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か
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建
築
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通
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﹁
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﹂
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﹁
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シ
ェ
ア
ハ
ウ
ス
の
原
点
は
、
八
〇
年
代
の
住
宅
革
命
運
動

三
十
年
前
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
挫
折
、
そ
し
て
︙
︙

私
有
と
い
う
ワ
ナ
に
は
ま
っ
て
し
ま
っ
た

﹁
川
沿
い
の
準
工
業
地
域
﹂
の
面
白
さ
を
発
見
す
る

シ
ェ
ア
ハ
ウ
ス
を
都
心
の
高
齢
者
施
設
に

第
三
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楽
坂
「
Ｔ
Ｒ
Ａ
Ｉ
Ｌ
Ｅ
Ｒ
」
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流
動
す
る
建
築　�
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長
持
ち
す
る
こ
と
が
善
で
あ
る
、
と
い
う
錯
覚

ビ
ル
の
谷
間
に
出
現
し
た
ト
レ
イ
ラ
ー
ハ
ウ
ス
の
ビ
ス
ト
ロ

さ
ま
よ
え
る
建
築
の
原
体
験
は
、
大
学
院
時
代
の
ア
フ
リ
カ
調
査

丹
下
健
三
へ
の
憧
れ
と
失
望

恩
師
・
原
広
司
か
ら
教
わ
っ
た
こ
と

ア
フ
リ
カ
の
集
落
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
的
な
分
散
型
だ
っ
た

人
生
の
目
標
は
、
テ
ン
ト
の
気
楽
さ
を
作
る
こ
と
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歌
舞
伎
座
﹂﹁
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京
中
央
郵
便
局
﹂﹁
て
っ
ち
ゃ
ん
﹂
は
等
価
で
あ
る

椅
子
に
、
壁
に
、
天
井
に
か
ら
み
つ
く
﹁
モ
ジ
ャ
モ
ジ
ャ
﹂

東
京
に
お
け
る
﹁
木
造
﹂
の
価
値
を
再
確
認
し
た

被
災
地
に
作
っ
た
、
木
造
長
屋
の
商
店
街

安
っ
ぽ
さ
を
ハ
ー
ド
で
ど
う
美
し
く
す
る
か
、
そ
れ
が
建
築
家
の
力
量
だ

コ
ス
ト
意
識
が
な
い
建
築
家
は
社
会
か
ら
排
除
さ
れ
る

第
五
章　

池
袋
�
「
ち
ょ
っ
と
ダ
サ
い
」
が
最
先
端　�
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渋
谷
の
﹁
垂
直
都
市
化
﹂
は
世
界
標
準
を
は
る
か
に
超
え
る

タ
カ
ラ
ヅ
カ
が
池
袋
に
や
っ
て
来
た
！

タ
ワ
ー
型
︵
垂
直
︶
の
渋
谷
、
ス
ク
エ
ア
型
︵
水
平
︶
の
池
袋

木
賃
ア
パ
ー
ト
と
タ
ワ
マ
ン
の
＂
マ
リ
ア
ー
ジ
ュ
＂

ピ
ン
チ
は
チ
ャ
ン
ス

│
﹁
消
滅
可
能
性
﹂
シ
ョ
ッ
ク
か
ら
の
反
転
攻
勢
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﹁
南
池
袋
公
園
﹂
の
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン

都
電
荒
川
線
が
池
袋
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
形
成
し
て
い
る

団
地
に
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
が
失
っ
た
も
の
が
あ
る

団
地
に
息
づ
く
﹁
ビ
レ
ッ
ジ
﹂
の
Ｄ
Ｎ
Ａ

都
市
再
生
に
は
﹁
文
化
﹂
が
必
要
だ

終
章　
　

ず
っ
と
東
京
が
好
き
だ
っ
た　�

　

