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今
回
の
公
開
講
座
は
、「
自
然
災
害
と
文
学
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
、
三
回
シ
リ
ー

ズ
で
実
施
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
理
由
は
、
既
に
お
分
か
り
と
存
じ
ま
す
。

昨
年
の
三
月
一
一
日
に
東
日
本
大
震
災
と
い
う
、
私
共
が
全
く
予
想
し
な
か
っ
た
よ

う
な
大
き
な
地
震
が
起
こ
り
ま
し
た
。
千
葉
も
沿
岸
部
は
津
波
や
液
状
化
現
象
で
大

き
な
被
害
が
出
ま
し
た
し
、
い
ま
も
放
射
線
量
の
問
題
で
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
影
響
が

残
っ
て
い
ま
す
。
東
日
本
、
さ
ら
に
は
日
本
全
体
に
と
っ
て
の
大
き
な
災
害
で
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
に
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
昨
年
は
地
震
だ
け
で
は
な
く
、
夏

に
非
常
に
大
き
な
台
風
が
起
き
て
、
多
く
の
人
命
が
失
わ
れ
た
り
、
交
通
が
寸
断
さ

れ
た
り
す
る
被
害
が
あ
い
つ
ぎ
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
日
本
研
究
セ
ン
タ
ー
と
し
て
、
改
め
て
自
然
災
害
が
日
本
の
文
学
に

ど
の
よ
う
に
描
か
れ
、
ま
た
そ
こ
か
ら
ど
の
よ
う
な
思
念
が
表
れ
て
い
る
か
と
い
う

こ
と
を
考
え
よ
う
と
す
る
次
第
で
す
。

私
は
、
中
世
文
学
を
研
究
し
て
い
る
立
場
か
ら
、
中
世
の
人
た
ち
が
災
害
と
い

う
も
の
を
ど
う
捉
え
て
い
た
か
、
と
い
う
こ
と
を
考
え
よ
う
と
思
い
、
こ
の
よ
う
な

テ
ー
マ
に
い
た
し
ま
し
た
。
実
は
、
平
安
の
末
期
か
ら
中
世
に
か
け
て
は
、
災
害
が

非
常
に
多
い
時
代
で
し
た
。
天
変
地
異
そ
の
も
の
は
、
日
本
の
歴
史
の
中
で
常
に

発
生
し
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
れ
が
あ
い
つ
ぐ
戦
乱
と
重
な
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、

人
々
に
非
常
に
大
き
な
印
象
を
残
し
た
と
い
う
面
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
様
子
は
、
例
え
ば
『
方
丈
記
』
な
ど
に
記
録
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
そ

の
時
代
の
様
相
と
現
代
と
が
重
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
残
念
な
が

ら
、
自
然
災
害
だ
け
で
は
な
く
、
人
事
の
面
、
特
に
政
治
の
面
で
も
混
乱
を
極
め
、

人
々
の
希
望
が
失
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
点
に
お
い
て
も
似
て
い
ま
す
。

奇
し
く
も
今
年
は
、『
方
丈
記
』
執
筆
か
ら
八
百
年
に
あ
た
り
ま
す
。
ま
た
、
Ｎ

Ｈ
Ｋ
の
大
河
ド
ラ
マ
で
は
『
平
清
盛
』
が
放
映
さ
れ
て
い
て
、『
方
丈
記
』
の
時
代

が
映
像
化
さ
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
今
年
は
辰
年
で
す
が
、
後
に
触
れ
ま
す
よ
う

に
、
中
世
の
人
た
ち
は
、
地
震
の
一
部
は
龍
に
よ
っ
て
起
こ
る
と
考
え
て
お
り
ま
し

た
。今

回
は
、
こ
の
よ
う
な
複
数
の
縁
が
あ
っ
て
、
中
世
の
人
た
ち
の
地
震
に
対
す

る
捉
え
方
を
見
る
、
い
い
機
会
で
あ
ろ
う
と
考
え
ま
し
た
。
思
想
に
は
各
々
の
時
代

背
景
が
あ
る
た
め
、
完
全
に
一
致
す
る
こ
と
は
な
い
の
で
す
が
、
私
た
ち
が
今
回
の

震
災
を
考
え
る
ヒ
ン
ト
が
あ
る
こ
と
を
期
待
し
つ
つ
、『
方
丈
記
』
や
『
愚
管
抄
』

と
い
っ
た
書
物
の
災
害
の
言
述
を
通
し
て
、
当
時
の
人
た
ち
の
心
に
迫
っ
て
み
た
い

と
思
い
ま
す
。

ま
ず
、
配
布
資
料
「
古
記
録
に
見
る
平
安
末
期
の
災
害
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。『
方

丈
記
』
等
に
書
か
れ
た
様
々
な
天
変
地
異
、
自
然
災
害
に
つ
い
て
み
て
ま
い
り
ま
す
。

こ
れ
ら
は
、『
方
丈
記
』
に
基
づ
い
て
五
大
災
厄
と
総
称
さ
れ
て
い
ま
す
。

【
資
料
①
】　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
大
種

安
元
の
大
火　
　
　

一
一
七
七
年
、
長
明
二
三
歳　
　
　
　

火

治
承
の
辻
風　
　
　

一
一
八
〇
年
、
長
明
二
六
歳　
　
　
　

風

福
原
遷
都　
　
　
　

一
一
八
〇
年
、
長
明
二
六
歳　
　
　
　

［
公
開
講
座  

自
然
災
害
と
日
本
文
学　

講
演
録
１
］
二
〇
一
二
年
二
月
四
日
講
演
実
施

中
世
人
の
思
惟
と
地
震

―
『
方
丈
記
』『
愚
管
抄
』な
ど
―

岡
田
美
也
子
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中世人の思惟と地震 ―『方丈記』『愚管抄』など―

養
和
の
飢
饉　
　
　

一
一
八
一
〜
二
年
、
長
明
二
七
歳　
　

水

元
暦
の
大
地
震　
　

一
一
八
五
年
、
長
明
二
九
歳　
　
　
　

地

ま
ず
、
一
一
七
七
年
四
月
二
八
日
に
発
生
し
た
安
元
の
大
火
は
、
都
の
大
半
を

焼
い
た
火
災
で
す
。
八
時
頃
に
都
の
東
南
か
ら
火
の
手
が
上
が
り
、
西
北
に
広
が
っ

た
。
太
郎
焼
亡
、
次
郎
焼
亡
と
い
っ
て
、
二
回
に
わ
た
る
大
火
事
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
の
被
害
が
内
裏
・
大
内
裏
に
ま
で
及
ん
だ
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
と
思
い
ま
す
。
次

に
、
治
承
の
辻
風
、
中
御
門
京
極
付
近
か
ら
大
き
な
竜
巻
が
起
き
ま
し
た
。『
平
家

物
語
絵
巻
』
に
も
、
強
風
で
人
々
が
吹
き
飛
ば
さ
れ
そ
う
に
な
っ
て
い
る
さ
ま
、
女

性
の
髪
の
毛
が
巻
き
上
が
っ
て
い
る
さ
ま
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
養
和

の
飢
饉
。
前
年
に
水
不
足
、
台
風
、
洪
水
と
水
に
か
か
わ
る
天
災
が
続
い
て
食
糧
が

な
く
な
り
、
大
量
の
餓
死
者
が
出
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
、
今
回
の
話
題
で
あ
る
元
暦

の
大
地
震
が
あ
り
ま
し
た
。
元
暦
二
年
、
一
一
八
五
年
の
こ
と
で
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
実
際
は
一
一
七
七
年
か
ら
一
一
八
五
年
の
約
八
年
に
亘
る
出
来

事
で
す
か
ら
、
特
に
集
中
し
て
い
た
と
は
い
え
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、

動
乱
の
世
に
同
時
に
様
々
な
自
然
災
害
が
起
き
た
こ
と
で
、
長
明
に
は
連
続
し
て
い

る
か
の
よ
う
に
意
識
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
。『
方
丈
記
』
の
中
で
は
、
こ
れ
ら
を
四

大
種
の
枠
組
み
で
捉
え
て
い
ま
す
。
仏
教
の
言
葉
で
、
人
の
身
体
や
自
然
を
成
し
て

い
る
四
つ
の
要
素
、
火
・
風
・
水
・
地
の
こ
と
で
す
。
そ
の
災
い
を
一
つ
ず
つ
取
り

上
げ
て
、
こ
れ
ら
に
、
平
清
盛
の
悪
行
の
一
つ
と
さ
れ
た
福
原
へ
の
遷
都
を
加
え
た

の
が
五
大
災
厄
で
す
。

と
こ
ろ
で
、
当
時
、
ど
れ
く
ら
い
の
頻
度
で
、
ま
た
ど
の
程
度
の
規
模
の
地
震

が
発
生
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
の
大
日
本
史
料
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
よ
っ
て
、「
地
震
」

