
中
野
重
治
は
一
九
三
七
年
十
二
月
内
務
省
警
保
局
か
ら
宮
本
百
合
子
、
戸

（
１
）

坂
潤
ら
と
共
に
執
筆
禁
止
の
処
置
を
受
け
る
。
中
野
は
事
実
上
、
作
家
と
し

て
翌
年
の
十
二
月
ま
で
活
動
で
き
な
か
っ
た
。
中
野
は
糊
口
を
し
の
ぐ
た
め

友
人
の
紹
介
で
、
東
京
市
職
業
紹
介
所
知
識
階
級
失
業
者
係
を
通
じ
て
東
京

－
２
）

市
社
会
局
調
査
課
千
駄
ヶ
谷
分
室
で
働
く
こ
と
に
な
る
。
こ
の
頃
の
経
験
を

脚
色
し
た
の
が
、
「
空
想
家
と
シ
ナ
リ
オ
」
（
「
文
藝
」
一
九
三
九
年
八
月
～

｜
－
３
）

十
一
月
）
で
あ
る
。
中
野
は
執
筆
禁
止
の
処
置
を
、
雑
誌
に
書
く
事
を
通
じ

て
乗
り
越
え
て
い
く
。
一
九
三
九
年
、
中
野
は
「
歌
の
わ
か
れ
」
を
「
革

新
」
四
月
～
八
月
ま
で
連
載
し
、
次
い
で
「
空
想
家
と
シ
ナ
リ
オ
」
を
「
文

藝
」
に
連
載
す
る
。
中
野
が
執
筆
禁
止
を
破
っ
て
文
学
活
動
を
再
開
し
た

時
、
既
に
昭
和
初
年
代
か
ら
受
け
継
が
れ
た
問
題
と
、
よ
り
新
し
い
戦
時
下

の
文
学
状
況
が
現
前
し
つ
つ
あ
り
、
「
空
想
家
と
シ
ナ
リ
オ
」
は
そ
れ
に
対

抗
し
書
か
れ
た
と
言
え
る
。
作
品
は
生
産
文
学
な
ど
の
「
素
材
派
」
の
小
説

中
野
菫
治
空
想
家
と
シ
ナ
リ
オ

「

」

｜
、
は
じ
め
に

ｌ
空
想
の
批
判
性
の
分
析
を
通
じ
て
Ｉ

と
の
対
時
で
あ
る
と
同
時
に
、
差
し
迫
る
戦
時
下
の
経
済
状
況
に
対
す
る
批

判
で
あ
っ
た
。
中
野
の
一
九
三
○
年
代
後
半
の
転
向
文
学
は
、
執
筆
禁
止
を

境
に
し
た
転
向
の
新
し
い
段
階
で
あ
り
、
「
第
一
章
」
（
「
中
央
公
論
」
一
九

三
五
年
一
月
）
な
ど
と
比
較
し
て
、
同
時
代
に
中
村
光
夫
「
転
向
作
家
論
」

（
「
文
学
界
」
一
九
三
五
年
二
月
）
、
小
林
秀
雄
「
私
小
説
論
」
（
「
経
済
往
来
」

一
九
三
五
年
五
月
～
同
年
八
月
）
等
に
指
摘
さ
れ
た
よ
う
な
、
プ
ロ
レ
タ
リ

ア
文
学
の
私
小
説
へ
の
回
帰
と
言
う
括
り
に
囚
わ
れ
な
い
文
学
の
展
開
だ
っ

た
と
言
え
る
ｃ

「
空
想
家
と
シ
ナ
リ
オ
」
は
研
究
史
に
お
い
て
、
ま
ず
中
野
の
「
第
一
章
」

（
前
掲
）
、
「
鈴
木
都
山
八
十
島
」
（
「
文
藝
」
一
九
三
五
年
四
月
）
、
「
村

の
家
」
（
「
経
済
往
来
」
一
九
三
五
年
五
月
）
、
．
つ
の
小
さ
い
記
録
」
（
「
中

央
公
論
」
一
九
三
六
年
一
月
）
、
「
小
説
の
書
け
ぬ
小
説
家
」
（
「
改
造
」
一
九

三
六
年
一
月
号
）
な
ど
の
転
向
小
説
群
と
の
関
連
に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ
た
。

満
田
郁
夫
は
「
亡
び
ゆ
く
一
族
ｌ
ふ
た
た
び
転
向
小
説
五
部
作
を
め
ぐ
っ

て
」
含
増
訂
中
野
重
治
論
〈
近
代
文
学
研
究
双
書
〉
」
八
木
書
店
、
一
九

八
一
年
四
月
）
に
お
い
て
作
品
を
「
村
の
家
」
と
対
置
さ
れ
る
「
街
の
家
」

△
冊

二
二
口

萬
田
慶
大
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と
捉
え
、
「
中
有
に
迷
い
」
出
す
と
言
う
亡
び
の
意
識
に
着
目
し
て
論
を
展

開
し
た
。
杉
野
要
吉
は
先
行
す
る
論
を
参
照
し
つ
つ
、
「
「
空
想
家
と
シ
ナ
リ

オ
」
論
」
亀
中
野
重
治
の
研
究
戦
前
・
戦
中
篇
』
笠
間
書
院
、
一
九
七
九

年
六
月
）
に
お
い
て
、
満
田
の
「
街
の
家
」
を
批
判
し
、
空
地
を
内
面
と
密

着
し
た
空
間
と
捉
え
、
「
自
分
の
内
部
に
禁
圧
さ
れ
て
い
る
「
美
し
い
物
語
」

の
原
風
景
を
投
影
さ
せ
」
た
と
論
じ
た
。
林
淑
美
は
「
無
為
逸
脱
歩
行

ｌ
「
空
想
家
と
シ
ナ
リ
オ
」
」
（
「
中
野
重
治
連
続
す
る
転
向
」
八
木
書

店
、
一
九
九
三
年
一
月
）
に
お
い
て
作
品
を
伊
藤
整
「
得
能
五
郎
の
生
活
と

意
見
」
（
「
知
性
」
一
九
四
○
年
八
月
～
一
九
四
一
年
二
月
）
と
の
比
較
か
ら

論
じ
、
作
品
を
新
体
制
運
動
の
さ
中
に
お
け
る
空
地
と
し
て
読
み
直
し
、
そ

の
歩
行
に
つ
い
て
「
都
市
の
シ
ス
テ
ム
の
窪
み
や
歪
み
を
見
出
し
、
そ
の
排

除
さ
れ
た
部
分
を
道
筋
に
と
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
シ
ス
テ
ム

を
ず
ら
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
表
現
と
も
い
う
べ
き
空
間
の
実
践
を
行

う
」
と
論
じ
た
。
研
究
史
は
主
に
「
空
想
家
と
シ
ナ
リ
オ
」
の
空
想
と
空
地

の
分
析
を
中
心
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
と
言
え
る
。

し
か
し
、
素
材
派
・
芸
術
派
論
争
と
作
品
の
関
係
は
竹
内
栄
美
子
「
中
野

重
治
「
空
想
家
と
シ
ナ
リ
オ
」
論
ｌ
「
空
想
」
の
可
能
性
」
（
「
千
葉
工
業

大
学
研
究
報
告
人
文
編
」
第
三
三
号
一
九
九
六
年
、
千
葉
工
業
大
学
）

で
わ
ず
か
に
ふ
れ
ら
れ
る
に
留
ま
っ
て
い
る
。
素
材
派
の
文
学
は
作
品
に
大

き
な
影
響
を
与
え
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
当
時
の
出
版
状
況
に
も
関
係
し

て
い
た
。
作
品
を
素
材
派
と
当
時
の
出
版
状
況
と
の
比
較
の
文
脈
の
中
で
読

み
直
し
、
作
品
に
読
み
込
ま
れ
る
社
会
性
を
検
討
し
た
い
。
ま
た
、
そ
の
成

果
を
元
に
、
先
行
研
究
の
空
想
と
空
地
の
問
題
を
「
ね
ち
ね
ち
し
た
進
み
方

「
空
想
家
と
シ
ナ
リ
オ
」
は
教
育
映
画
「
本
と
人
生
」
の
シ
ナ
リ
オ
を
車

善
六
が
空
想
す
る
こ
と
を
主
題
と
す
る
。
「
本
は
何
で
出
来
て
い
る
か
。
そ

れ
は
紙
と
印
刷
イ
ン
キ
と
で
出
来
て
い
る
。
ま
た
紙
を
綴
じ
た
糸
と
糊
と
で

出
来
て
い
る
。
で
は
紙
は
紙
と
し
て
あ
っ
た
か
。
印
刷
イ
ン
キ
は
印
刷
イ
ン

キ
と
し
て
あ
っ
た
か
。
糸
や
糊
も
元
か
ら
そ
う
い
う
も
の
と
し
て
あ
っ
た

か
。
」
と
問
い
か
け
ら
れ
、
続
い
て
紙
、
イ
ン
キ
、
糸
、
糊
が
原
材
料
か
ら

加
工
さ
れ
る
様
子
、
製
紙
工
場
の
様
子
、
活
字
、
印
刷
、
製
本
の
過
程
が
綿

密
に
描
か
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
シ
ナ
リ
オ
は
生
産
文
学
で
は
な
く
、
小
説

の
構
想
と
し
て
素
材
派
の
登
場
以
前
か
ら
あ
っ
た
も
の
だ
ろ
う
。
中
野
は

「
小
説
の
書
け
ぬ
小
説
家
」
（
「
改
造
」
一
九
三
六
年
一
月
）
に
お
い
て
、
小

説
の
材
料
の
一
つ
と
し
て
製
紙
会
社
に
見
学
に
行
っ
た
話
を
書
い
て
い
る
。

し
か
し
、
「
高
吉
は
何
度
目
に
か
「
お
れ
に
や
工
場
の
こ
と
な
ん
か
書
け

ぬ
！
」
と
思
い
こ
ん
だ
。
タ
イ
ム
レ
コ
ー
ダ
ー
を
押
し
た
こ
と
な
ぞ
は
彼
に

は
一
度
も
な
い
の
だ
っ
た
」
と
し
て
、
構
想
は
放
棄
さ
れ
て
い
る
。
作
品
の

「
本
と
人
生
」
の
シ
ナ
リ
オ
は
生
産
文
学
と
ど
の
よ
う
な
関
係
を
持
つ
の
だ

ろ
う
か
。

素
材
派
と
呼
ば
れ
る
文
学
は
主
に
三
つ
に
分
け
て
考
え
ら
れ
る
。
第
一
に

生
産
文
学
、
生
活
文
学
な
ど
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
か
ら
の
転
向
文
学
（
こ

