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「
変
り
ゆ
く
都
市
像
」
�

◇
「
里さ

と

」
の
末
路

　

約
一
世
紀
前
の
童
謡
《
春
が
来
た
》
を

手
が
か
り
に
、
東
京
と
そ
の
周
辺
の
地
域

の
特
徴
の
な
か
で
、
そ
れ
ぞ
れ
特
有
の
季

節
の
移
り
変
わ
り
の
仕
方
が
あ
る
こ
と

を
、「
山
・
里
・
野
」
の
順
に
巡
っ
て
き

た
。

　

そ
の
最
中
の
平
成
24
年
８
月
７
日
付
け

の
『
読
売
新
聞
』
武
蔵
野
版
に
《
狭
山
の

里
山
「
寄
付
」
増
加
》
の
見
出
し
の
記
事

が
目
に
付
い
た
。
そ
の
要
旨
は
「
西
武
池

袋
線
と
柳
瀬
川
に
挟
ま
れ
て
人
が
容
易
に

立
ち
入
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
開
発

を
免
れ
、
里
山
の
代
表
的
な
樹
木
、
ク
ヌ

ギ
や
ケ
ヤ
キ
、
ム
ク
ノ
キ
が
自
生
し
て
い

る
土
地
」
を
地
権
者
が
公
益
財
団
法
人
に

寄
付
し
た
こ
と
、
お
よ
び
同
様
な
状
況
が

増
加
し
て
い
る
こ
と
を
報
じ
た
も
の
で
あ

る
。

　

手
元
の
地
図
で
見
る
と
そ
の
場
所
は
す

ぐ
に
分
か
っ
た
。
そ
の
場
所
に
限
ら
ず
多

分
同
じ
よ
う
な
状
況
の
、
地
域
計
画
に
も

近
郊
都
市
計
画
に
も
鉄
道
会
社
か
ら
も
見

放
さ
れ
て
地
主
と
は
い
え
な
く
な
っ
た
地

権
者
が
、
使
い
道
の
な
く
な
っ
た
土
地
を

公お
お
や
けに

《
寄
付
》
す
る
と
こ
ろ
ま
で
追
い
込

ま
れ
た
ニ
ュ
ー
ス
と
も
読
め
る
。

　

か
つ
て
は
東
京
市
民
の
水み
ず

瓶が
め

と
し
て
尊

重
さ
れ
た
村
山
・
山
口
両
貯
水
池
（
現
多

摩
湖
・
狭
山
湖
）、
そ
の
水
源
だ
っ
た
柳
瀬

川
が
武
蔵
野
と
い
う
「
野
」
に
出
た
と
こ

ろ
で
、
武
蔵
野
の
開
発

の
主
力
と
見
な
さ
れ
た

西
武
池
袋
線
と
並
行
す

る
場
所
に
、
東
京
近
郊

開
発
と
は
程
遠
い
《
自

然
》
の
土
地
が
あ
る
と

い
う
ニ
ュ
ー
ス
で
も
あ

る
。
…
…
そ
れ
は
本
当

の
意
味
で
の
都
市
計
画

が
無
か
っ
た
と
い
う
こ

と
で
も
あ
る
。

　

東
京
か
ら
狭
山
丘
陵

を
経
て
そ
の
北
西
の
秩

父
と
を
結
ぶ
池
袋
線
の

役
割
は
改
め
て
言
う
ま

で
も
な
い
が
、
こ
の
鉄

道
の
線
路
の
枕
木
の
端は
た

か
ら
「
人
が
立
ち
入
れ

な
い
土
地
」
と
な
り
、

そ
れ
ゆ
え
に
《
自
然
》

が
豊
富
に
あ
る
と
い
う

指
摘
は
、
童
謡
の
表
現

と
は
異
な
る
巨
大
な
不

連
続
線
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
ら
せ
て
く
れ

た
。

　

か
つ
て
は
自
然
状
態
に
あ
っ
た
「
山
・

里
・
野
」
の
有
機
的
な
連
鎖
の
実
態
は
、

多
か
れ
少
な
か
れ
大
部
分
が
こ
ん
な
も
の

な
の
だ
と
す
る
見
方
の
一
方
で
、
依
然
と

村山（前方）山口（後方）貯水池
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し
て
盛
ん
な
里
山
＝
里
川
回
帰
運
動
も

