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は
じ
め
に

こ
の
た
び
の
東
日
本
大
震
災
お
よ
び
そ
の
後
の
動
向
を
見
な
が
ら
、
口

承
文
芸
研
究
の
無
力
さ
を
知
ら
さ
れ
た
。
し
ば
し
ば
「
稲
む
ら
の
火
」
と

い
う
話
が
話
題
に
出
る
が
、
不
勉
強
な
が
ら
そ
れ
以
外
に
地
震
や
津
波
等

に
ま
つ
わ
る
話
は
あ
ま
り
耳
に
し
な
い
。
緊
急
の
事
態
に
文
字
で
は
な
く

声
の
言
葉
で
応
じ
る
必
要
が
あ
る
の
に
、
そ
れ
に
対
処
す
る
「
口
承
文
芸
」

は
な
い
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

災
害
は
非
日
常
の
こ
と
で
あ
り
、
日
常
の
暮
ら
し
の
中
に
非
日
常
の
こ

と
を
考
え
る
余
裕
は
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
か
。
営
々
と
し
て
積
み
上
げ

た
私
財
を
一
瞬
に
破
壊
し
尽
す
暴
力
的
な
災
害
に
対
し
、
先
祖
か
ら
の
大

切
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
な
ど
と
言
わ
れ
た
り
す
る
「
口
承
文
芸
」
に
は
、
そ
れ

に
対
処
す
る
知
恵
や
力
は
託
さ
れ
て
い
な
い
の
か
、
あ
ら
た
め
て
問
い
直

す
必
要
が
あ
る
。
口
承
文
芸
が
生
活
と
ど
の
よ
う
に
密
着
し
結
び
つ
い
て

い
る
の
か
、
本
稿
は
災
害
の
面
か
ら
と
ら
え
な
お
す
と
い
う
問
題
意
識
を

も
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
災
害
と
記
憶
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
前
に
本
誌
の
三
十
九

号
で
、「
被
害
記
憶
の
形
象
と
形
象
）
1
（

」
題
し
て
話
題
に
し
た
こ
と
が
あ
る
。

本
稿
は
そ
の
続
編
の
形
と
な
る
が
、
前
に
は
「
山
鳩
不
孝
」
の
昔
話
を
取

り
上
げ
、
飢
饉
の
災
害
（
人
災
）
を
も
含
め
て
広
範
囲
に
わ
た
っ
た
た
め
、

い
く
ぶ
ん
話
題
が
拡
散
し
た
嫌
い
が
あ
る
。
今
回
は
自
然
災
害
を
中
心
に

伝
説
と
の
関
連
を
追
究
し
て
い
き
た
い
。
具
体
的
に
は
近
年
の
災
害
で
あ

る
「
東
日
本
大
震
災
」「
那
須
水
害
」、
そ
し
て
近
世
末
の
「
浅
間
山
噴
火
」

「
名
立
崩
れ
」
を
取
り
上
げ
、
伝
説
と
の
関
係
か
ら
見
て
い
き
た
い
。
災
害

が
地
域
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
形
象
さ
れ
記
憶
さ
れ
る
の
か
、
ま
た
、
そ

の
記
憶
が
口
承
文
芸
に
よ
る
伝
説
と
ど
の
よ
う
に
関
連
す
る
の
か
、
両
者

の
異
同
、
特
徴
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

一　

四
つ
の
災
害
の
記
録

災
害
と
記
憶
の
問
題
を
考
え
る
た
め
の
事
例
と
な
る
四
つ
の
「
自
然
災

害
対
照
表
」
の
概
要
を
表
示
し
な
が
ら
、
比
較
検
討
し
て
い
き
た
い
。
こ

の
災
害
は
、
発
生
時
期
か
ら
平
成
時
代
の
二
件
と
、
江
戸
時
代
末
期
の
二

件
と
に
大
別
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
を
見
て
い
き
た
い
。
九
年
前
の
「
東

日
本
大
震
災
」
は
い
ま
だ
復
興
途
上
の
現
在
進
行
形
の
災
害
で
あ
り
、
ま

た
、
二
十
一
年
前
に
な
る
「
那
須
水
害
」
も
記
憶
に
新
し
く
、
災
害
に
遭
っ

た
人
々
が
今
も
多
く
現
存
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
近
代
以
前
の
「
浅
間

山
噴
火
」「
名
立
崩
れ
」
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
記
録
や
伝
承
を
通
し
て

【
第
七
六
回
研
究
例
会　

災
害
の
中
の
日
常
】

災
害
と
記
憶

花 

部　

英 

雄
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し
か
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。「
災
害
の
記
憶
」
と
い
う
点
か
ら
す
る
と
、

災
害
を
体
験
し
た
人
に
会
っ
て
そ
の
実
態
を
確
認
で
き
る
の
と
、
当
事
者

が
い
な
い
状
態
で
想
像
的
に
認
識
す
る
の
と
で
は
、
そ
の
確
証
性
と
リ
ア

リ
テ
ィ
ー
に
お
い
て
も
大
き
な
違
い
が
あ
る
。

「
那
須
水
害
」
か
ら
二
十
年
目
の
平
成
三
十
年
の
八
月
三
十
日
か
ら
三
日

間
、
災
害
を
知
ら
な
い
二
十
代
前
半
の
学
生
た
ち
と
、
被
害
の
大
き
か
っ

た
余
笹
川
、
黒
川
の
五
ヶ
所
で
被
害
に
遭
遇
し
た
十
数
人
に
そ
れ
ぞ
れ
の

体
験
を
う
か
が
っ
た
。「
那
須
水
害
」
を
統
括
す
る
機
関
か
ら
紹
介
さ
れ
た

体
験
者
へ
の
ア
ポ
イ
ン
ト
に
よ
る
聞
き
取
り
調
査
は
、問
題
も
な
く
ス
ム
ー

ズ
に
行
な
わ
れ
た
。
被
災
者
の
方
た
ち
は
、
自
己
の
体
験
に
加
え
、
そ
の

後
に
知
っ
た
情
報
や
災
害
の
対
処
法
も
ま
じ
え
、整
理
さ
れ
た
内
容
を
語
っ

て
く
れ
た
。
こ
れ
に
比
べ
る
と
、「
東
日
本
大
震
災
」
の
二
年
後
に
ア
ポ
イ

ン
ト
な
し
に
宮
城
県
南
三
陸
町
の
沿
岸
部
で
の
調
査
は
、
飛
び
込
み
と
い

う
方
法
の
せ
い
も
あ
り
、
被
災
者
の
重
い
口
か
ら
引
き
出
す
体
験
談
に
は

苦
労
と
時
間
を
擁
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
聞
き
取
り
内
容
は
想
像
も
つ
か

