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供
の
母
親
が
、
買
い
物
へ
行
く
た
め
に
、

子
供
を
み
て
あ
げ
る
と
い
っ
て
く
れ
た
人

に
ま
か
せ
、買
い
物
へ
行
っ
た
。「
善
意
」

で
み
て
あ
げ
る
と
い
っ
た
人
が
、
少
し
の

間
目
を
離
し
て
い
た
隙
に
、
子
供
が
公
園

に
あ
る
池
に
誤
っ
て
落
ち
て
亡
く
な
っ
て

し
ま
っ
た
。

　

こ
の
場
合
、
子
供
の
母
親
は
、「
善
意
」

で
み
て
く
れ
る
と
い
っ
た
人
に
、
損
害
賠

償
を
求
め
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
の
か
。

永
井
学
長
は
、
こ
う
問
い
か
け
た
あ
と
、

次
の
よ
う
に
続
け
た
。

責
任
を
負
わ
せ
て
、
い
い
か
？

　

あ
く
ま
で
も
、
子
供
を
み
て
あ
げ
る
と

い
っ
た
人
は
、「
善
意
」
に
よ
る
気
持
か

ら
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、「
善
意
」
の
行

為
を
し
た
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
善
意
の
人

が
、
重
た
い
責
任
を
負
っ
て
し
ま
う
こ
と

に
な
る
。
こ
れ
を
、
腑
に
落
ち
な
い
と
感

じ
る
の
は
ご
く
当
た
り
前
の
こ
と
だ
。

　

ま
た
子
供
を
亡
く
し
た
親
に
対
す
る
批

判
と
し
て
、「
人
が
善

意
で
手
を
差
し
の
べ
た

時
、
た
ま
た
ま
ミ
ス
を

犯
し
て
し
ま
っ
た
場
合
、

善
意
の
人
を
訴
え
る
の

は
、
道
徳
に
反
す
る
の

で
は
な
い
か
」
と
い
う

意
見
も
あ
る―

と
説
明
。

「
社
会
の
ル
ー
ル
」

を
学
ぶ

　

こ
の
よ
う
な
場
合
、

法
律
と
は
ど
の
よ
う
に

決
め
ら
れ
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
も

永
井
学
長
は
、
問
い
か

け
る
か
た
ち
で
受
講
生

オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス

2008
未
来
の
ワ
タ
シ
に

出
会
う
一
日

多
摩
キ
ャ
ン
パ
ス

８
／
３
・
８
／
30
・
31

後
楽
園
キ
ャ
ン
パ
ス

７
／
27
・
８
／
30
・
31

模
擬
授
業

　

オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス
の
特
別
企
画
で

あ
る
永
井
学
長
の
講
義
を
受
講
す
る
た
め
、

８
号
館
の
大
教
室
に
は
多
く
の
高
校
生
や

父
兄
が
集
ま
っ
た
。

法
を
学
ぶ
意
味
は

　

教
室
に
緊
張
感
が
漂
う
中
、
講
義
は
は

じ
ま
り
、
永
井
学
長
は
「
法
を
学
ぶ
に
は
、

ど
う
い
う
意
味
が
あ
る
の
か
」、「
ど
ん
な

ル
ー
ル
が
あ
る
の
か
」、「
法
の
ル
ー
ル
と

ジ
ャ
ン
グ
ル
の
弱
肉
強
食
の
ル
ー
ル
と
何

が
違
う
の
か
」
と
学
生
ら
に
問
い
か
け
た
。

　

そ
の
う
え
で
、
ま
だ
法
律
を
学
ん
で
い

な
い
高
校
生
に
も
分
か
り
や
す
い
よ
う
に
、

裁
判
の
具
体
例
を
挙
げ
て
説
明
を
続
け
た
。

「
善
意
」
の
人
の
過
ち
に
法
は

　

例
え
ば
、
公
園
に
遊
び
に
来
て
い
た
子

永井和之学長

総
長
・
学
長
　
永
井
和
之 
法
学
部
教
授

「
好
意
・
善
意
と
法
」

「
好
意
・
善
意
と
法
」

「
好
意
・
善
意
と
法
」

学
長
に
よ
る
特
別
講
義
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一
人
一
人
に
考
え
る
こ
と
を
促
し
た
。

　

そ
し
て
締
め
く
く
る
よ
う
に
、「
私
達
は
、

個
人
主
義
的
社
会
で
生
き
て
い
る
。
そ
の

よ
う
な
中
、法
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
は『
社

会
の
ル
ー
ル
』
を
学
ぶ
、
大
切
な
こ
と
な

の
で
す
」
と
強
調
し
た
。

多
く
の
受
講
生
と
質
疑
応
答

　

講
義
の
後
、
質
疑
応
答
が
行
わ
れ
、
永

井
学
長
に
直
接
質
問
で
き
る
機
会
と
あ
っ

て
、
多
数
の
学
生
が
手
を
挙
げ
た
。
永
井

学
長
は
、「
久
し
ぶ
り
に
教
壇
に
立
っ
た
。

自
分
の
子
供
と
孫
の
中
間
に
あ
た
る
学
生

に
、
授
業
を
す
る
の
は
難
し
い
」
と
語
っ

て
、
受
講
生
の
笑
い
を
誘
っ
た
。

　

永
井
学
長
は
、「
中
央
大
学
の
特
色
は
」

と
い
う
質
問
に
対
し
、「
学
生
、
個
人
個

人
を
見
て
い
る
」
と
返
答
。
ま
た
、
今
後

の
中
央
大
学
に
関
す
る
質
問
に
対
し
て
は
、

各
々
の
専
門
的
な
学
問
と
幅
広
い
教
養
に

裏
づ
け
さ
れ
た
思
考
を
兼
ね
備
え
た
「
実

学
」
と
い
う
シ
ス
テ
ム
を
再
構
築
す
る
こ

と
を
挙
げ
た
。

（
学
生
記
者　

梶
原
麗
奈
＝
法
学
部
２
年
）

法
学
部
　
滝
田
賢
治 

教
授

「
本
当
は
面
白
い
政
治
学
―
民
族
・
国
民
・

  

国
家
・
主
権
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
し
て
」

「
本
当
は
面
白
い
政
治
学
―
民
族
・
国
民
・

  