方
々
で
見
ら
れ
る
。「
里
」は
都
市
の
萌ほ
う

芽が

な
の
か
、
逆
に
ム
ラ
の
残ざ
ん

渣さ

と
し
て

の
役
割
に
限
ら
れ
る
べ
き
な
の
か
と
い

う
見
方
も
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば「
里
」

と
い
う
「
小
世
界
」
は
、「
小
世
界
」
な

り
の
規
模
で
、
独
立
的
に
そ
の
存
立
を

図
っ
て
き
た
空
間
だ
っ
た
た
め
に
、
そ

の
地
域
の
《
豊
か
さ
》
を
ど
の
よ
う
に

持
ち
続
け
て
き
た
か
を
捉
え
る
指
標
で

あ
っ
た
の
か
。
ま
た
は
前
記
の
新
聞
記

事
の
よ
う
に
都
市
施
設
の
狭は
ざ

間ま

の
線
路

に
密
着
し
た
形
で
《
立
ち
腐
れ
て
》
地

主
が
地
権
者
に
転
落
し
か
ね
な
く
な
る

場
合
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
観
点
で
見
る
と
都
市
の

中
の
《
中
央
区
》
と
い
う
「
町
」
の
場

合
も
、
大
企
業
の
立
地
場
所
と
し
て
の

「
町
」、
大
企
業
の
雇
用
者
層
の
た
め
の

「
町
」、
さ
ら
に
通
勤
者
と
常
住
者
と
が

混
在
す
る
「
町
」、
所
得
階
層
別
か
混
在

か
と
い
う
形
態
別
の
「
町
」、
出
店
施
設

と
商
店
街
の
区
別
が
あ
る
「
町
」
な
ど

と
、
前
号
ま
で
の
「
里
」
と
同
じ
よ
う

な
分
類
の
仕
方
も
あ
る
。
さ
ら
に
都
市

と
は
「
市
場
」
の
集
積
場
だ
と
定
義
す

る
前
に
、
よ
り
具
体
的
な
現
代
の
多
角

的
な
「
い
ち
ば
」
の
形
を
確
認
す
る
必

要
も
あ
り
そ
う
で
あ
る
。

◇
再
掲
「
首
相
の
市
場
観
」

　

こ
こ
で
前
号
（
１
４
３
号
）
末

尾
の
16
行
を
形
を
変
え
て
再
構
成

し
ま
し
た
。
不
手
際
を
お
詫
び
い

た
し
ま
す
。

　

以
下
は
平
成
24
年
１
月
中
に
『
日
本

経
済
新
聞
』
に
連
載
さ
れ
た
元
英
首
相

ト
ニ
ー
・
ブ
レ
ア
氏
の
「
私
の
履
歴
書
」

の
一
部
で
あ
る
。

　

と
く
に
そ
の
最
終
回
で
四
年
前
の
金

融
危
機
当
時
の
「
市
場
」
事
情
に
言
及

し
て
い
る
部
分
の
回
顧
が
面
白
い
の

で
、
そ
の
一
部
を
今
年
中
（
平
成
24
年

中
）
に
引
用
し
て
み
よ
う
。

　
　

 

08
年
秋
、
世
界
的
な
金
融
危
機
が

起
き
た
こ
と
に
つ
い
て
「
第
一
に

証
券
化
商
品
な
ど
は
失
敗
し
た

が
、
す
べ
て
の
市
場
が
失
敗
し
た

の
で
な
い
こ
と
」。
第
二
に「
こ
の

危
機
は
政
府
も
、
規
制
も
、
政
治

家
も
、
金
融
政
策
も
失
敗
し
た
と

い
う
こ
と
だ
。
危
機
の
責
任
は
共

有
す
べ
き
で
、
市
場
や
銀
行
だ
け

に
負
わ
せ
る
べ
き
で
は
な
い
。」

と
し
て
、
続
け
て

　
　