ぬ
被
害
の
生
々
し
さ
と
重
苦
し
さ
で
、
今
も
強
く
印
象
に
残
っ
て
い
る
。

二
つ
の
調
査
に
は
方
法
の
違
い
は
あ
る
と
し
て
も
、
い
ず
れ
も
被
災
者
の

物
理
的
・
心
理
的
な
個
人
的
な
体
験
を
、
聞
き
取
り
と
い
う
直
接
的
な
形

で
共
有
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

し
か
し
、
近
時
の
被
災
者
の
被
害
体
験
の
聞
き
取
り
に
対
し
、
は
る
か

往
時
の
体
験
者
の
い
な
い
「
浅
間
山
噴
火
」
や
「
名
立
崩
れ
」
の
災
害
は
、

記
録
を
読
む
か
あ
る
い
は
現
地
を
訪
ね
て
過
去
の
出
来
事
を
聞
く
か
し
か

な
く
、
そ
れ
は
二
次
的
・
間
接
的
な
形
の
被
害
体
験
の
学
習
の
よ
う
な
も

の
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の

被
害
記
憶
の
形
成
に
つ
い

て
は
次
章
で
詳
し
く
取
り

上
げ
る
と
し
て
、
そ
の
概

要
は
、「
浅
間
山
噴
火
」

の
記
憶
で
は
噴
火
が
起

こ
っ
た
時
に
勘
定
奉
行
吟

味
役
に
あ
っ
た
根
岸
鎮や
す

衛も
り

が
視
察
を
行
な
い
、
そ
れ

に
基
づ
い
た
記
事
を
『
耳

嚢
』
に
載
せ
た
も
の
が
基

本
に
な
る
。
一
方
、「
名

立
崩
れ
」
は
、
災
害
後
の

被
災
地
を
訪
ね
た
橘
南
谿

の
紀
行
を
参
考
に
、
大
正

三
年
に
岡
本
綺
堂
が
書
い

た
「
名
立
崩
れ
」
の
戯
曲

が
中
心
に
な
っ
て
い
る
。

い
ず
れ
も
文
筆
に
か
か
わ

る
作
者
の
作
品
に
基
づ
い

た
災
害
記
憶
で
あ
り
、
被

害
者
の
周
辺
に
よ
る
直
接

の
災
害
記
憶
で
は
な
く
、

災害対照表
災害名 概要 発生・記録 体験／記憶 遺講施設 慰霊・祭儀

1 東日本大震災

地震
巨大津波
原発事故

2011（平成 23）年
死者 15,893名
行方不明 2,553名

被災者の個人的体験
社会的記憶

南三陸町旧防災対
策庁舎
旧大槌町庁舎ほか

追悼式
慰霊碑建立

2 那須水害

豪雨
世笹川など
氾濫

1998（平成 10）年
死者 22名
行方不明 2名

直接被災者の体験 余笹川ふれあい公
園 被災者追悼式

3 浅間山噴火
浅間山噴火
家屋埋没

1783（天明 3）年
死 者 477／（570）
名

集合的記憶
根岸鎮衛『耳袋』（1784）
浅間山噴火大和讃（明治初年）

嬬恋郷土資料館
聖観音菩薩像

巡り念仏
観音堂の奉仕
活動

4 名立崩れ

高田地震
名立崩落
家屋流失

1751（宝暦元）年
死 者 406 ／（525）
名

集合的記憶
橘南谿『東遊記』（1795-97）
岡本綺堂「名立崩れ」（大正3年）

中心地の供養等 弔法要
（50年忌）
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第
三
者
の
文
字
記
録
に
よ
る
災
害
記
憶
で
あ
る
。

ま
た
、
被
害
記
憶
の
形
成
は
、
体
験
と
記
憶
の
問
題
と
も
関
わ
っ
て
い
る
。

災
害
の
記
憶
が
体
験
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
か
、
過
去
の
記
憶
と
し
て

あ
る
の
か
、
言
い
換
え
れ
ば
災
害
が
個
人
的
レ
ベ
ル
に
あ
る
段
階
か
、
そ
れ

と
も
共
同
的
な
レ
ベ
ル
の
記
憶
へ
と
移
行
し
た
段
階
に
あ
る
の
か
、
と
い
っ

た
二
つ
に
整
理
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
体
験
世
代
が
存
在
し
な
く

な
っ
た
段
階
で
、
個
人
的
体
験
は
消
え
、
集
団
的
な
記
憶
へ
と
変
わ
っ
て
い

く
。
そ
の
変
化
は
、
慰
霊
や
遺
構
の
問
題
も
関
わ
っ
て
く
る
。

「
東
日
本
大
震
災
」
の
八
周
年
追
悼
式
が
国
主
催
の
行
事
と
し
て
、
国
立

劇
場
で
遺
族
代
表
を
招
い
て
行
な
わ
れ
、
ま
た
被
災
地
の
岩
手
・
宮
城
・

福
島
県
内
の
各
地
で
も
、
被
災
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
や
思
い
か
ら
の
犠

牲
者
の
追
悼
が
行
な
わ
れ
た
。
ま
た
、「
那
須
水
害
」
の
二
十
年
目
の
追
悼

式
が
、
昨
年
の
八
月
二
十
六
日
に
行
わ
れ
、
犠
牲
者
へ
の
黙
祷
が
捧
げ
ら

れ
た
。
こ
う
し
た
行
事
は
犠
牲
者
や
遺
族
を
中
心
に
催
さ
れ
る
が
、
犠
牲

者
が
特
定
で
き
な
い
過
去
の
災
害
で
は
恒
例
の
出
来
事
や
民
俗
慣
行
と
し

て
行
な
わ
れ
て
い
る
。「
浅
間
山
噴
火
」
は
地
域
の
「
巡
り
念
仏
」
供
養
の

形
で
月
二
回
（
繁
忙
期
は
一
回
）
行
な
わ
れ
、
鎌
原
観
音
堂
で
は
奉
仕
会

が
観
光
客
に
被
害
を
伝
え
る
役
割
を
担
っ
て
い
る）

2
（

。
一
方
、「
名
立
崩
れ
」

で
は
五
十
年
の
節
目
（
五
十
年
忌
）
ご
と
に
、
被
災
に
遭
っ
た
宗
龍
寺
で

弔
法
要
が
続
け
ら
れ
て
い
る）

3
（

。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
宗
龍
寺
の
五
十
年
の
弔
法
要
は
、
人
の
死
の
弔
い
法

要
に
準
じ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
人
の
死
の
五
十
回
忌
（
三
十
三
回

忌
の
場
合
も
あ
る
）
を
「
弔
い
上
げ
」
と
称
し
、
以
後
は
仏
に
な
っ
た
と

し
て
法
要
を
切
り
上
げ
る
の
は
、
死
者
の
生
前
を
子
孫
の
世
代
に
お
い
て

共
有
で
き
な
く
な
る
年
限
と
も
重
な
る
か
ら
で
あ
る
。
五
十
年
を
過
ぎ
る

こ
と
で
死
者
の
記
憶
が
近
親
者
の
知
識
、
思
い
出
に
よ
る
伝
承
と
い
っ
た

段
階
へ
と
移
行
し
て
い
く
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
災
害
の
記
憶
も
こ
の
段

階
に
よ
る
所
産
で
あ
り
、
被
害
世
代
が
現
実
世
界
か
ら
退
場
し
た
後
、
災

害
を
引
き
継
ぐ
次
世
代
は
自
分
の
現
在
と
の
関
係
に
お
い
て
記
憶
を
再
構

成
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

そ
の
こ
と
は
、
遺
構
の
あ
り
方
の
問
題
と
も
重
な
る
。
東
日
本
大
震
災

を
生
々
し
く
残
す
遺
構
は
、
被
害
当
事
者
に
と
っ
て
は
、
フ
ラ
シ
ュ
バ
ッ

ク
の
よ
う
に
再
び
被
害
体
験
を
呼
び
起
こ
す
存
在
と
し
て
忌
ま
れ
る
。
し

か
し
、
第
三
者
お
よ
び
次
世
代
に
は
、
災
害
を
形
の
上
で
記
憶
を
確
認
す

る
存
在
で
あ
る
。
解
体
か
存
続
か
は
、
被
災
地
の
首
長
選
挙
で
し
ば
し
ば

問
題
と
し
て
浮
上
し
、
顕
在
化
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
直
接
経
験
者
の
記

