
災
害
と
語
り
悲
劇
と
し
て
の
三
陸
津
波
の
記
憶
表
象
と
そ
の
分
析
方
法
に
関
す
る
試
論
　
　
　
　
寺
田
匡
宏

2
曽
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口
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0
過
去
と
二
重
の
表
出
　
歴
史
学
が
ど
う
し
て
記
憶
を
あ
つ
か
う
の
か
、
そ
し
て
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
し
た
ら
可
能
な
の
か

②
分
析
視角
　
語
り
に
関
す
る
い
く
つ
か
の
先
行
研
究
と
そ
の
方
法

③災
害
の
語
り
と
は
何
か
　
民
俗
的
な
語
り
の
後
ろ
に
隠
さ
れ
て
い
る
語
り
え
な
い
も
の

0悲劇
と
し
て
の
災
厄
　
人
生
の
語
り
の
中
に
繰
り
入
れ
ら
れ
た
災
害
と
そ
こ
か
ら
は
み
だ
す
も
の

⑤
悲劇
と
は
何
か
　
そ
の
機
能
、
そ
の
認
識
を
成
立
さ
せ
る
も
の

⑥
環
境と
語
り
　
そ
の
視
座
の
導
入
が
歴
史
学
に
何
を
も
た
ら
す
か

［論文
要
旨
］

　
本
稿は
、
災
害
と
い
う
出
来
事
が
い
か
に
語
ら
れ
る
か
を
悲
劇
と
い
う
枠
組
み
と
の
対
比
に
よ
っ
　
　
　
　
第
三
章
と
第
四
章
で
は
、
具
体
的
に
昭
和
三
陸
津
波
の
語
り
の
分
析
を
行
っ
た
。
第
三
章
で
は
、

て

分
析し
た
も
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
民
俗
的
な
炉
辺
の
語
り
風
に
語
ら
れ
た
津
波
の
語
り
に
お
い
て
、
語
ら
れ
な
か
っ
た
死
者
の
存
在
が

　災
害
と
は
本
来
は
地
球
が
物
理
的
に
動
く
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
意
思
や
意
図
と
い
っ
た
も
の
　
　
　
見
え
隠
れ
し
て
い
る
こ
と
、
第
四
章
で
は
、
人
生
訓
の
中
に
繰
り
込
ま
れ
た
津
波
の
語
り
に
お
い
て
、

は存
在
し
な
い
偶
然
性
の
世
界
に
属
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
遭
遇
し
た
人
は
そ
れ
を
何
ら
か
の
認
　
　
　
　
そ
の
よ
う
な
語
り
の
中
に
は
入
り
き
ら
な
い
死
者
が
存
在
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

識
枠組
み
に
よ
っ
て
語
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
「
悲
劇
」
と
は
そ
の
よ
う
な
枠
組
み
の
一
つ
で
あ
り
、
　
　
　
　
　
以
上
の
分
析
を
も
と
に
第
五
章
で
は
、
災
害
を
悲
劇
と
し
て
と
ら
え
る
人
間
の
認
識
の
構
造
に
つ

本
稿は
、
具
体
的
な
語
り
の
分
析
に
よ
っ
て
そ
れ
が
い
か
な
る
形
で
現
れ
て
い
る
か
を
検
討
し
た
。
　
　
　
　
い
て
精
神
医
学
と
文
化
人
類
学
の
研
究
な
ど
を
援
用
し
な
が
ら
検
討
し
、
災
害
の
語
り
は
悲
劇
と
は

　ま
ず
、
第
一
章
で
は
、
過
去
を
歴
史
学
的
に
扱
う
際
の
方
法
を
検
討
し
、
過
去
と
は
直
接
的
に
ア
　
　
　
微
細
な
部
分
で
異
な
る
も
の
の
、
強
い
情
動
と
い
う
点
で
は
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。

ク
セ
ス
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
語
り
な
ど
の
記
号
表
現
を
通
じ
て
、
そ
の
ご
く
一
部
　
　
　
　
最
後
に
第
六
章
で
、
本
号
の
テ
ー
マ
で
あ
る
環
境
と
人
間
と
い
う
問
題
と
災
害
と
の
関
係
に
つ
い

に
ふ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。
第
二
章
で
は
、
つ
づ
い
て
、
民
俗
学
、
文
　
　
　
　
て
述
べ
た
。

化人
類
学
の
研
究
成
果
を
も
と
に
、
語
り
を
い
ま
こ
こ
の
出
来
事
と
し
て
扱
う
方
法
に
つ
い
て
検
討

し
た
。

5
1

4
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0
過
去

と
二
重
の
表
出
　
歴
史
学
が
ど
う
し
て
記
憶
を
あ
つ
か
う
の

　

か
、
そ
し
て
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
し
た
ら
可
能
な
の
か

　

人

は
過
去
に
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
ア
ク
セ
ス
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

こ
れ
を
災
害
と
い
う
環
境
と
の
関
わ
り
の
中
で
考
え
て
み
よ
う
と
い
う
の
が
本
稿

の

課
題
で
あ
る
。

　
本
号

は
、
「
環
境
利
用
シ
ス
テ
ム
の
多
様
性
と
生
活
世
界
」
と
題
さ
れ
た
特
集
で

あ
る
。
環
境
と
い
う
、
生
体
を
取
り
巻
く
世
界
に
ヒ
ト
が
い
か
な
る
対
応
を
行
っ
て

き
た
の
か
が
問
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
歴
史
学
に
と
っ
て
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
直

す
と
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
考
慮
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
環
境
、
つ
ま
り
、
自
然
と
い

う
い
わ
ば
圧
倒
的
な
他
者
の
中
に
ヒ
ト
を
投
げ
込
ん
だ
と
き
、
そ
れ
で
も
歴
史
学
は

従
来
の
形
で
あ
り
え
る
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
ろ
う
。
近
代
歴
史
学
の
歴
史
を
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

五
〇

年
と
仮
に
仮
定
し
て
、
一
方
の
地
球
の
歴
史
は
四
六
億
年
で
あ
る
。
ス
ケ
ー
ル

が
違
い
す
ぎ
る
と
い
え
よ
う
が
、
い
ま
歴
史
学
が
対
峙
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
い

る
の
は
、
そ
の
地
球
の
四
六
億
年
と
い
う
時
間
の
堆
積
を
も
含
む
環
境
と
い
う
も
の

で

あ
る
。
そ
う
な
っ
た
と
き
そ
こ
で
は
、
歴
史
と
い
う
文
字
社
会
に
特
有
の
現
象
で

は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
歴
史
を
支
え
る
人
間
の
歴
史
意
識
、
す
な
わ
ち
過
去
や
時
間

と
は
何
か
と
い
う
問
い
が
有
効
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
本
稿
の
視
点
で
あ
る
。
環

境

と
は
、
人
間
を
取
り
巻
く
広
大
な
大
地
で
あ
り
、
海
で
あ
り
、
空
で
あ
る
。
そ
れ

ら
の
前
に
立
た
さ
れ
た
と
き
、
お
そ
ら
く
そ
こ
で
通
用
す
る
の
は
歴
史
と
い
う
、
あ

ま
り
に
人
間
の
営
み
と
密
着
し
た
小
さ
な
タ
ー
ム
で
は
な
く
、
過
去
と
い
う
も
っ
と

歴
史
の
根
源
を
問
う
よ
う
な
こ
と
ば
で
は
な
い
か
、
そ
ん
な
思
い
が
あ
る
。
だ
か
ら

こ
こ
で
は
、
過
去
と
人
間
と
の
関
わ
り
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
る
と
考
え
る
の
で

あ
る
。

　
と
は
い
う
も
の
の
、
環
境
と
時
間
認
識
の
関
わ
り
と
は
、
あ
ま
り
に
荘
漠
と
し
た

問
い
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
問
題
を
歴
史
学
の
手
法
を
用
い
て
扱
っ
た
研
究
も
、
こ

れ

ま
で
あ
ま
り
存
在
し
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
本
稿
も
作
業
を
手
探
り
で

進
め

な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
そ
の
よ
う
な
視
座
の
導
入
が
歴
史
学
に
ど
の
よ
う
な

意
味
を
も
た
ら
す
か
に
つ
い
て
は
最
後
に
考
え
る
と
し
て
、
ま
ず
こ
こ
で
は
、
過
去

と
は
歴
史
学
に
と
っ
て
何
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
お
き
た
い
。
過
去
と
は
何
か
。

こ
れ
は
、
歴
史
学
の
も
っ
と
も
根
本
的
な
問
題
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
れ
ま
で
こ
の
問

題

は
か
な
ら
ず
し
も
正
面
か
ら
と
ら
え
ら
れ
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
史
学
概
論
の

た
ぐ
い
を
読
ん
で
も
、
は
じ
め
に
軽
く
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
、
記
述
は
そ
の
後
、

個
別
の
過
去
像
（
歴
史
像
）
の
方
に
移
っ
て
し
ま
う
。
「
人
間
は
な
ぜ
死
ぬ
の
か
」

な
ど
と
同
じ
よ
う
に
、
こ
れ
は
あ
ま
り
に
大
き
な
問
い
で
あ
る
た
め
、
そ
れ
を
後
回

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

し
に
し
よ
う
と
す
る
心
性
が
働
く
の
は
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
代
の
歴
史
学
の

課
題
を
考
え
て
み
る
と
き
、
こ
の
問
題
に
き
ち
ん
と
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

　

と
い
う
の
は
、
こ
の
問
題
は
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
顕
著
に
な
っ
て
き
た
歴
史
学

あ
る
い
は
人
文
社
会
科
学
の
大
き
な
枠
組
み
の
問
い
直
し
と
密
接
に
関
係
を
持
つ
か

ら
で
あ
る
。
↓
九
九
〇
年
代
以
降
、
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
歴
史
学
は
批
判
を
受
け

て

き
た
。
も
っ
と
も
代
表
的
な
批
判
が
、
近
代
国
民
国
家
論
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
歴

史
学
と
い
う
学
問
が
、
近
代
国
民
国
家
と
と
も
に
生
成
し
た
と
い
う
そ
の
歴
史
的
経

緯
を
考
え
れ
ば
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
日
本
の
史
学
史
の
歴
史
を
批
判
的
に
検
討
す

れ

ば
、
そ
れ
が
い
か
に
国
民
国
家
の
歴
史
と
い
う
枠
組
み
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
た

の
か

は
明
ら
か
で
あ
る
。
「
国
民
の
歴
史
学
」
と
は
一
九
五
〇
年
代
に
日
本
の
歴
史

学
界
を
あ
げ
て
取
り
組
ま
れ
た
運
動
の
呼
称
だ
が
、
ま
さ
に
日
本
の
国
民
の
歴
史
が

問
題
と
な
っ
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
、
明
治
期
以
来
の
歴
史
学
が
、
国
家
史
と
密
接
に

関
わ
っ
て
き
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
歴
史
学
は
、
一
九
七
〇
年
代

の

マ
ル

ク
ス
主
義
史
学
、
一
九
八
〇
年
代
の
社
会
史
、
一
九
九
〇
年
代
の
国
民
国
家

論

と
そ
の
潮
流
を
変
転
さ
せ
、
そ
の
存
立
の
根
底
は
ゆ
ら
い
で
い
る
。
国
民
国
家
批

判
に
加
え
て
、
ポ
ス
ト
構
造
主
義
の
言
語
論
的
転
回
以
後
の
認
識
論
的
な
転
換
を
迫

　
　
　
　
　
（
3
）

る
動
き
も
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
多
元
的
、
複
数
の
問
い
に
よ
っ
て
、
歴
史
学
の
学
と

452
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い
う
あ
り
方
が
根
源
的
に
問
い
直
さ
れ
て
い
る
の
が
現
在
で
あ
る
。

　
そ
れ
に
ど
の
よ
う
に
答
え
る
べ
き
か
。
問
わ
れ
て
い
る
の
は
、
歴
史
と
は
何
か
、

そ
し
て
そ
の
よ
う
に
し
て
歴
史
と
い
う
営
み
に
駆
り
立
て
ら
れ
る
私
た
ち
人
間
と
は

何

か
、
と
い
う
問
題
で
あ
ろ
う
。
だ
と
し
た
ら
や
は
り
、
私
は
そ
れ
を
過
去
と
は
何

か

を
あ
ら
た
め
て
問
う
こ
と
か
ら
は
じ
め
る
こ
と
に
意
味
が
あ
る
と
考
え
る
。
歴
史

学
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
定
義
の
仕
方
が
あ
り
え
よ
う
が
、
も
っ
と
も
ベ
ー
シ
ッ
ク
な

も
の
と
し
て
、
歴
史
学
と
は
過
去
に
関
す
る
知
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
歴

史
学
と
は
、
目
の
前
か
ら
過
ぎ
去
っ
た
、
か
た
ち
の
な
い
、
不
在
の
も
の
を
追
い
求

め
、
そ
れ
を
現
在
の
視
点
か
ら
再
構
築
し
よ
う
と
す
る
営
み
で
あ
る
。
そ
う
と
ら
え
た

上

で
、
で
は
歴
史
学
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
を
考
え
て
み
た
い
の
で
あ
る
。

　

そ
の
際
、
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
る
の
が
記
憶
で
あ
る
。
現
在
、
人
文
社
会
科
学
に
お

い
て

記
憶
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
。
本
稿
で
は
こ
の
記
憶
と
い
う
問
題
を
と
り
あ
げ

る
。
そ
れ
が
、
過
去
と
ヒ
ト
と
の
関
わ
り
を
考
え
る
上
で
の
重
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
で

あ
り
、
歴
史
学
に
お
け
る
過
去
と
い
う
問
題
と
も
関
わ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

記
憶
研
究

は
、
現
在
、
盛
ん
に
取
り
組
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
記
憶
を
冠
し

た

書
籍
も
多
い
。
と
は
い
う
も
の
の
、
歴
史
学
に
関
し
て
見
る
と
、
必
ず
し
も
そ
う

い
い

き
れ
な
い
も
の
が
あ
る
。
理
論
的
に
進
歩
が
見
ら
れ
ず
、
む
し
ろ
停
滞
し
行
き

詰
ま
っ
て
い
る
。

　
歴

史
学
に
お
い
て
顕
著
な
の
は
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
な
記
憶
と
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
記
憶

と
い
う
二
項
対
立
の
構
図
で
あ
る
。
と
く
に
西
洋
史
研
究
に
お
い
て
そ
れ
が
し
ば
し

ば
見
ら
れ
る
が
、
し
か
し
、
あ
ま
り
に
そ
の
対
立
軸
を
強
調
す
る
と
そ
れ
以
外
の
分

析
視
角
が
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、
理
論
的
に
閉
塞
状
況
に
陥
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な

る
。
記
憶
は
人
文
社
会
科
学
の
み
な
ら
ず
、
脳
科
学
、
精
神
医
学
な
ど
自
然
科
学
の

あ
ら
ゆ
る
領
域
と
つ
な
が
り
う
る
豊
か
な
領
域
で
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
、
倭
小
化
し

て
、
そ
の
可
能
性
を
狭
め
て
し
ま
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
数
年
前
、
全
国
規
模

の
歴

史
学
会
の
大
会
で
、
記
憶
を
テ
ー
マ
に
し
た
セ
ッ
シ
ョ
ン
が
組
ま
れ
、
参
加
者

を
集
め
盛
況
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
そ
こ
で
の
分
析
視
角
が
「
パ
ブ
リ
ッ
ク
な
記
憶
W

ロ

ー
カ
ル
な
い
し
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
記
憶
」
と
い
う
二
項
対
立
に
収
敏
し
て
論
じ
ら

れ

た
た
め
、
聴
衆
に
面
白
く
な
い
と
い
う
印
象
が
植
え
付
け
ら
れ
て
し
ま
い
、
か

え
っ
て
記
憶
に
関
す
る
研
究
が
そ
れ
以
後
ス
ト
ッ
プ
し
て
し
ま
っ
た
。
い
ま
求
め
ら

れ
て

い

る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
従
来
の
記
憶
研
究
を
脱
却
し
た
研
究
視
角
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
議
論
を
鮮
明
化
す
る
意
味
で
も
、
立
場
を
明
確
に
し
て
お

き
た
い
。
先
ほ
ど
述
べ
た
と
お
り
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
な
記
憶
と
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
記
憶

と
は
根
強
い
二
項
対
立
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
こ
れ
は
あ
ま
り
に
あ
い
ま
い
な
概
念

で

あ
り
、
そ
の
概
念
の
あ
い
ま
い
さ
を
自
覚
せ
ず
に
使
用
し
た
場
合
、
議
論
に
は
い

た
ず
ら
に
混
乱
が
も
た
ら
さ
れ
る
だ
け
だ
と
考
え
る
。

　
本
稿
で
の
立

場

は
、
記
憶
と
は
あ
く
ま
で
個
々
人
の
脳
内
の
作
用
で
あ
り
、
パ
ブ

リ
ッ
ク
な
記
憶
は
存
在
し
な
い
と
い
う
立
場
で
あ
る
。
記
憶
が
パ
ブ
リ
ッ
ク
に
な
る

と
し
た
ら
、
そ
れ
は
、
記
憶
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
表
現
が
「
分
有
」
さ
れ
た

　
　
　
　
（
4
）

か

ら
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
人
び
と
に
「
分
有
」
さ
れ
た
過
去
像
と
い
う
も
の
が
存

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

在
す
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
を
も
記
憶
と
呼
称
す
る
こ

と
は
議
論
に
混
乱
を
招
く
。
あ
く
ま
で
記
憶
と
は
脳
内
の
現
象
を
指
す
こ
と
に
と
ど

め

る
べ
き
で
あ
り
、
人
び
と
に
分
有
さ
れ
た
過
去
像
、
つ
ま
り
言
語
や
、
図
像
な
ど

の
記
号

に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
た
存
在
は
、
記
憶
表
象
と
称
す
る
べ
き
で
あ
る
。

　

議
論
を
進
め
よ
う
。
い
ま
述
べ
た
よ
う
に
、
記
憶
と
は
脳
内
で
の
ニ
ュ
ー
ロ
ン
に

お

い
て

生

じ
た
電
気
的
な
作
用
で
あ
る
。
ヒ
ト
は
脳
内
に
お
よ
そ
一
千
億
の
ニ
ュ
ー

ロ

ン

を
持
つ
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
記
憶
と
は
、
ヒ
ト
の
情
動
に
よ
っ
て
、
そ
の

ニ
ュ

ー
ロ
ン
間
に
あ
る
特
定
の
結
び
つ
き
が
生
じ
る
組
み
合
わ
せ
で
あ
る
。
シ
ナ
プ

ス

の
可

塑
性
や
R
N
A
や
タ
ン
パ
ク
の
合
成
な
ど
が
記
憶
に
は
関
係
し
て
い
る
と
い

う
。
脳
内
で
記
憶
が
ど
の
よ
う
に
貯
蔵
さ
れ
る
の
か
は
、
脳
科
学
の
課
題
で
あ
る
。

記
憶

に
は
、
短
期
記
憶
、
長
期
記
憶
、
エ
ピ
ソ
ー
ド
記
憶
の
三
種
類
が
あ
る
と
さ
れ

て

い

る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
が
脳
の
ど
の
領
野
に
対
応
し
て
い
る
か
に
関
し
て
は
、
脳
科

学
が
解
明
し
つ
つ
あ
り
、
海
馬
と
側
頭
葉
、
乳
頭
体
と
視
底
の
内
側
部
が
記
憶
に
深

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

く
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
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さ
て
、
脳
内
の
記
憶
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
別
と
し
て
、
こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
、

そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
外
部
に
表
出
さ
れ
ど
の
よ
う
に
外
部
に
伝
わ
っ
て
い
く
か
で
あ

る
。
記
憶
が
記
憶
の
ま
ま
で
あ
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
そ
の
個
人
の
脳
内
に
と
ど
ま

り
続
け
、
永
久
に
そ
の
人
以
外
に
は
知
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
が
、

言
語

あ
る
い
は
絵
画
な
ど
の
記
号
と
し
て
外
部
に
表
出
さ
れ
て
は
じ
め
て
、
そ
の
個

人
の
脳
内
に
ど
の
よ
う
な
記
憶
が
存
在
す
る
か
を
他
者
は
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
わ

れ

わ
れ
は
記
憶
に
直
接
に
ア
ク
セ
ス
す
る
こ
と
は
な
い
。
あ
く
ま
で
、
声
帯
を
震
わ

せ

る
と
い
う
行
為
の
結
果
で
あ
る
声
や
、
鉛
筆
や
絵
筆
を
握
っ
た
腕
を
動
か
す
と
い

う
行
為
の
結
果
で
あ
る
文
字
や
絵
画
な
ど
、
外
部
に
表
出
さ
れ
た
も
の
を
通
じ
て
し

か
そ
れ
に
ア
ク
セ
ス
で
き
な
い
。

　
外
部
へ
の
表
出
の
結
果
で
あ
る
記
号
に
つ
い
て
は
、
デ
リ
ダ
が
フ
ッ
サ
ー
ル
に
即

し
て
論
じ
て
い
る
［
デ
リ
ダ
　
一
九
六
七
1
1
一
九
七
〇
］
。
同
じ
記
号
と
い
っ
て
も
、

そ
こ
に
は
二
つ
の
区
分
が
存
在
す
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
記
号
N
o
民
庁
o
ロ
を
指
標

