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建
設
中
の
住
宅
が
あ
る
。
ま
だ
床
を
張
っ
て
い
な
い
か
ら
、
鉄

筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
基
礎
と
地
表
が
む
き
だ
し
に
な
っ
て
い
る
。

壁
も
天
井
も
な
い
、
た
だ
の
柱
と
梁
と
屋
根
の
骨
組
で
あ
る
。
さ

て
、
こ
れ
は
住
宅
だ
ろ
う
か
。
住
宅
と
し
て
計
画
・
設
計
さ
れ
、

す
で
に
着
工
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
い
ち
お
う
法
的
に
は
住
宅
と

呼
ぶ
こ
と
は
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
ま
だ
竣
工
し
て
い
な

い
。
骨
組
だ
け
の
状
態
で
あ
る
。
い
ま
の
と
こ
ろ
誰
も
住
ん
で
お

ら
ず
、
誰
の
住
ま
い
と
し
て
も
機
能
し
て
い
な
い
。
よ
っ
て
、
実

質
的
に
は
ま
だ
住
宅
で
は
な
い
と
も
言
え
る
。

　

で
は
、
次
の
場
合
は
ど
う
か
。

　

夜
道
を
歩
く
若
い
男
女
の
「
通
行
人
」
が
あ
る
住
宅
街
に
入

る
。
そ
の
一
画
に
開
け
た
住
宅
の
建
設
現
場
を
、
ふ
と
目
に
と
め

る
。「
庭
木
の
な
い
が
ら
ん
と
し
た
空
間
が
生
垣
の
内
に
沈
み
、

そ
の
一
方
の
側
に
屋
根
を
の
せ
た
骨
組
だ
け
の
家
が
ぼ
う
と
浮
か

び
上
」
が
っ
て
い
る
。
道
を
先
へ
進
も
う
と
す
る
男
に
対
し
て
、

女
は
立
ち
止
ま
っ
て
、「
三
百
坪
か
四
百
坪
は
あ
る
」
広
い
敷
地

を
垣
根
越
し
に
覗
く
。
ま
る
で
「
暗
く
静
ま
る
空
地
に
溜
め
ら
れ

た
澄
ん
だ
空
気
を
懸
命
に
呼
吸
し
よ
う
と
す
る
か
の
よ
う
」
に
。

そ
の
と
き
女
は
、
男
に
こ
う
問
い
か
け
る
。「
こ
の
う
ち
、
く
れ

る
っ
て
言
わ
れ
た
ら
ど
う
す
る
」
と
。
男
は
、
金
に
換
え
る
、
と

即
答
す
る
。
建
築
物
自
体
に
は
興
味
が
な
い
ら
し
い
。
し
か
し
女

は
、「
で
も
、
二
、
三
日
な
ら
、
住
ん
で
み
て
も
面
白
い
か
も
よ
」

と
食
い
さ
が
る
。「
大
き
な
ソ
フ
ァ
ー
の
上
で
寝
た
り
し
て
さ
」。

そ
の
言
葉
を
聞
い
た
と
き
、
男
の
「
身
体
が
急
に
生
垣
に
吸
い
寄
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せ
ら
れ
る
」。
彼
の
眼
は
「
建
て
か
け
の
家
か
ら
離
れ
な
く
な

る
」。
女
と
一
夜
を
過
ご
す
場
所
を
探
し
て
い
た
か
ら
だ
。

　

男
は
建
設
現
場
の
敷
地
内
に
足
を
踏
み
入
れ
る
。
し
か
し
女

は
、「
誰
か
い
た
ら
ど
う
す
る
」
と
不
安
が
る
。
対
照
的
に
、
男

は
む
し
ろ
、「
誰
か
」
が
い
る
と
想
定
し
よ
う
と
す
る
。「
今
晩

は
」
と
か
、「
ど
う
も
、
ご
ぶ
さ
た
し
ま
し
て
、
す
み
ま
せ
ん
」

な
ど
と
架
空
の
家
主
に
挨
拶
し
な
が
ら
、
敷
地
内
に
入
っ
て
い

く
。
自
分
た
ち
が
正
式
に
招
か
れ
た
客
で
あ
る
か
の
よ
う
に
振
舞

う
こ
と
で
、
不
法
侵
入
の
罪
悪
感
を
取
り
除
こ
う
と
し
て
い
る
の

だ
ろ
う
。「
早
く
御
挨
拶
し
な
」
と
促
さ
れ
た
女
は
、
そ
う
し
た

男
の
演
技
に
、
気
後
れ
し
な
が
ら
も
付
き
合
う
よ
う
に
な
る
。

「
首
を
突
き
出
す
子
供
の
よ
う
な
仕
種
で
」「
曖
昧
に
会
釈
」
し
て

男
の
あ
と
に
続
く
。

　

こ
う
し
て
、
そ
こ
は
も
は
や
た
だ
の
建
設
現
場
で
は
な
く
な
る
。

空
想
的
に
、
彼
ら
の
住
宅
へ
と
変
貌
し
て
い
く
。
そ
の
空
想
の
住

宅
は
、
彼
ら
の
言
葉
や
身
振
り
に
よ
っ
て
補
強
さ
れ
て
い
く
。
ま

る
で
幼
い
頃
の
〝
ま
ま
ご
と
〟
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
。
あ
る

い
は
い
つ
だ
っ
て
演
劇
の
舞
台
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
。
物
理
的

に
は
柱
と
梁
だ
け
の
骨
組
の
表
面
に
、
空
想
的
に
壁
や
天
井
が
仮

構
さ
れ
る
。「
あ
、
ス
リ
ッ
パ
は
結
構
で
す
よ
。
靴
の
ま
ま
い
れ

て
も
ら
い
ま
す
」
な
ど
と
台
詞
を
重
ね
れ
ば
重
ね
る
ほ
ど
、
こ
の

空
想
の
住
宅
は
リ
ア
リ
テ
ィ
を
増
す
。
彼
ら
の
言
葉
や
身
振
り
の

一
つ
ひ
と
つ
が
、
こ
の
空
想
の
住
宅
の
建
材
と
し
て
積
み
上
げ
ら

れ
る
。

　

屋
内
に
入
り
こ
ん
だ
二
人
は
、
や
が
て
、「
柱
し
か
見
え
な

か
っ
た
家
の
奥
に
一
ヵ
所
だ
け
、
土
台
の
枠
か
ら
眼
の
高
さ
ま
で

三
方
に
ブ
ロ
ッ
ク
を
積
み
重
ね
た
隅
」
を
発
見
す
る
。「
お
風
呂

場
じ
ゃ
な
い
の
」
と
推
測
す
る
女
に
対
し
て
、
男
は
「
こ
こ
が
寝

室
な
ん
だ
っ
て
」
と
言
い
張
る
。
三
方
が
ブ
ロ
ッ
ク
に
囲
ま
れ
た

部
屋
。
そ
の
建
築
構
造
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
そ
こ
は
女
の
言
う
よ

