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Abstract

In August 1925, Yokomitsu Riichi (1898-1947), who had been hailed as the leader of the 
Neo-Sensualist movement, published the short story ‘Machi no Soko’, in the magazine ‘Bungei 
Jidai’. This work appeared at a time when, as the critic Hirano Ken has pointed out, the 
Japanese world of letters was dominated by the sanpa teiritsu, i.e., the three-cornered contest 
between the already established realistic literature, the proletarian literature, and the new 
novel of the 20th century. This paper aims to show that ‘Machi no Soko’ has features that 
challenge both realistic and proletarian literature, while bringing to the fore its modernist 
characteristics.
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一
　
は
じ
め
に

本
稿
は
、
大
正
か
ら
昭
和
に
か
け
て
活
躍
し
た
小
説
家
・
横
光
利
一
が
、
大
正

一
四
年
八
月
に
発
表
し
た
小
説
「
街
の
底
」（「
文
芸
時
代
」）
を
再
評
価
す
る
試

み
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
こ
の
作
品
が
自
然
主
義
系
統
の
既
成
文
壇
や
プ
ロ
レ

タ
リ
ア
文
学
に
対
す
る
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し
て
の
性
質
を
持
っ
て
お
り
、
一
方
で

ま
た
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
芸
術
の
特
徴
を
多
く
備
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に

す
る
。
そ
し
て
、
文
学
史
的
・
社
会
的
側
面
の
両
方
に
お
い
て
、「
街
の
底
」
が

同
時
代
状
況
と
密
接
な
関
わ
り
を
持
つ
作
品
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

さ
て
、
デ
ビ
ュ
ー
直
後
の
横
光
の
文
学
活
動
を
、
玉
村
周
は
次
の
よ
う
に
ま
と

め
て
い
る（

1
（

。

大
正
一
二
年
「
蠅
」「
日
輪
」
で
作
家
と
し
て
出
発
。『
文
芸
時
代
』
創
刊
と

共
に
新
感
覚
派
の
中
心
的
存
在
と
な
る
。（
中
略
）新
感
覚
派
の
文
学
運
動
は
、

単
な
る
文
体
の
改
革
運
動
で
あ
っ
た
と
人
々
に
印
象
づ
け
て
し
ま
う
結
果
と

な
っ
た
が
、（
中
略
）
そ
れ
ま
で
と
は
違
っ
た
、
現
実
社
会
に
対
す
る
新
し

い
価
値
観
を
横
光
は
暗
示
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

「
文
芸
春
秋
」
に
「
蠅
」（
大
正
一
二
年
五
月
）
を
、「
新
小
説
」
に
「
日
輪
」（
大

正
一
二
年
五
月
）
を
発
表
し
、
華
々
し
く
文
壇
に
出
た
横
光
は
、
翌
年
に
は
川
端

康
成
ら
と
同
人
を
組
み
「
文
芸
時
代
」
を
創
刊
し
た
。
千
葉
亀
雄
が
与
え
た
新
感

覚
派
と
い
う
名
を
引
き
受
け
な
が
ら
、
同
人
た
ち
は
こ
の
雑
誌
を
拠
点
に
積
極
的

に
文
学
活
動
を
展
開
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
既
成
文
壇
の
主
流
を
占

め
る
リ
ア
リ
ズ
ム
に
対
抗
し
つ
つ
、
同
時
代
精
神
に
基
づ
い
た
新
た
な
世
界
観
を

独
自
の
文
体
に
よ
っ
て
表
現
す
る
こ
と
が
志
向
さ
れ
た
。

「
文
芸
時
代
」
初
発
期
に
お
い
て
、
彼
ら
の
仮
想
敵
は
自
然
主
義
的
リ
ア
リ
ズ

ム
で
あ
り
、
そ
れ
が
基
づ
く
認
識
論
、
す
な
わ
ち
素
朴
実
在
論
で
あ
っ
た
。
他
方
、

社
会
思
想
的
な
面
に
お
い
て
彼
ら
の
対
抗
勢
力
と
し
て
あ
ら
わ
れ
た
の
が
プ
ロ
レ

タ
リ
ア
文
学
で
あ
る
。
大
正
末
期
か
ら
昭
和
初
期
の
文
壇
の
、
こ
の
よ
う
な
勢
力

図
を
鮮
や
か
に
捉
え
た
の
が
平
野
謙
の
三
派
鼎
立
概
念
で
あ
る（

2
（

。
こ
の
時
期
の
文

壇
は
、「
自
然
主
義
、
私
小
説
と
つ
ゞ
く
既
成
リ
ア
リ
ズ
ム
文
学
と
、
そ
の
よ
う

な
伝
統
的
な
リ
ア
リ
ズ
ム
文
学
を
技
法
的
に
革
新
し
よ
う
と
す
る
文
学
傾
向
と
、

イ
デ
オ
ロ
ギ
イ
的
に
克
服
し
よ
う
と
す
る
文
学
運
動
と
の
三
派
鼎
立
と
し
て
」
理

解
で
き
る
と
い
う（

（
（

。
平
野
は
後
に
こ
れ
を
「
私
小
説
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
、
二

十
世
紀
小
説
の
三
派
鼎
立
」
と
端
的
に
表
現
す
る
が（

（
（

、
大
正
末
に
生
じ
た
新
感
覚

派
の
運
動
は
そ
の
う
ち
「
二
十
世
紀
小
説
」
の
最
も
早
い
現
れ
で
あ
っ
た
。

横
光
が
「
街
の
底
」
を
発
表
し
た
の
は
、
文
壇
が
ま
さ
に
こ
の
三
派
鼎
立
を
成

し
つ
つ
あ
る
頃
で
あ
っ
た
。

主
人
公
で
あ
る
「
彼
」
は
職
に
就
け
ず
に
、
毎
日
の
よ
う
に
街
の
「
裏
の
青
い

丘
の
上
」
に
登
っ
て
自
ら
の
住
む
街
を
見
下
ろ
す
。
そ
こ
か
ら
見
え
る
街
は
、
貴

族
の
邸
宅
が
立
ち
並
ぶ
「
北
方
の
高
台
」
と
、
工
場
煤
煙
が
充
満
す
る
「
南
方
の

狭
い
谷
底
の
よ
う
な
街
」
と
に
分
か
れ
て
し
ま
っ
て
い
て
、
く
た
び
れ
た
「
彼
」

は
そ
の
景
色
か
ら
希
望
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
夕
暮
れ
が
近
づ
く
と
「
彼
」

は
路
地
裏
の
借
家
に
帰
り
、
そ
こ
で
ぼ
ん
や
り
と
自
殺
の
光
景
を
思
い
浮
か
べ
る
。

借
家
の
破
れ
た
塀
か
ら
隣
家
の
「
病
人
の
乳
房
」
を
見
つ
め
て
い
る
と
、
そ
れ
が

「
彼
」
の
視
野
の
中
で
拡
大
し
、
や
が
て
「
彼
」
は
、
そ
の
乳
房
が
「
重
々
し
い

重
量
を
示
し
な
が
ら
崩
れ
た
砲
塔
の
や
う
な
影
像
を
蓄
へ
て
の
め
り
出
し
」
て
く

る
よ
う
な
幻
想
に
と
ら
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
夜
に
な
る
と
再
び
「
彼
」
は
外
出
し
、

今
度
は
「
露
店
」
を
覗
い
て
回
る
。
そ
し
て
露
天
商
の
「
筵
の
上
に
積
も
つ
て
ゐ

る
銅
貨
の
山
」
を
「
街
々
の
壮
大
な
円
錐
の
傾
斜
線
を
一
心
に
支
へ
て
ゐ
る
釘
」

に
見
立
て
、
そ
れ
を
引
き
抜
く
こ
と
で
市
街
を
ば
ら
ば
ら
に
砕
い
て
し
ま
う
と
い

う
幻
想
を
抱
く
。
そ
の
幻
想
の
中
に
「
彼
」
は
「
生
活
の
悲
し
み
」
を
感
じ
つ
つ

も
、「
に
や
り
と
笑
つ
て
」
自
宅
へ
帰
っ
て
く
る
。
あ
る
日
、
道
で
会
っ
た
タ
ワ

シ
売
り
の
老
婆
に
乞
わ
れ
、
な
け
な
し
の
金
を
や
っ
て
し
ま
っ
た
「
彼
」
は
、
再

び
丘
の
上
に
向
か
う
。
何
か
を
考
え
よ
う
と
し
て
も
頭
に
痛
み
を
覚
え
思
考
で
き

な
い
「
彼
」
は
、
波
の
よ
う
に
下
校
し
始
め
る
女
学
生
に
洗
わ
れ
な
が
ら
「
杭
の
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や
う
に
」
立
ち
つ
く
す
。

「
街
の
底
」
が
出
た
大
正
一
四
年
は
、
横
光
が
新
感
覚
派
時
代
で
も
も
っ
と
も

精
力
的
に
活
動
し
た
時
期
で
あ
る
。
初
期
の
代
表
作
が
揃
う
こ
の
頃
の
作
品
群
に

お
い
て
、
し
か
し
な
が
ら
「
街
の
底
」
は
さ
ほ
ど
重
視
さ
れ
て
は
こ
な
か
っ
た
。

ご
く
短
編
で
あ
る
こ
と
に
加
え
、
は
っ
き
り
し
た
筋
立
て
と
構
成
を
持
た
な
い
散

文
詩
の
よ
う
な
性
格
の
作
品
で
あ
る
こ
と
も
そ
の
一
因
だ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
こ

の
作
に
触
れ
た
数
少
な
い
先
行
論
に
は
重
要
な
指
摘
が
多
い
。
こ
れ
ま
で
の
研
究

に
よ
る
「
街
の
底
」
の
評
価
を
概
観
し
て
お
き
た
い
。

「
上
海
」（
昭
和
三
年
一
一
月
～
六
年
一
一
月
、「
改
造
」）
は
、
横
光
の
作
品
の

中
で
も
特
に
重
要
な
も
の
と
し
て
様
々
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
田
口
律
男
は

「〝「
街
」
も
の
〟
の
系
譜
を
丹
念
に
た
ど
っ
て
い
け
ば
、
お
の
ず
と
『
上
海
』
の

沃
野
に
た
ど
り
つ
け
る
」
と
述
べ
、「
街
の
底
」
や
「
無
礼
な
街
」（
大
正
一
三
年

九
月
、「
新
潮
」）
な
ど
「
目
立
た
な
い
テ
ク
ス
ト
群
に
も
注
意
を
お
こ
た
る
べ
き

で
は
な
い
」
と
主
張
し
た（

（
（

。〝「
街
」
も
の
〟
に
「
上
海
」
の
構
造
・
モ
チ
ー
フ
・

表
現
を
解
明
す
る
糸
口
を
見
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
見
出
さ
れ
た
「
街

の
底
」
の
特
徴
の
う
ち
、
も
っ
と
も
重
要
な
の
は
人
間
と
都
市
の
主
客
逆
転
の
構

造
で
あ
ろ
う
。
田
口
は
こ
れ
を
「
人
間
主
体
は
「
街
」（
都
市
）
の
「
傀
儡
」、
も

し
く
は
リ
セ
プ
タ
ー
と
変
成
す
る
」
と
表
現
し
て
い
る
。
本
来
な
ら
物
語
の
背
景
、

な
い
し
舞
台
で
あ
り
静
的
な
都
市
が
、
い
か
に
も
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
も
の
と
し
て

「
彼
」
に
認
識
さ
れ
前
景
化
す
る
と
い
う
指
摘
は
、
横
光
の
レ
ト
リ
カ
ル
な
文
体

を
も
そ
の
文
脈
に
意
味
付
け
て
〝「
街
」
も
の
〟
の
重
要
性
を
鮮
や
か
に
示
し
て

い
る
。

石
田
仁
志
は
横
光
が
昭
和
三
年
頃
に
展
開
し
た
形
式
論
の
萌
芽
を
大
正
一
四
年

の
評
論
に
見
出
し
、
バ
フ
チ
ン
の
「
ク
ロ
ノ
ト
ポ
ス
」
概
念
を
応
用
し
な
が
ら
そ

の
論
の
内
実
を
追
究
し
た
が
、
加
え
て
そ
の
形
式
論
の
実
践
と
し
て
「
街
の
底
」

を
位
置
づ
け
分
析
し
て
い
る（

（
（

。
石
田
に
よ
れ
ば
「
横
光
利
一
が
形
式
論
を
展
開
す

る
過
程
で
目
指
し
た
ク
ロ
ノ
ト
ポ
ス
」
と
は
「『
現
実
』
の
時
空
間
の
中
で
生
き

そ
し
て
変
容
せ
ざ
る
を
得
な
い
人
間
の
生
活
や
感
覚
を
描
き
出
す
と
こ
ろ
の
、
重

層
的
に
〈
屈
折
〉
さ
せ
ら
れ
た
文
学
的
な
ク
ロ
ノ
ト
ポ
ス
」
で
あ
り
、「『
街
の
底
』

は
（
中
略
）『
現
実
』
の
空
間
が
内
的
な
『
感
覚
』
の
表
現
へ
と
転
換
さ
れ
る
時

空
間
を
形
作
っ
て
い
る
」
と
い
う
。

石
田
と
同
様
に
、
理
論
に
対
す
る
実
践
と
し
て
こ
の
作
を
評
価
す
る
の
が
杣
谷

英
紀
で
あ
る（

（
（

。「
街
の
底
」
の
発
表
を
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
半
年
前
、
横
光
は
自
ら