199

東
京
か
ら
放
逐
さ
れ
た
九
〇
年
代

ゼ
ロ
年
代
の
都
市
再
開
発
は
テ
ー
マ
パ
ー
ク
の
手
法
を
引
き
ず
っ
て
い
た

景
観
復
活
の
き
っ
か
け
は
、
東
京
駅
舎
の
復
原
と
丸
の
内
の
再
開
発

震
災
以
降
、
Ｊ
Ｒ
東
日
本
の
ス
タ
ン
ス
が
変
わ
っ
た

﹁
地
元
﹂
を
持
っ
て
い
る
会
社
は
強
い

ユ
ー
ミ
ン
に
は
八
王
子
と
東
北
が
あ
っ
た
か
ら
、
六
本
木
を
発
見
で
き
た

自
分
が
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
に
な
っ
ち
ゃ
え
ば
い
い
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コ
ル
ビ
ュ
ジ
エ
の
建
築
み
た
い
な
ケ
ー
キ

超
高
層
タ
ワ
ー
が
な
い
ま
ち
に
新
し
い
ワ
ー
ク
＝
ラ
イ
フ
が
生
ま
れ
る

コ
ロ
ナ
禍
は
、
東
京
が
大
人
に
な
る
節
目

お
わ
り
に　
　

清
野
由
美　�
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参
考
文
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文
中
写
真
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
の
な
い
も
の
は
清
野
由
美
撮
影
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は
じ
め
に

隈 

研
吾

　

う
ま
く
い
っ
て
い
る
時
、
人
は
な
か
な
か
学
ば
な
い
も
の
で
あ
る
。
人
は
惰
性
に
流
さ
れ
や
す
い
怠
惰

な
生
き
物
で
、
自
分
を
変
え
る
の
は
苦
手
で
あ
る
。
本
当
に
ひ
ど
い
目
に
あ
っ
た
時
、
大
き
な
犠
牲
を
払

っ
て
、
人
は
は
じ
め
て
変
わ
る
こ
と
が
で
き
る
。
僕
自
身
を
振
り
返
っ
て
み
て
も
、
ひ
ど
い
目
に
あ
っ
て
、

人
生
が
い
っ
た
ん
弾は
じ

け
て
、
ど
ん
底
に
な
っ
た
時
に
、
は
じ
め
て
変
わ
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

都
市
も
同
じ
だ
と
思
う
。
う
ま
く
い
っ
て
い
る
時
、
う
ま
く
い
っ
て
い
る
と
思
い
込
ん
で
い
る
時
、
都

市
は
な
か
な
か
変
わ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
都
市
の
方
が
人
間
よ
り
も
っ
と
変
わ
り
に

く
い
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
都
市
は
図
体
が
大
き
い
し
、
ち
ょ
っ
と
変
え
る
だ
け
で
、
巨
額
な
金
が
か
か

る
。
法
律
や
所
有
関
係
な
ど
で
も
、
が
ち
が
ち
に
縛
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
都
市
が
変
わ
る
と
い
う
の
は
想

像
以
上
に
大
変
な
こ
と
で
あ
る
。
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し
か
し
長
い
歴
史
上
に
は
、
都
市
も
変
わ
ら
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
が
何
回
か
あ
っ
た
。
い
つ
か
と
い
う

と
、
人
間
が
変
わ
る
時
と
同
じ
で
、
都
市
が
ひ
ど
い
目
に
あ
っ
た
時
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
シ
カ
ゴ
で
は
一
八
七
一
年
の
大
火
で
、
市
街
地
に
あ
る
煉れ
ん

瓦が

と
木
の
建
築
の
大
半
が
燃
え
て

し
ま
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
大
変
な
犠
牲
を
払
っ
た
後
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
と
鉄
の
街
を
作
ろ
う
と
い
う
こ
と

に
な
り
、
そ
こ
か
ら
「
シ
カ
ゴ
派
」
と
い
う
鉄
骨
造
り
を
中
心
と
し
た
新
し
い
建
築
の
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
が