》
⊂
ω
腎
已
o
オ
と
表
現
〉
ロ
N
。
庁
げ
o
ロ
の
二
つ
に
分
類
し
た
。
前
者
は
、
他
者
に
体
験
を

告
知
し
た
り
伝
達
し
た
り
す
る
働
き
を
持
つ
も
の
で
あ
り
、
後
者
は
伝
達
や
告
知
の

働

き
を
一
切
持
た
な
い
意
味
が
直
接
に
自
己
に
現
前
す
る
純
粋
表
現
で
あ
る
。
デ
リ

ダ
は
こ
の
二
つ
の
区
分
が
ど
の
よ
う
に
絡
み
合
っ
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
。

　
デ

リ
ダ
に
よ
る
と
、
表
現
と
は
二
重
の
表
出
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
と
い
う
。
そ
れ

は
、
ま
ず
第
一
に
は
自
己
も
他
者
も
未
分
離
な
状
況
の
中
で
の
分
離
で
あ
り
、
そ
こ

か

ら
外
部
に
出
て
い
く
と
き
に
意
味
が
生
ま
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
外
部
と
い
う
の

も
ま
だ
意
識
の
中
で
あ
る
。
そ
れ
が
さ
ら
に
意
識
の
外
に
出
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て

表
現
が
生

ま
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
す
ば
ら
し
い
音
楽
に
身
を
浸
し

て

い

る
時
、
あ
る
い
は
す
ば
ら
し
い
風
景
を
眼
前
に
目
に
し
て
い
る
時
、
対
象
と
自

己
は
渾
然
一
体
と
な
っ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
ま
だ
表
現
は
現
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
が

そ
の
状
態
か
ら
外
部
に
出
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
意
味
が
発
生
し
、
表
現
が
生
ま
れ

る
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
か
ら
は
、
過
去
と
記
憶
に
関
し
て
は
い
か
な
る
こ
と
が
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
第
一
に
、
過
去
と
は
二
重
の
表
出
に
お
け
る
差
異
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
自

己
と
は
微
分
化
さ
れ
た
過
去
で
あ
り
、
他
者
で
あ
る
と
い
う
言
い
方
が
で
き
る
が
、

過
去
も
ま
た
、
自
己
を
微
分
化
し
た
と
こ
ろ
で
出
て
く
る
他
者
と
し
て
の
自
己
で
あ

る
。
ま
た
、
第
二
に
そ
の
中
で
、
言
語
と
は
あ
く
ま
で
部
分
的
な
自
己
の
表
出
に
す

ぎ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
表
現
と
は
、
二
重
の
表
出
と
い
う
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
通
じ
て
あ

ら
わ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
に
は
、
根
源
的
沈
黙
と
い
う
べ
き
体
験
が

存
在
す
る
。
だ
が
、
こ
の
根
源
的
沈
黙
は
ど
の
よ
う
に
し
て
も
外
部
に
あ
ら
わ
れ
る

こ
と
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
根
源
的
沈
黙
を
共
有
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
、
記
憶
は
共
有
で
は
な
く
、
分
有
し
か
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

②
分
析
視
角
　
語
り
に
関
す
る
い
く
つ
か
の
先
行
研
究
と
そ
の
方
法

　
以
上

を
ふ
ま
え
て
具
体
的
な
災
害
と
語
り
の
分
析
に
入
っ
て
い
き
た
い
。
本
稿
で

扱
う
の
は
、
災
害
の
語
り
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
語
り
が
歴
史
学
の
対
象
に
な
る
の
か

と
い
う
疑
問
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
音
声
言
語
と
は
、
い
ま
こ
こ
の
現
前
に
お
い
て
口

か

ら
発
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
現
在
に
属
す
る
。
一
方
歴
史
学
と
は
、
過
去
を
扱
う

学
問
で
あ
る
、
そ
の
二
つ
は
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て
い
る
の
か
、
そ
れ
は
歴
史
学
な

の

か
、
と
い
う
疑
問
が
呈
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
筆
者
は
、
本
稿
全
体
が
こ
の
問
い
に

答
え
て
い
る
と
考
え
て
い
る
が
、
筆
者
の
立
場
は
、
そ
れ
は
十
分
に
歴
史
学
で
あ
る

と
い
う
立
場
で
あ
る
。

　
と
は
い
う
も
の
の
、
語
り
を
歴
史
学
的
に
扱
お
う
と
す
る
と
、
ま
だ
厳
密
な
方
法

論
的
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
、
語
り
を
中
心

に
扱
っ
て
き
た
民
俗
学
、
文
化
人
類
学
の
成
果
を
検
討
し
、
そ
こ
で
は
ど
の
よ
う
な

視
角
に
よ
っ
て
分
析
が
行
わ
れ
、
ど
の
よ
う
な
方
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
か
を
探
る

必
要
が
あ
る
。

　
ま
ず
は
民
俗
学
に
つ
い
て
み
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。
民
俗
学
に
お
い
て
、
語
り

が
中
心
的
な
分
析
対
象
と
な
っ
て
き
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
文
字
に
記
載
さ
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れ

な
い
民
衆
の
知
恵
や
経
験
を
集
積
す
る
の
が
民
俗
学
の
目
的
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え

直
接
的
な
観
察
と
な
ら
ん
で
、
聞
き
書
き
と
い
う
方
法
が
採
ら
れ
て
き
た
。
伝
承
や

口

承
文
芸

な
ど
は
民
俗
学
の
中
心
を
な
し
て
き
た
分
野
で
あ
る
。

　
だ
が
、
そ
こ
で
の
分
析
手
法
は
、
歴
史
学
的
な
検
討
を
行
お
う
と
す
る
と
ひ
と
つ

の

ア
ポ
リ
ア
に
突
き
当
た
る
。
伝
承
の
場
合
に
お
い
て
は
、
語
り
伝
え
る
行
為
と
は

い

わ
ば
定
型
と
し
て
の
語
り
で
あ
る
。
繰
り
返
し
上
演
さ
れ
る
作
品
性
が
問
題
に
な

り
、
そ
の
語
り
を
語
る
人
固
有
の
語
り
の
体
験
は
、
一
回
性
の
出
来
事
と
し
て
と
ら

え
る
の
で
な
く
、
不
変
に
存
在
す
る
慣
習
の
一
断
面
と
し
て
語
り
を
扱
う
と
い
う
姿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

勢
が
強
い
よ
う
で
あ
る
。
近
年
、
新
た
な
視
点
が
出
て
き
て
い
る
と
は
い
う
も
の
の
、

偶
然
性
の
も
と
で
生
起
し
た
過
去
を
ど
う
語
る
か
と
い
う
問
題
よ
り
も
、
む
し
ろ
変

わ
ら
ざ
る
民
俗
を
伝
え
る
技
術
の
方
に
関
心
が
持
た
れ
て
き
た
と
言
え
る
。

　
だ

が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
仮
構
さ
れ
た
民
俗
で
あ
る
。
そ
う
で
な
く
、
た
と
え
ば
、

あ
る
個
人
が
体
験
を
民
俗
の
技
術
を
も
ち
い
て
い
か
に
語
る
か
、
と
い
う
問
題
が
こ

こ
に
は
残
さ
れ
て
い
る
。
柳
田
国
男
は
「
涕
泣
史
談
」
に
お
い
て
泣
く
と
い
う
行
為

に
も
歴
史
的
変
遷
が
存
在
す
る
こ
と
を
述
べ
た
。
感
情
の
自
然
な
発
露
と
思
わ
れ
て

い

る
も
の
す
ら
、
構
…
造
に
か
ら
め
取
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
に
習
っ
て
い
う
な
ら
、
語
り
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
も
の
が
民
俗
的
な
も
の
か

を
明
ら
か
に
す
る
課
題
が
残
っ
て
い
る
。

　
最
近
の
民
俗
学
の
研
究
で
は
そ
の
よ
う
な
語
り
を
め
ぐ
る
問
題
点
が
意
識
的
に
扱

わ

れ
て

い
る
。

　
　
　
古
典
的
な
ジ
ャ
ン
ル
を
越
え
、
流
動
す
る
実
践
を
見
出
し
、
こ
と
ば
の
生
成

　
　

を
「
場
」
を
支
え
る
条
件
と
関
連
付
け
、
記
述
・
再
構
成
し
、
分
析
し
よ
う
と

　
　

し
た
と
き
、
研
究
の
対
象
は
な
に
も
「
は
な
し
」
の
み
に
限
定
さ
れ
る
わ
け
で

　
　
は

な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
か
た
り
・
は
な
し
・
う
た
の
生
成
を
問
題
化
し
、

　
　
実
践
の

な
か
に
あ
る
こ
と
ば
を
「
場
」
を
支
え
る
条
件
と
関
連
付
け
、
記
述
し
、

　
　
分
析
す
る
こ
と
が
広
く
共
有
さ
れ
る
課
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
［
小
池
・
真

　
　
鍋
　
二
⊥
ハ
○
］

　

こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
ま
さ
に
上
述
し
た
問
題
に
対
す
る
回
答
で
あ
る
。

流
動
す
る
実
践
と
は
、
こ
の
引
用
箇
所
の
前
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
、
ア
メ
リ
カ
の
都

市
伝
説
研
究
な
ど
か
ら
得
ら
れ
た
、
「
読
み
手
／
聴
き
手
の
身
体
性
に
基
い
た
実
践
」

「読
者
／
聴
き
手
の
「
主
体
的
」
な
参
与
を
可
能
に
し
た
言
語
空
間
」
の
こ
と
で
あ

る
。
語
り
の
場
合
で
い
う
と
、
ど
の
よ
う
な
場
で
語
ら
れ
て
い
る
か
、
ど
の
よ
う
な

問
い
か
け
や
ど
の
よ
う
な
促
し
や
ど
の
よ
う
な
反
応
が
聴
き
手
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て

い

る
の
か
と
い
う
状
況
的
な
要
因
へ
の
注
目
で
あ
り
、
メ
デ
ィ
ア
に
つ
い
て
い
う
と
、

そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
媒
体
に
ど
の
よ
う
に
載
り
、
だ
れ
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
読
ま

れ

た
の
か
と
い
う
視
角
を
導
入
す
る
こ
と
で
あ
る
。
「
生
成
を
問
題
化
」
す
る
こ
と

と
は
、
そ
れ
が
、
何
ら
か
の
不
変
の
慣
習
の
一
断
面
と
し
て
で
は
な
く
、
一
度
一
度

の

「
い

ま
こ
こ
」
の
出
来
事
と
し
て
、
そ
の
つ
ど
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
を
明
確
化
す

る
こ
と
、
つ
ま
り
出
来
事
と
し
て
の
語
り
と
い
う
視
角
を
持
つ
こ
と
で
あ
る
。
そ
の

上

で
、
そ
れ
が
い
か
な
る
「
い
ま
こ
こ
」
で
出
来
事
と
し
て
生
成
し
た
の
か
を
記
述

す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
一
方
、
文
化
人
類
学
で
も
同
様
の
問
題
に
直
面
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
川

田
順
造
と
菅
原
和
孝
を
取
り
上
げ
よ
う
。

　
ま
ず
は
川
田
の
語
り
に
関
す
る
研
究
で
あ
る
。
そ
の
幅
広
い
研
究
領
域
は
、
こ
の

紙
幅
で
述
べ
る
の
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
る
広
大
な
範
囲
を
カ
バ
ー
し
て
い
る
。

『無
文
字
社
会
の
歴
史
』
か
ら
は
じ
ま
っ
た
研
究
は
、
『
口
頭
伝
承
論
』
を
へ
て
、
常

に
倉
欲
に
、
音
楽
学
な
ど
あ
ら
ゆ
る
領
域
の
学
問
的
成
果
を
取
り
入
れ
な
が
ら
あ
く

な
き
拡
散
を
続
け
て
い
る
。
関
心
の
対
象
も
、
王
国
の
歴
史
語
り
か
ら
、
炉
辺
の
な

ぞ

な
ぞ
に
い
た
る
ま
で
幅
広
い
。
だ
が
、
一
点
だ
け
指
摘
す
る
と
、
川
田
の
語
り
と

は
最
終
的
に
は
、
定
型
化
す
る
語
り
に
対
す
る
関
心
で
は
な
い
の
か
、
と
い
う
こ
と

で

あ
る
。
定
型
化
と
は
、
聞
か
せ
、
笑
わ
せ
、
記
憶
さ
せ
、
感
動
さ
せ
る
技
術
、
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

い
か
え
れ
ば
、
情
動
を
動
か
す
た
め
の
ひ
と
つ
の
方
法
で
あ
る
。
『
口
頭
伝
承
論
』

で

は
、
ア
フ
リ
カ
西
部
、
モ
シ
の
人
々
の
語
り
と
日
本
の
落
語
が
比
較
対
照
さ
れ
て

い

る
が
、
モ
シ
の
人
た
ち
の
語
り
も
落
語
も
、
い
か
に
そ
の
場
で
「
受
け
る
」
か
、
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笑

い

を
取
る
か
が
最
大
の
目
的
で
あ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
本
稿
も
定
型
化
す
る

語
り
に
つ
い
て
は
大
い
に
関
心
を
持
つ
。
し
か
し
、
そ
れ
は
川
田
の
そ
れ
と
は
異
な

る
も
の
で
あ
る
。
川
田
の
定
型
化
と
は
、
反
復
で
あ
り
、
作
品
化
を
目
指
す
定
型
化

で

あ
る
。
そ
の
定
型
化
の
先
に
は
共
同
体
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
川
田
の
、
語
り
を

分
析
の
根
底
に
は
、
語
り
手
と
聴
き
手
を
包
み
込
む
共
同
性
へ
の
関
心
が
あ
る
。

　

こ
の
川
田
の
語
り
論
に
関
し
て
は
批
判
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
笠
原
一
人
に
よ
る

と
そ
れ
は
、
他
者
を
欠
い
た
論
理
で
あ
る
と
い
う
［
笠
原
二
〇
〇
四
］
。
笠
原
は
、

そ
れ
を
、
「
記
憶
の
〈
現
実
〉
」
と
「
記
憶
の
リ
ア
リ
テ
ィ
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
し

て

い

る
。
川
田
は
、
シ
ン
ロ
ー
グ
と
い
う
、
多
数
の
人
々
が
と
も
に
語
り
を
作
り
上

げ
る
形
式
を
発
見
し
て
い
る
。
だ
が
、
笠
原
に
よ
る
と
、
そ
れ
は
過
去
は
復
元
可
能

で

あ
る
と
し
て
限
り
な
く
リ
ア
リ
テ
ィ
を
求
め
る
立
場
と
相
似
し
て
お
り
、
意
味
の

多
数
性
は
し
め
す
も
の
の
、
多
元
性
で
は
な
い
と
い
う
の
だ
。
こ
れ
を
敷
術
す
る
と
、

川
田
の
前
提
に
は
、
語
り
は
共
有
さ
れ
う
る
と
い
う
立
場
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し

か

し
、
現
実
と
は
あ
く
ま
で
「
分
有
」
さ
れ
る
し
か
な
い
も
の
で
あ
り
、
デ
リ
ダ
が

い
う
よ
う
に
、
語
り
と
は
二
重
の
表
出
を
つ
う
じ
て
、
自
己
の
一
部
分
だ
け
外
部
に

現
れ

た
も
の
で
あ
り
「
共
有
」
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
を
ふ
ま
え
る
な
ら
、
多
数

性

に
は
開
か
れ
て
い
て
も
多
元
性
に
は
開
か
れ
て
い
な
い
と
い
う
批
判
に
は
う
な
ず

か
ざ
る
を
得
な
い
。
川
田
は
、
一
九
七
〇
年
代
以
降
、
語
り
に
関
す
る
人
類
学
的
研

究
を
切
り
開
い
て
き
た
研
究
者
で
あ
る
。
そ
の
川
田
へ
の
批
判
は
、
逆
説
的
で
は
あ

る
が
、
現
代
の
語
り
に
関
わ
る
研
究
に
ど
の
よ
う
な
視
角
が
必
要
か
を
教
え
て
い
る
。

　
さ
て
、
も
う
一
人
の
研
究
者
と
し
て
菅
原
和
孝
を
取
り
上
げ
る
。
菅
原
は
ポ
ス
ト

構
造
主
義
の
言
語
論
的
転
回
を
受
け
と
め
た
上
で
、
人
類
学
研
究
を
進
め
て
い
る
研

究
者
で
あ
り
、
そ
の
研
究
方
法
は
示
唆
に
富
む
。

　
最
新
の
菅
原
の
研
究
で
は
、
グ
イ
の
人
々
の
「
ホ
ロ
ー
ハ
」
と
い
う
儀
礼
の
語
り

を
、
い
か
に
菅
原
自
身
が
本
質
的
な
も
の
を
構
築
す
る
に
際
し
て
使
用
し
て
き
た
か

と
い
う
こ
と
が
反
省
的
に
扱
わ
れ
て
い
る
［
菅
原
二
〇
〇
四
］
。
菅
原
は
、
か
つ
て

数
人

の
グ

イ
の
人
々
か
ら
の
聞
き
取
り
を
も
と
に
し
て
、
ホ
ロ
ー
ハ
を
復
元
的
に
記

述

し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
だ
が
し
か
し
、
こ
の
数
人
の
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
の
語
り

か

ら
作
り
上
げ
ら
れ
た
儀
式
と
は
、
い
っ
た
い
い
か
な
る
も
の
な
の
か
と
い
う
問
題

が
浮
上
し
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
菅
原
は
聞
き
取
り
の
原
デ
ー
タ
に
戻
り
、
数
人

の

イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
が
い
つ
の
時
点
の
ホ
ロ
ー
ハ
の
こ
と
を
語
っ
て
い
た
の
か
を

復
元

し
、
そ
れ
ぞ
れ
が
別
の
回
の
ホ
ロ
ー
ハ
の
こ
と
を
語
っ
て
い
た
こ
と
を
突
き
止

め

る
。
か
つ
て
の
菅
原
は
、
そ
の
四
回
分
の
語
り
を
混
ぜ
合
わ
せ
、
ホ
ロ
ー
ハ
と
い

う
儀
式
を
紙
の
上
で
復
元
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
い
う
の
だ
。

　

さ
ら
に
、
聞
き
取
り
の
カ
セ
ッ
ト
テ
ー
プ
を
聞
き
返
し
て
い
た
菅
原
は
、
そ
こ
に

イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
と
調
査
助
手
と
菅
原
の
間
の
微
妙
な
関
係
性
が
影
を
落
と
し
て

い

る
こ
と
に
気
づ
く
。
あ
る
回
の
聞
き
取
り
で
は
、
口
の
重
い
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト

に
対
し
、
菅
原
と
同
調
し
て
こ
の
機
会
に
自
分
の
知
ら
な
い
ホ
ロ
ー
ハ
の
こ
と
を
聞

き
出
し
て
や
ろ
う
と
で
も
い
う
よ
う
な
調
査
助
手
の
積
極
的
な
態
度
を
見
出
す
。
ま

た
、
別
の
回
で
は
、
ホ
ロ
ー
ハ
で
使
わ
れ
る
う
な
り
板
の
音
が
、
老
人
向
け
獲
物
の

捕
獲
を
秘
密
に
教
え
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
え
る
こ
と
を
、
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
を
さ

し
お
く
か
の
よ
う
に
し
て
生
き
生
き
と
語
り
出
す
調
査
助
手
の
姿
を
見
出
す
。
結
局
、

菅
原
が
以
前
復
元
し
た
ホ
ロ
ー
ハ
の
儀
式
と
は
、
そ
れ
ら
が
な
い
交
ぜ
に
な
っ
た
も

の

で

あ
り
、
む
し
ろ
そ
こ
で
の
フ
ィ
ー
ル
ド
経
験
こ
そ
が
人
類
学
的
研
究
の
本
質
を

な
す
、
と
い
う
の
が
菅
原
の
結
論
で
あ
る
。

　

こ
の
論
文
は
、
先
ほ
ど
の
、
民
俗
学
に
お
け
る
小
池
・
真
鍋
の
問
題
提
起
と
重
な

り
合
う
領
域
に
あ
る
。
静
態
的
な
社
会
像
、
儀
礼
像
な
ど
を
批
判
し
、
そ
れ
が
作
ら

れ
て

く
る
学
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
問
題
を
建
て
る
必
要
を
説
い
た

