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関
東
大
震
災
を
諮
る
捺
、
最
も
多
く
用
い
ら
れ
る
こ
と
ば
は
〈
未
曾
有
〉
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
ば
は
当
然
そ
の
よ
う
な
出
来
事
の
希
有
さ
を

意
味
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
希
有
さ
と
は
、
単
に
地
震
そ
の
も
の
や
「
日
本
史
上
最
大
」
と
い
わ
れ
る
被
害
規
模
の
大
き
さ
の
み
に
向
け

ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
地
震
は
、
近
代
化
と
い
う
名
の
下
で
進
め
ら
れ
た
文
明
化
と
そ
の
結
果
と
し
て
の
都
市
化
が
か
な
り
進
行
し
つ
つ
あ
っ

た
大
正
一
二
年
と
い
う
時
点
、
し
か
も
日
本
と
い
う
国
家
の
中
枢
部
で
起
き
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
一
瞬
に
し
て
起
こ
っ
た
そ
の
地
震
が
人
々

に
与
え
た
心
の
震
揺
こ
そ
が
実
は
最
も
〈
未
曾
有
〉
な
も
の
だ
っ
た
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
人
々
の
心
の
震
揺
が
そ
の
拠
り
所
を
安

易
に
求
め
た
最
も
不
幸
な
形
態
が
朝
鮮
人
虐
殺
事
件
、
大
杉
栄
虐
殺
事
件
な
ど
で
あ
っ
た
こ
と
は
毘
知
の
通
り
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
関
東
大
震
災
を
め
ぐ
っ
て
は
、
震
災
後
い
く
つ
か
の
言
説
が
流
布
す
る
。
そ
れ
ら
の
言
説
か
ら
は
同
時
代
の
人
々
の
震
災
認
識

が
う
か
が
え
る
の
だ
が
、
い
わ
ゆ
る
文
学
者
た
ち
も
そ
の
よ
う
な
言
説
綿
の
作
り
手
と
し
て
当
然
荷
担
し
で
い
る
。
彼
ら
は
記
事
や
作
品
の
形

で
自
分
た
ち
の
意
見
を
発
信
し
て
お
り
、
そ
れ
に
は
震
災
体
験
や
震
災
が
生
ん
だ
集
団
的
虐
殺
行
為
へ
の
意
見
、
さ
ら
に
は
震
災
の
文
学
へ
の

影
響
な
ど
様
々
な
内
容
が
抑
制
羅
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
も
震
災
直
後
に
発
表
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
〈
震
災
小
説
〉
は
特
に
注
目
に
値
す
る
。

な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
こ
か
ら
浮
か
び
あ
が
る
の
は
〈
震
災
〉
と
い
う
出
来
事
と
〈
文
学
〉
が
出
会
う
際
に
結
晶
す
る
何
か
で
あ
り
、
そ
の
何
か
を

考
察
す
る
こ
と
は
、
〈
時
代
〉
と
い
う
力
動
的
な
枠
組
み
の
な
か
で
〈
文
学
〉
は
何
を
吸
収
し
何
を
発
信
し
よ
う
と
し
た
か
の
一
断
医
を
明
ら

か
に
す
る
作
業
に
な
る
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。
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そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
本
稿
で
は
ま
ず
、
震
災
関
連
言
説
と
〈
援
災
小
説
〉
全
般
に
つ
い
て
概
観
す
る
。
そ
し
て
、
主
な
分
析
の
テ
キ
ス

ト
と
し
て
島
崎
藤
村
の
小
説
吋
子
に
送
る
手
紙
」
を
据
え
る
。
震
災
後
最
も
早
い
段
階
(
一
ヶ
月
後
)
で
発
表
さ
れ
た
〈
震
災
小
説
〉
で
あ
る

吋
子
に
送
る
手
紙
」
の
分
析
を
と
お
し
て
、
〈
震
災
〉
と
〈
文
学
〉
が
遭
遇
し
た
、
特
徴
的
な
一
形
態
を
探
っ
て
み
る
こ
と
に
本
稿
の
最
終
的

な
も
く
ろ
み
が
あ
る
。

一
、
藤
災
関
係
言
説
の
座
標

i
l文
学
者
の
記
事
を
中
心
に

l
i

震
災
関
係
一
一
一
一
口
説
は
、
震
災
の
原
国
に
つ
い
て
の
一
一
一
一
口
説
と
震
災
後
の
社
会
変
貌
を
予
想
す
る
言
説
と
に
大
別
さ
れ
る
。
前
者
の
代
表
的
な
も
の

が
〈
天
諸
説
〉
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
牽
引
さ
れ
た
毘
民
生
活
の
変
化
を
〈
国
民
精
神
〉
の
墜
落
と
し
て
捉
え
、

関
東
大
震
災
は
そ
う
し
た
堕
落
に
対
す
る
〈
天
謎
〉
、
つ
ま
り
天
罰
と
し
て
認
識
す
る
考
え
方
で
あ
る
。
当
時
の
財
界
の
大
御
所
渋
沢
栄
一
に
よ
っ

て
唱
え
ら
れ
出
し
た
天
謎
説
は
、
当
時
の
日
本
人
、
と
り
わ
け
政
治
的
経
済
的
支
配
層
の
最
大
公
約
数
的
な
震
災
認
識
で
あ
っ
た
。
そ
の
際
、

「
物
質
万
能
主
義
」
「
自
由
恋
愛
」
「
享
楽
主
義
」
「
社
会
主
義
」
な
ど
が
排
斥
す
べ
き
も
の
と
し
て
名
指
さ
れ
、
そ
の
よ
う
な
精
神
の
堕
落
や

退
廃
を
救
う
も
の
と
し
て
提
唱
さ
れ
た
の
が
道
徳
に
基
盤
を
置
い
た
〈
精
神
主
義
〉
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
精
神
主
義
的
な
認
識
は
、
震
災
後
の
社
会
変
貌
の
あ
り
ょ
う
を
予
測
す
る
言
説
群
の
主
張
の
背
景
に
働
い
て
い
る
よ
う
に
み
い
え

る
。
そ
の
意
味
で
、
こ
れ
ら
二
つ
の
震
災
関
係
言
説
群
は
つ
な
が
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
た
と
え
ば
、
自
然
主
義
か
ら
文
化
主
義
へ
、
唯

物
主
義
か
ら
精
神
主
義
へ
、
自
我
主
義
か
ら
社
会
共
同
主
義
へ
、
享
楽
主
義
か
ら
創
造
主
義
へ
と
い
う
よ
う
に
震
災
後
の
患
想
再
編
の
方
向
性

を
予
測
し
た
帆
足
理
一
郎
の
記
事
は
、
両
者
の
言
説
群
が
む
す
び
つ
い
て
い
る
こ
と
を
証
す
わ
か
り
や
す
い
一
例
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
文
学
者
の
震
災
関
係
言
説
、
そ
の
な
か
で
も
震
災
後
の
文
学
の
動
向
に
つ
い
て
述
べ
た
記
事
群
を
概
観
す
る
と
、
こ
れ
ら
に
は

興
味
深
い
相
相
違
点
が
見
受
け
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
芥
川
龍
之
介
は
「
震
災
の
文
芸
に
与
ふ
る
影
響
」
と
い
う
文
章
で
、
「
大
地
震
の
災
害
は

戦
争
や
何
か
の
や
う
に
、
必
然
に
人
間
の
う
み
出
し
た
も
の
で
は
な
い
」
と
断
言
し
、
そ
え
ゆ
え
に
震
災
が
作
家
に
与
え
る
影
響
は
そ
れ
ほ
ど

深
く
は
な
く
、
「
す
く
な
く
と
も
、
作
家
の
人
生
観
を
一
変
す
る
こ
と
な
ど
は
な
い
だ
ら
う
」
と
述
べ
、
「
作
家
」
と
「
文
芸
」
に
局
限
し
て
は

い
る
も
の
の
、
震
災
に
よ
る
思
想
の
根
底
か
ら
の
変
化
を
否
定
し
て
い
る
。
ま
た
片
上
伸
も
、
「
震
災
に
伴
ふ
人
間
の
心
の
激
動
」
が
文
学
者

の
「
文
学
の
上
に
も
波
及
せ
ざ
る
を
得
な
い
」
と
述
べ
て
は
い
る
も
の
の
、
「
震
災
火
災
は
直
接
文
学
の
思
想
の
傾
向
に
影
響
を
与
へ
る
筈
の
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も
の
で
は
な
い
」
と
、
文
学
、
あ
る
い
は
文
学
者
の
〈
思
想
〉
に
与
え
る
震
災
の
影
響
は
部
分
的
な
も
の
に
と
ど
ま
る
だ
ろ
う
と
考
え
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
見
解
は
け
っ
し
て
芥
川
と
片
上
の
二
人
に
限
ら
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
「
一
度
か
か
る
洗
礼
を
受
け
た
人
達
が
、
そ
れ
を
超

越
す
る
こ
と
は
さ
ほ
ど
国
難
で
は
な
い
と
思
ふ
」
と
語
っ
た
徳
田
秋
声
、
「
軽
い
不
安
は
却
っ
て
一
種
の
興
味
に
さ
へ
な
る
こ
と
が
あ
る
。
そ

れ
だ
か
ら
こ
そ
我
々
は
生
き
て
ゐ
ら
れ
る
の
だ

)
7
)

と
述
べ
た
正
宗
白
鳥
な
ど
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
言
説
の
文
艇
を
注
意
し
て
読
め
ば
、
細
か
な
意

見
の
異
同
が
あ
る
と
は
い
え
、
震
災
を
以
後
の
社
会
や
文
学
を
本
質
的
に
変
え
る
決
定
因
子
と
は
認
め
な
い
と
い
う
点
で
共
通
し
て
い
る
の
で

あ
る
。も

ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
言
説
は
文
学
者
た
ち
が
〈
震
災
〉
と
い
う
出
来
事
に
対
し
て
ま
っ
た
く
超
然
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で

も
な
い
し
、
実
際
に
超
然
と
は
程
遠
い
方
向
に
向
か
っ
て
動
い
た
文
学
者
た
ち
も
数
多
く
い
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
菊
池
寛
の
〈
文
学
無

力
説
〉
、
近
松
秋
江
の
天
謎
説
へ
の
便
乗
な
ど
は
、
そ
の
代
表
的
な
例
で
あ
る
。
ま
た
震
災
後
、
精
神
的
衝
撃
や
経
済
的
余
波
の
た
め
、
東
京

を
離
れ
た
文
学
者
も
多
か
っ
た
。
た
と
え
ば
谷
崎
潤
一
郎
、
吉
井
勇
、
小
山
内
葉
、
草
木
三
十
五
ら
が
関
西
に
移
住
し
、
室
生
犀
星
が
郷
里
の

金
沢
へ
帰
り
、
江
口
演
は
那
須
へ
引
き
込
ん
だ
。

し
か
し
、
〈
震
災
〉
を
ど
の
程
度
の
億
撃
と
し
て
受
け
止
め
た
か
と
い
う
点
で
、
お
そ
ら
く
文
学
者
の
関
に
も
差
異
が
あ
っ
た
ろ
う
と
思
わ

れ
る
の
だ
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
ら
の
間
に
は
共
通
し
た
或
る
認
識
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
次
の
徳
田
秋
声
の
文
章
に
み
ら
れ
る
ご

と
く
、
震
災
後
に
流
行
す
る
だ
ろ
う
文
学
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
〈
娯
楽
物
〉
を
予
想
す
る
と
い
う
乙
と
で
あ
っ
た
。
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地
震
は
天
災
で
或
る
点
ま
で
は
人
為
的
に
対
応
策
を
講
じ
得
る
と
し
て
も
所
詮
は
不
可
抗
力
で
あ
る
た
め
に
、
そ
れ
を
と
び
越
え
て
ゆ
く

