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シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
／
「
震
災
と
口
承
文
芸
」

災
害
伝
承
と
自
然
観

川	

島　

秀	

一

は
じ
め
に

東
日
本
大
震
災
（
二
〇
一
一
年
）
の
後
、
多
く
の
研
究
分
野
が
そ
う
で

あ
っ
た
よ
う
に
、
口
承
文
芸
研
究
に
も
顕
著
な
動
向
が
う
か
が
わ
れ
た
。

一
つ
の
大
き
な
流
れ
と
し
て
は
、
こ
の
震
災
に
よ
っ
て
生
じ
た
津
波
や
原

発
事
故
な
ど
の
非
日
常
的
な
出
来
事
を
語
り
継
ご
う
と
す
る
動
き
に
対
す

る
様
々
な
関
わ
り
で
あ
る
。
そ
の
語
り
の
場
を
設
定
し
た
り
、
記
録
集
を

編
ん
だ
り
し
た
流
れ
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
災
害
伝
説
な
ど
の
口
承
文

芸
に
か
ぎ
ら
ず
、
災
害
の
言
い
伝
え
、
諺
や
警
句
、
過
去
の
災
害
記
録
や

記
念
碑
の
類
を
見
直
し
て
い
く
動
き
で
あ
る
。
い
さ
さ
か
牽
強
付
会
の
面

も
あ
っ
た
が
、「
災
害
地
名
」
な
ど
を
採
り
上
げ
る
動
き
な
ど
も
、
地
名
伝

説
に
関
わ
る
意
味
で
は
、
口
承
文
芸
の
研
究
動
向
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
い

え
る
で
あ
ろ
う
（
１
）。

こ
れ
ら
の
研
究
動
向
は
、
む
ろ
ん
今
後
に
列
島
で
起
こ
る
で
あ
ろ
う
自

然
災
害
に
対
す
る
「
防
災
」
と
い
う
観
点
か
ら
出
発
し
、
大
き
な
牽
引
力

に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
り
、
そ
の
実
践
的
な
価
値
も
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
自
然
災
害
に
関
わ
る
様
々
な
媒
体
の
伝
承

を
扱
い
な
が
ら
、
災
害
に
対
し
て
人
間
が
ど
の
よ
う
に
向
き
合
っ
て
き
た

の
か
と
い
う
こ
と
を
中
心
に
、
こ
の
列
島
に
住
む
人
々
の
災
害
観
を
は
じ

め
と
し
て
、
自
然
観
や
生
死
観
の
一
端
に
触
れ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
先
に
津
波
と
大
漁
と
の
関
わ
り
を
テ
ー
マ
に

し
た
「
魚
と
海
難
者
を
祀
る
こ
と
」
と
い
う
拙
文
の
な
か
で
展
開
し
た
（
２
）。

本
稿
で
は
、
さ
ら
に
そ
の
後
に
収
集
し
た
新
し
い
資
料
を
重
ね
な
が
ら
、

こ
の
テ
ー
マ
を
再
度
、
俎
上
に
上
げ
る
こ
と
で
、
津
波
を
典
型
と
す
る
海

の
自
然
災
害
に
対
し
て
、
漁
師
た
ち
が
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
き
た
の
か
と

い
う
こ
と
を
述
べ
て
み
た
い
。

津
波
と
大
漁
の
伝
承

津
波
に
も
多
く
の
自
然
災
害
と
同
様
に
「
予
兆
」
に
関
す
る
言
い
伝
え

が
あ
る
。
そ
れ
は
、
昭
和
八
年
（
一
九
三
三
）
の
三
陸
津
波
の
後
に
「
水

産
生
物
の
異
変
」
と
し
て
括
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
『
宮
城
県
昭
和
震
嘯
誌
』

（
一
九
三
五
）
の
な
か
に
も
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

「
二
、
鰮
い
わ
し	

安
政
三
年
、
明
治
二
十
九
年
共
に
大
漁
續
き
、
今
回
は
、
昭

和
七
年
十
月
頃
よ
り
昭
和
八
年
二
月
迄
大
漁
あ
り
。

三
、
い
か	

明
治
二
十
九
年
、
昭
和
八
年
兩
度
共
、
海
嘯
後
稀
な
る
豐
漁

あ
り
。
仍
て
、「
三
陸
地
方
」
に
、「
い
わ
し
で
倒
さ
れ
、
い
か
で
活
き

返
る
。」
の
俚
諺
あ
り
」
（
３
）

「
三
」
は
予
兆
で
は
な
く
「
後
兆
」
と
も
呼
べ
る
も
の
で
、
続
け
て
そ
の

予
兆
と
後
兆
を
一
つ
に
捉
え
た
俚
諺
を
載
せ
て
い
る
。
こ
の
俚
諺
は
、
宮
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り
、
昭
和
三
陸
津
波
の
際
に
は
、
そ
れ
を
さ
ら
に
追
認
す
る
こ
と
に
な
っ

た
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
昭
和
三
陸
津
波
の
と
き
に
は
、『
宮
城
県
昭
和
震
嘯
誌
』
に
よ

る
と
「
昭
和
七
年
十
月
頃
よ
り
昭
和
八
年
二
月
迄
」
イ
ワ
シ
の
大
漁
が
続

い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
昭
和
八
年
の
津
波
が
三
月
三
日
で
あ
る
こ

と
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
と
き
は
津
波
直
前
ま
で
イ
ワ
シ
が
大
漁
で
あ
っ
た

こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

昭
和
三
陸
津
波
の
後
、
三
陸
地
方
を
自
分
の
足
で
歩
い
て
、
つ
ぶ
さ
に

津
波
の
聞
き
書
き
を
行
な
っ
た
山
口
弥
一
郎
に
、
次
の
よ
う
な
津
波
の
前

日
（
一
九
三
三
年
三
月
二
日
）
の
記
録
が
あ
る
。
前
日
ま
で
イ
ワ
シ
が
大

漁
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
よ
く
分
か
る
記
述
で
あ
る
。

「
前
日
は
鰮
粕
を
た
く
さ
ん
煮
て
筵
に
干
し
、
湯
に
入
っ
て
休
ん
だ
。
夜

の
十
一
時
頃
雪
が
降
っ
て
き
た
ら
し
い
の
で
、
外
に
拡
げ
て
お
い
た
粕

を
ど
う
し
よ
う
か
と
考
え
た
が
何
せ
三
百
枚
分
も
あ
っ
た
か
ら
、
家
内

中
起
き
出
て
、
そ
の
取
り
片
附
け
の
仕
事
を
し
た
。
終
わ
っ
た
の
は

十
二
時
半
頃
で
も
あ
っ
た
ろ
う
か
、
雪
は
止
み
空
は
か
ら
り
と
晴
れ
て

星
が
キ
ラ
キ
ラ
と
輝
い
て
い
た
。
ま
た
床
に
就
き
色
々
と
考
え
て
う
つ

ら
う
つ
ら
し
て
い
る
時
、
激
し
い
地
震
が
来
た
」
（
６
）

さ
ら
に
、
昭
和
三
陸
津
波
の
体
験
者
で
あ
る
、
岩
手
県
宮
古
市
田
老
町

の
扇
田
チ
エ
さ
ん
（
大
正
一
一
年
生
ま
れ
）
は
、
津
波
前
に
あ
ま
り
に
イ

ワ
シ
や
ア
ワ
ビ
の
大
漁
が
続
く
の
で
、
実
家
の
そ
ば
に
い
た
漁
師
た
ち
が

「
こ
ん
な
に
捕
れ
る
と
き
は
油
断
す
る
な
よ
」
と
語
っ
て
い
た
の
を
覚
え
て

お
ら
れ
る
（
７
）。「

油
断
す
る
な
よ
」
と
い
う
言
葉
の
中
に
は
、
あ
ま
り
に
大
漁

城
県
だ
け
で
は
な
く
、
岩
手
県
の
大
船
渡
市
の
三
陸
町
で
も
、
さ
ら
に
直

截
的
な
表
現
で
「
イ
ワ
シ
で
殺
さ
れ
、
イ
カ
で
生
か
さ
れ
た
」
と
い
う
伝

承
が
あ
っ
た
こ
と
が
書
き
と
め
ら
れ
て
い
る
（
４
）。

つ
ま
り
、
津
波
を
中
に
挟

ん
で
、
津
波
の
前
後
に
大
漁
が
あ
る
と
い
う
言
い
伝
え
で
あ
り
、
さ
ら
に

津
波
の
前
は
イ
ワ
シ
、
津
波
の
後
は
イ
カ
と
い
う
魚
種
ま
で
特
定
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
、
こ
の
口
頭
伝
承
の
特
異
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
の
伝
承
を
も
う
少
し
実
体
的
に
捉
え
て
み
る
が
、「
一
」
の
予
兆
に
記

さ
れ
て
い
る
安
政
三
年
（
一
八
五
六
）
と
は
「
安
政
八
戸
沖
地
震
」
に
よ

る
津
波
の
こ
と
で
、
死
者
三
八
名
を
出
し
て
い
る
。
要
す
る
に
、
安
政
八

戸
地
震
津
波
、
明
治
三
陸
大
津
波
、
昭
和
三
陸
大
津
波
共
に
、
津
波
の
前

は
イ
ワ
シ
の
大
漁
で
あ
っ
た
と
い
う
伝
承
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
伝
承

は
、
昭
和
三
陸
津
波
の
後
に
成
立
し
た
の
で
は
な
く
、
す
で
に
明
治
二
九

年
（
一
八
九
六
）
の
明
治
三
陸
大
津
波
の
時
点
で
認
め
ら
れ
て
い
た
伝
承

で
あ
っ
た
。
明
治
三
陸
大
津
波
の
後
に
出
さ
れ
た
『
風
俗
画
報
』
と
い
う
、

三
陸
沿
岸
の
津
波
を
初
め
て
ビ
ジ
ュ
ア
ル
化
し
た
当
時
の
グ
ラ
ビ
ア
雑
誌

の
「
雑
聞
」
に
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

「
○
海
嘯
と
鰯
漁　

青
森
県
鮫
港
よ
り
湊
に
至
る
沿
海
に
て
は
四
十
一
年

前
に
鰯
の
大
漁
あ
り
し
に
其
年
大
海
嘯
あ
り
本
年
も
亦
た
鰯
の
大
漁
な

り
し
に
此
大
海
嘯
あ
り
た
れ
ば
人
々
奇
異
の
思
ひ
を
な
し
居
れ
り
と
」
（
５
）

文
中
の
「
四
十
一
年
前
」
の
大
海
嘯
と
は
、「
安
政
八
戸
地
震
」
に
よ
る

津
波
に
該
当
し
て
い
る
。
す
で
に
、
安
政
と
明
治
の
大
津
波
の
と
き
の
比

較
に
よ
り
、「
津
波
の
前
の
イ
ワ
シ
の
大
漁
」
と
い
う
認
識
が
、「
人
々
奇

異
の
思
ひ
を
な
し
居
れ
り
」
と
い
う
状
況
と
と
も
に
作
ら
れ
は
じ
め
て
お
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を
し
た
と
き
の
次
に
は
、
津
波
に
か
ぎ
ら
ず
、
何
か
良
く
な
い
こ
と
が
起

き
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
媼
の
話
で
は
、
イ
ワ

シ
だ
け
で
な
く
ア
ワ
ビ
も
異
常
に
捕
れ
た
こ
と
を
語
っ
て
い
る
が
、
三
陸

を
離
れ
た
他
地
域
に
も
、「
津
波
と
大
漁
」
の
伝
承
が
あ
り
、
そ
の
魚
種
も

さ
ま
ざ
ま
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
三
重
県
大
紀
町
錦
の
西
村
菊
二
さ
ん
（
大
正
一
五
年
生
ま