の
文
学
運
動
を
理
論
的
に
説
明
し
た
「
感
覚
活
動
―
―
感
覚
活
動
と
感
覚
的
作
物

に
対
す
る
逆
説
」（
大
正
一
四
年
二
月
、「
文
芸
時
代
」、
以
下
「
感
覚
活
動
」）
を

発
表
し
て
い
る
。
杣
谷
は
「
感
覚
活
動
」
の
実
践
と
し
て
「
街
の
底
」
を
と
ら
え
、

こ
の
理
論
の
枠
組
み
の
も
と
に
、
構
成
や
人
物
の
あ
り
方
な
ど
を
分
析
す
る
。
そ

し
て「
空
壜
」と
い
う
モ
チ
ー
フ
が
持
つ
意
味
に
注
目
し
、
そ
れ
が「
街
」や「
彼
」

の
隠
喩
で
あ
る
と
読
ん
だ
。
難
解
で
知
ら
れ
る
「
感
覚
活
動
」
に
含
ま
れ
た
諸
概

念
を
、
具
体
的
な
作
に
落
と
し
込
ん
で
説
明
し
た
こ
の
論
は
、「
街
の
底
」
論
で

あ
る
と
同
時
に
優
れ
た
「
感
覚
活
動
」
論
で
も
あ
る
。

二
「
街
の
底
」
と
私
小
説

右
の
う
ち
、
石
田
は
「
街
の
底
」
の
舞
台
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
見
解
を
示
し

て
い
る
。

横
光
は
「
ぶ
つ
し
ゆ
か
ん
」（
一
九
三
三
〈
昭
和
八
〉
年
二
月
）
と
い
う
随

筆
の
中
で
「
田
町
一
帯
は
自
分
が
一
番
貧
困
時
代
う
ろ
う
ろ
絶
え
ず
し
つ
づ

け
た
と
こ
ろ
」
で
、
こ
の
土
地
一
帯
を
「
街
の
底
」
に
書
い
た
と
述
べ
て
い

る
。
田
町
の
あ
る
芝
区
（
現
在
の
港
区
）
は
震
災
に
よ
る
被
害
が
東
京
市
内

で
も
日
本
橋
や
深
川
な
ど
に
比
べ
れ
ば
小
さ
い
ほ
う
で
あ
っ
た
た
め
に
、
震

災
後
の
復
興
も
早
く
、
高
台
（
山
の
手
）
に
対
す
る
臨
海
方
面
の
京
浜
地
帯

（
田
町
は
そ
の
北
端
に
あ
た
る
）
は
被
災
民
の
流
入
も
あ
っ
て
工
場
数
が
次

第
に
増
加
し
、
一
大
工
業
地
帯
と
し
て
膨
張
し
始
め
て
い
た
。

石
田
は
横
光
の
自
作
解
説
を
田
町
の
同
時
代
状
況
か
ら
裏
付
け
つ
つ
、「
街
の
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底
」
の
舞
台
が
芝
区
で
あ
っ
た
と
判
断
し
て
い
る
。「
街
の
底
」
の
舞
台
は
、
横

光
が
、
ひ
い
て
は
石
田
が
言
う
よ
う
に
、
確
か
に
田
町
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ

に
描
か
れ
た
街
の
特
徴
を
細
か
く
確
認
し
て
み
よ
う
。

物
語
は
一
種
独
特
の
描
写
か
ら
始
ま
る
。
様
々
な
店
が
通
り
に
並
ぶ
様
子
が
次

の
よ
う
に
詳
細
に
描
か
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
街
角
に
は
靴
屋
が
あ
つ
た
。（
中
略
）
そ
の
横
は
時
計
屋
で
、（
中
略
）

ま
た
そ
の
横
の
卵
屋
で
は
、（
中
略
）
そ
の
横
は
瀬
戸
物
屋
だ
。（
中
略
）
／

そ
の
横
は
花
屋
で
あ
る
。（
中
略
）
そ
の
横
の
洋
服
屋
で
は
（
中
略
）
そ
の

横
に
は
鎧
の
や
う
な
本
屋
が
（
中
略
）
本
屋
の
横
に
は
呉
服
屋
が
並
ん
で
ゐ

る
。
／
そ
の
横
は
女
学
校
の
門
で
あ
る
。（
中
略
）そ
の
横
は
風
呂
屋
で
あ
る
。

（
中
略
）
そ
の
横
は
果
物
屋
だ
。（
中
略
）
果
物
屋
の
横
に
は
外
科
医
が
あ
つ

た
。

中
略
箇
所
で
は
新
感
覚
派
ら
し
い
修
辞
に
よ
っ
て
店
の
様
子
が
表
現
さ
れ
て
い
る

の
だ
が
、
こ
こ
で
は
ま
ず
、
店
が
ず
ら
り
と
並
ん
だ
通
り
が
冒
頭
の
舞
台
で
あ
る

こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
と
り
わ
け
、
物
語
の
最
後
の
一
節
に
も
出
て
く
る

女
学
校
の
門
が
、
こ
こ
で
商
店
と
並
ぶ
形
で
描
写
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
て

お
こ
う
。

物
語
中
、「
彼
」
が
街
を
見
下
ろ
す
た
め
に
上
っ
て
い
く
丘
は
こ
の
通
り
の
裏

手
に
あ
る
。
そ
の
丘
の
特
徴
は
次
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
る
。

彼
は
こ
れ
ら
の
店
々
の
前
を
黙
つ
て
通
り
、
毎
日
そ
の
裏
の
青
い
丘
の
上
へ

登
つ
て
い
つ
た
。
丘
は
街
の
三
条
の
直
線
に
押
し
包
ま
れ
た
円
錐
形
の
濃
密

な
草
原
で
、（
後
略
）

こ
こ
で
は
、
丘
と
商
店
街
と
の
位
置
関
係
、
加
え
て
「
三
条
の
直
線
」
す
な
わ
ち

三
本
の
通
り
に
囲
わ
れ
た
丘
と
い
っ
た
点
が
、
舞
台
を
特
定
す
る
た
め
に
重
要
な

情
報
だ
ろ
う
。

ま
た
作
中
で
明
白
な
二
項
対
立
を
な
す
「
北
方
の
高
台
」
と
「
南
方
の
狭
い
谷

底
の
よ
う
な
街
」
と
は
、
次
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。

北
方
の
高
台
に
は
広
々
と
し
た
貴
族
の
邸
宅
が
並
ん
で
ゐ
た
。（
中
略
）
／

彼
は
南
方
の
狭
い
谷
底
の
や
う
な
街
を
見
下
ろ
し
た
。
そ
こ
で
は
吐
き
出
さ

れ
た
炭
酸
瓦
斯
が
気
圧
を
造
り
、
塵
埃
を
吹
き
込
む
東
風
と
チ
ブ
ス
と
工
廠

の
煙
ば
か
り
が
自
由
で
あ
つ
た
。
そ
こ
に
は
植
物
が
な
か
つ
た
。
集
る
も
の

は
瓦
と
黴
菌
と
空
壜
と
、
市
場
の
売
れ
残
つ
た
品
物
と
労
働
者
と
売
春
婦
と

鼠
と
だ
。

北
の
高
台
は
富
裕
層
が
住
む
エ
リ
ア
で
あ
り
、「
風
と
光
り
が
自
由
に
出
入
を
赦

さ
れ
た
」
場
所
で
あ
る
。
他
方
、
低
く
暗
い
「
谷
底
の
や
う
な
」
エ
リ
ア
は
工
場

の
煤
煙
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
「
自
由
」
な
の
は
「
塵
埃
を
吹
き

込
む
東
風
と
チ
ブ
ス
と
工
廠
の
煙
」
の
み
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
汚
さ
れ
た
空
気
を

浄
化
す
る
「
植
物
」
が
存
在
し
な
い
。
語
り
手
は
労
働
者
と
娼
婦
と
に
焦
点
を
あ

て
、
富
裕
層
と
の
対
比
を
明
確
に
し
て
い
る
。
こ
れ
も
ま
た
物
語
の
舞
台
を
考
え

る
上
で
重
要
な
点
だ
ろ
う
。

そ
の
う
ち
労
働
者
を
め
ぐ
る
記
述
と
し
て
は
次
の
二
つ
の
点
に
留
意
し
て
お
き

た
い
。
職
工
た
ち
の
職
場
と
彼
ら
の
利
用
す
る
飲
食
店
と
で
あ
る
。

日
が
暮
れ
か
か
る
と
彼
は
丘
を
降
り
て
街
の
中
へ
這
入
つ
て
行
つ
た
。
時
に

は
彼
は
工
廠
の
門
か
ら
疲
労
の
風
の
や
う
に
雪
崩
れ
て
来
る
青
黒
い
職
工
達

の
群
れ
に
包
ま
れ
て
押
し
流
さ
れ
た
。（
中
略
）
／
時
々
彼
は
空
腹
な
彼
ら

の
一
団
に
包
ま
れ
た
ま
ま
こ
つ
そ
り
と
肉
飯
屋
へ
入
つ
た
。
そ
こ
の
調
理
場

で
は
、
皮
を
ひ
き
剥
か
れ
た
豚
と
牛
の
頭
が
眠
つ
た
支
那
人
の
首
の
や
う
に

転
ん
で
ゐ
た
。
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こ
こ
で
は
、
工
廠
で
働
く
職
工
た
ち
が
疲
弊
し
た
労
働
者
と
し
て
描
か
れ
る
。
そ

し
て
彼
ら
が
流
れ
込
む
「
肉
飯
屋
」
は
、
差
別
的
な
表
現
を
伴
い
な
が
ら
不
浄
な

場
所
と
し
て
語
ら
れ
る
。

最
後
に
主
人
公
の
生
活
に
関
す
る
記
述
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
主
人
公
で
あ
る

「
彼
」
は
こ
の
よ
う
な
街
で
「
他
人
の
家
の
表
の
三
畳
を
借
り
て
」
生
活
し
て
い
る
。

そ
の
生
活
は
貧
し
く
粗
末
で
、
そ
の
こ
と
は
「
部
屋
に
は
ト
ゲ
の
刺
さ
る
傾
い
た

柱
が
あ
る
」
と
い
う
文
に
象
徴
さ
れ
て
い
る
。

右
に
述
べ
て
き
た
諸
特
徴
を
マ
ク
ロ
な
視
点
か
ら
ミ
ク
ロ
な
視
点
へ
と
順
に
整

理
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
第
一
に
、
北
の
高
台
と
南
の
貧
民
街
と
の
間
に

は
明
白
な
経
済
格
差
が
あ
る
。
第
二
に
、
通
り
に
は
店
が
連
な
り
女
学
校
の
門
が

存
在
す
る
。
第
三
に
、
通
り
の
裏
手
に
は
丘
が
あ
り
三
本
の
道
が
そ
れ
を
囲
ん
で

い
る
。
第
四
に
、
砲
兵
工
廠
で
は
疲
れ
た
職
工
が
労
働
し
、
彼
ら
は
不
衛
生
な
飲

食
店
を
利
用
す
る
。
最
後
に
、
そ
の
よ
う
な
街
で
主
人
公
は
狭
く
粗
末
な
貸
部
屋

で
生
活
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
各
点
と
横
光
を
め
ぐ
る
同
時
代
の
状
況
と
を
比
較
し

つ
つ
、「
街
の
底
」
の
舞
台
に
つ
い
て
再
考
し
た
い
。

横
光
は
「
街
の
底
」
を
発
表
す
る
前
年
に
、「
汚
い
家
」（
大
正
一
三
年
一
〇
月
、

「
文
芸
春
秋
」）
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
を
書
い
て
い
る
。
そ
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
関
東

