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次
の
文
章
を
読
ん
で
、
各
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

　　
何
か
が
最
初
か
ら（
ア
）カ
ン
ペ
キ
に
で
き
る
人
は
い
な
い
。あ
る
こ
と
を
繰
り
返
し
経
験
し
て
い
れ
ば
、
初
め
て
や
っ
て
み
た
時
に
比
べ
、
自
分
の
行
動
が
変

わ
っ
て
い
る
こ
と
は
誰
で
も
様
々
な
こ
と
で
経
験
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

　
例
え
ば
、
料
理
の
こ
と
を
考
え
て
み
よ
う
。
料
理
を
ま
っ
た
く
し
た
こ
と
が
な
い
人
は
、（　
①　
）、
自
分
で
ど
の
よ
う
な
材
料
で
ど
の
よ
う
な
料
理
を
つ

く
る
の
か
考
え
る
こ
と
が
難
し
い
。
料
理
本
な
ど
の
レ
シ
ピ
を
見
な
が
ら
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
み
る
。
最
初
は
ど
の
食
材
を
ど
の
形
に
ど
の
く
ら
い
の
厚
さ
に
切

れ
ば
よ
い
か
も
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
切
る
ス
ピ
ー
ド
も
遅
く
、
形
も
厚
さ
も
不
揃
い
に
な
っ
て
し
ま
う
。「
お
好
み
に
応
じ
て
醬
油
を
適
量
」と
書
か
れ
て
い
る

と「
適
量
」が
ど
の
く
ら
い
な
の
か
見
当
が
つ
か
な
い
。

　
そ
れ
が
経
験
を
積
む
に
つ
れ
、
包
丁
の
使
い
方
も
上
手
く
な
り
、
最
初
に
比
べ
て
速
く
、
き
れ
い
に
切
れ
る
よ
う
に
な
る
。
味
見
を
し
な
が
ら
好
み
の
味
に

す
る
た
め
に
調
味
料
を
加
減
で
き
る
よ
う
に
も
な
る
。
料
理
の
本
の
レ
シ
ピ
ど
お
り
の
材
料
が
な
く
て
も
、
家
に
あ
る
食
材
で
つ
く
っ
た
り
、
別
の
食
材
で
代

用
し
た
り
、
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

　
こ
こ
ま
で
い
く
と
、
も
は
や
料
理
の
熟
達
者
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。し
か
し
、
上
に
は
上
が
い
る
。
普
通
の
人
が
普
通
の
家
庭
の
食
事
を
手
早
く
つ
く
れ

る
熟
達
の
レ
ベ
ル
と
、
プ
ロ
の
料
理
人
に
要
求
さ
れ
る
熟
達
の
レ
ベ
ル
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
。も
ち
ろ
ん
、
プ
ロ
の
料
理
人
の
中
で
も
そ
の
腕
前
に
は
個
人

差
が
あ
る
。
他
の
人
に
は
真
似
で
き
な
い
、
そ
の
人
独
自
の「
何
か
」が
な
け
れ
ば
一
流
の
料
理
人
と
は
い
え
な
い
。
同
じ
よ
う
な
こ
と
は
言
語
の
学
習
で
も

い
え
る
。
母
語
を
流
暢
に
話
し
た
り
読
ん
だ
り
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
は
立
派
な
熟
達
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
十
分
に
経
験
を
積
め
ば
誰
も
が
達
成
で
き
る
熟

達
だ
。そ
こ
か
ら
さ
ら
に
俳
句
や
詩
、
小
説
、
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
な
ど
の
ジ
ャ
ン
ル
で
自
分
に
し
か
書
け
な
い
ス
タ
イ
ル
の
文
章
を
書
く
こ
と
の
で
き
る
文

筆
家
、
言
語
の
分
析
を
す
る
言
語
学
者
、
プ
ロ
の
編
集
者
な
ど
、
多
く
の
人
が
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
で
こ
と
ば
を
武
器
に
道
を（
イ
）究
め
て
い
く
。

　
カ
ン
は
熟
達
者
の
真
髄
で
あ
る
と
言
っ
て
も
よ
い
。
将
棋
、
囲
碁
の
熟
達
者
の
直
観
は
そ
の
発
展
形
と
い
え
る
。
一
手
一
手
で
最
善
の
手
を
考
え
、
そ
れ
を

積
み
重
ね
て
い
く
。
次
の
一
手
に
つ
い
て
も
、
勝
負
を
決
め
る
最
終
的
な
形
に
つ
い
て
も
正
解
は
な
い
。（　
②　
）、
プ
ロ
の
棋
士
は
こ
れ
か
ら
向
か
お
う
と