う
に
浴
室
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
彼
ら
が
足
を
踏
み
入
れ
た
の
は
、

敷
地
内
に
「
材
木
」
が
積
ま
れ
「
木
の
香
」
が
す
る
木
造
住
宅

だ
っ
た
。
木
造
の
場
合
、
浴
室
の
外
壁
の
施
工
に
際
し
て
は
、
防

水
・
防
湿
の
た
め
に
コ
ン
ク
リ
ー
ト
・
ブ
ロ
ッ
ク
を
下
地
材
と
す

る
こ
と
が
多
い
（
そ
う
し
な
い
と
周
囲
の
木
材
が
腐
食
す
る
）。

ブ
ロ
ッ
ク
を
積
む
の
が
「
眼
の
高
さ
ま
で
」
な
の
は
、
そ
の
上
に

採
光
・
換
気
用
の
開
口
部
を
設
け
る
た
め
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
、
そ
こ
は
浴
室
と
し
て
設
計
さ
れ
、
こ
の
住
宅
が
竣
工
し
た
後



も
、
そ
こ
は
浴
室
と
し
て
使
用
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、

建
設
中
の
こ
の
浴
室
は
、
骨
組
だ
け
の
こ
の
建
築
物
全
体
が
そ
う

で
あ
る
よ
う
に
、
別
の
何
物
か
と
な
る
余
地
を
残
し
て
い
る
。
男

は
空
想
を
材
料
と
し
て
そ
の
余
地
を
埋
め
る
こ
と
で
、
こ
の
空
間

を
「
寝
室
」
へ
と
仮
構
す
る
。
暗
闇
で
戯
れ
る
男
女
の
囁
き
声
、

彼
ら
の
発
散
す
る
熱
気
と
湿
気
が
、
ブ
ロ
ッ
ク
の
囲
い
に
籠
り
、

内
部
空
間
を
空
想
的
に
醸
成
し
て
い
く
。

身
体
の
匂
い
に
溶
け
か
か
っ
た
声
が
光
の
遮
ら
れ
た
部
屋
に

浮
か
び
、
そ
の
ま
ま
消
え
ず
に
い
つ
ま
で
も
残
っ
て
い
る
。

ブ
ロ
ッ
ク
の
な
い
側
面
に
下
か
ら
少
し
ず
つ
熱
い
壁
が
育
ち

は
じ
め
る
。
三
方
を
囲
む
ブ
ロ
ッ
ク
の
肌
が
滲
み
出
す
汗
で

滑
ら
か
に
被
わ
れ
、
陶
器
に
似
た
艶
や
か
な
壁
を
作
り
出
す
。

生
成
さ
れ
た
「
壁
」
が
「
陶
器
」
の
よ
う
に
「
艶
や
か
」
に
見
え

る
の
は
、
そ
こ
が
タ
イ
ル
張
り
の
浴
室
と
し
て
設
計
さ
れ
た
か
ら

だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
そ
の
「
壁
」
の
「
肌
が
滲
み
出
す
汗
で

滑
ら
か
に
被
わ
れ
」
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
の
は
、
そ
れ
が

男
女
の
「
身
体
」
か
ら
滲
み
出
し
た
空
想
だ
か
ら
だ
ろ
う
か
。

　

一
二
の
連
作
と
し
て
構
成
さ
れ
た
黒
井
千
次
『
群
棲
』（
一
九

八
四
・
四）

1
（

）
の
二
作
目
で
あ
る
「
通
行
人
」（『
群
像
』
一
九
八

一
・
一
〇）

2
（

）
は
、
以
上
の
よ
う
に
、
物
理
的
な
構
造
体
と
し
て
の

建
築
物
が
、
そ
の
空
間
を
経
験
す
る
人
間
の
空
想
に
よ
っ
て
変
質

し
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
を
描
い
た
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
。
注
意
し
た
い

の
は
、
そ
れ
が
た
だ
の
客
観
的
な
建
築
物
の
記
述
で
も
、
主
観
的

な
空
想
的
イ
メ
ー
ジ
の
記
述
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
実

物
と
し
て
の
建
築
物
と
、
そ
こ
か
ら
生
成
す
る
空
想
的
イ
メ
ー
ジ

と
の
重
な
り
合
い

0

0

0

0

0

と
し
て
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
建
築
表
象
は
織
り

成
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
の
目
的
は
、
そ
の
具
体
相
を
析
出
す
る
こ

と
で
あ
る
。

2
　

三
木
卓
は
、『
群
像
』
の
「
創
作
合
評
」（
一
九
八
四
・
三）

3
（

）
で

こ
の
「
通
行
人
」
に
つ
い
て
、「
二
人
の
恋
人
同
士
の
意
識
の
中

に
あ
る
世
界
と
現
実
に
あ
る
世
界
と
、
二
つ
の
世
界
が
並
存
し
て

い
っ
て
い
て
、
人
物
た
ち
は
ど
っ
ち
の
世
界
に
も
出
た
り
入
っ
た

り
し
て
そ
の
時
間
を
生
き
て
い
る
と
い
う
感
じ
が
あ
る
」
と
評
し

た
。
こ
こ
で
三
木
は
「
意
識
の
中
に
あ
る
世
界
」
と
「
現
実
に
あ

19　　建設現場と空想─黒井千次「通行人」論
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る
世
界
」
と
を
区
別
し
た
上
で
、
そ
の
両
方
が
「
並
存
」
し
て
い

る
と
こ
ろ
に
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
固
有
性
を
見
出
し
て
い
る
。

「
文
学
と
い
う
も
の
は
そ
う
い
う
場
合
を
扱
う
と
き
に
最
も
精
彩

を
発
揮
す
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
」。

　

同
じ
こ
と
は
三
木
の
次
の
よ
う
な
発
言
に
も
窺
え
る
。

技
法
的
に
お
も
し
ろ
い
な
ァ
と
思
っ
た
の
は
、
黒
井
さ
ん
が

必
ず
し
も
い
ま
こ
こ

0

0

0

0

に
あ
る
現
実
だ
け
を
現
実
だ
と
し
な
い

で
、
幻
想
も
ま
た
現
実
で
あ
る
か
の
ご
と
く
、
非
常
に
物
質

化
し
た
表
現
の
仕
方
を
し
て
幻
想
を
書
い
て
い
る
の
で
、
読

ん
で
い
る
と
、
現
実
を
書
い
て
い
る
と
思
っ
て
い
る
と
、
い

つ
の
ま
に
か
幻
想
の
方
へ
持
っ
て
い
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ

と
が
起
り
ま
す
。
あ
る
と
こ
ろ
ま
で
読
ん
で
か
ら
気
づ
い

て
、
あ
あ
そ
う
か
、
こ
こ
は
幻
想
だ
っ
た
の
か
と
思
う
こ
と

に
な
る
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
は
こ
の
作
品
の
場
合
の
現
実
に