起
こ
っ
て
、
二
〇
世
紀
ア
メ
リ
カ
の
都
市
の
原
型
が
で
き
あ
が
っ
た
。

「
ひ
ど
い
目
」
の
中
で
も
、
と
り
わ
け
都
市
に
与
え
た
影
響
が
大
き
か
っ
た
の
が
、
一
四
世
紀
の
ペ
ス
ト

の
流
行
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
ペ
ス
ト
が
中
世
の
時
代
に
終
止
符
を
打
ち
、
そ
の
後
に
ル
ネ
サ
ン

ス
が
到
来
し
た
。

　

ル
ネ
サ
ン
ス
は
よ
く
「
文
化
の
復
興
」
と
訳
さ
れ
る
が
、
そ
の
作
用
は
都
市
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
っ

た
。
中
世
の
都
市
は
一
言
で
い
え
ば
ゴ
チ
ャ
ゴ
チ
ャ
と
し
て
い
た
。
ス
ト
リ
ー
ト
は
狭
く
、
不
衛
生
で
、

ゆ
え
に
ペ
ス
ト
の
温
床
と
な
っ
た
。
ル
ネ
サ
ン
ス
の
都
市
計
画
は
、
整
然
と
し
た
ス
ト
リ
ー
ト
を
指
向
し

│
実
際
に
は
ほ
と
ん
ど
実
現
し
な
か
っ
た
が

│
都
市
の
単
位
と
な
る
建
築
も
、
整
然
と
し
た
も
の

が
目
指
さ
れ
た
。
ペ
ス
ト
か
ら
人
々
を
救
え
な
か
っ
た
キ
リ
ス
ト
教
会
に
対
す
る
信
頼
低
下
も
、
こ
こ
で
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一
役
買
っ
た
。
神
に
頼
っ
て
ば
か
り
い
な
い
で
、
自
分
の
頭
で
考
え
よ
う
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
数
学
、

科
学
が
重
要
視
さ
れ
、
数
学
に
よ
っ
て
形
態
を
整
理
し
、
寸
法
を
計
算
さ
れ
た
ル
ネ
サ
ン
ス
の
建
築
と
都

市
が
歴
史
に
登
場
し
た
わ
け
で
あ
る
。

　

こ
の
、
ペ
ス
ト
か
ら
ル
ネ
サ
ン
ス
へ
と
い
う
流
れ
の
行
き
着
い
た
果
て
が
、
二
〇
世
紀
で
あ
っ
た
と
僕

は
考
え
る
。
整
然
と
し
て
閉
じ
た
ハ
コ
を
、
ど
ん
ど
ん
建
て
て
、
ど
ん
ど
ん
大
き
く
す
る
と
い
う
流
れ
だ
。

超
高
層
が
乱
立
す
る
現
代
の
巨
大
都
市
を
イ
メ
ー
ジ
す
れ
ば
、
流
れ
の
最
終
形
を
僕
ら
は
容
易
に
想
像
で

き
る
だ
ろ
う
。

　

こ
こ
で
最
も
重
視
さ
れ
た
基
準
は
何
か
と
い
う
と
「
効
率
性
」
で
あ
っ
た
。
閉
じ
た
ハ
コ
、
す
な
わ
ち

人
工
的
な
環
境
に
人
を
閉
じ
込
め
る
こ
と
、
閉
じ
込
め
ら
れ
る
こ
と
が
「
効
率
的
」
で
あ
る
と
さ
れ
、
そ

れ
が
「
幸
福
」
で
あ
る
と
も
定
義
さ
れ
た
。
大
都
市
の
工
場
や
オ
フ
ィ
ス
ビ
ル
は
ハ
コ
の
典
型
で
あ
り
、

中
で
も
超
高
層
ビ
ル
は
、
そ
れ
ら
の
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
だ
っ
た
。
人
々
は
、
電
車
や
バ
ス
と
い
う
ハ
コ
に
詰

