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一
、
は
じ
め
に

　

横
光
利
一
は
「
家
族
会
議
」（『
東
京
日
日
新
聞
』・『
大
阪
毎
日
新
聞
』
一
九
三

五
・
八
・
九
～
一
二
・
三
一
）
に
お
い
て
、
投
機
家
た
ち
の
「
市
場
」
に
お
け

る
株
の
激
し
い
取
引
を
描
い
て
い
る１
。
そ
の
激
し
い
仲
買
人
た
ち
の
や
り
取

り
を
、
横
光
は
「
戦
争
」
や
「
余
震
」、「
震
災
」
の
比
喩
で
表
現
す
る
の
で

あ
る
。
例
え
ば
、
物
語
の
舞
台
で
あ
る
大
阪
と
東
京
の
証
券
市
場
で
の
混
乱

を
、「
欧
洲
大
戦
」
の
「
余
震
」
と
し
て
表
現
し
た
り
、
東
京
の
株
の
仲
買

店
が
取
引
で
損
失
を
出
し
て
い
る
状
況
を
、「
東
京
の
仲
買
店
は
ね
、
震
災

で
、
ど
こ
も
や
ら
れ
て
る
ん
だ
よ
」
と
い
う
形
で
表
現
し
て
い
る
こ
と
か
ら

も
わ
か
る
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
、
仲
買
人
が
争
奪
し
て
い
る
「
資
本
」
そ
れ

自
体
が
、「
震
災
」
や
「
戦
争
」
と
い
っ
た
、
災
害
そ
の
も
の
と
し
て
描
か

れ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

　

横
光
が
「
震
災
」
と
「
戦
争
」
と
を
結
び
付
け
て
考
え
て
い
る
こ
と
は
、

「
家
族
会
議
」
を
発
表
し
た
後
の
東
京
帝
国
大
学
で
の
講
演
（
速
記
原
稿
）「
転

換
期
の
文
学
」（『
定
本
横
光
利
一
全
集　

第
十
五
巻
』
所
収
、
一
九
三
九
・
六
・
二

一
）
に
も
表
れ
て
い
る
。
そ
の
講
演
で
横
光
は
、「
尤
も
地
震
は
自
然
の
も

の
で
、
戦
争
は
人
為
的
な
も
の
で
あ
る
と
は
い
へ
、
あ
れ
も
一
種
の
自
然
か

も
知
れ
な
い
の
で
あ
る
」
と
、「
地
震
」
と
「
戦
争
」
を
結
び
付
け
て
考
え

よ
う
と
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
「
地
震
」
や
「
戦
争
」
は
、
横
光
に
と
っ
て
否
定

的
な
意
味
の
み
を
持
つ
わ
け
で
は
な
い
。
関
東
大
震
災
直
後
、
横
光
に
よ
っ

て
書
か
れ
た
「
震
災
」（『
文
芸
春
秋
』
一
九
二
三
・
一
一
）
で
も
、「
此
の
災
厄

に
逢
つ
た
人
人
に
災
難
だ
と
思
つ
て
あ
き
ら
め
る
が
良
い
と
云
ふ
の
は
陳
腐

で
あ
る
。
彼
ら
は
心
に
受
け
た
恐
怖
に
対
し
て
報
酬
を
待
つ
て
ゐ
る
」
と
い

い
、「
彼
ら
は
彼
ら
自
身
の
恐
怖
を
物
語
る
と
き
、
追
想
と
共
に
生
涯
誇
ら

か
に
な
る
で
あ
ら
う
」
と
い
う
形
で
、「
地
震
」
と
い
う
「
災
厄
」
か
ら
「
報

酬
」
を
見
出
し
て
い
る
。

　

ま
た
「
解
説
に
代
へ
て
（
一
）」（『
三
代
名
作
全
集
─
─
横
光
利
一
集
』
所
収
、

河
出
書
房
、
一
九
四
一
・
一
〇
）
で
も
、「
大
正
十
二
年
の
大
震
災
が
私
に
襲
つ

て
来
た
。
そ
し
て
、
私
の
信
じ
た
美
に
対
す
る
信
仰
は
、
こ
の
不
幸
の
た
め

忽
ち
に
し
て
破
壊
さ
れ
た
」
と
い
う
よ
う
に
、「
不
幸
」
と
し
て
語
ら
れ
は

　

横
光
利
一
「
家
族
会
議
」
に
お
け
る
「
資
本
」
と
い
う
「
災
厄
」

　

位
　
田
　
将
　
司
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す
る
が
、「
ラ
ヂ
オ
」
や
「
飛
行
機
」
と
い
っ
た
新
し
い
科
学
技
術
が
、「
震

災
直
後
わ
が
国
に
初
め
て
生
じ
た
近
代
科
学
の
具
象
物
」
で
あ
り
、「
焼
野

原
に
か
か
る
近
代
科
学
の
先
端
が
陸
続
と
形
と
な
つ
て
顕
れ
た
青
年
期
の
人

間
の
感
覚
は
、
何
ら
か
の
意
味
で
変
ら
ざ
る
を
得
な
い
」
と
、「
震
災
」
は

「
人
間
の
感
覚
」
を
変
化
さ
せ
る
積
極
的
な
側
面
と
し
て
も
捉
え
ら
れ
て
い

る
の
だ
。

　

本
論
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
横
光
の
「
地
震
」
や
「
戦
争
」
に
対
す
る
問

題
意
識
を
踏
ま
え
な
が
ら
、株
を
始
め
と
す
る
「
資
本
」
が
、「
戦
争
」
や
「
震

災
」
の
比
喩
で
表
現
さ
れ
る
「
家
族
会
議
」
の
表
現
の
構
造
を
分
析
し
た
い
。

さ
ら
に
、
横
光
が
株
の
取
引
と
並
行
す
る
形
で
恋
愛
の
駆
け
引
き
を
描
こ
う

と
し
た
問
題
も
分
析
す
る
つ
も
り
で
あ
る
。
横
光
が
描
く
恋
愛
に
は
、「
資

本
」
と
い
う
「
災
厄
」
へ
の
応
接
の
問
題
が
存
在
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る

か
ら
で
あ
る
。二

、「
家
族
会
議
」
の
「
図
式
」
と
認
識
論
の
「
図
式
」

　

柿
本
赤
人
と
い
う
名
で
書
か
れ
た
「
新
聞
小
説
を
評
す
」（『
新
潮
』
一
九

三
五
・
一
二
）
と
い
う
同
時
代
評
で
は
、「
家
族
会
議
」
が
「
主
題
が
な
く
、

筋
が
な
く
何
回
読
み
つ
づ
け
て
も
発
展
が
な
く
、
要
す
る
に
幾
人
か
の
人
物

が
登
場
し
て
、
結
婚
す
る
と
か
、
し
な
い
と
か
、
た
つ
た
そ
れ
だ
け
の
こ
と

で
、
ゴ
タ
ゴ
タ
し
て
ゐ
る
中
に
、
八
十
回
も
過
ぎ
て
し
ま
つ
た
の
だ
」
と
い

う
形
で
、
否
定
的
な
評
価
が
下
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
家
族
会
議
」
を
め
ぐ

る
同
時
代
の
評
価
は
、
研
究
史
で
も
共
通
の
認
識
と
し
て
受
け
継
が
れ
る
の

で
あ
る
。

　

例
え
ば
保
昌
正
夫
は
「
善
玉
、
悪
玉
で
こ
そ
な
い
が
、
消
極
、
積
極
を
も
っ

て
そ
れ
に
ふ
り
替
え
た
ふ
う
の
対
立
設
定
も
ど
こ
か
純
文
学
の
大
衆
化
を
思

わ
せ
る
」
と
、
登
場
人
物
の
単
純
な
二
項
対
立
性
を
指
摘
す
る２
。
つ
ま
り
柿

本
が
「
結
婚
す
る
と
か
、
し
な
い
と
か
」
と
い
う
対
立
の
中
に
、
見
る
べ
き

「
主
題
」
や
「
筋
」
を
見
出
せ
な
い
と
し
た
よ
う
に
、
保
昌
も
「
対
立
設
定
」

を
肯
定
的
に
は
評
価
し
な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
の
保
昌
の
評
価
を
引
き
継
ぐ
形
で
樫
原
修
は
、「
こ
う
い
う
二
項
対
立

で
し
か
考
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
長
編
が
一
種
の
図
式
性
を
帯

び
る
の
は
当
然
」
だ
と
し
、「
大
阪
と
東
京
と
い
う
単
純
な
二
項
対
立
の
「
図

式
」
が
「
家
族
会
議
」
の
す
み
ず
み
に
ま
で
い
き
わ
た
っ
て
い
る
」
と
、「
対

立
設
定
」
や
「
二
項
対
立
」
を
「
図
式
性
」
と
し
て
批
判
す
る３
。
こ
の
よ
う

な
「
図
式
」
こ
そ
が
「
家
族
会
議
」
の
テ
ク
ス
ト
を
単
純
化
し
て
し
ま
っ
て

い
る
。
柿
本
の
同
時
代
評
に
繋
が
る
形
で
、
研
究
史
に
お
い
て
も
「
家
族
会

議
」
は
、
そ
の
テ
ク
ス
ト
の
「
図
式
性
」
に
よ
っ
て
否
定
的
に
評
価
さ
れ
て

し
ま
う
の
だ
。

　

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
「
図
式
」
に
対
す
る
積
極
的
な
評
価
が
現
れ
る
。

松
村
良
は
、
こ
の
「
図
式
性
」
が
「
両
義
性
や
対
応
関
係
を
無
数
に
含
ん
だ

動
態
的
構
造
」
と
し
て
「
家
族
会
議
」
に
は
内
在
し
て
お
り
、「
対
立
す
る

図
式
の
差
異
が
統
一
化
へ
と
向
か
う
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
が
物
語
の
原
動
力
」

に
な
る
と
主
張
し
、「
図
式
」
の
積
極
的
な
評
価
の
端
緒
を
開
く
こ
と
と
な
っ

た４
。
ま
た
掛
野
剛
史
は
松
村
を
参
照
し
な
が
ら
、
横
光
の
自
筆
訂
正
本
で
の

改
稿
過
程
を
検
証
す
る
こ
と
で
、「
図
式
に
亀
裂
を
入
れ
、
相
対
化
す
る
可

能
性
を
孕
ん
だ
〈
近
江
〉
と
い
う
空
間
」
が
、
テ
ク
ス
ト
に
書
き
込
ま
れ
て

い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
の
で
あ
る５
。
掛
野
に
よ
れ
ば
、
横
光
は
「〈
大
阪
／

東
京
〉」
と
い
う
「
図
式
」
を
用
い
つ
つ
も
、
そ
の
「
図
式
」
を
「
相
対
化
」
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す
る
モ
テ
ィ
ー
フ
を
導
入
し
、
そ
こ
に
「
亀
裂
」
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
で
、

「
家
族
会
議
」
の
物
語
を
進
展
さ
せ
て
い
く
と
い
う
の
だ
。

　