れ
）
も
、
昭
和
一
九
年
（
一
九
四
四
）
一
二
月
七
日
の
「
東
南
海
地
震
津

波
」
と
、
昭
和
三
五
年
（
一
九
六
〇
）
五
月
二
四
日
の
「
チ
リ
地
震
津
波
」

の
と
き
の
記
憶
を
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

「
昭
和
一
九
年
の
東
南
海
地
震
津
波
の
前
日
は
カ
マ
ス
が
大
漁
だ
っ
た
。

大
漁
を
し
た
の
で
小
金
を
持
っ
て
し
ま
い
、
そ
の
小
金
を
取
り
に
戻
っ

た
人
が
流
さ
れ
た
。「
い
っ
た
ん
一
緒
に
逃
げ
た
の
に
な
あ
」
と
言
わ
れ

て
い
た
。

昭
和
三
五
年
の
チ
リ
地
震
津
波
の
と
き
に
も
、
錦
は
シ
ビ
（
マ
グ
ロ
）

の
大
漁
が
続
い
て
い
た
。
地
震
も
な
い
の
に
津
波
が
来
た
が
、
気
付
い

て
外
へ
出
よ
う
と
し
た
ら
、
玄
関
に
あ
っ
た
下
駄
が
み
な
浮
ん
で
い

た
」
（
８
）

昭
和
一
九
年
の
津
波
の
前
に
は
カ
マ
ス
、
昭
和
三
五
年
で
は
マ
グ
ロ
の

大
漁
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
錦
で
は
、
東
南
海
地
震
津
波
で
六
四
人

の
死
者
を
出
し
た
が
、「
小
金
を
取
り
に
戻
っ
た
人
が
流
さ
れ
た
」
と
い
う
、

津
波
に
関
し
て
、
ほ
ぼ
パ
タ
ー
ン
化
さ
れ
た
話
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
る

が
、
実
際
に
そ
の
小
金
は
、
前
日
の
カ
マ
ス
の
大
漁
で
得
た
も
の
で
あ
っ

た
と
い
う
。

今
回
の
東
日
本
大
震
災
の
前
に
お
い
て
も
、
宮
城
県
南
三
陸
町
の
戸
倉

で
は
、
震
災
前
は
全
体
に
大
漁
で
あ
り
、
特
に
シ
イ
ラ
が
大
漁
で
、
群
れ

る
魚
で
は
な
い
の
に
海
か
ら
跳
ん
で
い
た
と
か
、
福
島
県
の
相
馬
地
方
で
、

ハ
マ
チ
や
シ
イ
ラ
が
大
量
に
捕
れ
た
と
い
う
予
兆
が
あ
っ
た
こ
と
も
聞
い

て
い
る
。

こ
れ
ら
の
伝
承
は
、
自
然
科
学
で
何
ら
か
の
説
明
が
で
き
る
と
思
わ
れ

る
が
、
こ
れ
を
一
度
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
の
問
題
と
し
て
も
考
え
て
い
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
全
国
的
に
み
て
も
、
津
波
前
の
異
常
な
大
漁
の
伝
承
が
多

い
が
、
そ
れ
に
比
べ
る
と
、
津
波
後
の
異
常
な
大
漁
の
ほ
う
は
少
な
い
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
昭
和
三
陸
津
波
の
後
の
『
宮
城
県
昭
和
震
嘯

誌
』
に
は
、「
い
わ
し
で
倒
さ
れ
、
い
か
で
活
き
返
る
」
と
い
う
俚
諺
を
載

せ
て
お
り
、
特
に
昭
和
八
年
（
一
九
三
三
）
の
津
波
後
の
イ
カ
の
大
漁
が

顕
著
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
実
態
に
つ
い
て
、
再
び
、
山
口
弥
一

郎
の
『
津
浪
と
村
』
か
ら
引
用
し
て
お
く
。
岩
手
県
釜
石
市
の
両
石
と
い

う
集
落
の
事
例
で
あ
る
。

「
そ
れ
で
一
時
両
石
は
七
分
は
旅
の
者
だ
と
ま
で
言
わ
れ
た
。
こ
の
移
入

経
路
で
目
立
つ
の
は
宮
城
県
十
三
浜
村
よ
り
の
入
婿
者
の
多
い
こ
と
で

あ
る
が
、
当
時
区
長
代
理
を
し
て
い
た
久
保
氏
は
船
宿
を
経
営
し
て
お

り
、
十
三
浜
方
面
よ
り
い
か
つ
り
に
来
る
漁
夫
な
ど
を
泊
め
て
い
た
の

で
、
そ
の
世
話
に
な
り
落
ち
着
い
た
者
が
多
い
由
で
あ
る
」
（
９
）

こ
の
記
述
か
ら
は
、
宮
城
県
の
十
三
浜
村
（
現
石
巻
市
北
上
町
）
か
ら

イ
カ
釣
り
に
来
て
い
た
漁
師
た
ち
が
、
船
宿
の
世
話
を
通
し
て
、
津
波
で
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被
災
し
た
家
々
を
継
承
す
る
た
め
に
入
婿
に
入
っ
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

そ
れ
だ
け
、
昭
和
八
年
の
津
波
の
後
は
、
イ
カ
の
大
漁
が
続
い
た
わ
け
で

あ
っ
た
が
、
両
石
の
復
興
は
、
こ
の
十
三
浜
の
漁
師
た
ち
に
よ
っ
て
担
わ

れ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
こ
の
津
波
の
後
の
漁
に
つ
い
て
、
あ
る
種
の
忌
み
の
感
覚
を

も
っ
て
臨
ん
だ
漁
師
た
ち
も
三
陸
沿
岸
に
、
か
つ
て
は
い
た
。
次
に
、
そ

の
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
て
い
き
た
い
。

「
魚
に
食
わ
れ
る
」・「
魚
に
成
る
」
と
い
う
表
現
に
つ
い
て

先
に
紹
介
し
た
、
明
治
二
九
年
の
津
波
を
報
じ
た
『
風
俗
画
報
』
に
は
、

次
の
よ
う
な
「
雑
聞
」
も
見
受
け
ら
れ
る
。

「
①	　

〇
人
肉
を
好
む
魚　
　

海
栗
と
云
ふ
魚
介
あ
り
て
到
て
人
肉
を
好

む
よ
し
な
る
が
近
頃
處
々
の
海
岸
に
漂
浮
す
る
死
体
に
は
「
カ
ゼ
」

一
面
に
吸
ひ
着
て
全
身
真
黒
な
る
あ
り
又
近
頃
引
揚
ぐ
る
分
に
毛
髪

一
本
だ
に
見
へ
ざ
る
あ
り
是
れ
亦
魚
類
に
喰
ひ
去
ら
れ
し
な
ら
ん
と

云
ふ

	

