
れ
ば
横
に
長
く
、
水
平
感
覚
を
持
っ
て
い

る
。
そ
し
て
歌
舞
伎
も
能
も
、
古
く
は
椅
子
で
は
な
く
、
床

や
地
べ
た
に
坐
っ
て
見
物
す
る
も
の
だ
っ
た
。

「
日
本
の
室
内
の
あ
り
方
は
、
決
し
て
強
さ
を
誇
り
堅
持
す

る
よ
う
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
人
間
の
深
い
思
い
、
は

か
な
さ
、
寂
し
さ
、
わ
び
し
さ
、
も
ろ
さ
、
う
つ
ろ
い
や
す

さ
な
ど
の
無
常
観
に
対
応
す
る
心
の
発
見
だ
っ
た
の
で
す
」

　

変
化
す
る
こ
と
を
自
然
と
と
ら
え
る
日
本
人
。
一
方
西
洋

は
、
徹
底
し
た
言
語
化
を
通
じ
て
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
固
定

に
つ
な
が
っ
て
い
き
ま
す
」

　

千
利
休
の
生
き
方
は
、
微
細
性
、
繊
細
性
を
き
わ
め
た
も

の
だ
っ
た
と
い
え
る
。
利
休
は
わ
ず
か
２
畳
と
い
う
草
庵
で

「
侘
び
茶
」
を
追
求
し
た
。
そ
こ
で
使
わ
れ
る
数
々
の
道
具

や
趣
向
は
、
一
期
一
会
の
精
神
を
象
徴
す
る
、
そ
の
茶
事
だ

け
の
取
り
合
わ
せ
だ
っ
た
。

　

内
田
氏
は
茶
の
湯
を
学
び
始
め
て
も
、
長
い
間
「
一
期
一

会
」
の
意
味
を
つ
か
み
か
ね
て
い
た
。
い
ろ
い
ろ
語
ら
れ
て

き
た
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
知
っ
て
い
る
。
だ
が
、
自
分
の
腹
に

落
ち
て
こ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

「
結
局
は
『
今
を
堪
能
せ
よ
』
と
い
う
意
味
な
ん
じ
ゃ
な
い

か
と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
茶
室
を
デ
ザ
イ
ン
す
る
と

き
も
、
最
初
の
う
ち
こ
そ
決
ま
り
ご
と
が
多
い
と
思
っ
て
い

ま
し
た
が
、
試
行
錯
誤
す
る
う
ち
に
、
あ
る
も
の
を
乗
り
越

え
て
し
ま
え
ば
、
そ
の
先
は
自
由
な
の
だ
と
気
づ
い
た
ん
で

す
。
そ
こ
で
出
会
う
人
と
の
精
神
の
背
景
を
作
れ
ば
い
い
の

だ
と
、
だ
ん
だ
ん
わ
か
っ
て
き
た
と
い
え
ま
す
ね
。
そ
う
い

う
も
の
な
ら
、
茶
室
で
な
く
て
も
こ
れ
ま
で
作
っ
て
い
ま
し

た
か
ら
」

　

