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築
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松
井
 
今
日
は
座
談
会
企
画
「
文
学
×
建
築
」
と
題
し
て
、
文
学
部
で
建
築
 

を
語
る
可
能
性
に
つ
い
て
こ
こ
に
い
る
四
名
で
話
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
 

参
加
者
は
追
手
門
学
院
大
学
文
学
部
か
ら
建
築
史
を
専
門
と
す
る
松
井
、
 

日
本
の
古
典
文
学
が
ご
専
門
の
村
口
進
介
先
生
、
近
現
代
文
学
が
ご
専
門
の
 

佐
藤
貴
之
先
生
、
さ
ら
に
外
部
ゲ
ス
ト
と
し
て
龍
谷
大
学
文
学
部
か
ら
近
現
 

代
文
学
が
ご
専
門
の
高
木
彬
先
生
を
お
呼
び
し
ま
し
た
。
 

ま
ず
高
木
先
生
に
自
己
紹
介
を
い
た
だ
き
、
さ
ら
に
他
e
三
名
か
ら
自
身
 

の
専
門
に
即
し
た
話
題
を
提
供
し
た
後
で
、
議
論
に
入
り
た
い
と
思
い
ま
 

す

。

 

建
築
か
ら
文
学
へ
 

高
木
 
高
木
彬
と
申
し
ま
す
。
大
学
生
の
頃
は
、
京
都
工
芸
繊
維
大
学
工
芸
 

学
部
造
形
工
学
科
（
現
在
の
工
芸
科
学
部
デ
ザ
イ
ン
・
建
築
学
課
程
）
で
建
 

築
を
学
ん
で
い
ま
し
た
。
将
来
は
建
築
家
に
な
り
た
い
と
思
っ
て
い
ま
し
 

た
。
た
だ
、
学
部
の
卒
業
時
に
は
、
卒
業
設
計
で
は
な
く
、
村
上
春
樹
の
小
 

説
『
ね
じ
ま
き
鳥
ク
ロ
ニ
ク
ル
』
（
1994
も
い
）
で
卒
業
論
文
を
書
く
こ
と
に
 

な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
現
在
は
、
龍
谷
大
学
文
学
部
で
日
本
近
現
代
文
学
に
 

つ
い
て
教
え
、
研
究
し
て
い
ま
す
。
 

な
ぜ
こ
の
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
た
の
か
。
た
だ
の
な
り
ゆ
き
と
し
か
言
い
 

よ
う
が
な
い
の
で
す
が
、
き
っ
か
け
は
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
。
ひ
と
つ
に
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今
日
は
座
談
会
企
画
「
文
学
×
建
築
」
と
題
し
て
、
文
学
部
で
建
築

を
語
る
可
能
性
に
つ
い
て
こ
こ
に
い
る
四
名
で
話
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

参
加
者
は
追
手
門
学
院
大
学
文
学
部
か
ら
建
築
史
を
専
門
と
す
る
松
井
、

日
本
の
古
典
文
学
が
ご
専
門
の
村
口
進
介
先
生
、
近
現
代
文
学
が
ご
専
門
の

佐
藤
貴
之
先
生
、
さ
ら
に
外
部
ゲ
ス
ト
と
し
て
龍
谷
大
学
文
学
部
か
ら
近
現

代
文
学
が
ご
専
門
の
高
木
彬
先
生
を
お
呼
び
し
ま
し
た
。

ま
ず
高
木
先
生
に
自
己
紹
介
を
い
た
だ
き
、
さ
ら
に
他
の
三
名
か
ら
自
身

の
専
門
に
即
し
た
話
題
を
提
供
し
た
後
で
、
議
論
に
入
り
た
い
と
思
い
ま

す
。

建
築
か
ら
文
学
へ

高
木

高
木
彬
と
申
し
ま
す
。
大
学
生
の
頃
は
、
京
都
工
芸
繊
維
大
学
工
芸

学
部
造
形
工
学
科
（
現
在
の
工
芸
科
学
部
デ
ザ
イ
ン
・
建
築
学
課
程
）
で
建

築
を
学
ん
で
い
ま
し
た
。
将
来
は
建
築
家
に
な
り
た
い
と
思
っ
て
い
ま
し

た
。
た
だ
、
学
部
の
卒
業
時
に
は
、
卒
業
設
計
で
は
な
く
、
村
上
春
樹
の
小

説
『
ね
じ
ま
き
鳥
ク
ロ
ニ
ク
ル
』（199495

）
で
卒
業
論
文
を
書
く
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
現
在
は
、
龍
谷
大
学
文
学
部
で
日
本
近
現
代
文
学
に

つ
い
て
教
え
、
研
究
し
て
い
ま
す
。

な
ぜ
こ
の
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
た
の
か
。
た
だ
の
な
り
ゆ
き
と
し
か
言
い

よ
う
が
な
い
の
で
す
が
、
き
っ
か
け
は
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
。
ひ
と
つ
に
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座談会「文学×建築一文学部で建築を語る可能性」 (66 ) 

は
、
当
時
の
造
形
工
学
科
に
は
文
系
の
先
生
が
多
く
在
籍
さ
れ
て
い
た
こ
と
 

が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
た
と
え
ば
、
僕
の
卒
論
の
指
導
教
員
の
秋
富
克
哉
先
生
 

や
伊
藤
徹
先
生
は
哲
学
者
で
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
ご
専
門
で
し
た
。
し
か
も
伊
 

藤
先
生
は
、
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
や
柳
宗
悦
な
ど
の
研
究
も
さ
れ
て
い
ま
し
 

た
。
先
生
が
主
催
す
る
科
研
会
合
に
は
、
「
主
体
性
」
や
「
語
り
」
な
ど
を
 

テ
ー
マ
と
し
て
哲
学
・
芸
術
学
・
政
治
学
・
建
築
学
・
文
学
な
ど
の
さ
ま
ざ
 

ま
な
研
究
者
が
集
ま
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
に
参
加
さ
せ
て
も
ら
う
こ
と
 

で
、
学
問
領
域
に
こ
だ
わ
ら
ず
に
考
え
る
面
白
さ
を
知
り
ま
し
た
。
他
に
も
 

造
形
工
学
科
に
は
、
安
部
公
房
研
究
の
ジ
ュ
リ
ー
・
ブ
ロ
ッ
ク
先
生
も
い
ら
 

つ
し
や
い
ま
し
た
。
設
計
演
習
の
際
に
自
分
が
描
い
た
図
面
を
お
見
せ
し
た
 

ら
、
「
あ
な
た
の
図
面
か
ら
は
安
部
公
房
の
「
牧
草
」
が
感
じ
ら
れ
る
」
と
 

お
つ
し
や
い
ま
し
た
。
 

設
計
演
習
の
プ
レ
ゼ
ン
後
の
講
評
コ
メ
ン
ト
も
印
象
に
残
っ
て
い
ま
す
。
 

当
時
い
ら
つ
し
ゃ
っ
た
建
築
家
の
岸
和
郎
先
生
は
、
学
生
が
描
く
図
面
に
対
 

し
て
「
空
間
が
活
性
化
さ
れ
て
い
る
／
さ
れ
て
い
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
よ
 

く
指
摘
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
建
築
史
家
の
石
田
潤
一
郎
先
生
は
、
ス
 

タ
ジ
ア
ム
を
設
計
し
た
学
生
の
図
面
に
対
し
て
、
「
収
ま
り
も
い
い
。
要
件
 

も
満
た
し
て
い
る
。
で
も
、
そ
の
線
で
円
く
囲
わ
れ
た
部
分
に
“
に
ぎ
わ
 

い
ー
が
見
え
な
い
」
と
コ
メ
ン
ト
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
当
時
は
ど
う
い
う
こ
 

と
な
の
か
理
解
が
及
び
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
た
だ
、
建
築
を
作
る
側
で
は
な
 

く
「
使
う
側
」
か
ら
語
ら
れ
た
こ
と
に
刺
激
を
受
け
ま
し
た
。
 

京
都
工
芸
繊
維
大
学
の
大
学
院
（
工
芸
科
学
研
究
科
造
形
科
学
専
攻
、
現
 

在
の
建
築
学
専
攻
）
に
進
学
し
た
後
は
、
当
時
、
京
都
教
育
大
学
に
い
ら
っ
 

し
ゃ
っ
た
日
比
嘉
高
先
生
の
大
学
院
授
業
に
参
加
す
る
（
モ
グ
る
）
よ
う
に
 

な
り
、
そ
こ
で
文
学
研
究
の
基
礎
を
学
び
ま
し
た
。
当
時
の
日
比
先
生
の
授
 

業
の
テ
ー
マ
は
、
偶
然
に
も
「
空
間
」
で
し
た
。
前
田
愛
『
都
市
空
間
の
な
 

か
の
文
学
』
（
1982
）
や
オ
ツ
ト
ー
・
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
ボ
ル
ノ
ウ
『
人
 

間
と
空
間
』
（
1978
）
と
い
っ
た
空
間
論
の
基
本
文
献
を
読
ん
で
、
そ
の
後
、
 

各
自
が
近
代
文
学
を
対
象
に
研
究
発
表
す
る
か
た
ち
で
し
た
。
僕
は
村
上
春
 

樹
『
ア
フ
タ
ー
ダ
ー
ク
』
（
8
g
）
に
描
か
れ
た
空
間
を
テ
ー
マ
に
発
表
し
 

ま
し
た
。
 

文
学
テ
ク
ス
ト
の
な
か
に
描
か
れ
た
空
間
や
建
築
・
都
市
に
つ
い
て
研
究
 

し
よ
う
と
思
い
は
じ
め
た
の
は
こ
の
頃
で
す
。
村
上
春
樹
よ
り
も
も
っ
と
昔
 

の
も
の
に
目
を
向
け
よ
う
と
思
っ
て
、
稲
垣
足
穂
の
 
「
薄
い
街
」
（
1932
) 

で
描
か
れ
る
建
築
に
つ
い
て
の
論
文
を
書
い
て
、
建
築
の
学
会
誌
に
投
稿
し
 

ま
し
た
。
不
採
用
で
返
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
論
文
を
、
今
度
は
文
学
の
学
 

会
誌
へ
送
っ
た
と
こ
ろ
、
修
正
な
し
で
掲
載
さ
れ
ま
し
た
。
自
分
の
研
究
 

は
、
文
学
の
学
会
な
ら
受
け
入
れ
て
く
れ
る
の
か
も
し
れ
な
い
と
思
い
ま
し
 

た
。
そ
こ
か
ら
文
学
の
学
会
に
投
稿
す
る
よ
う
に
な
り
、
結
果
、
い
ま
は
文
 

学
部
の
教
員
で
す
。
最
初
か
ら
文
学
研
究
を
し
よ
う
と
い
う
強
い
意
志
が
あ
 

っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
た
ま
た
ま
受
け
入
れ
て
も
ら
え
た
と
こ
ろ
が
文
学
だ
 

っ
た
と
い
、
つ
こ
と
に
な
り
ま
す
。
 

い
ま
も
僕
は
、
自
分
の
研
究
が
文
学
の
研
究
な
の
か
建
築
の
研
究
な
の
か
 

と
い
う
こ
と
は
あ
ま
り
決
め
て
い
ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
文
学
を
素
材
に
し
て
 

論
文
を
書
い
て
い
ま
す
が
、
基
本
的
に
は
ず
っ
と
建
築
に
興
味
が
あ
り
ま
 

す
。
建
築
の
視
点
か
ら
文
学
を
読
む
だ
け
で
は
な
く
、
文
学
の
視
点
か
ら
建
 

一
 

"
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にu 
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は
、
当
時
の
造
形
工
学
科
に
は
文
系
の
先
生
が
多
く
在
籍
さ
れ
て
い
た
こ
と

が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
た
と
え
ば
、
僕
の
卒
論
の
指
導
教
員
の
秋
富
克
哉
先
生

や
伊
藤
徹
先
生
は
哲
学
者
で
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
ご
専
門
で
し
た
。
し
か
も
伊

藤
先
生
は
、
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
や
柳
宗
悦
な
ど
の
研
究
も
さ
れ
て
い
ま
し

た
。
先
生
が
主
催
す
る
科
研
会
合
に
は
、「
主
体
性
」
や
「
語
り
」
な
ど
を

テ
ー
マ
と
し
て
哲
学
・
芸
術
学
・
政
治
学
・
建
築
学
・
文
学
な
ど
の
さ
ま
ざ

ま
な
研
究
者
が
集
ま
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
に
参
加
さ
せ
て
も
ら
う
こ
と

で
、
学
問
領
域
に
こ
だ
わ
ら
ず
に
考
え
る
面
白
さ
を
知
り
ま
し
た
。
他
に
も

造
形
工
学
科
に
は
、
安
部
公
房
研
究
の
ジ
ュ
リ
ー
・
ブ
ロ
ッ
ク
先
生
も
い
ら

っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
設
計
演
習
の
際
に
自
分
が
描
い
た
図
面
を
お
見
せ
し
た

ら
、「
あ
な
た
の
図
面
か
ら
は
安
部
公
房
の
「
牧
草
」
が
感
じ
ら
れ
る
」
と

お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。

設
計
演
習
の
プ
レ
ゼ
ン
後
の
講
評
コ
メ
ン
ト
も
印
象
に
残
っ
て
い
ま
す
。

当
時
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
建
築
家
の
岸
和
郎
先
生
は
、
学
生
が
描
く
図
面
に
対

し
て
「
空
間
が
活
性
化
さ
れ
て
い
る
／
さ
れ
て
い
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
よ

く
指
摘
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
建
築
史
家
の
石
田
潤
一
郎
先
生
は
、
ス

タ
ジ
ア
ム
を
設
計
し
た
学
生
の
図
面
に
対
し
て
、「
収
ま
り
も
い
い
。
要
件

も
満
た
し
て
い
る
。
で
も
、
そ
の
線
で
円
く
囲
わ
れ
た
部
分
に
�
に
ぎ
わ

い
�
が
見
え
な
い
」
と
コ
メ
ン
ト
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
当
時
は
ど
う
い
う
こ

と
な
の
か
理
解
が
及
び
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
た
だ
、
建
築
を
作
る
側
で
は
な

く
「
使
う
側
」
か
ら
語
ら
れ
た
こ
と
に
刺
激
を
受
け
ま
し
た
。

京
都
工
芸
繊
維
大
学
の
大
学
院
（
工
芸
科
学
研
究
科
造
形
科
学
専
攻
、
現

在
の
建
築
学
専
攻
）
に
進
学
し
た
後
は
、
当
時
、
京
都
教
育
大
学
に
い
ら
っ

し
ゃ
っ
た
日
比
嘉
高
先
生
の
大
学
院
授
業
に
参
加
す
る
（
モ
グ
る
）
よ
う
に

な
り
、
そ
こ
で
文
学
研
究
の
基
礎
を
学
び
ま
し
た
。
当
時
の
日
比
先
生
の
授

業
の
テ
ー
マ
は
、
偶
然
に
も
「
空
間
」
で
し
た
。
前
田
愛
『
都
市
空
間
の
な

か
の
文
学
』（1982

）
や
オ
ッ
ト
ー
・
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
ボ
ル
ノ
ウ
『
人

間
と
空
間
』（1978

）
と
い
っ
た
空
間
論
の
基
本
文
献
を
読
ん
で
、
そ
の
後
、

各
自
が
近
代
文
学
を
対
象
に
研
究
発
表
す
る
か
た
ち
で
し
た
。
僕
は
村
上
春

樹
『
ア
フ
タ
ー
ダ
ー
ク
』（2004

）
に
描
か
れ
た
空
間
を
テ
ー
マ
に
発
表
し

ま
し
た
。

文
学
テ
ク
ス
ト
の
な
か
に
描
か
れ
た
空
間
や
建
築
・
都
市
に
つ
い
て
研
究

し
よ
う
と
思
い
は
じ
め
た
の
は
こ
の
頃
で
す
。
村
上
春
樹
よ
り
も
も
っ
と
昔

の
も
の
に
目
を
向
け
よ
う
と
思
っ
て
、
稲
垣
足
穂
の
「
薄
い
街
」（1932

）

で
描
か
れ
る
建
築
に
つ
い
て
の
論
文
を
書
い
て
、
建
築
の
学
会
誌
に
投
稿
し

ま
し
た
。
不
採
用
で
返
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
論
文
を
、
今
度
は
文
学
の
学

会
誌
へ
送
っ
た
と
こ
ろ
、
修
正
な
し
で
掲
載
さ
れ
ま
し
た
。
自
分
の
研
究

は
、
文
学
の
学
会
な
ら
受
け
入
れ
て
く
れ
る
の
か
も
し
れ
な
い
と
思
い
ま
し

た
。
そ
こ
か
ら
文
学
の
学
会
に
投
稿
す
る
よ
う
に
な
り
、
結
果
、
い
ま
は
文

学
部
の
教
員
で
す
。
最
初
か
ら
文
学
研
究
を
し
よ
う
と
い
う
強
い
意
志
が
あ

っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
た
ま
た
ま
受
け
入
れ
て
も
ら
え
た
と
こ
ろ
が
文
学
だ

っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

い
ま
も
僕
は
、
自
分
の
研
究
が
文
学
の
研
究
な
の
か
建
築
の
研
究
な
の
か

と
い
う
こ
と
は
あ
ま
り
決
め
て
い
ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
文
学
を
素
材
に
し
て

論
文
を
書
い
て
い
ま
す
が
、
基
本
的
に
は
ず
っ
と
建
築
に
興
味
が
あ
り
ま

す
。
建
築
の
視
点
か
ら
文
学
を
読
む
だ
け
で
は
な
く
、
文
学
の
視
点
か
ら
建

座談会「文学×建築─文学部で建築を語る可能性」 （６６）
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築
を
読
む
。
文
学
テ
ク
ス
ト
の
な
か
に
、
建
築
の
設
計
者
で
は
な
い
 
「
使
用
 

者
」
の
視
点
を
探
り
、
そ
こ
か
ら
建
築
を
読
み
替
え
る
と
い
う
こ
と
を
目
指
 

し
て
い
ま
す
。
 

『
源
氏
物
語
』
の
空
間
表
象
 

村
口
 
平
安
時
代
の
物
語
、
と
く
に
『
源
氏
物
語
』
を
専
門
に
し
て
い
ま
 

す
。
物
語
内
の
建
築
物
を
取
り
上
げ
た
研
究
は
か
な
り
の
蓄
積
が
あ
り
ま
す
 

が
、
今
日
は
そ
れ
と
違
う
角
度
か
ら
お
話
が
で
き
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
 

平
安
時
代
の
居
住
空
間
は
大
広
間
の
よ
う
な
空
間
を
屏
風
や
几
帳
、
障
子
 

な
ど
の
屏
障
具
で
間
仕
切
っ
て
使
っ
て
い
ま
し
た
。
屏
障
具
が
作
り
出
す
空
 

間
を
物
語
が
ど
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る
か
。
そ
の
一
例
と
し
て
、
障
子
を
 

隔
て
た
こ
ち
ら
側
と
あ
ち
ら
側
に
い
る
男
女
の
や
り
と
り
か
ら
、
タ
霧
と
雲
 

居
雁
の
例
を
取
り
あ
げ
ま
す
（
少
女
巻
）
。
 

思
い
を
寄
せ
る
雲
居
雁
に
会
え
ず
、
心
細
く
思
い
な
が
ら
障
子
に
寄
り
か
 

か
る
タ
霧
の
描
写
に
直
接
し
て
、
「
女
君
も
目
を
覚
ま
し
て
」
と
主
語
を
障
 

子
向
こ
う
に
い
る
雲
居
雁
へ
転
じ
、
微
か
に
聞
こ
え
る
雁
の
鳴
き
声
に
誘
わ
 

れ
る
よ
う
に
「
雲
居
の
雁
も
わ
が
ご
と
や
」
と
呟
く
場
面
で
す
。
 

注
目
し
た
い
の
は
そ
の
記
述
が
、
「
『
…
も
わ
が
ご
と
や
』
と
独
り
ご
ち
た
 

ま
ふ
け
は
ひ
若
う
ら
う
た
げ
な
り
」
と
続
く
こ
と
で
す
。
直
訳
す
る
と
 

コ
…
』
と
独
り
言
を
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
気
配
は
幼
く
可
愛
ら
し
げ
で
あ
 

る
」
と
な
り
、
雲
居
雁
の
 
「
け
は
ひ
」
を
感
じ
と
っ
て
、
「
若
う
ら
う
た
げ
 

な
り
」
と
判
断
し
た
主
体
は
障
子
の
こ
ち
ら
側
に
い
る
タ
霧
と
読
め
ま
す
。
 

一
度
は
障
子
で
隔
て
ら
れ
、
タ
霧
か
ら
は
見
え
な
い
雲
居
雁
に
主
語
を
移
し
 

な
が
ら
、
そ
の
様
子
を
感
じ
と
っ
た
の
は
タ
霧
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
、
ふ
 

た
た
び
タ
霧
の
主
観
へ
回
収
し
て
い
く
文
に
な
っ
て
い
ま
す
。
 

語
り
手
の
視
点
か
ら
い
え
ば
、
あ
た
か
も
障
子
の
上
を
飛
び
越
え
な
が
 

ら
、
主
語
が
一
方
か
ら
他
方
へ
自
在
に
移
り
変
わ
る
よ
う
な
語
り
方
で
す
。
 

『
源
氏
物
語
』
の
「
け
は
ひ
（
気
配
）
」
は
視
覚
以
外
の
聴
覚
や
嗅
覚
で
感
 

覚
的
に
捉
え
た
様
子
や
雰
囲
気
な
ど
を
指
す
言
葉
で
、
視
覚
的
な
「
け
し
き
 

（
景
色
）
」
と
は
区
別
し
て
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
こ
の
場
面
の
記
述
で
は
 

主
語
の
明
示
は
な
い
も
の
の
、
タ
霧
が
そ
の
よ
う
に
感
じ
た
と
し
か
読
め
ま
 

せ
ん
。
障
子
の
向
こ
う
に
い
て
見
え
ず
、
か
す
か
な
呟
き
声
か
ら
想
像
さ
れ
 

る
彼
女
の
様
子
が
こ
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
ま
す
。
 

も
う
ひ
と
つ
は
、
い
ま
取
り
上
げ
た
例
e
三
人
バ
ー
ジ
ョ
ン
と
で
も
い
え
 

る
、
光
源
氏
が
蛍
宮
に
玉
鬘
を
印
象
づ
け
る
た
め
蛍
を
放
つ
場
面
で
す
（
蛍
 

巻
）
。
記
述
は
ま
ず
奥
の
部
屋
の
玉
鬘
、
次
に
そ
の
傍
ら
に
い
る
光
源
氏
、
 

最
後
に
彼
ら
か
ら
は
少
し
離
れ
た
と
こ
ろ
に
立
っ
て
い
る
蛍
宮
と
、
建
物
の
 

間
取
り
、
人
物
の
位
置
を
明
示
し
な
が
ら
、
蛍
が
放
た
れ
た
瞬
間
の
様
子
や
 

受
け
と
め
方
を
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
語
る
も
の
で
、
同
じ
場
面
が
三
度
繰
 

り
返
さ
れ
る
、
あ
る
い
は
同
じ
時
間
が
三
回
ル
ー
プ
し
て
い
る
と
言
い
換
え
 

る
こ
と
も
で
き
ま
し
ょ
、
つ
。
 

実
は
こ
う
い
う
時
間
を
ル
ー
プ
さ
せ
た
か
の
よ
う
な
叙
法
は
『
源
氏
物
 

語
』
に
た
び
た
び
見
ら
れ
ま
す
。
誰
が
ど
こ
へ
出
発
し
た
と
い
う
記
述
の
 

後
、
次
の
行
で
ま
た
出
発
す
る
前
の
話
が
始
ま
り
、
数
行
進
む
と
ま
た
出
発
 

に
関
す
る
記
述
が
で
て
く
る
と
い
う
具
合
に
、
も
の
語
る
内
容
の
力
点
を
変
 

一
 

(

b

 

にu 
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築
を
読
む
。
文
学
テ
ク
ス
ト
の
な
か
に
、
建
築
の
設
計
者
で
は
な
い
「
使
用

者
」
の
視
点
を
探
り
、
そ
こ
か
ら
建
築
を
読
み
替
え
る
と
い
う
こ
と
を
目
指

し
て
い
ま
す
。

『
源
氏
物
語
』
の
空
間
表
象

村
口

平
安
時
代
の
物
語
、
と
く
に
『
源
氏
物
語
』
を
専
門
に
し
て
い
ま

す
。
物
語
内
の
建
築
物
を
取
り
上
げ
た
研
究
は
か
な
り
の
蓄
積
が
あ
り
ま
す

が
、
今
日
は
そ
れ
と
違
う
角
度
か
ら
お
話
が
で
き
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

平
安
時
代
の
居
住
空
間
は
大
広
間
の
よ
う
な
空
間
を
屏
風
や
几
帳
、
障
子

な
ど
の
屏
障
具
で
間
仕
切
っ
て
使
っ
て
い
ま
し
た
。
屏
障
具
が
作
り
出
す
空

間
を
物
語
が
ど
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る
か
。
そ
の
一
例
と
し
て
、
障
子
を

隔
て
た
こ
ち
ら
側
と
あ
ち
ら
側
に
い
る
男
女
の
や
り
と
り
か
ら
、
夕
霧
と
雲

居
雁
の
例
を
取
り
あ
げ
ま
す
（
少
女
巻
）。

思
い
を
寄
せ
る
雲
居
雁
に
会
え
ず
、
心
細
く
思
い
な
が
ら
障
子
に
寄
り
か

か
る
夕
霧
の
描
写
に
直
接
し
て
、「
女
君
も
目
を
覚
ま
し
て
」
と
主
語
を
障

子
向
こ
う
に
い
る
雲
居
雁
へ
転
じ
、
微
か
に
聞
こ
え
る
雁
の
鳴
き
声
に
誘
わ

れ
る
よ
う
に
「
雲
居
の
雁
も
わ
が
ご
と
や
」
と
呟
く
場
面
で
す
。

注
目
し
た
い
の
は
そ
の
記
述
が
、「『
…
も
わ
が
ご
と
や
』
と
独
り
ご
ち
た

ま
ふ
け
は
ひ
若
う
ら
う
た
げ
な
り
」
と
続
く
こ
と
で
す
。
直
訳
す
る
と

「『
…
』
と
独
り
言
を
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
気
配
は
幼
く
可
愛
ら
し
げ
で
あ

る
」
と
な
り
、
雲
居
雁
の
「
け
は
ひ
」
を
感
じ
と
っ
て
、「
若
う
ら
う
た
げ

な
り
」
と
判
断
し
た
主
体
は
障
子
の
こ
ち
ら
側
に
い
る
夕
霧
と
読
め
ま
す
。

一
度
は
障
子
で
隔
て
ら
れ
、
夕
霧
か
ら
は
見
え
な
い
雲
居
雁
に
主
語
を
移
し

な
が
ら
、
そ
の
様
子
を
感
じ
と
っ
た
の
は
夕
霧
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
、
ふ

た
た
び
夕
霧
の
主
観
へ
回
収
し
て
い
く
文
に
な
っ
て
い
ま
す
。

語
り
手
の
視
点
か
ら
い
え
ば
、
あ
た
か
も
障
子
の
上
を
飛
び
越
え
な
が

ら
、
主
語
が
一
方
か
ら
他
方
へ
自
在
に
移
り
変
わ
る
よ
う
な
語
り
方
で
す
。

『
源
氏
物
語
』
の
「
け
は
ひ
（
気
配
）」
は
視
覚
以
外
の
聴
覚
や
嗅
覚
で
感

覚
的
に
捉
え
た
様
子
や
雰
囲
気
な
ど
を
指
す
言
葉
で
、
視
覚
的
な
「
け
し
き

（
景
色
）」
と
は
区
別
し
て
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
こ
の
場
面
の
記
述
で
は

主
語
の
明
示
は
な
い
も
の
の
、
夕
霧
が
そ
の
よ
う
に
感
じ
た
と
し
か
読
め
ま

せ
ん
。
障
子
の
向
こ
う
に
い
て
見
え
ず
、
か
す
か
な
呟
き
声
か
ら
想
像
さ
れ

る
彼
女
の
様
子
が
こ
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
ま
す
。

も
う
ひ
と
つ
は
、
い
ま
取
り
上
げ
た
例
の
三
人
バ
ー
ジ
ョ
ン
と
で
も
い
え

る
、
光
源
氏
が
蛍
宮
に
玉
鬘
を
印
象
づ
け
る
た
め
蛍
を
放
つ
場
面
で
す
（
蛍

巻
）。
記
述
は
ま
ず
奥
の
部
屋
の
玉
鬘
、
次
に
そ
の
傍
ら
に
い
る
光
源
氏
、

最
後
に
彼
ら
か
ら
は
少
し
離
れ
た
と
こ
ろ
に
立
っ
て
い
る
蛍
宮
と
、
建
物
の

間
取
り
、
人
物
の
位
置
を
明
示
し
な
が
ら
、
蛍
が
放
た
れ
た
瞬
間
の
様
子
や

受
け
と
め
方
を
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
語
る
も
の
で
、
同
じ
場
面
が
三
度
繰

り
返
さ
れ
る
、
あ
る
い
は
同
じ
時
間
が
三
回
ル
ー
プ
し
て
い
る
と
言
い
換
え

る
こ
と
も
で
き
ま
し
ょ
う
。

実
は
こ
う
い
う
時
間
を
ル
ー
プ
さ
せ
た
か
の
よ
う
な
叙
法
は
『
源
氏
物

語
』
に
た
び
た
び
見
ら
れ
ま
す
。
誰
が
ど
こ
へ
出
発
し
た
と
い
う
記
述
の

後
、
次
の
行
で
ま
た
出
発
す
る
前
の
話
が
始
ま
り
、
数
行
進
む
と
ま
た
出
発

に
関
す
る
記
述
が
で
て
く
る
と
い
う
具
合
に
、
も
の
語
る
内
容
の
力
点
を
変
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え
て
同
じ
場
面
を
語
り
直
す
の
で
す
。
そ
う
し
た
ル
ー
プ
が
こ
の
場
面
で
は
 