松
村
は
「
図
式
の
差
異
が
統
一
へ
と
向
か
う
」
所
に
「
家
族
会
議
」
の
「
動

態
的
構
造
」
を
見
出
し
た
が
、
反
対
に
掛
野
は
、「
図
式
」
に
「
亀
裂
」
と

い
う
差
異
を
与
え
る
「
相
対
化
の
可
能
性
」
に
、
松
村
の
い
う
「
動
態
的
構

造
」
を
見
出
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
互
い
が
反
対
か
ら
の
ア
プ

ロ
ー
チ
で
は
あ
る
が
、
松
村
も
掛
野
も
「
図
式
」
を
否
定
的
に
見
る
の
で
は

な
く
、
む
し
ろ
そ
の
「
図
式
」
に
こ
そ
、「
家
族
会
議
」
の
テ
ク
ス
ト
を
積

極
的
に
評
価
す
る
契
機
を
見
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
肯
定
的
か
否
定
的
か
に
拘
わ
ら
ず
、「
図
式
」
こ
そ
が
「
家
族
会

議
」
の
評
価
を
規
定
し
て
き
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
た
だ
、
こ
の
「
図
式
」

は
「
家
族
会
議
」
の
テ
ク
ス
ト
に
限
定
し
て
考
察
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、

横
光
の
文
学
理
論
と
し
て
、
さ
ら
に
広
い
射
程
と
重
要
性
を
持
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
横
光
が
「
新
感
覚
派
」
と
呼
ば
れ
た
時
代
に
依
拠
し
た
、

イ
マ
ヌ
エ
ル
・
カ
ン
ト
の
認
識
論
の
図
式
性
か
ら
考
え
る
と
わ
か
り
や
す
い
。

　
『
文
芸
時
代
』（
一
九
二
四
～
二
七
）
に
拠
っ
て
「
新
感
覚
派
」
と
し
て
活
動

し
た
横
光
は
、「
新
感
覚
論
─
─
感
覚
活
動
と
感
覚
的
作
物
に
対
す
る
非
難

へ
の
逆
説
─
─
」（
初
出
「
感
覚
活
動
─
─
感
覚
活
動
と
感
覚
的
作
物
に
対
す
る
非

難
へ
の
逆
説
─
─
」、『
文
芸
時
代
』
一
九
二
五
・
二
）（
以
下
「
新
感
覚
論
」）
に
よ
っ

て
、
自
ら
の
文
学
を
本
格
的
に
理
論
化
し
た
。「
新
感
覚
論
」
に
は
、「
感
性
」

や
「
悟
性
」、「
物
自
体
」
と
い
う
イ
マ
ヌ
エ
ル
・
カ
ン
ト
の
哲
学
用
語
が
使

用
さ
れ
て
い
る
た
め
、
カ
ン
ト
の
認
識
論
の
影
響
が
従
来
指
摘
さ
れ
て
い

る６
。
そ
の
カ
ン
ト
の
影
響
を
、
横
光
は
「
覚
書　

一
」（
初
出
「
覚
書
」、『
文
芸
』

一
九
三
四
・
四
）
の
中
で
次
の
よ
う
に
い
う
。

　

私
は
新
感
覚
派
時
代
に
感
性
と
知
性
と
の
分
類
に
閉
口
し
て
、
前
後

の
考
へ
も
な
く
カ
ン
ト
に
首
を
突
き
込
ん
で
み
た
こ
と
も
あ
つ
た
が
、

カ
ン
ト
の
感
性
と
知
性
と
の
分
類
の
ご
と
き
も
の
に
し
て
も
、
そ
の
間

に
感
覚
や
悟
性
や
理
性
が
介
在
し
て
ゐ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
そ
こ
に

統
覚
が
あ
つ
て
知
性
と
な
り
、
さ
ら
に
図
式
に
ま
で
発
展
し
て
知
性
の

充
実
の
企
て
に
な
つ
て
ゐ
る
。

　

横
光
は
「
新
感
覚
派
時
代
」
に
お
け
る
カ
ン
ト
の
認
識
論
の
影
響
を
回
想

し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
こ
に
「
図
式
」
と
い
う
言
葉
が
登
場
し
て
い
る
。
で

は
、「
図
式
」
と
は
何
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
人
間
の
主
観
性
の
構
造
な
の

で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
「
悟
性
」
と
い
う
思
惟
の
認
識
能
力
と
、「
感
性
」
と

い
う
感
覚
す
る
認
識
能
力
が
、
主
観
性
に
お
い
て
共
存
し
て
い
る
と
主
張
す

る
。
思
惟
と
感
覚
と
い
う
対
立
す
る
認
識
能
力
が
、
な
ぜ
主
観
性
の
内
で
は

綜
合
さ
れ
て
存
在
し
て
い
る
の
か
。『
純
粋
理
性
批
判
』
と
は
、
そ
の
主
観

性
の
構
造
を
分
析
し
、
解
明
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

　

例
え
ば
、「
判
断
の
先
験
的
理
説
（
或
は
原
則
の
分
論マ
マ

論
）」
の
「
第
一
章　

純
粋
粋マ
マ

性
概
念
の
図
式
性
に
つ
い
て
」（『
純
粋
理
性
批
判
』
所
収
、
天
野
貞
祐
訳
、

岩
波
書
店
、
一
九
二
一
・
二
）
で
、
カ
ン
ト
は
主
観
性
の
構
造
を
、「
一
面
に
は

知
性
的

0

0

0

で
他
面
に
は
感
性
的

0

0

0

で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
此
の
如
き
も
の
が
先
験
0

0

的
図
式

0

0

0

（t

マ

マ

ransscendentales Schem
a

）
な
の
で
あ
る
」（
傍
点
原
文
）
と
い
う

形
で
分
析
し
て
い
る
。
カ
ン
ト
は
人
間
の
主
観
性
を
図
式
化
さ
れ
た
構
造
と

し
て
把
握
し
た
の
で
あ
る
。

　

横
光
は
、
こ
の
カ
ン
ト
の
「
図
式
」
の
理
論
を
応
用
し
、
人
間
の
主
観
に

「
新
感
覚
」
を
引
き
起
こ
す
「
図
式
」
を
理
論
的
に
創
出
し
よ
う
と
す
る
。

同
様
に
、「
唯
物
論
的
文
学
論
に
つ
い
て
」（
初
出
「
文
学
的
唯
物
論
に
つ
い
て
」、
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『
創
作
月
刊
』
一
九
二
八
・
二
）
で
も
、「
認
識
と
は
、
感
性
と
悟
性
の
綜
合
的

単
一
物
に
他
な
ら
ぬ
。
悟
性
の
み
新
し
く
て
新
し
き
文
学
は
生
れ
な
い
の

だ
。（
感
性
と
悟
性
の
交
流
作
用
は
、
拙
論
「
感
覚
活
動
」
に
於
て
詳
論
し
た
）」
と

い
う
よ
う
に
、「
悟
性
」
と
「
感
性
」
の
「
図
式
」
に
「
新
し
き
文
学
」
の

可
能
性
を
見
出
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
故
、
横
光
に
と
っ
て
「
新
感
覚
派
時
代
」
以
来
、「
図
式
」
は
単
純

に
「
二
項
対
立
性
」
や
「
対
立
設
定
」
に
還
元
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
主

観
の
「
認
識
」
を
司
る
も
の
で
あ
り
、「
新
し
き
文
学
」
を
生
み
出
す
た
め

の
「
認
識
」
の
源
泉
で
も
あ
っ
た
の
だ
。
し
か
も
、「
家
族
会
議
」
の
発
表

前
年
の
「
覚
書　

一
」
で
、
カ
ン
ト
の
「
図
式
」
に
言
及
し
て
い
る
こ
と
か

ら
も
、
横
光
に
と
っ
て
「
図
式
」
は
「
新
感
覚
派
時
代
」
に
限
定
さ
れ
る
モ

テ
ィ
ー
フ
で
は
な
い
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
同
時
代
評
か
ら
先
行
研
究
に

至
る
ま
で
、「
家
族
会
議
」
の
中
に
肯
定
的
か
否
定
的
か
に
拘
わ
ら
ず
、「
図

式
」
が
読
ま
れ
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
横
光
は
主
観
の
「
図
式
」
か
ら

「
新
し
き
文
学
」
の
「
認
識
」
が
産
出
さ
れ
る
よ
う
に
、「
家
族
会
議
」
も
「
図

式
」
化
し
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
で
は
、「
家
族
会
議
」
の
「
図
式
」
は

何
を
産
出
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

三
、「
価
値
」
の
「
図
式
」

　

興
味
深
い
こ
と
に
一
九
二
〇
年
代
か
ら
三
〇
年
代
に
お
い
て
カ
ン
ト
の
認

識
論
に
お
け
る
、
主
観
性
の
「
図
式
」
を
「
価
値
」
の
理
論
と
結
び
つ
け
る

文
学
者
が
登
場
す
る
。
例
え
ば
平
林
初
之
輔
は
「
社
会
科
学
方
法
論
序
説
」

（『
太
陽
』
一
九
二
七
・
九
）
の
中
で
、「
文
化
は
価
値
あ
り
と
認
め
た
る
目
的

に
随
つ
て
行
動
す
る
人
間
に
よ
つ
て
直
接
生
産
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
」
と

「
価
値
」
が
「
人
間
に
よ
つ
て
直
接
生
産
さ
れ
」
る
と
主
張
し
、
ま
た
「
政

治
的
価
値
と
芸
術
的
価
値　

マ
ル
ク
ス
主
義
文
学
理
論
の
再
吟
味
」（『
新
潮
』

一
九
二
九
・
三
）
で
は
、「
文
学
」
に
「
政
治
的
価
値
」
と
「
芸
術
的
価
値
」

が
内
在
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。
特
に
「
文
学
」
に
お
け
る

「
政
治
的
価
値
」
と
「
芸
術
的
価
値
」
を
め
ぐ
る
評
論
は
、
複
数
の
文
学
者

や
哲
学
者
を
巻
き
込
ん
で
、「
文
学
」
の
「
価
値
」
を
め
ぐ
る
論
争
を
引
き

起
こ
す
わ
け
だ
が
、
平
林
が
な
ぜ
「
価
値
」
に
こ
だ
わ
る
か
と
い
う
と
、
平

林
が
新
カ
ン
ト
派
の
西
南
ド
イ
ツ
学
派
の
哲
学
者
で
あ
る
、
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・

リ
ッ
ケ
ル
ト
の
価
値
哲
学
を
援
用
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
平
林
が
「
社
会

科
学
方
法
論
序
説
」
で
、「
リ
ツ
カ
ー
ト
」（
リ
ッ
ケ
ル
ト
）
に
何
度
も
言
及

し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
そ
れ
は
明
ら
か
な
の
だ
。

　

リ
ッ
ケ
ル
ト
は
カ
ン
ト
の
認
識
論
を
「
文
化
」
と
「
価
値
」
の
理
論
に
読

み
替
え
て
い
る
。「
歴
史
と
芸
術
」（『
文
化
科
学
と
自
然
科
学
』
所
収
、
佐
竹
哲

雄
訳
、
大
村
書
店
、
一
九
二
二
・
四
）
で
リ
ッ
ケ
ル
ト
は
、「
文
化
」
と
「
価
値
」

に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
理
論
化
す
る
。

　

