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建
築
家
ア
ン
ト
ニ
ン
・
レ
ー
モ
ン
ド
の
見
た
「
自
然
」

―
山
里
キ
ャ
ン
パ
ス
建
設
を
と
お
し
て
み
た
ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
形
成
の
民
族
誌
的
研
究
―

坂
井
信
三　

一　

は
じ
め
に

南
山
大
学
の
山
里
キ
ャ
ン
パ
ス
を
設
計
し
た
建
築
家
ア
ン
ト
ニ
ン
・
レ
ー
モ
ン
ド
︵
一
八
八
八
―
一
九
七
六
︶
が
、
こ
の
地
の
「
自

然
を
基
本
と
し
て
」
キ
ャ
ン
パ
ス
全
体
を
一
体
的
に
構
想
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
意
図
は
当
時
の
建
築
界
か
ら
も
好

意
的
に
迎
え
ら
れ
、「
与
え
ら
れ
た
自
然
と
の
調
和
と
機
能
的
な
校
舎
群
と
の
結
び
つ
き
の
な
か
か
ら
、
こ
れ
ま
で
見
ら
れ
な
か
っ
た

大
学
校
舎
群
の
新
し
い
空
間
的
秩
序
を
創
造
し
た
」︵
日
本
建
築
学
会　

一
九
六
五
：
五
五
五
︶
と
評
価
さ
れ
て
、
一
九
六
五
年
に
日

本
建
築
学
会
賞
を
授
与
さ
れ
て
い
る
。
第
一
期
工
事
が
終
了
し
建
物
群
の
主
要
部
分
が
完
成
し
た
一
九
六
四
年
に
、
レ
ー
モ
ン
ド
が
書

い
た
「
自
然
を
基
本
と
し
て
」︵
レ
ー
モ
ン
ド 

一
九
六
四
ａ
︶
1
︵

︶
と
い
う
文
章
の
冒
頭
部
分
を
引
用
し
て
み
よ
う
。

新
し
い
南
山
大
学
の
設
計
を
す
る
た
め
、
シ
ュ
ラ
イ
バ
ー
神
父
、
私
の
妻
、
そ
し
て
私
の
三
人
が
そ
の
敷
地
を
見
に
行
っ
た
の
は
、
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一
九
六
一
年
︵
昭
和
三
六
年
︶
の
七
月
か
八
月
の
あ
る
大
変
暑
い
日
で
し
た
。
私
達
は
敷
地
に
あ
る
岡
や
、
谷
や
、
狭
い
道
や
、

低
い
が
よ
く
繁
っ
た
雑
木
林
な
ど
、
敷
地
内
を
隈
な
く
歩
き
回
り
ま
し
た
が
、
そ
の
う
ち
特
に
私
の
注
意
を
惹
い
た
の
は
、
尾
根

に
続
い
て
い
る
細
い
道
で
し
た
。
そ
の
尾
根
は
敷
地
の
背
骨
の
よ
う
な
形
を
し
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
は
四
方
か
ら
微
風
を
受
け
、

東
西
両
方
向
に
素
晴
ら
し
い
眺
望
を
持
っ
て
い
ま
し
た
の
で
、
私
は
そ
の
時
そ
の
場
で
直
ぐ
そ
の
尾
根
道
を
敷
地
計
画
の
基
本
と

す
る
事
に
決
め
ま
し
た
。
私
は
建
物
に
よ
っ
て
区
切
ら
れ
た
空
間
を
通
じ
て
眺
め
る
事
が
で
き
る
こ
の
道
路
に
跨
っ
て
立
つ
数
々

の
建
物
や
、
部
分
的
に
そ
れ
ら
の
建
物
の
中
を
一
直
線
に
突
き
抜
け
て
北
と
南
に
眺
望
の
開
け
た
と
こ
ろ
へ
通
じ
る
こ
の
道
路
を

目
に
浮
か
べ
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
私
は
そ
の
時
例
え
予
算
が
非
常
に
限
ら
れ
て
い
て
も
、
ま
た
多
少
の
反
対
が
起
こ
り
う
る

と
し
て
も
、
こ
の
中
心
と
な
る
考
え
を
敢
え
て
実
現
す
る
決
心
を
し
ま
し
た
。

こ
の
非
常
に
印
象
的
な
文
章
は
、
彼
が
は
じ
め
て
建
設
予
定
地
の
丘
陵
を
訪
れ
た
と
き
に
得
た
直
観
を
、
そ
の
時
そ
の
場
で
、
五
感

を
と
お
し
て
受
け
た
身
体
感
覚
の
ま
ま
に
書
き
と
め
て
い
る
。

最
初
の
敷
地
訪
問
の
ち
ょ
う
ど
一
年
後
、
こ
の
地
に
大
学
新
校
舎
を
建
設
す
る
こ
と
が
学
園
理
事
会
で
決
定
さ
れ
、
建
築
の
マ
ス
タ

ー
プ
ラ
ン
が
定
ま
っ
て
工
事
が
始
ま
っ
た
時
点
︵
一
九
六
二
年
八
月
︶
で
彼
が
書
い
た
文
章
「
南
山
大
学
総
合
計
画
」︵
レ
ー
モ
ン
ド

　

一
九
六
二
︶
に
も
、
同
様
の
直
観
が
強
く
表
現
さ
れ
て
い
る
。

デ
ザ
イ
ン
は
当
初
か
ら
明
瞭
で
あ
っ
た
。
大
学
は
一
体
と
し
て
風
物
の
一
部
と
な
り
、
決
し
て
つ
な
ぎ
あ
わ
さ
れ
た
個
々
の
建
物

で
は
な
い
の
だ
。
至
る
所
見
晴
ら
し
は
よ
く
、
山
の
う
ね
り
は
関
西
特
有
の
緑
で
覆
わ
れ
、
貫
か
れ
た
山
稜
の
尾
根
道
は
そ
の
ま

ま
主
要
交
通
路
と
し
て
最
終
的
解
決
策
で
も
あ
っ
た
。
自
然
の
ま
ま
の
形
と
植
物
と
は
、
お
よ
そ
人
工
で
は
追
い
つ
け
ぬ
価
値
あ
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る
も
の
と
し
て
、
出
来
る
限
り
保
存
す
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
の
は
事
実
で
あ
る
。
ま
た
、
私
の
昔
か
ら
の
基
本
の
考
え
方
か
ら
す

れ
ば
、
方
位
は
天
与
の
も
の
で
あ
る
。
冬
の
太
陽
も
夏
の
そ
よ
風
も
そ
の
取
捨
は
い
ず
れ
も
日
本
人
の
深
遠
な
考
え
方
の
中
に
こ

そ
あ
っ
た
︵
レ
ー
モ
ン
ド
一
九
六
二
：
一
九
︶。

こ
れ
ら
の
文
章
か
ら
は
、
レ
ー
モ
ン
ド
が
キ
ャ
ン
パ
ス
を
設
計
す
る
に
あ
た
っ
て
、
当
初
か
ら
気
象
、
方
位
、
地
形
、
植
物
な
ど
の

自
然
条
件
を
変
更
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
所
与
の
条
件
と
し
て
受
け
入
れ
、
そ
れ
ら
の
自
然
条
件
と
人
工
物
と
し
て
の
建
物
群
の
機
能

的
要
求
を
調
和
さ
せ
る
こ
と
に
、
建
築
家
と
し
て
一
つ
の
挑
戦
を
見
出
し
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
自
体
は
こ
れ
ま

で
に
レ
ー
モ
ン
ド
自
身
の
著
作
や
、
レ
ー
モ
ン
ド
の
建
築
に
関
す
る
研
究
で
く
り
返
し
指
摘
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る︶

2
︵

。

だ
が
彼
が
「
自
然
を
基
本
と
し
て
」
と
い
っ
た
と
き
、
そ
の
「
自
然
」
と
は
一
体
何
を
指
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
と
い
う
の
も
、

彼
が
は
じ
め
て
建
設
予
定
地
に
立
っ
た
と
き
に
見
た
「
自
然
」
は
、
こ
れ
か
ら
見
る
と
お
り
、
当
時
の
状
況
を
再
現
し
て
み
る
限
り
決

し
て
豊
か
な
「
自
然
」
と
は
い
い
が
た
い
、
む
し
ろ
荒
廃
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
が
は
じ
め
て
建
設
予
定
地
を
訪
れ
た
と
き
に
直
観
し
た
「
自
然
」
は
、
キ
ャ
ン
パ
ス
全
体
の
構
想
と
そ

の
実
現
に
対
し
て
決
定
的
に
重
要
な
意
味
を
も
っ
た
。
そ
の
直
観
が
実
際
ど
ん
な
も
の
だ
っ
た
の
か
を
、
彼
が
上
掲
の
文
章
に
書
き
表

し
た
以
上
に
深
く
知
る
こ
と
は
も
は
や
不
可
能
で
あ
る
。
だ
が
そ
う
し
た
直
観
が
あ
っ
た
と
し
て
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
構
成
要
素
か

ら
な
り
、
ど
の
よ
う
に
し
て
計
画
の
実
現
を
導
い
て
い
っ
た
の
か
を
、
利
用
可
能
な
資
料
か
ら
検
証
し
て
み
る
こ
と
は
あ
る
程
度
可
能

で
あ
る
。

一
九
六
四
年
に
主
要
部
分
の
完
成
し
た
山
里
キ
ャ
ン
パ
ス
は
、
や
が
て
五
〇
年
周
年
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
大
学
の
規
模
拡
大

と
と
も
に
校
舎
は
次
々
と
増
築
さ
れ
、
老
朽
化
し
た
当
初
の
建
物
群
は
改
築
か
保
存
か
の
決
断
を
迫
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
論
文
は
そ
う
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し
た
時
期
に
あ
た
っ
て
、
レ
ー
モ
ン
ド
の
キ
ャ
ン
パ
ス
構
想
の
成
り
立
ち
と
実
現
の
過
程
を
再
検
討
し
て
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

る
。た

だ
し
こ
こ
で
の
私
の
目
的
は
、今
後
の
キ
ャ
ン
パ
ス
構
想
に
対
し
て
何
ら
か
の
提
言
を
す
る
こ
と
に
は
な
い
。
私
は
こ
の
論
文
で
、

ア
ン
ト
ニ
ン
・
レ
ー
モ
ン
ド
に
よ
る
キ
ャ
ン
パ
ス
の
構
想
・
設
計
・
建
設
が
所
与
の
ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
の
中
で
ど
の
よ
う
に
し
て
着
想

さ
れ
、
そ
の
着
想
が
一
定
の
地
理
的
、
歴
史
的
、
社
会
的
な
条
件
を
担
っ
た
敷
地
の
中
に
現
実
の
建
物
群
と
し
て
実
現
し
て
い
く
過
程

を
と
お
し
て
、
ど
の
よ
う
に
し
て
新
た
な
ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
を
生
み
出
し
て
い
っ
た
か
、
そ
の
具
体
的
な
過
程
を
た
ど
っ
て
み
た
い
と

思
っ
て
い
る
。
そ
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
、
長
期
的
に
い
え
ば
、
世
界
―
内
―
存
在
と
し
て
の
人
間
が
、
世
界
と
か
か
わ
り
世
界
の
中

で
何
か
を
作
り
上
げ
て
い
く
こ
と
を
と
お
し
て
、
そ
こ
を
固
有
の
相
貌
を
も
っ
た
生
の
場
所
に
し
て
い
く
様
相
を
探
求
し
た
い
と
い
う

遠
い
目
標
に
方
向
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
私
は
こ
の
よ
う
な
志
向
性
を
も
つ
探
求
を
、
私
た
ち
人
間
が
日
々
や
っ
て
い
る
こ
と
、
日
々
生

き
て
い
く
こ
と
の
民
族
誌
的
探
求
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。
こ
の
探
求
は
私
自
身
に
と
っ
て
ま
だ
始
ま
っ
た
ば
か
り
で
あ
り
、
少
し

ず
つ
そ
の
方
法
を
鍛
錬
し
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
︵
坂
井 

二
〇
一
二
︶。
し
た
が
っ
て
こ
の
論
考
は
、
建
築
と
い
う
活

動
を
、
残
さ
れ
た
資
料
か
ら
民
族
誌
的
に
探
求
し
て
み
る
こ
と
を
と
お
し
て
、
人
間
の
生
活
の
場
の
形
成
と
変
容
に
関
わ
る
諸
要
件
を

探
る
初
歩
的
な
試
み
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

二　

ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
の
要
素

レ
ー
モ
ン
ド
の
も
と
で
キ
ャ
ン
パ
ス
設
計
の
実
務
に
あ
た
り
、
建
築
を
担
当
し
た
同
建
築
設
計
事
務
所
の
五
代
信
作
は
、
冒
頭
に
示

し
た
レ
ー
モ
ン
ド
独
特
の
強
い
印
象
的
な
文
章
と
は
ち
が
っ
て
、
も
う
少
し
実
務
家
的
に
、
こ
の
挑
戦
が
建
築
家
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
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な
課
題
を
つ
き
つ
け
る
も
の
だ
っ
た
か
を
説
明
し
て
い
る
。

こ
の
約
五
〇
、〇
〇
〇
坪
の
敷
地
は
名
古
屋
市
の
東
山
公
園
に
連
な
る
丘
陵
地
帯
の
一
部
に
あ
た
り
、
市
街
地
に
隣
接
し
た
風
致

地
区
に
あ
っ
て
高
低
起
伏
が
多
く
、
地
方
独
特
の
赤
は
だ
を
の
ぞ
か
せ
て
矮
小
の
松
、
針
葉
樹
が
繁
茂
し
、
標
高
六
四
メ
ー
ト
ル

の
岡
の
上
は
風
通
し
が
良
く
全
市
街
は
も
と
よ
り
遠
く
木
曽
、
鈴
鹿
の
山
々
を
望
見
す
る
素
晴
ら
し
い
眺
望
を
持
っ
て
い
る
。

配
置
計
画
を
特
徴
付
け
る
も
の
は
、
敷
地
の
中
央
を
南
北
に
貫
通
す
る
幹
線
道
路
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
旧
い
丘
陵
の
尾
根
の
小
路

が
そ
の
ま
ま
生
か
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
道
路
は
中
央
線
が
南
北
を
軸
に
し
て
東
に
一
二
度
ふ
れ
る
と
い
う
理
想
的
な

方
位
を
と
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
は
同
時
に
全
体
の
配
置
計
画
を
単
純
化
す
る
こ
と
に
な
っ
た
︵
五
代　

一
九
六
四
ａ
︶。

同
年
に
発
表
さ
れ
た
ほ
ぼ
同
内
容
の
別
稿
で
は
、
敷
地
の
地
形
的
、
地
質
的
条
件
が
設
計
の
基
本
的
方
向
性
を
決
定
し
た
こ
と
を
次

の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

基
本
設
計
中
レ
ー
モ
ン
ド
に
い
つ
も
云
わ
れ
た
こ
と
は
、
こ
の
自
然
に
恵
ま
れ
た
環
境
を
生
か
し
て
、
天
然
の
樹
木
を
最
大
限
保

存
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
デ
ザ
イ
ン
の
根
本
に
な
る
。
丘
陵
の
尾
根
の
小
路
が
残
さ
れ
て
一
本
の
幹
線
道
路
と
な
り
、
適

切
な
方
位
を
も
っ
て
全
体
の
動
線
計
画
に
よ
っ
て
配
置
さ
れ
た
八
棟
の
建
物
は
、
そ
れ
ぞ
れ
置
か
れ
た
地
形
を
生
か
し
て
土
の
移

動
を
最
小
限
に
し
て
、
全
体
が
土
地
の
起
伏
に
よ
く
な
じ
む
よ
う
に
意
図
さ
れ
た
も
の
で
、
敷
地
を
立
体
的
に
利
用
し
て
い
る
が
、

意
識
的
に
造
形
さ
れ
た
も
の
は
ひ
と
つ
も
な
い
。

こ
れ
は
土
質
が
降
雨
流
出
に
よ
り
エ
ロ
ー
ジ
ョ
ン
を
起
こ
し
や
す
く
、
樹
木
の
移
植
、
植
付
の
困
難
な
土
地
柄
な
の
で
、
天
然
の
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樹
木
を
保
護
残
置
す
る
よ
う
計
画
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
樹
木
の
育
成
に
年
月
を
要
す
る
こ
と
か
ら
も
っ
と
も
適
切
な
経
済
的

処
理
で
あ
っ
た
︵
五
代　

一
九
六
四
ｂ
：
九
五
―
九
六
︶。

　
レ
ー
モ
ン
ド
と
五
代
の
文
章
に
く
り
返
し
出
て
く
る
言
葉
と
し
て
、
眺
望
、
方
位
、
丘
の
尾
根
道
、
天
然
の
樹
木
、
高
低
起
伏
の
多

い
地
形
、
降
雨
に
よ
る
浸
食
︵
エ
ロ
ー
ジ
ョ
ン
︶
な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
お
そ
ら
く
設
計
・
建
築
を
進
め
る
レ
ー
モ
ン
ド
の
事
務
所

の
中
で
、
ス
タ
ッ
フ
た
ち
に
共
有
さ
れ
た
キ
ー
ワ
ー
ド
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
こ
れ
ら
は
、
彼
ら
に
と
っ
て
所
与
の
ラ
ン
ド
ス
ケ

ー
プ
を
構
成
す
る
要
素
と
し
て
、
建
築
計
画
の
基
礎
と
な
る
べ
き
「
自
然
」
と
し
て
受
け
取
ら
れ
た
だ
け
で
な
く
、
将
来
に
向
か
っ
て

建
築
物
が
そ
の
一
部
と
な
る
べ
き
「
風
物
」
と
し
て
も
、
つ
ま
り
建
築
物
と
と
も
に
新
し
い
ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
を
構
成
す
る
べ
き
要
件

と
し
て
も
、
と
く
に
留
意
さ
れ
た
要
素
を
示
し
て
い
る
と
み
な
し
て
い
い
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
以
下
に
そ
れ
ら
の
要
素
を
手
が
か
り
に
し

て
、
山
里
キ
ャ
ン
パ
ス
の
ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
の
成
立
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
こ
う
。

そ
の
際
、
作
業
を
大
き
く
二
つ
の
レ
ベ
ル
に
分
け
る
。
第
一
の
レ
ベ
ル
は
、
キ
ャ
ン
パ
ス
予
定
地
の
立
地
、
あ
る
い
は
キ
ャ
ン
パ
ス

の
外
延
に
広
が
る
環
境
に
関
わ
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
名
古
屋
と
い
う
土
地
の
歴
史
と
そ
こ
で
教
育
事
業
を
行
う
南
山
学
園
の
選
択
に
関

わ
る
部
分
で
あ
り
、
事
実
上
建
築
家
は
そ
れ
を
左
右
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
キ
ャ
ン
パ
ス
そ
の
も
の
の
景
観
、
形
状

に
関
わ
る
レ
ベ
ル
で
は
、
建
築
家
は
一
定
の
プ
ラ
ン
に
よ
っ
て
ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
を
作
り
変
え
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
。
い
い
か
え
れ

ば
、
第
一
の
レ
ベ
ル
は
建
築
の
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
を
な
す
自
然
や
歴
史
の
大
文
脈
を
構
成
し
て
お
り
、
第
二
の
レ
ベ
ル
は
建
築
家
の

設
計
思
想
と
現
場
に
お
け
る
そ
の
実
行
可
能
性
と
の
ネ
ゴ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
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三　

バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド

建
築
物
、
あ
る
い
は
建
築
と
い
う
活
動
は
、
当
然
そ
れ
に
先
行
す
る
そ
の
土
地
の
自
然
や
歴
史
の
大
き
な
文
脈
の
中
に
あ
る
。
以
下

で
は
そ
う
し
た
建
築
の
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
と
な
っ
た
諸
条
件
を
、
キ
ャ
ン
パ
ス
を
取
り
ま
く
立
地
と
眺
望
、
植
生
、
街
路
の
三
つ
の

要
素
か
ら
検
討
し
て
い
く
。

三
―
一　

立
地
と
眺
望

「
至
る
所
見
晴
ら
し
は
よ
く
、
山
の
う
ね
り
は
関
西
特
有
の
緑
で
覆
わ
れ
」︵
レ
ー
モ
ン
ド
一
九
六
二
︶、「
そ
の
尾
根
道
は
敷
地
の
背

骨
の
よ
う
な
形
を
し
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
は
四
方
か
ら
微
風
を
受
け
、
東
西
両
方
向
に
素
晴
ら
し
い
眺
望
を
持
っ
て
い
ま
し
た
」︵
レ

ー
モ
ン
ド
一
九
六
四
ａ
︶。

レ
ー
モ
ン
ド
は
ご
く
短
い
文
章
で
、
建
築
家
ら
し
い
正
確
な
観
察
力
を
示
し
て
い
る
。
名
古
屋
市
東
部
の
い
わ
ゆ
る
東
山
丘
陵
は
、

尾
張
平
野
の
東
に
広
が
る
丘
陵
の
西
端
に
あ
た
り
、
全
体
と
し
て
北
お
よ
び
東
に
高
く
、
南
お
よ
び
西
に
低
く
な
る
︵
新
修
名
古
屋
市

史
編
集
委
員
会　

一
九
九
七
：
三
六
―
三
七
︶。
そ
の
た
め
名
古
屋
市
中
心
部
か
ら
東
山
丘
陵
に
登
っ
て
く
る
と
、
次
第
に
広
い
眺
望

が
開
け
て
く
る
。
東
に
は
遠
く
三
河
か
ら
奥
三
河
へ
と
幾
重
に
も
続
く
山
々
が
の
ぞ
ま
れ
、
ふ
り
返
れ
ば
西
に
は
名
古
屋
の
市
街
全
域

と
伊
勢
湾
の
向
こ
う
の
鈴
鹿
山
地
ま
で
が
視
野
に
入
っ
て
く
る
。
お
そ
ら
く
レ
ー
モ
ン
ド
ら
は
移
転
前
の
南
山
大
学
が
あ
っ
た
杁
中
か

ら
滝
川
町
の
狭
い
谷
を
さ
か
の
ぼ
り
、
途
中
で
左
手
の
急
な
斜
面
を
登
っ
て
現
地
に
立
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
と
き
の
開
放
感
が
尾
根

道
の
空
気
の
動
き
と
と
も
に
伝
わ
っ
て
く
る
文
章
で
あ
る
。

現
在
の
デ
ジ
タ
ル
標
高
地
形
図︶

3
︵

で
見
る
と
、
こ
の
あ
た
り
に
は
標
高
四
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら
八
〇
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
丘
が
南
北
に
尾
根
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を
並
べ
て
な
ら
ん
で
い
る
の
が
見
え
る
︵
図
１
︶。
杁
中
か
ら
東
に
入
っ
た
谷
筋
の
北
側
が
山
里
キ
ャ
ン
パ
ス
の
敷
地
で
、
谷
に
面
す