空
間
的
に
起
こ
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
 

建
築
と
文
学
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
 

佐
藤
 
僕
か
ら
は
、
文
学
と
建
築
を
考
え
る
枠
組
み
の
話
で
す
。
建
築
家
の
 

青
木
淳
さ
ん
の
編
集
で
、
建
築
が
関
係
す
る
小
説
を
集
め
た
『
建
築
文
学
傑
 

作
選
』
（
2017
）
と
い
う
本
が
あ
り
ま
す
。
青
木
さ
ん
は
そ
う
し
た
小
説
を
 

「
建
築
文
学
」
と
呼
び
ま
す
が
、
そ
れ
は
建
築
を
描
い
た
文
学
で
あ
る
と
同
 

時
に
、
建
築
の
よ
う
な
文
学
や
、
建
築
の
問
題
を
考
え
さ
せ
る
文
学
で
も
あ
 

る
と
い
い
ま
す
。
建
物
が
出
て
こ
な
く
と
も
見
事
な
空
間
を
描
い
て
い
た
 

り
、
小
説
自
体
か
ら
空
間
を
感
じ
た
り
す
る
よ
う
な
も
の
も
想
定
し
て
い
る
 

よ
う
で
す
。
 

そ
こ
で
こ
の
言
葉
を
ひ
っ
く
り
返
す
と
「
文
学
建
築
」
に
な
る
の
で
す
 

が
、
文
学
的
な
建
築
と
い
う
言
い
方
は
あ
り
う
る
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
を
 

考
え
ま
し
た
。
そ
れ
は
建
築
を
文
学
的
に
読
む
、
設
計
図
を
読
む
の
で
は
な
 

く
出
来
上
が
っ
た
建
造
物
を
読
み
取
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
例
え
ば
岡
暗
 

乾
二
郎
さ
ん
な
ど
の
お
仕
事
が
当
て
は
ま
る
か
と
思
い
ま
す
。
 

さ
ら
に
思
考
を
ふ
く
ら
ま
せ
れ
ば
、
建
築
と
文
学
を
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
考
え
 

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
壮
大
な
伽
藍
の
よ
う
な
小
説
、
あ
る
い
は
神
殿
の
よ
 

う
な
素
晴
ら
し
い
小
説
な
ど
と
評
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
う
い
っ
た
 

次
元
を
超
え
て
、
建
築
を
作
る
と
い
う
こ
と
と
文
学
作
品
を
生
み
出
す
と
い
 

う
こ
と
を
並
べ
て
類
比
し
う
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
ま
す
。
 

も
ち
ろ
ん
類
比
だ
け
で
な
く
違
い
も
興
味
深
い
論
点
で
す
。
「
作
家
～
建
 

築
家
」
と
い
う
ア
ナ
ロ
ジ
ー
は
成
立
す
る
の
か
。
小
説
家
の
執
筆
行
為
は
設
 

計
図
作
成
、
基
礎
工
事
、
建
設
な
ど
建
築
の
ど
の
過
程
に
当
た
る
の
か
。
小
 

説
の
読
者
に
類
す
る
も
の
は
、
建
築
の
住
人
や
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
の
よ
う
に
も
 

思
わ
れ
ま
す
が
、
建
築
の
場
合
は
逆
の
順
序
で
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
の
要
望
に
応
 

じ
な
が
ら
設
計
す
る
も
の
で
す
。
小
説
は
読
者
の
要
望
を
潜
在
的
に
読
み
取
 

る
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
が
、
基
本
的
に
作
家
が
自
由
に
書
い
た
も
の
を
読
 

者
は
受
け
取
る
の
で
、
こ
の
点
で
類
比
が
う
ま
く
い
か
な
い
よ
う
に
思
い
ま
 

す

。

 

さ
ら
に
作
品
成
立
プ
ロ
セ
ス
を
細
か
く
考
え
る
と
、
小
説
は
編
集
・
広
 

報
・
流
通
等
々
に
多
く
の
人
的
・
組
織
的
工
程
が
関
わ
っ
て
い
ま
す
。
メ
デ
 

ィ
ア
的
な
観
点
か
ら
み
て
も
雑
誌
の
紙
質
や
電
子
媒
体
の
選
択
、
そ
こ
に
か
 

か
る
労
働
の
問
題
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
た
部
分
は
人
目
に
あ
ま
り
つ
 

か
ず
、
見
過
ご
さ
れ
が
ち
な
バ
ッ
ク
ヤ
ー
ド
的
領
域
で
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
 

す
。
同
様
に
建
物
も
建
築
家
の
作
品
だ
と
言
っ
て
し
ま
う
と
、
そ
こ
に
関
わ
 

る
多
く
の
人
々
の
労
力
が
見
過
ご
さ
れ
て
し
ま
う
気
が
し
て
、
建
築
の
世
界
 

で
は
そ
の
あ
た
り
は
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
 

が
気
に
な
っ
て
い
ま
す
。
小
説
家
は
小
説
を
作
り
、
建
築
家
は
建
物
を
作
る
 

と
し
て
、
そ
こ
に
は
他
に
も
い
ろ
ん
な
人
が
関
わ
っ
て
い
る
の
で
、
出
来
上
 

が
っ
た
も
の
は
誰
の
功
績
や
所
有
、
責
任
に
な
る
の
か
と
い
う
抽
象
的
な
問
 

題
で
す
ね
。
 

小
説
の
中
に
描
か
れ
た
建
物
や
空
間
を
問
題
に
す
る
こ
と
を
第
一
段
階
と
 

し
た
ら
、
さ
ら
に
進
ん
で
建
築
と
文
学
は
並
べ
て
語
れ
る
も
の
な
の
か
、
そ
 

一 にu 
にu 

一 

え
て
同
じ
場
面
を
語
り
直
す
の
で
す
。
そ
う
し
た
ル
ー
プ
が
こ
の
場
面
で
は

空
間
的
に
起
こ
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

建
築
と
文
学
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー

佐
藤

僕
か
ら
は
、
文
学
と
建
築
を
考
え
る
枠
組
み
の
話
で
す
。
建
築
家
の

青
木
淳
さ
ん
の
編
集
で
、
建
築
が
関
係
す
る
小
説
を
集
め
た
『
建
築
文
学
傑

作
選
』（2017

）
と
い
う
本
が
あ
り
ま
す
。
青
木
さ
ん
は
そ
う
し
た
小
説
を

「
建
築
文
学
」
と
呼
び
ま
す
が
、
そ
れ
は
建
築
を
描
い
た
文
学
で
あ
る
と
同

時
に
、
建
築
の
よ
う
な
文
学
や
、
建
築
の
問
題
を
考
え
さ
せ
る
文
学
で
も
あ

る
と
い
い
ま
す
。
建
物
が
出
て
こ
な
く
と
も
見
事
な
空
間
を
描
い
て
い
た

り
、
小
説
自
体
か
ら
空
間
を
感
じ
た
り
す
る
よ
う
な
も
の
も
想
定
し
て
い
る

よ
う
で
す
。

そ
こ
で
こ
の
言
葉
を
ひ
っ
く
り
返
す
と
「
文
学
建
築
」
に
な
る
の
で
す

が
、
文
学
的
な
建
築
と
い
う
言
い
方
は
あ
り
う
る
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
を

考
え
ま
し
た
。
そ
れ
は
建
築
を
文
学
的
に
読
む
、
設
計
図
を
読
む
の
で
は
な

く
出
来
上
が
っ
た
建
造
物
を
読
み
取
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
例
え
ば
岡
﨑

乾
二
郎
さ
ん
な
ど
の
お
仕
事
が
当
て
は
ま
る
か
と
思
い
ま
す
。

さ
ら
に
思
考
を
ふ
く
ら
ま
せ
れ
ば
、
建
築
と
文
学
を
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
考
え

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
壮
大
な
伽
藍
の
よ
う
な
小
説
、
あ
る
い
は
神
殿
の
よ

う
な
素
晴
ら
し
い
小
説
な
ど
と
評
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
う
い
っ
た

次
元
を
超
え
て
、
建
築
を
作
る
と
い
う
こ
と
と
文
学
作
品
を
生
み
出
す
と
い

う
こ
と
を
並
べ
て
類
比
し
う
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
類
比
だ
け
で
な
く
違
い
も
興
味
深
い
論
点
で
す
。「
作
家＝

建

築
家
」
と
い
う
ア
ナ
ロ
ジ
ー
は
成
立
す
る
の
か
。
小
説
家
の
執
筆
行
為
は
設

計
図
作
成
、
基
礎
工
事
、
建
設
な
ど
建
築
の
ど
の
過
程
に
当
た
る
の
か
。
小

説
の
読
者
に
類
す
る
も
の
は
、
建
築
の
住
人
や
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
の
よ
う
に
も

思
わ
れ
ま
す
が
、
建
築
の
場
合
は
逆
の
順
序
で
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
の
要
望
に
応

じ
な
が
ら
設
計
す
る
も
の
で
す
。
小
説
は
読
者
の
要
望
を
潜
在
的
に
読
み
取

る
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
が
、
基
本
的
に
作
家
が
自
由
に
書
い
た
も
の
を
読

者
は
受
け
取
る
の
で
、
こ
の
点
で
類
比
が
う
ま
く
い
か
な
い
よ
う
に
思
い
ま

す
。さ

ら
に
作
品
成
立
プ
ロ
セ
ス
を
細
か
く
考
え
る
と
、
小
説
は
編
集
・
広

報
・
流
通
等
々
に
多
く
の
人
的
・
組
織
的
工
程
が
関
わ
っ
て
い
ま
す
。
メ
デ

ィ
ア
的
な
観
点
か
ら
み
て
も
雑
誌
の
紙
質
や
電
子
媒
体
の
選
択
、
そ
こ
に
か

か
る
労
働
の
問
題
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
た
部
分
は
人
目
に
あ
ま
り
つ

か
ず
、
見
過
ご
さ
れ
が
ち
な
バ
ッ
ク
ヤ
ー
ド
的
領
域
で
あ
る
よ
う
に
思
い
ま

す
。
同
様
に
建
物
も
建
築
家
の
作
品
だ
と
言
っ
て
し
ま
う
と
、
そ
こ
に
関
わ

る
多
く
の
人
々
の
労
力
が
見
過
ご
さ
れ
て
し
ま
う
気
が
し
て
、
建
築
の
世
界

で
は
そ
の
あ
た
り
は
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と

が
気
に
な
っ
て
い
ま
す
。
小
説
家
は
小
説
を
作
り
、
建
築
家
は
建
物
を
作
る

と
し
て
、
そ
こ
に
は
他
に
も
い
ろ
ん
な
人
が
関
わ
っ
て
い
る
の
で
、
出
来
上

が
っ
た
も
の
は
誰
の
功
績
や
所
有
、
責
任
に
な
る
の
か
と
い
う
抽
象
的
な
問

題
で
す
ね
。

小
説
の
中
に
描
か
れ
た
建
物
や
空
間
を
問
題
に
す
る
こ
と
を
第
一
段
階
と

し
た
ら
、
さ
ら
に
進
ん
で
建
築
と
文
学
は
並
べ
て
語
れ
る
も
の
な
の
か
、
そ

座談会「文学×建築─文学部で建築を語る可能性」 （６８）

― ５５ ―
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れ
と
も
違
う
か
ら
こ
そ
ク
ロ
ス
し
て
面
白
い
も
の
な
の
か
を
考
え
て
い
ま
 

す

。

 

新
し
い
建
築
教
育
の
可
能
性
 

松
井
 
僕
は
今
自
分
が
所
属
す
る
追
手
門
学
院
大
学
の
組
織
が
お
そ
ら
く
世
 

界
初
の
文
学
部
に
お
け
る
建
築
教
育
機
関
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
特
定
 

の
ト
ピ
ッ
ク
よ
り
も
建
築
教
育
一
般
に
つ
い
て
考
え
た
い
と
思
い
ま
す
。
 

ま
ず
追
手
門
学
院
大
学
の
「
美
学
・
建
築
文
化
専
攻
」
と
い
う
専
攻
名
が
 

重
要
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
一
般
的
な
建
築
教
育
機
関
は
「
建
築
学
科
」
や
 

「
建
築
学
部
」
で
す
が
、
建
築
「
文
化
」
と
い
う
名
称
か
ら
は
、
建
築
を
支
 

え
る
建
築
家
以
外
の
様
々
な
人
々
や
要
素
の
存
在
を
想
起
さ
せ
ま
す
。
こ
の
 

点
に
新
し
い
建
築
人
材
の
育
成
や
教
育
の
可
能
性
を
感
じ
て
い
ま
す
。
 

既
存
の
建
築
教
育
機
関
と
い
う
の
は
、
建
築
家
の
養
成
と
い
う
目
標
が
基
 

本
的
な
枠
組
み
を
作
っ
て
い
ま
す
。
で
す
が
佐
藤
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
 

う
に
、
建
物
に
は
土
地
売
買
か
ら
施
工
に
関
わ
る
人
々
、
施
主
、
そ
の
他
 

様
々
な
人
々
が
関
わ
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
踏
ま
え
る
と
、
建
築
教
育
機
関
 

が
建
築
家
養
成
機
関
に
な
っ
て
い
る
こ
と
の
問
題
点
は
、
建
物
が
で
き
た
後
 

の
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
思
考
・
議
論
で
き
な
い
こ
と
で
す
。
建
物
が
こ
の
世
界
 

に
立
ち
上
が
っ
た
後
の
こ
と
は
せ
い
ぜ
い
保
存
や
活
用
、
解
体
が
議
論
さ
れ
 

る
程
度
で
、
建
物
の
作
り
っ
ぱ
な
し
と
い
う
の
が
現
状
で
あ
る
よ
う
に
思
い
 

ま
す
。
建
物
が
立
っ
た
後
も
含
め
て
建
築
文
化
に
携
わ
る
職
業
も
実
際
に
 

様
々
な
も
の
が
あ
る
の
で
、
そ
う
い
っ
た
方
向
の
建
築
教
育
を
文
学
部
で
展
 

開
で
き
そ
う
で
す
し
、
建
築
家
養
成
に
一
点
集
中
す
る
こ
と
な
く
建
築
家
と
 

の
適
度
な
距
離
感
を
感
覚
と
し
て
も
っ
て
お
け
る
環
境
も
良
い
と
感
じ
て
い
 

ま
す
。
 

先
生
方
の
お
話
を
聞
い
て
可
能
性
を
感
じ
た
の
は
、
建
築
の
批
評
教
育
、
 

建
築
を
語
る
言
葉
の
教
育
で
す
。
高
木
先
生
が
学
生
時
代
の
設
計
課
題
の
講
 

評
会
の
際
の
教
員
の
コ
メ
ン
ト
や
言
葉
遣
い
が
思
い
出
に
残
っ
て
い
る
と
い
 

う
点
は
興
味
深
い
こ
と
で
す
。
と
い
う
の
も
建
築
や
建
物
が
要
求
す
る
言
葉
 

は
と
て
も
独
特
だ
か
ら
で
す
。
村
口
先
生
が
ご
指
摘
し
た
「
け
は
ひ
」
も
含
 

め
て
、
建
築
や
建
物
は
普
段
の
言
葉
遣
い
や
人
の
心
情
を
表
現
す
る
も
の
と
 

は
ま
た
違
う
種
類
の
言
葉
を
要
求
す
る
よ
う
に
感
じ
て
い
ま
す
。
も
っ
と
言
 

え
ば
、
建
築
が
専
門
で
な
い
人
に
も
建
築
や
建
物
を
語
ろ
う
と
い
う
気
持
ち
 

が
起
こ
る
の
は
、
建
物
を
前
に
す
る
と
そ
れ
ら
が
独
特
な
言
葉
を
求
め
て
く
 

る
、
あ
る
い
は
そ
う
い
っ
た
雰
囲
気
を
出
し
て
く
る
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。
 

そ
の
点
で
、
建
築
が
要
求
す
る
言
葉
の
教
育
と
し
て
の
批
評
教
育
は
、
工
 

学
部
に
お
け
る
建
築
教
育
で
は
あ
ま
り
で
き
な
い
も
の
で
す
の
で
、
文
学
×
 

建
築
の
可
能
性
の
ひ
と
つ
と
し
て
あ
る
と
思
い
ま
す
。
 

ま
た
こ
の
会
を
催
す
に
あ
た
っ
て
、
高
木
先
生
の
文
学
研
究
の
ご
論
考
を
 

い
く
つ
か
読
ま
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
の
と
き
に
、
個
人
的
な
主
観
で
 

す
が
、
文
学
研
究
は
文
学
批
評
に
接
近
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
い
う
印
象
を
 

持
ち
ま
し
た
。
つ
ま
り
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
に
テ
ー
ゼ
を
論
証
し
て
い
く
部
分
 

と
、
扱
っ
て
い
る
文
学
作
品
の
面
白
さ
を
批
評
し
て
読
者
に
も
そ
れ
を
読
む
 

よ
う
に
勧
め
る
部
分
が
重
な
っ
て
い
る
部
分
が
見
受
け
ら
れ
た
の
で
す
。
そ
 

う
し
た
点
は
建
築
分
野
で
も
取
り
入
れ
て
い
け
た
ら
と
思
い
ま
し
た
。
 

一 

れ
と
も
違
う
か
ら
こ
そ
ク
ロ
ス
し
て
面
白
い
も
の
な
の
か
を
考
え
て
い
ま

す
。

新
し
い
建
築
教
育
の
可
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性

松
井

僕
は
今
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す
る
追
手
門
学
院
大
学
の
組
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が
お
そ
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く
世

界
初
の
文
学
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に
お
け
る
建
築
教
育
機
関
で
あ
る
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と
を
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ま
え
て
、
特
定

の
ト
ピ
ッ
ク
よ
り
も
建
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教
育
一
般
に
つ
い
て
考
え
た
い
と
思
い
ま
す
。
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追
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学
院
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学
の
「
美
学
・
建
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文
化
専
攻
」
と
い
う
専
攻
名
が

重
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だ
と
思
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て
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ま
す
。
一
般
的
な
建
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教
育
機
関
は
「
建
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学
科
」
や

「
建
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学
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」
で
す
が
、
建
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と
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は
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建
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建
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す
が
、
文
学
研
究
は
文
学
批
評
に
接
近
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
い
う
印
象
を

持
ち
ま
し
た
。
つ
ま
り
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
に
テ
ー
ゼ
を
論
証
し
て
い
く
部
分

と
、
扱
っ
て
い
る
文
学
作
品
の
面
白
さ
を
批
評
し
て
読
者
に
も
そ
れ
を
読
む

よ
う
に
勧
め
る
部
分
が
重
な
っ
て
い
る
部
分
が
見
受
け
ら
れ
た
の
で
す
。
そ

う
し
た
点
は
建
築
分
野
で
も
取
り
入
れ
て
い
け
た
ら
と
思
い
ま
し
た
。

松井健太・高木 彬・佐藤貴之・村口進介
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空
間
と
建
築
 

松
井
 
こ
こ
か
ら
は
、
追
手
門
学
院
大
学
文
学
部
美
学
・
建
築
文
化
専
攻
所
 

属
で
建
築
家
の
青
島
啓
太
先
生
も
含
め
ま
し
て
、
全
体
討
論
に
移
り
た
い
と
 

思
い
ま
す
。
 

高
木
 
追
手
門
学
院
大
学
で
は
文
学
部
に
建
築
の
専
攻
が
あ
る
と
聞
い
た
と
 

き
、
画
期
的
だ
と
思
い
ま
し
た
。
僕
が
京
都
工
芸
繊
維
大
学
を
選
ん
だ
の
 

も
、
建
築
の
学
科
な
の
に
文
学
的
な
要
素
が
含
ま
れ
て
い
た
か
ら
な
の
で
、
 

近
い
も
の
を
感
じ
ま
し
た
。
当
時
は
建
築
家
に
な
り
た
い
と
は
思
っ
て
い
ま
 

し
た
が
、
そ
れ
で
も
建
築
を
工
学
的
に
の
み
捉
え
る
こ
と
は
何
か
違
う
と
感
 

じ
て
い
ま
し
た
。
建
築
物
が
完
成
し
た
後
に
、
そ
の
空
間
を
人
々
が
ど
の
よ
 

う
に
経
験
し
、
ま
な
ざ
す
の
か
と
い
っ
た
こ
と
は
大
切
で
す
。
そ
れ
を
探
る
 

た
め
に
僕
は
文
学
を
読
ん
で
い
ま
す
。
 

そ
の
点
で
、
村
口
先
生
の
「
け
は
ひ
」
の
お
話
は
面
白
い
と
感
じ
ま
し
 

た
。
建
築
物
の
な
か
に
含
ま
れ
る
物
語
性
と
い
っ
た
ら
い
い
の
で
し
ょ
う
 

か
。
石
田
潤
一
郎
先
生
が
『
建
築
を
見
つ
め
て
、
都
市
に
見
つ
め
ら
れ
て
』
 

(2018
）
で
書
か
れ
て
い
る
こ
と
に
も
通
じ
ま
す
が
、
そ
う
し
た
こ
と
は
、
 

こ
れ
か
ら
の
建
築
教
育
で
も
重
要
に
な
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。
 

松
井
先
生
の
お
話
と
も
つ
な
が
り
ま
す
が
、
建
築
物
が
完
成
し
た
後
に
そ
 

れ
を
人
々
が
使
用
す
る
と
き
、
ど
ん
な
空
間
が
生
ま
れ
て
く
る
の
か
。
使
い
 

手
が
後
か
ら
何
か
を
付
け
加
え
た
り
、
建
築
家
の
設
計
意
図
に
マ
イ
ナ
ー
チ
 

エ
ン
ジ
を
加
え
た
り
と
い
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
面
白
い
の
で
は
な
い
で
し
 

ょ
う
か
。
こ
の
あ
た
り
は
今
日
の
四
人
全
員
の
話
に
共
通
す
る
部
分
か
と
思
 

い
ま
す
。
 

松
井
 
こ
こ
ま
で
の
論
点
を
一
度
ま
と
め
ま
す
と
、
ひ
と
つ
は
建
築
と
言
葉
 

の
関
係
、
も
う
ひ
と
つ
は
建
物
を
め
ぐ
る
人
々
や
制
度
の
話
で
し
ょ
う
か
。
 

そ
こ
で
共
通
し
て
い
る
の
は
、
建
築
と
い
う
も
の
が
空
間
的
な
視
点
で
捉
 

え
ら
れ
る
こ
と
、
空
間
的
な
視
点
が
普
遍
的
な
思
考
形
式
と
し
て
あ
る
と
い
 

う
こ
と
で
す
。
た
だ
し
建
築
イ
コ
ー
ル
空
間
と
い
う
図
式
は
個
人
的
に
は
非
 

常
に
近
代
的
な
発
想
で
、
必
ず
し
も
あ
ら
ゆ
る
時
代
に
当
て
は
ま
る
こ
と
で
 

は
な
い
と
思
い
ま
す
。
他
の
分
野
の
方
た
ち
が
空
間
に
興
味
を
も
つ
よ
う
に
 

な
る
の
は
、
空
間
が
建
築
分
野
の
専
売
特
許
で
は
な
い
か
ら
で
す
ね
。
 

高
木
 
建
築
イ
コ
ー
ル
空
間
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
ノ
 

ル
ベ
ル
ク
～
シ
ュ
ル
ツ
が
『
実
存
・
空
間
・
建
築
』
（
1971
）
で
も
述
べ
て
 

い
ま
す
ね
。
建
築
の
空
間
は
建
築
家
の
専
売
特
許
で
は
な
く
、
そ
の
空
間
に
 

コ
ミ
ッ
ト
す
る
様
々
な
分
野
が
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
場
を
物
理
的
に
作
り
出
 

す
の
は
も
ち
ろ
ん
建
築
家
で
す
が
、
そ
れ
以
外
の
た
く
さ
ん
の
人
々
が
空
間
 

に
は
関
わ
っ
て
い
ま
す
。
 

今
は
空
間
創
造
と
い
う
点
で
建
築
家
の
存
在
が
か
な
り
強
く
な
っ
て
い
ま
 

す
が
、
先
ほ
ど
の
村
口
先
生
の
『
源
氏
物
語
』
の
お
話
な
ど
は
建
築
家
の
こ
 

と
で
は
な
く
て
、
あ
る
時
代
に
固
有
の
空
間
性
が
複
数
の
主
体
の
ス
イ
ッ
チ
 

ン
グ
と
い
う
仕
方
で
表
象
さ
れ
て
い
る
と
い
う
ご
指
摘
で
す
。
そ
れ
は
空
間
 

イ
コ
ー
ル
建
築
と
い
う
強
す
ぎ
る
図
式
を
相
対
化
し
て
く
れ
る
視
点
だ
と
思
 

い
ま
す
。
 

松
井
 
当
時
の
空
間
認
識
は
そ
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
け
れ
 

一 
〔‘。 

に
u
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空
間
と
建
築

松
井

こ
こ
か
ら
は
、
追
手
門
学
院
大
学
文
学
部
美
学
・
建
築
文
化
専
攻
所

属
で
建
築
家
の
青
島
啓
太
先
生
も
含
め
ま
し
て
、
全
体
討
論
に
移
り
た
い
と

思
い
ま
す
。

高
木

追
手
門
学
院
大
学
で
は
文
学
部
に
建
築
の
専
攻
が
あ
る
と
聞
い
た
と

き
、
画
期
的
だ
と
思
い
ま
し
た
。
僕
が
京
都
工
芸
繊
維
大
学
を
選
ん
だ
の

も
、
建
築
の
学
科
な
の
に
文
学
的
な
要
素
が
含
ま
れ
て
い
た
か
ら
な
の
で
、

近
い
も
の
を
感
じ
ま
し
た
。
当
時
は
建
築
家
に
な
り
た
い
と
は
思
っ
て
い
ま

し
た
が
、
そ
れ
で
も
建
築
を
工
学
的
に
の
み
捉
え
る
こ
と
は
何
か
違
う
と
感

じ
て
い
ま
し
た
。
建
築
物
が
完
成
し
た
後
に
、
そ
の
空
間
を
人
々
が
ど
の
よ

う
に
経
験
し
、
ま
な
ざ
す
の
か
と
い
っ
た
こ
と
は
大
切
で
す
。
そ
れ
を
探
る

た
め
に
僕
は
文
学
を
読
ん
で
い
ま
す
。

そ
の
点
で
、
村
口
先
生
の
「
け
は
ひ
」
の
お
話
は
面
白
い
と
感
じ
ま
し

た
。
建
築
物
の
な
か
に
含
ま
れ
る
物
語
性
と
い
っ
た
ら
い
い
の
で
し
ょ
う

か
。
石
田
潤
一
郎
先
生
が
『
建
築
を
見
つ
め
て
、
都
市
に
見
つ
め
ら
れ
て
』

（2018

）
で
書
か
れ
て
い
る
こ
と
に
も
通
じ
ま
す
が
、
そ
う
し
た
こ
と
は
、

こ
れ
か
ら
の
建
築
教
育
で
も
重
要
に
な
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。

松
井
先
生
の
お
話
と
も
つ
な
が
り
ま
す
が
、
建
築
物
が
完
成
し
た
後
に
そ

れ
を
人
々
が
使
用
す
る
と
き
、
ど
ん
な
空
間
が
生
ま
れ
て
く
る
の
か
。
使
い

手
が
後
か
ら
何
か
を
付
け
加
え
た
り
、
建
築
家
の
設
計
意
図
に
マ
イ
ナ
ー
チ

ェ
ン
ジ
を
加
え
た
り
と
い
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
面
白
い
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。
こ
の
あ
た
り
は
今
日
の
四
人
全
員
の
話
に
共
通
す
る
部
分
か
と
思

い
ま
す
。

松
井

こ
こ
ま
で
の
論
点
を
一
度
ま
と
め
ま
す
と
、
ひ
と
つ
は
建
築
と
言
葉

の
関
係
、
も
う
ひ
と
つ
は
建
物
を
め
ぐ
る
人
々
や
制
度
の
話
で
し
ょ
う
か
。

そ
こ
で
共
通
し
て
い
る
の
は
、
建
築
と
い
う
も
の
が
空
間
的
な
視
点
で
捉

え
ら
れ
る
こ
と
、
空
間
的
な
視
点
が
普
遍
的
な
思
考
形
式
と
し
て
あ
る
と
い

う
こ
と
で
す
。
た
だ
し
建
築
イ
コ
ー
ル
空
間
と
い
う
図
式
は
個
人
的
に
は
非

常
に
近
代
的
な
発
想
で
、
必
ず
し
も
あ
ら
ゆ
る
時
代
に
当
て
は
ま
る
こ
と
で

は
な
い
と
思
い
ま
す
。
他
の
分
野
の
方
た
ち
が
空
間
に
興
味
を
も
つ
よ
う
に

な
る
の
は
、
空
間
が
建
築
分
野
の
専
売
特
許
で
は
な
い
か
ら
で
す
ね
。

高
木

建
築
イ
コ
ー
ル
空
間
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
ノ

ル
ベ
ル
ク＝

シ
ュ
ル
ツ
が
『
実
存
・
空
間
・
建
築
』（1971

）
で
も
述
べ
て

い
ま
す
ね
。
建
築
の
空
間
は
建
築
家
の
専
売
特
許
で
は
な
く
、
そ
の
空
間
に

コ
ミ
ッ
ト
す
る
様
々
な
分
野
が
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
場
を
物
理
的
に
作
り
出

す
の
は
も
ち
ろ
ん
建
築
家
で
す
が
、
そ
れ
以
外
の
た
く
さ
ん
の
人
々
が
空
間

に
は
関
わ
っ
て
い
ま
す
。

今
は
空
間
創
造
と
い
う
点
で
建
築
家
の
存
在
が
か
な
り
強
く
な
っ
て
い
ま

す
が
、
先
ほ
ど
の
村
口
先
生
の
『
源
氏
物
語
』
の
お
話
な
ど
は
建
築
家
の
こ

と
で
は
な
く
て
、
あ
る
時
代
に
固
有
の
空
間
性
が
複
数
の
主
体
の
ス
イ
ッ
チ

ン
グ
と
い
う
仕
方
で
表
象
さ
れ
て
い
る
と
い
う
ご
指
摘
で
す
。
そ
れ
は
空
間

イ
コ
ー
ル
建
築
と
い
う
強
す
ぎ
る
図
式
を
相
対
化
し
て
く
れ
る
視
点
だ
と
思

い
ま
す
。

松
井

当
時
の
空
間
認
識
は
そ
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
け
れ
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ど
、
時
代
が
変
わ
れ
ば
異
な
る
空
間
構
成
の
認
識
や
仕
方
が
あ
る
。
僕
と
し
 

て
は
や
は
り
建
築
家
が
空
間
の
全
て
を
作
り
出
し
て
い
る
と
い
う
建
築
家
万
 

能
図
式
の
牙
城
を
崩
し
た
い
の
で
興
味
深
か
っ
た
で
す
。
 

高
木
 
同
感
で
す
。
ど
の
よ
う
に
し
て
建
築
物
を
、
建
築
家
の
描
い
た
図
面
 

や
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
か
ら
解
放
し
て
い
く
の
か
。
も
ち
ろ
ん
建
築
家
も
、
設
 

