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「
傘
の
下
の
空
間
」
と
「
雨
に
対
す
る
感
性
」

福
井
洋
傘
・
橋
本
肇
さ
ん
、

岐
阜
市
歴
史
博
物
館
・
大
塚
清
史
さ
ん
の
、

傘
に
対
す
る
眼
差
し
を
紹
介
す
る
。

嫁
入
り
道
具
の
傘
に

込
め
ら
れ
た
思
い

「
相
合
い
傘
」
は
日
本
独
自
の
文
化
と
い
わ
れ
ま
す

が
、
基
本
は
蛇
の
目
傘
で
す
る
も
の
で
す
。
蛇
の
目

傘
は
ハ
ジ
キ
を
2
カ
所
に
付
け
る
こ
と
で
、
開
き
加

減
が
2
段
階
調
整
で
き
ま
す
。
ピ
ン
と
広
げ
た
状
態

で
歩
く
と
人
目
が
気
に
な
っ
て
恥
ず
か
し
い
。
だ
か

ら
1
段
落
と
し
て
陰
を
つ
く
る
。
し
か
も
傘
を
す
ぼ

め
る
わ
け
で
す
か
ら
、
空
間
が
狭
く
な
っ
て
2
人
は

さ
ら
に
寄
り
添
え
る
、
と
い
う
わ
け
で
す
。

　

福
井
に
は
「
傘
渡
し
」
の
儀
式
が
残
っ
て
い
ま
す

が
、
か
つ
て
は
各
地
に
あ
り
ま
し
た
。
嫁
入
り
道
具

の
1
つ
と
し
て
傘
を
も
つ
人
は
多
い
で
す
が
、
傘
に

込
め
ら
れ
た
意
味
を
知
ら
な
い
の
で
、
な
か
に
は

「
あ
ら
、
捨
て
ち
ゃ
っ
た
わ
」
な
ん
て
い
う
お
ば
あ

さ
ん
も
い
ま
す
。

　

嫁
入
り
道
具
で
も
た
せ
る
傘
に
は
、
親
が
娘
を
嫁

が
せ
る
と
き
に
「
ど
う
か
こ
の
子
を
守
っ
て
く
だ
さ

い
」
と
思
い
を
込
め
る
の
で
、
霊
力
が
と
て
も
強
い
。

昔
は
使
わ
れ
な
く
な
っ
た
蛇
の
目
傘
を
、
厄
除
け
と

し
て
天
井
裏
に
上
げ
た
そ
う
で
す
。
江
戸
時
代
初
期

の
伝
説
的
な
彫
刻
職
人
、
左
甚
五
郎
が
魔
除
け
の
た

め
に
置
い
た
と
伝
わ
る
「
知
恩
院
の
忘
れ
傘
」
も
同

じ
意
味
合
い
で
し
ょ
う
。
今
で
も
宮
大
工
に
家
を
建

て
て
も
ら
う
と
、
床
柱
に
傘
を
1
本
く
く
り
つ
け
る

そ
う
で
す
…
…
と
い
っ
た
よ
う
な
話
を
私
は
各
地
で

し
て
い
ま
す
。

　

社
員
に
も
、
傘
に
ま
つ
わ
る
文
化
的
な
話
を
す
る

よ
う
に
伝
え
て
い
て
、「
君
た
ち
は
傘
の
文
化
の
布
教

活
動
に
行
く
宣
教
師
な
ん
だ
！
」
と
発
破
を
か
け
て

い
ま
す
。

傘
を
売
る
の
で
は
な
く

文
化
を
売
る

　

私
た
ち
の
会
社
は
傘
で
は
な
く
、
文
化
を
売
っ
て

い
る
―
―
そ
う
思
っ
て
い
ま
す
。「
傘
の
下
の
空
間
を

売
っ
て
い
る
」
と
言
い
換
え
て
も
い
い
。
空
間
と
は
、

床
の
間
と
同
じ
よ
う
に
「
あ
っ
て
も
な
く
て
も
い
い

も
の
」
で
す
が
、
床
の
間
と
い
う
空
間
を
楽
し
む
こ

と
か
ら
、
掛
け
軸
や
生
け
花
な
ど
が
発
達
し
ま
し
た
。

相
合
い
傘
は
傘
の
下
の
空
間
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で

す
ね
。

　

傘
は
文
化
と
い
う
意
識
が
今
は
薄
ら
い
で
い
ま
す
。

そ
こ
で
考
え
た
の
が
、
玩
具
の
要
素
を
持
ち
あ
わ
せ

た
子
ど
も
向
け
の
傘
で
す
。
子
ど
も
が
成
長
し
て
使

え
な
く
な
っ
た
ら
、
次
は
生
地
を
張
り
替
え
て
お
母

さ
ん
の
日
傘
に
す
る
。
子
ど
も
は
「
傘
は
ず
っ
と
使

え
る
も
の
な
ん
だ
」
と
受
け
止
め
ま
す
し
、
自
分
の

子
に
も
そ
う
教
え
る
で
し
ょ
う
。
文
化
と
は
、
今
を

生
き
る
私
た
ち
だ
け
の
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
次

の
世
代
に
も
き
ち
ん
と
伝
え
て
い
き
た
い
で
す
ね
。

日
本
の
芸
能
・
文
化
を

ひ
そ
か
に
支
え
る
傘

　