る
急
斜
面
を
登
る
と
そ
の
向
こ
う
の
尾
根
は
北
側
に
向
か
っ
て
な
だ
ら
か
に
下
っ
て
い
る
。
丘
の
間
に
は
自
然
の
水
流
に
し
た
が
っ
て

狭
い
谷
が
北
に
向
か
っ
て
幾
筋
か
刻
ま
れ
て
い
る
。
大
学
の
キ
ャ
ン
パ
ス
と
な
る
予
定
地
は
、
最
高
地
点
で
約
六
四
メ
ー
ト
ル
の
高
さ

を
も
つ
尾
根
ひ
と
つ
と
、
そ
の
両
側
の
谷
と
尾
根
の
一
部
に
ま
た
が
っ
て
い
た
。

旧
八
事
村
か
ら
旧
末
盛
村
に
わ
た
っ
て
広
が
る
東
山
丘
陵
の
眺
望
は
、
江
戸
時
代
か
ら
名
古
屋
城
下
の
市
民
た
ち
に
親
し
ま
れ
て
い

た
。
も
と
も
と
飯
田
街
道
の
南
北
に
広
が
る
こ
の
あ
た
り
は
、「
尾
張
高
野
」
と
呼
ば
れ
た
一
大
宗
教
地
区
を
な
し
て
お
り
︵
木
島　

一
九
二
七
：
八
〇
︶、
一
九
世
紀
半
ば
の
天
保
年
間
に
出
版
さ
れ
た
﹃
尾
張
名
所
圖
會
﹄
に
は
、
音
聞
山
、
天
道
山
、
興
正
寺
、
香
積

院
、
般
若
台
な
ど
風
光
絶
佳
の
名
所
が
い
く
つ
か
収
録
さ
れ
て
い
る
。
於
保
俊
・
松
原
輝
夫
は
、
近
世
の
村
絵
図
や
﹃
尾
張
名
所
圖

會
﹄
の
図
録
を
も
と
に
江
戸
末
期
ご
ろ
の
東
山
丘
陵
の
景
観
と
植
生
を
復
元
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
こ
の
地
域
の
丘
陵
一
帯
は

見
晴
ら
し
の
い
い
ア
カ
マ
ツ
の
疎
林
で
、
南
に
は
遠
く
伊
勢
湾
の
海
岸
線
も
見
渡
せ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ア
カ
マ
ツ
の
疎
林
に
は
特

徴
的
に
コ
バ
ノ
ミ
ツ
バ
ツ
ツ
ジ
が
生
育
し
、
春
に
は
赤
紫
の
花
を
つ
け
る
。
そ
の
た
め
樹
木
が
ま
ば
ら
で
見
晴
ら
し
い
い
こ
の
一
帯

は
、
春
先
に
ツ
ツ
ジ
の
花
見
に
城
下
の
市
民
が
訪
れ
る
都
市
近
郊
の
行
楽
地
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
︵
図
２
︶︵
木
島

　

一
九
二
七
：
八
一
、
於
保
・
松
原 

二
〇
〇
五
：
一
三
一
―
一
三
二
︶。

名
古
屋
の
市
街
地
は
、
明
治
二
四
年
の
土
地
利
用
図
に
明
瞭
に
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
と
お
り
、
も
と
も
と
低
い
台
地
︵
熱
田
台

地
︶
上
に
城
下
町
と
し
て
成
立
し
た
も
の
で
、
そ
の
西
側
の
沖
積
低
地
は
水
田
、
東
側
に
続
く
台
地
は
畑
地
、
そ
し
て
さ
ら
に
東
の
丘

陵
は
山
林
と
い
う
よ
う
に
、
地
理
的
・
生
態
学
的
条
件
に
即
応
し
て
生
活
域
が
展
開
し
て
い
た
。
明
治
期
に
入
っ
て
、
人
口
増
加
と
と

も
に
市
域
は
東
に
向
か
っ
て
拡
大
し
は
じ
め
、
平
行
し
て
一
九
二
六
年
︵
大
正
一
五
年
︶
の
都
市
緑
地
計
画
に
よ
っ
て
丘
陵
地
帯
に
東

山
公
園
︵
一
九
三
五
年
昭
和
一
〇
年
開
園
︶
な
ど
の
公
園
緑
地
が
順
次
整
備
さ
れ
て
い
く
。
近
世
名
古
屋
の
日
帰
り
の
行
楽
地
で
あ
っ
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図 1　デジタル標高地形図
　　・外側の枠は地図 1，2と対応
　　・中間の枠は八事土地区画整理全図と対応 
　　・最小の枠はキャンパス敷地



84

た
東
山
丘
陵
は
、
こ
う
し
て
昭
和
の
初
め
ご
ろ
ま
で
に
は
市
民
の

生
活
域
に
編
入
さ
れ
て
い
く
︵
新
修
名
古
屋
市
史
編
集
委
員
会　

一
九
九
七
：
二
四
〇
―
二
五
一
︶。

三
―
二　

植
生

と
こ
ろ
で
ア
カ
マ
ツ
の
疎
林
が
形
成
さ
れ
て
く
る
歴
史
的
要
因

に
つ
い
て
は
、
千
葉
徳
爾
の
著
名
な
研
究
﹃
は
げ
山
の
研
究
﹄
が
あ

る
︵
千
葉 

一
九
九
一
︶。
千
葉
は
近
世
以
降
日
本
各
地
に
広
が
っ
た

人
為
的
荒
廃
林
地
︵
は
げ
山
︶
の
歴
史
的
形
成
過
程
を
究
明
す
る
中

で
、
ア
カ
マ
ツ
を
主
な
樹
種
と
す
る
疎
林
の
意
義
を
明
ら
か
に
し
て

い
る
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
林
地
を
荒
廃
さ
せ
は
げ
山
化
す
る
要
因
は
、
人

為
的
に
植
生
が
し
ば
し
ば
破
壊
さ
れ
る
た
め
に
、
土
壌
の
物
理
的
化

学
的
性
質
が
変
化
し
て
植
生
の
生
育
に
不
良
な
状
態
と
な
る
こ
と

に
あ
る
。
そ
う
し
た
荒
廃
の
背
景
に
は
、
近
世
以
降
の
市
場
経
済
化

に
よ
っ
て
農
村
の
林
地
利
用
形
態
が
変
化
し
、
入
会
林
地
な
ど
の
共

同
用
益
地
の
過
剰
利
用
が
進
ん
だ
こ
と
が
あ
る
。「
近
世
に
入
っ
て

林
産
物
が
商
品
化
さ
れ
農
業
経
営
が
全
体
と
し
て
自
給
的
経
営
か

図 2『尾張名所図會』東山の春興
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ら
商
品
生
産
経
営
に
移
行
す
る
に
つ
れ
、
共
同
体
的
な
林
地
所
有
と
の
矛
盾
が
あ
ら
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
は
農
産
物
の
商
品
化

に
と
も
な
う
施
肥
の
増
大
が
採
草
地
の
過
度
利
用
と
な
っ
て
こ
れ
を
荒
廃
さ
せ
た
こ
と
で
あ
る
。
二
は
農
業
経
営
の
分
割
、
小
農
化
が

多
数
の
窮
乏
農
民
を
生
み
出
し
、
こ
れ
ら
が
生
計
の
た
め
共
同
用
益
地
の
生
産
物
を
過
度
に
利
用
し
、
甚
だ
し
い
場
合
は
こ
れ
を
販
売

す
る
ま
で
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
…
…
所
有
と
生
産
力
の
く
い
ち
が
い
が
林
地
の
過
度
使
用
と
し
て
地
域
に
反
映
し
た
の
が
は
げ
山

型
荒
廃
で
あ
る
と
い
え
よ
う
」。
そ
の
よ
う
に
荒
廃
し
、
変
成
し
た
土
壌
に
も
な
お
生
育
す
る
樹
種
が
、
ア
カ
マ
ツ
な
の
で
あ
る
︵
千

葉 

一
九
九
一
：
二
一
九
―
二
二
〇
︶。

実
際
於
保
・
松
原
に
よ
る
と
、
近
世
の
村
絵
図︶

4
︵

で
は
東
山
丘
陵
の
多
く
は
農
民
た
ち
が
一
定
の
年
貢
や
冥
加
金
を
払
っ
て
薪
、
芝
や

秣ま
ぐ
さ
、
屋
根
茅
、
畑
の
肥
料
な
ど
の
収
穫
に
利
用
す
る
「
定
納
山
」、「
平
山
」
な
ど
と
よ
ば
れ
る
林
域
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し

た
長
年
に
わ
た
る
森
林
資
源
の
収
奪
と
そ
れ
に
起
因
す
る
表
層
土
壌
の
乾
燥
お
よ
び
浸
食
流
失
が
、
近
世
の
東
山
丘
陵
を
見
晴
ら
し
の

い
い
ア
カ
マ
ツ
の
疎
林
に
し
た
の
だ
と
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
︵
於
保
・
松
原　

二
〇
〇
五
：
一
三
一
―
一
三
四
︶。

於
保
・
松
原
に
よ
る
と
、「
川
名
山
の
広
い
範
囲
は
現
在
南
山
大
学
の
敷
地
で
あ
る
。
こ
の
一
部
は
天
神
山
と
呼
ば
れ
て
い
た
ら
し

い
が
、
や
は
り
マ
ツ
疎
林
で
あ
っ
た
ろ
う
」︵
於
保
・
松
原 

二
〇
〇
五
：
一
三
七
︶。
レ
ー
モ
ン
ド
ら
が
登
っ
て
き
た
キ
ャ
ン
パ
ス
予

定
地
も
、
そ
れ
に
近
い
状
態
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
が
一
九
六
〇
年
ご
ろ
の
レ
ー
モ
ン
ド
ら
の
文
章
に
は
、
広
々
と
し
た
眺
望
は
よ
く
描
か
れ
て
い
る
が
、
ア
カ
マ
ツ
の
疎
林

に
関
す
る
言
及
は
な
い
。
む
し
ろ
樹
木
と
し
て
言
及
さ
れ
て
い
る
の
は
、「
低
い
が
よ
く
繁
っ
た
雑
木
林
」︵
レ
ー
モ
ン
ド 

一
九
六
四

ａ
︶、「
矮
小
の
松
」︵
五
代　

一
九
六
四
ａ
：
一
一
九
︶、「
背
の
低
い
赤
松
」︵
三
沢　

一
九
九
八
：
一
八
八
︶
で
あ
る
。
ま
た
、
当
時

南
山
大
学
の
施
設
課
長
だ
っ
た
山
本
勇
郞
氏
は
、
南
山
学
園
創
立
75
周
年
記
念
誌
で
キ
ャ
ン
パ
ス
予
定
地
を
「
人
の
背
丈
ほ
ど
の
松

と
雑
木
が
ま
ば
ら
に
生
え
て
い
る
荒
れ
地
」
だ
っ
た
と
回
顧
し
て
い
る
︵
南
山
学
園
創
立
75
周
年
記
念
誌
編
纂
委
員
会　

二
〇
〇
七
：
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一
五
三
︶。
こ
こ
に
見
ら
れ
る
の
は
、
明
ら
か
に
﹃
尾
張
名
所
圖
會
﹄
に
描
か
れ
た
よ
う
な
ア
カ
マ
ツ
の
疎
林
で
は
な
い
。

実
は
八
事
や
東
山
の
山
林
は
、
過
去
一
〇
〇
年
ほ
ど
の
時
間
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
み
る
と
、
何
度
か
の
激
し
い
破
壊
・
荒
廃
を
こ
う
む

っ
て
来
た
ら
し
い
こ
と
が
わ
か
る
。
後
に
述
べ
る
よ
う
に
八
事
周
辺
は
早
く
も
一
九
二
〇
年
代
か
ら
計
画
的
な
都
市
開
発
の
対
象
と
な

っ
た
と
こ
ろ
だ
が
、
そ
の
ひ
と
つ
の
要
因
は
森
林
の
破
壊
に
対
す
る
危
機
感
が
あ
っ
た
よ
う
だ
。

八
事
周
辺
の
大
規
模
な
都
市
計
画
を
企
画
し
立
案
し
た
「
都
市
創
作
会
」
は
、
一
九
二
七
年
︵
昭
和
二
年
︶
に
そ
の
機
関
誌
﹃
都
市

創
作︶

5
︵

﹄
で
「
名
古
屋
市
郊
外
に
於
け
る
絶
好
の
高︵
マ
マ
︶層
︹
高
燥
か
︺
住
居
地
帯
」
と
し
て
八
事
を
紹
介
す
る
特
集
を
組
ん
で
い
る
。
そ
の

中
の
八
事
の
過
去
か
ら
現
在
︵
当
時
︶
ま
で
の
変
遷
を
た
ど
る
記
事
に
よ
る
と
、
か
つ
て
「
海
風
時
に
は
近
く
浪
聲
を
送
っ
て
き
て
松

風
の
音
と
調
ゆ
か
し
き
交
響
楽
を
奏
で
た
閑
寂
境︶

6
︵

」
も
、
明
治
初
期
「
恐
ら
く
封
建
改
革
や
地
券
発
行
や
ら
等
の
事
の
あ
っ
た
と
き
、

…
…
過
渡
期
の
ド
サ
ク
サ
に
紛
れ
て
こ
の
美
し
い
深
林
樹
帯
も
、
惜
し
や
心
無
し
の
人
々
に
よ
っ
て
木
は
濫
伐
さ
れ
、
山
の
地
肌
は
剥

き
出
さ
れ
て
台
な
し
に
さ
れ
て
終
い
ま
し
た
」。「
こ
の
有
様
を
見
て
慨
い
た
の
は
当
時
愛
知
郡
長
た
り
し
笹
原
辰
太
郎
」
で
あ
っ
た
。

彼
は
「
大
名
古
屋
の
発
展
へ
の
動
き
を
観
て
、
假
令
ば
京
都
に
於
け
る
東
山
が
名
古
屋
に
も
早
晩
必
ず
必
要
を
叫
ば
れ
る
に
違
い
な

い
」
と
予
想
し
て
、
明
治
末
期
に
土
地
所
有
者
、
一
般
篤
志
家
を
組
織
し
て
「
八
事
保
勝
会
」
を
作
っ
た
︵
木
島　

一
九
二
七
：
七
八

―
八
二
︶。
こ
う
し
て
始
ま
っ
た
八
事
の
再
開
発
運
動
は
、
第
一
世
界
大
戦
後
の
好
景
気
に
も
助
け
ら
れ
て
、
放
置
さ
れ
た
山
林
の
高

級
住
宅
地
へ
の
転
換
を
ね
ら
っ
た
八
事
土
地
整
理
組
合
に
発
展
し
、
そ
れ
が
一
九
二
〇
年
︵
大
正
九
年
︶
に
始
ま
る
行
政
側
の
都
市
開

発
計
画
と
合
流
し
て
、
八
事
の
土
地
整
理
事
業
が
実
現
し
た
の
で
あ
る
︵
堀
田　

二
〇
〇
〇
︶。

し
か
し
明
治
期
の
荒
廃
以
上
に
深
刻
だ
っ
た
の
は
、
お
そ
ら
く
第
二
次
世
界
大
戦
の
戦
中
・
戦
後
の
時
期
だ
っ
た
ろ
う
と
思
わ
れ
る

︵
於
保
・
松
原 

二
〇
〇
五
：
一
三
五
︶。
敗
戦
を
は
さ
ん
だ
一
九
三
五
年
、
一
九
四
七
年
、
一
九
五
九
年
の
三
つ
の
時
期
に
撮
影
さ
れ

た
空
中
写
真
を
く
ら
べ
て
み
る
と
︵
図
３
︶、
敗
戦
直
後
の
一
九
四
七
年
に
は
、
八
事
か
ら
東
山
に
か
け
て
の
山
林
の
中
で
も
、
と
く
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a  1935年陸軍 b  1947年米軍

　　図 3　空中写真の比較
　　　　　枠はキャンパス敷地

c  1959年国土地理院
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に
後
の
川
名
中
学
か
ら
南
山
大
学
の
キ
ャ
ン
パ
ス
に
な
る
あ
た
り
の
場
所
が
ほ
と
ん
ど
ま
っ
た
く
樹
木
の
な
い
裸
地
に
な
っ
て
し
ま
っ

て
い
る
の
が
わ
か
る
。
傾
斜
地
は
あ
ち
こ
ち
浸
食
さ
れ
て
崩
れ
、
土
壌
は
雨
の
た
め
に
流
出
し
、
爆
弾
の
痕
も
点
々
と
見
え
る
。
近
隣

住
民
の
方
々
の
話
に
よ
る
と
、
こ
の
場
所
に
は
大
戦
中
に
高
射
砲
部
隊
の
陣
地
が
置
か
れ
て
い
た
が︶

7
︵

、
敗
戦
後
に
立
木
は
み
な
燃
料
の

た
め
に
伐
採
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
そ
う
で
あ
る
。
林
地
の
管
理
責
任
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
興
正
寺
、
伊
勝
神
社
な
ど
の
寺
社
や
個

人
の
土
地
で
は
、
そ
の
よ
う
な
激
し
い
破
壊
は
な
か
っ
た
こ
と
が
写
真
か
ら
も
読
み
と
れ
る
の
で
あ
る
。

レ
ー
モ
ン
ド
ら
が
こ
の
場
所
を
訪
れ
た
の
は
、
敗
戦
か
ら
一
五
年
ほ
ど
た
っ
た
一
九
六
一
年
だ
っ
た
。
そ
の
間
に
、
ま
っ
た
く
裸
に

な
る
ま
で
伐
採
さ
れ
て
し
ま
っ
た
樹
木
は
、
一
九
五
九
年
の
空
中
写
真
に
見
る
と
お
り
少
し
ず
つ
回
復
し
て
き
て
い
た
。
そ
れ
が
彼
ら

の
見
た
「
低
い
が
よ
く
繁
っ
た
雑
木
林
」
な
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

興
味
深
い
こ
と
に
、
一
九
六
〇
年
代
初
頭
は
日
本
の
社
会
に
と
っ
て
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
大
き
な
転
換
期
に
あ
た
っ
て
い
る
。
薪
炭
は
化

石
燃
料
に
か
わ
り
、
田
畑
の
肥
料
に
も
化
学
肥
料
が
広
く
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
都
市
近
郊
の
農
地
は
宅
地
に
転
換
さ
れ
、
燃
料
・

肥
料
の
収
穫
地
で
あ
っ
た
里
山
は
手
入
れ
＝
収
奪
さ
れ
な
く
な
り
、
そ
の
結
果
か
つ
て
は
つ
ね
に
乾
燥
し
て
い
た
林
床
は
湿
潤
に
な
っ

て
、
ア
カ
マ
ツ
の
疎
林
に
代
わ
っ
て
密
生
し
た
下
生
え
が
増
え
て
く
る
。
そ
し
て
こ
れ
以
降
、
近
世
東
山
の
ア
カ
マ
ツ
疎
林
の
景
観
は

姿
を
消
し
て
い
く
。
戦
後
日
本
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
革
命
が
生
態
系
に
反
映
さ
れ
は
じ
め
る
ま
さ
に
ち
ょ
う
ど
そ
の
時
期
に
、
レ
ー
モ
ン
ド

は
こ
の
丘
陵
地
を
訪
れ
た
の
で
あ
る
。

三
―
三　

街
路

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
レ
ー
モ
ン
ド
ら
が
「
自
然
の
ま
ま
の
形
と
植
物
」、「
天
然
の
樹
木
」
と
受
け
取
っ
た
植
生
は
、
大
き
な

時
代
の
変
遷
の
中
で
、人
間
の
営
為
と
と
も
に
遷
移
し
て
き
た
生
態
系
の
中
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
く
る
。
そ
し
て
も
う
ひ
と
つ
、
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既
存
の
植
物
と
と
も
に
レ
ー
モ
ン
ド
の
直
観
の
中
心
軸
と
な
っ
た
「
尾
根
道
」
を
含
む
街
路
に
つ
い
て
検
証
を
進
め
て
い
く
と
、
さ
ら

に
複
雑
な
様
相
が
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
。

す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
八
事
周
辺
は
早
く
も
一
九
二
〇
年
代
か
ら
区
画
整
理
事
業
が
進
み
、
一
九
三
二
年
に
は
一
応
の
完
成
を
見

て
い
る
。
こ
の
事
業
は
、
黒
谷
了
太
郎
、
石
川
栄ひ
で
あ
き耀
ら
の
都
市
計
画
官
僚
が
民
間
の
土
地
整
理
組
合
と
手
を
た
ず
さ
え
て
︵
新
修
名
古

屋
市
史
編
纂
委
員
会　

二
〇
〇
〇
：
三
八
五
―
三
八
七
︶、
西
欧
の
田
園
都
市
の
思
想
に
影
響
を
受
け
た
「
山
林
都
市
」
構
想
を
名
古

屋
市
東
郊
の
丘
陵
地
で
実
現
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
堀
田
が
指
摘
す
る
と
お
り
、
そ
こ
で
問
題
に
な
っ
た
の
は
近
世
以
前
の
里

山
を
近
代
に
お
け
る
郊
外
住
宅
地
に
変
容
さ
せ
る
上
で
、
山
林
と
い
う
特
質
を
住
宅
地
に
ど
の
よ
う
に
取
り
こ
む
か
と
い
う
課
題
で
あ

っ
た
︵
堀
田　

二
〇
〇
〇
：
二
三
九
︶。

起
伏
の
激
し
い
八
事
の
丘
陵
地
帯
を
住
宅
地
に
変
容
さ
せ
る
た
め
に
、
彼
ら
が
と
く
に
注
意
を
は
ら
っ
た
の
は
、
排
水
系
統
と
道
路

系
統
を
地
形
条
件
に
調
和
さ
せ
る
こ
と
だ
っ
た
こ
と
が
、
都
市
開
発
グ
ル
ー
プ
の
残
し
た
記
録
か
ら
う
か
が
え
る︶

8
︵

。
黒
田
・
石
川
の
指

導
の
下
で
設
計
を
担
当
し
た
造
園
技
師
狩
野
力
は
、
区
画
整
理
の
実
行
指
針
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。

︹
等
高
線
を
詳
細
に
描
き
込
ん
だ
地
図
を
作
っ
た
上
で
︺
丘
陵
の
峯
を
辿
っ
て
主
な
る
排
水
系
統
を
見
る
。
市
街
地
と
の
連
絡
は

自
然
平
地
と
の
連
絡
で
あ
り
、
幹
線
道
路
は
近
い
谷
合
、
す
な
わ
ち
排
水
線
と
一
致
す
る
事
は
云
ふ
ま
で
も
な
い
か
ら
だ
。
綜
て

