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序
三
月
十
一
日
、
テ
レ
ビ
は
巨
大
な
津
波
に
の
み
込
ま
れ
て
い
く
海
岸
の
町
を
映
し
出
し
ま
し
た
。
そ
の
破

壊
の
凄
ま
じ
さ
と
、
失
わ
れ
た
た
く
さ
ん
の
命
と
そ
こ
に
あ
っ
た
生
活
、
自
然
を
思
う
と
言
葉
を
失
い
ま
す
。

そ
こ
は
宮
沢
賢
治
が
歩
い
た
場
所
で
も
あ
り
ま
す
。

賢
治
の
生
ま
れ
る
二
か
月
前
の
一
八
九
六
年
六
月
十
五
日
、
三
陸
大
津
波
は
岩
手
県
内
で
一
万
八
一
五
八

人
の
命
を
奪
い
ま
し
た
。
ま
た
八
月
三
十
一
日
に
も
大
地
震
が
襲
い
、
母
イ
チ
は
生
後
四
日
の
賢
治
に
覆
い

か
ぶ
さ
っ
て
守
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
賢
治
の
亡
く
な
る
六
カ
月
前
の
一
九
三
三
年
三
月
の
地
震
と
津
波
は
、
岩
手
県
で
三
〇
〇
〇
人
余
の

命
を
奪
い
、
三
月
と
四
月
の
余
震
は
一
〇
〇
五
回
に
及
び
ま
し
た
。

賢
治
の
作
品
は
、
広
大
な
宇
宙
や
輝
く
野
原
を
描
い
て
い
て
も
、
そ
こ
に
存
在
す
る
も
の
の
悲
し
み
を
感

じ
さ
せ
ま
す
。
そ
れ
は
、
原
体
験
と
し
て
の
地
震
や
津
波
が
、
自
然
へ
の
深
い
憧
憬
と
同
時
に
、
畏
怖
を
も

感
じ
さ
せ
て
い
た
こ
と
に
も
よ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
れ
と
同
時
に
、
作
品
に
は
〈
か
な
し
い
〉、〈
さ
び
し
い
〉
と
い
う
言
葉
も
多
く
見
ら
れ
ま
す
。〈
か
な
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し
い
〉、〈
さ
び
し
い
〉
と
い
う
状
況
は
、
文
学
に
は
大
切
な
要
素
で
す
が
、
そ
の
状
況
を
描
き
だ
す
こ
と
が

重
要
で
、
そ
の
こ
と
へ
の
心
情
を
表
す
言
葉
〈
か
な
し
い
〉〈
さ
び
し
い
〉
は
、
表
現
上
効
果
的
で
な
い
と

思
わ
れ
ま
す
。
否
定
的
な
見
方
を
す
れ
ば
、
最
初
に
書
い
た
哀
愁
と
と
も
に
、
そ
れ
は
賢
治
の
後
ろ
向
き
の

姿
勢
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
を
持
ち
、〈
か
な
し
み
〉、〈
か
な
し
い
〉、〈
か
な
し
む
〉
と
そ
の
活
用
形
、

〈
さ
び
し
さ
〉、〈
さ
び
し
い
〉、〈
さ
び
し
む
〉
と
そ
の
活
用
形
の
す
べ
て
を
拾
っ
て
作
品
を
読
み
、
悲
し
み
、

寂
し
さ
が
賢
治
の
内
面
、
生
き
様
と
ど
う
関
わ
っ
て
い
る
か
を
考
え
て
き
ま
し
た
。
同
時
に
賢
治
が
表
現
方

法
と
し
て
こ
の
言
葉
を
ど
う
使
っ
て
い
た
か
も
考
え
ま
し
た
。

賢
治
は
い
つ
も
ぎ
り
ぎ
り
ま
で
自
分
の
心
を
摑
も
う
と
し
て
い
て
、
そ
れ
を
表
す
た
め
の
言
葉
が
、〈
か

な
し
い
〉、〈
さ
び
し
い
〉
で
し
た
。
情
景
へ
の
溢
れ
る
よ
う
な
感
動
や
、
大
切
な
も
の
、
畏
敬
す
る
も
の
へ

の
思
い
を
表
す
に
も
、
本
来
〈
か
な
し
み
〉
の
持
つ
、
広
い
意
味
を
本
能
的
に
感
じ
と
っ
て
使
っ
た
の
で
す
。