歴
史
的
「
普
遍
者
」
は
、
普
遍
的
自
然
法
則
又
は
普
遍
的
概
念
─
─

普
遍
的
概
念
に
於
て
は
、
総
て
の
個
別
的
な
も
の
は
、
他
の
多
く
の
任

意
な
個
別
的
な
も
の
ゝ
中
の
一
の
「
場
合
」
に
す
ぎ
な
い
─
─
で
は
な

く
て
文
化
価
値
で
あ
る
、
文
化
価
値
は
、
一
回
的
な
も
の
個
別
的
な
も

の
に
於
て
、
漸
次
発
展
す
る
、
即
ち
文
化
価
値
は
現
実
性
と
結
び
付
い

て
ゐ
て
、
そ
の
た
め
に
現
実
性
を
し
て
文
化
財
た
ら
し
め
る
も
の
で
あ

る
そ
れ
で
あ
る
か
ら
、
私
が
個
別
的
現
実
性
を
普
遍
的
価
値
に
関
係
せ

し
め
る
な
ら
ば
、
こ
の
現
実
在
は
、
こ
の
価
値
関
係
に
由
つ
て
、
或
普

遍
的
な
概
念
の
類
例
と
な
ら
ず
に
、
そ
の
個
別
性
の
ま
ゝ
に
意
味
あ
る
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も
の
と
な
る
。

　

リ
ッ
ケ
ル
ト
は
こ
こ
で
、「
個
別
的
な
も
の
」
と
「
普
遍
的
概
念
」
が
「
価

値
関
係
」
に
よ
っ
て
綜
合
さ
れ
る
こ
と
で
、「
文
化
価
値
」
や
「
文
化
財
」

と
し
て
人
間
に
認
識
さ
れ
る
と
述
べ
る
。
本
来
、「
個
別
的
な
も
の
」
と
「
普

遍
的
概
念
」
は
対
立
し
て
い
る
。
し
か
し
「
価
値
関
係
」
の
内
で
は
共
存
し

て
い
る
の
だ
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
個
別
性
と
普
遍
性
を
共
存
さ
せ
る
「
価

値
関
係
」
こ
そ
、
リ
ッ
ケ
ル
ト
が
「
文
化
」
と
呼
ぶ
も
の
な
の
で
あ
る
。

　

先
に
見
て
来
た
よ
う
に
、
カ
ン
ト
は
人
間
の
主
観
性
に
「
感
性
」
と
「
悟

性
」
と
い
う
対
立
す
る
認
識
能
力
を
見
出
し
、
そ
れ
は
「
図
式
」
と
い
う
構

造
に
お
い
て
共
存
す
る
と
し
た
。
一
方
リ
ッ
ケ
ル
ト
は
、
カ
ン
ト
の
い
う
主

観
の
構
造
を
、
個
別
性
と
普
遍
性
を
共
存
さ
せ
る
「
価
値
関
係
」、
即
ち
「
文

化
」
の
構
造
と
し
た
の
だ
。
と
い
う
こ
と
は
カ
ン
ト
の
い
う
主
観
性
の
構
造

と
リ
ッ
ケ
ル
ト
の
い
う
「
文
化
」
の
構
造
は
理
論
的
に
は
相
同
的
な
の
で
あ

る
。
こ
う
し
て
リ
ッ
ケ
ル
ト
は
、
カ
ン
ト
の
認
識
論
を
援
用
す
る
こ
と
で
、

「
文
化
」
と
「
価
値
」
の
源
泉
が
人
間
の
主
観
性
の
構
造
に
あ
る
こ
と
を
基

礎
づ
け
た
の
だ
。

　

そ
し
て
、
カ
ン
ト
の
認
識
論
を
援
用
し
て
文
学
理
論
を
発
表
し
て
い
た
横

光
も
、「
文
芸
時
評
（
四
）」（
初
出
「
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
文
学
の
展
開
」、『
文
芸
春
秋
』

一
九
二
九
・
一
）
に
お
い
て
、「
文
学
作
品
の
価
値
の
決
定
」
や
「
芸
術
の
価

値
」、「
私
の
芸
術
価
値
の
決
定
方
法
」、「
芸
術
作
品
は
価
値
を
有
つ
」、「
作

品
価
値
の
決
定
方
法
」
と
い
う
よ
う
に
、
し
き
り
に
「
価
値
」
に
言
及
し
て

い
る
。

　

横
光
は
こ
れ
ら
の
カ
ン
ト
の
認
識
論
と
「
価
値
」
を
め
ぐ
る
評
論
を
発
表

し
な
が
ら
、
平
林
が
引
き
起
こ
し
た
「
芸
術
的
価
値
論
争
」
に
も
積
極
的
に

関
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る７
。
横
光
が
カ
ン
ト
の
認
識
論
を
基
礎
に
し
て
文
学

理
論
を
構
築
し
た
こ
と
に
よ
り
、
平
林
の
新
カ
ン
ト
派
の
価
値
哲
学
を
下
敷

き
に
し
た
議
論
と
相
通
じ
る
よ
う
に
な
る
の
は
当
然
な
の
だ
。
横
光
は
カ
ン

ト
を
通
じ
て
主
観
性
の
「
図
式
」
に
注
目
し
た
だ
け
で
な
く
、
新
カ
ン
ト
派

の
価
値
哲
学
に
お
け
る
、「
価
値
」
の
「
図
式
」
に
も
注
目
す
る
よ
う
に
な
っ

た
。
そ
し
て
横
光
の
中
で
、
こ
の
「
価
値
」
の
理
論
は
経
済
学
的
な
理
論
と

接
合
し
始
め
る
の
で
あ
る
。

四
、「
資
本
」
の
「
図
式
」

　

板
垣
直
子
は
「
７　

作
家
精
神
の
積
極
的
な
追
求
─
─
「
紋
章
」、「
家
族

会
議
」」（『
現
代
小
説
論
』
所
収
、
第
一
書
房
、
一
九
三
八
・
七
）
の
中
で
、「「
家

族
会
議
」
は
、
作
品
と
し
て
分
類
す
る
と
す
れ
ば
恋
愛
も
の
に
入
る
と
思
は

れ
る
が
、
従
来
の
恋
愛
も
の
と
違
ふ
一
面
は
、
或
る
生
き
た
社
会
性
が
付
加

さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
る
」
と
、
そ
の
「
社
会
性
」
を
評
価
す
る
。
板
垣
は

続
け
て
、「
か
つ
て
「
新
社
会
派
」
が
経
済
機
構
の
描
写
を
標
榜
し
て
で
き

上
つ
た
そ
の
種
の
も
の
に
比
べ
る
な
ら
ば
、
素
材
を
我
が
も
の
に
し
切
つ
て

ゐ
る
」
と
い
う
の
だ
が
、
板
垣
の
評
価
す
る
「
社
会
性
」
と
は
、
横
光
が
「
経

済
機
構
」
を
描
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。
も
ち
ろ
ん
「
家
族
会
議
」

が
描
写
し
て
い
る
「
素
材
」
と
は
株
取
引
で
あ
り
、
大
阪
と
東
京
の
仲
買
人

た
ち
の
動
き
で
あ
る
。

　

た
だ
、
座
談
会
「
株
式
取
引
員
ザ
ッ
ク
バ
ラ
ン
「
話
」
の
会
」（『
話
』
一

九
三
六
・
一
二
）
に
お
い
て
、
実
際
の
「
株
式
取
引
員
」
に
よ
る
証
言
で
は
、

「
記
者　

日
々
新
聞
に
出
て
居
た
横
光
氏
の
「
家
族
会
議
」。
株
屋
さ
ん
の
こ

と
を
書
い
て
ゐ
ま
す
が
、
あ
れ
は
ど
う
で
せ
う
。
／
森
川　

あ
れ
は
、
小
説
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は
良
く
出
来
て
居
る
が
、
挿
絵
が
認
識
不
足
で
す
。
あ
れ
じ
や
少
く
共
日
露

戦
争
前
の
、
取
引
店
の
状
態
だ
。」
と
い
う
形
で
、
挿
絵
に
描
か
れ
た
株
取

引
が
「
日
露
戦
争
前
」
の
株
取
引
の
風
景
と
し
て
批
判
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

「
家
族
会
議
」
の
物
語
の
設
定
で
あ
る
、
大
阪
と
東
京
の
間
に
巻
き
起
こ
る

株
取
引
に
お
け
る
争
い
の
存
在
自
体
も
否
定
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

　

あ
る
い
は
岩
上
順
一
は
、「
十
三　

純
粋
小
説
と
偶
然
性　
「
家
族
会
議
」

に
つ
い
て
」（『
横
光
利
一
』
所
収
、
三
笠
書
房
、
一
九
四
二
・
九
）
の
中
で
、「
横

光
利
一
は
、「
家
族
会
議
」
に
於
て
、
こ
の
や
う
な
金
銭
の
魔
力
に
翻
弄
さ

れ
る
傀
儡
し
か
描
き
得
な
か
つ
た
」
と
、「
家
族
会
議
」
が
経
済
に
つ
い
て

の
小
説
で
あ
る
こ
と
は
認
め
な
が
ら
も
、
物
語
の
登
場
人
物
た
ち
を
「
傀
儡
」

と
見
做
す
。
こ
れ
は
先
に
示
し
た
、「
家
族
会
議
」
の
「
図
式
性
」
に
対
す

る
批
判
に
繋
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
「
家
族
会
議
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
は
、
そ
の
よ
う
な
「
図
式
性
」

や
「
傀
儡
」
に
還
元
さ
れ
る
構
造
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
の
「
図
式
性
」
や

「
傀
儡
」
に
見
え
て
し
ま
う
構
造
に
よ
っ
て
、「
家
族
会
議
」
は
経
済
の
構
造

を
描
い
た
と
見
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。「
家
族
会
議
」
の
「
図
式
性
」
を
経

済
学
と
の
関
係
で
分
析
す
る
必
要
が
あ
る
の
だ
。

　

自
由
主
義
経
済
学
者
で
、
経
済
学
史
の
研
究
者
で
あ
る
河
合
栄
治
郎
は
、

二
・
二
六
事
件
の
翌
日
、
お
そ
ら
く
全
集
版
と
考
え
ら
れ
る
「
家
族
会
議
」

を
読
み
、「
今
日
は
一
日
横
光
利
一
の
小
説
「
家
族
会
議
」
を
よ
む
。
流
石

に
中
の
こ
と
は
今
の
自
分
に
思
い
合
わ
さ
れ
て
よ
む
。
之
を
よ
ん
で
い
る
内

に
頭
が
冷
静
に
な
っ
て
来
る
」
と
い
う
形
で
共
感
を
持
っ
て
日
記
に
書
き
記

し
て
い
る８
。

　

河
合
は
、
こ
の
「
家
族
会
議
」
に
触
れ
た
日
記
の
約
二
年
前
、
一
九
三
四

年
の
一
二
月
三
一
日
と
考
え
ら
れ
る
日
記
に
「
一
九
三
五
年
の
計
画
」
と
し

て
、「
○　

独
乙
新
カ
ン
ト
派
の
作
物
に
親
し
む
こ
と
」
と
記
し
て
い
る
の

だ
。
そ
し
て
そ
の
記
述
の
通
り
、
河
合
は
リ
ッ
ケ
ル
ト
を
中
心
と
し
た
価
値

哲
学
と
新
カ
ン
ト
派
の
書
籍
を
日
記
に
書
き
つ
け
て
い
る
。
こ
こ
で
重
要
な

の
は
、
河
合
が
「
家
族
会
議
」
を
読
ん
だ
そ
の
時
点
で
、
価
値
哲
学
や
新
カ

ン
ト
派
の
理
論
に
親
し
ん
で
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

河
合
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
経
済
学
か
ら
の
価
値
哲
学
へ
の
関
心
は
、
新
カ