内
田
氏
が
デ
ザ
イ
ン
し
た
茶
室
の
中
に
は
、
運
べ
る
も
の

も
あ
る
。「
受
庵
・
行
庵
・
想
庵
」「
山
居
」
な
ど
と
名
づ
け

化
し
て
い
く
文
化
だ
と
内
田
氏
は
考
え
る
。
日
本
人
が
は
っ

き
り
と
答
え
を
示
さ
ず
、「
わ
か
り
ま
せ
ん
」
と
よ
く
言
う

こ
と
は
不
思
議
で
も
な
ん
で
も
な
い
。

「
だ
っ
て
、
形
而
上
学
的
に
わ
け
ら
れ
な
い
も
の
は
、
こ
の

世
に
た
く
さ
ん
存
在
し
ま
す
よ
ね
。
茶
室
に
お
け
る
路
地
、

縁
側
な
ど
も
わ
け
ら
れ
な
い
世
界
で
す
。
微
細
性
や
繊
細
性

は
、
近
代
化
に
よ
っ
て
も
っ
と
も
失
わ
れ
た
も
の
で
し
ょ
う

が
、
そ
れ
で
も
ま
だ
日
本
人
の
心
の
中
に
は
微
細
な
も
の
が

残
っ
て
い
て
、
人
の
微
妙
な
感
情
を
読
み
取
る
力
が
あ
り
ま

す
。
繊
細
な
色
彩
感
覚
な
ど
も
そ
う
で
す
ね
。
そ
れ
は
自
然

が
繊
細
だ
か
ら
、
色
彩
も
繊
細
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
地

中
海
の
強
い
光
の
中
で
は
、
微
妙
な
色
の
違
い
は
飛
ん
で
し

ま
い
、は
っ
き
り
し
た
色
合
い
し
か
残
ら
な
く
な
り
ま
す
が
。

日
本
人
が
持
っ
て
い
る
微
細
性
は
、
人
間
と
し
て
の
生
き
方

水
平
感
覚
と
繊
細
な
文
化

上田家伝来の由緒ある道具をしつらえた「山居」。 写真：淺川 敏

上田家伝来の由緒ある道具をしつらえた「山居」。 写真：淺川 敏

ら
れ
た
茶
室
は
、
海
外
で
も

高
い
評
価
を
受
け
た
。
こ
れ

ら
の
茶
室
は
、
壁
に
よ
っ
て

外
部
と
隔
て
ら
れ
て
い
る
も

の
の
、
自
然
の
変
化
が
中
に

い
て
も
わ
か
る
よ
う
に
作
ら

れ
て
い
る
。
実
際
、
山
に
囲

ま
れ
た
河
原
に
「
受
庵
」
を

置
い
て
み
た
こ
と
が
あ
る
。

川
の
せ
せ
ら
ぎ
の
音
が
聞
こ

え
、
川
風
が
茶
室
を
流
れ
、

太
陽
光
が
透
け
て
床
に
美
し

い
影
を
作
る
。
や
が
て
日
が
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落
ち
れ
ば
、
茶
室
に
灯
さ
れ
た
明
か
り
が
外
に
漏
れ
、
四
角

い
光
の
箱
が
出
現
す
る
。
実
に
不
思
議
な
空
間
で
あ
る
。
内

田
氏
は
ほ
か
の
建
物
の
と
き
と
同
じ
く
、
入
口
の
デ
ザ
イ
ン

に
も
っ
と
も
苦
労
し
た
と
い
う
。

「
入
口
か
ら
は
象
徴
性
が
飛
び
出
し
て
く
る
ん
で
す
。
そ
れ

を
ど
う
や
っ
て
消
し
て
い
く
か
。
入
る
、
出
る
、
そ
れ
ぞ
れ

す
ご
く
重
要
な
行
為
で
す
ね
。
出
る
こ
と
が
保
証
さ
れ
て
い

る
か
ら
こ
そ
、
安
心
し
て
入
れ
る
わ
け
で
す
し
。
利
休
が
作

っ
た
国
宝
の
茶
室
『
待
庵
』
は
、
躙
口
に
光
が
行
か
な
い
よ

う
に
設
計
さ
れ
て
い
ま
す
。
閉
じ
て
し
ま
っ
た
ら
光
は
見
え

ま
せ
ん
。
茶
室
の
中
に
ホ
リ
ゾ
ン
ト
（
照
明
に
よ
っ
て
背
景

を
作
り
出
す
壁
の
こ
と
）
を
作
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
意
図
を

感
じ
ま
す
。
あ
ん
な
に
小
さ
な
茶
室
な
の
に
、
そ
こ
に
無
限

の
空
間
が
出
現
す
る
の
で
す
」

　