に
は
、
気
持
ち
の
上
で
カ
ラ
リ
と
し
た
も
の
を
求
め
る
よ
り
外
は
な
い
。
昔
の
日
本
人
の
頭
と
其
点
、
が
幾
ら
か
異
っ
て
来
て
ゐ
る
の
で
今

の
人
々
は
鴨
長
明
の
や
う
に
無
暗
と
天
を
恐
れ
る
代
り
に
、
カ
ラ
り
と
し
た
気
持
の
娯
楽
物
を
事
求
す
る
の
で
あ
る
。
(
中
略
)
従
っ
て

こ
こ
暫
ら
く
は
さ
う
い
ふ
娯
楽
物
が
一
般
的
な
読
書
界
を
支
配
す
る
の
も
亦
自
然
の
こ
と
で
あ
る
。
(
傍
線
は
引
用
者
)

宗
教
物
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
な
ど
の
よ
う
な
、
い
わ
ゆ
る
〈
深
刻
〉
な
文
学
を
予
想
す
る
意
見
も
な
く
は
な
か
っ
た
が
、
や
は
り
最
大
公

約
数
的
な
予
想
は
徳
田
秋
声
が
い
う
よ
う
に
、
〈
娯
楽
物
〉
〈
享
楽
的
な
文
学
〉
の
流
行
に
あ
っ
た
。
文
学
が
ど
の
よ
う
な
方
向
に
向
か
う
の
か

と
い
う
点
で
、
震
災
に
よ
る
物
質
的
破
壊
の
背
後
に
精
神
的
荒
廃
、
空
虚
感
が
一
時
的
に
襲
ャ
え
た
ろ
う
こ
と
を
予
想
し
、
そ
れ
を
癒
し
て
く
れ
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る
の
は
〈
娯
楽
物
〉
〈
享
楽
物
〉
だ
と
い
う
の
が
、
文
学
者
の
共
通
し
た
予
想
だ
っ
た
わ
け
で
あ
お
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
文
学
者
に
よ
る
、

来
た
る
べ
き
文
学
傾
向
の
予
想
は
、
文
学
者
以
外
の
識
者
た
ち
に
よ
る
震
災
後
に
思
想
が
再
編
さ
れ
る
だ
ろ
う
と
い
う
予
想
と
粟
離
し
て
い
る

こ
と
が
指
識
で
き
る
。
つ
ま
り
、
享
楽
主
義
・
物
質
主
義
に
代
わ
っ
て
精
神
主
義
の
台
頭
を
予
想
し
た
識
者
た
ち
と
は
逆
行
す
る
見
解
を
文
学

者
た
ち
は
行
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

需
者
の
主
張
の
な
か
で
ど
ち
ら
が
正
し
か
っ
た
か
を
現
在
の
立
場
か
ら
巨
視
的
に
判
断
す
れ
ば
、
文
学
者
た
ち
の
意
見
が
ほ
ぼ
正
し
か
っ
た

と
い
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
震
災
後
か
ら
昭
和
に
か
け
て
〈
物
質
主
義
〉
は
消
え
去
る
ど
こ
ろ
か
、
機
械
文
明
や
都
会
主
義
の

形
で
一
一
増
強
度
を
増
し
て
い
っ
た
し
、
〈
娯
楽
〉
を
追
究
す
る
文
学
は
大
衆
文
学
と
い
う
名
で
人
々
に
広
く
享
受
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら

で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
変
化
の
境
界
に
関
東
大
震
災
が
位
霞
し
て
い
る
と
は
い
え
、
そ
れ
ら
を
す
べ
て
震
災
の
み
に
直
結
し
て
結
論
づ

け
ら
れ
る
よ
う
な
簡
単
な
事
柄
で
は
当
然
あ
る
ま
い
。

む
し
ろ
、
肝
心
な
こ
と
は
、
そ
の
よ
う
な
言
説
を
つ
く
っ
て
い
た
当
の
文
学
者
本
人
が
実
際
ど
の
よ
う
な
性
格
の
文
学
を
創
作
し
て
い
た
か

と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。
い
い
か
え
れ
ば
、
文
学
者
た
ち
の
震
災
一
一
一
一
口
説
と
彼
ら
の
作
品
と
の
距
離
の
問
題
で
あ
る
。
芥
川
に
お
い
て
も
秋
声
に
お

い
て
も
、
震
災
後
彼
ら
が
〈
娯
楽
〉
を
追
究
す
る
文
学
の
ほ
う
に
方
向
転
換
し
た
形
跡
は
あ
ま
り
み
う
け
ら
れ
な
い
。
武
者
小
路
実
篤
や
正
宗

白
鳥
な
ど
に
も
河
じ
こ
と
が
い
え
る
。
そ
の
こ
と
が
意
味
す
る
こ
と
は
向
か
と
い
え
ば
、
当
然
新
た
な
文
学
の
担
い
子
の
登
場
と
い
う
こ
と
だ

ろ
う
。
〈
娯
楽
〉
の
文
学
を
含
め
新
し
い
文
学
の
担
い
手
は
、
大
衆
文
学
派
、
新
感
覚
派
と
称
さ
れ
る
文
学
者
群
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
意

味
で
、
震
災
直
後
に
書
か
れ
た
い
わ
ゆ
る
〈
震
災
小
説
〉
に
焦
点
を
し
ぼ
っ
て
考
察
す
る
こ
と
は
〈
震
災
〉
と
〈
文
学
〉
と
の
接
合
点
を
探
り
、

な
お
か
つ
文
学
者
た
ち
の
言
説
と
文
学
と
の
距
離
を
測
る
最
も
有
効
な
接
近
法
だ
と
思
わ
れ
る
。

一
一
、
〈
震
災
小
説
〉
群
と
そ
の
位
量

i
i未
明
、
白
鳥
、
雨
雀

i
i

大
震
災
に
つ
い
て
書
か
れ
た
文
章
に
は
、
小
説
、
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
、
感
想
、
評
論
、
日
記
、
記
録
な
ど
が
あ
る
。
そ
の
な
か
で
、
震
災
直

後
に
書
か
れ
た
小
説
群
の
一
端
を
見
て
み
た
い
。
震
災
に
取
材
し
た
こ
れ
ら
の
小
説
群
を
指
す
こ
と
ば
は
現
在
ま
で
定
着
し
て
い
な
い
が
、
こ

こ
で
は
ひ
と
ま
ず
〈
震
災
小
説
〉
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

ま
ず
〈
震
災
小
説
〉
は
、
震
災
と
関
連
し
た
他
の
様
々
な
記
事
や
文
章
に
比
べ
る
と
、

そ
の
量
か
ら
い
っ
て
格
段
と
少
な
い
こ
と
が
指
摘
で
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き
る
。
ま
た
、
ほ
と
ん
ど
が
短
編
で
あ
り
、
主
に
震
災
査
後
に
盛
ん
に
組
ま
れ
た
雑
誌
特
集
号
を
中
心
に
掲
載
さ
れ
、
一
定
の
時
期
が
経
つ
と

ほ
と
ん
ど
見
か
け
ら
れ
な
く
な
る
。
事
実
、
震
災
の
翌
々
年
に
な
る
と
、
震
災
に
取
材
し
た
小
説
が
あ
ま
り
警
か
れ
る
こ
と
は
な
く
な
っ
て
い

た
。
さ
ら
に
、
そ
れ
以
降
に
お
い
て
も
、
震
災
を
扱
う
文
学
は
な
く
な
り
は
し
な
い
も
の
の
、
痕
跡
と
い
っ
た
程
度
に
ま
で
少
な
く
な
っ
て
い

た
。
こ
の
点
は
、
出
来
事
か
ら
相
当
に
時
間
が
経
過
し
て
も
依
然
と
し
て
影
響
力
を
保
ち
、
そ
の
意
味
で
文
学
題
材
と
し
て
の
患
の
長
い
〈
戦

争
文
学
〉
と
は
明
ら
か
に
対
比
さ
れ
よ
う
。

そ
の
よ
う
な
〈
震
災
小
説
〉
の
な
か
の
い
く
つ
か
の
作
品
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。
ま
ず
、
小
川
未
明
の
吋
計
ら
ざ
る
事
」
(
「
改

造
〕
大
正
一
二
年
一
一
月
)
を
見
る
と
、
ま
ず
自
に
つ
く
の
は
朝
鮮
人
虐
殺
事
件
を
連
想
さ
せ
る
あ
る
場
冨
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
白
い
ワ
イ
シ

ャ
ツ
の
男
」
を
先
導
者
と
す
る
自
警
団
ら
し
き
男
た
ち
が
ピ
ス
ト
ル
や
竹
槍
を
子
に
し
て
、
彼
ら
の
手
を
逃
れ
た
一
人
の
青
年
を
探
L
ま
わ
っ

て
い
る
緊
張
感
た
だ
よ
う
場
面
で
あ
る
。
そ
の
「
白
い
ワ
イ
シ
ャ
ツ
の
男
」
が
実
は
彫
刻
家
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
さ
れ
、
大
震
災
と
い
う
異

常
事
態
に
直
面
し
た
人
間
の
精
神
性
の
破
壊
、
す
な
わ
ち
狂
気
が
象
徴
的
に
語
ら
れ
て
い
る
。

た
だ
、
そ
れ
が
震
災
後
の
集
団
的
虐
殺
事
件
に
つ
ら
な
る
一
事
例
に
含
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
よ
り
も
注
目
し
た
い
の
は
、
「
狂
暴
の

本
能
」
の
一
面
を
も
っ
人
間
に
対
比
さ
れ
る
存
在
と
し
て
、
母
性
愛
の
持
ち
主
と
し
て
の
「
母
親
」
が
設
定
さ
れ
て
い
る
物
語
の
構
図
で
あ
る
。
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し
か
し
、
今
度
、
焼
け
死
ん
だ
人
達
を
見
て
来
た
も
の
¥
話
に
、
母
親
が
、
死
ぬ
最
後
ま
で
、
ど
ん
な
に
、
抱
い
て
ゐ
る
子
供
を
ば
助

け
よ
う
と
し
て
関
え
た
か
、
あ
る
女
の
如
き
は
、
自
分
の
乳
房
を
噛
み
切
っ
て
、
流
れ
出
る
血
潮
の
下
に
、
子
供
の
頭
を
付
け
て
、
火
を

子
供
の
体
に
か
け
ま
い
と
、
僻
向
い
て
、
自
分
の
体
で
護
っ
て
死
ん
で
ゐ
た
も
の
が
あ
る
と
い
ひ
ま
す
。

自
分
の
身
を
投
げ
出
し
て
ま
で
子
供
を
諮
ろ
う
と
し
た
あ
る
母
親
の
逸
話
が
「
母
親
の
愛
」
の
典
型
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
愛
は

「
犠
牲
的
」
で
「
神
秘
的
」
な
も
の
と
し
て
語
ら
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
女
の
〈
母
性
愛
〉
は
、
自
繋
団
の
男
た
ち
に
み
ら
れ
る
「
獣
的
」
「
富

目
的
」
「
利
那
的
」
な
別
の
人
間
群
散
と
は
明
ら
か
に
対
比
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
大
震
災
と
い
う
出
来
事
を
背
景
に
し
て
、
そ
れ
が
人
間

の
精
神
に
何
を
も
た
ら
す
の
か
、
い
や
喚
起
す
る
の
か
と
い
う
問
題
意
識
か
ら
、
椙
反
す
る
人
間
像
が
共
に
焦
点
化
さ
れ
て
い
る
と
も
い
え
る
。

そ
し
て
重
要
な
こ
と
は
、
一
方
の
〈
母
性
愛
〉
の
焦
点
化
に
よ
っ
て
、
こ
の
小
説
が
〈
童
心
〉
と
並
ん
で
童
話
作
家
小
川
未
明
の
文
学
テ
!
マ

の
神
髄
と
も
い
え
る
〈
母
性
〉
と
い
う
題
材
を
受
け
継
い
で
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
小
説
は

