
　
近
所
の
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
モ
ー
ル
の
立
体

駐
車
場
に
入
り
、
車
を
降
り
て
店
内
の
入

り
口
に
向
か
う
と
、
通
路
の
中
央
に
縦
の

線
が
引
か
れ
て
い
て
、
矢
印
で
左
側
通
行

の
指
示
が
出
て
い
ま
す
。
コ
ロ
ナ
対
策
で
、

出
て
く
る
人
と
入
る
人
と
が
鉢
合
わ
せ
を

し
た
り
、
不
要
に
接
近
し
な
い
た
め
の
工

夫
で
す
。
店
内
で
も
放
送
で
、
区
分
の
線

が
な
い
通
路
で
の
左
側
通
行
に
協
力
を
求

め
て
い
ま
す
。
そ
う
は
言
っ
て
も
無
意

識
の
内
に
、
あ
る
い
は
必
要
が
あ
っ
て
右

側
を
歩
い
た
り
す
る
人
も
い
る
で
し
ょ
う
。

仮
に
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
も

無
秩
序
に
行
き
会
い
、
交
差
す
る
よ
り
は

ず
っ
と
感
染
症
対
策
の
意
味
は
あ
る
も
の

と
思
い
ま
す
。

　
テ
レ
ビ
の
ニ
ュ
ー
ス
で
は
、
上
野
公
園

の
桜
見
物
混
雑
へ
の
対
処
策
と
し
て
、
円

錐
形
の
コ
ー
ン
を
桜
通
り
の
中
央
に
並
べ
、

臨
時
に
柵
を
設
け
、
こ
れ
を
中
央
分
離
帯

と
し
て〈
右
側
一
方
通
行
〉を
実
施
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
し
た
。

