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◆ キーワード　東日本大震災／放射能災／和合亮一／語ること／マイノリティーの文学

富
山
妙
子
（
画
家
）
は
、
3
・
11
（
二
〇
一
一・
三・
一
一
東
日
本
大
震

災
、
福
島
第
一
原
発
に
よ
る
放
射
能
災
）
か
ら
あ
と
、︿
日
本
社
会
が
敬
虔

な
祈
り
の
姿
勢
に
は
い
っ
た
﹀
と
感
じ
取
り
、
津
波
遭
害
、
放
射
能
災
に

向
き
合
っ
て
、
海
の
祈
り
、
原
発
へ
の
怒
り
を
描
き
つ
づ
け
た
。
そ
の
、

日
本
社
会
の
祈
り
の
姿
勢
が
、
二
年
目
、
三
年
目
に
は
い
り
、
ど
こ
へ
ど

う
行
っ
て
し
ま
う
の
か
、
私
は
富
山
か
ら
何
ご
と
か
を
聴
き
た
く
思
い
、

イ
ベ
ン
ト「
現
代
へ
の
黙
示
」へ
出
か
け
て
い
っ
た（
二
〇
一
四・九・二
〇
）。

い
ま
、
九
十
四
歳
。
シ
カ
ゴ
大
学
の
反
原
子
力
の
サ
イ
ト
「atom

ic	age

」

に
は
、
富
山
の
描
く
福
島
第
一
原
発
の
む
き
だ
し
の
廃
屋
の
絵
像
が
表
紙

に
置
か
れ
る
。

3
・
11
の
直
後
、
そ
し
て
そ
の
二
〇
一
一
と
い
う
一
年
を
、
日
本

社
会
は
ど
う
し
よ
う
と
し
た
ろ
う
か
。
深
層
と
い
う
べ
き
社
会
の
底
で

何
を
受
け
止
め
た
か
。
赤
坂
憲
雄
（
民
俗
学
）
は
「
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー

特
区
」
を
構
想
す
る
（「
福
島
、
は
じ
ま
り
の
場
所
へ
」『
朝
日
新
聞
』

二
〇
一
一・
六・
一
四
）。
か
れ
は
復
興
構
想
委
員
と
し
て
、
い
き
な
り
「
精

神
史
の
な
か
の
東
北
に
つ
い
て
語
り
た
い
」
と
語
り
始
め
て
（「
鎮
魂
と
再

「
二
〇
一
一
～
二
〇
一
四
」
と
明
日
と
の
あ
い
だ

藤	

井　

貞	

和

生
の
た
め
に
」、
復
興
構
想
会
議
四・
三
〇
）、
お
そ
ら
く
並
み
い
る
委
員
た

ち
の
度
肝
を
抜
い
た
。
無
効
な
発
言
だ
と
言
う
こ
と
で
な
く
、
こ
の
発
言

じ
た
い
に
生
き
ら
れ
る
権
利
が
あ
る
。「
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
特
区
」
構
想
は

︿
ミ
ロ
ク
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
﹀
で
も
あ
る
。
東
北
と
い
う
絆
が
試
さ
れ
、
世

界
へ
向
け
て
創
る
と
い
う
提
案
は
、
表
層
で
無
効
だ
と
し
て
も
、︿
東
北
学
﹀

を
踏
ま
え
た
深
層
か
ら
の
発
言
と
い
う
こ
と
に
た
ぶ
ん
な
る
。

「
3
・
11
以
後
を
考
え
る
う
た
げ
の
会
」
は
、
そ
の
赤
坂
や
、
口
承
文
芸

学
会
の
会
長
を
以
前
に
務
め
た
川
田
順
造
ら
に
よ
っ
て
、
四
月
に
は
発
足

し
、
八
回
の
イ
ベ
ン
ト
で
東
北
に
向
き
合
っ
て
き
た
。「
琵
琶
物
語
と
琵
琶

歌
の
う
た
げ
」（
後
藤
幸
浩
・
片
山
旭
星
）、「
語
り
芝
居
・
泉
鏡
花
作
『
眉

か
く
し
の
霊
』」（
鳥
山
昌
克
）、「
東
北
を
歌
う
│
│
津
軽
三
味
線
の
世

界
」（
二
代
目
高
橋
竹
山
）、「
詩
の
生
ま
れ
る
場
所
」（
入
澤
康
夫
）、「
納

涼
落
語
の
タ
ベ
│
│
『
死
神
』」（
柳
家
小
満
ん
）、「
災
間
を
生
き
る
︿
う

た
﹀
と
︿
こ
と
ば
﹀」（
赤
坂
憲
雄
×
佐
々
木
幹
郎
）、「
撃
つ
、
歩
く
、
廻

す
│
│
韓
国
伝
統
芸
能
の
う
た
げ
」（
ミ
ン
・
ヨ
ン
チ
）、「
浄
瑠
璃
を
︿
歌

う
﹀、
文
楽
を
語
る
│
│
『
曽
根
崎
心
中
』
の
世
界
』（
豊
竹
睦
大
夫
＋
豊
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澤
龍
爾
）。

何
回
目
か
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
は
「
3
・
11
の
記
憶
を
忘
れ
よ
う
と
し

て
い
る
日
本
に
抗
し
て
」
と
あ
る
。「
う
た
げ
」
と
い
う
よ
う
な
名
づ
け
か

ら
だ
と
、
悠
長
な
宴
会
と
見
ら
れ
る
。
無
論
、
悠
長
で
よ
く
（
気
長
に
）、

う
た
げ
（
宴
会
）
は
本
来
の
神
迎
え
と
い
う
意
図
か
と
思
わ
れ
る
。
ど
ん

な
神
々
を
現
代
は
迎
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
む
ず
か
し
い
局
面
が
三
年
め
、

四
年
め
に
の
し
か
か
る
。

『
東
北
を
聴
く
│
│
民
謡
の
原
点
を
訪
ね
て
』（
佐
々
木
幹
郎
、
岩
波
新

書
、
二
〇
一
四・
二
）
は
み
ぎ
の
イ
ベ
ン
ト
の
出
演
者
、
高
橋
竹
山
︿
二

代
目
﹀
と
と
も
に
歩
む
、
と
い
う
か
、
東
日
本
大
震
災
の
直
後
の
被
災

地
の
村
々
の
行
脚
を
記
録
す
る
。
竹
山
と
言
え
ば
、
か
の
竹
山
（
初
代

︿
一
九
一
〇
～
九
八
﹀）
し
か
知
ら
な
か
っ
た
。
私
ば
か
り
で
は
あ
る
ま
い
。

そ
の
初
代
の
演
奏
を
通
し
て
の
あ
の
津
軽
三
味
線
、
と
い
う
固
定
観
が
ゆ

す
ぶ
ら
れ
る
。
最
初
に
佐
々
木
に
よ
る
「
鎮
魂
歌
」
が
載
っ
て
い
る
。
二

代
目
竹
山
と
佐
々
木
と
は
、
九
月
末
か
ら
、
大
船
渡
、
釜
石
、
陸
前
高
田

の
町
々
を
回
り
、
演
奏
と
民
謡
、
詩
の
朗
読
と
い
う
ラ
イ
ブ
を
か
さ
ね
た
。

津
軽
三
味
線
は
も
と
も
と
、「
唄
の
つ
き
物
」
で
し
か
な
か
っ
た
。
じ
ょ

ん
か
ら
節
、
よ
さ
れ
節
な
ど
、
い
く
つ
か
の
数
少
な
い
民
謡
の
た
め
の
伴

奏
楽
器
で
し
か
な
く
、
た
ん
に
三
味
線
と
呼
ば
れ
る
の
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

そ
れ
を
現
代
音
楽
と
し
て
開
拓
し
た
の
が
初
代
で
、
一
九
七
三
年
に
は
渋

谷
の
ジ
ァ
ン
・
ジ
ァ
ン
を
い
っ
ぱ
い
に
し
て
、
世
に
迎
え
ら
れ
る
。
一
点

だ
け
光
は
見
え
た
ら
し
い
、
し
か
し
、
文
字
な
ど
は
見
え
な
か
っ
た
と
い

う
。
三
陸
海
岸
か
ら
北
海
道
ま
で
一
人
で
門
付
け
芸
を
続
け
た
、「
ボ
サ
マ
」

で
あ
る
。
そ
の
竹
山
の
も
と
で
、
高
橋
竹
与
と
し
て
内
弟
子
生
活
を
は
じ

め
た
彼
女
は
、
一
九
七
九
年
に
自
立
し
、
初
代
の
亡
く
な
る
前
年
に
二
代

目
を
襲
名
す
る
。

初
代
は
昭
和
八
年
（
一
九
三
三
）、
三
陸
海
岸
（
野
田
村
玉
川
地
区
）
に

い
て
、
泊
ま
っ
て
い
た
宿
屋
で
揺
れ
を
感
じ
た
瞬
間
、
大
津
波
が
来
る
と

思
い
、
盲
人
の
芸
人
、
四
人
と
と
も
に
裏
山
の
竹
藪
に
逃
げ
た
。
芸
人
た

ち
が
、
と
き
に
大
規
模
な
人
数
で
、
と
き
に
少
人
数
で
、
唄
会
興
業
を
し

な
が
ら
、
村
や
地
区
を
わ
た
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
七
十
八
年
前
の