計
す
る
と
き
に
は
、
そ
の
後
ど
う
使
わ
れ
て
い
く
の
か
、
つ
ま
り
用
途
や
機
 

能
を
考
え
る
は
ず
で
す
。
で
も
、
た
と
え
ば
非
常
に
素
朴
な
例
で
言
え
ば
、
 

住
宅
の
一
部
が
キ
ッ
チ
ン
と
し
て
設
計
さ
れ
た
と
し
て
も
、
住
人
が
キ
ッ
チ
 

ン
と
し
て
使
わ
な
い
と
い
う
こ
と
は
当
然
あ
り
う
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
っ
 

た
 
「
ず
ら
し
」
に
つ
い
て
は
、
建
築
の
作
り
手
は
言
及
し
よ
う
が
な
い
。
い
 

っ
ぽ
う
で
文
学
に
は
、
た
と
え
ば
吉
本
ば
な
な
の
『
キ
ッ
チ
ン
』
（
1988
) 

な
ど
、
そ
う
し
た
「
ず
ら
し
」
こ
そ
が
、
使
い
手
の
内
面
と
と
も
に
描
か
れ
 

る
。
そ
う
し
た
点
が
、
文
学
で
建
築
を
考
え
る
面
白
さ
の
ひ
と
つ
だ
と
思
い
 

ま
す
。
 

言
葉
と
建
築
 

村
口
 
今
ぼ
く
た
ち
が
話
し
て
い
る
製
図
室
に
は
『
新
建
築
』
を
は
じ
め
、
 

た
く
さ
ん
の
建
築
雑
誌
が
並
ん
で
い
ま
す
が
、
そ
の
種
の
雑
誌
で
建
築
家
が
 

自
分
の
作
品
を
説
明
す
る
、
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
を
出
す
こ
と
が
文
化
と
し
て
 

あ
り
ま
す
ね
。
美
術
界
で
も
、
作
家
が
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
を
出
す
と
い
う
こ
 

と
は
当
た
り
前
で
フ
ラ
イ
ヤ
ー
な
ど
の
文
章
も
、
作
品
の
一
要
素
と
し
て
含
 

め
て
見
る
と
い
う
傾
向
が
か
な
り
強
く
な
っ
て
い
ま
す
。
 

そ
れ
は
文
学
研
究
で
言
え
ば
、
ジ
ェ
ラ
ー
ル
・
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
が
い
う
と
こ
 

ろ
の
プ
レ
テ
ク
ス
ト
や
パ
ラ
テ
ク
ス
ト
に
相
当
し
、
表
紙
や
タ
イ
ト
ル
、
目
 

次
、
前
書
き
 

と
い
っ
た
、
物
語
の
本
文
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
周
辺
に
 

付
随
す
る
テ
ク
ス
ト
も
含
め
て
作
品
を
考
え
よ
う
と
い
う
立
場
で
す
。
 

建
築
家
の
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
は
誰
が
読
む
た
め
の
、
誰
に
向
け
て
語
ら
れ
 

た
言
葉
な
の
で
し
ょ
う
か
？
 

松
井
 

『
新
建
築
』
は
一
般
の
人
た
ち
向
け
に
は
ほ
と
ん
ど
書
か
れ
て
い
な
 

い
と
思
い
ま
す
。
当
然
想
定
さ
れ
て
い
る
層
は
建
築
家
な
ど
の
業
界
関
係
者
 

で
す
が
、
加
え
て
重
要
な
読
者
は
建
築
学
生
で
す
。
と
い
う
の
も
こ
の
種
の
 

専
門
雑
誌
は
建
築
設
計
教
育
と
密
接
に
関
係
し
て
い
る
と
思
う
か
ら
で
す
。
 

実
は
建
築
設
計
教
育
と
建
築
士
の
職
能
に
は
か
な
り
の
ず
れ
が
あ
っ
て
、
 

学
生
が
取
り
組
ん
で
い
る
設
計
課
題
の
作
業
を
仕
事
と
し
て
設
計
実
践
で
同
 

じ
よ
う
に
や
る
と
い
う
こ
と
は
ま
ず
な
い
。
例
え
ば
講
評
会
と
い
う
場
で
学
 

生
に
わ
ざ
わ
ざ
自
分
の
設
計
物
に
つ
い
て
の
コ
ン
セ
プ
ト
を
言
葉
で
説
明
さ
 

せ
た
り
も
し
ま
す
が
、
そ
れ
は
建
築
士
試
験
に
は
含
ま
れ
て
い
ま
せ
ん
。
建
 

築
設
計
教
育
は
建
築
士
に
な
る
た
め
以
上
の
要
素
を
含
ん
で
い
ま
す
。
 

そ
う
し
た
設
計
教
育
を
う
ま
く
循
環
さ
せ
る
た
め
の
一
種
の
範
例
の
よ
う
 

な
も
の
と
し
て
、
建
築
雑
誌
は
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
学
生
は
建
築
雑
誌
 

を
読
ん
で
設
計
物
を
コ
ン
セ
プ
ト
で
説
明
す
る
こ
と
を
学
び
、
教
員
も
そ
れ
 

を
求
め
て
く
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
設
計
教
育
は
成
立
し
て
い
る
わ
け
で
 

す

。

 

で
す
か
ら
建
築
雑
誌
で
発
せ
ら
れ
て
い
る
言
葉
は
、
職
業
建
築
家
が
外
部
 

に
対
し
て
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
を
発
し
て
い
る
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
彼
ら
 

ど
、
時
代
が
変
わ
れ
ば
異
な
る
空
間
構
成
の
認
識
や
仕
方
が
あ
る
。
僕
と
し

て
は
や
は
り
建
築
家
が
空
間
の
全
て
を
作
り
出
し
て
い
る
と
い
う
建
築
家
万

能
図
式
の
牙
城
を
崩
し
た
い
の
で
興
味
深
か
っ
た
で
す
。

高
木

同
感
で
す
。
ど
の
よ
う
に
し
て
建
築
物
を
、
建
築
家
の
描
い
た
図
面

や
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
か
ら
解
放
し
て
い
く
の
か
。
も
ち
ろ
ん
建
築
家
も
、
設

計
す
る
と
き
に
は
、
そ
の
後
ど
う
使
わ
れ
て
い
く
の
か
、
つ
ま
り
用
途
や
機

能
を
考
え
る
は
ず
で
す
。
で
も
、
た
と
え
ば
非
常
に
素
朴
な
例
で
言
え
ば
、

住
宅
の
一
部
が
キ
ッ
チ
ン
と
し
て
設
計
さ
れ
た
と
し
て
も
、
住
人
が
キ
ッ
チ

ン
と
し
て
使
わ
な
い
と
い
う
こ
と
は
当
然
あ
り
う
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
っ

た
「
ず
ら
し
」
に
つ
い
て
は
、
建
築
の
作
り
手
は
言
及
し
よ
う
が
な
い
。
い

っ
ぽ
う
で
文
学
に
は
、
た
と
え
ば
吉
本
ば
な
な
の
『
キ
ッ
チ
ン
』（1988

）

な
ど
、
そ
う
し
た
「
ず
ら
し
」
こ
そ
が
、
使
い
手
の
内
面
と
と
も
に
描
か
れ

る
。
そ
う
し
た
点
が
、
文
学
で
建
築
を
考
え
る
面
白
さ
の
ひ
と
つ
だ
と
思
い

ま
す
。

言
葉
と
建
築

村
口

今
ぼ
く
た
ち
が
話
し
て
い
る
製
図
室
に
は
『
新
建
築
』
を
は
じ
め
、

た
く
さ
ん
の
建
築
雑
誌
が
並
ん
で
い
ま
す
が
、
そ
の
種
の
雑
誌
で
建
築
家
が

自
分
の
作
品
を
説
明
す
る
、
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
を
出
す
こ
と
が
文
化
と
し
て

あ
り
ま
す
ね
。
美
術
界
で
も
、
作
家
が
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
を
出
す
と
い
う
こ

と
は
当
た
り
前
で
フ
ラ
イ
ヤ
ー
な
ど
の
文
章
も
、
作
品
の
一
要
素
と
し
て
含

め
て
見
る
と
い
う
傾
向
が
か
な
り
強
く
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
は
文
学
研
究
で
言
え
ば
、
ジ
ェ
ラ
ー
ル
・
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
が
い
う
と
こ

ろ
の
プ
レ
テ
ク
ス
ト
や
パ
ラ
テ
ク
ス
ト
に
相
当
し
、
表
紙
や
タ
イ
ト
ル
、
目

次
、
前
書
き
…
…
と
い
っ
た
、
物
語
の
本
文
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
周
辺
に

付
随
す
る
テ
ク
ス
ト
も
含
め
て
作
品
を
考
え
よ
う
と
い
う
立
場
で
す
。

建
築
家
の
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
は
誰
が
読
む
た
め
の
、
誰
に
向
け
て
語
ら
れ

た
言
葉
な
の
で
し
ょ
う
か
？

松
井
『
新
建
築
』
は
一
般
の
人
た
ち
向
け
に
は
ほ
と
ん
ど
書
か
れ
て
い
な

い
と
思
い
ま
す
。
当
然
想
定
さ
れ
て
い
る
層
は
建
築
家
な
ど
の
業
界
関
係
者

で
す
が
、
加
え
て
重
要
な
読
者
は
建
築
学
生
で
す
。
と
い
う
の
も
こ
の
種
の

専
門
雑
誌
は
建
築
設
計
教
育
と
密
接
に
関
係
し
て
い
る
と
思
う
か
ら
で
す
。

実
は
建
築
設
計
教
育
と
建
築
士
の
職
能
に
は
か
な
り
の
ず
れ
が
あ
っ
て
、

学
生
が
取
り
組
ん
で
い
る
設
計
課
題
の
作
業
を
仕
事
と
し
て
設
計
実
践
で
同

じ
よ
う
に
や
る
と
い
う
こ
と
は
ま
ず
な
い
。
例
え
ば
講
評
会
と
い
う
場
で
学

生
に
わ
ざ
わ
ざ
自
分
の
設
計
物
に
つ
い
て
の
コ
ン
セ
プ
ト
を
言
葉
で
説
明
さ

せ
た
り
も
し
ま
す
が
、
そ
れ
は
建
築
士
試
験
に
は
含
ま
れ
て
い
ま
せ
ん
。
建

築
設
計
教
育
は
建
築
士
に
な
る
た
め
以
上
の
要
素
を
含
ん
で
い
ま
す
。

そ
う
し
た
設
計
教
育
を
う
ま
く
循
環
さ
せ
る
た
め
の
一
種
の
範
例
の
よ
う

な
も
の
と
し
て
、
建
築
雑
誌
は
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
学
生
は
建
築
雑
誌

を
読
ん
で
設
計
物
を
コ
ン
セ
プ
ト
で
説
明
す
る
こ
と
を
学
び
、
教
員
も
そ
れ

を
求
め
て
く
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
設
計
教
育
は
成
立
し
て
い
る
わ
け
で

す
。で

す
か
ら
建
築
雑
誌
で
発
せ
ら
れ
て
い
る
言
葉
は
、
職
業
建
築
家
が
外
部

に
対
し
て
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
を
発
し
て
い
る
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
彼
ら
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も
元
建
築
学
生
と
し
て
属
し
て
い
た
独
特
の
建
築
設
計
教
育
と
い
う
空
間
の
 

中
で
循
環
し
て
い
る
も
の
だ
と
い
う
の
が
僕
の
考
え
で
す
。
 

佐
藤
 
お
話
を
聞
い
て
い
る
と
、
建
築
家
は
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
、
美
術
家
と
パ
 

ラ
レ
ル
な
気
が
し
ま
す
。
講
評
と
い
う
文
化
自
体
が
そ
う
い
っ
た
も
の
で
す
 

し
、
作
品
に
対
し
て
メ
タ
テ
ク
ス
ト
を
つ
け
て
、
そ
れ
も
総
合
し
た
作
品
と
 

し
て
一
個
提
出
し
、
そ
の
提
出
の
仕
方
も
様
式
が
あ
っ
て
、
様
式
の
ゲ
ー
ム
 

を
き
ち
ん
と
で
き
た
人
が
次
の
段
階
に
進
め
る
 

と
い
っ
た
感
じ
で
す
。
 

高
木
 

マ
ル
セ
ル
・
デ
ュ
シ
ャ
ン
以
降
の
モ
ダ
ン
ア
ー
ト
は
だ
い
た
い
そ
う
 

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
言
葉
な
し
に
は
成
り
立
た
な
い
。
む
し
ろ
ス
テ
ー
ト
メ
 

ン
ト
の
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
と
し
て
作
品
が
存
在
す
る
場
合
す
ら
あ
る
と
思
い
ま
 

す
。
近
代
以
降
の
建
築
は
、
そ
れ
を
意
識
的
で
あ
れ
無
意
識
的
で
あ
れ
踏
襲
 

し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
実
用
物
と
し
て
の
建
築
物
を
、
い
か
に
し
て
芸
術
 

た
ら
し
め
る
か
。
磯
崎
新
は
（
カ
ッ
コ
付
き
の
）
〈
建
築
〉
と
い
う
言
葉
を
 

よ
く
使
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
物
と
し
て
の
「
建
物
」
を
こ
え
た
、
芸
術
作
品
 

と
し
て
の
建
築
の
こ
と
で
す
。
近
代
以
降
の
建
築
家
の
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
 

は
、
こ
の
〈
 
〉
が
付
く
か
付
か
な
い
か
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
関
わ
っ
て
い
 

る
の
で
し
ょ
、
つ
。
 

松
井
 
先
ほ
ど
建
築
が
独
特
の
言
葉
を
要
求
す
る
と
述
べ
ま
し
た
が
、
少
し
 

違
う
文
脈
で
言
い
換
え
ま
す
と
、
要
す
る
に
建
築
物
は
ど
ん
な
に
私
的
な
も
 

の
で
あ
っ
て
も
公
共
物
な
わ
け
で
す
。
こ
こ
で
い
う
公
共
物
と
は
、
皆
が
自
 

由
に
そ
れ
に
つ
い
て
言
葉
を
発
し
て
い
い
と
い
う
意
味
で
考
え
て
い
ま
す
。
 

何
か
話
す
べ
き
こ
と
が
あ
る
の
で
ア
ゴ
ラ
や
広
場
の
よ
う
な
話
す
た
め
の
建
 

築
空
間
へ
行
き
ま
し
ょ
う
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
建
築
の
空
間
が
あ
る
か
 

ら
こ
そ
言
葉
が
出
て
く
る
。
そ
れ
は
、
建
築
家
が
自
分
の
設
計
し
た
建
物
を
 

ど
う
作
っ
た
か
、
ど
う
い
う
分
脈
で
評
価
し
て
ほ
し
い
か
を
設
定
す
る
ス
テ
 

ー
ト
メ
ン
ト
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
建
物
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
に
起
 

因
す
る
言
葉
で
す
。
 

建
築
は
彫
刻
の
よ
う
に
閉
ざ
さ
れ
た
私
室
に
飾
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
 

開
か
れ
た
地
上
に
立
つ
公
共
的
な
も
の
で
す
。
そ
し
て
建
築
と
名
乗
る
か
ら
 

に
は
、
誰
か
ら
で
も
批
評
の
言
葉
を
発
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
 

よ
う
に
建
物
を
語
る
権
利
が
誰
に
で
も
あ
る
こ
と
が
公
共
性
で
あ
り
、
自
分
 

自
身
を
語
ら
せ
る
権
利
を
皆
に
授
け
る
こ
と
が
建
築
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
 

古
代
以
来
の
公
共
建
築
と
い
う
の
は
そ
う
い
っ
た
も
の
で
、
作
り
手
側
か
 

ら
の
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
あ
り
き
で
建
築
に
接
す
る
と
い
う
の
は
近
代
の
現
象
 

で
す
。
芸
術
家
に
よ
る
宣
言
文
が
出
て
く
る
の
は
一
九
世
紀
以
降
で
す
。
 

言
葉
と
建
築
の
関
係
を
考
え
る
と
き
に
は
、
近
代
よ
り
前
の
古
く
か
ら
の
 

公
共
性
の
言
葉
を
考
え
る
こ
と
も
重
要
だ
と
思
い
ま
す
。
ウ
ィ
ト
ル
ー
ウ
ィ
 

ル
ス
と
い
う
古
代
ロ
ー
マ
建
築
家
が
書
い
た
書
物
『
建
築
十
書
』
は
、
最
古
 

の
建
築
理
論
書
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
が
ル
ネ
サ
ン
ス
の
時
代
に
ど
 

う
受
け
継
が
れ
た
か
い
う
と
、
建
築
の
施
主
や
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
、
要
は
建
築
 

家
で
は
な
い
人
た
ち
が
、
建
築
は
こ
の
よ
う
に
し
て
こ
う
い
う
言
葉
遣
い
で
 

語
れ
ば
い
い
ん
だ
と
い
う
よ
う
に
、
 
一
種
の
建
築
リ
テ
ラ
シ
ー
を
学
ぶ
た
め
 

に
よ
く
読
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
 

佐
藤
 
今
の
お
話
は
文
学
研
究
で
い
う
読
者
論
に
近
い
展
開
で
す
ね
。
作
家
 

の
所
有
物
で
あ
っ
た
作
品
に
読
者
が
参
加
す
る
こ
と
で
、
初
め
て
テ
ク
ス
ト
 

と
し
て
自
立
す
る
と
い
う
考
え
方
で
す
。
い
ま
お
話
し
い
た
だ
い
た
古
代
か
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も
元
建
築
学
生
と
し
て
属
し
て
い
た
独
特
の
建
築
設
計
教
育
と
い
う
空
間
の

中
で
循
環
し
て
い
る
も
の
だ
と
い
う
の
が
僕
の
考
え
で
す
。

佐
藤

お
話
を
聞
い
て
い
る
と
、
建
築
家
は
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
、
美
術
家
と
パ

ラ
レ
ル
な
気
が
し
ま
す
。
講
評
と
い
う
文
化
自
体
が
そ
う
い
っ
た
も
の
で
す

し
、
作
品
に
対
し
て
メ
タ
テ
ク
ス
ト
を
つ
け
て
、
そ
れ
も
総
合
し
た
作
品
と

し
て
一
個
提
出
し
、
そ
の
提
出
の
仕
方
も
様
式
が
あ
っ
て
、
様
式
の
ゲ
ー
ム

を
き
ち
ん
と
で
き
た
人
が
次
の
段
階
に
進
め
る
│
│
と
い
っ
た
感
じ
で
す
。

高
木

マ
ル
セ
ル
・
デ
ュ
シ
ャ
ン
以
降
の
モ
ダ
ン
ア
ー
ト
は
だ
い
た
い
そ
う

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
言
葉
な
し
に
は
成
り
立
た
な
い
。
む
し
ろ
ス
テ
ー
ト
メ

ン
ト
の
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
と
し
て
作
品
が
存
在
す
る
場
合
す
ら
あ
る
と
思
い
ま

す
。
近
代
以
降
の
建
築
は
、
そ
れ
を
意
識
的
で
あ
れ
無
意
識
的
で
あ
れ
踏
襲

し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
実
用
物
と
し
て
の
建
築
物
を
、
い
か
に
し
て
芸
術

た
ら
し
め
る
か
。
磯
崎
新
は
（
カ
ッ
コ
付
き
の
）〈
建
築
〉
と
い
う
言
葉
を

よ
く
使
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
物
と
し
て
の
「
建
物
」
を
こ
え
た
、
芸
術
作
品

と
し
て
の
建
築
の
こ
と
で
す
。
近
代
以
降
の
建
築
家
の
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト

は
、
こ
の
〈

〉
が
付
く
か
付
か
な
い
か
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
関
わ
っ
て
い

る
の
で
し
ょ
う
。

松
井

先
ほ
ど
建
築
が
独
特
の
言
葉
を
要
求
す
る
と
述
べ
ま
し
た
が
、
少
し

違
う
文
脈
で
言
い
換
え
ま
す
と
、
要
す
る
に
建
築
物
は
ど
ん
な
に
私
的
な
も

の
で
あ
っ
て
も
公
共
物
な
わ
け
で
す
。
こ
こ
で
い
う
公
共
物
と
は
、
皆
が
自

由
に
そ
れ
に
つ
い
て
言
葉
を
発
し
て
い
い
と
い
う
意
味
で
考
え
て
い
ま
す
。

何
か
話
す
べ
き
こ
と
が
あ
る
の
で
ア
ゴ
ラ
や
広
場
の
よ
う
な
話
す
た
め
の
建

築
空
間
へ
行
き
ま
し
ょ
う
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
建
築
の
空
間
が
あ
る
か

ら
こ
そ
言
葉
が
出
て
く
る
。
そ
れ
は
、
建
築
家
が
自
分
の
設
計
し
た
建
物
を

ど
う
作
っ
た
か
、
ど
う
い
う
分
脈
で
評
価
し
て
ほ
し
い
か
を
設
定
す
る
ス
テ

ー
ト
メ
ン
ト
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
建
物
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
に
起

因
す
る
言
葉
で
す
。

建
築
は
彫
刻
の
よ
う
に
閉
ざ
さ
れ
た
私
室
に
飾
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、

開
か
れ
た
地
上
に
立
つ
公
共
的
な
も
の
で
す
。
そ
し
て
建
築
と
名
乗
る
か
ら

に
は
、
誰
か
ら
で
も
批
評
の
言
葉
を
発
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の

よ
う
に
建
物
を
語
る
権
利
が
誰
に
で
も
あ
る
こ
と
が
公
共
性
で
あ
り
、
自
分

自
身
を
語
ら
せ
る
権
利
を
皆
に
授
け
る
こ
と
が
建
築
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

古
代
以
来
の
公
共
建
築
と
い
う
の
は
そ
う
い
っ
た
も
の
で
、
作
り
手
側
か

ら
の
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
あ
り
き
で
建
築
に
接
す
る
と
い
う
の
は
近
代
の
現
象

で
す
。
芸
術
家
に
よ
る
宣
言
文
が
出
て
く
る
の
は
一
九
世
紀
以
降
で
す
。

言
葉
と
建
築
の
関
係
を
考
え
る
と
き
に
は
、
近
代
よ
り
前
の
古
く
か
ら
の

公
共
性
の
言
葉
を
考
え
る
こ
と
も
重
要
だ
と
思
い
ま
す
。
ウ
ィ
ト
ル
ー
ウ
ィ

ル
ス
と
い
う
古
代
ロ
ー
マ
建
築
家
が
書
い
た
書
物
『
建
築
十
書
』
は
、
最
古

の
建
築
理
論
書
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
が
ル
ネ
サ
ン
ス
の
時
代
に
ど

う
受
け
継
が
れ
た
か
い
う
と
、
建
築
の
施
主
や
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
、
要
は
建
築

家
で
は
な
い
人
た
ち
が
、
建
築
は
こ
の
よ
う
に
し
て
こ
う
い
う
言
葉
遣
い
で

語
れ
ば
い
い
ん
だ
と
い
う
よ
う
に
、
一
種
の
建
築
リ
テ
ラ
シ
ー
を
学
ぶ
た
め

に
よ
く
読
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

佐
藤

今
の
お
話
は
文
学
研
究
で
い
う
読
者
論
に
近
い
展
開
で
す
ね
。
作
家

の
所
有
物
で
あ
っ
た
作
品
に
読
者
が
参
加
す
る
こ
と
で
、
初
め
て
テ
ク
ス
ト

と
し
て
自
立
す
る
と
い
う
考
え
方
で
す
。
い
ま
お
話
し
い
た
だ
い
た
古
代
か

座談会「文学×建築─文学部で建築を語る可能性」 （７２）
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ら
の
公
共
空
間
が
、
近
代
で
は
作
家
や
建
築
家
な
ど
作
り
手
の
所
有
物
に
さ
 

れ
、
そ
れ
が
現
代
に
向
か
う
に
つ
れ
て
再
び
受
け
手
側
に
タ
ー
ン
し
て
き
て
 

い
る
。
一
九
六
八
年
前
後
の
革
命
的
気
運
に
お
い
て
、
私
的
所
有
を
廃
し
て
 

共
有
財
を
取
り
戻
せ
と
い
う
声
の
中
に
文
学
研
究
も
呼
応
し
て
、
ロ
ラ
ン
・
 

バ
ル
ト
の
テ
ク
ス
ト
論
以
降
そ
う
い
っ
た
流
れ
に
な
っ
た
と
思
い
ま
す
。
建
 

築
も
そ
う
い
う
潮
流
に
繋
が
っ
て
い
る
の
か
な
と
思
い
ま
し
た
。
 

高
木
 
建
築
批
評
で
は
一
九
八
〇
年
代
に
「
建
築
と
言
葉
」
が
ひ
と
つ
の
焦
 

点
に
な
り
ま
し
た
ね
。
た
と
え
ば
、
雑
誌
『
10
＋こ 

な
ど
で
そ
う
い
う
特
 

集
が
よ
く
組
ま
れ
て
い
ま
し
た
し
、
建
築
家
の
原
広
司
さ
ん
と
作
家
の
黒
井
 

千
次
さ
ん
に
よ
る
対
談
本
『
ヒ
ト
、
空
間
を
構
想
す
る
』
（
1985
）
な
ど
が
 

出
た
の
も
こ
の
頃
で
す
。
原
さ
ん
は
こ
の
本
の
な
か
で
、
建
築
家
だ
け
が
空
 

間
を
構
想
す
る
の
で
は
な
く
、
使
い
手
を
含
め
た
あ
ら
ゆ
る
人
が
空
間
を
構
 

想
し
て
い
る
と
い
う
話
を
し
て
い
ま
す
。
 

当
時
の
文
脈
の
中
で
注
目
さ
れ
て
い
た
の
は
、
記
号
論
的
に
建
築
物
を
読
 

解
す
る
こ
と
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
建
築
の
ボ
キ
ャ
ブ
ラ
リ
ー
と
い
う
言
い
 

方
も
あ
り
ま
し
た
。
た
と
え
ば
、
こ
の
窓
は
記
号
と
し
て
こ
う
い
う
意
味
を
 

持
っ
て
い
る
、
屋
根
は
こ
う
い
う
意
味
だ
、
と
い
っ
た
よ
う
に
で
す
。
そ
れ
 

は
、
先
ほ
ど
松
井
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
ウ
ィ
ト
ル
ウ
ィ
ウ
ス
が
『
建
築
十
 

書
』
で
示
し
た
、
ギ
リ
シ
ア
建
築
に
お
け
る
柱
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
（
オ
ー
ダ
 

ー
）
の
議
論
と
通
じ
あ
っ
て
い
ま
す
。
建
築
物
を
ひ
と
つ
の
記
号
体
系
、
つ
 

ま
り
テ
ク
ス
ト
と
し
て
社
会
に
開
く
こ
と
で
、
そ
の
記
号
を
共
有
す
る
人
々
 

と
の
公
共
性
を
保
と
う
と
し
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
一
九
八
〇
年
代
に
お
 

け
る
「
建
築
と
言
葉
」
の
議
論
で
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
建
築
家
が
ど
の
 

よ
う
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
す
る
か
、
と
い
っ
た
作
り
手
主
導
の
文
脈
で
語
ら
 

れ
る
こ
と
も
多
か
っ
た
わ
け
で
す
が
、
時
代
背
景
と
し
て
は
、
佐
藤
先
生
が
 

お
つ
し
ゃ
っ
た
バ
ル
ト
の
テ
ク
ス
ト
論
以
降
の
受
け
手
側
へ
の
タ
ー
ン
、
つ
 

ま
り
建
築
を
記
号
と
し
て
都
市
の
公
共
性
へ
と
開
い
て
い
こ
う
と
す
る
試
み
 

だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
 

ち
な
み
に
、
ち
ょ
う
ど
同
時
期
に
文
学
研
究
の
領
域
で
は
、
先
ほ
ど
も
触
 

れ
た
前
田
愛
の
『
都
市
空
間
の
な
か
の
文
学
』
（
1982
）
が
出
て
い
ま
す
。
 

文
学
研
究
に
テ
ク
ス
ト
論
と
記
号
論
、
建
築
論
と
都
市
論
を
導
入
し
よ
う
と
 

す
る
試
み
で
し
た
。
近
代
的
な
作
家
主
義
に
罅
を
入
れ
よ
う
と
す
る
動
き
 

が
、
建
築
側
と
文
学
側
の
双
方
か
ら
あ
っ
た
時
期
と
し
て
記
憶
し
て
お
い
て
 

良
い
と
思
い
ま
す
。
 

批
評
の
言
葉
 

村
口
 
論
文
と
批
評
の
境
界
に
つ
い
て
は
、
文
学
研
究
で
も
根
拠
の
有
無
と
 

い
う
大
雑
把
な
分
け
方
は
一
応
あ
り
ま
す
。
近
年
の
文
学
研
究
で
は
根
拠
が
 

あ
る
こ
と
、
実
証
的
で
あ
る
こ
と
が
相
当
強
く
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
 

そ
の
た
め
、
批
評
や
鑑
賞
は
論
文
の
世
界
か
ら
は
ど
ん
ど
ん
排
除
さ
れ
て
 

い
て
、
鑑
賞
的
に
読
ん
だ
論
文
は
学
会
誌
に
な
か
な
か
載
ら
な
い
と
い
う
現
 

状
が
正
直
あ
る
。
で
も
一
九
六
〇
年
代
あ
た
り
ま
で
に
書
か
れ
た
論
文
を
読
 

む
と
、
ま
だ
批
評
と
研
究
が
入
り
混
じ
っ
て
い
る
感
じ
の
文
章
が
よ
く
目
に
 

つ
き
ま
す
。
そ
の
時
代
の
論
文
は
議
論
の
構
え
が
大
き
く
お
お
ら
か
で
、
現
 

在
か
ら
は
、
論
証
が
危
う
く
思
え
る
と
こ
ろ
も
あ
る
と
同
時
に
、
だ
か
ら
こ
 

50 

ら
の
公
共
空
間
が
、
近
代
で
は
作
家
や
建
築
家
な
ど
作
り
手
の
所
有
物
に
さ

れ
、
そ
れ
が
現
代
に
向
か
う
に
つ
れ
て
再
び
受
け
手
側
に
タ
ー
ン
し
て
き
て

い
る
。
一
九
六
八
年
前
後
の
革
命
的
気
運
に
お
い
て
、
私
的
所
有
を
廃
し
て

共
有
財
を
取
り
戻
せ
と
い
う
声
の
中
に
文
学
研
究
も
呼
応
し
て
、
ロ
ラ
ン
・

バ
ル
ト
の
テ
ク
ス
ト
論
以
降
そ
う
い
っ
た
流
れ
に
な
っ
た
と
思
い
ま
す
。
建

築
も
そ
う
い
う
潮
流
に
繋
が
っ
て
い
る
の
か
な
と
思
い
ま
し
た
。

高
木

建
築
批
評
で
は
一
九
八
〇
年
代
に
「
建
築
と
言
葉
」
が
ひ
と
つ
の
焦

点
に
な
り
ま
し
た
ね
。
た
と
え
ば
、
雑
誌
『10+1

』
な
ど
で
そ
う
い
う
特

集
が
よ
く
組
ま
れ
て
い
ま
し
た
し
、
建
築
家
の
原
広
司
さ
ん
と
作
家
の
黒
井

千
次
さ
ん
に
よ
る
対
談
本
『
ヒ
ト
、
空
間
を
構
想
す
る
』（1985

）
な
ど
が

出
た
の
も
こ
の
頃
で
す
。
原
さ
ん
は
こ
の
本
の
な
か
で
、
建
築
家
だ
け
が
空

間
を
構
想
す
る
の
で
は
な
く
、
使
い
手
を
含
め
た
あ
ら
ゆ
る
人
が
空
間
を
構

想
し
て
い
る
と
い
う
話
を
し
て
い
ま
す
。

当
時
の
文
脈
の
中
で
注
目
さ
れ
て
い
た
の
は
、
記
号
論
的
に
建
築
物
を
読

解
す
る
こ
と
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
建
築
の
ボ
キ
ャ
ブ
ラ
リ
ー
と
い
う
言
い