大
震
災
（
大
正
一
二
年
九
月
）
で
住
ま
い
を
失
っ
た
後
、
彼
は
「
餌
差
町
」
の
「
あ

る
露
路
裏
の
洋
服
屋
の
汚
い
二
階
を
借
り
た
」
と
い
う
。
餌
差
町
は
当
時
小
石
川

区
に
存
在
し
た
町
名
で
現
在
の
小
石
川
一
・
二
丁
目
に
あ
た
る
。
さ
ら
に
、
約

一
ヶ
月
後
に
は
そ
の
近
所
へ
と
移
転
し
た
が
「
こ
こ
も
実
際
汚
い
長
屋
の
中
の
一

つ
」
で
あ
り
「
外
か
ら
見
れ
ば
貧
民
窟
と
よ
り
ど
う
し
て
も
見
え
な
い
」
よ
う
な

場
所
だ
っ
た
。
横
光
は
こ
の
住
ま
い
に
つ
い
て
「
柱
へ
触
る
に
も
気
を
つ
け
て
ゐ

な
い
と
痛
い
も
の
が
刺
さ
り
さ
う
な
の
だ
」
と
述
べ
て
い
る
。
彼
は
「
街
の
底
」

よ
り
先
に
、「
と
げ
の
あ
る
柱
」
と
い
う
表
現
で
粗
末
な
住
ま
い
を
語
っ
て
い
た
。

さ
ら
に
こ
の
文
章
で
は
、
貧
困
の
中
に
お
い
て
の
み
感
じ
得
る
こ
と
と
し
て
、
次

の
よ
う
な
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。

第
三
に
、
幻
想
が
豊
富
に
な
る
こ
と
。
こ
れ
は
貧
乏
街
に
住
ん
で
み
な
い
人

に
は
一
寸
分
ら
な
い
。
非
常
に
面
白
い
所
が
多
々
あ
る
の
だ
。
一
鉢
の
植
木

が
ど
れ
ほ
ど
快
活
に
新
鮮
な
感
じ
を
持
つ
て
そ
の
街
を
飾
る
か
と
云
ふ
こ
と

も
、
人
々
は
あ
ま
り
に
富
貴
を
望
ん
で
鈍
感
に
な
つ
て
ゐ
る
時
で
あ
る
だ
け

に
、
面
白
い
こ
と
で
あ
る
。

植
木
と
街
の
関
係
に
つ
い
て
の
こ
の
記
述
は
、「
街
の
底
」
に
お
け
る
、
植
物
が

な
い
谷
底
の
街
の
描
写
と
響
き
合
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
横
光
が
回
想
す
る

小
石
川
で
の
生
活
と
「
街
の
底
」
の
街
の
表
象
と
に
は
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

し
か
し
、
一
般
に
作
家
の
自
作
解
説
や
回
想
を
す
べ
て
事
実
と
し
て
受
け
取
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
作
家
は
時
に
韜
晦
す
る
し
、
単
純
な
記
憶
違
い
も
作
家
だ
け

が
例
外
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
幸
い
、
こ
の
時
期
の
横
光
の
状
況
を
知
る
こ
と

が
で
き
る
文
献
は
、
右
の
回
想
だ
け
で
は
な
い
。
早
大
で
横
光
を
識
っ
た
中
山
義

秀
は
、
自
伝
的
小
説
『
台
上
の
月
』
で
震
災
後
の
横
光
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
書

い
て
い
る（

（
（

。

横
光
は
小
石
川
初
音
町
の
下
宿
の
近
く
に
家
を
か
り
て
、
小
島
勗
の
妹
君
子

さ
ん
と
新
婚
生
活
を
い
と
な
ん
で
い
た
。
君
子
さ
ん
は
女
学
校
を
で
た
後
、

し
ば
ら
く
駅
の
切
符
売
り
場
に
勤
め
て
い
た
と
聞
い
て
い
る
。
横
光
に
収
入

が
あ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
、
勤
め
を
ひ
き
世
帯
を
も
っ
た
も
の
ら
し
い
。

（
中
略
）
世
帯
の
持
ち
は
じ
め
は
路
地
奥
に
あ
っ
た
、
洋
服
職
人
か
な
に
か

の
二
階
に
い
た
よ
う
で
あ
る
。
私
が
訪
れ
た
時
は
そ
の
路
地
の
表
に
ち
か
い
、

長
屋
の
一
つ
に
住
ん
で
い
た
。
二
間
ば
か
り
の
家
で
、
い
わ
ゆ
る
九
尺
二
間

の
棟
割
長
屋
と
い
っ
た
住
居
、
あ
た
り
に
同
じ
よ
う
な
家
が
ご
み
ご
み
と
建

て
こ
ん
で
い
る
低
地
の
街
裏
で
あ
る
。

こ
こ
で
も
横
光
が
小
石
川
で
貧
し
い
貸
家
住
ま
い
を
し
て
い
た
こ
と
が
記
述
さ
れ

て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
小
説
で
、
十
重
田
裕
一
が
言
う
と
お
り
、



横光利一「街の底」のモダニズム （（）

そ
こ
で
の
記
述
を
素
朴
に「『
事
実
』と
み
な
す
こ
と
は
慎
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

が（
（
（

、
本
人
の
回
想
と
そ
の
友
人
の
自
伝
が
一
致
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
が
事

実
で
あ
る
蓋
然
性
は
や
は
り
高
い
と
判
断
で
き
よ
う
。
右
に
言
及
さ
れ
る
君
子

（
キ
ミ
）
は
「
街
の
底
」
に
は
登
場
せ
ず
、
そ
の
こ
と
の
意
味
は
後
に
考
察
す
る

こ
と
と
し
て
、
こ
こ
で
は
大
正
一
二
年
頃
の
横
光
の
環
境
が
、
複
数
の
点
で
物
語

と
合
致
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

さ
て
、
前
章
で
は
物
語
に
描
か
れ
た
「
彼
」
の
生
活
と
、
作
品
発
表
前
の
横
光

の
状
況
と
を
比
較
し
な
が
ら
、
作
品
の
舞
台
が
田
町
で
は
な
く
小
石
川
で
あ
る
可

能
性
を
指
摘
し
た
。
次
に
、
当
時
の
小
石
川
の
地
理
的
・
社
会
的
な
特
徴
と
「
街

の
底
」
の
表
象
と
を
比
較
し
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
よ
り
深
く
考
察
し
て
み
る
。

は
じ
め
に
、
大
正
期
の
小
石
川
の
地
図
を
参
照
し
な
が
ら
、「
街
の
底
」
の
地

理
的
表
象
と
の
関
係
を
調
べ
て
み
よ
う
。
図
は
大
正
九
年
に
お
け
る
小
石
川
の
地

図
で
あ
る（

（1
（

。
文
字
が
小
さ
く
不
鮮
明
で
あ
る
た
め
適
宜
記
号
を
付
し
た
。

図
中
①
～
③
と
し
て
囲
ん
だ
箇
所
は
す
べ
て
高
台
で
、
①
は
小
石
川
植
物
園
の

あ
る
白
山
台
地
、
②
は
伝
通
院
な
ど
の
あ
る
小
石
川
台
地
、
③
は
帝
大
が
位
置
す

る
本
郷
台
地
で
あ
る
。
ま
た
④
は
砲
兵
工
廠
で
あ
る
。
明
治
政
府
は
幕
府
が
設
立

し
た
関
口
大
砲
製
作
場
を
官
収
し
、
そ
の
後
、
幾
度
か
の
移
転
を
経
て
、
明
治
四

年
に
は
砲
兵
工
廠
と
し
て
こ
れ
を
小
石
川
に
置
い
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
少
し

北
に
目
を
移
せ
ば
、
台
地
に
囲
ま
れ
た
低
地
に
は
先
の
回
想
に
あ
っ
た
餌
差
町

（
⑤
）
や
初
音
町
（
⑥
）
の
文
字
が
見
え
る
。
ま
た
⑦
に
は
、「
女
子
教
育
を
以
て

有
名
な
る
跡
見
女
学
校
は
、
今
度
小
石
川
柳
町
に
新
築
せ
る
校
堂
の
落
成
せ
る
を

以
て
一
昨
八
日
開
校
式
を
挙
行
せ
り
」
と
報
じ
ら
れ
た
通
り（

（（
（

、
跡
見
女
学
校
が
位

置
し
て
い
る
。
⑧
は
丘
上
の
伝
通
院
で
あ
る
。

北
の
高
台
で
あ
る
白
山
台
地
（
①
）
は
屋
敷
町
で
邸
宅
が
並
ん
で
い
た
し
、
跡

見
女
学
校
裏
の
伝
通
院
（
⑧
）
は
三
本
の
通
り
に
囲
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え

る
。
そ
し
て
谷
の
南
に
は
東
京
砲
兵
工
廠
（
④
）
が
存
在
す
る
。
小
石
川
の
こ
の

よ
う
な
地
理
的
状
況
は
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た「
街
の
底
」の
街
と
大
き
く
重
な
っ

て
い
る
。

と
こ
ろ
で
小
石
川
地
区
は
、

鏡
花
・
露
伴
・
荷
風
ら
が
住
ん

だ
こ
と
で
知
ら
れ
る
よ
う
に
、

文
人
の
街
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ

が
強
い
。
そ
の
よ
う
な
文
教
地

区
の
イ
メ
ー
ジ
と
は
対
極
に
あ

る
「
街
の
底
」
の
谷
の
街
は
、

同
時
代
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な

場
所
と
し
て
語
ら
れ
て
い
た
の

だ
ろ
う
か
。

山
口
孤
剣『
東
都
新
繁
昌
記
』

（
大
正
七
年
、
京
華
堂
書
店
、

以
下
『
新
繁
昌
記
』）
は
、
幕

末
に
流
行
し
た
繁
昌
記
も
の
の

パ
ロ
デ
ィ
だ
が
、
小
石
川
の
街

の
様
子
を
微
視
的
に
語
っ
て
興

味
深
い
。
本
書
は
ま
ず
、
か
つ

て
の
小
石
川
を
次
の
よ
う
に
歴
史
的
に
説
明
す
る
。「
日
本
橋
、
京
橋
が
東
京
の

『
富
』
を
代
表
し
、
本
所
深
川
が
東
京
の
『
労
働
』
を
説
明
し
、
下
谷
浅
草
が
東

京
の
『
芸
術
』
を
か
た
る
処
と
す
る
な
ら
ば
、
小
石
川
は
東
京
の
『
知
識
』
を
蔵

め
る
処
で
あ
つ
た
」。
学
問
の
街
と
し
て
の
小
石
川
の
イ
メ
ー
ジ
が
こ
の
頃
す
で

に
定
着
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
一
文
だ
が
、
し
か
し
続
く
箇
所
で
は
、
大
正

期
に
入
っ
て
「
学
者
町
」
か
ら
変
貌
し
た
小
石
川
の
様
子
が
記
さ
れ
る
。

『
学
者
町
』
も
水
流
を
利
用
し
て
今
や
『
工
場
町
』
た
ら
ん
と
し
、
本
所
深

川
と
同
じ
く
東
京
の
『
労
働
』
を
説
明
す
る
処
た
る
べ
き
傾
向
を
示
し
て
ゐ

る
。
／
小
石
川
は
源
を
北
豊
島
郡
長
崎
村
に
発
し
、（
中
略
）
初
音
町
、
下

富
坂
を
経
、
砲
兵
工
廠
に
入
り
、（
中
略
）
此
の
水
流
は
器
械
を
生
命
と
す 図　大正九年の小石川区



同志社女子大学　総合文化研究所紀要　第33巻　2016年（（）

る
工
場
に
、
力
を
与
え
、
翼
を
与
ふ
る
も
の
で
あ
つ
た
。
而
し
て
先
づ
此
の

水
流
を
利
用
し
た
も
の
は
砲
兵
工
廠
で
あ
つ
た
の
だ
。

こ
こ
で
は
「
学
者
町
」
か
ら
「
工
場
町
」
へ
の
変
化
が
述
べ
ら
れ
、
砲
兵
工
廠
が

そ
の
変
化
の
中
心
を
担
っ
た
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
小
石
川
の
水
流
を

動
力
源
と
す
る
工
廠
が
、「
器
械
を
生
命
と
す
る
工
場
」
と
擬
人
的
に
表
現
さ
れ

て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
と
い
う
の
も
「
街
の
底
」
で
は
逆
に
、「
静
々
と

低
い
街
の
中
を
流
れ
て
い
つ
た
」
の
よ
う
な
流
体
の
メ
タ
フ
ァ
ー
に
よ
っ
て
職
工

た
ち
が
擬
物
化
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
大
規
模
な
工
場
が
街
の
中
心
を
占
め
、