も
の
で
あ
る
。
「
過
去
は
ど
こ
に
あ
る
か
」
と
論
文
の
中
で
菅
原
は
言
っ
て
い
る
。

「
語
り
手
が
想
起
す
る
が
ま
ま
の
「
過
去
」
が
、
時
間
軸
上
の
彼
方
に
そ
の
ま
ま
実

在
す
る
と
考
え
る
の
は
、
あ
ま
り
に
素
朴
で
あ
る
。
過
去
と
は
あ
く
ま
で
も
、
「
い

ま
こ
こ
」
の
場
に
、
音
声
言
語
を
通
じ
て
立
ち
現
れ
る
表
象
で
あ
る
。
」
こ
れ
は
、

ま
さ
に
本
稿
が
問
題
と
し
た
い
視
角
と
重
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
過
去
は
歴
史
と

も
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
歴
史
は
そ
の
ま
ま
で
時
間
軸
上
に
存
在
す
る
の
で
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は
な
い
。
そ
の
つ
ど
そ
の
つ
ど
歴
史
家
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
こ
と
で
出
来
上
が
る
。

同
時
代
の
人
文
社
会
科
学
の
動
向
か
ら
、
歴
史
学
も
無
関
係
で
あ
る
こ
と
は
不
可
能

で

あ
り
、
語
り
を
扱
お
う
と
す
る
な
ら
そ
の
よ
う
な
方
法
論
を
咀
咽
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

③
災
害
の
語
り
と
は
何
か

　

る
語
り
え
な
い
も
の

民
俗
的
な
語
り
の
後
ろ
に
隠
さ
れ
て
い

　
さ
て
、
上
記
の
研
究
動
向
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
こ
こ
で
は
、
災
害
の
語
り
を
物
語

と
し
て
分
析
す
る
こ
と
に
す
る
。
そ
の
際
、
災
害
の
語
り
を
悲
劇
と
と
ら
え
る
と
こ

ろ
か
ら
分
析
を
は
じ
め
た
い
。
災
害
は
災
厄
の
物
語
と
し
て
語
ら
れ
る
。
そ
し
て
災

厄
の
物
語
と
は
、
悲
劇
で
あ
る
と
通
常
は
と
ら
え
ら
れ
る
。
犠
牲
者
、
苦
痛
な
ど
、

災
害
を
語
る
と
き
悲
劇
と
共
通
す
る
と
お
も
わ
れ
る
タ
ー
ム
が
つ
か
わ
れ
る
こ
と
も

多
い
。
ま
ず
は
、
災
害
の
語
り
を
悲
劇
で
あ
る
と
と
ら
え
、
そ
の
上
で
、
厳
密
な
意

味
で
の
悲
劇
と
災
害
の
語
り
の
差
異
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、

災
害
の
語
り
と
は
い
か
な
る
特
性
を
持
つ
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

　
悲
劇
に
つ
い
て
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
定
義
が
今
日
に
お
い
て
も
通
用
し
て
い

る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
『
詩
学
』
に
お
い
て
、
悲
劇
を
＝
定
の
大
き
さ
を
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ
メ
　
シ
ス

な
え
て
完
結
し
た
高
貴
な
行
為
の
模
倣
再
現
」
で
あ
る
と
し
、
そ
れ
が
人
の
心
を
動

か
す
最
大
の
要
素
を
反
転
、
認
知
、
苦
難
で
あ
る
と
し
た
［
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
］
。

反
転

と
は
、
行
為
が
反
対
の
方
向
に
転
じ
る
こ
と
、
た
と
え
ば
、
『
オ
イ
デ
ィ
プ
ス

王
』
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
あ
る
男
が
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
を
喜
ば
せ
、
母
親
に
対
す
る

恐
怖
か

ら
解
放
し
よ
う
と
し
た
が
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
か
え
っ
て
オ
イ
デ
ィ
プ
ス

を
絶
望
の
ど
ん
底
に
突
き
や
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
な
こ
と
で
あ
り
、
認
知
と
は
無
知

か

ら
知
へ
の
転
換
、
た
と
え
ば
、
こ
れ
も
『
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
王
』
に
お
け
る
認
知
な

ど
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
認
知
が
逆
転
を
と
も
な
う
と
き
、
あ
わ
れ
み
か
お
そ
れ
の

ど
ち
ら
か
が
引
き
起
こ
さ
れ
る
、
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
述
べ
て
い
る
。

　
本
稿
で

は
、
二
つ
の
事
例
を
紹
介
す
る
。
そ
れ
ぞ
れ
を
仮
に
、
民
俗
的
な
語
り
と

人
生

訓
的
な
語
り
と
呼
ん
で
お
く
。
一
方
は
、
災
害
の
語
り
が
民
俗
的
な
語
り
の
技

術
の

中
で
完
結
し
て
い
る
。
も
う
一
方
は
災
害
が
そ
の
後
の
人
生
と
絡
ま
り
合
い
、

教
訓
化
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
語
り
を
通
じ
て
、
災
厄
は
い
か
に
悲
劇
と
し
て
語

ら
れ
る
か
を
検
討
す
る
。
そ
の
上
で
、
悲
劇
と
の
齪
齢
や
ず
れ
、
あ
る
い
は
、
悲
劇

か

ら
は
は
み
出
て
し
ま
い
、
悲
劇
の
枠
に
収
ま
り
き
ら
な
い
も
の
を
さ
ぐ
る
。

　
以
下

で

と
り
あ
げ
る
事
例
は
す
べ
て
、
岩
手
県
の
S
集
落
で
の
聞
き
取
り
に
も
と

　
　
　
　
（
9
）

つ
い
て

い

る
。
三
陸
地
方
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
近
代
に
入
っ
て
二
度
に
わ
た
っ
て

津
波
の
甚
大
な
被
害
を
受
け
て
き
た
。
三
陸
地
方
全
体
で
は
、
明
治
二
九
（
一
八
九

六
）
年
の
津
波
の
際
に
は
約
二
万
二
千
人
が
、
昭
和
八
（
一
九
三
三
）
年
の
津
波
の

際
に
は
約
三
千
人
が
死
亡
し
、
S
集
落
で
も
、
前
者
で
は
死
者
一
七
五
人
、
流
失
家

屋
三

二

戸
、
後
者
で
は
死
者
一
八
人
、
行
方
不
明
者
四
八
人
、
流
失
家
屋
三
三
戸
の

被
害
を
出
し
て
い
る
［
三
陸
町
史
編
集
委
員
会
一
九
八
九
］
。

　
三

陸
で
は
集
落
は
、
リ
ア
ス
式
の
小
さ
な
湾
に
そ
れ
ぞ
れ
が
独
立
し
た
小
宇
宙
の

よ
う
に
し
て
存
在
し
て
い
る
が
、
S
集
落
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
深
く
入
り
込
ん
だ

湾
の
奥
ま
っ
た
地
点
に
存
在
す
る
こ
の
集
落
は
、
約
一
〇
〇
m
ほ
ど
の
砂
浜
の
海
岸

線
を
持
ち
、
そ
こ
か
ら
な
だ
ら
か
に
傾
斜
し
て
山
裾
を
家
々
が
登
り
、
約
］
○
O
m

の

地
点
ま
で
家
が
続
い
て
い
る
。
行
政
区
分
と
し
て
は
、
岩
手
県
で
も
上
位
の
人
口

規
模
で

あ
る
P
市
に
属
し
て
い
る
。
外
界
と
つ
な
が
っ
て
い
る
の
は
、
そ
の
P
市
か

ら
海
岸
沿
い
を
北
上
す
る
国
道
だ
け
で
、
国
道
を
走
る
と
、
小
さ
な
湾
に
抱
か
れ
た

村
が
あ
ら
わ
れ
た
と
思
う
と
ト
ン
ネ
ル
に
入
り
、
そ
し
て
ま
た
湾
に
向
か
っ
て
ひ
ら

け
た
村
に
出
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
、
山
を
い
く
つ
か
越
え
た
と
こ
ろ
に
、
S
集
落

が
あ
り
、
小
高
い
峠
か
ら
は
村
の
全
貌
が
見
渡
せ
る
。
人
口
二
八
三
人
、
世
帯
数
六

六
世
帯
、
村
の
な
か
ほ
ど
に
旅
館
が
一
軒
と
た
ば
こ
屋
と
雑
貨
屋
を
か
ね
た
商
店
が

一
軒
あ
る
だ
け
で
、
あ
と
は
民
家
だ
け
の
静
か
な
村
で
あ
る
。
小
規
模
な
漁
港
に
は

漁
船
が

な
ら
び
、
平
地
に
は
水
田
と
畑
が
作
ら
れ
て
い
る
。
現
在
は
、
国
道
が
通
っ

て

い

る
標
高
三
〇
m
以
下
に
は
人
家
が
な
く
、
水
田
と
漁
具
の
倉
庫
な
ど
が
あ
る
だ
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け
だ
が
、
明
治
期
の
地
形
図
を
見
る
と
家
々
は
海
岸
沿
い
に
あ
っ
た
［
大
船
渡
市
立

博
物
館
一
九
九
七
］
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
現
在
の
景
観
は
、
低
地
に
居
住
し
て
津

波
被
害
を
受
け
た
教
訓
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

【事
例
一
】

　
M
氏

は
明
治
四
四
（
一
九
〇
一
）
年
生
ま
れ
の
男
性
で
あ
る
。
聞
き
取
り
の
当
時

（二
〇

〇
一
年
六
月
）
は
九
〇
才
で
あ
っ
た
（
二
〇
〇
三
年
一
二
月
に
逝
去
）
。
昭
和

三

陸
津
波
で
、
父
親
と
弟
を
失
っ
て
い
る
。
当
時
、
漁
業
を
営
む
二
二
才
の
青
年

だ
っ
た
M
氏
は
妻
と
両
親
、
一
人
の
弟
と
四
人
の
妹
と
、
海
岸
沿
い
に
あ
る
自
宅
に

住
ん

で
い
た
。

　
ま
ず
は
、
M
氏
の
語
る
と
こ
ろ
に
耳
を
傾
け
よ
う
。
語
り
ロ
を
そ
の
ま
ま
残
し
て

採
録
す
る
。
語
り
は
S
集
落
の
峠
近
く
に
あ
る
M
家
。
新
築
さ
れ
た
家
の
広
々
と
し

た
縁
側
か
ら
は
、
集
落
の
前
に
広
が
る
湾
が
一
望
に
望
め
た
。

　
「
昭
和
八
年
の
ネ
、
三
月
三
日
、
ま
ン
ず
、
午
前
二
時
か
三
時
頃
だ
と
思
い
ま
す

が
、
そ
ン
時
は
小
雪
が
、
ま
ン
ず
、
ち
ら
つ
い
て
い
た
ん
で
す
が
ネ
。

　
そ
ん
と
き
は
ま
ず
ね
、
急
に
大
き
な
地
震
が
や
っ
て
き
た
ン
で
す
。
で
、
私
ら
は

驚
い
て
し
ま
っ
て
、
そ
し
て
は
だ
し
で
、
コ
ノ
、
外
に
出
て
、
そ
し
て
、
屋
根
を
眺

め

て

た
ん
で
す
。
し
ば
ら
く
、
し
ば
ら
く
、
ま
ず
、
長
い
地
震
で
こ
わ
し
た
か
ら
ネ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
つ
ち

そ
れ
か
ら
、
や
っ
と
、
地
震
が
お
さ
ま
っ
た
も
ン
で
す
か
ら
、
ま
た
家
の
中
に
入
っ

て
、
寝
床
に
ま
た
入
っ
た
ん
で
す
。

　
と
こ
ろ
が
ま
も
な
く
、
ま
た
、
揺
り
返
し
が
来
て
、
そ
う
し
て
い
る
う
ち
に
、

ず
ー
ッ
と
向
こ
う
の
方
で
叫
び
声
が
し
た
ん
で
す
。
そ
ん
で
、
私
ら
も
急
い
で
、
ま

ず
、
こ
の
坂
を
逃
げ
た
ん
で
こ
わ
す
。
こ
の
上
の
方
に
ネ
。

　
と
こ
ろ
が
、
そ
の
、
い
ち
早
く
波
の
方
は
、
こ
の
川
沿
い
を
こ
う
伝
わ
っ
て
上
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
ち

て

ネ
、
そ
の
ー
、
途
中
に
一
軒
、
家
が
あ
っ
た
ん
で
す
が
、
そ
の
屋
根
を
が
っ
ぽ
り
、

真
っ
黒
く
な
っ
て
か
ぶ
っ
て
、
そ
し
て
私
は
、
こ
の
膝
く
ら
い
下
の
方
ま
で
波
を
か

ぶ
っ

た
ン
だ
す
。
そ
し
て
、
ど
ー
や
ら
、
こ
ー
や
ら
、
逃
げ
う
せ
た
ん
で
こ
わ
す
。

と
こ
ろ
が
、
ま
あ
ー
、
こ
こ
の
下
で
こ
わ
す
が
ね
、
今
、
畑
に
な
っ
て
る
が
、
ま
ず
、

ソ
ノ
、
被
害
者
は
集
ま
っ
て
焚
き
火
を
し
た
り
し
て
ま
っ
た
り
し
て
い
た
ん
で
こ
わ

す
。　

私
の

家
は
ま
ず
、
う
ー
っ
と
、
二
親
も
来
な
い
し
、
…
…
弟
も
来
な
い
、
妹
も
見

え
な
い
ん
だ
す
。
そ
れ
で
、
し
ば
ら
く
た
っ
て
か
ら
、
私
は
心
配
で
わ
が
ン
な
い
か

ら
、
ま
た
、
下
の
方
サ
下
が
っ
た
ン
で
す
。
尋
ね
サ
。

　
と
こ
ろ
が
、
う
ち
の
母
親
は
、
頭
か
ら
血
み
ど
ろ
に
な
っ
て
、
裸
に
な
っ
て
、
泣

き
な
が
ら
上
が
っ
て
き
た
ン
で
す
。
そ
ん
で
、
私
は
袷
と
浴
衣
を
着
て
、
そ
れ
か
ら

麻
裏
の
草
履
を
履
い
て
い
た
ん
で
こ
わ
す
か
ら
、
袷
を
脱
い
で
裸
（
に
）
着
せ
、
草

履

を
脱
い
で
は
か
せ
て
、
上
に
あ
が
っ
て
、
い
つ
つ
火
に
あ
て
て
、
そ
れ
か
ら
、
親

　
　
う
ち

類
の

家
が
一
軒
残
っ
て
ご
ざ
し
た
っ
た
か
ら
、
そ
こ
に
連
れ
て
い
っ
て
、
夜
を
明
か

し
た
ん
で
す
。

　
と
こ
ろ
が
、
そ
の
母
の
実
家
か
ら
母
の
弟
が
向
か
え
に
来
て
サ
、
そ
れ
か
ら
、

う
ー
と
、
実
家
に
帰
っ
て
、
す
ぐ
さ
ま
女
の
子
を
、
そ
の
、
出
産
し
た
ん
で
す
。

　
ま
ず
、
そ
の
、
惨
た
る
も
の
や
、
ひ
ど
い
状
況
で
こ
わ
し
た
。
あ
の
、
そ
の
、
住

ん

で

い

る
家
の
庭
に
ね
、
け
が
人
が
う
な
っ
て
い
た
り
。
ま
ン
ず
、
ほ
ん
と
に
目
も

あ
て
ら
れ
な
い
よ
う
な
光
景
で
こ
わ
し
た
よ
。
…
…
そ
れ
か
ら
…
…
、
ま
ン
ず
、
そ

う
、
相
当
亡
く
な
り
ま
し
た
か
ね
え
…
…
。
こ
こ
で
何
人
く
ら
い
、
何
人
だ
っ
た
か

ね
、
こ
こ
で
亡
く
な
っ
た
の
（
と
傍
ら
に
尋
ね
る
）
。
ま
ず
全
滅
な
っ
た
家
も
あ
り

ま
す
が
ね
え
…
…
。
」

　
以
上
が
か
な
り
ゆ
っ
く
り
し
た
口
調
で
語
ら
れ
た
一
つ
な
が
り
の
語
り
で
あ
る
。

　
ま
ず
は
、
こ
の
語
り
の
中
身
を
検
討
し
て
お
こ
う
。
ま
ず
、
こ
の
語
り
は
ど
の
よ

う
な
構
造
を
も
っ
て
い
る
の
か
。
明
確
な
二
項
対
立
や
構
造
を
見
い
だ
す
の
は
難
し

い

と
い
う
の
が
正
直
な
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
普
通
な
ら
、
津
波
に
よ
る
喪
失
、
そ
の

脱
却
が
予
想
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
明
示
的
な
構
造
は
見

い

だ
す
こ
と
が
で
き
ず
、
ほ
ぼ
出
来
事
を
あ
っ
た
ま
ま
に
時
間
軸
に
沿
っ
て
直
線
的

に
述
べ
て
い
る
の
が
、
こ
の
語
り
で
あ
る
。

　
語
り
は
、
ま
ず
は
津
波
が
起
き
た
時
間
を
再
現
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
ま
る
。
三
月
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三

日
の
ま
だ
小
雪
が
ち
ら
つ
い
て
い
た
日
の
出
来
事
、
そ
れ
が
遠
い
記
憶
の
中
か
ら

召
還
さ
れ
る
。
雪
が
ち
ら
つ
く
と
い
う
天
候
の
描
写
か
ら
語
り
が
は
じ
ま
る
こ
と
で
、

ゆ
っ
た
り
と
し
た
炉
辺
の
語
り
と
で
も
い
う
よ
う
な
雰
囲
気
の
中
に
聴
き
手
は
誘
い

込
ま
れ
て
い
く
。
地
震
の
発
生
、
そ
し
て
も
う
一
度
家
に
入
っ
て
寝
入
っ
た
と
こ
ろ

に
津
波
が
襲
っ
て
き
た
こ
と
が
語
ら
れ
る
。
こ
の
と
き
、
湾
の
入
り
口
近
く
に
住
ん

で

い

た
男
性
が
、
津
波
だ
と
大
声
で
叫
ん
だ
の
だ
と
い
う
。
そ
の
声
で
、
は
っ
と
一

家
が
気
づ
き
、
急
い
で
家
の
裏
の
坂
道
を
高
台
に
逃
げ
よ
う
と
し
た
。
だ
が
、
そ
れ

は
遅
か
っ
た
の
で
あ
る
。
津
波
工
学
の
知
識
に
よ
る
と
、
津
波
は
背
後
の
海
か
ら
だ

け
で
は
な
く
、
川
な
ど
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
川
を
伝
わ
っ
て
先
回
り
し
て
前
か
ら

も
襲
い
、
サ
ン
ド
イ
ッ
チ
状
に
な
る
と
い
う
が
、
ま
さ
に
こ
れ
は
川
を
伝
っ
て
先
回

り
し
た
津
波
が
被
災
者
の
前
方
か
ら
襲
っ
た
例
で
あ
る
。

　

M
氏

は
波
を
膝
ま
で
か
ぶ
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
な
ん
と
か
逃
げ
る
こ
と
が
で
き
た
。

M
氏
の

旧
宅
の
裏
に
は
台
地
状
に
な
っ
た
小
高
い
場
所
が
あ
る
。
そ
こ
に
、
被
災
者

が
集
ま
っ
て
火
を
た
い
て
い
た
。
し
か
し
、
で
あ
る
。
M
氏
の
両
親
と
妹
、
弟
は
来

な
い
の
で
あ
る
。
「
二
親
も
来
な
い
し
、
…
…
弟
も
来
な
い
、
妹
も
見
え
な
い
ん
だ

す
。
」
と
い
う
こ
の
箇
所
で
は
具
体
的
な
個
々
人
が
次
々
と
列
挙
さ
れ
、
語
り
の
効

果
が
高
ま
る
。
母
親
は
な
ん
と
か
上
が
っ
て
き
た
。
だ
が
、
語
り
は
そ
の
時
点
で
中

断
と
言
っ
て
も
よ
い
形
で
ぷ
っ
つ
り
と
切
れ
る
。
ま
る
で
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
そ
れ
，

以
上
ふ
れ

る
こ
と
を
拒
否
す
る
か
の
よ
う
に
母
親
以
外
の
こ
と
は
語
ら
れ
な
い
。

　
視
点
は
現
在
に
変
わ
る
。
「
こ
こ
で
何
人
く
ら
い
亡
く
な
り
ま
し
た
か
ね
え
…
…
」

と
い
う
語
り
口
は
、
津
波
か
ら
半
世
紀
以
上
が
経
ち
、
死
者
の
数
す
ら
忘
却
さ
れ
て

し
ま
っ
た
現
在
か
ら
過
去
を
想
起
す
る
、
や
や
突
き
放
し
た
語
り
方
だ
ろ
う
。
も
は

や

こ
こ
で
何
人
が
死
亡
し
た
か
も
定
か
で
は
な
い
が
、
し
か
し
、
あ
の
災
害
は
な
ん

と
大
き
な
災
害
で
あ
っ
た
こ
と
か
。
丁
寧
に
磨
き
上
げ
ら
れ
た
木
の
香
も
新
し
い
大

き
な
縁
側
か
ら
は
、
ま
さ
に
そ
の
M
青
年
が
駆
け
上
が
っ
て
き
た
坂
道
と
、
い
ま
は

お
だ
や
か
な
海
が
見
え
る
。
あ
の
こ
と
な
ど
ま
る
で
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
見
事
に