国
家
・
主
権
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
し
て
」

「
本
当
は
面
白
い
政
治
学
―
民
族
・
国
民
・

  

国
家
・
主
権
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
し
て
」

　

滝
田
賢
治
先
生
の
授
業
は
、
学
生
の
間

で
は
、
法
学
部
の
中
で
ト
ッ
プ
３
に
入
る

ほ
ど
厳
し
い
授
業
と
言
わ
れ
て
い
る
。
テ

ス
ト
前
に
、
先
輩
か
ら
過
去
問
を
手
に
入

れ
て
、
１
、
２
日
間
勉
強
を
す
れ
ば
単
位

が
取
れ
る
、そ
ん
な
簡
単
な
授
業
で
は
な
い
。

だ
が
実
際
の
講
義
は
と
て
も
面
白
く
、
90

分
の
授
業
が
と
て
も
短
く
感
じ
る
ほ
ど
だ
。

「
サ
ル
に
も
分
か
る
政
治
学
」

　

滝
田
先
生
は
、
今
回
の
模
擬
授
業
の

テ
ー
マ
を
は
じ
め
は
「
サ
ル
に
も
分
か
る

政
治
学
」
に
し
よ
う
と
考
え
て
い
た
と
い

う
。
政
治
学
は
、
一
般
的
に
、
難
し
い
、

面
倒
く
さ
い
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
た

め
、
そ
れ
を
払
拭
し
よ
う
と
、
こ
の
テ
ー

マ
に
し
よ
う
と
考
え
た
そ
う
だ
。
実
際
に

は
、
表
題
は
変
わ
っ
た
の
だ
が
、
こ
ん
な

話
か
ら
は
じ
ま
っ
た
模
擬
授
業
に
自
然
に

引
き
つ
け
ら
れ
て
い
く
。

　

政
治
学
は
、
学
問
の
対
象
で
あ
り
、
一

番
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
定
義
はD

avid Easton

に
よ
る
「
希
少
資
源
の
権
威
的
配
分
を
巡

る
行
為
と
過
程
」
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
言
葉
を
聞
い
た
だ
け
で
は
、
一
見

と
っ
つ
き
に
く
い
と
感
じ
ら
れ
る
が
、
滝

田
先
生
は
、「
政
治
と
は
、
国
会
で
、
家

庭
内
で
、
町
内
会
で
、
サ
ー
ク
ル
内
で
、

見
ら
れ
る
現
象
」
と
身
近
な
と
こ
ろ
に
例

を
置
い
て
講
義
を
進
め
て
い
く
。

家
庭
内
に
も
あ
る
「
政
治
現
象
」

　

例
え
ば
、
父
、
母
、
子
供
二
人
の
４
人

家
族
で
、
お
父
さ
ん
が
月
40
万
円
稼
ぐ
家

庭
が
あ
る
と
す
る
。
そ
の
家
族
に
と
っ
て
、

40
万
円
は
希
少
資
源
に
当
た
る
。
お
父
さ

ん
が
、
仕
事
を
頑
張
り
、
な
お
か
つ
家
事

を
率
先
し
て
手
伝
う
、
休
日
も
家
族
サ
ー

ビ
ス
を
す
る
、
そ
う
な
る
と
、
家
族
に
お

け
る
お
父
さ
ん
の
評
価
は
上
が
り
、
権
威

を
持
つ
こ
と
に
な
る
。

　

お
父
さ
ん
が
、権
威
を
持
つ
こ
と
に
よ
り
、

給
料
40
万
円
の
使
い
道
を
、
お
父
さ
ん
の

意
思
で
決
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
月
20
万

円
を
、
自
分
の
小
遣
い

に
し
よ
う
が
、
お
父
さ

ん
は
権
威
を
持
っ
て
い

る
た
め
、
自
由
に
使
う

こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ

が
、
家
庭
内
に
お
け
る

「
政
治
現
象
」
で
あ
る
。

　

滝
田
先
生
は
、「
政

治
」
と
は
二
人
以
上
の

人
間
が
い
る
世
界
に
お

い
て
、
必
ず
起
こ
る
現

象
と
、
分
か
り
や
す
く

説
明
し
た
。　

　

そ
し
て
、「
こ
の
権

威
的
配
分
が
失
敗
し
た

際
に
、
家
庭
内
で
は
家

庭
内
別
居
、
最
悪
の
場

滝田賢治教授
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合
に
は
離
婚
に
至
る
」
と
語
り
、
教
室
内

の
笑
い
を
誘
っ
た
。

質
問
飛
ぶ
生
徒
参
加
型
の
授
業

　

滝
田
先
生
の
授
業
は
、
生
徒
参
加
型
授

業
で
あ
る
。
前
の
席
に
座
っ
て
い
る
学
生

に
、「
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
定
義

と
は
？
」、「
世
界
の
国
の
数
は
？
」
な
ど

と
い
う
、
質
問
が
浴
び
せ
ら
れ
る
。
記
者

に
も
「
現
在
の
外
務
大
臣
は
？
」
と
質
問

が
飛
ん
で
き
た
。
気
を
緩
め
て
は
い
ら
れ

な
い
。

　

50
分
の
模
擬
授
業
は
、
集
中
力
を
切
ら

さ
ず
に
い
た
た
め
か
、
あ
っ
と
い
う
間
に

時
間
が
過
ぎ
た
。
受
講
し
た
高
校
生
た
ち

は
、ま
だ
ま
だ
授
業
を
聞
き
た
い
、と
思
っ

た
に
違
い
な
い
。

（
学
生
記
者　

梶
原
麗
奈
＝
法
学
部
２
年
）

　

「
お
金
と
は
何
か
」―

。
興
味
を
そ
そ

ら
れ
る
講
座
名
に
８
月
30
日
、
８
３
０
６

教
室
に
は
、
多
く
の
受
講
生
が
訪
れ
、
授

業
開
始
前
に
は
座
席
の
７
割
以
上
が
埋

ま
っ
て
い
た
。

相
手
を
よ
く
知
り
、
親
し
み
を
持
つ

　

鳥
居
先
生
は
教
壇
に
立
ち
、
講
義
を
始

め
る
や
否
や
「
私
の
授
業
は
評
判
が
あ
り

ま
し
て
、
眠
た
く
な
り
ま
す
」
と
笑
い
を

誘
い
、受
講
生
を
和
ま
せ
た
。
こ
れ
も〝
鳥

居
先
生
流
〞
な
の
だ
と
感
じ
た
。

　