と
い
う
文
字
列
を
検
索
し
て
み
ま
す
と
、
ほ
ぼ
毎
年
の
よ
う
に
地
震
の
記
録
が
あ
っ

て
、
本
当
に
日
本
は
地
震
の
多
い
土
地
で
あ
る
こ
と
が
よ
く
わ
か
り
ま
す
。
今
の
よ

う
に
正
確
な
計
測
器
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
地
方
の
情
報
は
お
そ
ら
く
網
羅
で
き
な

か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
毎
年
の
よ
う
に
地
震
の
記
事
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
別

の
文
字
列
、
例
え
ば
「
大
震
」（
大
き
な
揺
れ
）
や
「
小
震
」（
小
さ
な
揺
れ
）
と
い
っ

た
語
の
記
事
を
加
え
れ
ば
、
更
に
数
が
増
え
ま
す
。

こ
の
中
で
も
、
文
治
一
年
、
す
な
わ
ち
元
暦
二
年
、
一
一
八
四
年
の
記
事
が
圧

倒
的
に
多
い
と
い
う
の
が
お
分
か
り
い
た
だ
け
る
と
思
い
ま
す
。
七
月
九
日
が
、『
方

丈
記
』・『
愚
管
抄
』・『
平
家
物
語
』
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
元
暦
の
大
地
震
に
な

り
ま
す
。
当
時
の
貴
族
の
漢
文
日
記
で
あ
る
『
玉
葉
』
や
『
山
槐
記
』
な
ど
に
も
こ

れ
に
つ
い
て
の
記
録
は
あ
っ
て
、
当
時
の
貴
族
た
ち
が
こ
の
地
震
を
ど
う
受
け
止
め

た
の
か
と
い
う
こ
と
も
詳
し
く
書
か
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
遡
っ
て
治
承
三

年
一
一
月
七
日
に
も
地
震
の
記
事
が
あ
り
ま
す
。
こ
ち
ら
の
方
は
貴
族
の
日
記
で
は

軽
く
触
れ
ら
れ
て
い
る
程
度
で
し
て
、
元
暦
二
年
七
月
九
日
の
地
震
に
比
べ
る
と
小

さ
か
っ
た
の
で
す
が
、『
平
家
物
語
』
に
は
、
こ
れ
が
清
盛
の
ク
ー
デ
タ
ー
の
前
兆

と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
う
し
て
地
震
の
年
表
を
見
る
と
、
や
は
り
元
暦
二
年
七
月
九
日
の
地
震
は
、
各

段
に
大
規
模
で
し
た
か
ら
、
地
震
研
究
に
お
い
て
も
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ら

を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

レ
ジ
ュ
メ
に
挙
げ
ま
し
た
の
は
、
元
Ｎ
Ｈ
Ｋ
解
説
員
で
特
に
自
然
関
係
（
地
震
・

天
候
等
）
分
野
が
御
専
門
の
伊
藤
和
明
さ
ん
に
よ
る
解
説
で
す
。
二
〇
〇
九
年
二
月

一
日
、
つ
ま
り
大
震
災
の
前
の
記
事
で
す
。

京
都
に
大
災
害
を
も
た
ら
し
た
こ
の
地
震
は
、
一
一
八
五
年
八
月
一
三
日

（
元
暦
二
年
七
月
九
日
）
の
正
午
ご
ろ
に
発
生
し
た
。
平
家
一
門
が
壇
ノ
浦
の



3

日本研究センター紀要　第７号

合
戦
に
敗
れ
て
滅
亡
し
て
か
ら
、
三
か
月
あ
ま
り
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ

の
た
め
、
平
家
の
怨
霊
の
祟
り
で
あ
る
と
し
た
噂
が
飛
び
か
っ
た
と
い
う
。

一
、
こ
の
地
震
で
は
、
琵
琶
湖
の
南
部
か
ら
京
都
に
か
け
て
大
災
害
と
な

り
、
と
く
に
白
河
付
近
の
被
害
が
大
き
く
、
法
勝
寺
の
九
重
塔
や
阿
弥
陀
堂
、

南
大
門
な
ど
が
倒
壊
し
、
法
成
寺
の
回
廊
も
転
倒
、
そ
の
ほ
か
尊
勝
寺
や
最

勝
寺
な
ど
各
寺
院
の
堂
塔
や
鐘
楼
な
ど
に
大
き
な
被
害
が
で
た
。
比
叡
山
の

建
物
も
、
ほ
と
ん
ど
が
倒
壊
あ
る
い
は
傾
斜
し
た
と
い
う
。
京
都
市
内
の
民

家
も
多
数
倒
壊
し
、
多
く
の
死
者
が
で
た
。
ま
た
宇
治
川
に
か
か
る
宇
治
橋

が
落
ち
て
、
渡
橋
中
の
一
〇
人
が
川
に
落
ち
、
う
ち
一
人
が
溺
死
し
た
。
こ

う
し
た
被
害
の
状
況
か
ら
、
内
陸
直
下
の
地
震
と
し
て
は
、
か
な
り
大
規
模

な
も
の
で
、
M
七
・
四
前
後
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

『
方
丈
記
』
の
記
述
の
な
か
に
、「
海
は
傾
き
て
陸
地
を
ひ
た
せ
り
」
と
い

う
表
現
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
い
う
〝
海
〞
と
は
、
琵
琶
湖
を
指
し
て
い
る
。

内
大
臣
中
山
忠
親
の
『
山
槐
記
』
に
は
、
伝
聞
と
し
て
「
近
江
の
湖
の
水
が
、

北
へ
流
れ
て
減
少
し
、
岸
辺
が
干
上
が
っ
た
が
、
後
日
も
と
の
よ
う
に
水
が

戻
っ
て
岸
に
満
ち
た
」
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
事
実
と
す
れ
ば
、

琵
琶
湖
の
南
端
で
津
波
が
起
き
た
の
か
、
そ
れ
と
も
地
震
に
伴
う
地
盤
の
変

動
が
あ
っ
た
の
か
、
い
ず
れ
に
せ
よ
謎
の
現
象
で
あ
る
。

近
年
の
活
断
層
の
調
査
か
ら
、『
方
丈
記
』
に
書
か
れ
た
こ
の
地
震
は
、
琵

琶
湖
西
岸
断
層
帯
の
南
部
に
あ
た
る
堅
田
断
層
が
活
動
し
た
も
の
と
推
定
さ

れ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
琵
琶
湖
は
、
太
古
か
ら
の
断
層
活
動
、
つ
ま
り
地
震

の
累
積
に
よ
っ
て
生
じ
た
構
造
湖
な
の
だ
か
ら
、
一
一
八
五
年
の
地
震
は
、

ま
さ
に
歴
史
が
繰
り
返
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
琵
琶

湖
西
岸
断
層
帯
の
活
断
層
群
は
、
い
つ
か
必
ず
活
動
し
て
、
厳
し
い
内
陸
直

下
地
震
を
引
き
起
こ
す
こ
と
は
疑
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
（
「
伊
藤
和
明
の
イ
ン
サ
イ
ト
・
ア
ウ
ト　

災
害
史
は
語
るN

o.141　
『
方
丈
記
』
に
描
か
れ
た
大
地
震
」

『
防
災
情
報
新
聞
』
二
〇
〇
九
年
二
月
一
日
１
）

こ
の
地
震
で
は
琵
琶
湖
の
南
部
か
ら
京
都
に
か
け
て
非
常
に
大
き
な
被
害
が
で

ま
し
た
。
白
河
の
付
近
で
す
。
法
勝
寺
や
法
成
寺
な
ど
の
都
の
寺
社
も
大
き
な
被
害

を
受
け
ま
し
た
。
比
叡
山
の
建
物
の
倒
壊
な
ど
も
『
玉
葉
』
に
触
れ
ら
れ
て
い
ま

す
。
内
陸
の
直
下
型
地
震
で
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
七
・
四
と
推
定
さ
れ
て
い
ま
す
。『
方

丈
記
』『
山
槐
記
』
の
記
述
の
中
に
は
琵
琶
湖
周
辺
の
様
子
も
書
か
れ
て
い
ま
す
が
、

近
年
の
活
断
層
の
調
査
か
ら
こ
の
地
震
は
、
琵
琶
湖
西
岸
断
層
帯
の
南
部
に
あ
た
る

堅
田
断
層
が
活
動
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。
こ
う
い
う
古
い
記
録