方
も
あ
り
ま
し
た
。
た
と
え
ば
、
こ
の
窓
は
記
号
と
し
て
こ
う
い
う
意
味
を

持
っ
て
い
る
、
屋
根
は
こ
う
い
う
意
味
だ
、
と
い
っ
た
よ
う
に
で
す
。
そ
れ

は
、
先
ほ
ど
松
井
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
ウ
ィ
ト
ル
ウ
ィ
ウ
ス
が
『
建
築
十

書
』
で
示
し
た
、
ギ
リ
シ
ア
建
築
に
お
け
る
柱
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
（
オ
ー
ダ

ー
）
の
議
論
と
通
じ
あ
っ
て
い
ま
す
。
建
築
物
を
ひ
と
つ
の
記
号
体
系
、
つ

ま
り
テ
ク
ス
ト
と
し
て
社
会
に
開
く
こ
と
で
、
そ
の
記
号
を
共
有
す
る
人
々

と
の
公
共
性
を
保
と
う
と
し
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
一
九
八
〇
年
代
に
お

け
る
「
建
築
と
言
葉
」
の
議
論
で
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
建
築
家
が
ど
の

よ
う
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
す
る
か
、
と
い
っ
た
作
り
手
主
導
の
文
脈
で
語
ら

れ
る
こ
と
も
多
か
っ
た
わ
け
で
す
が
、
時
代
背
景
と
し
て
は
、
佐
藤
先
生
が

お
っ
し
ゃ
っ
た
バ
ル
ト
の
テ
ク
ス
ト
論
以
降
の
受
け
手
側
へ
の
タ
ー
ン
、
つ

ま
り
建
築
を
記
号
と
し
て
都
市
の
公
共
性
へ
と
開
い
て
い
こ
う
と
す
る
試
み

だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

ち
な
み
に
、
ち
ょ
う
ど
同
時
期
に
文
学
研
究
の
領
域
で
は
、
先
ほ
ど
も
触

れ
た
前
田
愛
の
『
都
市
空
間
の
な
か
の
文
学
』（1982

）
が
出
て
い
ま
す
。

文
学
研
究
に
テ
ク
ス
ト
論
と
記
号
論
、
建
築
論
と
都
市
論
を
導
入
し
よ
う
と

す
る
試
み
で
し
た
。
近
代
的
な
作
家
主
義
に
罅
を
入
れ
よ
う
と
す
る
動
き

が
、
建
築
側
と
文
学
側
の
双
方
か
ら
あ
っ
た
時
期
と
し
て
記
憶
し
て
お
い
て

良
い
と
思
い
ま
す
。

批
評
の
言
葉

村
口

論
文
と
批
評
の
境
界
に
つ
い
て
は
、
文
学
研
究
で
も
根
拠
の
有
無
と

い
う
大
雑
把
な
分
け
方
は
一
応
あ
り
ま
す
。
近
年
の
文
学
研
究
で
は
根
拠
が

あ
る
こ
と
、
実
証
的
で
あ
る
こ
と
が
相
当
強
く
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
た
め
、
批
評
や
鑑
賞
は
論
文
の
世
界
か
ら
は
ど
ん
ど
ん
排
除
さ
れ
て

い
て
、
鑑
賞
的
に
読
ん
だ
論
文
は
学
会
誌
に
な
か
な
か
載
ら
な
い
と
い
う
現

状
が
正
直
あ
る
。
で
も
一
九
六
〇
年
代
あ
た
り
ま
で
に
書
か
れ
た
論
文
を
読

む
と
、
ま
だ
批
評
と
研
究
が
入
り
混
じ
っ
て
い
る
感
じ
の
文
章
が
よ
く
目
に

つ
き
ま
す
。
そ
の
時
代
の
論
文
は
議
論
の
構
え
が
大
き
く
お
お
ら
か
で
、
現

在
か
ら
は
、
論
証
が
危
う
く
思
え
る
と
こ
ろ
も
あ
る
と
同
時
に
、
だ
か
ら
こ
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そ
全
体
を
大
づ
か
み
す
る
ダ
イ
ナ
I
I
、
ズ
ム
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
、
魅
力
的
 

に
う
つ
る
時
が
あ
り
ま
す
。
一
方
で
、
そ
う
い
っ
た
現
在
の
研
究
の
あ
り
方
 

に
飽
き
足
ら
な
い
人
た
ち
が
『
近
代
体
操
』
や
『
文
学
＋
』
の
よ
う
な
同
人
 

誌
を
作
っ
て
活
動
す
る
動
き
も
あ
り
ま
す
。
 

松
井
生
生
と
し
て
は
む
し
ろ
論
文
と
批
評
の
境
界
が
曖
味
な
論
じ
方
が
、
 

建
築
の
批
評
に
は
有
効
だ
と
い
う
こ
と
で
す
か
？
 

松
井
 
有
効
か
ど
う
か
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
研
究
に
重
な
る
く
ら
い
に
建
 

築
教
育
で
も
批
評
が
広
が
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
感
じ
ま
し
た
。
と
い
う
 

の
も
建
築
批
評
と
い
う
も
の
が
、
建
築
分
野
で
し
っ
か
り
掘
り
下
げ
ら
れ
て
 

い
な
い
の
で
す
。
つ
ま
り
こ
れ
は
論
文
な
の
か
批
評
な
の
か
と
い
っ
た
そ
う
 

い
う
問
い
か
け
も
さ
れ
な
い
く
ら
い
に
、
と
く
に
日
本
で
は
建
築
批
評
と
い
 

う
も
の
が
文
化
と
し
て
ほ
と
ん
ど
成
り
立
っ
て
い
な
い
の
で
す
。
明
確
な
方
 

法
論
が
あ
る
わ
け
で
も
な
く
、
有
名
な
建
築
批
評
家
は
何
人
か
い
ら
つ
し
や
 

い
ま
す
が
、
大
学
の
建
築
教
育
に
批
評
を
取
り
入
れ
る
と
い
う
こ
と
も
ま
ず
 

な
い
。
そ
れ
が
研
究
か
批
評
か
と
い
う
話
が
で
き
る
ぐ
ら
い
の
状
況
自
体
を
 

ま
ず
作
り
出
さ
な
け
れ
ば
と
い
う
段
階
で
す
。
で
す
か
ら
個
人
的
に
は
、
根
 

拠
の
有
無
は
確
か
に
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
中
で
は
問
題
に
な
る
と
思
い
ま
す
 

が
、
学
生
が
批
評
に
近
い
論
文
を
書
く
の
は
歓
迎
す
べ
き
だ
と
考
え
て
い
ま
 

す

。

 

村
口
 
建
築
を
文
学
的
な
言
葉
で
語
る
作
家
と
し
て
は
松
山
巌
が
い
ま
す
 

ね
。
東
京
藝
術
大
学
の
建
築
学
科
を
卒
業
後
、
建
築
設
計
事
務
所
を
経
営
し
 

た
時
期
も
あ
り
、
『
乱
歩
と
東
京
』
で
デ
ビ
ュ
ー
後
、
『
住
み
家
殺
人
事
件
 

建
築
論
ノ
ー
ト
』
（
み
す
ず
書
房
、
8
04
）
、
『
建
築
は
ほ
ほ
え
む
ー
目
地
・
 

継
ぎ
目
・
小
さ
き
場
』
（
西
田
書
店
、
8
g
）
な
ど
面
白
い
評
論
を
発
表
し
 

て
い
ま
す
。
 

高
木
 
日
本
の
建
築
批
評
が
研
究
と
区
別
さ
れ
る
と
こ
ろ
ま
で
は
ま
だ
醸
成
 

さ
れ
て
い
な
い
理
由
の
ひ
と
つ
は
、
建
築
家
自
身
が
批
評
家
を
兼
ね
て
い
る
 

側
面
が
あ
る
か
ら
で
し
ょ
う
ね
。
建
築
家
の
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
や
建
築
物
自
 

体
が
、
事
実
上
、
既
存
の
建
築
や
自
身
の
建
築
へ
の
批
評
と
し
て
機
能
し
て
 

し
ま
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
く
ら
い
に
建
築
家
の
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
の
力
は
と
 

て
も
強
い
。
先
日
、
建
築
家
の
藤
村
龍
至
さ
ん
の
X

（
旧
H
国（#
er
）
を
眺
 

め
て
い
た
ら
、
「
建
築
家
は
言
い
切
り
が
大
事
だ
。
た
だ
の
ほ
っ
た
て
小
屋
 

で
も
、
そ
こ
に
建
築
家
の
文
章
が
あ
れ
ば
建
築
に
な
る
」
と
い
っ
た
ニ
ュ
ア
 

ン
ス
の
こ
と
が
書
か
れ
て
い
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
藤
村
さ
ん
は
か
な
り
演
 

出
的
に
と
い
う
か
、
現
在
の
建
築
家
の
職
能
に
つ
い
て
象
徴
的
に
（
あ
る
い
 

は
皮
肉
と
し
て
）
述
べ
ら
れ
た
だ
け
だ
と
は
思
い
ま
す
。
む
し
ろ
こ
こ
で
注
 

目
し
た
い
の
は
、
建
築
と
文
学
と
で
は
、
批
評
言
説
の
あ
り
方
や
水
準
に
明
 

確
な
違
い
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
 

松
井
 
建
築
批
評
が
醸
成
さ
れ
て
い
な
い
と
僕
が
言
う
の
は
、
あ
る
意
味
で
 

は
建
築
家
た
ち
が
一
生
懸
命
言
葉
を
語
っ
て
い
て
、
そ
れ
が
批
評
に
な
っ
て
 

い
る
と
い
う
状
況
に
問
題
が
あ
る
と
思
う
か
ら
で
す
。
そ
う
い
っ
た
建
築
批
 

評
は
結
局
の
と
こ
ろ
当
の
建
築
作
品
を
ど
う
や
っ
て
作
っ
た
の
か
と
い
う
こ
 

と
の
解
明
に
し
か
な
ら
な
い
場
合
が
多
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
見
る
側
も
、
建
 

物
を
見
て
も
、
ど
こ
そ
こ
の
部
分
は
ど
れ
そ
れ
の
意
図
で
作
っ
た
と
い
う
よ
 

う
に
し
か
語
ら
な
く
な
る
。
建
築
家
の
意
図
と
常
に
照
ら
し
合
わ
せ
る
仕
方
 

が
一
般
化
し
て
い
て
、
作
り
手
目
線
の
話
に
偏
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。
あ
る
 

そ
全
体
を
大
づ
か
み
す
る
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
、
魅
力
的

に
う
つ
る
時
が
あ
り
ま
す
。
一
方
で
、
そ
う
い
っ
た
現
在
の
研
究
の
あ
り
方

に
飽
き
足
ら
な
い
人
た
ち
が
『
近
代
体
操
』
や
『
文
学
＋
』
の
よ
う
な
同
人

誌
を
作
っ
て
活
動
す
る
動
き
も
あ
り
ま
す
。

松
井
生
生
と
し
て
は
む
し
ろ
論
文
と
批
評
の
境
界
が
曖
昧
な
論
じ
方
が
、

建
築
の
批
評
に
は
有
効
だ
と
い
う
こ
と
で
す
か
？

松
井

有
効
か
ど
う
か
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
研
究
に
重
な
る
く
ら
い
に
建

築
教
育
で
も
批
評
が
広
が
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
感
じ
ま
し
た
。
と
い
う

の
も
建
築
批
評
と
い
う
も
の
が
、
建
築
分
野
で
し
っ
か
り
掘
り
下
げ
ら
れ
て

い
な
い
の
で
す
。
つ
ま
り
こ
れ
は
論
文
な
の
か
批
評
な
の
か
と
い
っ
た
そ
う

い
う
問
い
か
け
も
さ
れ
な
い
く
ら
い
に
、
と
く
に
日
本
で
は
建
築
批
評
と
い

う
も
の
が
文
化
と
し
て
ほ
と
ん
ど
成
り
立
っ
て
い
な
い
の
で
す
。
明
確
な
方

法
論
が
あ
る
わ
け
で
も
な
く
、
有
名
な
建
築
批
評
家
は
何
人
か
い
ら
っ
し
ゃ

い
ま
す
が
、
大
学
の
建
築
教
育
に
批
評
を
取
り
入
れ
る
と
い
う
こ
と
も
ま
ず

な
い
。
そ
れ
が
研
究
か
批
評
か
と
い
う
話
が
で
き
る
ぐ
ら
い
の
状
況
自
体
を

ま
ず
作
り
出
さ
な
け
れ
ば
と
い
う
段
階
で
す
。
で
す
か
ら
個
人
的
に
は
、
根

拠
の
有
無
は
確
か
に
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
中
で
は
問
題
に
な
る
と
思
い
ま
す

が
、
学
生
が
批
評
に
近
い
論
文
を
書
く
の
は
歓
迎
す
べ
き
だ
と
考
え
て
い
ま

す
。

村
口

建
築
を
文
学
的
な
言
葉
で
語
る
作
家
と
し
て
は
松
山
巌
が
い
ま
す

ね
。
東
京
藝
術
大
学
の
建
築
学
科
を
卒
業
後
、
建
築
設
計
事
務
所
を
経
営
し

た
時
期
も
あ
り
、『
乱
歩
と
東
京
』
で
デ
ビ
ュ
ー
後
、『
住
み
家
殺
人
事
件

建
築
論
ノ
ー
ト
』（
み
す
ず
書
房
、2004

）、『
建
築
は
ほ
ほ
え
む
│
目
地
・

継
ぎ
目
・
小
さ
き
場
』（
西
田
書
店
、2004

）
な
ど
面
白
い
評
論
を
発
表
し

て
い
ま
す
。

高
木

日
本
の
建
築
批
評
が
研
究
と
区
別
さ
れ
る
と
こ
ろ
ま
で
は
ま
だ
醸
成

さ
れ
て
い
な
い
理
由
の
ひ
と
つ
は
、
建
築
家
自
身
が
批
評
家
を
兼
ね
て
い
る

側
面
が
あ
る
か
ら
で
し
ょ
う
ね
。
建
築
家
の
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
や
建
築
物
自

体
が
、
事
実
上
、
既
存
の
建
築
や
自
身
の
建
築
へ
の
批
評
と
し
て
機
能
し
て

し
ま
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
く
ら
い
に
建
築
家
の
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
の
力
は
と

て
も
強
い
。
先
日
、
建
築
家
の
藤
村
龍
至
さ
ん
の
Ｘ
（
旧Tw

itter

）
を
眺

め
て
い
た
ら
、「
建
築
家
は
言
い
切
り
が
大
事
だ
。
た
だ
の
ほ
っ
た
て
小
屋

で
も
、
そ
こ
に
建
築
家
の
文
章
が
あ
れ
ば
建
築
に
な
る
」
と
い
っ
た
ニ
ュ
ア

ン
ス
の
こ
と
が
書
か
れ
て
い
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
藤
村
さ
ん
は
か
な
り
演

出
的
に
と
い
う
か
、
現
在
の
建
築
家
の
職
能
に
つ
い
て
象
徴
的
に
（
あ
る
い

は
皮
肉
と
し
て
）
述
べ
ら
れ
た
だ
け
だ
と
は
思
い
ま
す
。
む
し
ろ
こ
こ
で
注

目
し
た
い
の
は
、
建
築
と
文
学
と
で
は
、
批
評
言
説
の
あ
り
方
や
水
準
に
明

確
な
違
い
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

松
井

建
築
批
評
が
醸
成
さ
れ
て
い
な
い
と
僕
が
言
う
の
は
、
あ
る
意
味
で

は
建
築
家
た
ち
が
一
生
懸
命
言
葉
を
語
っ
て
い
て
、
そ
れ
が
批
評
に
な
っ
て

い
る
と
い
う
状
況
に
問
題
が
あ
る
と
思
う
か
ら
で
す
。
そ
う
い
っ
た
建
築
批

評
は
結
局
の
と
こ
ろ
当
の
建
築
作
品
を
ど
う
や
っ
て
作
っ
た
の
か
と
い
う
こ

と
の
解
明
に
し
か
な
ら
な
い
場
合
が
多
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
見
る
側
も
、
建

物
を
見
て
も
、
ど
こ
そ
こ
の
部
分
は
ど
れ
そ
れ
の
意
図
で
作
っ
た
と
い
う
よ

う
に
し
か
語
ら
な
く
な
る
。
建
築
家
の
意
図
と
常
に
照
ら
し
合
わ
せ
る
仕
方

が
一
般
化
し
て
い
て
、
作
り
手
目
線
の
話
に
偏
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。
あ
る

座談会「文学×建築─文学部で建築を語る可能性」 （７４）
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い
は
、
こ
こ
の
デ
ザ
イ
ン
は
実
は
こ
う
い
う
意
図
を
も
っ
て
設
計
さ
れ
た
と
 

い
う
よ
う
な
種
明
か
し
的
な
記
述
に
な
っ
た
り
も
し
ま
す
。
 

確
か
に
デ
ザ
イ
ン
の
有
名
な
建
物
で
あ
れ
ば
、
小
説
の
作
家
と
同
じ
よ
う
 

に
、
作
者
と
し
て
の
建
築
家
と
い
う
存
在
が
あ
る
こ
と
も
当
然
の
前
提
に
な
 

る
で
し
ょ
う
。
一
方
で
我
々
が
普
段
日
常
的
に
出
会
う
建
物
は
、
建
築
家
が
 

設
計
し
た
も
の
と
い
う
前
提
と
さ
し
あ
た
り
無
縁
な
よ
う
に
思
う
の
で
す
。
 

日
常
美
学
の
観
点
か
ら
建
築
を
扱
っ
て
い
る
近
年
の
研
究
を
読
ん
で
い
る
 

と
、
建
築
家
の
存
在
を
前
提
と
し
た
建
築
批
評
が
実
は
特
殊
な
も
の
で
あ
る
 

と
感
じ
ま
す
。
そ
の
種
の
文
献
で
は
む
し
ろ
日
常
感
覚
に
お
け
る
建
築
批
評
 

と
は
、
建
物
の
中
に
い
て
そ
れ
を
使
い
な
が
ら
、
あ
る
い
は
住
ま
い
な
が
ら
 

行
う
こ
と
、
住
ま
う
こ
と
そ
の
こ
と
が
批
評
で
あ
る
と
い
っ
た
捉
え
方
が
さ
 

れ
て
い
ま
す
。
そ
の
場
合
、
建
物
に
対
し
て
一
定
の
距
離
を
置
い
て
作
家
が
 

そ
れ
を
ど
う
作
っ
た
方
か
と
い
う
発
想
よ
り
も
、
ま
さ
に
そ
の
中
で
建
物
を
 

使
用
・
体
験
し
て
い
る
状
態
が
建
築
批
評
の
一
部
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
 

は
建
築
家
の
意
図
を
解
明
す
る
と
い
う
話
と
は
全
く
違
う
発
想
で
す
し
、
む
 

し
ろ
そ
う
い
う
仕
方
で
普
段
人
々
は
建
物
を
楽
し
ん
で
い
ま
す
。
に
も
か
か
 

わ
ら
ず
建
築
家
の
言
葉
が
あ
ま
り
に
強
い
た
め
に
、
批
評
と
な
る
と
こ
の
建
 

物
は
ど
う
や
っ
て
作
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
と
い
う
発
想
に
な
っ
て
し
ま
う
。
 

佐
藤
 
例
え
ば
、
こ
の
追
手
門
学
院
大
学
総
持
寺
キ
ャ
ン
パ

K
e
三
角
形
状
 

の
校
舎
に
つ
い
て
、
設
計
者
は
そ
の
コ
ン
セ
プ
ト
や
空
間
性
を
説
明
し
ま
す
 

よ
ね
。
一
方
で
校
舎
に
通
っ
て
い
る
学
生
た
ち
は
、
実
際
に
使
っ
て
み
る
と
 

不
便
だ
と
か
意
外
と
こ
の
部
分
は
い
い
と
か
思
っ
た
り
す
る
。
重
要
な
の
 

は
、
む
し
ろ
そ
う
い
っ
た
実
感
を
ど
ん
な
言
葉
で
語
る
べ
き
か
を
考
え
る
こ
 

と
で
あ
り
、
で
も
単
に
何
で
も
い
い
か
ら
言
葉
を
投
げ
か
け
る
と
い
う
よ
り
 

は
、
批
評
と
し
て
の
言
葉
を
確
立
す
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
 

そ
う
い
っ
た
こ
と
を
松
井
先
生
が
実
際
に
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
て
や
る
 

と
し
た
ら
、
そ
れ
は
ど
う
い
う
も
の
に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
？
・
 
僕
は
文
学
 

研
究
を
あ
る
種
マ
ニ
ュ
ア
ル
化
し
て
学
生
に
教
え
る
と
き
も
あ
る
の
で
す
 

が
、
そ
れ
は
す
ご
く
難
し
い
。
本
当
は
文
学
を
遊
び
場
と
し
て
勝
手
に
遊
ん
 

で
ほ
し
い
だ
け
な
の
で
す
が
、
そ
れ
だ
け
だ
と
収
拾
が
つ
か
な
く
な
る
の
で
 

道
筋
は
作
っ
て
お
く
、
と
い
う
形
で
言
葉
の
出
力
の
仕
方
を
教
え
て
い
ま
 

す
。
建
築
批
評
と
い
う
分
野
の
教
育
は
と
て
も
面
白
い
可
能
性
だ
と
思
い
ま
 

す
が
、
ど
う
い
う
形
で
あ
り
う
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
 

高
木
 
作
る
側
の
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
で
は
な
く
使
う
側
の
批
評
に
つ
い
て
考
 

え
る
場
合
、
文
学
の
語
り
と
い
う
の
は
、
そ
う
し
た
意
味
で
の
批
評
に
貢
献
 

す
る
も
の
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
文
学
は
も
ち
ろ
ん
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
 

は
あ
り
ま
す
が
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
『
詩
学
』
で
、
誇
張
や
脚
色
を
含
ん
 

だ
虚
構
（
詩
）
に
こ
そ
多
く
の
人
が
共
感
で
き
る
「
本
当
ら
し
さ
」
が
再
現
 

さ
れ
る
と
述
べ
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
む
し
ろ
フ
ィ
ク
シ
 

ョ
ン
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の
時
代
に
一
般
的
な
建
築
空
間
の
捉
え
方
や
印
象
が
 

記
さ
れ
た
も
の
と
し
て
読
め
る
可
能
性
が
出
て
く
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
は
建
 

築
を
経
験
し
た
一
人
ひ
と
り
が
口
々
に
印
象
を
述
べ
る
こ
と
と
は
ま
た
別
の
 

水
準
で
、
建
築
批
評
を
実
践
す
る
き
っ
か
け
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
 

村
口
 
文
学
専
攻
で
な
い
学
生
は
、
文
学
研
究
が
何
を
し
て
い
る
の
か
と
思
 

う
人
も
い
る
か
と
思
い
ま
す
。
特
に
同
時
代
の
ま
だ
存
命
中
の
作
家
の
作
品
 

を
扱
う
場
合
、
作
家
が
生
き
て
い
る
の
だ
か
ら
直
接
聞
け
ば
答
え
て
く
れ
る
 

い
は
、
こ
こ
の
デ
ザ
イ
ン
は
実
は
こ
う
い
う
意
図
を
も
っ
て
設
計
さ
れ
た
と

い
う
よ
う
な
種
明
か
し
的
な
記
述
に
な
っ
た
り
も
し
ま
す
。

確
か
に
デ
ザ
イ
ン
の
有
名
な
建
物
で
あ
れ
ば
、
小
説
の
作
家
と
同
じ
よ
う

に
、
作
者
と
し
て
の
建
築
家
と
い
う
存
在
が
あ
る
こ
と
も
当
然
の
前
提
に
な

る
で
し
ょ
う
。
一
方
で
我
々
が
普
段
日
常
的
に
出
会
う
建
物
は
、
建
築
家
が

設
計
し
た
も
の
と
い
う
前
提
と
さ
し
あ
た
り
無
縁
な
よ
う
に
思
う
の
で
す
。

日
常
美
学
の
観
点
か
ら
建
築
を
扱
っ
て
い
る
近
年
の
研
究
を
読
ん
で
い
る

と
、
建
築
家
の
存
在
を
前
提
と
し
た
建
築
批
評
が
実
は
特
殊
な
も
の
で
あ
る

と
感
じ
ま
す
。
そ
の
種
の
文
献
で
は
む
し
ろ
日
常
感
覚
に
お
け
る
建
築
批
評

と
は
、
建
物
の
中
に
い
て
そ
れ
を
使
い
な
が
ら
、
あ
る
い
は
住
ま
い
な
が
ら

行
う
こ
と
、
住
ま
う
こ
と
そ
の
こ
と
が
批
評
で
あ
る
と
い
っ
た
捉
え
方
が
さ

れ
て
い
ま
す
。
そ
の
場
合
、
建
物
に
対
し
て
一
定
の
距
離
を
置
い
て
作
家
が

そ
れ
を
ど
う
作
っ
た
方
か
と
い
う
発
想
よ
り
も
、
ま
さ
に
そ
の
中
で
建
物
を

使
用
・
体
験
し
て
い
る
状
態
が
建
築
批
評
の
一
部
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ

は
建
築
家
の
意
図
を
解
明
す
る
と
い
う
話
と
は
全
く
違
う
発
想
で
す
し
、
む

し
ろ
そ
う
い
う
仕
方
で
普
段
人
々
は
建
物
を
楽
し
ん
で
い
ま
す
。
に
も
か
か

わ
ら
ず
建
築
家
の
言
葉
が
あ
ま
り
に
強
い
た
め
に
、
批
評
と
な
る
と
こ
の
建

物
は
ど
う
や
っ
て
作
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
と
い
う
発
想
に
な
っ
て
し
ま
う
。

佐
藤

例
え
ば
、
こ
の
追
手
門
学
院
大
学
総
持
寺
キ
ャ
ン
パ
ス
の
三
角
形
状

の
校
舎
に
つ
い
て
、
設
計
者
は
そ
の
コ
ン
セ
プ
ト
や
空
間
性
を
説
明
し
ま
す

よ
ね
。
一
方
で
校
舎
に
通
っ
て
い
る
学
生
た
ち
は
、
実
際
に
使
っ
て
み
る
と

不
便
だ
と
か
意
外
と
こ
の
部
分
は
い
い
と
か
思
っ
た
り
す
る
。
重
要
な
の

は
、
む
し
ろ
そ
う
い
っ
た
実
感
を
ど
ん
な
言
葉
で
語
る
べ
き
か
を
考
え
る
こ

と
で
あ
り
、
で
も
単
に
何
で
も
い
い
か
ら
言
葉
を
投
げ
か
け
る
と
い
う
よ
り

は
、
批
評
と
し
て
の
言
葉
を
確
立
す
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

そ
う
い
っ
た
こ
と
を
松
井
先
生
が
実
際
に
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
て
や
る

と
し
た
ら
、
そ
れ
は
ど
う
い
う
も
の
に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
？

僕
は
文
学

研
究
を
あ
る
種
マ
ニ
ュ
ア
ル
化
し
て
学
生
に
教
え
る
と
き
も
あ
る
の
で
す

が
、
そ
れ
は
す
ご
く
難
し
い
。
本
当
は
文
学
を
遊
び
場
と
し
て
勝
手
に
遊
ん

で
ほ
し
い
だ
け
な
の
で
す
が
、
そ
れ
だ
け
だ
と
収
拾
が
つ
か
な
く
な
る
の
で

道
筋
は
作
っ
て
お
く
、
と
い
う
形
で
言
葉
の
出
力
の
仕
方
を
教
え
て
い
ま

す
。
建
築
批
評
と
い
う
分
野
の
教
育
は
と
て
も
面
白
い
可
能
性
だ
と
思
い
ま

す
が
、
ど
う
い
う
形
で
あ
り
う
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

高
木

作
る
側
の
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
で
は
な
く
使
う
側
の
批
評
に
つ
い
て
考

え
る
場
合
、
文
学
の
語
り
と
い
う
の
は
、
そ
う
し
た
意
味
で
の
批
評
に
貢
献

す
る
も
の
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
文
学
は
も
ち
ろ
ん
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で

は
あ
り
ま
す
が
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
『
詩
学
』
で
、
誇
張
や
脚
色
を
含
ん

だ
虚
構
（
詩
）
に
こ
そ
多
く
の
人
が
共
感
で
き
る
「
本
当
ら
し
さ
」
が
再
現

さ
れ
る
と
述
べ
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
む
し
ろ
フ
ィ
ク
シ

ョ
ン
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の
時
代
に
一
般
的
な
建
築
空
間
の
捉
え
方
や
印
象
が

記
さ
れ
た
も
の
と
し
て
読
め
る
可
能
性
が
出
て
く
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
は
建

築
を
経
験
し
た
一
人
ひ
と
り
が
口
々
に
印
象
を
述
べ
る
こ
と
と
は
ま
た
別
の

水
準
で
、
建
築
批
評
を
実
践
す
る
き
っ
か
け
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

村
口

文
学
専
攻
で
な
い
学
生
は
、
文
学
研
究
が
何
を
し
て
い
る
の
か
と
思

う
人
も
い
る
か
と
思
い
ま
す
。
特
に
同
時
代
の
ま
だ
存
命
中
の
作
家
の
作
品

を
扱
う
場
合
、
作
家
が
生
き
て
い
る
の
だ
か
ら
直
接
聞
け
ば
答
え
て
く
れ
る

松井健太・高木 彬・佐藤貴之・村口進介
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だ
ろ
う
に
、
そ
れ
を
研
究
す
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
と
。
 

