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て
そ
れ
は
一
律
の
「
世
間
」
で
は
な
く
、
異
な
る
「
世
間
」
同
士
の
交
流
に

よ
っ
て
絶
え
ざ
る
意
味
の
変
容
が
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
イ
タ
コ
の
カ
タ
リ
は
前
代
の
残
存
で
は
な
く
、
同
時
代
の
需
要

に
応
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
い
つ
の
時
代
も
巫
女
た
ち
が
同
時
代
の

需
要
に
応
え
続
け
て
き
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

注（
１
） 「
世
間
」
と
「
準
拠
集
団
」
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
井
上
忠
司
『「
世

間
体
」
の
構
造
』（
日
本
放
送
出
版
協
会
、
一
九
七
七
年
）
を
参
照

の
こ
と
。

（
２
） 

佐
々
木
達
司
、
山
田
厳
子
の
『
新
青
森
市
史　

別
編
３　

民
俗
』（
青

森
市
史
編
集
委
員
会
編　

青
森
市　

二
〇
〇
八
年
）
の
口
承
文
芸
調

査
に
よ
る
。

（
３
） 

桜
井
徳
太
郎
『
日
本
の
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
』（
上
）（
吉
川
弘
文
館　

一
九
七
四
年　

三
一
九
頁　

四
三
六
～
四
四
〇
、五
八
二
頁
）
を
参
照
。

（
付
記
）

　

本
稿
は
、山
田
厳
子「
巫
女
と
戦
争
―
東
北
に
お
け
る
危
機
の
フ
ォ
ー

ク
ロ
ア
ー
」『
国
文
学　

解
釈
と
鑑
賞
』
七
三
巻
八
号
（
至
文
堂　

二
〇
〇
九
年
）
及
び
『
第
二
次
世
界
大
戦
下
の
オ
シ
ラ
サ
マ
信
仰
と
民

間
巫
者
』
平
成
一
九
年
度
～
二
一
年
度
科
学
研
究
補
助
金
（
基
盤
研
究

（
ｃ
））
研
究
成
果
報
告
書
（
二
〇
一
〇
年　

弘
前
大
学
）
の
一
部
を
再

構
成
し
加
筆
訂
正
し
た
も
の
で
あ
る
。

 

（
や
ま
だ
・
い
つ
こ
／
弘
前
大
学
）

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
／
「
世
間
」
と
い
う
問
い
か
ら

言
葉
に
さ
れ
た
世
界
観

―
世
間
の
す
り
合
わ
せ
と
し
て
の
世
間
話
、あ
る
い
は
伝
説
―

野 

村　

典 

彦　

１　

峠
を
越
え
る

　

近
代
の
国
づ
く
り
が
ト
ン
ネ
ル
と
い
う
形
で
人
々
の
視
界
を
変
え
て
ゆ

く
中
で
、
柳
田
國
男
は
峠
を
思
う
言
葉
を
幾
度
か
漏
ら
し
て
い
る
。「
日

本
は
珍
ら
し
く
、
峠
路
の
多
い
国
で
あ
つ
た
の
だ
が
、
便
利
が
よ
く
な
つ

て
却
つ
て
大
部
分
が
不
用
に
帰
し
て
し
ま
つ
た
。
山
一
重
を
隔
て
た
二
つ

の
土
地
の
消
息
は
、
ま
は
り
ま
は
つ
て
し
か
伝
は
つ
て
来
ず
、
ま
し
て
双

方
を
比
べ
て
見
よ
う
と
す
る
や
う
な
旅
人
は
、
も
う
稀
々
に
も
通
つ
て
は

行
か
な
い
」〔
柳
田
國
男
『
北
国
紀
行
』「
自
序
」
一
九
四
八
〕。
紀
行
文

集
の
冒
頭
に
置
か
れ
た
情
緒
の
あ
る
文
章
に
も
み
え
る
。
し
か
し
、
峠
か

ら
見
る
こ
と
を
含
む
十
か
条
を
父
親
か
ら
授
け
ら
れ
た
宮
本
常
一
〔
宮
本

常
一
『
民
俗
学
の
旅
』
一
九
七
八
・
文
芸
春
秋
社
〕
を
筆
頭
に
、「
双
方

を
比
べ
て
見
よ
う
と
す
る
や
う
な
旅
人
」
こ
そ
、
民
俗
学
と
い
う
学
問
に

携
わ
っ
て
き
た
人
々
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
可
能
だ
ろ
う
。
ト
ン
ネ
ル
が

開
通
す
る
以
前
の
ム
ラ
の
暮
ら
し
を
大
切
な
も
の
と
考
え
て
い
た
旅
人
た
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が
た
い
。
だ
か
ら
、
次
の
よ
う
な
言
葉
も
発
せ
ら
れ
て
し
ま
う
。