向
う
態
度
み
た
い
な
問
題
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
わ
け
で
す

ね
。
い
ま
こ
こ

0

0

0

0

に
素
朴
に
あ
る
現
実
だ
け
じ
ゃ
な
い
現
実
を

も
現
実
と
し
て
と
ら
え
る
と
い
う
こ
と
を
意
識
な
さ
っ
て
し

て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
（
…
）。（
傍
点
引
用
者
）

三
木
が
言
う
「
現
実
」
と
は
、「
い
ま
こ
こ
に
あ
る
現
実
」
の
み

を
指
す
わ
け
で
は
な
い
。
同
時
に
「
幻
想
」
を
も
含
む
。
こ
の
と

き
「
幻
想
」
は
、「
現
実
」
の
対
義
語
で
は
な
い
。
む
し
ろ
「
現

実
」
の
一
部
と
し
て
「
物
質
化
」
し
て
い
る
。
純
然
た
る
「
現

実
」
な
る
も
の
が
「
い
ま
こ
こ
に
素
朴
に
あ
る
」
だ
け
で
は
な

い
。
い
つ
だ
っ
て
そ
れ
は
、「
幻
想
」
に
よ
っ
て
修
正
を
加
え
ら

れ
た
「
現
実
」
と
と
も
に
存
在
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
先
述
の

「
現
実
に
あ
る
世
界
」
と
「
意
識
の
中
に
あ
る
世
界
」
の
「
並
存
」

と
い
う
言
い
方
と
通
底
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

　

い
っ
ぽ
う
で
、
こ
う
し
た
三
木
の
理
解
と
対
照
的
な
の
は
、
こ

の
「
創
作
合
評
」
の
四
ヶ
月
後
に
発
表
さ
れ
た
鈴
木
貞
美
の
『
群

棲
』
論）

4
（

で
あ
る
。
鈴
木
は
『
群
棲
』
の
連
作
が
、〝
向
う
三
軒
両

隣
〟
な
ら
ぬ
「
向
う
二
軒
片
隣
」
の
家
々
を
一
軒
ず
つ
「
あ
た
か

も
任
意
の
一
片
を
顕
微
鏡
の
下
の
プ
レ
パ
ラ
ー
ト
に
採
り
、
覗
き

込
む
よ
う
に
し
て
書
」
か
れ
た
も
の
だ
と
指
摘
し
た
上
で
、
こ
う

述
べ
る
。

黒
井
千
次
の
顕
微
鏡
は
、
彼
の
小
説
が
常
に
そ
う
で
あ
る
よ

う
に
、
人
間
を
外
側
か
ら
観
察
し
な
い
。
描
か
れ
る
現
実



は
、
常
に
主
人
公
の
内
部
か
ら
意
識
さ
れ
た
現
実
で
あ
り
、

従
っ
て
同
時
に
、
そ
の
よ
う
に
意
識
す
る
内
部
の
様
態
を
指

し
示
す
。
そ
う
い
う
二
重
の
役
割
を
こ
と
ば
が
負
っ
て
い

る
。
こ
と
ば
が
形
成
す
る
作
品
空
間
は
、
時
間
軸
に
沿
っ
て

動
く
主
人
公
の
い
ま

0

0

・
こ
こ

0

0

を
中
心
点
と
す
る
意
識
の
ス
ク

リ
ー
ン
に
映
し
出
さ
れ
た
世
界
な
の
だ
。（
傍
点
原
文
）

鈴
木
が
言
う
「
現
実
」
と
は
、「
常
に
主
人
公
の
内
部
か
ら
意
識

さ
れ
た
」
も
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
の
「
現
実
」
は
、

同
時
に
「
そ
の
よ
う
に
意
識
す
る
」
主
人
公
の
内
面
の
投
影
で
も

あ
る
。
こ
う
し
た
「
意
識
の
ス
ク
リ
ー
ン
に
映
し
出
さ
れ
た
世

界
」
は
、
三
木
が
言
う
「
意
識
の
中
に
あ
る
世
界
」
と
ほ
ぼ
同
一

の
も
の
と
見
な
し
て
い
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
を
鈴
木
は
、
先
の
引
用

文
に
続
け
て
「
客
観
性
の
放
棄
＝
主
観
性
の
把
持
」
と
定
式
化
し

た
。「
外
側
か
ら
観
察
」
す
る
客
観
性
を
排
除
し
た
主
観
的
な
空

間
と
し
て
、『
群
棲
』
が
描
く
「
現
実
」
を
捉
え
て
い
る
。

　

い
っ
ぽ
う
で
、
三
木
が
『
群
棲
』
の
中
で
も
「
通
行
人
」
に
見

出
し
て
い
た
の
は
、
た
ん
に
「
意
識
の
中
に
あ
る
世
界
」
だ
け
で

は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
「
現
実
に
あ
る
世
界
」
と
「
並
存
」
し
て

い
る
と
彼
は
述
べ
て
い
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
「
現
実
に

あ
る
世
界
」
と
い
う
言
葉
に
は
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
三

木
の
言
説
の
文
脈
に
お
い
て
そ
れ
は
、「
意
識
」
や
「
幻
想
」
に

よ
っ
て
修
正
・
変
更
を
加
え
ら
れ
る
以
前
の
、
客
観
的
な
「
い
ま

こ
こ
に
素
朴
に
あ
る
現
実
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
「
意

識
」
か
ら
ま
っ
た
く
独
立
し
た
純
粋
な
「
現
実
」
な
ど
、
存
在
す

る
か
ど
う
か
は
議
論
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。
少
な
く
と
も

鈴
木
は
、「
現
実
」
は
い
つ
だ
っ
て
「
意
識
の
中
」
に
し
か
現
れ

な
い
と
い
う
立
場
を
と
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
鈴
木
は
、「
現

実
」
と
は
「
常
に
主
人
公
の
内
部
か
ら
意
識
さ
れ
た
」
も
の
だ
と

述
べ
る
に
と
ど
め
た
の
だ
。
し
か
し
な
が
ら
三
木
は
、「
意
識
の

中
に
あ
る
世
界
」
と
は
別
に
「
現
実
に
あ
る
世
界
」
を
仮
定
し
た

上
で
、
そ
の
両
者
の
「
並
存
」
と
し
て
「
通
行
人
」
と
い
う
テ
ク

ス
ト
の
空
間
構
造
を
語
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
そ
う
し
た
構
造
的
な
把

握
は
、「
現
実
」
な
る
も
の
を
素
朴
に
実
体
化
す
る
危
険
性
を
孕

ん
で
い
る
。
し
か
し
、
三
木
は
こ
の
「
現
実
」
を
、「
幻
想
」
と

切
り
離
せ
な
い
も
の
、
つ
ね
に
「
意
識
の
中
に
あ
る
世
界
」
と

「
並
存
」
す
る
も
の
と
し
て
語
っ
て
い
る
。「
意
識
」
を
離
れ
た
と

こ
ろ
に
超
越
的
に
存
在
す
る
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
あ
く
ま
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22

