
一

は
じ
め
に

一
つ
の
「
媒
介
」
と
し
て

東
日
本
大
震
災
の
日
か
ら
、
こ
の
春
で
六
年
が
経
っ
た
。
地
震
や
津
波
、
そ
し
て

福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
事
故
に
端
を
発
す
る
〈
３
・

〉
後
の
さ
ま
ざ
ま
な
「
現

11

実
」
に
対
し
て
、「
児
童
文
学
」
は
ど
う
関
わ
っ
て
き
た
だ
ろ
う
か
。

〈
３
・

〉
か
ら
間
も
な
い
時
期
に
は
、
被
災
地
あ
る
い
は
被
災
者
と
の
「
媒

11

介
」
と
し
て
、
極
め
て
現
実
的
な
支
援
と
い
う
形
で
関
わ
り
を
持
っ
た
。
た
と
え
ば

そ
の
先
駆
的
な
も
の
と
し
て
、「
３
・

絵
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
い
わ
て
」
が
挙
げ
ら

11

れ
る
。
八
幡
平
市
在
住
の
児
童
書
編
集
者
・
末
盛
千
枝
子
ら
の
呼
び
か
け
に
よ
り
発

足
し
た
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
Ｉ
Ｂ
Ｂ
Ｙ
（
国
際
児
童
図
書
評
議
会
）
な
ど
の
支

援
を
受
け
な
が
ら
、
絵
本
を
中
心
と
し
た
本
の
寄
贈
を
広
く
募
り
、
移
動
図
書
館
車

「
え
ほ
ん
カ
ー
」
な
ど
に
よ
っ
て
、
被
災
地
の
子
ど
も
た
ち
に
届
け
て
い
っ
た
。
こ

の
活
動
は
「
絵
本
サ
ロ
ン
」
と
い
う
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
作
り
へ
と
徐
々
に
移
行
し
な

が
ら
、
現
在
ま
で
続
け
ら
れ
て
い
る
。
（
１
）

ま
た
、
子
ど
も
の
本
に
関
わ
る
団
体
に
よ
る
大
規
模
な
支
援
と
し
て
は
、「
子
ど

も
た
ち
へ
〈
あ
し
た
の
本
〉
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
が
あ
る
。
呼
び
か
け
団
体
は
、
Ｊ
Ｂ

Ｂ
Ｙ
（
日
本
国
際
児
童
図
書
評
議
会
）
、
日
本
ペ
ン
ク
ラ
ブ
、
日
本
出
版
ク
ラ
ブ
、

Ｊ
Ｐ
Ｉ
Ｃ
（
出
版
文
化
産
業
振
興
財
団
）
の
四
団
体
で
、
具
体
的
な
活
動
と
し
て

は
、
①
絵
本
原
画
の
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
の
開
催
、
②
バ
リ
ア
フ
リ
ー
図

書
な
ど
を
集
め
た
「
だ
い
じ
ょ
う
ぶ
だ
よ
セ
ッ
ト
」
の
児
童
福
祉
施
設
な
ど
へ
の
送

付
、
③
仮
設
住
宅
・
児
童
施
設
に
継
続
的
に
絵
本
を
送
る
「
野
馬
追
文
庫
」（
南
相

馬
市
）の
実
施
、
④
図
書
館
バ
ス
の
運
行
、
⑤
仮
設
図
書
館
「
に
じ
の
ラ
イ
ブ
ラ

リ
ー
」（
陸
前
高
田
市
）
の
運
営
、
⑥
子
ど
も
の
本
関
係
者
に
よ
る
「
お
楽
し
み

会
」
の
開
催
な
ど
を
行
っ
た
。
（
２
）

大
規
模
な
支
援
活
動
が
進
む
の
と
並
行
し
て
、
個
人
や
団
体
に
よ
っ
て
多
く
の
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
も
立
ち
上
げ
ら
れ
て
い
く
。
こ
う
し
て
被
災
地
・
被
災
者
支
援
の
形
に

選
択
肢
が
増
え
る
こ
と
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
寄
付
な
ど
の
行
為
に
個
別
・
具
体
性
が
与

え
ら
れ
る
反
面
、
寄
付
な
ど
を
受
け
る
窓
口
が
分
散
す
る
こ
と
に
な
り
、
一
つ
一
つ

の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
資
金
集
め
は
、
相
対
的
に
難
し
く
な
る
と
い
う
課
題
も
あ
る
。

そ
こ
で
は
、
他
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
の
差
異
化
が
求
め
ら
れ
、
支
援
内
容
だ
け
で
な

く
資
金
集
め
の
方
法
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
部
分
で
、
個
別
性
や
独
自
性
な
ど
が
ア
ピ
ー

ル
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

た
と
え
ば
、
東
京
子
ど
も
図
書
館
に
よ
る
事
業
「
３
・

か
ら
の
出
発
」
は
、
四

11

つ
の
基
本
方
針
（
①
「
長
い
期
間
に
わ
た
っ
て
行
う
こ
と
」、
②
「
東
京
子
ど
も
図

書
館
が
こ
れ
ま
で
に
し
て
き
た
こ
と
、
蓄
え
て
き
た
経
験
を
生
か
せ
る
活
動
を
し
た

い
と
い
う
こ
と
」、
③
「
人
と
人
を
結
ぶ
形
で
行
い
た
い
と
い
う
こ
と
」、
④
「
ふ
だ

ん
し
て
い
る
こ
と
を
ふ
だ
ん
ど
お
り
に
や
る
こ
と
」
）
を
掲
げ
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
う
れ
し
野

こ
ど
も
図
書
館
分
館
・
陸
前
高
田
こ
ど
も
図
書
館
「
ち
い
さ
い
お
う
ち
」
な
ど
被
災

地
へ
の
人
材
支
援
を
行
っ
て
い
る
。
特
に
「
長
い
期
間
に
わ
た
っ
て
行
う
こ
と
」
と

し
て
、
私
立
の
図
書
館
が
長
期
的
に
支
援
事
業
を
続
け
る
た
め
に
と
っ
た
方
法
は
、

害24害

「
文
学
」
の
在
り
か

〈
３
・

〉
後
か
ら
「
児
童
文
学
」
を
考
え
る
た
め
に

11

宮

田

航

平
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寄
付
や
助
成
だ
け
に
頼
る
の
で
は
な
く
、
独
自
の
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
企
画
を
実
施
す
る

こ
と
だ
っ
た
。
そ
の
な
か
の
一
つ
と
し
て
試
み
ら
れ
た
の
が
、
理
事
長
（
現
在
は
名

誉
理
事
長
）
を
務
め
な
が
ら
も
、
多
数
の
海
外
絵
本
の
翻
訳
を
手
が
け
て
き
た
松
岡

享
子
の
作
・
絵
に
よ
る
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
絵
本
『
う
れ
し
い
さ
ん

か
な
し
い
さ
ん
』

（
東
京
子
ど
も
図
書
館
、
二
〇
一
二
・
九
）
で
あ
っ
た
。

（
３
）

確
か
に
「
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
絵
本
」
と
い
う
方
法
は
、
そ
れ
を
購
入
す
る
こ
と
が
個

別
の
支
援
活
動
に
つ
な
が
る
た
め
、「
本
」
が
被
災
地
あ
る
い
は
被
災
者
と
の
「
媒

介
」
と
し
て
機
能
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
同
時
に
、
他
の

「
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
○
○
」
と
置
き
換
え
可
能
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
で
は
な

か
っ
た
か
。
つ
ま
り
〈
３
・

〉
後
の
現
実
に
よ
っ
て
、「
絵
本
」
や
「
子
ど
も
の

11

本
」で
あ
る
こ
と
が
後
景
に
退
き
、
ま
た
個
別
の
作
品
と
し
て
の
価
値
が
見
出
し
づ

ら
い
状
況
が
作
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

以
下
、
本
稿
で
は
個
別
・
具
体
的
に
作
品
に
立
ち
入
り
な
が
ら
、〈
３
・

〉
と

11

「
児
童
文
学
」
の
関
わ
り
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
。
た
だ
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た