初
め
に
、
お
金
と
仲
良
く
付
き
あ
う
コ

ツ
に
つ
い
て
切
り
出
し
た
先
生
は
、「
相

手
を
良
く
知
り
、
親
し
み
を
持
つ
こ
と
が

必
要
で
す
」
と
強
調
し
た
。
普
段
、
お
金

に
対
し
て
、
意
識
し
て
仲
良
く
付
き
合
っ

た
り
、
親
し
み
を
も
っ
て
接
す
る
な
ど
考

え
た
こ
と
が
な
い
だ
け
に
、
話
の
内
容
は

と
て
も
新
鮮
だ
。

カ
メ
ラ
目
線
で
ポ
ー
ズ
と
る
先
生

　

途
中
、
記
者
が
記
事
に
掲
載
す
る
写
真

を
撮
る
た
め
、
鳥
居
先
生
に
カ
メ
ラ
を
向

け
る
と
、
先
生
は
話
を
止
め
て
カ
メ
ラ
目

線
で
ポ
ー
ズ
を
と
り
、「
ポ
ー
ズ
を
と
っ

て
み
ま
し
た
」
と
言
っ
て
、
ま
た
ま
た
受

講
生
の
笑
い
を
誘
っ
た
。
な
ん
だ
か
親
し

み
が
沸
い
て
く
る
。

　

次
に
話
が
進
ん
だ
の
は
、「
お
金
の
魅

力
と
魔
力
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。「
金
が

物
を
言
う
」
と
い
う
こ
と
わ
ざ
に
つ
い
て
、

「
お
金
の
威
力
は
絶
大
で
あ
る
と
い
う
こ

と
を
例
え
て
い
る
」
と
解
説
し
、
続
い
て
、

講
義
の
最
大
の
テ
ー
マ
で
あ
る
「
お
金
と

は
何
か
？
」
に
移
っ
た
。

貨
幣
と
は
価
値
の
か
た
ま
り

　

そ
こ
で
鳥
居
先
生
は
、
お
金
の
力
は
ど

こ
か
ら
生
じ
て
い
る

の
だ
ろ
う
か
、
に
つ

い
て
講
義
し
、「
お

金
と
は
、
貨
幣
で
あ

り
、
貨
幣
は
、
ど
ん

な
商
品
と
で
も
直
接

交
換
で
き
る
社
会
的

力
を
持
つ
。
だ
か
ら
、

貨
幣
の
機
能
は
、
商

品
の
動
き
に
よ
っ
て

変
わ
っ
て
く
る
。
貨

幣
と
は
、
価
値
の
か

た
ま
り
」
な
ど
と
説

明
。
さ
ら
に
講
義
の

内
容
は
高
度
に
な
っ

て
い
き
、
貨
幣
の

諸
機
能
に
つ
い
て
Ｗ

（W
are

、
商
品
）
と
Ｇ
（Geld

、
貨
幣
）

で
書
か
れ
た
図
を
使
い
な
が
ら
授
業
は
進

ん
で
い
っ
た
。

国
家
貨
幣
と
銀
行
券
の
違
い
は

　

続
い
て
は
、
国
家
貨
幣
（
政
府
貨
幣
）

と
銀
行
券
の
違
い
に
つ
い
て
移
り
、
国
家

貨
幣
は
、流
通
手
段
機
能（
強
制
通
用
力
）

に
よ
っ
て
用
い
る
の
に
対
し
て
、
銀
行
券

は
、
支
払
手
段
機
能
（
信
用
）
に
よ
っ
て

用
い
ら
れ
る
と
い
う
違
い
が
あ
る
、と
い
う
。

経
済
学
部
　
鳥
居
伸
好 

教
授

「
お
金
と
は
何
か
―

『
お
金
』
と
仲
良
く
つ
き
あ
う
方
法
」

「
お
金
と
は
何
か
―

『
お
金
』
と
仲
良
く
つ
き
あ
う
方
法
」

「
お
金
と
は
何
か
―

『
お
金
』
と
仲
良
く
つ
き
あ
う
方
法
」

鳥居伸好教授
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現
在
使
わ
れ
て
い
る
お
札
が
、
中
央
銀
行

券
で
あ
る
理
由
は
、「
政
府
か
ら
独
立
し

て
発
行
す
る
た
め
で
あ
り
、
ま
た
、
政
府

が
発
行
す
る
と
イ
ン
フ
レ
を
招
く
か
ら
だ
」。

日
本
最
古
の
お
札
「
山
田
羽
書
」

　

最
後
に
先
生
が
触
れ
た
の
は
、
日
本

最
古
の
お
札
で
あ
る
「
山
田
羽
書
」
と

「
Ｕ
Ｓ
ド
ル
」
と
の
共
通
点
に
関
す
る
話
。

「
Ｕ
Ｓ
ド
ル
」
に
は
、「IN

 GO
D
 W
E 

TRU
ST

」（
我
々
は
神
を
信
じ
る
）
と
書

か
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、「
山
田
羽
書
」

に
は
、
盗
難
除
け
な
ど
に
使
う
「
五
大
力

菩
薩
の
ま
じ
な
い
の
文
言
」
が
書
か
れ
て

い
る
。
ま
た
、
ど
ち
ら
に
も
発
行
者
の
サ

イ
ン
が
あ
る
と
い
う
点
で
共
通
し
て
い
る
、

こ
と
を
教
わ
っ
た
。

　

授
業
終
了
後
、
受
講
生
に
講
義
の
感
想

を
聞
い
て
み
る
と
、
受
講
前
に
「
経
済
学

部
か
商
学
部
か
迷
っ
て
い
て
、
参
考
に
し

よ
う
と
思
っ
て
来
ま
し
た
」
と
話
し
て
い

た
16
歳
の
於
曽
能
美
佐
さ
ん
は
、「
お
金
っ

て
難
し
い
な
と
感
じ
た
」
と
率
直
な
感
想
。

18
歳
の
山
中
広
大
さ
ん
は
、「
大
学
の
講

義
は
こ
う
い
う
も
の
な
ん
だ
と
思
っ
た
」

と
語
り
、
17
歳
の
安
藤
啓
人
さ
ん
は
、「
高

校
と
は
違
っ
て
難
し
い
イ
メ
ー
ジ
を
も
っ

て
い
た
け
ど
、
授
業
は
わ
か
り
や
す
か
っ

た
」
と
話
し
て
く
れ
た
。

（
学
生
記
者　

上
田
雄
太
＝
文
学
部
３
年
）

　