 「
危
機
に
際
し
市
場
を
安
定
さ
せ

る
為
に
国
が
介
入
す
る
の
は
正
し

い
が
、
政
府
の
役
割
は
安
定
を
実

現
し
た
ら
出
来
る
限
り
早
く
退
く

こ
と
だ
。
危
機
が
当
初
の
銀
行
危

機
か
ら
政
府
債
務
の
危
機
に
転
じ

た
こ
と
は
、
国
や
政
府
に
も
改
革

が
必
要
な
こ
と
を
示
し
て
い
る
の

だ
。（
後
略
）」

と
彼
の
「
市
場
観
」
が
《
正
当
》
で
あ

り
同
時
に
《
伝
統
的
》
で
あ
っ
た
こ
と

が
よ
く
分
か
る
記
述
を
し
て
い
る
。

　

こ
の
「
モ
ノ
は
言
い
よ
う
」
の
見
本

の
よ
う
な
政
治
の
実
務
家
の
発
言
を
こ

と
さ
ら
に
引
用
し
た
理
由
は
、
こ
の
長

く
続
い
た
連
載
も
、
ブ
レ
ア
氏
の
政
府

が
実
行
し
た
よ
う
に
「
市
場
論
議
」
か

ら
は
「
出
来
る
限
り
早
く
退
く
こ
と
」

だ
と
思
う
昨
今
だ
か
ら
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
「
出
来
る
限
り
早
く
退
く
」
こ

と
が
出
来
て
も
、
そ
れ
が
問
題
解
決
で

は
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

◇
市
場
論
の
個
性

　
『
魏
志
倭
人
伝
』の
邪
馬
台
国
の
記
述

の
中
の
「
国
国
市
有
り
」
を
キ
ー
ワ
ー

ド
と
し
て
、
こ
の
国
の
市
場
の
変
遷
を

追
っ
て
き
た（
本
誌
１
３
３
号
）。
そ
れ

を
手
始
め
に
１
３
５
号
で
は
平
成
21
年

10
月
現
在
で
の
「
ノ
ー
ベ
ル
経
済
学
賞

と
市
場
論
」
の
項
で
、
当
時
の
経
済
学

と
実
際
の
市
場
と
を
対
比
さ
せ
て
み

た
。
そ
の
結
果
は
、
こ
れ
ま
た
当
然
の

こ
と
だ
が
世
界
の
論
者
の
市
場
論
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
論
者
の
《
精
神
的
風
土
》

の
思
考
が
強
く
反
映
し
て
い
る
こ
と
を

確
認
す
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。

　

今
年
の
《
市
場
が
ら
み
》
の
話
題
は

な
ん
と
言
っ
て
も
春
か
ら
初
夏
に
か
け

て
の
T
P
P
（
環
太
平
洋
経
済
連
携
協

定
）
の
加
入
可
否
の
論
議
だ
っ
た
。
そ

れ
は
こ
の
連
載
に
お
け
る
日
本
の
古
来

か
ら
の
市
場
観
と
は
真
っ
向
か
ら
対
立

す
る
も
の
で
、
国
際
的
規
制
を
前
提
と

す
る
貿
易
＝
市
場
行
為
で
あ
り
、
ま
さ

に
わ
が
国
の
戦
国
時
代
の「
楽
市
楽
座
」

と
同
じ
発
想
の
行
為
が
論
議
さ
れ
た
。

　

次
が
欧
州
連
合
加
盟
国
の
中
か
ら
の

財
政
危
機
の
表
面
化
で
あ
り
、
米
国
で

発
生
し
た
住
宅
ロ
ー
ン
の
破
綻
以
来
の

不
景
気
が
欧
州
に
飛
び
火
し
た
こ
と
。

そ
れ
が
癒
さ
れ
な
い
ま
ま
夏
に
は
E
U

や
そ
の
銀
行
団
の
会
合
が
東
京
で
開
か

れ
た
が
、
金
融
危
機
を
根
本
か
ら
解
決

で
き
な
い
ま
ま
に
幕
と
な
っ
た
。

　

私
見
だ
が
こ
の
よ
う
な
恒
常
的
な

「
危
機
」、
…
危
機
と
は
日
本
語
の
場
合

に
は
瞬
間
ま
た
は
そ
れ
に
近
い
短
時
間

を
意
味
す
る
が
、
学
問
も
実
務
も
10
年

近
く
無
為
の
ま
ま
「
危
機
」
を
経
過
さ



第 144 号

－ －687 3

せ
、
政
治
も
そ
の
金
融
事
情
・
経
済
危

機
に
有
効
な
手
段
を
欠
い
た
ま
ま
漂
流

を
続
け
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　

そ
の
後
の
野
田
首
相
の
T
P
P
に
つ

い
て
の
言
及
は
11
月
16
日
の
衆
院
解
散

で
ス
ト
ッ
プ
し
て
い
る
。

　