K
と
B
と
い
う
二
人
の
男
の
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対
話
を
中
心
に
物
語
を
進
め
て
い
く
と
い
う
も
の
で
、
構
図
そ
の
も
の
は
か
な
り
散
漫
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
の
意
味
で
、
震
災
と
い
う
素
材
を

用
い
て
い
る
も
の
の
、
そ
れ
が
小
説
の
な
か
で
内
在
化
さ
れ
た
形
で
機
能
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。

次
に
、
正
宗
白
鳥
の
「
他
人
の
災
難
い
(
「
中
央
公
論
い
大
正
一
一
二
年
一
丹
)
を
見
て
み
よ
う
。
こ
の
小
説
の
主
人
公
は
、
き
た
子
と
い
う
人

妻
で
あ
る
。
こ
の
小
説
に
お
い
て
特
徴
的
な
の
は
、
登
場
人
物
た
ち
に
よ
る
大
震
災
の
受
け
止
め
方
で
あ
る
。
「
生
命
に
障
り
が
な
け
れ
ば
災

難
に
会
っ
て
見
る
の
も
い
〉
の
ぢ
ゃ
な
い
か
と
、
私
こ
の
頃
思
ふ
こ
と
が
あ
る
の
よ
」
と
語
る
、
き
た
子
の
友
人
ま
さ
子
の
こ
と
ば
か
ら
浮
き

彰
り
に
さ
れ
る
よ
う
に
、
登
場
人
物
と
大
震
災
と
の
間
に
は
明
ら
か
な
距
離
が
存
在
す
る
。
震
災
の
「
焼
跡
見
物
」
が
話
題
に
な
り
、
半
ば

「
好
奇
心
」
で
主
人
公
と
そ
の
友
人
は
「
焼
跡
見
物
」
に
い
く
。
小
説
の
題
名
通
り
、
震
災
は
、
ま
さ
に
「
他
人
の
災
難
」
で
あ
る
。
都
市
化

さ
れ
た
共
同
体
に
お
け
る
人
間
の
連
帯
意
識
の
希
薄
化
が
、
少
し
で
も
自
分
の
身
に
災
害
が
ふ
り
か
か
ら
ね
ば
そ
れ
を
よ
し
と
す
る
残
虐
性
を

あ
か
ら
さ
ま
に
す
る
。
結
末
部
分
で
き
た
子
が
興
味
本
位
の
「
焼
跡
見
物
」
を
軽
率
な
行
動
と
し
て
後
博
す
る
気
配
は
み
せ
て
い
る
も
の
の
、

震
災
は
彼
女
の
存
在
を
揺
る
が
す
何
も
の
で
も
な
く
、
相
変
わ
ら
ず
彼
女
は
自
ら
の
日
常
の
時
間
に
戻
っ
て
い
く
。

震
災
と
い
う
大
災
害
を
単
に
ひ
と
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
扱
っ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
こ
の
よ
う
な
小
説
の
構
図
は
、
当
然
、
意
図

さ
れ
た
設
定
で
あ
ろ
う
。
作
者
は
、
傍
観
的
過
ぎ
る
と
も
い
え
る
こ
の
よ
う
な
祝
点
を
敢
え
て
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
感
情
移
入
を
排
除
し
、

震
災
と
い
う
出
来
事
に
遭
遇
し
た
人
間
の
心
の
深
部
を
客
観
的
に
捉
え
よ
う
と
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
物
事
を
尋
常
で
は
な
い
独
特
の
角
度

か
ら
扶
ろ
う
と
常
に
試
み
た
正
宗
白
鳥
の
作
品
傾
向
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
小
説
は
白
鳥
ら
し
い
作
品
と
も
い
え
る
。
た
だ
し
、
〈
大
震
災
〉
と

い
う
文
学
素
材
そ
の
も
の
が
司
常
的
な
も
の
で
は
な
い
ゆ
え
、
物
事
を
正
面
か
ら
捉
え
る
の
で
は
な
く
斜
め
か
ら
接
近
し
よ
う
と
す
る
彼
特
有

の
手
法
は
、
こ
の
小
説
に
お
い
て
は
あ
ま
り
功
を
奏
し
て
い
な
い
よ
う
に
み
え
る
。
叙
述
の
平
沼
さ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
で
も
っ
て
異
常

な
事
件
に
よ
っ
て
引
き
出
さ
れ
た
微
妙
な
人
間
の
内
面
心
理
を
描
写
し
よ
う
と
す
る
手
法
と
が
唆
昧
に
交
錯
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
結
果
、
異
常

な
事
態
と
、
本
来
的
に
残
虐
性
を
ひ
そ
め
る
人
間
心
理
と
が
適
確
な
表
現
を
得
て
い
な
い
と
い
っ
た
歯
が
ゆ
さ
が
残
る
作
品
と
な
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。

続
い
て
考
察
し
た
い
の
は
、
秋
田
雨
雀
の
戯
曲
「
骸
骨
の
舞
跳
」
(
「
演
劇
新
潮
」
大
正
一
三
年
四
月
)
で
あ
る
。
朝
鮮
人
虐
殺
事
件
に
直
接

取
材
し
た
こ
の
作
品
は
、
公
表
直
後
に
発
売
禁
止
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
朝
鮮
人
を
か
ば
う
一
人
の
日
本
人
青
年
が
叫
ぶ
「
日
本
人
を
苦
し

め
て
い
る
の
は
、
朝
鮮
人
で
は
な
く
日
本
人
自
身
だ
!
」
と
い
う
絶
叫
に
よ
っ
て
、
朝
鮮
人
摘
発
の
た
め
に
や
っ
て
き
た
自
警
団
員
が
骸
骨
化

し
て
し
ま
う
と
い
う
表
現
主
義
の
手
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
戯
曲
で
あ
る
。
震
災
の
衝
撃
が
人
間
の
心
理
を
も
破
壊
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
の
、



破
壊
の
原
因
を
朝
鮮
人
に
転
嫁
す
る
と
い
っ
た
人
間
の
狂
気
を
、
過
激
に
暴
露
す
る
手
法
が
発
禁
の
理
由
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
戒
厳
令

が
蒋
か
れ
て
い
た
同
時
代
に
、
朝
鮮
人
虐
殺
事
件
を
真
っ
正
面
か
ら
取
り
扱
っ
た
数
少
な
い
作
品
の
な
か
で
も
代
表
的
な
も
の
と
い
え
る
。

以
上
、
そ
れ
ぞ
れ
性
格
の
異
な
る
三
編
の
〈
震
災
小
説
〉
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
。
や
は
り
注
目
し
た
い
の
は
、
〈
大
震
災
〉
と
い
う
素

材
の
扱
わ
れ
方
で
あ
る
。
「
計
ら
ざ
る
事
」
で
は
、
二
人
の
男
の
対
話
の
形
式
を
借
り
て
震
災
の
諸
相
が
諮
ら
れ
る
。
震
災
に
よ
っ
て
浮
き
彫

り
に
な
っ
た
人
間
の
〈
醜
〉
の
部
分
と
〈
美
〉
の
部
分
と
が
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
に
さ
れ
て
い
る
が
、
〈
震
災
〉
に
関
す
る
感
想
の
多
い
エ
ッ
セ
イ

じ
み
た
内
容
を
無
理
に
小
説
の
形
で
仕
上
げ
よ
う
と
し
て
い
る
た
め
か
、
た
と
え
ば
、
突
然
、
過
去
の
女
性
を
主
人
公
に
出
会
わ
せ
、
ま
た
別

れ
さ
せ
る
と
い
う
小
説
の
結
末
部
の
構
成
な
ど
に
不
自
然
さ
が
認
め
ら
れ
る
。
「
他
人
の
災
難
」
で
は
、
一
震
災
被
害
を
直
接
受
け
て
い
な
い
人
々

の
日
常
に
〈
震
災
〉
を
介
在
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
関
心
理
の
あ
り
ょ
う
を
露
呈
さ
せ
て
い
る
。
吋
財
徽
一
骨
の
舞
跳
」
は
最
も
明
瞭
で
あ
る
。

震
災
と
い
う
素
材
を
朝
鮮
人
虐
殺
事
件
に
し
ぼ
っ
て
、
常
規
を
逸
脱
し
た
人
間
の
蛮
行
を
糾
弾
す
る
〈
告
発
〉
的
性
格
が
強
い
。

し
か
し
、
そ
の
創
作
意
図
が
明
瞭
で
あ
る
吋
骸
骨
の
舞
跳
」
は
別
と
し
て
、
他
の
二
編
の
作
品
に
お
い
て
は
、
〈
一
震
災
〉
と
い
う
素
材
が
小

説
と
い
う
文
学
ジ
ャ
ン
ル
と
奇
妙
な
同
居
を
し
て
い
る
と
評
価
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
原
因
と
し
て
考
え
ら
れ
る
も
の
の
一
つ
は
、
大
震
災

と
い
う
未
曾
有
の
出
来
事
そ
の
も
の
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
と
す
る
願
望
と
そ
れ
を
作
品
と
し
て
内
在
化
し
よ
う
と
す
る
願
望
と
が
巧
く
か
み

合
っ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
震
災
と
い
う
素
材
を
文
学
と
し
て
熟
成
さ
せ
る
に
は
、
時
間
的
な
余
裕
が
あ
ま
り
に
も
な
か
っ
た
点

も
要
因
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
を
い
い
か
え
れ
ば
、
あ
る
出
来
事
か
ら
簡
も
な
い
畑
山
ら
れ
た
時
間
内
で
そ
の
出
来
事
を
文

学
の
素
材
と
し
て
巧
く
活
か
す
た
め
に
は
、
そ
れ
に
適
合
す
る
特
有
な
文
学
の
形
式
と
そ
れ
を
文
学
と
し
て
可
能
に
す
る
創
作
の
内
的
求
心
力

が
要
求
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
次
の
第
三
節
で
は
、
震
災
後
も
っ
と
も
平
い
設
階
で
発
表
さ
れ
た
〈
震
災
小
説
〉
、

島
崎
藤
村
『
子
に
送
る
手
紙
」
の
分
析
を
と
お
し
て
、
震
災
の
文
学
化
の
特
徴
的
な
一
例
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

ニ
、
震
災
後
の
時
勢
と
報
道
環
境

i
l
t
吋
子
に
送
る
手
紙
」
の
愚
辺

i
i
l
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い
わ
ゆ
る
〈
震
災
小
説
〉
に
は
一
つ
の
共
通
す
る
特
徴
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
た
短
篇
物
が
そ
の
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
と
い
う

点
だ
。
そ
れ
ら
の
小
説
は
、
震
災
後
、
多
く
組
ま
れ
た
〈
大
震
災
特
集
号
〉
な
ど
を
中
心
に
掲
載
さ
れ
た
。
そ
の
意
味
で
、
島
崎
藤
村
の
「
子

に
送
る
手
紙
」
(
以
下
、
「
手
紙
同
と
略
す
る
)
は
例
外
的
な
震
災
小
説
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
吋
手
紙
」
は
雑
誌
で
は
な
く
新
開
と
い
う
別
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の
メ
デ
ィ
ア
媒
体
を
通
し
て
発
表
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
月
一
昭
発
行
の
雑
誌
が
事
実
の
報
道
よ
り
は
識
者
た
ち
の
震
災
に
関
す
る
感
想
や
意

見
の
披
漉
が
主
で
あ
る
こ
と
と
異
な
っ
て
、
新
聞
聞
は
震
災
の
被
害
状
況
や
関
連
の
事
件
な
ど
の
事
実
報
道
を
毎
日
リ
ア
ル
タ
イ
ム
に
行
う
媒
体

で
あ
る
。
「
手
r
紙
」
は
吋
東
京
朝
日
新
聞
担
夕
刊
に
震
災
か
ら
約
一
ヶ
月
後
の
一

O
月
八
日
か
ら
一

O
月
二
二
日
ま
で
計
一

O
国
連
載
さ
れ
た
。

興
味
深
い
こ
と
は
、
連
載
の
最
初
か
ら
最
後
ま
で
吋
手
紙
」
が
新
開
の
第
一
面
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
夕
刊
と
は
い
え
、