内
田
氏
の
茶
室
は
象
徴
性
の
高
い
、
な
ん
と
で
も
な
り
そ

う
で
実
は
な
ら
な
い
空
間
に
思
わ
れ
る
。
こ
う
い
う
茶
室
を

使
っ
て
茶
事
を
や
れ
と
い
わ
れ
た
ら
、
茶
人
た
ち
は
ど
れ
ほ

ど
自
分
ら
し
い
趣
向
を
考
え
抜
く
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う

か
。
区
切
ら
れ
て
い
な
が
ら
、
自
然
と
交
感
す
る
茶
室
。
そ

れ
は
た
し
か
に
精
神
の
背
景
で
あ
る
。

「
広
島
に
あ
る
上
田
宗
箇
流
の
現
家
元
が
、
あ
る
ホ
テ
ル
の

オ
ー
プ
ン
を
記
念
す
る
茶
会
を
開
く
た
め
に
、僕
の
『
山
居
』

と
い
う
茶
室
を
借
り
て
い
か
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
の

と
き
家
元
は
、『
現
代
作
家
の
道
具
を
持
っ
て
き
て
も
こ
の

茶
室
に
は
合
わ
な
い
。
悩
ん
だ
あ
げ
く
、
上
田
家
伝
来
の
由

緒
あ
る
道
具
を
出
し
て
み
た
ら
、
ぴ
た
っ
と
合
い
ま
し
た
』

と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
ね
。
い
っ
そ
、
黒
田
泰
蔵
さ
ん

（
白
磁
の
第
一
人
者
）
み
た
い
に
形
も
新
し
い
も
の
な
ら
う

ま
く
行
く
ん
で
し
ょ
う
が
。
古
い
道
具
が
合
っ
た
と
い
う
の

は
、
僕
の
空
間
が
空
（
ウ
ツ
）
だ
っ
た
か
ら
じ
ゃ
な
い
？ 

茶
事
が
終
わ
っ
た
ら
空
っ
ぽ
に
な
る
ば
か
り
か
、
そ
の
場
か

ら
消
え
て
し
ま
う
ん
で
す
か
ら
ね
」

　

空
（
ウ
ツ
）
を
現
（
ウ
ツ
ツ
）
に
変
え
、
再
び
空
に
戻
る

場
所
、
茶
室
。
そ
こ
に
盛
り
込
ま
れ
る
趣
向
は
、
客
を
も
て

な
す
精
神
の
背
景
と
な
る
。
客
は
亭
主
の
心
を
く
み
取
り
、

「
和
敬
清
寂
」
の
境
地
を
生
み
出
す
よ
う
な
心
か
ら
の
会
話

を
楽
し
め
ば
よ
い
。デ
ザ
イ
ン
は
そ
の
た
め
の
道
具
で
あ
る
。

「
現
代
の
デ
ザ
イ
ン
は
、
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・
デ
ザ
イ
ン
と
い

う
言
葉
に
も
表
れ
て
い
る
よ
う
に
、
い
つ
で
も
、
ど
こ
で
も
、

誰
に
で
も
使
え
る
こ
と
が
重
視
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

す
べ
て
が
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・
デ
ザ
イ
ン
で
統
一
さ
れ
た
と
し

た
ら
、
そ
ん
な
も
の
は
文
化
じ
ゃ
な
い
。
こ
の
日
、
こ
の
一

瞬
だ
け
の
た
め
に
蔵
か
ら
出
し
て
く
る
道
具
が
あ
っ
て
い

い
。
茶
の
湯
は
ま
さ
に
そ
う
で
す
ね
」

　

茶
室
を
舞
台
に
、
一
瞬
だ
け
の
現
（
ウ
ツ
ツ
）
を
出
現
さ

せ
る
も
て
な
し
。
こ
の
伝
統
的
で
あ
り
、
前
衛
的
で
も
あ
る

文
化
の
中
に
、
企
業
が
め
ざ
す
べ
き
新
し
い
も
て
な
し
の
あ

り
方
も
隠
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ホテルのオープンイベントにお目見えした茶室「山居」。 写真：淺川 敏