ン
ト
派
の
経
済
学
者
で
あ
る
左
右
田
喜
一
郎
に
も
顕
著
に
見
出
す
こ
と
が
で

き
る
。
左
右
田
は
「
経
済
哲
学
の
問
題
」（『
哲
学
研
究
』
一
九
一
六
・
八
）
に
お

い
て
、「
寧
ろ
カ
ン
ト
の
用
語
例
を
襲
ふ
て
認
識
問
題 Erkenntnisaufgabe 

な
る
と
考
へ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
如
く
経
済
学
の
内
面
よ
り
観
察
す
れ
ば
、
経

済
的
文
化
価
値
は
又
此
の
意
義
に
於
け
る
一
個
の
認
識
問
題
で
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
」
と
主
張
し
、
経
済
学
は
カ
ン
ト
の
い
う
所
の
「
認
識
問
題
」
で
あ
り
、

新
カ
ン
ト
派
の
「
文
化
価
値
」
と
理
論
的
に
相
即
す
る
も
の
だ
と
す
る
。

　

さ
ら
に
興
味
深
い
の
は
、
こ
の
カ
ン
ト
及
び
価
値
哲
学
の
認
識
論
が
、

カ
ー
ル
・
マ
ル
ク
ス
の
『
資
本
論
』
と
も
理
論
的
に
重
な
り
合
う
こ
と
な
の

だ
。
左
右
田
に
理
論
的
影
響
を
受
け
、
ま
た
左
右
田
を
評
価
す
る
経
済
学
者

の
ア
ル
フ
レ
ー
ト
・
ゾ
ー
ン
＝
レ
ー
テ
ル
は
、「
左
右
田
喜
一
郎
が
、
少
な

く
と
も
出
発
点
に
お
い
て
、
主
観
価
値
説
と
い
う
観
念
論
的
土
台
の
上
で
試

行
運
動
し
て
い
る
の
に
、
私
の
方
は
完
全
に
マ
ル
ク
ス
主
義
的
な
基
盤
に

立
っ
て
い
る
」
と
左
右
田
に
言
及
し
、「
私
自
身
の
問
題
設
定
は
、
マ
ル
ク

ス
の
理
論
の
背
後
に
主
観
主
義
理
論
が
潜
ん
で
い
る
そ
の
厳
密
な
境
界
線
を

見
つ
け
出
す
た
め
に
、
主
観
価
値
説
の
概
念
を
マ
ル
ク
ス
の
商
品
分
析
の
カ

テ
ゴ
リ
ー
へ
き
わ
め
て
精
確
に
適
合
さ
せ
よ
う
と
し
た
」
と
、
左
右
田
の
唱
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え
る
「
主
観
価
値
説
」
を
マ
ル
ク
ス
経
済
学
に
接
合
し
た
と
い
う
の
で
あ

る９
。

　

な
ぜ
新
カ
ン
ト
派
に
由
来
す
る
左
右
田
の
「
主
観
価
値
説
」
が
、
マ
ル
ク

ス
経
済
学
と
理
論
的
に
接
合
す
る
の
か
。
そ
れ
を
知
る
た
め
に
は
、『
資
本

論
』
の
「
四
、
商
品
の
物
心
崇
拝
的
性
質
と
そ
の
秘
密
」（『
資
本
論　

第
一
巻

＊
第
一
分
冊
（
第
一
篇
第
一
章
）』
所
収
、
河
上
肇
、
宮
川
實
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
九

二
七
・
一
〇
）
で
、
マ
ル
ク
ス
が
「
そ
の
机
が
一
旦
商
品
と
し
て
出
て
く
る

や
否
や
、
そ
れ
は
感
覚
的
で
あ
り
同
時
に
超
感
覚
的
で
あ
る
一
つ
の
物
（ein 

sinnlich übersinnliches D
ing

）
に
転
化
す
る
」
と
、「
商
品
」
を
分
析
し
て

い
る
箇
所
を
見
れ
ば
よ
い
の
だ
。

　

マ
ル
ク
ス
は
「
商
品
」
を
「
使
用
価
値
」
と
「
交
換
価
値
」
の
二
つ
が
綜

合
さ
れ
た
構
造
を
持
つ
と
し
た
。「
商
品
」
は
人
間
の
「
感
覚
的
」
な
次
元

で
「
使
用
」
さ
れ
る
が
、
そ
の
感
覚
が
及
ば
な
い
人
間
の
手
を
離
れ
た
「
交

換
」
の
次
元
で
も
「
価
値
」
を
持
つ
。「
商
品
」
と
は
「
使
用
価
値
」
と
い

う
「
感
覚
的
」
な
「
価
値
」
と
、「
交
換
価
値
」
と
い
う
「
超
感
覚
的
」
な
「
価

値
」
が
共
存
し
た
様
態
で
あ
る
。
対
立
し
た
概
念
が
「
図
式
」
の
内
で
共
存

す
る
と
い
う
構
造
は
、
ま
さ
し
く
カ
ン
ト
及
び
リ
ッ
ケ
ル
ト
の
認
識
論
と
同

様
の
理
論
展
開
で
も
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
ゾ
ー
ン
＝
レ
ー
テ
ル
は
、
新
カ
ン

ト
派
の
「
価
値
」
も
マ
ル
ク
ス
の
分
析
す
る
「
商
品
」
の
「
価
値
」
も
、
主

観
性
の
「
図
式
」
に
源
泉
が
あ
る
と
気
付
く
こ
と
が
で
き
た
の
だ
。

　

そ
し
て
横
光
も
ま
た
、
こ
の
「
図
式
」
を
共
有
し
て
い
る
。
横
光
は
「
文

字
」
に
マ
ル
ク
ス
の
「
商
品
」
と
同
じ
構
造
を
見
出
し
、「
作
品
」
を
「
生

産
物
」
と
捉
え
て
い
たＡ
。
そ
し
て
何
よ
り
も
「
家
族
会
議
」
と
い
う
テ
ク
ス

ト
が
、
こ
の
「
図
式
」
を
内
在
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、「
家
族

会
議
」
の
連
載
に
先
だ
っ
て
発
表
さ
れ
た
、「
大
阪
と
東
京
」（『
大
阪
朝
日
新

聞
』
一
九
三
四
・
一
二
・
四
）
に
お
い
て
、
横
光
は
次
の
よ
う
に
記
す
。

　

東
京
と
大
阪
に
流
れ
て
ゐ
る
主
要
な
精
神
や
物
質
の
流
動
状
態
に
気

を
つ
け
な
い
で
、
事
を
企
て
よ
う
と
思
ふ
の
は
間
違
ひ
で
あ
る
と
思

ふ
。
現
在
の
東
京
の
生
活
者
の
精
神
状
態
は
、
年
々
歳
々
猫
の
眼
の
や

う
に
変
つ
て
ゐ
る
が
、
大
阪
の
物
質
状
態
も
、
そ
れ
に
匹
敵
し
て
変
化

し
て
ゐ
る
や
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

　

こ
の
評
論
で
横
光
は
、「
精
神
」
と
「
物
質
」
の
対
立
し
た
「
図
式
」
を

提
示
し
、
東
京
を
「
精
神
」
に
、
大
阪
を
「
物
質
」
に
割
り
当
て
て
設
定
す

る
。
こ
の
「
家
族
会
議
」
に
も
見
出
さ
れ
る
〈
東
京
＝
精
神
〉
と
〈
大
阪
＝

物
質
〉
と
い
う
対
立
す
る
「
図
式
」
は
、
新
カ
ン
ト
派
の
「
価
値
」
や
マ
ル

ク
ス
の
「
商
品
」
の
「
価
値
」
を
生
み
出
す
構
造
と
相
同
的
な
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
「
文
字
」
が
「
商
品
」
と
相
同
的
な
形
式
を
持
つ
と
主
張
し
た
横
光

と
し
て
は
当
然
の
発
想
な
の
だ
。
そ
し
て
横
光
は
「
文
字
」
だ
け
で
な
く
、

テ
ク
ス
ト
に
も
同
様
の
「
価
値
」
と
「
商
品
」
の
構
造
を
纏
わ
せ
た
の
で
あ

る
。
な
ら
ば
「
家
族
会
議
」
と
は
、
物
語
内
容
と
し
て
株
式
相
場
を
扱
っ
た

か
ら
経
済
的
な
も
の
を
描
い
た
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
ま
さ
し
く
テ
ク
ス

ト
の
構
造
に
お
い
て
、〈
東
京
＝
精
神
〉
と
〈
大
阪
＝
物
質
〉
の
対
立
す
る

「
図
式
」
を
内
在
さ
せ
た
か
ら
こ
そ
、
経
済
に
構
造
的
に
触
れ
ら
れ
た
の
だ

と
い
う
べ
き
で
は
な
い
か
。

五
、「
資
本
」
と
い
う
「
災
厄
」

　

前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
横
光
は
「
家
族
会
議
」
に
〈
東
京
＝
精
神
〉
と

〈
大
阪
＝
物
質
〉
と
い
う
「
図
式
」
を
設
定
す
る
。
そ
れ
は
「
仁
礼
文
七
」
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と
い
う
大
阪
出
身
の
、
そ
し
て
「
重
住
高
之
」
と
い
う
東
京
出
身
の
二
人
の

株
の
仲
買
人
と
の
対
立
に
重
ね
合
わ
さ
れ
る
。

　
「
相
場
と
い
ふ
も
の
は
万
目
注
視
の
真
中
で
や
る
ん
で
す
よ
。
そ
ん

な
と
き
に
な
れ
ば
、
仁
礼
さ
ん
と
い
ふ
人
は
、
一
個
人
の
家
の
こ
と
な

ん
か
、
考
へ
ち
や
、
ゐ
ら
れ
な
い
人
な
ん
だ
よ
。
あ
の
人
は
、
物
質
の

権
化
み
た
い
な
人
で
、
物
質
の
動
く
法
則
の
ま
ま
に
、
従
ふ
事
を
、
天

職
だ
と
考
へ
て
る
人
な
ん
だ
。
そ
れ
が
、
あ
の
人
の
道
徳
だ
。
個
人
の

没
落
な
ど
に
、
気
を
奪
は
れ
て
ち
や
、
相
場
と
い
ふ
文
化
の
粋
の
頂
上

で
は
、
不
道
徳
に
な
る
の
だ
。
そ
れ
は
立
派
な
こ
と
ぢ
や
な
い
か
。
と

こ
ろ
が
、
僕
は
、
精
神
の
法
則
に
従
ふ
事
を
、
道
徳
だ
と
思
つ
て
ゐ
る

東
京
人
で
す
。（
後
略
）」（
99
）

　