小
説
が
新
開
の
一
面
に
載
せ
ら
れ
る
ケ

i
ス
が
珍
し
い
こ
と
は
、
「
手
紙
い
の
掲
載
以
前
か
ら
吋
東
京
朝
日
新
聞
開
』
夕
刊
に
連
載
さ
れ
て
い
た

神
田
伯
山
の
「
講
談
清
水
次
郎
長
〕
が
ず
っ
と
第
二
屈
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
手
紙
」
の
掲
載
繍
が
一

面
で
あ
る
こ
と
は
異
例
と
い
え
る
。
だ
が
、
こ
の
異
例
と
も
い
え
る
吋
手
'
紙
い
の
一
面
掲
載
の
理
由
が
「
朝
日
新
聞
社
史
」
を
み
る
と
わ
か
る
。

と
い
う
の
は
、
歴
代
「
朝
日
新
聞
間
」
連
載
小
説
一
覧
に
判
手
紙
」
は
入
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
手
紙
」
は
〈
小
説
〉
と
し

て
新
開
に
連
載
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
現
在
、
藤
村
研
究
に
お
い
て
は
当
然
の
よ
う
に
小
説
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
て
い
る

「
手
紙
」
の
ジ
ャ
ン
ル
づ
け
が
同
時
代
、
と
り
わ
け
新
聞
関
連
載
の
時
点
で
は
決
し
て
自
明
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
こ
こ
で
判
明
す
る
。

と
な
れ
ば
、
新
関
連
載
の
際
、
「
子
に
送
る
手
紙
」
は
文
章
の
副
題
に
過
ぎ
ず
、
主
タ
イ
ト
ル
は
「
飯
倉
だ
よ
り
」
と
な
っ
て
い
た
題
付
け
の

意
味
も
同
時
に
わ
か
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
「
飯
倉
」
と
は
藤
村
が
当
時
居
住
し
て
い
た
麻
布
飯
倉
片
町
の
こ
と
で
あ
り
、
新
関

連
載
の
以
前
に
藤
村
は
「
飯
倉
だ
よ
り
」
と
題
を
付
け
た
槌
想
文
を
多
数
書
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
新
関
連
載
の
時
点
で

「
手
紙
」
は
、
作
者
の
藤
村
に
お
い
て
も
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
編
集
の
側
に
お
い
て
も
〈
小
説
〉
と
し
て
認
め
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な

か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
〈
小
説
〉
と
し
て
位
置
づ
け
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
、
そ
れ
こ
そ
が
一
面
連
載
の
理
由
で
あ
っ
た
。

一
面
連
載
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
位
置
づ
け
に
相
応
し
い
文
章
の
内
容
が
当
然
要
求
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
一
面
と
は
そ
の
新
聞
の
社
論
を

代
表
す
る
顔
格
の
紙
面
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、
一
面
に
相
時
し
い
内
容
と
は
、
時
勢
の
主
要
な
動
き
を
見
据
え
た
当
新
開
社
の
社
論
に
基
づ

い
て
社
会
の
動
向
を
記
事
に
取
り
入
れ
た
内
容
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
当
時
に
あ
っ
て
最
も
関
心
を
集
め
た
こ
と
と
は
、
い
う
ま
で

も
な
く
〈
震
災
〉
後
の
社
会
の
動
{
円
で
あ
っ
た
。
「
手
紙
」
に
は
当
然
〈
一
震
災
〉
と
震
災
後
の
社
会
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
小
説
と

随
想
の
境
界
に
位
置
さ
れ
る
と
い
う
「
手
紙
」
に
お
け
る
ジ
ャ
ン
ル
的
陵
昧
性
は
そ
の
記
述
内
容
と
一
定
の
関
係
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
と

い
う
の
は
、
槌
想
の
直
説
性
と
小
説
の
虚
構
性
を
開
時
に
取
り
入
れ
た
ほ
う
が
、
よ
り
柔
軟
に
社
会
の
諸
動
向
を
捉
え
る
上
で
有
効
で
あ
っ
た

と
忠
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
「
手
紙
」
は
、
日
毎
に
変
わ
る
社
会
の
動
向
を
た
だ
ち
に
報
道
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
日
刊
新
開
の
一
面
を
飾
る

文
章
で
あ
る
ゆ
え
、
震
災
後
、
雑
誌
を
中
心
に
多
く
書
か
れ
た
様
々
な
〈
時
評
〉
や
〈
時
論
〉
と
は
異
な
る
対
応
の
俊
敏
さ
と
記
述
の
慎
重
さ



が
同
時
に
求
め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

で
は
、
吋
手
紙
」
は
社
会
の
勤
き
と
ど
の
よ
う
に
連
動
し
、
ま
た
連
動
し
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
考
察
の
た
め
に
は
、
ま
ず
、
当
時

の
報
道
環
境
と
そ
れ
を
と
り
臨
む
時
勢
に
つ
い
て
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
ろ
う
。
大
震
災
が
襲
っ
た
翌
司
の
九
月
二
日
に
東
京
、
神
奈
川
、
千

葉
、
埼
玉
の
関
東
地
域
一
帯
に
戒
厳
令
が
布
告
さ
れ
た
。
そ
の
戒
厳
令
が
解
除
さ
れ
た
の
は
一
一
月
一
五
日
の
こ
と
で
あ
る
。
「
手
紙
』
が
連

載
さ
れ
た
一

O
月
は
ま
だ
戒
厳
令
下
に
お
か
れ
て
い
た
時
で
あ
る
。
当
然
、
新
問
、
雑
誌
な
ど
各
メ
デ
ィ
ア
に
対
し
て
報
道
統
制
が
行
わ
れ
た
。

と
り
わ
け
報
道
統
制
の
対
象
と
な
っ
た
の
は
、
朝
鮮
人
虐
殺
事
件
や
大
杉
栄
麗
殺
事
件
、
亀
戸
事
件
な
ど
震
災
後
の
い
わ
ゆ
る
不
祥
事
で
あ
っ

た
。
朝
鮮
人
は
〈
鮮
人
〉
と
呼
ば
れ
、
そ
の
上
〈
不
謹
〉
と
い
う
修
飾
語
ま
で
付
与
さ
れ
た
。
放
火
、
井
一
戸
へ
の
毒
物
投
入
等
、
朝
鮮
人
の
暴

動
説
や
陰
謀
説
が
噂
さ
れ
、
新
開
メ
デ
ィ
ア
も
そ
れ
を
取
り
上
げ
た
。
そ
の
な
か
に
は
「
不
逗
鮮
人
各
所
に
放
火
し
帝
都
に
戒
厳
令
を
布

く
」
、
「
鮮
人
の
陰
謀
は
全
国
に
亘
る
」
な
ど
の
新
聞
記
事
の
見
出
し
か
ら
象
徴
さ
れ
る
ご
と
く
、
戒
厳
令
布
告
の
必
然
性
を
朝
鮮
人
の
陰
謀
説

に
求
め
る
内
容
の
も
の
も
あ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
内
容
の
記
事
は
九
月
一

O
日
頃
を
境
に
少
し
ず
つ
変
化
の
兆
候
を
克
せ
始
め
る

b

た
と
え
ば
、
「
鮮
人
の
爆
弾
実

は
林
檎
呆
れ
た
流
言
蛮
語
」
や
「
不
運
鮮
人
関
題
流
言
に
迷
ふ
な
」
と
題
さ
れ
た
記
事
に
見
ら
れ
る
ご
と
く
、
報
道
の
核
心
を
〈
朝
鮮
人
〉

で
は
な
く
〈
流
言
飛
語
〉
の
ほ
う
に
移
す
内
容
が
そ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
、
報
道
の
重
点
が
〈
流
言
飛
一
詰
〉
の
ほ
う
に
す
り
替
え
ら
れ
た
と

い
っ
た
ほ
う
が
む
し
ろ
適
切
で
、
陰
謀
説
な
ど
朝
鮮
人
に
ま
つ
わ
る
噂
の
内
容
そ
の
も
の
が
否
定
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
う
し
た
報

道
の
一
例
と
し
て
九
月
九
日
付
の
「
北
海
タ
イ
ム
ス
」
に
掲
載
さ
れ
た
次
の
記
事
を
見
て
み
よ
う
。

不
逗
鮮
人
の
暴
動
云
々
に
就
て
は
当
初
吾
等
も
聯
か
疑
問
に
し
て
ゐ
た
が
、
実
情
が
次
第
に
判
明
す
る
に
及
ん
で
、
其
処
に
は
随
分
誇
張

せ
る
点
も
あ
り
と
し
て
も
必
ず
し
も
無
稽
の
沙
汰
で
な
い
こ
と
が
判
断
さ
れ
る
。
(
中
略
)
唯
吾
人
の
遺
構
に
思
ふ
の
は
、
此
反
鮮
人
熱

の
全
国
に
拡
大
す
る
と
共
に
種
々
な
る
流
言
悲
語
の
行
は
れ
、
鮮
人
と
し
一
言
へ
ば
其
不
謹
た
る
と
否
と
を
問
は
ず
、
玉
石
同
架
一
斉
に
之

を
排
斥
す
る
に
至
ら
ん
か
と
の
懸
念
で
あ
る
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こ
の
よ
う
に
朝
鮮
人
暴
動
説
の
確
認
に
つ
い
て
は
半
ば
肯
定
、
半
ば
否
定
す
る
よ
う
な
暖
昧
な
言
い
回
し
で
ぽ
か
し
た
後
、
論
点
を
流
言
飛

語
の
流
布
や
朝
鮮
人
全
体
を
敵
対
視
す
る
こ
と
へ
の
懸
念
に
移
す
と
い
う
論
理
の
操
作
が
用
い
ら
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
レ
ト
リ
ッ
ク
は
「
多
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数
鮮
人
中
に
多
少
不
迭
の
徒
が
あ
っ
た
の
も
事
実
で
是
又
遺
憾
に
堪
へ
な
い
」
と
事
実
を
認
め
な
が
ら
も
、
「
併
し
な
が
ら
朝
鮮
人
が
皆
悪
い

の
で
は
な
い
否
不
逗
の
徒
は
極
め
て
少
数
に
過
ぎ
な
い
事
は
断
ヰ
一
目
し
て
博
ら
な
い
」
と
結
ん
だ
当
時
の
朝
鮮
総
督
、
斎
藤
実
の
談
話
の
レ
ト
リ
ッ

ク
と
も
通
臆
し
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
大
震
災
勃
発
か
ら
日
が
経
つ
に
連
れ
て
、
朝
鮮
人
を
否
定
的
に
取
り
上
げ
る
新
国
メ
デ
ィ
ア
の
論

調
が
徐
々
に
弱
ま
っ
て
い
っ
た
の
は
確
か
で
あ
る
。

甘
粕
憲
兵
大
尉
に
よ
る
大
杉
栄
、
伊
藤
野
枝
夫
婦
虐
殺
事
件
が
新
関
紙
上
に
報
道
さ
れ
た
の
は
、
事
件
が
あ
っ
た
九
月
二
ハ
日
か
ら
一

O
日

(
お
)

近
く
過
ぎ
た
九
月
二
五
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
と
は
い
え
、
「
加
害
者
た
り
犯
罪
人
た
る
甘
粕
を
賞
揚
す
る
記
事
を
陸
軍
側
自
ら
発
表
し
て
、

被
害
者
た
る
大
杉
ら
に
同
情
す
れ
ば
発
売
禁
止
す
る
」
と
い
う
よ
う
な
戒
厳
令
下
の
一
言
論
統
制
は
依
然
と
し
て
行
わ
れ
た
。
そ
れ
で
も
、
各
新

関
メ
デ
ィ
ア
が
徐
々
に
自
警
包
の
問
題
や
戒
厳
令
の
撤
廃
問
題
を
記
事
と
し
て
取
り
上
げ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
大
体
そ
の
頃
か
ら
で
あ
る
。