よ
う
に
、〈
３
・

〉
と
の
「
媒
介
」
の
手
段
と
し
て
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
た

11

の
は
、
子
ど
も
の
本
の
な
か
で
は
主
に
「
絵
本
」
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
は
、「
絵
本
」

と
い
う
メ
デ
ィ
ア
な
ら
で
は
の
特
性
が
関
わ
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
昨
今
の

「
絵
本
／
児
童
文
学
」
の
問
題
が
表
出
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
た
と

え
ば
「
ペ
ー
ジ
を
め
く
る
」
こ
と
に
特
性
が
見
出
せ
る
「
絵
本
」
は
、「
児
童
文
学
」

と
は
本
来
異
な
る
も
の
だ
。
し
か
し
、「
か
つ
て
は
児
童
文
学
が
担
っ
て
き
た
領
域

を
、
昨
今
、
絵
本
が
担
い
過
ぎ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
掘
り
起
こ
し
や
普
及
の
意

義
は
認
め
る
が
、
絵
本
と
い
う
形
で
な
く
て
も
［
…
］」
な
ど
と
い
う
よ
う
に
、
境

（
４
）

目
が
曖
昧
化
し
て
い
る
と
の
意
見
も
た
び
た
び
聞
か
れ
る
。
今
回
は
あ
ま
り
「
絵

本
」
に
言
及
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
よ
り
広
い
枠
組
み
の
な
か
か
ら
「
児
童
文

学
」
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
の
糸
口
を
探
っ
て
い
き
た
い
。
（
５
）

二

「
語
り
方
」
を
さ
が
し
て

〈
３
・

〉
と
「
児
童
文
学
」
の
関
わ
り
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
に
、
ま
ず
は
西

11

山
利
佳
「
ポ
ス
ト
「
３
・

」
と
児
童
文
学

に
じ
み
出
る
刻
印
・
刻
み
つ
け

11

る
意
志
」（『
子
ど
も
の
本
棚
』
二
〇
一
五
・
三
）
を
取
り
上
げ
た
い
。
当
時
高
校
教

員
で
あ
っ
た
西
山
は
、
授
業
で
扱
っ
た
三
島
由
紀
夫
「
美
神
」
の
比
喩
表
現
に
ま
つ

わ
る
〈
３
・

〉
後
の
体
験
か
ら
、「
読
者
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

11

読
者
は
過
去
に
書
か
れ
た
作
品
で
も
現
在
の
感
覚
で
読
み
ま
す
。
で
す
か

ら
、「
３
・

」
が
作
中
に
直
接
現
わ
れ
て
い
な
く
て
も
、
私
た
ち
は
「
３
・

」

11

11

の
刻
印
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

「
比
喩
」
を
読
む
に
は
、
読
者
の
想
像
力
を
支
え
る
「
現
実
」
の
存
在
が
大
き
く

関
わ
っ
て
く
る
。
西
山
は
そ
こ
に
注
目
し
、〈
３
・

〉
と
い
う
強
力
な
「
現
実
」

11

か
ら
、
二
〇
一
一
年
か
ら
二
〇
一
四
年
ま
で
に
刊
行
さ
れ
た
児
童
書
に
「
暗
に
刻
ま

れ
た
「
３
・

」
の
感
性
を
読
み
取
」
っ
て
い
こ
う
と
す
る
。
た
と
え
ば
そ
れ
は
、

11

「
死
者
の
蘇
り
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ
や
、「
希
望
」
の
描
か
れ
方
と
い
っ
た
も
の
だ
。

結
局
の
と
こ
ろ
、「
「
３
・

」
の
刻
印
を
読
み
取
る
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。

11

西
山
は
、
危
機
感
が
薄
れ
た
「
四
年
目
の
春
を
控
え
た
い
ま
」
の
問
題
と
し
て
、
次

の
よ
う
な
提
起
も
行
っ
て
い
る
。

同
時
代
の
刻
印
に
気
づ
き
、
意
識
化
（
言
語
化
）
す
る
作
業
（
そ
れ
が
、
批
評

の
役
割
の
一
つ
だ
と
任
じ
て
い
ま
す
）
と
同
時
に
、
や
は
り
、
は
っ
き
り
と

「
３
・

」
を
刻
ん
で
い
る
作
品
の
必
要
を
感
じ
ま
す
。
何
が
あ
っ
た
か
、
そ
こ

11

で
何
が
考
え
ら
れ
た
か
、
そ
し
て
何
よ
り
、
そ
の
と
き
ど
ん
な
感
情
や
感
覚
を

抱
い
た
か
。
読
む
こ
と
が
記
憶
し
続
け
る
こ
と
に
な
り
［
…
］「
体
験
者
」
と



「
非
体
験
者
」
を
共
感
と
い
う
連
帯
（
あ
る
い
は
、
違
和
感
と
い
う
関
心
）
で
つ

な
ぐ
そ
ん
な
作
品
で
す
。

確
か
に
〈
３
・

〉
を
直
接
描
か
な
く
と
も
、
そ
の
「
現
実
」
は
作
品
に
刻
ま
れ

11

る
こ
と
だ
ろ
う
。
ま
た
作
品
を
「
媒
介
」
と
し
て
、〈
３
・

〉
後
の
「
現
実
」
を

11

思
考
す
る
手
が
か
り
を
得
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
い
っ
た
意
味
で
は
、「
同

時
代
の
刻
印
」
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
は
無
駄
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

し
か
し
一
方
で
、
何
を
も
っ
て
「
同
時
代
の
刻
印
」
と
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
慎

重
な
判
断
が
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
そ
の
先
に
、〈
３
・

〉
を
直
接

11

的
に
描
く
作
品
が
求
め
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
れ
ば
、「
児
童
文
学
」
の
「
文
学
」

の
部
分
、
も
う
少
し
言
え
ば
、
言
葉
や
想
像
力
に
よ
る
文
学
的
な
営
み
の
可
能
性
を

低
く
見
積
も
る
こ
と
に
も
な
る
だ
ろ
う
。

〈
３
・

〉
後
の
さ
ま
ざ
ま
な
「
現
実
」
を
前
に
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て

11

〈
３
・

〉
を
語
る
こ
と
は
、
な
か
な
か
難
し
い
。
ま
し
て
や
「
大
人
が
書
い
て
子

11

ど
も
が
読
む
」
と
い
う
基
本
的
な
構
造
を
抱
え
た
「
児
童
文
学
」
で
あ
れ
ば
、
な
お

さ
ら
で
あ
ろ
う
。
で
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
。

こ
こ
で
、
西
山
の
論
考
が
掲
載
さ
れ
た
『
子
ど
も
の
本
棚
』（
二
〇
一
五
・
三
）

の
巻
頭
に
掲
げ
ら
れ
た
、
森
絵
都
に
よ
る
「
忘
却
に
抗
う
」
と
い
う
短
い
エ
ッ
セ
イ

も
見
て
お
き
た
い
。
森
は
〈
３
・

〉
と
作
家
・
作
品
の
関
係
に
つ
い
て
、
次
の
よ

11

う
に
語
っ
て
い
る
。

三
・
一
一
の
大
禍
か
ら
数
ヶ
月
が
経
っ
た
頃
、
こ
の
未
曽
有
の
震
災
が
な
か
な

か
作
家
の
創
作
物
に
反
映
さ
れ
な
い
、
と
の
指
摘
を
よ
く
耳
に
し
た
。
確
か

に
、
震
災
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
の
は
も
っ
ぱ
ら
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
作
品
の
中

で
、
そ
れ
を
文
芸
作
品
の
テ
ー
マ
と
し
て
認
め
る
例
は
稀
だ
っ
た
。
作
家
は
何

を
し
て
い
る
の
か
、
と
の
声
も
上
が
っ
た
。
ま
っ
た
く
そ
の
通
り
だ
っ
た
。
あ

の
頃
は
私
自
身
、「
作
家
と
い
う
の
は
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
使
え
な
い
存
在
だ
な