　
地
元
の
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
モ
ー
ル
と
上
野

公
園
と
で
、
人
が
歩
行
者
専
用
道
路（
ま

た
は
通
路
）を
通
行
す
る
際
の
、
左
側
通

行
と
右
側
通
行
の
違
い
が
ど
う
し
て
生
じ

た
の
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
私
が

思
い
出
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
小
学

校
五
年
生
だ
っ
た
60
年
ほ
ど
前
、
宮
崎
県

の
私
の
学
校
で
は
廊
下
を
歩
く
時
に
左
側

通
行
だ
っ
た
こ
と
で
す
。
も
ち
ろ
ん
そ
の

前
後
の
学
年
で
も
同
じ
だ
っ
た
は
ず
で
す

が
、
記
憶
に
残
っ
て
い
る
風
景
が
確
か
に

小
五
で
は
左
側
通
行
な
の
で
す
。
し
か
し
、

も
う
そ
れ
を
確
か
め
る
術
も
な
い
。
そ
う

思
っ
て
い
た
ら
、『
学
校
経
営
の
実
際
』に

こ
ん
な
記
事
が
あ
り
ま
し
た
。（
引
用
は
カ

タ
カ
ナ
を
ひ
ら
が
な
に
直
し
て
い
ま
す
。

ま
た
送
り
仮
名
な
ど
を
補
い
ま
し
た
。）

第
十
一
条
　
特
別
教
室
入
室
の
際
は
、

特
に
静
粛
を
旨
と
し
左
の
点
に
注
意

せ
し
む
べ
し

　
私
語
及
び
覗
き
見
等
を
せ
ぬ
こ
と
、

壁・
障
子
等
に
障（
触
の
間
違
い
）ら

ざ
る
こ
と
、疾
走
せ
ざ
る
こ
と
、足
音

を
静
か
に
す
べ
き
こ
と
、
左
側
を
通

行
す
る
こ
と
、
晴
天
の
時
は
し
っ
く

い（
漆
喰
）廊
下
を
通
行
す
る
こ
と

　
こ
れ
は
学
校
内
外
秩
序
規
程
の「
始
業

の
秩
序
」、
つ
ま
り
授
業
開
始
の
際
の
子

ど
も
た
ち
の
約
束
ご
と
で
す
。
戦
後
の
学

校
教
育
で
も
、
他
の
ク
ラ
ス
の
迷
惑
に
な

ら
な
い
よ
う
に
、
お
し
ゃ
べ
り
や
足
音
を

立
て
た
り
、
廊
下
を
走
る
こ
と
な
ど
は
当

然
注
意
事
項
に
入
っ
て
い
た
こ
と
で
し
ょ

う
。
私
に
も
覚
え
が
あ
り
ま
す
。
映
画
な

ど
で
は
廊
下
を
走
っ
て
き
た
生
徒
が
職
員

室
の
入
り
口
を
行
き
過
ぎ
て
、
あ
わ
て
て

ブ
レ
ー
キ
を
か
け
て
後
戻
り
す
る
、
と
い

う
よ
う
な
場
面
が
描
か
れ
た
り
し
ま
す
。

こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
緊
急
事
態
で
あ
る
こ
と

を
強
調
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
通
常
は
廊

下
を
走
る
と
、
厳
し
く
叱
ら
れ
る
こ
と
で

し
ょ
う
。

　
問
題
は「
左
側
を
通
行
す
る
こ
と
」で
す
。

つ
ま
り
左
手
が
壁
な
り
、
教
室
の
窓
な
り

に
近
い
よ
う
に
歩
く
、
そ
れ
が
私
の
記
憶

に
も
残
っ
て
い
る
風
景
で
す
。
こ
の
本
は

１
９
２
５（
大
正
14
）年
当
時
の
篠
栗
小
学

校
の
事
例
を
集
成
し
た
も
の
で
す
が
、
こ

の
当
時
、
全
国
的
に
左
側
通
行
が
励
行
さ

れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
可
能

性
が
生
じ
ま
す
。

　
し
か
し
、
こ
れ
は
学
校
内
の
廊
下
や
通

路
で
の
話
で
し
た
。
道
路
で
は
ど
う
だ
っ

た
の
で
し
ょ
う
か
。
次
の
例
が
参
考
に
な

り
ま
す
。「
登
校
及
び
下
校
」の
際
の
子
ど

も
た
ち
の
約
束
ご
と
で
す
。「
せ
し
む
べ

し
」は「
さ
せ
な
さ
い
」の
意
味
で
、教
師
に

命
じ
て
い
る
の
で
す
。

第
六
十
三
条
　
途
中
は
必
ず
左
側
を

通
行
せ
し
む
べ
し

　
こ
れ
は
登
下
校
時
で
す
か
ら
道
路
で
の

こ
と
。「
車
は
左
、
人
は
右
」で
は
な
か
っ

た
こ
と
、
校
内
の
廊
下
も
路
上
も
同
じ
左

側
通
行
の
約
束
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り

ま
し
た
。
も
っ
と
も
こ
れ
は
す
で
に
本
連

載
の
１
８
８
回
で
書
い
た
こ
と
で
す
が
、

１
９
２
２（
大
正
11
）年
時
点
で
糟
屋
郡
内

の
自
動
車
は
７
両
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
道

路
で
行
き
交
う
可
能
性
が
あ
る
の
は
牛
馬

や
牛
馬
に
引
か
れ
た
車
が
主
で
、
ま
れ
に

自
転
車
や
人
力
車
と
い
う
と
こ
ろ
で
し
ょ

う
。
そ
も
そ
も
左
側
通
行
と
い
う
程
の
広

い
道
も
な
か
っ
た
の
で
す
が
。

　
江
戸
時
代
の
街
道（
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー

ト
）の
名
残
が
福
岡
市
唐
人
町
商
店
街
で

す
が
、
た
い
て
い
の
道
は
人
力
車
が
行
き

違
う
の
も
難
し
い
ぐ
ら
い
狭
か
っ
た
の

で
す
。「
登
校
及
び
下
校
」は
全
部
で
７
条

あ
っ
て
内
容
が
お
も
し
ろ
い
の
で
残
り
の

６
条
も
引
用
し
て
お
き
ま
す
。

第
五
十
七
条
　
登
校
の
際
は
服
装・容

儀
を
整
え
、父
母
に
挨
拶「
行
っ
て
ま

い
り
ま
す
」し
、所
要
の
学
用
品
を
携

帯
し
、
遅
刻
せ
ざ
る
様
出
発
せ
し
む

べ
し

第
五
十
八
条
　
帰
宅
の
際
は
必
ず
父

母
に
挨
拶「
只
今
帰
り
ま
し
た
」し
、学

用
品
を
始
末
せ
し
む
る
も
の
と
す

195

ま
ち
の
史
跡
め
ぐ
り

町
文
化
財
専
門
委
員

石
瀧  

豊
美

昭
和
11
年
の『
糟
屋
郡
教
育
銘
鑑
』と
大
正
14
年
の

『
学
校
経
営
の
実
際
』（
２
）
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第
五
十
九
条
　
往
復
途
上
に
於
い
て