め
込
ま
れ
て
、
自
然
を
破
壊
し
て
建
て
た
郊
外
の
ハ
コ
に
帰
る
。
そ
の
行
動
様
式
が
、
ポ
ス
ト
ペ
ス
ト
時

代
の
生
活
の
デ
フ
ォ
ル
ト
に
な
っ
た
。
僕
は
こ
れ
を
「
オ
オ
バ
コ
モ
デ
ル
」
と
呼
ぶ
。
実
際
の
と
こ
ろ
、

「
オ
オ
バ
コ
モ
デ
ル
」
は
、
今
や
少
し
も
効
率
的
で
は
な
く
、
ス
ト
レ
ス
の
原
因
で
し
か
な
い
。
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オ
オ
バ
コ
モ
デ
ル
に
至
る
ま
で
の
人
類
史
に
は
、
先
述
し
た
シ
カ
ゴ
大
火
以
前
か
ら
、
リ
ス
ボ
ン
大
地

震
（
一
七
五
五
年
）
に
よ
る
都
市
デ
ザ
イ
ン
の
転
換
な
ど
、
歴
史
的
な
事
件
が
起
こ
っ
て
い
た
が
、
振
り

返
れ
ば
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
ペ
ス
ト
禍
か
ら
超
高
層
ビ
ル
へ
と
い
う
大
き
な
流
れ
の
中
で
の
、
小
さ
な
エ

ピ
ソ
ー
ド
に
見
え
て
く
る
。

　

そ
し
て
二
〇
二
〇
年
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
世
界
的
な
感
染
拡
大
で
あ
る
。
ポ
ス
ト
ペ
ス
ト
以
来

の
流
れ
に
よ
っ
て
、
世
界
中
を
埋
め
尽
く
し
た
巨
大
な
都
市
の
人
工
空
間
が
、
い
か
に
脆も
ろ

く
、
い
か
に
生

物
と
し
て
の
人
間
の
生
理
に
反
し
た
不
自
然
な
も
の
で
あ
る
か
。
こ
こ
に
来
て
、
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
が
、

そ
の
問
い
を
世
界
に
つ
き
つ
け
た
よ
う
に
僕
は
感
じ
る
。
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
が
来
な
け
れ
ば
、
僕
た
ち
は

ポ
ス
ト
ペ
ス
ト
の
慣
性
の
ま
ま
、
都
市
に
閉
じ
込
め
ら
れ
、
効
率
性
の
神
話
を
信
じ
続
け
て
い
た
か
も
し

れ
な
い
。
方
向
転
換
も
で
き
ぬ
ま
ま
、
不
自
由
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
自
分
の
姿
に
気
が
付
く
こ
と
な
く
、

さ
ら
に
オ
オ
バ
コ
を
積
み
重
ね
続
け
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。

　

と
り
わ
け
日
本
は
、
こ
の
オ
オ
バ
コ
シ
ス
テ
ム
の
優
等
生
で
あ
っ
た
。
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
日
本
は
、

オ
オ
バ
コ
を
作
る
こ
と
で
、
欧
米
に
キ
ャ
ッ
チ
ア
ッ
プ
し
よ
う
と
走
り
続
け
た
。
そ
の
熱
情
を
支
え
て
い

た
の
は
、
そ
れ
以
前
の
日
本
の
都
市
が
、
オ
オ
バ
コ
の
対
極
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
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た
と
え
ば
江
戸
の
ま
ち
で
は
、
通
り
は
狭
く
、
ヒ
ュ
ー
マ
ン
ス
ケ
ー
ル
で
、
木
造
の
家
は
風
通
し
が
よ

く
、
公
私
の
境
は
あ
い
ま
い
だ
っ
た
。
こ
れ
は
オ
オ
バ
コ
と
は
、
実
に
対
照
的
な
姿
で
あ
る
。
江
戸
の
ま

ち
は
、
そ
の
ヒ
ュ
ー
マ
ン
ス
ケ
ー
ル
を
保
ち
な
が
ら
、
他
の
い
か
な
る
国
よ
り
も
衛
生
的
で
あ
り
、
環
境

資
源
の
リ
サ
イ
ク
ル
を
含
め
て
、
効
率
性
の
高
い
都
市
シ
ス
テ
ム
を
構
築
し
て
い
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
世