向
井
去
来
の
「
岩
鼻
や
こ
こ
に
も
一
人
月
の
客
」
と
い
う
句
に
、
師
匠
の
 

松
尾
芭
蕉
が
思
い
も
寄
ら
な
い
解
釈
を
し
て
み
せ
た
の
に
対
し
、
去
来
が
 

「
ま
こ
と
に
作
者
そ
の
心
を
知
ら
ざ
り
け
り
」
と
記
し
た
有
名
な
エ
ピ
ソ
ー
 

ド
が
『
去
来
抄
』
に
あ
り
ま
す
。
 

作
品
と
い
う
も
の
は
、
小
説
で
あ
れ
ア
ニ
メ
で
あ
れ
、
作
家
や
監
督
と
呼
 

ば
れ
る
人
た
ち
が
最
初
か
ら
最
後
ま
で
、
あ
る
テ
ー
マ
や
意
図
に
沿
っ
て
書
 

い
た
り
編
集
し
た
り
す
る
こ
と
で
全
て
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
る
前
提
で
 

で
き
て
い
ま
す
。
 

一
方
で
文
学
研
究
は
、
作
品
か
ら
新
た
な
意
味
を
引
き
出
し
、
そ
の
世
界
 

観
を
押
し
広
げ
た
芭
蕉
の
よ
う
に
、
作
家
が
意
図
し
て
な
い
文
脈
や
意
味
を
 

掘
り
起
こ
そ
う
と
し
ま
す
。
必
ず
し
も
作
家
の
言
う
こ
と
を
否
定
す
る
わ
け
 

で
は
な
く
、
た
だ
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
、
プ
ラ
ス
ア
ル
フ
ァ
で
こ
う
い
う
ふ
 

う
に
も
理
解
で
き
る
と
い
う
よ
う
に
、
作
品
を
ひ
と
つ
の
正
解
に
帰
着
さ
せ
 

る
の
で
は
な
く
、
理
解
の
仕
方
を
多
面
的
に
し
て
い
く
こ
と
で
、
作
品
が
持
 

っ
て
い
る
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
や
可
能
性
を
拡
張
し
よ
う
と
す
る
わ
け
で
す
。
 

建
築
を
文
学
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
語
れ
る
か
と
い
う
佐
藤
先
生
の
問
い
に
絡
 

め
る
と
、
例
え
ば
物
件
情
報
を
み
る
と
、
こ
こ
は
キ
ッ
チ
ン
で
こ
こ
は
リ
ビ
 

ン
グ
と
い
う
よ
う
に
用
途
が
決
め
ら
れ
て
い
る
け
れ
ど
、
そ
の
と
お
り
に
使
 

わ
な
い
自
由
も
当
然
あ
る
わ
け
で
、
キ
ッ
チ
ン
と
書
い
て
あ
る
け
れ
ど
お
風
 

呂
に
す
る
、
あ
る
い
は
暗
く
て
狭
い
空
間
の
ほ
う
が
落
ち
着
く
と
い
っ
た
理
 

由
で
、
ド
ラ
え
も
ん
の
よ
う
に
押
入
れ
で
寝
る
と
い
う
人
が
い
て
も
い
い
。
 

そ
の
よ
う
に
建
築
家
な
り
が
想
定
し
た
空
間
の
使
い
方
や
意
図
と
は
違
う
 

使
い
方
を
す
る
。
そ
の
空
間
が
持
っ
て
い
る
可
能
性
を
広
げ
て
、
こ
う
使
え
 

ば
も
っ
と
こ
う
な
る
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
言
葉
を
尽
く
す
こ
と
で
、
そ
の
空
 

間
を
豊
か
に
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
る
し
、
む
し
ろ
そ
れ
を
す
る
 

べ
き
だ
と
い
う
の
は
ま
さ
に
そ
の
通
り
だ
と
思
い
ま
す
。
 

松
井
 
小
説
で
も
、
作
家
の
意
図
と
い
う
の
を
目
標
に
し
て
作
家
の
意
図
通
 

り
に
読
め
る
こ
と
を
楽
し
む
人
は
少
な
い
と
思
い
ま
す
。
作
家
の
意
図
を
最
 

終
目
標
あ
る
い
は
正
解
と
し
て
設
定
し
て
そ
れ
を
当
て
に
行
く
批
評
は
あ
ま
 

り
意
味
が
な
い
。
作
家
の
言
葉
は
ス
タ
ー
ト
地
点
に
は
な
る
と
思
い
ま
す
 

が。 ま
た
僕
は
、
建
築
の
批
評
が
何
を
対
象
に
し
て
い
る
か
を
考
え
る
と
き
 

に
、
実
は
そ
れ
が
建
築
物
そ
の
も
の
で
は
な
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
絵
画
や
 

彫
刻
な
ど
は
作
品
の
全
体
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
建
物
は
そ
れ
 

が
困
難
で
す
。
例
え
ば
追
手
門
学
院
大
学
総
持
寺
キ
ャ
ン
パ
ス
の
建
物
を
批
 

評
す
る
と
き
、
天
井
裏
や
バ
ッ
ク
ヤ
ー
ド
の
よ
う
に
建
物
の
見
え
な
い
部
分
 

が
最
後
ま
で
残
り
、
建
物
の
全
体
性
は
掴
め
な
い
。
し
た
が
っ
て
建
物
に
つ
 

い
て
の
批
評
が
本
当
に
建
物
全
体
を
対
象
と
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
彫
 

刻
も
三
六
〇
度
眺
め
ら
れ
ま
す
し
、
端
的
に
見
落
と
す
部
分
が
原
理
的
に
は
 

な
い
。
一
方
で
建
築
に
は
原
理
的
に
見
落
と
す
部
分
が
残
る
わ
け
で
す
。
 

そ
れ
は
建
築
の
鑑
賞
に
時
間
が
か
か
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
、
さ
ら
に
 

言
い
換
え
れ
ば
、
批
評
を
し
な
が
ら
同
時
に
批
評
の
対
象
も
構
築
し
て
い
る
 

と
い
う
こ
と
で
す
。
同
じ
こ
と
は
読
み
通
す
こ
と
に
時
間
の
か
か
る
文
学
に
 

も
言
え
ま
す
。
同
じ
建
物
や
小
説
に
関
す
る
批
評
だ
と
し
て
も
、
ひ
と
つ
と
 

し
て
同
じ
対
象
を
批
評
し
て
い
な
い
。
建
築
批
評
に
は
そ
の
建
物
を
実
際
に
 

だ
ろ
う
に
、
そ
れ
を
研
究
す
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
と
。

向
井
去
来
の
「
岩
鼻
や
こ
こ
に
も
一
人
月
の
客
」
と
い
う
句
に
、
師
匠
の

松
尾
芭
蕉
が
思
い
も
寄
ら
な
い
解
釈
を
し
て
み
せ
た
の
に
対
し
、
去
来
が

「
ま
こ
と
に
作
者
そ
の
心
を
知
ら
ざ
り
け
り
」
と
記
し
た
有
名
な
エ
ピ
ソ
ー

ド
が
『
去
来
抄
』
に
あ
り
ま
す
。

作
品
と
い
う
も
の
は
、
小
説
で
あ
れ
ア
ニ
メ
で
あ
れ
、
作
家
や
監
督
と
呼

ば
れ
る
人
た
ち
が
最
初
か
ら
最
後
ま
で
、
あ
る
テ
ー
マ
や
意
図
に
沿
っ
て
書

い
た
り
編
集
し
た
り
す
る
こ
と
で
全
て
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
る
前
提
で

で
き
て
い
ま
す
。

一
方
で
文
学
研
究
は
、
作
品
か
ら
新
た
な
意
味
を
引
き
出
し
、
そ
の
世
界

観
を
押
し
広
げ
た
芭
蕉
の
よ
う
に
、
作
家
が
意
図
し
て
な
い
文
脈
や
意
味
を

掘
り
起
こ
そ
う
と
し
ま
す
。
必
ず
し
も
作
家
の
言
う
こ
と
を
否
定
す
る
わ
け

で
は
な
く
、
た
だ
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
、
プ
ラ
ス
ア
ル
フ
ァ
で
こ
う
い
う
ふ

う
に
も
理
解
で
き
る
と
い
う
よ
う
に
、
作
品
を
ひ
と
つ
の
正
解
に
帰
着
さ
せ

る
の
で
は
な
く
、
理
解
の
仕
方
を
多
面
的
に
し
て
い
く
こ
と
で
、
作
品
が
持

っ
て
い
る
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
や
可
能
性
を
拡
張
し
よ
う
と
す
る
わ
け
で
す
。

建
築
を
文
学
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
語
れ
る
か
と
い
う
佐
藤
先
生
の
問
い
に
絡

め
る
と
、
例
え
ば
物
件
情
報
を
み
る
と
、
こ
こ
は
キ
ッ
チ
ン
で
こ
こ
は
リ
ビ

ン
グ
と
い
う
よ
う
に
用
途
が
決
め
ら
れ
て
い
る
け
れ
ど
、
そ
の
と
お
り
に
使

わ
な
い
自
由
も
当
然
あ
る
わ
け
で
、
キ
ッ
チ
ン
と
書
い
て
あ
る
け
れ
ど
お
風

呂
に
す
る
、
あ
る
い
は
暗
く
て
狭
い
空
間
の
ほ
う
が
落
ち
着
く
と
い
っ
た
理

由
で
、
ド
ラ
え
も
ん
の
よ
う
に
押
入
れ
で
寝
る
と
い
う
人
が
い
て
も
い
い
。

そ
の
よ
う
に
建
築
家
な
り
が
想
定
し
た
空
間
の
使
い
方
や
意
図
と
は
違
う

使
い
方
を
す
る
。
そ
の
空
間
が
持
っ
て
い
る
可
能
性
を
広
げ
て
、
こ
う
使
え

ば
も
っ
と
こ
う
な
る
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
言
葉
を
尽
く
す
こ
と
で
、
そ
の
空

間
を
豊
か
に
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
る
し
、
む
し
ろ
そ
れ
を
す
る

べ
き
だ
と
い
う
の
は
ま
さ
に
そ
の
通
り
だ
と
思
い
ま
す
。

松
井

小
説
で
も
、
作
家
の
意
図
と
い
う
の
を
目
標
に
し
て
作
家
の
意
図
通

り
に
読
め
る
こ
と
を
楽
し
む
人
は
少
な
い
と
思
い
ま
す
。
作
家
の
意
図
を
最

終
目
標
あ
る
い
は
正
解
と
し
て
設
定
し
て
そ
れ
を
当
て
に
行
く
批
評
は
あ
ま

り
意
味
が
な
い
。
作
家
の
言
葉
は
ス
タ
ー
ト
地
点
に
は
な
る
と
思
い
ま
す

が
。ま

た
僕
は
、
建
築
の
批
評
が
何
を
対
象
に
し
て
い
る
か
を
考
え
る
と
き

に
、
実
は
そ
れ
が
建
築
物
そ
の
も
の
で
は
な
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
絵
画
や

彫
刻
な
ど
は
作
品
の
全
体
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
建
物
は
そ
れ

が
困
難
で
す
。
例
え
ば
追
手
門
学
院
大
学
総
持
寺
キ
ャ
ン
パ
ス
の
建
物
を
批

評
す
る
と
き
、
天
井
裏
や
バ
ッ
ク
ヤ
ー
ド
の
よ
う
に
建
物
の
見
え
な
い
部
分

が
最
後
ま
で
残
り
、
建
物
の
全
体
性
は
掴
め
な
い
。
し
た
が
っ
て
建
物
に
つ

い
て
の
批
評
が
本
当
に
建
物
全
体
を
対
象
と
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
彫

刻
も
三
六
〇
度
眺
め
ら
れ
ま
す
し
、
端
的
に
見
落
と
す
部
分
が
原
理
的
に
は

な
い
。
一
方
で
建
築
に
は
原
理
的
に
見
落
と
す
部
分
が
残
る
わ
け
で
す
。

そ
れ
は
建
築
の
鑑
賞
に
時
間
が
か
か
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
、
さ
ら
に

言
い
換
え
れ
ば
、
批
評
を
し
な
が
ら
同
時
に
批
評
の
対
象
も
構
築
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
す
。
同
じ
こ
と
は
読
み
通
す
こ
と
に
時
間
の
か
か
る
文
学
に

も
言
え
ま
す
。
同
じ
建
物
や
小
説
に
関
す
る
批
評
だ
と
し
て
も
、
ひ
と
つ
と

し
て
同
じ
対
象
を
批
評
し
て
い
な
い
。
建
築
批
評
に
は
そ
の
建
物
を
実
際
に

座談会「文学×建築─文学部で建築を語る可能性」 （７６）
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使
っ
て
い
る
こ
と
が
含
ま
れ
る
と
い
う
先
ほ
ど
紹
介
し
た
議
論
も
ま
さ
に
そ
 

う
い
う
こ
と
で
、
実
際
に
使
わ
な
い
と
批
評
と
し
て
対
象
が
作
ら
れ
な
い
。
 

一
人
の
批
評
家
が
あ
る
建
物
の
全
体
を
掴
む
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
で
も
 

だ
か
ら
こ
そ
、
建
築
家
と
い
う
作
り
手
以
外
の
い
ろ
ん
な
解
釈
や
批
評
が
重
 

要
で
あ
り
、
建
築
の
可
能
性
を
広
げ
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
思
い
ま
す
。
 

青
島
 
昨
今
の
建
築
業
界
で
圧
倒
的
に
足
り
て
な
い
人
材
は
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
 

ト
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
や
不
動
産
業
界
で
文
化
を
語
る
こ
と
の
で
き
る
人
た
ち
 

で
す
。
要
は
ユ
ー
ザ
ー
側
で
言
語
化
で
き
る
人
た
ち
が
圧
倒
的
に
少
な
い
。
 

こ
う
い
っ
た
人
材
が
ョ
ー
ロ
ッ
パ
に
は
結
構
い
て
、
例
え
ば
、
日
本
で
は
 

デ
ィ
ベ
ロ
ッ
パ
ー
と
呼
ば
れ
る
人
々
が
フ
ラ
ン
ス
で
は
プ
ロ
モ
ー
タ
ー
と
呼
 

ば
れ
ま
す
。
彼
ら
は
、
あ
る
空
間
に
つ
い
て
そ
れ
を
誰
が
ど
の
よ
う
に
使
う
 

と
ど
の
程
度
の
収
益
が
上
が
る
と
か
、
こ
こ
は
文
化
的
に
い
ろ
ん
な
多
様
性
 

が
生
ま
れ
る
と
か
、
世
代
を
混
ぜ
た
方
が
よ
い
と
い
っ
た
こ
と
を
、
建
築
を
 

作
る
側
か
ら
で
は
な
く
使
う
側
か
ら
言
語
化
す
る
の
で
す
。
 

日
本
で
す
と
、
日
曜
日
の
朝
に
放
映
し
て
い
る
『
建
物
探
訪
』
と
い
う
テ
 

レ
ビ
番
組
が
あ
り
ま
す
ね
。
住
民
と
イ
ン
タ
ビ
ュ
ア
ー
だ
け
が
建
物
の
中
で
 

語
る
番
組
で
、
建
築
家
の
主
張
が
一
切
示
さ
れ
ず
、
最
後
に
総
工
費
と
、
エ
 

ピ
ロ
ー
グ
で
建
築
家
事
務
所
が
協
力
と
し
か
出
て
こ
な
い
。
そ
う
い
っ
た
番
 

組
に
関
わ
る
よ
う
な
ユ
ー
ザ
ー
か
ら
の
言
葉
が
日
本
で
は
あ
ま
り
に
も
少
な
 

い
。
こ
の
番
組
が
朝
の
早
い
時
間
帯
に
な
っ
て
い
る
の
が
す
ご
く
残
念
で
 

す

。

 

そ
れ
か
ら
建
築
家
で
も
あ
る
追
手
門
学
院
大
学
の
納
谷
新
先
生
の
場
合
、
 

そ
の
仕
事
が
一
番
公
に
な
っ
て
い
る
の
は
『
新
建
築
』
の
よ
う
な
専
門
建
築
 

雑
誌
で
は
な
い
こ
と
も
重
要
だ
と
思
い
ま
す
。
専
門
誌
で
は
な
く
一
般
向
け
 

雑
誌
に
良
質
な
建
物
を
作
る
建
築
家
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
教
員
が
追
手
 

門
学
院
大
学
で
設
計
を
教
え
て
い
る
わ
け
で
す
。
建
築
家
と
し
て
の
文
化
を
 

一
般
の
言
葉
で
伝
え
る
こ
と
の
価
値
が
重
視
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
 

す

。

 

建
築
を
使
う
人
々
の
振
る
舞
い
を
き
ち
ん
と
言
語
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
 

こ
と
が
重
要
で
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
建
築
の
コ
ン
セ
プ
ト
を
語
る
と
き
に
 

も
建
築
分
野
の
ジ
ャ
ー
ゴ
ン
で
は
な
く
、
文
学
由
来
の
言
葉
を
建
築
化
す
る
 

よ
う
な
建
築
家
も
出
て
く
る
と
い
っ
た
こ
と
に
も
繋
が
る
か
と
思
い
ま
す
。
 

村
口
 

ユ
ー
ザ
ー
目
線
で
の
建
物
の
利
用
と
い
う
と
、
建
築
家
・
中
山
秀
之
 

さ
ん
の
展
覧
会
「
・

andthen
」
を
思
い
出
し
ま
し
た
（
H
o
H
o

ギ
ャ
ラ
リ
 

ー
・
間
、
東
京
、
二
〇
一
九
年
）
。
会
場
を
シ
ネ
「
間
」
に
見
立
て
、
中
山
 

さ
ん
が
建
て
た
住
宅
の
住
人
の
短
い
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
を
、
5
本
立
て
の
 

短
編
映
画
の
よ
う
に
し
て
流
し
て
い
て
、
お
そ
ら
く
は
建
築
家
が
意
図
し
な
 

い
使
い
方
が
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
っ
て
、
興
味
深
く
観
ま
し
た
。
 

青
島
 
ギ
ャ
ラ
リ
ー
間
の
別
の
企
画
展
「
中
村
好
文
展
 
小
屋
の
お
い
で
 

よ
ー
」
（
二
〇
一
三
年
）
も
文
学
を
建
築
で
読
み
解
く
と
い
う
も
の
で
し
た
 

ね

。

 

松
井
 
有
名
住
宅
建
築
に
お
け
る
住
民
の
住
ま
い
の
様
子
に
関
す
る
書
籍
は
 

最
近
も
い
く
つ
か
出
て
い
て
、
日
本
語
で
す
と
『
幸
せ
な
名
建
築
た
ち
』
 

(2018
）
と
い
う
書
籍
が
あ
り
ま
す
。
英
語
で
は
『
9
o
国
す
加
仁
七
く
o
de
邑
 

(2021
）
と
い
う
本
が
あ
っ
て
、
ル
・
コ
ル
ビ
ュ
ジ
エ
の
よ
う
な
有
名
建
築
 

家
が
設
計
し
た
建
物
で
子
供
時
代
を
育
っ
た
人
た
ち
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
集
 

使
っ
て
い
る
こ
と
が
含
ま
れ
る
と
い
う
先
ほ
ど
紹
介
し
た
議
論
も
ま
さ
に
そ

う
い
う
こ
と
で
、
実
際
に
使
わ
な
い
と
批
評
と
し
て
対
象
が
作
ら
れ
な
い
。

一
人
の
批
評
家
が
あ
る
建
物
の
全
体
を
掴
む
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
で
も

だ
か
ら
こ
そ
、
建
築
家
と
い
う
作
り
手
以
外
の
い
ろ
ん
な
解
釈
や
批
評
が
重

要
で
あ
り
、
建
築
の
可
能
性
を
広
げ
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
思
い
ま
す
。

青
島

昨
今
の
建
築
業
界
で
圧
倒
的
に
足
り
て
な
い
人
材
は
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
や
不
動
産
業
界
で
文
化
を
語
る
こ
と
の
で
き
る
人
た
ち

で
す
。
要
は
ユ
ー
ザ
ー
側
で
言
語
化
で
き
る
人
た
ち
が
圧
倒
的
に
少
な
い
。

こ
う
い
っ
た
人
材
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
は
結
構
い
て
、
例
え
ば
、
日
本
で
は

デ
ィ
ベ
ロ
ッ
パ
ー
と
呼
ば
れ
る
人
々
が
フ
ラ
ン
ス
で
は
プ
ロ
モ
ー
タ
ー
と
呼

ば
れ
ま
す
。
彼
ら
は
、
あ
る
空
間
に
つ
い
て
そ
れ
を
誰
が
ど
の
よ
う
に
使
う

と
ど
の
程
度
の
収
益
が
上
が
る
と
か
、
こ
こ
は
文
化
的
に
い
ろ
ん
な
多
様
性

が
生
ま
れ
る
と
か
、
世
代
を
混
ぜ
た
方
が
よ
い
と
い
っ
た
こ
と
を
、
建
築
を

作
る
側
か
ら
で
は
な
く
使
う
側
か
ら
言
語
化
す
る
の
で
す
。

日
本
で
す
と
、
日
曜
日
の
朝
に
放
映
し
て
い
る
『
建
物
探
訪
』
と
い
う
テ

レ
ビ
番
組
が
あ
り
ま
す
ね
。
住
民
と
イ
ン
タ
ビ
ュ
ア
ー
だ
け
が
建
物
の
中
で

語
る
番
組
で
、
建
築
家
の
主
張
が
一
切
示
さ
れ
ず
、
最
後
に
総
工
費
と
、
エ

ピ
ロ
ー
グ
で
建
築
家
事
務
所
が
協
力
と
し
か
出
て
こ
な
い
。
そ
う
い
っ
た
番

組
に
関
わ
る
よ
う
な
ユ
ー
ザ
ー
か
ら
の
言
葉
が
日
本
で
は
あ
ま
り
に
も
少
な

い
。
こ
の
番
組
が
朝
の
早
い
時
間
帯
に
な
っ
て
い
る
の
が
す
ご
く
残
念
で

す
。そ

れ
か
ら
建
築
家
で
も
あ
る
追
手
門
学
院
大
学
の
納
谷
新
先
生
の
場
合
、

そ
の
仕
事
が
一
番
公
に
な
っ
て
い
る
の
は
『
新
建
築
』
の
よ
う
な
専
門
建
築

雑
誌
で
は
な
い
こ
と
も
重
要
だ
と
思
い
ま
す
。
専
門
誌
で
は
な
く
一
般
向
け

雑
誌
に
良
質
な
建
物
を
作
る
建
築
家
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
教
員
が
追
手

門
学
院
大
学
で
設
計
を
教
え
て
い
る
わ
け
で
す
。
建
築
家
と
し
て
の
文
化
を

一
般
の
言
葉
で
伝
え
る
こ
と
の
価
値
が
重
視
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

す
。建

築
を
使
う
人
々
の
振
る
舞
い
を
き
ち
ん
と
言
語
化
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
と
が
重
要
で
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
建
築
の
コ
ン
セ
プ
ト
を
語
る
と
き
に

も
建
築
分
野
の
ジ
ャ
ー
ゴ
ン
で
は
な
く
、
文
学
由
来
の
言
葉
を
建
築
化
す
る

よ
う
な
建
築
家
も
出
て
く
る
と
い
っ
た
こ
と
に
も
繋
が
る
か
と
思
い
ま
す
。

村
口

ユ
ー
ザ
ー
目
線
で
の
建
物
の
利
用
と
い
う
と
、
建
築
家
・
中
山
秀
之

さ
ん
の
展
覧
会
「,and

then

」
を
思
い
出
し
ま
し
た
（TO

TO

ギ
ャ
ラ
リ

ー
・
間
、
東
京
、
二
〇
一
九
年
）。
会
場
を
シ
ネ
「
間
」
に
見
立
て
、
中
山

さ
ん
が
建
て
た
住
宅
の
住
人
の
短
い
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
を
、
５
本
立
て
の

短
編
映
画
の
よ
う
に
し
て
流
し
て
い
て
、
お
そ
ら
く
は
建
築
家
が
意
図
し
な

い
使
い
方
が
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
っ
て
、
興
味
深
く
観
ま
し
た
。

青
島

ギ
ャ
ラ
リ
ー
間
の
別
の
企
画
展
「
中
村
好
文
展

小
屋
の
お
い
で

よ
！
」（
二
〇
一
三
年
）
も
文
学
を
建
築
で
読
み
解
く
と
い
う
も
の
で
し
た

ね
。

松
井

有
名
住
宅
建
築
に
お
け
る
住
民
の
住
ま
い
の
様
子
に
関
す
る
書
籍
は

最
近
も
い
く
つ
か
出
て
い
て
、
日
本
語
で
す
と
『
幸
せ
な
名
建
築
た
ち
』

（2018
）
と
い
う
書
籍
が
あ
り
ま
す
。
英
語
で
は
『G

row
ing

up
M
odern

』

（2021

）
と
い
う
本
が
あ
っ
て
、
ル
・
コ
ル
ビ
ュ
ジ
エ
の
よ
う
な
有
名
建
築

家
が
設
計
し
た
建
物
で
子
供
時
代
を
育
っ
た
人
た
ち
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
集
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め
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
に
使
い
手
目
線
の
建
築
論
と
い
う
も
の
は
最
近
増
 

え
て
き
て
い
ま
す
。
 

先
ほ
ど
建
築
家
の
言
葉
が
強
す
ぎ
る
こ
と
に
問
題
が
あ
る
と
述
べ
ま
し
た
 

が
、
そ
の
一
方
で
住
宅
に
関
し
て
言
う
と
、
建
築
家
の
存
在
は
重
要
だ
と
思
 

っ
て
い
ま
す
。
実
は
僕
も
今
、
納
谷
先
生
と
青
島
先
生
に
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
 

し
て
も
ら
っ
た
団
地
に
住
ん
で
い
ま
す
が
、
自
宅
を
建
築
家
に
頼
む
と
、
単
 

に
家
の
イ
ン
テ
リ
ア
を
変
え
る
と
き
と
は
違
う
見
方
を
建
物
自
体
に
対
し
て
 

向
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
す
。
つ
ま
り
建
物
そ
の
も
の
、
建
築
そ
の
も
 

の
と
生
活
の
中
で
対
峙
し
て
い
る
感
覚
に
な
る
。
そ
れ
は
や
は
り
建
築
家
が
 

設
計
し
た
と
い
う
こ
と
が
想
定
で
き
る
か
ら
起
こ
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
 

対
し
て
今
流
行
り
の
ロ
］
く
や
昔
か
ら
あ
る
イ
ン
テ
リ
ア
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
 

ト
と
い
っ
た
も
の
は
、
与
え
ら
れ
た
箱
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
話
で
あ
っ
 

て
、
建
物
そ
の
も
の
を
見
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
住
宅
を
建
築
と
み
な
し
 

て
対
象
化
・
意
識
化
す
る
と
い
う
の
は
違
う
よ
う
に
思
い
ま
す
。
人
々
が
普
 

通
の
日
常
生
活
に
お
い
て
も
建
物
を
建
物
と
し
て
意
識
化
す
る
と
い
う
点
で
 

は
、
社
会
の
中
に
建
築
家
と
い
う
存
在
が
い
る
こ
と
は
重
要
で
す
。
 

村
口
 
納
谷
先
生
は
他
の
建
築
家
が
建
て
た
建
物
を
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
す
る
 

と
き
、
壁
紙
や
建
具
を
取
り
払
っ
て
一
旦
空
に
し
て
か
ら
作
り
替
え
て
い
き
 

ま
す
が
、
そ
れ
は
文
学
研
究
に
似
て
い
ま
す
ね
。
元
々
あ
る
空
間
の
中
に
違
 

う
形
を
読
み
込
ん
で
違
う
用
途
を
見
出
し
て
違
う
も
の
に
作
り
替
え
る
。
そ
 

の
意
味
で
は
文
学
と
建
築
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
繋
が
る
も
の
あ
る
と
思
い
ま
 

す

。

 

高
木
 
先
ほ
ど
松
井
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
、
批
評
が
対
象
を
構
築
す
 

る
と
い
う
考
え
方
に
関
し
て
は
、
小
説
家
の
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ペ
レ
ッ
ク
が
 

『
さ
ま
ざ
ま
な
空
間
』
（
N
8
W
）
の
な
か
で
、
パ
リ
の
ア
パ
ル
ト
マ
ン
を
例
に
 

あ
げ
て
面
白
い
こ
と
を
言
っ
て
い
ま
す
。
集
合
住
宅
は
、
た
と
え
ぜ
ん
ぶ
間
 

取
り
が
同
じ
で
あ
っ
て
も
、
誰
が
ど
の
よ
う
に
住
む
か
に
よ
っ
て
、
各
住
戸
 

は
ま
っ
た
く
異
な
る
空
間
に
な
る
。
集
合
住
宅
の
建
築
は
こ
こ
で
使
い
手
に
 

よ
っ
て
変
化
さ
せ
ら
れ
て
い
る
と
い
い
ま
す
。
そ
れ
は
住
人
に
と
っ
て
は
批
 

評
の
意
図
な
ど
な
い
日
常
的
な
行
為
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
で
も
そ
の
 

住
む
と
い
う
日
常
こ
そ
が
、
建
築
の
作
り
手
の
意
図
を
越
え
て
い
く
も
の
に
 

な
る
わ
け
で
す
。
同
様
の
こ
と
は
、
ミ
シ
ェ
ル
・
ド
・
セ
ル
ト
ー
が
『
日
常
 

的
実
践
の
ポ
イ
エ
テ
ィ
ー
ク
』
（
1987
）
で
も
述
べ
て
い
ま
す
。
 

建
築
と
文
学
部
教
育
 

松
井
 
建
築
と
文
学
部
の
関
係
と
い
う
こ
と
に
話
を
移
し
ま
す
と
、
建
築
側
 

は
文
学
部
に
対
す
る
共
感
が
と
て
も
強
い
。
と
く
に
建
築
史
の
先
生
は
み
な
 

自
分
は
文
学
部
寄
り
だ
な
と
感
じ
て
い
る
は
ず
で
す
。
文
学
部
で
な
い
こ
と
 

に
あ
る
種
の
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
す
ら
感
じ
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
で
す
か
ら
建
 

築
側
の
身
と
し
て
は
文
学
部
に
所
属
で
き
る
こ
と
が
喜
ば
し
い
の
で
す
。
 

対
し
て
佐
藤
先
生
と
村
口
先
生
は
、
追
手
門
学
院
大
学
文
学
部
の
中
で
美
 

学
・
建
築
文
化
専
攻
が
隣
に
あ
る
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
感
じ
て
い
ま
す
か
？
 