【
テ
ー
プ
起
こ
し
資
料
２
】「
大
名
と
ワ
ラ
名
の
差
が
あ
る
」
っ
て
の
は
、

ワ
ラ
名
っ
て
い
う
の
は
、
稲
の
実
を
落
と
し
た
、
ワ
ラ
、
あ
れ
を
積
ん
で

置
く
の
が
ワ
ラ
名
。
だ
か
ら
、そ
れ
が
「
大
名
と
ワ
ラ
名
の
差
が
あ
る
」
っ

て
い
う
の
は
、そ
の
昔
は
貧
富
の
差
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
ね
。
そ
う
す
っ

と
、
そ
れ
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
、
そ
の
農
村
と
い
う
や
つ
は
、

う
ん
と
差
が
あ
っ
た
っ
て
い
う
ね
…
…
。
大
名
っ
て
い
う
か
、「
ふ
く
し
人
」

は
威
張
っ
て
た
。
貧
乏
な
人
は
下
に
い
て
、
何
言
わ
っ
ち
ゃ
っ
て
我
慢
し

て
た
。で
ね
え
と
生
活
が
で
き
ね
ぇ
の
。だ
か
ら
、今
言
っ
た
土
地
だ
っ
て
、

「
あ
の
野
郎
に
貸
さ
ね
ぇ
」
っ
て
い
う
て
ぇ
と
、
百
姓
で
き
な
く
な
っ
ち

ま
う
ば
い
。「
土
地
よ
こ
せ
。
俺
の
土
地
だ
か
ら
よ
こ
せ
」
っ
て
言
わ
れ

る
と
、取
り
上
げ
ら
れ
ん
で
す
よ
。
す
っ
と
百
姓
に
な
ん
ね
ぇ
か
ら
。
そ
っ

と
、
俺
は
、
学
校
二
三
年
か
ら
、
地
主
来
っ
ち
っ
と
、
あ
の
人
は
何
だ
べ
な
、

俺お
れ
げ家

さ
土
地
貸
し
た
所
、
取
っ
返
し
に
来
た
ん
で
ね
ぇ
か
、
な
ん
て
、
そ

う
い
う
こ
と
考
え
て
寝
て
た
か
ら
ね
。
そ
う
し
て
、そ
の
地
主
の
人
が
帰
っ

て
く
ま
で
寝
ら
ん
な
い
で
聞
い
て
る
わ
け
だ
か
ら
。
あ
の
人
は
我わ
げ家

さ
土

地
貸
し
て
い
る
ん
だ
け
ん
と
も
、
土
地
返
し
て
く
れ
よ
っ
て
来
た
の
か
な
、

そ
う
い
う
こ
と
思
う
わ
け
だ
。
そ
し
て
、
そ
の
人
が
、
土
地
返
せ
っ
て
言

わ
ね
ぇ
で
行
く
と
、
せ
い
せ
い
し
て
眠
っ
て
た
っ
て
わ
け
だ
。
俺
は
学
校

二
三
年
か
ら
、
そ
う
い
う
こ
と
や
っ
て
た
。
だ
か
ら
、
う
ん
と
人
悪
い
ぞ
、

俺
は（
笑
）。
ひ
と
ま
ず
、人
を
疑
っ
か
ら
ね
、本
当
に
は
信
用
し
ね
ぇ
か
ら
、

で
ね
ぇ
と
生
き
て
こ
ら
れ
な
か
っ
た
の
ね
、
昔
は
。

ち
だ
。
も
は
や
ト
ン
ネ
ル
を
く
ぐ
ら
ず
に
訪
ね
る
こ
と
は
叶
わ
な
い
の
だ

が
、
こ
う
し
た
旅
人
を
、
採
訪
者
と
呼
ん
で
お
く
。

　

本
稿
で
は
、
採
訪
者
と
し
て
の
私
に
向
け
ら
れ
た
言
葉
の
中
か
ら
「
世

間
」
を
考
え
て
み
る
。

２　
「
信
用
」
と
い
う
「
世
間
」

　

ま
ず
は
、
一
九
九
六
年
夏
に
福
島
県
中
通
り
地
方
で
出
会
っ
た

一
九
二
九
年
生
ま
れ
の
男
性
Ａ
氏
の
言
葉
で
あ
る
。（
こ
の
人
物
か
ら
の

聞
き
取
り
は
、
テ
ー
プ
起
こ
し
資
料
と
し
て
『
世
間
話
研
究
』
第
九
号
に

掲
載
し
て
い
る
。）

【
テ
ー
プ
起
こ
し
資
料
１
】
俺
は
、
そ
れ
、
農
協
さ
い
っ
た
か
ら
ね
、
だ

か
ら
村
の
人
ら
、
だ
い
た
い
俺
の
こ
と
知
ら
ね
ぇ
人
ね
ぇ
。
俺
知
ん
ね
ぇ

人
で
も
、
あ
っ
ち
は
、
み
ん
な
俺
の
こ
と
知
っ
て
る
。
だ
か
ら
、
俺
は
機

械
な
ん
て
我わ

が
、
持
っ
て
ね
ぇ
ん
だ
、
全
部
、
人
に
や
っ
て
も
ら
っ
て
る
。

そ
れ
だ
け
信
用
、
我わ

が
事
そ
う
い
う
ふ
う
に
言
っ
て
な
ん
だ
け
っ
ち
ょ
も
、

信
用
あ
ん
だ
よ
ね
。「
や
っ
て
く
れ
っ
か
」
っ
て
言
う
と
、「
ん
ー
、わ
か
っ

た
」
っ
て
。
だ
か
ら
、
う
ち
で
は
機
械
持
っ
て
ね
ぇ
ん
で
す
よ
。

　