の
必
要
」
（
「
革
新
」
一
九
三
九
年
七
月
）
や
宮
本
百
合
子
と
の
往
環
に
着
目

し
な
が
ら
再
検
討
し
た
い
。

二
、
素
材
派
・
芸
術
派
論
争
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れ
は
本
多
秋
五
「
転
向
文
学
論
」
言
石
波
講
座
文
学
』
第
五
巻
一
九
五

四
年
二
月
）
に
お
い
て
第
二
段
階
目
の
転
向
文
学
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
）
、

第
二
に
火
野
葦
平
な
ど
の
戦
地
の
作
家
の
文
学
、
第
三
に
林
房
雄
や
横
光
利

一
ら
の
戦
地
に
出
向
し
た
作
家
た
ち
の
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
で
あ
る
。
生
産
文

学
、
農
民
文
学
、
生
活
文
学
な
ど
は
元
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
を
出
自
に
持

つ
作
家
が
多
く
、
彼
ら
は
労
働
者
へ
の
積
極
的
な
関
わ
り
に
、
時
局
が
厳
し

く
な
る
中
で
自
身
の
撤
退
路
を
見
出
し
て
い
っ
た
。
し
か
し
、
生
産
文
学
は

新
体
制
運
動
の
一
環
と
し
て
の
生
産
力
拡
充
運
動
に
よ
っ
て
評
価
さ
れ
、
国

内
の
生
産
力
を
戦
争
に
総
動
員
す
る
事
に
利
用
さ
れ
て
い
く
。
そ
れ
は
新
し

い
転
向
文
学
の
形
だ
っ
た
。

素
材
派
・
芸
術
派
論
争
は
勃
興
し
て
き
た
素
材
派
に
対
し
て
芸
術
派
側
か

ら
の
違
和
感
と
し
て
起
こ
っ
た
。
生
産
文
学
が
生
産
力
拡
充
運
動
の
影
響
下

に
あ
っ
た
と
の
指
摘
は
、
既
に
林
淑
美
「
無
為
逸
脱
歩
行
ｌ
「
空
想

家
と
シ
ナ
リ
オ
」
」
（
前
掲
）
に
よ
っ
て
さ
れ
て
い
る
が
、
芸
術
派
が
必
ず
し

も
国
家
総
動
員
体
制
に
非
協
力
的
で
あ
っ
た
か
と
い
う
と
そ
う
で
は
な
い
。

例
え
ば
、
上
林
暁
は
、
「
外
的
世
界
と
内
的
風
景
」
（
「
文
藝
」
一
九
三
九
年

一
月
）
に
お
い
て
、
素
材
派
の
技
法
が
従
来
の
純
文
学
か
ら
見
て
劣
る
こ

と
、
マ
ル
ク
ス
主
義
か
ら
フ
ァ
シ
ズ
ム
へ
無
批
判
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
転
換

し
、
そ
の
思
想
に
内
実
が
無
い
と
指
摘
し
な
が
ら
、
「
も
う
少
し
じ
っ
く
り

と
、
内
面
的
に
、
時
間
を
か
け
て
、
成
熟
的
な
変
化
を
遂
げ
る
べ
き
」
で
あ

る
と
、
内
面
の
完
全
転
向
さ
え
要
求
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
内
的
風
景
が

「
現
今
の
如
く
、
衆
知
を
集
め
、
一
体
と
な
っ
て
難
問
題
を
解
決
し
、
国
家

の
新
進
展
を
期
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
さ
れ
て
い
る
。
芸
術
派
は
、
素
材
派
を

中
野
重
治
「
空
想
家
と
シ
ナ
リ
オ
」
論

作
品
と
し
て
通
俗
的
で
あ
り
、
劣
る
と
し
な
が
ら
も
、
素
材
派
の
時
局
へ
の

協
力
を
更
に
要
求
し
、
暖
昧
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
癒
着
し
た
。
芸
術
派
も
結

局
は
時
局
に
対
す
る
批
判
性
は
限
定
的
で
あ
っ
た
。

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
と
生
産
文
学
は
小
説
の
対
象
を
労
働
者
に
求
め
る
と

い
う
点
で
は
一
致
し
て
い
る
。
し
か
し
、
素
材
派
・
芸
術
派
論
争
の
中
で
、

窪
川
鶴
次
郎
は
社
会
性
の
問
題
を
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
か
ら
継
承
し
、
素
材

派
を
批
判
し
た
。
窪
川
は
「
漁
村
の
生
活
を
書
け
ば
漁
村
だ
け
が
社
会
生
活

の
全
部
で
あ
る
か
の
如
く
思
は
れ
、
そ
こ
に
も
わ
が
人
間
生
活
が
営
ま
れ
て

ゐ
る
と
い
ふ
風
に
は
感
じ
ら
れ
」
ず
、
「
極
端
に
言
へ
ば
、
所
謂
素
材
派
の

作
品
は
、
市
井
の
私
小
説
よ
り
も
社
会
性
の
狭
院
を
感
じ
さ
せ
る
」
（
「
「
素

材
派
」
と
「
芸
術
派
」
」
「
文
藝
」
一
九
三
九
年
八
月
）
と
批
判
し
て
い
る
。

窪
川
の
論
旨
は
非
常
に
分
か
り
に
く
い
が
、
時
局
に
追
随
し
て
い
る
感
の
あ

る
素
材
派
の
文
学
を
単
純
に
肯
定
す
る
わ
け
に
も
い
か
な
い
と
い
う
も
の
だ

っ
た
だ
ろ
う
。

「
ね
ち
ね
ち
し
た
進
み
方
の
必
要
」
（
前
掲
）
は
、
満
田
郁
夫
「
桶
を
桶
と

言
ふ
の
出
典
」
（
「
言
語
文
化
」
一
九
九
九
年
六
月
）
、
林
淑
美
「
〈
三
畳
の
壮

観
〉
の
逆
説
ｌ
「
汽
車
の
罐
焚
き
」
」
（
「
文
学
」
一
九
八
九
年
九
月
）
な

ど
の
先
行
研
究
で
既
に
多
く
の
注
目
を
受
け
て
き
た
エ
ッ
セ
イ
で
あ
る
。
ま

ず
、
中
野
は
「
當
世
は
や
り
の
日
本
的
」
で
あ
る
と
批
判
者
か
ら
示
さ
れ
て

い
る
、
「
正
宗
の
銘
刀
よ
ろ
し
く
、
ス
パ
リ
と
一
ど
き
に
斬
っ
て
す
て
」
る

よ
う
な
日
本
文
化
論
を
批
判
し
、
正
確
な
日
本
論
が
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
す
る
。
中
野
は
「
「
ね
ち
ノ
ー
し
た
言
ひ
方
」
で
な
け
れ
ば
日
本

文
学
の
問
題
解
決
は
無
理
で
あ
る
」
と
言
う
。
中
野
が
時
局
に
抗
し
て
、

七



「
ま
こ
と
」
と
「
ま
こ
と
し
や
か
な
も
の
」
を
取
り
違
え
て
い
る
と
、
言
語

の
正
確
さ
に
つ
い
て
批
判
を
徹
底
し
て
い
っ
た
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ

る
。
言
語
の
正
確
さ
に
対
す
る
批
判
の
戦
術
は
、
様
々
な
対
象
に
即
し
て
採

用
さ
れ
て
い
る
。
中
野
は
執
筆
禁
止
に
よ
っ
て
中
断
さ
れ
た
島
木
健
作
と
の

（
４
）

論
争
に
お
い
て
、
「
生
活
の
探
求
」
（
河
出
書
房
、
一
九
三
七
年
十
月
）
を
批

判
し
、
「
こ
う
い
う
言
葉
で
話
し
て
い
る
百
姓
は
日
本
に
は
い
な
い
」
と
方

言
と
誰
の
流
布
圏
を
無
視
し
た
で
た
ら
め
な
混
合
を
批
判
し
、
語
の
用
法
と

い
う
問
題
は
字
引
の
意
以
上
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
中
の
芸
術
的
表
現
と
し
て

批
判
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

ま
ず
、
中
野
は
素
材
派
の
意
見
と
し
て
伊
藤
永
之
介
「
純
文
学
派
に
一

言
」
（
「
東
京
朝
日
新
聞
」
朝
刊
、
一
九
三
九
年
五
月
二
十
一
日
）
を
批
判
す

る
。
中
野
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
も
近
代
文
学
か
ら
発
展
し
き
れ
な
か
っ
た

点
を
指
摘
し
な
が
ら
も
、
素
材
派
は
「
古
色
蒼
然
た
る
私
小
説
」
か
ら
の

「
何
の
萌
芽
Ⅱ
発
展
の
関
係
も
も
っ
て
は
ゐ
ぬ
」
と
言
う
。
生
産
文
学
は
美

を
「
「
通
俗
小
説
」
「
大
衆
も
の
」
の
書
き
方
と
結
び
つ
き
の
な
か
に
」
見
出

し
た
。
つ
ま
り
そ
れ
は
ど
こ
に
も
美
を
見
出
さ
ず
、
「
美
を
見
だ
す
と
い
ふ

文
学
根
本
の
任
務
を
諸
手
か
ら
投
げ
だ
し
て
ゐ
た
」
。
し
か
し
、
中
野
は
同

時
に
十
返
肇
「
日
本
文
壇
の
鳥
臓
図
」
（
「
電
電
」
一
九
三
九
年
六
月
）
の
よ

う
な
芸
術
派
も
批
判
す
る
。
も
し
も
十
返
が
素
材
派
の
文
学
に
あ
る
素
材
へ

の
興
味
か
ら
「
「
こ
ん
な
地
方
も
あ
る
の
か
、
こ
ん
な
生
活
も
あ
る
の
か
と

い
ふ
」
「
現
実
的
印
象
」
を
取
柄
と
し
て
受
け
取
っ
て
ゐ
る
」
の
な
ら
、
「
そ

れ
ら
の
多
く
は
ど
ん
な
地
方
、
ど
ん
な
生
活
の
実
相
に
も
即
し
て
ゐ
ぬ
の
で

あ
る
か
ら
、
彼
が
「
現
実
的
印
象
」
を
受
け
取
っ
た
の
は
決
し
て
主
と
し
て

「
素
材
」
か
ら
で
は
な
く
、
実
は
主
と
し
て
「
観
念
の
生
硬
さ
感
覚
の
粗
雑

さ
文
章
の
古
臭
等
」
の
総
合
と
し
て
そ
れ
ら
の
文
学
的
力
か
ら
で
あ
っ
た
こ

と
を
彼
自
身
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
論
じ
る
。
芸
術
派
が
成
熟
し
た
内
面
を