す
る
形
に
つ
い
て
直
観
的
に
視
る
0

0

こ
と
が
で
き
、
次
の
一
手
も
直
観
に
よ
っ
て
無
数
の
選
択
肢
か
ら
候
補
を
絞
り
込
む
こ
と
が
で
き
る
そ
う
で
あ
る
。

　
将
棋
や
囲
碁
で
は
熟
達
者
の「
直
観
」の
働
き
方
は
二
種
類
あ
る
。
全
体
の
終
着
点
に
つ
い
て
の
直
観
と
、
次
の
手
に
つ
い
て
の
直
観
で
あ
る
。
多
く
の
タ

イ
ト
ル
を
持
つ
プ
ロ
棋
士
の
羽
生
善
治
さ
ん
は
著
書『
大
局
観
』で
前
者
を「
ひ
ら
め
き
」、
後
者
を「
直
観
」と
呼
び
分
け
て
い
る
。こ
れ
は
非
常
に
示
唆
に
富

現
代
文　
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般
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む
洞
察
で
あ
る
。

　
人
が
複
雑
な
問
題
解
決
を
す
る
と
き
に
は
、
そ
の
時
々
、
そ
の
場
そ
の
場
で
の
ポ
イ
ン
ト
の
判
断
だ
け
で
は
な
く
、
事
態
が
ま
だ
解
決
か
ら
遠
く
、
不
明

瞭
な
段
階
で
も
、
最
終
的
に
ど
こ
に
向
か
う
の
か
と
い
う
よ
う
な
直
観
が
非
常
に
大
事
な
の
で
あ
る
。し
か
し
、
熟
達
し
な
い
う
ち
は
、
そ
の
時
そ
の
場
で
の 

（　
Ⅰ　
）な
選
択
し
か
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
羽
生
さ
ん
に
よ
れ
ば
、「
大
局
観
」と
は
様
々
な
手
を
深
く
読
ま
な
く
て
も
そ
の
と
き
の
状
況
と
そ
の
後
の
流
れ
を
一
瞬
見
た
だ
け
で
判
断
す
る
直
観
で
、
経

験
を
積
め
ば
積
む
ほ
ど
精
度
が
上
が
っ
て
く
る
も
の
だ
そ
う
だ
。が
む
し
ゃ
ら
に
読
み
込
む
力
は
若
い
う
ち
の
ほ
う
が
強
い
が
、
熟
年
に
な
る
ほ
ど「
大
局
観
」

が
育
っ
て
い
く
と
書
い
て
い
る
。「
大
局
観
」を
言
い
か
え
れ
ば
、
問
題
を
大
づ
か
み
に
捉
え
て
、
ゴ
ー
ル
が
見
え
な
い
局
面
で
も
目
指
す
到
達
点
を
イ
メ
ー
ジ

で
き
る
直
観
で
あ
る
。
熟
達
と
は
、
将
棋
に
限
ら
ず
ど
の
よ
う
な
分
野
で
も
、
こ
の
直
観
を
育
て
て
い
く
過
程
と
言
っ
て
も
よ
い
。

　
熟
達
者
は
次
に
ど
の
よ
う
な
手
を
選
択
す
る
か
に
関
す
る
直
観
と
と
も
に
、
最
終
的
な（　
Ⅱ　
）を
見
通
す
直
観
を
持
つ
。
こ
の
こ
と
は
脳
科
学
の
研
究

か
ら（
ウ
）シ
ジ
さ
れ
て
い
る
。

　
理
化
学
研
究
所
の
チ
ー
ム
は
実
験
で
、
将
棋
の
盤
面
を
次
々
に
見
せ
、
次
の
一
手
を
判
断
し
て
も
ら
い
、
そ
の
と
き
の
Ａ
脳
の
反
応
を
計
測
し
た
。
脳
の
様
々

な
部
位
の
電
位
の
変
化（
脳
波
）を
脳
活
動
の
指
標
と
し
た
。
脳
の
情
報
処
理
は
絶
え
間
な
い
電
気
信
号
の
変
化
と
し
て
頭
の
表
面
に
出
現
す
る
。
頭
の
表
面

全
体
に
細
か
い
間
隔
で
電
極
を
つ
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
電
極
で
電
気
活
動
の
変
化
を
拾
い
、
ど
の
よ
う
に
脳
が
反
応
し
て
い
る
の
か
を
時
間
軸
に
沿
っ
て
推
定
す