そ
こ
で
働
く
職
工
た
ち
は
「
低
い
街
の
中
を
流
れ
」
る
群
集
と
し
て
、
主
体
性
を

失
い
疎
外
さ
れ
た
存
在
と
し
て
描
か
れ
る
。
右
の
よ
う
な
資
料
を
並
べ
て
み
る
と
、

横
光
の
用
い
た
レ
ト
リ
ッ
ク
が
人
間
と
都
市
と
の
主
客
交
代
の
感
覚
を
反
映
し
た

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
確
に
理
解
で
き
る
。

「
街
の
底
」
と
小
石
川
の
関
係
に
話
を
戻
せ
ば
、『
新
繁
昌
記
』
に
「
造
兵
職
工

を
相
手
に
す
る
下
等
な
飲
食
店
は
、
一
葉
女
史
の
『
濁
り
江
』
の
柳
町
辺
か
ら
白

山
の
あ
た
り
に
か
け
て
ウ
ヂ
ヤ
ウ
ヂ
ヤ
と
出
来
て
ゐ
る
」
と
あ
る
の
は
、
先
に
指

摘
し
た
よ
う
な
「
街
の
底
」
の
不
衛
生
な
飲
食
店
の
記
述
と
合
致
す
る
。
ま
た
山

手
と
は
対
照
的
な
職
工
の
生
活
や
彼
ら
の
子
た
ち
の
様
子
は
、
次
の
よ
う
に
写
生

さ
れ
て
い
る
。

此
の
や
う
に
工
場
の
煙
突
が
林
立
す
る
と
、
其
工
場
の
生
命
た
り
力
た
る
職

工
は
工
場
を
取
り
巻
い
て
生
活
せ
ね
ば
な
ら
な
く
な
つ
た
。（
中
略
）
父
親

も
母
親
も
共
に
工
場
に
行
つ
た
留
守
、
腐
り
切
つ
た
亜
鉛
で
支
へ
た
屋
根
の

下
、
鼻
糞
だ
ら
け
の
子
供
が
夏
の
真
盛
り
に
下
痢
し
た
や
う
に
古
綿
の
ぶ
ら

下
つ
た
綿
入
れ
の
着
物
を
着
て
、
沢
庵
を
囓
り
乍
ら
そ
こ
ら
あ
た
り
を
遊
ん

で
ゐ
る
。

「
街
の
底
」
で
も
、
狭
い
道
を
按
摩
が
客
を
呼
び
な
が
ら
歩
く
の
を
見
て
「
子
供

達
は
按
摩
の
後
か
ら
ぞ
ろ
ぞ
ろ
つ
い
て
ま
た
按
摩
の
真
似
を
し
始
め
る
」
と
い
う

場
面
が
あ
る
。
両
者
に
は
路
地
裏
に
遊
ぶ
貧
し
い
子
ど
も
た
ち
の
様
子
と
し
て
共

通
す
る
雰
囲
気
が
あ
る
。
さ
ら
に
『
新
繁
昌
記
』
は
「
小
石
川
は
今
や
煙
突
林
立

の
工
場
街
た
ら
ん
と
し
て
ゐ
る
」
と
記
し
、「
東
京
に
於
け
る
肺
病
患
者
、
十
五

区
の
内
、
浅
草
本
所
を
除
く
時
は
小
石
川
が
一
番
多
い
」と
説
明
す
る
。「
街
の
底
」

に
登
場
す
る
「
青
ざ
め
た
病
人
」
を
連
想
さ
せ
る
記
述
で
あ
る
。

以
上
、
横
光
自
身
の
エ
ッ
セ
イ
や
彼
を
知
る
中
山
義
秀
の
回
想
、
同
時
代
の
地

図
、
そ
し
て
小
石
川
に
ま
つ
わ
る
同
時
代
言
説
な
ど
を
並
べ
て
考
察
し
た
。「
街

の
底
」
の
舞
台
が
小
石
川
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
明
ら
か
だ
ろ
う
。

で
は
そ
う
だ
と
す
る
と
、
こ
の
小
説
は
横
光
の
私
小
説
だ
と
し
て
評
価
す
べ
き

も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
確
か
に
横
光
は
小
石
川
で
貧
し
い
生
活
を
送
っ
て
い
た
の

だ
か
ら
、
こ
の
点
で
「
街
の
底
」
が
私
小
説
と
呼
べ
る
よ
う
な
性
質
を
持
っ
て
い

る
こ
と
は
疑
い
よ
う
が
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
本
稿
が
注
目
し
た
い
の
は
、
こ
の

小
説
が
私
小
説
的
な
性
質
を
少
な
か
ら
ず
含
ん
で
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
方

で
典
型
的
な
私
小
説
や
自
然
主
義
系
統
の
作
品
が
持
つ
は
ず
の
別
の
要
素
に
つ
い

て
は
、
そ
れ
を
持
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
次
に
確
認
し

て
い
こ
う
。

先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
文
人
の
街
・
小
石
川
を
舞
台
に
し
た
リ
ア
リ
ズ
ム
小
説

は
多
い
。
よ
く
知
ら
れ
る
の
は
漱
石
で
、
た
と
え
ば
「
そ
れ
か
ら
」（
明
治
四
二

年
六
～
一
〇
月
、「
東
京
（
大
阪
）
朝
日
新
聞
」）
や
「
こ
ゝ
ろ
」（
大
正
三
年
四

～
八
月
、「
東
京
（
大
阪
）
朝
日
新
聞
」）
の
次
の
よ
う
な
場
面
は
「
街
の
底
」
に

通
じ
る
も
の
が
あ
る
。

坂
を
上
つ
て
伝
通
院
の
横
へ
出
る
と
、
細
く
高
い
烟
突
が
、
寺
と
寺
の
間
か

ら
、
汚
な
い
烟
を
、
雲
の
多
い
空
に
吐
い
て
ゐ
た
。
代
助
は
そ
れ
を
見
て
、

貧
弱
な
工
業
が
、
生
存
の
為
に
無
理
に
吐
く
呼
吸
を
見
苦
し
い
も
の
と
思
つ

た
。
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「
そ
れ
か
ら
」
の
主
人
公
が
伝
通
院
の
建
つ
丘
の
上
か
ら
工
業
煤
煙
の
充
満
す
る

街
を
望
む
場
面
で
あ
る
。
工
場
が
排
出
す
る
煙
を
「
呼
吸
」
に
見
立
て
、
工
場
を

擬
人
化
し
て
い
る
点
も
「
街
の
底
」
の
発
想
と
近
い
。
ま
た
「
こ
ゝ
ろ
」
で
も
先

生
が
小
石
川
台
地
へ
と
散
歩
し
て
い
く
次
の
よ
う
な
場
面
が
あ
る
。

あ
る
日
私
は
ま
あ
宅
だ
け
で
も
探
し
て
み
や
う
か
と
い
う
そ
ぞ
ろ
心
か
ら
、

散
歩
が
て
ら
に
本
郷
台
を
西
へ
下
り
て
小
石
川
の
坂
を
真
直
に
伝
通
院
の
方

へ
上
が
り
ま
し
た
。（
中
略
）
そ
の
頃
は
左
手
が
砲
兵
工
廠
の
土
塀
で
、
右

は
原
と
も
丘
と
も
つ
か
な
い
空
地
に
草
が
一
面
に
生
え
て
ゐ
た
も
の
で
す
。

漱
石
の
右
の
二
作
は
リ
ア
リ
ズ
ム
小
説
で
あ
っ
て
も
、
自
然
主
義
に
属
す
る
も
の

で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
。
自
然
主
義
系
統
の
作
で
は
花
袋
「
蒲
団
」（
明
治
四
〇
年

九
月
、「
新
小
説
」）
に
は
「
小
石
川
の
切
支
丹
坂
か
ら
極
楽
水
に
出
る
道
の
だ
ら

だ
ら
坂
を
下
り
や
う
と
し
て
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
し
、
近
松
秋
江
「
う
つ
り
香
」

（
大
正
四
年
六
・
七
月
、「
新
小
説
」）
で
も
「
山
吹
町
の
通
り
か
ら
い
つ
さ
ん
に

小
石
川
の
方
に
出
て
伝
通
院
ま
で
行
つ
て
、
あ
す
こ
の
裏
あ
た
り
の
ご
み
ご
み
し

た
長
屋
を
軒
別
見
て
廻
つ
た
」
と
い
う
場
面
で
、
伝
通
院
の
丘
へ
の
言
及
が
あ
る
。

一
般
に
、
リ
ア
リ
ズ
ム
小
説
で
は
実
在
の
地
名
が
虚
構
と
現
実
と
の
媒
介
に
な

る
こ
と
が
多
い
。
固
有
名
詞
と
し
て
の
地
名
は
虚
構
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
担
保
す
る

重
要
な
要
素
で
あ
る
。
地
名
は
現
実
を
、
あ
る
い
は
い
か
に
も
現
実
に
あ
り
そ
う

な
世
界
を
提
示
し
よ
う
と
す
る
リ
ア
リ
ズ
ム
の
、
戦
略
的
な
特
徴
の
一
つ
だ
と
言

え
る
。
右
に
挙
げ
た
作
品
群
で
も
小
石
川
や
丘
の
上
の
伝
通
院
の
名
が
用
い
ら
れ

て
い
る
。
小
石
川
と
い
う
固
有
名
詞
に
よ
っ
て
右
の
物
語
は
読
者
に
と
っ
て
よ
り

リ
ア
ル
で
具
体
的
な
色
彩
を
帯
び
る
。

一
方
「
街
の
底
」
は
、
小
石
川
を
舞
台
に
し
な
が
ら
も
、
決
し
て
そ
の
よ
う
な

方
法
で
リ
ア
リ
テ
ィ
を
確
保
し
よ
う
と
は
し
な
い
。
こ
の
物
語
の
中
で
小
石
川
は

そ
の
名
を
引
き
剥
が
さ
れ
て
、
匿
名
の
街
・
虚
構
の
街
と
し
て
抽
象
化
さ
れ
る
。

そ
し
て
そ
の
よ
う
な
手
法
は
お
そ
ら
く
、
横
光
が
「
新
感
覚
論
」
で
主
張
し
た
文

学
理
論
の
内
容
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
よ
う
。
そ
の
理
論
の
内
容
を
こ
こ
に
素
描

す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。
彼
の
目
指
し
た
文
学
と
は
、
リ
ア
リ
ズ
ム
小
説
の
よ

う
に
現
実
を
そ
の
ま
ま
模
写
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
自
ら
の
主
観
に
く
ぐ
ら

せ
歪
曲
さ
せ
た
形
で
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
彼
の
修
辞
に
満
ち
た
文
体
は
作
家

が
主
観
的
に
捉
え
た
世
界
を
読
者
の
う
ち
に
再
現
す
る
た
め
の
技
巧
で
あ
っ
た（

（1
（

。

「
街
の
底
」
の
手
法
も
そ
の
理
論
の
実
践
の
一
つ
と
し
て
説
明
で
き
る
だ
ろ
う
。

横
光
は
小
石
川
と
い
う
場
所
が
持
つ
近
代
都
市
の
矛
盾
を
創
作
の
題
材
に
し
た

か
っ
た
。
し
か
し
現
実
の
小
石
川
は
、
本
章
で
論
じ
た
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
記
号

と
し
て
有
し
て
い
る
。
横
光
は
一
般
に
共
有
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
を
伴
っ
た
小
石
川

で
は
な
く
、
彼
の
主
観
に
映
じ
た
も
の
と
し
て
こ
の
街
を
表
現
し
た
か
っ
た
の
で

あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
自
ら
の
認
識
を
そ
の
特
異
な
文
体
に
よ
っ
て
読
者
の

う
ち
に
再
現
し
よ
う
と
す
る
横
光
に
と
っ
て
、「
小
石
川
」
と
い
う
固
有
名
詞
は

取
り
除
く
べ
き
障
壁
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

そ
し
て
も
う
一
つ
、
彼
が
こ
の
小
説
か
ら
除
い
た
要
素
が
あ
る
。
そ
れ
は
横
光

の
最
初
の
妻
・
キ
ミ
の
存
在
で
あ
る
。
横
光
と
キ
ミ
と
の
関
係
は
周
囲
に
歓
迎
さ

れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
キ
ミ
は
小
島
勗
の
妹
で
あ
り
、
横
光
は
友
人
の
彼
を

通
じ
て
キ
ミ
を
知
っ
た
が
、
小
島
は
当
時
の
貧
し
い
横
光
と
妹
と
の
関
係
に
は
反

対
し
て
い
た
と
い
う
。
よ
う
や
く
結
婚
が
実
現
し
て
も
、
嫁
姑
問
題
や
経
済
状
況

は
穏
や
か
で
な
く
、
小
石
川
に
い
た
頃
の
二
人
の
生
活
は
決
し
て
幸
福
ば
か
り
で

は
な
か
っ
た
。
家
計
を
助
け
る
た
め
に
キ
ミ
は
勤
め
た
。
そ
し
て
井
上
謙
に
よ
れ

ば
「
横
光
は
こ
の
貧
し
さ
の
た
め
に
、
し
ば
し
ば
自
尊
心
を
傷
付
け
ら
れ
、
ひ
ど

い
自
己
嫌
悪
に
お
ち
い
っ
た
」
と
い
う
。「
そ
し
て
、
や
や
も
す
る
と
、
そ
の
た

め
に
夫
婦
の
間
が
心
理
的
に
動
揺
し
て
思
わ
ぬ
も
つ
れ
を
起
こ
し
た
り
し
た（

（1
（

」。

当
時
の
夫
婦
関
係
を
こ
の
よ
う
に
詳
し
く
述
べ
た
の
は
、
横
光
に
と
っ
て
そ
の
問

題
が
意
識
の
大
き
な
部
分
を
占
め
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
で
あ

る
。
翻
っ
て
「
街
の
底
」
に
は
そ
の
よ
う
な
キ
ミ
の
存
在
が
な
い
。
こ
の
こ
と
も

ま
た
、「
街
の
底
」
が
反
私
小
説
的
な
性
質
を
持
っ
て
い
る
こ
と
の
傍
証
と
な
る

だ
ろ
う
。
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三
「
街
の
底
」
と
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学