あ
」
と
つ
く
づ
く
思
っ
て
い
た
。
／
無
論
、
創
作
に
は
熟
成
の
期
間
が
必
要
で

は
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
以
前
に
作
家
と
い
う
の
は
基
本
的
に
の
ろ
の
ろ
し
た
人

種
な
の
だ
ろ
う
。
ま
ず
現
実
の
咀
嚼
に
時
間
が
か
か
り
、
執
筆
に
時
間
が
か
か

り
、
そ
れ
を
出
版
物
と
し
て
世
に
送
り
だ
す
の
に
ま
た
時
間
が
か
か
る
。
そ
の

間
に
現
実
は
ど
ん
ど
ん
進
行
し
て
い
く
。
勢
い
の
あ
る
人
た
ち
が
颯
爽
と
目
の

前
を
駆
け
ぬ
け
て
い
っ
た
あ
と
、
作
家
は
い
つ
も
焦
燥
と
無
力
感
を
胸
に
と
ぼ

と
ぼ
歩
ん
で
い
く
。
そ
れ
な
ら
ば
そ
れ
で
、
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
使
え
な
い
か
わ

り
に
、
せ
め
て
誰
よ
り
も
し
ぶ
と
く
「
忘
れ
な
い
」
存
在
で
あ
り
た
い
と
思
う
。

こ
こ
で
言
わ
れ
る
「
作
家
と
い
う
の
は
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
使
え
な
い
存
在
だ
な
あ
」

と
い
う
言
葉
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ
る
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
二
〇
キ
ロ
圏
内

の
ペ
ッ
ト
レ
ス
キ
ュ
ー
を
題
材
と
し
た
、
森
の
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
『
お
い
で
、
一

緒
に
い
こ
う
』（
文
芸
春
秋
、
二
〇
一
二
・
四
）
の
作
中
に
も
見
ら
れ
る
、
や
や
自

虐
的
な
自
己
言
及
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
れ
は
同
時
に
「
作
家
」
と
し
て
の
自
負
に
結

び
付
く
も
の
で
も
あ
っ
た
。
「
リ
ア
ル
タ
イ
ム
の
報
告
か
ら
は
ど
ん
ど
ん
遠
の
い
て

い
く
け
れ
ど
、
詰
ま
る
と
こ
ろ
、
ど
う
し
よ
う
も
な
く
非
効
率
で
遠
回
り
を
伴
う
、

こ
れ
が
私
の
仕
事
な
の
だ
」
と
い
う
作
中
の
言
葉
は
、
前
述
の
エ
ッ
セ
イ
に
お
け
る

「
せ
め
て
誰
よ
り
も
し
ぶ
と
く
「
忘
れ
な
い
」
存
在
で
あ
り
た
い
と
思
う
」
と
い
う

願
い
を
力
強
く
響
か
せ
る
。

『
お
い
で
、
一
緒
に
い
こ
う
』
に
お
い
て
、
当
初
の
執
筆
動
機
と
し
て
語
ら
れ
る

の
は
「
メ
デ
ィ
ア
で
は
あ
ま
り
報
じ
ら
れ
な
い
そ
の
原
発
事
故
の
側
面
を
、
自
分
で

取
材
し
、
伝
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
も
の
だ
が
、
今
回
注
目
し

た
い
の
は
、
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
作
品
で
あ
り
な
が
ら
も
、「
現
実
を
ど
の
よ
う
に

語
る
か
」
と
い
う
語
り
手
の
葛
藤
が
、
度
々
書
き
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
だ
。
そ
の
葛

藤
は
、
最
終
的
に
次
の
よ
う
な
場
所
に
行
き
着
く
こ
と
と
な
る
。
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そ
れ
ま
で
は
報
道
記
事
風
に
綴
っ
て
い
た
文
章
の
タ
ッ
チ
も
、
あ
く
ま
で
私
と

い
う
個
人
目
線
の
叙
述
に
改
め
た
。
報
道
記
事
の
よ
う
に
包
括
的
に
、
客
観
的

に
全
容
を
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
と
、
一
体
自
分
が
何
を
相
手
に
し
て
い
る
の

か
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
く
る
の
だ
。
こ
れ
は
犬
猫
問
題
な
の
か
、
原
発
問
題
な

の
か
、
行
政
問
題
な
の
か
、
命
の
尊
厳
の
問
題
な
の
か
。
／
個
人
目
線
で
向
き

合
う
ぶ
ん
に
は
、
私
が
相
手
に
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
と
き
ど
き
の
相
手
だ
。

〈
３
・

〉
後
の
「
現
実
」
を
捉
え
よ
う
と
し
た
と
き
に
、
そ
の
現
実
と
の
「
距

11

離
」
を
目
の
前
に
し
て
「
語
り
方
」
が
問
題
に
な
る
。
こ
れ
は
た
と
え
ば
、
ノ
ン

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
お
け
る
「
現
実
」（
特
に
取
材
対
象
者
）
へ
の
配
慮
の
よ
う
な
も

の
に
留
ま
ら
な
い
。
こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
あ
く
ま
で
作
品
と
し
て

「
ど
う
語
る
か
」
だ
。
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
ど
の
よ
う
に
〈
３
・

〉
後
の
「
現

11

実
」
を
捉
え
れ
ば
よ
い
か
。
そ
こ
に
は
「
読
者
」
を
意
識
し
た
「
語
り
方
」
の
工
夫

が
必
要
に
な
る
。
（
６
）

先
の
西
山
の
批
評
観
と
は
別
に
、
宮
川
健
郎
は
「
児
童
文
学
史
」
と
い
う
観
点
か

ら
、「
童
話
・
児
童
文
学
を
論
ず
る
」
こ
と
の
意
義
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。
（
７
）

童
話
・
児
童
文
学
を
論
ず
る
と
い
う
の
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
な
の
か
。
現
代

児
童
文
学
が
、
そ
れ
ま
で
は
子
ど
も
た
ち
か
ら
遠
ざ
け
ら
れ
て
い
た
「
性
」
や

「
死
」
や
「
家
庭
崩
壊
」
と
い
っ
た
主
題
を
、
人
間
の
本
質
に
関
わ
る
も
の
と
し

て
、
む
し
ろ
積
極
的
に
書
く
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
一
九
七
〇
年
代
後
半
以
降

だ
。
現
在
、
少
な
く
と
も
、
あ
つ
か
わ
れ
る
問
題
と
い
う
点
で
は
、「
児
童
文

学
」
は
、「
文
学
」
と
あ
ま
り
変
ら
な
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
。「
文
学
」
と
は

ち
が
う
児
童
文
学
性
が
ど
こ
に
あ
る
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
テ

ク
ス
ト
の
語
り
口
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
子
ど
も
読
者
に
語
り
か
け
る

語
り
口
に
こ
そ
「
児
童
文
学
」
が
あ
る
の
だ
。

や
は
り
「
同
時
代
の
刻
印
」
の
よ
う
な
社
会
反
映
論
的
な
見
方
か
ら
で
は
な
く
、

「
児
童
文
学
」
が
抱
え
た
あ
る
種
の
「
距
離
」
を
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
「
語
り
方
」

（
宮
川
の
言
葉
で
い
え
ば
「
語
り
口
」）
に
つ
い
て
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ

う
。
そ
の
先
に
、
西
山
が
言
う
よ
う
な
「「
体
験
者
」
と
「
非
体
験
者
」
を
共
感
と

い
う
連
帯
（
あ
る
い
は
、
違
和
感
と
い
う
関
心
）
で
つ
な
ぐ
そ
ん
な
作
品
」
は
は
じ

め
て
姿
を
現
わ
す
の
か
も
し
れ
な
い
。

三

「
重
ね
合
わ
せ
」
を
め
ぐ
っ
て

〈
３
・

〉
と
の
関
わ
り
か
ら
、
児
童
文
学
と
し
て
の
「
語
り
方
」
を
考
え
る
た

11

め
に
、
雁
部
那
由
多
・
津
田
穂
乃
果
・
相
澤
朱
音
に
よ
る
『

歳
の
語
り
部
』（
ポ

16

プ
ラ
社
、
二
〇
一
六
・
二
）
を
取
り
上
げ
る
。
こ
の
本
は
一
般
書
と
し
て
刊
行
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
が
、
小
学
五
年
生
の
と
き
に
東
日
本
大
震
災
を
体
験
し
、
そ
の
体
験