界
の
オ
オ
バ
コ
化
の
流
れ
に
巻
き
込
ま
れ
る
こ
と
な
く
、
日
本
独
自
の
シ
ス
テ
ム
と
し
て
、
第
二
次
大
戦

時
ま
で
サ
バ
イ
バ
ル
で
き
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
敗
戦
に
よ
っ
て
、
日
本
は
江
戸
シ
ス
テ
ム
と
は
訣け
つ

別べ
つ

し
、
オ
オ
バ
コ
シ
ス
テ
ム
に
追
い
つ
こ
う

と
、
政
治
、
経
済
が
一
丸
と
な
っ
て
疾
走
を
開
始
し
た
。
そ
の
中
心
と
な
っ
た
担
い
手
こ
そ
が
、
建
設
産

業
で
あ
っ
た
。
建
設
産
業
は
政
治
を
支
え
、
政
治
は
逆
に
建
設
産
業
を
支
え
る
こ
と
で
、
日
本
は
戦
後
に

効
率
性
至
上
主
義
へ
と
な
だ
れ
を
打
つ
。

　

オ
オ
バ
コ
シ
ス
テ
ム
は
、
オ
フ
ィ
ス
空
間
の
み
な
ら
ず
、
都
市
の
す
べ
て
の
空
間
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
。

教
育
も
同
じ
く
、
生
徒
を
均
質
な
オ
オ
バ
コ
に
詰
め
込
ん
で
、「
平
等
」
に
授
業
を
供
し
、
そ
れ
と
は
矛

盾
す
る
競
争
に
駆
り
立
て
る
こ
と
が
効
率
的
と
さ
れ
た
。
そ
こ
で
育
っ
た
子
ど
も
た
ち
は
、
そ
の
ま
ま
企

業
と
い
う
オ
オ
バ
コ
に
詰
め
込
ま
れ
、
同
じ
よ
う
に
激
し
く
競
争
さ
せ
ら
れ
て
、
あ
る
年
齢
に
達
し
た
り
、
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「
効
率
」
が
落
ち
て
き
た
り
す
る
と
、
オ
オ
バ
コ
か
ら
放
り
出
さ
れ
た
。
そ
の
シ
ス
テ
ム
が
人
間
に
強
い

る
大
き
な
ス
ト
レ
ス
に
対
し
て
も
、
効
率
性
の
名
の
も
と
に
、
目
が
つ
ぶ
ら
れ
続
け
た
。

　

日
本
国
民
に
よ
る
「
疾
走
」
の
ユ
ニ
ー
ク
な
点
は
、
こ
の
オ
オ
バ
コ
シ
ス
テ
ム
が
曲
が
り
角
に
来
て
も
、

依
然
と
し
て
み
ん
な
が
走
り
続
け
た
こ
と
で
あ
る
。
二
一
世
紀
は
、
経
済
の
低
成
長
、
そ
の
前
提
と
な
る

高
齢
化
社
会
の
到
来
で
、
オ
オ
バ
コ
の
必
要
性
は
そ
も
そ
も
薄
れ
て
い
た
。
実
際
、
Ｉ
Ｔ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー

の
発
達
に
よ
っ
て
、
オ
オ
バ
コ
に
閉
じ
込
め
ら
れ
な
く
と
も
、
僕
た
ち
は
す
で
に
十
分
効
率
的
に
、
し
か

も
、
は
る
か
に
気
楽
で
自
由
に
仕
事
を
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
人

は
風
通
し
の
悪
い
オ
オ
バ
コ
に
こ
だ
わ
り
続
け
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
建
設
産
業
の
「
サ
ム
ラ
イ
化
」
が

あ
る
と
僕
は
に
ら
ん
で
い
る
。

　