で
は
「
家
族
会
議
」
に
お
け
る
「
相
場
」
で
扱
わ
れ
る
株
と
い
う
「
資
本
」

は
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
る
の
か
を
示
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

ま
ず
連
載
第
一
回
目
で
は
「
や
が
て
、
重
住
家
の
法
事
は
始
ま
る
。
重
住

高
之
は
、
父
の
法
事
に
大
阪
か
ら
上
京
し
て
く
る
、
仁
礼
泰
子
を
待
つ
て
ゐ

る
」
と
い
う
よ
う
に
、
死
を
想
起
さ
せ
る
場
面
か
ら
始
ま
る
。
そ
の
死
は
「
重

住
高
之
」
の
父
が
大
阪
の
株
の
仲
買
人
、「
仁
礼
文
七
」
と
の
株
取
引
に
敗

れ
た
こ
と
が
原
因
だ
と
さ
れ
る
。

　

そ
の
た
め
「
高
之
」
は
父
の
死
を
「
文
七
」
と
の
株
取
引
と
結
び
付
け
て

お
り
、
友
人
の
「
池
島
忍
」
に
対
し
て
も
、「
君
も
泰
子
さ
ん
も
、
知
ら
な

い
だ
ら
う
が
、
僕
の
親
父
が
死
ん
だ
の
は
、
仁
礼
さ
ん
に
株
で
や
ら
れ
て
死

ん
だ
の
だ
よ
。」（
86
）
と
告
げ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
「
高
之
」
の
父
と
「
文

七
」
の
争
い
は
、「
大
阪
と
東
京
と
の
、
戦
争
ぢ
や
な
い
の
」（
５
）
と
い
う

形
で
、「
戦
争
」
に
形
容
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、「
高
之
」
に
と
っ
て
「
文
七
」
は
父
の
仇
で
あ
り
、
仲

買
人
と
し
て
は
商
売
敵
で
も
あ
る
。
そ
し
て
、
今
度
は
「
高
之
」
と
「
文
七
」

が
東
京
と
大
阪
で
株
を
め
ぐ
っ
て
争
い
を
起
こ
す
の
だ
。「
文
七
」
は
番
頭

の
「
京
極
練
太
郎
」
に
株
の
買
占
め
と
大
量
の
売
り
を
命
じ
て
、
東
京
の
相

場
に
混
乱
を
も
た
ら
す
。
そ
の
混
乱
は
、「
高
之
」
を
「
破
滅
」
に
ま
で
追

い
詰
め
て
い
く
の
だ
が
、
そ
の
様
子
を
「
練
太
郎
」
は
地
震
の
比
喩
で
表
わ

す
の
で
あ
る
。

　
「
ど
う
つ
て
、
そ
れ
や
、
秘
密
で
云
へ
や
し
ま
せ
ん
け
れ
ど
、
東
京

の
兜
町
は
、
余
震
が
い
つ
て
ま
す
の
や
。」
／
「
何
ん
で
す
の
、
余
震

つ
て
？
」
／
ま
あ
、
そ
の
と
き
が
来
れ
ば
分
り
ま
す
よ
。
そ
れ
よ
り
、

あ
な
た
、
早
よ
東
京
へ
帰
り
な
は
れ
。
そ
の
方
が
良
え
。
今
夜
ど
う
で

す
。」（
65
）

　

こ
こ
で
は
「
余
震
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
「
震
災
」
と
い
う

表
現
へ
と
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
て
い
く
。

　

震
災
で
兜
町
は
、
一
時
痛
烈
な
打
撃
を
蒙
つ
た
。
し
か
し
、
あ
れ
は

天
災
で
あ
る
。
今
日
の
は
、
仁
礼
文
七
一
個
人
の
力
で
、
震
災
以
上
の

打
撃
を
与
へ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
も
昨
日
一
昨
日
で
崩
し
た
倍
の
下
落

を
、
今
日
一
日
で
成
し
た
の
だ
つ
た
。（
120
）

　

こ
の
「
震
災
以
上
の
打
撃
」
に
よ
っ
て
、「
高
之
」
の
仲
買
店
は
「
破
産
」

す
る
。「
家
族
会
議
」
は
株
取
引
を
モ
テ
ィ
ー
フ
と
し
た
テ
ク
ス
ト
で
あ
る

が
、
そ
の
株
と
し
て
の
「
資
本
」
は
、「
死
」
や
「
戦
争
」、「
余
震
」
と
「
震

災
」
と
い
っ
た
「
災
厄
」
と
結
び
つ
い
て
い
る
。

　

だ
が
、
こ
こ
で
は
「
戦
争
」
や
「
震
災
」
と
横
光
と
の
関
係
を
確
認
し
て

お
く
必
要
が
あ
る
。
例
え
ば
、
横
光
の
一
九
二
三
年
の
「
関
東
大
震
災
」
の
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直
後
に
発
表
さ
れ
た
評
論
「
震
災
」（『
文
芸
春
秋
』
一
九
二
三
・
一
一
）
で
は

次
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。

　

此
の
災
厄
に
逢
つ
た
人
人
に
災
難
だ
と
思
つ
て
あ
き
ら
め
る
が
良
い

と
云
ふ
の
は
陳
腐
で
あ
る
。
彼
ら
は
心
に
受
け
た
恐
怖
に
対
し
て
報
酬

を
待
つ
て
ゐ
る
。
生
涯
を
通
じ
て
此
れ
が
稀
有
な
災
厄
で
あ
つ
た
そ
れ

だ
け
に
、
何
物
か
に
報
酬
を
求
め
ね
ば
ゐ
ら
れ
な
い
の
だ
。

　

横
光
は
「
震
災
」
に
よ
る
「
報
酬
」
に
言
及
し
、
地
震
を
単
な
る
否
定
的

な
事
象
と
は
見
な
し
て
い
な
い
の
が
わ
か
る
。
更
に
「
家
族
会
議
」
の
連
載

か
ら
四
年
後
、「
関
東
大
震
災
」
よ
り
十
五
年
以
上
経
過
し
た
、
東
京
帝
国

大
学
で
の
講
演
速
記
録
「
転
換
期
の
文
学
」
で
も
「
あ
の
大
震
災
が
な
か
つ

た
ら
、
そ
し
て
死
ぬ
目
に
遭
は
な
か
つ
た
ら
私
は
─
─
今
で
も
自
信
が
あ
る

人
物
ぢ
や
な
い
け
れ
ど
も
─
─
自
信
が
出
な
か
つ
た
と
思
ふ
」
と
い
い
、
そ

の
上
、「
尤
も
地
震
は
自
然
の
も
の
で
、
戦
争
は
人
為
的
な
も
の
で
あ
る
と

は
い
へ
、
あ
れ
も
一
種
の
自
然
か
も
知
れ
な
い
の
で
あ
る
」
と
い
う
よ
う
に
、

「
震
災
」
と
「
戦
争
」
を
結
び
付
け
て
語
る
の
だ
。

　

横
光
は
「
震
災
」
も
「
戦
争
」
も
単
純
に
は
否
定
せ
ず
、「
転
換
」
や
変

化
の
契
機
と
し
て
見
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、「
関
東
大
震
災
」
と
ほ

ぼ
同
時
に
文
壇
に
登
場
し
、
文
学
に
新
し
い
感
覚

0

0

0

0

0

を
も
た
ら
そ
う
と
し
た
横

光
に
一
貫
し
た
思
考
だ
と
い
え
よ
う
。
つ
ま
り
、「
家
族
会
議
」
の
中
で
は
、

株
取
引
の
混
乱
は
「
死
」
や
「
戦
争
」、「
震
災
」
の
比
喩
に
よ
っ
て
「
災
厄
」

と
結
び
付
け
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
否
定
的
な
意
味
だ
け
で
は
な
く
、
物
語
を

新
し
く
展
開
さ
せ
、
変
化
さ
せ
る
契
機
と
し
て
も
見
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う

こ
と
な
の
で
あ
る
。

六
、「
資
本
の
チ
エ
ー
ン
」
と
結
婚

　

で
は
、
そ
の
「
災
厄
」
に
よ
る
展
開
や
変
化
と
は
何
か
。
前
掲
「
大
阪
と

東
京
」
で
、
横
光
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　

さ
う
な
る
と
、
資
本
の
チ
エ
ー
ン
が
強
力
に
太
く
合
同
を
余
儀
な
く

せ
ら
れ
て
行
く
で
あ
ら
う
か
ら
、
東
京
人
と
同
じ
く
精
神
上
の
不
安
も

色
濃
く
増
し
、
従
つ
て
一
様
に
思
想
的
な
考
へ
方
も
太
い
チ
エ
ー
ン
を

と
る
に
ち
が
ひ
あ
る
ま
い
。
し
か
し
結
局
は
動
く
だ
け
は
動
い
て
い
く

の
だ
か
ら
、
そ
ん
な
遠
い
将
来
の
こ
と
な
ど
心
配
無
用
だ
と
い
つ
て
し

ま
へ
ば
そ
れ
ま
で
で
あ
る
が
、
何
と
い
つ
て
も
今
の
と
こ
ろ
は
、
東
京

と
大
阪
と
の
生
活
力
の
相
違
が
、
日
本
の
国
を
動
か
し
て
ゐ
る
の
で
、

こ
の
二
つ
の
相
違
と
歩
み
よ
り
を
見
て
ゐ
な
け
れ
ば
、
こ
れ
か
ら
の
仕

事
は
何
事
も
出
来
な
い
の
で
あ
る
。

　
「
家
族
会
議
」
が
描
く
、
東
京
と
大
阪
間
で
の
経
済
的
な
争
い
は
、
こ
の

「
資
本
の
チ
エ
ー
ン
」
の
力
を
描
い
て
い
る
の
だ
。
こ
れ
ま
で
本
論
が
論
じ

て
き
た
、
東
京
と
大
阪
の
対
立
す
る
「
図
式
」
と
は
、「
資
本
の
チ
エ
ー
ン
」

の
構
造
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
「
チ
エ
ー
ン
」
が
駆
動
す
る
こ
と
で
、「
家

族
会
議
」
の
物
語
は
展
開
し
て
い
く
。

　

し
か
し
、
こ
の
凄
惨
な
光
景
は
、
こ
の
と
き
は
、
も
う
仁
礼
文
七
一

人
の
力
の
勢
で
は
、
な
く
な
つ
て
来
て
ゐ
た
。
／
そ
ら
、
仁
礼
が
や
つ

て
ゐ
る
ぞ
と
、
風
聞
が
立
つ
と
同
時
に
、
大
阪
の
北
浜
か
ら
、
陸
続
と

兜
町
へ
、
有
象
無
象
の
連
中
が
、
乗
り
込
ん
で
来
た
の
で
あ
る
。
彼
ら

は
、
誰
も
彼
も
が
、
今
だ
と
ば
か
り
に
、
仁
礼
と
一
緒
に
売
り
出
し
た

の
だ
。
／
（
中
略
）
／
勿
論
、
高
之
も
、
万
策
尽
き
て
、
全
然
、
破
滅
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し
て
し
ま
つ
た
。（
107
）

　

こ
こ
で
重
要
な
の
は
「
資
本
の
チ
エ
ー
ン
」
の
力
は
、「
文
七
」
の
意
図

を
越
え
て
、
大
勢
の
人
間
を
巻
き
込
む
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。「
資
本
」
の