そ
の
結
果
、
賢
治
は
〈
心
象
ス
ケ
ッ
チ
〉
と
い
う
手
法
を
生
み
だ
し
ま
し
た
。〈
心
象
ス
ケ
ッ
チ
〉
が
捉

え
た
〈
か
な
し
み
〉
は
、
内
面
の
修
羅
の
心
、
最
愛
の
妹
と
の
死
別
、
周
囲
の
農
民
を
襲
う
天
災
に
よ
る
凶

作
な
ど
、
人
の
力
の
及
ば
な
い
事
象
で
し
た
。
童
話
で
は
、
他
の
命
を
奪
う
こ
と
で
維
持
さ
れ
て
い
る
命
、

社
会
の
不
条
理
な
ど
、
こ
れ
も
不
可
避
の
悲
し
み
を
描
き
ま
し
た
。

津
波
の
映
像
か
ら
賢
治
の
こ
と
を
思
っ
た
の
は
、
こ
の
深
く
絶
対
的
な
喪
失
感
と
痛
み
と
通
じ
る
も
の
が

あ
っ
た
た
め
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

賢
治
の
悲
し
み
は
、
し
ば
し
ば
青
で
表
現
さ
れ
ま
す
。

明
治
四
十
五
年
の
短
歌
〈
石
投
げ
な
ば
雨
ふ
る
と
い
う
う
み
の
面
は
あ
ま
り
に
青
く
か
な
し
か
り
け
り
〉

の
青
は
、
岩
手
山
の
火
口
湖
の
鮮
や
か
な
緑
青
で
、
そ
の
風
景
に
心
突
か
れ
る
十
六
歳
の
姿
を
見
ま
す
。

大
正
十
一
年
の
詩
、「
春
と
修
羅
」（『
春
と
修
羅
』）
の
〈
か
な
し
み
は
青
々
ふ
か
く
〉
は
、
心
に
住
む
修
羅
を

感
じ
た
悲
し
み
で
す
が
、
空
や
海
の
深
い
青
色
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。

ま
た
、
大
正
十
三
年
の
「
薤
露
青
」（「
春
と
修
羅
第
二
集
」）
の
青
は
夕
暮
れ
空
の
薄
墨
色
を
含
ん
だ
淡
い
青
で
、

時
を
経
て
蘇
る
、
失
っ
た
妹
へ
の
深
い
悲
し
み
の
色
で
す
。

そ
れ
が
濁
り
の
な
い
青
で
あ
る
こ
と
は
、
賢
治
が
、
悲
し
み
か
ら
眼
を
そ
ら
す
こ
と
な
く
、
一
つ
の
真
理

に
到
達
し
て
い
る
こ
と
を
表
す
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

賢
治
の
描
く
悲
し
み
、
寂
し
さ
は
、
喪
失
の
思
い
と
同
時
に
、
感
動
の
表
現
で
も
あ
り
、
内
な
る
理
想
も

明
ら
か
に
し
て
い
ま
す
。

そ
れ
は
、
死
ん
だ
妹
へ
の
誓
い
「
け
っ
し
て
ひ
と
り
を
い
の
っ
て
は
い
け
な
い
」
と
い
う
言
葉
と
な
り
、

賢
治
自
身
の
実
践
に
よ
っ
て
農
業
の
未
来
を
開
く
と
い
う
行
為
と
な
っ
て
現
れ
ま
す
。

一
九
三
一
年
成
立
の
童
話
「
グ
ス
コ
ー
ブ
ド
リ
の
伝
記
」
に
は
、〈
潮
汐
発
電
所
〉
が
登
場
し
ま
す
。
こ

れ
は
潮
の
干
満
を
利
用
し
て
タ
ー
ビ
ン
を
回
し
発
電
す
る
も
の
で
、
一
九
二
五
年
、
フ
ラ
ン
ス
の
ラ
ン
ス
発
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電
所
で
開
発
が
始
め
ら
れ
、
一
九
六
七
年
初
め
て
実
現
し
ま
し
た
。
現
在
で
は
自
然
利
用
の
発
電
と
し
て
世

界
で
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。
賢
治
は
、
こ
の
時
す
で
に
津
波
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
逆
手
に
と
っ
て
利
用
し
よ
う

と
い
う
強
い
理
想
を
持
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

賢
治
が
作
品
で
最
も
訴
え
た
か
っ
た
の
は
、
人
間
の
悲
し
み
と
、
そ
こ
か
ら
の
出
発
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　
二
〇
一
一
年
三
月

小
林
俊
子　
　

　
テ
キ
ス
ト
は
『
新
校
本
宮
澤
賢
治
全
集
』（
筑
摩
書
房
）
に
よ
る
。

　
年
譜
は
堀
尾
青
史
『
宮
澤
賢
治
年
譜
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
九
一
年
）
に
よ
る
。
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は
じ
め
に