Ａ
氏
が
生
ま
れ
る
直
前
に
こ
の
土
地
に
両
親
が
移
っ
て
き
た
と
い
う
事

情
も
あ
り
、
Ａ
氏
が
若
い
頃
、
そ
し
て
農
地
解
放
の
頃
、
地
主
の
み
な
ら

ず
他
の
村
人
と
こ
の
人
物
と
の
関
係
が
円
満
な
も
の
で
あ
っ
た
と
は
言
い
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農
林
年
金
を
受
け
取
り
な
が
ら
余
裕
の
あ
る
暮
ら
し
を
し
て
い
る
現
在

か
ら
か
つ
て
の
暮
ら
し
を
回
顧
し
、
数
時
間
後
に
は
村
の
外
へ
と
出
て
ゆ

く
採
訪
者
に
対
し
て
発
せ
ら
れ
た
言
葉
で
あ
る
。
脚
色
も
あ
る
だ
ろ
う
し
、

辻
褄
の
合
わ
な
い
要
素
も
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
人
生
の
物
語
の
中
に

「
世
間
」
を
考
え
る
手
が
か
り
が
あ
る
こ
と
を
教
え
て
く
れ
て
い
る
。
地

主
や
近
所
と
の
関
係
に
苦
労
し
た
後
、
農
協
の
仕
事
を
通
じ
て
村
の
中
に

広
く
知
己
を
得
て
い
る
Ａ
氏
が
「
世
間
」
を
見
渡
す
際
に
大
切
に
し
て
い

る
も
の
が
「
信
用
」
な
の
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

３
「
よ
そ
」
と
い
う
「
世
間
」

　

牛
も
腹
ま
で
潜
っ
て
し
ま
う
田
に
、
Ａ
氏
は
渡
り
木
を
置
き
（
＝
沈
め
）

田
植
え
を
し
て
い
た
。
か
つ
て
は
そ
う
し
た
湿
田
で
あ
っ
た
こ
の
地
域
で
、

Ａ
氏
宅
を
出
た
後
、
一
九
三
〇
年
代
前
半
生
ま
れ
の
男
性
Ｂ
氏
の
話
を
聞

い
た
。「
東
京
の
黒
い
道
路
」
と
題
し
て
『
世
間
話
研
究
』
第
九
号
に
紹

介
し
た
テ
ー
プ
起
こ
し
資
料
を
部
分
的
に
抜
き
出
し
て
示
す
。

【
テ
ー
プ
起
こ
し
資
料
３
】

◎
俺
は
、
こ
こ
で
雨
降
っ
と
、
□
□
（
Ｊ
Ｒ
線
の
駅
の
あ
る
町
）
に
行
け

な
か
っ
た
。

◎
昔
。
六
年
の
時
に
綴
方
に
書
い
た
け
れ
ど
も
、
雨
降
っ
て
も
□
□
さ
行

か
れ
る
よ
う
な
時
代
が
来
れ
ば
い
い
。

◎
俺
の
親
父
さ
ん
ち
ゃ
、
よ
く
年
に
三
回
ほ
ど
東
京
行
っ
た
の
。
行
っ
て
、

「
東
京
に
は
黒
い
道
路
あ
ん
だ
」。
今
、
こ
の
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
の
こ
と
言
っ

た
ん
だ
な
。

◎
東
京
の
話
、ひ
と
月
き
り
語
っ
て
る
。「
東
京
に
は
黒
い
道
路
あ
っ
て
よ
、

し
か
も
、下
に
素
っ
晴
ら
し
い
丸
い
管
が
入
っ
て
る
」。
下
水
道
だ
な（
笑
）。

そ
れ
で
も
、
今
か
ら
六
十
年
く
ら
い
前
の
こ
こ
で
は
考
え
ら
れ
ね
ぇ
、
黒

い
道
路
っ
て
何
だ
か
わ
か
ら
な
か
っ
た
ん
だ
、
俺
。
こ
の
ア
ス
フ
ァ
ル
ト

の
こ
と
言
っ
た
ん
だ
な
、
っ
て
の
は
、
初
め
て
こ
こ
に
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
が

来
た
時
、
思
っ
た
の
。

◎
「
素
晴
ら
し
い
真
っ
黒
い
道
路
に
、
そ
う
い
う
管
が
あ
る
」
っ
て
、
考

え
ら
れ
ね
ぇ
。
今
の
子
供
達
は
、
そ
れ
、
テ
レ
ビ
で
何
で
も
見
て
っ
か
ら
、

そ
ん
な
こ
と
言
っ
た
っ
て
興
味
も
あ
れ
も
ね
ぇ
け
っ
ど
も
、
俺
の
親
父
ら
、

東
京
さ
行
く
と
、
ひ
と
月
東
京
の
話
し
て
た
ん
だ
よ
。

　
「
ひ
と
月
き
り
語
っ
て
る
」
と
想
起
さ
れ
る
東
京
の
話
。
実
際
に
そ
れ

が
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
舗
装
で
あ
っ
た
か
否
か
は
問
題
で
は
な
い
。
駅
か
ら