こ
と
な
が
ら
、
か
れ
ら
が
避
難
す
る
と
き
、
手
助
け
し
た
女
性
が
い
た
と

い
う
の
で
、
そ
の
川
崎
ヨ
シ
（
一
九
〇
一
～
二
〇
〇
三
、百
二
歳
）
口
述
の

聞
き
書
き
が
小
谷
地
鉄
也
の
筆
記
／
翻
刻
で
の
こ
さ
れ
て
い
た
。

川
崎
「
旅
館
に
目
の
め
ー
な
い
か
だ
ぁ
四
人
も
い
さ
ん
し
た
。
…
…
た

し
か
、
く
ず
ま
ぎ
生
ま
れ
の
か
だ
ど
、
ぬ
ま
ぐ
な
い
の
か
だ
ど
、
そ
ー
し

て
、
た
が
は
し
、
三
味
線
の
先
生
も
、
ま
だ
「
ぼ
ー
さ
ま
」
ず
ー
名
の
ど

ぎ
で
お
で
あ
ん
し
た
。」、
と
（
く
ず
ま
ぎ
は
葛
巻
、
ぬ
ま
ぐ
な
い
は
沼
宮

内
）。
旅
館
の
人
に
た
の
ま
れ
て
、
公
園
（
高
台
）
の
ほ
う
は
草
原
を
通
っ

て
ゆ
く
の
で
、
転
ん
だ
ら
起
こ
せ
な
い
と
思
っ
た
の
で
、
ど
ん
な
大
き
な

津
波
が
来
て
も
心
配
な
い
高
台
の
地
区
へ
と
、
か
れ
ら
を
押
し
て
行
っ
た
。

二
人
ず
つ
、
縦
に
並
べ
て
、
背
中
を
押
し
上
げ
た
。「
気
を
付
け
て
く
だ
さ

い
。
足
元
に
気
を
付
け
て
、
四
人
一
塊
に
な
っ
て
い
て
下
さ
い
。
私
の
力

は
あ
ま
り
あ
り
ま
せ
ん
の
で
」
と
言
っ
た
ら
、
ど
な
た
か
、「
あ
り
が
た
い

人
も
い
る
も
の
だ
。
助
け
て
下
さ
い
」
と
い
う
声
が
あ
っ
た
。「
早
く
し
な

い
と
死
ん
で
し
ま
う
」
と
思
い
な
が
ら
押
し
上
げ
た
こ
と
を
思
い
出
す
と
、
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い
ま
で
も
「
ぞ
っ
」
と
す
る
、
と
。

特
養
ホ
ー
ム
で
九
十
四
歳
の
と
き
に
録
音
さ
れ
た
、
川
崎
か
ら
の
聞
き

書
き
テ
ー
プ
を
佐
々
木
た
ち
は
聴
く
こ
と
が
で
き
た
。
四
人
を
助
け
る
た

め
に
、
川
崎
は
咄
嗟
の
判
断
で
、
急
坂
を
登
ら
せ
て
も
う
一
つ
の
高
台
へ
、

か
れ
ら
の
背
中
を
押
し
な
が
ら
、
自
分
も
津
波
で
死
ぬ
の
で
は
な
い
か
と

恐
れ
た
と
い
う
。
以
前
の
津
波
の
記
憶
が
（
村
に
）
の
こ
さ
れ
て
い
て
、

川
崎
を
適
切
な
行
動
へ
導
い
た
と
い
う
よ
う
に
推
測
で
き
る
。

そ
れ
か
ら
五
十
年
後
に
、
初
代
は
お
礼
を
い
う
た
め
に
川
崎
を
訪
ね
て

い
る
。
し
か
し
、
そ
の
時
の
記
録
も
、
記
憶
も
、
周
囲
の
ひ
と
に
は
の
こ

さ
れ
て
い
な
い
。
二
代
目
竹
山
は
、
ヨ
シ
の
ご
遺
族
か
ら
の
話
を
聞
き
終

わ
る
と
、
ふ
い
に
立
ち
上
が
り
、「
お
礼
に
民
謡
を
唄
わ
せ
て
も
ら
い
ま
す
」

と
、
牛
方
節
、
そ
し
て
津
軽
山
唄
と
を
続
け
て
唄
っ
た
。
佐
々
木
は
、「
門

付
け
芸
と
は
こ
う
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
」
と
、
二
代
目
竹
山
の
朗
々
と

し
た
声
を
聴
き
な
が
ら
、
何
か
が
腑
に
落
ち
る
よ
う
に
溶
け
て
ゆ
く
の
を

お
ぼ
え
た
。

二
代
目
竹
山
と
佐
々
木
と
は
、
三・
一
一
の
あ
と
、（
佐
々
木
に
拠
れ
ば
）

「
ラ
イ
ブ
の
旅
と
い
う
名
の
門
付
け
芸
に
出
た
の
だ
」。
初
代
は
独
奏
曲
を

つ
く
り
、
現
代
音
楽
と
し
て
の
︿
津
軽
三
味
線
﹀
を
創
生
し
た
が
、
あ
る

意
味
で
、
か
れ
ら
は
、
初
代
と
逆
に
三
味
線
を
「
唄
の
つ
き
物
」
と
い
う

本
来
に
も
ど
し
、
民
謡
（
と
い
ま
で
は
い
う
唄
の
）
原
点
で
、
何
か
を
と

ら
え
よ
う
と
し
た
。
新
し
い
「
口
説
き
節
」（
語
り
物
）
を
作
り
た
い
、
と

い
う
思
い
は
そ
れ
だ
ろ
う
。

冒
頭
に
「
鎮
魂
歌
」
を
寄
せ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
集
約
さ
れ
る
、
現

代
詩
と
、
口
承
文
芸
、
芸
能
、
語
り
物
と
の
接
点
と
い
う
こ
と
に
思
い
が

走
る
。
こ
れ
が
佐
々
木
に
と
っ
て
避
け
ら
れ
な
い
テ
ー
マ
だ
っ
た
よ
う
な

気
が
す
る
。
自
由
詩
の
最
先
端
を
行
く
よ
う
に
見
せ
な
が
ら
、
民
俗
社
会

や
古
典
、
ま
た
諸
地
域
の
言
語
に
こ
だ
わ
り
、
ず
い
ぶ
ん
も
た
つ
き
も
す

る
。
東
北
の
ボ
サ
マ
と
の
「
出
会
い
」
を
か
れ
ら
は
果
た
し
た
。
以
前
に

（
一
九
八
〇
年
代
初
頭
）、
九
州
で
盲
僧
を
追
い
か
け
た
時
、
い
つ
か
は
東

北
で
の
ボ
サ
マ
に
会
い
た
い
と
思
っ
た
。

山
口
弥
一
郎
の
一
冊
『
津
浪
と
村
』（
恒
春
閣
書
房
）
は
、『
東
北
の

村
々
』（
同
）
と
と
も
に
、
昭
和
十
八
年
（
一
九
四
三
）
の
刊
行
で
、
そ
れ

が
石
井
正
己
／
川
島
秀
一
に
よ
り
復
刊
さ
れ
て
（
二
〇
一
一・
五
）、
昭
和

八
年
の
大
災
害
と
、
三・
一
一
の
そ
れ
と
が
ま
っ
す
ぐ
に
向
き
合
う
こ
と
と

な
っ
た
。
こ
の
復
刊
は
口
承
文
芸
関
係
者
の
手
に
な
る
、
い
ち
早
い
貢
献

で
あ
り
、
こ
れ
な
く
し
て
は
い
た
ず
ら
な
議
論
が
論
客
た
ち
に
よ
っ
て
い

か
に
な
さ
れ
よ
う
と
、
半
端
な
物
言
い
で
し
か
な
か
ろ
う
。
両
人
は
阪
神

淡
路
大
地
震
の
あ
っ
た
夏
（
一
九
九
五
）
に
、
こ
の
書
を
携
え
て
三
陸
を

踏
破
し
た
の
だ
と
い
う
。

重
茂
に
は
、
明
治
二
十
九
年
（
一
八
九
六
）
と
、
昭
和
八
年
と
、
再
度

全
滅
し
た
集
落
が
あ
る
。
上
閉
伊
郡
鵜
住
居
村
に
も
、
再
度
企
滅
し
た
集

落
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
昭
和
八
年
の
死
者
は
二
、三
名
で
あ
っ
た
。
そ
れ

に
対
し
て
重
茂
の
一
集
落
で
は
、
救
わ
れ
た
ひ
と
が
わ
ず
か
に
二
、三
名
で

あ
っ
た
。
こ
の
生
命
の
災
害
の
差
は
何
に
原
因
す
る
か
。
高
地
性
集
落
を

決
意
し
な
が
ら
、
な
ぜ
挫
折
し
、
失
敗
す
る
の
か
。
一
方
で
は
、
団
結
し

て
山
を
あ
が
り
、
救
わ
れ
た
村
が
あ
る
。
そ
う
で
な
か
っ
た
村
と
の
決
定
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的
な
差
異
と
は
何
な
の
か
。
全
滅
し
た
村
の
な
か
に
は
、
生
き
の
こ
っ
た