②	　

〇
両
三
年
は
漁
業
中
止
せ
ん　
　

漁
夫
の
十
分
の
九
は
溺
死
し
け

る
が
此
一
分
は
生
存
せ
る
に
拘
は
ら
ず
此
處
両
三
年
間
は
漁
業
を
営

ま
ざ
る
の
考
へ
な
り
と
漁
夫
等
の
言
に
よ
れ
ば
父
兄
妻
子
皆
海
底
の

藻
屑
と
な
れ
り
自
分
等
仮
令
ひ
飢
え
て
死
す
と
も
父
兄
妻
子
の
肉
を

啖
へ
る
魚
介
を
採
っ
て
生
計
を
営
む
の
惨
酷
な
る
能
は
ず
と
」）

10
（

①
は
津
波
の
後
に
海
岸
に
漂
っ
て
い
る
遺
体
に
、「
海
栗
」（
ウ
ニ
）
が

吸
い
付
き
、
真
っ
黒
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
話
で
あ
る
。
三
陸
地
方
で
は
、

カ
ゼ
あ
る
い
は
ガ
ゼ
は
、
ウ
ニ
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
ウ

ニ
の
こ
と
を
魚
と
捉
え
て
い
る
が
、
又
聞
き
の
誤
聞
で
あ
る
こ
と
を
明
ら

か
に
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る）

11
（

。
続
け
て
、
他
の
引
き
揚
げ
た
遺
体
も
魚
に

食
わ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

②
は
身
内
を
津
波
で
亡
く
し
た
漁
師
が
、
二
～
三
年
は
漁
師
を
止
め
た

い
と
思
っ
て
い
る
こ
と
が
報
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、
海
底
の
藻

屑
に
な
っ
た
近
親
者
の
遺
体
を
食
べ
て
い
る
魚
を
、
さ
ら
に
自
分
た
ち
が

捕
っ
て
食
す
る
に
し
の
び
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
生
命
の
輪
廻

の
よ
う
な
も
の
を
感
じ
さ
せ
る
伝
承
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
こ
の
危
惧
を

生
じ
て
い
る
漁
師
と
は
、
身
内
の
遺
体
が
上
が
ら
な
い
、
行
方
不
明
の
ま

ま
の
遺
族
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

魚
介
類
が
海
に
沈
ん
だ
ヒ
ト
の
遺
体
を
食
べ
る
と
い
う
伝
承
も
広
く
伝

わ
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
シ
イ
ラ
の
こ
と
を
、
か
つ
て
紀
州
の
漁
師
は

「
死
人
食
い
」
と
呼
ん
で
嫌
い
、
シ
イ
ラ
は
人
を
食
べ
る
の
で
、
そ
の
魚
を

食
べ
な
い
と
い
う
。
静
岡
県
の
焼
津
市
や
高
知
県
の
奈
半
利
町
で
も
同
様

の
伝
承
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。

同
様
に
海
難
事
故
が
あ
り
、
遺
体
が
上
が
ら
な
か
っ
た
場
合
に
は
、

「
魚
に
食
わ
れ
た
」
と
い
う
表
現
を
す
る
こ
と
も
多
い
。
た
と
え
ば
、

一
八
九
二
年
一
一
月
三
〇
日
の
嵐
の
夜
に
、
愛
媛
県
の
興
居
島
の
沖
で
、

日
本
海
軍
の
水
雷
砲
艦
「
千
島
」
が
イ
ギ
リ
ス
の
商
船
「
ラ
ベ
ン
ナ
」
号

に
衝
突
さ
れ
、
沈
没
し
て
し
ま
う
事
故
が
あ
っ
た
が
、
正
岡
子
規
は
時
事

俳
句
と
し
て
、「
千
島
艦
覆
没　

も
の
ゝ
ふ
の
河
豚
に
く
は
る
ゝ
悲
し
さ
よ
」

と
詠
ん
だ
）
12
（

。
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さ
ら
に
「
魚
に
食
わ
れ
る
」
と
い
う
表
現
は
、「
魚
に
成
る
」
と
い
う
表

現
に
も
転
用
さ
れ
て
い
く
と
思
わ
れ
る
。
明
治
二
九
年
の
三
陸
大
津
波
の

と
き
に
、
身
内
の
遺
体
を
食
べ
た
魚
を
、
さ
ら
に
捕
っ
て
食
べ
る
こ
と
な

ど
で
き
な
い
と
感
じ
た
と
い
う
基
底
に
は
、
同
様
の
感
情
が
流
れ
て
い
る
。

高
知
県
南
国
市
里
改
田
の
琴
平
神
社
に
は
、
安
政
元
年
（
一
八
五
四
）

の
「
安
政
東
海
地
震
」
の
後
の
、
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
の
三
月
に
、

玉
垣
を
建
立
す
る
が
、
そ
の
な
か
に
次
の
よ
う
な
文
面
が
刻
ま
れ
て
い
る
。

「
…
其
後
三
四
年
の
間
日
夜
の
震
数
を
し
ら
さ
れ
も
海
潮
の
氾
濫
は
ふ

た
ゝ
ひ
な
か
り
き
此
変
に
当
て
甲
は
燼
と
成
り
乙
は
魚
と
成
へ
き
を
此

御
神
の
恩
頼
を
得
て
免
る
ゝ
事
を
報
し
奉
ら
む
と
此
玉
垣
を
も
の
し

…
」）

13
（安

政
東
海
地
震
で
、
オ
カ
に
居
た
者
は
大
火
に
よ
り
燃
え
残
り
と
成
り
、

津
波
に
流
さ
れ
、
遺
体
が
上
が
ら
な
か
っ
た
者
は
「
魚
と
成
っ
た
」
と
記

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
魚
に
成
る
」
と
い
う
表
現
は
、
具
体
的
な
魚
介
類

の
名
前
を
挙
げ
て
、
伝
承
や
文
献
の
な
か
に
散
見
さ
れ
る
。

宮
城
県
気
仙
沼
市
唐
桑
町
の
鮪
立
で
は
、海
で
亡
く
な
っ
た
者
は
ガ
ニ
ッ

コ
（
蟹
）
に
成
る
と
言
わ
れ
、
船
上
か
ら
食
べ
物
の
残
り
物
を
海
へ
投
じ

る
と
き
や
、
盆
や
お
彼
岸
の
オ
ホ
ト
ケ
送
り
の
日
に
供
物
を
海
に
納
め
る

と
き
に
、「
ガ
ニ
ッ
コ
に
上
げ
申
す
」
と
語
っ
た
と
い
う）

14
（

。
ま
た
、
増
穂
残

口
の
「
神
路
手
引
草
」
に
は
、「
今
も
熊
野
の
浦
人
な
ん
ど
が
、
海
へ
死

骸
を
捨
て
、
鯛
に
成
り
て
お
じ
ゃ
れ
と
呼
で
葬
る
は
、
是
往
古
の
遺
風
な

り
」）

15
（

と
あ
る
。

享
保
四
年
（
一
七
一
九
）
に
一
神
学
者
に
よ
っ
て
「
古
の
遺
風
」
と
捉

え
て
ら
れ
た
習
俗
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
死
ん
だ
魚
を
海
に
返
す
と
き