を
活
用
し
た
地
震
の
検
証
は
、
従
来
あ
ま
り
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
が
、
二
〇
〇
九
年
の
時
点
で
『
方
丈
記
』
の
記
録
に
つ
い
て
実
際
の
検
証

が
な
さ
れ
た
の
は
興
味
深
い
こ
と
で
す
。
今
回
の
震
災
の
後
、
昔
の
記
録
に
遡
っ
て

学
ぶ
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
、
貞
観
地
震
の
記
録
な
ど
が
改
め

て
取
り
上
げ
ら
れ
ま
し
た
が
、
古
い
記
録
を
材
料
と
し
た
自
然
災
害
の
研
究
が
、
今

後
よ
り
盛
ん
に
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

次
に
、
琵
琶
湖
の
西
岸
の
断
層
帯
に
関
す
る
調
査
研
究
を
ま
と
め
た
も
の
か
ら

引
用
し
て
お
き
ま
し
た
。

一
一
八
五
年
（
元
暦
二
年
）
に
近
畿
地
方
で
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
七
・
四
の
地

震
が
発
生
し
、
京
都
府
を
中
心
と
す
る
地
域
で
大
き
な
被
害
が
あ
っ
た
（
宇

佐
美
、
二
〇
〇
三
）。
西
山
（
二
〇
〇
〇
）
は
、
史
料
記
述
に
琵
琶
湖
の
水
が
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北
流
し
、
湖
岸
が
一
時
的
に
陸
化
し
た
よ
う
に
思
え
る
記
載
が
あ
る
こ
と
な

ど
か
ら
、
こ
の
地
震
の
震
源
位
置
を
暫
定
的
に
琵
琶
湖
西
岸
南
部
に
推
定
し

て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
地
震
の
際
に
活
動
し
た
活
断
層
と
し
て
は
、
比
叡

山
東
麓
に
分
布
す
る
堅
田
断
層
や
比
叡
断
層
を
想
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ

る
と
指
摘
し
て
い
る
。

ま
た
、
前
述
の
通
り
、
本
断
層
帯
南
部
の
堅
田
断
層
で
地
形
・
地
質
的
に

認
め
ら
れ
た
過
去
の
活
動
時
期
は
一
一
世
紀
以
後
、
一
二
世
紀
以
前
で
あ
っ

た
可
能
性
が
あ
る
が
、
こ
の
時
期
は
一
一
八
五
年
の
地
震
と
整
合
的
で
あ
り
、

こ
の
地
震
で
本
断
層
帯
南
部
が
活
動
し
た
可
能
性
が
あ
る
。

（
地
震
調
査
研
究
推
進
本
部
地
震
調
査
委
員
会　
　
　
　
　
　
　

「
琵
琶
湖
西
岸
断
層
帯
の
長
期
評
価
の
一
部
改
訂
に
つ
い
て
」

平
成
二
一
年
八
月
二
五
日
２

）

西
山
昭
仁
氏
が
、『
方
丈
記
』
や
『
山
槐
記
』
な
ど
の
記
述
に
琵
琶
湖
の
水
が
北

流
し
湖
岸
が
一
時
陸
地
化
し
た
よ
う
に
思
え
る
記
載
が
あ
る
こ
と
な
ど
を
基
に
、
こ

の
地
震
の
震
源
位
置
を
暫
定
的
に
琵
琶
湖
の
西
岸
の
南
部
と
し
、
比
叡
山
の
東
（
琵

琶
湖
の
南
部
）
堅
田
の
辺
り
の
断
層
が
震
源
地
で
は
な
か
っ
た
か
と
指
摘
さ
れ
て
い

ま
す
。
琵
琶
湖
の
西
岸
の
断
層
帯
は
北
部
と
南
部
に
分
か
れ
る
そ
う
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、
文
学
作
品
で
あ
る
『
方
丈
記
』、
歴
史
資
料
で
あ
る
漢
文
日
記
を

も
と
に
、
元
暦
の
地
震
の
現
象
や
震
源
地
が
明
ら
か
に
さ
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
。

そ
れ
で
は
、
本
題
に
入
っ
て
、
こ
の
地
震
を
当
時
の
人
々
が
ど
の
よ
う
に
受
け

止
め
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
『
方
丈
記
』
を
中
心
に
確
認
し
て
い
く
こ
と
に
い

た
し
ま
す
。

資
料
に
は
『
方
丈
記
』
の
五
大
災
厄
の
と
こ
ろ
を
す
べ
て
あ
げ
て
お
き
ま
し
た

が
、
今
回
は
元
暦
の
大
地
震
の
と
こ
ろ
の
み
取
り
上
げ
る
こ
と
に
い
た
し
ま
す
。

ま
た
、
同
じ
こ
ろ
か
と
よ
、
お
び
た
だ
し
く
大
地
震
振
る
こ
と
侍
り
き
。

そ
の
さ
ま
、
よ
の
つ
ね
な
ら
ず
。
山
は
く
づ
れ
て
河
を
埋
み
、
海
は
傾
き

て
陸
地
を
ひ
た
せ
り
。
土
裂
け
て
水
涌
き
出
で
、
巌
割
れ
て
谷
ま
ろ
び
入
る
。

な
ぎ
さ
を
漕
ぐ
船
は
波
に
た
だ
よ
ひ
、
道
行
く
馬
は
足
の
立
ち
ど
を
ま
ど
は

す
。
都
の
ほ
と
り
に
は
、
在
々
所
々
、
堂
舎
塔
廟
、
一
つ
と
し
て
全
か
ら
ず
。

或
は
た
ふ
れ
ぬ
。
塵
灰
た
ち
の
ぼ
り
て
、
盛
り
な
る
煙
の
如
し
。
地
の
動
き
、

家
の
や
ぶ
る
る
音
、
雷
に
こ
と
な
ら
ず
。
家
の
内
に
を
れ
ば
、
忽
に
ひ
し
げ

な
ん
と
す
。
走
り
出
づ
れ
ば
、
地
割
れ
裂
く
。
羽
な
け
れ
ば
、
空
を
も
飛
ぶ

べ
か
ら
ず
。
龍
な
ら
ば
や
、
雲
に
も
乗
ら
む
。
恐
れ
の
中
に
恐
る
べ
か
り
け

る
は
、
只
地
震
な
り
け
り
と
こ
そ
覚
え
侍
り
し
か
。

ま
ず
、
地
震
そ
の
も
の
の
描
写
が
あ
り
ま
す
。
山
が
崩
れ
て
、
川
が
埋
ま
っ
て

し
ま
っ
た
。「
海
は
傾
き
て
陸
地
を
ひ
た
せ
り
」。
頭
注
に
あ
る
よ
う
に
、『
山
槐
記
』

に
は
も
う
少
し
詳
し
く
書
い
て
あ
っ
て
、
琵
琶
湖
の
水
が
北
に
流
れ
て
水
位
が
一
〇

数
メ
ー
ト
ル
減
っ
た
と
あ
り
ま
す
。
科
学
的
に
考
え
る
と
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。

先
ほ
ど
の
伊
藤
さ
ん
の
記
事
で
、
琵
琶
湖
の
南
側
の
方
で
津
波
が
出
来
た
の
か
、
地

震
に
伴
う
地
盤
の
変
動
が
起
き
た
の
か
、
謎
の
現
象
で
あ
る
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。

東
日
本
大
震
災
の
時
も
津
波
が
来
る
前
に
一
旦
沖
の
方
に
水
が
引
い
て
行
っ
た
と
い

う
話
も
あ
り
ま
す
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
そ
れ
と
似
た
異
変
が
起
き
た
と
い
う
こ
と

で
す
ね
。
土
が
裂
け
て
水
が
湧
き
出
た
。
こ
れ
は
液
状
化
の
記
録
と
言
わ
れ
ま
す
。

九
条
兼
実
の
日
記
『
玉
葉
』
に
地
面
が
割
れ
て
水
が
出
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
書
か

れ
て
い
ま
す
。
大
き
な
岩
も
割
れ
て
谷
に
転
が
り
込
む
。
波
の
上
で
船
は
揺
れ
、
道
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行
く
馬
は
足
元
が
定
ま
ら
な
い
。
都
で
は
寺
社
・
寺
院
等
が
崩
れ
た
。
地
面
が
揺
れ

て
家
が
壊
れ
る
さ
ま
は
大
き
な
雷
が
鳴
る
よ
う
で
あ
っ
た
…
…
。
今
は
建
築
技
術
が

し
っ
か
り
し
て
い
ま
す
か
ら
、
地
震
に
よ
っ
て
建
物
が
倒
壊
す
る
こ
と
は
減
っ
て
い

る
で
し
ょ
う
が
、
当
時
は
そ
う
し
た
被
害
が
多
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