前
章
で
は
、「
街
の
底
」
と
既
成
文
壇
と
り
わ
け
私
小
説
と
の
距
離
を
析
出
し
た
。

こ
の
章
で
は
、
も
う
一
つ
の
対
立
の
相
手
で
あ
っ
た
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
と
の
関

係
に
つ
い
て
考
察
す
る
。「
街
の
底
」
を
読
ん
で
容
易
に
気
が
つ
く
の
は
、
こ
の

物
語
が
典
型
的
に
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
が
題
材
と
し
た
労
働
問
題
や
社
会
問
題

を
多
く
含
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
こ
と
に
注
目
し
、「
街
の
底
」

の
表
象
が
、
同
様
の
問
題
に
触
れ
た
同
時
代
言
説
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の

か
に
つ
い
て
詳
し
く
考
察
す
る
。

物
語
の
冒
頭
で
は
「
靴
屋
」
で
働
く
「
娘
」
が
次
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
る
。

そ
の
街
角
に
は
靴
屋
が
あ
つ
た
。
家
の
中
は
壁
か
ら
床
ま
で
黒
靴
で
詰
つ
て

ゐ
た
。
そ
の
重
い
扉
の
や
う
な
黒
靴
の
壁
の
中
で
は
娘
が
い
つ
も
萎
れ
て
ゐ

た
。

店
で
働
く
娘
が
こ
の
労
働
環
境
で
生
気
を
失
っ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
そ
こ
か
ら
容

易
に
脱
出
で
き
な
い
こ
と
が
、「
萎
れ
て
ゐ
た
」
と
い
う
表
現
と
「
重
い
扉
」
の

比
喩
と
で
暗
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
娘
を
囲
む
「
壁
か
ら
床
ま
で
」
の
「
黒
靴
」

は
、「
北
方
の
高
台
」
に
あ
る
「
広
々
と
し
た
貴
族
の
邸
宅
」
に
出
入
り
す
る
「
顕

官
」
を
連
想
さ
せ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
「
顕
官
」
は
作
中
で
「
磨
か
れ
た
シ

ル
ク
ハ
ッ
ト
」「
鳥
の
よ
う
な
フ
ロ
ッ
ク
」
と
い
っ
た
メ
ト
ニ
ミ
ー
で
表
現
さ
れ

る
か
ら
で
あ
る
。「
黒
靴
」
の
壁
、
す
な
わ
ち
富
め
る
者
の
壁
に
よ
っ
て
娘
は
そ

の
労
働
環
境
か
ら
抜
け
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

資
本
主
義
の
発
達
に
伴
っ
て
、
大
正
期
に
は
産
業
の
様
々
な
局
面
に
女
性
の
職

域
が
広
が
っ
て
い
た
。
こ
の
頃
の
女
性
の
職
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
る
の
は
タ
イ
ピ

ス
ト
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
職
業
婦
人
は
新
時
代
を
象
徴
す
る
存
在
で
も
あ
っ
た

が
、
一
方
で
現
実
に
目
を
向
け
た
時
、
彼
女
ら
の
多
く
は
貧
困
の
た
め
に
働
い
て

い
た
の
で
あ
る
。
石
井
満『
鉄
道
と
社
会
』（
大
正
九
年
六
月
、
鉄
道
青
年
会
本
部
）

は
大
正
期
の
女
性
の
労
働
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

女
子
が
働
か
ね
ば
あ
ら
ぬ
程
、
一
家
が
窮
迫
し
て
来
る
と
労
働
条
件
や
労
銀

の
こ
と
な
ど
は
殆
ど
考
へ
る
暇
が
な
く
、
唯
職
業
に
あ
り
付
け
ば
結
構
で
あ

る
と
云
ふ
の
で
こ
れ
が
女
の
職
業
者
の
労
働
条
件
や
賃
金
を
非
常
に
割
の
悪

い
現
状
に
置
く
に
至
つ
た
原
因
で
あ
る
と
云
は
れ
て
居
ま
す
。

困
窮
の
た
め
に
働
く
女
性
は
解
雇
を
恐
れ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
を
知
る
雇
用
主
に

は
低
賃
金
で
買
い
た
た
か
れ
る
。
横
光
独
特
の
レ
ト
リ
カ
ル
な
表
現
が
目
立
つ
も

の
の
、
こ
の
冒
頭
の
場
面
が
描
く
の
は
資
本
主
義
の
中
で
搾
取
さ
れ
る
当
時
の
女

性
労
働
者
の
あ
り
方
そ
の
も
の
で
あ
る
。

働
く
女
性
と
そ
れ
を
と
り
ま
く
問
題
は
こ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
職
業
婦
人
は
性

的
誘
惑
の
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
も
の
と
し
て
も
表
象
さ
れ
た
。
鷲
尾
浩
『
現
代
社

会
問
題
研
究
第
一
一
巻　

風
俗
問
題
』（
大
正
一
〇
年
、
冬
夏
社
）
は
進
歩
的
な

イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
職
業
婦
人
の
裏
側
を
次
の
よ
う
に
語
る
。
職
業
婦
人
は
「
職
業

柄
男
子
と
親
し
く
な
る
機
会
が
多
い
の
で
、
誘
惑
さ
れ
る
の
が
多
い
。（
中
略
）

誘
惑
を
動
機
と
し
て
堕
落
の
女
の
群
れ
に
投
ず
る
も
の
が
多
い
」。
こ
の
よ
う
に

誘
惑
の
危
険
を
警
告
す
る
言
説
は
他
に
も
あ
り
、
た
と
え
ば
昭
和
に
入
っ
て
か
ら

で
も
、
中
村
亮
『
憧
憬
の
東
京
に
成
功
を
夢
見
る
前
に
』（
昭
和
三
年
一
〇
月
、

霊
岸
授
産
場
出
版
部
）
が
「
女
学
生
を
卒
業
し
た
女
が
、
職
業
婦
人
と
な
つ
た
と

こ
ろ
、
某
大
学
生
と
知
り
合
と
な
り
情
を
通
じ
、
末
は
夫
婦
と
の
堅
い
契
は
学
生

の
卒
業
と
共
に
い
つ
し
か
消
え
て
、
女
に
は
無
言
で
帰
国
し
て
し
ま
つ
た
」
と
巷

間
の
噂
を
取
り
上
げ
る
。
こ
れ
ら
が
す
べ
て
事
実
だ
と
は
思
え
ず
、
む
し
ろ
職
業

婦
人
に
関
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ッ
シ
ュ
な
言
説
と
し
て
扱
う
べ
き
だ
ろ
う
が
、
い
ず

れ
に
せ
よ
職
業
婦
人
を
め
ぐ
っ
て
こ
の
よ
う
な
言
説
が
流
通
し
て
い
た
こ
と
に
は

注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
横
光
は
お
そ
ら
く
次
に
引
用
す
る
よ
う
な

場
面
で
、
こ
の
よ
う
な
職
業
婦
人
の
あ
り
方
を
表
象
し
て
い
た
。
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そ
の
横
は
花
屋
で
あ
る
。
花
屋
の
娘
は
花
よ
り
も
穢
れ
て
ゐ
た
。
だ
が
、
そ

の
花
の
中
か
ら
時
々
馬
鹿
げ
た
小
僧
の
顔
が
う
つ
と
り
と
現
れ
る
。

右
に
述
べ
て
き
た
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、「
花
屋
の
娘
は
花
よ
り
も
穢
れ
て
ゐ
た
」

と
い
う
表
現
は
字
義
通
り
で
は
な
く
、
そ
こ
に
含
意
さ
れ
た
性
的
な
意
味
を
読
み

取
る
べ
き
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の
こ
と
を
知
ら
ず
に
花
越
し
に
娘
を
「
う

つ
と
り
と
」
見
つ
め
る
「
小
僧
の
顔
」
が
、「
馬
鹿
げ
た
」
と
修
飾
さ
れ
る
の
で

あ
り
、
そ
の
文
が
「
だ
が
」
と
逆
接
で
導
か
れ
る
の
で
あ
る
。

「
街
の
底
」
に
は
女
性
労
働
問
題
だ
け
で
は
な
く
、
大
気
汚
染
・
騒
音
な
ど
の

都
市
公
害
も
描
き
込
ま
れ
る
。
次
に
再
度
引
用
す
る
の
は
、「
彼
」
が
丘
の
上
か

ら
南
の
谷
の
街
を
見
下
ろ
す
場
面
で
あ
る
。

彼
は
南
方
の
狭
い
谷
底
の
や
う
な
街
を
見
下
ろ
し
た
。
そ
こ
で
は
吐
き
出
さ

れ
た
炭
酸
瓦
斯
が
気
圧
を
造
り
、
塵
埃
を
吹
き
込
む
東
風
と
チ
ブ
ス
と
工
廠

の
煙
ば
か
り
が
自
由
で
あ
つ
た
。
そ
こ
に
は
植
物
が
な
か
つ
た
。
集
る
も
の

は
瓦
と
黴
菌
と
空
壜
と
、
市
場
の
売
れ
残
つ
た
品
物
と
労
働
者
と
売
春
婦
と

鼠
と
だ
。

呼
気
に
よ
る
二
酸
化
炭
素
や
塵
埃
、
工
場
か
ら
の
煤
煙
や
感
染
症
を
引
き
起
こ
す

細
菌
な
ど
、
急
速
な
都
市
化
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
様
々
な
公
害
が
羅
列
さ

れ
る
。
こ
の
よ
う
な
記
述
は
お
そ
ら
く
次
の
よ
う
な
書
物
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
情

報
を
も
と
に
し
て
生
み
出
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
山
口
正『
都
市
生
活
の
研
究
』

（
大
正
一
三
年
三
月
、
弘
文
堂
）
は
「
都
市
の
空
気
が
多
数
民
衆
の
呼
気
と
頻
繁

な
る
交
通
に
よ
る
万
丈
の
紅
塵
と
各
種
産
業
の
吐
き
出
す
淡
暗
色
の
煤
煙
そ
の
他

の
異
様
な
臭
気
と
に
よ
つ
て
如
何
に
混
濁
せ
る
か
」
と
大
気
の
汚
染
を
説
き
、
調

査
の
結
果
を
も
と
に
「
炭
酸
瓦
斯
」「
塵
埃
」「
煤
煙
」「
細
菌
」
の
分
布
を
次
の

よ
う
に
説
明
す
る
。

右
の
調
査
に
よ
る
と
炭
酸
瓦
斯
量
は
商
業
地
帯
に
最
も
少
く
し
て
住
宅
地
及

び
商
業
地
住
宅
地
に
最
も
多
く
、
之
と
反
対
に
塵
埃
及
煤
煙
量
は
商
工
業
地

帯
に
最
も
多
く
し
て
住
宅
地
に
最
も
少
い
。（
中
略
）
細
菌
聚
落
数
も
亦
商

工
業
地
帯
に
多
く
、
住
宅
地
帯
も
亦
少
く
な
い
の
で
あ
る
。
以
て
都
市
の
空

気
殊
に
都
市
の
大
部
分
を
占
む
る
商
工
業
地
帯
の
空
気
が
如
何
に
鮮
烈
で
な

い
か
は
容
易
に
首
肯
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
ま
さ
に
右
に
引
用
し
た「
街
の
底
」の
描
写
と
重
複
し
て
い
る
。
ま
た「
街

の
底
」
で
は
都
市
に
集
ま
る
も
の
と
し
て
、「
瓦
」「
空
壜
」「
売
れ
残
っ
た
品
物
」

か
ら
「
黴
菌
」「
鼠
」
そ
し
て
「
労
働
者
」「
売
春
婦
」
と
、
異
な
る
カ
テ
ゴ
リ
ー

の
存
在
を
無
秩
序
に
、
そ
し
て
同
列
に
並
べ
て
い
る
。
私
た
ち
が
信
じ
て
疑
わ
な

い
生
物
種
と
非
生
物
種
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
別
、
さ
ら
に
は
そ
の
優
劣
関
係
を

根
底
か
ら
揺
さ
ぶ
る
表
現
だ
が
、
こ
の
う
ち
「
売
春
婦
」
に
つ
い
て
も
山
口
は
同

書
で
「
我
が
国
に
於
て
娼
婦
は
都
市
に
多
い
こ
と
は
い
ふ
ま
で
も
な
い
」
と
言
及

し
て
い
た
。

こ
の
よ
う
に
都
市
化
に
伴
っ
て
疎
外
さ
れ
た
人
間
の
有
様
が
題
材
と
な
っ
て
い

る
こ
と
は
、
こ
の
作
品
が
き
わ
め
て
同
時
代
的
な
性
質
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
意

味
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
文
脈
で
読
め
ば
、
次
に
見
る
よ
う
な
「
彼
」
の
特
徴