江
戸
時
代
以
前
の
戦
国
時
代
は
、
戦
後
の
日
本
が
建
設
産
業
を
必
要
と
し
て
い
た
よ
う
に
、「
武
士

（
お
サ
ム
ラ
イ
さ
ん
）」
と
い
う
武
装
集
団
を
社
会
が
必
要
と
し
て
い
た
。
そ
れ
ら
武
士
の
集
団
は
、
江
戸

時
代
に
世
の
中
が
静
か
に
な
っ
た
後
に
は
、
も
は
や
必
要
が
な
く
な
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
徳
川
政
府
は
彼

ら
を
社
会
の
上
位
の
階
層
と
し
て
温
存
し
、
奉
っ
た
。
温
情
社
会
な
ら
で
は
の
、
そ
し
て
、
慣
性
力
が
や

た
ら
に
強
い
日
本
な
ら
で
は
の
、
や
さ
し
く
生な
ま

温ぬ
る

い
決
断
で
あ
る
。
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そ
れ
と
同
じ
こ
と
が
、
昭
和
か
ら
平
成
に
か
け
て
起
こ
っ
た
。

　

都
市
に
オ
オ
バ
コ
を
早
急
に
整
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
昭
和
の
時
代
に
は
、
建
設
産
業
が
国
を

支
え
、
社
会
全
体
が
建
設
産
業
を
必
要
と
し
た
。
戦
国
時
代
に
マ
ッ
チ
ョ
な
武
士
集
団
が
必
要
と
さ
れ
た

よ
う
に
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
と
鉄
で
、
大
き
く
て
密
閉
さ
れ
た
も
の
を
作
る
だ
け
の
マ
ッ
チ
ョ
集
団
を
、
社

会
シ
ス
テ
ム
が
必
要
と
し
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
現
在
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
平
成
以
降
、
昭
和
と
は
う
っ
て
変
わ
っ
た
低
成
長
、
少
子
化
と

高
齢
化
が
、
社
会
の
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
そ
ん
な
時
代
に
マ
ッ
チ
ョ
な
建
設
産
業
は
、
江
戸
期

の
武
士
集
団
と
同
じ
く
、
も
は
や
無
用
の
長
物
と
化
し
た
。
そ
れ
で
も
幕
府
＝
政
府
は
、
建
設
産
業
の
集

団
主
義
、
統
制
主
義
が
、
選
挙
の
強
力
な
集
票
装
置
に
な
り
え
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
か
ら
、
建
設
産
業

を
可
能
な
限
り
保
護
し
、
優
遇
し
続
け
た
。

　

こ
れ
は
き
わ
め
て
日
本
的
な
現
象
で
も
あ
っ
た
。
オ
オ
バ
コ
化
は
近
代
に
お
け
る
世
界
的
な
歴
史
現
象

で
は
あ
っ
た
が
、
金
融
や
Ｉ
Ｔ
の
よ
う
な
「
軽
い
」
産
業
の
方
が
儲も
う

か
る
と
気
付
い
た
諸
国
は
、
い
ち
早

く
そ
こ
か
ら
卒
業
し
て
い
る
。
し
か
し
、
日
本
は
前
世
紀
的
な
建
設
産
業
を
担
っ
て
い
た
社
会
集
団
＝
武

士
を
温
存
し
て
、
オ
オ
バ
コ
化
か
ら
の
卒
業
が
遅
れ
た
。
だ
か
ら
日
本
の
都
市
は
い
ま
だ
、
固
く
、
重
く
、



初校
三校
責了

（16）

新書エ月刊　新・東京論
� P. 16

集英社
179.0

218.0
×１

16

閉
じ
た
ま
ま
な
の
で
あ
る
。

　

コ
ロ
ナ
の
後
の
都
市
の
テ
ー
マ
は
「
衛
生
」
で
は
な
く
「
自
由
」
で
あ
る
。
人
が
ハ
コ
に
閉
じ
込
め
ら

れ
て
、
同
じ
時
間
に
通
勤
、
通
学
さ
せ
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
好
き
な
時
に
、
好
き
な
場
所
で
仕
事
を
し
、