主
張
す
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
実
相
に
即
し
た
も
の
で
な
い
な
ら
ば
、
時
局

の
批
判
と
し
て
は
機
能
し
な
い
。
も
し
も
前
述
の
上
林
暁
の
よ
う
な
内
面
に

さ
え
中
野
が
批
判
的
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
両
面
的
批
判
の
射
程

は
驚
く
ほ
ど
広
い
。
中
野
は
虚
偽
の
言
説
に
絡
め
取
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る

当
時
の
素
材
派
・
芸
術
派
両
者
を
批
判
し
、
言
説
の
裏
に
存
在
す
る
権
力
を

相
対
化
し
よ
う
と
し
た
。
中
野
に
と
っ
て
問
題
は
「
文
学
の
理
論
的
整
備
が

著
し
く
増
強
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
「
出
来
合
の
言

葉
」
を
批
判
し
、
繰
り
返
し
観
念
や
内
面
に
正
し
い
言
語
を
丁
寧
に
与
え
て

い
く
こ
と
だ
っ
た
。

本
作
で
提
起
さ
れ
て
い
る
「
空
想
」
は
一
つ
の
内
的
体
験
の
結
晶
化
で
あ

っ
た
だ
ろ
う
。
善
六
は
空
想
に
よ
り
無
意
味
な
労
働
か
ら
、
自
由
で
充
実
し

た
空
間
、
時
間
を
切
り
取
る
が
、
拡
大
し
た
空
想
は
や
が
て
善
六
に
色
盲
と

翻
訳
に
つ
い
て
の
不
安
を
呼
び
起
こ
し
て
い
く
。
そ
れ
は
「
Ａ
が
あ
る
も
の

を
青
い
と
感
じ
て
い
る
。
Ｂ
も
同
じ
も
の
を
同
じ
く
青
い
と
感
じ
て
い
る
。

そ
し
て
一
般
に
も
そ
れ
は
青
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ

て
、
Ａ
の
青
い
と
い
う
の
と
Ｂ
の
青
い
と
い
う
の
と
が
、
全
く
同
じ
だ
と
い

う
こ
と
は
結
局
証
明
さ
れ
ぬ
で
は
な
い
か
。
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
こ

に
至
っ
て
中
野
の
正
し
い
観
念
に
正
し
い
言
語
を
与
え
る
と
い
う
主
張
は
、

最
大
の
困
難
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
あ
ま
り
に
内
的
な
も
の
た
ち
に

善
六
は
追
い
込
ま
れ
て
い
く
。
「
空
想
は
空
想
と
し
て
だ
け
空
想
さ
れ
ね
ば
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な
ら
ぬ
た
め
で
あ
る
。
何
か
が
書
き
つ
け
ら
れ
た
瞬
間
、
そ
の
何
か
は
た
ち

ま
ち
空
想
で
な
い
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
」
。
書
か
れ
な
い
空
想

は
言
語
の
後
ろ
に
膨
大
に
書
か
れ
な
い
意
味
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

を
証
明
し
て
い
る
”
だ
が
、
本
作
の
空
想
の
位
相
は
、
内
的
に
乏
し
く
、
言

語
表
現
と
し
て
の
み
華
や
か
な
言
語
が
溢
れ
て
い
く
こ
と
で
は
な
く
、
一
つ

の
言
語
に
膨
大
に
意
味
内
容
が
あ
る
と
い
う
事
態
だ
っ
た
。
「
ね
ち
ね
ち
し

た
進
み
方
」
と
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
複
雑
化
し
た
内
面
と
対
決
す
る
方

法
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。

言
語
と
空
想
に
お
け
る
実
践
に
顕
著
で
あ
る
よ
う
に
、
本
作
の
実
践
は
か

な
り
振
れ
た
形
で
問
題
化
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
本
作
の
シ
ナ
リ
オ
で

は
労
働
者
を
対
象
化
す
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
方
法
が
試
み
ら
れ
て
い
る

の
だ
が
、
当
時
存
在
し
た
生
産
文
学
と
の
差
異
を
細
密
な
生
産
過
程
の
描
出

と
最
終
的
な
シ
ナ
リ
オ
の
挫
折
を
通
じ
て
際
立
た
せ
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は

本
に
よ
る
本
自
体
へ
の
対
象
化
で
あ
っ
た
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
は
転
向
と

言
う
挫
折
、
屈
折
を
契
機
と
し
て
、
労
働
と
い
う
体
験
が
単
に
対
象
と
し
て

小
説
の
外
部
に
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
自
身
の
体
験
や
小
説
の
中
そ
れ
自

体
に
存
在
す
る
こ
と
を
発
見
し
、
そ
の
問
題
を
社
会
的
な
批
判
に
ま
で
昇
華

し
た
の
で
あ
る
。
本
作
で
試
み
ら
れ
て
い
る
善
六
と
い
う
主
人
公
の
様
々
な

空
想
は
、
そ
の
よ
う
な
問
題
を
転
向
以
後
、
単
純
な
対
象
と
見
な
せ
な
く
な

っ
た
労
働
を
文
学
の
中
で
理
論
的
に
肉
付
け
す
る
た
め
に
取
ら
れ
た
、
こ
の

時
期
の
特
殊
な
方
法
だ
っ
た
と
言
え
る
。
空
想
と
い
う
複
雑
な
手
段
に
よ
っ

て
、
善
六
は
「
創
造
の
苦
痛
」
の
手
首
の
し
び
れ
を
感
じ
さ
せ
る
こ
と
の
な

い
、
単
調
な
役
所
仕
事
を
有
意
義
な
も
の
に
読
み
替
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

中
野
重
治
「
空
想
家
と
シ
ナ
リ
オ
」
論

本
作
で
空
想
が
一
つ
の
主
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
先
に
述
べ
た
が
、
出

勤
時
に
善
六
は
「
何
人
と
な
く
電
車
の
な
か
で
本
を
読
ん
で
い
る
人
た
ち
」

従
っ
て
、
本
作
で
提
起
さ
れ
て
い
る
問
題
は
無
意
味
化
さ
れ
る
生
、
労
働
を

い
か
に
生
き
る
か
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

上
林
暁
は
素
材
派
に
芸
術
派
の
小
説
の
よ
う
な
内
面
を
求
め
た
が
、
内
面

は
中
野
に
と
っ
て
は
特
権
的
な
も
の
で
は
な
く
、
経
済
的
な
過
程
に
よ
っ
て

生
成
さ
れ
る
側
面
も
持
っ
て
い
た
。
ま
ず
、
芸
術
派
的
内
面
は
イ
ン
ク
と
紙

と
本
の
生
成
過
程
、
つ
ま
り
近
代
文
学
の
諸
制
度
が
無
け
れ
ば
成
立
し
得
な

い
”
し
か
し
、
素
材
派
も
ま
た
生
産
的
過
程
を
植
民
地
、
農
村
に
求
め
、
ま

ず
そ
の
文
学
こ
そ
が
生
産
過
程
の
さ
中
に
あ
る
事
に
気
付
か
な
い
。
作
品
は

活
版
の
段
階
に
お
け
る
「
小
さ
い
女
工
」
や
折
屋
の
女
工
な
ど
を
描
き
、

「
鉱
山
に
特
有
の
ョ
ロ
ケ
病
」
や
「
活
版
屋
に
特
有
の
名
づ
け
に
く
い
歯
茎

の
紫
い
る
に
な
る
病
気
」
な
ど
を
描
く
。
読
者
は
そ
れ
ら
の
人
々
を
「
決
し

て
想
像
す
ま
い
」
、
「
ま
し
て
そ
の
本
が
彼
の
手
に
は
い
る
ま
で
の
あ
い
だ
に

通
っ
て
き
た
商
業
上
の
機
構
に
つ
い
て
考
え
る
も
の
な
ぞ
は
、
た
だ
の
一
人

と
し
て
あ
り
は
せ
ぬ
だ
ろ
う
」
と
指
摘
す
る
。
こ
の
よ
う
な
屈
折
し
た
批
判

性
を
転
向
を
通
し
て
発
見
し
た
こ
と
に
中
野
の
転
向
文
学
の
意
義
が
あ
る
。

戦
時
下
の
転
換
期
に
あ
っ
て
、
中
野
の
文
学
の
再
理
論
化
の
動
向
は
文
学
そ

れ
自
体
を
問
題
化
し
、
相
対
化
す
る
契
機
と
し
て
間
違
い
な
く
あ
っ
た
と
言

え
る
の
で
あ
る
ｃ三

、
当
時
の
出
版
状
況
と
転
向
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生
産
文
学
を
含
め
た
当
時
の
文
学
状
況
を
論
じ
る
の
に
、
も
っ
と
も
注
目

す
べ
き
な
の
は
、
当
時
の
出
版
状
況
と
読
書
状
況
で
あ
る
。
生
産
文
学
は
流

行
と
な
り
、
島
木
健
作
の
『
生
活
の
探
求
』
（
前
掲
）
は
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に

な
っ
た
。
昭
和
初
年
代
か
ら
十
年
代
に
か
け
て
、
日
本
の
出
版
は
部
数
を
増

や
し
、
円
本
の
登
場
や
大
衆
文
学
へ
の
注
目
に
代
表
さ
れ
る
、
新
た
な
状
況

の
変
化
を
実
現
さ
せ
た
。
昭
和
初
年
代
に
か
け
て
の
読
者
意
識
と
出
版
状
況

の
変
容
、
そ
れ
に
対
応
し
た
文
学
側
の
変
容
は
、
前
田
愛
「
近
代
読
者
の
成

立
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
年
六
月
）
で
芸
術
大
衆
化
論
争
に
お
け
る
円

本
の
影
響
を
通
じ
て
詳
細
に
論
じ
ら
れ
た
。
本
作
の
執
筆
時
に
は
状
況
は
よ

り
進
み
、
紙
の
物
資
統
制
が
開
始
さ
れ
た
。
善
六
は
作
中
で
「
紙
は
割
当
許

可
制
と
な
り
つ
つ
あ
る
」
と
し
、
し
か
し
出
版
社
は
昨
年
の
使
用
量
を
目
途

に
一
年
分
の
使
用
許
可
が
出
る
た
め
、
来
年
の
使
用
量
を
確
保
す
る
た
め

に
、
で
き
る
だ
け
多
量
の
紙
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
善

六
は
「
い
っ
た
い
こ
れ
が
統
制
と
い
え
る
も
の
だ
ろ
う
か
」
と
言
う
。
当

時
、
「
生
活
必
需
物
資
統
制
令
」
（
「
官
報
」
一
九
四
一
年
四
月
二
日
）
が
発

令
さ
れ
て
、
物
資
動
員
計
画
が
動
き
出
し
て
い
た
。
中
野
が
素
材
派
・
芸
術

派
論
争
の
中
で
継
承
し
よ
う
と
し
た
文
学
的
な
も
の
は
、
統
制
と
大
量
出
版

雪
え
ス
》
。

を
見
か
け
る
。
善
六
に
と
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
「
電
車
の
な
か
で
本
を
読
む