賢
治
の
作
品
に
は
、
か
な
し
さ
・
か
な
し
み
・
か
な
し
い
・
か
な
し
む
（
以
下
〈
か
な
し
み
〉
と
表
記
す
る
）、
さ
び
し
さ
・
さ
び
し

い
・
さ
び
し
む
（
以
下
〈
さ
び
し
さ
〉
と
表
記
す
る
）
と
そ
の
活
用
形
が
多
い
と
感
じ
る
。

賢
治
に
年
代
が
比
較
的
近
く
、
影
響（
１
）も
受
け
て
い
る
北
原
白
秋
、
萩
原
朔
太
郎
の
第
一
詩
集
と
『
春
と
修
羅
』
を
詩
篇
数
に
占
め

る
用
例
数
の
割
合
で
、
比
べ
て
み
る
。

北
原
白
秋
『
邪
宗
門
』（
易
風
社
、
明
治
四
十
二
年
）
で
は
、
総
詩
篇
数
一
二
〇
、〈
か
な
し
み
〉
二
十
二
例
、〈
さ
び
し
さ
〉
一
例
、

総
数
二
十
三
例
で
、
用
例
の
出
現
率
は
五
・
二
一
七
篇
に
一
例
、
萩
原
朔
太
郎
『
月
に
吠
え
る
』（
白
日
社
出
版
部
、
感
情
詩
社
、
一
九
三

一
年
）
で
は
、
総
詩
篇
数
五
十
五
、〈
か
な
し
み
〉
十
一
例
、〈
さ
び
し
さ
〉
二
十
五
例
、
総
計
三
十
六
例
、
で
一
・
五
二
七
篇
に
一

例
で
あ
る
の
に
対
し
、『
春
と
修
羅
』
は
、
総
詩
篇
数
七
十
九
（『
春
と
修
羅
』
六
十
九
篇
・
同
補
遺
十
篇
）
に
対
し
、〈
か
な
し
み
〉
三
十

二
例
、〈
さ
び
し
さ
〉
二
十
四
例
で
、
一
・
四
一
〇
篇
に
一
例
と
、
高
い
出
現
率
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
心
情
を
あ
ら
わ
す
言
葉
は
、
賢
治
の
気
質（
２
）が
原
因
す
る
な
に
か
後
ろ
向
き
の
姿
勢
を
感
じ
さ
せ
、
ま
た
表
現
と
し
て

も
あ
ま
り
効
果
的
で
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
賢
治
は
な
ぜ
多
用
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

〈
か
な
し
い
〉、〈
さ
び
し
い
〉
は
情
意
形
容
詞
と
し
て
、
一
人
称
主
体
の
感
情
を
主
に
表
現
す
る
言
葉
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
そ

の
よ
う
な
感
情
を
起
こ
さ
せ
る
事
物
の
形
容
と
し
て
も
用
い
る
。
ま
た
よ
り
客
観
的
に
、
あ
る
対
象
に
つ
い
て
の
印
象
の
形
容
に
も

用
い
る
。

『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
二
版
（
小
学
館
）
で
、〈
さ
び
し
い
〉
は
、
本
来
あ
る
状
態
に
無
く
、
ま
た
本
来
備
わ
っ
て
い
る
は
ず
の

も
の
が
欠
け
て
い
て
、
満
た
さ
れ
な
い
気
持
ち
を
表
す
、
人
の
気
配
が
無
く
心
細
い
、
な
ど
の
意
と
あ
り
、
書
き
手
の
感
情
の
ほ
か

に
、
対
象
の
状
況
を
も
あ
ら
わ
す
こ
と
が
出
来
る
。
一
方
、〈
か
な
し
い
〉
の
意
と
し
て
、
1
死
、
別
離
な
ど
人
の
願
い
に
そ
む
く

よ
う
な
事
態
に
直
面
し
て
心
が
強
く
痛
む
。
2
男
女
、
親
子
な
ど
の
間
の
切
な
い
愛
情
を
表
す
、
3
関
心
や
興
味
を
そ
そ
ら
れ
て
、

感
興
を
催
す
、
4
み
ご
と
だ
、
あ
っ
ぱ
れ
だ
。
5
他
か
ら
受
け
た
仕
打
ち
が
ひ
ど
く
心
に
答
え
る
様
、
6
貧
苦
が
身
に
こ
た
え
る
様
、