「復
興
」
し
た
現
在
の
村
で
あ
る
。
あ
の
出
来
事
を
振
り
返
る
M
氏
の
感
慨
が
伝
わ
っ

て
く
る
、
そ
ん
な
終
わ
り
方
で
あ
る
。

　
さ
て
、
内
容
は
上
記
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
語
り
か
ら
は
何
が
言
え
る

の

だ
ろ
う
か
。
悲
劇
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
述
べ
る
前
に
、
一
般
的
な
特
徴
に
つ
い

て
、
い
く
つ
か
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　
ま
ず
第
一
に
、
こ
の
津
波
の
語
り
が
、
非
常
に
完
成
さ
れ
た
語
り
口
を
も
っ
て
い

る
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
あ
え
て
、
語
り
口
を
残
し
て
採
録
し
て
み
た
が
、

そ
の
よ
う
に
、
方
言
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
や
、
間
の
と
り
方
な
ど
を
も
文
字
と
し
て
定
着

さ
せ
た
い
、
と
思
わ
せ
る
豊
か
で
し
っ
か
り
と
し
た
語
り
の
方
法
で
あ
る
。
そ
れ
は

民
俗
的
な
定
型
化
を
取
り
込
ん
だ
語
り
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
こ

こ
に
は
世
界
観
あ
る
い
は
土
着
的
な
宗
教
と
い
っ
た
も
の
は
出
て
こ
な
い
。
し
か
し
、

あ
え
て
こ
れ
を
民
俗
的
と
い
う
の
は
、
そ
の
語
り
口
の
完
成
さ
れ
方
に
あ
る
。
語
り

手
の
構
え
と
い
う
か
、
息
づ
か
い
、
そ
こ
に
こ
れ
か
ら
語
り
を
語
る
と
い
う
雰
囲
気

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

づ
く
り
と
、
こ
れ
は
語
り
の
世
界
で
あ
る
と
い
う
場
面
設
定
が
な
さ
れ
て
い
る
。
じ

つ

は
こ
の
語
り
を
、
活
字
に
起
こ
す
の
は
今
回
が
初
め
て
で
は
な
い
。
こ
の
話
を
、

聞
き
書
き
し
た
直
後
に
発
表
し
た
拙
文
に
お
い
て
は
、
こ
れ
を
「
三
陸
綾
里
湾
津
波

語

り
」
と
題
し
て
、
語
り
の
部
分
に
、
筆
者
の
解
説
を
絡
ま
せ
る
と
い
う
か
た
ち
で

叙
述

し
て
み
た
。
と
い
う
の
は
、
そ
れ
が
、
定
型
化
さ
れ
た
あ
る
種
の
作
品
と
な
っ

て

い

る
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
第
二
に
指
摘
し
た
い
の
は
、
第
一
点
目
と
も
密
接
に
関
わ
る
が
、
緊
密
な
構
成
で

あ
る
。
こ
の
語
り
は
約
六
分
だ
が
、
取
る
べ
き
情
報
が
取
ら
れ
、
捨
て
る
べ
き
情
報

が
捨
て

ら
れ
て
い
る
。
無
駄
な
こ
と
ば
は
な
く
、
言
い
ま
ち
が
い
や
言
い
よ
ど
み
も

な
い
。
最
後
の
部
分
で
は
こ
と
ば
が
濁
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
こ
の
話
を
終
わ

り
に
す
る
た
め
の
効
果
と
し
て
効
い
て
い
る
。
こ
れ
は
、
始
ま
り
が
あ
っ
て
終
わ
り

が
あ
る
と
い
う
意
味
で
の
物
語
で
あ
る
。
ひ
と
ま
と
ま
り
の
体
験
と
し
て
語
る
に
し

て

も
、
あ
る
種
の
整
理
が
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
こ
れ
ほ
ど
ま
と
ま
っ
た
話
を
組
み
立

て

る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
し
、
こ
れ
ほ
ど
端
的
に
自
ら
災
害
体
験
に
つ
い
て
語

る
こ
と
が
で
き
る
人
も
少
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
話
を
採
録
し
た
の
は
、
こ
の
村
の
S
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氏
に

と
も
な
わ
れ
て
M
氏
宅
を
訪
れ
対
面
し
て
、
二
三
言
を
交
わ
し
て
か
ら
だ
っ
た

が
、
し
か
し
、
そ
れ
で
も
ほ
ぼ
間
髪
を
入
れ
ず
、
こ
の
語
り
に
入
っ
て
い
っ
た
。
聞

い
て

い

る
と
き
に
感
じ
た
の
は
、
完
成
さ
れ
た
語
り
を
、
ほ
ぼ
無
意
識
に
、
口
に
乗

せ
て

い

る
の
だ
、
と
い
う
印
象
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
点
を
話
の
終
わ
り
方
を
例
に
少
し
分
析
的
に
見
て
み
よ
う
。
M
氏
が
、
私
た

ち
と
同
行
し
て
く
れ
た
地
元
の
住
民
で
あ
る
S
氏
（
男
性
、
大
正
三
年
生
ま
れ
。
た

だ

し
、
こ
の
村
に
は
津
波
の
あ
と
、
結
婚
し
て
や
っ
て
き
た
た
め
津
波
の
当
時
の
こ

と
は
知
ら
な
い
）
に
話
し
か
け
、
M
氏
と
S
氏
の
会
話
の
展
開
が
つ
づ
く
。
そ
の
こ

と
で
、
M
氏
の
話
が
終
わ
っ
た
こ
と
が
、
そ
の
場
の
だ
れ
か
ら
も
判
然
と
し
、
話
の

主

導
権
は
、
M
氏
か
ら
S
氏
へ
と
移
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　

（M
1
1
M
氏
、
S
H
同
席
し
た
隣
の
集
落
に
住
む
S
氏
、
T
1
1
筆
者
）

　
M
　
こ
こ
で
何
人
く
ら
い
、
何
人
く
ら
い
だ
っ
た
か
ね
、
こ
こ
で
亡
く
な
っ
た
の

　
　
　
（
S
氏
へ
の
問
い
か
け
）

　

S
　
何
人
だ
か
ね
、
お
ら
家
は
九
人
だ
。

　

M
　
は
あ
は
あ

　
　
　
ま
ず
全
滅
な
っ
た
家
も
あ
り
ま
す
が
ね
え
…
…
。

　
S

お
ら
が
全
滅
だ

は
p
・

お

ら
ン
が

ほ
だ
ほ
だ

大
下
も

｛大
下
も
｝
、
ほ
れ
、

あ
あ
、
あ
あ
、
全
滅
に
近
け
え
ん
だ
な

杢
滅
な
ん
だ
。
｝

大
下
も
八
人
か
、
八
人

は

い
、
は
い
。
そ
う
で
こ
わ
す
。

ほ

ん

で
、
な
ん
だ
（
筆
者
た
ち
へ
の
問
い
か
け
）
、

お
め
え
様
方
が
聞
き
た

S
　

M
氏
が
S
氏
に
向
か
っ
て
、

こ
こ
で
亡
く
な
っ
た
の
」
と
い
う
問
い
か
け
を
発
し
て
い
る
が
、

一
つ
な
が
り
の
話
が
終
わ
り
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
S
氏
へ
の
サ
イ
ン
で
あ
ろ

う
。
S
氏
は
、
そ
れ
に
応
え
て
、
積
極
的
に
話
の
主
導
権
を
握
り
、
一
方
メ
イ
ン
の

話

し
手
だ
っ
た
M
氏
は
相
づ
ち
し
か
打
っ
て
い
な
い
。
し
ば
ら
く
そ
の
や
り
と
り
が

あ
っ
た
あ
と
、
お
も
む
ろ
に
S
氏
は
、
筆
者
ら
の
方
に
向
か
っ
て
、
「
で
、
あ
ん
た

ら
は
何
を
聞
き
た
い
の
か
ね
」
と
切
り
出
し
た
の
で
あ
る
。
M
氏
の
語
り
の
終
わ
り

方
は
、
S
氏
が
そ
こ
に
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
影
響
を
被
っ
て
い
る
だ
ろ
う
が
、
し
か

し
い
ず
れ
に
せ
よ
、
語
り
の
技
術
と
し
て
、
他
者
を
呼
び
込
み
、
他
者
の
語
り
に
ゆ

だ

ね
て
な
が
ら
語
り
を
終
わ
ら
せ
る
と
い
う
方
法
で
あ
る
。

　

さ
て
そ
れ
で
は
、
本
稿
の
メ
イ
ン
テ
ー
マ
で
あ
る
、
悲
劇
と
し
て
の
災
害
の
語
り

は

こ
の
語
り
か
ら
ど
の
よ
う
に
浮
か
び
上
が
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
そ
の
際
、
注
目
し
た
い
の
が
、
辛
く
も
津
波
か
ら
逃
れ
る
こ
と
の
で
き
た
母
親
に

つ
い

て

は
明
示
的
に
語
ら
れ
て
は
い
る
が
、
結
局
津
波
か
ら
逃
げ
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
父
親
と
弟
の
こ
と
は
語
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
M
氏
は
当
時
、
妻
と

両
親
、
一
人
の
弟
と
四
人
の
妹
と
と
も
に
暮
ら
し
て
い
た
。
そ
の
う
ち
の
父
親
と
弟

は
、
津
波
で
死
去
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
語
り
に
お
い
て
は
そ
の
津
波
で
亡
く

な
っ
た
二
人
の
こ
と
は
、
明
示
的
に
は
語
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
他
の
情
報
源
な
し

い

の

は
、
何
メ
ー
タ
ー
く
ら
い
の
高
さ
で
き
た
か
っ
て
の
が
聞
き
た
い
ん
だ

ね
。

え
え
。

何

メ
ー
タ
ー
く
ら
い
の
高
さ
で
。

は

あ
ー

ほ
れ
、
あ
の
K
館
（
村
の
中
央
に
あ
る
旅
館
）

お
お
ー
、
ほ
れ
、
い
ま
、
あ
そ
こ
の
K
館
が
建
っ
て
る
と
こ
ろ
ま
で
上
が
っ

た
ん
だ
か
ら
、
何
メ
ー
タ
ー
だ
か
ね
え
。

あ
の
K
館
の
下
か
ら
、
ほ
れ
、
計
っ
て
み
れ
ば
わ
か
る
ん
で
な
い
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
こ
こ
で
何
人
く
ら
い
、
何
人
く
ら
い
だ
っ
た
か
ね
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
こ
れ
は
、
M
氏
の

460



寺田匡宏［災害と語り］

に
、
こ
の
語
り
だ
け
を
聞
い
て
い
た
ら
、
母
親
が
津
波
か
ら
生
還
し
た
こ
と
は
わ
か

る
が
、
し
か
し
、
そ
の
他
の
家
族
が
ど
う
な
っ
た
か
は
わ
か
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
先

ほ
ど
も
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
語
り
が
、
構
造
の
あ
る
語
り
で
は
な
い
こ
と
は

重
要
で

あ
る
。
こ
の
語
り
で
は
、
災
厄
の
語
り
と
し
て
容
易
に
予
想
で
き
る
津
波
に

よ
る
不
幸
の
発
生
、
そ
の
脱
却
と
い
う
語
り
口
は
ま
っ
た
く
な
い
。
こ
こ
に
は
、
ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
悲
劇
の
定
義
で
い
う
逆
転
も
認
知
も
な
く
、
苦
難
も
不
条
理
も
な

い
。
そ
の
か
わ
り
あ
る
の
は
、
た
だ
単
に
、
事
実
と
し
て
の
津
波
で
の
母
親
の
変
わ

り
果
て
た
姿
で
あ
る
。
母
親
は
、
こ
こ
で
は
、
い
っ
た
ん
語
り
手
か
ら
見
え
な
く

な
っ
て
い
る
。
本
人
の
視
野
か
ら
は
隠
さ
れ
て
い
る
。
隠
さ
れ
た
場
所
を
仮
に
物
語

的
に
表
現
す
る
な
ら
、
そ
こ
は
お
そ
ら
く
、
死
が
支
配
す
る
ト
ポ
ス
で
あ
ろ
う
。
母

親

は
そ
こ
を
脱
出
し
て
、
語
り
手
の
も
と
に
帰
っ
て
き
た
。
母
親
に
関
し
て
は
、
生

還

と
い
う
モ
チ
ー
フ
が
指
摘
で
き
る
。
だ
が
し
か
し
、
父
親
と
弟
は
そ
の
場
所
か
ら

帰
還
す
る
こ
と
が
叶
わ
な
か
っ
た
。

　

こ
の
語
り
に
あ
る
の
は
、
冥
界
と
の
往
還
と
い
う
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
と
い
え
る
だ

ろ
う
。
死
と
は
、
こ
こ
で
は
肉
体
的
物
理
的
な
死
で
は
な
く
、
む
し
ろ
坂
道
か
ら
上

が
っ

て

く
る
か
こ
な
い
か
と
い
う
移
動
の
問
題
で
あ
り
、
明
確
な
因
果
性
の
も
と
で

と
ら
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
何
度
も
繰
り
返
す
が
、
そ
の
ト
ポ

ス

の

内
部
に
つ
い
て
は
ふ
れ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ま
だ
こ
の

災
厄
が
、
ト
ラ
ウ
マ
と
し
て
物
語
化
さ
れ
ず
、
生
々
し
く
記
憶
の
中
に
存
在
す
る
こ

と
を
し
め
し
て
い
る
。
語
り
と
は
、
あ
る
出
来
事
を
受
け
入
れ
、
あ
る
視
点
に
よ
っ

て

再
構
成
す
る
行
為
の
こ
と
で
あ
る
が
、
父
親
と
弟
の
こ
と
は
そ
の
構
造
に
組
み
込

む
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
こ
と
は
、
語
り
え
な
い
も
の
と
し
て
、
逆
説
的
に
示
さ

れ
て

い
る
だ
け
で
あ
る
。

　
語

り
口
と
し
て
、
こ
の
M
氏
の
語
り
の
完
成
度
は
高
い
。
し
か
し
、
そ
の
完
結
し

た
語
り
の
背
後
に
は
、
語
ら
れ
ざ
る
出
来
事
が
あ
る
。
語
り
の
定
型
化
と
は
、
そ
の

語
り
え
な
い
こ
と
を
語
り
つ
つ
語
ら
な
い
と
い
う
選
択
肢
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。

④
悲
劇
と
し
て
の
災
厄
　
人
生
の
語
り
の
中
に
繰
り
入
れ
ら
れ
た
災

　
害
と
そ
こ
か
ら
は
み
だ
す
も
の

　
引
き
続
き
、
事
例
を
検
討
す
る
。

　
つ
ぎ
に
取
り
上
げ
る
の
は
、
人
生
の
語
り
の
中
に
繰
り
入
れ
ら
れ
た
災
害
と
で
も

呼
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
る
。

【事
例
二
】

　

K
氏
は
大
正
五
（
一
九
一
六
）
年
生
ま
れ
、
聞
き
取
り
を
行
っ
た
時
点
で
は
八
八

歳
で
あ
る
。
当
時
、
K
氏
は
、
一
七
歳
で
、
漁
業
を
営
む
両
親
の
手
伝
い
を
し
な
が

ら
、
上
級
学
校
へ
の
進
学
の
た
め
の
勉
強
を
続
け
て
い
た
。
津
波
で
は
、
両
親
を
亡

く
し
て
い
る
。
採
録
し
た
語
り
は
全
部
で
約
八
〇
分
だ
が
、
全
て
を
そ
の
ま
ま
起
こ

す
こ
と
は
紙
幅
の
関
係
上
無
理
な
の
で
、
ま
ず
は
、
あ
ら
す
じ
を
記
す
。

　

K
氏
が
津
波
に
遭
遇
し
た
の
は
一
七
歳
の
と
き
で
あ
っ
た
。
当
時
、
K
氏
は
、
小

学
校
を
卒
業
し
て
通
信
制
の
教
育
を
受
け
て
い
た
。
こ
の
地
に
は
、
こ
の
時
中
学
校

は

な
く
、
中
学
講
義
録
と
い
う
通
信
教
育
を
受
け
、
小
学
校
の
教
師
と
し
て
赴
任
し

た
知
人
に
勉
強
を
見
て
も
ら
っ
て
い
た
。
津
波
の
前
日
も
、
深
夜
一
二
時
ま
で
そ
の

家
で
友
人
と
勉
強
を
行
い
帰
っ
て
き
た
ら
、
母
親
が
火
鉢
で
餅
を
焼
い
て
く
れ
た
。

津
波

は
三
時
三
〇
分
頃
だ
が
、
そ
の
前
に
地
震
が
起
こ
っ
た
。
K
青
年
は
「
地
震
が

あ
っ
た
と
き
に
は
、
扉
を
開
け
ろ
」
と
い
う
言
い
伝
え
に
し
た
が
っ
て
家
の
扉
を
開

け
た
が
、
父
親
に
「
地
震
で
傾
く
よ
う
な
家
は
造
っ
て
い
な
い
」
と
怒
ら
れ
て
し
ま
っ

た
。
そ
う
こ
う
す
る
う
ち
に
、
津
波
の
音
が
聞
こ
え
た
。

　

当
時
、
K
青
年
は
年
老
い
た
両
親
（
七
〇
代
）
と
同
居
し
て
い
た
。
両
親
は
、
約

四
〇

年
前
の
明
治
三
陸
津
波
の
体
験
者
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
津
波
が
押
し
寄
せ
る

と
ど
う
し
よ
う
も
な
か
っ
た
。
両
親
は
「
ど
こ
へ
行
け
よ
う
」
と
言
っ
た
。
老
年
で
、

体
の
自
由
も
利
か
な
い
自
分
た
ち
が
、
も
う
津
波
が
襲
来
し
て
い
る
の
に
、
今
更
、

ど
こ
へ
避
難
で
き
よ
う
か
、
と
言
う
の
で
あ
る
。
両
親
を
途
中
ま
で
両
脇
に
か
か
え
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て

避
難

し
た
K
青
年
で
は
あ
っ
た
が
、
さ
す
が
に
青
年
期
で
体
力
が
あ
る
と
い
っ
て

も
ふ
た
り
を
か
か
え
て
自
分
も
逃
げ
る
と
い
う
の
は
、
無
理
で
あ
る
。
途
中
で
両
親

を
離
し
て
一
人
で
逃
げ
た
。
そ
れ
が
両
親
と
の
別
れ
と
な
っ
た
。

　
逃
げ

た
と
い
う
も
の
の
K
青
年
も
津
波
に
の
み
こ
ま
れ
て
し
ま
っ
た
。
倒
壊
し
た

家
の
建
材
が
体
の
上
に
の
し
か
か
り
、
波
が
そ
れ
を
揺
り
動
か
す
た
び
に
、
体
が
建

材
と
地
面
と
の
間
に
挟
ま
れ
て
ガ
リ
ガ
リ
と
音
を
立
て
た
。

　
青
年
は
辛
く
も
救
出
さ
れ
、
近
く
に
あ
る
お
寺
の
本
堂
に
収
用
さ
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
。
こ
こ
は
仮
の
病
院
に
な
っ
て
お
り
、
多
く
の
被
災
者
が
収
容
さ
れ
て
い
た
。

し
ば
ら
く
は
こ
こ
に
と
ど
ま
り
、
そ
の
後
は
、
通
い
で
治
療
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ

た
。　

彼
の

ケ
ガ
は
と
て
も
重
い
も
の
で
、
五
〇
数
カ
所
に
傷
を
負
っ
た
。
と
く
に
重
篤

だ

っ

た
の
は
頭
の
傷
で
、
頭
皮
の
下
で
内
出
血
が
「
コ
ン
ニ
ャ
ク
の
よ
う
に
」
固
ま
っ

て

し
ま
い
、
頭
が
巨
大
に
膨
れ
上
が
っ
て
し
ま
っ
た
。
当
時
、
被
災
地
に
は
き
ち
ん

と
し
た
手
術
設
備
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
医
師
は
頭
皮
を
メ
ス
で
切
開
し
強
引
に

め
く
り
、
そ
の
中
に
ガ
ー
ゼ
を
つ
っ
こ
ん
で
血
や
膿
を
し
み
こ
ま
せ
、
ず
る
ず
る
引

き
出
す
と
い
う
荒
療
治
を
行
っ
た
。
あ
ま
り
の
激
痛
に
耐
え
か
ね
て
彼
は
何
度
も
悲

鳴
を
上
げ
た
が
、
そ
れ
は
ま
わ
り
に
響
き
渡
り
人
々
を
お
そ
れ
お
の
の
か
せ
る
に
十

分
な
も
の
だ
っ
た
。

　
そ
の
後
、
傷
の
癒
え
た
K
青
年
は
、
東
京
に
出
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
元
々
上