佐
藤
 
小
説
家
も
建
築
に
つ
い
て
色
々
語
る
し
、
高
木
先
生
の
よ
う
な
研
究
 

も
あ
る
し
、
僕
個
人
と
し
て
も
建
築
の
世
界
へ
の
憧
れ
が
強
い
で
す
。
 

た
だ
逆
に
、
建
築
と
い
う
生
産
性
が
高
い
分
野
か
ら
、
文
学
研
究
の
よ
う
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め
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
に
使
い
手
目
線
の
建
築
論
と
い
う
も
の
は
最
近
増

え
て
き
て
い
ま
す
。

先
ほ
ど
建
築
家
の
言
葉
が
強
す
ぎ
る
こ
と
に
問
題
が
あ
る
と
述
べ
ま
し
た

が
、
そ
の
一
方
で
住
宅
に
関
し
て
言
う
と
、
建
築
家
の
存
在
は
重
要
だ
と
思

っ
て
い
ま
す
。
実
は
僕
も
今
、
納
谷
先
生
と
青
島
先
生
に
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン

し
て
も
ら
っ
た
団
地
に
住
ん
で
い
ま
す
が
、
自
宅
を
建
築
家
に
頼
む
と
、
単

に
家
の
イ
ン
テ
リ
ア
を
変
え
る
と
き
と
は
違
う
見
方
を
建
物
自
体
に
対
し
て

向
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
す
。
つ
ま
り
建
物
そ
の
も
の
、
建
築
そ
の
も

の
と
生
活
の
中
で
対
峙
し
て
い
る
感
覚
に
な
る
。
そ
れ
は
や
は
り
建
築
家
が

設
計
し
た
と
い
う
こ
と
が
想
定
で
き
る
か
ら
起
こ
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

対
し
て
今
流
行
り
のD

IY

や
昔
か
ら
あ
る
イ
ン
テ
リ
ア
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー

ト
と
い
っ
た
も
の
は
、
与
え
ら
れ
た
箱
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
話
で
あ
っ

て
、
建
物
そ
の
も
の
を
見
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
住
宅
を
建
築
と
み
な
し

て
対
象
化
・
意
識
化
す
る
と
い
う
の
は
違
う
よ
う
に
思
い
ま
す
。
人
々
が
普

通
の
日
常
生
活
に
お
い
て
も
建
物
を
建
物
と
し
て
意
識
化
す
る
と
い
う
点
で

は
、
社
会
の
中
に
建
築
家
と
い
う
存
在
が
い
る
こ
と
は
重
要
で
す
。

村
口

納
谷
先
生
は
他
の
建
築
家
が
建
て
た
建
物
を
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
す
る

と
き
、
壁
紙
や
建
具
を
取
り
払
っ
て
一
旦
空
に
し
て
か
ら
作
り
替
え
て
い
き

ま
す
が
、
そ
れ
は
文
学
研
究
に
似
て
い
ま
す
ね
。
元
々
あ
る
空
間
の
中
に
違

う
形
を
読
み
込
ん
で
違
う
用
途
を
見
出
し
て
違
う
も
の
に
作
り
替
え
る
。
そ

の
意
味
で
は
文
学
と
建
築
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
繋
が
る
も
の
あ
る
と
思
い
ま

す
。

高
木

先
ほ
ど
松
井
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
、
批
評
が
対
象
を
構
築
す

る
と
い
う
考
え
方
に
関
し
て
は
、
小
説
家
の
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ペ
レ
ッ
ク
が

『
さ
ま
ざ
ま
な
空
間
』（2003

）
の
な
か
で
、
パ
リ
の
ア
パ
ル
ト
マ
ン
を
例
に

あ
げ
て
面
白
い
こ
と
を
言
っ
て
い
ま
す
。
集
合
住
宅
は
、
た
と
え
ぜ
ん
ぶ
間

取
り
が
同
じ
で
あ
っ
て
も
、
誰
が
ど
の
よ
う
に
住
む
か
に
よ
っ
て
、
各
住
戸

は
ま
っ
た
く
異
な
る
空
間
に
な
る
。
集
合
住
宅
の
建
築
は
こ
こ
で
使
い
手
に

よ
っ
て
変
化
さ
せ
ら
れ
て
い
る
と
い
い
ま
す
。
そ
れ
は
住
人
に
と
っ
て
は
批

評
の
意
図
な
ど
な
い
日
常
的
な
行
為
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
で
も
そ
の

住
む
と
い
う
日
常
こ
そ
が
、
建
築
の
作
り
手
の
意
図
を
越
え
て
い
く
も
の
に

な
る
わ
け
で
す
。
同
様
の
こ
と
は
、
ミ
シ
ェ
ル
・
ド
・
セ
ル
ト
ー
が
『
日
常

的
実
践
の
ポ
イ
エ
テ
ィ
ー
ク
』（1987

）
で
も
述
べ
て
い
ま
す
。

建
築
と
文
学
部
教
育

松
井

建
築
と
文
学
部
の
関
係
と
い
う
こ
と
に
話
を
移
し
ま
す
と
、
建
築
側

は
文
学
部
に
対
す
る
共
感
が
と
て
も
強
い
。
と
く
に
建
築
史
の
先
生
は
み
な

自
分
は
文
学
部
寄
り
だ
な
と
感
じ
て
い
る
は
ず
で
す
。
文
学
部
で
な
い
こ
と

に
あ
る
種
の
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
す
ら
感
じ
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
で
す
か
ら
建

築
側
の
身
と
し
て
は
文
学
部
に
所
属
で
き
る
こ
と
が
喜
ば
し
い
の
で
す
。

対
し
て
佐
藤
先
生
と
村
口
先
生
は
、
追
手
門
学
院
大
学
文
学
部
の
中
で
美

学
・
建
築
文
化
専
攻
が
隣
に
あ
る
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
感
じ
て
い
ま
す
か
？

佐
藤

小
説
家
も
建
築
に
つ
い
て
色
々
語
る
し
、
高
木
先
生
の
よ
う
な
研
究

も
あ
る
し
、
僕
個
人
と
し
て
も
建
築
の
世
界
へ
の
憧
れ
が
強
い
で
す
。

た
だ
逆
に
、
建
築
と
い
う
生
産
性
が
高
い
分
野
か
ら
、
文
学
研
究
の
よ
う

座談会「文学×建築─文学部で建築を語る可能性」 （７８）
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に
役
に
立
た
な
い
も
の
が
ど
う
見
ら
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
 

ス
も
あ
り
ま
す
。
生
産
性
に
は
、
実
際
に
物
を
つ
く
る
・
物
が
で
き
る
と
い
 

う
面
や
、
社
会
の
要
求
に
応
え
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
も
あ
り
ま
す
。
で
す
か
 

ら
美
学
・
建
築
文
化
専
攻
に
は
文
学
部
に
居
続
け
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。
 

松
井
 

一
方
で
建
築
分
野
、
と
く
に
建
築
家
は
社
会
の
要
求
に
た
だ
応
え
て
 

い
る
こ
と
だ
け
を
評
価
さ
れ
た
く
は
な
い
と
思
っ
て
い
る
は
ず
で
す
。
む
し
 

ろ
文
学
と
一
緒
で
社
会
の
要
求
を
自
分
た
ち
か
ら
作
り
た
い
と
い
う
発
想
が
 

あ
る
か
ら
こ
そ
、
文
学
の
価
値
創
造
の
可
能
性
に
共
感
す
る
。
お
そ
ら
く
建
 

築
家
は
単
に
使
い
や
す
い
と
言
わ
れ
て
も
、
い
い
気
持
ち
は
し
な
い
。
 

村
口
 

『
源
氏
物
語
』
に
限
ら
ず
古
典
研
究
で
も
、
建
築
や
庭
園
を
扱
う
こ
 

と
も
よ
く
あ
り
、
明
治
大
学
の
赤
澤
真
理
先
生
の
よ
う
に
、
建
築
学
会
所
属
 

で
活
躍
し
て
い
る
人
も
お
ら
れ
ま
す
。
 

ぼ
く
自
身
が
建
築
好
き
と
い
う
の
も
あ
っ
て
、
文
学
部
に
建
築
が
あ
る
と
 

い
う
の
は
と
て
も
面
白
い
し
、
好
意
的
に
受
け
止
め
て
い
ま
す
。
 

一
方
で
学
部
と
し
て
考
え
た
と
き
に
は
、
お
互
い
が
持
つ
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
 

を
ど
う
融
合
さ
せ
て
い
く
の
か
を
考
え
て
行
く
べ
き
で
す
。
文
学
部
人
文
学
 

科
と
い
う
同
じ
枠
の
中
に
い
る
の
だ
か
ら
歴
史
文
化
専
攻
も
含
め
て
よ
り
創
 

造
的
に
、
1
足
す
1
が
2

で
は
な
く
3
や
4

に
し
て
ゆ
き
た
い
。
 

や
や
も
す
れ
ば
専
攻
や
専
門
で
バ
ラ
バ
ラ
に
な
り
か
ね
な
い
と
こ
ろ
、
建
 

築
の
存
在
が
ハ
ブ
に
な
っ
て
、
う
ま
く
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
可
能
性
が
あ
る
。
 

松
井
 
今
の
村
口
先
生
の
お
話
の
よ
う
に
他
分
野
と
建
築
が
協
働
し
よ
う
と
 

い
う
と
き
に
感
じ
る
の
は
、
建
築
に
二
つ
の
顔
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
 

一
方
で
は
建
築
は
人
間
全
員
が
共
有
し
て
い
る
形
式
の
ひ
と
つ
だ
と
思
い
 

ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
誰
も
が
建
築
に
つ
い
て
語
り
う
る
し
、
文
学
の
建
築
も
 

語
る
こ
と
が
で
き
る
。
誰
も
が
建
築
に
対
し
て
あ
る
程
度
の
感
度
を
持
っ
て
 

い
る
わ
け
で
す
。
そ
の
よ
う
に
建
築
に
は
、
あ
る
種
の
普
遍
的
形
式
と
し
て
 

の
建
築
と
い
う
次
元
が
あ
る
一
方
で
、
建
築
学
や
建
築
学
科
と
い
う
よ
う
に
 

専
門
分
野
と
し
て
ひ
と
つ
の
学
科
を
構
築
し
て
き
た
と
い
う
側
面
も
あ
る
。
 

よ
り
個
人
レ
ベ
ル
で
は
、
建
築
理
論
や
西
洋
建
築
史
と
い
っ
た
専
門
が
あ
 

る。 要
す
る
に
人
間
の
普
遍
的
な
形
式
と
し
て
の
建
築
と
特
殊
分
野
と
し
て
の
 

建
築
学
と
い
う
二
つ
の
相
が
あ
る
。
そ
し
て
他
分
野
の
方
が
建
築
ヘ
ア
プ
ロ
 

ー
チ
す
る
と
き
の
入
ロ
は
前
者
の
普
遍
的
な
形
式
の
方
に
な
る
わ
け
で
す
。
 

一
方
で
文
学
部
に
お
け
る
専
攻
と
し
て
の
横
の
並
び
の
話
に
な
る
と
、
文
学
 

研
究
と
建
築
学
研
究
と
い
っ
た
よ
う
に
、
学
科
と
し
て
の
立
ち
位
置
を
求
め
 

ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
が
ジ
レ
ン
マ
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
 

で
す
か
ら
今
回
の
企
画
も
「
文
学
×
建
築
」
と
掲
げ
て
い
ま
す
が
、
僕
自
 

身
は
学
際
交
流
と
い
う
感
じ
で
は
捉
え
て
い
ま
せ
ん
。
建
築
の
知
見
と
文
学
 

の
知
見
を
掛
け
合
わ
せ
る
よ
う
な
、
一
般
的
な
学
問
分
野
ど
う
し
の
交
流
と
 

は
違
う
の
で
は
な
い
か
。
一
方
で
普
遍
的
形
式
と
し
て
の
建
築
と
い
う
相
か
 

ら
ア
プ
ロ
ー
チ
さ
れ
る
と
、
専
門
研
究
者
と
し
て
の
ジ
レ
ン
マ
も
感
じ
ま
 

す

。

 

高
木
 
文
学
も
か
つ
て
は
そ
の
な
か
に
哲
学
が
含
ま
れ
て
い
た
り
史
学
が
含
 

ま
れ
て
い
た
り
と
、
あ
る
種
の
普
遍
性
の
次
元
を
指
し
て
い
た
と
思
い
ま
 

す
。
現
在
で
も
哲
学
科
や
史
学
科
は
文
学
部
に
含
ま
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
 

す
。
そ
う
い
っ
た
意
味
で
は
、
建
築
に
お
け
る
二
面
性
と
事
情
は
近
い
の
か
 

一 d
工 

d
工 

一 

に
役
に
立
た
な
い
も
の
が
ど
う
見
ら
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
コ
ン
プ
レ
ッ
ク

ス
も
あ
り
ま
す
。
生
産
性
に
は
、
実
際
に
物
を
つ
く
る
・
物
が
で
き
る
と
い

う
面
や
、
社
会
の
要
求
に
応
え
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
も
あ
り
ま
す
。
で
す
か

ら
美
学
・
建
築
文
化
専
攻
に
は
文
学
部
に
居
続
け
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

松
井

一
方
で
建
築
分
野
、
と
く
に
建
築
家
は
社
会
の
要
求
に
た
だ
応
え
て

い
る
こ
と
だ
け
を
評
価
さ
れ
た
く
は
な
い
と
思
っ
て
い
る
は
ず
で
す
。
む
し

ろ
文
学
と
一
緒
で
社
会
の
要
求
を
自
分
た
ち
か
ら
作
り
た
い
と
い
う
発
想
が

あ
る
か
ら
こ
そ
、
文
学
の
価
値
創
造
の
可
能
性
に
共
感
す
る
。
お
そ
ら
く
建

築
家
は
単
に
使
い
や
す
い
と
言
わ
れ
て
も
、
い
い
気
持
ち
は
し
な
い
。

村
口
『
源
氏
物
語
』
に
限
ら
ず
古
典
研
究
で
も
、
建
築
や
庭
園
を
扱
う
こ

と
も
よ
く
あ
り
、
明
治
大
学
の
赤
澤
真
理
先
生
の
よ
う
に
、
建
築
学
会
所
属

で
活
躍
し
て
い
る
人
も
お
ら
れ
ま
す
。

ぼ
く
自
身
が
建
築
好
き
と
い
う
の
も
あ
っ
て
、
文
学
部
に
建
築
が
あ
る
と

い
う
の
は
と
て
も
面
白
い
し
、
好
意
的
に
受
け
止
め
て
い
ま
す
。

一
方
で
学
部
と
し
て
考
え
た
と
き
に
は
、
お
互
い
が
持
つ
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル

を
ど
う
融
合
さ
せ
て
い
く
の
か
を
考
え
て
行
く
べ
き
で
す
。
文
学
部
人
文
学

科
と
い
う
同
じ
枠
の
中
に
い
る
の
だ
か
ら
歴
史
文
化
専
攻
も
含
め
て
よ
り
創

造
的
に
、
１
足
す
１
が
２
で
は
な
く
３
や
４
に
し
て
ゆ
き
た
い
。

や
や
も
す
れ
ば
専
攻
や
専
門
で
バ
ラ
バ
ラ
に
な
り
か
ね
な
い
と
こ
ろ
、
建

築
の
存
在
が
ハ
ブ
に
な
っ
て
、
う
ま
く
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
可
能
性
が
あ
る
。

松
井

今
の
村
口
先
生
の
お
話
の
よ
う
に
他
分
野
と
建
築
が
協
働
し
よ
う
と

い
う
と
き
に
感
じ
る
の
は
、
建
築
に
二
つ
の
顔
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

一
方
で
は
建
築
は
人
間
全
員
が
共
有
し
て
い
る
形
式
の
ひ
と
つ
だ
と
思
い

ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
誰
も
が
建
築
に
つ
い
て
語
り
う
る
し
、
文
学
の
建
築
も

語
る
こ
と
が
で
き
る
。
誰
も
が
建
築
に
対
し
て
あ
る
程
度
の
感
度
を
持
っ
て

い
る
わ
け
で
す
。
そ
の
よ
う
に
建
築
に
は
、
あ
る
種
の
普
遍
的
形
式
と
し
て

の
建
築
と
い
う
次
元
が
あ
る
一
方
で
、
建
築
学
や
建
築
学
科
と
い
う
よ
う
に

専
門
分
野
と
し
て
ひ
と
つ
の
学
科
を
構
築
し
て
き
た
と
い
う
側
面
も
あ
る
。

よ
り
個
人
レ
ベ
ル
で
は
、
建
築
理
論
や
西
洋
建
築
史
と
い
っ
た
専
門
が
あ

る
。要

す
る
に
人
間
の
普
遍
的
な
形
式
と
し
て
の
建
築
と
特
殊
分
野
と
し
て
の

建
築
学
と
い
う
二
つ
の
相
が
あ
る
。
そ
し
て
他
分
野
の
方
が
建
築
へ
ア
プ
ロ

ー
チ
す
る
と
き
の
入
口
は
前
者
の
普
遍
的
な
形
式
の
方
に
な
る
わ
け
で
す
。

一
方
で
文
学
部
に
お
け
る
専
攻
と
し
て
の
横
の
並
び
の
話
に
な
る
と
、
文
学

研
究
と
建
築
学
研
究
と
い
っ
た
よ
う
に
、
学
科
と
し
て
の
立
ち
位
置
を
求
め

ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
が
ジ
レ
ン
マ
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

で
す
か
ら
今
回
の
企
画
も
「
文
学
×
建
築
」
と
掲
げ
て
い
ま
す
が
、
僕
自

身
は
学
際
交
流
と
い
う
感
じ
で
は
捉
え
て
い
ま
せ
ん
。
建
築
の
知
見
と
文
学

の
知
見
を
掛
け
合
わ
せ
る
よ
う
な
、
一
般
的
な
学
問
分
野
ど
う
し
の
交
流
と

は
違
う
の
で
は
な
い
か
。
一
方
で
普
遍
的
形
式
と
し
て
の
建
築
と
い
う
相
か

ら
ア
プ
ロ
ー
チ
さ
れ
る
と
、
専
門
研
究
者
と
し
て
の
ジ
レ
ン
マ
も
感
じ
ま

す
。

高
木

文
学
も
か
つ
て
は
そ
の
な
か
に
哲
学
が
含
ま
れ
て
い
た
り
史
学
が
含

ま
れ
て
い
た
り
と
、
あ
る
種
の
普
遍
性
の
次
元
を
指
し
て
い
た
と
思
い
ま

す
。
現
在
で
も
哲
学
科
や
史
学
科
は
文
学
部
に
含
ま
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
そ
う
い
っ
た
意
味
で
は
、
建
築
に
お
け
る
二
面
性
と
事
情
は
近
い
の
か

松井健太・高木 彬・佐藤貴之・村口進介
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な
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
最
近
は
、
そ
う
い
っ
た
普
遍
性
の
側
面
が
だ
い
ぶ
 

ん
縮
小
さ
れ
て
き
て
い
て
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
文
学
と
は
文
学
作
品
の
こ
 

と
だ
と
い
う
ふ
う
に
だ
ん
だ
ん
限
定
さ
れ
て
き
て
い
る
気
が
し
ま
す
。
文
学
 

部
に
美
学
・
建
築
文
化
専
攻
を
擁
す
る
追
手
門
学
院
大
学
は
、
そ
う
し
た
流
 

れ
に
歯
止
め
を
か
け
る
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
 

松
井
 

一
方
で
最
近
は
建
築
学
部
、
つ
ま
り
学
部
と
し
て
の
建
築
と
い
う
 

レ
ベ
ル
設
定
も
あ
り
ま
す
。
追
手
門
学
院
大
学
の
よ
う
に
文
学
部
の
一
部
と
 

し
て
あ
る
よ
う
な
専
攻
も
あ
る
一
方
で
、
学
部
と
し
て
建
築
専
攻
を
立
ち
上
 

げ
る
と
い
う
動
き
も
多
い
の
で
す
。
こ
れ
ま
で
は
工
学
部
の
建
築
学
科
と
い
 

う
の
が
一
般
的
で
し
た
が
、
学
部
と
し
て
独
立
す
る
と
い
う
構
図
で
す
。
 

建
築
の
普
遍
性
の
次
元
は
そ
う
い
う
発
露
の
仕
方
も
あ
る
し
、
一
方
で
は
 

文
学
部
の
中
に
建
築
が
あ
る
と
い
う
の
も
そ
の
表
出
の
ー
つ
の
仕
方
で
す
。
 

村
口
 
受
験
生
目
線
で
言
う
と
、
追
手
門
学
院
大
学
の
美
学
・
建
築
文
化
専
 

攻
は
数
学
な
し
で
も
入
学
で
き
て
、
頑
張
れ
ば
一
級
建
築
士
の
資
格
も
取
れ
 

る
と
い
う
建
付
け
に
な
っ
て
い
て
、
そ
こ
が
売
り
に
な
っ
て
い
る
。
 

そ
の
一
方
で
、
専
攻
教
員
の
な
か
に
工
学
的
に
で
は
な
く
文
学
的
に
と
い
 

う
か
、
そ
の
専
攻
名
が
示
す
と
お
り
、
美
学
的
、
文
化
的
に
建
築
を
見
よ
う
 

と
す
る
教
員
が
い
る
の
も
非
常
に
重
要
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
を
別
 

に
松
井
先
生
一
人
が
担
う
必
要
は
な
く
、
例
え
ば
日
本
文
学
専
攻
の
教
員
が
 

美
学
・
建
築
文
化
専
攻
の
科
目
を
担
当
し
て
も
よ
く
、
逆
も
し
か
り
。
 

現
に
今
ぼ
く
は
歴
史
文
化
専
攻
の
二
年
生
対
象
の
授
業
を
担
当
し
て
い
 

て
、
そ
れ
は
単
な
る
科
目
配
当
の
バ
グ
で
す
が
、
あ
え
て
そ
の
バ
グ
を
利
活
 

用
し
て
、
美
学
・
建
築
文
化
専
攻
の
科
目
を
他
専
攻
の
教
員
と
協
働
し
て
、
 

対
話
形
式
で
授
業
を
展
開
す
る
な
ど
、
こ
の
大
学
の
枠
組
み
だ
か
ら
こ
そ
試
 

せ
る
こ
と
も
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
 

大
学
か
ら
の
出
口
 

高
木
 
村
口
先
生
が
お
っ
し
や
る
よ
う
に
、
美
学
的
・
文
化
的
に
建
築
を
捉
 

え
る
こ
と
は
非
常
に
魅
力
的
だ
と
思
い
ま
す
。
実
際
、
僕
も
そ
う
い
っ
た
点
 

に
惹
か
れ
て
京
都
工
芸
繊
維
大
学
を
受
験
し
ま
し
た
。
た
だ
、
そ
う
し
て
文
 

化
的
に
建
築
を
考
え
る
と
い
う
こ
と
を
卒
業
後
も
続
け
た
い
と
思
っ
て
も
、
 

実
質
的
な
進
路
と
し
て
は
、
大
学
院
へ
入
っ
て
研
究
者
に
な
る
道
し
か
残
さ
 

れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
先
ほ
ど
青
島
先
生
が
お
っ
し
や
つ
 

て
い
た
こ
と
と
も
関
わ
り
ま
す
が
、
職
業
と
し
て
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
 

の
か
分
か
ら
な
か
っ
た
ん
で
す
ね
。
僕
の
同
級
生
も
、
も
ち
ろ
ん
建
築
家
に
 

な
る
人
も
い
ま
し
た
が
、
身
近
な
人
た
ち
は
み
ん
な
出
版
社
に
就
職
し
た
り
 

画
家
に
な
っ
た
り
で
バ
ラ
バ
ラ
で
す
。
建
築
家
で
は
な
い
か
た
ち
で
職
業
と
 

し
て
建
築
と
何
ら
か
の
関
わ
り
を
続
け
た
い
と
い
う
人
は
一
定
数
い
て
、
僕
 

も
そ
の
う
ち
の
一
人
だ
っ
た
わ
け
で
す
が
、
そ
う
い
う
人
た
ち
の
受
け
皿
が
 

社
会
に
あ
ま
り
な
い
。
 

で
す
か
ら
、
建
築
文
化
の
教
育
を
進
め
る
な
ら
ば
、
そ
の
一
方
で
、
出
口
 

の
問
題
と
い
う
の
も
大
事
な
と
こ
ろ
だ
ろ
う
な
と
思
い
ま
す
。
出
口
を
用
意
 

す
る
に
は
ま
ず
、
そ
う
い
う
建
築
文
化
の
醸
成
が
必
要
で
し
ょ
う
し
、
そ
の
 

一
環
と
し
て
今
日
の
よ
う
な
座
談
会
が
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、
 

そ
の
醸
成
を
進
め
る
ひ
と
つ
の
拠
点
と
し
て
、
追
手
門
学
院
大
学
の
文
学
部
 

な
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
最
近
は
、
そ
う
い
っ
た
普
遍
性
の
側
面
が
だ
い
ぶ

ん
縮
小
さ
れ
て
き
て
い
て
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
文
学
と
は
文
学
作
品
の
こ

と
だ
と
い
う
ふ
う
に
だ
ん
だ
ん
限
定
さ
れ
て
き
て
い
る
気
が
し
ま
す
。
文
学

部
に
美
学
・
建
築
文
化
専
攻
を
擁
す
る
追
手
門
学
院
大
学
は
、
そ
う
し
た
流

れ
に
歯
止
め
を
か
け
る
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。

松
井

一
方
で
最
近
は
建
築
学
部
、
つ
ま
り
学
部
と
し
て
の
建
築
と
い
う

レ
ベ
ル
設
定
も
あ
り
ま
す
。
追
手
門
学
院
大
学
の
よ
う
に
文
学
部
の
一
部
と

し
て
あ
る
よ
う
な
専
攻
も
あ
る
一
方
で
、
学
部
と
し
て
建
築
専
攻
を
立
ち
上

げ
る
と
い
う
動
き
も
多
い
の
で
す
。
こ
れ
ま
で
は
工
学
部
の
建
築
学
科
と
い

う
の
が
一
般
的
で
し
た
が
、
学
部
と
し
て
独
立
す
る
と
い
う
構
図
で
す
。

建
築
の
普
遍
性
の
次
元
は
そ
う
い
う
発
露
の
仕
方
も
あ
る
し
、
一
方
で
は

文
学
部
の
中
に
建
築
が
あ
る
と
い
う
の
も
そ
の
表
出
の
一
つ
の
仕
方
で
す
。

村
口

受
験
生
目
線
で
言
う
と
、
追
手
門
学
院
大
学
の
美
学
・
建
築
文
化
専

攻
は
数
学
な
し
で
も
入
学
で
き
て
、
頑
張
れ
ば
一
級
建
築
士
の
資
格
も
取
れ

る
と
い
う
建
付
け
に
な
っ
て
い
て
、
そ
こ
が
売
り
に
な
っ
て
い
る
。

そ
の
一
方
で
、
専
攻
教
員
の
な
か
に
工
学
的
に
で
は
な
く
文
学
的
に
と
い

う
か
、
そ
の
専
攻
名
が
示
す
と
お
り
、
美
学
的
、
文
化
的
に
建
築
を
見
よ
う

と
す
る
教
員
が
い
る
の
も
非
常
に
重
要
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
を
別

に
松
井
先
生
一
人
が
担
う
必
要
は
な
く
、
例
え
ば
日
本
文
学
専
攻
の
教
員
が

美
学
・
建
築
文
化
専
攻
の
科
目
を
担
当
し
て
も
よ
く
、
逆
も
し
か
り
。

現
に
今
ぼ
く
は
歴
史
文
化
専
攻
の
二
年
生
対
象
の
授
業
を
担
当
し
て
い

て
、
そ
れ
は
単
な
る
科
目
配
当
の
バ
グ
で
す
が
、
あ
え
て
そ
の
バ
グ
を
利
活

用
し
て
、
美
学
・
建
築
文
化
専
攻
の
科
目
を
他
専
攻
の
教
員
と
協
働
し
て
、

対
話
形
式
で
授
業
を
展
開
す
る
な
ど
、
こ
の
大
学
の
枠
組
み
だ
か
ら
こ
そ
試

せ
る
こ
と
も
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

大
学
か
ら
の
出
口

高
木

村
口
先
生
が
お
っ
し
ゃ
る
よ
う
に
、
美
学
的
・
文
化
的
に
建
築
を
捉

え
る
こ
と
は
非
常
に
魅
力
的
だ
と
思
い
ま
す
。
実
際
、
僕
も
そ
う
い
っ
た
点

に
惹
か
れ
て
京
都
工
芸
繊
維
大
学
を
受
験
し
ま
し
た
。
た
だ
、
そ
う
し
て
文

化
的
に
建
築
を
考
え
る
と
い
う
こ
と
を
卒
業
後
も
続
け
た
い
と
思
っ
て
も
、

実
質
的
な
進
路
と
し
て
は
、
大
学
院
へ
入
っ
て
研
究
者
に
な
る
道
し
か
残
さ

れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
先
ほ
ど
青
島
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ

て
い
た
こ
と
と
も
関
わ
り
ま
す
が
、
職
業
と
し
て
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る

の
か
分
か
ら
な
か
っ
た
ん
で
す
ね
。
僕
の
同
級
生
も
、
も
ち
ろ
ん
建
築
家
に

な
る
人
も
い
ま
し
た
が
、
身
近
な
人
た
ち
は
み
ん
な
出
版
社
に
就
職
し
た
り

画
家
に
な
っ
た
り
で
バ
ラ
バ
ラ
で
す
。
建
築
家
で
は
な
い
か
た
ち
で
職
業
と

し
て
建
築
と
何
ら
か
の
関
わ
り
を
続
け
た
い
と
い
う
人
は
一
定
数
い
て
、
僕

も
そ
の
う
ち
の
一
人
だ
っ
た
わ
け
で
す
が
、
そ
う
い
う
人
た
ち
の
受
け
皿
が

社
会
に
あ
ま
り
な
い
。

で
す
か
ら
、
建
築
文
化
の
教
育
を
進
め
る
な
ら
ば
、
そ
の
一
方
で
、
出
口

の
問
題
と
い
う
の
も
大
事
な
と
こ
ろ
だ
ろ
う
な
と
思
い
ま
す
。
出
口
を
用
意

す
る
に
は
ま
ず
、
そ
う
い
う
建
築
文
化
の
醸
成
が
必
要
で
し
ょ
う
し
、
そ
の

一
環
と
し
て
今
日
の
よ
う
な
座
談
会
が
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、

そ
の
醸
成
を
進
め
る
ひ
と
つ
の
拠
点
と
し
て
、
追
手
門
学
院
大
学
の
文
学
部

座談会「文学×建築─文学部で建築を語る可能性」 （８０）
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が
存
在
意
義
を
増
し
て
く
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
 