力
は
個
人
に
還
元
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
人
を
巻
き
込
み
な
が
ら
、「
高

之
」
は
「
破
滅
」
さ
せ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
ま
さ
し
く
「
災
厄
」
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
、「
高
之
」
は
「
破
滅
」
す
る
だ
け
の
人
物
と
し
て
描
か
れ
る
の
で

は
な
く
、
彼
自
身
を
「
破
滅
」
さ
せ
た
は
ず
の
「
資
本
の
チ
エ
ー
ン
」
に
参

入
し
、
積
極
的
に
そ
れ
を
支
え
る
人
物
と
し
て
も
描
か
れ
る
の
だ
。
そ
れ
は
、

「
高
之
」
と
「
文
七
」
の
娘
で
あ
る
「
仁
礼
泰
子
」
と
の
結
婚
問
題
に
読
み

取
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
「
家
族
会
議
」
の
冒
頭
か
ら
、
父
の
死
と
共
に
「
高
之
」
の
結
婚
問
題
が

登
場
す
る
。「
先
日
春
子
か
ら
話
さ
れ
た
嫁
の
候
補
は
、
三
人
も
あ
つ
た
の

だ
が
、
梶
原
と
い
ふ
の
は
、
そ
の
中
の
一
人
で
、
矢
張
り
高
之
と
同
業
の
仲

買
店
で
あ
つ
た
」（
１
）
と
い
う
よ
う
に
、
三
人
の
「
嫁
の
候
補
」
が
存
在

す
る
の
だ
。
そ
の
う
ち
の
二
人
で
あ
る
、「
梶
原
清
子
」
と
「
泰
子
」
が
「
家

族
会
議
」
で
は
登
場
す
る
。
そ
し
て
前
述
し
た
よ
う
に
、
仁
礼
家
は
重
住
家

と
は
敵
対
し
て
い
る
の
だ
が
、「
い
づ
れ
は
仁
礼
泰
子
と
、
結
婚
す
る
羽
目

に
な
る
で
あ
ら
う
と
、
親
戚
達
は
思
つ
て
ゐ
た
」（
１
）
と
、「
高
之
」
と
「
泰

子
」
の
結
婚
の
可
能
性
が
描
か
れ
る
の
で
あ
る
。

　

も
し
「
高
之
」
と
「
泰
子
」
の
結
婚
が
成
立
す
れ
ば
、
二
人
が
「
チ
エ
ー

ン
」
と
な
っ
て
東
京
と
大
阪
の
「
資
本
」
を
繋
げ
る
こ
と
と
な
る
だ
ろ
う
。

た
だ
、
重
住
家
の
番
頭
の
娘
で
あ
る
「
尾
上
春
子
」
は
、
こ
の
結
婚
に
反
対

し
、「
清
子
」
と
「
高
之
」
を
結
婚
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
さ
ら
に
、「
春
子
」

と
同
じ
よ
う
に
、
二
人
の
結
婚
の
障
害
と
な
る
の
が
、
仁
礼
家
の
番
頭
「
練

太
郎
」
な
の
だ
。

　

練
太
郎
の
顔
に
現
れ
た
難
色
を
見
て
と
る
と
、
文
七
は
、
／
「
そ
れ

や
、
こ
れ
は
な
か
な
か
面
倒
や
が
、
わ
し
な
ら
、
や
つ
て
み
せ
る
な
。

一
つ
お
前
一
人
で
、
や
つ
て
み
い
。
も
し
や
れ
た
ら
、
そ
の
代
り
に
、

何
ん
で
も
お
前
の
欲
し
い
も
の
、
褒
美
に
や
る
わ
。」
／
か
う
文
七
か

ら
云
は
れ
る
と
、
も
う
練
太
郎
は
、
後
へ
は
引
け
な
か
つ
た
。
殊
に
、

何
ん
で
も
欲
し
い
も
の
を
や
る
と
は
、
お
前
を
泰
子
の
婿
に
し
て
や
る

と
、
云
は
れ
た
の
と
同
じ
で
あ
つ
た
。（
14
）

　

こ
の
よ
う
に
「
練
太
郎
」
は
、
株
取
引
で
の
成
功
の
暁
に
は
、「
泰
子
」

と
の
結
婚
を
約
束
さ
れ
る
。
と
い
う
こ
と
は
「
文
七
」
も
ま
た
、
仁
礼
家
と

重
住
家
の
間
に
「
資
本
の
チ
エ
ー
ン
」
が
結
ば
れ
る
こ
と
を
拒
否
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
奇
妙
に
も
、「
高
之
」
を
「
破
滅
」
さ
せ
た
は
ず
の
「
練
太
郎
」

は
、
反
対
の
行
動
に
出
る
。

　
「
重
住
さ
ん
、
し
つ
こ
い
や
う
で
す
が
僕
は
ね
、
泰
子
さ
ん
を
、
あ

な
た
か
ら
貰
ひ
た
う
て
、
こ
ん
な
こ
と
云
ふ
の
や
、
あ
ら
し
ま
せ
ん
か

ら
、
さ
う
思
う
て
下
さ
い
よ
。
あ
な
た
は
、
ま
だ
僕
を
誤
解
し
て
な
さ

る
ん
で
す
よ
。」
／
「
そ
れ
は
、
十
分
よ
く
僕
に
は
分
つ
て
ゐ
ま
す
。

で
す
が
、
何
と
い
ふ
か
、
今
あ
な
た
か
ら
御
助
力
を
得
る
と
い
ふ
こ
と

は
、
ど
う
も
僕
と
し
て
は
、
出
来
難
い
の
で
す
。」
／
「
そ
ん
な
ら
、

あ
な
た
は
、
資
金
の
出
る
と
こ
、
失
礼
で
す
が
、
お
考
へ
あ
る
ん
で
す

か
。」
／
「
い
や
、
あ
り
ま
せ
ん
。」
／
「
そ
ん
な
ら
、
そ
ん
な
強
情
仰

言
ら
ず
に
、
僕
の
云
ふ
ま
ま
に
、
な
さ
れ
ば
良
ろ
し
や
な
い
か
。」
／

（
中
略
）
／
「
豪
さ
う
な
こ
と
云
は
ん
と
、
僕
に
金
借
れ
ば
、
良
ろ
し
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や
ろ
。
僕
か
て
イ
ン
テ
リ
や
。
あ
ん
た
の
死
に
か
か
つ
て
る
の
、
見
て

ら
れ
ま
す
か
。
う
ち
の
大
将
瞞
し
た
か
て
、
僕
、
か
め
へ
ん
。
あ
ん
た
、

良
う
な
つ
て
く
れ
る
方
が
、
僕
に
は
面
白
い
ん
だ
。」（
116
）

　
「
練
太
郎
」
に
と
っ
て
は
、「
高
之
」
と
「
泰
子
」
と
の
結
婚
の
可
能
性
を

残
す
方
が
「
面
白
い
」
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
株
の
仲
買
人
で
あ
る
「
練
太
郎
」

に
と
っ
て
、「
資
本
の
チ
エ
ー
ン
」
は
彼
自
身
が
存
在
す
る
た
め
に
は
必
要

な
構
造
な
の
だ
。
そ
の
構
造
が
「
家
族
会
議
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
の
物
語
の

展
開
と
変
化
に
と
っ
て
も
不
可
欠
だ
っ
た
の
は
、
こ
れ
ま
で
見
て
来
た
通
り

で
あ
る
。

　

そ
し
て
、「
高
之
」
と
「
泰
子
」
の
結
婚
に
反
対
し
て
い
た
「
春
子
」
は
、

物
語
の
後
半
で
尾
上
家
が
破
産
さ
せ
ら
れ
た
怨
み
か
ら
、「
文
七
」
を
殺
害

し
て
し
ま
う
。

　
「
あ
な
た
、
犯
人
知
つ
て
る
。」
／
「
い
や
、
ま
だ
だ
。
捕
つ
た
の
？
」

／
「
春
子
さ
ん
よ
。」
／
（
中
略
）
／
自
動
車
の
中
で
、
高
之
は
新
聞
を

拡
げ
て
み
た
。
社
会
面
の
ト
ツ
プ
に
、
大
き
く
文
七
の
殺
害
事
件
が
出

て
ゐ
て
、
春
子
に
つ
い
て
は
、
神
経
衰
弱
の
結
果
、
精
神
に
異
状
を
来

し
た
も
の
と
書
い
て
あ
つ
た
。（
135
）

　
「
春
子
」
は
「
高
之
」
と
「
清
子
」
と
を
結
び
付
け
よ
う
と
し
た
が
、「
文

七
」
を
殺
害
す
る
こ
と
で
、
結
果
的
に
は
「
高
之
」
と
「
泰
子
」
と
の
「
結

婚
」
の
障
害
を
排
除
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
な
る
。「
高
之
」
と
「
泰
子
」

の
結
婚
の
障
害
で
あ
っ
た
は
ず
の
、「
練
太
郎
」
は
「
高
之
」
を
助
け
よ
う

と
し
、「
春
子
」
と
「
文
七
」
の
二
人
は
殺
人
事
件
に
よ
っ
て
共
に
排
除
さ

れ
る
。
そ
し
て
待
ち
う
け
る
の
は
「
高
之
」
と
「
泰
子
」
の
結
婚
に
よ
る
、

東
京
と
大
阪
の
「
資
本
の
チ
エ
ー
ン
」
の
連
結
で
あ
る
。

　
「
泰
子
」
は
「
高
之
」
と
の
結
婚
を
意
識
し
始
め
る
時
、「
高
之
」
と
「
文

七
」
を
重
ね
あ
わ
せ
始
め
る
。

　

泰
子
は
ち
ら
り
と
高
之
の
顔
を
見
た
。
／
そ
の
瞬
間
、
ど
う
し
た
も

の
か
、
高
之
の
微
笑
が
、
自
分
の
父
そ
つ
く
り
に
見
え
る
の
で
あ
つ
た
。

ど
う
し
て
こ
ん
な
に
似
て
来
た
の
で
あ
ら
う
か
と
、
し
げ
し
げ
と
見
て

ゐ
る
う
ち
に
、
胸
は
高
ま
り
、
苦
し
さ
に
ま
た
泰
子
は
目
を
伏
せ
た
。

（
132
）

　

こ
の
よ
う
に
「
高
之
」
と
「
泰
子
」
が
結
婚
す
れ
ば
、
今
度
は
「
高
之
」

が
強
大
な
資
本
力
を
持
っ
た
「
文
七
」
と
同
じ
位
置
を
占
め
る
わ
け
な
の
だ
。

「
高
之
」
の
も
と
で
、「
資
本
の
チ
エ
ー
ン
」
は
強
大
な
力
を
持
ち
、「
災
厄
」

と
な
る
可
能
性
を
保
持
し
続
け
る
。
し
か
し
、
そ
の
〈
結
婚
＝
チ
エ
ー
ン
〉

を
阻
む
障
害
は
テ
ク
ス
ト
か
ら
こ
と
ご
と
く
排
除
さ
れ
て
し
ま
う
。「
家
族

会
議
」
は
、
そ
の
テ
ク
ス
ト
の
原
動
力
と
な
っ
て
い
る
「
災
厄
」
を
も
た
ら

す
「
資
本
の
チ
エ
ー
ン
」
を
止
め
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

七
、「
忍
」
と
切
断

　