娘
や
男
た
ち
の
姿
」
は
「
ど
う
し
て
も
「
本
と
人
生
」
に
取
り
い
れ
ら
れ
ね

ば
な
ら
ぬ
」
と
思
い
込
ま
れ
て
し
ま
い
、
彼
ら
が
「
申
し
あ
わ
せ
た
よ
う
に

本
に
カ
ヴ
ァ
ー
を
か
け
て
い
る
」
事
実
な
ど
が
次
々
と
頭
へ
引
っ
か
か
る
。

こ
の
よ
う
な
読
書
す
る
大
衆
は
本
作
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
言

の
間
で
隅
に
追
い
や
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
急
速
に
近
代
の
大
量
出
版

状
況
が
完
成
さ
れ
、
当
時
の
現
代
文
学
は
そ
れ
に
大
き
く
影
響
を
受
け
た
。

素
材
派
・
芸
術
派
論
争
は
そ
の
よ
う
な
背
景
か
ら
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

中
野
は
こ
う
い
っ
た
出
版
状
況
に
敏
感
に
反
応
し
、
本
作
を
書
い
た
と
言
え

ブ
（
》
○

中
野
が
本
作
を
書
く
に
あ
た
っ
て
、
本
を
対
象
と
し
た
「
空
想
家
と
シ
ナ

リ
オ
」
の
出
版
状
況
に
か
な
り
留
意
し
た
と
い
う
事
は
、
既
に
紅
野
謙
介

「
書
物
の
近
代
ｌ
メ
デ
ィ
ア
の
文
学
史
」
（
筑
摩
書
房
、
一
九
九
二
年
十

そ
れ
に
、
こ
れ
も
は
な
は
だ
馬
鹿
な
こ
と
を
披
露
す
る
よ
う
な
も
の

だ
が
、
こ
の
ご
ろ
は
小
説
本
が
売
れ
る
と
い
う
話
を
私
も
聞
い
て
い

た
。
ま
た
事
実
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
が
随
分
い
か
が
わ
し
い
小
説
が
売

れ
て
い
る
。
昔
は
小
説
と
い
う
も
の
は
二
千
か
三
千
売
れ
て
そ
れ
が
標

準
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
ご
ろ
は
そ
れ
が
一
万
と
か
二
万
と
か
い
う
こ

と
に
な
っ
た
ら
し
い
。
そ
こ
で
こ
れ
は
お
れ
の
本
も
売
れ
る
か
も
知
れ

ぬ
ぞ
、
作
者
が
作
者
だ
か
ら
た
い
し
て
売
れ
る
こ
と
は
な
か
ろ
う
が
し

か
し
相
当
に
は
売
れ
る
か
も
知
れ
ぬ
ぞ
と
考
え
た
の
だ
が
、
人
は
私
を

と
が
め
る
だ
ろ
う
か
ｃ

と
こ
ろ
が
売
れ
な
い
。
三
千
刷
っ
た
の
が
ま
だ
売
り
切
れ
て
い
な
い

ら
し
い
。

（
ヨ
空
想
家
と
シ
ナ
リ
オ
」
に
つ
い
て
ｌ
自
作
を
語
る
ｌ
」

「
月
刊
文
章
」
一
九
四
○
年
四
月
）
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月
）
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
中
野
は
出
版
状
況
と
文
学
理
論
の
通
俗

的
な
結
び
つ
き
を
批
判
し
た
が
、
職
業
小
説
家
と
し
て
成
立
す
る
道
を
捨
て

な
か
っ
た
。
そ
れ
は
糊
口
を
し
の
ぐ
た
め
だ
け
で
は
な
く
、
中
野
が
近
代
文

学
の
出
版
状
況
に
意
識
的
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
《
〕

中
野
重
治
の
転
向
と
は
政
治
的
抑
圧
の
所
産
で
あ
っ
た
と
共
に
、
同
時
に

職
業
小
説
家
と
し
て
成
立
す
る
と
い
う
二
重
化
さ
れ
た
現
象
で
あ
っ
た
。
転

向
は
政
治
的
、
理
論
的
問
題
で
あ
る
が
、
同
時
に
実
際
に
ど
の
よ
う
な
本
文

が
中
野
重
治
に
よ
っ
て
生
産
さ
れ
た
か
、
と
い
う
検
討
に
よ
っ
て
も
問
わ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
転
向
作
家
・
中
野
重
治
の
誕
生
と
い
う
現
象

が
本
文
異
同
の
中
で
考
察
さ
れ
る
。

戦
時
中
の
中
野
の
小
説
集
は
、
刊
行
順
に
「
小
説
の
書
け
ぬ
小
説
家
』

（
竹
村
書
房
、
一
九
三
七
年
一
月
）
、
「
空
想
家
と
シ
ナ
リ
オ
」
（
改
造
社
、
一

九
三
九
年
十
一
月
）
、
『
汽
車
の
罐
焚
き
」
（
小
山
書
店
、
一
九
四
○
年
四

月
）
、
「
歌
の
わ
か
れ
」
（
新
潮
社
、
一
九
四
○
年
八
月
）
の
四
つ
が
あ
る
。

こ
の
う
ち
、
弓
空
想
家
と
シ
ナ
リ
オ
』
に
つ
い
て
」
で
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
売

れ
な
か
っ
た
本
と
は
、
二
つ
め
の
改
造
社
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
誤
記
や

訂
正
が
多
く
、
本
作
の
全
集
定
本
は
新
潮
社
の
『
歌
の
わ
か
れ
」
所
収
本
文

を
参
考
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
「
歌
の
わ
か
れ
」
、
「
村
の
家
」
、
「
空
想
家
と

シ
ナ
リ
オ
」
が
所
収
さ
れ
、
今
現
在
読
ま
れ
て
い
る
よ
う
な
本
文
が
成
立
し

た
“
杉
野
要
吉
「
「
空
想
家
と
シ
ナ
リ
オ
」
論
」
（
前
掲
）
、
林
淑
美
「
無
為

逸
脱
歩
行
ｌ
「
空
想
家
と
シ
ナ
リ
オ
ヒ
（
前
掲
）
で
取
り
上
げ
ら
れ

た
平
野
謙
「
車
善
六
と
得
能
五
郎
」
（
「
現
代
文
学
」
一
九
四
○
年
十
一

月
）
、
宮
本
百
合
子
「
今
日
の
文
学
の
諸
相
」
（
「
都
新
聞
」
一
九
四
○
年
十

中
野
重
治
「
空
想
家
と
シ
ナ
リ
オ
」
論

一
月
二
十
九
日
「
文
芸
時
評
」
と
し
て
連
載
）
、
宮
本
百
合
子
の
書
簡
．

九
四
○
年
十
一
月
九
日
目
白
の
百
合
子
か
ら
巣
鴨
拘
留
所
の
顕
治
宛
」

（
宮
本
顕
治
、
宮
本
百
合
子
共
著
『
十
二
年
の
手
紙
上
』
筑
摩
叢
書
、
一

九
六
五
年
五
月
）
に
お
け
る
言
及
も
「
歌
の
わ
か
れ
』
単
行
本
時
の
も
の
で

あ
る
と
い
う
こ
と
が
そ
れ
ぞ
れ
の
記
述
中
か
ら
わ
か
る
。
そ
こ
で
平
野
謙
と

宮
本
百
合
子
に
よ
っ
て
素
材
派
と
は
一
線
を
画
す
る
中
野
の
転
向
の
方
法
が

論
じ
ら
れ
た
。
新
潮
社
版
『
歌
の
わ
か
れ
』
は
「
昭
和
名
作
選
集
（
別
こ

と
銘
打
た
れ
た
も
の
で
、
円
本
の
一
種
で
あ
っ
た
。
新
潮
社
版
『
歌
の
わ
か

れ
」
は
、
戦
後
も
版
を
重
ね
ら
れ
た
。
こ
の
本
文
は
中
野
の
転
向
を
検
討
す

る
に
あ
た
り
重
要
で
あ
る
と
言
え
る
。

言
わ
ば
、
本
作
に
は
そ
の
よ
う
な
出
版
状
況
と
作
家
の
文
学
実
践
の
方
法

が
、
予
見
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。
作
中
に
描
写
さ
れ
る
善
六
の
空
想
の
ド
イ

ツ
、
日
本
、
ソ
ヴ
ェ
ー
ト
連
邦
の
書
物
出
版
部
数
の
本
の
塔
は
、
昭
和
十
年

代
に
現
れ
た
大
量
出
版
の
本
で
あ
る
。
「
す
る
と
今
度
は
、
い
ろ
ん
な
日
本

人
が
ご
つ
ち
や
に
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
て
き
た
。
」
と
描
写
は
移
る
。
男
へ
女
、

じ
い
さ
ん
ば
あ
さ
ん
、
子
供
、
学
者
、
労
働
者
、
子
守
な
ど
様
々
な
格
好
の

そ
れ
ら
は
中
野
が
掴
も
う
と
し
続
け
た
大
衆
た
ち
で
あ
る
。
続
い
て
現
れ
る

二
宮
金
次
郎
は
当
時
の
道
徳
化
さ
れ
た
代
表
的
日
本
人
読
書
家
像
だ
が
、
そ

れ
は
善
六
の
空
想
の
中
で
死
に
か
け
て
い
る
父
親
に
繋
が
っ
て
い
く
。
中
野

の
転
向
文
学
の
中
の
父
親
は
、
本
来
裏
切
っ
て
は
な
ら
な
か
っ
た
、
し
か
し

や
は
り
修
身
道
徳
的
な
も
の
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
支
配
さ
れ
て
い
る
、
勤

勉
で
寡
黙
な
大
衆
の
姿
な
の
で
あ
る
。

善
六
を
追
い
詰
め
た
の
は
、
全
て
の
事
象
が
本
に
な
り
得
る
、
と
い
う
こ

七
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と
で
あ
っ
た
。
本
や
言
語
的
思
考
の
対
象
化
は
本
自
体
す
ら
含
み
な
が
ら
、

全
て
の
世
界
を
対
象
化
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
い
ざ
本
に
な
っ
て
し
ま
え