と
り
わ
け
、
自
枇
諮
問
に
対
し
て
は
、
一

O
月
に
入
る
と
援
災
以
後
の
度
を
過
ぎ
た
活
動
が
問
題
化
し
、
警
察
の
取
り
締
ま
り
及
び
検
挙
の
対
象

と
な
っ
た
。
新
聞
は
「
暴
行
自
警
団
」
に
対
す
る
警
察
の
検
挙
を
多
く
取
り
上
げ
、
「
無
節
制
な
J

目
撃
団
は
恐
ろ
し
い
、
ば
か
り
で
頼
り
に
な
ら

な
い
」
と
い
っ
た
批
判
の
論
調
が
見
か
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、
大
杉
栄
を
殺
害
し
た
甘
粕
大
尉
の
初
公
判
が
一

O
月
八

E
に
行
わ

れ
る
。
藤
村
の
「
子
に
送
る
手
紙
」
の
連
載
が
始
ま
っ
た
の
は
、
そ
の
一

O
月
八
日
で
あ
っ
た
。

続
い
て
、
一

O
月
一
四
日
付
の
「
読
売
新
開
」
に
は
次
の
よ
う
な
記
事
が
掲
載
さ
れ
る
。

-157-

日
本
全
国
に
亘
っ
て
新
開
雑
誌
の
記
事
掲
載
を
絶
対
に
禁
止
さ
れ
て
ゐ
た
震
災
後
の
ゴ
タ
/
¥
中
に
起
っ
た
某
重
大
事
件
は
、
愈
蕗
十
日

以
内
に
其
禁
止
が
解
か
れ
る
事
に
な
っ
た
此
事
件
は
東
京
を
始
め
近
県
に
一
E
っ
て
関
係
し
之
れ
が
発
表
は
我
国
と
し
て
い
ろ
い
ろ
の
誤
解

を
招
く
患
ひ
が
あ
る
の
で
当
局
で
も
余
程
考
へ
て
ゐ
た
が
(
後
略
)

「
い
ろ
い
ろ
の
誤
解
を
招
く
」
と
い
う
理
由
で
報
道
が
禁
止
さ
れ
て
い
た
「
某
重
大
事
件
」
の
内
容
が
一
般
市
民
に
伝
え
ら
れ
た
の
は
、
記

事
の
内
容
通
り
、
記
事
掲
載
か
ら
「
十
日
以
内
」
の
一

O
月
二
一
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
差
し
止
め
ら
れ
て
い
た
報
道
が
そ
の
時
に
な
っ
て
よ

う
や
く
許
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
「
某
重
大
事
件
」
が
、
朝
鮮
人
虐
殺
事
件
や
亀
戸
事
件
と
呼
ば
れ
た
社
会
主
義
者
虐
殺
事
件
を
指
す
こ
と
は
い

う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
特
に
、
朝
鮮
人
虐
殺
事
件
は
、
各
新
樹
紙
上
を
通
し
て
一
斉
に
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
、
計
三
千
人
を
超
え
る
朝
鮮
人

が
東
京
を
含
む
関
東
地
域
一
帯
で
震
災
直
後
の
九
月
二
日
か
ら
西
日
に
亘
っ
て
自
警
団
や
警
察
な
ど
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
た
事
件
の
真
相
が
公
に



な
っ
た
。
そ
し
て
、
事
件
の
背
景
に
あ
っ
た
も
の
と
し
て
述
べ
ら
れ
た
の
が
朝
鮮
人
に
ま
つ
わ
る
流
言
飛
語
の
流
通
で
あ
っ
た
。
藤
村
の
『
手

紙
」
の
連
載
が
終
わ
っ
た
の
は
、
そ
の
報
道
が
あ
っ
た
翌
日
の
一

O
丹
二
二
日
で
あ
る
。
戒
厳
令
が
解
除
さ
れ
た
の
は
そ
れ
か
ら
一
ヶ
月
後
の

一
一
月
一
五
百
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

盟
、
報
道
規
制
の
状
況
下
の

〈
新
関
連
載
物
〉

同
時
代
の
報
道
状
況
に
つ
い
て
少
し
長
く
述
べ
た
の
は
、
他
で
も
な
く
、

め
で
あ
っ
た
。
「
手
紙
』
に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
み
ら
れ
る
。

そ
の
報
道
環
境
と

「
手
紙
」

と
の
関
連
性
に
つ
い
て
考
察
す
る
た

ょ
う
た
し

一
昨
日
の
午
後
、
私
は
用
達
の
つ
い
で
に
麻
布
森
元
町
か
ら
十
番
の
方
ヘ
歩
い
た
。
(
中
略
)
そ
の
時
、
私
は

B
頃
晃
か
け
な
い
人
達
が

列
を
つ
く
っ
て
、
ム
臼
搬
を
着
け
た
巡
査
に
護
ら
れ
な
が
ら
、
六
本
木
の
方
面
か
ら
町
を
通
り
過
ぐ
る
の
を
目
撃
し
た
。
背
の
高
い
体
格
、

尖
っ
た
頬
骨
、
面
長
な
顔
立
、
特
色
の
あ
る
限
付
な
ぞ
で
、
そ
の
百
人
ば
か
り
の
一
行
が
ど
う
い
ふ
人
達
で
あ
る
か
は
、
す
ぐ
に
私
の
絢

へ
来
た
。
中
に
は
十
六
七
ば
か
り
に
な
る
こ
三
の
少
年
も
混
っ
て
居
た
。
そ
の
人
達
こ
そ
今
か
ら
三
十
日
程
前
に
は
実
に
恐
ろ
し
い
翻
智
正

と
し
て
市
民
の
眼
に
映
っ
た
の
だ
。
(
中
略
)
私
は
何
と
も
言
っ
て
見
ゃ
う
の
な
い
や
う
な
感
じ
に
打
た
れ
た
ま
へ
お
そ
ら
く
芝
浦
を

さ

し

て

帰

国

を

急

ぐ

ら

し

い

そ

の

人

達

の

一

行

を

見

送

っ

た

。

(

二

O
O
頁
)

引
用
は
一

O
月
八
日
に
載
せ
ら
れ
た
連
載
第
一
回
目
の
一
部
分
で
あ
る
。
問
題
は
、
こ
の
部
分
で
語
ら
れ
て
い
る
「
背
の
高
い
体
格
、
尖
っ

た
頬
骨
、
面
長
な
顔
立
、
特
色
の
あ
る
眼
付
」
の
人
た
ち
が
一
体
、
誰
を
指
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
確
認
の
た
め
、
彼
ら

に
関
す
る
他
の
記
、
述
を
引
用
文
章
か
ら
整
理
し
て
み
よ
う
。
そ
う
す
る
と
、
「
日
頃
見
か
け
な
い
人
達
」
「
白
服
を
着
け
た
巡
査
に
護
ら
れ
な
が

ら
」
「
今
か
ら
三
十
日
程
前
に
は
実
に
恐
ろ
し
い
幽
霊
と
し
て
市
民
の
眼
に
映
っ
た
」
「
お
そ
ら
く
芝
浦
を
さ
し
て
帰
国
を
急
ぐ
ら
し
い
そ
の
人

達
」
が
そ
れ
に
あ
た
る
詰
所
と
し
て
浮
か
び
あ
が
る
。
ま
ず
、
「
三
十
自
程
前
」
と
い
う
時
間
的
背
景
の
記
述
と
文
章
掲
載
時
期
と
の
関
係
か

ら
推
定
す
る
と
、
そ
の
人
達
は
大
震
災
と
何
ら
か
の
関
係
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
、
彼
ら
が
「
日
頃
見
か
け
な
い
人
達
」
で
「
お
そ

ら
く
芝
浦
を
さ
し
て
帰
国
を
急
ぐ
ら
し
い
」
と
い
う
記
述
か
ら
考
え
る
と
、
そ
の
人
達
が
一
般
的
な
日
本
人
で
は
な
い
と
い
う
推
論
が
妥
当
で

103 
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あ
ろ
う
。
以
上
の
推
論
を
「
背
の
高
い
体
格
、
尖
っ
た
頬
骨
、
面
長
な
顔
立
、
特
色
の
あ
る
限
付
」
と
い
う
そ
の
人
達
に
対
す
る
特
徴
的
な
身

体
描
写
と
考
え
合
わ
せ
る
と
、
そ
の
人
達
の
正
体
が
わ
か
つ
て
く
る
。
つ
ま
り
、
彼
ら
は
、
日
韓
併
合
の
状
況
下
に
あ
っ
た
当
時
に
お
い
て
国

籍
か
ら
す
れ
ば
〈
日
本
人
〉
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
決
し
て
〈
内
地
〉
の
人
に
は
な
り
得
な
か
っ
た
存
在
、
〈
朝
鮮
人
〉
で
あ
る
の
だ
。

た
だ
し
、
も
う
ひ
と
つ
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
白
服
を
着
け
た
巡
査
に
護
ら
れ
な
が
ら
」
と
い
う
記
述
の
同
時

代
的
コ
ン
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
。
一
見
、
逮
捕
さ
れ
国
人
と
し
て
ど
こ
か
に
移
送
さ
れ
る
途
中
の
場
面
の
よ
う
に
思
わ
れ
が
ち
な
記
述
で
あ
る
が
、

実
際
は
そ
う
で
は
な
い
。
九
丹
二
六
日
付
の
次
の
よ
う
な
新
開
記
事
「
此
時
期
に
当
っ
て
、
五
口
人
が
鮮
人
に
尽
す
可
き
所
は
何
ぞ
、
第
一
は
彼

等
の
内
の
帰
朝
希
望
者
に
対
し
手
当
を
支
給
し
て
之
が
実
行
を
容
易
に
せ
し
む
る
こ
と
で
あ
ら
う
」
に
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
、
そ
の
人
達
は
四

人
の
立
場
と
し
て
巡
査
に
「
諮
ら
れ
」
て
い
る
の
で
は
な
く
、
本
当
に
〈
保
護
〉
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
彼
ら
は
「
芝
浦
」

の
港
か
ら
朝
鮮
に
帰
る
過
程
で
巡
査
か
ら
〈
保
護
〉
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
で
は
、
誰
の
い
か
な
る
行
為
か
ら
〈
保
護
〉
さ
れ
て
い
る
の
か
。

そ
れ
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
自
警
屈
を
始
め
朝
鮮
人
だ
と
い
う
理
由
一
つ
で
敵
対
視
す
る
人
々
か
ら
で
あ
る
が
、
よ
り
肝
心
な
点
は
こ
の
〈
保

護
〉
の
背
景
に
存
在
す
る
論
理
で
あ
る
。
そ
の
論
理
と
は
、
少
数
の
〈
不
運
鮮
人
〉
と
多
数
の
〈
善
良
な
朝
鮮
人
〉
を
分
け
て
対
処
す
べ
き
だ

と
い
う
〈
選
別
〉
と
〈
排
捻
〉
の
論
理
で
あ
る
。
こ
う
し
た
論
理
は
、
朝
鮮
人
に
対
す
る
震
災
直
後
の
一
方
的
な
陰
謀
説
・
暴
動
説
の
報
道
が

ひ
と
ま
ず
落
ち
着
い
た
九
月
中
旬
以
後
か
ら
朝
鮮
人
虐
殺
事
件
の
報
道
が
解
禁
さ
れ
る
一

O
月
二
一
日
ま
で
、
新
聞
メ
デ
ィ
ア
が
朝
鮮
人
問
題

を
記
事
と
し
て
取
り
扱
う
際
の
主
要
な
論
理
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
引
用
し
た
吋
手
紙
同
の
第
一
回
自
に
お
い
て
朝
鮮
人
が
言
及
さ
れ
て

い
る
も
の
の
、
そ
の
記
述
は
、
暗
々
裏
に
朝
鮮
人
に
向
け
る
同
時
代
の
新
商
メ
デ
ィ
ア
の
巧
妙
な
報
道
論
理
を
借
用
し
て
取
り
入
れ
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。
逆
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
場
面
を
設
定
す
る
こ
と
な
く
し
て
は
、
朝
鮮
人
に
関
し
て
記
述
す
る
こ
と
が
こ
の
時
点
に