汽
車
に
乗
っ
て
出
か
け
て
ゆ
く
父
親
は
、「
世
間
」
を
持
ち
帰
っ
て
く
る
。

雨
が
降
れ
ば
行
け
な
く
な
っ
て
し
ま
う
駅
の
方
角
を
眺
め
て
は
「
何
だ
か

わ
か
ら
な
か
っ
た
」
道
路
の
あ
る
東
京
の
景
色
を
想
像
し
た
こ
と
だ
ろ
う
。

「
今
の
子
供
達
」
の
テ
レ
ビ
と
対
置
さ
れ
る
、
父
親
の
土
産
話
は
、
か
つ

て
の
子
供
達
に「
世
間
」を
想
像
さ
せ
る
も
の
だ
っ
た
は
ず
だ
。
そ
し
て
今
、

よ
そ
か
ら
や
っ
て
き
た
採
訪
者
の
前
で
、
耕
地
整
理
さ
れ
た
田
ん
ぼ
を
透

か
し
て
、
か
つ
て
の
雨
の
日
の
景
色
を
見
て
い
る
。
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４　

難
所
と
い
う
「
世
間
」
の
焦
点
、

　
　

出
荷
・
肥
汲
み
と
い
う
「
世
間
」

　

よ
そ
に
出
か
け
て
い
っ
た
記
憶
も
し
ば
し
ば
言
葉
に
さ
れ
る
。

一
九
九
五
年
に
神
奈
川
県
川
崎
市
内
を
歩
い
た
際
の
資
料
に
、
取
引
先

や
市
場
へ
荷
車
を
牽
い
た
こ
と
を
想
起
す
る
言
葉
が
あ
る
。
例
え
ば
、

一
九
一
〇
年
生
ま
れ
の
川
崎
区
の
男
性
Ｃ
氏
が
関
東
大
震
災
後
、
家
の
手

伝
い
を
し
始
め
た
頃
の
道
の
り
で
あ
る
。

【
テ
ー
プ
起
こ
し
資
料
４
】
行
き
は
ね
、あ
そ
こ
の
札
の
辻
（
東
京
都
港
区
）

か
ら
左
曲
が
っ
て
く
と
ね
坂
が
。
上
り
は
登
っ
て
い
い
け
ど
下
り
は
危
な

い
か
ら
…
…
。
今
の
東
京
タ
ワ
ー
が
あ
る
芝
増
上
寺
の
山
内
を
、こ
う
回
っ

て
、
ち
ょ
っ
と
大
回
り
だ
け
ど
。
飯
倉
の
坂
っ
て
坂
あ
っ
た
の
、
札
の
辻

か
ら
左
曲
が
っ
て
く
と
近
い
ん
だ
け
ど
ね
、
す
ご
い
坂
あ
っ
た
の
。「
あ

そ
こ
は
危
な
い
か
ら
な
、芝
山
内
行
け
」
っ
て
、遠
回
り
だ
け
ど
、ぐ
る
ー
っ

と
。
そ
う
す
る
と
坂
が
な
い
の
。〔「
28　
　

学
校
が
倒
壊
し
、
家
の
手
伝

い
を
始
め
る
」（『
川
崎
の
世
間
話
』）
の
一
部
〕

　

想
起
さ
れ
る
空
間
的
な
広
が
り
の
中
に
「
す
ご
い
坂
」「
危
な
い
か
ら

な
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
、
難
所
と
い
う
焦
点
が
作
ら
れ
て
い
る
。「
狐

に
化
か
さ
れ
た
話
」
が
世
間
話
を
代
表
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い

る
こ
と
に
つ
い
て
も
、
難
所
と
い
う
「
世
間
」
の
焦
点
と
し
て
そ
の
場
所

の
体
験
を
聞
き
取
っ
て
み
る
必
要
が
あ
る
。〔
参
考
・
拙
稿
「
狐
に
化
か

さ
れ
た
と
い
う
事
故
の
話
」『
世
間
話
研
究
』
第
十
一
号
・
二
〇
〇
一
〕

　