こ
こ
ま
で
書
い
て
き
て
、
こ
れ
ま
で

に
童
謡
「
春
が
来
た
」
で
歌
わ
れ
た
春

が
「
山
」
に
来
て
「
里
」
を
経
て
「
野
」

に
い
た
る
有
様
を
描
写
し
た
の
と
同
じ

手
法
で
、
同
じ
く
日
本
の
代
表
的
な
童

話
の
「
桃
太
郎
」・「
猿
蟹
合
戦
」
と
「
い

ち
ば
」
と
の
関
連
を
描
く
こ
と
を
考
え

た
が
、
ふ
と
こ
の
連
載
の
第
１
３
５
号

（
平
成
21
年
10
月
）
で
取
り
上
げ
た

「
ノ
ー
ベ
ル
経
済
学
賞
と
市
場
論
」の
存

在
を
思
い
出
し
た
。

◇
経
済
教
室
と
「
市
場
之
祭
文
」

　

そ
れ
は
同
年
10
月
19
日
の
『
日
本
経

済
新
聞
』
の
「
経
済
教
室
」（
19
ペ
ー

ジ
）
に
、
東
京
大
学
の
柳
川
範
之
氏
が
、

《
今
年
の
ノ
ー
ベ
ル
経
済
学
賞
受
賞
者

の
、
米
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
大
学
の
エ
リ
ノ

ア
・
オ
ス
ト
ロ
ム
教
授
と
米
カ
リ
フ
ォ

ル
ニ
ア
大
学
バ
ー
ク
レ
ー
校
の
オ
リ

バ
ー
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ソ
ン
名
誉
教
授
に

授
与
さ
れ
た
こ
と
》
に
つ
い
て
、
そ
の

理
由
は
「
彼
ら
の
組
織
や
制
度
な
ど
の

非
市
場
型
メ
カ
ニ
ズ
ム
分
析
に
関
す
る

勝
れ
た
研
究
に
あ
る
」
と
紹
介
し
、
オ

ス
ト
ロ
ム
教
授
の
場
合
は
「
共
有
地
の

悲
劇
」
と
呼
ば
れ
る
現
象
に
対
し
て
新

し
い
視
点
を
提
供
し
た
こ
と
に
あ
る
と

し
て
い
る
。

　

そ
の
「
共
有
地
の
悲
劇
」
と
は
「
例

え
ば
水
産
資
源
の
あ
る
池
を
数
人
で
共

有
し
て
い
る
場
合
を
考
え
よ
う
。
こ
の

場
合
、
自
分
が
魚
を
と
る
と
そ
の
分
、

他
の
人
が
取
れ
る
魚
が
減
る
と
い
う
マ

イ
ナ
ス
の
効
果
を
も
た
ら
す
。
し
か
し

そ
れ
ぞ
れ
が
自
由
に
魚
を
取
っ
て
も
よ

け
れ
ば
、
そ
の
他
の
所
有
者
へ
の
マ
イ

ナ
ス
を
考
慮
せ
ず
に
行
動
す
る
た
め
、

結
果
的
に
は
乱
獲
と
な
っ
て
し
ま
う
。

そ
の
た
め
、
共
有
地
に
は
何
ら
か
の
規

制
が
必
要
だ
と
一
般
に
は
考
え
ら
れ
て

き
た
。
だ
が
オ
ス
ト
ロ
ム
教
授
は
、
現

実
に
は
、
規
制
や
政
府
介
入
が
な
く
て

も
、
利
用
者
の
共
同
体
が
、
ル
ー
ル
や

そ
の
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
（
執
行
）

を
自
分
た
ち
で
行
い
、
う
ま
く
統
治
し

て
い
る
例
が
多
い
こ
と
を
証
明
し
た

（
以
下
略
）。」
と
す
る
。

　