排
水
線
に
逆
ら
っ
た
路
線
配
置
即
ち
バ︵

マ

マ

︶

ン
チ
ン
グ
︹
ベ
ン
デ
ィ
ン
グ
？
︺
し
て
谷
合
ひ
を
横
切
る
道
路
は
風
致
を
傷
つ
け
住
宅
敷

地
を
埋
土
し
て
築
か
し
め
る
事
と
な
り
将
来
の
道
路
排
水
路
の
維
持
に
大
き
な
困
難
を
齎
す
訳
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
連
絡
路
は

多
少
の
無
理
も
忍
ば
ね
ば
な
ら
ぬ
が
地
区
内
道
路
は
す
べ
て
気
分
の
い
い
高
級
住
宅
地
ら
し
い
緩
い
曲
線
道
路
で
終
始
し
た
い
。

…
…
無
理
の
な
い
配
線
を
考
へ
る
場
合
に
於
い
て
は
在
来
か
ら
の
踏
み
分
け
路
、
木
樵
の
道
と
も
云
ふ
も
の
を
充
分
玩
味
す
る
と
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面
白
い
。
そ
れ
等
は
主
に
日
当
た
り
の
い
い
峯
の
上
か
、中
腹
の
如
き
見
晴
ら
し
の
き
く
乾
い
た
と
こ
ろ
を
通
っ
て
居
る
も
の
で
、

こ
う
い
う
位
置
が
丘
の
上
の
道
と
し
て
自
然
的
に
も
維
持
せ
ら
れ
、
ま
た
将
来
に
亘
っ
て
い
い
位
置
に
違
ひ
な
い
。

巾
広
い
丘
の
背
で
あ
れ
ば
中
央
近
く
に
是
非
道
が
欲
し
い
。
そ
れ
は
眺
望
の
た
め
に
も
丘
其
の
も
の
を
十
分
利
用
す
る
上
か
ら
も

両
側
に
宅
地
が
得
ら
れ
る
上
か
ら
も
、
望
ま
し
い
配
線
で
あ
る
。
…
…
中
腹
の
道
は
住
宅
地
道
と
し
て
は
一
番
親
し
み
の
あ
る
も

の
で
、
…
…
す
べ
て
道
は
丘
や
谷
の
う
ね
り
に
添
ふ
て
、
等︵
マ
マ
︶
同
線
に
な
る
べ
く
平
行
に
造
り
た
い
が
、
そ
れ
で
は
道
路
の
大
切
な

使
命
で
あ
る
便
利
と
い
ふ
こ
と
が
果
た
さ
れ
な
く
な
っ
て
終
ふ
。
…
…
連
絡
あ
る
道
路
は
勾
配
を
緩
や
か
に
緩
や
か
に
と
心
が
け

な
が
ら
常
に
さ
う
す
る
︵
狩
野　

一
九
三
二
：
三
八
―
三
九
︶。

こ
の
よ
う
に
起
伏
と
排
水
と
い
う
自
然
の
条
件
を
優
先
し
つ
つ
、
景
観
と
生
活
上
の
便
宜
を
考
慮
し
て
設
計
さ
れ
た
道
路
は
、
そ
の

機
能
と
規
模
に
よ
っ
て
幅
員
十
三
間
半
の
「
幹
線
道
路
」、
主
要
道
路
に
直
交
し
て
宅
地
割
り
を
形
成
す
る
幅
員
三
間
以
上
六
間
未
満

の
「
支
線
」、
そ
し
て
住
宅
地
の
間
を
縫
う
よ
う
に
設
定
さ
れ
た
「
輪
環
道
路
」
の
三
種
に
分
け
ら
れ
た
。「
名
古
屋
市
八
事
土
地
整
理

組
合
地
区
全
図
」︵
図
４
、堀
田　

二
〇
〇
〇
：
二
三
二
か
ら
転
載
︶
を
見
れ
ば
、そ
れ
ら
三
種
の
道
路
が
明
瞭
に
見
分
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

一
九
六
四
年
に
南
山
大
学
の
キ
ャ
ン
パ
ス
が
造
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
丘
陵
地
は
、
実
は
そ
の
三
〇
年
前
に
こ
う
し
た
大
規
模
開
発
に

よ
っ
て
道
路
が
敷
設
さ
れ
た
場
所
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
開
発
以
前
︵
一
八
八
三
年
︶
の
地
図
１
と
開
発

以
後
︵
一
九
三
八
年
︶
の
地
図
２︶

9
︵

を
参
照
し
つ
つ
、
キ
ャ
ン
パ
ス
と
そ
の
周
辺
の
道
の
変
遷
を
検
証
し
て
み
よ
う
。

さ
て
於
保
・
松
原
は
前
掲
論
文
で
、
現
在
の
飯
田
街
道
︵
国
道
一
五
三
号
線
︶
に
対
応
す
る
「
駿
河
町
街
道
」︵
地
図
１
の
①
︶
と

現
在
の
東
山
通
り
～
名
東
本
通
り
に
相
当
す
る
「
高
針
道
」
の
二
つ
の
幹
線
道
路
︵
同
じ
く
②
︶
に
は
さ
ま
れ
た
地
域
を
考
察
の
対
象

と
し
て
い
る
︵
於
保
・
松
原　

二
〇
〇
五
：
一
二
八
︶。
そ
の
範
囲
は
ち
ょ
う
ど
こ
こ
で
検
討
し
よ
う
と
し
て
い
る
区
域
と
重
な
っ
て
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図 4　八事土地区画整理組合地区全図（1932年）　 
　　　堀田（2000：232）から転載　　　枠はキャンパス敷地
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地図 1　明治 26年（1883年）

地図 2　昭和 13年（1938年）
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い
る
の
で
、
さ
し
あ
た
り
本
論
で
も
於
保
・
松
原
の
用
い
た
道
路
名
称
を
踏
襲
し
よ
う
。

「
駿
河
町
街
道
」
①
と
「
高
針
道
」
②
は
、
と
も
に
名
古
屋
の
市
街
地
か
ら
飯
田
方
面
へ
向
か
う
街
道
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
「
八

事
―
末
盛
御
林
道
」
③
は
両
者
を
連
絡
す
る
地
域
連
絡
路
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
方
「
妙
見
道
」
④
は
「
駿
河
町
街
道
」

①
か
ら
枝
分
か
れ
し
谷
間
を
登
っ
て
妙
見
堂
に
達
し
て
い
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
と
お
り
、
当
時
の
名
古
屋
の
遊
山
客
が
郊
外
の
景
勝
地

と
し
て
名
高
い
社
寺
︵
香
積
院
、
般
若
台
、
妙
見
堂
な
ど
︶
を
訪
れ
る
の
に
使
っ
た
参
詣
道
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
そ
れ
に
対

し
て
「
伊
勝
御
林
道
」
⑤
は
、
丘
陵
地
帯
の
縁
に
位
置
す
る
伊
勝
村
か
ら
出
発
し
て
緩
や
か
な
尾
根
道
を
た
ど
っ
て
い
る
様
子
か
ら
、

伊
勝
村
の
住
民
が
山
仕
事
に
利
用
し
た
生
活
道
路
だ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
同
様
の
尾
根
道
が
も
う
一
本
、
す
ぐ
南
側
に
も
あ

る
。さ

て
こ
れ
ら
の
道
は
、
都
市
計
画
の
中
に
ど
の
よ
う
に
取
り
込
ま
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
気
づ
く
こ
と
は
、
八
事
土
地
整
理
組
合
地
区
全
図
に
お
い
て
①
と
②
を
連
絡
す
る
新
た
な
幹
線
道
路
と
な
っ
た
南
北
の
道
路

︵「
山
手
通
り
」
幅
員
十
三
間
五
分︶

10
︵

︶
は
、
か
つ
て
の
地
域
連
絡
路
③
よ
り
も
西
側
に
、
よ
り
起
伏
の
緩
や
か
な
ル
ー
ト
を
選
び
な
が
ら

新
し
く
敷
設
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
開
発
が
進
行
中
の
一
九
二
七
年
の
「
八
事
開
発
事
業
の
現
況
」
で
述
べ
ら
れ
て
い
る

と
お
り
、
新
し
い
交
通
機
関
と
し
て
自
動
車
が
想
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
一
つ
の
重
要
な
要
因
と
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
︵
都
市
創
作

会　

一
九
二
七
：
七
一
︶。

こ
の
幹
線
道
路
と
は
別
に
、
開
発
区
域
を
市
街
地
と
結
ぶ
も
う
一
本
の
幹
線
道
路
︵
幅
員
八
間
︶
と
し
て
、
か
つ
て
の
「
妙
見
道
」

④
が
再
利
用
さ
れ
て
い
る
。「
妙
見
道
」
は
平
地
か
ら
丘
陵
へ
と
谷
間
を
さ
か
の
ぼ
る
道
で
、こ
れ
が
「
山
手
通
り
」
と
交
わ
る
交
点
︵
現

在
の
「
八
事
日
赤
交
差
点
」︶
に
、
区
画
整
理
全
体
の
あ
ら
た
な
中
心
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
交
点
は
、
等
高
線
を
見
て
わ
か
る

と
お
り
東
・
北
・
南
の
三
方
か
ら
排
水
路
が
合
流
す
る
文
字
ど
お
り
の
「
谷
合
」
で
、
狩
野
は
そ
の
指
針
ど
お
り
「
主
な
る
排
水
系
統
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を
見
つ
け
」
な
が
ら
、「
市
街
地
と
の
連
絡
」
と
な
る
幹
線
道
路
を
「
近
い
谷
合
、
す
な
わ
ち
排
水
線
と
一
致
す
る
」
よ
う
に
設
計
し

た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

そ
し
て
こ
の
交
点
を
中
心
に
、
等
高
線
に
沿
っ
て
ぐ
る
り
と
一
周
す
る
よ
う
に
「
輪
環
道
路
」︵
幅
員
平
均
六
間
︶
が
設
計
さ
れ
て

い
る
。
興
味
深
い
こ
と
に
、
こ
の
「
輪
環
道
路
」
の
東
南
部
分
は
、
か
つ
て
の
地
域
連
絡
路
「
八
事
―
末
盛
御
林
道
」
③
を
な
ぞ
っ
て

お
り
、
東
北
～
西
北
部
分
は
か
つ
て
の
「
伊
勝
御
林
道
」
⑤
を
利
用
し
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
こ
で
狩
野
は
、「
こ
の
道
︹
在
来
か
ら
の

踏
み
分
け
路
、
木
樵
の
道
︺
は
日
当
た
り
の
い
い
峯
の
上
か
、
中
腹
の
如
き
見
晴
ら
し
の
き
く
乾
い
た
と
こ
ろ
を
通
っ
て
居
る
も
の
で
、

こ
う
い
う
位
置
が
丘
の
上
の
道
と
し
て
自
然
的
に
も
維
持
せ
ら
れ
、
ま
た
将
来
に
亘
っ
て
い
い
位
置
に
違
ひ
な
い
」
と
い
う
判
断
ど
お

り
、
長
く
緩
や
か
な
尾
根
道
と
等
高
線
に
沿
っ
た
中
腹
の
巻
き
道
を
つ
な
い
で
、
新
し
い
「
輪
環
道
路
」
を
作
っ
た
の
で
あ
る︶

11
︵

。

こ
う
し
て
直
交
す
る
幹
線
道
路
と
そ
れ
を
ぐ
る
り
と
取
り
巻
く
「
輪
環
道
路
」
に
よ
っ
て
大
ま
か
に
区
画
さ
れ
た
土
地
が
、
さ
ら
に

住
宅
地
と
し
て
細
か
く
分
け
ら
れ
て
い
く
。
そ
の
際
、
狩
野
が
留
意
し
た
の
は
、「
低
み
の
平
坦
部
分
は
比
較
的
細
か
く
」、「
高
み
の

部
分
や
景
色
に
関
係
あ
る
所
は
大
き
な
敷
地
割
り
」︵
狩
野　

一
九
三
二
：
四
二
︶
を
す
る
こ
と
で
、「
単
に
筆
界
を
画
す
る
が
如
き
も

の
︹
支
線
︺
に
あ
り
て
は
勾
配
の
許
す
範
囲
内
に
於
い
て
直
線
を
採
用
」︵
都
市
創
作
会　

一
九
二
七
：
七
二
︶
す
る
方
針
が
と
ら
れ
た
。

こ
う
し
た
区
画
割
り
の
基
本
方
針
を
理
解
し
た
上
で
「
名
古
屋
市
八
事
土
地
整
理
組
合
地
区
全
図
」︵
図
４
︶
と
キ
ャ
ン
パ
ス
配
置

図
︵
図
５
︶
を
比
較
し
て
み
る
な
ら
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
今
日
の
キ
ャ
ン
パ
ス
周
辺
お
よ
び
キ
ャ
ン
パ
ス
内
の
道
路
に
重
な
っ
て
い
る

こ
と
が
読
み
と
れ
る
だ
ろ
う
。
山
里
キ
ャ
ン
パ
ス
の
場
所
は
、「
輪
環
道
路
」
に
取
り
囲
ま
れ
た
小
高
い
丘
の
上
に
位
置
し
て
い
て
、「
高

み
の
部
分
や
景
色
に
関
係
あ
る
所
」
と
し
て
大
き
く
敷
地
割
り
が
な
さ
れ
た
、
区
域
内
で
も
と
く
に
優
良
な
宅
地
で
あ
っ
た
。

な
か
で
も
注
目
さ
れ
る
の
は
、
レ
ー
モ
ン
ド
が
敷
地
計
画
の
「
最
終
的
解
決
策
」
と
位
置
づ
け
た
「
山
稜
の
尾
根
道
」
で
あ
る
。
土

地
整
理
組
合
の
地
図
か
ら
は
っ
き
り
と
読
み
と
れ
る
と
お
り
、
実
は
こ
の
道
は
、
分
筆
の
た
め
に
尾
根
上
に
直
線
で
引
か
れ
た
三
間
五
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分
の
支
線
に
外
な
ら
な
い
。
レ
ー
モ
ン
ド
建
築
設
計
事
務
所
が

現
地
測
量
に
も
と
づ
い
て
引
い
た
外
構
工
事
の
た
め
の
「
屋
外

工
事
平
面
図︶

12
︵

」
を
見
る
と
、
幅
員
六
・
五
メ
ー
ト
ル
の
メ
イ
ン

ス
ト
リ
ー
ト
は
も
と
も
と
の
支
線
の
幅
員
三
間
五
分
︵
約
六
・

四
メ
ー
ト
ル
︶
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
て
、
両
側
に
二
メ
ー
ト
ル

幅
の
歩
道
を
拡
張
し
た
も
の
な
の
で
あ
る︶

13
︵

。

と
こ
ろ
が
、
一
九
三
二
年
に
完
成
し
た
土
地
区
画
整
理
事
業

は
、
日
本
が
戦
時
体
制
に
入
っ
て
い
く
中
で
入
居
が
ほ
と
ん
ど

進
ま
な
い
ま
ま
放
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
や
が
て

都
市
近
郊
の
風
致
地
区
は
防
空
用
の
自
由
空
き
地
と
し
て
位
置

づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
︵
新
修
名
古
屋
市
史
編
纂
委
員
会　

二
〇
〇
〇
：
七
四
九
、
後
藤
・
佐
藤　

一
九
九
〇
：
四
七
〇
︶、

見
晴
ら
し
の
い
い
丘
の
上
に
は
高
射
砲
陣
地
が
設
置
さ
れ
た
。

近
隣
住
民
の
方
々
の
話
に
よ
る
と
、
今
日
の
川
名
中
学
と
南
山

大
学
の
キ
ャ
ン
パ
ス
敷
地
に
も
高
射
砲
陣
地
が
お
か
れ
、
古
く

か
ら
あ
る
般
若
台
の
ア
カ
マ
ツ
の
古
木
は
砲
撃
の
じ
ゃ
ま
に
な

る
と
い
う
理
由
で
伐
採
さ
れ
た
と
い
う︶

14
︵

。
敗
戦
前
後
、
キ
ャ
ン

パ
ス
敷
地
周
辺
に
は
、
結
核
療
養
所
の
他
わ
ず
か
数
件
の
農
家

図 5　キャンパス配置図　レーモンド（1964a）から転載

１ 本部棟　　２ 学生会館　　３ 図書館　　４ 研究棟　　５～８ 教室棟
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や
畜
産
業
者
が
あ
っ
た
だ
け
で
、
幹
線
道
路
も
支
線
も
草
に
埋
も
れ
て
い
た
。
そ
し
て
敗
戦
後
、
山
林
は
上
述
の
よ
う
に
燃
料
入
手
の

た
め
に
ふ
た
た
び
激
し
く
破
壊
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
郊
外
の
高
級
住
宅
地
と
し
て
計
画
的
に
開
発
さ
れ
た
丘
陵
地
帯
は
完
全
に
荒
廃
し

た
の
で
あ
る︶

15
︵

。

一
九
六
一
年
に
は
じ
め
て
こ
の
地
を
訪
れ
た
レ
ー
モ
ン
ド
は
、
キ
ャ
ン
パ
ス
敷
地
の
こ
の
よ
う
な
来
歴
を
知
ら
な
か
っ
た
に
ち
が
い

な
い
。
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
レ
ー
モ
ン
ド
は
う
か
つ
に
も
筆
界
分
割
の
道
路
を
在
来
の
小
径
と
取
り
違
え
た
と
い
う
こ
と
で
は

な
い
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
反
対
に
、
一
九
六
〇
年
代
に
始
ま
っ
た
経
済
成
長
と
と
も
に
都
市
近
郊
農
村
の
里
山
が
郊
外
住
宅
地
に
急
速
に

変
貌
し
て
い
く
中
で
、
そ
こ
に
立
地
す
る
こ
と
に
な
る
新
し
い
大
学
キ
ャ
ン
パ
ス
は
何
を
新
た
な
ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
の
要
と
す
べ
き
か

と
い
う
問
い
が
問
わ
れ
て
い
た
と
考
え
て
み
る
な
ら
、
レ
ー
モ
ン
ド
の
直
観
は
す
で
に
三
〇
年
を
経
て
土
地
の
中
に
埋
没
し
て
い
た
石

川
栄
耀
ら
の
「
山
林
都
市
」
構
想
の
潜
在
的
可
能
性
を
、
的
確
に
再
発
見
し
た
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
レ
ー
モ
ン
ド
の
文
章
を
読
む
と
、
キ
ャ
ン
パ
ス
予
定
地
は
何
も
な
い
自
然
の
ま
ま
の
山
林
だ
っ
た
よ
う
な
印
象
を
受
け
る

が
、
今
指
摘
し
た
と
お
り
こ
の
場
所
は
周
到
な
区
画
整
理
に
よ
り
開
発
さ
れ
、
分
筆
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
す
で
に
多
く
の
個
人
に
分
割

所
有
さ
れ
て
い
る
土
地
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
キ
ャ
ン
パ
ス
を
開
発
す
る
前
提
と
し
て
、
土
地
を
買
収
し
、
と
り
ま
と
め
、
一
定
の
広
さ

の
敷
地
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
現
実
の
用
地
は
自
然
や
歴
史
の
条
件
だ
け
で
な
く
社
会
的
・
経
済
的
な
条
件
の
も

と
に
も
あ
り
、
し
た
が
っ
て
新
た
な
ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
も
そ
う
し
た
複
合
的
な
条
件
の
も
と
で
形
成
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る︶

16
︵

。
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四　

ネ
ゴ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン

こ
れ
ま
で
検
証
し
て
き
た
眺
望
、
植
生
、
街
路
な
ど
の
要
素
は
主
と
し
て
キ
ャ
ン
パ
ス
予
定
地
の
立
地
に
関
わ
る
も
の
で
、
建
築
家

は
そ
れ
を
左
右
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
選
定
さ
れ
た
場
所
で
実
際
に
キ
ャ
ン
パ
ス
建
設
を
実
行
す
る
に
あ
た
っ
て

は
、
建
築
家
の
取
捨
選
択
に
よ
っ
て
左
右
で
き
る
要
素
も
あ
る
。
そ
の
大
部
分
は
立
地
条
件
の
中
に
す
で
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
と
し

て
も
、
そ
の
う
ち
の
ど
の
部
分
を
建
築
計
画
に
積
極
的
に
組
み
込
み
、
ど
の
部
分
を
排
除
す
る
か
は
、
施
主
と
の
信
頼
関
係
や
コ
ス
ト

の
問
題
が
ク
リ
ア
で
き
る
限
り
、
あ
る
程
度
建
築
家
の
選
択
に
ま
か
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

建
築
物
そ
の
も
の
に
関
わ
る
選
択
、
た
と
え
ば
工
法
、
素
材
、
形
態
、
構
造
な
ど
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
建
築
家
に
よ
る
研
究
が
あ

っ
て
、
レ
ー
モ
ン
ド
が
何
に
こ
だ
わ
っ
た
か
は
充
分
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
︵
た
と
え
ば
三
沢　

一
九
九
八
︶。
そ
れ
に
対
し
て
、
敷

地
の
形
状
、
土
壌
の
性
質
、
そ
こ
に
あ
る
樹
木
な
ど
、
選
定
さ
れ
た
場
所
で
の
実
際
の
施
工
に
あ
た
っ
て
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

一
連
の
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
ら
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
と
、
建
築
家
レ
ー
モ
ン
ド
が
所
与
の
条
件
と
の
間
で
ネ
ゴ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
を

し
な
が
ら
、
新
し
い
ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
を
作
り
出
し
て
行
く
様
子
が
見
え
て
く
る
。

四
―
一　

敷
地
の
形
状

レ
ー
モ
ン
ド
は
そ
れ
ま
で
に
も
東
京
女
子
大
学
、
国
際
基
督
教
大
学
な
ど
の
設
計
に
携
わ
っ
て
い
た
が
、
い
ず
れ
も
建
築
家
と
し
て

の
理
想
を
思
い
ど
お
り
追
求
で
き
な
い
ま
ま
、
不
本
意
な
形
に
終
わ
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
。
し
か
し
「
シ
ュ
ラ
イ
バ
ー
神
父
は
、
非
常

に
限
ら
れ
た
予
算
な
が
ら
、
名
古
屋
の
神
言
修
道
会
に
よ
る
南
山
大
学
の
デ
ザ
イ
ン
で
、
ほ
と
ん
ど
無
限
の
自
由
を
私
に
与
え
て
く
れ

た
」︵
レ
ー
モ
ン
ド　

一
九
七
〇
：
二
五
七
︶。
レ
ー
モ
ン
ド
の
意
気
込
み
は
、
き
わ
め
て
短
時
間
で
作
り
上
げ
ら
れ
た
基
本
設
計
と
、
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施
工
に
お
け
る
妥
協
を
許
さ
な
い
粘
り
強
い
努
力
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
建
築
家
の
意
志
は
施
主
と
施
工
業
者
︵
清
水
建
設
︶
に
も
よ