で
も
仮
説
的
に
「
現
実
」
の
審
級
を
設
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
う
す
る
こ
と
で
、
柱
や
梁
や
コ
ン
ク
リ
ー
ト
・
ブ
ロ
ッ
ク
と

い
っ
た
物
理
的
な
建
築
物
と
、
そ
こ
に
重
ね
ら
れ
る
空
想
と
の
関

係
性
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

い
っ
ぽ
う
鈴
木
に
言
わ
せ
れ
ば
、
そ
う
し
た
物
体
も
空
想
も
、

ど
ち
ら
も
「
意
識
の
ス
ク
リ
ー
ン
に
映
し
出
さ
れ
た
」
も
の
に
す

ぎ
な
い
。
柱
や
梁
は
、「
意
識
」
を
介
さ
ず
と
も
そ
こ
に
実
在
す

る
、
客
観
的
な
物
体
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
え
る

0

0

0

0

0

0

0

0

だ
け
だ
─
こ

の
よ
う
に
言
う
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
そ
う
し
た
立
場
は
あ
り
う

る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
建
築
表
象
の
固

有
性
を
平
準
化
す
る
こ
と
に
も
な
る
だ
ろ
う
。
す
べ
て
を
「
意
識

の
ス
ク
リ
ー
ン
に
映
し
出
さ
れ
た
」
も
の
と
し
て
シ
ー
ム
レ
ス
に

捉
え
る
こ
と
は
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
が
な
ぜ
建
設
現
場
を
舞
台
と
し

て
設
定
し
、
な
ぜ
そ
こ
に
男
女
に
よ
る
空
想
を
重
ね
た
の
か
を
見

え
な
く
し
て
し
ま
う
。

　

事
実
、
鈴
木
は
個
々
の
建
築
表
象
を
分
析
す
る
よ
り
も
、『
群

棲
』
と
い
う
連
作
全
体
の
形
式
と
内
容
に
注
目
し
た
。
そ
れ
が
一

二
の
パ
ー
ト
で
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
そ
の
一
篇
ご
と
が
、
路

地
を
挟
ん
だ
五
軒
の
家
々
の
空
間
を
描
き
出
し
て
い
る
こ
と
。
し

か
し
そ
れ
ら
の
家
々
が
、
旧
来
の
濃
密
な
地
縁
共
同
体
か
ら
半
ば

浮
遊
し
、
曖
昧
か
つ
緩
や
か
に
連
接
し
て
い
る
こ
と
。
そ
の
よ
う

な
形
式
と
内
容
に
よ
っ
て
、
同
時
代
の
都
市
環
境
に
お
け
る
「
界

隈
の
解
体
と
い
う
問
題
に
正
面
か
ら
と
り
く
ん
だ
の
が
『
群
棲
』

で
あ
る
」。
そ
う
鈴
木
は
論
じ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
二
作
目
に

つ
い
て
は
、「「
通
行
人
」
の
若
い
男
女
に
は
、
界
隈
の
社
会
的
制

御
は
働
か
な
い
」
と
指
摘
す
る
に
と
ど
め
ら
れ
た
。
こ
の
テ
ク
ス

ト
に
稠
密
に
描
き
こ
ま
れ
た
建
築
表
象
の
デ
ィ
テ
ー
ル
は
、
俎
上

に
載
る
こ
と
は
な
い
。

　

い
っ
ぽ
う
で
、
こ
の
「
通
行
人
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
の
固
有
性

に
着
目
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
舞
台
が
建
設
現
場
で
あ
る
こ
と
は
見

逃
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
い
ま
だ
完
成
し
て
い
な
い
、
壁
も
天

井
も
な
い
、
柱
と
梁
だ
け
の
骨
組
。
外
装
が
施
さ
れ
て
い
な
い
、

粗
い
地
肌
の
ま
ま
の
構
造
躯
体
。
お
よ
そ
人
間
の
生
活
と
は
か
け

離
れ
た
、
ブ
ル
ー
タ
ル
な
物
質
の
構
成
。
そ
れ
が
建
設
現
場
で
あ

る
。
そ
こ
に
、
ふ
と
入
り
込
ん
だ
男
女
に
よ
っ
て
空
想
が
重
ね
ら

れ
る
こ
と
で
、
彼
ら
に
と
っ
て
の
住
宅
が
仮
構
さ
れ
て
い
く
。
粗

い
地
肌
は
滑
ら
か
に
コ
ー
テ
ィ
ン
グ
さ
れ
、
空
想
の
壁
が
立
ち
上

が
っ
て
い
く
。
こ
う
し
た
、
物
理
的
な
骨
組
と
空
想
的
な
表
面
と



の
重
層
性
を
語
る
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
建
築
表
象
そ
の
も
の
が
、
三

木
の
言
う
よ
う
な
「
現
実
に
あ
る
世
界
」
と
「
意
識
の
中
に
あ
る

世
界
」
と
の
関
係
性
の
隠
喩
の
よ
う
に
読
め
る
の
で
あ
る
。
そ
れ

ゆ
え
、
戯
れ
る
男
女
に
よ
る
空
想
の
は
た
ら
き
が
弱
ま
る
と
、
そ

の
住
宅
は
た
だ
の
白
々
と
し
た
よ
そ
よ
そ
し
い
建
設
現
場
へ
と
逆

戻
り
す
る
。

密
室
の
中
を
流
れ
た
時
間
は
、
し
か
し
あ
ま
り
長
い
も
の
で

は
な
い
。
ぬ
め
ぬ
め
と
し
た
三
方
の
壁
は
や
が
て
表
の
粗
い

ブ
ロ
ッ
ク
に
身
を
縮
め
、
残
り
の
一
面
を
塞
い
で
い
た
熱
気

の
壁
は
柱
を
埋
め
る
夜
気
の
奥
に
い
つ
か
逃
げ
て
い
く
。

空
想
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
い
た
「
陶
器
に
似
た
艶
や
か
な
壁
」

は
、「
熱
気
」
か
ら
醒
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
た
だ
の
「
表
の
粗

い
ブ
ロ
ッ
ク
」
に
還
元
さ
れ
る
。
人
間
の
「
意
識
」
に
無
関
心
な

物
自
体
で
あ
る
か
の
よ
う
な）

5
（

。

3
　

も
ち
ろ
ん
、
一
般
的
に
空
想
は
、
必
ず
し
も
眼
前
の
物
体
か
ら

導
か
れ
る
と
は
限
ら
な
い
。
目
を
瞑
っ
て
い
て
も
空
想
は
で
き

る
。
し
か
し
、
空
想
を
喚
起
し
や
す
い
物
体
の
類
型
が
あ
る
こ
と

も
ま
た
事
実
で
あ
る
。
ガ
ス
ト
ン
・
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
は
『
空
間
の