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
提
示
し
た
盤
面
に
は
、
戦
略
上
意
味
の
あ
る
駒
の
配
置
と
意
味
の
な
い
配
置
が
あ
っ
た
。
駒
の
配
置
が
意
味
の
あ
る
盤
面
を
見
た
と
き
の
プ
ロ
棋
士
の
脳
は
、

提
示
直
後
に
前
頭
部
と
側
頭
部
に
顕
著
な
活
動
が
見
ら
れ
、
さ
ら
に
そ
の
後
に
頭
頂
部
の
反
応
が
見
ら
れ
た
。
他
方
、
意
味
の
な
い
ラ
ン
ダ
ム
な
駒
の
配
置
の

盤
面
で
は
、
そ
の
よ
う
な
反
応
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。

　
研
究
チ
ー
ム
は
、
意
味
の
あ
る
駒
の
配
置
に
対
し
て
の
み
反
応
す
る
前
頭
部
と
頭
頂
部
は
全
体
的
な
意
味
の
理
解
に
関
わ
っ
て
い
て
、
意
味
が
あ
っ
て
も

な
く
て
も
反
応
す
る
側
頭
部
は
全
体
を
構
成
す
る
要
素
情
報
の
認
識
に
関
わ
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。つ
ま
り
、
脳
の 

Ｂ

 

と 

Ｃ 

の
そ
れ
ぞ
れ
で
、

全
体
的
な
意
味
と
個
々
の
要
素
が
素
早
く
並
行
的
に
処
理
さ
れ
、
そ
の
後
に 
Ｄ

 

に
お
い
て
情
報
が
統
合
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
言
い
換
え
れ
ば
、

プ
ロ
棋
士
は
盤
面
を
見
た
瞬
間
に
、
そ
の
盤
面
の「
意
味
」を
認
識
し
、
一
局
面
を
見
た
だ
け
で
手
筋
の
全
体
の
流
れ
が
直
観
的
に
わ
か
る
こ
と
を
こ
の
研
究

は
示
し
て
い
る
。

　
熟
達
に
伴
う
認
知
の
変
化
と
そ
れ
に
伴
う
脳
の
機
能
と
構
造
の
変
化
は
、
様
々
な
分
野
の
学
習
が
多
様
な
形
で
脳
内
で
な
さ
れ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
熟

達
の
過
程
の
影
響
は
脳
の
特
定
部
分
の
局
所
的
な
変
化
で
は
な
く
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
変
化
と
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。「
生
き
た
知
識
と
は
何
か
」と
い
う

問
い
に
つ
い
て
、
学
習・熟
達
に
伴
う
脳
の
変
化
が
教
え
て
く
れ
る
こ
と
。そ
れ
は
、
使
う
こ
と
が
で
き
る
知
識
は
、
事
実
の
断
片
的
な
記
憶
の
集
積
で
は
な
く
、



3

知
識
を
い
か
に
使
う
か
と
い
う
手
続
き
そ
の
も
の
の
記
憶
と
切
り
離
せ
な
い
形
で
脳
内
に
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
だ
。

　
習
熟
し
て
い
な
い
う
ち
は
、
物
理
の
公
式
を
口
で
言
う
こ
と
は
で
き
て
も
問
題
を
解
く
た
め
に
す
ぐ
に
使
え
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
英
語
の「a

」と「the

」

の
使
い
方
に
つ
い
て
教
科
書
に
書
い
て
あ
る
こ
と
は
言
え
て
も
、
実
際
に
英
語
を
話
し
た
り
書
い
た
り
す
る
時
に
正
確
に「a

」と「the

」が
使
い
分
け
ら
れ
る

わ
け
で
は
な
い
。
私
た
ち
が
実
際
に
使
う
こ
と
が
で
き
る「
生
き
た
知
識
」は
、
単
に
事
実
を
知
っ
て
い
る
と
い
う
知
識
で
は
な
く
、
そ
れ
を
ど
う
使
う
か
と

い
う
手
続
き
ま
で
も
い
っ
し
ょ
に
な
っ
た
知
識
な
の
だ
。そ
し
て
、
そ
の
知
識
は
、
脳
が
学
習
し
、
知
識
を
つ
か
う
た
め
の
神
経
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
熟
達
者
は
一
瞬
で
状
況
を
判
断
し
、
も
の
ご
と
の
本
質
を
見
抜
く
こ
と
が
で
き
る
。パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
は
正
確
で
素
早
い
。
何
が
起
こ
る
か
を
的
確
に
予
測