眠
り
、
移
動
を
す
る
。
現
代
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
は
、
す
で
に
そ
の
自
由
を
僕
ら
に
与
え
て
い
る
。
し
か
し
、

都
市
が
、
そ
し
て
建
築
が
、
そ
の
邪
魔
を
し
て
い
る
。

　

僕
も
含
め
て
建
築
設
計
者
も
ま
た
、
長
い
間
、
武
士
で
あ
っ
た
。
時
代
か
ら
取
り
残
さ
れ
、
必
要
と
さ

れ
な
く
な
っ
た
社
会
集
団
は
、
新
し
い
現
実
を
理
解
で
き
な
い
ま
ま
に
、
自
分
た
ち
の
美
学
を
日
本
刀
の

よ
う
に
磨
き
上
げ
、
内
側
の
倫
理
観
を
人
に
押
し
付
け
て
、
ふ
ん
ぞ
り
返
る
。
倫
理
と
い
う
の
は
、
し
ば

し
ば
そ
の
よ
う
な
目
的
で
使
わ
れ
る
。
人
の
お
金
で
、
建
築
を
作
ら
せ
て
も
ら
っ
て
い
る
く
せ
に
、
現
実

の
社
会
か
ら
仕
事
を
い
た
だ
い
て
い
る
く
せ
に
、
そ
の
現
実
を
見
下
し
、
自
分
た
ち
の
美
学
、
倫
理
の
方

が
上
等
で
あ
る
と
勘
違
い
し
た
。

　

そ
の
こ
と
に
気
付
く
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
僕
は
自
分
で
小
さ
な
商
売
を
始
め
る
こ
と
に
し
た
。
若
い

仲
間
と
シ
ェ
ア
ハ
ウ
ス
を
作
り
、
そ
の
屋
上
に
野
菜
を
植
え
た
。
木
の
ト
レ
ー
ラ
ー
ハ
ウ
ス
を
デ
ザ
イ
ン

し
、
そ
の
ト
レ
ー
ラ
ー
ハ
ウ
ス
で
実
際
に
移
動
式
の
飲
食
店
を
経
営
し
て
み
た
。
小
さ
な
工
場
や
田
舎
の
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職
人
と
直
接
つ
な
が
っ
て
、
一
緒
に
新
し
い
材
料
に
挑
戦
し
、
セ
ル
フ
メ
イ
ド
建
築
の
可
能
性
を
追
究
し

た
。
廃
品
の
収
集
、
再
生
を
商
売
と
す
る
人
た
ち
と
知
り
合
い
、
廃
品
を
主
役
に
し
た
建
築
も
作
り
始
め

た
。
オ
オ
バ
コ
の
外
側
に
あ
る
風
通
し
の
い
い
場
所
、
そ
こ
で
生
き
る
自
由
な
人
た
ち
と
仕
事
を
し
、
暮

ら
す
こ
と
で
、
そ
れ
が
い
か
に
自
由
で
あ
る
か
を
知
っ
た
。

　

コ
ロ
ナ
後
の
未
知
の
時
代
を
、
ど
う
生
き
る
か
、
そ
の
新
し
い
地
面
の
上
に
ど
の
よ
う
な
都
市
を
作
る

べ
き
か
。
自
分
自
身
の
小
さ
な
体
験
が
、
何
か
を
教
え
て
く
れ
る
。
そ
の
た
め
の
具
体
的
な
ヒ
ン
ト
を
、

清
野
由
美
さ
ん
と
も
う
一
度
考
え
、
探
し
た
結
果
が
、
こ
の
本
に
な
っ
た
。
ペ
ス
ト
か
ら
約
七
百
年
。
僕

た
ち
は
歴
史
の
大
き
な
折
り
返
し
点
に
立
っ
て
い
る
。