古
老
も
な
く
、
再
度
の
津
浪
を
警
戒
す
る
す
べ
を
知
ら
な
か
っ
た
、
と
い

う
不
幸
が
附
き
纏
う
。

古
い
伝
説
を
持
つ
村
も
あ
る
。
役
小
角
を
名
の
る
行
者
が
、
あ
る
と

き
、
村
に
あ
ら
わ
れ
、
か
ず
か
ず
の
奇
瑞
に
よ
っ
て
、
村
人
の
信
頼
を
得

た
の
ち
に
、
高
台
へ
の
移
動
を
託
宣
し
て
去
っ
た
と
い
う
。
そ
の
教
え
を

守
る
こ
と
千
二
百
年
と
い
う
「
伝
説
」
は
、
山
口
の
本
か
ら
の
孫
引
き
に

拠
れ
ば
、「
史
を
接
ず
る
に
、
役
の
小
角
、
或
は
行
者
と
も
い
ふ
。
…
…
此

の
行
者
が
、
一
日
、
陸
中
の
国
は
船
越
ノ
浦
に
現
は
れ
、
里
人
を
集
め
て

数
々
の
不
思
議
を
示
し
、
後
、
戒
め
て
言
ふ
に
は
、
卿
等
の
村
は
向
ふ
の

丘
の
上
に
建
て
よ
、
決
し
て
此
の
海
浜
に
建
て
ゝ
は
な
ら
な
い
。
も
し
、

此
の
戒
を
守
ら
な
か
つ
た
ら
、
災
害
立
ち
ど
こ
ろ
に
至
る
で
あ
ら
う
と
。

行
者
の
奇
蹟
に
魅
せ
ら
れ
た
村
人
は
、
能
く
そ
の
教
へ
を
守
り
、
爾
来
、

千
二
百
年
間
、
敢
へ
て
之
に
背
く
様
な
こ
と
を
し
な
か
つ
た
」（
今
村
明
恒

「
役
小
角
と
津
浪
除
け
」）、
と
。

津
波
震
災
の
三
陸
を
、
地
理
学
そ
し
て
民
俗
学
の
立
場
か
ら
、
さ
き
に

田
中
舘
秀
三
が
、
そ
し
て
山
口
が
歩
い
て
調
べ
上
げ
た
。
明
治
二
十
九
年

の
震
災
の
あ
と
、
高
地
性
集
落
を
敢
行
し
た
村
と
、
そ
う
で
な
か
っ
た
村

と
の
、
昭
和
八
年
に
お
け
る
明
暗
を
丹
念
に
挙
げ
て
い
る
。
昭
和
三
陸
地

震
は
昭
和
八
年
（
一
九
三
三
）
三
月
三
日
午
前
二
時
三
十
分
に
、
釜
石
町

の
東
方
沖
約
二
百
㎞
を
震
源
と
し
て
発
生
し
た
地
震
で
、
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー

ド
８
・
１
と
推
定
さ
れ
る
。
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
は
対
数
計
算
で
あ
る
か
ら
、

数
値
が
１
・０
上
が
る
た
び
に
、
い
っ
た
い
何
倍
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
換
算
に
な

る
の
か
。
た
ぶ
ん
、
11
か
12
か
で
隕
石
の
衝
突
や
地
球
の
消
滅
だ
ろ
う
。

人
類
は
そ
の
直
前
の
「
撤
退
」
す
る
ぎ
り
ぎ
り
ま
で
闘
わ
ね
ば
な
ら
な
い

は
ず
だ
。

震
源
は
日
本
海
溝
を
隔
て
た
太
平
洋
側
だ
っ
た
と
い
う
。
三
陸
海
岸

ま
で
の
距
離
が
あ
っ
た
た
め
に
、
明
治
三
陸
地
震
に
比
べ
て
、
地
震
に

よ
る
直
接
の
被
害
は
少
な
か
っ
た
も
の
の
、
発
生
し
た
大
津
浪
が
襲
来

し
て
、
大
き
な
被
害
と
な
っ
た
。
最
大
遡
上
高
は
気
仙
郡
綾
里
村
で
海
抜

二
十
八・七
ｍ
を
記
録
し
た
と
言
わ
れ
る
。

　

ノ
ー
ン
、
ノ
ー
ン

地
震
の
直
前
の
鳴
動
音
を
山
口
は
何
度
も
聞
き
書
き
し
て
い
る
。
ノ
ー

ン
、
ノ
ー
ン
。
津
浪
の
こ
と
を
「
海
嘯
」
と
呼
ぶ
、
ま
さ
に
海
の
嘯
き
だ

ろ
う
。
そ
の
名
を
冠
す
る
、
被
災
後
に
お
い
て
施
行
さ
れ
た
「
海
嘯
罹
災

地
建
築
取
締
規
則
」
は
、
被
災
地
で
の
建
築
物
の
建
造
を
原
則
と
し
て
禁

じ
、
違
反
者
へ
の
罰
則
規
定
ま
で
あ
っ
た
と
い
う
。
防
浪
堤
の
設
置
は
、

山
口
が
山
田
町
の
「
津
浪
の
ト
ー
チ
カ
」
と
し
て
報
告
す
る
事
例
な
ど
、

町
を
護
ろ
う
と
す
る
努
力
を
見
せ
て
い
る
、「
た
だ
心
配
さ
れ
る
の
は
漸
次

防
壁
外
に
も
居
住
地
域
が
進
出
し
は
せ
ぬ
か
で
あ
る
」
と
山
口
は
記
す
。

も
と
の
被
災
地
へ
一
人
移
り
、
二
人
が
永
住
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
郷
土

の
先
輩
た
ち
の
築
き
あ
げ
た
防
塞
が
無
に
帰
し
て
ゆ
く
心
配
を
、
山
口
は

『
津
浪
と
村
』
の
な
か
で
繰
り
返
す
。

被
害
の
大
き
さ
と
べ
つ
に
、
実
際
に
は
集
落
移
動
に
失
敗
し
た
例
と

し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
も
船
越
で
あ
る
か
ら
（『
津
浪
と
村
』『
東
北
の

村
々
』）、
地
理
的
条
件
、
古
老
の
意
見
、
国
庫
補
助
な
ど
の
、
錯
綜
す
る
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困
難
を
越
え
る
こ
と
の
あ
ま
り
の
む
ず
か
し
さ
で
あ
る
。『
東
北
の
村
々
』

に
よ
る
と
、
現
地
居
住
と
い
う
か
た
ち
を
取
る
五
例
は
、
明
治
二
十
九
年

の
津
浪
の
あ
と
、
無
防
備
の
ま
ま
ふ
た
た
び
津
浪
被
害
を
受
け
た
村
や
、

防
波
堤
、
防
潮
林
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
塀
に
よ
る
武
装
の
在
り
方
な
ど
、
さ

ま
ざ
ま
を
見
せ
る
。

三
陸
沖
か
ら
南
へ
数
百
キ
ロ
を
突
っ
走
っ
た
今
回
の
地
震
に
よ
る
断
裂

だ
っ
た
。
福
島
沖
、
茨
城
沖
と
あ
ま
り
に
も
広
域
で
あ
る
。
福
島
沖
の
震

源
は
原
発
群
に
襲
い
か
か
る
と
い
う
無
惨
な
始
ま
り
の
時
を
刻
ん
だ
。
記

録
と
い
う
こ
と
か
ら
も
、
メ
デ
ィ
ア
と
い
う
観
点
か
ら
も
、
経
験
の
な
い

始
ま
り
と
な
っ
た
。
強
烈
な
地
震
に
耐
え
き
れ
な
か
っ
た
送
電
鉄
塔
の
倒

壊
に
よ
る
か
、
全
原
発
の
冷
却
装
置
の
停
止
と
、
原
発
基
地
へ
の
津
波
の

襲
来
と
、
ど
ち
ら
が
さ
き
か
わ
か
ら
な
い
。
い
や
、
東
電
側
が
隠
し
て
い

る
こ
と
を
含
め
、
わ
か
ら
な
く
さ
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
多
す
ぎ
る
。

3
・
11
被
災
の
数
日
後
か
ら
、
ツ
ィ
ッ
タ
ー
（
投
稿
サ
ー
ビ
ス
、
ミ
ニ

ブ
ロ
グ
）
を
利
用
す
る
一
詩
人
（
和
合
亮
一
）
の
詩
的
発
信
が
始
ま
っ
た
。

早
く
か
ら
力
量
を
蓄
え
て
き
て
い
た
（
中
原
中
也
賞
詩
人
で
あ
る
）
和
合

に
よ
る
、
被
災
地
へ
、
そ
し
て
全
国
へ
の
、
詩
的
発
信
に
つ
い
て
、
い
く

つ
か
、
き
ち
ん
と
分
析
な
い
し
批
評
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思

う
。
そ
の
分
析
な
い
し
批
評
が
な
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
よ
り
、
見
え
な

く
さ
せ
ら
れ
、
隠
さ
れ
て
い
る
。
和
合
の
詩
的
言
語
に
よ
る
、
発
信
内
容

に
籠
も
る
被
災
者
た
ち
へ
の
励
ま
し
と
い
う
こ
と
と
と
も
に
、
出
版
関
係

を
含
む
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
た
ち
を
も
突
き
動
か
し
て
、
フ
ォ
ロ
ワ
ー
が
急

速
に
広
が
る
と
い
う
、二
十
年
前
の
阪
神
淡
路
大
震
災
で
は
あ
り
え
な
か
っ

た
現
象
を
つ
く
り
出
し
た
。
し
か
し
、
問
題
は
、
県
外
で
も
そ
う
だ
っ
た

が
、
福
島
県
と
い
う
県
内
で
、
和
合
の
発
信
行
動
に
対
し
、
拒
絶
反
応
が

つ
よ
く
詩
の
書
き
手
た
ち
の
な
か
か
ら
出
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。