も
ま
た
、
近
代
資
本
主
義
と
都
市
問
題
と
が
生
み
出
し
た
も
の
と
し
て
解
釈
で
き

る
。
そ
の
特
徴
と
は
、
思
考
不
能
と
い
う
「
彼
」
の
精
神
状
態
で
あ
る
。「
彼
」

は
資
本
主
義
経
済
が
産
む
格
差
を
丘
の
上
か
ら
目
の
当
た
り
に
し
て
も
「
何
事
も

考
え
は
し
な
か
っ
た
」。
最
後
の
場
面
で
も
「
彼
」
は
「
生
活
と
は
」
と
思
考
を

始
め
よ
う
と
す
る
が
、
結
局
そ
れ
以
上
何
も
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。「
何
事

を
考
え
て
も
頭
が
痛
む
」「
彼
」
は
結
局
黙
り
込
ん
で
し
ま
う
の
で
あ
る
。
思
考

を
阻
む
「
彼
」
の
こ
の
よ
う
な
精
神
状
態
は
こ
れ
ま
で
論
じ
て
き
た
よ
う
な
同
時

代
の
都
市
の
問
題
と
関
係
づ
け
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
掲
『
都
市
生
活

の
研
究
』
で
は
、「
身
体
上
に
何
等
か
精
神
病
的
の
原
因
が
あ
つ
て
そ
の
精
神
生

活
が
統
一
を
か
き
異
常
の
状
態
に
あ
る
も
の
」
を
「
精
神
低
格
者
」
と
呼
び
、
そ
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の
病
と
都
市
問
題
と
を
次
の
よ
う
に
結
び
つ
け
る
。

精
神
低
格
者
は
地
方
に
比
し
都
市
に
多
く
、（
中
略
）
而
し
て
都
市
に
於
て

富
の
程
度
の
低
い
も
の
は
間
々
患
者
の
多
い
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。
然
ら

ば
か
う
し
た
精
神
病
者
が
何
故
に
都
市
に
多
き
か
の
理
由
に
つ
き
て
は
、（
中

略
）
都
市
生
活
の
外
部
的
環
境
の
繁
劇
と
こ
の
刺
戟
に
対
す
る
内
部
的
反
応

の
煩
瑣
等
精
神
病
を
発
生
せ
し
む
る
原
因
が
都
市
に
多
い
こ
と
に
基
く
の
で

あ
つ
て
、
精
神
病
は
都
市
の
成
長
発
達
す
る
と
ゝ
も
に
増
加
す
る
傾
向
が
あ

る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
山
口
は
都
市
の
環
境
が
「
精
神
低
格
」
を
引
き
起
こ
す
一
因
で
あ
る

と
説
く
。
騒
音
・
汚
染
・
貧
困
・
労
働
環
境
な
ど
の
外
部
要
因
と
、
そ
れ
に
苦
悩

す
る
精
神
と
い
う
内
部
要
因
と
が
そ
れ
ぞ
れ
原
因
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ

る
。
現
代
の
知
識
水
準
か
ら
言
え
ば
批
判
さ
れ
る
べ
き
見
解
か
も
し
れ
な
い
が
、

こ
こ
で
問
題
と
す
べ
き
は
そ
の
主
張
の
当
否
で
は
な
い
。
重
要
な
の
は
こ
の
時
代

に
お
い
て
精
神
の
病
と
都
市
問
題
と
が
因
果
関
係
を
持
つ
も
の
と
し
て
語
ら
れ
て

い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
思
考
不
能
と
い
う
「
彼
」
の
精
神
状
態
も
ま
た
、
都

市
が
引
き
起
こ
し
た
悪
害
の
一
つ
と
し
て
描
か
れ
た
可
能
性
が
高
い
。

こ
の
よ
う
に
、「
街
の
底
」
に
は
労
働
問
題
や
都
市
問
題
な
ど
、
典
型
的
に
は

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
が
主
題
に
す
る
よ
う
な
問
題
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
。
な
か

で
も
資
本
主
義
経
済
と
そ
の
格
差
に
つ
い
て
は
、
こ
の
小
説
の
基
調
を
な
し
て
い

る
と
さ
え
言
え
る
。
北
と
南
の
経
済
格
差
は
明
白
に
描
か
れ
て
い
る
し
、
露
店
の

筵
の
上
に
積
み
上
げ
ら
れ
た
「
銅
貨
の
力
学
的
な
体
積
」
が
、「
彼
」
に
は
「
そ

れ
を
中
心
に
拡
が
つ
て
ゐ
る
街
々
の
壮
大
な
円
錐
の
傾
斜
線
を
一
心
に
支
え
て
ゐ

る
釘
の
や
う
に
見
え
始
め
た
」
と
あ
る
の
も
、
貨
幣
経
済
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
た

街
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
を
象
徴
的
に
表
現
し
て
い
る
。
次
に
示
す
平
林
初
之
輔
『
無

産
階
級
の
文
化
』（
大
正
一
二
年
一
月
、
早
稲
田
泰
文
社
）
か
ら
の
引
用
は
、
平

林
が
想
像
す
る
無
産
階
級
の
理
想
都
市
を
述
べ
た
文
章
で
あ
る
。

無
産
階
級
都
市
に
は
売
買
が
な
く
な
る
だ
ら
う
。
今
日
の
都
市
は
商
品
交
換

の
舞
台
で
あ
る
。
無
産
階
級
の
都
市
に
は
商
業
の
必
要
は
な
く
な
る
。
従
つ

て
街
頭
に
軒
を
並
べ
て
競
争
し
あ
つ
て
ゐ
る
私
人
の
商
店
は
消
滅
す
る
だ
ら

う
。（
中
略
）
／
無
産
階
級
都
市
に
は
貧
民
窟
と
、
個
人
の
大
邸
宅
と
は
見

ら
れ
な
く
な
る
だ
ら
う
。

一
方
「
街
の
底
」
で
は
、「
街
頭
に
軒
を
並
べ
て
競
争
し
あ
つ
て
ゐ
る
私
人
の
商
店
」

が
描
か
れ
、「
商
品
交
換
の
舞
台
」
そ
の
も
の
で
あ
る
露
店
の
場
面
が
あ
り
、
対

照
を
な
す
「
貧
民
窟
と
、
個
人
の
大
邸
宅
」
が
俯
瞰
さ
れ
る
。
平
林
の
理
想
郷
は
、

「
街
の
底
」
の
街
を
ち
ょ
う
ど
反
転
し
た
世
界
の
よ
う
に
も
読
め
、
そ
の
こ
と
が

か
え
っ
て
「
街
の
底
」
の
街
が
資
本
主
義
社
会
の
縮
図
で
あ
る
こ
と
を
印
象
づ
け

る
。し

か
し
な
が
ら
、
同
じ
よ
う
な
問
題
を
テ
ー
マ
に
し
な
が
ら
も
、
こ
の
時
期
の

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
傾
向
と
「
街
の
底
」
と
に
は
、
や
は
り
大
き
な
違
い
が
あ

る
。
関
東
大
震
災
に
よ
る『
種
蒔
く
人
』休
刊
の
後
、
翌
大
正
一
三
年
六
月
に『
文

芸
戦
線
』
が
創
刊
さ
れ
た
が
、
青
野
季
吉
「
自
然
生
長
と
目
的
意
識
」（
大
正
一

五
年
九
月
）
が
出
た
あ
た
り
か
ら
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
は
マ
ル
ク
ス
主
義
的
な

目
的
を
も
っ
た
も
の
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
く
。
そ
の
後
、
幾
度
か
の
離
合
集
散

を
経
て
、
昭
和
三
年
三
月
に
結
成
さ
れ
た
全
日
本
無
産
者
芸
術
聯
盟（
ナ
ッ
プ
）は
、

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
よ
り
先
鋭
化
し
た
組
織
で
、
そ
の
機
関
誌
『
戦
旗
』
は
昭
和

初
年
代
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
主
流
を
成
し
た
。
そ
こ
で
は
労
働
問
題
が
提
示

さ
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
共
産
主
義
社
会
に
向
け
て
の
革
命
運
動
や
闘
争
が
描
か

れ
る
。
た
と
え
ば
『
戦
旗
』
の
代
表
作
の
一
つ
で
あ
る
徳
永
直
「
太
陽
の
な
い
街
」

（
昭
和
四
年
六
～
九
月
・
一
一
月
）
は
、「
街
の
底
」
と
同
じ
く
小
石
川
を
舞
台
と

し
て
お
り
、
作
中
に
描
か
れ
る
労
働
争
議
は
作
者
が
実
際
に
体
験
し
た
大
正
一
五

年
の
共
同
印
刷
争
議
で
あ
る
。
こ
の
小
説
は
組
合
の
ス
ト
ラ
イ
キ
と
企
業
の
組
合

破
壊
活
動
と
を
中
心
に
描
き
、
小
石
川
の
谷
底
の
「
東
京
随
一
の
貧
民
窟
」
に
住

む
労
働
者
た
ち
の
困
窮
し
た
生
活
に
焦
点
を
あ
て
て
い
る
。
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『
谷
底
の
街
』
は
事
実
『
太
陽
の
な
い
街
』
で
あ
つ
た
。
／
千
川
ど
ぶ
は
、

す
つ
か
り
旧
態
を
失
つ
て
、
無
数
の
地
べ
た
に
へ
ば
り
つ
い
た
や
う
な
ト
ン

ネ
ル
長
屋
の
突
出
に
、
押
し
歪
め
ら
れ
て
、
台
所
の
下
を
潜
り
、
便
所
を
繞

り
、
塵
埃
と
、
コ
ー
ク
ス
の
カ
ラ
と
、
空
瓶
や
、
襤
褸
や
、
紙
屑
で
川
幅
を

失
い
、
洪
水
に
依
つ
て
、
や
つ
と
そ
の
存
在
を
示
し
て
ゐ
る
に
過
ぎ
な
か
つ

た
。
／
そ
の
千
川
ど
ぶ
が
、
こ
の
『
谷
底
の
街
』
の
中
心
で
あ
る
や
う
に
、

そ
れ
か
ら
距
た
り
、
丘
陵
に
沿
う
て
上
る
ほ
ど
二
階
建
も
あ
り
、
や
や
裕
福

な
町
民
が
住
ん
で
ゐ
た
、
そ
れ
は
、
洪
水
を
避
け
、
太
陽
に
近
づ
く
こ
と
で

あ
り
、
生
活
の
高
級
さ
を
示
す
ボ
ロ
メ
ー
タ
ア
の
や
う
な
も
の
で
あ
つ
た
。

こ
こ
に
描
か
れ
た
の
は
労
働
者
の
住
ま
い
と
環
境
、
汚
れ
た
街
、
そ
れ
と
は
対
照

的
な
高
台
の
住
宅
街
だ
が
、
そ
の
表
現
に
こ
そ
大
き
な
違
い
が
あ
る
も
の
の
、
描

く
対
象
そ
の
も
の
は
「
街
の
底
」
と
大
き
く
異
な
ら
な
い
。
一
方
、
大
き
な
違
い

が
認
め
ら
れ
る
の
は
作
中
で
の
主
人
公
た
ち
の
行
動
で
あ
る
。

彼
等
は
、
新
し
く
捲
き
起
る
喊
声
に
引
き
裂
か
れ
な
が
ら
、
く
ろ
ぐ
ろ
と
聳

え
立
つ
工
場
の
各
棟
へ
吸
い
込
ま
れ
て
、
一
つ
の
潮
流
は
、
工
場
事
務
所
の

建
物
へ
殺
到
し
た
。（
中
略
）
―
社
長
を
出
せ
ッ
！
（
中
略
）
―
馘
首
つ
た

奴
は
何
奴
だ
ッ
。
―
（
中
略
）
―
バ
、
馬
鹿
、
社
長
は
居
な
い
ッ
―
。
／
背

後
の
金
庫
や
書
類
棚
の
と
こ
ろ
ま
で
逐
い
詰
め
ら
れ
た
、
尊
大
で
勿
体
の
い

い
顔
達
の
う
ち
の
一
つ
が
、
震
え
な
が
ら
弁
解
し
た
。

彼
ら
は
指
導
者
に
よ
っ
て
理
想
社
会
を
知
り
、
そ
の
実
現
に
は
組
織
的
な
闘
争
が

不
可
欠
で
あ
る
と
信
じ
る
。
資
本
家
は
醜
悪
か
つ
狡
猾
な
存
在
と
し
て
、
労
働
者

は
身
の
危
険
を
顧
み
ず
戦
う
悲
壮
な
存
在
と
し
て
描
か
れ
る
の
で
あ
る
。
一
方
、

「
街
の
底
」
の
「
彼
」
は
そ
の
よ
う
な
行
動
を
起
こ
さ
な
い
。
不
平
等
や
資
本
主

義
の
弊
害
に
気
づ
い
て
は
い
て
も
、
そ
れ
を
マ
ル
ク
ス
主
義
的
な
枠
組
み
で
意
味

づ
け
行
動
し
よ
う
と
は
し
な
い
。
丘
か
ら
見
え
る
南
北
格
差
の
前
で
も
「
彼
は
何

事
も
考
え
は
し
な
か
つ
た
」
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
丘
の
上
で
「
こ
の
草
の
中
で
光