憶
と
次
世
代
後
の
記
憶
は
、「
体
験
」
と
い
う
意
味
の
相
違
と
し
て
も
表
れ

て
い
る
。

二　

災
害
の
記
憶
の
形
成

1
「
浅
間
山
噴
火
」
の
場
合

こ
こ
で
は
過
去
の
災
害
の
記
憶
に
つ
い
て
、
集
合
的
な
民
俗
性
の
記
憶
の

レ
ベ
ル
の
形
成
過
程
を
た
ど
る
こ
と
に
す
る
。「
山や
ま
や
け焼

」
と
称
さ
れ
る
浅
間

山
の
噴
火
は
、
天
明
三
年
（
一
七
八
三
）
四
月
か
ら
始
ま
り
、
七
月
七
日
に

大
噴
火
が
「
土
石
な
だ
れ
」
を
引
き
起
こ
し
、
山
の
北
側
の
群
馬
県
嬬
恋
村



248

の
鎌
原
集
落
を
泥
流
が
直
撃
し
呑
み
込
ん
で
し
ま
う
。
噴
火
後
の
状
況
に
つ

い
て
は
、
災
害
の
記
録
や
日
記
な
ど
の
資
料
を
集
め
た
萩
原
進
『
浅
間
山
天

明
噴
火
史
料
集
成
）
4
（

』
に
よ
っ
て
、
鎌
原
地
区
の
概
況
は
つ
か
め
る
。

と
こ
ろ
が
、
現
地
で
聞
く
災
害
の
記
憶
は
、
根
岸
鎮
衛
の
『
耳
嚢
』
の
記

事
か
、
こ
れ
を
援
用
し
て
明
治
初
年
に
滝
沢
対
吉
原
作
・
鎌
原
司
郎
補
正
に

よ
っ
て
作
ら
れ
た
「
浅
間
山
噴
火
大
和
讃
」
が
も
と
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で

あ
る
。
そ
の
歌
詞
に
、
地
下
か
ら
死
者
の
霊
の
泣
き
声
が
聞
こ
え
て
く
る
の

を
、
上
野
寛
永
寺
の
僧
侶
た
ち
が
供
養
し
鎮
ま
っ
た
と
あ
り
、
大
和
讃
の
成

立
事
情
が
う
か
が
え
る
。
大
和
讃
に
は
ま
た
、
次
の
よ
う
な
一
節
も
あ
る
。

　

七
日
七
夜
の
そ
の
間
／
呑
ま
ず
食
わ
ず
に
泣
き
あ
か
す
／
南
無
や
大

悲
の
観
世
音
／
助
け
給
え
と
一
心
に
／
念
じ
上
げ
た
る
甲
斐
あ
り
て
／

結
ぶ
縁
も
つ
き
果
て
ず
／
隣
村
有
志
の
情
け
に
て
／
妻
な
き
人
の
妻
と

な
り
／
主
な
き
人
の
主
と
な
り
／
細
き
煙
を
営
な
み
て
／
泣
く
泣
く
月

日
を
送
れ
ど
も
…
…

四
七
七
人
の
死
者
を
出
し
た
大
惨
事
か
ら
運
よ
く
生
き
残
っ
た
九
三
人

た
ち
が
高
台
の
観
音
堂
の
近
く
の
仮
設
小
屋
に
集
ま
り
、
救
援
に
来
た
隣

村
の
村
役
の
方
た
ち
と
相
談
し
な
が
ら
、
今
後
の
行
く
末
を
案
じ
、
親
子

お
よ
び
夫
婦
の
縁
組
を
な
し
た
と
す
る
。『
耳
嚢
』
の
記
事
に
よ
る
と
、

「
斯か
か

る
大
変
に
逢
て
は
生
残
り
し
九
十
三
人
は
誠
に
骨
肉
の
一
族
と
思
ふ
べ

し
と
て
、
右
小
屋
に
親
族
の
約
諾
を
な
さ
し
め
け
る
。
追
々
御
普
請
出
来

上
り
て
尚
又
三
人
の
者
よ
り
酒
肴
な
ど
を
送
り
、
九
十
三
人
の
内
夫
を
失

ひ
し
女
へ
は
女
房
を
流
さ
れ
し
男
を
取
合
わ
せ
子
を
失
ひ
し
老
人
へ
は
親

の
な
き
も
の
を
養
は
せ
、
残
ら
ず
一
類
を
取
合
せ
け
る）

5
（

」
と
あ
る
。

家
や
家
族
を
失
っ
た
悲
劇
の
直
後
に
、
急
拵
え
の
夫
婦
、
親
子
が
成
立
す

る
も
の
な
の
か
、
俄
か
に
は
信
じ
が
た
い
が
、
し
か
し
、
先
に
紹
介
し
た
史

料
集
成
の
「
浅
間
山
焼
荒
一
件
」
に
、
そ
の
年
の
十
二
月
ま
で
に
一
〇
組
の

縁
組
が
あ
り
祝
儀
が
贈
ら
れ
た
と
い
う
記
録
が
あ
る
か
ら
事
実
と
い
え
る
。

昭
和
五
十
四
年
に
学
習
院
大
学
の
調
査
班
に
よ
る
発
掘
調
査
で
、
観
音

堂
の
階
段
を
発
掘
し
た
際
に
、
五
十
段
の
階
段
の
上
か
ら
十
五
段
目
に
二

体
の
女
性
の
ミ
イ
ラ
が
発
見
さ
れ
、「
天
明
の
生
死
を
分
け
た
一
五
段
」
と

報
道
さ
れ
た
。
現
在
、
鎌
原
地
区
を
訪
れ
、「
浅
間
山
大
噴
火
」
の
こ
と
を

尋
ね
る
と
、『
耳
嚢
』
や
「
浅
間
山
噴
火
大
和
讃
」、
そ
し
て
、
こ
の
十
五

段
目
の
ミ
イ
ラ
の
話
な
ど
が
話
題
に
な
る
。
こ
れ
が
「
浅
間
山
大
噴
火
」

の
災
害
記
憶
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
筆
者
は
大
惨
事
の
悲
劇
を
親
か
ら
子

や
孫
へ
と
「
家
の
伝
承
」
と
し
て
伝
え
て
い
る
も
の
と
考
え
て
、
何
軒
か

の
家
を
訪
ね
て
回
っ
た
が
、
こ
の
聞
き
取
り
は
徒
労
に
終
わ
っ
た
。
実
は

こ
の
こ
と
は
「
名
立
崩
れ
」
の
場
合
で
も
同
様
で
あ
っ
た
。

2
「
名
立
崩
れ
」
の
場
合

「
浅
間
山
噴
火
」
の
生
存
者
九
三
名
は
全
体
の
一
六
パ
ー
セ
ン
ト
で
、
そ

の
末
裔
た
ち
が
ど
の
よ
う
に
災
害
を
伝
え
て
い
る
か
を
み
て
き
た
が
、
今

で
も
「
巡
り
念
仏
」
や
鎌
原
観
音
堂
で
の
奉
仕
活
動
を
行
な
い
、
被
害
の

歴
史
を
埋
没
さ
せ
な
い
よ
う
に
努
力
を
続
け
て
い
る
。
こ
の
「
浅
間
山
大

噴
火
」
よ
り
二
十
年
ほ
ど
前
に
「
名
立
崩
れ
」
が
起
こ
っ
た
。
現
在
、
上
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越
市
名
立
区
名
立
小
泊
に
は
「
名
立
崩
れ
受
難
者
慰
霊
碑
」
が
建
ち
、

五
十
年
ご
と
の
「
弔
法
要
」
を
宗
龍
寺
が
行
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
こ
れ