む
ろ
ん
、
励
ま
さ
れ
る
人
の
な
か
に
、
詩
の
書
き
手
が
い
く
ら
も
い
て

よ
い
。
こ
れ
は
難
解
な
問
題
だ
。
そ
の
よ
う
な
拒
絶
反
応
（
と
言
っ
て
お

く
）
は
、
県
内
の
詩
の
書
き
手
や
教
育
関
係
者
な
ど
、
多
少
な
り
と
も
文

学
の
周
辺
で
つ
よ
か
っ
た
ら
し
い
。「
ら
し
い
」
と
い
う
の
は
、
県
外
か
ら

容
易
に
つ
か
め
な
い
こ
と
で
あ
る
上
に
、
県
内
に
あ
っ
て
も
、
文
面
の
よ

う
な
か
た
ち
で
は
、
な
か
な
か
は
っ
き
り
と
の
こ
る
性
格
の
も
の
で
な
い
、

隠
微
さ
を
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
県
外
と
県
内
と
を
分
け
る
現
象
で
あ
る
と

と
も
に
、
県
内
で
評
価
が
割
れ
る
と
い
う
、
だ
か
ら
福
島
県
内
と
国
内
ぜ

ん
た
い
と
の
関
係
は
後
者
に
と
り
前
者
を
縮
図
と
す
る
。
こ
の
構
図
は
押

さ
え
て
お
き
た
い
こ
と
ど
も
の
一
つ
だ
。

三
月
十
一
日
～
十
五
日
と
い
う
被
災
状
況
を
い
ま
か
ら
で
も
思
い
知
る

な
ら
ば
、
原
子
炉
の
つ
ぎ
か
ら
つ
ぎ
へ
起
こ
る
水
素
爆
発
（
第
一
報
は
水

蒸
気
爆
発
と
も
あ
っ
た
）、
過
酷
な
メ
ル
ト
ダ
ウ
ン
（
底
部
が
地
下
へ
突
き

抜
け
る
チ
ャ
イ
ナ
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
で
は
な
い
か
）、
三
月
十
五
日
午
後
か
ら

深
夜
に
か
け
て
の
信
じ
が
た
い
高
線
量
（
子
ど
も
た
ち
を
襲
う
）
と
い
う
、

刻
一
刻
の
な
か
で
東
日
本
の
「
死
」
を
「
見
」、
覚
悟
も
し
た
人
が
い
た
は

ず
だ
。
こ
れ
ら
が
す
べ
て
に
と
っ
て
の
原
点
で
あ
る
。
い
ま
に
忘
れ
よ
う

と
し
て
い
る
人
た
ち
は
、
意
図
的
に
忘
れ
よ
う
と
し
て
い
る
か
、
原
点
で

あ
る
こ
と
を
感
じ
な
か
っ
た
人
た
ち
か
、
だ
ろ
う
。

記
憶
や
記
録
の
た
い
せ
つ
さ
を
、
言
っ
て
言
い
過
ぎ
る
こ
と
が
な
い
。
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そ
の
た
い
せ
つ
さ
を
言
う
こ
と
は
、
意
図
的
に
忘
れ
よ
う
と
す
る
、
場
合

に
よ
っ
て
記
憶
や
記
録
を
歪
曲
す
る
向
き
に
対
し
て
、
抵
抗
す
る
こ
と
で

も
あ
る
。
詩
な
ら
詩
と
い
う
、
直
接
に
し
て
即
時
の
感
情
の
分
析
を
含
む

文
学
が
「
記
憶
や
記
録
」
に
深
く
か
か
わ
る
こ
と
を
得
意
と
す
る
、
と
も

言
っ
て
お
こ
う
。
詩
と
は
無
論
、
短
歌
や
俳
句
そ
の
他
を
含
ん
で
い
る
。

︿
直
接
に
し
て
即
時
の
感
情
の
分
析
を
含
む
﹀
と
は
詩
の
機
能
の
一
部
で
し

か
な
い
。

六
月
に
は
和
合
の
ツ
ィ
ッ
タ
ー
詩
が
三
冊
の
詩
集
と
い
う
か
た
ち
で
出

版
さ
れ
る
。
詩
集
な
ら
ば
、
詩
の
専
門
出
版
社
か
ら
出
さ
れ
る
の
に
馴
れ

て
い
る
読
者
た
ち
に
は
、
そ
れ
ら
が
徳
間
書
店
、
新
潮
社
、
朝
日
新
聞
出

版
と
い
う
、（
場
違
い
な
？
）
大
手
出
版
社
か
ら
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
、

異
常
さ
を
お
ぼ
え
た
と
知
ら
れ
る
。
三
冊
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
特
色
を
有
し

て
い
て
、
そ
の
う
ち
の
『
詩
ノ
黙
礼
』（
新
潮
社
）
は
、
や
や
長
編
に
す
る

意
図
を
ツ
ィ
ッ
タ
ー
発
信
の
う
ち
か
ら
持
っ
て
い
た
も
よ
う
で
、
構
成
的

に
も
、
言
語
の
質
の
高
さ
か
ら
い
っ
て
も
、
詩
史
に
の
こ
る
よ
い
詩
集
で

あ
り
、
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
出
版
社
か
ら
例
外
的
に
出
さ
れ
た
商
業
性
を
さ
し

引
く
と
し
て
も
、
そ
れ
自
体
が
非
難
の
理
由
に
は
な
ら
な
い
は
ず
だ
。

す
さ
ま
じ
い
と
言
っ
て
よ
い
、
和
合
へ
の
「
批
判
」
が
聞
こ
え
て
き
た

の
は
、
私
の
場
合
、
そ
れ
ら
の
三
冊
の
詩
集
が
刊
行
さ
れ
た
あ
と
、
し
ば

ら
く
経
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
垂
れ
流
し
、
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
、
売
名
、
和
合

某
が
…
…
、
と
い
っ
た
和
合
の
詩
行
動
へ
の
「
批
判
」
は
、
ツ
ィ
ッ
タ
ー

で
の
発
信
に
対
し
て
早
く
あ
っ
た
か
、
推
測
に
属
す
る
こ
と
で
確
認
で
き

な
い
。
多
く
は
三
冊
の
詩
集
刊
行
の
あ
と
に
お
い
て
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

福
島
県
内
で
は
、
教
員
と
し
て
の
職
務
を
ほ
っ
た
ら
か
し
て
、
出
演
や
イ

ベ
ン
ト
を
優
先
し
て
い
る
、
な
ど
と
い
う
声
が
聞
か
れ
た
と
い
う
。
そ
し

て
、
そ
の
年
の
内
に
、
在
京
の
詩
誌
の
上
で
は
、「
震
災
特
需
」（
文
学
特

需
だ
っ
た
か
）、「
詩
の
被
災
」
と
い
っ
た
、
心
な
い
言
葉
が
和
合
に
向
け

ら
れ
て
い
っ
た
。

三
年
め
に
は
や
や
沈
静
し
た
か
と
見
ら
れ
た
も
の
の
、
な
ぜ
か
四
年
め

に
は
い
っ
て
、「
総
動
員
体
制
」
と
い
う
纏
め
方
や
、
あ
る
い
は
、「
和
合

と
い
う
症
例
」
つ
ま
り
「
俗
情
と
の
結
託
」
の
最
悪
の
ケ
ー
ス
、
と
い
っ

た
言
い
方
で
の
批
判
が
、
新
た
に
付
け
加
わ
っ
て
く
る
。
三
年
と
い
う
周

期
を
越
え
て
、
何
か
が
変
わ
る
と
い
う
こ
と
の
よ
う
で
あ
り
、
あ
た
か
も

日
本
社
会
で
ヘ
イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
が
ひ
ど
く
な
る
の
に
あ
わ
せ
た
現
象
だ

と
も
見
ら
れ
る
。

「
特
需
」
と
は
隣
り
あ
う
国
で
の
戦
争
で
金
儲
け
を
す
る
日
本
社
会
の
経

済
的
「
復
興
」
を
意
味
す
る
語
で
あ
っ
た
（
朝
鮮
戦
争
で
あ
る
）、
こ
の
語

は
な
か
な
か
私
に
使
え
な
い
。「
総
動
員
体
制
」
も
戦
時
態
勢
を
い
う
語
で

あ
る
か
ら
（
ナ
チ
ズ
ム
系
の
思
想
家
が
使
用
し
た
語
で
も
あ
る
）、
爆
発
的

に
「
売
れ
る
」
和
合
の
本
が
ど
う
し
て
総
動
員
体
制
と
い
う
認
識
に
な
る

の
か
、
し
か
し
戦
争
状
態
を
類
推
す
る
よ
う
な
こ
れ
ら
の
論
じ
方
に
は
一

定
の
理
由
が
あ
る
と
、
冷
静
に
見
守
る
必
要
が
あ
る
。

和
合
は
︿
詩
を
書
く
と
は
ど
う
い
う
詩
を
書
く
べ
き
か
﹀
と
い
う
、
世

間
か
ら
の
承
認
を
踏
み
外
し
た
め
に
、
か
れ
ら
を
怒
ら
せ
た
、
不
快
感
を

か
き
た
て
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は
、詩
を
書
く
人
た
ち
の
共
同
体
（
ふ

わ
ふ
わ
と
存
在
す
る
）
が
ど
こ
か
で
ぼ
ん
や
り
と
機
能
す
る
と
い
う
こ
と
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を
意
味
す
る
。
こ
れ
が
私
の
推
測
で
あ
る
。「
あ
い
つ
は
許
せ
な
い
」
と
い

う
、
見
え
な
い
共
同
体
か
ら
の
感
情
が
和
合
を
攻
囲
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