ば
、
戦
時
体
制
に
お
け
る
出
版
状
況
に
全
て
飲
み
込
ま
れ
て
い
く
。
空
想
は

活
字
に
付
属
し
て
い
る
が
、
活
字
化
さ
れ
た
も
の
自
体
で
は
な
い
。
善
六
は

「
空
想
か
ら
出
た
結
果
に
ケ
リ
を
つ
け
る
た
め
に
は
彼
の
空
想
生
活
そ
の
も

の
を
ど
う
に
か
始
末
し
て
し
ま
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
羽
目
に
お
ち
」
い
り
、
次
第

に
神
経
衰
弱
の
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
、
「
ｌ
そ
の
神
経
衰
弱
が
ま
た

「
神
経
衰
弱
と
そ
の
確
実
な
療
法
』
と
い
う
よ
う
な
本
の
問
題
と
な
っ
て
彼

を
追
い
か
け
る
」
の
で
あ
る
。
林
淑
美
は
「
無
為
逸
脱
歩
行
Ｉ
「
空

想
家
と
シ
ナ
リ
オ
」
」
（
前
掲
）
に
お
い
て
、
「
空
想
す
る
自
己
」
の
売
買
に

作
品
が
定
位
さ
れ
た
と
論
じ
た
。
空
想
が
活
字
、
あ
る
い
は
活
字
以
後
の
世

界
に
ふ
れ
る
時
、
作
品
は
決
定
的
に
社
会
的
状
況
に
左
右
さ
れ
、
変
化
す
る

と
い
う
こ
と
は
、
中
野
が
後
に
「
活
字
の
世
界
と
活
字
以
前
の
世
界
」
（
「
ア

カ
ハ
タ
」
一
九
六
○
年
九
月
二
十
五
日
）
に
お
い
て
指
摘
し
て
い
る
。
空
想

を
退
嬰
的
な
も
の
か
ら
離
脱
さ
せ
る
た
め
に
、
空
想
は
活
字
に
依
拠
し
つ
つ

も
活
字
を
越
え
る
社
会
批
判
性
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
善
六
の

空
想
が
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
か
、
空
想
が
活
字
と
ど
の
よ
う
な
関
係
を

持
つ
の
か
、
そ
れ
は
次
章
で
述
べ
よ
う
。

善
六
の
空
想
と
は
、
戦
時
中
の
抑
圧
さ
れ
た
時
空
間
を
豊
か
な
意
味
に
溢

れ
た
空
間
に
読
み
替
え
る
試
み
で
あ
る
と
先
に
述
べ
た
。
空
間
的
な
例
と
し

四
、
空
想
と
紙
ｌ
「
こ
け
っ
転
び
つ
」
す
る
読
書

て
挙
げ
ら
れ
る
の
が
本
作
に
お
け
る
空
地
の
問
題
で
あ
る
。
善
六
が
役
所
勤

め
か
ら
帰
り
に
世
田
谷
の
屋
敷
町
を
歩
き
、
「
す
ば
ら
し
い
空
地
」
に
出
会

う
有
名
な
場
面
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
正
真
正
銘
の
、
し
か
も
ず
い
ぶ
ん
と
広

い
空
地
」
で
あ
り
、
「
は
っ
き
り
し
た
垣
根
な
ど
も
結
っ
て
な
く
」
、
「
ほ
と

ん
ど
人
殺
し
を
し
て
も
わ
か
ら
ぬ
よ
う
な
あ
り
さ
ま
で
あ
る
」
。
そ
し
て
、

善
六
は
そ
の
空
地
に
ど
の
よ
う
な
自
分
の
家
を
建
て
る
か
、
空
想
す
る
。

ま
た
、
借
家
払
底
に
つ
い
て
の
議
論
が
役
所
で
雑
談
さ
れ
る
場
面
が
あ

る
。
「
戦
争
に
出
た
人
が
多
い
の
だ
か
ら
人
が
減
っ
て
い
る
は
ず
な
の
に
、

借
家
払
底
と
は
け
し
か
ら
ん
と
い
う
よ
う
な
話
が
駄
酒
落
ま
じ
り
に
」
話
さ

れ
る
が
、
借
家
払
底
の
原
因
は
東
京
が
軍
需
に
よ
る
イ
ン
フ
レ
で
人
口
増
加

傾
向
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
あ
る
人
が
家
賃
の
高
騰
に
関
し
て
「
去
年
の
八

月
末
現
在
よ
り
一
銭
だ
っ
て
上
げ
ち
や
な
ら
ん
と
い
う
規
則
が
出
来
た
そ
う

じ
や
な
い
で
す
か
。
：
…
」
と
言
う
が
、
こ
れ
は
一
九
三
九
年
の
「
地
代
家
賃

（
５
）

統
制
令
」
の
公
布
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
後
、
「
借
地
法
」
、
「
借
家
法
」
が

改
正
（
「
官
報
」
一
九
四
一
年
三
月
十
日
）
さ
れ
、
地
価
高
騰
は
更
に
抑
え

ら
れ
て
い
く
。
持
ち
家
を
立
て
、
東
京
に
な
ん
と
か
根
付
こ
う
と
願
う
善
六

夫
妻
は
確
か
に
、
満
田
郁
夫
が
「
亡
び
ゆ
く
一
族
ｌ
再
び
転
向
文
学
五
部

作
を
め
ぐ
っ
て
」
（
前
掲
）
で
提
起
し
た
「
街
の
家
」
の
主
人
公
で
あ
ろ
う
。

空
地
の
問
題
は
既
に
杉
野
要
吉
「
「
空
想
家
と
シ
ナ
リ
オ
」
論
」
（
前
掲
）
、

林
淑
美
「
無
為
逸
脱
歩
行
ｌ
「
空
想
家
と
シ
ナ
リ
オ
」
」
（
前
掲
）
な

ど
の
先
行
研
究
で
詳
細
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
空
地
は
都
市
空
間
の
中
で
最

も
戦
時
、
戦
後
を
含
め
て
、
大
き
く
変
容
し
た
試
験
紙
な
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
先
行
研
究
で
あ
ま
り
着
目
さ
れ
て
い
な
い
、
宮
本
百
合
子
か
ら
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の
作
品
に
よ
る
応
答
に
特
に
着
目
し
た
い
。
百
合
子
は
書
簡
．
九
四
○
年

十
一
月
九
日
目
白
の
百
合
子
か
ら
巣
鴨
拘
留
所
の
顕
治
宛
」
（
前
掲
）
に

お
い
て
、
本
作
は
「
文
学
に
お
け
る
リ
ア
リ
ズ
ム
の
神
経
衰
弱
的
逆
効
果
」

で
あ
り
、
「
血
路
と
し
て
、
客
観
的
に
文
学
史
的
に
肯
定
さ
れ
る
べ
き
方
向

で
は
な
い
と
信
じ
ま
す
。
車
善
六
だ
っ
て
、
あ
れ
は
敗
北
の
一
つ
の
形
で

す
。
」
と
厳
し
い
評
価
を
与
え
た
。
そ
し
て
同
時
に
、
百
合
子
は
「
ひ
ろ
い

視
野
が
あ
る
故
に
身
を
狭
め
ざ
る
を
得
な
い
車
善
六
的
感
覚
」
と
「
朝
の

風
」
（
「
日
本
評
論
」
一
九
四
○
年
十
一
月
）
と
い
う
作
品
で
対
時
し
、
「
日

本
の
文
学
史
が
遠
く
な
い
昔
に
さ
し
て
い
た
拡
大
さ
れ
た
生
活
者
的
我
と
い

う
も
の
を
、
私
は
馬
鹿
正
直
に
追
求
し
て
ゆ
き
ま
す
。
そ
こ
へ
自
我
を
解
放

し
よ
う
と
願
い
ま
す
」
と
言
う
。
「
朝
の
風
」
は
明
ら
か
に
本
作
の
積
極
的

影
響
を
受
け
た
も
の
だ
っ
た
。
そ
れ
は
空
地
の
描
写
か
ら
推
察
さ
れ
る
。

「
朝
の
風
」
に
お
い
て
、
空
地
は
元
は
原
っ
ぱ
で
あ
り
、
バ
ッ
タ
捕
り
の
子

供
た
ち
が
一
日
中
走
り
ま
わ
っ
て
い
た
が
、
や
が
て
自
動
車
練
習
場
に
な

る
。
そ
の
空
地
は
「
原
っ
ぱ
は
こ
の
ま
”
に
し
て
お
い
て
、
や
が
て
飛
行
公

園
に
す
る
の
だ
と
い
ふ
こ
と
だ
つ
た
。
樹
木
も
何
も
な
い
草
地
へ
い
き
な
り

飛
行
機
が
着
陸
出
来
る
よ
う
に
し
て
お
く
」
た
め
だ
と
噂
さ
れ
る
。
そ
の
噂

は
「
戦
争
の
は
じ
ま
っ
て
ゐ
る
時
節
が
ら
、
根
の
な
い
こ
と
ば
か
り
と
も
思

わ
れ
な
か
っ
た
」
。
原
っ
ぱ
は
無
意
味
な
空
間
と
し
て
成
立
し
な
が
ら
も
、

実
は
戦
闘
機
の
緊
急
着
陸
の
た
め
の
場
所
と
し
て
確
保
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
、
「
朝
の
風
」
に
以
下
の
よ
う
な
唐
突
な
場
面
が
挿
入
さ
れ
る
。