昇
志
向
が
強
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
め
き
め
き
と
頭
角
を
現
す
こ
と
に
な
る
。
砲
兵

学
校
、
海
員
学
校
を
一
番
で
出
て
、
戦
地
に
も
行
き
、
そ
の
後
、
陸
軍
の
経
理
学
校

で
長
く
教
え
た
。
生
徒
は
全
員
、
大
学
出
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
上
海
の
東
亜
同
文

書
院
な
ど
を
経
て
、
終
戦
に
い
た
る
。
終
戦
後
は
、
郷
里
に
引
き
上
げ
て
き
て
、
町

会
議
員
を
つ
と
め
た
。
そ
の
と
き
、
現
在
も
集
落
に
あ
る
防
潮
堤
を
建
設
し
た
の
が

自
慢
で
あ
る
。

　
以
上
が

K
氏
の
語
り
の
内
容
で
あ
る
。

　
ま
ず
は
こ
の
語
り
に
つ
い
て
、
ざ
っ
と
内
容
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
タ
イ
ト
ル
で

述
べ
た
よ
う
に
こ
こ
で
は
、
災
害
が
あ
る
個
人
の
人
生
の
中
に
織
り
込
ま
れ
て
語
ら

れ
て

い

る
。
K
氏
は
、
上
昇
心
が
強
い
人
で
あ
る
。
村
の
外
に
ど
の
よ
う
に
し
て
か

出
て
行
っ
て
成
功
す
る
こ
と
を
人
生
の
目
標
と
し
、
そ
れ
を
成
し
遂
げ
て
い
る
。
家

族
の

話
に
よ
る
と
、
K
氏
は
し
ば
し
ば
戦
時
中
の
体
験
談
を
家
族
に
対
し
て
話
し
て

い

る
よ
う
で
あ
る
。
上
記
の
梗
概
で
は
省
略
し
て
い
る
が
、
後
半
部
分
は
戦
争
に
関

す
る
ア
ル
バ
ム
を
見
な
が
ら
の
も
の
で
、
内
容
は
詳
細
に
わ
た
っ
た
。
聞
き
取
り
時

に
同
席
し
て
く
れ
た
娘
さ
ん
は
、
話
が
戦
争
の
方
向
に
流
れ
て
い
く
と
、
「
長
い
で

す
よ
。
い
つ
も
こ
れ
だ
か
ら
。
話
、
好
き
だ
か
ら
」
と
苦
笑
気
味
に
口
に
し
て
い
た
。

K
氏
の
場
合
、
も
と
も
と
話
好
き
で
も
あ
る
の
だ
ろ
う
。
自
ら
の
戦
争
に
関
す
る
話

は
、
家
族
に
対
し
て
こ
れ
ま
で
も
行
っ
て
き
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る

（
一
方
、
津
波
に
つ
い
て
は
そ
う
で
も
な
い
よ
う
で
あ
る
）
。

　
さ
て
、
こ
の
K
氏
の
語
り
に
つ
い
て
何
が
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
第
一
に
、

K
氏
の
語
り
の
場
合
、
語
り
の
全
体
像
は
、
自
ら
の
人
生
の
軌
跡
の
中
で
災
害
を
語

る
と
い
う
構
図
に
な
っ
て
い
た
。
K
氏
の
場
合
、
人
生
と
し
て
は
成
功
し
た
人
生
と

い

っ

て

も
よ
い
だ
ろ
う
。
郷
里
を
出
た
あ
と
、
軍
隊
で
も
順
調
に
出
世
し
、
最
終
的

に
は
町
会
議
員
に
な
り
、
集
落
の
イ
ン
フ
ラ
整
備
と
い
う
大
き
な
事
業
を
成
し
遂
げ

て

い

る
。
そ
う
い
う
点
も
ふ
く
め
て
考
え
る
と
、
自
己
を
肯
定
的
に
と
ら
え
、
ま
た

常

に
物
事
を
前
向
き
に
と
ら
え
て
き
た
の
が
K
氏
の
人
生
に
対
す
る
対
処
の
仕
方
で

あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
行
く
手
に
あ
る
困
難
を
乗
り
越
え
る
こ
と
が
人
生
の
目

標
で
も
あ
っ
た
ろ
う
。
津
波
も
災
い
で
あ
っ
た
が
そ
れ
を
乗
り
越
え
た
、
だ
か
ら

や

っ

て

い

け
る
、
と
い
う
感
覚
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
人
生
の
語
り
の
中
の
ひ

と
つ
の
要
素
と
し
て
災
害
は
語
ら
れ
て
い
る
。

　
第
二
に
、
そ
こ
か
ら
敷
術
さ
れ
る
の
は
、
語
り
と
し
て
は
明
示
的
に
は
示
さ
れ
な

い
が
本
人
自
身
の
心
理
の
中
で
は
、
軍
隊
経
験
が
中
心
に
な
っ
て
い
る
よ
り
大
き
な

語
り
が
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
。
先
ほ
ど
も
述
べ
た
よ
う
に
津
波
に
遭
遇
し
た
こ
と

は
、
あ
く
ま
で
青
年
前
期
の
出
来
事
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
、
そ
れ
以
降
の
青
年
期
、

壮
年
期
は
軍
隊
期
の
語
り
が
中
心
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
災
害
の
語
り
は
こ
こ
で
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は
、
悲
劇
と
し
て
で
も
な
く
、
あ
る
い
は
、
災
厄
の
語
り
と
し
て
で
も
な
く
、
人
生

行
程
の
一
階
梯
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

　
た
だ
し
、
第
三
に
指
摘
で
き
る
の
は
、
そ
の
リ
ニ
ア
な
語
り
の
中
に
位
置
づ
け
ら

れ

な
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
津
波
で
亡
く
な
っ
た
友

達
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
方
式
は
、
基
本
的
に
は
K
氏
が
語
る
に

ま
か
せ
て
お
り
、
基
本
的
に
筆
者
は
質
問
を
差
し
挟
む
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
だ
が
、

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
が
終
わ
り
に
近
づ
い
た
と
き
、
K
氏
が
、
「
あ
ん
た
が
聞
き
た
い
こ

と
を
聞
け
」
と
い
う
の
で
、
い
く
つ
か
の
質
問
を
行
っ
た
。
そ
の
時
の
シ
ー
ク
エ
ン

ス

で
登
場
し
た
の
が
亡
く
な
っ
た
小
学
校
時
代
の
勉
強
友
達
の
こ
と
で
あ
る
。

　
　
（
K
n
K
氏
、
S
1
1
同
席
し
た
隣
の
集
落
に
住
む
S
氏
〈
既
出
〉
、
T
‖
筆
者
）

SKTTKK

友
達
が
亡
く
な
ら
れ
て
こ
こ
ろ
の
傷
に
な
り
ま
し
た
か
？

え
？
（
加
齢
で
耳
が
遠
い
た
め
の
聞
き
返
し
）

津
波
で
友
達
が
死
ん
で
、
こ
こ
ろ
の
傷
に
な
っ
た
か
だ
と
よ
。
（
大
声
で
、

同
席
し
た
S
氏
が
補
助
的
に
聞
い
て
く
れ
た
）

え
？
（
ま
だ
聞
こ
え
な
い
。
同
様
に
聞
き
返
し
）

ち
ょ
っ
と
聞
き
に
く
い
で
す
ね
。
（
デ
リ
ケ
ー
ト
な
問
題
で
あ
る
「
こ
こ
ろ

の

傷
」
に
つ
い
て
大
声
で
何
度
も
質
問
す
る
の
が
た
め
ら
わ
れ
て
、
同
席
の

S
氏
、
娘
さ
ん
に
対
し
て
当
惑
気
味
に
語
り
か
け
て
い
る
）
…
友
達
は
亡
く

な
ら
れ
ま
し
た
か
。
（
質
問
を
変
え
る
）

う
ん
、
友
達
も
、
亡
く
な
ら
れ
た
。
そ
の
勉
強
友
達
も
ね
、
一
二
時
に
こ
こ

の
家
を
立
っ
て
、
先
生
ん
と
こ
か
ら
ね
、
山
崎
の
シ
ン
公
と
同
級
生
だ
か
ら

（同
席
し
た
村
民
S
氏
に
対
し
て
の
語
り
か
け
）
、
帰
っ
て
、
下
が
っ
て
い
っ

た
の
。
そ
し
て
、
そ
ん
時
の
別
れ
が
、
彼
の
言
葉
が
い
ま
で
も
頭
に
あ
る
。

「な
ん
だ
か
、
お
い
、
お
れ
、
さ
み
し
い
ん
だ
よ
」
。

　

お
れ
に
送
れ
っ
つ
う
の
。
向
こ
う
の
浜
の
前
っ
て
、
一
番
海
の
、
浜
の
奥

だ

っ

た
か
ら
ね
、
こ
う
下
り
て
こ
う
下
を
通
っ
て
、
猫
沢
っ
て
い
う
沢
が
あ

る
の
。
あ
の
K
館
（
旅
館
、
【
事
例
一
】
で
既
出
）
の
下
に
ね
。
そ
こ
に
あ

　
　
　
の
、
キ
ツ
ネ
が
お
る
の
。
で
、
「
猫
沢
は
お
っ
か
ね
え
」
っ
て
。
で
、
「
な
ん

　
　
　
の
お

っ

か
ね

え
こ
と
が
、
何
も
人
を
噛
む
も
ん
じ
ゃ
な
し
。
ほ
ん
じ
ゃ
、
さ

　
　
　
よ
な
ら
」
と
、
往
来
の
と
こ
ろ
で
分
か
れ
た
の
。

　
　
　
　
こ
の
人
が
頭
よ
か
っ
た
。
私
よ
り
頭
よ
か
っ
た
ね
。
た
だ
、
わ
た
し
は
、

　
　
　
ガ

リ
勉
な
の
。
二
年
だ
か
ら
。

　
　
　
　
そ
ん
で
、
そ
の
彼
が
、
津
波
だ
、
と
。
一
番
波
打
ち
際
だ
も
ん
ね
。
あ
そ

　
　
　
こ
の
海
岸
の
堤
防
の
す
ぐ
陰
だ
も
の
。
そ
こ
が
家
な
ん
だ
も
の
。
そ
ん
と
き
、

　
　
　
津
波
だ

っ

て

言
っ
て
、
み
ん
な
逃
げ
た
ん
で
し
ょ
。
母
親
が
、
お
な
か
が
妊

　
　
　
娠

し
て
お
っ
て
、
も
う
大
き
な
お
な
か
を
し
て
お
っ
た
ん
だ
。
そ
ん
で
そ
の

　
　
　
母
親
は
も
う
と
て
も
体
が
重
い
し
、
み
ん
な
走
っ
て
い
く
の
に
、
上
が
れ
ね

　
　
　
え
わ
け
だ
。
母
親
を
押
し
て
上
が
っ
た
わ
け
だ
。
そ
ん
と
き
、
後
ろ
か
ら
波

　
　
　
が
か
ぶ

さ
っ
た
。
そ
の
母
は
、
そ
こ
の
杉
の
植
え
た
て
っ
て
ね
、
若
い
ね
、

　
　
　
ニ

メ
ー
タ
ー
五
〇
ぐ
ら
い
あ
っ
た
か
、
そ
の
杉
が
あ
っ
た
の
、
そ
の
杉
の
枝

　
　
　
に
す
が
っ
て
母
親
は
助
か
っ
て
、
そ
の
後
ろ
を
押
し
て
お
っ
た
、
私
と
分
か

　
　
　
れ
て

い
っ

た
同
級
生
の
、
そ
の
勉
強
を
と
も
に
し
て
お
っ
た
男
は
引
っ
ぱ
ら

　
　
　
れ
て

死
ん

で
し
ま
っ
た
。

　
　
　
　
だ

か

ら
。
そ
の
婆
さ
ん
は
、
も
う
死
ぬ
ま
で
ね
、
私
の
顔
を
見
る
と
、
そ

　
　
　
の
彼
の
こ
と
を
思
い
出
す
っ
て
。
今
こ
ろ
生
き
て
お
っ
た
ら
、
ど
っ
か
に
所

　
　
　
帯

を
も
っ
て
ね
、
子
ど
も
も
も
っ
て
、
何
か
の
仕
事
を
や
っ
て
お
っ
た
だ
ろ

　
　
　
う
に
、
あ
な
た
の
顔
を
み
る
と
、
と
。
あ
の
入
り
口
に
「
ぱ
た
ん
き
ょ
（
巴

　
　
　
旦
杏
）
」
っ
て
あ
る
ね
、
そ
の
「
ぱ
た
ん
き
ょ
」
を
も
っ
て
く
る
。
オ
レ
ん

　
　
　
と
こ
に
は
滋
養
に
な
る
も
の
は
こ
れ
し
か
ね
か
ら
、
っ
て
。
こ
れ
は
、
よ
つ

　
　
　
く
友
達
だ
っ
た
か
ら
ね
。
勉
強
一
緒
に
や
っ
た
の
。
学
校
で
や
っ
て
、
青
年

　
　
　
学
校
で
や
っ
て
、
こ
ん
ど
先
生
ん
と
こ
に
き
て
、
そ
ん
で
帰
り
帰
り
し
た
も

　
　
　
ん

だ

か
ら
。

　
こ
れ
は
、
【
事
例
一
】
で
紹
介
し
た
M
氏
の
弟
の
こ
と
で
あ
る
が
、
リ
ニ
ア
な
語

り
で
出
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
が
、
こ
こ
で
は
出
て
き
て
い
る
。
こ
の
と
き
、
は
じ
め

463



国立歴史民俗博物館研究報告

　第123集2005年3月

に
筆
者
は
、
こ
こ
ろ
の
傷
が
出
来
事
の
あ
と
八
〇
年
後
に
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る

か

を
聞
こ
う
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
M
氏
が
若
干
耳
が
遠
い
た
め
、
そ
の
質
問
は
通

じ
な
か
っ
た
。
二
度
の
や
り
と
り
の
あ
と
、
最
終
的
に
は
ち
が
う
質
問
に
切
り
替
え

た

が
、
そ
の
場
に
流
れ
た
、
デ
リ
ケ
ー
ト
な
問
題
に
ふ
れ
て
い
る
微
妙
な
空
気
は
K

氏

に
も
感
じ
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
。
「
友
達
も
亡
く
な
ら
れ
た
の
で
す
か
」
と
い
う
三

度

目
の
質
問
に
ほ
ぼ
重
ね
る
よ
う
に
し
て
、
思
わ
ず
「
友
達
も
亡
く
な
っ
た
」
と
い

う
い
い
方
で
語
り
だ
し
て
い
る
。

　
前
日
ま
で
一
緒
に
勉
強
し
て
い
た
友
人
は
津
波
の
際
、
身
重
だ
っ
た
母
親
を
助
け

て

坂
道

を
上
が
っ
た
。
母
親
は
運
良
く
目
の
前
に
あ
っ
た
杉
の
若
木
に
つ
か
ま
る
こ

と
が
で
き
て
助
か
っ
た
が
、
本
人
は
津
波
に
飲
ま
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
友
人
の
言

葉
が
、
あ
り
あ
り
と
よ
み
が
え
っ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
シ
ー
ン
は
映
像
的

で

あ
る
。
そ
の
夜
、
月
が
出
て
い
た
の
か
ど
う
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
特
別
勉
強

を
終
え
て
、
別
れ
る
ふ
た
り
の
少
年
。
一
方
は
生
き
残
り
、
も
う
一
方
は
こ
の
世
を

去
っ
て
し
ま
っ
た
。

　

そ
の
時
の
こ
と
ば
が
「
な
ん
だ
か
、
お
い
、
お
れ
、
さ
み
し
い
ん
だ
よ
」
で
あ
つ

た
と
い
う
の
は
重
要
で
あ
る
。
文
字
通
り
に
と
れ
ば
、
津
波
の
前
日
、
友
人
が
な
ぜ

か
人
恋

し
い
思
い
に
と
ら
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
死
ん
で
し

ま
っ
た
少
年
が
、
自
分
の
運
命
を
ど
こ
か
で
予
感
し
て
い
た
こ
と
も
暗
示
さ
れ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

る
。
あ
る
種
の
前
兆
現
象
で
あ
る
。
さ
ら
に
い
う
な
ら
、
「
さ
み
し
い
」
の
は
そ
の

へ時
の
少
年
だ
け
で
は
な
い
こ
と
も
こ
の
語
り
の
中
で
は
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
ひ
と
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

ぼ
つ

ち
で
こ
の
世
を
去
っ
て
し
ま
っ
た
あ
の
世
の
少
年
が
、
「
お
れ
は
さ
み
し
い
」

と
現
在
の
K
氏
に
対
し
て
語
り
か
け
て
い
る
と
い
う
含
意
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
津
波

後
、
K
氏
は
勉
強
友
達
の
母
親
に
会
う
た
び
に
、
彼
の
こ
と
を
聞
か
さ
れ
た
と
い
う
。

だ

と
し
た
ら
、
K
氏
は
、
想
念
の
中
の
勉
強
友
達
か
ら
ず
っ
と
「
さ
み
し
い
」
と
言

わ
れ
続
け
て
き
た
と
い
う
こ
と
す
ら
で
き
る
だ
ろ
う
。
勉
強
友
達
の
母
親
は
、
K
氏

に
は
巴
旦
杏
の
実
く
ら
い
し
か
用
意
で
き
な
か
っ
た
。
友
人
の
死
は
、
十
分
に
供
養

さ
れ
て
は
い
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
こ
に
は
、
現
時
点
か
ら
見
た
当
時
へ
の
意
味
づ
け

が
幾
重

に
も
折
り
重
な
り
、
結
果
と
し
て
判
断
が
保
留
さ
れ
て
い
る
。

　
同
様
の
保
留
は
、
両
親
の
死
に
つ
い
て
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
部
分
の

語
り
を
少
し
詳
し
く
見
る
。
今
度
は
逐
一
テ
ー
プ
起
こ
し
し
た
も
の
を
掲
げ
る
。

　
　
　

で
、
津
波
が
、
地
震
が
揺
っ
た
な
ら
ば
常
識
と
し
て
ね
、
戸
を
開
け
ろ
、
と
。

　
　

こ
れ
は
ゆ
が
ん
で
し
ま
っ
て
開
か
な
く
な
っ
た
ら
ど
こ
サ
も
出
ら
れ
な
い
か
ら
、

　
　

こ
の
辺
で
は
戸
を
開
け
う
と
、
こ
れ
は
昔
か
ら
言
い
伝
え
ら
れ
て
お
っ
た
ん
も

　
　
ん

な
ん
で
す
よ
。
わ
れ
わ
れ
は
子
ど
も
で
も
、
一
七
歳
だ
っ
た
け
ど
、
で
、
起

　
　
き
て
、
若
い
者
は
わ
た
し
ひ
と
り
だ
っ
た
か
ら
、
戸
を
開
け
た
の
。

　
　
　
親
父
が
ね
、
あ
れ
で
す
よ
、
七
五
だ
っ
た
か
ね
、
あ
ら
ら
、
怒
っ
て
ね
、

　
　
「
何
だ
お
前
、
そ
ん
な
、
あ
わ
て
て
、
戸
な
ん
か
開
け
る
ん
だ
、
俺
は
こ
こ
の

　
　
家
が
み
ん
な
つ
ぶ
れ
て
も
つ
ぶ
れ
る
よ
う
な
家
は
建
て
て
い
な
い
」
。
過
信
な

　
　

の
、
過
信
。
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、
別
に
何
も
そ
れ
だ

　
　
け
じ
ゃ
な
い
け
ど
も
、
山
の
、
そ
の
昔
は
天
然
林
だ
ね
、
い
ま
の
よ
う
な
人
工

　
　
造
林
で

な
く
、
栗
の
木
と
か
ケ
ヤ
キ
と
か
は
、
た
く
さ
ん
あ
っ
た
の
。
そ
れ
で

　
　
そ
の
家
を
建
て
て
あ
っ
た
も
ん
だ
か
ら
1
明
治
二
九
年
の
津
波
で
流
れ
て
ね
ー

　
　

こ
ん
な
太
い
一
本
の
木
か
ら
ね
、
柱
を
四
本
く
ら
い
取
る
の
。
そ
れ
で
建
て
た

　
　
家
だ
っ
た
か
ら
ね
。

　
　
　
そ
の
当
時
は
屋
根
が
ね
、
い
ま
の
よ
う
に
瓦
っ
て
こ
と
は
な
い
か
ら
、
コ
バ

　
　
で
葺
い
た
の
。
こ
の
栗
の
木
を
パ
ン
パ
ン
パ
ン
パ
ン
裂
い
て
ね
。
わ
け
て
ね
。

　
　
ほ

ら
K
の
お
じ
が
、
ト
メ
さ
ん
っ
て
人
だ
っ
た
け
ど
、
ほ
ら
、
割
る
人
だ
っ
た

　
　
の
（
同
席
し
た
M
氏
へ
の
語
り
か
け
）
、
そ
の
タ
バ
コ
運
び
で
、
兄
貴
と
お
れ
、

　
　
た
ば
こ
と
あ
れ
、
家
か
ら
お
茶
も
っ
て
い
っ
た
の
、
あ
の
人
の
姉
が
、
お
ら
の

　