く
理
解
さ
れ
て
、
困
難
な
工
事
が
進
め
ら
れ
て
い
っ
た︶

17
︵

。

一
九
六
一
年
八
月
、
学
園
理
事
長
シ
ュ
ラ
イ
バ
ー
神
父
は
レ
ー
モ
ン
ド
に
南
山
大
学
の
移
転
新
築
計
画
の
概
要
を
示
し
、
レ
ー
モ
ン

ド
は
た
だ
ち
に
来
名
し
て
敷
地
を
検
分
し
た
。
大
学
側
か
ら
は
教
育
・
研
究
施
設
に
関
す
る
基
礎
的
な
数
値
デ
ー
タ
︵
必
要
と
さ
れ
る

教
室
数
、
研
究
室
数
、
図
書
館
蔵
書
数
な
ど
︶
が
示
さ
れ
た
だ
け
で
、
す
べ
て
の
設
計
施
工
監
理
が
レ
ー
モ
ン
ド
建
築
設
計
事
務
所
に

一
括
し
て
委
託
さ
れ
た
︵
南
山
学
園
創
立
75
周
年
記
念
誌
編
纂
委
員
会　

二
〇
〇
七
：
一
五
五
―
一
五
六
︶。

設
計
の
依
頼
が
あ
っ
て
ま
だ
詳
し
い
デ
ー
タ
が
示
さ
れ
る
前
に
ま
ず
大
学
の
総
合
施
設
に
つ
い
て
の
概
略
的
な
ブ
ロ
ッ
ク
プ
ラ
ン

が
い
く
つ
か
検
討
さ
れ
る
。
次
に
施
主
か
ら
示
さ
れ
た
数
字
的
な
資
料
を
綿
密
に
分
析
し
て
各
建
物
別
の
平
面
計
画
が
そ
れ
ぞ
れ

の
担
当
者
を
き
め
て
ね
ら
れ
る
。
次
に
敷
地
測
量
図
が
示
さ
れ
て
配
置
計
画
を
進
め
乍
ら
各
平
面
計
画
を
再
検
討
す
る
。
…
…
基

本
的
な
構
造
は
最
初
か
ら
レ
ー
モ
ン
ド
の
脳
中
に
あ
っ
て
、
整
然
と
し
た
設
計
の
秩
序
と
統
制
を
も
っ
て
組
織
的
に
順
序
よ
く
ま

と
め
ら
れ
て
い
く
。
模
型
を
作
る
こ
と
を
云
わ
れ
た
時
、
最
終
的
な
設
計
は
す
で
に
決
定
的
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
︵
五
代　

一
九
六
四
ｂ
：
九
五
︶。

レ
ー
モ
ン
ド
は
敷
地
全
体
の
総
合
プ
ラ
ン
を
立
案
し
、
一
九
六
一
年
一
二
月
に
は
早
く
も
五
〇
〇
分
の
一
の
模
型
を
製
作
し
て
名
古

屋
に
持
ち
こ
ん
だ︶

18
︵

。
写
真
︵
図
６
︶
に
見
る
と
お
り
、
こ
の
模
型
は
レ
ー
モ
ン
ド
に
よ
る
キ
ャ
ン
パ
ス
構
想
が
敷
地
の
地
形
条
件
を
深

く
取
り
こ
ん
で
一
体
化
し
た
も
の
だ
っ
た
こ
と
を
よ
く
示
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
大
学
、
学
園
理
事
会
側
は
建
設
計
画
に
つ
い
て

具
体
的
な
資
金
計
画
を
描
け
る
よ
う
に
な
り
、
最
終
的
に
一
九
六
二
年
二
月
に
示
さ
れ
た
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
に
し
た
が
っ
て
新
キ
ャ
ン



99

建築家アントニン・レーモンドの見た「自然」

パ
ス
建
設
を
実
現
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
︵
南
山
学
園
創

立
75
周
年
記
念
誌
編
纂
委
員
会　

二
〇
〇
七
：
一
五
六
︶

本
論
の
冒
頭
に
引
用
し
た
レ
ー
モ
ン
ド
の
文
章
に
示
さ

れ
た
と
お
り
、
こ
の
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
に
お
い
て
も
っ
と
も

重
視
さ
れ
た
の
は
、
敷
地
の
も
つ
地
勢
上
の
特
性
を
最
大
限

に
活
か
す
こ
と
だ
っ
た
。
そ
の
第
一
は
、
あ
の
「
尾
根
に
続

く
小
道
」
と
そ
れ
に
よ
る
方
位
の
決
定
で
あ
る
。

方
位
そ
の
も
の
は
い
う
ま
で
も
な
く
太
陽
の
運
行
に
よ

っ
て
決
定
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
そ
れ
を
建
物
の
オ
リ
エ
ン
テ

ー
シ
ョ
ン
に
取
り
こ
む
際
に
は
、
敷
地
の
形
状
と
建
築
物
の

配
置
と
の
調
整
が
不
可
避
で
あ
る
。
そ
し
て
山
里
キ
ャ
ン
パ

ス
に
お
い
て
は
、
そ
れ
は
あ
の
「
尾
根
に
続
く
小
道
」
に
よ

っ
て
一
気
に
決
定
さ
れ
た
。

レ
ー
モ
ン
ド
は
長
い
滞
日
経
験
か
ら
、
建
物
の
正
面
を
西

欧
建
築
の
フ
ァ
サ
ー
ド
と
し
て
で
は
な
く
、
太
陽
と
風
を
取

り
こ
む
開
口
部
と
し
て
位
置
づ
け
る
日
本
の
設
計
思
想
を

高
く
評
価
し
て
い
た
。「
私
の
昔
か
ら
の
基
本
の
考
え
方
か

ら
す
れ
ば
、
方
位
は
天
与
の
も
の
で
あ
る
。
冬
の
太
陽
も
夏

図 6　写真「改訂した最后の模型」
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の
そ
よ
風
も
そ
の
取
捨
は
い
ず
れ
も
日
本
人
の
深
遠
な
考
え
方
の
中
に
こ
そ
あ
っ
た
」︵
レ
ー
モ
ン
ド　

一
九
六
二
：
一
九
︶
と
い
っ

て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。

そ
し
て
レ
ー
モ
ン
ド
は
こ
の
設
計
理
念
と
敷
地
の
形
状
と
の
幸
福
な
合
致
を
、
偶
然
と
は
い
え
南
北
に
伸
び
る
緩
や
か
な
尾
根
に
ま

っ
す
ぐ
に
引
か
れ
た
道
に
見
出
し
た
。
レ
ー
モ
ン
ド
が
直
感
的
に
「
敷
地
の
背
骨
の
よ
う
な
形
」
と
形
容
し
、
敷
地
計
画
の
「
最
終
的

解
決
策
」
と
位
置
づ
け
た
「
山
稜
の
尾
根
道
」
は
、
先
に
見
た
よ
う
に
造
園
技
師
の
狩
野
が
筆
界
を
画
す
る
た
め
に
引
い
た
三
間
五
分

の
支
線
で
、
生
活
的
に
利
用
さ
れ
て
き
た
在
来
の
道
で
は
な
い
。
だ
が
尾
根
と
い
う
地
形
の
特
性
を
活
か
し
た
線
引
き
が
、
結
果
的
に

レ
ー
モ
ン
ド
の
方
位
観
と
合
致
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
道
と
直
角
に
、「
各
建
物
は
す
べ
て
南
面
し
て
東
に
一
二
度
ふ
れ
る
と
い
う
理
想
的
な
方
位
を
も
つ
こ
と
に
な
る
」︵
五
代　

一
九
六
二
︶
よ
う
に
計
画
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
建
物
群
全
体
の
配
置
は
き
わ
め
て
単
純
か
つ
明
瞭
な
統
一
的
構
造
を
も
つ
こ
と
に

な
っ
た
。
レ
ー
モ
ン
ド
は
こ
の
軸
に
非
常
に
強
く
固
執
し
て
い
て
、
そ
の
こ
と
は
建
築
模
型
で
も
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
で
も
、
メ
イ
ン
ス

ト
リ
ー
ト
が
正
門
か
ら
北
門
ま
で
一
直
線
に
な
る
よ
う
に
、
少
し
西
に
偏
っ
て
い
た
道
路
の
北
側
三
分
の
一
を
東
寄
り
に
引
き
直
し
て

い
る
こ
と
か
ら
う
か
が
え
る
。
実
際
今
日
の
北
門
が
、
そ
の
先
に
続
く
在
来
の
道
路
よ
り
数
メ
ー
ト
ル
東
に
ず
れ
て
い
る
の
は
そ
の
た

め
な
の
で
あ
る︶

19
︵

。

レ
ー
モ
ン
ド
が
重
視
し
た
第
二
の
地
勢
上
の
特
性
は
、
土
地
の
起
伏
で
あ
る
。

こ
の
敷
地
の
特
性
は
「
不
均
整
」
と
高
低
の
変
化
に
も
っ
と
も
適
し
て
い
ま
す
の
で
、
私
は
こ
の
特
性
を
活
か
し
て
あ
た
か
も
地

下
に
し
っ
か
り
根
を
お
ろ
し
た
植
物
が
枝
を
張
る
よ
う
に
、
こ
の
敷
地
に
は
地
面
か
ら
建
物
が
自
然
に
育
ち
広
が
っ
て
い
る
よ
う

な
状
態
が
ふ
さ
わ
し
い
と
思
い
ま
す
。
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不
均
整
と
動
的
な
こ
と
は
あ
ら
ゆ
る
日
本
の
古
美
術
す
な
わ
ち
陶
器
、
絵
画
、
造
園
、
建
築
そ
の
他
す
べ
て
の
民
芸
の
特
徴
で

あ
り
ま
す
。
私
は
特
に
敷
地
計
画
に
お
い
て
こ
の
伝
統
に
忠
実
で
あ
っ
た
と
信
じ
て
い
ま
す
︵
レ
ー
モ
ン
ド　

一
九
六
四
ａ
：

一
一
六
︶。

こ
の
文
章
に
表
明
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
レ
ー
モ
ン
ド
は
土
地
の
起
伏
を
積
極
的
に
キ
ャ
ン
パ
ス
計
画
の
中
に
取
り
こ
ん
だ
。
直
線

に
引
か
れ
た
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ト
を
中
心
線
に
、土
地
の
起
伏
︵
英
語
原
文
で
はvariety of levels

︶ 

に
し
た
が
っ
て
左
右
に
「
不
均
整
」

︵
同
じ
くasym

m
etry

︶
に
建
物
を
配
置
し
て
い
く
と
い
う
ア
イ
デ
ア
は
、
地
勢
と
建
物
の
取
り
合
い
を
強
力
に
み
ち
び
い
て
い
っ
た
。

そ
の
結
果
敷
地
の
立
体
的
な
特
性
は
、
完
成
し
た
建
物
の
構
造
と
機
能
に
き
わ
め
て
よ
く
吸
収
さ
れ
て
い
る
の
で
、
日
々
そ
こ
で
働
い

て
い
る
者
で
も
そ
う
い
わ
れ
な
け
れ
ば
気
づ
か
な
い
ほ
ど
自
然
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
尾
根
上
の
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ト
か

ら
緩
や
か
に
下
っ
て
い
く
地
勢
は
、
Ｇ
棟
の
設
計
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
ま
ま
階
段
教
室
の
傾
斜
に
吸
収
さ
れ
て
お
り
、
不
自
然

さ
を
ま
っ
た
く
感
じ
さ
せ
な
い
︵
図
７
「
教
室
棟　

全
体
断
面
図
」︶。

だ
が
こ
の
ア
イ
デ
ア
は
、
ア
イ
デ
ア
と
し
て
単
純
で
あ
る
だ
け
に
現
実
の
土
地
の
上
で
実
現
す
る
に
は
周
到
な
準
備
と
非
常
に
面
倒

な
施
工
を
必
要
と
し
た
に
ち
が
い
な
い
。
建
築
工
事
の
実
務
に
あ
た
っ
た
五
代
は
、「
起
伏
の
多
い
地
形
は
基
礎
工
事
の
工
程
が
複
雑

で
ボ
ー
リ
ン
グ
地
質
試
験
を
十
数
カ
所
に
わ
た
っ
て
行
い
敷
地
全
体
の
土
質
断
面
図
を
作
っ
て
杭
打
計
画
が
進
め
ら
れ
た
」
と
述
べ
て

い
る
︵
五
代　

一
九
六
四
ａ
：
九
六
︶。

本
部
棟
を
の
ぞ
く
す
べ
て
の
建
物
は
、
尾
根
上
の
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ト
か
ら
入
っ
て
い
く
ア
プ
ロ
ー
チ
の
背
後
に
二
階
、
三
階
の
地

下
部
分
を
も
っ
て
お
り
、
谷
側
の
低
地
部
分
に
土
台
を
お
い
て
い
る
。「
屋
外
工
事
及
び
詳
細　

屋
内
外
ト
レ
ン
チ
平
面
詳
細
」
を
見

る
と
、
敷
地
は
六
～
八
メ
ー
ト
ル
の
メ
ッ
シ
ュ
に
区
切
ら
れ
て
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
単
位
で
高
さ
が
測
量
さ
れ
、
そ
れ
に
し
た
が
っ
て
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図 7　教室棟　全体断面図（画像は白黒反転） 
　　　上 3図は H・G・F棟の東西断面、下は全体の南北断面
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建
物
の
土
台
の
高
さ
も
ひ
と
つ
ひ
と
つ
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
単
位
で
指
定
さ
れ
て
い
る
の
が
読
み
と
れ
る︶

20
︵

。
し
か
も
個
々
の
建
物
の
入

り
口
部
分
の
高
さ
は
均
等
で
な
い
。
屋
外
工
事
の
実
施
図
面
を
見
る
と
、
連
結
し
た
教
室
棟
の
一
階
床
面
は
六
一
．
五
〇
メ
ー
ト
ル
で

そ
ろ
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
他
の
研
究
棟
︵
六
三
．
〇
〇
メ
ー
ト
ル
︶、
図
書
館
︵
六
一
．
五
〇
メ
ー
ト
ル
︶、
学
生
会
館
︵
五
九
．

五
〇
メ
ー
ト
ル
︶、
本
部
︵
六
〇
．
一
五
メ
ー
ト
ル
︶
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
微
妙
に
異
な
っ
て
い
る
。
建
物
群
が
起
伏
す
る
地
勢
に
し
た

が
っ
て
緻
密
な
計
画
に
よ
っ
て
配
置
さ
れ
た
こ
と
が
よ
く
う
か
が
え
る
だ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
、
建
物
が
配
置
さ
れ
る
前
の
自
然
の
地
形
は
実
際
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
配
置
さ
れ
た
建
物
は
そ
れ
に
ど
の
よ
う
に

追
従
し
、
あ
る
い
は
反
対
に
そ
れ
を
変
形
さ
せ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
研
究
棟
、
図
書
館
、
学
生
会
館
に
つ
い
て
、「
屋
外
工

事
平
面
図
︵
第
二
期
工
事
︶」︵
図
８
︶
を
詳
細
に
観
察
し
な
が
ら
検
討
し
て
み
よ
う
。

「
屋
外
工
事
平
面
図
︵
第
二
期
工
事
︶」
は
、
建
物
と
地
形
と
の
取
り
合
い
関
係
を
一
メ
ー
ト
ル
単
位
の
等
高
線
で
詳
細
に
示
し
て
い

る
。
そ
れ
を
見
る
と
、
標
高
六
一
．
五
メ
ー
ト
ル
の
道
路
の
西
側
に
六
四
メ
ー
ト
ル
の
緩
や
か
な
尾
根
筋
の
頂
上
が
通
っ
て
お
り
、
そ

こ
か
ら
さ
ら
に
西
に
少
し
離
れ
て
、
か
な
り
険
し
く
か
つ
複
雑
に
入
り
組
ん
だ
崖
状
の
斜
面
が
落
ち
込
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
斜

面
の
底
部
は
五
四
メ
ー
ト
ル
前
後
で
、
尾
根
最
上
部
と
の
落
差
は
約
一
〇
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。
研
究
棟
、
図
書
館
、
学
生
会
館
の
三
つ

の
建
物
は
み
な
、
こ
の
斜
面
の
底
部
に
基
礎
を
お
き
、
そ
こ
か
ら
六
一
．
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
均
一
な
平
面
︵
駐
車
場
︶
に
な
る
よ
う
に

整
地
さ
れ
た
尾
根
上
部
ま
で
、
二
階
建
て
の
構
造
を
立
ち
上
げ
て
入
り
口
を
設
け
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
そ
う
し
て
整
地
さ
れ
た
上
部
の

駐
車
場
面
と
、
斜
面
底
部
の
土
台
か
ら
立
ち
上
が
っ
た
建
物
と
の
間
は
、
埋
め
立
て
ら
れ
ず
に
垂
直
の
擁
壁
に
よ
っ
て
隔
て
ら
れ
、
隙

間
の
よ
う
に
残
さ
れ
た
。
図
９
の
写
真
に
見
る
よ
う
に
、
図
書
館
と
駐
車
場
と
間
に
は
︵
今
日
で
は
地
下
書
庫
増
設
の
と
き
に
埋
め
ら

れ
て
し
ま
っ
た
が
︶
も
と
も
と
深
さ
四
～
五
メ
ー
ト
ル
、
幅
八
メ
ー
ト
ル
の
堀
の
よ
う
な
構
造
が
あ
り
、
図
書
館
に
入
る
に
は
中
世
の

城
郭
の
よ
う
に
橋
を
渡
っ
て
い
く
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
研
究
棟
の
西
側
半
分
の
地
下
一
階
部
分
が
今
日
で
も
地
下
に
埋
ま
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図 8　屋外工事平面図（第二期工事）

図
書
館

学
生
会
館

研究棟
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っ
て
お
ら
ず
、
駐
車
場
面
と
幅
約
二
メ
ー
ト
ル
の
狭
い
ト
レ
ン
チ
に
よ

っ
て
隔
て
ら
れ
て
い
る
の
は
建
設
当
時
の
ま
ま
で
あ
る︶

21
︵

。

な
ぜ
レ
ー
モ
ン
ド
は
整
地
し
た
上
部
の
駐
車
場
面
と
斜
面
底
部
と

の
落
差
を
埋
め
立
て
ず
に
、
わ
ざ
わ
ざ
建
物
を
取
り
囲
む
堀
の
よ
う
な

構
造
と
し
て
残
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
ひ
と
つ
に
は
、
そ
こ
か
ら
地
下
部

分
に
自
然
光
を
取
り
こ
む
た
め
と
い
う
理
由
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な

い
。
あ
る
い
は
ま
た
、
建
物
に
盛
り
土
の
圧
力
を
過
剰
に
か
け
な
い
と

い
う
技
術
的
な
配
慮
か
ら
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
建
築
以

前
の
地
図
に
よ
っ
て
こ
の
場
所
の
も
と
も
と
の
地
形
を
検
討
し
て
み

る
と
、
レ
ー
モ
ン
ド
が
そ
の
地
形
的
特
徴
を
意
図
し
て
残
そ
う
と
し
た

の
で
は
な
い
か
と
い
う
ひ
と
つ
の
推
測
が
生
ま
れ
て
く
る
。

地
図
３
の
左
が
明
治
二
六
年
︵
一
八
九
三
年
︶
の
五
万
分
の
一
地
図
、

右
が
昭
和
三
一
年
︵
一
九
六
五
年
︶
の
一
万
分
の
一
地
図
の
部
分
で
あ

る
。
両
者
の
対
応
関
係
は
、
ほ
ぼ
中
央
に
あ
る
三
角
点
で
わ
か
る
だ
ろ

う
。
地
図
上
で
は
キ
ャ
ン
パ
ス
敷
地
を
点
線
で
囲
み
、
メ
イ
ン
ス
ト
リ

ー
ト
を
太
線
で
示
し
て
あ
る︶

22
︵

。
ど
ち
ら
の
地
図
で
も
、
の
ち
に
メ
イ
ン

ス
ト
リ
ー
ト
に
な
る
尾
根
の
西
側
斜
面
は
浸
食
に
よ
っ
て
崩
落
し
た

崖
に
な
っ
て
い
る
。
も
と
も
と
こ
の
あ
た
り
の
土
壌
は
雨
で
浸
食
さ
れ

図 9　写真「図書館棟東側　昭和 39年」
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や
す
い
性
質
を
も
っ
て
い
る
が
、
地
図
を
見
く
ら
べ
れ
ば
こ
の
崖
は

戦
中
戦
後
の
破
壊
に
よ
る
結
果
で
は
な
く
、
少
な
く
と
も
六
〇
年
以

上
存
在
し
て
き
た
ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
の
安
定
し
た
一
部
で
あ
る
こ

と
が
わ
か
る
。
高
層
建
築
な
ど
視
界
を
さ
え
ぎ
る
も
の
が
ま
だ
な
か

っ
た
一
九
六
〇
年
代
に
、
こ
の
崖
際
に
立
つ
と
名
古
屋
市
内
か
ら
伊

吹
山
、
鈴
鹿
の
山
々
ま
で
が
広
々
と
見
わ
た
せ
た
だ
ろ
う
。
レ
ー
モ

ン
ド
は
敷
地
の
第
一
印
象
を
「
そ
の
尾
根
は
敷
地
の
背
骨
の
よ
う
な

形
を
し
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
は
四
方
か
ら
微
風
を
受
け
、
東
西
両
方

向
に
素
晴
ら
し
い
眺
望
を
持
っ
て
い
ま
し
た
」
と
書
い
て
い
る
が
、

お
そ
ら
く
こ
の
あ
た
り
の
崖
際
に
立
っ
た
と
き
の
印
象
で
あ
る
に

ち
が
い
な
い
。

レ
ー
モ
ン
ド
は
こ
の
崖
を
建
築
に
と
っ
て
の
障
害
物
と
し
て
で

は
な
く
、
キ
ャ
ン
パ
ス
の
立
体
構
造
の
基
軸
と
し
て
積
極
的
に
取
り

こ
ん
だ
。
す
な
わ
ち
彼
は
、
こ
の
半
円
形
に
え
ぐ
れ
た
崖
の
下
に
基

礎
を
お
い
て
土
地
の
起
伏
の
中
に
建
物
を
包
み
こ
む
と
同
時
に
、
建

物
か
ら
少
し
離
れ
て
垂
直
に
立
ち
上
が
る
擁
壁
に
よ
っ
て
崖
の
落

差
を
あ
ら
た
め
て
強
調
す
る
効
果
を
引
き
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
彼
は
、
所
与
の
地
形
と
し
て
の
崖
が
も
っ
て
い
た
垂
直
的