怒
り
や
不
快
感
は
日
本
社
会
が
少
数
者
を
差
別
し
排
除
す
る
あ
り
ふ
れ
た

感
情
だ
ろ
う
、
そ
の
差
別
や
排
除
に
よ
り
少
数
者
を
追
い
や
っ
て
し
ま
え

ば
、
あ
る
い
は
懲
ら
し
め
が
終
わ
れ
ば
、
ま
た
は
「
和
解
」
す
れ
ば
、
忘

れ
た
か
の
よ
う
に
落
着
す
る
こ
と
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
過
酷
事
故
の
さ
な

か
、
多
く
の
フ
ォ
ロ
ー
が
和
合
の
ツ
ィ
ッ
タ
ー
を
読
ん
で
詩
的
表
現
を
求

め
た
た
め
に
、
現
象
的
に
は
少
数
者
と
言
え
な
い
、
多
数
派
が
そ
こ
に
い

る
か
の
よ
う
な
脅
威
を
既
成
の
（
共
同
体
的
な
）
書
き
手
た
ち
に
与
え
て

い
っ
た
。

フ
ォ
ロ
ワ
ー
の
な
か
に
は
、
出
版
関
係
者
た
ち
や
、
多
く
の
（
さ
ま
ざ

ま
な
タ
イ
プ
の
）
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
た
ち
が
い
た
こ
と
も
押
さ
え
る
必
要

が
あ
る
。（
富
山
の
言
う
）
敬
虔
な
時
、
何
か
を
必
死
に
な
っ
て
さ
が
し
求

め
た
い
と
き
、
長
年
に
わ
た
り
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
携
わ
っ
て
き
た
職
業

的
勘
、
あ
る
い
は
出
版
人
魂
と
で
も
い
う
べ
き
、
各
自
が
お
の
お
の
の
根

底
箇
所
を
揺
さ
ぶ
ら
れ
、
災
害
後
し
ば
ら
く
も
せ
ず
書
店
に
出
版
物
が
あ

ふ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
読
者
た
ち
も
そ
の
な
か
の
良
質
な
部
分
を
か
ぎ
分

け
る
力
を
た
め
さ
れ
て
、
特
異
な
出
版
／
読
書
聯
関
の
連
鎖
的
ブ
ー
ム
が

現
出
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
現
象
を
別
の
角
度
か
ら
、
や
や
白
い
眼

で
見
る
よ
う
に
し
て
、「
か
れ
ら
（
出
版
人
た
ち
）
に
は
商
機
が
訪
れ
て
い

る
の
だ
」
と
い
う
判
断
を
す
る
一
定
の
論
客
が
出
て
こ
よ
う
し
、
そ
れ
を

「
特
需
」
と
揶
揄
す
る
捉
え
方
も
あ
り
う
る
と
い
う
こ
と
か
。
あ
く
ま
で

「
原
点
」
に
立
ち
返
る
必
要
が
あ
る
。
未
曾
有
の
災
害
時
に
、
和
合
の
よ
う

な
表
現
形
式
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
、
そ
れ
を
報
道
し
、
特
集

し
、
あ
る
い
は
出
版
活
動
に
結
び
付
け
る
こ
と
に
対
し
、
評
価
さ
れ
こ
そ

す
れ
、
そ
れ
ら
を
「
商
機
」
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
ま
た
は
い
わ
ゆ
る
悪

質
な
「
売
名
」
で
あ
る
か
の
よ
う
に
決
め
つ
け
る
な
ら
ば
、
出
版
史
上
の

汚
点
に
な
り
か
ね
な
い
。

私
と
て
、
た
だ
ち
に
判
断
が
で
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
長
谷
川
櫂
（
俳

人
）
の
『
震
災
歌
集
』（
中
央
公
論
新
社
、
四
月
）
が
い
ち
早
く
本
屋
さ
ん

に
平
積
み
に
な
っ
た
と
き
に
も
、そ
れ
に
接
し
て
は
真
意
を
計
る
の
に
い
っ

と
き
を
要
し
た
。
見
き
わ
め
る
ぎ
り
ぎ
り
は
提
出
さ
れ
た
作
品
の
質
に
あ

る
。
和
合
の
三
冊
を
、
買
っ
て
手
元
に
置
く
べ
き
だ
い
じ
な
詩
集
で
あ
る

と
確
認
し
て
カ
ウ
ン
タ
ー
に
並
ん
だ
。
念
の
た
め
に
言
う
と
、
け
っ
し
て

寄
贈
さ
れ
て
手
に
し
た
わ
け
で
は
な
い
。「
い
ま
、
こ
と
ば
が
ほ
し
い
」
と

い
う
、
飢
え
る
思
い
も
さ
り
な
が
ら
、
さ
き
に
も
言
っ
た
よ
う
に
、
ツ
ィ
ッ

タ
ー
と
い
う
、
大
き
く
も
な
い
メ
デ
ィ
ア
形
式
を
お
ず
お
ず
と
利
用
し
な

が
ら
、
大
震
災
を
あ
い
て
に
長
編
的
構
想
で
抗
す
る
と
い
う
、『
詩
ノ
黙
礼
』

は
詩
史
に
の
こ
る
、
と
思
わ
れ
た
。
ツ
ィ
ッ
タ
ー
に
つ
い
て
は
、
現
代
に

ご
く
普
通
に
行
わ
れ
る
ソ
ー
シ
ャ
ル
な
通
信
手
段
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
じ

た
い
に
何
ら
特
異
点
は
な
い
、
と
い
う
批
判
も
あ
る
。
私
に
は
三
月
下
旬

に
な
っ
て
よ
う
や
く
和
合
の
ツ
ィ
ッ
タ
ー
に
到
達
す
る
と
い
う
遅
ま
き
で

あ
っ
た
け
れ
ど
も
。

福
島
事
故
と
い
う
こ
の
原
発
暴
走
と
は
何
か
。
口
承
文
芸
と
の
接
点

に
、
ど
こ
ま
で
さ
ぐ
っ
て
も
行
き
当
た
ら
な
い
。
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。「
災

害
と
口
承
文
芸
」（
第
38
回
日
本
口
承
文
芸
学
会
大
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、
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二
〇
一
四・
六・
七
～
八
）
で
は
、
会
場
か
ら
、
福
島
の
原
発
事
故
に
よ
る

被
災
者
に
触
れ
ら
れ
な
い
こ
と
に
つ
い
て
発
言
が
あ
っ
た
。
自
殺
者
も
出

て
い
る
状
況
が
あ
る
と
。
原
発
事
故
と
放
射
能
と
に
よ
る
、
避
難
を
余
儀

な
く
さ
れ
て
い
る
人
た
ち
の
現
実
を
避
け
て
い
る
の
で
は
な
い
が
、
ま
だ

向
き
あ
え
ず
に
い
る
と
い
う
も
ど
か
し
さ
を
感
じ
た
、
と
そ
の
報
告
に
あ

る
（
杉
浦
邦
子
報
、『
伝
え
』
55
号
）。

『
震
災
と
語
り
』（
石
井
正
己
編
、
三
弥
井
書
店
）
に
は
そ
の
希
少
な
試

み
で
あ
る
語
り
手
や
研
究
者
の
在
り
方
を
、「（
語
り
の
ラ
イ
ブ
）
原
発
事

故
と
昔
話
」（
中
川
ヤ
エ
子
・
野
村
敬
子
、
於
東
京
学
芸
大
学
）
と
し
て
見

せ
る
。
こ
れ
は
復
唱
し
て
お
こ
う
。
中
川
と
野
村
、
そ
し
て
聴
き
耳
の
会

の
メ
ン
バ
ー
が
、
栃
木
市
お
よ
び
鹿
沼
市
に
、
原
発
事
故
で
住
む
と
こ
ろ

を
失
っ
た
老
人
た
ち
を
訪
ね
る
。
福
島
か
ら
の
避
難
生
活
者
は
な
お
（
そ

の
時
で
）
十
五
万
余
で
あ
り
（
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
を
思
い
合
わ
せ
よ
）、
生

活
の
た
つ
き
、
家
族
（
津
波
遭
害
の
被
災
者
で
も
あ
る
）、
家
畜
た
ち
、
生

き
る
す
べ
、
気
力
を
失
い
、
隣
県
に
身
を
寄
せ
る
人
々
が
い
る
。
放
射
能

災
は
、
生
あ
る
限
り
今
後
三
十
年
以
上
つ
づ
き
、
子
ど
も
た
ち
や
生
殖
能

力
の
あ
る
男
女
（
特
に
女
性
）
に
は
い
ま
で
も
避
難
を
呼
び
か
け
る
研
究

者
の
い
る
危
険
さ
で
あ
り
、
し
か
も
崩
壊
し
た
原
子
炉
じ
た
い
の
再
臨
界

や
強
震
に
よ
る
さ
ら
な
る
倒
壊
の
可
能
性
な
し
と
せ
ず
、
ま
っ
た
く
収
束

し
て
い
な
い
な
か
、福
島
県
の
被
災
地
は
見
棄
て
ら
れ
る
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー

地
と
な
り
つ
つ
あ
る
。

か
れ
ら
の
肩
に
触
れ
な
が
ら
、
中
川
は
語
り
か
け
よ
う
と
す
る
。
自
身

が
涙
声
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
、
語
る
こ
と
が
辛
い
。
浪
江
か
ら
来
ら
れ
た