詩
学
』（
一
九
五
七）

6
（

）
に
お
い
て
、
空
想
（「
夢
想
」）
を
喚
起
す

る
そ
う
し
た
物
体
の
類
型
を
、
詩
の
イ
メ
ー
ジ
を
手
が
か
り
に
析

出
し
た
。

　

た
と
え
ば
そ
れ
は
、「
抽
出
」「
戸
棚
」「
押
入
」
と
い
っ
た
箱
形

の
〝
容
れ
物
〟
で
あ
る
。「
空
っ
ぽ
の
抽
出
と
い
う
も
の
は
想
像

で
き
な
い
」。
そ
う
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
は
述
べ
る
。「
抽
出
」
は
そ
の

中
身
を
「
想
像
」
さ
せ
ず
に
は
お
か
な
い
か
ら
だ
。
も
ち
ろ
ん
、

物
理
的
に
は
「
空
っ
ぽ
の
抽
出
」
は
存
在
す
る
。
シ
ョ
ー
ル
ー
ム

に
行
け
ば
い
く
ら
で
も
あ
る
。
し
か
し
、「
抽
出
」
な
ど
の
〝
容

れ
物
〟
は
、
ア
ル
チ
ュ
ー
ル
・
ラ
ン
ボ
ー）

7
（

で
あ
れ
ア
ン
ド
レ
・
ブ

ル
ト
ン）

8
（

で
あ
れ
、
多
く
の
詩
人
た
ち
の
空
想
を
喚
起
し
て
き
た
。

「
認
識
の
対
象
よ
り
も
ま
ず
想
像
の
対
象
を
叙
述
し
、
確
認
の
対

象
よ
り
も
ま
ず
夢
の
対
象
を
叙
述
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
れ
わ
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れ
に
と
っ
て
、
戸
棚
は
み
な
い
っ
ぱ
い
だ
」。

　

あ
の
男
女
に
と
っ
て
建
設
現
場
は
、
こ
う
し
た
空
想
の
容
れ
物

と
し
て
機
能
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
た
し
か
に
、「
二
、
三
日

な
ら
、
住
ん
で
み
て
も
面
白
い
か
も
よ
」
と
か
「
大
き
な
ソ

フ
ァ
ー
の
上
で
寝
た
り
し
て
さ
」
と
か
い
う
言
葉
か
ら
は
、
女
が

そ
の
骨
組
を
自
分
た
ち
の
生
活
の
容
れ
物
と
見
な
し
、
そ
の
内
部

空
間
を
あ
れ
こ
れ
空
想
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
抽
出
と
家
屋

と
で
は
ス
ケ
ー
ル
に
格
段
の
違
い
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
箱

型
の
物
体
を
外
側
か
ら
眼
差
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
空
想
は
喚

起
さ
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
建
設
現
場
の
骨
組
が
箱
型
の
容
れ
物
と
異
な
る
の

は
、
中
身
を
隠
す
た
め
の
面
（
壁
）
が
存
在
し
な
い
こ
と
で
あ

る
。
そ
れ
は
透
明
な
フ
レ
ー
ム
で
し
か
な
い
。「
物
は
、
開
い
た

小
箱
よ
り
も
、
閉
じ
た
小
箱
の
な
か
の
方
に
、
い
つ
も
た
く
さ
ん

は
い
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
」
と
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
が
言
う
よ
う

に
、
密
閉
さ
れ
て
中
身
が
見
え
な
い
か
ら
こ
そ
、
箱
は
空
想
を
喚

起
す
る
の
で
あ
る
。（
そ
の
箱
自
体
も
隠
さ
れ
、
蓋
に
鍵
が
か
け

ら
れ
て
い
れ
ば
、
さ
ら
に
空
想
は
強
度
を
増
す）

9
（

。）
は
じ
め
か
ら

開
い
て
い
る
箱
に
は
空
想
の
余
地
が
な
い
。
つ
ま
り
バ
シ
ュ
ラ
ー

ル
の
言
い
方
に
倣
え
ば
、
そ
の
建
設
現
場
に
は
な
に
も
は
い
っ
て

い
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

と
は
い
え
女
は
「
大
き
な
ソ
フ
ァ
ー
」
を
想
像
し
た
。〝
容
れ

物
〟
以
前
の
透
明
な
フ
レ
ー
ム
の
中
に
生
活
の
風
景
を
空
想
し

た
。
と
す
れ
ば
彼
女
は
、
厳
密
に
は
、
ま
ず
は
そ
の
骨
組
か
ら
や

が
て
竣
工
す
る
は
ず
の
住
宅
建
築
そ
れ
自
体
を
空
想
し
、
そ
の
上

で
、
そ
の
内
部
空
間
を
思
い
描
く
、
と
い
う
順
序
で
思
考
を
展
開

し
た
の
で
は
な
い
か
。

　

そ
も
そ
も
、
そ
れ
を
骨0

組
と
し
て
認
識
す
る
と
い
う
こ
と
は
、

肉0

づ
け
の
後
の
姿
を
す
で
に
知
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

骨
格
標
本
を
見
て
そ
の
生
物
の
肉
体
を
想
像
す
る
よ
う
に
。
逆
に
、

も
し
完
成
物
を
知
ら
な
け
れ
ば
、
そ
の
構
造
物
を
骨
と
す
ら
認
識

し
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
自
体
を
自
律
し
た
完
成
物
と
見
な
す
は
ず

だ
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
を
骨
組
と
認
識
し
た
と
き
、
す
で
に
完

成
物
を
空
想
し
始
め
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
骨
組
を
見
て
喚
起

さ
れ
た
（
か
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
）
空
想
は
、
実
は
、
そ
の
骨

組
に
物
理
的
に
対
応
す
る
既
知
の
完
成
物
の
イ
メ
ー
ジ
に
規
定
さ

れ
て
い
る
。
女
は
、
骨
組
の
上
に
完
成
後
の
住
宅
を
見
た
か
ら
こ

そ
、
そ
の
内
部
空
間
に
「
ソ
フ
ァ
ー
」
を
空
想
し
た
の
で
あ
る
。



　

そ
れ
は
、
こ
の
「
骨
組
だ
け
の
家
」
の
一
画
に
お
け
る
男
の
空

想
の
質
と
も
一
致
す
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
そ
の
空
間
を
三
方

か
ら
囲
っ
て
い
る
ブ
ロ
ッ
ク
は
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
地
肌
を
露
出

さ
せ
て
い
る
。
こ
の
建
設
現
場
の
柱
や
梁
と
同
様
、
男
は
そ
の
ブ

ロ
ッ
ク
を
下
地
材
と
し
て
空
想
を
重
ね
、
そ
れ
を
「
寝
室
」
と
し

て
見
な
そ
う
と
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、「
お
風
呂
場
じ
ゃ
な
い

