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わ
れ
る
。
そ
し
て
、
気
が
つ
け
ば
、
次
の
よ
う
な
こ
と

を
話
す
こ
と
が
多
く
な
っ
て
い
た
。

　「
み
な
さ
ん
は
、
建
築
を
意
識
し
て
見
た
こ
と
は
な

い
と
思
い
ま
す
。
日
本
で
は
、
大
学
で
建
築
を
専
攻
し

な
い
限
り
、
住
ま
い
か
ら
都
市
へ
と
広
が
る
生
活
環
境

を
形
づ
く
っ
て
き
た
身
近
な
建
築
を
学
ぶ
き
っ
か
け
が

な
い
か
ら
で
す
。
そ
し
て
、
例
え
ば
、
あ
る
日
突
然
に

慣
れ
親
し
ん
だ
建
物
が
取
り
壊
さ
れ
て
、
そ
こ
に
真
新

し
い
建
築
が
で
き
た
と
し
て
も
、
な
ぜ
取
り
壊
さ
れ
た

の
か
、
な
ぜ
こ
ん
な
デ
ザ
イ
ン
な
の
か
、
を
知
る
術
も

あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
こ
と
は
、
本
来
社
会
的
な
共
有
財

産
で
あ
る
は
ず
の
建
築
や
都
市
が
、
建
築
界
の
中
だ
け

で
論
じ
ら
れ
、
決
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。

だ
か
ら
こ
そ
、
皆
さ
ん
に
は
、
建
築
と
い
う
世
界
か
ら

見
え
て
く
る
こ
と
を
知
っ
て
欲
し
い
し
、
逆
に
、
建
築

界
は
、
建
築
を
広
く
社
会
が
共
有
で
き
る
よ
う
な
回
路

を
作
り
出
す
責
任
が
あ
る
と
思
い
ま
す
」
と
。

　
あ
る
学
生
の
書
い
た
感
想
文
に
、「
建
築
の
存
在
に

気
が
つ
か
な
か
っ
た
こ
と
を
知
り
、
こ
れ
ま
で
損
を
し

て
き
た
よ
う
に
思
い
ま
し
た
」
と
あ
っ
た
。
最
後
に
私

の
勝
手
な
夢
想
を
記
せ
ば
、
小
学
校
の
家
庭
科
で
住
ま

い
や
身
近
な
建
物
の
歴
史
を
教
え
る
機
会
を
作
る
こ
と
。

そ
し
て
、
建
築
界
が
そ
れ
に
協
力
し
、
建
築
に
対
す
る

社
会
全
体
の
共
通
理
解
の
レ
ベ
ル
を
向
上
さ
せ
る
仕
組

み
を
構
築
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
良
い
生
活
環
境

を
育
む
好
ま
し
く
も
楽
し
い
サ
イ
ク
ル
を
作
り
出
し
て

い
け
な
い
だ
ろ
う
か
。
や
れ
る
こ
と
は
山
ほ
ど
あ
る
し
、

ど
こ
か
ら
で
も
始
め
ら
れ
る
と
思
う
。

〇
二
〇
年
の
東
京
五
輪
の
開
催
が
迫
る
中
、
東

京
都
心
で
は
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ

ク
施
設
の
建
設
が
急
ピ
ッ
チ
で
進
む
。
ま
た
、
そ
れ
に

合
わ
せ
て
、
渋
谷
駅
の
周
辺
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、

大
規
模
な
再
開
発
事
業
が
す
さ
ま
じ
い
勢
い
と
規
模
で

続
い
て
い
る
。
一
方
で
、
こ
こ
数
年
来
、
各
地
の
美
術

館
で
建
築
を
テ
ー
マ
と
す
る
展
覧
会
が
数
多
く
催
さ
れ

て
お
り
、
二
〇
一
七
年
九
月
の
「
安
藤
忠
雄
展
」
で
は

三
〇
万
人
、
翌
一
八
年
の
「
建
築
の
日
本
展
」
で
は

五
〇
万
人
を
超
え
る
入
館
者
を
記
録
す
る
な
ど
、
建
築

展
は
今
や
社
会
に
認
知
さ
れ
る
一
大
イ
ベ
ン
ト
に
も
な

っ
た
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
建
設
ラ
ッ
シ
ュ
の
現
状
に

驚
き
、
建
築
展
の
盛
況
ぶ
り
に
隔
世
の
感
を
覚
え
な
が

ら
も
、
果
た
し
て
ど
れ
ほ
ど
の
建
築
が
市
民
に
共
有
さ

れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
の
疑
問
が
拭
え
な
い
。
こ

こ
で
は
、
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た

個
人
的
な
経
験
に
つ
い
て
書
き
留
め
て
お
き
た
い
。

　
二
〇
一
八
年
九
月
か
ら
、
同
志
社
大
学
文
学
部
の
兼

任
講
師
と
し
て
、
八
〇
人
ほ
ど
の
学
生
た
ち
に
、「
建
築

と
い
う
世
界
か
ら
見
え
て
く
る
こ
と
」
と
い
う
テ
ー
マ

で
、
ル
・
コ
ル
ビ
ュ
ジ
エ
や
ル
イ
ス
・
カ
ー
ン
、
前
川

國
男
や
村
野
藤
吾
な
ど
、
主
に
私
の
研
究
対
象
で
あ
る

近
代
建
築
の
こ
と
を
半
期
一
五
回
に
わ
た
っ
て
講
義
し

て
い
る
。
彼
ら
は
、
文
学
部
に
と
ど
ま
ら
ず
、
社
会
学

部
や
商
学
部
、
神
学
部
な
ど
、
幅
広
い
分
野
の
学
生
た

ち
で
あ
る
。
内
容
に
つ
い
て
は
本
務
校
と
特
段
変
え
て

は
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
同
じ
講
義
を
建
築
界
と
無

縁
な
学
生
た
ち
に
す
る
と
き
、
不
思
議
な
思
い
に
と
ら
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建築を社会が共有する
回路を作り出すために

二