人
に
、
語
り
か
け
よ
う
と
す
る
と
、「
お
ら
ぁ
、
耳
が
聞
こ
え
ね
ん
だ
ぁ
。

だ
か
ら
、
お
ら
に
は
語
ん
ね
ぇ
で
も
い
い
ん
だ
ぁ
」
と
か
、「
死
ぬ
と
き
に

な
っ
た
わ
ぁ
」
と
か
、
そ
う
い
う
方
へ
、
語
り
手
の
中
川
は
「
タ
ヌ
ギ
の

糸
車
」
を
選
ぶ
。︿
冬
の
あ
い
だ
は
山
を
下
り
て
、
無
人
と
な
る
山
の
小
屋

で
、
か
み
さ
ん
の
糸
車
を
ま
わ
し
な
が
ら
、
タ
ヌ
ギ
が
真
っ
白
な
糸
を
作

る
。
タ
ヌ
ギ
は
見
よ
う
見
ま
ね
で
そ
の
技
術
を
覚
え
た
の
だ
。
春
に
な
っ

て
人
間
た
ち
が
帰
っ
て
く
る
の
を
待
っ
て
い
た
。
木
こ
り
も
、「
う
ー
ん
、

お
ら
ぁ
、
ど
う
も
あ
の
タ
ヌ
ギ
に
悪
い
考
え
を
持
っ
て
い
た
よ
う
だ
、
お

め
ぇ
が
言
う
と
お
り
、
あ
い
つ
は
本
当
に
い
い
や
つ
だ
、
さ
み
し
が
り
や

で
、
お
ど
け
者
で
な
ぁ
」
っ
て
、
そ
う
思
っ
て
た
ん
だ
と
。「
お
ー
い
、
タ

ヌ
ギ
さ
ー
ん
、
こ
れ
か
ら
は
友
だ
ち
に
な
っ
ぺ
な
ー
」
と
、
木
こ
り
と
か

み
さ
ん
と
は
元
気
な
声
で
叫
ん
で
い
た
ん
だ
と
。
は
い
、
こ
れ
で
お
し
ま

い
。﹀中

川
が
こ
れ
を
語
り
出
し
た
最
初
、
毛
布
を
被
っ
て
い
た
聴
き
手
が
、

昔
話
の
終
わ
っ
た
途
端
、
ぱ
っ
と
顔
を
出
し
て
、「
お
も
せ
か
っ
た
（
お

も
し
ろ
か
っ
た
）」
と
言
っ
て
く
れ
た
。
隣
の
、「
お
ら
ぁ
、
耳
が
わ
る
い
」

と
言
っ
て
い
た
方
も
、
こ
っ
ち
を
向
い
て
ち
ゃ
ん
と
聞
い
て
い
た
。
も
う

一
人
の
お
じ
い
ち
ゃ
ん
は
う
な
ず
い
て
く
だ
さ
る
。
か
れ
ら
三
人
の
新
し

い
生
活
が
始
ま
る
の
に
際
し
、
語
る
こ
と
（
言
語
活
動
）
の
必
要
さ
を
考

え
た
中
川
、
そ
し
て
野
村
ら
に
よ
る
ヴ
ォ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
あ
る
。「
お
も
せ

か
っ
た
。
次
、
い
つ
来
る
？
」
と
、
閉
ざ
し
た
心
が
す
こ
し
ず
つ
和
い
で

ゆ
く
。
語
り
手
た
ち
に
し
て
も
、
語
り
に
長
年
、
従
事
し
て
き
た
こ
と
の
、

報
わ
れ
よ
う
と
す
る
一
瞬
だ
ろ
う
。
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無
論
、「
昔
話
を
語
ら
せ
て
く
だ
さ
い
」
と
行
く
と
、
お
役
所
か
ら
は

「
ば
あ
ち
ゃ
ん
、
観
光
に
来
た
ん
じ
ゃ
ね
ぇ
ぞ
」
と
、
追
い
払
わ
れ
る
わ
け

で
、
口
承
文
芸
学
が
も
っ
と
社
会
的
に
認
知
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
、
と
野

村
は
結
ぶ
。「
人
間
が
人
間
と
会
っ
て
、
心
を
交
わ
し
あ
う
昔
話
と
い
う
文

芸
の
原
形
に
立
ち
戻
っ
て
い
く
学
問
で
あ
る
こ
と
を
、
も
う
一
回
、
私
は

訴
え
て
み
た
い
な
と
思
っ
て
お
り
ま
す
」、
と
。
こ
の
こ
と
は
『
昔
話
│
│

研
究
と
資
料
』
41
（
日
本
昔
話
学
会
、
二
〇
一
三・
三
）
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

「
昔
話
の
継
承
と
実
践　

可
能
性
と
課
題
」
の
「
趣
旨
説
明
」（
野
村
）
に

も
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
い
く
つ
も
の
語
り
手
た
ち
の
会
や
学
会
が
、
大

地
震
、
大
津
波
に
向
き
合
っ
て
、
大
き
な
活
動
の
軌
跡
を
の
こ
し
た
、
の

こ
し
つ
つ
あ
る
こ
と
は
、
社
会
学
や
歴
史
資
料
学
と
別
に
、
あ
る
い
は
社

会
学
そ
の
他
の
容
易
に
な
し
え
な
い
と
こ
ろ
で
あ
り
、
特
記
に
値
す
る
。

そ
れ
だ
け
に
、
原
発
の
被
災
に
対
し
て
は
困
難
を
き
わ
め
る
活
動
だ
っ
た

と
、
そ
の
特
異
な
事
故
の
持
つ
性
格
を
き
ち
ん
と
分
析
す
る
必
要
が
あ
る
。

な
に
よ
り
も
、
政
治
的
意
図
や
経
済
界
か
ら
の
要
請
が
優
先
し
て
、
人
為

的
に
隠
さ
れ
た
こ
と
が
あ
ま
り
に
多
す
ぎ
る
核
災
で
あ
り
、
依
然
と
し
て

「
原
点
」
か
ら
の
そ
こ
の
告
発
が
緊
要
に
あ
る
。
語
り
が
、︿
隠
さ
れ
た
こ

と
の
周
辺
﹀
に
だ
け
立
ち
い
り
を
許
さ
れ
る
、
と
い
う
二
流
品
で
あ
っ
て

は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

黒
板
に
東
北
地
方
の
大
き
な
地
図
を
張
り
出
し
な
が
ら
、
以
前
に
は
各

駅
停
車
で
何
度
も
下
り
た
福
島
県
を
、（
新
幹
線
の
）
一
時
間
以
内
で
跨
ぎ

越
え
て
仙
台
ま
で
連
れ
ら
れ
て
行
く
わ
れ
わ
れ
で
あ
り
、
い
つ
の
ま
に
か

そ
の
こ
と
に
馴
れ
て
し
ま
っ
た
自
分
が
、
い
ま
「
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
の
文

学
」（
講
義
名
）
を
担
当
す
る
資
格
の
な
い
こ
と
に
茫
然
と
す
る
。

天
武
時
代
か
ら
元
禄
年
間
ま
で
の
地
震
年
表
を
Ａ
3
の
四
倍
に
拡
大
し

て
つ
く
る
。
八
六
九
年
の
貞
観
地
震
を
海
底
考
古
学
か
ら
論
じ
る
と
い
う
、

（
伝
承
に
ふ
れ
た
）
論
文
が
た
し
か
『
國
文
學
』（
学
燈
社
）
に
あ
っ
た
。

あ
れ
を
次
回
ま
で
に
さ
が
さ
な
く
ち
ゃ
。

関
東
大
震
災
翌
日
の
大
阪
朝
日
新
聞
を
や
は
り
黒
板
い
っ
ぱ
い
に
拡
大

し
て
掲
げ
る
。
手
慣
れ
た
教
師
な
ら
ば
、
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト
な
ど
に
し
て

手
際
よ
く
講
義
を
展
開
で
き
る
の
だ
ろ
う
。
不
器
用
な
自
分
だ
。
拡
大
し

て
仔
細
に
読
む
と
、壊
滅
的
な
首
都
圏
を
大
阪
か
ら
も
ど
か
し
く
ア
プ
ロ
ー

チ
す
る
報
道
の
さ
ま
、
湘
南
に
も
小
田
原
に
も
津
波
が
押
し
寄
せ
て
い
っ

た
よ
う
す
が
浮
か
び
上
が
る
。

マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
の
課
題
を
板
書
す
る
。
1
、
少
数
民
族
の
文
学
（
言

語
）、
2
、
在
日
、
3
、
女
性
、
子
ど
も
、
性
差
別
、
4
、
差
別
／
被
差
別
、

5
、
沖
縄
、
そ
し
て
6
、
東
北
、
7
、
人
種
差
別
（
黒
人
…
…
）、
8
、
障

害
者
差
別
、
性
同
一
性
に
か
か
わ
る
差
別
、
…
…
。
今
年
の
課
題
と
し
て

せ
り
出
し
て
く
る
だ
ろ
う
被
災
地
、
と
く
に
福
島
県
が
、
数
年
を
経
ず
し

て
置
き
忘
れ
ら
れ
、
日
本
社
会
か
ら
切
り
棄
て
ら
れ
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と

は
な
い
の
か
。
沖
縄
と
と
も
に
、
こ
れ
が
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
問
題
で
は
な

い
の
か
、
と
。

一
个
月
遅
れ
の
五
月
か
ら
の
授
業
開
始
の
な
か
、
こ
の
原
発
で
起
き
て

い
る
こ
と
、
起
き
て
い
る
ど
こ
ろ
か
、
拡
大
し
つ
つ
あ
る
こ
と
と
、
講
座

「
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
文
学
」
と
は
、
直
結
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
ら
は
枕