で
き
、
臨
機
応
変
で
創
造
的
に
行
動
で
き
る
。そ
し
て
な
に
よ
り
、
よ
い
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
明
確
な
イ
メ
ー
ジ
を
持
ち
、
よ

い
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
そ
う
で
な
い
も
の
と
を
峻
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

（
今
井
む
つ
み『
学
び
と
は
何
か
―〈
探
求
人
〉に
な
る
た
め
に
』岩
波
書
店
よ
り　
た
だ
し
、
問
題
の
文
章
は
、
一
部
省
略
し
て
あ
り
ま
す
。）

　　　
　

  

文
章
中
の（
ア
）・（
ウ
）の
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
に
直
し
な
さ
い
。ま
た
、（
イ
）の
漢
字
の
読
み
方
を
、
ひ
ら
が
な
で
答
え
な
さ
い
。な
お
、
ひ
ら
が
な
及
び

漢
字
は
丁
寧
に
書
き
な
さ
い
。

　　
　
　
ア　
カ
ン
ペ
キ　
　
　
イ　
究
め
て　
　
　
ウ　
シ
ジ

　
　

  

文
章
中
の（
①
）・（
②
）に
入
る
最
も
適
当
な
言
葉
を
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
次
か
ら
一
つ
ず
つ
選
ん
で
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

　
　
　
ア　
だ
か
ら　
　
　
イ　
で
は　
　
　
　
ウ　
そ
も
そ
も　
　
　
エ　
ま
る
で

　
　
　
オ　
つ
ま
り　
　
　
カ　
し
か
し　
　
　
キ　
そ
の
う
え　
　
　
ク　
や
が
て

　　
一二
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文
章
中
の（
Ⅰ
）・（
Ⅱ
）に
入
る
最
も
適
当
な
言
葉
を
、
文
章
中
の
他
の
部
分
か
ら
探
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
漢
字
三
文
字
で
答
え
な
さ
い
。な
お
、
漢
字
は
楷

書
で
丁
寧
に
書
き
な
さ
い
。

　　　
　

  

文
章
中
の
傍
線
部
Ａ「
脳
の
反
応
を
計
測
し
た
」と
あ
る
が
、
そ
の
計
測
の
仕
方
を
最
も
具
体
的
に
説
明
し
た
一
文
を
探
し
、
そ
の
文
の
最
初
の
五
文
字

を
答
え
な
さ
い
。（
句
読
点
が
あ
る
場
合
は
、
句
読
点
も
含
む
。）

　　　
　

  

文
章
中
の 

Ｂ

  
Ｃ 

  
Ｄ

 

に
入
る
最
も
適
当
な
言
葉
を
、
文
章
中
の
他
の
部
分
か
ら
探
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
漢
字
三
文
字
で
答
え
な
さ
い
。な
お
、

漢
字
は
楷
書
で
丁
寧
に
書
き
な
さ
い
。（
Ｂ
と
Ｃ
は
順
不
同
）

　　　
　

  

文
章
中
に
、
本
来
段
落
分
け
す
べ
き
な
の
に
一
つ
の
段
落
で
書
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。そ
の
段
落
を
探
し
、
二
つ
の
段
落
に
分
け
て
、
後
半
の
段

落
の
最
初
の
五
文
字
を
答
え
な
さ
い
。（
句
読
点
が
あ
る
場
合
は
、
句
読
点
も
含
む
。）

　　　
　

  

次
に
示
す
一
段
落
が
、
本
文
中
か
ら
欠
落
し
て
い
る
。
正
し
く
挿
入
し
た
場
合
、
後
に
続
く
段
落
の
最
初
の
五
文
字
を
答
え
な
さ
い
。（
句
読
点
が
あ
る

場
合
は
、
句
読
点
も
含
む
。）

　　
　
　

　　　　
三四五六七

　
つ
ま
り
、
熟
達
と
い
っ
て
も
、
経
験
を
積
む
こ
と
で
、
最
初
は
で
き
な
か
っ
た
こ
と
が
素
早
く
、
よ

ど
み
な
く
、
正
確
に
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
レ
ベ
ル
の
熟
達
と
、
そ
れ
を
超
え
て
、
そ
の
分
野

で
一
流
と
な
り
、
さ
ら
に
超
一
流
に
な
る
レ
ベ
ル
の
熟
達
と
が
あ
る
。も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
連
続
す

る
過
程
な
の
だ
が
、
熟
達
者
の
認
知
の
特
徴
や
学
び
方
の
特
徴
を
考
え
る
と
き
に
は
こ
こ
を
分
け
て

考
え
る
こ
と
が
重
要
だ
。



5

言
語
事
項
・
文
学
史　
一
般
選
抜  

Ｂ
日
程（
２
月
15
日
実
施
）

Ⅱ
　
　

  