昭和31年（1956年)
地図 3　崖の比較

明治26年（1893年)
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な
強
さ
を
建
築
的
構
造
に
置
き
換
え
て
保
存
し
、
あ
る
い
は
再
現
し
よ
う
と
し
た
と
も
い
え
よ
う
。

四
―
二　

土
質

レ
ー
モ
ン
ド
に
強
い
印
象
を
与
え
た
所
与
の
「
自
然
」
の
も
う
一
つ
の
要
素
と
し
て
、
土
壌
の
性
質
に
も
目
を
向
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
と
く
に
そ
れ
は
、
工
事
の
実
務
に
あ
た
っ
た
五
代
や
三
沢
の
文
章
に
繰
り
返
し
表
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

「
地
方
独
特
の
赤
は
だ
を
の
ぞ
か
せ
」
た
「
こ
の
地
方
の
土
質
が
吸
水
性
に
乏
し
く
多
量
の
降
雨
流
出
に
よ
っ
て
エ
︵

マ

マ

︶

リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン

を
起
こ
す
性
質
が
あ
る
」︵
五
代　

一
九
六
四
ａ
︶。「
土
は
乾
き
粘
土
質
で
、
お
そ
ら
く
は
陶
器
の
原
料
に
よ
く
て
も
、
植
物
の
生
育

に
は
適
し
て
い
な
い
土
地
で
あ
っ
た
」︵
三
沢　

一
九
九
八
：
一
八
八
︶。

こ
の
土
は
八
事
層
と
よ
ば
れ
る
砂
礫
層
で
、
名
古
屋
東
部
丘
陵
地
帯
の
頂
部
に
分
布
し
て
尾
根
の
面
を
形
成
し
て
い
る
。
と
く
に
高

位
段
丘
に
あ
た
る
八
事
面
は
、
段
丘
形
成
後
に
風
化
に
さ
ら
さ
れ
て
い
た
期
間
が
長
く
、
土
壌
は
酸
化
し
て
赤
み
を
帯
び
て
い
る
。
チ

ャ
ー
ト
中
心
の
砂
礫
層
の
中
に
は
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
粘
土
層
や
砂
層
が
は
さ
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
こ
の
丘
陵
地
帯
は
、
窯
を
築
く

の
に
最
適
な
斜
面
と
原
料
と
な
る
粘
土
、
そ
し
て
薪
が
容
易
に
入
手
で
き
る
地
と
し
て
、
古
墳
時
代
に
須
恵
器
が
焼
か
れ
た
と
こ
ろ
で

あ
る
︵
荒
木　

一
九
九
四
、 

新
修
名
古
屋
市
史
編
集
委
員
会　

一
九
九
七
：
一
〇
八
、 

一
五
一
―
一
五
二
、二
一
八
―
二
一
九
︶。

近
世
以
降
の
東
山
丘
陵
は
、
上
述
の
よ
う
に
山
林
資
源
の
過
剰
な
利
用
の
た
め
に
土
地
が
痩
せ
、
降
雨
に
よ
る
土
壌
流
出
で
斜
面
は

あ
ち
こ
ち
崩
壊
し
て
い
た
。
し
か
も
こ
の
赤
土
は
雨
が
降
れ
ば
ぬ
か
る
み
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
扱
い
に
く
い
土
壌
は
そ
れ
自
体
が
ま

さ
に
、
地
形
の
起
伏
と
な
ら
ん
で
レ
ー
モ
ン
ド
の
建
築
が
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
所
与
の
「
自
然
」
で
あ
っ
た
。
複
雑
な
土
木

造
成
工
事
は
、
加
藤
が
書
い
て
い
る
と
お
り
、「
自
然
の
力
の
象
徴
の
よ
う
に
横
た
わ
っ
た
こ
の
大
地
と
戦
い
で
あ
っ
た
」
に
相
違
な

い
︵
加
藤　

二
〇
〇
三
：
五
三
︶。
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実
際
こ
の
浸
食
に
弱
い
土
壌
を
い
か
に
制
御
す
る
か
は
、
建
築
工
事
の
実
施
に
お
い
て
だ
け
で
な
く
、
完
成
後
の
キ
ャ
ン
パ
ス
の

維
持
の
た
め
に
も
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
だ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
五
代
が
「
全
面
的
に
芝
付
植
樹
を
行
い
、
敷
地
外
周
を
含
め
て
延
べ

八
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
擁
壁
、
知
間
石
積
み
を
行
う
等
土
木
造
成
工
事
が
慎
重
に
な
さ
れ
た
」︵
五
代　

一
九
六
四
ａ
︶
と
い
う
と
お
り
、

土
壌
の
流
出
を
抑
え
る
た
め
に
徹
底
し
た
手
が
打
た
れ
、
浸
食
に
よ
っ
て
崩
落
し
た
斜
面
は
す
べ
て
石
積
み
や
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
土
留

め
に
よ
っ
て
補
強
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

土
地
の
起
伏
の
多
さ
と
浸
食
に
対
す
る
弱
さ
は
、
も
と
も
と
風
化
し
た
砂
礫
層
と
い
う
同
じ
土
壌
の
特
性
に
由
来
す
る
。
そ
の
条
件

に
対
し
て
、
レ
ー
モ
ン
ド
は
前
者
を
積
極
的
に
建
築
プ
ラ
ン
に
取
り
こ
む
と
同
時
に
、
後
者
を
土
木
工
事
に
よ
っ
て
抑
え
こ
も
う
と
し

た
わ
け
で
あ
る
。
実
際
土
留
め
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
、
こ
の
土
地
は
ど
ん
ど
ん
浸
食
さ
れ
て
い
き
、
崩
れ
て
い
く
。
そ
れ
は
自
然
の
変

遷
の
過
程
で
あ
る
。
だ
が
建
築
家
は
、
土
木
工
事
に
よ
っ
て
浸
食
を
建
築
時
点
の
状
態
に
止
め
お
く
と
同
時
に
、
崖
状
の
斜
面
を
建
築

空
間
の
立
体
構
造
の
中
に
恒
久
化
し
た
わ
け
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
完
成
し
た
建
物
の
柱
と
梁
を
の
ぞ
く
壁
面
に
赤
褐
色
の
塗
料
が
塗
ら
れ
た
経
緯
に
つ
い
て
は
、
混
乱
し
た
情
報
が
あ
る
。

そ
れ
は
山
里
キ
ャ
ン
パ
ス
の
土
壌
の
色
を
取
っ
た
も
の
だ
と
す
る
説
明
が
あ
る
の
に
対
し
て
、
同
様
の
彩
色
は
南
山
大
学
以
前
に
「
聖

ア
ン
セ
ル
ム
教
会
」︵
一
九
五
四
―
一
九
五
五
、
東
京
・
目
黒
︶、「
群
馬
音
楽
セ
ン
タ
ー
」︵
一
九
五
八
―
一
九
六
一
、
群
馬
・
高
崎
︶

で
も
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
実
際
一
九
六
四
年
に
南
山
大
学
キ
ャ
ン
パ
ス
に
関
す
る
批
評
文
を
書
い
た
建
築
家
内
田
晶
は
、「
レ

イ
モ
ン
ド
特
有
の
あ
の
サ
ビ
が
か
っ
た
赤
色
の
壁
」
を
「
レ
イ
モ
ン
ド
赤
」
と
い
う
表
現
で
よ
ん
で
い
る
か
ら
︵
内
田　

一
九
六
四
：

八
三
︶、
当
時
す
で
に
こ
の
彩
色
は
レ
ー
モ
ン
ド
調
と
認
識
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。﹃
南
山
学
園
75
周
年
記
念
誌
﹄
は
、
か
つ
て
レ
ー

モ
ン
ド
建
築
設
計
事
務
所
に
所
属
し
て
い
た
三
沢
浩
氏
の
話
と
し
て
、「
こ
れ
は
レ
ー
モ
ン
ド
夫
人
ノ
エ
ミ
が
選
ん
だ
色
で
あ
り
、
関

東
の
赤
土
か
ら
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
た
、
ノ
エ
ミ
に
と
っ
て
の
日
本
の
印
象
で
あ
っ
た
」
と
い
う
談
話
を
紹
介
し
て
い
る
︵
南
山
学
園
75
周
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年
記
念
誌
編
纂
委
員
会　

二
〇
〇
七
：
一
五
九
︶。

他
方
、﹃
中
日
新
聞
﹄
一
九
九
七
年
九
月
一
四
日
付
け
記
事
「
愛
知
名
作
の
舞
台
：
南
山
大
キ
ャ
ン
パ
ス
」︵
県
内
総
合
市
民
版
︶
は
、

打
ち
っ
ぱ
な
し
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
に
塗
る
色
の
選
択
段
階
で
、「
四
種
類
の
土
が
候
補
に
上
が
っ
た
が
な
か
な
か
決
ま
ら
な
い
。
適
当

な
色
を
求
め
半
日
、
大
学
周
囲
を
歩
き
続
け
」
た
結
果
、「
こ
の
地
独
特
の
赤
茶
け
た
土
」
を
手
に
し
た
レ
ー
モ
ン
ド
が
、「
こ
の
建
物

が
拠
っ
て
建
つ
大
地
の
色
を
塗
ろ
う
」
と
い
っ
て
最
終
的
に
こ
の
色
に
決
定
し
た
と
書
い
て
い
る
。
も
っ
と
も
当
時
そ
の
場
に
同
行
し

た
山
本
勇
郞
氏
は
、
色
を
選
ん
だ
の
は
レ
ー
モ
ン
ド
で
は
な
く
妻
ノ
エ
ミ
だ
っ
た
と
証
言
し
て
い
る︶

23
︵

。

情
報
は
混
乱
し
て
い
る
が
、
矛
盾
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
全
体
を
総
合
し
て
み
れ
ば
、
打
ち
っ
ぱ
な
し
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
構
造

体
の
柱
と
梁
を
の
ぞ
く
壁
面
に
土
の
色
を
塗
る
こ
と
自
体
は
早
く
か
ら
決
ま
っ
て
い
た
が
、
そ
の
色
調
は
実
際
に
現
場
で
手
に
取
っ
た

土
の
色
に
よ
っ
て
最
終
的
に
決
定
さ
れ
た
、
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
酸
化
し
た
古
い
土
壌
か
ら
な
る
八
事
層
に
は
、
上
述
の
よ
う
に
と

こ
ろ
ど
こ
ろ
赤
褐
色
の
粘
土
層
が
は
さ
ま
っ
て
い
る
。
掘
り
返
さ
れ
た
現
場
の
土
の
中
に
そ
れ
を
見
つ
け
た
レ
ー
モ
ン
ド
あ
る
い
は
ノ

エ
ミ
が
、
そ
れ
を
選
ん
だ
。
つ
ま
り
レ
ー
モ
ン
ド
︵
あ
る
い
は
ノ
エ
ミ
︶
に
と
っ
て
、
問
題
は
た
ん
に
「
建
物
に
土
の
色
を
塗
る
」
と

い
う
こ
と
で
は
な
く
、「
こ
の
起
伏
の
多
い
土
地
」
に
建
て
ら
れ
た
「
こ
の
建
物
」
に
、「
こ
の
扱
い
に
く
い
土
壌
」
の
色
を
塗
る
こ
と
、

つ
ま
り
建
物
に
土
地
と
の
固
有
の
結
合
の
し
る
し
を
付
与
す
る
こ
と
だ
っ
た
の
だ
と
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。

そ
の
上
で
、
工
事
に
よ
っ
て
裸
に
さ
れ
た
地
面
は
、
土
壌
の
流
出
を
防
ぐ
た
め
に
石
積
み
や
芝
植
付
け
、
植
樹
に
よ
っ
て
で
き
る
か

ぎ
り
被
覆
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
か
つ
て
の
「
赤
は
だ
を
の
ぞ
か
せ
た
」
土
地
は
建
築
物
や
造
園
の
し
つ
ら
え
に
よ
っ
て
お
お
い
か
く
さ

れ
、
そ
の
か
わ
り
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
構
造
物
の
壁
面
に
あ
ら
た
め
て
彩
色
に
よ
っ
て
再
現
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
も
土
地
の
起
伏

と
同
様
に
、
非
常
に
扱
い
に
く
い
土
壌
と
い
う
所
与
の
条
件
を
、
一
方
で
は
実
質
的
に
抑
え
こ
む
と
同
時
に
、
他
方
で
は
象
徴
的
に
再

現
す
る
と
い
う
方
法
が
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
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四
―
三　

樹
木

建
築
に
あ
た
っ
て
、
レ
ー
モ
ン
ド
が
自
然
の
植
物
を
保
存
す
る
強
い
意
志
を
貫
い
た
こ
と
は
、
彼
の
文
章
に
繰
り
返
し
書
か
れ
て
い

る
。

大
変
美
し
い
景
色
と
植
物
は
出
来
る
だ
け
そ
の
ま
ま
保
存
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
も
し
仮
に
現
状
を
破
壊
し
て
全
部
や
り
か

え
る
と
し
た
ら
、
勿
論
相
当
の
年
月
を
要
し
ま
す
し
、
ま
た
例
え
そ
う
し
た
と
し
て
も
絶
対
に
過
ち
を
犯
す
事
の
な
い
「
自
然
」

と
い
う
巨
匠
の
手
に
な
る
作
品
に
敵
う
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︵
レ
ー
モ
ン
ド　

一
九
六
四
ａ
︶。

と
は
い
え
「
は
じ
め
は
広
か
っ
た
敷
地
も
特
に
外
構
計
画
が
進
む
に
従
っ
て
、
果
た
し
て
考
え
て
い
た
よ
う
に
緑
地
が
残
り
自
然
が

残
る
の
か
、
ま
っ
た
く
は
ら
は
ら
す
る
よ
う
な
状
況
が
続
い
て
い
た
。
多
い
と
思
っ
て
い
た
松
が
次
第
に
残
り
少
な
に
な
っ
て
い
く
様

子
は
、
お
そ
ら
く
だ
れ
も
が
気
に
し
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
」︵
三
沢　

一
九
九
八
：
一
九
〇
︶。
そ
の
結
果
、
工
事
進
行
中
は
わ
ず
か

腕
ほ
ど
の
太
さ
の
木
で
も
、
切
る
に
は
学
園
理
事
長
の
許
可
が
必
要
と
さ
れ
る
ほ
ど
厳
格
に
緑
地
の
管
理
が
お
こ
な
わ
れ
た
︵
南
山
学

園
創
立
75
周
年
記
念
誌
編
纂
委
員
会　

二
〇
〇
七
：
一
六
〇
︶。

こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
複
数
の
文
献
に
引
用
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
一
種
の
口
頭
伝
承
と
し
て
も
機
能
し
、
そ
の
後
の
キ
ャ
ン
パ

ス
の
維
持
、
整
備
に
影
響
を
与
え
続
け
て
い
る
。
た
と
え
ば
﹃
南
山
学
園
75
周
年
記
念
誌
﹄
は
「
生
物
学
教
授
阿
江
茂
か
ら
、
八
事
近

辺
の
開
発
が
進
み
、
名
古
屋
東
部
の
原
生
林
で
残
存
し
て
い
る
の
は
南
山
大
学
キ
ャ
ン
パ
ス
と
東
山
公
園
の
一
部
で
あ
り
、
学
術
的
に

貴
重
な
の
で
現
植
生
を
可
能
な
限
り
残
し
て
ほ
し
い
と
の
申
し
出
が
あ
り
、
従
来
の
も
の
を
可
能
な
限
り
保
全
し
、
現
在
の
よ
う
な
植

生
に
な
っ
た
」︵
南
山
学
園
創
立
75
周
年
記
念
誌
編
纂
委
員
会　

二
〇
〇
七
：
一
六
〇
︶
と
書
い
て
い
る
。
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し
か
し
着
工
前
の
空
中
写
真
や
建
設
工
事
中
、
完
成
直
後
の
写
真
を
比
較
検
討
し
て
み
る
と
、
緑
地
の
保
存
に
は
一
定
の
偏
り
が
あ

っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
も
と
も
と
樹
木
は
敷
地
中
央
の
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ト
沿
い
に
多
く
、
低
地
部
分
は
す
で
に
野
球
場
と
し
て

整
地
さ
れ
て
い
た
り
、
土
砂
の
採
取
や
浸
食
に
よ
っ
て
荒
廃
し
た
り
し
て
い
て
少
な
か
っ
た
。
な
か
で
も
工
事
中
に
目
立
っ
て
樹
木
が

伐
採
さ
れ
た
の
は
、
敷
地
内
で
も
っ
と
も
標
高
が
高
く
樹
木
も
密
生
し
て
い
た
敷
地
南
東
部
分
︵
本
部
棟
周
辺
︶
で
あ
る
。
こ
こ
に
は

建
築
現
場
へ
の
入
り
口
と
作
業
員
の
宿
舎
︵
飯
場
︶
が
設
け
ら
れ
た
た
め
、
工
事
の
都
合
上
思
い
切
っ
た
伐
採
が
避
け
ら
れ
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ト
両
側
の
建
物
群
の
周
辺
で
は
、
複
雑
な
建
築
工
事
に
も
か
か
わ
ら
ず
樹
木
は
細
心

の
注
意
を
も
っ
て
保
全
さ
れ
た
。
と
く
に
正
門
か
ら
左
右
の
本
部
棟
と
学
生
会
館
に
向
か
う
ア
プ
ロ
ー
チ
部
分
、
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ト

と
野
球
場
を
隔
て
る
狭
い
斜
面
、
そ
し
て
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ト
か
ら
東
西
に
下
っ
て
い
く
道
沿
い
が
そ
れ
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
樹

木
は
、
も
と
も
と
手
を
つ
け
な
い
部
分
は
別
と
し
て
、
と
く
に
キ
ャ
ン
パ
ス
の
主
要
な
建
物
群
を
つ
な
ぐ
動
線
に
そ
っ
て
保
存
さ
れ
た

と
い
え
る
だ
ろ
う
。

つ
ま
り
樹
木
は
、
ど
の
部
分
で
も
一
律
に
保
全
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
と
く
に
レ
ー
モ
ン
ド
の
キ
ャ
ン
パ
ス
設
計
の
中
心
軸
と
な
っ

た
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ト
と
そ
の
両
側
に
配
置
さ
れ
た
建
物
群
と
の
関
係
で
価
値
的
に
評
価
さ
れ
、
保
全
す
る
部
分
と
伐
採
す
る
部
分
が

ふ
り
分
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
所
与
の
樹
木
は
そ
の
ま
ま
で
評
価
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
完
成
す
る
は
ず
の
建
築

物
群
と
の
関
係
で
価
値
あ
る
も
の
と
評
価
さ
れ
た
も
の
は
残
さ
れ
、
そ
う
で
な
い
も
の
は
価
値
の
対
象
か
ら
外
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
処

置
は
物
理
的
な
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
の
工
事
を
遂
行
す
る
以
上
避
け
ら
れ
な
い
こ
と
だ
ろ
う
が
、
注
意
し
た
い
こ
と
は
、
所
与
の
樹
木
は

建
築
物
と
の
関
係
に
お
い
て
評
価
し
な
お
さ
れ
、
あ
ら
た
め
て
動
線
を
彩
る
建
築
空
間
の
構
成
要
素
に
変
換
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

こ
こ
に
見
ら
れ
る
選
別
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
地
形
と
土
壌
に
つ
い
て
確
認
し
た
プ
ロ
セ
ス
と
並
行
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
土
地
の
起
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伏
は
建
築
の
立
体
的
構
造
に
積
極
的
に
取
り
こ
ま
れ
、
自
然
的
に
は
そ
れ
と
表
裏
の
関
係
に
あ
る
浸
食
さ
れ
や
す
い
土
質
は
土
木
工
事

に
よ
っ
て
抑
え
こ
ま
れ
た
。
同
じ
よ
う
に
樹
木
は
建
築
物
と
自
然
と
の
調
和
を
引
き
立
て
る
部
分
で
は
細
心
の
注
意
を
も
っ
て
保
全
さ

れ
、
そ
れ
以
外
の
部
分
で
は
施
工
上
の
理
由
で
処
分
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
も
し
樹
木
が
こ
の
よ
う
に
建
物
と
の
関
係
で
価
値
づ
け
し
直
さ
れ
て
保
全
さ
れ
た
の
な
ら
、
建
物
の
方
も
植
物
と
の
関
係

で
何
ら
か
の
価
値
づ
け
を
受
け
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
あ
た
か
も
地
下
に
し
っ
か
り
根
を
お
ろ
し
た
植
物
が
枝
を
張
る
よ

う
に
、
こ
の
敷
地
に
は
地
面
か
ら
建
物
が
自
然
に
育
ち
広
が
っ
て
い
る
よ
う
な
状
態
が
ふ
さ
わ
し
い
と
思
い
ま
す
」︵
レ
ー
モ
ン
ド　

一
九
六
四
ａ
：
一
一
六
︶
と
い
う
レ
ー
モ
ン
ド
の
言
葉
を
み
れ
ば
、
そ
う
し
た
考
え
も
あ
な
が
ち
見
当
違
い
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ

る︶
24
︵

。そ
う
い
う
目
で
あ
ら
た
め
て
キ
ャ
ン
パ
ス
の
建
物
群
を
見
直
し
て
み
る
と
、
研
究
棟
を
の
ぞ
い
て
、
他
の
建
物
は
す
べ
て
メ
イ
ン
ス

ト
リ
ー
ト
か
ら
地
上
三
階
以
内
の
高
さ
に
抑
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
ひ
と
つ
に
は
、
こ
れ
に
は
法
律
上
の
制
約
が
あ

っ
た
。
当
時
こ
の
地
域
は
地
上
三
階
建
て
、
高
さ
二
〇
メ
ー
ト
ル
以
下
と
い
う
規
制
の
か
か
っ
た
「
第
一
種
住
居
専
用
地
区
」
に
指
定

さ
れ
て
い
て
、
高
層
の
建
物
の
建
築
に
は
法
律
上
の
壁
が
あ
っ
た
。
実
際
高
さ
二
一
メ
ー
ト
ル
、
六
階
建
て
の
研
究
棟
の
建
設
に
は
、

名
古
屋
市
の
特
別
許
可
が
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
︵
南
山
学
園
創
立
75
周
年
記
念
誌
編
纂
委
員
会　

二
〇
〇
七
：
一
六
〇
―
一
六
一
︶。

そ
う
し
た
事
情
が
あ
っ
て
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ト
上
に
高
く
伸
び
上
が
っ
て
い
る
の
は
研
究
棟
だ
け
で
、
他
の
建
物

は
す
べ
て
三
階
建
て
以
下
に
収
め
ら
れ
た
。

だ
が
建
物
が
低
層
に
抑
え
ら
れ
た
背
景
に
は
、
法
律
上
の
規
制
だ
け
で
な
く
、
設
計
者
の
意
図
も
何
ほ
ど
か
関
わ
っ
て
い
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ま
で
の
検
証
か
ら
明
ら
か
な
と
お
り
、
一
九
六
〇
年
代
の
キ
ャ
ン
パ
ス
敷
地
に
背
の
高
い
樹
木
は
ほ
と
ん
ど
ま