程
度
に
ふ
っ
て
、
本
格
的
な
「
ち
ゃ
ん
と
し
た
」
講
義
を
し
な
さ
い
、
と
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い
う
陰
の
声
が
聞
こ
え
て
き
そ
う
で
あ
る
。

い
き
な
り
、
来
週
は
ブ
ル
ガ
リ
ア
へ
出
張
で
休
講
に
す
る
。
ブ
ル
ガ
リ

ア
の
お
隣
り
が
ル
ー
マ
ニ
ア
、
そ
の
か
な
た
に
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
だ
。
日

本
社
会
が
何
を
忘
れ
た
か
、
何
を
隠
蔽
し
た
か
。
反
原
発
と
脱
原
発
と
の

あ
い
だ
に
こ
ぼ
れ
る
問
題
も
あ
る
。

第
二
回
（
五・
二
四
）、
印
字
し
て
き
た
写
真
（
昨
日
の
）
を
見
せ
な

が
ら
、「
福
島
県
の
お
母
さ
ん
た
ち
で
す
。
文
科
省
へ
押
し
寄
せ
て
い
る
。

二
〇
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
へ
引
き
上
げ
た
文
科
省
へ
の
抗
議
に
五
百
人
が

や
っ
て
き
ま
し
た
」。

「
高
木
仁
三
郎
さ
ん
の
プ
リ
ン
ト
で
す
（『
原
発
事
故
は
な
ぜ
く
り
か
え

す
の
か
』︿
二
〇
〇
〇・
一
二
﹀
か
ら
）。
東
海
原
発
の
臨
界
事
故
で
、
亡
く

な
っ
た
二
人
が
見
た
青
い
光
。
あ
れ
は
何
だ
っ
た
の
か
、
チ
ェ
レ
ン
コ
フ

の
光
だ
と
、
高
木
さ
ん
。
な
か
に
氏
が
峠
三
吉
の
詩
を
引
用
し
て
い
る
。

正
確
に
、
広
島
、
長
崎
を
思
い
出
せ
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
高
木
さ
ん
は

こ
の
岩
波
新
書
の
刊
行
を
見
ず
し
て
な
く
な
り
ま
し
た
。
冷
静
に
、
社
会

の
将
来
を
見
据
え
て
い
ま
す
」。

「
ブ
ル
ガ
リ
ア
で
は
石
橋
克
彦
さ
ん
の
こ
と
も
述
べ
て
き
ま
し
た
。
原

発
震
災
の
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト
資
料
十
一
枚
を
見
て
く
だ
さ
い
。
こ
れ
は

二
〇
〇
五
年
に
石
橋
さ
ん
が
政
府
筋
へ
訴
え
た
カ
ラ
ー
の
ペ
ー
ジ
で
、
こ

こ
に
印
字
し
て
き
ま
し
た
。
武
田
邦
彦
さ
ん
の
サ
イ
ト
も
福
島
の
お
母
さ

ん
た
ち
へ
丁
寧
な
説
明
に
満
ち
て
い
ま
す
」。

ブ
ル
ガ
リ
ア
で
は
、
冒
頭
で
、

①
わ
れ
わ
れ
が
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
原
発
事
故
か
ら
の
教
訓
を
ほ
と
ん
ど
受

け
取
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
い
ま
、
強
く
遺
憾
に
思
う
。

②
一
九
九
〇
年
代
後
半
に
、
あ
る
地
震
学
者
（
石
橋
克
彦
）
が
警
告
し
て

い
た
。
日
本
列
島
の
海
岸
線
を
、
ぐ
る
り
と
花
輪
の
よ
う
に
原
発
が
か
ざ

り
、
そ
の
し
た
を
活
断
層
が
走
っ
て
い
る
、
と
。
こ
の
ま
ま
で
は
、
原
発

震
災
（Q

uake-induced	N
uclear	D

isaster

）
が
、
何
十
年
か
に
一
度
ず

つ
、
日
本
で
の
日
常
的
風
景
と
し
て
、
起
き
る
こ
と
だ
ろ
う
、
と
。
国
際

的
に
許
さ
れ
る
こ
と
で
は
な
い
。
い
ま
、
居
住
で
き
な
い
地
域
が
、
福
島

県
を
中
心
に
し
て
ひ
ろ
が
り
、
海
は
信
じ
ら
れ
な
い
濃
度
の
汚
染
で
あ
る
。

③
し
か
し
、
日
本
政
府
は
つ
い
先
日
、
富
士
山
の
南
に
あ
る
危
険
な
原
発

（
浜
岡
基
地
）
の
ス
イ
ッ
チ
を
落
と
す
と
決
定
し
た
。
日
本
か
ら
真
の
平
和

が
発
信
で
き
る
日
の
来
る
こ
と
を
希
望
し
て
や
ま
な
い
。

と
言
っ
た
こ
と
ど
も
を
訴
え
た
。
そ
の
国
際
会
議
で
の
総
題
が
、
早
く
か

ら
決
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
と
い
え
、「
不
死
と
出
来
事
」
と
は
あ
ま
り
に
も

日
本
の
3
・
11
と
符
合
す
る
。

黒
板
に
特
製
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
地
図
を
掲
げ
る
。「
こ
こ
が
ブ
ル
ガ
リ
ア
。

こ
こ
が
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
。
放
射
能
を
含
む
煙
は
こ
う
移
動
し
ま
し
た
。

日
本
で
も
同
じ
こ
と
が
起
き
た
の
で
す
」。

日
本
近
代
文
学
研
究
や
社
会
文
学
の
領
域
で
は
、
新
し
い
研
究
者
が
参

与
し
続
け
て
、
今
年
（
二
〇
一
四
）
に
な
っ
て
も
、
な
お
震
災
後
文
学
へ

の
取
り
組
み
が
、
原
発
事
故
か
ら
広
島
そ
し
て
長
崎
原
爆
文
学
へ
と
、
二

重
写
し
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
そ
う
な
る
と
、
著
述
活
動
や

学
会
発
表
が
、
あ
る
種
の
引
き
返
し
不
可
能
な
「
震
災
後
」（
キ
ー
ワ
ー
ド

と
な
ろ
う
）
を
刻
ん
で
ゆ
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
小
説
な
ど
の
創
作
者
た
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ち
の
息
の
長
さ
と
見
合
う
、
そ
れ
ら
創
作
と
あ
る
と
こ
ろ
ま
で
雁
行
せ
ざ

る
を
え
な
い
研
究
領
域
で
あ
る
た
め
に
、
そ
の
「
引
き
返
し
不
可
能
さ
」

は
将
来
に
実
り
の
季
節
を
迎
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
口
承
文
芸
学
の
方
向

を
示
唆
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

｢

思
想｣
（
こ
れ
も
キ
ー
ワ
ー
ド
）
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
直
結
す
る
た

め
に
か
、
論
客
た
ち
（
ほ
ぼ
全
員
、
男
た
ち
）
が
、
第
一
年
め
、
第
二
年

め
と
い
う
よ
う
に
、
着
実
に
震
災
批
評
と
で
も
言
う
べ
き
領
域
を
切
り
ひ

ら
き
、
一
般
に
意
見
を
纏
め
ら
れ
な
い
、
わ
れ
わ
れ
の
よ
う
な
右
往
左
往

と
い
う
人
種
に
、
適
宜
、
意
見
を
与
え
、
あ
る
い
は
意
見
を
集
約
し
て
く

れ
た
。
し
か
し
、
福
島
第
一
原
発
の
廃
炉
の
あ
と
を
観
光
地
化
し
よ
う
と

い
う
、
悪
ふ
ざ
け
な
の
か
冗
談
な
の
か
、
そ
ん
な
計
画
が
書
店
に
並
ぶ
よ

う
に
な
る
と
、
ほ
ぼ
思
想
的
に
実
り
を
見
せ
る
こ
と
な
く
論
客
た
ち
（
ほ

ぼ
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
世
代
の
か
れ
ら
）
の
季
節
は
終
わ
る
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ

ム
と
直
結
す
る
た
め
に
、
意
見
集
約
と
い
う
役
割
が
か
れ
ら
に
よ
っ
て
果

た
さ
れ
た
と
言
え
、
二
年
め
、
三
年
め
と
い
う
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
じ
た

い
の
攻
勢
の
か
ず
か
ず
に
は
、
良
心
的
で
あ
ろ
う
と
否
と
に
か
か
わ
ら
ず
、

論
客
た
ち
も
ま
た
つ
ぎ
つ
ぎ
に
倦
む
か
の
ご
と
く
、
一
人
降
り
、
二
人
降

り
し
て
い
っ
た
。
圧
倒
的
な
人
気
を
保
っ
て
い
た
論
客
の
雄
、
吉
本
隆
明

は
一
見
、
原
子
力
産
業
推
進
派
を
装
う
発
言
の
繰
り
返
し
に
、
そ
の
真
意

を
い
ぶ
か
ら
せ
た
ま
ま
で
亡
く
な
る
。

南
相
馬
市
か
ら
は
市
長
桜
井
勝
延
がYouTube

で
世
界
に
メ
ッ
セ
ー
ジ

を
発
し
て
い
た
こ
と
を
、
和
合
の
ツ
ィ
ッ
タ
ー
と
と
も
に
思
い
出
し
て
お

こ
う
。
詩
作
品
「
神
隠
し
さ
れ
た
街
」
の
書
き
手
、
若
松
丈
太
郎
は
い
み

じ
く
も
「
核
災
棄
民
」
と
言
っ
た
︿『
福
島
核
災
棄
民
』
コ
ー
ル
サ
ッ
ク

社
、
二
〇
一
二・
一
二
﹀。
津
波
で
何
も
か
も
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
街
は
、