の
」
と
完
成
後
の
イ
メ
ー
ジ
を
告
げ
る
女
の
言
葉
が
、
彼
の
空
想

を
浴
室
へ
と
近
づ
け
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
コ
ン
ク
リ
ー
ト
・
ブ

ロ
ッ
ク
は
、
お
よ
そ
「
寝
室
」
に
は
似
つ
か
わ
し
く
な
い
、「
陶

器
に
似
た
艶
や
か
な
壁
」
へ
と
変
質
し
て
い
く
。

　

こ
の
よ
う
に
、
こ
の
「
通
行
人
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
で
展
開
さ

れ
て
い
た
の
は
、
建
築
物
の
内
部
空
間
に
つ
い
て
の
空
想
だ
け
で

は
な
く
、
物
体
と
し
て
の
建
築
物
（
住
宅
）
そ
の
も
の
に
つ
い
て

の
空
想
で
も
あ
っ
た
。
箱
の
中
身
と
、
箱
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の

空
想
。
壁
の
向
こ
う
側
と
、
壁
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
空
想
。
そ

う
し
た
内
部
空
間
と
建
築
物
と
の
両
方
に
つ
い
て
の
質
の
異
な
る

空
想
が
、「
現
実
」
の
建
設
現
場
の
骨
組
の
上
に
重
ね
合
わ
せ
ら

れ
る
と
い
う
多
重
性
を
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
建
築
表
象
は
示
し
て

い
た
の
で
あ
る
。

　
「
わ
れ
わ
れ
が
片
隅
に
避
難
す
る
と
き
、
し
っ
か
り
と
か
く
ま

わ
れ
た
と
信
じ
る
わ
れ
わ
れ
の
肉
体
の
周
囲
に
は
、
空
想
の
部
屋

が
建
築
さ
れ
る
。
影
そ
の
も
の
が
す
で
に
壁
で
あ
り
、
家
具
が
柵

と
な
り
、
つ
づ
れ
織
の
壁
掛
が
屋
根
と
な
る
」。
こ
う
バ
シ
ュ

ラ
ー
ル
が
述
べ
た
よ
う
に）

11
（

、
こ
の
男
女
が
入
り
込
ん
だ
の
が
「
三

方
に
ブ
ロ
ッ
ク
を
積
み
重
ね
た
隅0

」（
傍
点
引
用
者
）
だ
っ
た
こ

と
は
、
た
し
か
に
「
空
想
の
部
屋
が
建
築
」
さ
れ
る
た
め
に
有
利

に
働
い
た
の
で
あ
ろ
う
。「
滲
み
出
す
汗
で
滑
ら
か
に
被
わ
れ
」

た
「
陶
器
」
の
よ
う
な
「
壁
」
は
、
や
は
り
「
肉
体
の
周
囲
」
に

展
開
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
厳
密
に
言
え
ば
、「
壁
」
を
空
想
的
に

建
築
す
る
だ
け
な
ら
ば
、「
片
隅
に
避
難
す
る
」
こ
と
も
、「
し
っ

か
り
と
か
く
ま
わ
れ
た
と
信
じ
る
」
こ
と
も
、
必
須
条
件
で
は
な

い
だ
ろ
う
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
た
と
え
ば
建
設
現
場
の
骨

組
は
、
そ
れ
が
つ
ね
に
完
成
物
と
し
て
の
住
宅
を
想
起
さ
せ
る
が

ゆ
え
に
、「
壁
」
を
空
想
的
に
維
持
し
続
け
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、

建
設
現
場
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
基
礎
の
枠
を
跨
ぎ
、
空
想
の

「
壁
」
の
内
側
へ
初
め
て
入
っ
た
と
き
、
彼
ら
は
こ
う
感
じ
た
の

だ
。「
風
は
自
由
に
外
部
と
通
い
合
っ
て
い
る
筈
な
の
に
、
屋
根

の
下
に
は
い
か
に
も
家
の
中
ら
し
い
木
の
香
を
含
ん
だ
闇
が
ひ
っ
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そ
り
住
み
つ
い
て
い
る
」
と
。

4
　

最
後
に
、
以
上
の
建
築
表
象
の
多
重
性
が
、『
群
棲
』
の
連
作

内
で
ど
の
よ
う
に
接
続
し
う
る
の
か
を
追
っ
て
お
き
た
い
。

　

空
想
の
「
寝
室
」
か
ら
立
ち
去
る
際
、
女
は
「
私
達
の
記
念

に
、
な
に
か
置
い
て
こ
う
か
」
と
提
案
す
る
。
彼
女
は
「
鈴
」

を
、
男
は
「
ボ
タ
ン
」
を
、「
寝
室
」
の
地
面
に
埋
め
る
。

「
ガ
キ
み
て
え
だ
な
。
な
ん
の
芽
が
出
る
ん
だ
。」

「
お
う
ち
の
芽
が
出
る
ん
じ
ゃ
な
い
の
。
う
ま
く
育
っ
た
ら

三
階
建
て
く
ら
い
に
な
る
か
も
よ
。」

「
田
辺
の
じ
い
さ
ん
［
空
想
上
の
家
主
：
引
用
者
注
］
に
は

悪
い
け
ど
、
そ
う
な
っ
た
ら
こ
こ
は
俺
達
の
う
ち
だ
ぜ
。」

「
う
ち
の
中
に
う
ち
が
出
来
る
の
か
な
あ
。」

「
ど
っ
ち
の
う
ち
に
住
ん
で
る
奴
も
、
お
互
い
に
相
手
の
姿

が
見
え
な
く
て
さ
。」

「
な
ら
、
今
だ
っ
て
誰
か
住
ん
で
る
か
も
し
れ
な
い
じ
ゃ
な

い
。（
…
）」

こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
「
三
階
建
て
」
の
「
お
う
ち
」
も
、
も
ち

ろ
ん
空
想
の
住
宅
で
は
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
現
在
は
ま
だ
芽

吹
い
て
い
な
い
。
ブ
ロ
ッ
ク
の
間
を
埋
め
た
「
熱
気
の
壁
」
の
よ

う
に
は
、
ま
だ
立
ち
上
が
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
空
想
の
住
宅
の

胚
珠
で
あ
る
。
二
人
は
そ
の
可
能
性
の
胚
珠
を
、
床
下
の
地
面
に

埋
め
て
立
ち
去
る
。

　