岐
阜
の
伝
統
工
芸
に
は
、
和
傘
の
ほ
か
に
岐
阜
提

灯
と
岐
阜
団
扇
が
あ
り
ま
す
。
い
ず
れ
も
主
な
素
材

は
和
紙
と
竹
と
木
。
も
と
も
と
日
用
品
で
す
か
ら
美

術
的
な
価
値
を
高
め
な
け
れ
ば
淘
汰
さ
れ
て
し
ま
い

ま
す
が
、
岐
阜
に
は
そ
れ
を
支
え
る
だ
け
の
技
術
や

文
化
が
あ
っ
た
の
で
今こ

ん
に
ち日

ま
で
生
き
残
り
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
和
装
が
す
た
れ
て
し
ま
っ
た
。
扇
子
が
残

っ
て
い
る
の
は
日
本
で
西
洋
風
の
製
品
が
受
容
さ
れ

な
か
っ
た
か
ら
で
、
和
傘
は
そ
う
で
は
な
い
。

　

価
値
を
高
め
る
と
価
格
に
反
映
せ
ざ
る
を
得
な
い

の
で
「
高
い
ね
」
で
片
づ
け
ら
れ
て
し
ま
い
ま
す
が
、

仮
に
和
傘
が
な
く
な
れ
ば
歌
舞
伎
を
洋
傘
で
演
じ
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
実
は
、
洋
傘
が
普
及
し
た
明

治
時
代
、
歌
舞
伎
を
洋
傘
で
演
じ
よ
う
と
試
み
て
い

ま
す
。
浮
世
絵
が
残
っ
て
い
ま
す
が
、
ど
う
見
て
も

お
か
し
い
。
祭
祀
で
和
傘
の
代
わ
り
に
パ
ラ
ソ
ル
を

使
う
の
と
同
じ
こ
と
で
す
か
ら
。

　

そ
う
考
え
る
と
、
和
傘
は
日
本
の
伝
統
芸
能
や
文

化
を
支
え
る
重
要
な
ア
イ
テ
ム
と
い
え
ま
す
。
あ
ま

り
に
も
身
近
な
た
め
、
私
た
ち
は
文
化
的
な
価
値
を

見
落
と
し
て
い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

あ
え
て
遮
断
し
な
か
っ
た
の
は

雨
の
表
情
を
感
じ
る
た
め

　

と
は
い
え
、
和
傘
は
決
し
て
使
い
勝
手
の
よ
い
も

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

雨
に
濡
れ
た
ら
陰
干
し
が
必
要
で
す
し
、
風
通
し

の
よ
い
と
こ
ろ
に
天
ろ
く
ろ
を
上
に
し
て
吊
る
し
て

お
か
な
い
と
水
が
溜
ま
っ
て
腐
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

江
戸
時
代
の
人
も
扱
い
方
が
よ
く
わ
か
ら
な
か
っ
た

よ
う
で
、
傘
屋
が
わ
ざ
わ
ざ
取
扱
説
明
書
を
付
け
て

販
売
し
て
い
た
ほ
ど
。
つ
ま
り
「
手
間
」
が
か
か
り

ま
す
。

　

さ
ら
に
、
和
傘
は
傘
紙
に
油
を
引
い
て
も
水
は
に

じ
む
の
で
、
雨
を
完
全
に
遮
断
す
る
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
。
雨
を
し
の
ぐ
と
い
う
本
来
の
役
割
か
ら
み
れ

ば
、
現
代
で
は
「
不
便
」
と
い
わ
れ
る
で
し
ょ
う
。

　

し
か
し
、
こ
の
「
手
間
」
と
「
不
便
」
が
き
わ
め

て
日
本
的
だ
と
思
い
ま
す
。

　

西
洋
と
比
べ
て
、
日
本
は
「
自
然
と
寄
り
添
う
」

文
化
で
す
。
雨
に
つ
い
て
も
多
く
の
表
現
が
残
さ
れ

て
い
ま
す
ね
。
和
傘
は
、
紙
や
竹
な
ど
自
然
由
来
の

素
材
を
使
い
つ
つ
、
そ
ん
な
雨
の
多
彩
な
表
情
も
繊

細
に
感
じ
と
る
「
雨
に
寄
り
添
う
道
具
」
の
よ
う
に

思
い
ま
す
。

　

日
本
に
は
「
自
然
に
生
か
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う

人
間
中
心
で
は
な
い
価
値
観
が
あ
り
、
そ
れ
を
楽
し

む
術
も
か
つ
て
の
日
本
人
は
知
っ
て
い
た
よ
う
に
思

い
ま
す
。

日
本
の
自
然
観
が
生
ん
だ

雨
に
寄
り
添
う
和
傘

傘
の
下
の
空
間
は

ま
ぎ
れ
も
な
い
文
化
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