引
越
し
た
年
の
冬
或
る
寒
い
晩
、
寝
い
っ
て
ほ
ん
の
暫
く
し
た
と

中
野
重
治
「
空
想
家
と
シ
ナ
リ
オ
」
論

何
ら
か
の
爆
発
を
目
撃
し
た
サ
ョ
は
「
何
と
い
ふ
蓼
し
さ
で
あ
っ
た
ろ

う
」
と
考
え
、
「
東
京
の
ど
の
位
の
ひ
ろ
さ
で
人
び
と
が
目
を
さ
ま
し
た
か

は
知
ら
な
い
が
、
同
じ
夜
の
驚
骸
の
な
か
に
自
分
と
い
ふ
女
の
そ
ん
な
思
ひ

も
目
ざ
め
て
加
は
っ
て
い
る
こ
と
を
、
サ
ョ
は
現
代
の
い
と
し
さ
と
し
て
愛

着
す
る
」
。
こ
の
爆
発
は
恐
ら
く
一
九
三
九
年
五
月
九
日
の
大
日
本
セ
ル
ロ

（
６
）

イ
ド
東
京
工
場
爆
発
事
故
だ
ろ
う
。
三
度
の
爆
発
と
、
「
王
子
の
方
角
」
（
実

際
は
王
子
の
隣
の
板
橋
区
）
と
の
記
述
か
ら
状
況
と
し
て
は
一
致
す
る
。
大

日
本
セ
ル
ロ
イ
ド
エ
場
は
軍
需
工
場
で
あ
っ
た
。
戦
時
中
の
急
激
な
需
要
に

応
え
る
た
め
、
密
集
し
た
立
地
条
件
の
軍
需
工
場
は
民
間
含
め
多
大
な
被
害

を
出
し
た
。
「
朝
の
風
」
は
急
激
に
戦
時
体
制
に
移
行
し
て
い
く
都
市
空
間

を
批
判
的
に
描
き
、
そ
の
問
題
を
「
空
想
家
と
シ
ナ
リ
オ
」
と
共
有
し
て
い

た
の
で
あ
る
。
本
作
に
も
軍
需
工
場
の
乱
立
は
、
「
そ
こ
で
お
定
ま
り
の
小

き
、
突
然
ド
ド
ー
ン
と
何
か
ザ
ど
つ
か
で
爆
發
し
た
や
う
な
音
と
同
時

に
、
家
ぢ
う
が
震
へ
て
、
サ
ョ
は
思
は
ず
床
の
上
へ
起
き
か
へ
っ
た
。

そ
し
て
、
ス
タ
ン
ド
を
つ
け
た
。
そ
の
灯
を
ひ
と
り
で
見
守
り
な
が
ら

鼈
を
か
た
く
し
て
ゐ
る
と
、
間
を
お
き
な
が
ら
續
け
て
ド
ド
ー
ン
、
ド

ド
ー
ン
と
二
度
鳴
っ
て
、
そ
の
度
に
ガ
ラ
ス
戸
が
ビ
リ
リ
ビ
リ
リ
震
へ

た
。
見
当
は
王
子
の
方
角
で
あ
る
。
も
う
爆
發
な
こ
と
は
明
か
で
あ
っ

た
。
何
虎
な
の
だ
ろ
う
。
次
の
轟
音
を
待
っ
た
が
も
う
そ
れ
は
や
ん

で
、
今
度
は
遠
い
す
り
ば
ん
が
冬
の
夜
ら
し
く
鳴
り
出
し
た
。
そ
っ
ち

の
空
で
犬
の
吠
え
聲
が
お
こ
っ
た
。

（
「
朝
の
風
」
前
掲
）

七
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軍
需
工
場
と
い
う
す
じ
な
ん
だ
」
と
高
木
賢
一
郎
の
弟
の
挿
話
で
ふ
れ
ら
れ

て
い
る
。

過
剰
な
イ
ン
フ
レ
と
人
口
密
集
に
よ
っ
て
借
家
払
底
、
軍
需
工
場
の
爆
発

事
故
な
ど
を
起
こ
す
都
市
空
間
は
、
権
力
側
に
よ
っ
て
統
制
さ
れ
て
い
く
。

（
７
）

新
体
制
運
動
の
政
策
の
一
つ
で
あ
る
、
空
地
地
区
政
策
は
こ
の
顕
著
な
例
と

し
て
現
れ
た
。
東
京
都
の
空
地
地
区
政
策
に
つ
い
て
は
中
島
康
比
古
「
一
九

三
○
年
代
東
京
に
お
け
る
郊
外
統
制
構
想
ｌ
戦
時
下
の
「
過
大
過
密
」
化

と
都
市
計
画
ｌ
」
（
。
大
東
京
」
空
間
の
政
治
史
”
１
９
２
０
～
３
０
年

代
』
日
本
経
済
評
論
社
、
二
○
○
二
年
十
一
月
）
に
詳
し
い
。
空
地
地
区
政

策
は
関
東
大
震
災
時
の
木
造
建
築
の
火
災
の
反
省
を
踏
ま
え
、
延
焼
を
空
地

に
よ
っ
て
防
ぐ
た
め
一
九
三
○
年
代
に
提
唱
さ
れ
た
。
そ
れ
は
防
空
、
防
火

だ
け
の
た
め
で
な
く
、
人
口
増
加
、
土
地
価
格
の
上
昇
、
都
市
過
密
に
よ
る

環
境
悪
化
に
よ
る
青
少
年
へ
の
悪
影
響
（
特
に
東
京
都
か
ら
徴
兵
さ
れ
た
者

の
肉
体
の
軟
弱
さ
が
指
摘
さ
れ
た
）
な
ど
が
指
摘
さ
れ
た
。
善
六
は
空
想
の

末
、
「
ち
え
！
お
ま
え
が
空
地
で
あ
っ
て
し
あ
わ
せ
よ
。
地
面
に
く
っ
つ

い
て
る
か
ら
万
引
き
が
で
き
な
い
や
。
」
と
捨
て
台
詞
す
る
。
以
前
ま
で
空

想
の
余
地
を
残
し
、
都
市
空
間
の
意
味
の
空
白
で
あ
っ
た
空
地
は
、
そ
の

時
、
耕
地
利
用
、
防
空
、
飛
行
場
な
ど
の
意
味
と
し
て
戦
時
動
員
さ
れ
、

「
万
引
き
」
で
き
な
い
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の
歩
行
と
空
想
の
途
絶
が
戦
時
空
間
か
ら
逸
脱
す
る
も
の

と
し
て
前
景
化
し
て
く
る
。

こ
の
よ
う
な
空
想
と
い
う
行
為
に
よ
る
、
戦
時
中
の
状
況
と
の
対
時
の
時

間
的
な
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
が
、
本
作
末
尾
の
「
こ
け
つ
転
び
つ
」
す

る
善
六
の
生
活
で
あ
り
、
「
役
場
の
建
物
正
面
に
あ
る
大
時
計
の
針
」
に
比

瞼
さ
れ
る
よ
う
な
、
次
第
に
時
間
が
静
止
す
る
事
態
で
あ
る
。

善
六
の
空
想
は
内
的
な
時
間
性
を
構
成
し
、
生
活
を
豊
か
な
も
の
に
変
え

て
い
く
。
作
中
で
善
六
は
「
ど
ん
な
詩
人
も
ま
だ
歌
っ
た
こ
と
が
な
い
」
新

宿
駅
の
時
計
を
「
い
つ
の
ま
に
か
生
活
の
勇
気
を
与
え
る
よ
う
」
な
存
在
に

さ
え
思
っ
て
い
る
。
時
計
は
乗
客
か
ら
は
普
段
見
え
る
位
置
に
な
く
、
つ
ま

り
そ
れ
は
「
車
の
車
掌
ま
た
は
運
転
士
、
ま
た
は
駅
構
内
で
働
く
人
び
と
に

だ
け
明
瞭
に
正
面
か
ら
読
み
取
ら
れ
る
」
た
め
に
あ
る
。
新
宿
駅
の
時
計
は

あ
る
特
定
の
人
の
た
め
だ
け
に
あ
る
内
的
時
間
の
象
徴
で
あ
る
。
善
六
の
豊

か
な
空
想
は
、
「
ケ
ー
ス
出
せ
て
？
」
と
ぶ
し
つ
け
に
頼
ん
で
去
っ
て
行
っ

た
婦
人
の
行
為
も
、
そ
の
後
「
あ
ら
、
さ
つ
き
の
か
ば
ん
を
取
っ
て
く
れ
た

人
に
お
礼
を
い
わ
な
い
で
来
て
し
ま
っ
た
よ
」
と
、
「
全
然
わ
る
気
の
な
い

声
で
」
笑
う
の
を
想
像
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
者
を
補
完
す
る
こ
と
さ
え

で
き
る
。
し
か
し
、
善
六
を
取
り
巻
く
役
所
仕
事
は
、
徐
々
に
善
六
に
空
想

の
余
地
を
許
さ
な
い
状
況
に
追
い
込
ん
で
い
く
。
そ
し
て
、
最
後
に
は
善
六

の
時
間
は
停
止
し
て
し
ま
う
。

時
間
性
の
問
題
は
同
時
に
歴
史
性
の
問
題
と
し
て
も
浮
上
す
る
。
善
六
は

車
善
七
と
言
う
非
人
頭
に
自
身
の
姓
名
を
な
ぞ
ら
え
て
考
え
る
が
、
そ
れ
は

善
六
の
知
っ
て
い
る
家
の
起
源
の
事
実
と
は
違
う
。
し
か
し
、
善
六
は
「
知

っ
て
い
る
け
れ
ど
も
頓
着
」
し
な
い
。
家
の
歴
史
性
の
問
題
は
、
同
時
に
善

六
が
扱
う
戸
籍
の
問
題
で
も
あ
る
。
善
六
は
今
日
も
戸
籍
台
帳
を
写
し
な
が

ら
、
「
い
っ
た
い
戸
籍
係
の
仕
事
と
い
う
も
の
が
、
創
造
の
苦
痛
に
と
も
な

わ
れ
ず
に
な
さ
れ
て
も
い
い
も
の
か
ど
う
か
」
と
考
え
る
。
「
そ
れ
は
、
国
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民
の
生
と
死
、
結
婚
ま
た
は
縁
組
と
離
婚
、
犯
罪
そ
の
他
に
よ
る
市
民
権
の

動
き
、
国
民
生
活
の
単
位
と
し
て
の
家
、
血
統
と
家
系
と
を
取
り
扱
っ
て
い

る
」
に
も
関
わ
ら
ず
、
「
そ
れ
で
も
な
お
戸
籍
係
の
仕
事
に
創
造
の
苦
痛
が

伴
わ
ぬ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
こ
れ
ら
の
大
問
題
が
、
戸
籍
係
の
机
の
上
で

は
、
全
く
静
止
し
た
も
の
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
」
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
歴
史
性
（
時
間
性
）
が
戸
籍
に
読
み
こ
ま
れ
な
い
。
そ
し
て
、
最
後

に
善
六
の
生
活
は
「
追
い
た
て
追
い
ま
わ
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
に
次
第
に
静

止
し
て
く
る
」
。
日
常
は
慌
た
だ
し
い
が
、
そ
れ
が
無
時
間
的
な
反
復
と
捉

え
ら
れ
る
の
は
、
内
的
時
間
が
そ
こ
に
意
味
を
見
出
し
、
区
切
り
を
入
れ
る

事
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
善
六
を
取
り
巻
く
時
間
は
停
止
し
て
い
る

が
、
善
六
の
空
想
は
外
部
と
無
関
係
に
進
行
し
、
内
面
に
押
し
だ
さ
れ
た
善

六
は
二
つ
の
時
間
に
「
追
い
た
て
追
い
た
て
ま
わ
さ
れ
」
、
「
こ
け
つ
転
び

つ
」
す
る
の
で
あ
る
。

「
こ
け
つ
転
び
つ
」
す
る
と
は
、
同
時
に
善
六
が
シ
ナ
リ
オ
に
お
い
て
描

い
て
き
た
紙
の
本
と
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
空
想
と
本
の
問
題
で
も
あ
る
。
空
想