親
父
の
兄
貴
の
後
妻
に
来
た
人
だ
っ
た
の
、
0
（
集
落
名
）
に
。
そ
れ
で
そ
の

　
　
ケ
ヤ
キ
や
ね
、
こ
ん
な
栗
の
木
で
、
大
黒
柱
な
ん
て
言
っ
た
ら
、
四
〇
セ
ン
チ

　

も
あ
る
角
の
を
や
っ
て
お
っ
た
か
ら
、
親
父
は
そ
れ
に
自
信
を
持
っ
て
お
っ
た

　
　
か
ら
、
「
何
で
そ
ん
な
に
、
そ
の
、
こ
ん
な
こ
と
に
び
っ
く
り
し
て
あ
わ
て
る

　

　
こ
と
は
な
い
、
俺
は
そ
ん
な
つ
ぶ
れ
る
よ
う
な
家
を
建
て
て
な
い
。
黙
っ
て
寝
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て

ろ
」
。
怒
ら
れ
て
、
「
は
あ
ー
」
つ
う
て
、
開
け
て
い
っ
た
も
の
が
、
反
対
に

　
　
怒

ら
れ
て
い
る
の
。
そ
で
怒
ら
れ
て
床
に
つ
い
て
も
寝
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
へ
津

　
　
波
が
来
た
の
。

　
　
　
と
こ
ろ
が
、
歳
で
し
ょ
。
も
う
、
お
袋
も
親
父
も
歳
だ
か
ら
ね
、
び
つ
く
り

　
　
し
て
し
ま
っ
た
の
。
第
一
回
、
明
治
二
九
年
に
流
れ
て
、
体
験
が
あ
る
の
。
だ

　
　
か

ら
、
昭
和
八
年
の
津
波
で
、
こ
れ
津
波
だ
、
と
い
う
声
で
み
ん
な
起
き
た
ん

　
　
だ
が
ね
。
も
う
こ
の
歳
で
、
と
て
も
、
駆
け
て
い
か
れ
ね
え
、
と
。

　
　
　
ほ

ん

で
、
最
後
に
残
し
た
こ
と
ば
は
、
何
か
っ
て
い
う
と
「
今
ど
こ
へ
行
か

　
　
れ
っ

か
」
っ
て
い
う
の
。
歳
だ
か
ら
ね
。
こ
こ
い
ら
の
こ
と
ば
で
ね
。
「
今
ど

　
　
こ
へ
行
か
れ
る
」
と
。
歳
だ
か
ら
急
げ
ね
え
、
足
が
運
ば
ね
え
。
自
分
の
心
は

　
　
焦
る
け
ど
、
身
体
は
動
か
ね
え
ん
だ
か
ら
。
ど
っ
ち
も
。
母
も
、
親
父
も
。

　
　
　
両
方
に
か
か
え
て
、
そ
う
し
て
歩
い
て
、
あ
た
り
が
家
が
密
集
し
て
お
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
と
が
た

　
　
か

ら
ね
、
そ
の
人
方
に
母
は
大
声
で
呼
び
か
け
て
ね
。
「
津
波
だ
か
ら
逃
げ
ろ

　
　
逃
げ

ろ
」
っ
て
ね
。
で
、
他
の
人
は
ど
ん
ど
ん
追
い
越
し
て
い
く
ん
だ
け
れ
ど
、

　
　
い
か
ん

せ
ん

歳
だ
か
ら
、
身
体
は
動
か
ね
え
。

　
　
「
今
ど
こ
に
行
か
れ
る
か
」
。
そ
れ
が
最
後
の
こ
と
ば
だ
っ
た
ね
。

　
　
　
だ

か

ら
、
私
は
ど
ん
な
こ
と
が
あ
っ
た
っ
て
は
な
す
も
ん
か
と
親
父
と
お
袋

　
　
を
こ
う
両
方
に
か
か
え
て
ね
。
そ
う
し
て
、
逃
げ
た
ん
だ
け
れ
ど
も
、
と
っ
て

　
　
も
、
そ
ん
な
一
七
歳
の
も
の
が
、
お
と
な
を
、
年
寄
り
を
か
か
え
て
走
っ
て
ご

　
　
覧
な
さ
い
、
走
ら
れ
る
も
ん
で
な
い
、
上
り
坂
だ
か
ら
ね
。
ほ
ん
で
、
（
波
が

　
　
か
ぶ

さ
る
ゼ
ス
チ
ャ
ー
）
…
波
を
か
ぶ
っ
て
し
ま
っ
た
ん
だ
。

　
地
震
の
襲
来
か
ら
、
し
ば
ら
く
時
間
が
た
っ
て
津
波
が
襲
っ
て
き
た
こ
と
、
そ
し

て

両
親
と
と
も
に
避
難
し
た
こ
と
の
一
部
始
終
が
克
明
に
語
ら
れ
て
い
る
。
明
治
三

陸
津
を
体
験
し
て
い
る
両
親
が
、
地
震
に
も
か
か
わ
ら
ず
避
難
し
て
い
な
い
こ
と
は
、

防
災
や
災
害
の
教
訓
化
と
い
う
立
場
か
ら
は
注
目
さ
れ
る
だ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
見
て

お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
こ
で
も
両
親
の
こ
と
ば
が
語
り
の
キ
ー
と
な
っ

て

い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
「
ど
こ
へ
行
か
れ
る
か
」
と
は
反
語
的
な
レ
ト
リ
ッ
ク
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
K
青

年
に
「
オ
レ
た
ち
を
お
い
て
逃
げ
て
く
れ
」
と
い
う
の
と
も
違
う
し
、
「
逃
げ
た
い
」

と
い
う
の
と
も
違
う
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
「
も
う
あ
き
ら
め
た
」
と
い
う
の
と
も
違

う
。
林
達
夫
に
よ
る
と
反
語
的
表
現
と
は
、
屈
折
し
た
自
己
表
現
で
あ
る
。
「
自
己

を
伝
達
す
る
こ
と
な
し
に
、
自
己
を
伝
達
す
る
。
隠
れ
な
が
ら
現
れ
る
。
現
れ
な
が

ら
隠
れ
る
。
（
…
）
そ
れ
は
ま
た
無
限
の
「
ふ
り
」
で
あ
る
。
」
［
林
一
九
四
六
1
1
一

九

七

六
‥
二
二
三
］
反
語
と
は
、
自
ら
の
意
思
を
直
接
的
に
で
は
な
く
、
間
接
的
に

示
す
表
現
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
自
己
の
運
命
を
見
つ
め
な
が
ら
、
し
か
し
、

そ
の
運
命
を
甘
受
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
状
況
に
あ
る
と
人
が
認
識
し
た
と
き
に
と

る
表
現
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
そ
の
巡
り
合
わ
せ
に
遭
遇
し
て
し
ま
っ
た
自
ら
の
運

命
を
直
視
し
、
そ
れ
に
あ
ら
が
っ
て
で
も
な
く
、
し
か
し
、
従
容
と
し
て
で
も
な
く
、

ま
さ
に
じ
っ
と
そ
れ
を
み
つ
め
て
い
る
人
間
の
姿
が
そ
こ
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

　

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
詩
学
』
に
よ
る
と
悲
劇
の
条
件
と
し
て
、
「
あ
る
一
定
の

性
格
の
人

間
が
し
か
じ
か
の
こ
と
が
ら
を
語
っ
た
り
行
っ
た
り
す
る
の
は
必
然
、
不

可
避
の

こ
と
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
い
か
に
も
も
っ
と
も
で
あ
る
と
い
う
気
が
す
る

蓋
然
的
な
こ
と
か
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
が
、
こ
れ
は
ま
さ
に
そ
の
例
で

あ
る
。
こ
こ
で
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
こ
の
「
今
ど
こ
に
行
か
れ
る
か
」
と
い
う
二
言

に
よ
っ
て
、
K
氏
の
両
親
の
性
格
と
、
そ
し
て
突
然
襲
っ
た
津
波
の
不
条
理
さ
が
表

現
さ
れ
て
い
る
。

　

リ
ニ
ア
な
K
氏
個
人
の
個
人
史
的
に
見
れ
ば
、
津
波
と
は
乗
り
越
え
ら
れ
る
べ
き

障
害
で
あ
り
、
現
に
K
氏
は
そ
の
障
害
を
乗
り
越
え
て
、
人
生
を
成
功
さ
せ
て
き
た
。

し
か
し
、
い
っ
た
ん
そ
れ
に
、
両
親
や
死
ん
で
い
っ
た
友
達
の
存
在
も
加
え
る
と
、

そ
こ
に
は
そ
の
よ
う
な
リ
ニ
ア
な
構
造
に
は
お
さ
ま
り
き
ら
な
い
も
の
が
あ
ら
わ
れ

て

く
る
。
そ
れ
を
象
徴
す
る
の
が
、
友
達
の
「
さ
み
し
い
」
と
い
う
こ
と
ば
で
あ
り
、

両
親
の

「
ど
こ
へ
行
か
れ
る
」
と
い
う
こ
と
ば
で
あ
る
。

　

さ
て
、
以
上
を
ふ
ま
え
て
、
悲
劇
と
災
厄
の
語
り
と
い
う
テ
ー
マ
に
も
ど
ろ
う
。

こ
れ
は
、
悲
劇
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
た
し
か
に
、
運
命
が
逆
転
す
る
と
い
う
点
を
と
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ら
え
る
な
ら
、
悲
劇
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
先
ほ
ど
見
た

よ
う
に
全
体
の
構
造
は
、
悲
劇
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
全
体
と
し
て
の
K
氏
の
語
り

が
悲
劇
で
あ
る
か
と
い
う
よ
り
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
悲
劇
で
あ
る
か

ど
う
か
が
問
題
に
な
る
。
そ
う
考
え
る
と
、
個
々
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
包
摂
す
る
大
き

な
語
り
が
存
在
し
、
そ
の
大
き
な
語
り
は
、
個
々
の
悲
劇
性
を
希
釈
す
る
よ
う
に
働

い

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　
で

は
、
両
親
、
そ
し
て
勉
強
友
達
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
悲
劇
な
の
だ
ろ
う
か
。
図
で

は
、
あ
え
て
＋
と
一
記
号
を
書
き
込
ん
で
み
た
が
、
厳
密
に
い
え
ば
、
K
氏
に
と
っ

て

そ
れ
ぞ
れ
三
つ
の
出
来
事
が
マ
イ
ナ
ス
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
理
解
で
き
る
と
し

て

も
、
そ
れ
以
前
が
プ
ラ
ス
で
あ
る
か
ど
う
か
は
判
断
で
き
な
い
。
む
し
ろ
こ
の
場

合
、
全
体
と
し
て
の
マ
イ
ナ
ス
と
い
う
側
面
が
重
要
で
あ
っ
て
、
個
別
の
出
来
事
に

つ
い
て

は
、
そ
れ
が
、
プ
ラ
ス
か
ら
マ
イ
ナ
ス
へ
の
逆
転
で
あ
る
と
い
う
判
断
は
慎

重

に
避
け
ら
れ
て
い
る
。
悲
劇
と
し
て
、
悲
哀
の
対
象
と
な
る
べ
き
も
の
と
し
て
語

ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
直
接
的
な
感
情
表
現
は
避
け
ら
れ
て
い
る
。

　
K
氏
の
災
害
の
語
り
は
人
生
の
語
り
の
中
に
一
見
す
れ
ば
収
敏
し
て
い
る
か
の
よ

う
に
見
え
る
。
だ
が
し
か
し
、
子
細
に
見
る
と
、
そ
れ
は
一
様
に
そ
の
よ
う
な
も
の

と
し
て
存
在
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
個
々
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
お
い
て
、
物
語
化
さ

れ

な
い
要
素
を
含
ん
で
い
る
。
人
生
訓
と
し
て
の
語
り
の
構
え
は
、
そ
の
よ
う
な
も

の

を
自
己
の
物
語
に
組
み
入
れ
、
聴
き
手
に
対
し
て
理
解
可
能
な
も
の
と
す
る
機
能

を
持
っ
て
い
る
。

自
己

両
親

勉
強
友
達

（悲
劇
）

（悲
劇
）

図1

●
悲
劇
と
は
何
か
　
そ
の
機
能
、
そ
の
認
識
を
成
立
さ
せ
る
も
の

　
さ
て
、
こ
こ
ま
で
昭
和
三
陸
津
波
の
二
つ
の
語
り
を
見
て
き
た
わ
け
だ
が
、
こ
こ

で
議
論
を
ふ
た
た
び
一
般
化
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
そ
れ
は
、
災
害
と
語
り
、
そ
し

て

悲
劇
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
る
。

　
は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に
、
災
害
は
悲
劇
と
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
し
か

し
、
そ
れ
は
、
な
ぜ
か
を
突
き
詰
め
て
考
え
よ
う
と
す
る
と
難
し
い
問
題
で
あ
る
。

本
稿
が
扱
う
の
は
災
害
で
あ
る
。
問
題
は
災
害
は
な
ぜ
災
害
な
の
か
、
と
い
う
問
い

で

も
あ
ろ
う
。
災
害
と
は
虚
心
に
見
れ
ば
、
単
に
地
球
が
偶
然
に
動
い
た
こ
と
に
過

ぎ
な
い
。
だ
が
し
か
し
、
そ
れ
を
人
は
「
災
」
で
あ
り
「
害
」
で
あ
る
と
い
う
。
な

ぜ
人

は
、
災
害
を
災
害
と
し
て
と
ら
え
る
の
か
。
こ
の
問
題
は
人
間
の
認
識
の
問
題

で
あ
る
。

　
こ

の
点
に

関
し
て
は
、
精
神
医
学
者
の
長
井
真
理
が
、
人
が
あ
る
出
来
事
を
悲
劇

と
し
て
受
け
入
れ
る
心
理
的
機
制
に
つ
い
て
端
的
に
問
い
を
発
し
て
い
る
。

　
　
　
む
ろ
ん
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
い
う
悲
劇
の
定
義
は
当
然
な
が
ら
当
時
の
ギ

　
　
リ
シ
ャ
悲
劇
を
念
頭
に
お
い
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
度
外
視
す
る
こ

　
　
と
は
で
き
な
い
が
、
そ
れ
で
も
上
述
の
物
語
（
境
界
例
患
者
の
生
活
史
の
語
り

　
　
の

こ
と
ー
引
用
者
註
）
な
ら
び
に
主
人
公
の
運
命
転
換
の
構
成
形
式
と
い
う
悲

　
　
劇
の
根
幹
と
し
て
は
、
わ
れ
わ
れ
の
患
者
の
生
活
史
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
な

　
　
意
味
で
の

「悲
劇
」
の
条
件
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
明
ら
か
で
あ
ろ

　
　
う
。
つ
ま
り
、
境
界
例
患
者
の
生
活
史
を
聞
い
て
受
け
る
「
了
解
過
剰
性
」
の

　
　
一
因
は
、
そ
れ
が
治
療
者
と
の
間
で
「
悲
劇
」
と
し
て
成
立
す
る
点
に
求
め
ら

　
　
れ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
、
悲
劇
の
構
成
条
件
と
し
て
ア
リ
ス

　
　
ト
テ
レ
ス
が
繰
り
返
し
、
「
も
っ
と
も
な
成
り
行
き
」
と
か
「
こ
と
の
必
然
不

　
　
可
避
の
帰
結
」
と
か
「
本
来
的
に
決
ま
っ
て
い
る
」
な
ど
と
述
べ
て
い
る
も
の

　
　
が

な
に
で
あ
る
か
と
い
う
疑
問
は
依
然
と
し
て
残
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
こ
に
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は
単
な
る
論
理
的
因
果
性
以
外
に
も
、
例
え
ば
、
肉
親
の
死
や
愛
す
る
人
の
別

　
　
離
と
い
っ
た
「
出
来
事
」
は
文
句
な
し
に
不
幸
な
体
験
だ
と
い
っ
た
「
自
明
性
」

　
　
や

「常
識
」
、
あ
る
い
は
親
殺
し
や
近
親
相
姦
の
罪
と
い
っ
た
「
神
話
」
が
す

　
　
で

に
前
提
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た

　
　
「
常
識
的
」
な
出
来
事
を
患
者
も
治
療
者
も
前
提
と
し
た
上
で
初
め
て
、
ア
リ

　
　
ス

ト
テ
レ
ス
的
な
意
味
で
の
「
悲
劇
」
が
成
立
し
、
「
了
解
過
剰
性
」
が
生
じ

　
　
る
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
精
神
病
の
「
状
況
因
」
や
ラ
イ
フ
・
イ
ヴ
ェ
ン
ト

　
　
研
究
も
こ
の
よ
う
な
出
来
事
連
関
の
「
自
明
性
」
を
あ
る
程
度
前
提
と
し
た
上

　
　
で

な
け
れ
ば
成
り
立
た
な
い
で
あ
ろ
う
。
［
長
井
一
九
八
八
H
一
九
九
一
二

　
　
七
〇
］

　
長
井
は
こ
の
論
文
で
は
、
悲
劇
が
悲
劇
と
し
て
成
立
す
る
理
由
を
、
知
ら
れ
る
も

の
／
知
る
も
の
の
関
係
が
必
然
的
に
は
ら
ん
で
し
ま
う
不
平
等
性
が
二
者
間
に
生
じ

る
こ
と
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
が
、
さ
し
あ
た
っ
て
本
稿
の
問
題
に
即
し
て
考
え
る

な
ら
、
こ
こ
で
は
、
悲
劇
が
な
ぜ
悲
劇
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
る
か
に
関
し
て
、
根
源

的
な
疑
問
が
呈
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
べ
き
だ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
、
肉
親
や

愛
す
る
人
と
の
別
離
を
悲
劇
と
し
て
と
ら
え
る
。
だ
が
し
か
し
、
そ
れ
は
な
ぜ
悲
劇

な
の
か
、
そ
れ
は
単
な
る
「
出
来
事
」
と
ど
う
違
う
の
か
。
こ
れ
は
人
間
の
認
識
の

本
質
に
関
わ
る
問
い
で
あ
る
。

　
な
ら
ば
、
悲
劇
を
悲
劇
と
し
て
成
り
立
た
せ
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
、
長
井
の
こ
と
ば
を

借
り
れ
ば
「
自
明
性
」
「
常
識
」
と
は
い
か
な
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、

ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
、
そ
の
フ
ィ
ル
タ
ー
を
取
り
除
い
て
出
来
事
を
あ
り
の
ま
ま
に

見

る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
ひ

と
つ
の
参
考
と
し
て
は
、
人
類
学
に
お
け
る
認
識
論
的
研
究
が
あ
る
。
浜
本
満

は
儀
礼
に
関
す
る
研
究
で
、
「
儀
礼
の
原
理
的
無
根
拠
性
」
と
い
う
概
念
を
提
唱
し

て

い

る
。
人
類
学
者
は
さ
ま
ざ
ま
な
儀
礼
を
研
究
し
て
き
た
。
だ
が
し
か
し
、
儀
礼

が

な
ぜ
儀
礼
と
し
て
認
識
さ
れ
、
行
為
さ
れ
る
か
は
詳
細
に
検
討
す
れ
ば
、
根
拠
の

な
い
こ
と
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
浜
本
は
そ
の
よ
く
知
ら
れ
た
論
文
で
、
死
を
投
げ

捨
て

る
方
法
と
し
て
ア
フ
リ
カ
・
ド
ゥ
ル
マ
の
人
た
ち
が
死
者
が
出
た
あ
と
、
藪
の

中
で
性
的
な
行
為
を
行
う
事
例
を
検
討
し
て
い
る
［
浜
本
一
九
八
九
］
。
彼
ら
に

と
っ
て
、
そ
れ
は
ま
さ
に
死
を
棄
て
去
る
方
法
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
第
三
者
的
な

見
方
を
す
る
と
、
死
と
性
的
行
為
の
間
に
は
何
の
関
係
も
な
い
。
こ
れ
は
「
ア
」
と

い

う
音
声
言
語
と
「
a
」
と
い
う
文
字
記
号
に
な
ん
ら
か
の
必
然
的
つ
な
が
り
が
な

い
の

と
同
様
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
恣
意
性
だ
け
が
あ
り
、
根
拠
は
な
い
。
い
ま
問
題