お
い
て
は
難
し
か
っ
た
と
も
い
え
よ
う
。

と
い
う
の
は
、
前
に
言
及
し
た
よ
う
に
、
朝
鮮
人
虐
殺
事
件
に
つ
い
て
は
こ
の
時
点
に
お
い
て
も
事
実
報
道
さ
え
、
ま
だ
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
点
に
注
口
は
し
た
い
。
つ
ま
り
、
当
時
に
あ
っ
て
は
、
誰
が
読
ん
で
も
〈
朝
鮮
人
〉
に
関
す
る
記
述
で
あ
る
こ
と
が
察
知

で
き
る
よ
う
な
文
章
を
、
藤
村
は
、
朝
鮮
人
虐
殺
事
件
の
報
道
が
ま
だ
厳
し
く
規
制
さ
れ
て
い
た
時
点
で
書
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

藤
村
が
こ
こ
で
朝
鮮
人
虐
殺
事
件
に
つ
い
て
車
接
述
べ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
語
り
手
の
「
私
」
が
「
何
と
も
言
っ
て
見
ゃ
う
の

な
い
や
う
な
感
じ
」
と
、
朝
鮮
人
ら
し
き
人
達
を
「
呂
撃
し
た
」
感
想
を
語
る
と
き
、
漠
然
と
ぼ
か
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
そ
の
記
述
は
何

を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
疑
問
が
当
然
湧
い
て
く
る
。
ま
た
、
虐
殺
事
件
に
つ
い
て
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
朝
鮮
人
に
関
す
る
報
道



そ
の
も
の
が
極
め
て
横
重
に
制
限
さ
れ
て
い
た
一

O
月
八
日
の
時
点
に
お
い
て
、
敢
え
て
連
載
の
一
回
目
の
紙
面
を
借
り
て
〈
朝
鮮
人
〉
を
前

景
化
し
た
こ
と
の
意
味
を
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
ひ
と
ま
ず
そ
の
疑
問
へ
の
解
答
は
保
留
し
て
、
事
実
の
指
摘
の
み
に
止

め
て
お
く
。

慢
し
い
敵
の
俳
佃
す
る
も
の
と
あ
や
ま
ら
れ
て
、
六
本
木
の
先
あ
た
り
で
刺
さ
れ
た
人
の
こ
と
を
後
に
な
っ
て
聞
け
ば
、
ま
が
ひ
も
な
い

同
胞
の
青
年
で
あ
っ
た
と
い
ふ
や
う
な
時
で
あ
っ
た
。
其
青
年
は
声
の
低
い
た
め
と
、
呼
び
留
め
ら
れ
で
も
答
へ
の
は
っ
き
り
し
な
か
っ

は
し

た
た
め
と
、
宵
閣
の
町
を
急
ぎ
足
に
奔
り
過
ぎ
よ
う
と
し
た
た
め
と
で
怪
し
ま
れ
、
自
眼
に
な
っ
て
町
々
を
警
戒
し
て
居
た
人
達
に
追
跡

せ
ら
れ
て
、
そ
ん
な
無
惨
な
最
後
を
遂
げ
た
と
い
ふ
。
か
う
し
た
出
来
事
が
、
た
ま
に
私
の
と
こ
ろ
へ
見
え
る
二
人
の
姉
妹
の
親
戚
の
関

に

す

ら

起

っ

て

窟

た

。

(

一

二

信

頁

)
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震
災
薩
後
の
あ
る
事
件
が
こ
の
引
用
に
は
詳
し
く
精
細
に
語
ら
れ
て
い
る
。
誤
認
さ
れ
殺
さ
れ
て
し
ま
っ
た
「
同
胞
の
青
年
」
、
す
な
わ
ち

日
本
人
青
年
の
奇
遇
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
依
然
と
し
て
明
記
は
避
け
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
青
年
が
〈
朝
鮮
人
〉
と
し
て
見
誤
れ
た
の
が

殺
害
の
原
因
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
注

E
し
た
い
点
は
、
こ
の
文
章
が
載
せ
ら
れ
た
時
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
文
章
は
、
一

O

月
二
二
号
に
掲
載
さ
れ
た
「
手
紙
」
の
最
終
回
の
一
部
で
あ
る
の
だ
。
と
い
う
こ
と
は
、
朝
鮮
人
虐
殺
事
件
の
事
実
報
道
が
解
禁
さ
れ
た
一

O

月
二
一
日
の
次
の
日
に
掲
載
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
報
道
の
解
禁
と
『
手
紙
」
の
最
終
回
の
記
述
と
の
連
動
性

(
却
)

で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
報
鮮
人
虐
殺
事
件
を
匂
わ
せ
る
記
述
こ
そ
以
前
に
も
数
カ
所
あ
っ
た
も
の
の
、
実
際
に
起
こ
っ
た
関
連
の
事
件
を
異

体
的
に
取
り
入
れ
る
形
の
記
述
は
こ
の
最
終
回
の
と
き
が
初
め
て
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

で
は
、
以
上
で
論
述
し
て
き
た
連
載
の
第
一
回
と
最
終
回
の
叙
述
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
如
何
な
る
結
論
が
導
出
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま

ず
確
認
で
き
る
こ
と
は
、
先
ほ
ど
ひ
と
ま
ず
判
断
を
留
保
し
て
お
い
た
第
一
由
連
載
の
「
何
と
も
言
っ
て
見
ゃ
う
の
な
い
や
う
な
感
じ
」
と
い

う
漠
然
と
し
た
記
述
の
意
味
合
い
で
あ
る
。
最
終
回
の
「
怪
し
い
敵
」
と
誤
認
さ
れ
殺
害
さ
れ
た
日
本
人
青
年
の
逸
話
の
紹
介
が
そ
の
答
え
の

端
緒
を
提
供
し
て
く
れ
る
。
連
載
一
回
巨
の
「
日
頃
見
か
け
な
い
人
達
」
と
最
終
屈
の
「
怪
し
い
敵
」
と
い
う
記
述
が
同
じ
存
在
、
す
な
わ
ち

〈
朝
鮮
人
〉
を
指
し
て
い
る
こ
と
は
既
に
言
及
し
た
。
そ
の
意
味
で
、
朝
鮮
人
と
克
間
違
え
ら
れ
た
あ
る
日
本
人
青
年
の
「
無
惨
な
最
後
」
が

述
べ
ら
れ
た
最
終
回
の
内
容
か
ら
、
第
一
回
目
の
暖
珠
な
記
述
が
実
は
ど
の
方
向
に
傾
い
て
い
た
の
か
が
追
及
的
に
確
認
で
き
る
こ
と
に
な
る
。

-154-
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つ
ま
り
、
そ
れ
は
、
朝
鮮
人
虐
殺
事
性
な
ど
箆
災
後
の
一
連
の
出
来
事
ぜ
や
そ
れ
ら
を
産
み
出
し
た
不
条
理
な
時
勢
に
対
す
る
藤
村
の
批
判
的
姿

勢
で
あ
る
。
最
終
回
の
朝
鮮
人
と
し
て
誤
殺
さ
れ
た
臼
本
人
青
年
の
逸
話
の
挿
入
に
よ
っ
て
、
朝
鮮
人
一
行
が
巡
査
に
保
護
さ
れ
る
と
い
う
一

見
不
思
議
な
第
一
回
目
の
場
面
の
意
味
が
逆
に
説
明
さ
れ
る
こ
と
、
ま
た
、
最
終
回
は
「
九
月
の
四
五
日
迄
あ
た
り
」
(
一
二
四
頁
)
、
第
一
回

は
九
月
一
日
の
震
災
か
ら
三

O
司
ほ
ど
後
と
い
う
ふ
う
に
記
述
さ
れ
た
出
来
事
の
時
系
列
が
逆
転
し
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
が
一
貫

し
た
も
く
ろ
み
の
下
で
構
成
さ
れ
た
こ
と
を
証
す
る
の
で
あ
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
に
〈
朝
鮮
人
〉
と
い
う
言
葉
は
最
後
ま
で
見
あ
た
ら
な
い
。
そ
れ
は
こ
の
テ
キ
ス
ト
の
露
呈
し
た
確
か

な
限
界
性
で
あ
る
。
こ
う
し
た
欠
如
は
、
当
然
厳
し
い
報
道
統
制
と
い
う
同
時
代
の
現
実
状
況
が
反
映
さ
れ
た
結
果
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に

記
述
内
容
の
具
体
性
が
報
道
環
境
の
変
化
と
緊
密
に
関
わ
っ
て
い
た
事
実
は
既
に
指
摘
し
た
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
、
吋
手
紙
」
は
時
代
の
コ

ン
テ
キ
ス
ト
と
連
動
し
た
、
揺
れ
動
く
テ
キ
ス
ト
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
何
よ
り
も
吋
手
紙
」
の
性
格
を
確
証
し
て
く
れ
る
の
は
、
新
聞
関
連
載

と
い
う
形
を
と
っ
た
こ
の
テ
キ
ス
ト
が
果
た
し
た
役
制
別
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
朝
鮮
人
虐
殺
事
件
の
事
実
報
道
が
封
印
さ
れ
て
い
た
一

O
月
二
一

日
ま
で
の
期
間
に
お
い
て
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
は
、
新
開
記
事
の
代
わ
り
に
朝
鮮
人
に
関
わ
る
日
本
社
会
の
異
常
な
状
況
を
間
接
的
・
暗
示
的
に

報
道
す
る
と
い
う
代
行
的
役
割
を
果
た
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
代
行
的
役
割
こ
そ
、
新
関
連
載
震
災
記
で
あ
る
「
手
紙
」
が
結
果
的
に
成
し
遂

げ
た
達
成
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

記
述
内
容
の
範
囲
が
ほ
と
ん
ど
「
僅
か
に
九
月
の
四
五
日
迄
」
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
も
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。
最
終
回
で
「
多
く
の
書
漏

し
た
こ
と
」
(
一
二
四
頁
)
が
あ
る
と
述
べ
ら
れ
た
語
り
手
の
所
感
は
、
そ
う
し
た
文
脈
の
延
長
線
上
に
位
置
す
る
と
同
時
に
、
書
き
残
さ
れ

た
震
災
記
の
新
た
な
稿
を
予
兆
す
る
一
記
述
と
な
っ
て
い
る
と
も
い
え
る
。
そ
し
て
新
た
な
震
災
記
は
翌
年
一
月
、
雑
誌
掲
載
と
い
う
最
初
と
は

異
な
る
形
で
実
現
さ
れ
る
。

本
節
で
は
「
手
紙
い
の
考
察
を
還
し
て
震
災
小
説
の
特
徴
的
な
一
形
態
に
つ
い
て
み
て
き
た
が
、
論
点
を
文
学
者
藤
村
に
絞
る
な
ら
ば
、
次

の
よ
う
な
こ
と
が
い
え
る
。
そ
れ
は
、
〈
新
関
連
載
物
〉
と
い
う
『
手
紙
」
の
性
格
が
、
藤
村
と
い
う
一
作
家
が
震
災
や
そ
の
後
の
出
来
事
に

つ
い
て
抱
い
た
考
え
を
よ
り
積
極
的
に
、
ま
た
効
果
的
に
表
現
で
き
る
装
置
と
し
て
機
能
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
ほ
ぼ
同

時
期
に
刊
行
さ
れ
た
雑
誌
「
女
性
改
造
」
〈
大
震
災
記
念
号
〉
の
な
か
で
、
藤
村
は
、
諸
家
に
震
災
の
印
象
を
開
く
と
い
う
雑
誌
の
取
材
に
応

じ
て
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
「
今
度
の
震
災
と
火
災
と
で
は
克
る
も
の
開
く
も
の
胸
の
つ
ぶ
れ
る
や
う
な
こ
と
ば
か
り
で
侭
が