は
水
泳
を
禁
ず
る
は
勿
論
、
遊
ぶ
こ

と
な
く
、成
る
べ
く
道
を
急
ぎ
、寄
り

道
を
な
す
場
合
は
必
ず
予（
あ
ら
か

じ
）め
父
母
の
許
可
を
受
け
置
か
し
む

べ
し

第
六
十
条
　
往
復
途
上
、
風
雪
の
場

合
は
勿
論
、
平
素
と
い
え
ど
も
上
級

生
は
幼
年
児
童
を
愛
護
し
、
遠
隔
の

者
は
成
る
べ
く
行
動
を
共
に
せ
し
む

べ
し

第
六
十
一
条
　
途
上
田
圃
に
立
ち
入

り
、
農
作
物
を
害
す
る
如
き
行
動
は

特
に
慎
し
ま
し
む
べ
し

第
六
十
二
条
　
途
上
、長
上（
目
上
の

人
）に
会
い
た
る
と
き
は
敬
礼
又
は
会

釈
せ
し
む
べ
し

　
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
も
お
お
む
ね

戦
後
の
小
学
校
や
家
庭
生
活
で
も
実
施
さ

れ
て
い
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
引
用
し
た
よ

う
な
教
育
を
受
け
た
人
た
ち
が
大
人
に
な

れ
ば
、
自
然
に
身
に
つ
け
た
ル
ー
ル
と
な

り
、
教
師
や
親
と
し
て
子
ど
も
た
ち
に
も

そ
の
よ
う
に
接
し
た
は
ず
だ
か
ら
で
す
。

　
き
ち
ん
と
し
た
服
装
を
す
る
、
出
か
け

る
と
き
は「
行
っ
て
き
ま
す
」と
挨
拶
し
、

忘
れ
物
や
遅
刻
を
し
な
い
よ
う
に
す
る
。

帰
れ
ば「
た
だ
い
ま
帰
り
ま
し
た
」と
挨

拶
す
る
の
で
す
が
、
こ
れ
は
今
で
は
単
に

「
た
だ
い
ま
」と
言
う
こ
と
が
多
い
で
し
ょ

う
。
戦
前
の
子
ど
も
た
ち
の
言
葉
づ
か
い

は
、
親
に
対
し
て
大
人
に
対
し
て
確
か
に

今
よ
り
は
丁
寧
だ
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

　
第
六
十
条
は
上
級
生
が
下
級
生
を
愛
護

す
る
よ
う
に
指
示
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
で

思
い
出
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
あ
る
人

が
小
学
生
の
時
、
北
九
州
市
の
大
空
襲
を

体
験
し
ま
し
た
。
空
襲
下
、
周
囲
が
燃
え

上
が
る
中
で
も
、
上
級
生
だ
っ
た
自
分
は

下
級
生
を
家
ま
で
送
り
届
け
る
こ
と
ば
か

り
考
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
日

常
生
活
で
身
に
つ
い
た
習
慣
、
責
任
感
に

違
い
あ
り
ま
せ
ん
が
、
も
っ
と
臨
機
応
変

に
身
を
守
る
行
動
を
考
え
る
べ
き
だ
っ
た

と
い
う
お
話
し
で
し
た
。

　
第
六
十
二
条
は
途
中
で
会
っ
た
目
上
の

人
に
敬
礼
か
会
釈
を
す
る
よ
う
に
、
と
し

て
い
ま
す
。
こ
れ
も
当