に
な
っ
て
い
る
災
害
と
悲
劇
に
つ
い
て
い
う
な
ら
、
津
波
と
い
う
本
来
は
自
然
界
に

属
す
る
偶
然
性
の
出
来
事
に
よ
る
死
が
悲
劇
と
し
て
の
語
り
と
結
び
つ
く
原
理
的
な

根
拠
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

ラ
カ
ン
に
よ
る
と
、
我
々
の
認
識
は
、
想
像
的
な
も
の
、
象
徴
的
な
も
の
、
現
実

的
な
も
の
と
い
う
三
つ
か
ら
な
る
［
十
川
二
〇
〇
三
］
。
想
像
的
な
も
の
と
は
、
ヒ

ト
の
幼
児
期
に
母
親
に
よ
っ
て
想
像
的
に
与
え
ら
れ
る
自
己
の
統
一
し
た
イ
メ
ー
ジ

で
あ
り
、
そ
れ
ま
で
は
自
己
と
い
う
も
の
が
バ
ラ
バ
ラ
で
あ
っ
た
の
が
、
鏡
像
的
な

も
の
と
の
阻
害
と
同
一
化
を
繰
り
返
す
過
程
で
あ
り
、
象
徴
的
な
も
の
と
は
、
そ
の

想
像
的
な
も
の
を
自
己
自
身
と
し
て
位
置
づ
け
て
く
れ
る
超
越
的
な
他
者
、
そ
れ
は

父
母

と
い
う
具
体
的
な
場
合
も
あ
れ
ば
、
言
語
や
法
秩
序
の
場
合
も
あ
る
が
、
そ
の

よ
う
な
存
在
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
現
実
的
な
も
の
と
は
、

そ
れ
ら
を
全
て
を
は
ぎ
取
っ
た
と
き
に
見
え
て
し
ま
う
、
ま
さ
に
リ
ア
ル
な
現
実
の

あ
り
方
で
あ
り
、
浜
本
の
い
い
方
で
言
う
と
無
根
拠
な
現
実
そ
の
も
の
で
あ
る
。
災

害
を
悲
劇
で
あ
る
と
認
識
す
る
こ
と
と
は
、
現
実
的
な
も
の
を
象
徴
的
な
も
の
の
中

で

と
ら
え
る
と
い
う
人
間
の
認
識
作
用
で
あ
る
。
と
す
る
な
ら
、
現
実
を
現
実
と
し

て

み

る
こ
と
は
で
き
る
の
か
、
そ
の
よ
う
な
機
能
は
な
ぜ
存
在
す
る
の
か
が
問
題
と

な
ろ
う
。

　

さ
ら
に
付
け
加
え
る
な
ら
、
こ
れ
は
生
物
の
行
動
そ
の
も
の
に
不
可
避
的
に
は
ら

ま
れ
る
認
識
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
。
ベ
イ
ト
ソ
ン
は
こ
う
言
っ
て
い
る
。

　
　
　
「
物
語
で
考
え
る
（
今
の
私
の
物
語
の
中
で
の
こ
の
こ
と
ば
の
厳
密
な
意
味

　
　

は
と
も
か
く
と
し
て
）
と
い
う
こ
と
は
、
な
に
も
人
間
だ
け
の
特
性
で
は
な
い
、
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人

間
を
ヒ
ト
デ
や
イ
ソ
ギ
ン
チ
ャ
ク
や
ヤ
シ
の
木
や
サ
ク
ラ
ソ
ウ
か
ら
切
り
離

　
　
す
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
（
…
）

　
　
　
い
わ

ゆ
る
「
行
動
」
（
行
為
や
し
ぐ
さ
と
な
っ
て
外
界
に
放
た
れ
る
物
語
）

　
　
は
、
文
脈
と
関
連
と
い
う
二
つ
の
特
徴
を
必
ず
備
え
て
い
る
が
、
そ
の
点
は
、

　
　
内
的
な
物
語
に
し
て
も
同
じ
は
ず
で
あ
る
。
一
個
の
イ
ソ
ギ
ン
チ
ャ
ク
の
発
生

　
　
と
い
う
、
め
く
る
め
く
展
開
さ
れ
る
内
的
な
プ
ロ
セ
ス
も
、
な
ん
ら
か
の
形
で
、

　
　
物
語
を
つ
く
る
素
材
か
ら
成
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
背
後
に
あ

　
　
る
進
化
の
プ
ロ
セ
ス
ー
そ
の
イ
ソ
ギ
ン
チ
ャ
ク
を
、
そ
し
て
あ
な
た
と
私
を
生

　
　
み

出
す
に
至
っ
た
幾
百
万
世
代
に
及
ぶ
プ
ロ
セ
ス
ー
こ
れ
も
ま
た
物
語
の
素
材

　
　
で
で

き
上
が
っ
て
い
る
は
ず
だ
。
系
統
発
生
の
各
段
階
の
内
部
に
も
、
各
段
階

　
　
同
士
の
間
に
も
、
無
数
の
”
関
連
”
が
存
在
す
る
に
違
い
な
い
。
」
［
ベ
イ
ト
ソ

　
　
ン

　
一
九
七
九
1
1
二
〇
〇
一
‥
一
七
］

　
ベ

イ
ト
ソ
ン
は
、
人
間
が
物
語
で
思
考
す
る
原
因
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
行
為
で
あ

る
か
ら
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
一
連
の
行
為
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
は
一
連
の
出

来
事
が
発
生
し
、
そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
を
そ
れ
と
し
て
ひ
と
ま
と
ま
り
の
も
の
と
す
る

認
識
が
発
生
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
出
来
事
を
あ
る
物
語
の
連
な
り
と
し
て
認
識
す
る
と
い
う
行
為
と
は
、
す
な
わ
ち

生

き
る
も
の
が
、
生
き
る
こ
と
そ
の
も
の
に
は
ら
ま
れ
る
問
題
で
あ
る
、
と
い
う
こ

と
は
い
え
よ
う
。

　
と
は
い
え
、
こ
れ
で
は
一
般
的
す
ぎ
る
。
も
う
少
し
焦
点
を
絞
る
な
ら
、
災
害
と

い
う
出
来
事
と
悲
劇
の
間
の
結
び
つ
き
に
は
無
根
拠
し
か
な
い
が
、
し
か
し
そ
れ
は
、

地
球
が
動
く
と
い
う
こ
と
と
悲
劇
と
い
う
語
り
と
の
間
に
つ
い
て
い
え
る
こ
と
で

あ
っ
て
、
地
球
が
動
く
こ
と
と
人
が
死
ぬ
こ
と
の
関
わ
り
如
何
に
関
し
て
は
ま
だ
未

解
決
で
あ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
人
が
死
ぬ
こ
と
が
悲
劇
で
あ
る
の
は
な
ぜ
か
、

そ
れ
が
災
害
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
く
か
、
そ
れ
が
問
題
で
あ
る
。

　
悲
劇
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
劇
で
あ
り
再
現
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
実
の
出
来

事
と
は
、
決
し
て
劇
で
は
な
い
。
あ
る
災
害
が
起
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
偶
然
に
し

か
す
ぎ
な
い
し
、
そ
の
と
き
起
こ
っ
た
出
来
事
も
、
ラ
カ
ン
の
い
う
現
実
的
な
も
の

を
見
る
目
で
見
れ
ば
、
何
ら
必
然
性
の
な
い
、
た
ま
た
ま
そ
の
時
起
こ
っ
た
出
来
事

で

し
か
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
が
語
ら
れ
る
と
き
に
は
、
決
し
て
そ
の
よ
う

な
も
の
と
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
あ
る
枠
組
み
を
も
っ
た
物
語
と
し
て
語
ら

れ

る
。
出
来
事
の
不
条
理
さ
、
あ
る
い
は
存
在
の
無
根
拠
性
が
、
そ
の
も
の
と
し
て

受
け
と
め
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
な
ん
ら
か
の
一
貫
し
た
ス
ト
ー
リ
ー
の
も
と
で
う

け
と
め
ら
れ
る
。
こ
の
二
者
に
は
違
い
が
あ
る
。

　
本
稿
で
取
り
上
げ
た
二
つ
の
事
例
は
、
厳
密
に
い
え
ば
あ
る
部
分
で
は
悲
劇
で
あ

り
、
あ
る
部
分
で
は
悲
劇
で
は
な
か
っ
た
。
悲
劇
で
は
な
い
要
素
に
つ
い
て
み
る
な

ら
、
そ
れ
が
劇
で
は
な
い
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
劇
で
あ
る
か
ら
に
は
、
作
者
が
い

て

観
客
が
い

る
。
そ
し
て
作
者
は
効
果
的
に
観
客
に
悲
劇
の
筋
を
印
象
づ
け
る
た
め

に
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
を
凝
ら
す
。
だ
が
、
災
害
の
語
り
と
は
、
決
し
て
そ
の
よ
う
な

劇
で
は
な
い
。
仮
に
悲
劇
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
こ
に
は
劇
の
作
者

で

は
な
く
、
生
身
の
語
り
手
と
い
う
主
体
が
存
在
し
て
い
る
。

　
K
氏
の
語
り
で
印
象
的
な
の
は
、
そ
の
生
身
の
人
間
存
在
の
感
覚
で
あ
っ
た
。

　
TKTK

　
こ
れ
は
、

よ
う
に
よ
っ
て
は
不
躾
で
幼
稚
な
問
い
に
対
し
て
K
氏
は
、
怒
り
を
あ
ら
わ
に
し
て

い

る
。
ま
る
で
、
お
前
は
つ
ら
い
体
験
を
し
た
こ
と
が
な
い
の
か
、
そ
の
よ
う
な
体

軍
隊
の
間
に
津
波
の
こ
と
は
思
い
出
し
ま
し
た
か
。

え
？
　
ど
こ
で
？

軍
隊
の
間
で
。

（ぐ
っ
と
に
ら
み
つ
け
る
よ
う
に
し
て
）
あ
の
ね
！
　
…
親
が
死
ん
で
え
か
っ

た
な
ー
、
と
思
う
の
。
戦
場
で
。
女
房
が
あ
っ
た
り
、
子
ど
も
が
あ
っ
た
り
、

老
人
の
親
が
あ
っ
て
死
ぬ
の
は
つ
ら
い
よ
。
あ
ん
た
が
た
に
は
経
験
が
な
い

ん

で

し
ょ
う
。
ね
え
。
女
房
も
な
い
、
子
ど
も
も
な
い
、
親
も
な
い
、
オ
レ

は
一
人
ご
ろ
っ
と
い
け
ば
い
い
。
一
番
働
い
て
働
い
て
、
そ
し
て
、
…
金
鶏

勲
章
も
あ
り
ま
す
よ
1

　
　
【
事
例
二
】
の
K
氏
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
一
部
だ
が
、
筆
者
の
と
り
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験
は
忘
れ
よ
う
と
し
て
も
忘
れ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
そ
、
と
た
し
な
め
て
い
る
よ

う
で
あ
る
。
文
字
に
起
こ
す
と
、
そ
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
失
わ
れ
る
が
、
聞
き
取
り
の

現
場
で
感

じ
た
の
は
、
「
し
ま
っ
た
」
と
い
う
感
覚
だ
っ
た
。
「
何
と
い
う
質
問
を
し

て

し
ま
っ
た
の
か
。
忘
れ
ら
れ
な
い
の
は
当
た
り
前
の
こ
と
じ
ゃ
な
い
か
。
い
っ
た

い
、
相
手
の
こ
と
を
な
ん
と
思
っ
て
る
ん
だ
？
　
何
で
も
答
え
る
テ
ー
プ
レ
コ
ー

ダ
ー
だ
と
で
も
考
え
て
い
る
の
か
？
」
と
い
う
思
い
が
瞬
時
に
筆
者
の
頭
を
め
ぐ
り
、

さ
ー
っ
と
血
の
気
が
引
い
た
。
幸
い
、
K
氏
が
平
静
に
話
を
続
け
て
く
れ
た
の
で
聞

き
取
り
を
続
行
す
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
そ
の
と
き
の
薄
氷
を
踏
む
ぞ
っ
と
し
た
感

覚
は
ま
だ
残
っ
て
い
る
。

　
中
井
久
夫
に
よ
る
と
外
傷
性
記
憶
は
決
し
て
古
び
る
こ
と
は
な
い
し
、
言
語
的
な

も
の
と
し
て
表
現
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
外
傷
性
の
記
憶
は
、
幼
児
型
の

古
い
記
憶
で
あ
り
、
嗅
覚
、
味
覚
、
運
動
感
覚
、
振
動
感
覚
な
ど
と
同
じ
よ
う
に
、

鮮

明
性
を
特
徴
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
感
覚
の
「
質
」
に
お
い
て
は
卓
越
し
て
い
る

が
、
そ
の
一
方
、
そ
れ
を
こ
と
ば
で
表
現
し
よ
う
と
す
る
と
非
常
に
困
難
な
も
の
で

あ
る
［
中
井
二
〇
〇
四
一
六
三
］
。
さ
ら
に
、
中
井
は
、
外
傷
性
神
経
症
の
治
療
の

方
針
と
し
て
、
症
状
は
精
神
病
や
神
経
症
の
症
状
の
よ
う
に
は
消
え
な
い
こ
と
、
外

傷
以
前
に
も
ど
る
こ
と
が
治
療
の
目
的
で
は
な
い
こ
と
、
症
状
の
感
覚
が
間
遠
に
な

り
、
そ
の
衝
撃
力
が
減
っ
て
く
る
な
ら
成
功
で
あ
る
こ
と
、
今
後
の
人
生
を
い
か
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
1
1
）

生
き
る
か
が
快
復
の
た
め
に
は
重
要
で
あ
る
こ
と
、
な
ど
を
目
標
と
す
る
と
い
う
。

こ
れ
を
参
考
に
す
る
な
ら
、
災
害
の
語
り
と
は
、
そ
の
よ
う
な
言
語
的
に
表
現
で
き

な
い
も
の
を
ふ
く
み
込
ん
だ
語
り
で
あ
り
、
そ
れ
を
悲
劇
で
あ
る
と
単
純
に
と
ら
え

る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
。

　

災
害
の
語
り
と
は
、
他
者
に
語
り
え
な
い
記
憶
の
一
部
で
あ
り
、
そ
の
一
部
が
悲

劇
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
わ
れ
わ
れ
が
語
り
を
通
じ
て
ア
ク
セ
ス

す
る
過
去
と
は
、
そ
の
よ
う
な
限
定
の
も
と
に
あ
る
過
去
で
あ
る
こ
と
を
意
識
し
て

お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

⑥
環
境
と
語
り
　
そ
の
視
座
の
導
入
が
歴
史
学
に
何
を
も
た
ら
す
か

　
さ
て
、
最
後
に
本
稿
と
特
集
テ
ー
マ
と
の
関
わ
り
の
中
か
ら
歴
史
学
と
環
境
と
語

り
に
関
し
て
、
最
後
に
ひ
と
こ
と
述
べ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
こ
の
特
集
号

は
、
「
環
境
利
用
シ
ス
テ
ム
の
多
様
性
と
生
活
世
界
」
と
題
さ
れ
た
特
集
号
で
あ
る
。

筆
者
は
、
こ
の
テ
ー
マ
を
人
間
の
環
境
利
用
と
い
う
行
為
を
生
活
世
界
と
い
う
場
を

通

じ
て
研
究
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
あ
た
ら
し
い
学
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
ひ
ら
こ
う
と
す

る
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
本
稿
が
ど
の
よ
う
な
意
味
で
、
こ
の
テ
ー
マ

と
関
係
す
る
の
か
が
問
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

　
災
害
と
は
、
環
境
と
人
間
と
の
関
わ
り
が
も
っ
と
も
鮮
明
に
問
わ
れ
る
局
面
で
あ

る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
以
前
、
筆
者
は
『
歴
史
評
論
』
の
環
境
史
に
関
す
る
特

集
号
で
、
菅
原
和
孝
の
書
評
と
い
う
か
た
ち
を
と
っ
て
、
環
境
と
い
う
視
座
の
導
入

が
歴

史
学
に
根
源
的
な
問
い
を
迫
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
［
寺
田
二
〇
〇

四

c
］
。

　
や

や
、
意
を
尽
く
せ
な
か
っ
た
部
分
も
あ
る
の
で
、
そ
れ
を
敷
街
し
て
述
べ
て
お

く
と
、
災
害
の
際
、
人
間
は
生
身
の
身
体
そ
の
も
の
と
し
て
世
界
の
前
に
放
り
出
さ

れ

る
。
そ
の
と
き
、
鮮
明
化
す
る
の
は
、
ま
さ
に
現
存
在
と
し
て
の
自
己
が
な
に
ゆ

え
存
在
す
る
の
か
、
と
い
う
問
い
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
実
存
を
見
つ
め
た
と
き
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

自
己
に
と
っ
て
過
去
と
は
何
か
と
い
う
問
題
が
出
て
く
る
。
人
間
が
人
間
の
ス
ケ
ー

ル

を
越
え
た
何
か
に
直
面
し
た
と
き
の
感
覚
を
考
え
る
と
、
そ
こ
で
は
歴
史
と
い
う

文
字
成
立
後
の
比
較
的
新
し
い
概
念
で
は
な
く
、
む
し
ろ
も
っ
と
人
間
の
根
源
に
さ

か
の

ぼ

る
、
時
間
や
過
去
と
い
っ
た
事
柄
が
問
題
に
な
る
。
災
害
と
は
つ
ま
り
、
人

間
が
環
境
の
中
で
生
き
て
い
る
こ
と
を
、
か
な
り
暴
力
的
な
か
た
ち
を
と
っ
て
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

あ
る
が
、
明
確
に
示
す
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
あ
ら
ゆ
る
人
文
社
会
科
学
の
根
源
に
は
こ
の
よ
う
な
問
い
が
存
在
す
る
は
ず
だ
。

た
だ
、
災
害
と
は
、
そ
れ
が
よ
り
鮮
明
化
し
て
現
れ
る
特
殊
な
領
域
で
あ
る
。
生
活
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世
界

と
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
定
義
に
よ
れ
ば
、
「
あ
ら
ゆ
る
個
別
的
経
験
の
普
遍
的

基
盤

と
し
て
（
…
）
い
っ
さ
い
の
論
理
的
能
作
に
先
立
っ
て
あ
ら
か
じ
め
直
接
与
え

ら
れ
て
い
る
世
界
」
の
こ
と
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
現
象
学
的
還
元
に
よ
っ
て
こ

の
生
活
世
界

に
迫
ろ
う
と
し
た
。
本
稿
で
私
が
主
張
し
た
か
っ
た
の
は
、
災
害
と
は
、

こ
の
あ
ら
か
じ
め
直
接
与
え
ら
れ
て
い
る
世
界
を
あ
ら
わ
に
見
せ
る
契
機
で
あ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
私
は
、
過
去
と
は
何
か
を
さ
ぐ
る
上
で
、
こ
の
方

法
が
歴
史
学
に
と
っ
て
も
意
味
あ
る
も
の
だ
と
考
え
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
方
法
論
に
意
識
的
に
な
っ
て
取
り
組
ま
れ
る
必
要
が
あ
る
の

は
当
然
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
と
同
時
に
、
現
場
性
と
で
も
い
う
も
の
も
必
要
で

あ
ろ
う
。
前
述
の
『
歴
史
評
論
』
環
境
史
特
集
号
に
お
い
て
篠
原
徹
は
、
歴
史
家
に

フ

ィ
ー
ル
ド
に
出
よ
、
荒
廃
し
た
森
林
の
前
に
立
て
、
と
述
べ
た
［
篠
原
二
〇
〇

四
］
。
そ
う
な
っ
た
と
き
、
歴
史
学
は
こ
れ
ま
で
の
歴
史
学
で
は
な
く
な
る
可
能
性

が
あ
り
、
そ
れ
は
そ
れ
で
構
わ
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
言
う
の
で
あ
る
。
本
稿
は
、

そ
の
提
言
に
応
え
る
こ
と
も
目
指
し
た
。
と
な
る
と
、
本
稿
は
歴
史
学
な
の
で
あ
ろ

う
か
、
あ
る
い
は
、
別
の
何
か
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
筆
者
と
し
て
は
、
本
稿
自
体
が
、

フ

ィ
ー
ル
ド
に
出
た
歴
史
学
の
変
容
を
パ
フ
ォ
ー
マ
テ
ィ
ブ
に
伝
え
る
も
の
と
な
る

こ
と
を
目
標
と
し
た
つ
も
り
で
あ
る
。

※

本
稿
は
、
二
〇
〇
二
年
度
福
武
学
術
文
化
振
興
財
団
助
成
共
同
研
究
「
近
世
～
近

代
の
津
波
被
害
と
復
興
に
関
す
る
自
然
環
境
史
的
研
究
－
津
波
学
・
歴
史
学
・
民
俗

学
・
考
古
学
の
協
業
に
よ
る
古
文
書
・
伝
承
・
津
波
碑
デ
ー
タ
の
総
合
分
析
1
」
（
代

表
・
国
立
歴
史
民
足
博
物
館
教
授
　
篠
原
徹
）
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