に
付
け
加
え
る
な
ら
、
地
域
に
「
い
ろ
り
座
」
と
い
う
演
劇
集
団
が
あ
り
、

「
名
立
崩
れ
」
な
ど
の
上
演
を
行
な
っ
て
い
る
と
い
う
。
そ
の
「
名
立
崩
れ
」

の
ス
ト
ー
リ
ー
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
、
次
に
問
題

に
し
て
い
き
た
い
。

宝
暦
元
年
（
一
七
五
一
）
の
四
月
二
十
六
日
の
深
夜
に
、
新
潟
県
の
西
部

を
襲
っ
た
「
高
田
大
地
震
」
が
起
こ
り
、
そ
の
際
に
名
立
の
裏
山
が
大
崩
落

し
、
海
に
面
し
た
小
泊
地
区
の
ほ
と
ん
ど
の
家
が
土
砂
に
押
し
流
さ
れ
る
。

死
者
四
百
人
余
り
、
海
か
ら
這
い
上
が
っ
て
き
た
生
者
は
百
人
余
と
さ
れ
る
。

事
故
後
、
庄
屋
や
村
役
が
幕
府
や
藩
に
嘆
願
書
を
提
出
す
る
な
ど
、
ま
た
、

そ
の
後
の
復
興
に
向
け
生
存
者
た
ち
の
懸
命
の
努
力
に
よ
り
、
し
だ
い
に
以

前
の
状
態
へ
と
戻
し
て
い
く
と
い
う
の
が
、
そ
の
概
略
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
筆
者
が
こ
の
「
名
立
崩
れ
」
を
調
べ
る
き
っ
か
け
は
、
た

ま
た
ま
小
泊
地
区
を
訪
れ
た
際
、
墓
仕
事
を
し
て
い
た
塚
田
昭
治
氏
に
災

害
の
事
を
聞
き
、『
名
立
町
史
』
を
見
せ
て
も
ら
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
漁
師

の
娘
の
お
今
が
、
旅
僧
が
大
災
害
の
こ
と
を
話
す
の
を
聞
き
注
意
し
て
い

る
と
、
予
告
ど
お
り
海
の
空
が
赤
く
な
り
、
遠
く
へ
逃
げ
た
お
今
だ
け
が

助
か
っ
た
と
い
う
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
。
新
潟
県
の
民
俗
学
者
の
小
山

直
嗣
の
文
章
で
あ
る
。

塚
田
氏
は
町
史
で
初
め
て
こ
の
伝
説
を
知
っ
た
と
い
う
。
二
五
〇
年
前

の
大
惨
事
に
遭
遇
し
生
存
し
た
人
や
近
く
の
家
々
で
教
訓
を
と
も
な
い
伝

承
さ
れ
て
き
た
も
の
と
思
い
、
小
泊
の
地
区
の
何
軒
か
を
尋
ね
て
回
っ
た
。

そ
の
結
果
、
隣
町
の
能
生
町
か
ら
養
女
に
入
っ
た
人
が
養
母
か
ら
聞
い
た

こ
と
が
あ
る
と
言
う
以
外
に
、
他
の
誰
も
が
家
で
は
聞
い
た
こ
と
が
な
い

と
言
い
、
た
だ
、
書
物
や
慰
霊
碑
を
見
た
り
し
て
伝
説
は
知
っ
て
い
る
と

い
う
。
な
ぜ
に
家
庭
内
で
伝
承
さ
れ
な
い
の
か
疑
問
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
伝
説
を
調
べ
て
い
く
と
『
名
立
町
史
』
の
記
事
は
大
正
二

年
に
岡
本
綺
堂
が
「
新
小
説
」
に
発
表
し
た
「
名
立
崩
れ
」
の
戯
曲
に
基

づ
い
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
発
表
年
の
翌
三
年
に
帝
国
劇
場
で
上
演

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
脚
本
の
最
後
の
「
作
者
註
」
に
「
越
後
国
名
立
と
い

う
と
こ
ろ
の
海
岸
俄
然
陥
落
し
て
、
一
村
の
人
馬
鶏
犬
こ
と
ご
と
く
地
中

に
埋
め
ら
る
。
世
に
こ
れ
を
『
名
立
崩
れ
』
と
唱
う
る
由
、
東
遊
記
に
見

え
た
り）

6
（

」
と
あ
り
、
綺
堂
は
『
東
遊
記
』
を
参
考
に
戯
曲
を
書
い
た
こ
と

が
わ
か
る
。『
東
遊
記
』
は
橘
南
谿
が
事
故
か
ら
三
十
年
後
に
こ
の
地
を
旅

し
た
時
に
聞
い
た
話
を
記
録
し
た
も
の
で
、
そ
れ
を
綺
堂
が
読
ん
で
戯
曲

「
名
立
崩
れ
」
を
書
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
比
較
検
討
は
別
で
記
し
た
の
で

こ
こ
で
は
触
れ
な
い
が
、
た
だ
、
い
ず
れ
も
当
地
と
は
関
係
の
な
い
部
外

者
の
執
筆
に
か
か
わ
る
作
品
が
、
史
実
や
伝
承
を
象
か
た
ど

っ
て
い
る
こ
と
を
ど

の
よ
う
に
考
え
れ
ば
い
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
ま
で
災
害
の
伝
説
に
関
心
の
薄
か
っ
た
筆
者
は
、
伝
説
の
一
般
的
な

傾
向
と
し
て
直
接
的
な
体
験
や
見
聞
に
も
と
づ
い
て
自
然
発
生
的
に
生
ま
れ

る
も
の
と
考
え
、
伝
承
は
個
人
の
偏
向
を
補
正
し
、
大
衆
的
な
興
味
関
心
に

よ
る
最
大
公
約
数
と
し
て
形
成
さ
れ
る
も
の
と
考
え
て
い
た
。
当
然
な
が
ら
、

伝
承
は
個
人
の
創
作
と
相
容
れ
な
い
対
極
を
な
す
も
の
で
あ
る
と
認
識
し
て

い
た
。
し
か
し
、
こ
こ
に
あ
げ
た
近
世
末
期
の
二
つ
の
災
害
記
憶
は
、
い
ず
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れ
も
災
害
の
当
事
者
と
は
無
関
係
の
人
た
ち
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
。
納
得
し
や
す
い
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
の
あ
る
説
明
で
あ
れ
ば
、
出
自
は
問

わ
ず
に
伝
説
と
し
て
採
用
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
浅
間
山
噴
火
」
は
、
視
察
に
来
た
幕
府
の
勘
定
吟
味
役
の
根
岸
鎮
衛
の

『
耳
嚢
』
の
記
事
に
基
づ
い
て
い
る
。
こ
れ
が
鎌
原
地
区
に
お
け
る
災
害
の

記
憶
と
し
て
周
知
し
流
布
さ
れ
て
い
く
の
が
い
つ
ご
ろ
か
ら
な
の
か
わ
か

ら
な
い
が
、
少
な
く
と
も
明
治
初
年
の
「
浅
間
山
噴
火
大
和
讃
」
以
前
か

ら
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
歌
詞
の
中
に
地
下
か
ら
死
者
の
霊
の
泣
き
声
が

聞
こ
え
て
く
る
の
を
、
寛
永
寺
の
僧
侶
が
供
養
し
た
と
い
う
件
く
だ
りは

、
泥
流

土
の
上
に
家
を
建
て
て
暮
ら
す
人
々
に
、
強
い
衝
迫
力
を
も
っ
て
訴
え
る

の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
大
和
讃
に
生
存
者
は
「
骨
肉
の
一
族
」
と
し
て
縁
組

し
た
と
い
う
事
実
も
、
空
前
の
災
害
に
遭
遇
し
た
生
存
者
に
と
っ
て
、
他

に
選
択
肢
の
な
い
状
況
で
は
生
き
る
手
段
と
し
て
選
ば
ざ
る
を
得
な
い
こ

と
と
し
て
受
け
入
れ
て
い
る
。
被
害
記
憶
が
あ
る
イ
メ
ー
ジ
に
定
着
す
る

の
は
、
手
段
で
は
な
く
実
感
的
な
真
実
性
に
訴
え
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