次
の
①
〜
⑤
の
空
欄
に
あ
て
は
ま
る
漢
字
一
文
字
を
書
き
、
こ
と
わ
ざ
や
慣
用
句
を
完
成
さ
せ
な
さ
い
。な
お
、
漢
字
は
楷
書
で
丁
寧
に
書
き
な
さ
い
。

　　
　
　
①　
月
日
の
た
つ
の
が
早
い
こ
と
。　
　
「
光
陰（　
）の
ご
と
し
」

　
　
　
②　
驚
き
な
ど
の
た
め
次
に
言
う
言
葉
が
出
て
こ
な
い
こ
と
。　
　
「
二
の（　
）が
つ
げ
な
い
」　

　
　
　
③　
経
済
状
態
が
非
常
に
苦
し
い
こ
と
。　
　
「
火
の（　
）」

　
　
　
④　
他
人
の
疑
い
を
招
く
よ
う
な
行
為
は
す
る
な
と
い
う
こ
と
。　
　
「
李り

　
か下

に（　
）を
正
さ
ず
」  

　
　
　
⑤　
調
子
の
合
わ
な
い
こ
と
。　
　
「
木
に（　
）を
つ
ぐ
」

　　　
　

  

次
の
①
〜
⑤
の
カ
タ
カ
ナ
の
部
分
を
漢
字
に
直
す
と
き
、
最
も
適
切
な
も
の
を（　
　
）の
中
か
ら
一
つ
選
ん
で
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

　
　
　
①　
秋
は
人
を
カ
ン
シ
ョ
ウ
的
に
す
る
。　
（
ア　
緩
衝　
　
　
イ　
干
渉　
　
　
ウ　
感
傷
）

　
　
　
②　
セ
イ
コ
ウ
な
作
り
の
時
計
。　
　
　
　
（
ア　
製
鋼　
　
　
イ　
精
巧　
　
　
ウ　
生
硬
）

　
　
　
③　
危
険
を
オ
カ
し
て
救
出
す
る
。　
　
　
（
ア　
冒　
　
　
　
イ　
犯　
　
　
　
ウ　
侵　
）

　
　
　
④　
彼
の
優
秀
さ
は
シ
ュ
ウ
チ
の
事
実
だ
。（
ア　
羞
恥　
　
　
イ　
周
知　
　
　
ウ　
衆
知
）

　
　
　
⑤　
緊
急
動
議
を
委
員
会
に
ハ
カ
る
。　
　
（
ア　
諮　
　
　
　
イ　
図　
　
　
　
ウ　
謀　
）

　　
一二



6

　
　

  

次
の
①
〜
⑤
の
俳
句
の（　
　
）に
入
る
言
葉
を
ア
〜
ウ
か
ら
一
つ
選
ん
で
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

　　
　
　
①　
名
月
や（　
　
）を
め
ぐ
り
て
夜
も
す
が
ら　
　
　
　
松
尾
芭
蕉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ア　
池　
　
　
　
イ　
川　
　
　
　
ウ　
山　
　
）

　
　
　
②　
山
路
来
て
何
や
ら
ゆ
か
し（　
　
）草　
　
　
　
松
尾
芭
蕉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ア　
あ
ざ
み　
　
イ　
す
み
れ　
　
ウ　
さ
く
ら
）

　
　
　
③　
（　
　
）の
海
終ひ

ね
も
す日
の
た
り
の
た
り
か
な　
　
　
　
与
謝
蕪
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ア　
春　
　
　
　
イ　
冬　
　
　
　
ウ　
秋　
　
）

　
　
　
④　
（　
　
）や
月
は
東
に
日
は
西
に　
　
　
　
与
謝
蕪
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ア　
夕
暮
れ　
　
イ　
山
の
端　
　
ウ　
菜
の
花
）

　
　
　
⑤　
こ
れ
が
ま
あ
終つ

ひ
の
す
み
か
か（　
　
）五
尺　
　
　
　
小
林
一
茶

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ア　
竹　
　
　
　
イ　
草　
　
　
　
ウ　
雪　
　
）

三
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現
代
文　
一
般
選
抜  

Ｂ
日
程（
２
月
15
日
実
施
）

Ⅲ
　
　
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
各
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