に
打
た
れ
、
街
々
の
望
色
か
ら
希
望
を
吸
い
込
ま
う
と
し
て
動
か
な
か
つ
た
」
と

い
う
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
な
社
会
の
状
況
の
中
で
い
か
に
も
個
人
的
に
生
き
よ
う

と
す
る
だ
け
で
あ
る
。
都
市
の
中
で
思
考
力
を
失
い
「
う
す
ぼ
ん
や
り
と
自
殺
の

光
景
を
考
え
る
」
と
い
う
「
彼
」
は
、
革
命
闘
争
に
血
を
滾
ら
せ
る
プ
ロ
レ
タ
リ

ア
文
学
の
主
人
公
た
ち
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

四
「
街
の
底
」
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム

で
は
目
の
当
た
り
に
し
た
社
会
矛
盾
に
対
す
る
「
彼
」
の
反
応
は
ど
の
よ
う
な

も
の
か
と
言
え
ば
、「
彼
」
は
「
幻
想
」
に
よ
っ
て
そ
の
現
実
か
ら
逃
避
し
よ
う

と
し
、
あ
る
い
は
現
実
を
破
壊
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る（

（1
（

。

た
と
え
ば
、
丘
か
ら
自
宅
に
帰
っ
た
「
彼
」
は
隣
家
の
病
人
の
乳
房
を
塀
の
隙

間
越
し
に
眺
め
る
が
、
そ
の
乳
房
は
次
の
よ
う
な
空
想
を
伴
っ
て
「
彼
」
に
迫
っ

て
く
る
。

彼
が
部
屋
へ
帰
つ
て
親
し
め
る
唯
一
の
も
の
は
そ
の
不
行
儀
な
乳
房
で
あ
る
。

そ
の
乳
房
は
肉
親
の
や
う
に
見
え
た
。
彼
は
そ
の
女
の
顔
を
一
度
見
た
い
と

願
い
出
し
た
。
が
、
い
つ
見
て
も
乳
房
は
破
れ
た
塀
の
隙
間
い
つ
ぱ
い
に
垂

れ
拡
が
つ
て
動
か
な
か
つ
た
。
い
つ
ま
で
も
そ
れ
を
見
て
い
る
と
、
彼
の
世

界
は
た
だ
拡
大
さ
れ
た
乳
房
ば
か
り
と
な
つ
て
薄
明
が
迫
つ
て
来
る
。
や
が

て
乳
房
の
山
は
電
光
の
照
明
に
応
じ
て
空
間
に
絢
爛
な
線
を
引
き
垂
れ
、

重
々
し
い
重
量
を
示
し
な
が
ら
崩
れ
た
砲
塔
の
や
う
に
影
像
を
蓄
え
て
の
め

り
出
し
た
。

病
人
の
乳
房
は
「
彼
の
世
界
」
の
中
で
だ
ん
だ
ん
と
拡
大
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ

は
不
気
味
な
立
体
感
を
伴
い
戦
車
の
砲
塔
の
よ
う
な
重
量
感
を
示
し
始
め
る
の
で

あ
る
。
引
用
前
半
に
は
病
人
を
母
親
に
重
ね
合
わ
せ
る
よ
う
な
表
現
が
あ
り
、
そ

れ
ゆ
え
に
母
性
を
感
じ
さ
せ
る
曲
線
的
で
柔
ら
か
い
は
ず
の
乳
房
は
、
光
線
が
作
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る
影
を
き
っ
か
け
に
、「
彼
」
の
幻
想
の
中
で
直
線
的
で
硬
質
な
砲
塔
へ
と
変
貌

す
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
資
本
主
義
社
会
の
矛
盾
に
反
応
す
る
「
彼
」
の
「
幻
想
」
は
、
次
の
場

面
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。「
彼
」
が
露
店
の
筵
の
上
に
積
み
重
ね
ら
れ
た
銅
貨

を
見
た
場
面
で
あ
る
。

彼
は
漸
く
浮
き
上
つ
た
心
を
静
に
愛
し
な
が
ら
、
筵
の
上
に
積
つ
て
ゐ
る
銅

貨
の
山
を
親
し
げ
に
覗
く
の
だ
。
そ
の
べ
た
べ
た
と
押
し
重
な
つ
た
鈍
重
な

銅
色
の
体
積
か
ら
奇
怪
な
塔
の
や
う
な
気
品
を
彼
は
感
じ
た
。
ま
た
そ
の
市

街
の
底
で
静
つ
て
ゐ
る
銅
貨
の
力
学
的
な
体
積
は
、
そ
れ
を
中
心
に
拡
が
つ

て
ゐ
る
街
々
の
壮
大
な
円
錐
の
傾
斜
線
を
一
心
に
支
え
て
ゐ
る
釘
の
や
う
に

見
え
始
め
た
。

客
観
的
に
は
た
だ
の
硬
貨
の
山
が
、「
彼
」
に
と
っ
て
「
奇
怪
な
塔
」
の
よ
う
に

感
じ
ら
れ
、「
街
々
の
壮
大
な
円
錐
の
傾
斜
線
を
一
心
に
支
え
て
ゐ
る
釘
の
や
う

に
」
見
え
る
。「
彼
」
は
貨
幣
シ
ス
テ
ム
が
支
え
る
資
本
主
義
社
会
を
幾
何
学
的

な
構
図
に
還
元
し
認
知
す
る
。
の
み
な
ら
ず
、
外
界
に
対
す
る
そ
の
よ
う
な
主
観

的
な
と
ら
え
方
を
端
緒
と
し
て
「
彼
」
の
「
幻
想
」
は
次
の
よ
う
に
加
速
す
る
。

「
さ
う
だ
。
そ
の
釘
を
引
き
抜
い
て
！
」
／
彼
は
ば
ら
ば
ら
に
砕
け
て
横
た

わ
つ
て
ゐ
る
市
街
の
幻
想
を
感
じ
る
と
満
足
し
て
ま
た
人
々
の
肩
の
中
へ
這

入
つ
て
い
つ
た
。

こ
の
よ
う
に
「
彼
」
は
現
実
世
界
に
は
何
の
影
響
も
も
た
ら
す
こ
と
の
な
い
「
幻

想
」
の
中
で
、
矛
盾
に
満
ち
た
社
会
を
破
壊
し
満
足
し
て
し
ま
う
。
行
動
す
る
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
と
の
懸
隔
は
明
ら
か
で
あ
る
。

二
章
で
引
い
た
横
光
の
エ
ッ
セ
イ
「
汚
い
家
」
で
は
、
貧
し
い
生
活
か
ら
得
ら

れ
た
も
の
の
一
つ
と
し
て
「
幻
想
が
豊
富
に
な
る
こ
と
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
た
。

横
光
は
続
け
て
「
こ
れ
は
貧
乏
街
に
住
ん
で
み
な
い
人
に
は
一
寸
分
ら
な
い
。
非

常
に
面
白
い
所
が
多
々
あ
る
の
だ
」
と
強
調
し
て
お
り
、「
街
の
底
」
の
中
で
も

か
な
り
意
識
的
に
「
幻
想
」
の
場
面
を
描
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
て
、
い
か
に
も
怯
懦
な
こ
の
主
人
公
の
性
質
は
、
し
か
し
文
学
的
に
は
モ
ダ

ニ
ズ
ム
の
一
特
徴
を
は
っ
き
り
と
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
よ
う
な
「
都
市

の
幻
想
」
こ
そ
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
文
学
の
一
つ
の
特
徴
な
の
で
あ
る（

（1
（

。
こ
こ
で
は
、

「
街
の
底
」
と
同
じ
く
「
都
市
の
幻
想
」
の
モ
チ
ー
フ
を
含
み
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
小

説
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
る
梶
井
基
次
郎
「
檸
檬
」（
大
正
一
四
年
一
月
、「
青
空
」）

の
一
節
を
引
い
て
そ
の
こ
と
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

「
あ
、
さ
う
だ
さ
う
だ
」
そ
の
時
私
は
袂
の
中
の
檸
檬
を
憶
い
出
し
た
。
本

の
色
彩
を
ゴ
チ
ャ
ゴ
チ
ャ
に
積
み
あ
げ
て
、
一
度
こ
の
檸
檬
で
試
し
て
み
た

ら
。「
さ
う
だ
」
／
（
中
略
）
／
変
に
く
す
ぐ
つ
た
い
気
持
が
街
の
上
の
私

を
微
笑
ま
せ
た
。
丸
善
の
棚
へ
黄
金
色
に
輝
く
恐
ろ
し
い
爆
弾
を
仕
掛
け
て

来
た
奇
怪
な
悪
漢
が
私
で
、
も
う
十
分
後
に
は
あ
の
丸
善
が
美
術
の
棚
を
中

心
と
し
て
大
爆
発
を
す
る
の
だ
つ
た
ら
ど
ん
な
に
お
も
し
ろ
い
だ
ら
う
。
／

私
は
こ
の
想
像
を
熱
心
に
追
求
し
た
。「
さ
う
し
た
ら
あ
の
気
詰
ま
り
な
丸

善
も
粉
葉
み
じ
ん
だ
ら
う
」

着
想
を
得
た
と
き
に
「
さ
う
だ
」
と
口
に
し
、
積
み
重
な
っ
た
も
の
を
バ
ラ
バ
ラ

に
破
壊
す
る
。
自
分
に
と
っ
て
不
快
な
存
在
を
幻
想
の
中
で
壊
滅
さ
せ
た
彼
ら
は
、

そ
れ
に
よ
っ
て
心
的
満
足
を
得
る
。
同
じ
大
正
一
四
年
に
発
表
さ
れ
た
両
作
品
に

は
「
幻
想
」
に
ま
つ
わ
る
倒
錯
し
た
精
神
が
確
か
に
共
通
し
て
い
る（

（1
（

。

さ
ら
に
「
街
の
底
」
が
持
つ
モ
ダ
ニ
ズ
ム
文
学
と
し
て
の
要
素
は
右
の
よ
う
な

点
ば
か
り
で
は
な
い
。
一
般
に
絵
画
や
文
芸
を
中
心
と
す
る
芸
術
の
領
域
に
お
い

て
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
と
は
伝
統
的
な
手
法
や
既
成
の
権
威
を
否
定
し
、
主
観
主
義
的

な
表
現
を
尊
ぶ
芸
術
上
の
傾
向
を
い
う
。
具
体
的
に
は
二
〇
世
紀
初
頭
に
西
欧
で

発
生
し
盛
り
上
が
り
を
見
せ
た
、
未
来
主
義
・
表
現
主
義
・
立
体
主
義
な
ど
の
新
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興
芸
術
運
動
を
指
す
。「
感
覚
活
動
」
の
中
で
横
光
は
、「
未
来
派
、
立
体
派
、
表

現
派
、
ダ
ダ
イ
ズ
ム
、
象
徴
派
、
構
成
派
、
如
実
派
の
あ
る
一
部
、
こ
れ
ら
は
総

て
自
分
は
新
感
覚
派
に
属
し
て
い
る
も
の
と
し
て
認
め
て
ゐ
る
」
と
述
べ
、
彼
の

文
学
を
モ
ダ
ニ
ズ
ム
芸
術
の
文
脈
に
位
置
づ
け
よ
う
と
し
た
。
こ
の
う
ち
立
体
派

（
キ
ュ
ビ
ズ
ム
）
の
絵
画
は
、
た
と
え
ば
ピ
カ
ソ
の
「
ア
ヴ
ィ
ニ
ヨ
ン
の
娘
た
ち
」

の
よ
う
に
、
対
象
を
単
純
な
幾
何
学
的
形
態
に
還
元
し
て
描
く
技
法
に
そ
の
特
徴

が
あ
る
が
、「
街
の
底
」
の
中
に
も
「
街
の
三
条
の
直
線
に
押
し
包
ま
れ
た
円
錐

形
の
濃
密
な
草
原
」・「
銅
貨
の
力
学
的
な
体
積
」・「
壮
大
な
円
錐
の
傾
斜
線
を
一

心
に
支
え
て
ゐ
る
釘
」・「
鈍
っ
た
鉛
の
切
断
面
の
や
う
に
」・「
幾
何
学
的
な
時
計

屋
」・「
無
数
の
稜
の
時
計
」
な
ど
の
よ
う
に
、
対
象
を
意
図
的
に
単
純
化
し
、
幾

何
学
的
に
描
い
た
場
面
が
散
見
す
る
の
で
あ
る（

（1
（

。
ま
た
右
に
見
た
乳
房
の
幻
想
に

つ
い
て
、
そ
れ
が
彼
の
意
識
の
中
で
変
貌
し
て
い
く
の
は
戦
車
の
砲
塔
で
あ
り
、

や
や
唐
突
に
思
え
る
こ
の
変
化
も
、
速
度
と
戦
争
に
美
を
見
出
し
た
未
来
派
芸
術

へ
の
意
識
を
窺
わ
せ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
都
市
の
幻
想
と
新
興
芸
術
的
表
現
と
い