が
い
か
に
豊
か
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
紙
の
本
は
検
閲
と
出
版
統
制
に
管
理

さ
れ
た
大
量
出
版
に
よ
っ
て
俗
悪
な
も
の
を
溢
れ
さ
せ
て
い
く
。
そ
れ
は
近

代
に
お
い
て
存
続
し
、
戦
時
中
に
顕
在
化
し
た
制
度
で
あ
っ
た
。
作
品
内
で

そ
れ
は
「
グ
ー
テ
ン
ベ
ル
グ
の
発
明
の
お
か
げ
で
、
や
く
ざ
な
本
が
世
界
じ

ゆ
う
い
つ
ぱ
い
に
な
り
」
、
「
ギ
リ
シ
ャ
人
ど
も
が
あ
ん
な
に
美
し
い
言
葉
を

残
し
た
」
時
代
か
ら
遠
く
な
っ
て
い
く
と
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
。
時
間
停
止
し

た
紙
に
善
六
の
空
想
が
ぶ
つ
か
り
、
そ
の
前
で
彼
は
「
こ
け
っ
転
び
っ
」
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

中
野
重
治
「
空
想
家
と
シ
ナ
リ
オ
」
論

読
者
は
作
品
を
読
み
な
が
ら
、
作
品
に
よ
っ
て
実
際
に
物
質
と
し
て
の
本

を
意
識
し
、
そ
の
市
場
の
生
産
過
程
を
意
識
す
る
。
そ
の
過
程
で
徐
々
に
善

六
の
空
想
を
象
徴
す
る
、
ペ
ー
ジ
を
め
く
る
と
言
う
比
瞼
が
挿
入
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。
「
た
だ
善
六
の
頭
の
な
か
で
、
一
行
も
書
い
て
い
な
い
大
き
な

帳
面
の
紙
が
、
う
す
青
い
罫
を
引
い
た
ま
ま
ぱ
ら
ぱ
ら
と
ひ
ろ
げ
ら
れ
た
だ

け
で
す
ん
だ
」
。
そ
し
て
、
善
六
が
「
こ
け
つ
転
び
つ
」
す
る
時
、
読
者
も

ま
た
そ
の
行
為
を
追
体
験
し
、
読
者
の
剋
像
の
内
的
表
象
が
手
前
勝
手
に
動

き
始
め
、
シ
ナ
リ
オ
に
よ
っ
て
前
景
化
さ
れ
た
、
実
際
に
紙
を
め
く
る
と
い

う
読
書
行
為
を
追
い
越
し
、
「
こ
け
つ
転
び
つ
」
す
る
。
そ
し
て
、
読
者
が

物
質
と
し
て
の
本
の
ペ
ー
ジ
を
め
く
り
、
読
書
行
為
を
終
え
る
時
、
同
時
に

作
中
の
善
六
の
空
想
も
「
一
行
も
書
か
れ
て
い
な
い
う
す
青
い
罫
の
例
の
大

き
な
帳
面
の
紙
が
ぱ
ら
り
と
め
く
ら
れ
」
、
終
わ
る
α
「
こ
け
つ
転
び
つ
」
す

る
と
は
、
一
定
の
リ
ズ
ム
、
時
間
の
区
切
り
の
あ
る
行
動
が
乱
れ
て
い
く
こ

と
を
指
し
て
い
る
。
「
こ
け
つ
転
び
つ
」
す
る
と
は
、
善
六
の
汽
車
で
の
眠

り
こ
け
な
が
ら
の
空
想
の
リ
ズ
ム
が
崩
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
次
に
善
六
の
戸

籍
台
帳
を
写
す
行
為
の
リ
ズ
ム
が
崩
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
読
者
の
読
書
行
為

の
リ
ズ
ム
が
崩
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
あ
の
空
地
を
発
見
し
た
都
市
空
間

の
歩
行
の
リ
ズ
ム
が
生
活
に
追
い
た
て
ら
れ
な
が
ら
、
崩
れ
る
こ
と
も
同
時

に
比
瞼
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
何
重
に
も
抑
圧
的
な
時
空
間
か
ら
逸
脱

し
、
批
判
性
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
身
体
的
経
験
が
滑
ら
か
な
意
味
と
し
て

作
品
内
に
は
刻
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
な
空
想
と
「
こ
け
つ
転
び
つ
」
す
る
そ
の
断
絶
は
、
本
作
の
時

勢
に
対
す
る
抵
抗
と
、
中
野
の
転
向
の
困
難
さ
を
最
も
如
実
に
示
し
た
も
の

で
あ
る
。
そ
の
空
想
を
中
野
の
小
説
の
回
想
形
式
の
検
討
に
ま
で
拡
大
し
て

考
え
る
な
ら
、
そ
れ
は
中
野
の
文
学
を
構
成
し
て
い
る
大
き
な
要
素
と
な

る
。
「
小
説
の
書
け
ぬ
小
説
家
」
（
前
掲
）
は
「
高
吉
の
狭
い
部
屋
は
だ
ん
だ

ん
寒
く
な
っ
て
彼
の
膝
は
し
び
れ
は
じ
め
て
い
た
。
そ
し
て
そ
れ
に
つ
れ

て
、
彼
は
、
一
度
聞
い
た
話
や
一
度
覚
え
た
言
葉
を
す
べ
て
残
ら
ず
思
い
出

そ
う
と
思
い
は
じ
め
て
い
た
。
」
と
い
う
一
文
で
終
わ
る
。
言
わ
ば
、
空
想

は
過
去
を
再
検
討
す
る
契
機
と
な
る
の
で
あ
る
。

中
野
は
「
蟹
シ
ャ
ボ
テ
ン
の
花
Ｉ
室
生
さ
ん
に
ｌ
」
（
「
改
造
」
一
九

三
九
年
一
月
）
の
中
で
先
祖
が
わ
ず
か
に
残
し
た
文
章
か
ら
彼
ら
に
つ
い
て

空
想
を
深
め
て
い
く
。
中
野
は
キ
ュ
リ
ー
夫
人
の
文
章
を
引
用
し
、
「
私
な

り
私
た
ち
の
世
代
な
り
が
、
わ
が
家
の
先
祖
の
全
弱
点
を
綜
括
す
る
運
命
に

あ
る
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
ぬ
で
し
ょ
う
か
」
と
問
う
。
そ
し
て
、
「
む

ろ
ん
私
は
、
何
か
を
あ
き
ら
め
た
人
間
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
言
い
、
「
私

の
家
の
血
統
の
な
か
で
、
私
の
上
の
花
の
つ
ぼ
む
よ
う
な
時
期
が
定
め
ら
れ

て
い
る
と
し
て
も
仕
方
は
あ
り
ま
せ
ん
」
「
私
は
私
な
り
に
、
じ
つ
く
り
と

か
ぎ
り
ぎ
り
と
か
い
う
形
容
詞
の
む
こ
う
の
方
へ
出
て
行
き
た
い
と
考
え
ま

す
」
と
言
う
。

空
想
は
、
内
的
な
想
像
に
よ
っ
て
現
実
の
時
空
間
を
読
み
換
え
、
先
祖
を

五
、
終
わ
り
に

抑
圧
か
ら
解
放
す
る
手
段
で
あ
る
。
そ
れ
は
善
六
の
家
の
起
源
す
ら
読
み
替

え
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
お
じ
さ
ん
の
話
」
（
「
中
央
公
論
」
一
九
三
六
年
十

月
）
で
、
以
下
の
よ
う
に
示
さ
れ
る
子
供
の
疑
問
が
あ
る
。
「
僕
ん
ち
に
と

う
さ
ん
と
か
あ
さ
ん
と
あ
る
だ
ろ
う
？
と
う
さ
ん
に
も
と
う
さ
ん
と
か
あ

さ
ん
と
あ
る
。
か
あ
さ
ん
に
も
と
う
さ
ん
と
か
あ
さ
ん
と
あ
る
。
そ
う
す
る

と
ね
、
と
う
さ
ん
の
と
う
さ
ん
、
お
じ
い
さ
ん
だ
ね
、
そ
の
お
じ
い
さ
ん
に

も
と
う
さ
ん
と
か
あ
さ
ん
と
あ
る
。
お
ば
あ
さ
ん
に
も
と
う
さ
ん
と
か
あ
さ

ん
と
あ
る
。
お
じ
さ
ん
ち
で
も
同
じ
だ
ね
？
そ
う
す
る
と
、
む
か
し
ほ
ど

人
が
多
い
の
か
し
ら
・
」
こ
の
疑
問
は
お
じ
さ
ん
に
よ
っ
て
、
人
口
は
進
歩

的
に
増
え
て
き
た
と
退
け
ら
れ
る
が
、
結
局
疑
問
は
解
け
な
い
。
中
野
が
想

定
し
て
い
る
、
父
か
ら
連
な
る
先
祖
は
目
的
論
的
に
解
放
を
待
ち
受
け
て
い

る
だ
け
で
な
く
、
無
限
に
可
能
性
を
持
ち
込
み
、
過
去
を
分
裂
化
さ
せ
る
先

祖
な
の
で
あ
る
。

本
作
に
お
い
て
善
六
は
芥
川
龍
之
介
の
「
誘
惑
」
（
「
改
造
」
一
九
二
七
年

四
月
）
、
「
浅
草
公
園
」
（
「
文
藝
春
秋
」
一
九
二
七
年
四
月
）
と
い
う
二
つ
の

シ
ナ
リ
オ
を
「
一
種
の
杼
情
詩
で
あ
り
、
手
す
さ
び
で
あ
る
」
と
批
判
し
て

い
る
。
ま
た
、
日
本
映
画
に
ふ
れ
、
「
日
本
人
に
は
、
一
般
に
こ
う
い
う
、

全
体
の
統
一
的
構
成
と
い
う
こ
と
に
た
い
す
る
円
満
な
感
覚
が
欠
如
し
て
い

る
の
で
あ
ろ
う
か
」
と
問
う
。
そ
し
て
、
「
お
ま
え
は
意
地
が
わ
る
い
、
蟻

の
脚
を
く
じ
い
た
り
し
て
ｌ
ち
い
ち
や
い
脚
を
。
」
と
問
い
続
け
る
西
洋

の
童
話
を
引
用
し
、
「
つ
ぎ
つ
ぎ
と
主
人
公
が
変
っ
て
い
く
の
に
、
最
初
の

氷
た
ち
を
の
い
き
さ
つ
を
ど
こ
ま
で
行
っ
て
も
忘
れ
な
い
で
、
話
の
数
を
一

つ
ず
つ
ふ
や
し
な
が
ら
、
つ
ぎ
か
ら
つ
ぎ
へ
と
最
初
へ
の
さ
か
の
ぼ
り
を
重

八
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ね
て
行
く
行
き
方
」
に
驚
き
、
「
こ
れ
が
日
本
人
な
ら
ば
、
い
ち
い
ち
元
へ