こ
の
住
宅
の
完
成
後
の
姿
は
、『
群
棲
』
の
五
作
目
「
二
階
家

の
隣
人
」（『
群
像
』
一
九
八
二
・
九）

11
（

）
で
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き

る
。
そ
の
住
宅
は
、
二
階
部
分
を
ア
パ
ー
ト
の
よ
う
に
「
若
い
人

に
貸
し
て
い
る
」。
そ
の
「
端
の
部
屋
」
で
、
火
事
が
起
こ
る
。

焼
け
出
さ
れ
た
一
組
の
若
い
男
女
。
男
は
「
ヒ
ロ
シ
」
と
呼
ば
れ

て
い
る
。
二
作
目
「
通
行
人
」
の
男
の
名
は
「
浩
」。
同
一
人
物

で
あ
る
確
証
は
テ
ク
ス
ト
に
あ
ら
わ
れ
な
い
。
だ
が
、
あ
の
と
き

「
隅
」
の
部
屋
に
空
想
の
胚
珠
を
埋
め
た
二
人
が
、
そ
の
後
、
実

際
に
そ
の
住
宅
に
住
ん
で
い
る
の
だ
と
、
繋
げ
て
読
む
こ
と
は
で

き
る）

11
（

。

　

も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
彼
ら
が
住
ん
で
い
る
の
は
「
ど
っ
ち

の
う
ち
」
だ
ろ
う
か
。
物
理
的
に
竣
工
し
た
「
現
実
」
の
住
宅

か
。
そ
れ
と
も
、
彼
ら
が
植
え
た
空
想
の
住
宅
か
。
お
そ
ら
く
、



そ
の
ど
ち
ら
で
も
あ
る
の
だ
ろ
う
。「
う
ち
の
中
に
う
ち
が
出
来

る
」
の
だ
か
ら
。

わ
れ
わ
れ
は
、
想
像
力
が
そ
れ
と
触
知
で
き
な
い
影
を
も
ち

い
て
「
壁
」
を
つ
く
り
あ
げ
、
保
護
の
幻
影
を
い
だ
く
こ
と

に
よ
っ
て
勇
気
づ
け
ら
れ
る
の
を
み
る
だ
ろ
う
―
あ
る
い

は
逆
に
、
想
像
力
が
厚
い
壁
の
う
し
ろ
で
ふ
る
え
、
こ
の
う

え
な
く
堅
固
な
城
砦
に
も
疑
惑
を
い
だ
く
の
を
み
る
だ
ろ

う
。
要
す
る
に
、
か
く
ま
わ
れ
て
い
る
存
在
は
、
無
限
の
弁

証
法
に
よ
っ
て
、
隠
れ
家
に
感
知
可
能
な
境
界
を
さ
ず
け
る

の
で
あ
る
。
か
れ
は
思
考
と
夢
と
に
よ
っ
て
、
現
実
の
家

0

0

0

0

と

可
能
性
の
家

0

0

0

0

0

を
い
き
る
の
で
あ
る
。（
傍
点
引
用
者）

13
（

）

　

火
事
で
焼
け
出
さ
れ
た
の
は
、
彼
ら
の
〝
ま
ま
ご
と
〟
の
幕
切

れ
に
ふ
さ
わ
し
い
。
そ
の
住
宅
は
、「
剝
が
さ
れ
た
屋
根
の
間
か

ら
黒
く
焦
げ
た
木
材
が
の
ぞ
」
い
て
、
ふ
た
た
び
あ
の
柱
と
梁
だ

け
の
骨
組
に
還
る
。
男
は
「
女
の
肩
に
手
を
か
け
」
て
、
路
地
の

「
角
を
曲
っ
て
」、
た
だ
の
「
通
行
人
」
に
戻
る
。

注（
1
）	

黒
井
千
次
『
群
棲
』（
講
談
社
、
一
九
八
四
・
四
）。
引
用
は
、
講

談
社
文
芸
文
庫
版
（
講
談
社
、
一
九
八
八
・
二
）
に
依
っ
た
。

（
2
）	

黒
井
千
次
「
通
行
人
」（『
群
像
』
一
九
八
一
・
一
〇
）

（
3
）	

小
島
信
夫
、
三
木
卓
、
高
橋
英
夫
「
第
九
十
九
回�

創
作
合
評　

黒
井
千
次
「
群
棲
」」（『
群
像
』
一
九
八
四
・
三
）

（
4
）	

鈴
木
貞
美
「
解
体
す
る
界
隈
」（『
文
藝
』
一
九
八
四
・
七
）

（
5
）	

菅
野
昭
正
は
「
現
代
の
家
庭
小
説
─
黒
井
千
次
『
群
棲
』
を
め

ぐ
っ
て
」（『
群
像
』
一
九
八
七
・
一
）
で
『
群
棲
』
を
、
核
家
族

化
が
進
む
同
時
代
状
況
を
反
映
し
た
「
家
庭
小
説
」
と
し
て
見
な

し
な
が
ら
、
そ
こ
に
は
「
家
庭
小
説
で
あ
る
こ
と
を
超
え
る
瞬

間
」
が
含
ま
れ
る
と
し
て
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
「
幻
想
」

に
言
及
す
る
。「
た
だ
難
点
が
あ
る
と
す
れ
ば
、『
群
棲
』
で
は
、

幻
想
が
や
や
唐
突
に
は
じ
ま
り
す
ぎ
る
た
め
に
、
前
後
の
日
常
的

な
場
面
と
の
融
合
を
破
っ
て
い
る
個
所
が
見
受
け
ら
れ
る
こ
と
で

あ
ろ
う
。
改
築
中
の
家
の
工
事
現
場
に
入
り
こ
ん
だ
若
い
カ
ッ
プ

ル
が
、
勝
手
な
夢
想
に
ふ
け
る
「
通
行
人
」
の
挿
話
に
は
、
こ
う

い
う
場
面
を
書
く
面
白
さ
と
戯
れ
る
作
者
の
手
つ
き
が
目
立
ち
す

ぎ
る
」。
こ
こ
で
菅
野
が
言
う
、「
工
事
現
場
に
入
り
こ
ん
だ
若
い

カ
ッ
プ
ル
」
に
よ
る
「
勝
手
な
夢
想
」
に
は
、
先
に
触
れ
た
、
コ

ン
ク
リ
ー
ト
・
ブ
ロ
ッ
ク
の
内
部
空
間
を
「
寝
室
」
へ
と
作
り
上

げ
る
シ
ー
ン
を
含
む
だ
ろ
う
。
菅
野
は
こ
の
「
通
行
人
」
に
お
け

る
「
幻
想
」
を
、『
群
棲
』
に
お
い
て
「
唐
突
」
な
も
の
、
そ
の
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「
日
常
」
性
か
ら
乖
離
し
た
も
の
、「
作
者
の
手
つ
き
が
目
立
ち
す

ぎ
る
」
も
の
と
し
て
批
判
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
菅
野
が

こ
の
よ
う
に
批
判
し
た
「
日
常
」
か
ら
の
乖
離
の
呈
示
に
こ
そ
、

む
し
ろ
こ
の
「
通
行
人
」
に
お
け
る
「
幻
想
」
の
機
能
が
あ
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
作
者
」
が
ど
こ
ま
で
そ
う
し
た
「
幻
想
」