を
も
と
に
「
語
り
部
」
と
し
て
活
動
す
る
三
人
の
高
校
生
の
話
が
収
め
ら
れ
て
い

る
。
（
８
）注

目
し
た
い
の
は
、
全
員
が
宮
城
県
東
松
島
市
の
同
じ
小
・
中
学
校
出
身
で
、
一

緒
に
「
３
人
の
語
り
部
」
と
し
て
活
動
し
て
い
る
が
、
話
を
読
み
進
め
て
い
く
う
ち

に
、
そ
の
語
る
内
容
や
目
的
が
少
し
ず
つ
異
な
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
点

だ
。
そ
れ
ぞ
れ
の
話
は
独
立
し
た
形
で
収
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
お
互
い
に
他
の

語
り
部
を
意
識
し
な
が
ら
語
っ
て
い
く
た
め
、
そ
の
違
い
は
よ
り
顕
在
化
し
て
い
く
。

語
り
部
の
一
人
で
あ
る
雁
部
那
由
多
は
、「
３
人
の
語
り
部
」
と
し
て
活
動
す
る

こ
と
の
意
義
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

津
田
さ
ん
と
相
澤
さ
ん
の
話
に
は
、
同
じ
被
災
者
と
し
て
共
感
す
る
部
分
が
た

く
さ
ん
あ
る
。
で
も
一
方
で
、
同
じ
小
学
校
、
同
じ
地
域
、
同
じ
く
ら
い
の
被



災
を
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
が
異
な
る
受
け
止
め
方
や
感
じ
方
を

し
て
い
る
。
そ
れ
は
す
ご
く
興
味
深
い
こ
と
で
し
た
。
／
僕
は
い
つ
も
、
自
分

の
体
験
を
誰
か
に
伝
え
る
と
き
、
そ
れ
が
震
災
の
す
べ
て
だ
と
思
わ
な
い
で
ほ

し
い
と
思
い
な
が
ら
話
し
て
い
ま
す
。
一
人
ひ
と
り
、
本
当
に
違
う
か
ら
で

す
。
こ
れ
が
震
災
の
す
べ
て
、
と
い
う
こ
と
は
な
い
の
で
す
。
／
同
じ
地
域
、

同
じ
世
代
の
僕
た
ち
が
語
る
意
味
は
そ
こ
に
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
同
じ
と

こ
ろ
で
被
災
し
た
３
人
が
、
そ
れ
ぞ
れ
違
う
震
災
体
験
や
思
い
を
話
す
こ
と

で
、
よ
り
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
深
み
が
出
る
と
思
う
の
で
す
。

『

歳
の
語
り
部
』
は
、「
体
験
者
／
非
体
験
者
」
だ
け
で
な
く
、「
体
験
者
」
の

16

な
か
で
も
様
々
な
「
震
災
体
験
や
思
い
」
が
あ
る
と
い
う
当
た
り
前
の
こ
と
に
気
づ

か
せ
て
く
れ
る
。
相
互
的
な
連
関
か
ら
立
ち
上
が
っ
て
く
る
イ
メ
ー
ジ
と
と
も
に
、

そ
こ
か
ら
は
み
出
す
も
の
へ
の
想
像
力
も
喚
起
す
る
の
だ
。「〈
３
・

〉
を
語
る
こ

11

と
」
へ
の
自
己
言
及
的
な
ふ
る
ま
い
も
含
め
、「
３
人
の
語
り
部
」
と
い
う
仕
組
み

は
、「
語
り
方
」
に
つ
い
て
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
。

ま
た
、『

歳
の
語
り
部
』
で
使
わ
れ
て
い
た
「
語
り
部
」
と
い
う
言
葉
か
ら

16

は
、
広
島
や
長
崎
へ
の
原
爆
投
下
を
中
心
と
し
た
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
記
憶
も
連

想
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
実
際
に
〈
３
・

〉
後
に
は
、
戦
争
（
原
爆
）
の
記
憶
と
重
ね

11

合
わ
せ
る
言
説
も
数
多
く
見
受
け
ら
れ
た
が
、
そ
の
よ
う
な
「
重
ね
合
わ
せ
」
に

よ
っ
て
語
る
方
法
は
、「
児
童
文
学
」
で
も
試
み
ら
れ
た
。

朽
木
祥
の
「
ヒ
ロ
シ
マ
」
を
め
ぐ
る
一
連
の
物
語
は
、
作
品
内
で
の
直
接
的
な

「
重
ね
合
わ
せ
」
こ
そ
行
わ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
作
者
の
言
葉
を
中
心
に
、
積
極

的
に
〈
３
・

〉
と
関
連
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
短
編
集
『
八
月
の
光
』

11

（
偕
成
社
、
二
〇
一
二
・
六
）
の
文
庫
版
『
八
月
の
光
・
あ
と
か
た
』（
小
学
館
、

二
〇
一
五
・
八
）
の
巻
末
で
は
、「
ヒ
ロ
シ
マ
を
物
語
る
と
い
う
こ
と
」
と
し
て
、

朽
木
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
（
９
）

二
〇
一
一
年
に
フ
ク
シ
マ
の
原
発
事
故
が
起
き
た
と
き
真
っ
先
に
考
え
た
の
は
、

私
た
ち
が
こ
れ
ま
で
十
分
に
ヒ
ロ
シ
マ
を
伝
え
て
こ
な
か
っ
た
の
で
こ
ん
な
こ

と
が
起
き
て
し
ま
っ
た
の
だ
、
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
自
戒
を
こ
め
て
言
う
の