最
も
深
い
印
象
か
と
い
ふ
こ
と
を
私
に
は
考
へ
ら
れ
ま
せ
ん
。
」
こ
う
し
た
陳
述
を
通
し
て
藤
村
が
具
体
的
に
何
を
言
い
た
か
っ
た
の
か
は
当
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然
確
か
で
は
な
い
が
、
一
つ
だ
け
確
か
な
の
は
、
少
な
く
と
も
「
手
紙
」
に
お
け
る
積
極
的
な
震
災
認
識
の
表
現
が
こ
こ
に
は
み
ら
れ
な
い
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
陳
述
の
不
明
瞭
さ
は
、
同
じ
取
材
に
応
じ
た
三
十
二
人
の
識
者
た
ち
の
ほ
と
ん
ど
が
、
そ
の
内
容
こ
そ
人
そ
れ
ぞ
れ

異
な
る
に
し
ろ
、
ス
ト
レ

i
ト
に
震
災
の
印
象
を
述
べ
て
い
る
こ
と
と
は
大
き
く
区
別
さ
れ
る
。
ま
た
、
そ
の
な
か
に
は
千
葉
亀
雄
、
藤
森
成

吉
、
豊
島
典
志
雄
の
ご
と
く
、
僅
か
少
数
な
が
ら
、
朝
鮮
人
虐
殺
事
件
や
大
杉
栄
虐
殺
事
件
を
最
も
深
い
震
災
印
象
と
し
て
挙
げ
た
人
も
無
く

は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
藤
村
が
震
災
後
の
「
反
動
の
大
勢
」
や
「
保
守
的
思
想
」
を
懸
念
し
つ
つ
、
よ
り
ス
ト
レ
ー
ト
に
震
災
へ
の
意
見
を

披
涯
で
き
た
の
は
、
大
正
一
四
年
一
丹
の
「
大
正
十
四
年
を
迎
へ
し
時
」
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
再
び
「
手
紙
」
の
問
問
題
に
一
戻
っ
て
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
の
文
章
は
、
〈
震
災
小
説
〉
と
い
う
枠
組
み
の
な
か
で
の
み
特
徴
的

な
も
の
で
な
く
、
彼
の
文
章
群
の
な
か
で
も
非
常
に
特
徴
的
な
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
〈
人
種
〉
〈
ジ
ェ
ン
ダ

i
〉
な
ど
詞
時
代
の
先
鋭

な
時
事
問
題
に
対
し
て
藤
村
が
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
こ
れ
ほ
ど
積
極
的
に
見
解
を
述
べ
た
こ
と
は
、
他
に
ほ
と
ん
ど
例
を
見
な
い
か
ら
で
あ
る
。

「
手
紙
」
に
み
ら
れ
る
藤
村
の
批
判
的
社
会
認
識
そ
れ
自
体
を
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
藤
村
の
批
判
的
姿
勢
を
十
分
認
め

る
に
し
て
も
、
な
お
か
つ
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
要
素
が
、
表
現
の
〈
場
〉
と
し
て
の
新
髄
媒
体
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
が
な
い
。
そ

の
新
聞
が
、
い
わ
ゆ
る
〈
進
歩
的
〉
論
調
と
し
て
一
般
に
認
知
さ
れ
て
い
る
「
東
京
朝
日
新
聞
盟
で
あ
っ
た
こ
と
を
念
頭
に
醤
く
な
ら
ば
、
よ

り
一
層
そ
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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む
す
び
に

い
く
つ
か
の
例
外
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
文
学
者
た
ち
が
朝
鮮
人
虐
殺
事
件
な
ど
大
震
災
後
の
不
祥
事
的
出
来
事
に
つ
い
て
批
判
的
に

発
言
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
藤
村
「
手
紙
」
を
始
め
、
第
二
節
で
取
り
上
げ
た
小
川
未
明
、
秋
田
雨
雀
の
ケ
ー
ス

は
特
記
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
「
手
紙
」
の
場
合
、
〈
新
関
連
載
〉
と
い
う
形
式
に
規
制
さ
れ
る
そ
の
文
章
の
性
格
の
ゆ
え
に
、
震

災
産
後
の
時
勢
の
急
激
な
変
調
に
敏
感
に
照
応
す
る
形
で
、
作
家
自
ら
の
見
解
が
積
極
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
大
変
注
目
す

べ
き
特
異
な
〈
震
災
文
章
〉
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
ま
さ
に
そ
こ
に
は
〈
震
災
〉
と
い
う
出
来
事
と
文
学
・
文
学
者
と
が
〈
新
開
〉
と

い
う
時
事
的
表
現
の
場
を
介
在
し
て
遭
遇
す
る
際
に
出
来
上
が
る
、
一
つ
の
結
晶
が
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
、
だ
ろ
う
。

た
だ
し
、
時
勢
の
動
き
に
敏
感
に
反
応
す
れ
ば
反
応
す
る
ほ
ど
、
そ
の
文
章
が
〈
文
学
〉
と
い
う
一
つ
の
枠
組
み
か
ら
逸
脱
し
て
い
く
こ
と
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は
や
む
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
よ
っ
て
、
よ
り
ス
タ
テ
ィ
ッ
ク
な
〈
文
学
〉
の
枠
組
み
と
し
て
欝
け
な
か
っ
た
こ
と
、
い
や
、
〈
文
学
〉

の
枠
組
み
で
書
き
た
か
っ
た
こ
と
を
醤
き
上
げ
る
た
め
、
藤
村
が
新
た
な
稿
を
用
意
す
る
こ
と
は
必
然
で
あ
っ
た
。
『
子
に
送
る
手
紙
』
と
い

う
テ
キ
ス
ト
は
、
そ
の
稿
を
待
っ
て
、
ま
た
新
た
に
再
構
築
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
再
構
築
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
は
当
然
新
た
な
解
釈
を
要
望
す

る
が
、
そ
の
作
業
は
別
稿
を
設
け
て
続
け
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

{
注
}

本
稿
に
取
り
上
げ
た
藤
村
の
文
章
は
、
吋
藤
村
全
集
」
(
筑
摩
器
廃
、
昭
和
四
二
年
六
月
)
に
よ
る
。
な
お
、
本
文
の
す
べ
て
の
引
用
に
お
い
て
氾
字
体
の
漢
字
は
新
字
体

に
改
め
、
ル
ピ
は
適
宜
省
略
し
た
。

(
1
)
「
世
界
大
百
科
事
典
六
』
(
平
凡
社
、
昭
和
六
三
年
三
月
)
、
間
五
五
頁
。

(2)
増
田
義
一
「
天
災
と
大
教
訓
」
(
吋
実
業
之
日
本
」
大
正
一
二
年
一

O
月)。

(3)
帆
足
理
一
郎
「
今
後
の
思
想
は
ど
う
動
く
か
」
(
「
太
閤
い
第
一
一
一

O
巻
第
一
号
、
大
正
一
三
年
一
月
)
。

(
4
)
芥
川
龍
之
介
「
授
災
の
文
芸
に
与
ふ
る
影
響
」
初
出
未
詳
、
槌
筆
集
「
百
州
江
(
新
潮
社
、
大
正
一
三
年
九
月
)
に
所
収
。

(5)
片
上
伸
「
震
災
火
災
と
文
学
」
(
「
改
造
」
臨
時
増
刊
号
、
大
正
一
二
年
一

O
丹)。

(6)
徳
田
秋
声
「
箆
災
が
何
を
人
心
に
も
た
ら
し
た
か
」
(
吋
削
減
知
新
聞
い
大
正
一
二
年
一

O
月
一
九
日
)
。

(7)
正
宗
自
鳥
「
あ
る
夜
の
感
想
」
(
「
婦
人
公
論
」
大
正
一
三
年
四
月
)
。
こ
の
文
章
の
な
か
で
、
菊
池
寛
は
文
学
の
無
力
さ
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

(8)
菊
池
寛
「
災
後
雑
感
」
(
「
中
央
公
論
」
大
正
一
二
年
一

O
月
)
。
こ
の
文
章
の
な
か
で
、
菊
池
寛
は
文
学
の
無
力
さ
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

我
々
文
芸
家
に
取
っ
て
、
第
一
の
打
撃
は
、
文
芸
と
云
う
こ
と
が
、
生
死
存
亡
の
境
に
於
て
は
、
骨
董
書
面
な
ど
と
同
じ
よ
う
に
、
無
用
の
繋
沢
品
で
あ
る
こ

と
を
、
マ
ザ
/
¥
知
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

(9)
近
松
秋
江
「
天
災
に
非
ず
天
謎
と
忠
へ
」
(
「
改
造
」
大
震
災
号
、
大
正
一
二
年
一

O
月)。

(
叩
)
浦
西
和
彦
「
関
東
大
震
災
と
文
学
」
(
「
盟
文
学
解
釈
と
教
材
の
研
究
〕
第
三
四
巻
第
四
号
臨
時
号
、
平
成
元
年
三
月
)
。

(
日
)
徳
田
秋
戸
「
震
災
後
の
文
芸
に
就
て
」
(
雪
崩
売
新
開
」
大
正
二
一
年
一
一
月
二
五
日
)
。

(
ロ
)
武
者
小
路
実
篤
「
今
後
の
文
芸
」
(
「
新
潮
」
大
正
一
一
一
年
一

O
月)。

(
日
)
徳
田
秋
声
の
ほ
か
に
も
、
芥
川
川
龍
之
介
(
「
震
災
の
文
芸
に
与
ふ
る
影
響
」
)
、
片
上
伸
(
「
震
災
火
災
と
文
学
」
)
、
武
者
小
路
実
篤
(
「
今
後
の
文
芸
」
)
の
文
章
な
ど

に
、
「
楽
し
み
」
を
求
め
る
文
学
の
台
頭
が
予
想
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
彼
ら
が
そ
れ
だ
け
を
予
想
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
芥
川
は
、
「
我
々
自

身
の
内
部
に
、
伺
か
楽
み
を
求
め
る
」
も
の
以
外
に
「
線
の
太
い
感
情
の
曲
線
を
ゑ
が
い
た
も
の
」
を
予
想
し
て
い
る
。
ま
た
、
片
上
伸
は
、
「
緩
や
か
に
和
ら
ぎ



楽
し
み
安
息
す
る
方
」
の
文
学
と
は
別
に
「
命
が
け
の
感
じ
を
更
に
深
く
強
く
ど
こ
ま
で
も
追
究
徹
底
さ
せ
る
」
文
学
の
到
来
を
述
べ
て
い
る
。
武
者
小
路
実
篤
も
、

「
享
楽
的
」
な
も
の
の
他
に
「
宗
教
的
」
な
も
の
や
「
革
命
を
讃
美
す
る
」
文
学
の
種
類
を
箆
災
後
文
学
の
見
通
し
と
し
て
展
望
し
て
い
る
。

(M)
〈
箆
災
小
説
v

は
、
そ
の
数
の
少
な
さ
だ
け
で
な
く
、
そ
の
府
民
に
お
い
て
も
、
古
典
に
な
り
得
る
よ
う
な
援
れ
た
作
品
が
皆
無
と
い
う
の
が
語
研
究
家
の
衆
論
で
あ

る
。
(
稲
垣
達
郎
「
関
東
大
震
災
と
文
壇
」
吋
国
文
学
解
釈
と
教
材
の
研
究
」
昭
和
三
九
年
一

O
丹
、
持
活
和
彦
の
前
掲
論
文
な
ど
に
お
い
て
)
そ
の
な
か
で
、
稲
垣

達
郎
は
、
吉
村
昭
の
吋
関
東
大
援
災
』
(
文
芸
春
杭
社
、
昭
和
四
八
年
八
月
)
を
「
戦
後
の
自
由
に
解
放
さ
れ
た
資
料
の
精
査
に
基
く
、
み
ご
と
な
作
品
」
と
い
い
、