開
始
10
分
前
に
、
教
室
は
ほ
ぼ
満
席
に

近
い
状
態
。
み
ん
な
、
大
学
案
内
な
ど
の

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
熱
心
に
読
ん
で
い
る
。

５
分
前
に
も
な
る
と
立
ち
見
が
で
る
ほ
ど

の
盛
況
に
な
っ
た
。

多
様
な
文
化
が
混
在
す
る
東
南
ア
ジ
ア

　

講
義
が
は
じ
ま
っ
た
。
連
日
の
猛
暑
と

熱
気
で
教
室
内
は
か
な
り
暑
い
。
桐
山
教

授
は
「
東
南
ア
ジ
ア
で
は
35
℃
く
ら
い
の

暑
さ
が
一
年
中
続
く
の
で
す
よ
」
と
笑
い

な
が
ら
切
り
出
し
た
。
東
南
ア
ジ
ア
は
大

部
分
が
熱
帯
に
属
す
た
め
降
水
量
が
多
く
、

夏
に
は
急
な
雷
雨
や
ス
コ
ー
ル
が
多
発
す

る
。
言
語
は
一
つ
の
国
に
い
く
つ
も
あ
り
、

宗
教
も
四
大
宗
教
が
す
べ
て
あ
る
な
ど
多

商
学
部
　
桐
山
昇 
教
授

「
日
本
企
業
の
東
南
ア
ジ
ア
ビ
ジ
ネ
ス
」

「
日
本
企
業
の
東
南
ア
ジ
ア
ビ
ジ
ネ
ス
」

「
日
本
企
業
の
東
南
ア
ジ
ア
ビ
ジ
ネ
ス
」

様
な
文
化
を
持
っ
て
い
る
。

　

「
19
世
紀
に
東
南
ア
ジ
ア
は
タ
イ
王
国

を
除
い
て
、
全
て
欧
米
植
民
地
と
な
り
ま

し
た
。
そ
の
後
、
独
立
の
た
め
に
戦
争
を

し
た
国
も
あ
り
ま
す
」
と
桐
山
教
授
は
東

南
ア
ジ
ア
の
歴
史
を
解
説
。
唯
一
独
立
を

保
っ
た
タ
イ
は
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
に
１
９
６
７

年
の
結
成
時
か
ら
加
盟
。
講
義
は
、
こ
の

タ
イ
に
焦
点
を
当
て
て
進
め
ら
れ
た
。

タ
イ
の
日
系
企
業
は
７
０
０
０
社

　

「
タ
イ
は
世
界
最
大
級
の
日
系
企
業

進
出
国
で
あ
り
、
日

系
企
業
の
タ
イ
経
済

に
与
え
る
影
響
、
貢

献
は
大
き
い
も
の

と
な
っ
て
い
ま
す
」。

在
タ
イ
日
系
企
業
は

部
品
メ
ー
カ
ー
、
Ｊ

Ｃ
Ｃ
加
盟
企
業
、
製

造
業
、
サ
ー
ビ
ス
業

な
ど
７
０
０
０
社
に

も
及
ぶ
と
い
う
。「
特

に
自
動
車
産
業
の
発

展
が
め
ざ
ま
し
く
、

ア
ジ
ア
の
デ
ト
ロ
イ

ト
と
称
さ
れ
て
い
る

ほ
ど
な
の
で
す
。
中

で
も
ト
ヨ
タ
は
１
９
６
０
年
代
か
ら
部
品

作
り
を
行
っ
て
い
ま
し
た
」。
１
９
８
０

年
代
に
は
急
激
な
高
度
経
済
成
長
を
遂
げ
、

日
系
企
業
の
就
業
者
数
は
５
５
８
万
８
０

０
０
人
に
も
の
ぼ
る
。

技
術
習
得
な
ど
労
働
者
の
育
成
は
か
る

　

一
方
で
、貧
富
の
格
差
を
改
善
す
る
た
め
、

初
等
教
育
に
力
が
入
れ
ら
れ
、
近
年
で
は

識
字
率
や
中
等
教
育
の
進
学
率
が
上
昇
し

た
。し
か
し
、桐
山
教
授
は
こ
う
も
話
し
た
。

「
東
南
ア
ジ
ア
で
は
ま
だ
ま
だ
初
等
教
育

桐山昇教授
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も
大
事
な
も
の
だ
っ

た
」
と
、
フ
ラ
ン
ス

に
お
け
る
ゴ
シ
ッ
ク

大
聖
堂
の
歴
史
的
重

要
性
を
説
い
た
。

　

ラ
ン
ス
、ア
ミ
ア
ン
、

シ
ャ
ル
ト
ル
、
ボ
ー

ヴ
ェ
の
町
の
ゴ
シ
ッ

ク
大
聖
堂
な
ど
の
ス

ラ
イ
ド
を
見
な
が
ら
、

講
義
は
進
ん
で
い
く
。

ラ
ン
ス
に
あ
る
カ
テ

ド
ラ
ル
で
は
、
フ
ラ

ン
ス
歴
代
の
国
王
の

戴
冠
式
が
行
な
わ
れ

た
。
ま
た
、
中
世
は

文
字
を
読
め
る
人
間

の
数
が
そ
も
そ
も
多

く
な
い
、
そ
う
し
た

状
態
に
あ
っ
て
は
「
カ
テ
ド
ラ
ル
の
建
物

自
体
が
彫
刻
、
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
な
ど
に

よ
っ
て
聖
書
」
の
役
割
を
果
た
し
た
の
だ

と
い
う
。

五
感
す
べ
て
を
刺
激
す
る
巨
大
な
装
置

　

「
中
世
は
字
の
読
め
る
人
が
少
な
い
。

そ
の
よ
う
な
な
か
で
、
柱
や
入
り
口
、
ス

テ
ン
ド
グ
ラ
ス
な
ど
に
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い

　