一
九
一
八
年
生
ま
れ
の
川
崎
区
の
男
性
Ｄ
氏
も
、
荷
車
や
リ
ヤ
カ
ー
に

野
菜
を
積
ん
だ
重
さ
と
と
も
に
市
場
へ
の
出
荷
を
言
葉
に
す
る
。

【
テ
ー
プ
起
こ
し
資
料
５
】
う
ち
な
ん
か
で
も
ね
、
品
川
あ
た
り
ま
で
は

…
…
。
野
菜
も
作
っ
た
か
ら
ね
、
蓮
根
だ
の
ね
、
玉
ね
ぎ
だ
の
ね
、
何
で

も
野
菜
作
っ
た
か
ら
ね
。
品
川
ぐ
ら
い
ま
で
後
押
し
に
行
っ
た
で
す
よ
。

親
父
の
後
付
い
て
。
我
々
が
行
っ
た
時
分
に
は
、
も
う
荷
車
じ
ゃ
な
か
っ

た
ね
、
子
供
の
時
分
ね
、
小
学
生
な
っ
て
か
ら
だ
か
ら
リ
ヤ
カ
ー
で
。
リ

ヤ
カ
ー
で
も
ね
、
あ
れ
が
あ
っ
た
ん
だ
よ
、
チ
ュ
ー
ブ
が
入
っ
て
ね
ぇ
、

無
垢
の
タ
イ
ヤ
ね
。
あ
れ
の
リ
ヤ
カ
ー
が
一
頻
り
流
行
っ
て
、あ
れ
で
も
っ

て
持
っ
て
っ
て
。
そ
れ
で
も
荷
車
よ
り
は
楽
だ
っ
た
け
ど
ね
。
だ
か
ら
、

大
森
の
市
場
、
そ
れ
か
ら
品
川
ね
、
蒲
田
ね
、
み
ん
な
あ
っ
た
ん
だ
ね
、

市
場
が
ね
。
川
崎
に
も
あ
っ
た
し
ね
。
近
い
所
は
ど
う
し
て
も
安
い
っ
て

ん
で
ね
、
荷
が
大
量
に
集
ま
っ
ち
ゃ
う
か
ら
ね
、
川
崎
あ
た
り
。
横
浜
へ

も
持
っ
て
っ
た
ね
。み
ん
な
、だ
か
ら
、リ
ヤ
カ
ー
で
持
っ
て
っ
て
ね
。〔「
野

菜
売
り
」『
世
間
話
研
究
』
第
九
号
〕

　

子
供
時
分
に
荷
車
の
後
押
し
を
し
て
出
か
け
て
以
来
の
、
出
荷
先
と
い

う
「
世
間
」
が
、
地
名
に
よ
っ
て
描
か
れ
る
。
多
摩
川
を
渡
し
場
で
渡
り
、

現
在
で
は
空
港
線
と
呼
ば
れ
て
い
る
電
車
に
沿
っ
て
Ｄ
氏
は
蒲
田
に
出

た
。
生
活
範
囲
の
地
図
が
描
か
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、「
近
い
所
は
ど
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う
し
て
も
安
い
」
と
い
う
よ
う
に
、
相
場
と
い
う
「
世
間
」
が
、
農
家
を

取
り
囲
ん
で
い
た
こ
と
も
浮
き
上
が
っ
て
く
る
。『
川
崎
の
世
間
話
』
に

は
、
こ
う
し
た
資
料
を
中
原
区
の
事
例
で
も
収
載
し
た
（「
22　

野
菜
を

出
荷
す
る
」）。
ま
た
、川
崎
区
の
農
民
が
下
肥
を
汲
み
に
行
く
と
い
う
「
世

間
」を
持
っ
て
い
た
こ
と
も
紹
介
し
た（「
23　

こ
れ
は
本
当
の
水
増
し
だ
」

「
53　

な
に
し
ろ
人
糞
が
な
い
ん
だ
か
ら
」）。
そ
こ
に
は
、
横
浜
の
外
国
人

は
肉
食
を
す
る
の
で
下
肥
が
良
質
で
あ
り
、
女
工
た
ち
が
ろ
く
な
物
を
食

べ
さ
せ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
富
士
紡
績
の
肥
は
効
か
な
い
と
「
世
間

話
」
が
織
り
成
さ
れ
て
い
た
。
ち
な
み
に
東
京
都
江
戸
川
区
の
住
宅
地
に

育
っ
た
私
は
、
家
族
に
糖
尿
病
が
あ
る
こ
と
を
肥
汲
み
に
来
た
人
に
教
え

ら
れ
る
、
と
い
う
言
葉
を
し
ば
し
ば
聞
い
た
。
総
武
線
の
電
車
が
黄
色
い

の
は
肥
を
か
け
ら
れ
て
し
ま
う
か
ら
だ
、
と
の
話
は
、「
お
わ
い
舟
」
と

い
う
言
葉
が
生
き
て
い
た
地
域
か
ら
都
心
に
通
勤
す
る
人
の「
世
間
」だ
っ

た
か
。
西
武
線
の
沿
線
や
南
武
線
の
沿
線
で
も
な
さ
れ
た
は
ず
だ
が
、
電

車
が
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
色
の
頃
に
は
な
り
た
た
な
い
話
だ
。

５　

誉
れ
を
得
る
場
と
し
て
の
「
世
間
」

　