貧
し
く
て
つ
ら
い
、
と
あ
り
、
現
在
で
は
お
も
に
1
の
意
で
使
わ
れ
る
。

阪
倉
篤
義（
３
）は
〈
か
な
し
〉
の
語
源
に
は
、〈
兼
ぬ
〉（
あ
わ
せ
も
つ
）
が
考
え
ら
れ
る
と
い
う
。
自
分
と
は
別
の
対
象
を
「
兼
ね
て
し

ま
い
た
い
」
と
い
う
ほ
ど
の
〈
い
と
お
し
さ
〉―

〈
愛
し
〉
で
あ
る
。
こ
れ
は
同
時
に
現
実
に
は
〈
兼
ね
る
こ
と
〉
の
で
き
な
い

空
虚
感
を
い
だ
い
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
孤
独
感
が
〈
か
な
し
〉
の
意
味
と
な
っ
た
と
す
る
。

大
野
晋（
４
）は
、〈
か
な
し
〉
が
「
…
…
し
か
ね
る
」
と
い
う
不
可
能
を
表
す
語
か
ら
、
力
及
ば
ず
ど
う
し
よ
う
も
な
い
切
な
さ
を
表

す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
す
る
。

本
居
宣
長（
５
）は
、
同
様
の
心
の
動
き
を
〈
あ
は
れ
〉
と
し
、
そ
の
な
か
の
〈
か
な
し
き
事
〉、〈
こ
ひ
し
き
事
〉
の
感
動
が
深
か
っ
た

た
め
に
、
一
般
に
は
悲
哀
の
み
が
、〈
あ
は
れ
〉
と
し
て
定
着
し
た
と
い
う
。

ま
た
、
そ
れ
は
、
漢
字
で
言
葉
を
表
記
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
き
、
伝
え
ら
れ
た
漢
字
がSO

R
R

O
W

、G
R

IEF

の
意
の
悲
・
哀
・

悕
・
悢
の
み
で
あ
っ
た
こ
と
も
一
因
で
あ
る
。
柳
田
國
男（
６
）は
、
カ
ナ
シ
、
カ
ナ
シ
ム
は
単
に
感
動
の
も
っ
と
も
切
な
る
場
合
を
表
す

言
葉
で
、
必
ず
し
も
悲
や
哀
の
よ
う
な
不
幸
な
刺
激
に
は
限
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
人
生
に
は
そ
の
悲
し
み
が
比
較
的
多
く
か
っ
た
こ

と
に
加
え
て
、
中
世
以
降
こ
の
漢
字
が
仏
教
文
学
や
説
教
に
多
く
使
わ
れ
た
た
め
と
い
う
。
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人
間
に
と
っ
て
最
大
の
悲
し
み
は
、
自
分
自
身
を
も
含
め
て
、
大
切
な
も
の
が
失
わ
れ
て
い
く
こ
と
で
あ
り
、
人
間
の
存
在
の
問

題
と
も
つ
な
が
っ
て
い
く
。
さ
ら
に
浄
土
教
信
仰
で
は
、「
悲
」
は
他
者
へ
の
思
い
、
仏
の
「
大
慈
悲
」
へ
と
つ
な
が
り
、
人
が
神

や
仏
に
つ
な
が
っ
て
い
く（７
）。

一
方
、
人
は
悲
し
み
を
古
来
作
品
に
表
現
し
続
け
る
。

宣
長（
８
）は
、　

堪
え
が
た
い
悲
哀
を
、
声
に
出
し
て
言
い
、
さ
ら
に
そ
れ
が
あ
る
形
（
文
（
あ
や
））
を
そ
な
え
る
こ
と
に
よ
っ
て

「
歌
」
が
発
生
し
た
と
し
て
、〈
あ
は
れ
〉
が
文
学
の
発
生
の
源
と
な
る
と
し
、
さ
ら
に
そ
れ
を
他
者
に
受
け
止
め
ら
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
救
わ
れ
る
と
し
た
。

世
阿
弥
は
、
謡
曲
「
姥
捨
」、「
砧
」
な
ど
に
お
い
て
、
主
体
に
そ
の
孤
独
や
や
る
か
た
な
い
想
い
を
訴
え
さ
せ
、
そ
れ
が
観
客
に

見
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
受
け
止
め
ら
れ
、
な
お
か
つ
そ
れ
が
「
こ
と
わ
り
」―

宇
宙
の
秩
序―

の
も
と
に
表
現
さ
れ
る
こ
と

に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
る
も
の
と
な
る
と
し
た（７
）。

〈
か
な
し
み
〉、〈
さ
び
し
さ
〉
に
賢
治
の
心
情
は
ど
う
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
か
、
賢
治
は
そ
れ
を
表
現
す
る
こ
と
で
何
を
得
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
語
に
よ
っ
て
、
そ
の
他
に
ど
の
よ
う
な
表
現
を
得
た
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
賢
治
は
こ
の
言
葉
を
、
ほ
と
ん
ど
平