し
か
し
「
資
本
の
チ
エ
ー
ン
」
に
切
断
の
可
能
性
を
与
え
る
存
在
が
、「
高

之
」
と
「
泰
子
」
の
友
人
「
池
島
忍
」
で
あ
る
。「
忍
」
は
当
初
か
ら
「
高
之
」

と
「
泰
子
」
を
結
婚
さ
せ
よ
う
と
行
動
し
て
い
る
。
物
語
内
容
を
追
う
限
り

で
は
、「
忍
」
は
重
住
家
と
仁
礼
家
を
「
チ
エ
ー
ン
」
で
繋
ご
う
と
し
て
い

る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。だ
が
、「
家
族
会
議
」
の
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
「
忍
」

の
描
か
れ
方
を
分
析
す
る
と
、
実
は
逆
説
的
な
存
在
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る

の
だ
。

　
「
忍
」
の
池
島
家
は
、
重
住
家
や
仁
礼
家
、
尾
上
家
、
梶
原
家
と
違
い
、
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仲
買
店
で
は
な
く
「
洋
反
問
屋
」
を
経
営
し
て
い
る
。
し
か
も
「
こ
こ
の
家

は
他
所
の
商
売
が
会
社
の
や
う
に
進
展
す
る
間
に
あ
つ
て
、
も
の
静
に
、
過

去
の
伝
統
を
守
り
、
狂
は
し
い
過
渡
期
の
変
転
を
、
切
り
抜
け
よ
う
と
し
て

ゐ
る
」（
36
）
と
い
う
よ
う
に
株
や
「
資
本
」
か
ら
は
距
離
を
と
っ
た
存
在

と
し
て
描
か
れ
る
の
で
あ
る
。

　

た
だ
一
方
、「
文
七
」
と
の
株
取
引
で
の
争
い
で
は
、「
高
之
」
に
対
し
て

池
島
家
が
資
金
援
助
を
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
「
高
之
」
は
、「
胸
中

で
揺
れ
動
い
た
ひ
そ
か
な
思
ひ
」
と
い
う
形
で
は
あ
る
が
、「
忍
」
に
「
自

分
が
結
婚
を
申
し
込
ん
だ
ら
、
何
と
云
つ
て
驚
く
で
あ
ら
う
」（
37
）
と
想

像
す
る
。
ま
た
、
株
取
引
で
争
っ
て
い
る
は
ず
の
「
練
太
郎
」
か
ら
も
、「
忍

さ
ん
つ
て
い
ふ
人
は
を
か
し
な
人
で
す
な
。
あ
れ
は
、
あ
な
た
の
こ
と
で
、

あ
あ
、
や
き
も
き
し
や
は
る
と
こ
ろ
見
る
と
、
あ
な
た
に
よ
つ
ぽ
ど
好
か
れ

た
い
の
で
つ
せ
」（
48
）
と
指
摘
さ
れ
、「
忍
と
結
婚
せ
よ
と
云
ふ
意
味
か
と
、

高
之
は
顎
を
支
へ
な
が
ら
笑
つ
た
」
と
応
じ
る
。「
忍
」
は
、「
高
之
」
と
「
泰

子
」
の
結
婚
を
積
極
的
に
推
し
進
め
る
存
在
で
あ
り
な
が
ら
、
同
時
に
「
高

之
」
に
好
意
も
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
「
忍
」
は
、「
文
七
」
に
よ
っ
て
破
産
さ
せ
ら
れ
た
「
高
之
」
の

仲
買
店
を
買
収
し
、「
高
之
」
を
支
配
す
る
に
至
る
の
だ
。
こ
れ
に
対
し
「
泰

子
」
は
「
忍
」
に
脅
威
を
感
じ
始
め
る
。「
泰
子
」
は
「
も
し
忍
が
高
之
を

愛
し
て
ゐ
る
の
だ
つ
た
ら
」（
128
）
と
疑
い
、
そ
れ
を
見
透
か
し
た
よ
う
に
、

「
忍
」
は
「
ぢ
や
、
あ
た
し
、
云
ふ
わ
。
あ
の
ね
ほ
ん
と
は
、
高
之
さ
ん
と
こ
、

潰
れ
た
の
。
で
も
、
あ
た
し
が
、
泰
子
さ
ん
に
代
つ
て
、
店
の
権
利
を
買
つ

と
い
た
か
ら
、
ま
た
高
之
さ
ん
、
つ
づ
け
て
る
の
。
そ
の
代
り
、
高
之
さ
ん

は
、
あ
た
し
の
番
頭
よ
。
ふ
ふ
ふ
。」（
128
）
と
「
泰
子
」
に
代
わ
っ
て
、「
忍
」

こ
そ
が
「
高
之
」
に
支
配
を
及
ぼ
し
て
い
く
。
そ
し
て
、
東
京
・
大
阪
間
の

電
話
の
や
り
取
り
で
も
、「
泰
子
」
に
対
す
る
「
忍
」
の
優
位
性
が
象
徴
的

に
描
か
れ
る
の
で
あ
る
。

　

忍
は
く
る
り
と
泰
子
の
方
を
、
向
き
返
る
と
、
／
「
早
く
、
さ
ア
、」

／
と
、
受
話
器
を
泰
子
に
さ
し
出
し
た
。
／
泰
子
は
思
は
ず
受
話
器
の

傍
へ
駈
け
よ
つ
て
、
／
「
あ
た
し
、
泰
子
で
す
の
。
あ
の
ね
。」
／

「
…
…
…
…
」
／
「
あ
た
し
、
泰
子
で
す
の
よ
。」
／
「
…
…
…
…
」
／

「
高
之
さ
ん
。」
／
「
…
…
…
…
」
／
だ
ん
だ
ん
泰
子
の
眉
は
曇
つ
て
来

る
と
、
泣
き
出
さ
う
な
声
で
、
ま
た
云
つ
た
。
／
「
あ
た
し
、
今
日
や

つ
と
、
家
を
出
て
こ
ゝ
ま
で
来
ま
し
た
の
よ
。」
／
「
…
…
…
…
」
／

す
る
と
、
わ
ッ
と
泰
子
は
泣
き
出
し
た
。
け
れ
ど
も
、
ま
だ
泰
子
は
受

話
器
を
放
さ
な
か
つ
た
。
忍
は
泰
子
を
押
し
の
け
て
替
つ
て
立
つ
た
。

／
「
高
之
さ
ん
、
あ
た
し
、
忍
よ
。
ど
う
し
た
の
。
電
話
聞
こ
え
な
い

の
。
あ
の
ね
、
今
泰
子
さ
ん
、
出
な
す
つ
た
の
よ
。
え
え
、
さ
う
。
今

夜
、
泰
子
さ
ん
と
一
緒
に
、
東
京
へ
行
く
か
も
し
れ
な
い
わ
。
あ
な
た
、

一
寸
待
つ
て
ゝ
ち
や
う
だ
い
。」
／
忍
は
そ
こ
ま
で
云
ふ
と
、
急
に
泰

子
の
耳
へ
、
ま
た
受
話
器
を
あ
て
換
へ
た
。
／
「
高
之
さ
ん
で
す
の
、

あ
た
し
、
泰
子
で
す
の
。」
／
「
…
…
…
…
」
／
「
あ
の
ね
、
あ
た
し
。」

／
泰
子
は
ま
た
泣
き
出
し
た
。（
128
）

　

会
話
の
三
点
リ
ー
ダ
ー
は
、
電
話
機
の
不
具
合
で
、「
高
之
」
の
声
が
「
泰

子
」
に
届
か
な
い
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
。「
忍
」
は
、「
泰
子
」
と
「
高
之
」

の
電
話
を
つ
な
ご
う
と
し
、「
高
之
」
に
対
し
て
「
泰
子
」
と
話
す
よ
う
「
命

令
」
す
る
。
と
こ
ろ
が
「
高
之
」
の
応
答
は
「
…
…
…
…
」
と
い
う
無
言
の

形
で
繋
が
ら
な
い
。
し
か
し
「「
何
ん
だ
か
、
ち
つ
と
も
、
分
り
ま
せ
ん
ね
。」
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／
と
い
ふ
高
之
ら
し
い
声
が
、
し
ば
ら
く
忍
の
耳
に
這
入
つ
た
、」（
129
）
と

い
う
よ
う
に
、「
泰
子
」
か
ら
「
忍
」
に
代
わ
っ
た
途
端
、「
高
之
」
の
声
は

届
き
始
め
る
の
だ
。「
忍
」
が
仲
介
し
た
電
話
で
の
会
話
が
、「
高
之
」
と
「
泰

子
」
の
間
を
「
…
…
…
…
」
に
よ
っ
て
切
断
す
る
。「
チ
エ
ー
ン
」
を
繋
げ

る
役
割
を
買
っ
て
出
た
は
ず
の
「
忍
」
こ
そ
、「
高
之
」
と
「
泰
子
」
の
関

係
に
切
断
と
し
て
の
「
…
…
…
…
」
の
描
写
を
招
き
入
れ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
結
果
、「
高
之
」
は
「
実
は
、
あ
な
た
と
お
約
束
し
た
こ
と
は
、
と

う
て
い
実
行
出
来
さ
う
も
な
い
」（
132
）
と
し
て
結
婚
の
破
棄
を
提
案
す
る
。

そ
の
上
、「
高
之
」
は
「
忍
」
の
た
め
に
働
く
こ
と
を
決
心
し
、「
泰
子
」
に

「
練
太
郎
」
と
の
結
婚
を
勧
め
る
ま
で
に
な
る
の
だ
。

　

た
だ
今
は
、
忍
さ
ん
に
使
は
れ
て
ゐ
る
だ
け
で
、
一
つ
こ
の
店
を
、

よ
く
し
て
見
よ
う
と
い
ふ
、
希
望
だ
け
よ
り
、
な
く
な
つ
て
し
ま
つ
た

ん
で
す
。
そ
ん
な
男
が
、
あ
な
た
の
必
死
の
対
照
と
な
る
男
ぢ
や
な
い

で
せ
う
。
ど
う
で
す
、
練
太
郎
君
と
あ
な
た
、
結
婚
し
ま
せ
ん
か
。（
133
）

　

こ
の
よ
う
に
「
忍
」
の
存
在
は
、「
高
之
」
と
「
泰
子
」
の
結
婚
を
支
援

し
て
い
る
よ
う
に
見
え
な
が
ら
、
切
断
を
与
え
続
け
る
、
逆
説
的
な
も
の
と

な
っ
て
い
る
。「
忍
」
は
二
人
の
関
係
が
悪
く
な
っ
て
い
る
こ
と
を
知
る
と
、

「「
そ
れ
ぢ
や
、
ま
た
駄
目
ね
。」
／
と
忍
は
俯
向
い
て
、
ほ
つ
と
溜
息
」

（
135
）
を
つ
く
の
で
あ
る
が
、
こ
の
「
溜
息
」
が
落
胆
の
た
め
な
の
か
、
そ

れ
と
も
安
堵
の
た
め
な
の
か
は
決
定
で
き
な
い
形
で
表
わ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
前
述
し
た
よ
う
に
、「
春
子
」
に
よ
る
「
文
七
」
の
殺
害
に
よ
っ