も
ど
ら
ず
に
、
つ
ぎ
つ
ぎ
に
一
つ
ず
つ
で
進
ん
で
行
く
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
」
と
日
本
人
全
体
の
通
用
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
中
野
の
転
向
も
ま
た

（
８
）

瞬
間
的
、
場
当
た
り
的
な
も
の
で
は
な
く
、
「
瀬
踏
み
」
を
重
ね
る
も
の
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
、
繰
り
返
さ
れ
る
転
向
に
お
い
て
、
転
向
に
対
す
る
問
い

は
無
限
に
問
わ
れ
続
け
、
空
想
に
よ
っ
て
過
去
の
様
々
な
可
能
性
を
現
前
さ

せ
る
Ｏ中

野
の
転
向
文
学
、
「
ね
ち
ね
ち
し
た
進
み
方
」
と
は
、
こ
の
内
的
な
空

想
と
紙
の
本
の
間
で
、
空
想
と
戦
時
中
の
閉
塞
し
た
状
況
の
間
で
、
「
こ
け

っ
転
び
っ
」
す
る
断
層
に
、
ブ
ラ
ン
デ
ス
の
『
十
九
世
紀
文
学
主
潮
史
』

含
第
二
期
大
思
想
文
学
全
集
羽
十
九
世
紀
文
学
主
潮
史
（
四
）
第
六
巻

青
春
独
逸
派
』
春
秋
社
、
一
九
三
○
年
八
月
）
の
バ
ル
ザ
ッ
ク
の
引
用
の

よ
う
に
、
「
自
分
で
自
分
を
噴
火
口
へ
た
た
き
こ
む
」
よ
う
に
立
ち
向
か
う

こ
と
で
あ
っ
た
。
本
自
体
を
対
象
化
す
る
本
に
よ
り
、
無
限
化
さ
れ
た
問
題

に
、
そ
れ
で
も
何
度
も
繰
り
返
し
経
験
的
な
言
葉
を
連
ね
て
い
く
こ
と
で
あ

り
、
無
意
味
で
し
か
な
い
か
も
し
れ
な
い
労
働
を
生
き
る
生
を
自
ら
の
も
の

と
し
て
、
充
実
し
た
意
味
に
溢
れ
て
い
る
か
の
如
く
喧
伝
す
る
フ
ァ
シ
ズ
ム

を
退
け
な
が
ら
、
豊
か
な
意
味
付
け
を
探
し
て
い
く
こ
と
で
あ
っ
た
。

中
野
の
接
し
て
い
る
問
題
と
は
、
文
学
が
意
味
に
安
住
で
き
な
く
な
っ
た

と
言
う
こ
と
を
指
す
。
し
か
し
、
善
六
の
身
体
を
通
じ
て
「
こ
け
つ
転
び

つ
」
す
る
と
い
う
現
象
自
体
が
、
読
者
の
身
体
に
現
前
し
て
お
り
、
読
者
が

追
体
験
し
て
お
り
、
そ
の
体
験
が
作
品
の
中
に
刻
み
込
ま
れ
て
い
る
と
す
れ

ば
、
善
六
の
神
経
衰
弱
的
時
間
停
止
は
独
断
的
な
も
の
で
は
な
く
、
開
か
れ

中
野
重
治
「
空
想
家
と
シ
ナ
リ
オ
」
論

た
問
題
を
内
在
さ
せ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
本
作
が
抱
え
て
い
る

問
題
性
と
、
政
治
的
抑
圧
の
さ
中
に
も
見
出
せ
る
可
能
性
は
、
文
学
的
表
現

の
次
元
で
確
か
に
社
会
へ
の
批
判
を
構
築
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

注（
１
）
一
九
三
七
年
十
月
十
二
日
、
内
務
省
警
保
局
か
ら
出
さ
れ
た
、

特
定
の
作
家
た
ち
へ
の
投
稿
を
禁
止
さ
せ
る
処
置
で
あ
る
。
検
閲
な

ど
の
当
時
の
法
律
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
く
、
出
版
社
な
ど
に
対
す

る
示
唆
で
あ
っ
た
。
各
作
家
は
そ
れ
で
も
書
か
せ
て
く
れ
る
出
版
社

な
ど
か
ら
執
筆
し
、
徐
々
に
処
置
を
有
名
無
実
化
さ
せ
て
い
っ
た
。

「
年
譜
」
（
「
中
野
重
治
全
集
第
二
十
八
巻
」
筑
摩
書
房
、
一
九
八

○
年
五
月
）
、
編
集
代
表
・
小
田
切
秀
雄
『
文
学
・
昭
和
十
年
代
を

聞
く
』
（
勁
草
書
房
、
一
九
七
六
年
十
月
）
な
ど
参
照
。

（
２
）
中
野
重
治
の
こ
の
頃
の
伝
記
的
事
実
に
つ
い
て
は
、
「
年
譜
」

（
「
中
野
重
治
全
集
第
二
十
八
巻
」
前
掲
）
松
下
祐
「
増
訂
評
伝

中
野
重
治
』
（
平
凡
社
、
二
○
二
年
五
月
）
な
ど
を
参
考
に
し
た
。

（
３
）
初
収
録
単
行
本
『
空
想
家
と
シ
ナ
リ
オ
［
他
二
篇
皀
（
改
造
社
、

一
九
三
九
年
十
一
月
）
。
再
録
本
貢
昭
和
名
作
選
集
別
〉
歌
の
わ
か

れ
」
（
新
潮
社
、
一
九
四
○
年
八
月
）
、
「
中
野
重
治
選
集
Ⅲ
第
一

章
』
（
筑
摩
書
房
、
一
九
四
八
年
一
月
）
な
ど
。
第
一
次
全
集
『
中

野
重
治
全
集
」
（
筑
摩
書
房
、
一
九
五
九
年
六
月
）
、
第
二
次
全
集

『
中
野
重
治
全
集
第
二
巻
』
（
筑
摩
書
房
、
一
九
七
七
年
四
月
）
、

第
三
次
全
集
「
中
野
重
治
全
集
第
二
巻
」
（
筑
摩
書
房
、
一
九
九
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（
５
）
「
国
家
総
動
員
法
」
（
「
官
報
」
一
九
三
八
年
四
月
一
日
）
の
規
定

に
よ
り
、
「
地
代
家
賃
統
制
令
」
が
発
布
さ
れ
た
（
「
官
報
」
一
九
三

九
年
十
月
十
八
日
）
。
こ
れ
は
貸
主
が
勝
手
に
家
賃
を
上
げ
る
こ
と

を
統
制
し
て
お
り
、
地
価
の
イ
ン
フ
レ
に
対
応
し
、
借
家
人
を
保
護

（
６
）
「
東
京
朝
日
新
聞
」
一
九
三
九
年
五
月
十
日
夕
刊
に
「
板
橋
の
セ

ル
ロ
イ
ド
エ
場
爆
發
死
傷
者
三
百
名
に
達
す
近
接
各
工
場
民
家

も
灰
儘
」
と
の
見
出
し
の
記
事
が
載
る
。

（
７
）
空
地
地
区
政
策
は
「
市
街
地
建
築
物
法
」
の
改
正
（
「
官
報
」
一

九
三
八
年
三
月
二
十
八
日
）
に
よ
り
実
施
さ
れ
た
。

四
年
四
月
）
。
な
お
、
本
論
中
に
お
け
る
作
品
引
用
は
最
終
的
な
本

文
確
定
が
成
さ
れ
た
と
判
断
で
き
る
二
次
全
集
に
よ
っ
た
。

（
４
）
中
野
は
「
探
求
の
不
徹
底
」
（
「
帝
国
大
学
新
聞
」
一
九
三
七
年

十
一
月
八
日
）
に
お
い
て
島
木
健
作
「
生
活
の
探
求
』
の
評
を
載
せ

た
。
そ
れ
に
対
し
て
島
木
は
反
論
と
し
て
、
「
作
品
批
評
の
性
格
ｌ

中
野
重
治
氏
の
批
評
に
答
ふ
」
（
「
帝
国
大
学
新
聞
」
一
九
三
七
年
十

一
月
十
五
日
）
を
書
い
た
。
こ
れ
は
か
な
り
調
子
の
強
い
も
の
で
、

当
時
い
か
に
二
人
が
対
立
し
て
い
た
か
分
か
る
。
中
野
は
こ
れ
に
反

論
す
る
た
め
、
「
文
藝
」
に
「
島
木
健
作
に
答
え
」
を
載
せ
よ
う
と

す
る
が
、
執
筆
禁
止
の
処
置
に
よ
り
直
前
で
流
れ
た
。
戦
後
、
は
じ

め
て
「
政
治
と
文
学
』
（
東
方
社
、
一
九
五
二
年
六
月
）
に
お
さ
ま

る
。
中
野
は
そ
こ
で
島
木
の
小
説
の
言
語
の
通
俗
性
、
肉
感
性
の
不

め
て
一
政
治
と
文
学
』

る
。
中
野
は
そ
こ
で
自

足
を
指
摘
し
て
い
る
。

九
年
十
月
十
八
日
）
。

を
統
制
し
て
お
り
、
皿

す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

（
８
）
中
野
は
「
空
想
家
と
シ
ナ
リ
オ
」
も
収
録
さ
れ
た
ヨ
歌
の
わ
か

れ
」
序
」
二
歌
の
わ
か
れ
」
一
九
四
○
年
八
月
、
新
潮
社
）
に
お
い

て
、
木
下
杢
太
郎
を
引
用
し
、
「
「
い
く
つ
も
い
く
つ
も
同
じ
や
う

な
、
読
み
で
の
あ
る
作
品
」
を
「
沢
山
」
書
く
よ
う
な
作
家
に
は
な

ら
な
か
っ
た
。
私
は
た
だ
「
摸
索
」
し
て
き
た
。
「
瀬
踏
み
」
を
重

ね
て
き
た
。
「
か
く
し
て
」
私
は
、
わ
た
し
が
「
ユ
マ
ニ
テ
エ
の
た

め
に
貢
献
し
」
得
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
う
た
が
わ
ぬ
何
》
」
と
述
べ
て

い
う
勺
。

（
ま
ん
だ
．
け
い
た
本
学
博
士
前
期
課
程
）
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