　
1　
Ａ
二
〇
世
紀
の
建
築
の
一
つ
の
特
徴
は
、
装
飾
を
排
し
て
機
能
を
追
究
し
て
い
る
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
以
前
の
、
た
と
え
ば
ロ
コ
コ
な
ど

に
究
極
的
に
み
ら
れ
る
ご
て
ご
て
し
た
装
飾
は
、
い
ま
は
も
う
作
ろ
う
に
も
作
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
よ
う
な
華
美
な
装
飾
を
な
く
し
た
か
わ
り
に
、

二
〇
世
紀
の
建
築
が
あ
ら
わ
に
し
て
い
る
の
は
、
数
学
的
な
線
の
美
し
さ
で
あ
る
。ア
メ
リ
カ
の
フ
ラ
ン
ク
・
ロ
イ
ド
・
ラ
イ
ト
の
建
築
も
そ
う
だ
し
、
ス
イ

ス
の
ル
・
コ
ル
ビ
ュ
ジ
エ
の
建
築
も
そ
う
で
あ
る
。

2　
建
築
と
数
学
的
な
美
と
が
切
っ
て
も
切
り
離
せ
な
い
の
は
、
な
に
も
二
〇
世
紀
に
始
ま
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。フ
ラ
ン
ス
の
シ
ャ
ル
ト
ル
大
聖
堂
は
、
ア

ラ
ビ
ア
数
学
の
粋
を
応
用
し
た
も
の
で
あ
る
し
、
セ
ン
ト
・
ポ
ー
ル
大
寺
院
な
ど
、
現
在
の
ロ
ン
ド
ン
の
景
観
の
ほ
と
ん
ど
を
占
め
る
建
築
物
を
築
い
た
の
は
、

も
と
も
と
数
学
者
で
あ
っ
た
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
レ
ン
で
あ
っ
た
。し
か
し
、
二
〇
世
紀
の
建
築
の
線
に
は
、
そ
れ
ら
と
は
違
う
単
純
な
美
し
さ
が
あ
る
。

3　
フ
ラ
ン
ス
と
ス
イ
ス
の
国
境
に
近
い
、
フ
ラ
ン
シ
ュ
＝
コ
ン
テ
地
方
の
山
の
中
に
、
ロ
ン
シ
ャ
ン
と
い
う
小
さ
な
村
が
あ
る
。そ
こ
の
小
高
い
丘
の
上
に
、

ル
・
コ
ル
ビ
ュ
ジ
エ
が
一
九
四
四
年
に
依
頼
さ
れ
て
建
て
た
Ｂ
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
教
会
が
あ
る
。
先
日
、
そ
こ
を
訪
ね
て
み
た
が
、
そ
の
発
想
の
新
し
さ
と
シ
ン

プ
ル
な
外
観
、
内
部
の
静
寂
な
空
間
の
構
想
の
奥
の
深
さ
、
そ
し
て
な
に
よ
り
も
そ
の
美
し
さ
に
、（
ア
）カ
ン
ガ
イ
が
ひ
と
し
お
で
あ
っ
た
。

4　
外
側
は
白
と
灰
色
で
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
と
モ
ル
タ
ル
の
単
純
な
作
り
で
あ
る
。
左
側
に
白
い
塔
が
の
び
て
立
ち
、
右
側
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
屋
根
は
、
あ

た
か
も
船
の
よ
う
だ
。そ
こ
に
大
き
さ
も
形
も
深
さ
も
異
な
る
さ
ま
ざ
ま
な
窓
が
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
。

5　
内
側
は
た
だ
一
つ
の
部
屋
で
、
そ
れ
ら
の
窓
に
は
め
ら
れ
た
色
ガ
ラ
ス
か
ら
、
暖
か
い
光
が
差
し
込
ん
で
く
る
だ
け
だ
。こ
の
一
見
し
た
単
純
さ
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
こ
れ
は
、
厳
密
に
計
算
さ
れ
た
数
学
的
な
線
の
作
り
出
す
美
で
あ
る
。

6　
ロ
マ
ネ
ス
ク
、
ゴ
シ
ッ
ク
な
ど
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
伝
統
的
な
教
会
を
見
慣
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な（
イ
）斬
新
な
デ
ザ
イ
ン
の
祈
り
の
場
と
い
う

の
は
、
私
に
は
思
い
も
よ
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。し
か
し
、
こ
れ
は
、
ロ
マ
ネ
ス
ク
や
ゴ
シ
ッ
ク
の
伝
統
が
も
と
も
と
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
生
ま
れ
て
き
た
斬

新
性
な
の
だ
ろ
う
。こ
の
驚
き
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
自
動
車
や
椅
子
の
設
計
に
と
き
ど
き
み
ら
れ
る
驚
き
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。