で
す
が
、
過
去
に
す
べ
き
こ
と
を
し
て
こ
な
か
っ
た
と
い
う
悔
い
に
心
を
噛
ま

れ
る
よ
う
な
思
い
が
し
た
の
で
す
。
／
そ
の
悔
い
か
ら
、
長
年
温
め
て
い
た
ヒ

ロ
シ
マ
の
物
語
「
雛
の
顔
」
と
「
ウ
ー
テ
ィ
ス
」
に
新
た
に
「
石
の
記
憶
」
を

加
え
て
上
梓
し
た
の
が
、『
八
月
の
光
』（
偕
成
社
、
二
〇
一
二
年
）
で
し
た
。

「
生
き
残
っ
た
人
び
と
の
た
め
に
」
と
い
う
扉
文
か
ら
始
ま
る
『
八
月
の
光
』
あ

る
い
は
『
八
月
の
光
・
あ
と
か
た
』
は
、
全
て
の
作
品
で
「
生
き
残
っ
た
人
」
に
寄

り
添
い
な
が
ら
語
っ
て
い
こ
う
と
す
る
。

た
だ
、
朽
木
の
戦
争
・
原
爆
の
「
語
り
方
」
に
つ
い
て
は
、「
戦
争
児
童
文
学
」

と
し
て
長
年
積
み
重
ね
て
き
た
方
法
か
ら
脱
し
き
れ
て
い
な
い
と
の
見
方
や
、「
生

1
0

（

）

き
残
っ
た
人
」
を
美
化
す
る
よ
う
な
一
面
的
な
語
り
に
つ
い
て
疑
義
も
呈
さ
れ
て
い

る
。
「
重
ね
合
わ
せ
」
と
い
う
方
法
で
見
え
て
く
る
問
題
が
、
こ
こ
に
は
あ
る
。

1
1

（

）同
じ
戦
争
の
記
憶
で
も
、
戦
時
下
の
生
活
や
「
外
国
人
抑
留
」
と
の
「
重
ね
合
わ

せ
」
を
行
っ
た
作
品
も
あ
っ
た
。
長
江
優
子
『
ハ
ン
ナ
の
記
憶
』（
講
談
社
、
二
〇

一
二
・
七
）
は
、
作
品
冒
頭
で
「
西
本
波
菜
子

二
〇
一
一
年
三
月
」
と
「
西
本
静

子

一
九
六
四
年
三
月
」
の
二
つ
の
視
点
か
ら
の
語
り
が
示
さ
れ
、
そ
の
後
の

「
１
」
か
ら
「

」
は
、
前
者
の
中
学
生
・
波
菜
子
の
視
点
か
ら
語
ら
れ
る
。

17

「
二
〇
一
一
年
三
月
」
か
ら
始
ま
る
物
語
は
〈
３
・

〉
を
避
け
る
こ
と
が
で
き

11

な
い
が
、〈
３
・

〉
に
つ
い
て
積
極
的
に
語
ろ
う
と
せ
ず
、「
な
に
か
に
集
中
し
た

11

い
。
／
ほ
ん
の
ち
ょ
っ
と
で
い
い
か
ら
、「
今
」
と
距
離
を
お
き
た
い
」
と
し
て
、

も
う
一
つ
の
軸
と
な
る
波
菜
子
の
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
に
よ
る
「
西
本
静
子
の
交
換
日

記
」
か
ら
想
像
さ
れ
る
、
第
二
次
世
界
大
戦
下
の
「
外
国
人
抑
留
」
を
め
ぐ
る
物
語

や
そ
の
追
体
験
に
没
入
し
て
い
く
。
こ
の
体
験
を
経
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
波
菜
子
は

害28害
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初
め
て
〈
３
・

〉
後
の
さ
ま
ざ
ま
な
「
現
実
」
に
向
き
合
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き

11

る
よ
う
に
な
る
。

ハ
ン
ナ
が
交
換
日
記
に
つ
づ
っ
た
言
葉
と
同
じ
こ
と
を
、
六
十
年
以
上
た
っ
た

今
、
訴
え
て
い
る
人
た
ち
が
い
る
。
／
帰
る
場
所
が
な
い
わ
け
じ
ゃ
な
い
。
／

そ
こ
に
あ
る
の
に
帰
れ
な
い
と
い
う
こ
と
。
／
戦
争
も
、
原
発
事
故
も
、
人
間

の
手
か
ら
生
ま
れ
た
惨
禍
だ
。
そ
の
惨
禍
を
こ
う
む
る
の
も
ま
た
人
間
だ
と
い

う
こ
と
を
、
私
た
ち
は
ど
れ
だ
け
歴
史
を
く
り
か
え
し
た
ら
悟
れ
る
だ
ろ
う
。

声
が
胸
に
し
み
た
。
痛
い
く
ら
い
、
じ
ん
じ
ん
と
。
／
声
の
向
こ
う
に
ハ
ン
ナ

を
思
い
、
ハ
ン
ナ
を
思
う
と
目
の
ま
え
の
ど
う
し
よ
う
も
な
い
現
実
に
泣
け

た
。
目
を
と
じ
て
も
、
と
め
ど
な
く
あ
ふ
れ
て
く
る
。

「
現
実
」
と
の
距
離
を
置
き
な
が
ら
、「
物
語
」
に
没
頭
す
る
主
人
公
。
一
見
す

る
と
現
実
逃
避
的
な
ふ
る
ま
い
に
も
見
え
る
が
、
距
離
を
置
い
た
か
ら
こ
そ
、「
現

実
」
に
つ
い
て
考
え
・
行
動
す
る
糸
口
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
見
つ
め
て

い
る
か
ぎ
り
、
記
憶
は
生
き
つ
づ
け
る
」
と
し
て
、
物
語
は
閉
じ
ら
れ
る
。

ま
た
、
戦
争
の
記
憶
と
は
異
な
る
「
重
ね
合
わ
せ
」
に
よ
っ
て
、
そ
の
題
材
が
異

彩
を
放
っ
て
い
る
の
が
、
一
色
悦
子
『
さ
よ
な
ら
の
か
わ
り
に
き
み
に
書
く
物
語

田
中
正
造
の
谷
中
村
と
耕
太
の
双
葉
町

』（
随
想
舎
、
二
〇
一
三
・
一
〇
）

だ
。
タ
イ
ト
ル
で
直
接
的
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
足
尾
銅
山
鉱
毒
の
問
題
を
め
ぐ
る

「
谷
中
村
」
と
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
の
問
題
を
め
ぐ
る
「
双
葉
町
」
を
重
ね
な

が
ら
語
っ
て
い
こ
う
と
す
る
。

福
島
県
双
葉
町
に
住
む
中
学
生
の
耕
太
は
、〈
３
・

〉
を
き
っ
か
け
に
、
米
や

11

葉
物
野
菜
を
作
る
両
親
と
離
れ
、
母
親
の
実
家
で
あ
る
茨
城
県
古
河
市
で
避
難
生
活

を
送
っ
て
い
る
。
物
語
は
、
耕
太
が
「
渡
良
瀬
遊
水
地
」
に
立
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か

ら
始
ま
り
、「
ヨ
シ
焼
き
」
が
中
止
に
な
っ
た
理
由
に
つ
い
て
思
い
を
巡
ら
せ
な
が

ら
、〈
３
・

〉
後
の
「
現
実
」
に
つ
い
て
語
っ
て
い
こ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
ま
だ

11

あ
ま
り
語
る
た
め
の
言
葉
を
持
っ
て
い
な
い
。

そ
こ
で
前
景
化
し
て
く
る
の
が
、
お
じ
い
ち
ゃ
ん
の
言
う
「
へ
ん
な
こ
と
」
で

あ
っ
た
。

中
止
の
チ
ラ
シ
を
見
た
時
、
お
じ
い
ち
ゃ
ん
は
へ
ん
な
こ
と
を
い
っ
て
い
た
。

／
「
む
か
し
、
こ
の
遊
水
地
で
お
き
た
お
そ
ろ
し
い
こ
と
が
身
に
し
み
て
い
る

か
ら
、
よ
そ
に
拡
散
さ
せ
て
大
地
を
汚
す
な
と
い
う
、
遊
水
地
を
守
る
人
た
ち

の
心
意
気
か
も
し
れ
な
い
」
／
な
に
？

む
か
し
、
こ
ん
な
き
れ
い
な
遊
水
地

で
お
き
た
お
そ
ろ
し
い
こ
と
っ
て
？
／
む
か
し
っ
て
、
い
つ
の
こ
と
？

耕
太

は
そ
ん
な
む
か
し
の
こ
と
よ
り
、
い
ま
直
面
し
て
い
る
ふ
る
さ
と
双
葉
町
の
こ

と
で
頭
が
い
っ
ぱ
い
だ
っ
た
。

現
実
の
さ
ま
ざ
ま
な
「
な
ぜ
？
」
と
い
う
モ
ヤ
モ
ヤ
を
抱
え
て
い
る
耕
太
だ
が
、

そ
れ
で
も
四
月
に
な
り
新
た
な
中
学
校
で
の
生
活
は
始
ま
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
心

は
現
実
に
追
い
つ
か
な
い
。
そ
ん
な
と
き
に
遊
水
地
で
お
じ
い
ち
ゃ
ん
か
ら
聞
い
た

「
鉱
毒
」
の
話
に
対
し
て
「
そ
れ
っ
て
放
射
能
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
か
？
」
と
考