松
井
 
設
計
教
育
と
い
う
も
の
は
、
た
ん
に
建
築
家
を
養
成
す
る
た
め
の
ト
 

レ
ー
ニ
ン
グ
と
い
う
以
上
に
、
も
っ
と
広
が
り
が
あ
る
も
の
だ
と
思
い
ま
 

す
。
建
築
家
が
教
え
て
い
て
、
学
生
は
建
築
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
考
え
て
そ
れ
 

を
図
面
で
表
現
す
る
の
で
す
が
、
必
ず
し
も
社
会
に
出
て
建
築
家
に
な
る
た
 

め
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
模
型
や
平
面
図
も
様
々
な
方
 

向
に
創
造
性
を
伸
ば
す
こ
と
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
学
生
側
は
単
に
建
 

築
家
に
な
る
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
と
し
て
考
え
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、
 

も
っ
と
自
由
に
学
ん
だ
方
が
い
い
し
、
実
態
も
そ
う
だ
と
思
い
ま
す
。
 

高
木
 
そ
う
い
う
リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
と
し
て
の
側
面
か
ら
建
築
教
育
の
出
口
 

を
考
え
る
な
ら
ば
、
僕
が
学
生
の
頃
に
言
わ
れ
た
こ
と
で
覚
え
て
い
る
の
 

は
、
ち
ょ
っ
と
言
い
方
は
良
く
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
、
「
建
築
は
 

ツ
ブ
シ
が
き
く
」
と
い
う
話
で
し
た
。
建
築
の
学
科
で
学
ん
で
建
築
家
に
な
 

る
人
は
一
部
で
、
違
う
ジ
ャ
ン
ル
に
行
く
人
も
多
い
と
い
う
こ
と
は
言
わ
れ
 

ま
し
た
。
 

松
井
 
建
築
学
科
で
設
計
を
教
え
て
い
る
の
は
建
築
家
の
先
生
で
す
か
ら
、
 

建
築
家
と
い
う
道
を
進
む
か
諦
め
る
か
と
い
っ
た
二
者
択
一
に
見
え
ま
す
。
 

し
か
し
実
際
の
教
育
内
容
自
体
は
建
築
家
に
な
る
か
ど
う
か
と
は
全
然
違
う
 

可
能
性
の
広
が
り
が
あ
る
教
育
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
 

佐
藤
 
多
分
ど
の
大
学
で
も
文
学
部
の
出
口
は
、
国
語
科
教
員
の
よ
う
な
一
 

部
の
専
門
職
を
除
い
て
、
そ
こ
ま
で
具
体
的
に
考
え
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
 

で
も
学
生
た
ち
は
進
路
を
見
つ
け
て
就
職
し
て
い
く
。
そ
れ
が
正
解
で
し
ょ
 

う
し
、
リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
と
は
そ
う
い
う
こ
と
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
 

高
木
 
出
口
が
ひ
と
つ
に
定
ま
ら
な
い
こ
と
が
、
文
学
を
学
ぶ
こ
と
の
根
本
 

的
な
面
白
さ
の
ひ
と
つ
で
は
あ
り
ま
す
よ
ね
。
僕
の
勤
務
校
で
も
、
文
学
部
 

に
入
っ
て
き
た
一
年
生
や
二
年
生
が
す
ご
く
不
安
な
顔
を
し
て
い
る
と
き
が
 

あ
っ
て
、
就
職
を
ど
う
す
る
か
今
か
ら
心
配
で
す
と
言
っ
て
い
る
の
で
す
 

が
、
い
や
違
う
よ
と
。
 

極
端
な
話
を
す
れ
ば
、
医
学
部
に
行
っ
た
人
は
も
ち
ろ
ん
医
者
に
な
る
人
 

が
多
い
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
で
は
何
が
医
学
な
の
か
、
何
が
病
な
の
 

か
と
考
え
始
め
る
と
、
こ
れ
は
文
学
部
の
領
域
に
な
っ
た
り
す
る
。
そ
う
い
 

っ
た
根
本
的
な
と
こ
ろ
を
考
え
る
と
い
う
と
こ
ろ
が
普
遍
的
な
次
元
と
い
っ
 

て
も
よ
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
を
支
え
る
場
所
と
し
て
 

文
学
部
は
あ
る
の
か
な
と
思
い
ま
す
ね
。
 

松
井
 
ま
さ
に
建
築
が
文
学
部
に
入
っ
て
解
放
さ
れ
た
感
じ
も
あ
り
ま
す
。
 

村
口
 

設
計
を
実
際
に
教
え
て
い
る
青
島
先
生
や
納
谷
先
生
も
、
そ
う
い
っ
 

た
建
築
家
に
な
る
た
め
だ
け
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
で
は
な
い
よ
と
い
う
意
識
を
 

も
っ
て
教
え
て
お
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
？
 

松
井
 
そ
う
だ
と
思
い
ま
す
。
少
な
く
と
も
納
谷
先
生
の
設
計
課
題
の
設
定
 

の
仕
方
な
ど
は
そ
う
い
う
も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
学
生
に
伝
わ
っ
 

て
い
る
の
か
は
学
生
に
聞
か
な
い
と
分
か
り
ま
せ
ん
が
（
笑
）
 

例
え
ば
納
谷
先
生
の
設
計
課
題
の
出
し
方
は
建
築
学
科
ら
し
く
あ
り
ま
せ
 

ん
。
一
般
的
な
建
築
学
科
で
す
と
、
例
え
ば
図
書
館
や
大
学
、
セ
ミ
ナ
ー
ハ
 

ウ
ス
と
い
っ
た
建
物
の
用
途
や
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
指
定
す
る
の
で
す
が
、
納
谷
 

先
生
の
場
合
は
例
え
ば
最
初
の
住
宅
課
題
が
「
ペ
ッ
ト
と
暮
ら
す
家
」
で
し
 

た
。
た
だ
単
に
住
宅
を
設
計
し
な
さ
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
あ
る
動
物
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が
存
在
意
義
を
増
し
て
く
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

松
井

設
計
教
育
と
い
う
も
の
は
、
た
ん
に
建
築
家
を
養
成
す
る
た
め
の
ト

レ
ー
ニ
ン
グ
と
い
う
以
上
に
、
も
っ
と
広
が
り
が
あ
る
も
の
だ
と
思
い
ま

す
。
建
築
家
が
教
え
て
い
て
、
学
生
は
建
築
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
考
え
て
そ
れ

を
図
面
で
表
現
す
る
の
で
す
が
、
必
ず
し
も
社
会
に
出
て
建
築
家
に
な
る
た

め
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
模
型
や
平
面
図
も
様
々
な
方

向
に
創
造
性
を
伸
ば
す
こ
と
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
学
生
側
は
単
に
建

築
家
に
な
る
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
と
し
て
考
え
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、

も
っ
と
自
由
に
学
ん
だ
方
が
い
い
し
、
実
態
も
そ
う
だ
と
思
い
ま
す
。

高
木

そ
う
い
う
リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
と
し
て
の
側
面
か
ら
建
築
教
育
の
出
口

を
考
え
る
な
ら
ば
、
僕
が
学
生
の
頃
に
言
わ
れ
た
こ
と
で
覚
え
て
い
る
の

は
、
ち
ょ
っ
と
言
い
方
は
良
く
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
、「
建
築
は

ツ
ブ
シ
が
き
く
」
と
い
う
話
で
し
た
。
建
築
の
学
科
で
学
ん
で
建
築
家
に
な

る
人
は
一
部
で
、
違
う
ジ
ャ
ン
ル
に
行
く
人
も
多
い
と
い
う
こ
と
は
言
わ
れ

ま
し
た
。

松
井

建
築
学
科
で
設
計
を
教
え
て
い
る
の
は
建
築
家
の
先
生
で
す
か
ら
、

建
築
家
と
い
う
道
を
進
む
か
諦
め
る
か
と
い
っ
た
二
者
択
一
に
見
え
ま
す
。

し
か
し
実
際
の
教
育
内
容
自
体
は
建
築
家
に
な
る
か
ど
う
か
と
は
全
然
違
う

可
能
性
の
広
が
り
が
あ
る
教
育
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

佐
藤

多
分
ど
の
大
学
で
も
文
学
部
の
出
口
は
、
国
語
科
教
員
の
よ
う
な
一

部
の
専
門
職
を
除
い
て
、
そ
こ
ま
で
具
体
的
に
考
え
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
れ

で
も
学
生
た
ち
は
進
路
を
見
つ
け
て
就
職
し
て
い
く
。
そ
れ
が
正
解
で
し
ょ

う
し
、
リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
と
は
そ
う
い
う
こ
と
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

高
木

出
口
が
ひ
と
つ
に
定
ま
ら
な
い
こ
と
が
、
文
学
を
学
ぶ
こ
と
の
根
本

的
な
面
白
さ
の
ひ
と
つ
で
は
あ
り
ま
す
よ
ね
。
僕
の
勤
務
校
で
も
、
文
学
部

に
入
っ
て
き
た
一
年
生
や
二
年
生
が
す
ご
く
不
安
な
顔
を
し
て
い
る
と
き
が

あ
っ
て
、
就
職
を
ど
う
す
る
か
今
か
ら
心
配
で
す
と
言
っ
て
い
る
の
で
す

が
、
い
や
違
う
よ
と
。

極
端
な
話
を
す
れ
ば
、
医
学
部
に
行
っ
た
人
は
も
ち
ろ
ん
医
者
に
な
る
人

が
多
い
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
で
は
何
が
医
学
な
の
か
、
何
が
病
な
の

か
と
考
え
始
め
る
と
、
こ
れ
は
文
学
部
の
領
域
に
な
っ
た
り
す
る
。
そ
う
い

っ
た
根
本
的
な
と
こ
ろ
を
考
え
る
と
い
う
と
こ
ろ
が
普
遍
的
な
次
元
と
い
っ

て
も
よ
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
を
支
え
る
場
所
と
し
て

文
学
部
は
あ
る
の
か
な
と
思
い
ま
す
ね
。

松
井

ま
さ
に
建
築
が
文
学
部
に
入
っ
て
解
放
さ
れ
た
感
じ
も
あ
り
ま
す
。

村
口

設
計
を
実
際
に
教
え
て
い
る
青
島
先
生
や
納
谷
先
生
も
、
そ
う
い
っ

た
建
築
家
に
な
る
た
め
だ
け
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
で
は
な
い
よ
と
い
う
意
識
を

も
っ
て
教
え
て
お
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
？

松
井

そ
う
だ
と
思
い
ま
す
。
少
な
く
と
も
納
谷
先
生
の
設
計
課
題
の
設
定

の
仕
方
な
ど
は
そ
う
い
う
も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
学
生
に
伝
わ
っ

て
い
る
の
か
は
学
生
に
聞
か
な
い
と
分
か
り
ま
せ
ん
が
（
笑
）

例
え
ば
納
谷
先
生
の
設
計
課
題
の
出
し
方
は
建
築
学
科
ら
し
く
あ
り
ま
せ

ん
。
一
般
的
な
建
築
学
科
で
す
と
、
例
え
ば
図
書
館
や
大
学
、
セ
ミ
ナ
ー
ハ

ウ
ス
と
い
っ
た
建
物
の
用
途
や
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
指
定
す
る
の
で
す
が
、
納
谷

先
生
の
場
合
は
例
え
ば
最
初
の
住
宅
課
題
が
「
ペ
ッ
ト
と
暮
ら
す
家
」
で
し

た
。
た
だ
単
に
住
宅
を
設
計
し
な
さ
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
あ
る
動
物

松井健太・高木 彬・佐藤貴之・村口進介
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を
選
ん
で
、
そ
の
動
物
の
空
間
ス
ケ
ー
ル
と
人
間
の
空
間
ス
ケ
ー
ル
の
違
い
 

を
自
然
に
意
識
さ
せ
る
課
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。
何
ら
か
の
用
途
の
た
め
の
 

建
築
物
を
設
計
す
る
と
い
う
こ
と
を
目
的
に
し
て
い
る
と
い
う
よ
り
も
、
建
 

築
設
計
を
通
し
て
空
間
の
ス
ケ
ー
ル
感
を
考
え
て
み
る
と
い
う
も
の
で
す
。
 

今
学
生
た
ち
が
取
り
組
ん
で
い
る
設
計
課
題
も
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
て
は
 

図
書
館
で
す
が
、
課
題
の
提
示
の
し
か
た
と
し
て
は
「
本
の
あ
る
公
園
」
と
 

い
う
も
の
で
す
。
こ
れ
が
建
築
学
科
だ
っ
た
ら
、
ー
平
米
で
本
を
ー
冊
所
蔵
 

で
き
る
図
書
館
と
い
う
設
定
に
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
 

高
木
 
京
都
工
芸
繊
維
大
学
で
も
、
「
住
宅
＋
X
」
と
い
う
設
計
課
題
が
あ
 

っ
た
よ
う
に
記
憶
し
て
い
ま
す
。
 

松
井
 

一
般
的
な
建
築
学
科
の
設
計
教
育
に
は
、
戸
建
て
住
宅
、
集
合
住
 

宅
、
大
学
、
図
書
館
の
よ
う
に
、
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
タ
イ
プ
を
徐
々
に
複
雑
に
 

し
て
設
計
力
を
身
に
つ
け
さ
せ
て
い
く
と
い
う
発
想
が
あ
り
ま
す
。
 

一
方
で
納
谷
先
生
の
場
合
は
、
様
々
な
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
タ
イ
プ
を
設
計
で
 

き
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
職
業
訓
練
で
は
な
く
、
む
し
ろ
言
葉
の
イ
メ
ー
ジ
 

に
頼
り
つ
つ
、
空
間
感
覚
や
ス
ケ
ー
ル
感
覚
と
い
っ
た
普
遍
的
な
人
間
の
感
 

覚
を
い
か
に
解
放
さ
せ
る
か
と
い
う
こ
と
を
狙
っ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
 

す

。

 

自
由
と
遊
戯
 

学
生
A
 
僕
は
ゲ
ー
ム
が
と
て
も
好
き
な
の
で
す
が
、
今
日
の
話
を
聞
い
 

て
、
人
が
空
間
を
形
作
る
ゲ
ー
ム
は
建
築
と
似
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
し
 

た

。

 

建
築
は
作
り
手
の
存
在
が
強
い
と
い
う
お
話
が
あ
っ
て
、
実
際
僕
ら
学
生
 

も
『
新
建
築
』
な
ど
を
読
む
と
き
に
は
、
そ
こ
に
ポ
エ
ム
の
よ
う
な
も
の
を
 

読
み
こ
ん
で
、
受
け
取
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
設
計
の
答
え
が
書
い
て
あ
 

る
と
思
っ
て
そ
れ
を
読
む
の
で
す
が
、
読
む
と
古
典
主
義
建
築
や
ら
な
ん
や
 

ら
の
ド
グ
マ
が
あ
っ
て
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
貼
付
け
て
お
く
た
め
の
建
築
と
 

い
っ
た
言
い
方
も
あ
っ
て
、
僕
ら
も
そ
の
よ
う
に
読
ん
で
い
ま
し
た
。
 

ゲ
ー
ム
の
場
合
は
建
築
よ
り
も
さ
ら
に
作
り
手
側
が
強
く
、
制
作
段
階
か
 

ら
運
営
に
い
た
る
全
て
が
受
け
手
側
の
動
線
な
ど
を
制
御
し
て
い
ま
す
。
 

村
口
 

最
近
の
オ
ー
プ
ン
エ
ン
ド
の
ゲ
ー
ム
な
ど
で
、
作
り
手
が
意
図
し
て
 

な
い
と
こ
ろ
で
プ
レ
ー
ヤ
ー
が
遊
ん
だ
り
す
る
の
は
ど
う
で
す
か
。
 

学
生
 
そ
れ
も
作
り
手
側
で
折
り
込
み
済
み
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
バ
 

グ
と
い
う
概
念
は
、
開
発
者
の
意
図
に
反
し
た
動
き
と
い
う
意
味
で
、
基
本
 

的
に
開
発
者
は
そ
れ
を
潰
し
に
行
く
も
の
で
す
。
オ
ー
プ
ン
ワ
ー
ル
ド
の
よ
 

う
な
一
見
自
由
な
ゲ
ー
ム
で
も
、
そ
の
バ
グ
を
潰
す
と
か
不
正
な
デ
ー
タ
を
 

潰
す
こ
と
で
、
受
手
側
の
自
由
な
解
釈
を
制
限
し
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
 

す

。

 

一
方
で
『
マ
イ
ン
ク
ラ
フ
ト
』
な
ど
に
は
く
O
ロ
と
い
う
も
の
が
あ
っ
 

て
、
そ
れ
も
い
わ
ば
外
部
の
改
造
デ
ー
タ
で
す
が
、
そ
れ
を
読
み
込
む
こ
と
 

で
ゲ
ー
ム
内
に
例
え
ば
刀
を
追
加
し
た
り
別
の
世
界
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
し
 

た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
公
式
は
く
O
ロ
に
対
し
て
導
 

入
を
推
奨
は
当
然
し
な
い
の
で
す
が
、
あ
る
程
度
許
容
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
 

あ
っ
て
、
ユ
ー
ザ
ー
側
の
解
釈
に
自
由
を
認
め
て
も
い
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
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を
選
ん
で
、
そ
の
動
物
の
空
間
ス
ケ
ー
ル
と
人
間
の
空
間
ス
ケ
ー
ル
の
違
い

を
自
然
に
意
識
さ
せ
る
課
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。
何
ら
か
の
用
途
の
た
め
の

建
築
物
を
設
計
す
る
と
い
う
こ
と
を
目
的
に
し
て
い
る
と
い
う
よ
り
も
、
建

築
設
計
を
通
し
て
空
間
の
ス
ケ
ー
ル
感
を
考
え
て
み
る
と
い
う
も
の
で
す
。

今
学
生
た
ち
が
取
り
組
ん
で
い
る
設
計
課
題
も
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
て
は

図
書
館
で
す
が
、
課
題
の
提
示
の
し
か
た
と
し
て
は
「
本
の
あ
る
公
園
」
と

い
う
も
の
で
す
。
こ
れ
が
建
築
学
科
だ
っ
た
ら
、
〜
平
米
で
本
を
〜
冊
所
蔵

で
き
る
図
書
館
と
い
う
設
定
に
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

高
木

京
都
工
芸
繊
維
大
学
で
も
、「
住
宅
＋
Ｘ
」
と
い
う
設
計
課
題
が
あ

っ
た
よ
う
に
記
憶
し
て
い
ま
す
。

松
井

一
般
的
な
建
築
学
科
の
設
計
教
育
に
は
、
戸
建
て
住
宅
、
集
合
住

宅
、
大
学
、
図
書
館
の
よ
う
に
、
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
タ
イ
プ
を
徐
々
に
複
雑
に

し
て
設
計
力
を
身
に
つ
け
さ
せ
て
い
く
と
い
う
発
想
が
あ
り
ま
す
。

一
方
で
納
谷
先
生
の
場
合
は
、
様
々
な
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
タ
イ
プ
を
設
計
で

き
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
職
業
訓
練
で
は
な
く
、
む
し
ろ
言
葉
の
イ
メ
ー
ジ

に
頼
り
つ
つ
、
空
間
感
覚
や
ス
ケ
ー
ル
感
覚
と
い
っ
た
普
遍
的
な
人
間
の
感

覚
を
い
か
に
解
放
さ
せ
る
か
と
い
う
こ
と
を
狙
っ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま

す
。

自
由
と
遊
戯

学
生
Ａ

僕
は
ゲ
ー
ム
が
と
て
も
好
き
な
の
で
す
が
、
今
日
の
話
を
聞
い

て
、
人
が
空
間
を
形
作
る
ゲ
ー
ム
は
建
築
と
似
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
し

た
。建

築
は
作
り
手
の
存
在
が
強
い
と
い
う
お
話
が
あ
っ
て
、
実
際
僕
ら
学
生

も
『
新
建
築
』
な
ど
を
読
む
と
き
に
は
、
そ
こ
に
ポ
エ
ム
の
よ
う
な
も
の
を

読
み
こ
ん
で
、
受
け
取
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
設
計
の
答
え
が
書
い
て
あ

る
と
思
っ
て
そ
れ
を
読
む
の
で
す
が
、
読
む
と
古
典
主
義
建
築
や
ら
な
ん
や

ら
の
ド
グ
マ
が
あ
っ
て
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
貼
付
け
て
お
く
た
め
の
建
築
と

い
っ
た
言
い
方
も
あ
っ
て
、
僕
ら
も
そ
の
よ
う
に
読
ん
で
い
ま
し
た
。

ゲ
ー
ム
の
場
合
は
建
築
よ
り
も
さ
ら
に
作
り
手
側
が
強
く
、
制
作
段
階
か

ら
運
営
に
い
た
る
全
て
が
受
け
手
側
の
動
線
な
ど
を
制
御
し
て
い
ま
す
。

村
口

最
近
の
オ
ー
プ
ン
エ
ン
ド
の
ゲ
ー
ム
な
ど
で
、
作
り
手
が
意
図
し
て

な
い
と
こ
ろ
で
プ
レ
ー
ヤ
ー
が
遊
ん
だ
り
す
る
の
は
ど
う
で
す
か
。

学
生

そ
れ
も
作
り
手
側
で
折
り
込
み
済
み
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
バ

グ
と
い
う
概
念
は
、
開
発
者
の
意
図
に
反
し
た
動
き
と
い
う
意
味
で
、
基
本

的
に
開
発
者
は
そ
れ
を
潰
し
に
行
く
も
の
で
す
。
オ
ー
プ
ン
ワ
ー
ル
ド
の
よ

う
な
一
見
自
由
な
ゲ
ー
ム
で
も
、
そ
の
バ
グ
を
潰
す
と
か
不
正
な
デ
ー
タ
を

潰
す
こ
と
で
、
受
手
側
の
自
由
な
解
釈
を
制
限
し
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま

す
。一

方
で
『
マ
イ
ン
ク
ラ
フ
ト
』
な
ど
に
はM

O
D

と
い
う
も
の
が
あ
っ

て
、
そ
れ
も
い
わ
ば
外
部
の
改
造
デ
ー
タ
で
す
が
、
そ
れ
を
読
み
込
む
こ
と

で
ゲ
ー
ム
内
に
例
え
ば
刀
を
追
加
し
た
り
別
の
世
界
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
し

た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
公
式
はM

O
D

に
対
し
て
導

入
を
推
奨
は
当
然
し
な
い
の
で
す
が
、
あ
る
程
度
許
容
し
て
い
る
と
こ
ろ
も

あ
っ
て
、
ユ
ー
ザ
ー
側
の
解
釈
に
自
由
を
認
め
て
も
い
ま
す
。
そ
う
い
っ
た

座談会「文学×建築─文学部で建築を語る可能性」 （８２）
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も
の
を
建
築
や
文
学
の
視
点
で
考
え
て
み
る
と
面
白
い
か
な
と
思
い
ま
し
 

た。 建
物
に
実
際
に
住
む
と
き
に
、
そ
こ
で
求
め
ら
れ
る
語
彙
を
持
っ
て
い
な
 

い
人
た
ち
は
、
お
そ
ら
く
評
価
の
尺
度
が
住
み
や
す
い
か
住
み
に
く
い
か
、
 

使
い
や
す
い
か
使
い
に
く
い
か
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
ゲ
ー
ム
に
つ
 

い
て
話
す
時
も
同
じ
で
、
遊
ん
で
面
白
い
か
面
白
く
な
い
か
を
評
価
す
る
こ
 

と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
を
建
築
的
あ
る
い
は
文
学
的
に
掘
り
下
げ
ら
れ
れ
 

ば
、
も
っ
と
自
由
な
尺
度
や
物
差
し
が
出
て
く
る
の
か
な
と
思
い
ま
し
た
。
 

高
木
 
僕
は
い
ま
京
都
に
住
ん
で
い
て
、
い
つ
も
使
っ
て
い
る
駅
の
前
に
バ
 

ス
の
ロ
ー
タ
リ
ー
が
あ
り
、
そ
こ
で
ス
ケ
ー
ト
ボ
ー
ド
を
や
っ
て
い
る
人
が
 

い
ま
す
。
い
く
つ
か
並
ん
だ
ベ
ン
チ
が
、
時
間
帯
に
よ
っ
て
は
ス
ケ
ボ
ー
の
 

グ
ラ
イ
ン
ド
に
使
わ
れ
て
い
た
り
す
る
。
こ
れ
も
一
種
の
ゲ
ー
ム
で
あ
り
、
 

グ
ラ
イ
ン
ド
に
よ
っ
て
そ
の
街
の
使
わ
れ
方
が
変
わ
る
と
い
う
の
は
、
先
ほ
 

ど
の
く
0
ロ
の
話
に
ち
ょ
っ
と
近
い
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
ス
ケ
ー
ト
ボ
ー
 

ド
と
い
う
く
0
ロ
が
都
市
の
中
に
持
ち
込
ま
れ
、
都
市
が
ど
ん
ど
ん
読
み
替
 

え
ら
れ
な
が
ら
遊
び
方
も
変
わ
っ
て
い
く
。
 

グ
ラ
フ
ィ
テ
ィ
ア
ー
ト
な
ど
も
、
た
と
え
ば
バ
ン
ク
シ
ー
の
よ
う
な
人
た
 

ち
が
既
存
の
建
築
物
の
壁
に
グ
ラ
フ
ィ
テ
ィ
を
描
き
込
む
こ
と
で
、
街
に
少
 

し
ず
つ
バ
グ
を
染
み
こ
ま
せ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
大
山
エ
ン
リ
コ
イ
サ
ム
 

は
『
ア
ゲ
イ
ン
ス
ト
・
リ
テ
ラ
シ
ー
』
（
2015
）
で
、
指
示
さ
れ
た
既
成
の
 

使
わ
れ
方
を
い
か
に
変
え
る
か
を
論
じ
て
い
ま
す
が
、
あ
れ
も
あ
る
種
の
遊
 

戯
性
を
持
つ
も
の
で
す
。
 

建
築
や
都
市
に
お
け
る
身
体
的
実
践
と
ゲ
ー
ム
の
よ
う
な
仮
想
空
間
に
お
 

け
る
く
0
ロ
は
、
も
ち
ろ
ん
ま
っ
た
く
別
物
で
す
が
、
使
い
方
が
空
間
の
ル
 

ー
ル
を
変
え
る
と
い
う
点
で
は
共
通
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
 

松
井
 
く
0
ロ
と
い
う
も
の
は
ま
さ
に
建
築
の
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
で
は
な
い
 

か
と
思
い
ま
す
。
単
に
ゲ
リ
ラ
的
に
ペ
イ
ン
ト
す
る
こ
と
と
は
違
っ
て
、
既
 

成
の
シ
ス
テ
ム
に
何
か
を
追
加
す
る
た
め
に
、
そ
の
シ
ス
テ
ム
を
し
っ
か
り
 

理
解
し
て
い
る
こ
と
が
前
提
だ
か
ら
で
す
。
建
築
の
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
も
ま
 

さ
に
そ
う
で
、
元
々
の
建
物
に
つ
い
て
、
抜
い
て
は
い
け
な
い
壁
や
柱
と
い
 

っ
た
よ
う
に
、
シ
ス
テ
ム
を
理
解
し
た
上
で
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。
 

一
方
で
く
0
ロ
が
面
白
い
の
は
、
そ
れ
が
一
回
限
り
で
は
な
く
て
、
他
人
 

と
共
有
で
き
る
と
い
う
点
で
す
よ
ね
。
そ
う
い
っ
た
 
く
0
ロ
 

の
共
有
性
 

と
い
う
点
を
建
築
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
も
当
て
は
め
て
み
て
、
リ
ノ
ベ
ー
シ
 

ョ
ン
自
体
を
共
有
で
き
る
手
法
を
考
え
て
み
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
そ
う
で
 

す

。

 

高
木
 
話
は
ず
い
ぶ
ん
戻
り
ま
す
が
、
佐
藤
先
生
の
い
う
建
築
の
よ
う
な
文
 

学
／
文
学
の
よ
う
な
建
築
と
い
う
話
は
面
白
い
と
思
い
ま
し
た
。
た
と
え
ば
 

ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
ユ
ゴ
ー
な
ど
が
有
名
で
す
よ
ね
。
『
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
・
ド
・
 

パ
リ
』
（
1831
）
に
は
、
建
築
と
は
立
ち
上
が
っ
た
聖
書
で
あ
っ
て
一
種
の
 

書
物
だ
と
あ
り
ま
す
。
ジ
ョ
ン
・
ラ
ス
キ
ン
も
『
建
築
の
七
燈
』
（
1849
) 

で
建
築
物
を
文
学
の
隠
喩
で
語
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
比
喩
的
な
関
係
 

性
の
レ
ベ
ル
か
ら
建
築
と
文
学
が
繋
が
る
こ
と
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。
 

村
口
 
建
築
文
化
専
攻
の
伊
藤
洋
子
先
生
の
実
習
に
同
行
し
た
と
き
に
、
古
 

い
寺
社
建
築
を
見
な
が
ら
学
生
に
「
こ
れ
が
い
つ
の
時
代
の
建
築
か
、
読
ん
 

で
み
ま
し
ょ
う
」
と
言
っ
て
い
ま
し
た
。
寺
社
建
築
は
形
態
や
装
飾
の
つ
け
 

も
の
を
建
築
や
文
学
の
視
点
で
考
え
て
み
る
と
面
白
い
か
な
と
思
い
ま
し

た
。建

物
に
実
際
に
住
む
と
き
に
、
そ
こ
で
求
め
ら
れ
る
語
彙
を
持
っ
て
い
な

い
人
た
ち
は
、
お
そ
ら
く
評
価
の
尺
度
が
住
み
や
す
い
か
住
み
に
く
い
か
、

使
い
や
す
い
か
使
い
に
く
い
か
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
ゲ
ー
ム
に
つ

い
て
話
す
時
も
同
じ
で
、
遊
ん
で
面
白
い
か
面
白
く
な
い
か
を
評
価
す
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
を
建
築
的
あ
る
い
は
文
学
的
に
掘
り
下
げ
ら
れ
れ

ば
、
も
っ
と
自
由
な
尺
度
や
物
差
し
が
出
て
く
る
の
か
な
と
思
い
ま
し
た
。

高
木

僕
は
い
ま
京
都
に
住
ん
で
い
て
、
い
つ
も
使
っ
て
い
る
駅
の
前
に
バ

ス
の
ロ
ー
タ
リ
ー
が
あ
り
、
そ
こ
で
ス
ケ
ー
ト
ボ
ー
ド
を
や
っ
て
い
る
人
が

い
ま
す
。
い
く
つ
か
並
ん
だ
ベ
ン
チ
が
、
時
間
帯
に
よ
っ
て
は
ス
ケ
ボ
ー
の

グ
ラ
イ
ン
ド
に
使
わ
れ
て
い
た
り
す
る
。
こ
れ
も
一
種
の
ゲ
ー
ム
で
あ
り
、

グ
ラ
イ
ン
ド
に
よ
っ
て
そ
の
街
の
使
わ
れ
方
が
変
わ
る
と
い
う
の
は
、
先
ほ

ど
のM

O
D

の
話
に
ち
ょ
っ
と
近
い
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
ス
ケ
ー
ト
ボ
ー