核
災
の
追
い
打
ち
で
避
難
区
域
と
な
り
、
無
人
と
化
し
た
（
二
〇
一
四
年

十
二
月
を
も
っ
て
解
除
だ
と
い
う
）。
若
松
は
何
か
の
動
画
の
な
か
で
、
一

軒
の
押
し
流
さ
れ
た
土
蔵
を
指
し
な
が
ら
、
鈴
木
安
蔵
の
資
料
の
あ
っ
た

と
こ
ろ
だ
と
説
明
を
加
え
て
い
た
、
こ
れ
は
津
波
遭
害
で
あ
る
。
帰
途
、

線
量
計
の
振
り
切
れ
そ
う
な
飯
舘
村
を
通
っ
て
福
島
市
内
に
も
ど
る
と
、

翌
朝
の
ニ
ュ
ー
ス
で
吉
本
の
逝
去
を
知
る
。

大
曲
駒
村
（
俳
人
）
に
は
『
東
京
灰
燼
記
』（
東
北
印
刷
株
式
会
社
出

版
部
、
一
九
二
三・
一
〇
）
が
あ
り
、
関
東
大
震
災
か
ら
わ
ず
か
一
週
間
の

ち
と
い
う
時
に
纏
め
ら
れ
て
い
る
（
序
文
に
よ
る
）。
十
万
の
死
者
の
彷
徨

す
る
「
死
せ
る
都
の
傍
よ
り
、
生
け
る
田
園
の
諸
君
へ
」
と
序
文
（
朱
書
）

に
あ
る
の
は
、
惨
状
を
「
田
園
」
と
い
う
故
郷
へ
報
知
し
た
い
一
心
だ
ろ

う
。
そ
の
故
郷
、
南
相
馬
市
（
駒
村
は
小
高
地
区
の
出
身
）
が
壊
滅
す
る
。

鈴
木
餘
生
は
駒
村
と
と
も
に
小
高
地
区
の
俳
句
文
化
を
担
い
、
そ
の
遺
児
、

安
蔵
が
日
本
国
憲
法
を
起
草
す
る
次
第
な
ど
、
す
べ
て
若
松
か
ら
教
え
ら

れ
る
な
ど
し
て
3
・
11
以
後
の
わ
れ
わ
れ
の
学
習
︿
3
・
11
憲
法
研
究
会

を
立
ち
上
げ
る
﹀
に
属
す
る
。
し
か
し
、
思
え
ば
、
は
か
な
い
こ
と
だ
。

『
美
味
し
ん
ぼ
』（
作
・
雁
屋
哲
、
画
・
花
咲
ア
キ
ラ
、
小
学
館
）
の
110

～
111
巻
は
「
福
島
の
真
実
①
②
」
と
題
し
て
、
調
べ
上
げ
た
力
作
で
あ
り
、

主
人
公
た
ち
が
被
災
地
を
訪
ね
て
鼻
血
に
見
舞
わ
れ
る
と
こ
ろ
は
、
和
合

の
場
合
と
同
じ
く
日
本
社
会
の
許
容
線
に
抵
触
し
た
の
だ
ろ
う
、「
許
せ
な

い
」
描
写
だ
と
い
う
批
判
が
出
て
く
る
。
二
〇
一
四
年
と
い
う
時
を
刻
む
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イ
メ
ー
ジ
的
作
品
と
し
て
記
憶
と
記
録
と
に
値
す
る
と
申
し
述
べ
て
お
こ

う
。
依
然
と
し
て
最
重
要
な
の
は
「
記
憶
と
記
録
と
」
以
外
で
あ
り
え
ず
、

同
時
に
「
記
憶
と
記
録
と
」
を
矮
小
化
し
、
抹
消
し
よ
う
と
す
る
隠
微
な

力
に
対
し
て
抗
す
る
こ
と
に
あ
る
。

3
・
11
の
あ
と
、（
す
こ
し
述
べ
た
よ
う
に
）
五
月
下
旬
に
な
っ
て
、
福

島
県
の
お
母
さ
ん
た
ち
が
五
百
人
、
文
科
省
へ
押
し
寄
せ
た
こ
と
を
記
憶

し
て
お
こ
う
。
な
ぜ
こ
れ
の
記
憶
が
必
要
か
と
い
う
と
、
東
京
人
や
埼
玉

県
人
そ
の
他
の
心
の
奥
（
古
い
言
葉
で
言
え
ば
実
存
の
よ
う
な
感
覚
）
を
、

彼
女
た
ち
の
行
動
は
揺
り
起
こ
し
た
と
思
わ
れ
る
。
存
在
感
の
や
や
も
す

れ
ば
希
薄
で
、
同
質
感
の
つ
よ
い
都
会
人
で
あ
り
な
が
ら
、
福
島
の
人
々

に
ど
こ
か
心
の
奥
で
連
帯
し
た
い
思
い
が
く
す
ぶ
っ
て
、
そ
の
思
い
を
か

き
回
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
か
ら
ま
も
な
く
し
て
高
円
寺
な

ど
で
、
そ
し
て
国
会
前
で
、
そ
れ
か
ら
全
国
へ
と
、
市
民
た
ち
が
街
頭
へ

出
て
く
る
、
原
発
依
存
の
日
本
社
会
か
ら
脱
出
す
る
こ
と
を
訴
え
る
、
金

曜
日
デ
モ
へ
と
発
展
す
る
、
と
い
う
画
期
的
な
日
本
社
会
を
現
出
し
た
。

福
島
県
民
に
よ
る
行
動
と
、
じ
っ
と
し
て
お
ら
れ
な
く
な
っ
た
都
会
が
わ

の
動
き
と
の
あ
い
だ
に
、
関
係
が
な
か
っ
た
か
ど
う
か
。

国
会
前
に
出
て
き
た
（
い
ま
も
つ
づ
い
て
い
る
が
）
い
く
つ
か
の
世
代

を
観
察
す
る
と
、
第
一
に
全
共
闘
世
代
（
い
わ
ゆ
る
ベ
ビ
ー
ブ
ー
ム
世
代
）

で
あ
っ
た
こ
と
は
特
徴
的
だ
ろ
う
。
若
い
日
の
社
会
変
革
の
夢
破
れ
て
、

挫
折
感
も
あ
れ
ば
、
体
制
内
改
革
（
や
地
域
活
性
化
や
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
運

動
）
に
良
心
を
と
き
に
燃
や
し
な
が
ら
、
定
年
を
迎
え
て
な
お
思
い
止
ま

ず
、
か
れ
ら
の
古
戦
場
で
あ
る
国
会
前
に
出
て
き
た
、
と
い
う
感
じ
が
あ
っ

た
と
は
思
い
あ
た
る
ひ
と
が
少
な
く
な
か
ろ
う
。
足
取
り
は
よ
た
よ
た
と
、

プ
ラ
カ
ー
ド
は
重
た
く
、
思
う
よ
う
に
動
か
な
い
か
ら
だ
で
あ
っ
て
も
、

自
嘲
と
誇
り
と
の
な
い
ま
ざ
る
、
か
れ
ら
の
な
か
の
自
分
像
は
往
年
の
勇

士
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
沖
縄
で
少
女
暴
行
事
件
が
起
き
る
と
十
万
人

が
抗
議
に
参
集
す
る
と
い
う
報
道
も
、
か
れ
ら
を
ど
こ
か
で
突
き
動
か
し

て
い
た
は
ず
だ
。（
シ
ニ
ア
決
死
隊
と
当
初
言
わ
れ
た
）
福
島
原
発
行
動
隊

は
か
れ
ら
を
主
体
と
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

3
・
11
と
い
う
、
津
波
／
地
震
災
、
そ
し
て
福
島
放
射
能
災
が
、
巨
大

な
災
害
と
し
て
起
き
た
ば
か
り
で
な
く
、
も
う
一
つ
の
災
害
（
二
次
災
害
）

と
い
う
べ
き
、
風
評
に
始
ま
り
、
忘
却
さ
せ
、
事
実
に
関
す
る
別
の
言
説

に
す
り
替
え
て
、
正
面
か
ら
被
災
を
口
に
す
る
こ
と
す
ら
憚
ら
れ
る
、
ヘ

イ
ト
・
ス
ピ
ー
チ
社
会
の
到
来
に
抗
す
る
こ
と
は
い
ま
、
な
か
な
か
む
ず

か
し
い
。

口
承
文
芸
学
と
の
い
き
な
り
接
点
と
い
う
こ
と
で
は
、
苦
慮
す
る
こ
と

ば
か
り
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
社
会
学
で
も
、
あ
る
い
は
民
俗
学
で
も
、
容

易
に
解
き
ほ
ぐ
せ
な
い
世
紀
の
難
問
は
、
そ
れ
じ
た
い
が
現
代
に
お
け
る

︿
口
承
﹀
の
在
り
方
を
深
く
も
問
う
の
か
と
思
わ
さ
れ
る
。
大
会
お
よ
び
数

次
に
わ
た
る
例
会
を
通
し
て
、
お
も
に
大
津
波
の
記
録
お
よ
び
記
憶
の
累

積
に
関
し
て
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
精
力
的
に
取
り
組
む
こ
と
を
し
て
き
た

日
本
口
承
文
芸
学
会
に
対
し
、
敬
意
を
惜
し
み
た
く
な
い
。

	

（
ふ
じ
い
・
さ
だ
か
ず
／
立
正
大
学
）