え
、
谷
中
村
の
人
々
や
田
中
正
造
に
つ
い
て
知
っ
て
い
く
な
か
で
、
耕
太
は
「
現

実
」
を
考
え
る
た
め
の
糸
口
を
見
つ
け
て
い
く
。
最
後
に
述
べ
ら
れ
る
耕
太
の
決
意

と
「
自
分
の
こ
と
ば
を
つ
か
み
た
い
」
と
い
う
言
葉
は
、
こ
の
物
語
全
体
の
姿
勢
と

も
一
貫
す
る
も
の
だ
。

た
だ
一
方
で
、「
耕
太
は
、
大
事
な
ク
ラ
ス
メ
ー
ト
の
野
波
か
り
ん
に
、
ふ
つ
ふ

つ
と
あ
わ
だ
っ
て
消
え
な
い
い
ま
の
心
の
ふ
る
え
を
伝
え
た
い
。
こ
の
物
語
を
と
ど

け
た
い
。」
と
い
う
終
わ
り
方
は
、
全
体
の
物
語
が
ど
の
よ
う
な
視
点
か
ら
語
ら
れ

て
い
る
か
を
混
乱
さ
せ
て
し
ま
う
。「
こ
の
物
語
」
が
指
す
「
さ
よ
な
ら
の
か
わ
り

に
き
み
に
書
く
物
語
」
は
、
ど
の
よ
う
に
ク
ラ
ス
メ
ー
ト
の
「
き
み
」
で
あ
り
、
東



京
電
力
で
働
く
父
親
を
持
つ
野
波
か
り
ん
に
対
す
る
「
さ
よ
な
ら
」
の
代
わ
り
と
な

る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
「
耕
太
が
書
い
た
物
語
」
と
す
る
た
め
に
は
、
も
う
少
し

「
語
り
方
」
に
工
夫
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。

『
さ
よ
な
ら
の
か
わ
り
に
き
み
に
書
く
物
語
』
は
、
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
記
述

と
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
仕
組
み
が
、
や
や
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
に
共
存
し
て
し
ま
っ
て
い
る

が
、
こ
の
丁
寧
な
「
重
ね
合
わ
せ
」
は
「
現
実
」
を
捉
え
る
た
め
の
新
た
な
見
方
を

気
づ
か
せ
て
く
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

四

交
差
す
る
場
と
し
て
の
〈
３
・

〉
11

「
帯
文
」
で
〈
２
０
Ｘ
Ｘ
年
、
首
都
を
襲
う
大
地
震
発
生
！

中
学
２
年
・
一
弥

の
日
常
は
一
変
し
た
〉
と
謳
っ
て
い
る
、
い
と
う
み
く
『
ア
ポ
リ
ア

あ
し
た
の
風

』（
童
心
社
、
二
〇
一
六
・
五
）
は
、
こ
れ
ま
で
の
作
品
と
は
異
な
り
、〈
３
・

〉
11

と
い
う
「
現
実
」
を
大
き
く
利
用
し
な
が
ら
、
近
未
来
の
大
震
災
を
語
ろ
う
と
す
る
。

東
京
湾
沿
い
の
埋
め
立
て
地
に
あ
る
汐
浦
町
に
、
母
親
・
志
穂
と
二
人
で
暮
ら
し

て
い
る
中
学
二
年
生
の
一
弥
は
、
三
年
を
目
の
前
に
し
て
、
不
登
校
で
引
き
こ
も
り

と
な
っ
て
い
た
。
母
親
と
の
関
係
も
上
手
く
い
か
な
い
な
か
で
、「
子
ど
も
の
と
き

か
ら
、
何
度
と
な
く
聞
か
さ
れ
て
い
た
」
と
い
う
〈
３
・

〉
を
意
識
す
る
よ
う
な

11

大
地
震
と
大
津
波
に
見
舞
わ
れ
る
。

カ
タ
カ
タ
／
ガ
タ
ガ
タ
、
ガ
タ
ガ
タ
／
窓
が
音
を
立
て
た
。
／
風
、
か
…
…
？

／
一
弥
が
ベ
ッ
ド
か
ら
立
ち
上
が
ろ
う
と
し
た
瞬
間
、
ゴ
オ
オ
オ
と
轟
音
が
し

て
、
ド
ン
ッ
と
突
き
上
げ
ら
れ
た
。
／
ゴ
オ
オ
オ
オ
／
揺
れ
が
強
く
、
大
き
く

な
る
。
／
地
震
概

／
で
か
い
。
／
体
を
伏
せ
た
ま
ま
、
ベ
ッ
ド
の
足
に
し
が
み

つ
く
。
／
揺
れ
が
激
し
く
な
る
。
／
長
い
。
／
目
の
前
に
、
た
た
き
つ
け
る
よ

う
に
し
て
雑
誌
や
教
科
書
が
散
ら
ば
る
。
コ
ー
ド
に
つ
な
が
っ
た
パ
ソ
コ
ン
が

机
の
端
で
大
き
く
揺
れ
、
落
ち
る
。
本
棚
が
倒
れ
る
。
窓
ガ
ラ
ス
の
割
れ
る
音

が
響
く
。
／
頭
を
か
か
え
、
体
を
丸
め
る
。
背
中
に
激
痛
が
走
る
。
／
ガ
シ
ャ

ン
！
／
バ
キ
バ
キ
！
／
激
し
い
音
が
、
あ
ち
こ
ち
で
鳴
る
。
／
窓
の
外
で
電
線

が
ム
チ
の
よ
う
に
し
な
り
、
暴
れ
る
。
／
「
一
弥
！
」
／
階
下
か
ら
聞
こ
え
た

志
穂
の
声
が
、
悲
鳴
に
変
わ
る
。
／
ゴ
ゴ
ゴ
ゴ
ゴ
ゴ
／
「
か
あ
さ
ん
！
」
／

ベ
ッ
ド
が
ず
ず
っ
と
動
く
。
／
バ
リ
バ
リ
ッ
！
／
頭
上
か
ら
な
に
か
が
降
っ
て

く
る
。
／
バ
キ
バ
キ
と
足
元
で
音
が
響
き
、
ベ
ッ
ド
と
一
緒
に
体
が
壁
に
た
た

き
つ
け
ら
れ
る
。
／
ガ
ク
ン
！
／
一
瞬
、
体
が
宙
に
浮
い
た
。

引
用
し
た
箇
所
は
地
震
の
描
写
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
直
接
的
な
表
現
で
語
ろ

う
と
す
る
の
が
『
ア
ポ
リ
ア
』
の
特
徴
で
あ
る
。
こ
の
後
、
瓦
礫
の
な
か
に
残
さ
れ

1
2

（

）

た
母
親
を
救
お
う
と
す
る
一
弥
だ
っ
た
が
、
津
波
警
報
が
鳴
る
な
か
、
通
り
す
が
り

の
男
・
片
桐
の
や
や
強
引
な
方
法
に
よ
っ
て
そ
の
場
を
離
れ
、
命
辛
々
津
波
か
ら
逃

れ
る
こ
と
と
な
る
。
一
弥
は
こ
の
「
自
分
だ
け
が
生
き
残
っ
た
こ
と
」
に
つ
い
て
、

片
桐
に
対
す
る
怒
り
と
罪
悪
感
を
抱
く
の
だ
が
、
片
桐
も
ま
た
、〈
３
・

〉
に

11

よ
っ
て
妻
子
を
失
い
「
自
分
だ
け
が
生
き
残
っ
た
こ
と
」
に
よ
る
悩
み
を
抱
え
て
い

る
こ
と
が
徐
々
に
明
ら
か
に
な
っ
て
い
く
。〈
３
・

〉
を
二
重
化
す
る
よ
う
な

11

「
重
ね
合
わ
せ
」
に
よ
っ
て
、
多
面
的
な
視
点
か
ら
「
生
き
残
っ
た
こ
と
」
に
つ
い

て
考
え
さ
せ
る
。

『
ア
ポ
リ
ア
』
は
、
全
体
を
通
し
て
基
本
的
に
三
人
称
で
語
ら
れ
る
が
、
地
の
文

に
一
人
称
の
内
言
も
交
ぜ
つ
つ
、
震
災
直
後
の
極
限
状
況
を
語
っ
て
い
こ
う
と
す
る
。

ま
た
一
弥
を
中
心
と
し
た
章
と
、
そ
の
叔
父
・
健
介
を
中
心
と
し
た
章
の
二
つ
の
時

間
が
並
行
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
で
、
物
語
を
立
体
的
に
見
せ
る
と
と
も
に
、
最
終
的