て
、「
高
之
」
と
「
泰
子
」
と
の
間
の
障
害
は
一
気
に
排
除
さ
れ
て
し
ま
う
。

そ
れ
は
「
忍
」
も
例
外
で
は
な
い
。「
高
之
」
は
「
一
つ
大
手
を
振
つ
て
、

泰
子
の
財
産
を
、
ひ
つ
掴
ま
ふ
と
決
心
」（
143
）
す
る
と
、
突
然
「
忍
」
は
、

「
資
本
の
チ
エ
ー
ン
」
の
「
図
式
」
か
ら
排
除
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

そ
の
排
除
が
象
徴
的
に
現
れ
る
の
が
、
ま
た
も
や
電
話
で
の
会
話
な
の
だ
。

　
「
あ
た
し
、大
阪
の
忍
で
す
の
。泰
子
さ
ん
、い
ら
つ
し
や
い
ま
し
て
。

一
寸
、
す
み
ま
せ
ん
が
。」
／
し
ば
ら
く
間
を
お
い
て
か
ら
、
泰
子
が
出

て
来
た
。
／
「
あ
な
た
、
泰
子
さ
ん
。
あ
た
し
、
忍
よ
。
あ
の
ね
、
今
、

お
手
紙
着
い
た
と
こ
ろ
よ
。
あ
り
が
た
う
。
良
か
つ
た
わ
ね
。
あ
た
し
、

こ
れ
か
ら
行
く
わ
。
病
気
も
う
す
つ
か
り
、
良
ろ
し
の
。
さ
う
、
そ
れ

は
、
良
か
つ
た
わ
。
あ
た
し
ね
、
東
京
へ
行
こ
か
、
思
う
て
た
の
や
け

れ
ど
、
あ
な
た
、
あ
た
し
に
黙
つ
て
、
行
き
な
し
た
で
し
よ
。
そ
れ
で
、

あ
た
し
も
、
つ
い
遠
慮
し
て
た
の
。
高
之
さ
ん
、
い
ら
つ
し
や
る
の
。

…
…
」
／
「
あ
な
た
、
高
之
さ
ん
、
あ
の
ね
、
あ
た
し
、
こ
れ
か
ら
お

邪
魔
し
よ
う
か
思
う
て
ま
す
の
。
良
い
か
し
ら
。
さ
う
、
そ
れ
は
大
き

に
。
そ
れ
か
ら
、
一
寸
、
あ
な
た
、
結
婚
な
さ
る
ん
で
す
つ
て
ね
。
お

芽
出
度
う
。
で
も
、
随
分
、
あ
な
た
も
失
礼
よ
。
あ
た
し
に
承
諾
な
し

に
、
そ
ん
な
こ
と
。
勝
手
に
定
め
た
り
し
て
。
番
頭
さ
ん
、
も
う
直
き
、

免
職
で
す
か
ら
、
覚
悟
し
て
て
ち
や
う
だ
い
。
さ
よ
な
ら
。」（
144
）

　
「
高
之
」
と
「
泰
子
」
の
電
話
を
媒
介
し
た
時
と
は
違
い
、
こ
の
会
話
に

は
そ
の
向
こ
う
に
い
る
将
来
結
婚
す
る
二
人
の
会
話
は
一
切
登
場
せ
ず
、

「
忍
」
は
独
り
言
の
よ
う
に
喋
り
つ
づ
け
完
結
し
て
し
ま
う
。
あ
た
か
も

「
忍
」
は
一
人
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。
相
対
的
に
「
資
本

の
チ
エ
ー
ン
」
か
ら
遠
い
存
在
だ
っ
た
「
忍
」
は
、
結
婚
に
切
断
を
与
え
る

存
在
と
し
て
描
か
れ
な
が
ら
、
し
か
し
、
そ
の
「
チ
エ
ー
ン
」
が
繋
が
っ
た

瞬
間
、「
忍
」
は
「
図
式
」
か
ら
消
え
る
の
で
あ
る
。
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八
、
お
わ
り
に

　
「
家
族
会
議
」
の
「
図
式
性
」
と
は
、
ま
さ
に
「
価
値
」
や
「
資
本
」
の

動
き
を
表
わ
す
構
図
だ
っ
た
。
そ
の
「
資
本
」
は
「
チ
エ
ー
ン
」
と
し
て
繋

が
り
、
個
人
の
意
識
と
は
関
係
な
く
猛
威
を
ふ
る
い
「
災
厄
」
と
な
る
。「
家

族
会
議
」
の
結
婚
の
問
題
と
は
、「
資
本
の
チ
エ
ー
ン
」
を
さ
ら
に
巨
大
化

す
る
か
、
あ
る
い
は
断
ち
切
る
か
と
い
う
問
題
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
結
論
と

し
て
は
、そ
の
「
チ
エ
ー
ン
」
は
誰
に
も
断
ち
切
る
こ
と
は
で
き
ず
、「
災
厄
」

は
新
た
な
〈
高
之
─
泰
子
〉
の
「
図
式
」
を
描
い
た
の
だ
。

　

た
だ
興
味
深
い
の
は
、
単
行
本
『
家
族
会
議
』（
創
元
選
書
、
一
九
三
八
・

一
二
）
で
は
、
結
末
部
が
改
稿
さ
れ
て
お
り
、
新
聞
連
載
の
最
終
話
の
末
尾

で
「
俯
伏
せ
に
な
つ
た
ま
ま
、
少
し
も
動
か
な
く
な
つ
た
」
姿
の
「
忍
」
を
、

次
の
よ
う
に
描
き
直
し
て
い
る
。

　

そ
れ
は
長
い
間
俯
伏
せ
に
な
つ
た
ま
ま
だ
つ
た
。
し
か
し
、
再
び
顔

を
上
げ
た
と
き
に
は
、
片
頬
に
枕
の
皺
の
あ
と
を
つ
け
て
ゐ
る
忍
は
、

よ
く
寝
た
後
の
や
う
に
の
ろ
り
と
寝
台
を
降
り
て
、
ま
た
次
の
日
の
朝

の
や
う
に
婆
や
に
紅
茶
を
頼
ん
だ
。
そ
の
と
き
は
、
忍
は
ま
つ
た
く
、

痴
呆
の
や
う
に
新
鮮
な
顔
で
庭
に
植
つ
た
冬
の
薔
薇
の
花
を
眺
め
て
ゐ

た
。

　

横
光
は
、
一
旦
排
除
さ
れ
「
少
し
も
動
か
な
く
」
な
っ
た
「
忍
」
と
い
う

存
在
を
、
再
び
活
動
さ
せ
よ
う
と
描
き
直
し
、
切
断
の
可
能
性
を
痕
跡
と
し

て
テ
ク
ス
ト
に
刻
み
こ
ん
だ
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。

注（
１
）　

本
論
の
引
用
は
、「
家
族
会
議
」（『
東
京
日
日
新
聞
』・『
大
阪
毎
日
新
聞
』

一
九
三
五
・
八
・
九
～
一
二
・
三
一
、
全
144
回
）
に
拠
っ
た
。
引
用
の
後
に
付

け
ら
れ
た
括
弧
内
の
数
字
は
連
載
回
数
を
表
わ
す
。
後
に
、
新
聞
連
載
は
『
家

族
会
議
』（
非
凡
閣
版
『
横
光
利
一
全
集
』
第
一
巻
初
収
、
一
九
三
六
・
一
）

と
し
て
単
行
本
と
な
り
、
さ
ら
に
改
稿
さ
れ
た
『
家
族
会
議
』（
創
元
選
書
、

一
九
三
八
・
一
二
）
が
出
版
さ
れ
た
。

（
２
）　

保
昌
正
夫
「「
家
族
会
議
」
ま
で
」（『
日
本
近
代
文
学
』
一
九
六
六
・
五
）

（
３
）　

樫
原
修
「
家
族
会
議
［
横
光
利
一
］」（
三
好
行
雄
編
『
日
本
の
近
代
小
説
Ⅱ
』

所
収
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
六
・
七
）

（
４
）　

松
村
良
「「
家
族
会
議
」
論
─
─
動
態
的
構
造
と
し
て
の
テ
ク
ス
ト
─
─
」

（『
学
習
院
大
学
人
文
科
学
論
集
』
一
九
九
二
・
九
）

（
５
）　

掛
野
剛
史
「「
家
族
会
議
」
論
─
─
図
式
と
そ
の
相
対
化
の
可
能
性
」（
黒
田

大
河
ほ
か
編
『
横
光
利
一
と
関
西
文
化
圏
』
所
収
、
松
籟
社
、
二
〇
〇
八
・
一

二
）

（
６
）　

玉
村
周
「
横
光
利
一
に
於
け
る
〝
新
感
覚
〟
理
論
─
─
「
感
覚
活
動
」
の
解

釈
を
中
心
と
し
て
─
─
」（『
国
語
と
国
文
学
』
一
九
七
八
・
九
）

（
７
）　

こ
の
「
文
学
」
を
め
ぐ
る
「
価
値
論
争
」
は
、
位
田
将
司
「「
文
学
」
の
「
価

値
」
─
─
横
光
利
一
と
「
芸
術
的
価
値
論
争
」
─
─
」（『
語
文
』
二
〇
一
五
・

六
）
で
詳
し
く
論
じ
て
い
る
。

（
８
）　

河
合
栄
治
郎
「
日
記
」（
一
九
三
六
・
二
・
二
七
）（『
河
合
栄
治
郎
全
集　

第
二
十
三
巻
』
所
収
、
社
会
思
想
社
、
一
九
六
九
・
七
）

（
９
）　

ア
ル
フ
レ
ー
ト
・
ゾ
ー
ン
＝
レ
ー
テ
ル
「
日
本
語
版
へ
の
序
文
」（『
精
神
労

働
と
肉
体
労
働
』
所
収
、
寺
田
光
雄
、
水
田
洋
訳
、
合
同
出
版
、
一
九
七
五
・
五
）

（
10
）　

横
光
利
一
「
文
字
に
つ
い
て
─
─
形
式
と
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
─
─
」（
初

出
「
形
式
と
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
」、『
創
作
月
刊
』
一
九
二
九
・
三
）

※ 
『
定
本
横
光
利
一
全
集
』
か
ら
の
引
用
に
際
し
、
旧
漢
字
を
適
宜
新
漢
字
に
改
め
、

ル
ビ
は
省
略
し
た
。
ま
た
引
用
文
中
の
「
／
」
は
改
行
を
表
わ
す
。
な
お
本
稿
は

早
稲
田
大
学
国
文
学
会
二
〇
一
六
年
度
秋
季
大
会
（
於　

早
稲
田
大
学
戸
山
キ
ャ

ン
パ
ス　

二
〇
一
六
・
一
二
・
三
）
の
研
究
発
表
に
基
づ
い
て
い
る
。
会
場
を
は

じ
め
様
々
な
機
会
で
貴
重
な
ご
意
見
を
賜
り
ま
し
た
。皆
様
に
感
謝
い
た
し
ま
す
。