ド
と
い
うM

O
D

が
都
市
の
中
に
持
ち
込
ま
れ
、
都
市
が
ど
ん
ど
ん
読
み
替

え
ら
れ
な
が
ら
遊
び
方
も
変
わ
っ
て
い
く
。

グ
ラ
フ
ィ
テ
ィ
ア
ー
ト
な
ど
も
、
た
と
え
ば
バ
ン
ク
シ
ー
の
よ
う
な
人
た

ち
が
既
存
の
建
築
物
の
壁
に
グ
ラ
フ
ィ
テ
ィ
を
描
き
込
む
こ
と
で
、
街
に
少

し
ず
つ
バ
グ
を
染
み
こ
ま
せ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
大
山
エ
ン
リ
コ
イ
サ
ム

は
『
ア
ゲ
イ
ン
ス
ト
・
リ
テ
ラ
シ
ー
』（2015

）
で
、
指
示
さ
れ
た
既
成
の

使
わ
れ
方
を
い
か
に
変
え
る
か
を
論
じ
て
い
ま
す
が
、
あ
れ
も
あ
る
種
の
遊

戯
性
を
持
つ
も
の
で
す
。

建
築
や
都
市
に
お
け
る
身
体
的
実
践
と
ゲ
ー
ム
の
よ
う
な
仮
想
空
間
に
お

け
るM

O
D

は
、
も
ち
ろ
ん
ま
っ
た
く
別
物
で
す
が
、
使
い
方
が
空
間
の
ル

ー
ル
を
変
え
る
と
い
う
点
で
は
共
通
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

松
井

M
O
D

と
い
う
も
の
は
ま
さ
に
建
築
の
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
。
単
に
ゲ
リ
ラ
的
に
ペ
イ
ン
ト
す
る
こ
と
と
は
違
っ
て
、
既

成
の
シ
ス
テ
ム
に
何
か
を
追
加
す
る
た
め
に
、
そ
の
シ
ス
テ
ム
を
し
っ
か
り

理
解
し
て
い
る
こ
と
が
前
提
だ
か
ら
で
す
。
建
築
の
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
も
ま

さ
に
そ
う
で
、
元
々
の
建
物
に
つ
い
て
、
抜
い
て
は
い
け
な
い
壁
や
柱
と
い

っ
た
よ
う
に
、
シ
ス
テ
ム
を
理
解
し
た
上
で
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

一
方
でM

O
D

が
面
白
い
の
は
、
そ
れ
が
一
回
限
り
で
は
な
く
て
、
他
人

と
共
有
で
き
る
と
い
う
点
で
す
よ
ね
。
そ
う
い
っ
た

M
O
D

の
共
有
性

と
い
う
点
を
建
築
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
も
当
て
は
め
て
み
て
、
リ
ノ
ベ
ー
シ

ョ
ン
自
体
を
共
有
で
き
る
手
法
を
考
え
て
み
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
そ
う
で

す
。

高
木

話
は
ず
い
ぶ
ん
戻
り
ま
す
が
、
佐
藤
先
生
の
い
う
建
築
の
よ
う
な
文

学
／
文
学
の
よ
う
な
建
築
と
い
う
話
は
面
白
い
と
思
い
ま
し
た
。
た
と
え
ば

ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
ユ
ゴ
ー
な
ど
が
有
名
で
す
よ
ね
。『
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
・
ド
・

パ
リ
』（1831

）
に
は
、
建
築
と
は
立
ち
上
が
っ
た
聖
書
で
あ
っ
て
一
種
の

書
物
だ
と
あ
り
ま
す
。
ジ
ョ
ン
・
ラ
ス
キ
ン
も
『
建
築
の
七
燈
』（1849

）

で
建
築
物
を
文
学
の
隠
喩
で
語
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
比
喩
的
な
関
係

性
の
レ
ベ
ル
か
ら
建
築
と
文
学
が
繋
が
る
こ
と
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。

村
口

建
築
文
化
専
攻
の
伊
藤
洋
子
先
生
の
実
習
に
同
行
し
た
と
き
に
、
古

い
寺
社
建
築
を
見
な
が
ら
学
生
に
「
こ
れ
が
い
つ
の
時
代
の
建
築
か
、
読
ん

で
み
ま
し
ょ
う
」
と
言
っ
て
い
ま
し
た
。
寺
社
建
築
は
形
態
や
装
飾
の
つ
け

松井健太・高木 彬・佐藤貴之・村口進介
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方
が
時
代
に
よ
っ
て
違
う
そ
う
で
、
学
生
た
ち
は
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
よ
う
な
も
 

の
を
持
ち
な
が
ら
、
実
際
の
建
築
を
「
読
ん
で
」
い
ま
し
た
。
 

高
木
 
そ
れ
は
建
築
学
に
お
い
て
一
般
的
な
言
葉
遣
い
な
の
で
し
ょ
う
か
？
 

松
井
 
「
建
築
を
読
む
」
と
い
う
表
現
に
違
和
感
は
全
く
な
い
で
す
ね
。
た
 

だ
し
そ
の
と
き
に
は
、
自
由
な
解
釈
と
い
う
よ
り
は
あ
る
種
の
建
築
的
ル
ー
 

ル
に
基
づ
い
て
様
式
を
識
別
す
る
と
い
う
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
 

物
質
・
空
間
・
時
間
の
表
現
 

学
生
B
 
人
が
そ
の
存
在
を
普
段
か
ら
意
識
し
な
く
と
も
、
空
間
と
時
間
が
 

密
接
な
関
係
を
持
っ
て
い
る
か
ら
無
意
識
的
に
干
渉
し
て
く
る
の
で
あ
り
、
 

そ
こ
が
建
築
と
文
学
は
共
通
し
て
い
る
の
で
は
と
思
い
ま
し
た
。
 

佐
藤
 
村
口
先
生
の
『
源
氏
物
語
』
の
お
話
で
示
さ
れ
た
、
物
質
性
と
空
間
 

性
と
時
間
性
の
関
係
は
、
近
現
代
文
学
と
古
典
文
学
で
も
違
い
そ
う
で
す
 

ね。 
高
木
 
三
人
の
立
場
か
ら
の
同
一
場
面
の
描
写
は
と
て
も
面
白
い
で
す
ね
。
 

近
代
文
学
で
近
い
も
の
と
し
て
は
、
黒
井
千
次
さ
ん
の
『
群
棲
』
（
1984
) 

と
い
う
小
説
が
挙
げ
ら
れ
る
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
は
全
一
三
編
の
連
作
短
編
 

集
で
す
。
路
地
に
向
か
い
あ
っ
て
並
ん
で
い
る
い
く
つ
か
の
家
が
舞
台
に
な
 

っ
て
い
て
、
同
じ
出
来
事
が
各
住
戸
の
視
点
か
ら
描
か
れ
る
箇
所
が
あ
り
ま
 

す
。
同
じ
時
間
の
な
か
で
別
の
人
間
が
出
来
事
を
ど
う
捉
え
る
か
と
い
う
こ
 

と
が
、
連
作
短
編
と
い
う
形
式
を
用
い
て
、
や
や
意
識
的
に
記
述
さ
れ
て
い
 

る
よ
、
っ
に
思
い
ま
す
。
 

佐
藤
 
『
源
氏
物
語
』
の
場
合
は
そ
う
い
っ
た
認
識
が
当
然
で
、
も
と
も
と
 

違
和
感
も
な
け
れ
ば
技
法
を
こ
ら
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
さ
そ
う
で
す
ね
。
 

村
口
 

そ
う
で
す
ね
。
ぼ
く
ら
に
と
っ
て
は
当
た
り
前
の
、
直
線
的
な
物
語
 

の
進
行
と
は
別
の
捉
え
方
が
あ
り
そ
う
で
す
。
同
じ
場
面
の
記
述
を
複
数
回
 

繰
り
返
す
の
は
、
話
題
を
語
る
力
点
の
置
き
ど
こ
ろ
が
違
う
と
も
、
あ
る
い
 

は
同
じ
時
間
を
巻
き
戻
し
て
い
る
と
も
言
え
る
し
、
異
な
る
人
物
の
視
点
が
 

描
か
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
て
、
捉
え
方
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
と
思
 

い
ま
す
。
一
方
で
、
襖
の
向
こ
う
側
に
い
る
人
の
こ
と
を
語
っ
て
い
る
の
か
 

と
思
い
き
や
、
こ
ち
ら
側
の
人
物
が
感
じ
て
い
る
こ
と
と
し
て
最
後
に
ま
と
 

め
て
い
く
記
述
も
あ
る
。
 

現
代
で
も
、
奥
泉
光
の
『
雪
の
階
』
な
ど
、
そ
の
よ
う
な
叙
法
を
試
み
る
 

作
家
は
い
ま
す
が
、
そ
う
い
っ
た
空
間
認
識
の
仕
方
は
非
常
に
独
特
で
、
そ
 

れ
は
、
平
安
時
代
に
は
物
語
が
絵
と
一
緒
に
読
ま
れ
て
い
た
こ
と
と
関
係
す
 

る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
女
房
の
音
読
を
聞
き
な
が
ら
絵
を
見
て
物
語
を
享
 

受
し
て
い
た
よ
う
で
、
そ
の
絵
に
描
か
れ
た
室
内
の
様
子
が
、
吹
抜
屋
台
と
 

呼
ば
れ
る
屋
根
を
取
っ
払
っ
た
建
物
に
人
物
を
配
し
、
上
か
ら
の
ぞ
き
込
む
 

よ
う
な
ス
タ
イ
ル
な
た
め
に
、
視
点
が
あ
っ
ち
に
行
っ
た
り
こ
っ
ち
に
行
っ
 

た
り
自
由
に
移
動
し
て
も
違
和
感
が
な
い
。
 

そ
れ
を
近
代
的
な
合
理
性
か
ら
考
え
る
と
、
語
り
手
か
ら
見
え
な
い
も
の
 

は
語
れ
な
い
と
い
う
原
則
が
で
て
き
て
し
ま
う
。
『
源
氏
物
語
』
の
語
り
手
 

は
そ
の
不
自
由
さ
か
ら
は
離
れ
て
い
て
、
自
由
に
視
点
を
移
動
さ
せ
ま
す
。
 

他
の
平
安
時
代
の
物
語
に
広
く
認
め
ら
れ
る
叙
法
で
は
な
い
の
で
、
ど
れ
く
 

ら
い
一
般
化
で
き
る
か
は
微
妙
で
す
が
。
 

一 aJ 
〔
‘
。
 

一 

方
が
時
代
に
よ
っ
て
違
う
そ
う
で
、
学
生
た
ち
は
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
よ
う
な
も

の
を
持
ち
な
が
ら
、
実
際
の
建
築
を
「
読
ん
で
」
い
ま
し
た
。

高
木

そ
れ
は
建
築
学
に
お
い
て
一
般
的
な
言
葉
遣
い
な
の
で
し
ょ
う
か
？

松
井
「
建
築
を
読
む
」
と
い
う
表
現
に
違
和
感
は
全
く
な
い
で
す
ね
。
た

だ
し
そ
の
と
き
に
は
、
自
由
な
解
釈
と
い
う
よ
り
は
あ
る
種
の
建
築
的
ル
ー

ル
に
基
づ
い
て
様
式
を
識
別
す
る
と
い
う
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

物
質
・
空
間
・
時
間
の
表
現

学
生
Ｂ

人
が
そ
の
存
在
を
普
段
か
ら
意
識
し
な
く
と
も
、
空
間
と
時
間
が

密
接
な
関
係
を
持
っ
て
い
る
か
ら
無
意
識
的
に
干
渉
し
て
く
る
の
で
あ
り
、

そ
こ
が
建
築
と
文
学
は
共
通
し
て
い
る
の
で
は
と
思
い
ま
し
た
。

佐
藤

村
口
先
生
の
『
源
氏
物
語
』
の
お
話
で
示
さ
れ
た
、
物
質
性
と
空
間

性
と
時
間
性
の
関
係
は
、
近
現
代
文
学
と
古
典
文
学
で
も
違
い
そ
う
で
す

ね
。

高
木

三
人
の
立
場
か
ら
の
同
一
場
面
の
描
写
は
と
て
も
面
白
い
で
す
ね
。

近
代
文
学
で
近
い
も
の
と
し
て
は
、
黒
井
千
次
さ
ん
の
『
群
棲
』（1984
）

と
い
う
小
説
が
挙
げ
ら
れ
る
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
は
全
一
三
編
の
連
作
短
編

集
で
す
。
路
地
に
向
か
い
あ
っ
て
並
ん
で
い
る
い
く
つ
か
の
家
が
舞
台
に
な

っ
て
い
て
、
同
じ
出
来
事
が
各
住
戸
の
視
点
か
ら
描
か
れ
る
箇
所
が
あ
り
ま

す
。
同
じ
時
間
の
な
か
で
別
の
人
間
が
出
来
事
を
ど
う
捉
え
る
か
と
い
う
こ

と
が
、
連
作
短
編
と
い
う
形
式
を
用
い
て
、
や
や
意
識
的
に
記
述
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

佐
藤
『
源
氏
物
語
』
の
場
合
は
そ
う
い
っ
た
認
識
が
当
然
で
、
も
と
も
と

違
和
感
も
な
け
れ
ば
技
法
を
こ
ら
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
さ
そ
う
で
す
ね
。

村
口

そ
う
で
す
ね
。
ぼ
く
ら
に
と
っ
て
は
当
た
り
前
の
、
直
線
的
な
物
語

の
進
行
と
は
別
の
捉
え
方
が
あ
り
そ
う
で
す
。
同
じ
場
面
の
記
述
を
複
数
回

繰
り
返
す
の
は
、
話
題
を
語
る
力
点
の
置
き
ど
こ
ろ
が
違
う
と
も
、
あ
る
い

は
同
じ
時
間
を
巻
き
戻
し
て
い
る
と
も
言
え
る
し
、
異
な
る
人
物
の
視
点
が

描
か
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
て
、
捉
え
方
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
と
思

い
ま
す
。
一
方
で
、
襖
の
向
こ
う
側
に
い
る
人
の
こ
と
を
語
っ
て
い
る
の
か

と
思
い
き
や
、
こ
ち
ら
側
の
人
物
が
感
じ
て
い
る
こ
と
と
し
て
最
後
に
ま
と

め
て
い
く
記
述
も
あ
る
。

現
代
で
も
、
奥
泉
光
の
『
雪
の
階
』
な
ど
、
そ
の
よ
う
な
叙
法
を
試
み
る

作
家
は
い
ま
す
が
、
そ
う
い
っ
た
空
間
認
識
の
仕
方
は
非
常
に
独
特
で
、
そ

れ
は
、
平
安
時
代
に
は
物
語
が
絵
と
一
緒
に
読
ま
れ
て
い
た
こ
と
と
関
係
す

る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
女
房
の
音
読
を
聞
き
な
が
ら
絵
を
見
て
物
語
を
享

受
し
て
い
た
よ
う
で
、
そ
の
絵
に
描
か
れ
た
室
内
の
様
子
が
、
吹
抜
屋
台
と

呼
ば
れ
る
屋
根
を
取
っ
払
っ
た
建
物
に
人
物
を
配
し
、
上
か
ら
の
ぞ
き
込
む

よ
う
な
ス
タ
イ
ル
な
た
め
に
、
視
点
が
あ
っ
ち
に
行
っ
た
り
こ
っ
ち
に
行
っ

た
り
自
由
に
移
動
し
て
も
違
和
感
が
な
い
。

そ
れ
を
近
代
的
な
合
理
性
か
ら
考
え
る
と
、
語
り
手
か
ら
見
え
な
い
も
の

は
語
れ
な
い
と
い
う
原
則
が
で
て
き
て
し
ま
う
。『
源
氏
物
語
』
の
語
り
手

は
そ
の
不
自
由
さ
か
ら
は
離
れ
て
い
て
、
自
由
に
視
点
を
移
動
さ
せ
ま
す
。

他
の
平
安
時
代
の
物
語
に
広
く
認
め
ら
れ
る
叙
法
で
は
な
い
の
で
、
ど
れ
く

ら
い
一
般
化
で
き
る
か
は
微
妙
で
す
が
。

座談会「文学×建築─文学部で建築を語る可能性」 （８４）
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佐
藤
 
西
洋
近
代
的
な
透
視
図
法
は
、
絵
の
描
き
方
と
い
う
よ
り
見
る
主
体
 

の
位
置
を
確
定
す
る
技
法
だ
と
よ
く
言
わ
れ
ま
す
が
、
近
代
以
降
の
文
学
も
 

主
人
公
の
目
線
を
仮
想
し
な
が
ら
書
い
て
い
て
、
読
者
も
そ
う
読
ん
で
い
 

る
。
だ
か
ら
人
物
の
言
動
に
対
し
て
、
こ
の
瞬
間
に
同
時
に
存
在
す
る
わ
け
 

が
な
い
、
時
間
は
進
ん
で
い
る
か
ら
戻
る
は
ず
が
な
い
、
空
間
が
ず
れ
て
い
 

る
は
ず
だ
と
い
う
よ
う
に
ど
う
し
て
も
考
え
て
し
ま
い
ま
す
。
 

一
方
で
『
源
氏
物
語
』
は
時
間
が
巻
き
戻
っ
て
も
い
い
し
、
同
時
に
別
視
 

点
で
進
行
し
て
も
い
い
し
、
物
事
の
順
序
や
方
向
を
あ
ま
り
気
に
し
て
い
な
 

い
。
建
物
や
空
間
の
全
体
性
を
一
度
に
捉
え
ら
れ
な
い
と
い
う
感
覚
は
む
し
 

ろ
当
時
の
人
々
に
は
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
 

高
木
 
絵
で
全
体
図
を
把
握
し
た
状
態
で
音
読
を
聴
く
。
『
源
氏
物
語
』
で
 

三
つ
の
場
面
を
並
置
し
て
語
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
た
し
か
に
絵
画
の
あ
 

り
方
と
似
て
い
る
気
も
し
ま
す
。
 

村
口
 

キ
ュ
ビ
ズ
ム
の
よ
う
な
も
の
で
す
ね
。
 

高
木
 
は
い
。
夏
目
漱
石
は
『
草
枕
』
（
1906
）
の
な
か
で
、
レ
ッ
シ
ン
グ
 

の
『
ラ
オ
コ
オ
ン
』
（
1766
）
を
参
照
し
な
が
ら
時
間
芸
術
と
空
間
芸
術
の
 

区
別
に
触
れ
つ
つ
、
文
学
は
時
間
の
流
れ
の
中
に
あ
る
が
、
一
方
で
空
間
 

的
・
絵
画
的
な
描
き
方
も
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
て
い
ま
す
。
た
と
 

え
ば
俳
句
に
は
、
瞬
間
的
に
風
景
を
切
り
取
る
側
面
が
あ
る
と
言
っ
て
い
ま
 

す

。

 

村
口
 

一
点
透
視
と
い
う
空
間
の
捉
え
方
は
非
常
に
近
代
的
、
西
洋
的
な
も
 

の
で
あ
っ
て
、
日
本
に
お
い
て
は
江
戸
時
代
の
終
わ
り
ご
ろ
ま
で
、
一
点
透
 

視
図
法
的
に
風
景
を
捉
え
、
描
く
こ
と
は
な
か
っ
た
。
 

高
木
 
浮
世
絵
で
も
前
景
・
中
景
・
後
景
と
レ
イ
ヤ
ー
が
重
な
る
よ
う
な
描
 

き
方
に
な
っ
て
い
ま
す
ね
。
 

佐
藤
 
そ
れ
も
世
界
の
構
築
の
仕
方
の
ひ
と
つ
で
す
ね
。
最
近
は
ぐ
国
機
 

器
で
建
物
の
内
見
を
で
き
る
よ
う
で
、
す
ご
い
技
術
だ
と
思
っ
た
の
で
す
 

が、 

一
方
で
そ
う
い
っ
た
認
識
で
建
物
の
見
方
が
固
定
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
 

は
と
い
う
懸
念
も
あ
り
ま
す
。
確
か
に
僕
ら
は
実
際
に
は
一
点
か
ら
見
る
し
 

か
な
い
の
で
す
が
、
現
状
の
ぐ
国
だ
と
本
当
に
視
覚
だ
け
に
特
化
さ
れ
て
 

し
ま
、
つ
。
 

村
口
 

『
源
氏
物
語
』
に
ま
た
絡
め
て
言
え
ば
、
見
え
て
い
な
い
は
ず
の
と
 

こ
ろ
の
認
知
も
含
め
て
こ
そ
の
空
間
な
ん
で
し
ょ
う
ね
。
 

佐
藤
 
そ
の
別
の
味
わ
い
方
、
捉
え
方
が
で
き
た
ら
い
い
な
と
思
い
ま
す
。
 

『
源
氏
物
語
』
の
よ
う
な
空
間
の
捉
え
方
は
と
て
も
い
い
。
向
こ
う
の
様
子
 

を
見
て
い
る
と
思
っ
た
ら
、
最
後
は
こ
ち
ら
側
の
感
覚
に
落
と
し
込
ん
で
、
 

境
界
線
が
あ
る
よ
う
な
無
い
よ
う
な
、
誰
が
語
り
手
な
の
か
も
わ
か
ら
な
 

い

。

 

松
井
 
こ
れ
ま
で
建
築
分
野
で
展
開
さ
れ
て
き
た
空
間
論
は
、
ど
ち
ら
か
と
 

い
え
ば
絵
画
や
映
像
な
ど
具
象
表
現
に
触
発
さ
れ
た
も
の
が
多
か
っ
た
と
思
 

い
ま
す
が
、
古
典
文
学
を
含
め
て
言
葉
に
よ
る
記
述
が
空
間
的
感
性
を
豊
か
 

な
も
の
に
し
て
く
れ
そ
う
で
す
ね
。
 

本
日
は
「
文
学
×
建
築
」
と
い
う
テ
ー
マ
の
も
と
、
空
間
認
識
・
表
象
、
 

教
育
、
文
化
体
制
に
至
る
ま
で
、
単
な
る
異
分
野
交
差
に
と
ど
ま
ら
な
い
 

様
々
な
論
点
が
提
示
さ
れ
ま
し
た
。
今
後
も
継
続
し
て
掘
り
下
げ
つ
つ
、
文
 

学
と
建
築
の
掛
け
合
わ
せ
に
よ
っ
て
新
し
い
地
平
を
広
げ
て
い
け
れ
ば
と
思
 

一 8
 

〔
‘
。
 

一 

佐
藤

西
洋
近
代
的
な
透
視
図
法
は
、
絵
の
描
き
方
と
い
う
よ
り
見
る
主
体

の
位
置
を
確
定
す
る
技
法
だ
と
よ
く
言
わ
れ
ま
す
が
、
近
代
以
降
の
文
学
も

主
人
公
の
目
線
を
仮
想
し
な
が
ら
書
い
て
い
て
、
読
者
も
そ
う
読
ん
で
い

る
。
だ
か
ら
人
物
の
言
動
に
対
し
て
、
こ
の
瞬
間
に
同
時
に
存
在
す
る
わ
け

が
な
い
、
時
間
は
進
ん
で
い
る
か
ら
戻
る
は
ず
が
な
い
、
空
間
が
ず
れ
て
い

る
は
ず
だ
と
い
う
よ
う
に
ど
う
し
て
も
考
え
て
し
ま
い
ま
す
。

一
方
で
『
源
氏
物
語
』
は
時
間
が
巻
き
戻
っ
て
も
い
い
し
、
同
時
に
別
視

点
で
進
行
し
て
も
い
い
し
、
物
事
の
順
序
や
方
向
を
あ
ま
り
気
に
し
て
い
な

い
。
建
物
や
空
間
の
全
体
性
を
一
度
に
捉
え
ら
れ
な
い
と
い
う
感
覚
は
む
し

ろ
当
時
の
人
々
に
は
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

高
木

絵
で
全
体
図
を
把
握
し
た
状
態
で
音
読
を
聴
く
。『
源
氏
物
語
』
で

三
つ
の
場
面
を
並
置
し
て
語
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
た
し
か
に
絵
画
の
あ

り
方
と
似
て
い
る
気
も
し
ま
す
。

村
口

キ
ュ
ビ
ズ
ム
の
よ
う
な
も
の
で
す
ね
。

高
木

は
い
。
夏
目
漱
石
は
『
草
枕
』（1906

）
の
な
か
で
、
レ
ッ
シ
ン
グ

の
『
ラ
オ
コ
オ
ン
』（1766

）
を
参
照
し
な
が
ら
時
間
芸
術
と
空
間
芸
術
の

区
別
に
触
れ
つ
つ
、
文
学
は
時
間
の
流
れ
の
中
に
あ
る
が
、
一
方
で
空
間

的
・
絵
画
的
な
描
き
方
も
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
て
い
ま
す
。
た
と

え
ば
俳
句
に
は
、
瞬
間
的
に
風
景
を
切
り
取
る
側
面
が
あ
る
と
言
っ
て
い
ま

す
。

村
口

一
点
透
視
と
い
う
空
間
の
捉
え
方
は
非
常
に
近
代
的
、
西
洋
的
な
も

の
で
あ
っ
て
、
日
本
に
お
い
て
は
江
戸
時
代
の
終
わ
り
ご
ろ
ま
で
、
一
点
透

視
図
法
的
に
風
景
を
捉
え
、
描
く
こ
と
は
な
か
っ
た
。

高
木

浮
世
絵
で
も
前
景
・
中
景
・
後
景
と
レ
イ
ヤ
ー
が
重
な
る
よ
う
な
描

き
方
に
な
っ
て
い
ま
す
ね
。

佐
藤

そ
れ
も
世
界
の
構
築
の
仕
方
の
ひ
と
つ
で
す
ね
。
最
近
はV

R

機

器
で
建
物
の
内
見
を
で
き
る
よ
う
で
、
す
ご
い
技
術
だ
と
思
っ
た
の
で
す

が
、
一
方
で
そ
う
い
っ
た
認
識
で
建
物
の
見
方
が
固
定
さ
れ
て
し
ま
う
の
で

は
と
い
う
懸
念
も
あ
り
ま
す
。
確
か
に
僕
ら
は
実
際
に
は
一
点
か
ら
見
る
し

か
な
い
の
で
す
が
、
現
状
のV

R

だ
と
本
当
に
視
覚
だ
け
に
特
化
さ
れ
て

し
ま
う
。

村
口
『
源
氏
物
語
』
に
ま
た
絡
め
て
言
え
ば
、
見
え
て
い
な
い
は
ず
の
と

こ
ろ
の
認
知
も
含
め
て
こ
そ
の
空
間
な
ん
で
し
ょ
う
ね
。

佐
藤

そ
の
別
の
味
わ
い
方
、
捉
え
方
が
で
き
た
ら
い
い
な
と
思
い
ま
す
。

『
源
氏
物
語
』
の
よ
う
な
空
間
の
捉
え
方
は
と
て
も
い
い
。
向
こ
う
の
様
子

を
見
て
い
る
と
思
っ
た
ら
、
最
後
は
こ
ち
ら
側
の
感
覚
に
落
と
し
込
ん
で
、

境
界
線
が
あ
る
よ
う
な
無
い
よ
う
な
、
誰
が
語
り
手
な
の
か
も
わ
か
ら
な

い
。

松
井

こ
れ
ま
で
建
築
分
野
で
展
開
さ
れ
て
き
た
空
間
論
は
、
ど
ち
ら
か
と

い
え
ば
絵
画
や
映
像
な
ど
具
象
表
現
に
触
発
さ
れ
た
も
の
が
多
か
っ
た
と
思

い
ま
す
が
、
古
典
文
学
を
含
め
て
言
葉
に
よ
る
記
述
が
空
間
的
感
性
を
豊
か

な
も
の
に
し
て
く
れ
そ
う
で
す
ね
。

本
日
は
「
文
学
×
建
築
」
と
い
う
テ
ー
マ
の
も
と
、
空
間
認
識
・
表
象
、

教
育
、
文
化
体
制
に
至
る
ま
で
、
単
な
る
異
分
野
交
差
に
と
ど
ま
ら
な
い

様
々
な
論
点
が
提
示
さ
れ
ま
し
た
。
今
後
も
継
続
し
て
掘
り
下
げ
つ
つ
、
文

学
と
建
築
の
掛
け
合
わ
せ
に
よ
っ
て
新
し
い
地
平
を
広
げ
て
い
け
れ
ば
と
思

松井健太・高木 彬・佐藤貴之・村口進介
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座談会「文学×建築一文学部で建築を語る可能性」 (86 ) 

い
ま
す
。
 

参
加
し
て
い
た
だ
い
た
登
壇
者
と
来
場
者
の
皆
様
、
ど
う
も
あ
り
が
と
う
 

ご
ざ
い
ま
し
た
。
 

*
本
稿
は
二
〇
二
三
年
一
〇
月
一
九
日
に
追
手
門
学
院
大
学
総
持
寺
キ
ャ
ン
 

パ
ス
に
て
催
さ
れ
た
座
談
会
企
画
「
文
学
×
建
築
上
v
（
学
部
で
建
築
を
語
る
 

可
能
性
」
を
基
に
執
筆
し
た
も
の
で
す
。
ま
た
本
企
画
は
品
易
科
研
費
月
 

2
3
K
l
3
4
8
4
e
助
成
を
受
け
た
研
究
「
〈
主
体
的
経
験
の
建
築
批
評
〉
の
理
論
 

構
築
と
そ
の
教
育
的
活
用
」
（
代
表
】
松
井
健
太
）
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
 

ま
し
た
。
 

い
ま
す
。

参
加
し
て
い
た
だ
い
た
登
壇
者
と
来
場
者
の
皆
様
、
ど
う
も
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。

＊
本
稿
は
二
〇
二
三
年
一
〇
月
一
九
日
に
追
手
門
学
院
大
学
総
持
寺
キ
ャ
ン

パ
ス
に
て
催
さ
れ
た
座
談
会
企
画
「
文
学
×
建
築
│
文
学
部
で
建
築
を
語
る

可
能
性
」
を
基
に
執
筆
し
た
も
の
で
す
。
ま
た
本
企
画
はJSPS

科
研
費JP

23K
13484

の
助
成
を
受
け
た
研
究
「〈
主
体
的
経
験
の
建
築
批
評
〉
の
理
論

構
築
と
そ
の
教
育
的
活
用
」（
代
表：

松
井
健
太
）
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ

ま
し
た
。

座談会「文学×建築─文学部で建築を語る可能性」 （８６）

― ３７ ―