「
羽
な
け
れ
ば
、
空
を
も
飛
ぶ
べ
か
ら
ず
」。
こ
れ
は
『
荘
子
』
に
出
典
が
あ
る
の

で
は
な
い
か
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
私
に
は
山
上
憶
良
の
歌
「
世
間
を
憂
し
と
や

さ
し
と
思
へ
ど
も　

飛
び
立
ち
か
ね
つ
鳥
に
し
あ
ら
ね
ば
」
が
思
い
出
さ
れ
ま
す
。

飛
び
立
て
れ
ば
地
面
の
揺
れ
か
ら
逃
げ
ら
れ
る
け
れ
ど
、
人
間
は
飛
ぶ
こ
と
が
で
き

な
い
。「
龍
な
ら
ば
や
、
雲
に
も
乗
ら
む
」。
龍
で
あ
っ
た
な
ら
ば
雲
に
で
も
乗
れ
る

だ
ろ
う
に
と
い
う
の
で
す
が
、
龍
の
語
が
唐
突
に
出
て
く
る
の
で
、
何
か
出
典
が
あ

る
よ
う
な
気
も
し
ま
す
。
新
潮
古
典
集
成
の
頭
注
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
と
お
り
、『
愚

管
抄
』
や
『
平
家
物
語
』
で
は
、
こ
の
地
震
が
龍
に
関
連
付
ら
れ
て
い
ま
す
。
平
家

の
信
仰
も
背
景
に
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
、
平
家
の
怨
霊
で
あ
る
龍
の
仕
業
と
解
釈

さ
れ
て
い
た
よ
う
な
の
で
す
。
し
か
し
、
地
震
の
原
因
が
龍
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
、

龍
で
あ
れ
ば
逃
げ
ら
れ
る
の
に
、
と
い
う
の
は
捉
え
方
が
逆
と
い
え
ま
す
。
何
か
連

想
が
働
い
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
長
明
に
は
別
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
っ
た
よ

う
な
気
が
し
ま
す
。「
恐
れ
の
中
に
恐
る
べ
か
り
け
る
は
、
只
地
震
な
り
け
り
」。
た

だ
恐
ろ
し
い
も
の
、
恐
れ
る
べ
き
も
の
は
こ
の
地
震
以
外
に
は
な
い
。
例
え
ば
、
火

事
は
天
災
と
い
う
よ
り
人
災
で
、
防
げ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
風
に
よ
る
被
害
を

防
ぐ
の
は
難
し
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
地
震
ほ
ど
の
危
険
性
は
な
い
と
思
わ
れ
て

い
た
の
で
し
ょ
う
。
飢
饉
も
人
災
の
側
面
が
大
き
く
て
、
被
害
を
小
さ
く
す
る
こ
と

が
で
き
る
災
害
で
す
。
し
か
し
、
地
震
ば
か
り
は
ど
う
し
よ
う
も
な
い
の
で
す
。

続
け
て
、
人
々
が
逃
げ
ま
ど
い
、
怪
我
を
し
た
り
、
亡
く
な
っ
た
り
し
た
で
あ

ろ
う
中
で
、
あ
る
親
子
の
姿
が
印
象
深
く
描
か
れ
て
い
ま
す
。
実
は
、
こ
の
部
分
は
、

現
存
最
古
の
写
本
で
あ
る
大
福
光
寺
本
に
は
な
く
て
、
取
り
扱
い
に
注
意
が
必
要
な

部
分
で
す
が
、
今
回
は
諸
本
の
関
係
や
異
同
に
は
触
れ
ず
、『
方
丈
記
』
全
体
と
し

て
扱
っ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

其
の
中
に
、
或
る
武
者
の
ひ
と
り
子
の
六
七
ば
か
り
に
侍
り
し
が
、
築
地

の
お
ほ
ひ
の
下
に
小
家
を
作
り
て
、
は
か
な
げ
な
る
あ
ど
な
し
事
を
し
て
遊

び
侍
り
し
が
、
俄
に
く
づ
れ
、
埋
め
ら
れ
て
、
跡
形
な
く
、
平
に
う
ち
ひ
さ

が
れ
て
、
二
つ
の
目
な
ど
、
一
寸
ば
か
り
づ
つ
う
ち
出
だ
さ
れ
た
る
を
、
父

母
か
か
へ
て
、
声
を
惜
し
ま
ず
悲
し
み
あ
ひ
て
侍
り
し
こ
そ
、
哀
れ
に
悲
し

く
見
侍
り
し
か
。
子
の
悲
し
み
に
は
、
猛
き
も
の
も
恥
を
忘
れ
け
り
と
覚
え

て
、
い
と
ほ
し
く
こ
と
わ
り
か
な
と
ぞ
見
侍
り
し
。

あ
る
武
者
の
一
人
っ
子
で
六
、七
歳
く
ら
い
の
子
ど
も
が
瓦
葺
の
屋
根
の
下
で
遊

ん
で
い
た
。
地
震
で
倒
壊
し
た
建
物
に
埋
も
れ
て
し
ま
っ
て
、
跡
形
な
く
押
し
つ
ぶ

さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
目
の
玉
が
一
寸
ず
つ
飛
び
出
し
て
し
ま
っ
て
い
て
、
そ
の
我
が

子
を
両
親
が
抱
え
て
声
を
惜
し
ま
ず
泣
い
て
い
る
。
そ
れ
を
見
て
哀
れ
に
悲
し
く
感

じ
た
の
で
あ
っ
た
。
わ
が
子
へ
の
情
愛
に
は
武
士
の
よ
う
な
荒
々
し
い
者
も
体
面
を

忘
れ
て
し
ま
う
も
の
な
の
だ
と
感
じ
、
気
の
毒
で
そ
の
悲
嘆
ぶ
り
は
当
然
の
こ
と
で

あ
る
と
思
っ
た
、
と
あ
り
ま
す
。

こ
こ
は
、
貴
族
に
と
っ
て
の
武
士
と
は
ど
の
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
か
と
い
う

こ
と
を
念
頭
に
読
む
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。『
愚
管
抄
』
で
保
元
の
乱

か
ら
武
者
の
世
が
始
ま
っ
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
お
り
、
貴
族
に
と
っ
て
は
、
そ

の
頃
か
ら
自
分
た
ち
と
は
異
質
の
者
ど
も
が
自
分
た
ち
の
世
界
に
足
を
踏
み
入
れ
て

き
た
、
そ
う
い
う
時
代
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
で
す
。
そ
う
し
た
理
解
し
が
た
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く
恐
ろ
し
い
者
で
あ
る
と
感
じ
て
い
た
人
た
ち
が
、
自
分
た
ち
と
同
じ
よ
う
に
子
ど

も
へ
の
愛
情
を
持
っ
て
い
て
、
そ
の
死
に
体
面
を
忘
れ
て
泣
き
悲
し
ん
で
い
る
。
そ

の
さ
ま
に
何
か
を
感
じ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
武
者
に
対
す
る
視
線
と
親
子
の

愛
情
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

そ
し
て
、
親
子
の
死
別
の
場
面
は
、
こ
の
前
の
養
和
の
飢
饉
の
記
事
に
も
あ
っ

て
、
母
親
が
亡
く
な
っ
た
の
も
知
ら
ず
に
、
そ
の
乳
房
を
吸
っ
て
い
る
幼
児
の
姿
が

描
写
さ
れ
て
い
ま
す
。

い
と
あ
は
れ
な
る
事
も
侍
り
き
。
さ
り
が
た
き
妻
・
を
と
こ
持
ち
た
る
も

の
は
、
そ
の
思
ひ
ま
さ
り
て
深
き
も
の
、
必
ず
先
立
ち
て
死
ぬ
。
そ
の
故
は
、

わ
が
身
を
ば
次
に
し
て
、
人
を
い
た
は
し
く
思
ふ
あ
ひ
だ
に
、
ま
れ
ま
れ
得

た
る
食
ひ
物
を
も
、
か
れ
に
ゆ
づ
る
に
よ
り
て
な
り
。
さ
れ
ば
、
親
子
あ
る

も
の
は
、
定
ま
れ
る
事
に
て
、
親
ぞ
先
立
ち
け
る
。
ま
た
、
母
の
命
尽
き
た

る
を
も
知
ら
ず
し
て
、
い
と
け
な
き
子
の
、
な
ほ
乳
を
吸
ひ
つ
つ
臥
せ
る
な

ど
も
あ
り
け
り
。

災
害
が
起
き
た
時
に
ま
ず
そ
の
身
を
案
じ
る
相
手
は
、
親
に
と
っ
て
は
子
で
あ

り
、
子
に
と
っ
て
は
親
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
こ
こ
に
は
、
す
で
に
母
子
が
心
を
通
わ