に
は
、
最
近
ま
で
、
同
様
の
言
葉
を
発
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
和
歌
山
県
新
宮
市
三
輪
崎
で
は
、
船
上
で
魚
を
人
目
に
つ

か
な
い
と
こ
ろ
で
腐
ら
せ
、
水
揚
げ
し
な
い
で
い
る
そ
の
魚
の
こ
と
を
ネ

セ
ヨ
ウ
（
ネ
ヨ
ウ
）
と
言
っ
て
船
で
は
嫌
い
、
そ
れ
が
あ
る
と
不
漁
に
な

る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
見
つ
け
た
魚
を
海
に
戻
す
と
き
は
必
ず
、
は
ら
わ

た
を
手
で
ち
ぎ
り
、「
ま
た
来
て
よ
！
」
と
か
、「
大
き
く
な
っ
て
来
い
！
」

と
か
、「
カ
ツ
オ
に
な
っ
て
来
て
く
だ
さ
い
！
」
と
か
語
り
な
が
ら
戻
し
た
。

腐
っ
た
魚
を
見
つ
け
た
場
所
は
、
タ
ワ
シ
で
磨
い
て
洗
っ
て
か
ら
、
最
後

は
塩
を
ふ
り
か
け
、
お
神
酒
を
上
げ
て
清
め
た
と
い
う）

16
（

。

ま
た
、
宮
城
県
気
仙
沼
市
の
小
々
汐
で
は
、
頭
だ
け
に
な
っ
た
マ
ン
ボ

ウ
を
海
に
流
す
と
き
に
、
カ
シ
キ
は
ご
飯
を
噛
ん
だ
も
の
を
マ
ン
ボ
ウ
の

口
に
供
え
、「
マ
ン
ボ
ウ
さ
ん
、
あ
と
、
大
漁
さ
せ
ら
い
ん
や
」
と
か
、「
友

連
れ
て
出
は
れ
！
」
と
声
を
か
け
て
か
ら
流
す
。「
友
」
と
は
、
こ
の
場
合

は
マ
ン
ボ
ウ
で
は
な
く
、
カ
ツ
オ
の
こ
と
を
指
し
て
い
る）

17
（

。

以
上
の
よ
う
な
、
魚
か
ら
魚
へ
の
再
生
儀
礼
を
基
盤
に
、「
魚
に
成
る
」

と
い
う
ヒ
ト
か
ら
魚
へ
の
再
生
儀
礼
へ
と
展
開
し
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ

れ
る
。

「
天
運
循
環
」
の
思
想
と
人
為

こ
の
列
島
の
沿
岸
部
に
は
、
近
世
か
ら
現
代
ま
で
、「
記
念
碑
」
と
い
う

と
、
津
波
と
大
漁
が
著
し
く
多
い
が
、
そ
の
興
味
深
い
一
例
を
挙
げ
て
み

た
い
。
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静
岡
県
伊
東
市
宇
佐
美
の
行
蓮
寺
に
あ
る
津
波
碑
は
、
元
禄
一
六
年

（
一
七
〇
三
）
の
地
震
津
波
の
記
念
碑
で
あ
る
が
、
以
下
の
よ
う
に
、
そ
の

前
の
津
波
で
あ
る
寛
永
一
〇
年
（
一
六
三
三
）
の
津
波
の
様
子
と
て
い
ね

い
に
比
較
し
て
い
る
。

「
…
伝
聞
寛
永
十
癸
酉
年
正
月
十
九
日
大
地
震
之
時
河
井
水
乾
海

　

面
潮
退
五
六
町
魚
在
沙
上
数
多
也
壮
父
走
取
之
帰
陸
後
津
波
漸
来
民

屋
漂
破
溺
死
者
両

　

三
人
今
正
当
七
十
一
年
今
又
然
哉
與
否
哉
隣
家
互
音
間
臨
河
井
水
不

乾
窺
海
上
潮
不
退
而

　

津
波
俄
来
周
章
騒
動
難
逃
走
家
屋
漂
流
溺
死
者
大
凡
及
三
百
八
十
余

人
運
命
尽
期
乎
将

　

□
前
世
之
宿
因
所
感
乎
今
正
當
六
十
年
天
運
循
環
無
不
往
復
願
い
後

人
為
令
逅
腹
轍
之
□
記
」（
改
行
は
碑
面
に
し
た
が
っ
た）

18
（

）

つ
ま
り
、
寛
永
一
〇
年
の
津
波
の
と
き
は
、
川
や
井
戸
の
水
、
海
の

シ
オ
が
引
い
て
か
ら
、
そ
の
後
、
ゆ
っ
く
り
と
上
が
っ
て
き
て
、
溺
死
者

が
二
～
三
人
で
あ
っ
た
の
が
、
今
回
の
元
禄
一
六
年
の
津
波
で
は
、
川
や

井
戸
の
水
、
海
水
も
引
か
ず
に
、
突
然
に
襲
来
し
た
た
め
、
溺
死
者
が
約

三
八
〇
人
に
も
達
し
た
と
い
う
。

自
然
災
害
に
対
す
る
マ
ニ
ュ
ア
ル
化
の
危
険
性
を
明
ら
か
に
し
て
い
る

わ
け
だ
が
、二
つ
の
津
波
の
あ
い
だ
は
約
七
〇
年
で
あ
る
。
文
末
に
は
「
天

運
循
環
、
往
き
て
復
ら
ざ
る
な
し
」
と
い
う
『
大
学
』
か
ら
の
引
用
が
目

立
つ
。
す
な
わ
ち
、「
天
運
と
い
う
も
の
は
ぐ
る
ぐ
る
と
循
環
す
る
も
の
で
、

行
っ
て
帰
ら
な
い
と
い
う
も
の
は
な
い
」
と
い
う
意
味
の
こ
と
を
記
し
て

い
る
。

こ
の
よ
う
な
、
自
然
災
害
に
対
す
る
考
え
方
は
、
お
そ
ら
く
漢
籍
か

ら
の
影
響
だ
け
で
な
く
、
長
ら
く
伝
承
の
な
か
で
も
培
わ
れ
て
き
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
杉
浦
明
平
の
『
台
風
十
三
号
始
末
記
』
は
、