一
方
「
名
立
崩
れ
」
に
お
い
て
、
橘
南
谿
の
『
東
遊
記
』
と
岡
本
綺
堂

の
戯
曲
「
名
立
崩
れ
」
は
、
な
ぜ
地
震
が
発
生
し
た
か
の
要
因
を
追
究
す

る
。
南
谿
は
海
に
出
て
い
た
漁
師
が
「
地じ
か
た方

の
空
」
が
「
一
面
に
赤
く
」

な
っ
た
と
い
う
空
の
異
変
を
記
し
、
一
方
綺
堂
の
戯
曲
で
は
、
旅
僧
が
お

今
に
過
去
の
地
震
を
示
し
、「
新
し
い
世
界
が
出
来
る
前し
ら
せ兆

」
と
語
ら
せ
る
。

科
学
的
な
地
震
の
知
識
の
乏
し
い
時
代
に
、
大
地
震
の
裏
側
に
隠
れ
て
い

る
要
因
を
可
視
化
し
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
物
語
と
し
て
提
示
す
る
と
こ
ろ
に

説
得
力
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
今
、
何
が
起
こ
っ
て
い
る
の
か
に

言
葉
で
形
や
意
味
を
与
え
て
や
る
こ
と
は
重
要
で
、
災
害
の
奥
底
に
あ
る

も
の
を
照
ら
す
「
深
読
み
」
に
よ
る
「
物
語
解
釈
」
こ
そ
が
、
災
害
の
記

憶
形
成
の
力
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

エ
ヤ
ル
・
ベ
ン
│

ア
リ
は
「
個
人
的
記
憶
は
過
去
を
再
構
成
す
る
非
常
に

選
別
的
・
順
応
的
な
プ
ロ
セ
ス
で
あ
り
、
現
在
の
ニ
ー
ズ
と
コ
ン
テ
ク
ス

ト
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
」
と
言
い
、「
集
合
的
記
憶
も
社
会
集
団
の
行
動

と
そ
の
つ
ね
に
変
化
す
る
利
益
や
政
治
的
立
場
の
産
物
で
あ
る）

7
（

」
と
述
べ

て
い
る
。
個
人
的
、
集
団
的
の
違
い
は
別
と
し
て
、
記
憶
が
「
現
在
の
ニ
ー

ズ
と
コ
ン
テ
ク
ス
ト
」
に
よ
り
、
ま
た
社
会
集
団
の
「
利
益
や
政
治
的
立

場
」
に
よ
っ
て
変
化
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
重
要
な
指
摘
と
い
え
る
。

「
名
立
崩
れ
」
か
ら
二
〇
〇
年
後
に
、
岡
本
綺
堂
の
戯
曲
が
受
容
さ
れ
て
い

く
の
に
は
、
名
立
小
泊
地
区
の
現
在
が
そ
う
し
た
記
憶
を
必
要
と
し
て
い

た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
な
お
、
集
合
的
な
記
憶
に
つ
い
て
は
、
第
四

章
で
再
び
取
り
上
げ
て
論
じ
る
こ
と
に
す
る
。

三　

東
日
本
大
震
災
に
お
け
る
二
つ
の
災
害
記
憶

こ
こ
で
は
個
人
的
な
体
験
と
社
会
的
な
体
験
と
に
注
目
し
な
が
ら
、
記

憶
の
問
題
へ
と
つ
な
げ
て
考
え
て
い
き
た
い
。

東
日
本
大
震
災
の
翌
年
の
夏
、
南
三
陸
町
歌
津
地
区
の
海
の
す
ぐ
傍
の
作

業
場
で
仕
事
を
し
て
い
た
夫
婦
と
そ
の
息
子
か
ら
、
震
災
の
時
の
話
を
聞
く

こ
と
が
で
き
た
。
娘
と
甥
の
亡
骸
を
捜
し
て
網
を
刺
し
た
り
潜
っ
た
り
し
た

こ
と
や
、
地
震
の
前
の
晩
に
ハ
ク
ビ
シ
ン
が
山
へ
逃
げ
た
こ
と
、
当
日
息
子
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と
二
人
で
船
で
沖
に
逃
げ
、
津
波
が
船
底
を
通
過
し
た
時
の
振
動
や
、
陸
か

ら
さ
ま
ざ
ま
な
漂
流
物
流
れ
て
き
た
こ
と
な
ど
、
他
に
も
息
子
の
嫁
の
実
家

の
家
族
の
再
会
の
話
な
ど
、
と
り
と
め
も
な
く
聞
い
て
い
る
う
ち
に
、

一
九
四
七
年
生
れ
の
父
親
が
、
娘
の
死
に
つ
い
て
重
い
口
を
開
い
た
。

　

仕
事
始
め
よ
う
と
思
っ
た
の
は
、（
そ
の
年
の
）
お
盆
過
ぎ
だ
ろ
う
か

な
。
そ
の
前
は
働
く
っ
て
意
欲
は
な
が
っ
た
ね
。
や
っ
ぱ
り
あ
る
程
度
、

何
回
も
手
を
合
わ
せ
る
ご
と
に
よ
っ
て
、
気
持
ち
が
な
ご
ん
で
き
た
よ

う
な
感
じ
だ
ね
。
な
に
せ
財
産
流
し
た
の
は
、
ま
た
健
康
で
さ
え
あ
れ

働
げ
ば
ど
う
に
が
な
る
。
や
っ
ぱ
り
人
の
命
を
持
っ
て
行
が
れ
だ
っ
つ

ご
ど
は
、
な
が
な
が
恐
ら
ぐ
わ
た
し
に
と
っ
て
は
一
生
離
れ
ね
ど
思
う

な
。
津
波
上
が
り
（
津
波
後
）
に
親
を
亡
ぐ
し
だ
、
そ
の
時
は
悲
し
い

け
ど
も
、
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
ん
の
さ
。
こ
れ
は
や
っ
ぱ
り
何
が
、
お

れ
の
気
持
ち
が
悪
い
た
め
に
、
そ
の
よ
う
な
感
じ
な
の
だ
が
な
。
た
だ
、

子
ど
も
が
自
分
よ
り
早
く
行
が
れ
だ
こ
と
は
、
い
つ
ま
で
経
っ
て
も
、

こ
の
気
持
ち
は
脱
げ
ね
よ
う
だ
な
。
病
気
で
あ
れ
事
故
で
あ
れ
、
い
つ

な
ん
ど
き
亡
く
な
る
の
も
、
人
の
常
で
仕
方
の
な
い
こ
ど
だ
け
ど
。

　

い
や
、
娘
が
役
場
庁
舎
に
入
所
す
る
の
も
、
わ
だ
し
の
案
だ
っ
た
ん

で
す
。
本
人
は
県
職
員
に
も
合
格
し
た
ん
だ
。
本
人
は
県
職
員
さ
行
ぎ

で
が
っ
た
ど
思
う
ん
で
す
。
県
職
さ
行
け
ば
宮
城
県
内
だ
も
の
、
ど
ご

さ
回
さ
れ
る
か
わ
が
ん
ね
わ
げ
だ
し
、
却
っ
て
地
元
の
役
場
の
方
が
い

つ
も
逢
え
る
が
な
と
思
っ
て
、
役
場
さ
入
れ
だ
ん
だ
。
そ
れ
が
裏
目
に

出
た
ん
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
ま
あ
、
自
分
を
恨
ん
だ
の
し
、
最
初
は
。

い
や
い
や
、
お
れ
の
考
え
が
こ
う
い
う
結
果
招
い
だ
の
か
な
思
っ
た
け

ど
。
そ
れ
だ
っ
て
、
こ
れ
も
仕
方
の
ね
こ
と
か
な
、
最
後
は
そ
ん
な
ふ

う
に
思
う
よ
う
に
し
た
げ
ど
さ
。

　

今
は
諦
め
が
九
十
九
パ
ー
セ
ン
ト
、
生
ぎ
で
帰
る
こ
と
は
絶
対
に
な

い
し
、
D
N
A
鑑
定
で
何
年
で
も
待
っ
て
い
い
が
ら
、
ひ
と
か
げ
ら
の

遺
骨
で
も
い
い
か
ら
、
欲
し
い
ん
だ
け
ど
さ
。

　