ゴ
シ
ッ
ク
大
聖
堂
は
、
つ
く
り
始
め
た

人
が
完
成
を
見
る
こ
と
が
な
い
場
合
も
あ

る
と
い
う
。
そ
れ
ほ
ど
建
築
に
は
、
気
の

長
い
年
月
が
か
か
る
こ
と
に
、
ま
ず
驚
く
。

建
物
自
体
が
聖
書
の
役
割
を

　

続
け
て
小
野
教
授
は
、「
ゴ
シ
ッ
ク
大

聖
堂
は
、
歴
史
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を

果
た
し
、
フ
ラ
ン
ス
人
の
生
活
に
と
っ
て

を
受
け
ら
れ
な
い
子
も
い
ま
す
。
そ
の
土

地
の
言
語
を
母
語
と
し
て
話
せ
る
人
も
多

く
は
な
い
、と
い
う
現
状
が
あ
る
の
で
す
」。

　

タ
イ
の
日
系
企
業
は
、
労
働
者
の
育
成

も
図
っ
て
い
る
。「
２
０
０
７
年
６
月
に

開
校
し
た
泰
日
工
業
大
学
で
イ
ン
タ
ー
ン

シ
ッ
プ
な
ど
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
実
施
し

た
り
、
盤
谷
日
本
人
商
工
会
議
所
が
４
年

間
の
奨
学
金
を
提
供
す
る
と
い
う
こ
と
も

し
て
い
ま
す
」と
い
う
。桐
山
教
授
は
、「
い

か
に
し
て
そ
こ
で
働
い
て
い
る
人
々
と
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
る
か
、
い
か
に

彼
ら
に
技
術
を
習
得
さ
せ
る
か
と
い
う
の

が
課
題
な
の
で
す
」
と
強
調
し
た
。

「
難
し
か
っ
た
」
と
聴
講
の
高
校
生

　

授
業
を
真
剣
な
眼
差
し
で
聴
講
し
て
い

た
何
人
か
に
感
想
を
聞
い
て
み
た
。
公
認

会
計
士
を
目
指
す
高
校
１
年
の
男
子
（
八

王
子
市
）
と
、
商
学
部
が
第
一
志
望
と
い

う
高
校
３
年
の
女
子
（
青
梅
市
）
は
、
い

ず
れ
も
「
と
て
も
難
し
か
っ
た
」。
ま
た

一
緒
に
来
て
い
た
保
護
者
の
方
も
「
な
か

な
か
頭
に
入
っ
て
き
に
く
い
」
と
感
想
を

語
っ
て
く
れ
た
。

　

講
義
は
普
段
の
授
業
の
90
分
か
ら
50
分

に
縮
め
て
い
る
も
の
の
、
内
容
は
普
段
通

り
で
、
受
験
生
向
け
に
変
え
て
は
い
な
い
。

「
難
し
か
っ
た
」
と
い
う
受
験
生
に
も
、

大
学
の
授
業
は
こ
う
い
う
も
の
だ
、
と
い

う
印
象
が
強
く
残
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

（
学
生
記
者　

野
村
茉
莉
亜
＝
商
学
部
２

年
）

文
学
部
　
小
野
潮 
教
授

「
フ
ラ
ン
ス
の
ゴ
シ
ッ
ク
大
聖
堂
」

「
フ
ラ
ン
ス
の
ゴ
シ
ッ
ク
大
聖
堂
」

「
フ
ラ
ン
ス
の
ゴ
シ
ッ
ク
大
聖
堂
」

完
成
に
は
数
百
年
も

　

フ
ラ
ン
ス
各
地
に
あ
る
ゴ
シ
ッ
ク
大
聖

堂
は
、
12
〜
13
世
紀
に
多
く
つ
く
ら
れ
た

ゴ
シ
ッ
ク
様
式
の
司
教
座
教
会
（
カ
テ
ド

ラ
ル
）
で
あ
る
。
初
め
の
５
分
程
度
、
そ

の
ゴ
シ
ッ
ク
大
聖
堂
が
ス
ク
リ
ー
ン
に
映

し
出
さ
れ
、
フ
ラ
ン
ス
語
が
流
れ
る
ビ
デ

オ
を
見
た
後
、「
当
時
と
し
て
は
圧
倒
的

に
巨
大
な
建
物
で
、
そ
の
完
成
に
は
数
百

年
か
か
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
」
と
説
明

が
入
り
、
模
擬
授
業
が
始
ま
っ
た
。

小野潮教授
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る
カ
テ
ド
ラ
ル
の
装
飾
は
、
聖
人
伝
を
表

し
ま
し
た
。
ま
た
、
そ
の
建
物
の
な
か
で

賛
美
歌
が
歌
わ
れ
た
り
し
て
、
見
た
り
聴

い
た
り
、
五
感
す
べ
て
を
刺
激
し
て
キ
リ

ス
ト
教
信
仰
に
誘
う
と
い
う
、
巨
大
な
装

置
と
し
て
あ
り
ま
し
た
」

　

ゴ
シ
ッ
ク
大
聖
堂
の
建
築
物
と
し
て
の

構
造
の
特
徴
は
、
や
は
り
そ
の
装
飾
と
大

き
さ
に
あ
る
。

　

「
天
井
の
と
こ
ろ
に
あ
る
交
差
リ
ブ
が

あ
っ
て
、
飛
梁
（
フ
ラ
イ
ン
グ
・
バ
ッ
ト

レ
ス
）
に
建
物
の
重
さ
が
伝
わ
り
、
ま
た

ト
リ
フ
ォ
リ
ウ
ム
に
重
み
が
伝
わ
る
。
こ

の
よ
う
な
構
造
に
な
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ

重
さ
が
壁
に
伝
わ
ら
な
い
の
で
、
大
き
な

窓
が
作
れ
、
光
が
と
り
込
め
る
」
と
小
野

教
授
。
だ
か
ら
こ
そ
、
窓
を
ス
テ
ン
ド
グ

ラ
ス
に
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
の
だ
。

配
布
さ
れ
た
レ
ジ
ュ
メ
を
見
な
が
ら
講
義

を
聞
い
て
、
建
築
に
関
す
る
専
門
用
語
は

よ
く
わ
か
ら
な
か
っ
た
が
、
納
得
し
た
。

巨
大
大
聖
堂
は
信
仰
の
シ
ン
ボ
ル

　