7　
（　
①　
）、
こ
の
よ
う
な
単
純
で
機
能
的
で
数
学
的
な
美
を
追
究
し
た
近
代
建
築
と
は
、
少
し
系
統
の
異
な
る
建
築
の
発
展
が
、
少
な
く
と
も
イ
ギ
リ
ス

に
は
あ
る
。そ
れ
は
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
進
化
理
論
と
自
然
史
に
対
す
る
興
味
が
啓
発
し
た
、
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
イ
ギ
リ
ス
の
建
築
で
あ
る
。

8　
一
八
〇
〇
年
代
の
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
は
、
大
英
帝
国
の
黄
金
時
代
の
最
後
で
も
あ
る
し
、
科
学
と
宗
教
の
闘
い
が
、
お
お
む
ね
科
学
の
勝
利
で
終
わ
る
時
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代
で
も
あ
る
。も
っ
と
も
、
こ
の
闘
い
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
な
も
の
で
も
な
い
の
だ
が
。こ
の
時
代
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
が『
種
の
起
源
』を
著
し
て
自
然
淘
汰
に
よ
る

進
化
の
理
論
を
公
表
し
、
大
き
な
論
争
が
巻
き
起
こ
る
と
と
も
に
、
植
民
地
制
覇
の
波
に
の
っ
て
、
世
界
の
各
地
か
ら
自
然
史
的
資
料
が
大
量
に
集
積
さ
れ
た
。

人
々
は
そ
れ
ら
に
目
を
見
張
り
、
建
築
家
た
ち
も
、
そ
れ
に
お
お
い
に
影
響
さ
れ
た
。

9　
（　
②　
）、
一
八
五
一
年
に
万
国
博
の
た
め
に
ロ
ン
ド
ン
に
作
ら
れ
た
水
晶
宮
は
、
ジ
ョ
ー
ゼ
フ
・
パ
ク
ス
ト
ン
の
設
計
で
あ
る
が
、
彼
は
、
そ
の
基
本

的
な
ア
イ
デ
ア
を
、
ア
マ
ゾ
ン
の
オ
オ
オ
ニ
バ
ス
の
葉
脈
の
作
り
に
負
っ
て
い
る
。そ
れ
は
、
そ
れ
以
前
の
建
築
に
特
徴
的
な
装
飾
を
排
し
、
単
純
な
線
だ
け

で
構
成
さ
れ
、
自
然
物
が
本
来
も
っ
て
い
る
機
能
性
と
美
を
十
分
に
意
識
し
て
建
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
一
八
五
五
年
か
ら
一
八
六
〇
年
に
か
け
て
、
ヘ

ン
リ
ー
・
エ
イ
ク
ラ
ン
ド
に
よ
っ
て
建
て
ら
れ
た
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
自
然
史
博
物
館
も
、
ま
さ
に
、
地
球
の
ミ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
を
体
現
す
る
よ
う
に

作
ら
れ
て
い
る
。ト
ー
マ
ス
・
ヘ
ン
リ
ー
・
ハ
ッ
ク
ス
レ
イ
と
ウ
ィ
ル
バ
ー
フ
ォ
ー
ス
大
司
教
と
が
、
一
八
六
一
年
に
、
人
類
の
祖
先
が
サ
ル
で
あ
っ
た
こ
と

を
め
ぐ
っ
て
論
争
を
戦
わ
せ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
こ
の
建
物
の
二
階
の
部
屋
だ
が
、
こ
の
建
物
自
体
は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
自
然
観
と
自
然
科
学
と
が

調
和
す
る
と
い
う
信
念
の
も
と
に
建
て
ら
れ
て
い
る
。す
な
わ
ち
、
こ
こ
の
正
面
玄
関
の
左
側
に
は
、
罪
の
な
い
、
神
を
信
用
し
き
っ
た
ア
ダ
ム
の
彫
像
が
あ

る
。
右
側
に
は
、
疑
い
の
声
に
耳
を
傾
け
て
い
る
イ
ヴ
の
彫
像
が
あ
る
。そ
し
て
、
そ
の
真
上
に
は
、
右
手
に
神
学
の
書
物
を
、
そ
し
て
左
手
に
は
、
な
ん
と

核
が
分
裂
し
て
い
る
細
胞
を
握
っ
た
天
使
の
像
が
彫
ら
れ
て
い
る
の
だ
。
精
神
的
な
領
域
と
、
物
質
的
な
科
学
の
調
和
が
、
願
い
を
込
め
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。