関
東
大
震
災
に
関
す
る
「
ひ
ろ
い
視
野
か
ら
の
本
格
的
小
説
」
と
し
て
賞
賛
し
て
い
る
(
稲
垣
の
前
掲
論
文
の
「
稲
垣
達
郎
学
芸
文
集
三
}
(
筑
摩
書
関
、
昭
和

五
七
年
七
月
)
の
所
収
版
の
な
か
で
)
。

(
日
)
関
東
大
箆
災
直
後
の
箆
災
関
係
記
事
の
な
か
で
、
震
災
文
学
と
戦
争
文
学
を
比
較
し
て
論
じ
た
文
章
と
し
て
千
葉
亀
雄
の
「
戦
争
文
芸
と
箆
後
の
文
学
」
(
「
早
稲
田

文
学
」
第
一
二
五
号
、
大
正
一
三
年
一
月
)
が
あ
る
。
千
葉
は
そ
の
文
意
の
な
か
で
、
戦
争
文
学
の
一
例
と
し
て
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
戦
争
小
説
を
挙
げ
、
「
世

界
大
戦
が
終
っ
て
か
ら
も
う
七
年
目
」
に
な
る
大
正
一
三
年
の
時
点
に
お
い
て
も
大
量
の
戦
争
小
説
が
出
版
さ
れ
て
い
る
と
主
張
す
る
。
ア
ン
リ
・
パ
ル
ビ
ユ
ス
の

吋
光
町

e

フ
ラ
ス
コ
・
イ
パ
ニ
エ
ス
の
「
女
の
敵
円
ロ
マ
ン
・
ロ
オ
ラ
ン
の
「
コ
ラ
ス
・
ブ
ル
ニ
コ
ン
」
な
ど
が
千
葉
が
挙
げ
る
大
戦
後
の
戦
争
小
説
の
具
体
的
例

で
あ
る
。
さ
ら
に
、
彼
は
震
災
と
戦
争
そ
の
も
の
の
本
質
的
速
い
か
ら
く
る
両
方
の
文
学
の
差
異
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

戦
争
は
、
天
災
に
比
べ
て
も
っ
と
も
っ
と
深
刻
で
あ
る
。
天
災
の
深
刻
は
結
果
の
深
刻
で
あ
る
。
意
志
と
動
機
を
持
た
な
い
か
ら
で
あ
る
。
人
間
は
戦
ふ
こ
と

が
誤
ま
っ
た
居
る
と
感
ず
る
知
識
が
あ
る
。
避
け
れ
ば
避
け
ら
れ
な
い
過
で
は
な
い
。
そ
れ
に
も
か
、
わ
ら
ず
戦
ふ
と
こ
ろ
に
、
動
機
と
結
果
を
併
せ
て
の
深

刻
が
あ
る
。
そ
れ
を
生
む
も
の
が
、
も
と
も
と
人
間
心
理
だ
け
か
ら
で
あ
る
。
戦
争
文
芸
が
、
天
災
に
比
べ
て
、
よ
り
多
く
芸
術
の
題
材
と
な
り
得
る
理
由
が

ま
た
そ
こ
に
あ
る
。

(
凶
)
朝
日
新
聞
百
年
史
編
修
委
員
会
「
朝
日
新
開
社
史
資
料
編
」
(
朝
日
新
聞
社
、
平
成
七
年
七
月
)
、
二
四
五
頁
。

(
口
)
「
不
逗
鮮
人
各
所
に
放
火
し
帝
都
に
戒
厳
令
を
布
く
」
(
「
東
京
朝
呂
新
聞
』
大
正
一
二
年
九
月
三
日
)
。

(
日
)
「
鮮
人
の
陰
謀
は
全
国
に
一
巨
る
」
(
一
-
北
海
タ
イ
ム
ス
〕
大
正
一
二
年
九
月
七
日
)
。

(
ぬ
)
「
鮮
人
の
爆
弾
実
は
林
檎
呆
れ
た
流
一
言
蛮
語
」
(
吋
東
京
朝
日
新
開
」
大
正
一
二
年
九
月
八
日
)
。

(
却
)
「
不
退
鮮
人
問
題
流
言
に
迷
ふ
な
」
(
吋
北
海
タ
イ
ム
ス
」
大
正
一
二
年
九
丹
九
日
)
。

(
訂
)
同
前
。

(
泣
)
「
治
鮮
方
針
変
せ
ず
斎
藤
朝
鮮
総
督
談
」
(
吋
東
京
朝
日
新
聞
」
大
正
一
二
年
九
月
一
五
日
)
。

(
お
)
「
甘
粕
態
兵
大
尉
大
杉
栄
民
を
殺
す
」
(
「
東
京
朝
日
新
開
」
大
正
一
二
年
二
五
日
)
。

(M)
社
説
「
信
教
の
自
由
と
言
論
の
自
由
(
下
)
」
(
吋
東
京
朝
日
新
開
}
昭
和
二
年
二
月
一
八
日
)
。

(
お
)
「
自
饗
と
巡
査
」
(
吋
東
京
朝
日
新
四
忠
大
正
一
二
年
一

O
月
三
百
)
。

(
お
)
「
某
重
大
事
件
近
日
発
表
さ
れ
よ
う
」
(
「
読
売
新
聞
」
大
正
二
一
年
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O
月
一
四
日
)
。
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(
幻
)
「
朝
日
新
関
社
史
大
正
・
昭
和
戦
前
編
」
(
朝
日
新
聞
社
、
平
成
七
年
七
月
)
、
二
二
六
頁
に
よ
れ
ば
、
「
戒
厳
令
の
対
象
地
域
が
関
東
数
府
県
に
眠
ら
れ
て
い
た
た

め
、
大
朝
で
は
、
東
朝
よ
り
一
足
早
く
、
十
月
十
一
日
以
後
は
連
日
、
慮
殺
事
件
を
報
道
し
た
」
と
い
う
。
吋
大
阪
朝
日
新
聞
」
の
み
な
ら
ず
「
大
阪
毎
日
新
聞
」

も
一

O
丹
一
一
日
付
で
護
災
直
後
の
殺
害
事
件
に
関
す
る
「
事
態
を
鮮
明
に
せ
よ
」
と
い
う
見
出
し
の
記
事
を
載
せ
、
そ
の
後
、
虐
殺
事
件
に
つ
い
て
報
道
し
始
め

る
。
し
か
し
、
そ
の
い
ず
れ
の
新
慣
に
お
い
て
も
、
一

O
月
二
一
日
以
前
に
記
事
化
さ
れ
た
の
は
亀
戸
事
件
、
だ
け
で
あ
り
、
朝
鮮
人
虐
殺
事
件
の
報
道
化
は
一

O
月

一
二
日
ま
で
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

(
お
)
「
鮮
人
の
救
援
」
(
『
東
京
朝
日
新
開
盟
大
正
一
二
年
九
月
二
六
日
)
。

(
却
)
た
と
え
ば
、
新
関
連
載
の
八
回
目
、
一

O
丹
一
九
日
の
文
卒
に
は
次
の
よ
う
な
一
文
が
あ
る
。

あ
の
頃
の
熱
狂
し
た
仏
蹴
側
面
人
は
仏
関
西
人
を
疑
っ
た
が
、
こ
ん
ど
の
大
震
災
で
東
京
の
真
中
に
は
「
エ
ス
ピ
オ
ン
』
の
か
は
り
に
、
哀
し
む
べ
き
「
幽
霊
」

が
飛
出
し
た

「
エ
ス
ピ
オ
ン
」
と
は
、
「
独
逸
の
犬
」
と
い
う
意
味
で
、
第
一
次
世
界
大
戦
時
の
パ
リ
で
独
逸
に
協
力
し
た
一
部
の
仏
離
西
人
に
対
し
て
他
の
仏
関
西
人
が
付

け
た
卑
下
的
意
味
の
呼
称
で
あ
る
。
こ
の
文
章
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
「
エ
ス
ピ
オ
ン
」
と
日
本
の
大
箆
災
後
に
お
け
る
所
謂
「
哀

し
む
べ
き
吋
幽
霊
と
と
の
速
い
で
あ
る
。
そ
の
差
異
と
は
、
「
エ
ス
ピ
オ
ン
」
が
フ
ラ
ン
ス
人
間
士
の
簡
で
派
生
し
た
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
に
対
し
、
「
幽
霊
」

は
そ
う
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
倒
謹
」
は
、
日
本
人
以
外
の
存
在
も
介
在
さ
れ
成
立
し
た
象
徴
的
表
現
と
い
う
推
論
が
可
能
で
あ
り
、

そ
の
意
味
で
、
朝
鮮
人
な
い
し
朝
鮮
人
虐
殺
事
件
を
匂
わ
せ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

(
初
)
「
震
災
と
諸
家
の
感
想
」
(
吋
女
性
改
造
」
〈
大
露
災
記
念
号
〉
、
大
正
一
二
年
一

O
月
)
。
二
つ
の
質
問
の
な
か
、
「
今
度
の
箆
災
で
最
も
深
い
印
象
を
お
受
け
に
な
っ

た
こ
と
」
と
い
う
項
目
に
対
し
て
藤
村
は
こ
う
答
え
た
。

(
出
)
島
崎
藤
村
「
大
正
十
四
年
を
述
へ
し
時
」
(
司
東
京
朝
日
新
開
」
大
正
一
四
年
一
月
二

O
日
、
二
一
日
)
。
藤
村
の
第
四
感
想
集
「
春
を
待
ち
つ
よ
(
ア
ル
ス
、
大
正

一
四
年
三
月
)
に
所
収
さ
れ
る
。

(
認
)
箆
災
後
の
所
謂
〈
三
つ
の
虐
殺
事
件
v

、
す
な
わ
ち
朝
鮮
人
虐
殺
事
件
、
大
杉
栄
虐
殺
事
件
、
亀
戸
事
件
の
な
か
で
も
、
特
に
、
文
学
者
の
発
言
の
不
在
が
際
だ
つ

た
の
は
〈
朝
鮮
人
虐
殺
事
件
〉
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
稲
垣
達
郎
は
、
前
掲
の
論
文
の
な
か
で
、
多
く
の
作
家
が
こ
の
事
件
に
つ
い
て
「
適
確
正
当
な
対
処
」
を
ほ

と
ん
ど
示
さ
な
か
っ
た
と
述
べ
つ
つ
、
久
米
正
雄
「
鎌
倉
震
災
日
記
」
の
ご
と
く
流
言
飛
語
に
動
揺
・
便
乗
す
る
ケ
i
ス
は
し
ば
し
ば
あ
っ
て
も
、
そ
れ
へ
の
批
判

と
な
る
と
「
あ
た
か
も
発
言
圏
外
の
こ
と
と
し
て
厳
重
に
遮
断
機
を
お
ろ
し
、
も
っ
ぱ
ら
社
会
評
論
家
に
委
ね
て
い
る
が
ご
と
く
で
あ
る
」
と
文
学
者
の
積
極
的
な

対
応
の
欠
如
を
厳
し
く
指
摘
す
る
。
た
だ
し
、
本
文
で
言
及
し
た
よ
う
に
、
批
判
的
に
対
処
し
た
文
学
者
が
無
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
浦
西
和
彦
の
前
掲
論
文
に

よ
る
と
、
本
文
で
取
り
上
げ
た
作
品
以
外
に
、
徳
間
秋
声
「
フ
ァ
イ
ヤ
ガ
ン
」
(
門
中
央
公
論
」
大
正
一
二
年
一
一
月
)
、
江
口
淡
門
事
中
の
出
来
事
」
(
「
東
京
朝
日

新
聞
」
大
正
一
二
年
一
二
月
一
一
、
一
二
日
)
、
前
田
河
広
一
部
「
最
後
に
笑
ふ
者
」
(
越
山
堂
、
大
正
一
三
年
三
月
)
、
藤
森
成
吉
「
革
開
中
尉
』
(
「
戦
旗
」
昭
和

三
年
九
丹
)
な
ど
が
そ
の
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
と
い
ラ
。
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