一
九
五
三
年
九
月
に
愛
知
県
南
部
を
襲
っ
た
台
風
十
三
号
の
優
れ
た
災
害

ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
で
あ
る
が
、
こ
の
な
か
で
「
津
浪
」（
こ
こ
で
は
高
潮
の

こ
と
）
に
つ
い
て
、
人
々
が
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
の
を
書
き
と
め
て

い
る
。

「
半
島
（
引
用
者
注:

渥
美
半
島
）
だ
か
ら
裏
が
浅
く
て
氾
濫
す
る
よ
う

な
川
も
な
し
、
幾
重
に
も
入
り
こ
ん
だ
内
海
だ
か
ら
津
浪
も
お
こ
ら
な

い
。
じ
っ
さ
い
、
こ
の
津
浪
と
洪
水
の
二
つ
の
天
災
か
ら
は
今
ま
で
除

外
さ
れ
て
い
た
。「
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
っ
て
よ
。
六
十
年
ご
と
に
大
津

浪
が
あ
る
ん
だ
っ
て
さ
。
う
ち
の
婆
さ
ん
の
子
供
の
こ
ろ
、
こ
の
あ
た

り
が
一
丈
も
潮
に
浸
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
う
ぜ
」）

19
（

こ
こ
で
は
六
十
年
の
災
害
周
期
説
で
あ
る
。「
還
暦
」と
い
う
考
え
方
が
、

民
俗
社
会
の
な
か
で
は
、
自
然
災
害
に
つ
い
て
も
捉
え
ら
れ
て
い
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。

同
様
に
「
天
運
循
環
」
の
考
え
方
は
、
自
然
災
害
だ
け
で
な
く
、
大
漁

に
つ
い
て
も
当
て
は
め
ら
れ
て
い
た
。
宮
城
県
気
仙
沼
市
唐
桑
町
の
御
崎

に
は
、
明
治
四
三
年
（
一
九
一
〇
）
に
定
置
網
で
マ
グ
ロ
の
大
漁
を
し
た

「
仲
網
大
漁
記
念
」
の
碑
が
建
立
さ
れ
、
次
の
よ
う
な
文
面
が
読
め
る
。

「
鮪
魚
者
夏
季
遂
暖
流
為
群
而
北
進
捕
之
有
鮪
延
縄
者
房
総
是
也
有
以
建

網
者
三
陸
是
也
我
本
吉
郡
唐
桑
村
之
漁
區
古
来
以
鮪
大
網
名
著
而
今
之
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仲
網
者
嘉
永
年
間
係
吾
祖
父
勘
右
衛
門
之
復
興
吾
父
禎
治
継
承
之
以
至

今
日
焉
此
間
年
有
豊
歉
時
有
隆
替
雖
不
免
休
業
僅
不
過
数
年
耳
今
茲
庚

戌
距
祖
父
中
興
盛
漁
之
歳
恰
六
十
年
天
運
循
環
所
謂
為
還
暦
歳
次
顧
漁

獲
必
多
矣
於
」（
改
行
は
碑
面
に
し
た
が
っ
た）

20
（

）

こ
れ
に
よ
る
と
、
こ
の
碑
を
建
立
し
た
者
（
鈴
木
孫
七
）
の
祖
父
に
当

た
る
勘
右
衛
門
が
「
大
網
」（
定
置
網
）
を
作
り
、
そ
の
後
、
豊
漁
や
不
漁

を
繰
り
返
し
て
き
た
が
、
祖
父
が
作
っ
て
か
ら
丁
度
六
十
年
目
に
マ
グ
ロ

の
大
漁
に
め
ぐ
り
合
え
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
後
の
碑
を
読
む

と
、
一
漁
期
に
「
十
万
尾
」
の
大
漁
を
し
た
と
い
う
。
こ
の
大
漁
を
「
天

運
循
環
」
と
捉
え
た
わ
け
で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
、
津
波
も
大
漁
も
、
大
き
な
回
帰
的
な
時
間
の
な
か
で
到
来
す

る
と
い
う
こ
と
、
言
い
換
え
れ
ば
、
海
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
幸
も
不
幸
も

繰
り
返
し
や
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
津
波
と
大
漁
と
い
う

回
帰
的
な
時
間
を
、
少
し
ず
ら
し
な
が
ら
も
、
ほ
ぼ
同
時
に
捉
え
よ
う
と

し
た
の
が
、
津
波
の
前
の
大
漁
、
津
波
の
後
の
大
漁
と
い
う
伝
承
で
は
な

か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
そ
の
基
底
に
は
、
海
か
ら
魚
の
生
命
を
大
量
に
獲
得
す
る

「
大
漁
」
の
次
に
は
津
波
で
人
命
が
失
わ
れ
、
そ
の
後
に
は
「
魚
に
食
わ

れ
」、「
魚
に
成
っ
た
」
こ
と
で
大
漁
が
約
束
さ
れ
る
と
い
う
、
生
命
観
や

再
生
儀
礼
を
支
え
た
考
え
方
が
あ
っ
た
。

こ
の
回
帰
的
な
時
間
の
発
想
は
、
東
日
本
大
震
災
後
の
被
災
地
に
対
し

て
、「
防
災
」
と
い
う
観
点
か
ら
し
か
海
を
捉
え
な
い
あ
り
か
た
と
か
、
漁

業
を
「
資
源
管
理
」
と
い
う
観
点
だ
け
で
捉
え
て
い
る
の
と
は
違
う
、
も

う
少
し
海
に
対
す
る
信
頼
と
謙
虚
さ
を
含
ん
だ
、
自
然
の
も
つ
回
帰
的
な

力
に
沿
っ
て
生
き
よ
う
と
し
た
考
え
方
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
災
害
や
大
漁
に
対
し
て
、
た
だ
な
す
が
ま
ま
に
身
を
任
せ
る

と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
と
く
に
、
三
陸
沿
岸
の
漁
師
に
と
っ