に
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
な
「
重
ね
合
わ
せ
」
が
行
わ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
一
弥
の
時
間

は
大
き
く
進
み
出
す
の
だ
が
、
大
震
災
か
ら
約
一
ヶ
月
半
で
そ
の
「
ア
ポ
リ
ア（
難

問
）」
は
解
消
し
、
明
確
な
方
向
を
与
え
ら
れ
て
し
ま
う
。

ま
た
こ
の
物
語
で
は
、
カ
バ
ー
や
本
文
中
に
た
び
た
び
挿
入
さ
れ
る
写
真
が
「
現

害30害

12



害31害

実
」
を
喚
起
す
る
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
た
だ
そ
の
写
真
は
、
仙
台
市
在
住

の
写
真
家
・
宍
戸
清
孝
に
よ
っ
て
〈
３
・

〉
に
際
し
て
撮
影
さ
れ
た
も
の
だ
。
特

11

に
、
カ
バ
ー
全
体
に
印
刷
さ
れ
た
写
真
は
、
宍
戸
の
『
Ｈ
ｏ
ｍ
ｅ

美
し
き
故
郷
よ
』

（
プ
レ
ス
ア
ー
ト
、
二
〇
一
二
・
三
）
の
表
紙
と
も
全
く
同
じ
も
の
で
あ
る
。『
ア
ポ

リ
ア
』は
、
あ
く
ま
で
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
語
ろ
う
と
す
る
が
、〈
３
・

〉
を
め

11

ぐ
る
写
真
に
よ
っ
て
架
空
の
大
震
災
を
語
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
は
、
や
や
違
和
感
も

残
る
。

1
3

（

）
一
方
で
、
柏
葉
幸
子
『
岬
の
マ
ヨ
イ
ガ
』（
講
談
社
、
二
〇
一
五
・
九
）
は
、
フ
ァ

ン
タ
ジ
ー
と
い
う
「
語
り
方
」
に
よ
っ
て
、〈
３
・

〉
と
い
う
「
現
実
」
か
ら
距

11

離
を
取
っ
て
い
く
方
法
を
模
索
す
る
。

1
4

（

）

こ
の
物
語
は
、
あ
の
日
、
狐
崎
と
い
う
駅
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
に
た
ま
た
ま
居

合
わ
せ
た
三
人
、
不
思
議
な
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
キ
ワ
と
、〈
３
・

〉
以
前
か
ら
の

11

「
現
実
」
を
背
負
っ
た
萌
花
、
ゆ
り
え
が
疑
似
家
族
と
し
て
生
活
し
て
い
く
な
か
で
、

「
遠
野
の
不
思
議
な
も
の
た
ち
」
に
支
え
ら
れ
た
〈
３
・

〉
以
後
の
「
現
実
」
か

11

ら
、
そ
れ
以
前
の
「
現
実
」
を
乗
り
越
え
る
力
を
回
復
し
て
い
く
。

た
と
え
ば
、
出
版
社
Ｈ
Ｐ
の
「
内
容
紹
介
」
冒
頭
で
は
、「
岩
手
県
出
身
」
の
作

家
に
よ
り
「
東
日
本
大
震
災
」
が
描
か
れ
た
こ
と
が
、
大
々
的
に
宣
伝
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
、
講
談
社
の
Ｐ
Ｒ
雑
誌
『
本
』
に
掲
載
さ
れ
た
著
者
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で

1
5

（

）

も
、「『
岬
の
マ
ヨ
イ
ガ
』
に
至
る
ま
で
」（
二
〇
一
五
・
一
〇
）
と
し
て
、「
東
日
本

大
震
災
の
日
か
ら
そ
ろ
そ
ろ
５
年
た
と
う
と
し
て
い
ま
す
」
と
い
う
書
き
出
し
か

ら
、
二
〇
一
一
年
六
月
に
行
っ
た
釜
石
市
の
鵜
住
居
町
で
の
取
材
の
様
子
や
、
二
〇

一
五
年
三
月
に
気
仙
沼
市
を
訪
れ
る
際
の
こ
と
が
、
エ
ッ
セ
イ
風
に
語
ら
れ
て
い

る
。た

だ
、
刊
行
当
初
の
「
帯
文
」
は
、「「
日
常
」
と
「
非
日
常
」
の
境
目
を
あ
や
つ

る
名
手
が
挑
ん
だ
の
は
、
忘
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
大
津
波
の
傷
痕
、
そ
し
て
、

人
々
と
の
絆
。」
と
あ
り
、〈
３
・

〉
が
モ
チ
ー
フ
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
伝
え
て

11

い
る
が
、
そ
れ
よ
り
も
大
文
字
で
強
調
さ
れ
て
い
た
の
は
、「
１
９
７
５
年
、『
霧
の

む
こ
う
の
ふ
し
ぎ
な
町
』
、
そ
し
て
２
０
１
５
年
、
新
た
な
る
非
日
常
の
誕
生
。
柏

葉
幸
子
、
デ
ビ
ュ
ー

周
年
記
念
作
品
」
と
い
う
、
柏
葉
幸
子
作
品
の
連
続
性
の
方

40

で
あ
っ
た
。

『
朝
日
小
学
生
新
聞
』（
二
〇
一
二
・
一
〇
・
三
一
）
に
掲
載
さ
れ
た
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
で
、
柏
葉
は
「
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
」
と
読
者
の
関
係
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。

こ
こ
で
竜
が
出
て
く
る
ん
だ
と
か
、
魔
女
が
魔
法
を
使
う
ん
だ
と
か
、
そ
れ
だ

け
で
す
ご
く
楽
し
い
。
そ
う
思
え
る
こ
と
が
、
魅
力
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
／

フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
は
「
逃
避
の
文
学
」
と
い
っ
て
、
き
ら
う
人
も
い
ま
す
。
現
実

か
ら
目
を
そ
ら
し
て
、
想
像
の
世
界
に
逃
げ
る
文
学
じ
ゃ
な
い
か
、
と
。
で
も
、

逃
げ
る
こ
と
も
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。
／
「
い
つ
も
が
ん
ば
る
ぞ
」
と
い
う
生

き
方
だ
け
で
な
く
、
逃
げ
な
き
ゃ
い
け
な
い
と
き
は
、
逃
げ
る
。
そ
し
て
ま
た

立
ち
上
が
れ
ば
い
い
。
そ
の
と
き
の
支
え
に
な
る
な
ら
、
そ
れ
は
フ
ァ
ン
タ

ジ
ー
の
力
で
す
。

柏
葉
の
「
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
」
と
い
う
方
法
は
、
柳
田
国
男
の
『
遠
野
物
語
』
と
近

接
す
る
よ
う
な
世
界
観
と
〈
３
・

〉
後
の
「
重
ね
合
わ
せ
」
に
よ
っ
て
、「
現
実
」

11

と
の
新
た
な
回
路
を
見
つ
け
た
。
ま
た
〈
３
・

〉
以
前
か
ら
継
続
す
る
問
題
に
つ

11

い
て
、
解
決
の
糸
口
を
〈
３
・

〉
以
後
に
見
出
し
て
い
く
点
も
興
味
深
い
。
言
い

11

換
え
れ
ば
、「
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
」
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
、〈
３
・

〉
以
前
／
以
後

11

を
交
差
さ
せ
る
場
と
し
て
、『
岬
の
マ
ヨ
イ
ガ
』
は
一
つ
の
達
成
を
示
し
た
と
言
え
る

だ
ろ
う
。

東
日
本
大
震
災
の
日
か
ら
時
間
が
経
過
し
て
い
く
こ
と
で
、「
忘
却
」
へ
の
危
機

感
は
多
く
語
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
そ
の
距
離
感
の
な
か
で
生
ま
れ
る
「
語
り
方
」