蛇
足
だ
が
こ
の
こ
と
が「
非
市
場
型
」

メ
カ
ニ
ズ
ム
の
分
析
だ
と
い
う
こ
と
な

の
で
あ
ろ
う
。

…
こ
こ
ま
で
読
ん
で
き
て
、
何
の
こ
と

は
な
い
こ
の
シ
リ
ー
ズ
⑼
、
第
１
３
０

号
（
08
年
２
月
発
行
）
の
後
半
で
は
、

14
世
紀
半
ば
の
関
東
地
方
＝
武
蔵
国
鷲

宮
で
成
立
し
た
「
市
場
之
祭
文
」
の
全

文
を
掲
げ
、
そ
の
「
統
治
」
の
原
理
を

紹
介
し
て
い
た
こ
と
を
思
い
出
し
た
の

で
あ
る
。

　

つ
ま
り
西
欧
諸
国
の
経
済
学
の
童
話

的
《
た
と
え
話
》
で
は
、
関
係
者
が
際

限
の
無
い
私
利
を
追
求
し
た
あ
げ
く
の

悲
劇
を
ど
の
よ
う
に
「
統
治
」
し
「
執

行
」
し
て
解
決
す
る
か
が
、
あ
の
ノ
ー

ベ
ル
賞
に
関
わ
る
大
問
題
な
の
で
あ

り
、
さ
ら
に
ブ
レ
ア
前
英
国
首
相
の
回

顧
談
の
面
白
さ
な
の
だ
が
、
日
本
で
は

共
有
地
＝
「
市
」
が
開
か
れ
る
場
所
は
、

そ
の
地
域
の
公
共
的
空
間
で
あ
り
、
そ

の
「
場
」
が
平
和
に
保
た
れ
て
い
る
状

況
を
「
衆し
ゅ

生に
ょ
うの

宝
」
だ
と
す
る
。

　

そ
し
て
そ
れ
は
神
仏
と
同
じ
神
聖
な

も
の
だ
と
繰
り
返
し
強
調
す
る
。
こ
の

「
衆
生
の
宝
」と
は
天
与
の
も
の
で
は
な

く
、
そ
の
地
域
住
民
の
合
意
の
結
果
＝

公
共
と
い
う
概
念
で
あ
る
こ
と
は
い
う

ま
で
も
な
い
。
さ
ら
に
付
け
加
え
れ
ば

そ
の
よ
う
な
市
場
観
は
江
戸
時
代
の
問

屋
株
仲
間
の
運
営
に
ま
で
脈
々
と
生
き

て
い
た
こ
と
を
記
し
て
お
こ
う
。

　

09
年
と
い
う
時
点
で
柳
川
氏
の
経
済

教
室
は
《
今
年
の
ノ
ー
ベ
ル
賞
、「
統

治
」
分
析
に
脚
光
・「
非
市
場
型
」
分

析
、
市
場
機
能
の
否
定
に
あ
ら
ず
・
政

府
の
規
制
や
介
入
に
頼
ら
ず
民
間
で
工

夫
を
》
と
の
ま
え
が
き
付
き
で
「
ノ
ー

ベ
ル
経
済
学
賞
に
オ
ス
ト
ロ
ム
氏
ら

『
市
場
の
失
敗
』
は
民
間
で
補
完
」
す
る

社
会
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
分

析
結
果
が
受
賞
に
値
し
た
と
解
説
さ
れ

て
い
る
。

　

こ
の
新
聞
記
事
の
引
用
に
お
け
る

《『
市
場
の
失
敗
』
は
民
間
で
補
完
」
す

る
社
会
》
と
い
っ
た
場
合
、
そ
の
市
場

は
誰
が
設
立
し
運
営
し
た
も
の
で
あ
っ

た
ろ
う
か
。
さ
ら
に
「
民
間
で
補
完
」

と
い
え
ば
市
場
は
政
府
に
類
す
る
公
的

機
関
で
あ
り
、
そ
の
失
敗
は
民
間
で
…

と
し
な
け
れ
ば
文
意
と
し
て
は
通
ら
な

い
。

　

こ
れ
は
金
融
市
場
で
も
公
設
の
生
鮮

食
品
市
場
で
も
共
通
な
事
柄
で
あ
っ
て

「
政
府
あ
る
い
は
そ
れ
に
准
ず
る
機
関

が
運
営
す
る
市
場
」（
歴
史
的
状
況
に
言

い
換
え
れ
ば
16
世
紀
に
織
田
信
長
で
代

表
さ
れ
る
領
主
達
が
宣
言
し
た「
楽
市
・

楽
座
」
的
市
場
）
の
失
敗
は
「
民
間
で

補
完
」
す
る
の
か
。
ま
た
そ
れ
が
可
能
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だ
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