中
世
に
お
い
て
は
、
農
村
か
ら
都
市

に
出
て
き
た
人
々
が
、
新
し
い
都
市
を
つ

く
っ
て
い
く
。
街
の
大
き
さ
に
比
べ
巨
大

だ
っ
た
ゴ
シ
ッ
ク
大
聖
堂
は
、
そ
の
よ
う

に
新
し
く
で
き
た
都
市
の
な
か
で
の
「
信

仰
の
シ
ン
ボ
ル
」
で
あ
っ
た
。「
当
時
６

千
人
ほ
ど
の
人
口
だ
っ
た
シ
ャ
ル
ト
ル
の

街
の
ゴ
シ
ッ
ク
大
聖
堂
は
、
そ
の
全
人
口

を
入
れ
て
も
あ
ま
り
あ
る
ほ
ど
の
大
き
さ

だ
っ
た
」
と
い
う
か
ら
想
像
を
超
え
る
規

模
だ
。

　

こ
の
よ
う
な
巨
大
な
建
物
は
、
日
常
他

で
は
接
す
る
こ
と
の
な
い
「
閉
じ
ら
れ
た

異
質
な
巨
大
空
間
」
を
つ
く
り
だ
す
こ
と

に
成
功
す
る
。「
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
に
よ

り
、
色
が
か
わ
っ
て
光
が
中
に
入
っ
て
く

る
。
当
時
、
発
光
体
は
太
陽
光
や
火
し
か

な
く
、
こ
の
よ
う
な
種
類
の
光
は
な
か
っ

た
」
と
い
う
。
ネ
オ
ン
な
ど
が
あ
る
今
と

は
違
っ
て
、
人
々
が
見
慣
れ
て
い
な
い
光
。

通
常
と
は
違
う
光
が
、
他
に
は
な
い
室
内

空
間
を
つ
く
り
だ
す
。

ゴ
シ
ッ
ク
に
似
た
東
京
都
庁
舎

　

実
は
、
東
京
に
も
こ
の
ゴ
シ
ッ
ク
を
真

似
た
建
築
物
が
見
ら
れ
る
と
い
う
。
そ
れ

は
、「
都
庁
」
で
あ
る
。「
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム

よ
り
は
は
る
か
に
大
き
い
か
ら
、
も
し
か

し
た
ら
フ
ラ
ン
ス
に
行
く
よ
り
も
い
い
か

も
し
れ
ま
せ
ん
ね
」
と
小
野
教
授
は
い
う

が
、
や
っ
ぱ
り
東
京
よ
り
は
現
地
に
行
き

た
い
と
思
っ
た
記
者
だ
っ
た
。

（
学
生
記
者　

武
田
朋
実
＝
法
学
部
３
年
）

総
合
政
策
学
部
　
松
野
良
一 

教
授

「
メ
デ
ィ
ア
表
現
と
は
何
か
」

「
メ
デ
ィ
ア
表
現
と
は
何
か
」

「
メ
デ
ィ
ア
表
現
と
は
何
か
」

　

「
メ
デ
ィ
ア
表
現
と
は
何
か
」
と
い
う

テ
ー
マ
に
誘
わ
れ
た
の
か
、
教
室
に
は
女

性
の
受
講
者
が
多
く
集
ま
っ
て
い
た
。
松

野
良
一
教
授
は
、
６
年
前
ま
で
某
テ
レ
ビ

局
で
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
制
作
と
人
事
教

育
研
修
の
仕
事
を
兼
任
し
て
い
た
。「
私

が
教
育
研
修
し
た
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
に
は
○

○
と
か
○
○
と
か
が
い
ま
す
ね
」。
誰
も

が
知
っ
て
い
る
人
気
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
の
名

前
に
、
教
室
が
ザ
ワ
っ
と
な
る
。

映
像
を
ス
ク
リ
ー
ン
に
映
し
、
講
義

　

「
本
日
は
お
越
し
い
た
だ
い
て
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
さ
っ
そ
く
で
す
が
皆

さ
ん
は
中
大
と
い
う
と
ど
ん
な
イ
メ
ー
ジ

を
思
い
浮
か
べ
ま
す
か
？
」

　

「
田
舎
」「
無
機
質
」「
遠
い
」「
タ
ヌ

キ
」・
・
・
松
野
教
授
は
そ
ん
な
言
葉
を

並
べ
た
。
中
大
を
目
指
す
高
校
生
に
は
、

マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
で
は
な
い
か
？
と
記

者
が
疑
問
に
思
っ
て
い
る
と
、「
た
だ
で

す
ね
、
こ
こ
で
し
か
で
き
な
い
こ
と
が
沢

山
あ
り
ま
す
」
と
言
っ
て
、
教
授
は
あ
る

映
像
作
品
を
ス
ク
リ
ー
ン
に
放
映
し
は
じ

め
た
。
教
授
の
指
導
を
受
け
る
学
生
が
１

年
生
の
時
に
初
め
て
制
作
し
た
作
品
だ
。

　

音
声
の
無
い
映
像
の
中
か
ら
、
出
演
者

の
感
情
が
ず
し
ず
し
と
伝
わ
っ
て
く
る
。

「
こ
れ
が
、
映
像
表
現
が
持
つ
効
果
で
す
。

た
く
さ
ん
の
メ
デ
ィ
ア
の
中
で
も
、
映
像

に
は
情
緒
的
イ
ン
パ
ク
ト
が
あ
り
ま
す
」

と
教
授
。

「
テ
レ
ビ
に
は
多
く
の
仕
掛
け
が
あ
る
」

　

次
に
映
し
出
さ
れ
た
映
像
で
は
、
ア
ナ

ウ
ン
ス
す
る
音
声
の
上
に
別
の
日
に
撮
影

し
た
映
像
が
流
れ
る
。
見
る
側
は
、
音
声

と
映
像
が
「
同
じ
時
間
と
場
所
」
の
も
の

と
錯
覚
し
て
し
ま
う
。「
こ
の
よ
う
に
テ

レ
ビ
に
は
数
多
く
の
仕
掛
け
が
あ
り
ま
す
。

我
々
は
メ
デ
ィ
ア
の
世
界
に
覆
わ
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
を
自
覚
し
な
く
て
は
い
け