せ
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
痛
ま
し
い
姿
が
描
か
れ
て
い
る
訳
で
す

が
、
読
者
と
し
て
は
、
母
の
、
子
ど
も
を
残
し
て
死
ん
だ
無
念
さ
や
、
自
分
の
命
と

引
き
換
え
に
少
し
で
も
子
ど
も
の
命
を
延
ば
そ
う
と
し
た
思
い
を
読
み
取
る
こ
と
も

で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

一
方
、
当
時
の
仏
教
思
想
に
お
い
て
、
親
子
の
恩
愛
は
執
着
の
一
つ
で
あ
り
、
往

生
の
妨
げ
に
な
る
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
長
明
が
そ
れ
を
知
ら
な
か
っ
た
は
ず

は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
を
前
提
に
、
災
害
で
亡
く
な
っ
た
人
に
つ
い
て
も
、
親
子
の

情
な
ど
持
っ
て
い
な
い
方
が
往
生
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
文

学
が
描
く
人
間
と
い
う
の
は
そ
う
い
う
も
の
で
は
な
い
の
で
す
。
人
が
最
期
に
子
、

あ
る
い
は
親
を
想
う
の
は
当
た
り
前
な
の
だ
と
い
う
こ
と
。
そ
う
い
っ
た
こ
と
を
掬

い
取
っ
て
い
く
の
が
文
学
な
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
長
明
は
、
災
害

で
亡
く
な
っ
た
人
の
往
生
、
成
仏
に
つ
い
て
直
接
は
触
れ
て
い
ま
せ
ん
。
あ
え
て
、

そ
こ
に
目
を
瞑
っ
て
描
写
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
も
い
た
し
ま
す
。

か
く
、
お
び
た
だ
し
く
振
る
事
は
、
し
ば
し
に
て
止
み
に
し
か
ど
も
、
そ

の
な
ご
り
、
し
ば
し
は
絶
え
ず
。
世
の
常
、
驚
く
ほ
ど
の
地
震
、
二
三
十
度

振
ら
ぬ
日
は
な
し
。
十
日
・
廿
日
過
ぎ
に
し
か
ば
、
や
う
や
う
間
遠
に
な
り

て
、
或
は
四
五
度
、
二
三
度
、
も
し
は
一
日
ま
ぜ
、
二
三
日
に
一
度
な
ど
、

お
ほ
か
た
、
そ
の
な
ご
り
、
三
月
ば
か
り
や
侍
り
け
む
。

さ
て
、
七
月
九
日
の
揺
れ
の
あ
と
、
徐
々
に
減
っ
て
は
行
き
ま
す
が
、
余
震
が

三
か
月
く
ら
い
続
き
ま
し
た
。
他
の
史
料
の
記
録
を
併
せ
て
み
る
と
、
九
月
ま
で
ほ

ぼ
毎
日
の
よ
う
に
揺
れ
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
確
認
で
き
ま
す
。

そ
の
後
、
長
明
は
、
こ
の
災
害
を
通
じ
て
思
っ
た
こ
と
、
感
じ
た
こ
と
を
記
し

て
い
ま
す
。

四
大
種
の
中
に
、
水
・
火
・
風
は
常
に
害
を
な
せ
ど
、
大
地
に
い
た
り
て

は
、
こ
と
な
る
変
を
な
さ
ず
。「
昔
、
斉
衡
の
こ
ろ
と
か
、
大
地
震
振
り
て
、

東
大
寺
の
仏
の
御
頭
落
ち
な
ど
、
い
み
じ
き
事
ど
も
侍
り
け
れ
ど
、
な
ほ
こ

の
た
び
に
は
し
か
ず
と
ぞ
。
す
な
は
ち
、
人
皆
あ
ぢ
き
な
き
事
を
述
べ
て
、
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い
さ
さ
か
、
心
の
濁
り
も
う
す
ら
ぐ
と
見
え
し
か
ど
、
月
日
か
さ
な
り
、
年

経
に
し
後
は
、
こ
と
ば
に
か
け
て
云
ひ
出
づ
る
人
だ
に
な
し
。

ま
ず
、「
四
大
種
」、
す
な
わ
ち
物
質
を
構
成
す
る
四
つ
の
要
素
で
あ
る
地
・
水
・

火
・
風
の
う
ち
、
水
・
火
・
風
は
常
に
害
を
な
す
。
し
か
し
、
大
地
に
つ
い
て
は
こ

れ
と
い
っ
た
異
変
を
起
こ
さ
な
い
も
の
だ
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
四
大
種
は
そ
れ
ぞ
れ

性
質
を
持
っ
て
い
て
、
地
の
性
質
は
安
定
や
維
持
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。
し
か

し
今
回
は
違
っ
た
。
先
例
と
し
て
斉
衡
の
頃
、
文
徳
朝
の
地
震
も
た
い
へ
ん
被
害
が

大
き
か
っ
た
そ
う
だ
が
、
今
回
と
は
比
べ
物
に
な
ら
な
か
っ
た
そ
う
で
あ
る
、
と
。

そ
し
て
、「
す
な
は
ち
」
か
ら
始
ま
る
最
後
の
一
文
。
地
震
の
直
後
は
、
人
々
は

皆
、
物
事
の
虚
し
さ
を
述
べ
て
、
少
し
は
「
心
の
濁
り
も
う
す
ら
ぐ
」
と
見
え
た
。

生
き
て
い
る
人
の
心
に
は
様
々
な
想
い
や
迷
い
が
あ
っ
て
、
つ
ま
り
煩
悩
に
穢
さ
れ

乱
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
地
震
の
体
験
を
と
お
し
て
無
常
を
解
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
仏
教
の
真
理
に
多
少
で
も
近
づ
け
る
よ
う
に
見
え
た
。
し
か
し
、
月
日
が

重
な
っ
て
年
が
経
っ
た
後
は
「
言
葉
に
か
け
て
い
ひ
出
づ
る
人
だ
に
な
し
」。
こ
の

最
後
の
一
文
が
私
た
ち
に
非
常
に
重
い
も
の
を
投
げ
か
け
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま

す
。
大
き
な
被
害
を
受
け
た
当
座
は
、
生
き
方
や
死
に
方
、
こ
の
世
の
あ
り
方
と
い

う
こ
と
に
も
想
い
を
致
す
、
当
時
で
言
え
ば
仏
道
へ
の
機
縁
を
得
た
と
し
て
も
、
年

を
経
つ
と
人
々
は
忘
れ
て
し
ま
う
と
い
う
の
で
す
。
災
害
そ
の
も
の
の
記
憶
に
加

え
、
そ
の
時
の
感
情
や
思
念
は
忘
れ
去
ら
れ
、
世
の
無
常
を
観
じ
て
清
ら
か
に
な
っ

た
心
も
、
ま
た
さ
ま
ざ
ま
な
煩
悩
で
濁
っ
て
き
て
し
ま
う
。
新
潮
古
典
集
成
の
三
木

先
生
の
注
で
は
、「
（
発
心
遁
世
す
る
人
は
お
ろ
か
）
事
件
の
折
り
の
こ
と
を
口
に

す
る
人
さ
え
い
な
い
の
で
あ
っ
た
」
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

『
方
丈
記
』
の
テ
ー
マ
は
無
常
観
と
言
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
す
が
、
こ
の
記

事
に
は
、
自
然
か
ら
学
ぶ
無
常
や
命
の
は
か
な
さ
と
同
時
に
、
人
の
心
の
変
わ
り
や

す
さ
や
あ
て
に
な
ら
な
い
さ
ま
を
も
指
摘
し
て
い
る
と
言
え
ま
す
。
私
た
ち
は
、
昨

年
の
震
災
か
ら
ま
だ
一
年
経
っ
て
い
ま
せ
ん
の
で
、
そ
の
新
鮮
な
記
憶
に
基
づ
い

て
、
復
興
や
防
災
を
は
じ
め
、
日
々
の
生
き
方
に
つ
い
て
も
考
え
て
い
る
と
思
い
ま

す
。
こ
れ
が
何
年
か
経
つ
と
ど
う
な
る
か
と
考
え
る
と
、
長
明
の
指
摘
は
非
常
に
重

要
な
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

さ
て
、
こ
こ
で
、
震
災
前
後
の
『
方
丈
記
』
の
読
ま
れ
方
の
変
化
を
確
認
し
て

お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
、
震
災
前
で
す
が
、
近
代
文
学
が
ご
専
門
の
尾
形
明
子
氏
が
『SABO