っ
た
く
な
か
っ
た
。
植
物
は
み
な
背
が
低
く
、
乾
燥
し
た
尾
根
上
に
は
実
生
の
ア
カ
マ
ツ
が
生
え
、
湿
気
の
多
い
谷
筋
は
背
の
低
い
コ
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ナ
ラ
、
ア
ベ
マ
キ
、
エ
ノ
キ
な
ど
が
埋
め
て
い
た
。
そ
れ
な
ら
建
物
も
、
う
ね
る
よ
う
な
起
伏
に
し
た
が
っ
て
、
低
く
土
地
に
し
た
が

っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い︶

25
︵

。

メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ト
の
東
西
に
階
段
教
室
を
も
つ
Ｇ
棟
・
Ｅ
棟
︵
現
在
の
Ｇ
30
教
室
︶
が
、
緩
や
か
な
斜
面
に
ハ
イ
マ
ツ
の
よ
う
に

両
翼
を
広
げ
て
い
る
の
を
見
る
と
、
と
く
に
そ
の
感
が
強
い
。
あ
る
い
は
工
事
の
必
要
上
樹
木
が
完
全
に
取
り
払
わ
れ
て
し
ま
っ
た
Ｇ

棟
と
Ｈ
棟
・
Ｆ
棟
と
の
間
の
斜
面
で
は
、
建
物
そ
の
も
の
が
か
つ
て
の
植
物
の
よ
う
に
斜
面
を
低
く
は
っ
て
い
る
。
こ
う
し
て
教
室
棟

の
建
物
群
は
、
注
意
深
く
保
全
さ
れ
た
「
低
い
が
よ
く
繁
っ
た
雑
木
林
」
と
一
体
と
な
っ
て
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
模
倣
す
る
よ
う
に
地

上
低
く
配
置
さ
れ
て
い
る
。

他
方
図
書
館
と
学
生
会
館
は
、
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ト
か
ら
見
た
正
面
は
低
く
慎
ま
し
い
印
象
を
与
え
る
が
、
後
ろ
の
谷
側
か
ら
見
上

げ
る
姿
は
垂
直
的
に
力
強
い
。
先
に
「
土
地
の
形
状
」
の
項
で
建
物
と
崖
と
の
間
に
で
き
た
隙
間
が
埋
め
立
て
ら
れ
ず
に
堀
状
に
残
さ

れ
た
こ
と
に
注
意
し
た
が
、
こ
こ
に
も
樹
木
と
建
物
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
が
表
明
さ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
と
え
ば
今
日
で
も
、

西
側
か
ら
図
書
館
を
回
り
こ
む
急
坂
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
登
っ
て
い
く
と
、
建
物
の
足
も
と
が
盛
り
土
に
か
く
れ
て
い
な
い
た
め
に
、「
あ

た
か
も
地
下
に
し
っ
か
り
根
を
お
ろ
し
た
植
物
」
が
地
面
か
ら
力
強
く
立
ち
上
が
っ
て
い
る
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
建
物
と
土
地
に
生
育
す
る
樹
木
は
ア
ナ
ロ
ジ
カ
ル
な
関
係
に
お
か
れ
た
。
樹
木
は
建
築
空
間
の
構
成
要
素
と
し
て
建
物
に

寄
り
そ
い
、
反
対
に
建
物
は
植
物
を
模
倣
す
る
よ
う
に
土
地
に
植
え
つ
け
ら
れ
、
あ
る
い
は
樹
木
と
バ
ラ
ン
ス
を
取
っ
て
低
く
し
つ
ら

え
ら
れ
て
い
る
。
建
物
と
樹
木
は
、
こ
う
し
て
新
し
い
ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
を
構
成
す
る
相
互
補
完
的
な
要
素
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

た
だ
し
植
物
と
建
物
は
同
じ
で
な
い
。
植
物
は
生
き
て
い
て
生
長
す
る
が
、
建
物
は
ち
が
う
。
そ
の
こ
と
は
キ
ャ
ン
パ
ス
設
計
に
お

い
て
ど
の
程
度
認
識
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
設
計
に
お
い
て
樹
木
と
建
物
が
相
互
に
模
倣
し
合
い
照
ら
し
合
う
よ
う
に
配
慮
さ
れ

た
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
植
物
が
赤
土
の
痩
せ
た
土
壌
と
同
じ
よ
う
に
い
つ
ま
で
も
変
わ
ら
ず
、
低
く
地
を
は
う
よ
う
に
止
ま
る
と
予
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想
し
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
が
こ
の
よ
う
な
植
物
の
様
態
は
、
二
次
林
の
生
態
系
遷
移
の
一
こ
ま
に
す
ぎ
な
い
。
山
林
か
ら
の
収
奪
が
な
く
な
り
、
林
床

が
落
ち
葉
に
覆
わ
れ
て
湿
気
を
保
つ
よ
う
に
な
る
と
、
生
物
学
の
教
授
で
あ
っ
た
阿
江
茂
名
誉
教
授
が
書
い
て
い
る
と
お
り
、「
大
木

に
な
る
性
質
を
持
っ
た
ア
ベ
マ
キ
、
コ
ナ
ラ
、
ア
ラ
カ
シ
、
ア
カ
マ
ツ
が
成
長
を
始
め
、
そ
れ
ま
で
明
る
か
っ
た
林
床
を
暗
く
し
て
し

ま
っ
た
」。
第
一
期
の
工
事
終
了
か
ら
数
年
後
に
お
こ
な
わ
れ
た
キ
ャ
ン
パ
ス
敷
地
の
植
物
調
査
に
よ
る
と
、
林
相
は
す
で
に
ア
ベ
マ

キ
、
コ
ナ
ラ
、
ア
カ
マ
ツ
な
ど
の
高
木
と
ネ
ジ
キ
、
ヒ
サ
カ
キ
、
オ
ア
キ
な
ど
の
低
木
か
ら
な
る
複
合
的
な
様
相
を
示
し
始
め
て
い
る

︵
南
山
学
園
創
立
75
周
年
記
念
誌
編
纂
委
員
会　

二
〇
〇
七
：
五
一
四
︶。
そ
し
て
現
在
で
は
、
コ
ナ
ラ
や
ア
カ
マ
ツ
は
優
に
一
五
メ
ー

ト
ル
を
こ
え
る
高
さ
に
な
り
、
低
層
の
教
室
棟
は
生
長
し
た
樹
木
の
間
に
埋
も
れ
て
採
光
に
も
影
響
が
で
る
ほ
ど
に
な
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。

レ
ー
モ
ン
ド
は
、
一
九
六
〇
年
当
時
の
キ
ャ
ン
パ
ス
予
定
地
の
地
形
、
植
生
を
建
物
群
と
相
互
補
完
的
な
関
係
に
位
置
づ
け
て
、
自

然
と
人
工
の
調
和
し
た
総
体
的
な
建
築
空
間
の
創
造
を
ね
ら
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
に
浸
食
に
よ
っ
て
崩
れ
て
い
く
土
地
を
土
木
工
事

に
よ
っ
て
そ
の
時
点
の
形
状
に
止
め
お
き
、
背
の
低
い
樹
木
と
調
和
す
る
よ
う
に
建
物
の
高
さ
を
抑
え
た
。
彼
は
当
時
の
「
低
い
が
よ

く
繁
っ
た
雑
木
林
」
を
、
痩
せ
た
土
壌
の
せ
い
で
ず
っ
と
変
化
し
な
い
も
の
と
考
え
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
実
際
に
は
す
で
に
エ
ネ

ル
ギ
ー
革
命
に
よ
っ
て
里
山
と
し
て
の
意
義
を
失
っ
て
い
た
都
市
近
郊
の
二
次
林
は
、
手
を
入
れ
な
け
れ
ば
急
速
に
変
貌
し
て
い
く
途

上
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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五　

ま
と
め
と
展
望

以
上
の
検
討
を
と
お
し
て
、
南
山
大
学
山
里
キ
ャ
ン
パ
ス
の
ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
が
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
、
ど
の
よ
う
な
経
過
を
た
ど

っ
て
形
成
さ
れ
た
の
か
、
大
体
の
様
子
は
理
解
さ
れ
た
だ
ろ
う
。
検
討
の
過
程
で
、
事
実
関
係
に
つ
い
て
こ
れ
ま
で
明
確
に
さ
れ
て
こ

な
か
っ
た
こ
と
を
い
く
つ
か
明
ら
か
に
で
き
、
キ
ャ
ン
パ
ス
建
設
に
お
い
て
レ
ー
モ
ン
ド
が
自
然
を
取
り
こ
む
際
に
駆
使
し
た
手
法
に

つ
い
て
も
あ
る
程
度
具
体
的
な
指
摘
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
最
後
に
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
を
整
理
し
た
上
で
、
今
後
の
展
望
を
述

べ
て
お
こ
う
。

五
―
一　

明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と

第
一
に
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
、
レ
ー
モ
ン
ド
が
「
自
然
を
基
本
と
し
て
」
大
学
キ
ャ
ン
パ
ス
を
構
想
し
た
敷
地
は
、
当
然
の
こ

と
な
が
ら
手
つ
か
ず
の
自
然
で
は
な
く
、
近
世
以
降
現
代
ま
で
の
歴
史
の
中
で
一
連
の
変
容
を
こ
う
む
っ
て
き
た
土
地
で
あ
り
、
そ
れ

自
体
が
自
然
の
諸
条
件
と
人
間
の
社
会
的
文
化
的
活
動
と
が
混
じ
り
合
っ
た
生
成
物
と
し
て
の
ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
を
構
成
し
て
い
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
都
市
近
郊
の
丘
陵
地
と
い
う
立
地
も
植
生
も
、
し
た
が
っ
て
そ
こ
か
ら
の
眺
望
も
、
た
ん
な
る
自
然
で
は
な
く
歴

史
的
に
形
成
さ
れ
た
ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
の
一
部
で
あ
る
。

と
く
に
興
味
深
い
こ
と
は
、
彼
の
構
想
の
中
心
軸
と
な
っ
た
「
尾
根
道
」
が
、
そ
れ
よ
り
三
〇
年
前
の
区
画
整
理
で
引
か
れ
た
計
画

道
路
だ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
レ
ー
モ
ン
ド
や
五
代
の
文
章
を
読
む
限
り
、「
尾
根
道
」
は
こ
の
土
地
で
長
く
使
わ
れ
て
自
然
条
件
に
溶

け
込
ん
だ
道
で
あ
り
、
そ
れ
を
活
か
し
た
こ
と
が
キ
ャ
ン
パ
ス
構
想
の
成
功
に
つ
な
が
っ
た
よ
う
に
受
け
取
れ
る
。
だ
が
そ
の
背
景
に

あ
る
の
は
、
近
世
の
里
山
を
近
代
の
郊
外
住
宅
地
に
転
換
し
よ
う
と
す
る
都
市
開
発
事
業
だ
っ
た
わ
け
だ
。
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レ
ー
モ
ン
ド
は
敷
地
の
こ
う
し
た
来
歴
を
は
っ
き
り
と
は
知
ら
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
だ
が
彼
は
ま
と
ま
っ
た
敷
地
を
舞
台
に
新
た

な
大
学
キ
ャ
ン
パ
ス
を
一
体
的
に
構
想
す
る
チ
ャ
ン
ス
を
与
え
ら
れ
た
と
き
、
都
市
近
郊
の
山
林
の
価
値
を
評
価
し
て
モ
ダ
ニ
ズ
ム

建
築
と
の
調
和
の
可
能
性
を
追
求
し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
結
果
彼
は
、
放
置
さ
れ
た
か
つ
て
の
住
宅
用
地
と
い
う
立
地
条
件
の
中
に
、

一
九
三
〇
年
代
の
都
市
計
画
グ
ル
ー
プ
の
仕
事
を
知
ら
な
い
う
ち
に
再
発
見
し
、
再
評
価
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
際
興

味
深
い
の
は
、
里
山
を
郊
外
住
宅
地
に
転
換
し
よ
う
と
し
た
昭
和
初
期
の
石
川
栄
耀
ら
の
構
想
に
対
し
て
、
レ
ー
モ
ン
ド
の
構
想
が
そ

の
反
対
に
、
急
速
に
変
貌
し
つ
つ
あ
る
丘
陵
地
帯
の
自
然
を
保
存
し
よ
う
と
い
う
方
向
性
を
も
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、

一
九
六
〇
年
代
初
頭
と
い
う
高
度
経
済
成
長
期
が
ま
さ
に
始
ま
ろ
う
と
す
る
時
代
の
イ
ン
パ
ク
ト
が
、
レ
ー
モ
ン
ド
と
い
う
建
築
家
の

中
に
引
き
起
こ
し
た
敏
感
な
反
応
を
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
だ
ろ
う
。

第
二
に
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
、
実
際
に
キ
ャ
ン
パ
ス
敷
地
に
建
物
群
を
配
置
し
て
い
っ
た
と
き
に
レ
ー
モ
ン
ド
が
と
っ
た
手
法

で
あ
る
。
敷
地
の
形
状
、
土
壌
の
性
質
、
そ
し
て
樹
木
と
い
う
、
施
工
に
お
い
て
彼
が
と
く
に
注
意
を
は
ら
っ
た
要
素
の
検
討
を
と
お

し
て
、
よ
く
似
た
手
法
が
く
り
返
し
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
そ
れ
は
自
然
の
条
件
を
た
ん
に
受
動
的
に
受
け
入
れ
る
の

で
は
な
く
、
一
方
で
は
そ
れ
ら
を
扱
い
に
く
い
条
件
と
し
て
意
図
的
・
計
画
的
に
制
御
し
抑
え
こ
み
な
が
ら
、
他
方
で
は
建
築
的
な
技

術
を
駆
使
し
て
積
極
的
に
模
倣
し
た
り
再
現
し
た
り
す
る
と
い
う
や
り
方
で
、
建
築
空
間
の
構
成
要
素
に
変
換
し
て
取
り
こ
む
と
い
う

手
法
で
あ
る
。

レ
ー
モ
ン
ド
は
戦
前
期
か
ら
日
本
建
築
と
自
然
の
美
の
関
係
に
つ
い
て
は
一
家
言
を
も
っ
て
い
た
。
た
と
え
ば
一
九
三
五
年
に
発
表

さ
れ
た
「
日
本
建
築
に
つ
い
て
」︵﹃
レ
ー
モ
ン
ド
作
品
集
一
九
二
〇
―
一
九
三
五
﹄
に
初
出
︶
で
彼
は
、「
日
本
人
に
と
っ
て
、
自
然

は
生
命
の
秘
密
を
握
る
鍵
で
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
多
年
に
わ
た
っ
て
人
間
を
守
っ
て
き
た
自
然
を
裏
切
る
べ
き
で
は
な
く
、
常
に
間

違
い
の
な
い
指
導
者
と
し
て
頼
り
に
し
て
き
た
。
人
は
、
自
然
の
よ
び
か
け
る
材
料
を
え
ら
ぶ
。
木
材
は
そ
の
生
地
の
ま
ま
で
。
藁
は
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床
に
敷
き
、
砂
は
か
べ
に
ぬ
る
」
と
い
っ
て
い
る
︵
レ
ー
モ
ン
ド　

一
九
六
七
：
一
三
︶。
し
か
し
彼
は
山
里
キ
ャ
ン
パ
ス
の
建
築
に

お
い
て
、
自
然
の
素
材
を
そ
の
ま
ま
使
う
の
で
は
な
く
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
と
い
う
近
代
建
築
の
素
材
を
用
い
て
、
敷
地
の
も
つ
自
然
の

特
性
を
表
象
化
し
て
建
築
的
要
素
に
取
り
こ
ん
だ
わ
け
で
あ
る
。

さ
ら
に
い
え
ば
、
山
里
キ
ャ
ン
パ
ス
の
建
設
に
お
け
る
「
自
然
を
基
本
と
し
て
」
と
い
う
レ
ー
モ
ン
ド
の
方
針
は
、︵
レ
ー
モ
ン
ド

が
批
判
す
る
近
代
西
欧
建
築
が
し
て
き
た
よ
う
に
︶
自
然
を
人
工
と
し
て
の
建
築
に
従
属
さ
せ
る
の
で
な
く
、
ま
た
反
対
に
︵
彼
が
偏

愛
し
た
日
本
建
築
の
よ
う
に
︶
建
築
を
自
然
に
融
解
さ
せ
る
の
で
も
な
く
、
そ
れ
自
体
の
う
ち
に
近
代
建
築
と
自
然
と
い
う
相
容
れ
な

い
二
つ
の
要
素
の
キ
ア
ス
ム︶

26
︵

を
た
た
み
込
ん
だ
も
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
単
純
な
自
然
へ
の
心
情
的
帰
依
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
読

み
と
れ
る
だ
ろ
う
。
彼
に
と
っ
て
、
自
然
と
人
工
の
緊
張
を
は
ら
ん
だ
ネ
ゴ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
こ
そ
が
、
新
し
い
建
築
、
新
し
い
ラ
ン
ド

ス
ケ
ー
プ
を
生
み
出
し
て
い
く
原
動
力
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
三
つ
の
点
は
こ
れ
ま
で
明
白
に
指
摘
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
レ
ー
モ
ン
ド
建
築
ま
た
は
山
里
キ
ャ
ン
パ
ス
に
関

す
る
研
究
に
対
し
て
一
定
の
貢
献
と
な
り
う
る
成
果
だ
と
思
う
。
そ
れ
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
こ
の
事
例
研
究
が
ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
の
民

族
誌
学
的
理
解
に
向
け
て
ど
の
よ
う
な
可
能
性
を
含
ん
で
い
る
か
、
多
少
の
展
望
を
書
き
と
め
て
終
わ
り
と
し
よ
う
。

五
―
二　

ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
の
構
造

冒
頭
に
こ
と
わ
っ
た
よ
う
に
、
こ
の
論
文
の
目
的
は
、
山
里
キ
ャ
ン
パ
ス
の
建
設
の
経
過
と
、
そ
の
過
程
で
建
築
家
レ
ー
モ
ン
ド
が

し
た
こ
と
の
検
討
を
と
お
し
て
、
日
常
的
な
ひ
と
の
生
活
活
動
が
展
開
す
る
空
間
が
、
ど
の
よ
う
な
要
因
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
過

程
を
た
ど
っ
て
成
立
し
ま
た
変
容
す
る
の
か
、
そ
の
洞
察
を
得
た
い
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
際
私
は
、
ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
と
い
う

語
を
と
く
に
定
義
せ
ず
に
用
い
た
。
そ
れ
は
、
分
析
概
念
を
使
っ
て
現
実
を
裁
断
す
る
前
に
、
そ
の
概
念
を
構
成
す
る
べ
き
成
分
を
事
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例
の
検
討
か
ら
み
ち
び
き
出
し
た
い
と
思
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
い
う
観
点
か
ら
、
こ
れ
ま
で
の
分
析
か
ら
引
き
出
せ
そ
う
な
こ
と

を
以
下
に
ま
と
め
て
お
こ
う
。

ひ
と
つ
は
、
ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
が
た
ん
な
る
自
然
の
景
観
で
は
な
く
、
歴
史
的
な
生
成
物
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
空
間

に
関
わ
る
事
象
で
あ
る
と
同
時
に
時
間
に
関
わ
る
事
象
で
も
あ
り
、
自
然
の
条
件
で
あ
る
と
同
時
に
人
間
の
行
為
の
結
果
で
も
あ
る
。

こ
れ
自
体
は
あ
ら
た
め
て
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
、
多
く
の
論
者
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
︵
た
と
え
ば
人
類
学
の
領
域
で
は

Ingold 

二
〇
〇
〇
：
一
八
九
―
二
〇
八
︶。
だ
が
そ
れ
に
く
わ
え
て
、
私
が
こ
の
研
究
を
と
お
し
て
気
づ
か
さ
れ
た
こ
と
は
、
ラ
ン
ド

ス
ケ
ー
プ
が
た
ん
な
る
客
観
的
・
対
象
的
な
実
在
で
は
な
く
、
そ
の
場
に
内
在
し
て
認
識
し
行
為
す
る
人
間
を
ま
き
こ
ん
だ
、
自
己
準

拠
的
な
構
成
を
も
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

キ
ャ
ン
パ
ス
の
ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
の
形
成
過
程
に
つ
い
て
分
析
す
る
た
め
に
、
私
は
手
順
と
し
て
大
き
く
二
つ
の
レ
ベ
ル
を
区
別
し

た
が
、
そ
れ
は
便
宜
上
の
こ
と
で
実
際
に
は
ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
は
分
割
で
き
な
い
。
そ
こ
で
分
析
の
手
順
を
ふ
た
た
び
現
実
に
も
ど
し

て
み
よ
う
。
そ
う
す
る
と
ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
が
た
ん
な
る
地
理
的
・
空
間
的
な
対
象
で
は
な
く
、
時
間
と
空
間
が
不
思
議
な
か
た
ち
で

一
体
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。

東
山
丘
陵
の
景
観
を
︵
そ
の
中
に
自
分
が
立
っ
て
い
る
と
い
う
前
提
で
︶
も
っ
と
も
大
き
い
空
間
の
ス
ケ
ー
ル
で
見
る
と
き
、
遠
く

に
見
え
る
鈴
鹿
や
三
河
の
山
々
は
大
昔
か
ら
変
わ
ら
な
い
姿
と
し
て
、
い
わ
ば
地
質
学
的
な
時
間
ス
ケ
ー
ル
の
事
象
と
し
て
現
れ
て
く

る
。
そ
れ
よ
り
も
う
少
し
近
い
市
街
地
に
目
を
移
し
て
み
る
と
、
た
と
え
ば
名
古
屋
城
が
見
え
た
り
テ
レ
ビ
棟
が
見
え
た
り
す
る
と
い

う
か
た
ち
で
、
景
観
は
歴
史
的
ス
ケ
ー
ル
の
事
象
に
お
い
て
現
れ
て
く
る
。
そ
し
て
自
分
が
立
っ
て
い
る
身
の
回
り
の
空
間
ス
ケ
ー
ル

で
は
、
事
物
は
行
為
し
て
い
る
今
と
い
う
時
間
の
ス
ケ
ー
ル
で
現
れ
て
く
る
。
こ
れ
は
近
く
の
も
の
は
細
か
く
見
え
る
が
、
遠
く
の
も