て
は
、
そ
の
よ
う
な
自
然
の
気
ま
ぐ
れ
に
対
し
て
、
も
う
一
つ
の
考
え
方

や
生
き
方
が
あ
っ
た
。

た
と
え
ば
、
包
丁
な
ど
の
金
物
を
船
か
ら
海
に
落
と
す
と
漁
に
恵
ま
れ

な
い
と
い
う
禁
忌
は
全
国
的
に
あ
る
が
、
三
陸
沿
岸
で
は
、
白
い
紙
に
落

と
し
た
も
の
を
描
い
て
地
元
の
神
社
に
奉
納
す
る
と
い
う
対
処
法
が
伝
え

ら
れ
て
お
り
、
こ
の
習
俗
の
こ
と
を
「
失
せ
物
絵
馬
」
と
し
て
捉
え
ら
れ

て
い
る）

21
（

。
金
物
を
う
っ
か
り
と
落
と
し
て
し
ま
う
と
い
う
「
自
然
」
現
象

を
忌
み
て
、
あ
え
て
神
様
に
奉
納
す
る
と
い
う
「
人
為
」
に
変
え
て
し
ま

う
こ
と
で
、
そ
の
リ
ス
ク
を
避
け
よ
う
と
す
る
行
動
で
も
あ
る
。
要
す
る

に
「
魔
が
さ
す
」
こ
と
を
怖
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

宮
城
県
南
三
陸
町
の
石
浜
の
高
橋
勝
博
さ
ん
（
昭
和
二
三
年
生
ま
れ
）

は
、
さ
ら
に
こ
の
慣
行
を
裏
付
け
る
よ
う
に
、
金
物
を
落
と
し
た
こ
と
を

人
に
伝
え
る
と
き
に
、「
金
物
を
落
と
し
た
」
と
は
語
ら
ず
に
「
金
物
を
下

ろ
し
た
」
と
語
る
こ
と
に
し
て
い
る
と
い
う）

22
（

。
つ
ま
り
、
あ
え
て
自
分
の

意
思
に
よ
っ
て
、
船
か
ら
海
へ
金
物
を
下
ろ
し
た
こ
と
に
変
換
す
る
こ
と

で
、
災
い
を
避
け
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

同
じ
宮
城
県
気
仙
沼
市
小
々
汐
で
は
、「
怪
我
を
し
た
こ
と
」
を
「
エ
ビ

ス
を
買
う
」
と
言
い
換
え
て
い
る
こ
と
を
、
小
池
淳
一
が
採
録
し
て
い
る）

23
（

。

お
そ
ら
く
こ
の
事
例
も
、
う
っ
か
り
と
怪
我
を
し
た
と
い
う
自
然
の
振
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る
舞
い
を
忌
み
て
、
あ
え
て
「
エ
ビ
ス
を
買
う
」
と
い
う
人
為
を
表
わ
す

言
葉
に
換
え
、
偶
然
の
事
故
に
伴
う
、
そ
の
後
の
凶
事
を
言
葉
に
よ
っ
て

避
け
よ
う
と
し
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
も
そ
も
の
「
エ
ビ
ス
」
は
、
寄
り

物
を
典
型
と
す
る
よ
う
に
、
神
に
よ
っ
て
自
然
に
、
人
間
の
世
界
に
も
た

ら
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

う
っ
か
り
と
し
た
ミ
ス
や
怪
我
も
含
め
て
、
漁
師
た
ち
が
自
然
災
害
に

ど
の
よ
う
に
対
処
し
よ
う
と
し
て
き
た
か
、
こ
れ
も
自
然
観
と
共
に
考
え

る
べ
き
、「
災
害
文
化
」
の
第
一
歩
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
三
陸
沿
岸
に
住