』
と

い
う
雑
誌
に
書
か
れ
た
エ
ッ
セ
イ
に
お
い
て
「『
方
丈
記
』
に
書
か
れ
て
い
る
よ
う

な
無
常
観
の
そ
こ
に
は
大
自
然
の
猛
威
の
前
に
は
生
死
も
紙
一
重
の
実
感
が
あ
る
」

と
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
、
私
た
ち
に
と
っ
て
こ
の
二
〇
〇
八
年
の
時
点
で
は
、

「
紙
一
重
」
が
本
当
の
意
味
で
ま
だ
現
実
味
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
い
う
気
も
い
た
し
ま
す
。
震
災
前
に
は
、『
方
丈
記
』
に
書
か
れ
て
い
る
無
常
観

は
ま
さ
に
観
念
的
な
も
の
と
し
て
享
受
さ
れ
て
き
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

次
に
、
震
災
後
に
『
方
丈
記
』
が
ど
の
よ
う
に
読
ま
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と

に
つ
い
て
で
す
が
、『
方
丈
記
』
が
こ
れ
ほ
ど
多
く
取
り
上
げ
ら
れ
た
こ
と
は
な
か
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
く
ら
い
、
実
に
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
言
及
が
あ
り
ま
す
。

そ
こ
か
ら
二
つ
ば
か
り
と
り
あ
げ
て
み
ま
す
。

一
つ
目
は
、
山
折
哲
雄
氏
に
よ
る
コ
ラ
ム
で
す
。

長
明
は
元
暦
二
年
に
発
生
し
た
都
の
大
地
震
の
経
験
を
『
方
丈
記
』
に
書
き
、
日

蓮
は
正
嘉
元
年
に
起
こ
っ
た
鎌
倉
大
地
震
の
経
験
を
背
景
に
し
て
、『
立
正
安
国
論
』

を
書
き
ま
し
た
。
山
折
氏
は
、
こ
の
二
つ
の
書
物
を
比
較
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
性
質

の
違
い
を
「
天
災
」
論
と
「
人
災
」
論
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
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《
鴨
長
明
の
方
丈
記
の
天
災
論
》

…
…
そ
の
方
丈
の
空
間
は
か
れ
に
と
っ
て
は
人
生
の
す
べ
て
で
あ
り
、
宇

宙
の
中
心
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
く
ら
べ
る
と
き
、
世
間
を
騒
が
す
時
代
の
動

き
や
人
事
の
葛
藤
は
す
べ
て
変
化
し
て
や
ま
な
い
不
確
か
な
も
の
と
映
っ
て

い
た
。
ひ
と
た
び
大
地
が
震
え
雨
水
が
あ
ふ
れ
で
れ
ば
、
手
を
こ
ま
ね
い
て

み
て
い
る
ほ
か
は
な
か
っ
た
。
自
然
の
脅
威
は
「
天
災
」
以
外
の
何
物
で
も

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

《
日
蓮
の
立
正
安
国
論
の
人
災
論
》

…
…

日
蓮
は
こ
の
著
作
で
二
つ
の
危
機
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
法
華
経
を
な

い
が
し
ろ
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ず
る
危
機
で
あ
る
。
一
つ
は
国
内
に
不

安
と
混
乱
を
ひ
き
お
こ
す
「
内
乱
」
の
危
機
、
も
う
一
つ
が
国
家
に
侵
入
し

て
く
る
「
外
敵
」
に
よ
る
危
機
で
あ
る
。
そ
し
て
日
本
の
国
土
を
襲
っ
た
地

震
、
台
風
、
洪
水
と
い
う
あ
い
つ
ぐ
災
害
の
発
生
こ
そ
、
そ
の
よ
う
な
内
乱

と
外
敵
侵
入
に
よ
る
危
機
の
兆
候
を
示
す
も
の
だ
と
警
告
を
発
し
た
の
で
あ

る
。
か
れ
が
地
震
な
ど
の
災
害
を
「
人
災
」
と
み
な
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か

る
だ
ろ
う
。

《
生
き
方
と
表
裏
一
体
の
議
論
》

鴨
長
明
に
と
っ
て
自
然
の
災
害
は
必
然
で
あ
っ
た
。
自
然
が
ひ
と
た
び
怒

り
だ
せ
ば
人
間
は
そ
の
前
に
首
を
垂
れ
、
服
従
す
る
ほ
か
な
く
、
そ
れ
に
反

逆
す
る
な
ど
思
い
も
よ
ら
ぬ
こ
と
だ
っ
た
。
だ
が
、
す
べ
て
を
あ
き
ら
め
て

絶
望
の
淵
（
ふ
ち
）
に
沈
ん
で
い
た
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
吹
け
ば
と

ぶ
よ
う
な
庵
（
い
お
り
）
に
身
を
隠
し
て
風
流
に
生
き
る
し
た
た
か
な
術
を

心
得
て
い
た
か
ら
だ
。
か
れ
は
お
そ
ら
く
自
然
に
逆
ら
わ
ず
に
生
き
る
最
善

の
方
法
を
知
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
く
ら
べ
る
と
き
日
蓮
の
前
に
襲
い
か
か
っ
た
自
然
の
災
害
は
、
む

し
ろ
回
避
し
よ
う
と
思
え
ば
、
い
つ
で
も
そ
う
す
る
こ
と
の
で
き
る
一
時
的

な
試
練
と
映
っ
て
い
た
。
か
れ
は
鴨
長
明
の
よ
う
に
国
家
や
社
会
の
危
難
に

さ
い
し
て
無
常
の
原
理
を
も
ち
だ
す
こ
と
を
し
な
か
っ
た
。
自
然
の
「
危
機
」

の
発
生
に
た
い
し
て
、
精
神
の
「
純
化
」
の
重
要
性
を
、
当
時
と
し
て
は

も
っ
と
も
声
を
大
に
し
て
主
張
し
た
人
間
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

…
…も

し
も
そ
う
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
鴨
長
明
と
日
蓮
に
み
ら
れ
る
中
世
の
天

災
―
人
災
論
を
今
日
わ
れ
わ
れ
の
天
災
―
人
災
論
か
ら
分
か
つ
も
の
は
、
た

だ
一
つ
、
か
れ
ら
が
自
分
の
生
き
方
そ
の
も
の
と
表
裏
一
体
と
な
っ
た
議
論

を
展
開
し
て
い
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か

（【
正
論
】宗
教
学
者
・
山
折
哲
雄　
大
災
害
に
向
き
合
う
日
本
人
の
心
象
３
）

長
明
が
自
然
に
逆
ら
わ
ず
生
き
る
最
善
の
方
法
を
知
っ
て
い
た
、
と
言
っ
て
よ

い
か
ど
う
か
は
、
考
察
の
余
地
が
あ
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
少
な
く
と
も
『
方
丈

記
』
の
災
害
は
、
非
常
に
客
観
的
描
写
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
自
ら
主

体
的
、
積
極
的
に
対
処
す
べ
き
も
の
と
は
捉
え
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
言
え

る
で
し
ょ
う
。

も
う
一
つ
は
、『
朝
日
新
聞
』
の
記
事
で
す
。『
方
丈
記
』
に
「
冷
徹
な
観
察
眼
」
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と
「
恩
愛
の
情
へ
の
視
線
」
を
見
た
あ
と
、
そ
の
執
筆
の
意
図
を
「
な
ぞ
」
と
し
な

が
ら
、
次
の
よ
う
な
解
釈
で
文
章
を
閉
じ
て
い
ま
す
。

無
常
は
悲
哀
の
母
と
ば
か
り
は
言
え
ま
い
。
最
悪
の
状
況
も
ま
た
常
な
ら

ぬ
も
の
で
あ
る
な
ら
、
無
常
は
好
転
の
希
望
も
宿
し
て
い
る
の
だ
。

（『
朝
日
新
聞
』
二
〇
一
一
年
六
月
二
〇
日
朝
刊
「
文
化
の
扉
」
欄　

「
は
じ
め
て
の
方
丈
記
」
米
原
範
彦
筆
）

す
べ
て
が
無
常
で
あ
る
な
ら
ば
、
悪
い
状
況
も
ま
た
変
わ
る
も
の
で
あ
る
。
無

常
と
い
う
こ
と
を
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
捉
え
て
、
世
の
変
転
に
は
良
い
方
向
へ
の
変
化
も

含
ま
れ
る
と
捉
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
で
す
。

中
世
の
、
も
し
く
は
仏
教
の
無
常
観
を
そ
の
ま
ま
に
捉
え
れ
ば
、
世
界
と
は
そ

の
よ
う
に
虚
し
い
も
の
と
い
う
こ
と
で
終
わ
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
れ
で
は
今
、
震