残
さ
れ
だ
子
ど
も
二
人
だ
ち
、
甥
っ
こ
ど
姪
っ
こ
ど
二
人
い
る
ん
だ

が
、
ど
う
に
が
ま
っ
と
う
な
人
間
に
な
る
ま
で
は
、
影
に
日
向
に
な
っ

て
や
り
た
い
思
っ
て
ん
で
す
け
ど
。
あ
っ
ち
の
お
婆
さ
ん
が
い
る
か
ら
、

い
ま
五
年
生
の
お
姉
ち
ゃ
ん
が
三
年
生
の
時
に
亡
く
な
っ
た
が
ら
、

ち
ょ
っ
と
母
親
の
こ
と
聞
き
た
い
ん
で
す
よ
ね
。
あ
っ
ち
の
お
爺
さ
ん

と
お
婆
さ
ん
ど
父
親
が
い
な
い
時
、
こ
っ
そ
り
う
ち
の
奥
さ
ん
に
、
マ

マ
っ
て
こ
う
だ
っ
た
よ
ね
、
あ
あ
だ
よ
っ
て
ね
、
言
う
ん
で
す
よ
。
大

き
く
な
っ
て
自
分
で
こ
ご
に
来
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
、
何
で
も
聞
け

ば
教
え
て
け
る
か
ら
な
っ
て
言
っ
た
け
ど
。

　

う
ち
の
娘
が
逃
げ
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
、
仕
事
に
責
任
が
あ
っ
た
ん

だ
ろ
う
か
な
っ
て
、
思
う
ん
で
す
よ
。
家
族
よ
り
仕
事
の
方
が
大
事
な

の
か
な
、
そ
れ
と
も
逃
げ
ら
れ
ね
、
何
か
が
あ
っ
た
の
か
な
。
下
で
同

じ
先
輩
の
職
員
が
待
っ
て
い
た
ん
だ
っ
て
。
先
輩
職
員
が
エ
ン
ジ
ン
か

け
て
待
っ
て
た
ら
し
い
で
す
よ
。
そ
の
人
た
ち
は
、
な
に
く
そ
逃
げ
る

ん
だ
か
ら
っ
て
。
う
ち
の
娘
は
議
会
が
あ
っ
た
か
ら
、
議
会
事
務
局
の

方
に
回
さ
れ
た
ん
の
ね
。
今
ま
で
総
務
の
方
に
い
だ
ん
だ
け
ど
。
こ
れ

も
運
命
に
な
っ
て
い
だ
の
か
な
と
思
っ
て）

8
（

。
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話
を
聞
き
始
め
た
と
こ
ろ
で
南
三
陸
町
の
防
災
庁
舎
が
話
題
に
出
て
、

今
も
町
中
へ
行
っ
て
庁
舎
を
見
る
と
悲
し
み
が
湧
い
て
く
る
と
言
っ
た
意

味
が
わ
か
っ
た
。
娘
さ
ん
が
防
災
庁
舎
で
亡
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
震
災

後
に
亡
く
な
っ
た
母
の
死
は
悲
し
か
っ
た
が
、
そ
れ
は
「
世
の
常
」
こ
と

で
心
の
整
理
は
つ
く
が
、
子
ど
も
に
先
立
た
れ
る
の
は
つ
ら
く
忘
れ
ら
れ

な
い
大
き
な
心
の
痛
手
で
あ
る
と
い
う
。

そ
の
娘
が
、
町
役
場
に
勤
め
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
県
職
員
に
も
受

か
っ
て
い
た
の
に
地
元
に
置
き
た
い
と
願
っ
て
留
め
さ
せ
た
こ
と
の
結
果

で
あ
る
と
、
自
分
を
責
め
る
。
普
通
に
考
え
れ
ば
、
地
元
で
の
就
職
を
最

終
的
に
は
娘
が
決
断
し
、
そ
の
後
結
婚
し
て
小
学
高
学
年
の
二
人
の
子
ど

も
を
育
て
る
な
ど
、
日
々
の
幸
せ
な
時
間
も
あ
っ
た
こ
と
か
ら
し
て
、
父

親
の
責
任
を
問
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
し
か
し
、
娘
の
死
を
信
じ
た
く

な
い
親
心
は
、
目
の
前
の
自
然
災
害
の
事
故
の
理
不
尽
さ
と
い
う
結
果
よ

り
、
娘
が
生
き
て
い
た
は
ず
の
可
能
性
を
消
し
て
し
ま
っ
た
自
分
に
責
任

が
あ
る
と
考
え
る
、
そ
の
父
親
の
無
念
さ
は
痛
ま
し
い
。
老
年
に
さ
し
か

か
っ
た
漁
夫
の
後
悔
は
、
こ
の
人
以
外
に
は
理
解
で
き
る
も
の
で
は
あ
る

ま
い
。
自
然
災
害
に
お
け
る
個
人
的
体
験
は
そ
の
人
の
記
憶
に
留
ま
り
、

い
わ
ば
宙
吊
り
の
ま
ま
着
地
で
き
な
い
状
態
で
、
一
般
に
は
共
有
さ
れ
る

こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
老
漁
夫
に
五
年
後
の
冬
に
訪
ね
て
、
再
び
娘

の
死
を
聞
く
と
、
生
活
に
追
わ
れ
思
い
出
す
機
会
は
少
な
く
な
っ
た
が
、

や
は
り
つ
ら
い
と
述
べ
て
い
た
。
し
か
し
、
目
の
前
の
生
活
が
、
人
を
前

に
押
し
進
め
る
の
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
同
じ
く
南
三
陸
町
の
防
災
庁
舎
に
い
て
、「
高
台
に
避
難
し

て
く
だ
さ
い
」
と
「
命
の
呼
び
か
け
」
を
続
け
、
多
く
の
命
を
救
う
こ
と

に
な
っ
た
と
さ
れ
る
遠
藤
未
希
が
い
た
。
そ
の
呼
び
か
け
の
当
人
も
津
波

に
呑
ま
れ
て
し
ま
っ
た
。「
天
使
の
声）

9
（

」
と
し
て
教
材
に
も
な
る
な
ど
、
多

く
の
人
々
に
感
動
を
与
え
た
悲
劇
の
ヒ
ロ
イ
ン
と
い
え
る
。
こ
れ
か
ら
も

東
日
本
大
震
災
の
記
憶
の
象
徴
と
も
い
え
る
被
災
事
例
と
し
て
、
多
く
の

人
々
が
共
有
す
る
「
社
会
的
な
記
憶
」
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
震
災

直
後
の
悲
惨
で
シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
な
テ
レ
ビ
画
面
に
釘
付
け
さ
れ
た
視
聴
者

に
と
っ
て
、
遠
藤
美
希
の
「
天
使
の
声
」
は
こ
れ
も
大
き
な
悲
し
み
で
は

あ
る
が
、
何
か
救
い
を
与
え
る
よ
う
な
清
涼
感
の
あ
る
感
動
の
物
語
を
提

示
す
る
も
の
と
し
て
、
繰
り
返
し
マ
ス
コ
ミ
報
道
で
流
さ
れ
た
。

同
一
の
状
況
下
で
起
こ
っ
た
二
つ
の
死
は
対
照
的
で
、
老
漁
夫
の
娘
の
死

は
個
人
的
体
験
の
ま
ま
孤
立
し
た
状
態
に
あ
る
が
、
遠
藤
未
希
の
死
は
多
く

の
人
々
が
共
有
す
る
社
会
的
な
記
憶
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
冷
厳
な
見
方
を

す
る
な
ら
、
ど
ち
ら
も
被
災
者
と
は
か
か
わ
り
の
な
い
偶
然
性
の
も
の
で
あ

る
。
一
つ
は
震
災
二
年
後
に
個
人
的
な
聞
き
取
り
と
い
う
場
に
よ
っ
て
現
出

し
た
被
災
の
「
語
り
」
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
震
災
直
後
の
テ
レ
ビ
報
道
と