然
の
よ
う
に
身
に

つ
い
て
い
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
敬
礼
は
さ

す
が
に
戦
後
は
な
い
で
し
ょ
う
が
、
頭
を

下
げ
た
り
、
声
に
出
し
て
挨
拶
し
た
り
は

今
で
も
行
わ
れ
て
い
る
は
ず
で
す
。

　
著
者
の
藤（
と
う
）卯
一
郎
氏
は
篠
栗

（
篠
栗
町
大
字
篠
栗
の
意
）に
生
ま
れ
、
篠

栗
小
学
校
を
卒
業
し
た
人
で
、
篠
栗
小
学

校
に
教
師
と
し
て
赴
任
し
、
校
長
を
務
め

て
い
ま
す
。
序
文
に
は
次
の
よ
う
に
書
い

て
い
ま
す
。

　
体
験
は
尊
い
も
の
だ
と
思
う
。
体

験
に
よ
る
事
実
を
重
ん
じ
た
い
。
其

処（
そ
こ
）に
根
強
い
信
条
は
生
ま
る

る
。
此
の
意
味
に
於
い
て
、
自
分
が

数
年
前
立
案
し
て
実
行
し
て
来
た
こ

と
に
よ
り
改
訂
を
重
ね
て
、纏（
ま
と
）

め
た
も
の
が
是
で
、尚
漸
次
革（
あ
ら

た
）め
て
行
き
た
い
と
思
う
。
力
も
無

く
整
っ
て
も
居
な
い
が
、
自
分
は
本

校
に
訓
導
と
し
て
、又
校
長
と
し
て
、

拾
数
年
勤
続
し
て
居
る
。
而（
し
か
）

も
此
の
村
に
生
ま
れ
、
此
の
学
校
で

教
え
ら
れ
、
や
が
て
は
此
の
村
の
土

と
な
る
べ
き
者
で
あ
る
。
現
在
の
職

員
の
大
部
分
は
自
分
が
教
え
た
生
徒

で
あ
り
、
又
心
を
同
じ
ゅ
う
す
る
人

で
あ
る
。
此
の
環
境
、此
の
背
景
、其

れ
が
自
分
の
強
み
で
あ
り
力
で
あ
る

　
出
身
校
の
校
長
と
し
て
小
学
校
教
育
に

理
想
を
掲
げ
て
い
る
こ
と
が
よ
く
わ
か
り

ま
す
。
ま
た
教
え
子
が
今
は
同
僚
、
部
下

と
な
っ
て
い
て
、
地
域
社
会
の
事
情
に
も

通
じ
て
い
て
、
子
ど
も
た
ち
の
発
達
に
重

き
を
置
き
な
が
ら
学
校
教
育
の
さ
ま
ざ
ま

な
事
柄
に
取
り
組
ん
で
き
た
の
で
し
ょ
う
。

「
〜
規
程
」が
不
備
と
な
れ
ば
、
自
分
で
書

き
上
げ
る
、「
自
分
が
数
年
前
立
案
し
て
実

行
」が
そ
う
い
う
意
味
で
す
。

　
そ
う
し
た
す
べ
て
を
一
冊
の
本
に
ま
と

め
る
と
い
う
の
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
蹟
が

自
分
の
手
元
で
体
系
的
に
き
ち
ん
と
保
存

さ
れ
て
い
て
、
他
の
学
校
や
他
の
教
師
に

と
っ
て
も
き
っ
と
参
考
に
な
る
、
そ
う
い

う
先
進
的
な
事
例
と
し
て
生
か
し
て
ほ
し

い
と
い
う
よ
う
な
意
味
も
こ
も
っ
て
い
る

よ
う
で
す
。
序
文
の
最
後
は
こ
う
し
め
く

く
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
書
い
た
後
で
読
ん
で
見
る
と
、
自