註（
1
）
　
田
中
彰
と
宮
地
正
人
は
、
日
本
に
お
け
る
近
代
歴
史
学
の
形
成
を
明
治
＝
一
年
（
一
八
八

　

九
）
の
重
野
安
繹
の
演
説
「
国
史
編
纂
の
方
法
を
論
ず
」
か
ら
編
ん
で
い
る
［
田
中
・
宮
地

　
　
　
一
九
九
一
‥
二
一
三
］
。
な
お
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
歴
史
哲
学
講
義
』
は
一
八
三
七
年
、
ミ
シ
ュ

　
　
レ
の
『
フ
ラ
ン
ス
革
命
史
』
は
一
八
五
三
年
、
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
『
イ
タ
リ
ア
ル
ネ
サ
ン
ス
の

　

文
化
』
は
一
八
六
〇
年
、
ラ
ン
ケ
の
『
世
界
史
概
観
』
は
一
八
八
八
年
の
刊
行
で
あ
る
。

（
2
）
　
日
本
で
最
大
規
模
の
歴
史
学
雑
誌
の
一
つ
で
あ
る
『
歴
史
学
研
究
』
に
お
い
て
、
編
集
長

　
　
で
あ
る
東
京
大
学
教
授
（
東
洋
史
）
の
岸
本
美
緒
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
「
「
歴
史
研

　
　
究
者
は
認
識
論
的
に
素
朴
で
あ
っ
て
は
い
け
な
い
か
」
と
い
う
疑
問
は
、
い
わ
ゆ
る
言
語
論

　
　
的
転
回
の
衝
撃
が
歴
史
学
界
に
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
ず
っ
と
私
の
頭
に
ひ
っ
か

　

　
か
っ
て
い
て
、
そ
れ
に
対
す
る
私
の
目
下
の
回
答
は
Y
E
S
で
も
あ
り
N
O
で
も
あ
る
。

　
　
（
…
）
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
者
が
「
止
ま
る
と
こ
ろ
」
（
荷
子
の
い
う
「
君
子
は
止
ま
る
と
こ
ろ

　
　
を
知
っ
て
い
る
か
ら
そ
う
い
う
議
論
に
は
深
入
り
し
な
い
の
だ
」
の
「
止
ま
る
と
こ
ろ
」
ー

　
　
引
用
者
註
）
を
戦
略
的
に
選
択
し
て
そ
れ
ぞ
れ
関
心
あ
る
課
題
を
追
求
し
て
い
く
こ
と
は
、

　
　
「
事
実
と
い
う
も
の
が
存
在
す
る
か
否
か
」
と
い
っ
た
大
上
段
の
議
論
を
繰
り
返
す
よ
り
は
る

　
　
か
に
生
産
的
だ
ろ
う
。
」
（
「
編
集
室
か
ら
」
『
歴
史
学
研
究
』
七
八
八
号
、
二
〇
〇
四
年
五
月
）
。

　
　
歴
史
学
に
お
い
て
認
識
論
に
つ
な
が
る
研
究
を
行
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
本
稿
の
文
脈
で
言

　
　
え
ば
、
記
憶
研
究
を
遂
行
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
立

　
　
場
の
意
見
で
あ
る
。
た
し
か
に
説
得
力
の
あ
る
言
い
方
で
は
あ
る
。
能
率
や
生
産
性
を
追
い

　
　
求
め
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
時
間
の
か
か
る
問
い
は
と
り
あ
え
ず
、
パ
ス
す
る
こ
と
が

　
　
得
策
で
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
パ
ス
さ
れ
た
そ
の
問
題
は
、
い
っ
た
い
だ
れ
に
よ
っ
て
い

　
　
つ
考
え
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
哲
学
者
が
回
答
を
出
す
の
だ
ろ
う
か
。
思
想
史
家
が
回
答
を

　
　
出
す
の
だ
ろ
う
か
。
だ
と
し
た
ら
、
歴
史
家
は
彼
ら
に
資
料
を
提
供
す
る
だ
け
の
役
割
し
か

　
　
存
在
し
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
ん
な
ふ
う
に
考
え
る
と
、
こ
の
よ
う
な
後
ろ
向
き
の
姿
勢
は

　
　
歴
史
学
の
学
問
と
し
て
の
可
能
性
を
狭
め
て
し
ま
う
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
も
っ
と
ポ
ジ

　
　
テ
ィ
ブ
に
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
だ
ろ
う
か
。
岸
本
は
、
「
事
実
は
存
在
す
る
の
か
」

　
　
と
い
う
議
論
は
大
上
段
に
構
え
た
も
の
だ
、
と
断
じ
て
い
る
。
た
し
か
に
そ
れ
だ
け
を
聞
け

　
　
ば
あ
ま
り
に
漠
然
と
し
た
問
い
の
よ
う
に
思
え
る
が
、
い
く
ら
な
ん
で
も
そ
れ
は
単
純
化
の

　
　
し
す
ぎ
だ
ろ
う
。
た
と
え
ど
の
よ
う
な
大
哲
学
者
で
あ
っ
て
も
、
「
事
実
は
存
在
す
る
の
か
」

　
　
の
よ
う
な
大
き
な
問
題
に
即
答
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
種
の
ア

　
　
レ
ル
ギ
ー
か
ら
来
る
思
い
こ
み
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
認
識
論
と
は
そ
の
よ
う

　
　
な
も
の
で
は
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
学
問
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
認
識
論
と
は
、
決
し
て
大
上

　

段

に
振
り
か
ざ
し
た
議
論
と
し
て
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
に
パ
レ
フ
レ
ー
ズ
し
、

　

分
節
化
し
、
問
題
と
し
て
成
立
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
十
分
に
可
能
で
あ
り
、
そ
う
す
べ
き
問

　

題
で

あ
る
。
そ
の
よ
う
な
手
続
き
を
と
っ
た
上
で
、
や
は
り
歴
史
家
が
、
歴
史
家
自
身
の
責

　

任

と
し
て
自
ら
の
体
験
に
も
と
つ
い
て
こ
の
問
題
に
回
答
を
出
す
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ

　
　
れ
る
。

（
3
）
　
「
歴
史
を
問
う
」
と
題
し
た
シ
リ
ー
ズ
が
岩
波
書
店
か
ら
発
行
さ
れ
て
い
る
［
上
村
忠
男
ほ

　

か
　
二
〇
〇
二
～
二
〇
〇
四
］
。
こ
れ
は
、
歴
史
の
ヘ
テ
ロ
ロ
ジ
ー
を
提
唱
す
る
上
村
忠
男
氏

　

ら
が
中
心
と
な
っ
て
編
集
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
ポ
ス
ト
構
造
主
義
や
、
言
語
論
的
転
回

　

な
ど
の
影
響
を
受
け
た
、
方
法
論
に
対
し
て
意
識
的
な
歴
史
研
究
が
収
め
ら
れ
た
シ
リ
ー
ズ
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で
あ
る
。

（
4
）
　
「
分
有
」
は
「
共
有
」
で
は
な
い
。
記
憶
は
あ
く
ま
で
「
共
有
」
で
き
な
い
も
の
で
あ
り
、

　

各
人
は
そ
の
部
分
部
分
を
理
解
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
と
い
う
立
場
で
あ
る
。
「
分
有
」
に
つ

　

　
い
て
は
、
ジ
ャ
ン
馴
リ
ュ
ッ
ク
・
ナ
ン
シ
ー
に
よ
る
定
義
が
あ
る
。
［
ナ
ン
シ
ー
一
九
九
九

　
　
1
1
二
〇
〇
一
］

（
5
）
　
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
分
有
さ
れ
た
過
去
像
に
つ
い
て
も
実
在
を
証
明
す
る
こ
と
は
か
な

　
　
り
困
難
で
あ
る
。
仮
に
、
ふ
た
り
が
同
じ
風
景
を
眺
め
て
い
て
も
、
そ
の
二
人
が
同
じ
も
の

　
　
を
「
見
て
」
い
る
の
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。
精
神
科
医
の
熊
木
徹
夫
氏
は
次
の
よ
う
に

　
　
述

べ
て

い
る
。

　
　
　
「
で
は
、
「
心
的
現
実
」
（
著
者
は
こ
れ
を
、
個
々
人
の
記
憶
と
ほ
ぼ
等
値
の
も
の
と
し
て
使

　
　
用
し
て
い
る
　
引
用
者
註
）
と
現
実
の
間
に
は
い
か
な
る
関
係
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
／
た

　
　
と
え
ば
「
木
々
が
青
々
と
茂
っ
て
い
る
」
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
る
場
合
、
こ
れ
は
現
実

　
　
を
表
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
「
心
的
現
実
」
を
表
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま

　
　
ず
明
ら
か
な
の
は
、
「
心
的
現
実
」
が
、
各
人
（
こ
こ
で
は
患
者
）
に
帰
属
す
る
ー
す
な
わ
ち
、

　
　
A
さ
ん
の
「
心
的
現
実
」
と
い
う
よ
う
に
表
現
で
き
る
ー
の
に
対
し
、
現
実
は
誰
か
に
帰
属

　
　
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
／
A
さ
ん
が
あ
る
現
実
X
に
遭
遇
し
た
と
す
る
。

　
　

A
さ
ん
が
そ
の
X
に
つ
い
て
「
木
々
が
青
々
と
茂
っ
て
い
る
」
と
話
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ

　
　
は

A
さ
ん
自
身
の
「
心
的
現
実
」
を
言
葉
に
し
た
も
の
で
し
か
な
い
。
ま
た
B
さ
ん
が
現
実

　
　

X
に
遭
遇
し
、
ま
た
同
じ
よ
う
に
「
木
々
が
青
々
と
茂
っ
て
い
る
」
と
話
し
た
と
し
て
も
、

　
　

A
さ
ん
の
「
心
的
現
実
」
と
B
さ
ん
の
「
心
的
現
実
」
が
全
く
同
じ
で
あ
る
こ
と
を
保
証
す

　
　

る
も
の
で
は
な
い
。
A
さ
ん
の
「
青
」
と
B
さ
ん
の
「
青
」
が
同
じ
も
の
で
あ
る
か
違
う
も

　

　
の
で
あ
る
か
、
い
ず
れ
も
証
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ゆ
え
に
同
様
に
「
木
々
が
青
々
と

　
　
茂
っ
て
い
る
」
と
多
数
の
人
々
が
現
実
X
を
表
現
す
る
に
い
た
っ
て
は
、
各
人
の
「
心
的
現

　
　
実
」
が
集
成
、
帰
納
さ
れ
て
、
現
実
に
「
木
々
が
青
々
と
茂
っ
て
い
る
」
と
す
る
〈
幻
想
〉

　
　
が
形
作

ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
重
ね
て
言
う
が
、
こ
の
期
に
及
ん
で
も
や
は
り
「
木
々

　
　
が

青
々
と
し
て
い
る
」
と
い
う
の
は
各
人
の
「
心
的
現
実
」
が
言
葉
と
な
っ
た
も
の
で
あ
っ

　
　

て
、
現
実
そ
の
も
の
が
言
葉
で
取
り
扱
わ
れ
た
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。
／
重
要
な
の
は
、

　
　
語

ら
れ
う
る
の
は
各
人
の
「
心
的
現
実
」
だ
け
で
、
現
実
は
そ
れ
自
体
を
多
数
者
で
言
語
的

　
　

に
共
有
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
各
人
の
意
識
の
う
ち
に
あ
ぶ

　
　
り
出
さ
れ
て
く
る
「
心
的
現
実
」
を
集
め
て
現
実
の
形
を
推
定
し
た
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
は
〈
幻

　
　
想
〉
に
す
ぎ
な
い
か
も
し
れ
ず
、
現
実
そ
の
も
の
が
存
在
す
る
こ
と
さ
え
確
認
す
る
こ
と
が

　
　
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
」
［
熊
木
二
〇
〇
四
一
八
五
－
八
六
］

　
　

　
こ
こ
で
は
、
個
々
人
の
脳
内
の
現
象
で
あ
る
心
的
現
実
を
、
他
者
が
い
か
に
し
て
関
知
で

　
　
き
る
の
か
、
と
い
う
問
題
が
あ
つ
か
わ
れ
て
い
る
。
周
知
の
よ
う
に
こ
の
問
題
に
は
デ
カ
ル

　
　
ト
以
来
の
歴
史
が
あ
る
が
、
こ
れ
を
「
言
語
ゲ
ー
ム
」
と
と
ら
え
た
の
が
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ

　
　
タ
イ
ン
で
あ
っ
た
。

（
6
）
　
脳
科
学
に
関
し
て
は
［
酒
井
二
〇
〇
三
］
を
参
照
し
た
。

（
7
）
　
語
り
を
語
る
側
の
葛
藤
や
、
個
人
的
な
技
術
を
宮
古
島
狩
俣
に
お
け
る
神
歌
の
伝
承
を
事

　
　
例

に
考
察
し
た
も
の
と
し
て
内
田
順
子
の
研
究
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
語
り
は
い
わ
ば
構
造

　
　
と
し
て
神
役
に
与
え
ら
れ
、
神
役
た
ち
は
そ
れ
を
必
死
に
解
釈
し
よ
う
と
す
る
。
内
田
は
こ

　

う
述
べ
て
い
る
。
「
神
歌
の
意
味
に
、
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
は
な
い
。
「
こ
れ
こ
そ
が
狩
俣
の
神
歌

　
　
の
決
定
的
解
釈
で
あ
る
」
と
い
う
も
の
は
、
存
在
し
な
い
。
」
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
「
神
歌
を
よ

　

　
む
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
人
た
ち
ひ
と
り
ひ
と
り
が
、
自
分
の
実
践
を
通
じ
て
、
こ
こ
に

　
　
見
つ
け
て
ゆ
く
も
の
と
し
て
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
」
［
内
田
二
〇
〇
〇
一
七
一
］
こ
れ
は
後
述

　
　
の
、
語
り
を
そ
の
場
で
生
成
す
る
出
来
事
と
見
る
見
方
と
通
底
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ

　
　
、
つ
。

（
8
）
　
折
口
信
夫
は
、
定
型
化
を
神
の
言
葉
を
人
間
が
間
違
え
ず
に
記
憶
す
る
た
め
で
あ
る
と
し

　
　
て
い
る
［
折
口
一
九
二
四
1
1
一
九
六
五
］
。
神
が
実
在
す
る
か
ど
う
か
を
別
に
す
れ
ば
、
こ

　
　
れ

は
、
人
間
の
記
憶
を
情
動
を
通
し
た
行
為
と
し
て
理
解
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
藤
井

　
　
貞
和
も
現
代
詩
の
立
場
か
ら
、
詩
は
何
ら
か
の
定
型
化
を
要
求
す
る
こ
と
、
詩
は
外
部
か
ら

　
　
個
人
に
訪
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
［
藤
井
一
九
九
二
］
。

（
9
）
　
聞
き
取
り
は
、
二
〇
〇
一
年
六
月
と
二
〇
〇
四
年
四
月
に
行
っ
た
。
【
事
例
一
】
は
前
者
に

　
　
お

い

て
、
【
事
例
二
】
は
後
者
に
お
い
て
採
録
し
た
も
の
で
あ
る
。
記
録
メ
デ
ィ
ア
は
、
前
者

　
　
が

カ
セ
ッ
ト
テ
ー
プ
、
後
者
が
デ
ジ
タ
ル
ビ
デ
オ
で
あ
る
。
な
お
、
【
事
例
二
に
関
し
て
は
、

　
　
筆
者
が
簡
単
な
紹
介
を
行
っ
て
い
る
［
寺
田
二
〇
〇
一
b
］
。

（
1
0
）
　
こ
の
語
り
が
、
ど
の
よ
う
に
定
型
化
さ
れ
反
復
さ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
は
い
く
つ
か
の
点

　
　
か

ら
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
ず
第
一
に
こ
の
地
域
で
語
り
が
語
ら
れ
る
際
に
は
ど
の
よ

　
　
う
に
語
ら
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
、
そ
し
て
、
第
二
に
こ
の
語
り
手
は
こ
の
語
り
を
ど
の
よ

　
　
う
に
反
復
す
る
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
今
後
の
調
査
の
中
で
明
ら

　
　
か

に
す
る
こ
と
は
可
能
だ
が
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
語
り
手
が
死
去
し
て
い
る
た
め
、
ど
の

　
　
程
度
こ
れ
が
反
復
さ
れ
て
い
た
も
の
な
の
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
定
型
が
す
な

　
　
わ
ち
反
復
を
も
た
ら
す
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
議
論
の
余
地
が
あ
る
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、

　
　
現
代
詩

は
定
型
を
作
る
こ
と
を
目
標
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
必
ず
し
も
反
復
さ
れ
る
わ

　
　
け
で
は
な
い
。
藤
井
貞
和
に
よ
る
と
、
「
現
代
詩
の
一
編
の
作
品
は
、
詩
の
鋳
型
を
密
か
に
作

　
　
り
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
書
か
れ
、
そ
れ
か
ら
、
お
そ
ら
く
、
別
の
、
新
し
い
作
品
を
生
み
だ

　
　
す
た
め
に
は
、
惜
し
げ
も
な
く
、
以
前
に
使
用
し
た
鋳
型
を
、
こ
わ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
　
い
。
」
［
藤
井
一
九
九
二
一
九
］

（
1
1
）
　
ト
ラ
ウ
マ
的
記
憶
を
い
か
に
扱
う
か
は
、
精
神
医
学
だ
け
で
な
く
現
代
の
人
文
社
会
科
学

　
　
全
般

に
お
け
る
問
題
で
あ
る
。
な
お
、
中
井
の
治
療
者
の
立
場
に
立
っ
た
提
言
と
は
異
な
る

　
　
ア

プ

ロ

ー
チ
と
し
て
、
哲
学
者
高
橋
哲
哉
が
ト
ラ
ウ
マ
的
記
憶
を
「
徹
底
操
作
」
（
フ
ロ
イ
ト
）
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す
る
こ
と
の
重
要
性
を
提
起
し
て
い
る
［
高
橋
二
〇
〇
〇
‖
二
〇
〇
四
］
。
こ
の
点
に
関
し

　
　
て
は
二
著
を
比
較
し
て
論
評
し
て
お
い
た
［
寺
田
二
〇
〇
四
b
］
。

（
1
2
）
　
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
『
存
在
と
時
間
』
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
こ
に
あ
る
と
い
う
実
存
的

　
　
な
感
覚
と
時
間
意
識
に
は
切
り
離
せ
な
い
関
係
が
あ
る
。

（
1
3
）
　
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
池
澤
夏
樹
が
天
明
浅
間
噴
火
を
描
い
た
小
説
『
真
昼
の
プ
リ
ニ
ウ

　
　
ス
』
の
書
評
と
い
う
か
た
ち
で
、
災
害
時
の
人
間
心
理
に
つ
い
て
述
べ
た
［
寺
田
二
〇
〇
一

　
　
b
］
。
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終
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Natllral　Disasers　and　Narratives：AMetllodological　Study　of　Repre・

sentation　of　the　Sanriku　Tsunami　in　1933

TERADA　Masahiro

In　this　paper，　I　investigate　the　narrative　system　of　natural　disaters，　fbcusing　on　the　Sanlうku

Tsunami　in　1933．　My　point　of　view　is　how　and　why　natural　disaters　are　concieved　as　a　trag－

edy．　If　we　think　basically，　the　natural　disasters　are　not　a　tragedy　but　an　accidental　occur－

rence．　However，　we　often　think　narural　disasters　as　a　tragedy．　I　want　to　investigate　such

mechanism　of　consciousness．

　　Iperfbrmed　this　analysis　based　on　of　results　of　a　field　investigation．　In　Sanriku　district

（northeastern　Japan），especially　in　seaside　villeges，　many　people　are　handing　down　the　ca－

lamity，　so　I　recorded　and　analyzed　their　experiellces．

　　An　old　man　told　me　having　lost　his　father　and　younger　brother伽m　tsunami．　However，　his

tale　was　not　explicit　and　was　suggestive．　Traumatic　memory　had　prevented　him　fセom　telling

it　directly．　Another　old　man　lost　parents　and　the　f士iend　fTom　tsunami．　He　had　memorized　the

situation　of　their　last　very　well，　and　he　reproduced　the　last　conversation　with　them．　He　told

them　o均ective　rather　than　told　them　with　an　emotioned　bias．　Although　this　talk　was血ll　of

the　tragic　tone，　when　inquiring　in　detail，　the　element　which　is　not　so　was　seen．

　　Survivors’complicated　mental　mechanism　became　clear　as　a　result　of　analysis．　As　fbr　their

expehence，　having　been　expressed　as　a　tragedy　was　suitable．　However，　even　if　about　80　years

passed，　there　was　a　mental　damage　which　cannot　be　expressed　yet．　I　think　that　such　psycho－

logical　approach　will　be　required丘）r　research　of　narratves　of　natural　disasters　f士om　now　on．
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