い
う
社
会
的
メ
デ
ィ
ア
の
場
に
お
け
る
視
聴
者
の
ニ
ー
ズ
に
寄
り
添
っ
た「
物

語
」
で
あ
る
。
震
災
の
被
害
記
憶
が
、
誰
の
た
め
ど
の
よ
う
な
契
機
に
よ
っ

て
発
生
す
る
の
か
と
い
う
面
を
偶
然
に
示
し
た
被
害
記
憶
の
事
例
と
い
え
る
。

と
こ
ろ
で
、
災
害
に
お
け
る
個
人
的
な
記
憶
の
そ
れ
は
そ
う
と
し
て
、

こ
こ
で
の
筆
者
の
関
心
は
社
会
的
な
記
憶
の
方
に
あ
り
、
そ
れ
も
口
承
文

芸
の
「
伝
説
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
と
の
関
係
に
お
い
て
、
災
害
記
憶
の
特
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徴
を
把
握
し
、
そ
の
継
承
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。

四　

集
合
的
記
憶
の
形
象
と
継
承

遠
藤
未
希
の
「
命
の
呼
び
か
け
」
を
個
人
的
記
憶
に
対
し
て
「
社
会
的

記
憶
」
と
し
て
意
味
づ
け
て
き
た
が
、
同
じ
よ
う
な
言
い
方
に
「
集
合
的

記
憶
」
と
い
う
用
語
も
あ
る
。
厳
密
な
概
念
の
違
い
に
つ
い
て
の
知
識
に

疎
い
が
、
取
り
上
げ
る
災
害
の
記
憶
が
広
く
一
般
に
と
い
う
よ
り
、
地
域

限
定
の
集
団
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
て
い
る
点
か
ら
す
れ
ば
、
こ
こ
で
は
集

合
的
記
憶
と
い
う
方
が
ふ
さ
わ
し
い
。
ま
た
、
本
稿
の
意
図
は
口
承
文
芸

に
お
け
る
「
伝
説
」
と
の
関
係
か
ら
、
災
害
記
憶
を
と
ら
え
よ
う
と
し
て

い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
集
合
的
記
憶
の
問
題
と
し
て
追
究
し
て
い
き
た
い
。

集
合
的
記
憶
と
災
害
記
憶
と
の
関
係
に
入
る
前
に
、
ま
ず
は
記
憶
の
原
則

に
つ
い
て
見
て
お
き
た
い
。
写
真
家
の
港
千
尋
に
よ
る
と
、
記
憶
は
脳
に
符

号
と
し
て
貯
蔵
さ
れ
、
そ
れ
を
検
索
し
て
引
き
出
す
も
の
で
は
な
く
、
記
憶

は
「
現
在
の
前
後
関
係
や
情
動
に
よ
っ
て
、
現
在
に
適
当
さ
れ
る
よ
う
に
築

か
れ
る
現
在
で
あ
り
、
現
在
に
適
合
さ
れ
る
過
去
な
の
で
あ
る）

10
（

」
と
述
べ
る
。

「
現
在
に
適
合
す
る
過
去
」
ゆ
え
に
固
定
し
た
も
の
で
は
な
く
、
現
在
の
状

況
に
よ
っ
て
変
化
す
る
可
塑
性
を
も
っ
た
曖
昧
な
も
の
で
あ
る
と
も
い
う
。

港
は
イ
ギ
リ
ス
の
心
理
学
者
の
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
バ
ー
ト
レ
ッ
ト
が
記

憶
は
想
起
に
よ
っ
て
立
ち
顕
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
考
え
を
紹
介
し
つ

つ
、「
想
起
と
は
、
固
定
さ
れ
た
無
数
の
命
な
き
断
片
的
痕
跡
を
刺
激
す
る

こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
は
想
像
的
な
再
構
築
あ
る
い
は
構
築
」
で
あ
る
と

い
う
バ
ー
ト
レ
ッ
ト
の
言
葉
を
引
用
し
て
説
明
す
る
。
記
憶
が
「
現
在
に

適
合
さ
れ
る
過
去
」
で
あ
り
「
想
像
的
な
再
構
築
」
で
あ
る
こ
と
は
、
こ

れ
ま
で
見
て
き
た
「
浅
間
山
大
噴
火
」「
名
立
崩
れ
」
の
場
合
に
お
い
て
も

同
様
と
い
え
る
。
浅
間
山
の
噴
火
直
後
の
泥
流
に
埋
ま
っ
た
集
落
の
地
下

か
ら
泣
き
声
が
聞
こ
え
て
く
る
と
語
る
和
讃
は
、
近
代
に
入
っ
て
の
想
像

的
再
構
築
で
あ
る
。
ま
た
、
地
震
に
よ
る
大
崩
落
を
新
し
い
世
界
の
兆
候

と
み
る
綺
堂
の
「
名
立
崩
れ
」
も
、
大
正
初
め
の
作
品
モ
チ
ー
フ
の
一
つ

で
あ
っ
た
。

フ
ラ
ン
ス
の
モ
ー
リ
ス
・
ア
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
ス
が
『
集
合
的
記
憶
』
の
中

で
、「
思
い
出
と
は
大
部
分
、
現
在
か
ら
借
用
し
た
所
与
の
力
を
借
り
て
過

去
を
再
構
成
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
一
方
で
は
、
以
前
の
時
代
に
な
さ

れ
た
別
の
再
構
成
に
よ
っ
て
準
備
さ
れ
た
過
去
の
再
構
成
で
あ
る
。」
と
言

う
。
こ
こ
で
い
う
所
与
の
力
と
は
「
物
語
や
証
言
や
他
人
の
打
ち
明
け
話

な
ど
」
を
指
し
て
の
こ
と
で
、
そ
の
説
明
は
十
分
に
う
な
づ
け
る
。
ま
た
、

集
団
的
な
記
憶
も
個
人
的
な
思
い
出
と
同
様
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
歴
史
と

対
比
し
て
述
べ
る
。

歴
史
が
歴
史
的
事
実
を
年
代
順
に
並
べ
、
そ
の
事
実
の
前
後
関
係
に
お

い
て
客
観
的
な
意
味
を
持
つ
の
に
対
し
て
、
集
合
的
記
憶
は
「
連
続
的
な

思
考
の
流
れ
、
あ
る
連
続
し
た
流
れ
で
あ
っ
て
、
何
ら
人
為
的
な
も
の
を

持
た
な
い
」
と
す
る
。
人
為
的
す
な
わ
ち
理
性
を
ま
じ
え
た
人
の
手
を
加

え
る
こ
と
な
く
、「
集
団
の
も
の
で
あ
る
よ
う
な
時
間
の
中
に
お
い
て
」「
昨

日
と
同
じ
よ
う
に
今
日
が
続
い
て
い
て
、
昨
日
を
今
日
の
中
に
見
出
す
こ

と
が
で
き
る
よ
う
な
連
続
し
た
環
境
と
し
て
表
象
で
き
る
」
も
の
が
集
合
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的
記
憶
で
あ
る
と
す
る
。
常
に
現
在
に
生
き
る
人
間
は
、
昨
日
の
よ
う
な

過
去
の
出
来
事
を
「
連
続
し
た
環
境
」
と
し
て
意
識
し
受
け
止
め
て
い
る

こ
と
に
な
る
。「
集
合
的
記
憶
は
、
過
去
か
ら
、
そ
の
記
憶
の
中
で
、
今
な

お
生
き
て
い
る
も
の
し
か
、
あ
る
い
は
、
そ
の
記
憶
を
保
っ
て
い
る
集
団

の
意
識
の
中
で
生
き
る
も
の
し
か
保
持
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。」
と
も