に
技
巧
を
尽
く
し
た
か
は
こ
こ
で
は
措
く
が
、
少
な
く
と
も
こ
の

テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
は
、
そ
う
し
た
「
幻
想
」
が
「
日
常
」
と
は

別
の
水
準
か
ら
「
日
常
」
を
重
層
化
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
。

（
6
）�

ガ
ス
ト
ン
・
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
『
空
間
の
詩
学
』（
岩
村
行
雄
訳
、

思
潮
社
、
一
九
六
九
・
一
）、Gaston�Bachelard,�La Poétique 

de Lʼespace,�Presses�U
niversitaires�de�France,�1957

（
7
）	

「
ぼ
く
は
い
く
た
び
も
／
板
と
板
の
あ
い
だ
に
ね
む
る
神
秘
な
も

の
を
夢
み
た
／
そ
し
て
大
き
く
口
を
あ
け
た
錠
前
の
奥
に
／
遠
い

音　

に
ぶ
い
た
の
し
げ
な
囁
き
を　

き
き
と
れ
る
よ
う
な
き
が
し

た
／
／
ラ
ン
ボ
ー
は
こ
ん
な
ふ
う
に
希
望
の
方
向
を
し
め
し
て
い

る
。
閉
じ
た
家
具
の
な
か
に
は
、
な
ん
と
す
ば
ら
し
い
賜
物
が
た

く
わ
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
。
戸
棚
は
約
束
に
み
ち
、
こ
の
ば
あ

い
戸
棚
は
年
代
記
以
上
の
も
の
で
あ
る
。」（
ガ
ス
ト
ン
・
バ
シ
ュ

ラ
ー
ル
『
空
間
の
詩
学
』、
前
掲
）

（
8
）	

「
衣
裳
戸
棚
は
下
着
で
い
っ
ぱ
い
だ
／
く
り
ひ
ろ
げ
る
こ
と
の
で

き
る
月
の
光
さ
え
も
は
い
っ
て
い
る
／
／
こ
の
ア
ン
ド
レ
・
ブ
ル

ト
ン
の
詩
句
に
よ
っ
て
、
イ
メ
ー
ジ
は
、
合
理
的
精
神
が
け
っ
し

て
到
達
し
た
い
と
お
も
わ
ぬ
、
極
端
な
点
に
み
ち
び
か
れ
た
。
し

か
し
生
き
た
イ
メ
ー
ジ
の
頂
点
は
つ
ね
に
法
外
な
と
こ
ろ
が
あ

る
。」（
ガ
ス
ト
ン
・
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
『
空
間
の
詩
学
』、
前
掲
）

（
9
）	

「
ジ
ャ
ン
＝
ピ
エ
ル
・
リ
シ
ャ
ー
ル
は
、
エ
ド
ガ
ー
・
ア
ラ
ン
・

ポ
ー
の
短
篇
小
説
の
な
か
で
、
黄
金
虫
の
力
で
発
見
さ
れ
た
箱
が

ひ
ら
く
瞬
間
を
、
わ
れ
わ
れ
に
追
体
験
さ
せ
て
く
れ
る
。
ま
ず
、

は
か
り
し
れ
ぬ
価
値
の
宝
石
が
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
！�

そ
れ
は

「
あ
り
ふ
れ
た
」
宝
石
で
あ
る
は
ず
は
な
い
。（
…
）「
な
に
か
未

知
の
、
可
能
な
力
」
を
お
び
て
お
り
、「
た
か
ら
は
ふ
た
た
び
仮

説
や
夢
を
う
む
空
想
の
物
体
と
な
っ
て
、
無
数
の
他
の
た
か
ら
へ

む
か
っ
て
、
く
ぼ
み
、
自
分
自
身
か
ら
す
べ
り
お
ち
て
ゆ
く
」。」

（
ガ
ス
ト
ン
・
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
『
空
間
の
詩
学
』、
前
掲
）

（
10
）	

バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
は
「
片
隅
」
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
て

い
る
。「
片
隅
は
ま
ず
、
わ
れ
わ
れ
の
存
在
の
第
一
の
価
値
、
す

な
わ
ち
不
動
を
た
し
か
な
も
の
と
し
て
く
れ
る
避
難
所
で
あ
る
。

そ
れ
は
確
実
な
場
所
、
わ
た
く
し
の
不
動
に
も
っ
と
も
近
い
場
所

で
あ
る
。
片
隅
は
、
半
ば
壁
、
半
ば
戸
で
あ
る
一
種
の
半
分
の
箱

な
の
だ
」（『
空
間
の
詩
学
』、
前
掲
）。
こ
の
「
半
分
の
箱
」
と
い

う
表
現
は
、
半
分
を
物
理
的
な
壁
に
、
も
う
半
分
を
空
想
の
壁
に

よ
っ
て
囲
わ
れ
た
空
間
の
メ
タ
フ
ァ
ー
で
あ
る
。
三
方
を
ブ
ロ
ッ

ク
壁
に
よ
っ
て
、
あ
と
一
方
を
空
想
の
壁
に
よ
っ
て
囲
わ
れ
た

「
通
行
人
」
の
「
寝
室
」
と
近
似
し
て
い
る
。

（
11
）	
黒
井
千
次
「
二
階
家
の
隣
人
」（『
群
像
』
一
九
八
二
・
九
）

（
12
）	
『
群
像
』
の
「
創
作
合
評
」（
小
島
信
夫
、
三
木
卓
、
高
橋
英
夫

「
第
九
十
九
回�

創
作
合
評　

黒
井
千
次
「
群
棲
」」
前
掲
）
で
は
、



高
橋
英
夫
が
以
下
の
よ
う
な
発
言
を
し
て
い
る
。「
第
二
話
で
、

建
築
現
場
に
若
い
男
女
が
入
り
込
ん
で
戯
れ
る
と
い
う
と
こ
ろ
が

あ
り
ま
す
が
、
そ
こ
に
出
て
き
た
男
女
は
、
ど
う
も
火
事
に
な
る

二
階
家
に
住
み
込
ん
だ
人
た
ち
な
の
で
は
な
い
か
。「
ヒ
ロ
シ
」

と
い
う
名
前
が
共
通
し
て
い
る
ん
で
す
」。
こ
れ
を
受
け
て
小
島

信
夫
は
、「
第
二
篇
は
「
浩
」
で
し
た
ね
。
じ
ゃ
、
そ
の
つ
も
り

で
す
ね
」
と
述
べ
て
い
る
。

（
13
）	

ガ
ス
ト
ン
・
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
『
空
間
の
詩
学
』、
前
掲

	

（
た
か
ぎ　

あ
き
ら　

京
都
工
芸
繊
維
大
学
非
常
勤
講
師
）
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