災
と
そ
れ
に
よ
る
被
害
で
苦
し
む
人
々
に
何
の
救
い
に
も
支
え
に
も
な
り
ま
せ
ん
。

同
じ
欄
に
小
説
家
五
木
寛
之
さ
ん
の
エ
ッ
セ
イ
も
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
親
鸞

に
傾
倒
し
て
い
て
中
世
の
思
想
に
も
詳
し
い
五
木
さ
ん
が
、
震
災
後
の
『
方
丈
記
』

を
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
か
。

…
…
長
明
は
あ
く
ま
で
目
に
見
え
る
災
害
を
描
い
た
。
我
々
は
目
に
見
え

な
い
災
害
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
。
今
回
の
大
震
災
は
、「
方
丈
記
」
が
記
録
し

た
惨
状
を
超
え
て
い
る
。
…
…「
フ
ク
シ
マ
以
前
と
以
後
」
と
い
う
表
現
が
成

り
立
つ
ほ
ど
の
事
態
を
招
い
た
わ
け
で
す
。

放
射
能
汚
染
か
ら
無
事
で
は
な
い
我
々
の
生
活
に
は
、
い
わ
ば
「
秋
空
の

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
」
と
で
も
い
う
べ
き
透
明
な
虚
無
感
が
流
れ
込
ん
で
い
る
よ
う

で
す
。

仏
教
に
「
刹
那
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
投
げ
や
り
な
感
覚
ば
か
り

が
強
調
さ
れ
ま
す
が
、
刹
那
を
生
き
き
ろ
う
と
す
る
覚
悟
が
今
、
大
事
だ
と

思
い
ま
す
。

震
災
に
よ
る
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
り
広
範
囲
に
深
刻
な
放
射
能
汚
染
が

発
生
し
ま
し
た
。
人
間
の
手
で
作
っ
た
物
が
人
間
の
手
で
と
り
か
え
し
の
つ
か
な
い

被
害
を
引
き
起
こ
し
て
し
ま
っ
た
。
私
た
ち
が
安
全
で
有
益
と
信
じ
て
来
た
も
の
が

崩
壊
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
中
で
虚
無
感
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
の
な
か
で
、
む
し
ろ
、
仏
教
に
い
う
刹
那
と
い
う
概
念
を
理
解
し
、
そ
れ
を
生
き

き
ろ
う
と
す
る
覚
悟
を
持
つ
こ
と
を
提
案
さ
れ
て
い
ま
す
。
仏
教
の
根
本
思
想
の
一

つ
が
諸
行
無
常
で
す
が
、
だ
か
ら
生
を
悲
観
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
こ
と
を
基
盤

に
生
き
方
を
考
え
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
五
木
氏
は
続
け
て
、「
『
方
丈
記
』

は
記
録
文
学
で
あ
る
と
同
時
に
、
一
つ
の
歌
と
な
っ
て
、
人
を
酔
わ
せ
る
。
そ
こ
に

は
、
生
を
後
押
し
す
る
生
命
力
す
ら
あ
る
と
感
じ
る
の
で
す
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
ま

す
。
抽
象
的
な
表
現
で
、
そ
の
真
意
は
少
々
測
り
か
ね
ま
す
が
、『
方
丈
記
』
の
あ

る
種
の
リ
ズ
ム
を
持
っ
た
描
写
や
文
体
に
、
人
々
に
生
き
る
こ
と
を
促
す
力
強
さ
さ

え
感
じ
る
、
と
い
う
意
味
に
理
解
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
震
災
ま
で
は
、『
方
丈
記
』
は
無
常
観
の
文
学
と
一
括
り
に
さ
れ

て
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
震
災
後
は
こ
れ
を
私
た
ち
の
生
き
方
の
参
考
に
し
て
い
く

模
索
が
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
て
お
り
ま
す
。
同
じ
中
世
の
作
品
で
も
、『
愚

管
抄
』
や
『
平
家
物
語
』
で
は
、
こ
の
地
震
を
怨
霊
の
仕
業
と
す
る
な
ど
し
て
お
り
、

現
代
人
の
災
害
の
捉
え
か
た
と
か
い
離
し
て
い
ま
す
。
そ
う
し
た
な
か
で
、『
方
丈

記
』
は
、
私
た
ち
の
実
感
に
近
い
も
の
が
あ
る
と
い
え
ま
し
ょ
う
。
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さ
て
、
そ
れ
で
は
今
回
の
震
災
を
経
験
し
て
、
実
際
に
私
た
ち
の
内
面
に
は
ど

の
よ
う
な
変
化
が
あ
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
変
化
に
は
、
外
に
向
か
う
も
の
と
内

に
向
か
う
も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
外
向
す
る
変
化
と
し
て
は
、
例
え
ば
、

救
援
や
復
興
の
際
の
連
帯
や
協
力
の
精
神
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
エ
ネ
ル
ギ
ー

に
関
す
る
考
え
方
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
一
方
、『
方
丈
記
』
に
触
れ
ら
れ
て
い
た
よ

う
な
、
個
々
の
内
面
の
変
化
に
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ

は
あ
ま
り
表
に
出
る
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
し
、
個
別
多
様
の
も
の
で
し
ょ
う
。

一
つ
の
例
と
し
て
、
生
前
整
理
を
め
ぐ
る
報
道
を
と
り
あ
げ
て
お
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

去
年
の
秋
に
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
「
お
は
よ
う
日
本
の
首
都
圏
」
と
い
う
番
組
で
「
生
前

整
理
で
生
き
方
を
見
つ
め
る
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
放
送
が
あ
り
ま
し
た
。「
生
前

整
理
」
と
い
う
考
え
方
は
、
今
日
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
触
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
し
、
そ
の
課
題
を
扱
う
講
師
の
方
も
い
る
そ
う
で
、
今
回
の
震
災
後
に
起
こ
っ

た
動
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
今
回
の
震
災
後
に
そ
う
し
た
講
座
へ
の
申
込
み

が
非
常
に
多
く
な
っ
て
、
し
か
も
、
今
ま
で
は
七
十
代
の
人
が
多
か
っ
た
の
に
対
し

て
、
五
十
代
の
人
が
増
え
た
そ
う
で
す
。「
震
災
の
後
、
な
に
も
な
い
状
態
で
身
一

つ
の
状
態
で
逃
げ
て
き
た
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
よ
ね
。
そ
れ
を
聞
い
て
物
へ

の
執
着
が
な
く
な
り
ま
し
た
」
と
い
う
参
加
者
の
コ
メ
ン
ト
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い

ま
す
。
ご
主
人
が
先
に
亡
く
な
り
、
子
供
が
い
な
い
の
で
自
分
が
死
ん
だ
後
、
自
分

の
身
の
回
り
の
持
ち
物
は
誰
が
ど
う
し
て
く
れ
る
ん
だ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
を
考
え

た
結
果
、
い
つ
死
ん
で
も
悔
い
が
な
い
よ
う
に
整
理
を
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
と
の

こ
と
。
ご
主
人
と
の
思
い
出
の
品
を
自
分
の
価
値
基
準
で
整
理
し
て
い
く
。
片
付
け

る
と
い
う
の
は
片
を
付
け
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
自
分
自
身
で
片
を
付
け
る
と
い

う
こ
と
が
生
前
整
理
と
い
う
こ
と
な
の
で
は
な
い
か
と
。
そ
し
て
、
整
理
し
な
が
ら
、

残
り
の
人
生
で
自
分
の
や
り
た
い
こ
と
を
見
つ
け
た
と
も
。
こ
の
方
は
実
際
に
岩
手

に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
も
行
か
れ
た
と
い
う
こ
と
で
、
物
が
な
い
中
で
避
難
生
活
を
送

ら
れ
て
い
る
方
と
家
に
戻
っ
た
後
の
自
身
の
暮
ら
し
を
比
較
し
て
、
そ
の
後
の
捉
え

方
が
変
わ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
し
た
。

こ
の
番
組
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
方
々
の
よ
う
に
、
私
た
ち
も
今
回
の
こ
と
を
通

し
て
個
々
の
生
き
方
と
か
人
生
の
終
え
方
と
か
ど
の
よ
う
に
生
き
て
い
く
か
考
え
る

き
っ
か
け
を
与
え
ら
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
個
々
人
が
そ
う
い
う
こ
と
を
自
覚
す

る
な
か
で
、『
方
丈
記
』
の
よ
う
な
古
典
文
学
を
何
ら
か
の
か
た
ち
で
生
き
方
の
参

考
に
す
る
機
会
も
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
長
明
に
言
わ
せ
れ
ば
、
人
は
そ
う