の
は
大
雑
把
に
し
か
見
え
な
い
と
い
う
、
私
た
ち
の
視
覚
の
性
能
に
還
元
さ
れ
る
問
題
で
は
な
い
。
私
た
ち
は
、
特
別
な
意
図
や
訓
練
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を
前
提
に
し
な
け
れ
ば
、
自
分
の
手
も
と
足
も
と
に
あ
る
小
石
や
土
に
地
質
学
的
な
時
間
を
感
じ
る
こ
と
は
な
い
し
、
反
対
に
遠
く
の

景
色
に
個
人
の
行
為
を
読
み
取
っ
た
り
す
る
こ
と
も
な
い
。
こ
れ
は
私
た
ち
の
当
た
り
前
の
経
験
だ
が
、
自
分
か
ら
距
離
的
に
遠
ざ
か

っ
て
い
く
ほ
ど
、
そ
の
場
所
に
見
え
る
も
の
と
自
分
と
の
時
間
的
関
わ
り
も
遠
く
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
現
象
学
的
に
反
省

し
て
み
る
な
ら
、
ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
は
こ
の
よ
う
に
時
間
と
空
間
が
連
動
し
た
同
心
円
状
の
構
造
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る

が
、
そ
こ
か
ら
た
だ
ち
に
、
ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
は
即
自
的
な
対
象
物
で
は
な
く
、
認
識
者
＝
行
為
者
の
立
場
を
繰
り
こ
ん
だ
自
己
準
拠

的
な
時
空
間
構
造
を
そ
な
え
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。

ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
の
こ
う
し
た
時
空
間
構
造
を
前
提
に
し
て
、
レ
ー
モ
ン
ド
が
東
山
丘
陵
の
上
に
立
っ
た
と
き
、
何
を
見
、
何
を
し

た
か
、
そ
し
て
そ
こ
で
何
が
起
こ
っ
た
の
か
あ
ら
た
め
て
考
え
て
み
よ
う
。
そ
う
す
る
と
そ
こ
か
ら
、
ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
が
そ
な
え
る

時
空
間
構
造
の
も
う
ひ
と
つ
の
特
性
、
す
な
わ
ち
実
践
を
み
ち
び
く
認
知
的
機
構
と
い
う
特
性
が
う
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

東
山
丘
陵
の
上
に
立
っ
た
レ
ー
モ
ン
ド
は
尾
根
を
わ
た
る
微
風
に
吹
か
れ
、
遠
く
三
河
や
鈴
鹿
の
山
々
を
見
渡
し
な
が
ら
、
悠
久
の

地
質
学
的
時
空
に
お
い
て
そ
の
場
所
を
感
受
し
て
い
た
だ
ろ
う
。
そ
し
て
彼
が
何
度
も
く
り
返
し
て
書
い
て
い
る
と
お
り
、
そ
の
感
受

が
足
下
の
時
間
的
＝
空
間
的
ス
ケ
ー
ル
に
お
け
る
建
築
計
画
を
一
気
に
と
ら
え
て
し
ま
っ
た
わ
け
だ
。
き
わ
め
て
興
味
深
い
こ
と
に
、

そ
の
と
き
最
遠
の
山
々
の
眺
望
と
足
下
の
キ
ャ
ン
パ
ス
敷
地
と
い
う
か
け
離
れ
た
時
間
的
＝
空
間
的
ス
ケ
ー
ル
を
結
び
合
わ
せ
た
仲
介

項
は
、
中
間
的
・
歴
史
的
ス
ケ
ー
ル
に
お
い
て
存
在
し
て
い
る
街
路
だ
っ
た
。

も
ち
ろ
ん
彼
は
こ
の
道
の
来
歴
を
知
ら
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
は
重
要
で
な
い
。
重
要
な
の
は
、
道
と
い
う
構
造
物
は
彼
が
こ
こ
に
来

る
前
か
ら
す
で
に
あ
っ
た
も
の
で
、
そ
れ
ゆ
え
に
「
今
こ
こ
」
に
は
じ
め
て
立
っ
た
彼
を
そ
の
土
地
の
歴
史
に
媒
介
す
る
も
の
だ
と
い

う
こ
と
、
そ
し
て
ま
た
こ
の
媒
介
を
と
お
し
て
、
遠
い
眺
望
に
感
受
さ
れ
る
地
質
学
的
な
時
間
に
お
け
る
自
然
︵「
絶
対
に
過
ち
を
犯

す
事
の
な
い
﹃
自
然
﹄
と
い
う
巨
匠
」︶
が
、「
今
こ
こ
」
に
お
け
る
彼
の
キ
ャ
ン
パ
ス
建
設
に
と
っ
て
現
実
的
な
も
の
と
な
っ
た
と
い
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う
こ
と
で
あ
る
。

そ
う
い
う
意
味
で「
山
稜
の
尾
根
道
」は
、彼
に
と
っ
て
、さ
ま
ざ
ま
な
異
な
る
時
間
ス
ケ
ー
ル
に
お
い
て
す
で
に
存
在
し
て
い
た︵
あ

る
い
は
潜
在
し
て
い
た
︶
要
素
を
と
り
ま
と
め
、
キ
ャ
ン
パ
ス
構
想
と
い
う
新
た
な
全
体
性
へ
と
変
容
さ
せ
る
媒
介
と
な
っ
た
。
し
か

も
そ
の
媒
介
は
、
将
来
に
向
か
う
実
践
を
み
ち
び
い
て
い
く
動
的
な
媒
介
と
な
っ
て
い
る
。
キ
ャ
ン
パ
ス
「
予
定
地
」
と
い
う
未
規
定

の
場
所
は
、
こ
の
道
と
い
う
媒
介
項
に
よ
っ
て
建
設
工
事
が
実
行
さ
れ
て
い
く
作
業
空
間
に
な
る
。
事
実
、
こ
の
直
線
の
道
路
が
す
べ

て
の
計
画
の
基
軸
に
な
っ
た
。
こ
こ
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
、
ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
の
認
知
的
意
義
で
あ
る
。
ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
は
た
ん
に

意
味
解
釈
に
関
わ
る
静
的
な
認
識
の
対
象
で
は
な
く
、
実
践
を
み
ち
び
く
動
的
な
認
知
の
仕
組
み
で
あ
り
、
将
来
に
向
か
う
時
間
に
開

か
れ
た
実
践
の
手
が
か
り
を
ア
フ
ォ
ー
ド
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
実
践
は
、
不
可
避
的
に
他
の
行
為
者
の
実
践
と
の
社
会
的
な
イ
ン
タ
ラ
ク
シ
ョ
ン
を
巻
き
こ
む
。
ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
に
自

己
準
拠
的
な
認
識
構
造
だ
け
を
見
る
な
ら
、
そ
れ
は
自
己
だ
け
に
関
わ
る
観
相
的
な
想
念
し
か
み
ち
び
き
出
さ
な
い
だ
ろ
う
。
だ
が
そ

れ
を
行
為
へ
と
人
を
み
ち
び
く
認
知
的
仕
組
み
と
み
な
す
な
ら
、
そ
れ
は
必
ず
他
の
行
為
者
と
の
協
働
や
反
発
と
い
う
社
会
性
を
帯
び

た
場
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
遠
く
悠
久
の
時
間
へ
い
ざ
な
う
眺
望
を
味
わ
う
認
識
者
は
、
審
美
的
鑑
賞
に
浸
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い

が
、
そ
こ
に
他
者
は
い
な
い
。
そ
こ
に
他
者
と
社
会
性
を
導
入
す
る
媒
介
項
は
、
論
理
的
に
い
っ
て
中
間
的
な
距
離
に
あ
っ
て
歴
史
的

時
間
ス
ケ
ー
ル
を
に
な
う
要
素
、
つ
ま
り
自
分
以
外
の
誰
か
が
自
分
よ
り
前
に
す
で
に
お
こ
な
っ
た
実
践
の
結
果
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
は
ず
で
あ
る︶

27
︵

。
レ
ー
モ
ン
ド
の
場
合
、
そ
れ
が
あ
の
「
山
稜
の
尾
根
道
」
だ
っ
た
と
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
お
い
て
、
悠
久

の
自
然
と
歴
史
の
時
間
、
そ
し
て
建
築
家
と
し
て
の
レ
ー
モ
ン
ド
の
実
践
が
出
会
う
、
い
や
よ
り
正
確
に
い
え
ば
、
レ
ー
モ
ン
ド
の
実

践
と
そ
れ
に
先
立
つ
多
く
の
人
々
の
実
践
が
出
会
う
の
で
あ
る
。
こ
の
出
会
い
に
お
い
て
自
然
の
要
素
と
歴
史
の
要
素
は
解
き
ほ
ぐ
さ

れ
、
吟
味
さ
れ
、
あ
ら
た
め
て
行
為
者
の
社
会
的
実
践
を
と
お
し
て
編
成
し
直
さ
れ
る
。
そ
し
て
実
践
の
結
果
は
、
や
が
て
行
為
者
の
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手
を
は
な
れ
て
ふ
た
た
び
歴
史
の
ス
ケ
ー
ル
の
要
素
と
な
る
た
め
に
ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
に
送
り
返
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る︶

28
︵

。

ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
を
、
こ
の
よ
う
に
不
易
の
自
然
と
歴
史
の
時
間
を
行
為
者
の
実
践
に
お
い
て
出
会
わ
せ
る
場
で
あ
る
と
同
時
に
、

ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
そ
れ
自
体
を
更
新
し
て
い
く
実
践
の
場
と
し
て
理
解
す
る
な
ら
、「
自
然
を
基
本
と
し
て
」
と
い
う
レ
ー
モ
ン
ド
の

理
念
が
、
近
代
建
築
と
自
然
と
い
う
相
容
れ
な
い
要
素
の
緊
張
関
係
を
動
力
源
と
し
て
、
綿
密
な
計
画
と
困
難
な
工
事
を
推
し
進
め
な

が
ら
、
新
た
な
ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
を
創
造
し
て
い
っ
た
プ
ロ
セ
ス
が
よ
り
よ
く
わ
か
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

︹
付
記
︺

１
．
こ
の
研
究
は
南
山
大
学
二
〇
一
二
年
度
パ
ッ
ヘ
研
究
奨
励
金
Ⅰ
―
Ａ
―
２
特
定
研
究
︵
研
究
課
題
「
生
活
空
間
の
ラ
ン
ド
ス
ケ
ー

プ
に
関
す
る
日
常
生
活
の
人
類
学
的
研
究
」︶
に
よ
る
助
成
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
た
。

２
．
今
回
の
研
究
に
際
し
て
は
多
く
の
方
々
の
ご
協
力
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
記
し
て
感
謝
し
ま
す
。

南
山
大
学
名
誉
職
員
の
山
本
勇
郞
氏
に
は
、
キ
ャ
ン
パ
ス
建
設
時
の
さ
ま
ざ
ま
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
教
え
て
い
た
だ
い
た
。
大
学
近
隣
に

お
住
ま
い
の
大
原
鉄
男
氏
、
榊
原
洋
治
氏
、
鈴
木
一
三
氏
に
は
、
敗
戦
前
後
の
キ
ャ
ン
パ
ス
敷
地
周
辺
の
様
子
を
お
聞
か
せ
い
た
だ
い

た
。
資
料
面
で
は
、
清
水
建
設
名
古
屋
東
事
務
所
の
松
原
靖
弘
氏
に
建
設
当
時
の
図
面
を
見
せ
て
い
た
だ
き
、
コ
ピ
ー
を
取
ら
せ
て
い

た
だ
い
た
。
ま
た
本
学
情
報
理
工
学
部
准
教
授
高
橋
洋
子
氏
に
は
、
レ
ー
モ
ン
ド
建
築
設
計
事
務
所
が
製
作
し
た
キ
ャ
ン
パ
ス
模
型
を

見
せ
て
い
た
だ
き
、
貴
重
な
資
料
も
提
供
し
て
い
た
だ
い
た
。
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︹
文
献
︺

・
資
料

１
．
レ
ー
モ
ン
ド
お
よ
び
同
建
築
設
計
事
務
所
の
ス
タ
ッ
フ
に
よ
る
も
の
︵
本
文
中
に
引
用
し
て
い
な
い
も
の
も
含
む
︶

レ
ー
モ
ン
ド
、
ア
ン
ト
ニ
ン　

一
九
六
二　
「
南
山
大
学
総
合
計
画　

名
古
屋
」、﹃
建
築
﹄
二
四
巻
、
一
九
六
二
年
九
月
号
、
一
九
。

―
―
―
―　

一
九
六
四
ａ　
「
自
然
を
基
本
と
し
て
」、﹃
新
建
築
﹄
三
九
巻
、
一
九
六
四
年
九
月
号
、
一
一
六
。

―
―
―
―　

一
九
六
四
ｂ　
「
自
然
と
建
築
―
―
南
山
大
学
の
設
計
に
つ
い
て
」、日
本
語
訳
お
よ
び
英
文
テ
キ
ス
ト
、﹃
建
築
﹄
四
九
巻
、

一
九
六
四
年
九
月
号
、
四
二
。

―
―
―
―　

一
九
六
四
ｃ　
「
日
本
建
築
へ
の
帰
依
」、
芸
術
新
潮
、
一
九
六
四
年
九
月
号
、
七
六
―
七
七
。

―
―
―
―　

一
九
六
五　
「
南
山
大
学
―
―
自
然
と
建
築
」、﹃
建
築
雑
誌
﹄
八
〇
集
九
五
七
号
、
一
九
六
五
年
八
月
号
、
五
八
九
。

―
―
―
―　

一
九
六
七
︵
二
〇
〇
三
︶　
﹃
私
と
日
本
建
築
﹄、
三
沢
浩
訳
、
Ｓ
Ｄ
選
書
一
七
、
鹿
島
出
版
会
。

―
―
―
―　

一
九
七
〇　
﹃
自
伝　

ア
ン
ト
ニ
ン
・
レ
ー
モ
ン
ド
﹄、
三
沢
浩
訳
、
鹿
島
出
版
会
。

五
代
信
作　

一
九
六
二　
「
南
山
大
学
総
合
設
計
計
画
の
概
要
」、﹃
建
築
﹄
二
四
巻
、
一
九
六
二
年
九
月
号
、
二
一
。

―
―
―
―　

一
九
六
四
ａ　
「
南
山
大
学
」、﹃
建
築
文
化
﹄
一
九
巻
、
二
一
五
号
、
一
一
九
。

―
―
―
―　

一
九
六
四
ｂ　
「
南
山
大
学
の
総
合
計
画
と
平
面
設
計
」、﹃
近
代
建
築
一
八
巻
九
月
号
、
九
五
―
九
六
。

―
―
―
―　

一
九
六
四
ｃ　

無
題
、﹃
建
築
﹄
四
九
巻
、
一
九
六
四
年
九
月
号
、
四
五
。
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２
．
そ
の
他
、
キ
ャ
ン
パ
ス
に
関
す
る
資
料

内
田　

晶　

一
九
六
四　
「
南
山
大
学
の
建
築
」、﹃
近
代
建
築
﹄
一
八
巻
、
九
月
号
、
八
二
―
八
三
。

日
本
建
築
学
会　

一
九
六
五　
「﹃
日
本
建
築
学
会
賞
﹄
昭
和
三
十
九
年
度
の
表
彰
業
績
に
対
す
る
推
薦
理
由
」﹃
建
築
雑
誌
﹄
第
八
〇

集
九
五
七
号
、
五
五
四
―
五
五
六
。

中
日
新
聞
一
九
九
七
年
九
月
一
四
日
付
け
記
事
「
愛
知
名
作
の
舞
台
：
南
山
大
キ
ャ
ン
パ
ス
」︵
県
内
総
合
市
民
版
︶。

３
．
都
市
開
発
・
区
画
整
理
関
係
資
料

石
川
栄
耀　

一
九
二
七　
「
八
事
讃
稱
」、﹃
都
市
創
作
﹄
第
三
巻
一
〇
号
、
七
一
―
七
六
。

木
島
死
馬　

一
九
二
七　
「
八
事
懐
顧
」、﹃
都
市
創
作
﹄
第
三
巻
一
〇
号
、
七
七
―
八
五
。

加
藤
光
矩　

一
九
二
七  「
風
光
美
の
八
事
山
」、﹃
都
市
創
作
﹄
第
三
巻
一
〇
号
、
八
六
―
八
八
。

都
市
創
作
会　

一
九
二
七　
「
八
事
開
発
事
業
の
現
況
」、﹃
都
市
創
作
﹄
第
三
巻
一
一
号
、
六
八
―
八
〇
。

笹
原
辰
太
郞　

一
九
二
七　
「
八
事
見
学
会
を
迎
え
て
」、﹃
都
市
創
作
﹄
第
三
巻
一
一
、八
〇
―
八
三
。

大
名
古
屋
土
地
博
覧
会
︵
編
︶　

一
九
二
八　
﹃
大
名
古
屋
の
区
画
整
理
﹄、
大
名
古
屋
土
地
博
覧
会
。

名
古
屋
区
画
整
理
協
会
︵
編
︶　

一
九
三
二　
﹃
大
名
古
屋
の
区
画
整
理
﹄、
名
古
屋
区
画
整
理
協
会
。

４
．
図
面
、
地
図
、
写
真
類

﹃
尾
張
名
所
圖
會
﹄
上
巻
、
巻
之
五
︵
天
保
一
五
年
一
八
四
五
年
︶、︵
一
八
八
〇
年
発
行
︶、
愛
知
県
蔵
版
。　

「
東
郊
丘
岡
地
開
発
計
画
図
」︵
一
九
二
七
年
︶、﹃
都
市
創
造
﹄
第
三
巻
一
〇
号
掲
二
〇
〇
〇
︶
よ
り
転
載
。
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「
名
古
屋
八
事
土
地
整
理
組
合
国
有
地
無
償
編
入
図
」︵
一
九
三
五
年
︶、
名
古
屋
市
市
政
資
料
館
蔵
。

「
教
室
棟　

全
体
断
面
図
」︵
一
九
六
二
年
四
月
六
日
︶
清
水
建
設
名
古
屋
東
事
務
所
蔵
。

「
屋
外
工
事
及
び
詳
細　

屋
内
外
ト
レ
ン
チ
平
面
詳
細
」︵
一
九
六
二
年
五
月
三
〇
日
︶、
清
水
建
設
名
古
屋
東
事
務
所
蔵
。

「
屋
外
工
事
平
面
図
」︵
第
二
期
工
事
︶」︵
日
付
な
し
︶、
清
水
建
設
名
古
屋
東
事
務
所
蔵
。

地
籍
図
「
山
里
町
」、「
八
雲
町
」︵
除
籍
年
月
日
不
明
︶、
名
古
屋
市
市
政
資
料
館
蔵
。

写
真
「
改
訂
し
た
最
后
の
模
型
」、
ア
ル
バ
ム
Ｋ
４
﹃
新
校
舎
︵
３
︶
昭
和
三
九
年
﹄、
南
山
大
学
史
料
室
蔵
。

写
真
「
図
書
館
棟
東
側　

昭
和
三
十
九
年
」、
ア
ル
バ
ム
Ｋ
７
﹃
南
山
大
学
図
書
館
増
設
前
後　

そ
の
他
﹄、
南
山
大
学
史
料
室
蔵
。

空
中
写
真　

K
K

592Y
Z-P20A

　

国
土
地
理
院
。

空
中
写
真　

U
SA

-R
517-N

o.1　

国
土
地
理
院
。

空
中
写
真　

B
13-C

2-28　

国
土
地
理
院
。

デ
ジ
タ
ル
標
高
地
形
図
︵1

：25,000

︶「
名
古
屋
」、D

.1-N
462　

国
土
地
理
院
。

５
．
大
学
・
学
園
史
関
係
資
料

南
山
学
園
︵
編
︶　

一
九
六
四　
﹃
南
山
学
園
の
歩
み
﹄、
南
山
学
園
。

南
山
大
学
五
〇
年
史
作
成
小
委
員
会
︵
編
︶　

一
九
九
九　
﹃
南
山
大
学
五
〇
年
史
写
真
集
﹄、
南
山
大
学
。

南
山
学
園
75
周
年
記
念
誌
編
纂
委
員
会
︵
編
︶　

二
〇
〇
七　
﹃H

O
M

IN
IS D

IG
N

ITATI　

1932-2007　

南
山
学
園
75
周
年
記
念
誌
﹄、

南
山
学
園
。
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・
研
究
文
献

荒
木　

実　

一
九
九
四　
﹃
東
山
古
窯
址
群
﹄、
中
日
出
版
本
社
。

千
葉
徳
爾　

一
九
九
一　
﹃
は
げ
山
の
研
究
︵
増
補
改
訂
版
︶﹄、
そ
し
え
て
。

後
藤
健
太
郎
・
佐
藤
圭
二　

一
九
九
〇　
「
名
古
屋
市
に
お
け
る
戦
中
の
防
空
対
策
が
都
市
計
画
に
及
ぼ
し
た
影
響
」、﹃
一
九
九
〇
年

度
第
二
五
回
日
本
都
市
計
画
学
会
学
術
研
究
文
集
﹄、
四
六
九
―
四
七
四
。

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
、
Ｍ
．　

一
九
二
七
︵
一
九
九
四
︶﹃
存
在
と
時
間
﹄︵
上
︶、
細
谷
貞
雄
訳
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
筑
摩
書
房
。

堀
田
典
裕　

二
〇
〇
〇　
「
八
事
丘
陵
地
／
名
古
屋
―
―
山
林
都
市
︵
林
間
都
市
︶
八
事
丘
陵
地
の
住
宅
開
発
」、
片
木
篤
・
藤
谷
陽
悦
・

角
野
幸
博
編
﹃
近
代
日
本
の
郊
外
住
宅
地
﹄、
鹿
島
出
版
会
。

―
―
―　

二
〇
〇
五　
「﹃
都
市
創
作
﹄
解
説
・
総
目
次
・
索
引
」、﹃
復
刻
版　

都
市
創
作
﹄
別
冊
、
不
二
出
版
。

Ingold, Tim
 2000  The Perception of the Environm

ent : essays in livelihood, dw
elling and skill,  R

outledge, London.