む
者
に
と
っ
て
は
、
こ
の
よ
う
な
さ
さ
や
か
な
「
人
為
」
を
基
盤
に
し
て
、

自
然
災
害
に
何
度
も
襲
わ
れ
な
が
ら
も
、
立
ち
上
が
っ
て
き
た
に
違
い
な

い
か
ら
で
あ
る
。

注（
1
）	

谷
川
健
一
編
『
地
名
は
警
告
す
る
│
日
本
の
災
害
と
地
名
』（
冨
山

房
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
、
二
〇
一
三
年
）
な
ど

（
2
）	

川
島
秀
一
「
魚
と
海
難
者
を
祀
る
こ
と
」『
歴
史
民
俗
資
料
学
研

究
』
第
一
八
号
（
神
奈
川
大
学
大
学
院
歴
史
民
俗
資
料
学
研
究
科
、

二
〇
一
三
年
）
二
三
五
～
二
五
六
頁

（
3
）	『
宮
城
県
昭
和
震
嘯
誌
』（
宮
城
県
、
一
九
三
五
年
）
六
頁

（
4
）	『
三
陸
町
誌
』
第
四
巻
津
波
編
（
三
陸
町
史
刊
行
委
員
会
、

一
九
八
九
年
）
一
三
七
頁

（
5
）	『
風
俗
画
報
』
臨
時
増
刊
第
一
二
〇
号
大
海
嘯
被
害
録
下
巻
（
東
陽

堂
、
一
八
九
六
年
）
二
九
頁

（
6
）	

山
口
弥
一
郎
『
津
浪
と
村
』（
石
井
正
己
・
川
島
秀
一
編
、
三
弥
井

書
店
、
二
〇
一
一
年
、
初
版
は
恒
春
閣
書
房
か
ら
一
九
四
三
年
に
出

版
）
六
二
頁

（
7
）	

二
〇
一
四
年
一
月
一
四
日
、
岩
手
県
宮
古
市
田
老
町
の
扇
田
チ
エ
さ

ん
（
大
正
一
一
年
生
ま
れ
）
よ
り
聞
書
。

（
8
）	

二
〇
一
一
年
七
月
二
五
日
、
三
重
県
大
紀
町
錦
の
西
村
菊
二
さ
ん

（
大
正
一
五
年
生
ま
れ
）
よ
り
聞
書
。

（
9
）	

注
（
6
）
と
同
じ
。
一
七
五
～
一
七
六
頁

（
10
）	

注
（
5
）
と
同
じ
。
三
〇
頁

（
11
）	

吉
村
昭
の
『
三
陸
海
岸
大
津
波
』（
文
春
文
庫
、
二
〇
〇
四
年
、

初
版
は
中
公
新
書
版
『
海
の
壁
│
三
陸
海
岸
大
津
波
』
と
し
て

一
九
七
〇
年
に
出
版
）
に
は
、「
海
岸
に
は
、
連
日
の
よ
う
に
死
体

が
漂
着
し
た
。
人
肉
を
好
む
の
か
、
カ
ゼ
と
い
う
魚
が
死
体
の
皮
膚

一
面
に
吸
い
着
き
、
死
体
を
動
か
す
と
そ
れ
ら
の
魚
が
一
斉
に
は
ね

た
」（
五
一
～
五
二
頁
）
と
あ
り
、『
風
俗
画
報
』
か
ら
の
引
用
で
あ

る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
、
こ
の
誤
報
を
そ
の
ま
ま
踏

襲
す
る
結
果
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

（
12
）	

た
だ
し
、
こ
の
子
規
の
句
の
場
合
、「
覆
没
」
の
「
覆
」
と
「
河
豚
」

に
言
葉
が
掛
け
ら
れ
て
い
る
か
も
し
れ
ず
、
必
ず
し
も
松
山
地
方
の

民
俗
を
拾
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
な
お
、
筆
者

は
宮
城
県
気
仙
沼
市
小
々
汐
で
、
海
難
事
故
で
行
方
不
明
の
ま
ま
の

家
に
お
見
舞
い
に
い
っ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
遺
族
は
「
魚
に
食
わ
れ

た
」
と
語
っ
て
い
た
。
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（
13
）
二
〇
一
三
年
六
月
三
日
、
高
知
県
南
国
市
里
改
田
の
琴
平
神
社
に
て

実
地
調
査
。

（
14
）	
一
九
八
四
年
四
月
七
日
、
宮
城
県
気
仙
沼
市
唐
桑
町
鮪
立
の
浜
田
徳

之
翁
（
明
治
三
四
年
生
ま
れ
）
よ
り
川
島
聞
書
。

（
15
）	

増
穂
残
口
「
神
路
手
引
草
」（
享
保
四
年
﹇
一
七
一
九
﹈
成
立
）

（
16
）	

二
〇
〇
一
年
一
一
月
三
日
、
和
歌
山
県
新
宮
市
三
輪
崎
の
西
村
治
男

さ
ん
（
昭
和
六
年
生
ま
れ
）
よ
り
聞
書
。

（
17
）	

一
九
八
六
年
六
月
一
〇
日
、
気
仙
沼
市
小
々
汐
の
尾
形
栄
七
翁
（
明

治
四
一
年
生
ま
れ
）
よ
り
聞
書
。

（
18
）	

二
〇
一
四
年
五
月
一
九
日
、
静
岡
県
伊
東
市
宇
佐
美
の
行
蓮
寺
に
て

実
地
調
査
。

（
19
）	

杉
浦
明
平
『
台
風
十
三
号
始
末
記
』（
岩
波
新
書
、
一
九
五
五
年
）

五
頁

（
20
）	

二
〇
一
三
年
七
月
六
日
、
宮
城
県
気
仙
沼
市
唐
桑
町
の
御
崎
に
て
実

地
調
査
。

（
21
）	

川
島
秀
一
『
漁
撈
伝
承
』（
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
〇
三
年
）

三
七
～
六
四
頁　
　
　

（
22
）	

二
〇
一
四
年
一
〇
月
一
三
日
、
宮
城
県
南
三
陸
町
の
石
浜
の
高
橋
勝

博
さ
ん
（
昭
和
二
三
年
生
ま
れ
）
よ
り
聞
書
。

（
23
）	

小
池
淳
一
「
エ
ビ
ス
を
買
う
」『
津
軽
の
民
話	

落
ち
穂
拾
い
』（
佐
々

木
達
司
、
二
〇
一
四
年
）
二
～
三
頁

	

（
か
わ
し
ま
・
し
ゅ
う
い
ち
／
東
北
大
学
災
害
科
学
国
際
研
究
所
）

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
／
「
震
災
と
口
承
文
芸
」

自
然
災
害
と
シ
ベ
リ
ア
先
住
民
族
の
語
り

│
語
り
は
精
霊
を
鎮
め
る
│齋	

藤　

君	

子

厳
し
い
自
然
環
境
を
生
き
抜
い
て
き
た
シ
ベ
リ
ア
先
住
民
族
は
自
然
と

ど
の
よ
う
に
向
き
合
っ
て
き
た
の
か
。
生
存
を
脅
か
す
自
然
災
害
を
後
世

に
い
か
に
語
り
継
い
で
き
た
の
か
。
彼
ら
は
森
や
川
や
湖
な
ど
の
自
然
や

自
然
現
象
に
精
霊
の
息
吹
を
感
じ
取
り
、
精
霊
と
絶
え
ず
交
信
し
て
き
た

人
び
と
で
あ
り
、
す
さ
ま
じ
い
寒
気
、
強
風
、
大
雨
、
津
波
、
吹
雪
、
雷
、

日
照
り
な
ど
の
自
然
現
象
を
精
霊
の
働
き
と
み
な
し
て
き
た
。

シ
ベ
リ
ア
の
口
承
文
芸
に
自
然
災
害
と
関
係
す
る
伝
承
が
存
在
す
る
こ

と
に
筆
者
が
関
心
を
持
っ
た
の
は
、
く
し
く
も
東
北
大
震
災
が
発
生
す
る

半
年
ほ
ど
前
の
こ
と
だ
っ
た
（
１
）。

こ
の
場
で
改
め
て
こ
れ
ら
の
伝
承
の
意
味

を
考
察
し
、
そ
れ
が
彼
ら
の
生
活
の
中
で
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て

き
た
か
、
考
え
て
み
た
い
。

風
を
殺
す
語
り
の
機
能
（
昔
話
の
語
り
収
め
）

最
初
に
紹
介
し
た
い
の
は
、
昔
話
を
語
り
終
え
た
あ
と
の
決
ま
り
文
句

に
、
荒
れ
狂
う
自
然
を
鎮
静
化
さ
せ
る
機
能
を
持
つ
も
の
が
あ
る
こ
と
で

あ
る
。
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
の
北
東
の
端
に
位
置
す
る
チ
ュ
コ
ト
カ
半
島
の