述
べ
、
集
合
的
記
憶
が
、
現
在
性
の
過
去
を
集
団
の
中
で
保
持
し
て
い
る

こ
と
と
説
明
す
る
。

デ
ュ
ル
ケ
ム
の
社
会
学
に
学
び
、
そ
の
「
集
合
表
象
」
を
「
集
合
的
記

憶
」
へ
と
展
開
さ
せ
た
ア
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
ス
は
、「
集
団
」
を
根
幹
に
す
え
て
、

次
の
よ
う
に
も
説
く
。

　

集
合
的
記
憶
は
、
集
団
に
対
し
て
、
も
ち
ろ
ん
時
間
の
中
で
展
開
さ

れ
る
集
団
自
身
の
情
景
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
問
題
は

過
去
に
関
す
る
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
を
、
集
団
が
い
つ

も
そ
の
継
起
す
る
イ
メ
ー
ジ
の
中
に
自
己
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
な
仕
方
で
示
す
の
で
あ
る
。
集
合
的
記
憶
と
は
類
似
の
場
面
で
あ
る
。

だ
か
ら
、
集
合
的
記
憶
が
、
集
団
は
同
じ
ま
ま
で
変
わ
ら
な
か
っ
た
、

と
確
認
す
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る）

11
（

。

こ
こ
か
ら
集
団
と
個
人
と
の
関
係
が
見
え
て
く
る
。「
集
団
が
い
つ
も
そ

の
継
起
す
る
イ
メ
ー
ジ
の
中
に
自
己
を
認
め
る
」
こ
と
で
、
自
己
存
在
を

確
認
す
る
手
続
き
が
行
な
わ
れ
る
。
こ
れ
は
地
域
の
伝
説
が
、
現
在
の
自

分
に
つ
な
が
る
自
己
存
在
を
確
認
す
る
手
段
と
し
て
の
役
割
と
も
一
致
す

る
。
伝
説
を
信
じ
保
存
す
る
行
為
は
、
集
合
的
記
憶
と
通
底
し
て
い
る
と

い
え
る
。

災
害
の
被
害
記
憶
は
、
被
災
後
の
環
境
の
現
在
に
生
き
る
人
に
と
っ
て
、

被
災
時
の
「
過
去
」
と
の
「
連
続
し
た
環
境
」
に
お
い
て
、
自
己
の
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
確
認
し
続
け
る
営
為
に
他
な
ら
な
い
と
い
え
る
。
被
害

記
憶
の
継
承
は
、
被
害
時
の
「
過
去
」
を
再
現
し
、
ま
た
、
そ
れ
を
不
断

の
努
力
で
未
来
へ
と
継
承
し
続
け
る
こ
と
で
も
あ
る
。

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
災
害
の
記
憶
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
「
四
つ
の
災
害
」

を
遡
上
に
載
せ
て
検
討
を
加
え
た
。
近
年
の
二
つ
の
災
害
は
被
災
者
が
現

存
す
る
も
の
で
、
近
世
末
の
も
の
は
当
然
な
が
ら
当
事
者
は
い
な
い
。
被

災
者
の
存
在
の
有
無
は
災
害
が
個
人
的
体
験
の
レ
ベ
ル
に
あ
る
の
か
、
災

害
記
憶
と
し
て
共
同
性
の
レ
ベ
ル
に
あ
る
の
か
の
違
い
で
あ
り
、
そ
れ
は

慰
霊
に
お
い
て
も
同
様
で
、
被
災
者
を
中
心
と
し
た
も
の
か
、
犠
牲
者
の

集
団
的
祭
儀
か
の
問
題
と
整
理
で
き
る
。
さ
ら
に
は
、
被
害
を
象
徴
す
る

遺
構
を
当
事
者
に
配
慮
し
て
解
体
す
る
の
か
、
次
世
代
へ
の
警
鐘
と
し
て

残
す
の
か
と
い
う
問
題
に
も
波
及
し
て
い
く
。

次
に
、
当
事
者
の
い
な
い
過
去
の
災
害
記
憶
が
ど
の
よ
う
に
形
象
さ
れ

た
の
か
に
つ
い
て
は
、「
浅
間
山
噴
火
」「
名
立
崩
れ
」
と
も
、
災
害
当
事

者
の
体
験
的
な
事
実
に
も
と
づ
い
て
形
成
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
災
害
と

は
無
関
係
の
第
三
者
に
よ
る
記
録
を
も
と
に
構
成
さ
れ
て
い
る
。
浅
間
山
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噴
火
の
場
合
は
罹
災
後
に
視
察
に
来
た
幕
府
の
勘
定
吟
味
役
・
根
岸
鎮
衛

の
随
筆
『
耳
嚢
』
の
記
事
に
基
づ
き
、
そ
れ
に
明
治
の
初
め
寛
永
寺
の
僧

侶
が
供
養
に
か
か
わ
る
こ
と
を
記
し
た
「
浅
間
山
噴
火
大
和
讃
」
に
よ
っ

て
、「
災
害
記
憶
」
が
構
成
さ
れ
る
。
一
方
、「
名
立
崩
れ
」
の
場
合
は
、

橘
南
谿
の
『
東
遊
記
』
に
ヒ
ン
ト
を
得
た
岡
本
綺
堂
の
戯
曲
「
名
立
崩
れ
」

に
よ
る
。
南
谿
が
空
の
異
変
と
地
震
発
生
を
記
し
た
も
の
を
、綺
堂
は
「
新

し
い
世
界
が
出
来
る
前し
ら
せ兆

」
と
、
現
象
の
奥
底
に
あ
る
も
の
に
注
目
し
地

震
の
原
因
を
物
語
化
し
て
提
示
し
た
も
の
が
災
害
記
憶
と
な
っ
た
。
災
害

の
記
憶
の
形
成
を
自
然
発
生
的
な
も
の
と
し
て
、
根
拠
も
な
く
と
ら
え
る

こ
と
へ
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
い
え
る
事
例
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
東
日
本
大
地
震
に
お
け
る
南
三
陸
町
の
被
害
記
憶
は
、

個
人
的
体
験
と
し
て
被
災
者
個
々
の
記
憶
に
あ
る
が
、
た
だ
、
津
波
の
避

難
を
通
報
し
な
が
ら
自
ら
も
犠
牲
と
な
っ
た
「
天
使
の
声
」
の
呼
び
か
け

は
、
多
く
の
人
々
が
共
有
す
る
社
会
的
な
記
憶
と
な
っ
た
。
個
人
的
記
憶
、

社
会
的
記
憶
と
い
っ
た
二
つ
の
記
憶
の
あ
り
方
を
、
記
憶
の
性
格
に
則
し

て
と
ら
え
る
な
ら
、
そ
れ
は
客
観
的
な
事
実
と
い
う
よ
り
記
憶
を
必
要
と

す
る
主
体
の
現
在
の
ニ
ー
ズ
か
ら
形
成
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
で
き
る
。
そ

の
点
で
は
ア
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
ス
の
説
く
「
集
合
的
記
憶
」
と
も
関
連
す
る
。

集
合
的
記
憶
は
あ
る
集
団
内
部
の
過
去
か
ら
現
在
ま
で
の
「
連
続
し
た

環
境
」
に
お
け
る
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
あ
り
、
そ
こ
に
自
己
を
投
影
し
自
己

確
認
す
る
と
い
う
役
割
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
集
合
的
記
憶
の
概
念
は
口

承
文
芸
に
お
け
る
伝
説
と
同
様
で
、「
浅
間
山
噴
火
」「
名
立
崩
れ
」
の
災

害
の
記
憶
と
軌
を
一
に
し
た
も
の
と
い
え
る
。
伝
説
が
地
域
の
事
物
と
結

び
つ
き
、
人
々
の
自
己
証
明
に
か
か
わ
っ
て
伝
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、

集
合
的
記
憶
の
役
割
と
一
致
し
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
垣
根
を
は
ず
し
て

追
究
し
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
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