伊
藤
真
司　

二
〇
一
一　
「
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
の
保
存
と
活
用
へ
の
提
言
」、﹃
ア
ル
ケ
イ
ア
―
―
記
録
・
情
報
・
歴
史
﹄
第
五
号
、
南

山
大
学
史
料
室
、
七
七
―
一
一
二
。

加
藤
富
実　

二
〇
〇
三　
「
ア
ン
ト
ニ
ン
・
レ
ー
モ
ン
ド
と
神
言
修
道
会
の
会
員
た
ち
―
―
南
山
大
学
山
里
校
舎
建
設
を
め
ぐ
っ
て
」、

﹃
南
山
大
学
図
書
館
紀
要
﹄
第
八
号
、
南
山
大
学
、
四
一
―
五
九 

。

加
藤
金
逸　

一
九
七
五　
﹃
大
空
に
祈
る
―
―
名
古
屋
防
空
隊
︵
高
射
砲
隊
︶
の
記
録
﹄、「
大
空
に
祈
る
」
刊
行
委
員
会
。

三
沢　

浩　

一
九
九
八
︵
二
〇
〇
七
︶　
﹃
ア
ン
ト
ニ
ン
・
レ
ー
モ
ン
ド
の
建
築
﹄、
Ｓ
Ｄ
選
書
二
四
六
、
鹿
島
出
版
会
。

於
保
俊
・
松
原
輝
男　

二
〇
〇
五 

「
近
世
名
古
屋
東
部
丘
陵
を
通
っ
て
い
た
古
道
か
ら
の
古
景
観
」、﹃
名
古
屋
大
学
博
物
館
報
告
﹄
第

二
一
号
、
一
二
七
―
一
四
〇
。
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リ
ー
ド
、　

Ｅ
．
Ｓ
． 

二
〇
〇
〇
︵
一
九
九
六
︶　
﹃
ア
フ
ォ
ー
ダ
ン
ス
の
心
理
学
―
―
生
態
心
理
学
へ
の
道
﹄
細
田
直
哉
訳
、
新
曜
社
。

坂
井
信
三　

二
〇
一
二　
「
お
く
と
い
う
こ
と
―
―
も
の
の
配
置
と
設
置
を
め
ぐ
る
認
知
論
的
民
族
誌
の
試
み
」、﹃
ア
カ
デ
ミ
ア　

人

文
・
自
然
科
学
編
﹄
第
三
号
、
南
山
大
学
、
一
一
―
三
〇
。

昭
和
区
制
施
行
五
〇
周
年
記
念
事
業
委
員
会
︵
編
︶　

一
九
八
七　
﹃
昭
和
区
誌
﹄、
昭
和
区
制
施
行
五
〇
周
年
記
念
事
業
委
員
会
。

新
修
名
古
屋
市
史
編
集
委
員
会
︵
編
︶　

一
九
九
七　
﹃
第
八
巻　

自
然
編
﹄、
ぎ
ょ
う
せ
い
。

新
修
名
古
屋
市
史
編
集
委
員
会
︵
編
︶　

二
〇
〇
〇　
﹃
第
六
巻
﹄、
ぎ
ょ
う
せ
い
。

高
橋
洋
子　

二
〇
〇
七　
「﹃
南
山
大
学
﹄
と
建
築
家
ア
ン
ト
ニ
ン
・
レ
ー
モ
ン
ド
―
―
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
模
型
の
復
元
に
あ
た
っ
て
―

―
」、﹃
ア
ル
ケ
イ
ア
―
―
記
録
・
情
報
・
歴
史
﹄
第
一
号
、
南
山
大
学
史
料
室
、
七
九
―
九
八
。

　
　
　
　
　

註

︵
1
︶　

第
一
期
工
事
︵
一
九
六
二
年
八
月
～
一
九
六
四
年
三
月
︶
の
完
了
後
、

レ
ー
モ
ン
ド
は
﹃
新
建
築
﹄
と
﹃
建
築
﹄
の
一
九
六
四
年
九
月
号
に
、

そ
れ
ぞ
れ
「
自
然
を
基
本
と
し
て
」︵
レ
ー
モ
ン
ド 

一
九
六
四
ａ
︶、「
自

然
と
建
築
」︵
レ
ー
モ
ン
ド 

一
九
六
四
ｂ
︶
と
題
し
て
南
山
大
学
設
計

の
基
本
理
念
を
述
べ
た
同
一
の
文
章
を
発
表
し
て
い
る
︵
後
者
に
は
英

語
原
文
が
そ
え
ら
れ
て
い
る
︶。
同
じ
文
章
は
、
日
本
建
築
学
会
賞
受

賞
に
と
も
な
っ
て
翌
一
九
六
五
年
八
月
号
の
﹃
建
築
雑
誌
﹄
に
も
「
南

山
大
学
―
自
然
と
建
築
」︵
レ
ー
モ
ン
ド 

一
九
六
五
︶
と
題
し
て
再
掲

さ
れ
て
い
る
。

︵
2
︶　

た
と
え
ば
ア
ン
ト
ニ
ン
・
レ
ー
モ
ン
ド
﹃
自
伝　

ア
ン
ト
ニ
ン
・
レ

ー
モ
ン
ド
﹄︵
一
九
七
〇
︶、
三
沢
浩
﹃
ア
ン
ト
ニ
ン
・
レ
ー
モ
ン
ド
の

建
築
﹄︵
一
九
九
八
︶、
加
藤
富
実
「
ア
ン
ト
ニ
ン
・
レ
ー
モ
ン
ド
と
神

言
修
道
会
の
会
員
た
ち
」︵
二
〇
〇
三
︶、
高
橋
洋
子
「﹃
南
山
大
学
﹄

と
建
築
家
ア
ン
ト
ニ
ン
・
レ
ー
モ
ン
ド
―
―
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
模
型
の

復
元
に
あ
た
っ
て
」︵
二
〇
〇
七
︶、
伊
藤
真
司
「
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
の

保
存
と
活
用
へ
の
提
言
」︵
二
〇
一
一
︶
な
ど
。

︵
3
︶　1
：25,000

デ
ジ
タ
ル
標
高
地
形
図
「
名
古
屋
」D

.1-N
462

、
国

土
地
理
院
作
成
。http://w

w
w

1.gsi.go.jp/geow
w

w
/Laser_H

P/im
age/
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nagoya_all.jpg
︵
4
︶　

愛
知
県
立
図
書
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
あ
る
「
絵
図
の
世
界
」
で
村
絵

図
が
参
照
で
き
る
。http://w

w
w.aichi-pref-library.jp/gazou/search/

index.htm
l

。﹃
昭
和
区
誌
﹄︵
昭
和
区
制
施
行
五
〇
周
年
記
念
事
業
委

員
会　

一
九
八
七
︶
に
は
そ
れ
を
翻
刻
し
た
地
図
と
解
説
が
あ
り
、
利

用
し
や
す
い
。

︵
5
︶　

雑
誌
﹃
都
市
創
作
﹄
が
名
古
屋
の
都
市
開
発
に
果
た
し
た
役
割
に
つ

い
て
は
堀
田
︵
二
〇
〇
五
︶
を
参
照
。

︵
6
︶　
「
風
吹
け
ば
鳴
海
の
浦
に
よ
る
浪
の
音
聞
く
山
の
や
ま
の
名
よ
し
も
」

と
い
う
古
歌
に
あ
る
と
お
り
、
八
事
の
名
所
「
音
聞
山
」
の
名
は
そ
こ

か
ら
来
て
い
る
︵
木
島　

一
九
二
七
：
七
八
︶。

︵
7
︶　

後
註︵
14
︶参
照
。

︵
8
︶　

そ
の
記
録
は
二
種
類
あ
る
。
第
一
は
開
発
が
進
行
中
の
一
九
二
七
年

に
開
催
さ
れ
た
「
八
事
山
紹
介
」
の
催
し
に
あ
わ
せ
て
都
市
計
画
グ
ル

ー
プ
が
工
事
の
経
過
に
つ
い
て
説
明
し
た
「
八
事
開
発
事
業
の
現
況
」

︵﹃
都
市
創
作
﹄
三
巻
一
一
号
︶
で
、
同
三
巻
一
〇
号
に
は
「
東
郊
丘
岡

地
開
発
計
画
図
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
第
二
は
一
九
三
二
年
に
事
業

が
ほ
ぼ
終
了
し
た
段
階
で
、
そ
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
他
都
市
の
都
市
開
発
に

役
立
て
る
た
め
に
名
古
屋
区
画
整
理
協
会
が
ま
と
め
た
小
冊
子
﹃
大
名

古
屋
の
区
画
整
理
﹄
で
あ
る
。

︵
9
︶　

地
図
は
埼
玉
大
学
人
文
学
部
の
谷
謙
二
氏
が
開
発
し
た
「
時
系
列
地

形
閲
覧
ソ
フ
ト　

今
昔
マ
ッ
プ
２
」
か
ら
転
載
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

記
し
て
感
謝
し
ま
す
。

︵
10
︶　

幅
員
十
三
間
五
分
の
道
路
は
、
都
市
計
画
法
︵
一
九
二
〇
年
、
大
正

九
年
︶
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
「
一
等
大
路
第
三
類
」︵
新
修
名
古
屋

市
史
編
纂
委
員
会　

二
〇
〇
〇
：
二
五
一
︶
に
あ
た
る
。
以
下
、
道

路
の
幅
員
は
「
名
古
屋
八
事
土
地
整
理
組
合
国
有
地
無
償
編
入
図
」

︵
一
九
三
五
年
︶︵
名
古
屋
市
市
政
資
料
館
蔵
︶
に
よ
る
。

︵
11
︶　

地
図
３
右
に
見
る
と
お
り
、
区
画
整
理
に
よ
る
「
輪
環
道
路
」
の
西

側
部
分
は
、
標
高
約
五
九
メ
ー
ト
ル
の
ピ
ー
ク
を
避
け
て
大
き
く
迂
回

し
て
い
た
。
こ
の
道
路
は
後
に
直
線
に
つ
け
替
え
ら
れ
た
が
、
キ
ャ
ン

パ
ス
建
設
工
事
で
は
こ
の
迂
回
部
分
を
敷
地
に
取
り
こ
み
、
ピ
ー
ク
を

削
り
こ
ん
で
四
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ト
ラ
ッ
ク
の
た
め
の
整
地
が
お
こ
な

わ
れ
た
︵
南
山
学
園
創
立
75
周
年
記
念
誌
編
纂
委
員
会　

二
〇
〇
七
：

一
五
四
︶。

︵
12
︶　

後
出
図
８
参
照
。

︵
13
︶　

ま
た
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ト
に
直
交
し
て
キ
ャ
ン
パ
ス
を
東
西
に
横
断

す
る
道
も
、
区
画
整
理
の
支
線
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
利
用
し
た
も
の
で
あ

る
。

︵
14
︶　

加
藤
金
逸
著
﹃
大
空
に
祈
る
―
―
名
古
屋
防
空
隊
︵
高
射
砲
隊
︶
の

記
録
﹄︵
一
九
七
五
︶
を
見
る
と
、
昭
和
二
〇
年
七
月
末
の
「
防
空
部

隊
配
置
図
」︵
二
一
〇
―
二
一
一
︶
に
は
じ
め
て
「
川
名
山
」
の
地
名

が
登
場
す
る
の
で
、
陣
地
の
設
置
は
戦
争
の
最
末
期
の
こ
と
だ
っ
た
ら

し
い
こ
と
が
わ
か
る
。
高
射
砲
陣
地
は
工
事
で
削
ら
れ
て
陸
上
グ
ラ
ウ

ン
ド
に
な
っ
た
敷
地
西
側
の
高
地
に
あ
っ
た
︵
南
山
学
園
創
立
75
周
年

記
念
年
誌
編
纂
委
員
会　

二
〇
〇
七
：
一
五
四
︶。
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︵
15
︶　

キ
ャ
ン
パ
ス
建
設
前
の
状
況
に
つ
い
て
、
山
本
勇
郞
氏
は
本
来
幅
員

二
五
メ
ー
ト
ル
あ
る
「
山
手
通
り
は
、
道
路
の
境
界
も
は
っ
き
り
し
な

い
ほ
ど
雑
草
が
生
い
茂
り
、
人
々
は
、
約
五
〇
セ
ン
チ
幅
の
泥
道
を
歩

い
た
」
と
回
顧
し
て
い
る
︵
南
山
学
園
創
立
75
周
年
記
念
年
誌
編
纂
委

員
会　

二
〇
〇
七
：
一
五
三
︶。
近
隣
住
民
の
方
の
話
で
は
、
敗
戦
直

後
の
食
糧
難
時
代
、
幹
線
道
路
に
は
無
秩
序
に
野
菜
畑
が
作
ら
れ
て
い

た
と
い
う
。
さ
ら
に
一
九
五
九
年
︵
昭
和
三
四
年
︶
九
月
の
伊
勢
湾
台

風
の
あ
と
東
山
丘
陵
の
各
所
で
被
災
地
の
復
興
の
た
め
に
土
砂
が
採
取

さ
れ
た
が
、
住
民
の
方
の
話
に
よ
れ
ば
キ
ャ
ン
パ
ス
予
定
地
も
そ
の
対

象
に
な
っ
た
。

︵
16
︶　

学
園
理
事
会
は
昭
和
二
三
年
︵
一
九
四
八
年
︶
に
「
将
来
の
大
学
移
転

を
考
慮
し
て
楽
園
町
、
八
雲
町
、
山
里
町
、
山
手
通
り
、
滝
川
町
に
わ

た
る
約
十
万
坪
を
購
入
す
る
案
を
採
択
」︵
南
山
学
園　

一
九
六
四
：

九
五
︶
し
た
の
で
、
最
初
の
計
画
で
は
敷
地
面
積
が
二
倍
近
く
あ
っ
た

こ
と
が
う
か
が
え
る
。
敗
戦
直
後
の
時
期
ア
メ
リ
カ
か
ら
の
援
助
を
期

待
で
き
る
南
山
学
園
に
と
っ
て
、
東
山
丘
陵
は
ま
と
ま
っ
た
土
地
を
安

価
に
確
保
で
き
る
好
適
な
場
所
だ
っ
た
。
ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
の
形
成
を

民
族
誌
的
に
究
明
す
る
た
め
に
は
、
こ
う
し
た
政
治
経
済
的
側
面
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
大
変
重
要
だ
が
、
本
論
で
は
扱
わ
な
い
。
用

地
取
得
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、﹃
南
山
学
園
の
歩
み
﹄︵
南
山
学
園　

一
九
六
四
︶、﹃
創
立
75
周
年
記
念
年
誌
﹄︵
南
山
学
園
創
立
75
周
年
記

念
年
誌
編
纂
委
員
会　

二
〇
〇
七
︶
の
他
、
加
藤
︵
二
〇
〇
三
︶
に
詳

し
い
。

︵
17
︶　

第
一
期
の
工
事
終
了
後
、レ
ー
モ
ン
ド
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

「
こ
の
計
画
の
成
功
の
大
部
分
は
大
学
当
局
の
忠
実
な
協
力
と
、
建
築

家
の
仕
事
に
対
す
る
並
々
な
ら
な
い
理
解
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
私
は

感
じ
て
お
り
ま
す
。
成
功
に
寄
与
し
た
今
一
つ
の
要
因
は
工
事
を
請
負

っ
た
清
水
建
設
株
式
会
社
の
も
っ
と
も
忠
実
な
施
工
で
あ
り
、
私
は
こ

の
こ
と
に
対
し
て
も
同
様
に
感
謝
し
て
お
り
ま
す
」︵
レ
ー
モ
ン
ド　

一
九
六
四
ａ
︶。

︵
18
︶　

現
存
す
る
模
型
本
体
の
側
面
に
、「10. D

EC. 1961

」
の
日
付
が
記
入

さ
れ
て
い
る
︵
高
橋　

二
〇
〇
七
：
九
二
︶。

︵
19
︶　

敷
地
の
北
に
予
定
さ
れ
て
い
た
体
育
施
設
の
建
設
は
、
第
二
期
工
事

で
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
第
一
期
工
事
が
始

ま
っ
た
一
九
六
二
年
の
段
階
で
は
、
そ
の
部
分
の
市
有
道
路
の
土
地
交

換
が
ま
だ
終
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
レ
ー
モ
ン
ド
は
そ
れ
を

待
た
ず
に
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ト
を
直
線
に
つ
け
替
え
て
し
ま
っ
た
の

で
、
市
当
局
と
ト
ラ
ブ
ル
が
発
生
し
た
と
い
う
︵
山
本
勇
郞
氏
談
︶。

名
古
屋
市
市
政
資
料
館
に
保
存
さ
れ
て
い
る
「
地
籍
図　

山
里
町
、
八

雲
町
」︵
除
籍
時
期
不
明
︶
を
見
る
と
、
第
一
期
工
事
分
の
敷
地
は
市

有
道
路
も
含
め
て
す
で
に
取
得
ず
み
だ
が
、
第
二
期
工
事
分
の
敷
地
取

得
に
は
ま
だ
手
が
つ
い
て
い
な
い
状
態
が
読
み
と
れ
る
。

︵
20
︶　

一
九
四
七
年
の
米
軍
に
よ
る
空
中
写
真
に
は
爆
弾
の
あ
と
が
点
々
と

見
て
取
れ
る
が
、レ
ー
モ
ン
ド
建
築
設
計
事
務
所
の
作
っ
た
図
面
に
も
、

直
径
約
八
メ
ー
ト
ル
深
さ
約
五
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
爆
発
痕
が
Ｇ
棟

北
側
に
四
つ
正
確
に
描
き
こ
ま
れ
て
い
る
。
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建築家アントニン・レーモンドの見た「自然」
︵
21
︶　

図
８
の
駐
車
場
面
に
は
、
整
地
し
て
斜
面
を
埋
め
立
て
る
部
分
が
鉛

筆
書
き
の
斜
線
で
示
さ
れ
て
い
る
。
図
上
部
に
は
、
図
書
館
入
り
口
の

堀
と
土
留
め
の
擁
壁
の
断
面
図
が
同
じ
く
手
書
き
で
描
き
込
ま
れ
て
い

る
の
が
読
み
と
れ
る
。

︵
22
︶　

一
九
五
六
年
の
地
図
で
は
、
す
で
に
野
球
場
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い

た
敷
地
東
側
部
分
だ
け
整
地
さ
れ
て
い
る
の
が
わ
か
る
。

︵
23
︶　

レ
ー
モ
ン
ド
の
建
築
に
デ
ザ
イ
ナ
ー
と
し
て
つ
ね
に
協
力
し
て
い
た

ノ
エ
ミ
夫
人
は
、い
つ
も
そ
う
い
う
や
り
方
を
し
て
い
た
。
三
沢
は「
ペ

イ
ン
ト
の
色
合
わ
せ
に
石
を
ひ
ろ
っ
て
こ
の
色
と
示
し
、
や
や
水
に
ぬ

ら
し
た
泥
を
す
く
っ
て
塗
装
の
見
本
に
す
る
こ
と
な
ど
朝
飯
前
」
だ
っ

た
と
書
い
て
い
る
︵
三
沢　

一
九
九
八
：
二
一
二
︶。

︵
24
︶　

レ
ー
モ
ン
ド
に
よ
る
「
自
然
と
建
築
」︵
一
九
六
四
ｂ
︶
の
英
語
テ
キ

ス
ト
を
読
ん
で
み
る
と
、
彼
が
地
形
と
建
物
と
の
関
係
を
、
非
常
に
単

純
で
か
つ
深
い
植
物
的
な
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
よ
っ
て
と
ら
え
て
い
た
ら
し

い
こ
と
が
感
じ
ら
れ
る
。[a design depending on ] the very nature 

of the ground dictated 

“asym
m

etry

” and variety of levels, fitting 
the ground and seem

ingly grow
ing out of it like the vegetation, 

attached to the ground like by roots.

︵
25
︶　

高
層
建
築
を
避
け
た
キ
ャ
ン
パ
ス
設
計
に
は
、
大
げ
さ
な
モ
ニ
ュ
メ

ン
ト
を
嫌
っ
た
レ
ー
モ
ン
ド
が
つ
ね
づ
ね
重
視
し
て
い
た
「
ヒ
ュ
ー
マ

ン
・
ス
ケ
ー
ル
」
の
考
え
方
も
関
わ
っ
て
い
る
だ
ろ
う
︵
レ
ー
モ
ン
ド

　

一
九
六
四
ｃ
：
七
六
―
七
七
、 cf. 

内
田　

一
九
六
四
：
八
三
︶。

︵
26
︶　

キ
ア
ス
ム︵
仏chiasm

e

︶、カ
イ
ア
ズ
マ
ス︵
英chiasm

us

︶と
は「
交

差
対
位
法
」、「
対
句
変
換
法
」
な
ど
と
訳
さ
れ
る
対
句
の
順
序
を
交
差

さ
せ
る
修
辞
法
で
、
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
の
古
典
や
旧
約
聖
書
の
修
辞

な
ど
に
よ
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。

︵
27
︶　

自
分
以
外
の
誰
か
が
自
分
よ
り
前
に
お
こ
な
っ
た
実
践
の
結
果
を
と

お
し
て
他
者
と
出
会
う
と
い
う
こ
の
認
識
の
構
図
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が

身
の
回
り
に
あ
る
用
具
存
在
と
と
も
に
他
者
を
見
出
す
と
し
た
現
存
在

の
構
図
と
同
じ
構
造
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
︵
ハ
イ
デ

ッ
ガ
ー　

一
九
九
四
：
二
五
八
―
二
五
九
︶。

︵
28
︶　

ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
は
行
為
と
そ
の
結
果
を
介
し
て
社
会
性
を
繰
り
こ

ん
だ
場
で
あ
る
と
い
う
認
識
は
、
地
理
学
的
な
ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
論
か

ら
人
類
学
的
ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
論
へ
の
橋
渡
し
と
し
て
重
要
で
あ
る
と

同
時
に
、
リ
ー
ド
ら
の
生
態
心
理
学
的
な
環
境
の
と
ら
え
方
︵
リ
ー
ド

　

二
〇
〇
〇
︶
と
も
重
な
っ
て
く
る
。
た
だ
し
地
理
的
で
あ
る
と
同
時

に
歴
史
的
で
あ
り
、
社
会
的
で
あ
る
と
同
時
に
認
知
的
で
も
あ
る
場
と

し
て
の
ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
の
民
族
誌
学
へ
の
展
望
は
、
本
稿
の
枠
を
大

き
く
こ
え
て
し
ま
う
の
で
別
稿
に
ゆ
ず
り
た
い
。
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La nature qu'a vue l'architecte Antonin Raymond：
une étude ethnographique sur la transformation d'un paysage

SAKAI, Shinzo

Résumé

　Le campus Yamazato de l'UniversitNanzan va fêter son cinquantième anniversaire 

dans quelques ans. C'est Antonin Raymond, un architecte moderniste américain 

d'origine tchèque qui a dressé le plan du campus et l'a réalisé dans le paysage des 

collines en un groupe de bâtiments unifiés par une voie centrale. 

　Ici nous allons reconstituer les étapes de construction du campus en utilisant 

les documents publiés ou conservés dans les archives. Comment Raymond a-t-il 

rencontré le site du terrain et de quoi s'est-il inspiré le future campus ? Comment 

a-t-il reconnu les conditions botaniques, géologiques ou historiques du terrain et 

commnet les a-t-il modifiées ou conservées pour réaliser un nouveau paysage de 

l'université ? Telles sont les questions que nous allons vérifier. Nous analysons, en 

utilisant la méthode ethnographique, les différentes aspects de la rencontre avec la 

nature d'un architecte et sa lutte pour former un nouveau paysage.