市
場
に
車
で
出
荷
す
る
ば
か
り
が
農
家
の
「
世
間
」
で
は
な
い
。

二
〇
〇
四
年
、
岐
阜
県
加
茂
郡
八
百
津
村
で
出
会
っ
た
一
九
二
〇
年
生
ま

れ
の
女
性
Ｅ
氏
の
言
葉
を
拾
っ
て
み
た
い
。
な
お
、
こ
の
聞
き
取
り
に
つ

い
て
は
『
世
間
話
研
究
』
第
二
十
号
に
、
テ
ー
プ
起
こ
し
資
料
と
し
て
報

告
し
て
い
る
。

　

夫
婦
は
各
務
ヶ
原
市
で
生
活
し
て
い
た
が
、
舅
が
脳
溢
血
で
倒
れ
た
こ

と
も
あ
り
、
空
襲
で
負
傷
し
た
夫
は
戦
後
、
生
家
で
農
業
を
始
め
る
。

【
テ
ー
プ
お
こ
し
資
料
６
】

◎
野
菜
、
お
父
さ
ん
が
作
ら
っ
せ
る
も
ん
で
、
私
が
…
…
。
一
番
初
め
は

籠
背
負
っ
て
、
電
車
が
あ
っ
た
も
ん
で
ね
、
八
百
津
線
、
今
、
無
ぅ
な
っ

た
け
ど
。
売
り
に
行
く
と
、「
こ
ん
な
良
い
野
菜
が
、
こ
ん
な
と
こ
、
取

れ
る
か
」
っ
て
ね
、
言
わ
れ
た
く
ら
い
。

◎
駅
下
り
る
と
、
□
□
っ
て
、
東
の
方
に
旅
館
が
あ
る
ね
。
今
は
、
今
も

名
鉄
が
買
っ
て
や
っ
て
み
え
る
か
、
ど
う
か
な
。
そ
こ
へ
行
く
と
、
お
客

さ
ん
が
あ
る
も
ん
で
、私
、「
お
ば
さ
ん
い
い
よ
、み
ん
な
買
っ
た
る
よ
」
っ

て
ね
、
買
っ
て
も
ら
え
て
。
そ
れ
が
嬉
し
い
て
ね
。
そ
れ
が
き
っ
か
け
で

ね
ぇ
、
残
る
と
八
百
津
駅
、
八
百
津
の
下
町
へ
売
り
に
行
っ
た
。
お
か
げ

で
ね
ぇ
、
順
番
、
顔
知
れ
て
…
…
。
そ
れ
か
ら
兼
山
ま
で
。
住
宅
ね
、
あ

そ
こ
も
行
っ
て
。

◎
ま
ぁ
、
自
転
車
乗
っ
て
、
ち
ゃ
ぁ
ぁ
、
籠
付
け
て
売
り
に
行
っ
た
。
し

ま
い
に
は
も
う
、
リ
ヤ
カ
ー
引
い
て
行
き
よ
っ
た
よ
、
私
。
リ
ヤ
カ
ー
に

い
っ
ぱ
い
持
っ
て
く
と
ね
、
売
れ
ち
ゃ
う
の
。
新
し
い
…
…
。
今
の
□
□

病
院
っ
て
ね
、
あ
る
や
ろ
ね
、
ま
、
今
、
救
急
病
院
や
ら
、
ど
う
な
っ
た

か
知
ら
ん
が
。
そ
こ
へ
行
く
と
、
患
者
さ
ん
が
ね
、
待
っ
と
る
の
、
私
の

ト
マ
ト
を
。
う
ん
。
う
ん
、「
お
ば
さ
ん
来
よ
る
」、
兼
山
行
っ
て
も
「
お

ば
さ
ん
来
よ
る
」
っ
て
。
ほ
ん
で
、
ト
マ
ト
を
箱
に
入
れ
て
ね
、
持
っ
て
。

ト
マ
ト
か
ら
ね
、
梨
と
か
、
芋
。
そ
れ
が
嬉
し
い
て
ね
ぇ
。
う
ち
も
助
か
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る
わ
ね
。
私
が
そ
う
や
っ
て
、
子
ど
も
高
校
出
し
て
…
…
。

※　

野
菜
を
売
っ
て
子
ど
も
を
学
校
に
行
か
せ
た
話
か
ら
、
長
男
を

亡
く
し
た
後
、
娘
が
隣
へ
越
し
て
き
て
面
倒
を
み
て
く
れ
て
い
る
と

い
う
話
に
な
る
。

◎
あ
の
姉
ち
ゃ
ん
は
、
兄
ち
ゃ
ん
が
お
ら
ん
よ
う
に
な
っ
た
も
ん
で
、
子

ど
も
ま
た
大
き
く
な
っ
た
も
ん
で
、
こ
こ
へ
来
て
、
今
。
私
は
前
の
う
ち
、

姉
ち
ゃ
ん
は
こ
っ
ち
に
お
る
。
食
事
は
一
緒
に
食
べ
た
り
、
食
べ
な
ん
だ

り
不
統
一
や
け
ど
、
ま
、
気
楽
に
ね
、
今
お
る
け
ど
も
ね
。
昔
の
こ
と
思
っ

た
ら
幸
せ
よ
、
私
は
。

 