14

13
15



に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
積
み
重
ね
と
辛
抱
強
く
「
重
ね
合
わ
せ
」
な
が
ら
、
引
き

続
き
考
え
て
い
き
た
い
。

【
注
】

（
１
）

末
盛
千
枝
子
「
３
・

絵
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
い
わ
て
」（『
こ
の
絵
本
が
好

11

き
！

２
０
１
２
年
版
』
平
凡
社
、
二
〇
一
二
・
三
）、
歌
代
幸
子
『
一
冊
の

本
を
あ
な
た
に

３
・

絵
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
い
わ
て
の
物
語
』（
現
代
企
画

11

室
、
二
〇
一
三
・
三
）、
現
在
の
活
動
に
つ
い
て
は
公
式
Ｈ
Ｐ
を
参
照
さ
れ
た
い

（h
ttp
://w
w
w
.e
h
o
n
p
ro
je
c
t.o
rg
/iw
a
te
/

最
終
閲
覧
日

二
〇
一
七
・

八
・
一
）。

（
２
）

さ
く
ま
ゆ
み
こ
「「
子
ど
も
た
ち
へ
〈
あ
し
た
の
本
〉
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
の
活

動
と
決
意
」（『
こ
の
絵
本
が
好
き
！

２
０
１
２
年
版
』
平
凡
社
、
二
〇
一

二
・
三
）。
な
お
同
書
で
は
「〈
特
別
企
画
〉
東
日
本
大
震
災
と
絵
本
」
と
し
て
、

他
の
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
や
イ
ベ
ン
ト
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
な
ど
に
つ
い
て
も
紹
介

し
て
い
る
。

（
３
）

公
益
財
団
法
人
東
京
子
ど
も
図
書
館
「
３
・

か
ら
の
出
発

活
動
Ｎ
ｅ
ｗ

11

ｓ
」（h

ttp
://w
w
w
.tc
l.o
r.jp
/p
d
f/n
o
rm
a
l/3
1
1
.p
d
f

最
終
閲
覧
日

二
〇

一
七
・
八
・
一
）。

（
４
）

奥
山
恵
「
絵
本
が
働
き
か
け
て
く
る
も
の
」（『
日
本
児
童
文
学
』
二
〇
一

五
・
五
）。

（
５
）
〈
３
・

〉
と
絵
本
に
つ
い
て
は
、「
日
本
の
子
ど
も
の
文
学

国
際
子
ど
も

11

図
書
館
所
蔵
資
料
で
見
る
歩
み
」
に
お
け
る
「
３
・

以
降
の
絵
本

新
し

11

い
希
望
の
か
た
ち
」（
監
修
者
・
広
松
由
希
子
）
の
捉
え
方
が
参
考
に
な
る

（h
ttp
://w
w
w
.k
o
d
o
m
o
.g
o
.jp
/jc
l/se
c
tio
n
6
/in
d
e
x
.h
tm
l

最
終
閲
覧
日

二
〇
一
七
・
八
・
一
）。

（
６
）

森
絵
都
・
作
の
絵
本
『
希
望
の
牧
場
』（
絵
・
吉
田
尚
令
、
岩
崎
書
店
、
二
〇

一
四
・
九
）
は
、
牛
飼
い
の
「
オ
レ
」
が
語
る
仕
組
み
を
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
希
望
」
に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ

う
。
ま
た
こ
の
本
も
「「
希
望
の
牧
場
・
ふ
く
し
ま
」
の
こ
と
を
も
と
に
つ
く
ら

れ
た
絵
本
」
で
あ
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
お
り
、「
売
り
上
げ
の
一
部
を
そ
の
活

動
資
金
と
し
て
寄
付
い
た
し
ま
す
」
と
も
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
一
種
の

「
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
絵
本
」
の
性
格
も
持
っ
て
い
る
。

（
７
）

宮
川
健
郎
「
西
田
谷
洋
著
『
新
美
南
吉
童
話
の
読
み
方
』」（『
社
会
文
学
』

二
〇
一
四
・
二
）。

（
８
）
「
あ
の
日
を
語
ろ
う
、
未
来
を
語
ろ
う
」（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
キ
ッ
ズ
ナ
ウ
ジ
ャ
パ

ン
主
催
、
二
〇
一
五
・
八
・
二
三
）
を
も
と
に
し
た
「
語
り
お
ろ
し
」
と
な
っ

て
い
る
。

（
９
）

さ
ら
に
文
庫
版
に
二
作
を
加
え
、
再
び
単
行
本
化
さ
れ
た
（
『
八
月
の
光

失
わ
れ
た
声
に
耳
を
す
ま
せ
て
』
小
学
館
、
二
〇
一
七
・
七
）。

（

）

佐
々
木
赫
子
「
第
五
三
回
日
本
児
童
文
学
者
協
会
賞

選
考
経
過
報
告
」

10
（『
日
本
児
童
文
学
』
二
〇
一
三
・
七
）。

（

）

児
童
書
読
書
日
記
「『
光
の
う
つ
し
え
』（
朽
木
祥
）」（h

ttp
://d
.h
a
te
n
a
.n
e
.

11

jp
/y
a
m
a
d
a
5
/2
0
1
3
1
1
1
3
/p
1

最
終
閲
覧
日

二
〇
一
七
・
八
・
一
）。

（

）

一
部
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
強
調
し
て
表
記
さ
れ
て
い
た
が
、
今
回
は
省
略
し
た
。

12
（

）

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
カ
メ
ラ
マ
ン
・
高
橋
邦
典
に
よ
る
写
真
絵
本
『
東
日

13

本
大
震
災

２
０
１
１
・
３
・

「
あ
の
日
」
の
こ
と
』（
ポ
プ
ラ
社
、
二
〇

11

一
一
・
六
）
の
仕
組
み
や
、
巻
末
に
置
か
れ
た
次
の
言
葉
と
と
も
に
考
え
た
い
。

す
で
に
震
災
が
お
こ
っ
て
か
ら
２
週
間
近
く
が
経
過
し
て
お
り
、

ニ
ュ
ー
ス
・
カ
メ
ラ
マ
ン
と
し
て
は
完
全
に
出
遅
れ
た
状
態
で
し
た
。
こ

れ
か
ら
現
場
入
り
す
る
僕
に
、
何
が
で
き
る
の
か
、
何
を
残
す
べ
き
か
、

そ
ん
な
こ
と
を
考
え
て
い
る
う
ち
に
ふ
と
頭
に
浮
か
ん
で
き
た
の
が
、
被

害
に
遭
っ
た
人
た
ち
の
「
顔
」
だ
っ
た
の
で
す
。
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こ
こ
で
模
索
さ
れ
た
方
法
は
、
一
年
後
の
取
材
を
も
と
に
し
た
続
編
『「
あ

の
日
」
、
そ
し
て

こ
れ
か
ら
』（
ポ
プ
ラ
社
、
二
〇
一
二
・
一
一
）
で
よ
り
分

か
り
や
す
い
形
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。

（

）

初
出
は
、『
岩
手
日
報
』（
二
〇
一
四
・
五
・
一
〇
～
二
〇
一
五
・
七
・

14

四
）。
な
お
『
岩
手
日
報
』
は
、「
３
・

絵
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
い
わ
て
」
の
活

11

動
を
継
続
的
に
紹
介
し
て
い
る
。『
岩
手
日
報
』
紙
面
で
「
岬
の
マ
ヨ
イ
ガ
」

を
読
ん
だ
読
者
は
、〈
３
・

〉
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
強
く
影
響
を
受
け
た
と

11

考
え
ら
れ
る
。

（

）

h
ttp
://b
o
o
k
c
lu
b
.k
o
d
a
n
sh
a
.c
o
.jp
/p
ro
d
u
c
t?
isb
n
=
9
7
8
4
0
6
2
8
3
2
3
5
9

15
（
最
終
閲
覧
日

二
〇
一
七
・
八
・
一
）。

（
み
や
た
・
こ
う
へ
い

東
京
都
立
産
業
技
術
高
等
専
門
学
校
助
教
）


