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た
日
本
車
輌
東
京
本
社
に
通
う
平
凡
な
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
だ
っ
た
。

会
社
帰
り
に
寄
っ
た
銀
座
の
モ
ロ
ゾ
フ
の
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
、
コ

ロ
ン
バ
ン
の
シ
ュ
ー
ク
リ
ー
ム
な
ど
を
土
産
に
買
っ
て
き
て
喜

ば
せ
て
く
れ
た
が
、
戦
争
が
始
ま
る
と
そ
ん
な
こ
と
も
少
な
く

な
っ
た
。
子
供
ご
こ
ろ
に
も
シ
ョ
ッ
ク
だ
っ
た
の
は
、
パ
ン
食

が
決
ま
り
だ
っ
た
日
曜
の
朝
の
食
事
の
紅
茶
が
、
黄
色
缶
の
リ

プ
ト
ン
か
ら
粗
悪
な
紙
箱
入
り
の
日
東
紅
茶
に
か
わ
り
、
角
砂

糖
が
姿
を
消
し
た
こ
と
だ
っ
た
。

さ
て
、
銃
後
の
少
国
民
の
遊
び
だ
が
、
一
番
人
気
と
言
っ
て

い
い
べ
ー
ご
ま
が
、
軍
用
機
増
産
の
た
め
の
金
属
献
納
に
ひ
っ

か
か
り
、
鉄
製
か
ら
陶
製
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
が
悲
し
か
っ

た
。
手
持
ち
の
鉄
製
の
べ
ー
ご
ま
は
自
主
的
に
供
出
し
、
誰
某

は
何
個
と
教
師
が
帳
面
に
記
録
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
か
に
は