な
い
の
で
す
」
と
松
野
教
授
は
解
説
す
る
。

　

イ
ラ
ク
戦
争
で
フ
セ
イ
ン
像
が
倒
さ
れ

る
有
名
な
シ
ー
ン
の
映
像
も
ア
メ
リ
カ
合

衆
国
が
イ
ラ
ク
、
フ
セ
イ
ン
に
勝
っ
た
と
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い
う
印
象
を
付
け
る
た
め
に
、
Ｐ
Ｒ
会
社

や
広
告
代
理
店
に
よ
り
仕
掛
け
ら
れ
た
も

の
だ
と
い
う
。

メ
デ
ィ
ア
に
溺
れ
な
い
た
め
に
は

　

「
リ
ア
ル
ワ
ー
ル
ド
」
の
外
に
は
マ
ス

コ
ミ
が
作
り
出
す「
メ
デ
ィ
ア
ワ
ー
ル
ド
」

が
あ
り
、
さ
ら
に
政
府
や
軍
に
よ
る
「
メ

デ
ィ
ア
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
」
が
存
在
す
る
。

教
授
は
「
３
重
の
世

界
の
中
に
住
ん
で
い

る
こ
と
を
、
我
々
は

自
覚
し
な
く
て
は
い

け
な
い
の
で
す
」
と

強
調
す
る
。
そ
し
て

文
字
、
写
真
、
映
像
、

携
帯
、
ｗ
ｅ
ｂ
・
・
・

多
く
の
メ
デ
ィ
ア
の

中
に
溺
れ
、
メ
デ
ィ

ア
に
支
配
さ
れ
る

世
界
の
中
で
生
き
て

い
く
た
め
に
は
、
メ

デ
ィ
ア
リ
テ
ラ
シ
ー

が
必
要
で
あ
る
、
と

い
う
。

　

メ
デ
ィ
ア
リ
テ
ラ

シ
ー
に
は
メ
デ
ィ
ア

機
器
使
用
能
力
、
メ
デ
ィ
ア
批
判
・
批
評

能
力
、メ
デ
ィ
ア
表
現
能
力
が
求
め
ら
れ
る
。

「
私
た
ち
が
表
現
方
法
を
身
に
つ
け
て
受

け
身
か
ら
能
動
的
に
変
化
す
れ
ば
、
見
方

が
変
わ
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
」
と
、

メ
デ
ィ
ア
か
ら
身
を
守
る
た
め
に
は
、
メ

デ
ィ
ア
を
逆
に
使
っ
て
表
現
能
力
を
身
に

つ
け
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

子
ど
も
放
送
局
と
多
摩
探
検
隊

　

「
映
像
表
現
能
力
を
身
に
つ
け
る
」
試

み
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
松
野
教
授
の
研
究

室
で
は
小
中
学
生
に
テ
レ
ビ
番
組
制
作
に

つ
い
て
指
導
す
る
「
子
ど
も
放
送
局
」
を

東
京
、
福
井
、
名
古
屋
、
沖
縄
で
展
開
し

て
き
た
。
①
レ
ポ
ー
ト
②
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

③
雑
観
の
順
で
、
子
ど
も
た
ち
自
身
が
番

組
を
作
り
地
域
活
性
化
を
促
す
。「
視
聴

者
」
の
視
点
し
か
持
っ
て
い
な
か
っ
た

子
ど
も
た
ち
が
「
テ
レ
ビ
制
作
者
」
の
視

点
を
獲
得
す
る
こ
と
で
メ
デ
ィ
ア
リ
テ
ラ

シ
ー
の
向
上
が
期
待
さ
れ
る
。

ま
た
、「
多
摩
探
検
隊
」
と
い
う
多
摩
地

域
の
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
５
局
ネ
ッ
ト
で
放

送
し
て
い
る
10
分
間
の
地
域
再
発
見
番
組

も
、教
授
の
ゼ
ミ
で
制
作
し
て
い
る
。企
画
、

取
材
、
撮
影
、
編
集
、
パ
ッ
ケ
ー
ジ
化
の

す
べ
て
を
学
生
が
行
う
。「
当
時
、
学
生

が
作
っ
た
も
の
を
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
で
放

送
す
る
、
と
い
う
の
は
日
本
初
の
試
み
」

で
、
２
０
０
８
年
６
月
放
送
を
も
っ
て
記

念
す
べ
き
第
50
回
を
迎
え
た
。

実
践
で
メ
デ
ィ
ア
表
現
能
力
つ
け
る

　

「
環
境
問
題
を
学
ん
だ
か
ら
、
節
電

を
し
よ
う
」
の
よ
う
に
理
論
を
学
ん
で

か
ら
実
践
す
る
「Think Global　

↓

Act Local

」
よ
り
も
、「
多
摩
の
ト
マ
ト

を
レ
ポ
ー
ト
し
て
み
て
、
で
は
農
業
は

ど
う
な
っ
て
い
る
ん
だ
ろ
う
」
と
実
践
し

て
か
ら
理
論
を
学
ぶ
「Act Local 

↓　

Think Global

」
を
教
授
は
重
視
す
る
。

　

「
鷹
の
目
と
蟻
の
目
、
過
去
・
現
在
・

未
来
、
情
緒
と
冷
静
…
こ
れ
ら
三
つ
の

視
点
を
全
て
理
解
し
て
か
ら
、
上
か
ら
全

体
を
眺
め
て
ど
ち
ら
か
に
荷
担
し
な
い
客

観
的
な
視
点
を
身
に
つ
け
る
こ
と
が
、
メ

デ
ィ
ア
に
騙
さ
れ
ず
に
〝
自
分
〞
を
持
つ

こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
」

　

そ
の
た
め
に
、
メ
デ
ィ
ア
を
使
っ
て
表

現
す
る
方
法
を
獲
得
し
、
豊
か
な
感
性
と

人
生
を
手
に
入
れ
る
。
そ
れ
が
教
授
の
学

生
に
学
ん
で
欲
し
い
こ
と
だ
と
い
う
。

　

50
分
の
授
業
は
す
ぐ
に
終
わ
っ
た
。

　