あ
の
ね
、
若
い
頃
、
柴
刈
り
に
行
か
な
あ
の
。
ガ
ス
も
何
も
無
ぁ
て
。
山

へ
柴
刈
り
に
行
っ
た
よ
。

◎
こ
こ
ら
は
、
柴
木
っ
て
、
三
束
背
負
っ
て
、
谷
の
い
る
、
よ
う
よ
う

下
り
て
来
て
。
ほ
っ
と
、
お
母
さ
ん
言
わ
っ
せ
る
、「
よ
そ
の
人
は
、
四

シ
ョ
ウ
さ
っ
す
る
ぞ
」
っ
て
。
四
シ
ョ
ウ
て
こ
と
は
、
四
荷
作
っ
て
出

す
。
十
二
束
や
ね
。
私
は
よ
う
よ
う
三
束
作
っ
て
、
九
束
や
ろ
。
ほ
い
で
、

柿
の
木
が
、
元
、
う
ち
の
前
へ
、
大
き
な
柿
の
木
、
ど
こ
で
も
ミ
ョ
ウ
タ

ン
っ
て
柿
の
木
が
あ
っ
た
の
よ
。
そ
こ
に
腰
掛
け
と
っ
た
ら
、
小
姑
が
来

た
時
に
、
お
ば
あ
さ
ん
に
言
わ
っ
せ
る
、「
あ
の
長
ゃ
あ
ぁ
柴
、
見
よ
」
と
。

皮
肉
の
こ
と
言
わ
っ
せ
る
。長
け
り
ゃ
ぁ
燃
え
で
が
あ
る
わ
ね
。燃
え
で
っ

て
こ
と
は
、よ
う
け
焚
け
る
っ
て
こ
と
や
わ
ね
。
そ
り
ゃ
ま
ぁ
、小
姑
っ
て
、

今
は
、
そ
ん
な
変
な
こ
と
言
っ
た
ら
、
嫁
さ
ん
出
て
っ
ち
ゃ
う
や
ろ
。
そ

や
け
ど
、
私
み
た
い
な
も
ん
は
、
こ
う
い
っ
た
も
ん
は
、
我
慢
し
て
辛
抱

し
た
ん
や
け
の
う
。
そ
り
ゃ
ま
ぁ
、
ほ
り
ゃ
姑
は
嫁
い
じ
め
や
な
、
昔
は
。

そ
れ
も
、中
に
は
良
え
人
も
あ
る
や
り
ゃ
ぁ
が
、嫁
い
じ
め
や
ね
。
そ
り
ゃ
、

今
、
何
か
話
す
と
…
…
。

　

野
菜
を
小
売
り
す
る
意
識
を
持
た
な
い
夫
に
対
し
、こ
の
女
性
は
「
作
っ

た
や
つ
を
さ
ば
い
て
こ
そ
、
お
金
に
な
る
」
と
、
小
さ
な
現
金
収
入
を
積

み
重
ね
て
ゆ
く
。「
今
日
の
売
り
上
げ
は
い
く
ら
」
と
帳
面
に
つ
け
る
の
を

「
楽
し
み
」
に
し
て
い
た
そ
う
で
あ
る
。「
世
間
」
は
所
得
を
得
る
場
で
あ

り
、
喜
び
楽
し
み
を
得
る
場
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、「
こ
ん
な
良
い
野
菜
」

と
い
う
言
葉
、
す
な
わ
ち
農
家
と
し
て
の
誉
れ
を
得
る
場
で
あ
っ
た
。（
農

家
が
市
場
で
誉
れ
を
得
て
い
る
発
言
は
『
川
崎
の
世
間
話
』
に
中
原
区
の

事
例
を
「
48　

野
菜
を
作
る
」
と
し
て
掲
載
し
て
い
る
。）

　

こ
こ
で
Ａ
氏
を
思
い
出
し
て
お
き
た
い
。
近
隣
と
の
関
係
に
苦
し
ん
だ

Ａ
氏
が
農
協
に
出
て
働
く
中
で
築
い
て
い
っ
た
「
信
用
」、
姑
・
小
姑
と

の
関
係
に
苦
し
ん
だ
Ｅ
氏
が
野
菜
を
売
り
に
行
く
先
で
感
じ
た
喜
び
。
ム

ラ
の
中
の
よ
そ
者
、
家
の
中
の
よ
そ
者
が
、
よ
ろ
こ
び
や
誉
れ
を
得
る
場

と
し
て
の
「
世
間
」
が
そ
こ
に
見
え
る
。

６　

言
葉
に
さ
れ
た
風
景

Ａ
氏
宅
の
居
間
に
通
さ
れ
、
湿
田
の
記
憶
に
先
行
し
て
ま
ず
話
題
に
な
っ

て
い
た
の
は
、「
フ
ネ
イ
ガ
サ
ワ
」
と
い
う
地
名
な
ど
の
由
来
と
と
も
に

語
り
継
が
れ
る
沼
地
の
景
色
で
あ
っ
た
。
ま
る
で
幼
少
の
頃
の
記
憶
の
よ

う
に
言
葉
に
さ
れ
て
い
く
そ
の
風
景
は
、
実
は
Ａ
氏
が
生
ま
れ
る
は
る
か
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以
前
の
も
の
で
あ
っ
た
。「
む
か
し
の
暮
ら
し
」
を
聞
き
に
き
た
採
訪
者