い
う
内
省
も
時
が
経
て
ば
忘
れ
て
し
ま
う
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
ね
。『
方

丈
記
』
も
現
時
点
で
は
非
常
に
よ
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
数
年
後

に
は
ま
た
単
な
る
古
典
作
品
の
一
つ
に
戻
っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
う
な

ら
な
い
よ
う
に
私
た
ち
の
よ
う
な
古
典
を
研
究
対
象
と
し
て
い
る
者
が
で
き
る
こ
と

と
し
て
、
時
代
が
違
う
と
し
て
も
な
に
か
現
代
人
に
示
唆
を
与
え
る
よ
う
な
こ
と
を

古
典
の
中
に
見
つ
け
て
還
元
し
て
い
く
こ
と
を
念
頭
に
し
て
い
か
な
け
れ
ば
と
思
い

ま
す
。

『
方
丈
記
』
に
時
間
を
か
け
ま
し
た
の
で
、『
愚
管
抄
』
と
『
平
家
物
語
』
を
と

り
あ
げ
る
時
間
が
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
最
後
に
少
し
だ
け
触
れ
て
お
き

た
い
と
思
い
ま
す
。
途
中
に
も
申
し
ま
し
た
が
、『
愚
管
抄
』
と
『
平
家
物
語
』
は
、

こ
の
地
震
を
平
家
の
怨
霊
と
捉
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
注
意
し
て
お
き
た
い
と
思

い
ま
す
。
個
人
の
内
面
を
見
つ
め
た
『
方
丈
記
』
と
は
違
っ
て
、
こ
れ
ら
の
作
品
は

政
変
や
世
相
に
つ
い
て
、
そ
の
要
因
や
意
義
を
解
釈
し
よ
う
と
す
る
立
場
か
ら
、
地

震
に
も
歴
史
の
流
れ
に
お
け
る
意
味
を
付
与
し
て
い
ま
す
。
も
っ
と
も
龍
が
地
震
を

引
き
起
こ
す
と
い
う
考
え
方
は
、『
愚
管
抄
』
や
『
平
家
物
語
』
に
特
有
の
も
の
で
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は
な
く
て
、
仏
教
思
想
の
な
か
に
あ
り
ま
す
。
仏
が
人
々
に
自
ら
の
力
が
無
限
で
あ

る
と
い
う
こ
と
を
示
す
た
め
に
あ
え
て
地
を
揺
ら
す
、
そ
の
な
か
の
一
つ
が
「
龍

動
」
や
「
龍
王
動
」
と
言
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
で
す
４
。『
方
丈
記
』
で
は
、

地
は
害
を
な
さ
な
い
も
の
だ
と
書
い
て
い
ま
す
か
ら
、
長
明
が
龍
王
動
の
こ
と
を
ど

の
程
度
理
解
し
て
い
た
か
な
ど
、
今
後
の
課
題
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

質
問　

お
尋
ね
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
龍
と
い
う
も
の
は
過
去
か
ら
現
在
ま
で

水
と
の
関
係
が
非
常
に
多
く
て
、
日
本
各
地
の
神
社
に
お
参
り
し
ま
す
と
、
龍
の
形

を
し
た
物
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
が
、
架
空
の
動
物
で
あ
り
な
が
ら
、
十
二
支
の
中

に
入
っ
て
い
る
の
は
何
か
地
震
と
関
係
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。
龍
と
い
う
存
在
は
日

本
人
に
と
っ
て
切
っ
て
も
切
れ
な
い
関
係
に
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
も
っ
と
深
く
捉

え
た
方
が
い
い
か
、
ど
う
い
う
起
源
な
の
か
、
も
し
ご
存
じ
な
ら
教
え
て
い
た
だ
け

れ
ば
と
思
い
ま
す
。

岡
田　

御
承
知
の
と
お
り
、
龍
は
、
時
代
的
に
も
空
間
的
に
も
幅
広
く
表
れ
て
く

る
存
在
で
、
非
常
に
多
様
な
側
面
を
持
っ
た
動
物
、
あ
る
い
は
一
つ
の
現
象
と
い
っ

て
も
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
た
い
へ
ん
興
味
深
い
題
材
と
思
っ
て
お
り
ま
す
が
、

龍
そ
の
も
の
に
関
し
て
は
勉
強
不
足
で
、
お
尋
ね
の
点
に
つ
い
て
十
分
に
お
答
え
す

る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
十
二
支
は
中
国
起
源
で
す
か
ら
、
ま
ず
、
中
国
の
龍
の
思

想
が
日
本
の
龍
に
ど
の
程
度
残
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

龍
に
関
し
て
様
々
な
研
究
書
が
あ
り
ま
す
が
、
配
布
資
料
に
も
掲
載
し
ま
し
た
黒
田

日
出
男
氏
の
『
龍
の
棲
む
日
本
』
が
今
御
指
摘
の
あ
っ
た
点
に
つ
い
て
最
適
の
参
考

書
と
な
る
と
思
い
ま
す
。
日
本
に
と
っ
て
龍
が
い
か
に
大
き
な
存
在
で
あ
っ
た
か
と

い
う
こ
と
、
例
え
ば
日
本
の
国
土
そ
の
も
の
が
龍
と
み
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
な
ど
、

多
角
的
な
研
究
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
中
に
は
、
龍
の
体
が
日
本
列
島
を
ぐ
る

り
と
囲
っ
て
い
る
古
い
地
図
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
龍
は
国
土
を
守
護
す
る
存
在

で
あ
る
と
同
時
に
国
土
を
害
す
る
面
も
あ
る
わ
け
で
、
そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
に
入
り

組
ん
で
い
る
の
か
、
と
い
う
疑
問
も
浮
か
び
ま
す
。
ま
た
、
平
家
に
焦
点
を
当
て
る

と
、
彼
ら
が
信
仰
し
て
い
た
厳
島
と
の
関
係
も
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
御
指
摘
か
ら

今
気
づ
い
た
の
で
す
が
、
龍
は
元
来
水
と
の
縁
が
深
い
一
方
で
、
地
そ
の
も
の
を
象

徴
す
る
存
在
と
し
て
も
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
い
つ
ご
ろ
ど
の
よ
う
な
か
た
ち

で
発
生
し
た
も
の
か
な
ど
。
ま
だ
ま
だ
多
く
の
課
題
が
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。
こ
れ

か
ら
勉
強
し
て
ま
い
り
た
い
と
存
じ
ま
す
。
本
日
は
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

【
註
】

１　

http://www.bosaijoho.jp/reading/item
_1905.htm

l

よ
り
。

２　

http://www.jishin.go.jp/m
ain/chousa/09aug_biwako/index.htm

よ
り
。
文
中
に
引
用

さ
れ
て
い
る
論
文
は
、
西
山
昭
仁
（
一
九
九
八
）「
元
暦
二
年
（
一
一
八
五
）
京
都
地
震
の

被
害
実
態
と
地
震
直
後
の
動
静
」『
歴
史
地
震
』
一
四　

一
八
〜
四
四
頁
【
未
見
】、
西
山

（
二
〇
〇
〇
）「
元
暦
二
年
（
一
一
八
五
）
京
都
地
震
に
お
け
る
京
都
周
辺
地
域
の
被
害
実

態
」『
歴
史
地
震
』
一
六　

一
六
三
―
一
八
四
頁
【
同
】、
宇
佐
美
龍
夫
（
二
〇
〇
三
）：「
最

新
版　

日
本
地
震
被
害
総
覧
﹇
四
一
六
﹈
―
二
〇
〇
一
」．
東
京
大
学
出
版
会
）

３　

M
S
N
産
経
ニ
ュ
ー
ス　

二
〇
一
一
年
三
月
二
八
日　

三
時
一
二
分
配
信
。http://

sankei.jp.m
sn.com

/a�airs/news/110328/dst11032803130002-n1.htm

よ
り
。
二
〇
一
三

年
一
月
本
稿
作
成
時
に
は
削
除
さ
れ
て
い
る
。

４　

黒
田
日
出
男
『
龍
の
棲
む
日
本
』
岩
波
新
書　

二
〇
〇
三
年
三
月　
「
Ⅲ　

龍
体
と
神
々

と
国
土
守
護　

五　

龍
が
起
こ
す
地
震
―
「
龍
道
」「
龍
王
動
」「
龍
神
動
」」
に
詳
し
い
。

（
お
か
だ　

み
や
こ
・
本
学
国
際
人
文
学
部
国
際
文
化
学
科
准
教
授
）