一
八
八
一
年
に
作
ら
れ
た
大
英
博
物
館
自
然
史
博
物
館
は
、
偉
大
な
博
物
学
者
で
あ
っ
た
が
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
進
化
理
論
に
は
真
向
か
ら
反
対
し
た
、
リ
チ
ャ
ー

ド
・
オ
ー
ウ
ェ
ン
の
構
想
に
よ
る
も
の
だ
。
彼
は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
自
然
観
を
、
あ
く
ま
で
も
科
学
よ
り
も
上
の
統
合
原
理
と
し
て
置
く
こ
と
を
示
す
た
め
に
、

こ
の
建
物
全
体
を
古
典
的
な
教
会
建
築
に
な
ぞ
ら
え
て
作
ら
せ
た
の
で
あ
る
。

10　
数
学
的
な
線
や
物
理
法
則
は
、
な
ぜ
人
間
の
審
美
的
感
覚
を
刺
激
す
る
の
だ
ろ
う
？　
自
然
界
の
生
物
が
作
り
出
す
形
は
、
な
ぜ
美
し
く
み
え
る
の
だ
ろ

う
？　
そ
の
答
え
は
、
数
学
や
物
理
学
で
は
な
く
、
私
た
ち
の
神
経
系
の
構
成
に
関
す
る
生
物
学
の
中
に
あ
る
に
違
い
な
い
。

 

（
長
谷
川
眞
理
子『
科
学
の
目　
科
学
の
こ
こ
ろ
』岩
波
書
店
よ
り
）

　　　
　

 

文
章
中
の（
ア
）の
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
に
直
し
な
さ
い
。ま
た
、（
イ
）の
漢
字
の
読
み
方
を
、
ひ
ら
が
な
で
答
え
な
さ
い
。な
お
、
漢
字
及
び
ひ
ら
が
な
は

丁
寧
に
書
き
な
さ
い
。

　　
　
　
ア　
カ
ン
ガ
イ　
　
　
イ　
斬
新

一
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文
章
中
の（
①
）と（
②
）に
入
る
、
最
も
適
当
な
言
葉
を
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
次
か
ら
一
つ
ず
つ
選
ん
で
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

　　
　
　
ア　
つ
ま
り　
　
　
イ　
も
し
く
は　
　
ウ　
し
た
が
っ
て　
エ　
た
と
え
ば

　
　
　
オ　
と
こ
ろ
で　
　
カ　
し
か
し　
　
　
キ　
や
は
り　
　
　
ク　
す
る
と

　　　
　

 

文
章
中
の
傍
線
部
Ａ「
二
〇
世
紀
の
建
築
」の
特
徴
を
1
段
落
か
ら
二
つ
抜
き
出
し
て
、
そ
の
ま
ま
書
き
な
さ
い
。

　　　
　

 

次
の
ア
〜
カ
の
建
築
物
を
、「
二
〇
世
紀
の
建
築
」と「
二
〇
世
紀
以
前
の
建
築
」に
分
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
該
当
す
る
建
築
物
を
全
て
、
ア
〜
カ
の
記
号

で
書
き
な
さ
い
。

　　
　
　
ア　
フ
ラ
ン
ク
・
ロ
イ
ド
・
ラ
イ
ト
の
建
築

　
　
　
イ　
ル
・
コ
ル
ビ
ュ
ジ
エ
の
建
築

　
　
　
ウ　
シ
ャ
ル
ト
ル
大
聖
堂

　
　
　
エ　
セ
ン
ト
・
ポ
ー
ル
大
寺
院

　
　
　
オ　
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
教
会

　
　
　
カ　
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
イ
ギ
リ
ス
の
建
築

　　　
　

 

文
章
中
の
傍
線
部
Ｂ「
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
教
会
」に
関
す
る
記
述
が
な
さ
れ
て
い
る
段
落
を
探
し
、
そ
の
段
落
番
号
を
全
て
書
き
な
さ
い
。（
1
〜
10
の
該
当

す
る
番
号
を
書
く
こ
と
。）

　　
二三四五
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問
題
は
以
上
で
す
。

　
　

 

9
段
落
は
、
そ
の
書
か
れ
た
内
容
に
よ
っ
て
大
き
く
三
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
三
つ
に
分
け
た
場
合
の
二
つ
目
と
三
つ
目
の
そ
れ
ぞ
れ
最
初
の
五

文
字
を
答
え
な
さ
い
。（
句
読
点
が
あ
る
場
合
は
、
句
読
点
も
含
む
。）

六