と
の
「
世
間
」
の
す
り
合
わ
せ
を
始
め
よ
う
と
す
る
手
探
り
は
、
ま
ず
眼

の
前
に
あ
る
風
景
の
奥
行
き
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

採
訪
者
と
の
言
葉
の
や
り
と
り
も
ま
た
、「
世
間
」
の
す
り
合
わ
せ
で

あ
る
―
「
民
俗
調
査
は
「
声
」
を
も
と
に
な
さ
れ
る
と
い
う
当
た
り
前
の

現
実
」
と
い
う
言
葉
〔
山
田
厳
子
「
口
承
―
〈
口
承
〉
研
究
の
展
開
―
」『
日

本
民
俗
学
』
第
二
三
九
号
・
二
〇
〇
四
〕
を
私
な
り
に
受
け
止
め
た
表
現

で
あ
る
わ
け
だ
が
―
と
意
識
し
た
時
、
採
訪
者
に
対
し
て
言
葉
と
し
て
発

せ
ら
れ
る
伝
説
に
つ
い
て
も
、
目
の
前
に
あ
る
風
景
の
奥
行
き
、
あ
る
い

は
「
世
間
」
に
焦
点
を
つ
く
る
言
葉
と
し
て
考
え
る
必
要
が
生
じ
て
く
る
。

「
か
た
り
」
で
あ
る
昔
話
と
は
異
な
り
、
伝
説
を
テ
ー
プ
起
こ
し
資
料
と

し
て
提
示
す
る
こ
と
に
は
困
難
が
伴
う
。
テ
ー
プ
起
こ
し
を
し
て
み
れ
ば
、

そ
の
扱
い
づ
ら
さ
が
「
雑
音
」
の
多
さ
に
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
だ
ろ
う
。

場
所
の
説
明
、
家
の
説
明
、
教
科
書
に
載
っ
て
い
る
よ
う
な
歴
史
と
の
接

続
。
媒
体
に
よ
っ
て
表
出
の
仕
方
を
変
え
る
こ
と
は
ま
ず
押
さ
え
て
お
か

ね
ば
な
ら
な
い
が
、
声
と
し
て
表
現
さ
れ
る
時
（
あ
る
い
は
《
趣
味
》
豊

か
に
文
字
に
さ
れ
る
時
に
も
）、
伝
説
は
現
在
の
地
域
の
状
況
と
重
ね
ら

れ
て
説
明
さ
れ
る
。
採
訪
者
と
の
「
世
間
」
の
す
り
合
わ
せ
が
行
な
わ
れ

る
中
で
、
現
在
の
眺
め
の
向
こ
う
側
に
、
伝
説
を
焦
点
と
し
て
そ
の
村
の

風
景
が
描
か
れ
、
村
の
外
側
に
広
が
る
「
世
間
」
が
引
き
出
さ
れ
て
い
く

の
で
あ
る
（
例
え
ば
、
飯
倉
義
之
責
任
編
集
『
富
浦
の
は
な
し
』（
国
学

院
大
学
説
話
研
究
会
編
・
二
〇
〇
二
）所
収「
日
蓮
伝
説（
法
華
崎
の
由
来
）」

が
わ
か
り
易
い
）。

７　

む
す
び

　
「
世
間
」
は
お
そ
ら
く
規
範
を
要
求
し
て
く
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
世
間

話
と
は
「
世
間
」
を
す
り
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
《
理
》

の
確
認
で
あ
り
、《
律
》
の
発
動
で
あ
る
。
同
時
に
、
各
人
が
生
き
て
い

く
上
で
支
え
と
な
る
も
の
を
求
め
て
ゆ
く
場
、
あ
る
い
は
こ
れ
ま
で
あ
ゆ

ん
で
き
た
人
生
を
肯
定
す
る
場
と
し
て
「
世
間
」
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し

て
む
す
び
と
す
る
。

※　

紙
幅
の
都
合
に
よ
り
本
稿
で
は
テ
ー
プ
起
こ
し
資
料
の
一
部
分
を
抜

き
出
し
て
提
示
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
発
言
を
導
い
た
文
脈
に
つ
い
て
は
、

以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。

『
川
崎
の
世
間
話
』
一
九
九
六
・
川
崎
市
市
民
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

拙
稿
「
自
動
車
が
走
る
暮
ら
し
―
道
路
・
生
活
・
世
間
話
―
」（『
世
間
話

研
究
』
第
九
号
・
一
九
九
九
・
世
間
話
研
究
会
）

拙
稿「
資
料
報
告　

岐
阜
県
旧
可
児
郡
に
て
」（『
世
間
話
研
究
』第
二
十
号
・

二
〇
一
一
・
世
間
話
研
究
会
）

 

（
の
む
ら
・
の
り
ひ
こ　

千
葉
大
学
非
常
勤
講
師
）