あ
る
い
は
《
く
ど
い
け
れ
ど
》「
民
間

機
関
が
運
営
す
る
市
場
」の
失
敗
は「
政

府
な
ど
公
的
機
関
が
補
完
」
し
、「
政
府

な
ど
の
機
関
が
運
営
し
た
市
場
の
失

敗
」
は
「
民
間
が
補
完
」
す
る
の
か
は
、

ぜ
ひ
ノ
ー
ベ
ル
賞
の
審
査
員
に
直
接
聞

い
て
見
た
い
気
が
す
る
《
く
だ
り
》
で

あ
る
。

　

む
し
ろ
事
態
は
逆
で
あ
っ
て
、
新
聞

記
事
の
表
現
は
「
民
間
設
立
の
市
場
の

失
敗
は
公
的
機
関
が
補
完
」
す
る
社
会

だ
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

も
ち
ろ
ん
14
世
紀
中
葉
の
武
蔵
国
の

市
場
と
、
西
欧
現
代
社
会
の
主
と
し
て

金
融
市
場
と
は
同
一
に
論
じ
ら
れ
な
い

の
だ
が
、
一
般
的
に
学
問
上
の
原
理
・

原
則
は
「
時
代
」
を
超
越
し
て
長
生
き

を
す
る
も
の
だ
と
す
る
と
、
そ
の
《
タ

イ
ム
・
ラ
グ
》
つ
ま
り
歴
史
的
視
角
か

ら
す
る
と
、「
私
利
の
徹
底
追
求
の
結
果

の
悲
劇
」
と
、「
い
ち
ば
」
を
「
衆
生
の

宝
」（
公
共
物
）
と
見
た
彼
我
の
民
度
の

差
だ
と
も
い
え
よ
う
。

◇
「
共
有
地
（
池
？
）
の
悲
劇
」

　

前
出
の
オ
ス
ト
ロ
ム
教
授
の
「
共
有

地
（
池
？
）
の
悲
劇
」
の
状
況
を
現
実

の
資
本
主
義
的
生
産
状
況
に
即
し
て
言

え
ば
、
地
球
規
模
の
温
暖
化
現
象
を
横

目
に
、
有
限
で
多
種
多
様
な
資
源
を
総

合
し
て
自
動
車
を
作
り
続
け
る
競
争

は
、「
市
場
の
要
請
」
に
こ
た
え
て
地
球

上
の
す
べ
て
の
《
山
間
僻
地
》
に
ま
で

に
ク
ル
マ
を
走
ら
せ
る
こ
と
を
目
標
と

し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
前
提
条
件
と

し
て
の
、
例
え
ば
化
石
燃
料
の
枯
渇

化
？
を
は
じ
め
、
レ
ア
メ
タ
ル
資
源
の

偏
在
な
ど
が
一
旦
は
《
世
界
》
に
報
道

さ
れ
る
が
、
た
い
て
い
は
程
な
く
技
術

的
に
、
ま
た
は
政
治
的
に
解
決
さ
れ
て

い
る
。

　

ほ
と
ん
ど
の
「
危
機
」
の
都
度
「
必

要
は
発
明
の
母
」
の
手
に
よ
っ
て
事
態

は
解
決
さ
れ
る
の
だ
が
、
あ
る
日
、
突

然
想
定
外
の
天
変
地
異
が
起
き
る
と
グ

ロ
ー
バ
ル
化
し
た
資
本
主
義
的
生
産
行

為
は
パ
タ
リ
と
停
止
し
て
し
ま
う
。

　

そ
の
状
況
の
一
端
を
東
日
本
大
震
災

な
ど
で
は
な
く
、
あ
り
ふ
れ
た
事
例
で

紹
介
す
る
と
、私
自
身
の
体
験
と
し
て
、

老
眼
鏡
が
合
わ
な
く
な
っ
た
の
で
駅
前

の
な
じ
み
の
眼
鏡
屋
で
眼
鏡
を
注
文
し

た
。
眼
鏡
屋
の
勧
め
で
国
産
の
有
名

メ
ー
カ
ー
の
レ
ン
ズ
に
し
た
の
だ
が
、

そ
の
工
場
が
な
ん
と
タ
イ
の
大
水
害
で

水
没
し
た
と
い
う
理
由
で
、
国
産
で
あ

り
な
が
ら
一
週
間
の
予
定
が
一
ヶ
月
以

上
も
か
か
り
、
老
人
の
身
の
回
り
品
の

補
給
が
非
常
に
広
範
囲
な
経
路
を
経
て

い
る
こ
と
を
改
め
て
実
感
さ
せ
ら
れ

た
。

　