松
野
教
授
研
究
室
の
活
動
の
様
子
は

http://blog.m
atsuno-lab.com

/

か
ら

も
ご
覧
い
た
だ
け
る
。

（
学
生
記
者　

山
崎
綾
香
＝
法
学
部
４
年
）

松野良一教授
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理
工
学
部
長
　
田
口
東 

教
授

「
通
勤
電
車
の
混
雑
を

　
　
　
緩
和
す
る
逆
転
の
発
想
」

「
通
勤
電
車
の
混
雑
を

　
　
　
緩
和
す
る
逆
転
の
発
想
」

「
通
勤
電
車
の
混
雑
を

　
　
　
緩
和
す
る
逆
転
の
発
想
」

　

拒
絶
反
応
、
と
い
う
べ
き
か
、
以
前
か

ら
理
科
系
の
授
業
が
憂
鬱
で
し
ょ
う
が
な

か
っ
た
文
学
部
の
記
者
が
、
こ
れ
ま
で
自

分
で
無
縁
と
決
め
つ
け
て
い
た
理
工
学
部

情
報
工
学
科
の
模
擬
授
業
を
受
け
る
こ
と

に
な
っ
た
。赤

い
Ｔ
シ
ャ
ツ
を
着
て
講
義

　

理
工
学
部
長
で
も
あ
り
、
田
口
東
教

授
は
難
し
い
先
生
だ
ろ
う
と
思
っ
て
身
構

え
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
教
授
は
、
オ
ー

プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス
Ｓ
Ｔ
Ａ
Ｆ
Ｆ
と
染
め
抜

い
た
真
っ
赤
な
Ｔ
シ
ャ
ツ
を
着
て
登
場
し

た
。
そ
れ
が
演
出
な
の
か
ど
う
か
わ
か
ら

な
い
が
、
の
っ
け
か
ら
親
近
感
が
わ
い
て

し
ま
っ
た
。

　

理
工
学
部
キ
ャ
ン
パ
ス
の
構
内
を
学
生

が
作
っ
た
Ｃ
Ｇ
で
紹
介
す
る
と
こ
ろ
か
ら

授
業
は
は
じ
ま
っ
た
。
授
業
の
テ
ー
マ
は
、

「
通
勤
電
車
の
混
雑
を
緩
和
す
る
逆
転
の

発
想
」。
記
者
も
数
時
間
か
け
て
電
車
で

通
学
し
て
お
り
、
混
雑
し
た
電
車
は
悩
み

の
タ
ネ
。
混
雑
が
緩
和
さ
れ
る
な
ら
、
こ

ん
な
嬉
し
い
こ
と
は
な
い
。
講
義
の
内
容

に
自
然
に
興
味
が
湧
く
。

急
行
を
な
く
し
て
混
雑
緩
和

　

田
口
教
授
は
、
混
雑
時
は
パ
ソ
コ
ン
の

画
面
が
割
れ
る
ほ
ど
の
圧
力
が
か
か
り
、

１
つ
の
駅
で
電
車
が
混
雑
の
た
め
に
遅
れ

る
と
、
次
の
駅
次
の
駅
と
ど
ん
ど
ん
混
雑

と
遅
れ
が
重
な
り
最
終
的
に
は
大
き
な
損

失
と
な
る
と
い
う
。そ
れ
を
解
消
す
る
に
は
、

ど
う
し
た
ら
よ
い
か
。
田
口
教
授
は
、「
通

勤
ラ
ッ
シ
ュ
時
に
急
行
を
な
く
し
て
各
駅

停
車
の
み
を
運
行
さ
せ
る
こ
と
が
、
混
雑

の
回
避
を
可
能
に
す
る
」
と
考
え
た
。

　

電
車
を
増
や
す
の
は
も
う
限
界
、
線
路

を
増
や
す
に
は
膨
大
な
コ
ス
ト
が
か
か
る
。

し
か
し
、
全
電
車
を
各
停
に
す
る
の
に
は

さ
ほ
ど
コ
ス
ト
が
か
か
る
こ
と
は
な
い
、

と
い
う
。

　

そ
れ
に
し
て
も
、
と
記
者
は
考
え
た
。

全
電
車
を
各
停
に
す
る
だ
け
で
、
混
雑
が

解
消
す
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
、
利
用
客

か
ら
苦
情
が
来
る
に
決
ま
っ
て
い
る
。
そ

ん
な
安
易
な
考
え
が
頭
を
よ
ぎ
る
。

乗
っ
て
い
る
時
間
が
２
分
短
縮

　

と
こ
ろ
が
実
際
に
田
口
教
授
の
研
究
を

あ
る
電
鉄
会
社
が
取
り
入
れ
た
と
こ
ろ
、

結
果
と
し
て
「
１
人
あ
た
り
平
均
40
分

電
車
に
乗
っ
て
い
る
時
間
が
２
分
短
縮
し

た
」
と
い
う
の
だ
。
あ
わ
た
だ
し
い
朝
の

２
分
は
貴
重
だ
。
そ
れ
も
数
十
万
人
分
。

教
授
の
説
明
で
は
、
急
行
電
車
が
あ
る
と
、

そ
れ
に
利
用
客
が
集
中
し
、
乗
り
降
り
の

混
雑
で
電
車
の
遅
延
が
発
生
す
る
。
そ
れ

に
比
べ
、
急
行
を
各
停
に
格
下
げ
し
て
選

べ
な
い
よ
う
に
す
る
と
ひ
ど
い
混
雑
が
な

く
な
り
、
電
車
の
運
行
が
ス
ム
ー
ズ
に
な

る
と
い
う
結
論
で
あ
っ
た
。

　

授
業
は
電
車
の
動
き
を
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ

ン
で
表
現
し
た
り
、
統
計
を
グ
ラ
フ
で
解

説
し
た
り
す
る
な
ど
、
と
て
も
分
か
り
や

す
く
、
気
が
つ
け
ば
あ
っ
と
い
う
間
に
終

わ
っ
て
い
た
。
理
系
の
分
野
に
対
す
る
こ

れ
ま
で
の
拒
絶
反
応
は
、
た
だ
の
〝
食
わ

ず
嫌
い
〞
だ
っ
た
の
か
も
、
と
記
者
は
思

い
始
め
て
い
た
。

（
学
生
記
者　

新
部
真
子
＝
文
学
部
３
年
） 田口東教授