う
二
点
に
お
い
て
、「
街
の
底
」
は
モ
ダ
ニ
ズ
ム
芸
術
の
性
質
を
示
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

五
　
お
わ
り
に

本
稿
の
要
点
を
整
理
し
て
お
こ
う
。
第
一
に
「
街
の
底
」
の
舞
台
は
大
正
一
二

年
頃
の
小
石
川
で
あ
り
、
そ
の
点
に
お
い
て
こ
の
物
語
は
横
光
の
実
際
の
経
験
と

重
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
第
二
に
、
そ
う
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
固
有
名
詞
を
消

し
、
ま
た
実
際
は
そ
の
時
期
の
彼
の
生
活
の
重
要
な
要
素
で
あ
っ
た
は
ず
の
妻
・

キ
ミ
の
存
在
を
消
す
な
ど
、
こ
の
小
説
は
非
自
然
主
義
的
・
非
私
小
説
的
な
方
向

へ
と
虚
構
化
さ
れ
て
い
る
。
第
三
に
、
そ
の
手
法
は
自
然
主
義
的
傾
向
を
引
き
ず

る
既
成
文
壇
へ
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
で
あ
り
、
同
時
に
彼
の
文
学
理
論
の
実
践
の
一

つ
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
四
に
、
こ
の
物
語
は
経
済
格
差
問
題
・
労
働
問

題
・
都
市
公
害
問
題
な
ど
資
本
主
義
経
済
の
発
展
に
伴
っ
て
あ
ら
わ
れ
た
同
時
代

の
社
会
問
題
を
多
く
描
い
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
テ
ー
マ
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学

と
共
通
し
て
い
る
。
第
五
に
、
一
方
で
、
自
覚
し
た
社
会
問
題
に
対
し
て
主
人
公

が
政
治
的
な
行
動
を
と
る
か
否
か
と
い
う
点
で
両
者
に
は
差
異
が
あ
る
。
第
六
に
、

「
幻
想
」
の
中
で
自
己
満
足
を
得
る
と
い
う
主
人
公
の
態
度
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア

文
学
へ
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
で
あ
る
と
同
時
に
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
文
学
の
一
つ
の
特
徴

で
も
あ
る
。
第
七
に
、
こ
の
小
説
が
幾
何
学
的
な
表
現
を
多
用
し
て
い
る
点
に
も

モ
ダ
ニ
ズ
ム
芸
術
の
特
徴
の
一
つ
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

新
感
覚
派
時
代
の
横
光
の
作
に
は
「
頭
な
ら
び
に
腹
」
や
「
上
海
」
な
ど
、
他

に
代
表
作
が
多
く
、
そ
れ
ら
に
比
し
て
「
街
の
底
」
は
論
じ
ら
れ
る
こ
と
の
少
な

い
作
品
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
小
説
に
描
か
れ
た
内
容
に
つ
い
て
横
光
は
そ

れ
な
り
の
執
着
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
れ
よ
り
前
に
発

表
さ
れ
た
「
青
い
石
を
拾
つ
て
か
ら
」（
大
正
一
四
年
三
月
、「
時
流
」）
に
は
、

す
で
に
「
街
の
底
」
と
同
様
の
モ
チ
ー
フ
が
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。「
青
い
石

を
拾
つ
て
か
ら
」
で
は
、
主
人
公
が
青
い
石
に
躓
い
て
臑
に
怪
我
を
す
る
と
こ
ろ

か
ら
物
語
が
始
ま
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
が
あ
っ
て
か
ら
家
族
の
病
気
や
死
が
相

次
ぐ
。
主
人
公
の
父
・
母
・
親
族
の
子
ど
も
な
ど
、
身
の
回
り
の
人
物
が
死
ん
だ

り
病
気
に
な
っ
た
り
し
た
後
、
主
人
公
は
「
今
度
は
急
に
私
の
頭
が
や
ら
れ
出
し

た
」
と
感
じ
始
め
る
。「
何
事
を
考
え
て
も
駄
目
な
の
だ
！
」
と
嘆
息
す
る
「
私

の
頭
の
中
に
浮
ん
で
来
る
も
の
は
自
殺
か
ら
免
れ
や
う
と
す
る
方
法
ば
か
り
」
で

あ
る
。
そ
の
よ
う
な
状
態
の
「
私
」
に
と
っ
て
、「
私
の
さ
迷
ひ
歩
く
街
々
の
休

憩
所
は
た
ゞ
静
か
な
花
屋
や
果
物
の
積
み
重
な
つ
た
市
場
の
店
頭
や
、
ま
た
は
空

の
晴
や
か
な
街
々
の
健
康
な
姿
を
見
る
こ
と
の
で
き
る
高
台
に
過
ぎ
な
く
な
つ

た
」
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
思
考
不
能
の
主
人
公
が
街
を
さ
ま
よ
い
、
そ
し

て
高
台
か
ら
街
を
見
下
ろ
す
と
い
う
「
街
の
底
」
の
モ
チ
ー
フ
は
、
す
で
に
こ
の

作
品
に
表
れ
て
い
る
。
そ
し
て
よ
り
重
要
な
の
は
、
そ
う
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず

本
稿
で
述
べ
て
き
た
よ
う
な
「
街
の
底
」
の
諸
特
徴
は
「
青
い
石
を
拾
つ
て
か
ら
」

に
見
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
青
い
石
を
拾
つ
て
か
ら
」
に
は
「
東
京
」

「
神
戸
」「
朝
鮮
」
な
ど
の
地
名
が
出
て
く
る
し
、「
Ｋ
子
」
と
い
う
君
子
を
想
起

さ
せ
る
恋
人
と
の
や
り
と
り
や
、
主
人
公
が
彼
女
と
の
結
婚
を
決
意
す
る
場
面
が
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出
て
く
る
。
ま
た
、「
街
の
底
」
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
資
本
主
義
と
都
市
の
問
題

も
前
景
化
さ
れ
な
い
し
、
主
人
公
が
幻
想
に
よ
っ
て
現
実
を
歪
曲
・
回
避
す
る
よ

う
な
場
面
も
な
い
。
も
ち
ろ
ん
独
特
の
比
喩
に
よ
っ
て
対
象
が
幾
何
学
的
に
描
出

さ
れ
る
こ
と
も
な
い
の
で
あ
る
。

「
青
い
石
を
拾
つ
て
か
ら
」
は
、
何
の
変
哲
も
な
い
青
い
石
が
、「
私
」
に
死
や

不
幸
を
も
た
ら
す
も
の
と
し
て
暗
示
的
に
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
を
重
視
す

れ
ば
、
こ
の
作
は
む
し
ろ
神
秘
主
義
的
あ
る
い
は
象
徴
主
義
的
な
趣
き
を
持
っ
て

い
る
と
評
価
し
得
る
。
稿
者
は
か
つ
て
、
横
光
の
文
学
理
論
を
象
徴
主
義
か
ら
表

現
主
義
な
ど
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
芸
術
へ
の
発
展
と
し
て
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
が（

（1
（

、
こ

の
二
作
を
そ
の
よ
う
な
理
論
的
変
化
を
示
す
実
作
と
し
て
意
味
づ
け
る
こ
と
も
で

き
よ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、「
青
い
石
を
拾
つ
て
か
ら
」
の
存
在
は
、
本
稿
が
論

じ
て
き
た
よ
う
な
「
街
の
底
」
の
特
徴
が
、
作
者
に
よ
っ
て
強
く
意
識
さ
れ
て
い

た
こ
と
を
示
す
傍
証
と
な
り
得
る
だ
ろ
う
。

付
記本

稿
に
お
け
る
横
光
の
テ
ク
ス
ト
は
『
定
本
横
光
利
一
全
集
』（
昭
和
五
六
年

六
月
～
平
成
一
一
年
一
〇
月
、
河
出
書
房
新
社
）
か
ら
引
い
た
。
ま
た
引
用
中
の

改
行
は
「
／
」
で
示
し
た
。
本
稿
は
二
〇
一
五
年
九
月
九
～
一
一
日
に
“Dim

itrie 
Cantem

ir

” Christian U
niversity (Bucharest, Rom

ania)

で
開
催
さ
れ
た
、

“Japan-prem
odern, m

odern and contem
porary

” (Japanese studies 
conferences （rd)

で
の
口
頭
発
表
に
基
づ
い
て
執
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。

注（
1
）　 

玉
村
周「
横
光
利
一
」『
新
研
究
資
料
現
代
日
本
文
学　

第
一
巻
』（
平
成
一
二
年
三
月
、

明
治
書
院
）

（
2
）　 

平
野
謙
『
概
説
日
本
現
代
文
学
史
』（
昭
和
二
四
年
一
二
月
、
塙
書
房
）、『
昭
和
文

学
の
可
能
性
』（
昭
和
四
七
年
四
月
、
岩
波
書
店
）
な
ど
。

（
（
）　 

平
野
謙
「
昭
和
初
年
代
の
文
学
」『
概
説
日
本
現
代
文
学
史
』（
昭
和
二
四
年
一
二
月
、

塙
書
房
）

（
（
）　 

平
野
謙
『
昭
和
文
学
の
可
能
性
』（
昭
和
四
七
年
四
月
、
岩
波
書
店
）

（
（
）　 

田
口
律
男「
横
光
利
一『
街
の
底
』論
」『
都
市
テ
ク
ス
ト
論
序
説
』（
平
成
一
八
年
二
月
、

松
籟
社
）、
初
出
は
「
横
光
利
一
『
街
の
底
』
論
」（
昭
和
五
九
年
一
二
月
、「
近
代

文
学
試
論
」）。

（
（
）　 

石
田
仁
志
「
横
光
利
一
の
形
式
論
」（
平
成
五
年
三
月
、「
東
京
都
立
大
学
人
文
学

部　

人
文
学
報
」）

（
（
）　 

杣
谷
英
紀
「
横
光
利
一
・
新
感
覚
派
的
表
現
の
理
論
と
実
践
」（
平
成
一
〇
年
三
月
、

「
日
本
文
芸
研
究
」）

（
（
）　 

中
山
義
秀
『
台
上
の
月
』（
昭
和
三
八
年
四
月
、
新
潮
社
）

（
（
）　 

十
重
田
裕
一「
中
山
義
秀
」『
横
光
利
一
事
典
』（
井
上
謙
・
神
谷
忠
孝
・
羽
鳥
徹
哉
編
、

平
成
一
四
年
一
〇
月
、
お
う
ふ
う
）

（
10
）　 

柴
洋
之
介
『
大
東
京
市
全
図
』（
大
正
九
年
、
チ
ェ
ー
ス
ト
社
）

（
11
）　 

明
治
二
一
年
一
月
一
〇
日
、「
郵
便
報
知
新
聞
」

（
12
）　 

横
光
の
新
感
覚
派
理
論
に
つ
い
て
は
「〝
新
感
覚
〟
理
論
と
象
徴
主
義
」（
平
成
一

九
年
九
月
、「
国
語
国
文
」）、「
新
感
覚
派
と
表
現
主
義
の
論
理
」（
平
成
二
五
年
三
月
、

「
横
光
利
一
研
究
」）
で
詳
し
く
論
じ
た
。

（
1（
）　 

井
上
謙
『
評
伝　

横
光
利
一
』（
昭
和
五
〇
年
一
〇
月
、
桜
楓
社
）

（
1（
）　 「
幻
想
」
は
、
主
観
に
よ
っ
て
外
界
を
捉
え
直
す
と
い
う
横
光
の
新
感
覚
派
理
論
の

延
長
線
上
に
位
置
す
る
モ
チ
ー
フ
だ
と
見
ら
れ
る
。

（
1（
）　 

文
学
に
お
け
る
モ
ダ
ニ
ズ
ム
と
幻
想
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
鈴
木
貞
美
『
モ
ダ

ン
都
市
の
表
現　

自
己
・
幻
想
・
女
性
』（
平
成
四
年
七
月
、
白
地
社
）
に
詳
し
い
。

（
1（
）　 

田
口
律
男
は
、
夙
に
こ
の
場
面
に
お
け
る
「
街
の
底
」
と
「
檸
檬
」
と
の
共
通
点

を
指
摘
し
て
い
る
（
注
（
（
）
参
照
）。
本
稿
で
は
「
都
市
の
幻
想
」
と
い
う
共
通

性
を
二
者
の
関
係
に
と
ど
め
ず
、
よ
り
広
く
モ
ダ
ニ
ズ
ム
文
学
の
一
特
徴
と
し
て

位
置
づ
け
る
。

（
1（
）　 
石
田
仁
志
「
街
の
底
」『
横
光
利
一
事
典
』（
前
掲
）
も
こ
の
点
を
指
摘
し
て
い
る
。

（
1（
）　 
拙
稿
「〝
新
感
覚
〟
理
論
と
象
徴
主
義
」（
平
成
一
九
年
九
月
、「
国
語
国
文
」）