そ
ん
な
商
売
で
採
算
が
取
れ
る
の
か

と
い
う
感
想
は
、
眼
鏡
を
早
く
掛
け
た

い
と
い
う
《
消
費
者
》
と
し
て
は
当
然

の
感
想
で
あ
ろ
う
。

　

眼
鏡
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
複
合
工

業
製
品
と
し
て
の
自
動
車
生
産
と
消
費

者
と
の
間
に
は
、
何
倍
ど
こ
ろ
か
何
乗

も
の
リ
ス
ク
が
連
鎖
し
て
い
る
は
ず
で

あ
る
。
日
本
を
代
表
し
て
世
界
に
君
臨

し
た
通
信
・
家
電
・
メ
デ
ィ
ア
な
ど
の

大
企
業
が
《
音
も
無
く
》
消
滅
を
続
け

て
い
る
状
況
に
「
素
直
」
な
危
惧
を
覚

え
な
い
ほ
う
が
異
常
な
こ
と
で
あ
ろ

う
。

　

現
在
の
世
界
の
資
本
主
義
的
生
産
状

況
を
は
じ
め
、
諸
国
の
金
融
機
関
の
状

況
を
み
る
と
、
自
然
災
害
で
は
な
く
制

度
的
・
構
造
的
理
由
で
、
あ
る
日
パ
タ

リ
と
そ
れ
ら
の
「
市
場
」
活
動
が
停
止

す
る
場
面
を
夢
に
見
る
こ
と
が
あ
る
。

見
た
く
も
な
い
夢
だ
が
、
夢
だ
と
い
っ

て
笑
い
飛
ば
す
こ
と
も
出
来
な
い
も
の

を
感
じ
る
し
、
電
算
の
誤
入
力
の
結
果

が
瞬
間
的
に
思
い
も
よ
ら
ぬ
巨
大
な
悲

劇
に
な
っ
た
り
す
る
場
合
も
あ
る
。

　

競
争
者
相
互
の
「
自
由
競
争
」
に
よ

り
市
場
内
で
の
相
手
を
打
ち
負
か
し

て
、
独
占
を
果
た
し
た
そ
の
瞬
間
に
、

そ
の
市
場
は
崩
落
へ
の
道
の
急
坂
を
転

が
り
落
ち
る
と
い
う
現
在
の
市
場
原
理

に
よ
る
「
原
則
」
は
無
視
す
る
こ
と
は

で
き
ま
い
。

　

過
酷
な
競
争
で
は
な
く
「
出
会
い
」・

「
共
栄
」の
場
こ
そ
市
場
そ
の
も
の
な
の

だ
と
い
う
の
が
、
こ
の
《
変
わ
り
ゆ
く

都
市
像
》、特
に
日
本
の
市
場
の
変
遷
を

探
る
メ
イ
ン
・
テ
ー
マ
だ
っ
た
。
こ
の

「
い
ち
ば
」
を
象
徴
す
る
も
の
が
「
鷲わ
し

＝

和わ

市し

」
で
あ
る
。

　

表
現
を
変
え
る
と
毎
年
11
月
の
酉
の

日
に
鷲
に
ち
な
む
大
鳥
神
社
の
祭
礼
が

あ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
お
酉と
り

様
」
の
祭
り

と
し
て
、
中
世
以
後
現
在
ま
で
連
綿
と

し
て
継
承
さ
れ
て
き
た
祭
り
の
原
則

は
、
前
記
の
「
市
場
之
祭
文
」
を
捧
持

す
る
人
々
の
祭
日
な
の
で
あ
る
。

　

こ
の
民
俗
の
理
念
の
差
異
が
ス
カ
ン

デ
ィ
ナ
ヴ
ィ
ア
半
島
の
国
に
理
解
さ
れ

る
か
ど
う
か
を
見
す
え
た
い
。

 

（
鈴
木
理
生
）