分
で
す
ら
堅
過
ぎ
る
よ
う
に
も
思
う

が
、
教
師・
児
童
の
自
己
活
動
は
何

処
ま
で
も
尊
重
し
た
い
。
人
間
を
方

案
や
規
則
で
縛
っ
た
だ
け
で
は
実
績

の
挙
が
る
筈
も
無
い
が
、
自
発
的
に

燃
え
上
が
る
べ
き
共
通
の
、
ア
ス
ピ

レ
ー
シ
ョ
ン（
熱
望
）に
よ
り
、
之
を

活
か
し
て
、篠
栗
校
ス
ピ
リ
ツ
チ（
ス

ピ
リ
ッ
ツ
、精
神
）を
建
設
す
る
こ
と

に
努
め
た
い
。

　
偽
の
多
い
世
、名
利
に
狂
う
世
に
、

此
の
尊
い
教
育
の
仕
事
に
安
住
し
て
、

自
分
達
の
世
界
に
健
闘
し
よ
う
と
思

う
。

　
大
正
十
四
年
十
二
月
　
篠
栗
の
学

舎
に
て
　
藤
卯
一
郎
識（
し
る
）す

　
ま
だ
戦
時
下
の
軍
国
主
義
教
育
が
学
校

や
社
会
を
覆
っ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
自
発
性
を
重
ん
じ
る
、
大
正
デ
モ

ク
ラ
シ
ー
の
自
由
な
空
気
の
名
残
も
あ
っ

た
よ
う
な
文
章
で
す
。「
教
師・
児
童
の
自

己
活
動
は
何
処
ま
で
も
尊
重
し
た
い
。」と

い
う
言
葉
。
教
師
と
児
童
を
並
列
に
し
て
、

自
己
活
動
を
尊
重
す
る
と
い
う
表
現
は
な

か
な
か
で
き
る
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。

　
当
時
の
学
校
風
景
を
写
真
で
紹
介
し
ま

す
。

　
写
真
１
は「
篠
栗
小
学
校
講
堂
に
於
け

る
実
行
会
」と
題
し
た
写
真
。『
学
校
経
営

の
実
際
』の
口
絵
写
真
で
、国
会
図
書
館
デ

ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
か
ら
。
実
行
会
は

全
体
集
会
と
言
っ
た
と
こ
ろ
。
着
物
姿
で

正
座
し
て
い
ま
す
。

　
写
真
２
・
３
は『
広
報
す
え
』４
６
８

号（
２
０
０
６
年
７
月
号
）、
本
連
載
第

１
０
９
回（
続・町
内
の
一
枚
の
写
真
か
ら

―
須
恵
尋
常
高
等
小
学
校
の
日
々
―
）に

「
毛
糸
の
編
み
物
」、「
電
気
分
解
の
授
業

中
」と
題
し
て
掲
載
し
た
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
恵
良
弘
明
さ
ん（
甲
植
木
）か
ら
お
借

り
し
た
写
真
で
す
。

　
写
真
２
に
は
右
下
に「
六
女
」と
墨
で
書

か
れ
て
い
ま
す
。
小
学
校
六
年
生
女
子
の

意
味
で
、女
子
児
童
は
下
を
向
い
て
、黙
々

と
毛
糸
を
編
ん
で
い
る
と
こ
ろ
。
裁
縫
室

で
し
ょ
う
。
座
卓
に
は
毛
糸
の
玉
が
見
え

ま
す
。

　
写
真
３
は
珍
し
い
授
業
風
景
の
写
真
。

左
側
に
制
服
姿
の
男
子
、
右
側
に
着
物
に

お
下
げ
の
女
子
。
棚
に
は
剥
製
の
鳥
や
薬

品
が
並
ん
で
い
ま
す
。
理
科
室
で
電
気
分

解
の
実
験
を
見
せ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

塩
酸
の
電
解
、
水
の
電
解
な
ど
と
黒
板
に

書
か
れ
て
い
ま
す
。（
写
真
２・
３
の
正
確

な
年
次
は
不
明
）

写真３写真１ 写真２
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