持
ご
ま
す
べ
て
を
供
出
せ
ず
い
く
つ
か
隠
し
持
っ
て
る
悪
少
国

民
も
い
た
が
、
教
師
も
生
徒
も
見
て
見
ぬ
ふ
り
を
し
て
い
た
よ

う
だ
。

金
属
回
収
は
各
地
に
点
在
し
て
い
た
銅
像
に
も
及
び
、
出
征

と
称
す
る
献
納
式
が
行
な
わ
れ
、
忽
然
と
そ
の
姿
を
消
す
の
が

日
常
の
光
景
に
な
っ
て
い
た
。
御
茶
の
水
と
秋
葉
原
の
中
間
に

あ
っ
た
万
世
橋
駅
前
の
、
広
瀬
中
佐
と
杉
野
兵
曹
長
の
銅
像
ば

か
り
は
そ
れ
を
免
れ
、
敗
戦
後
の
い
っ
と
き
ま
で
鎮
座
し
て
い

前
だ
っ
た
が
、
満
二
歳
だ
っ
た
一
二
年
七
月
に
日
中
戦
争
、
そ

し
て
国
民
学
校
に
入
学
し
た
一
六
年
の
師
走
に
、
当
時
は
大
東

亜
戦
争
と
呼
ん
だ
太
平
洋
戦
争
が
始
ま
っ
た
。
つ
い
で
に
記
す

が
国
民
学
校
と
い
う
の
は
、
昭
和
一
六
年
に
戦
時
体
制
に
即
応

の
た
め
、
小
学
校
が
改
称
さ
れ
た
初
等
教
育
機
関
で
、
敗
戦
後

の
二
二
年
に
再
び
小
学
校
に
戻
さ
れ
た
。
ち
な
み
に
一
〇
年
三

月
生
ま
れ
の
私
は
、
そ
の
第
一
期
の
入
学
で
最
後
の
卒
業
生
と

な
り
、
小
学
校
を
知
ら
な
い
稀
有
な
世
代
の
一
人
な
の
だ
。

裏
千
家
の
茶
人
だ
っ
た
祖
母
が
、
昭
和
の
は
じ
め
に
建
て
た

代
々
木
八
幡
の
家
で
育
っ
た
。
隣
家
に
宰
相
だ
っ
た
近
衛
文
麿

の
お
妾
さ
ん
が
住
ん
で
い
て
、
時
ど
き
祖
母
に
お
茶
を
習
っ
て

い
た
。
だ
か
ら
私
は
学
校
に
は
い
る
前
か
ら
、
妾
だ
の
、
お
囲

い
者
だ
の
、二
号
さ
ん
と
い
っ
た
言
葉
や
、表
札
に
あ
る
「
寓
」

と
い
う
文
字
の
意
味
す
る
だ
い
た
い
の
と
こ
ろ
を
知
っ
て
い
た
。

あ
ま
り
自
慢
に
な
る
は
な
し
じ
ゃ
な
い
。
新
体
制
運
動
推
進
者

の
隣
家
訪
問
は
な
ん
と
な
く
気
配
で
わ
か
り
、
夏
な
ど
開
け
は

な
っ
た
座
敷
の
様
子
が
庭
ご
し
に
う
か
が
わ
れ
、「
ラ
ジ
オ
の

声
と
そ
っ
く
り
で
す
ね
」
と
感
嘆
す
る
女
中
を
、「
き
き
耳
な

ん
か
立
て
る
ん
じ
ゃ
な
い
」
と
祖
母
が
叱
っ
て
い
た
の
を
思
い

出
す
。

明
治
生
ま
れ
の
慶
応
ボ
ー
イ
だ
っ
た
父
は
、
丸
ビ
ル
に
あ
っ

陥
落
！
」
と
唱
和
し
て
い
る
の
を
真
似
て
、「
ナ
ン
チ
ン
タ
ン

ラ
ク
」
と
舌
た
ら
ず
に
叫
ん
で
い
た
と
、
こ
れ
は
か
な
り
あ
と

に
な
っ
て
親
か
ら
き
い
た
。

南
京
陥
落
。
昭
和
一
二
年
一
二
月
一
三
日
。
日
本
軍
が
中
国

の
南
京
を
占
領
し
た
日
で
、
私
は
二
歳
九
ヵ
月
に
な
っ
て
い
た
。

無
論
大
虐
殺
が
あ
っ
た
と
知
っ
た
の
は
、
日
本
敗
戦
後
の
成
人

し
て
か
ら
だ
。

ふ
り
か
え
っ
て
見
れ
ば
、
私
は
銃
後
の
少
国
民
と
呼
ば
れ
な

が
ら
子
供
時
代
を
過
ご
し
た
こ
と
に
な
る
。

い
ま
は
も
う
廃
語
に
な
り
か
け
て
い
る
「
銃
後
」
と
「
少
国

民
」
を
、
愛
用
し
て
い
る
三
省
堂
の
『
新
明
解
国
語
辞
典
』
で

引
い
て
み
た
。【
銃
後
】
は
、

〔
戦
場
の
後
方
の
意
〕
直
接
戦
闘
に
加
わ
ら
な
い
が
、
間
接
的

に
、
な
ん
ら
か
の
形
で
戦
争
に
協
力
し
、
関
係
し
て
い
る
一
般

国
民
。「
│
│
の
守
り
」

と
あ
り
、【
少
国
民
】
を
、

次
の
時
代
を
に
な
う
、
少
年
・
少
女
。〔
お
も
に
、
第
二
次

世
界
大
戦
中
に
国
威
発
揚
の
一
環
と
し
て
用
い
ら
れ
た
〕

と
記
し
て
い
る
。

実
際
、
子
供
の
頃
の
記
憶
に
は
戦
争
が
つ
い
て
ま
わ
っ
て
離

れ
な
い
。
昭
和
六
年
九
月
に
勃
発
し
た
満
州
事
変
は
生
ま
れ
る

誰
に
で
も
あ
る
は
ず
の
幼
児
体
験
の
最
初
の
記
憶
。
木
下
順

二
さ
ん
は
自
分
の
生
ま
れ
た
と
き
の
様
子
を
記
憶
し
て
い
る
と
、

な
に
か
に
書
い
て
い
ら
し
た
。
三
島
由
紀
夫
に
も
そ
ん
な
は
な

し
が
あ
っ
た
と
き
い
て
い
る
。
そ
ん
な
生
ま
れ
た
と
き
の
も
の

で
こ
そ
な
い
が
、
私
の
幼
児
体
験
の
最
初
の
記
憶
は
、
世
の
言

い
ま
わ
し
の
「
夢
か
う
つ
つ
か
幻
か
」
で
は
な
く
、
す
こ
ぶ
る

明
色
で
あ
る
。

そ
れ
は
は
な
や
か
に
つ
き
る
提
灯
行
列
の
光
景
の
な
か
に
身

を
置
い
た
祝
祭
体
験
で
、
色
と
り
ど
り
の
提
灯
が
夜
の
街
な
か

を
ゆ
れ
動
き
、
澄
み
き
っ
た
冬
の
空
に
と
け
こ
ん
で
い
く
よ
う

だ
っ
た
。
笛
、
太
鼓
を
吹
き
鳴
ら
す
山
車
屋
台
の
上
で
の
、
お

か
め
と
ひ
ょ
っ
と
こ
の
滑
稽
な
踊
り
が
子
供
ご
こ
ろ
を
く
す
ぐ

り
、
お
目
出
た
い
気
分
に
さ
せ
ら
れ
た
。
大
人
た
ち
が
「
南
京
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