仮
名
表
記
と
し
て
い
る
。
こ
の
意
味
す
る
も
の
は
何
か
。

〈
か
な
し
み
〉、〈
さ
び
し
さ
〉
の
表
現
上
の
意
味
を
探
る
こ
と
で
、
賢
治
の
思
想
形
成
に
迫
っ
て
み
た
い
。

〈
か
な
し
い
〉・〈
か
な
し
む
〉・〈
か
な
し
み
〉・〈
う
ら
が
な
し
い
〉（
以
下
総
括
し
て
は
〈
か
な
し
み
〉
と
表
記
）、〈
さ
び
し
い
〉・〈
さ

び
し
さ
〉・〈
さ
び
し
む
〉・〈
う
ら
さ
び
し
い
〉・〈
さ
み
し
い
〉（
以
下
総
括
し
て
は
〈
さ
び
し
さ
〉
と
表
記
）
の
全
て
の
活
用
形
を
抽
出
し

た
。短

歌
は
賢
治
の
文
学
活
動
の
始
め
で
あ
る
。
用
例
数
も
多
く
〈
か
な
し
み
〉
の
出
現
す
る
も
の
一
〇
二
例
、〈
さ
び
し
さ
〉
の
出

現
す
る
も
の
七
十
三
例
で
あ
る
。
賢
治
が
初
め
て
対
象
を
と
ら
え
表
現
し
よ
う
と
し
て
、〈
か
な
し
み
〉〈
さ
び
し
さ
〉
を
い
か
に
用

い
た
か
を
考
え
る
。

詩
作
品
は
、
発
想
の
方
法
も
、
表
現
形
態
も
短
歌
と
は
異
な
る
。
作
品
中
で
の
頻
度
を
計
る
目
安
と
し
て
、
Ｃ
Ｄ―

Ｒ
Ｏ
Ｍ
『
宮

澤
賢
治
全
詩
集
』（
マ
イ
ク
ロ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
、
一
九
九
九
年
）
に
表
示
す
る
全
字
数
を
概
数
と
し
、
こ
の
概
数
で
用
例
数
を
割
っ
た
も
の

を
掲
げ
た
（
別
表
）。

〈
か
な
し
み
〉、〈
さ
び
し
さ
〉
は
、
発
想
時
期
に
よ
っ
て
、
か
た
よ
っ
て
現
れ
る
。
特
に
際
立
つ
の
が
、「
冬
の
ス
ケ
ッ
チ
」
で
、

八
五
五
四
字
と
い
う
短
い
中
に
〈
か
な
し
み
〉
二
十
四
例
、〈
さ
び
し
さ
〉
六
例
も
み
ら
れ
る
。
そ
の
意
味
す
る
も
の
は
何
か
。
そ

れ
は
、『
春
と
修
羅
』
の
時
代
へ
ど
う
受
け
継
が
れ
て
い
く
か
考
え
る
。

『
春
と
修
羅
』・「
春
と
修
羅
補
遺
」
で
は
賢
治
は
〈
心
象
ス
ケ
ッ
チ
〉
の
方
法
を
会
得
す
る
。〈
か
な
し
み
〉〈
さ
び
し
さ
〉
は
、

そ
こ
で
い
か
な
る
表
現
方
法
と
し
て
い
か
さ
れ
る
か
、
そ
し
て
そ
の
時
代
に
遭
遇
し
た
妹
の
死
と
そ
こ
か
ら
の
脱
却
の
か
か
わ
り
に

つ
い
て
も
考
察
す
る
。

「
春
と
修
羅
第
二
集
」・「
春
と
修
羅
第
二
集
補
遺
」
で
は
、
農
学
校
の
教
師
と
し
て
農
村
と
そ
こ
に
生
き
る
人
々
と
初
め
て
接
し

た
思
い
が
、
い
か
に
表
現
さ
れ
る
か
、
そ
し
て
農
業
の
実
践
へ
の
転
身
が
な
さ
れ
る
な
か
で
、
こ
の
言
葉
が
ど
ん
な
意
味
を
も
つ
か

を
中
心
に
検
討
す
る
。

「
春
と
修
羅
第
三
集
」・「
春
と
修
羅
第
三
集
補
遺
」、「
詩
ノ
ー
ト
」、「
口
語
詩
稿
」「
補
遺
詩
篇
Ⅰ
」
で
は
、
激
減
す
る
〈
か
な
し

み
〉〈
さ
び
し
さ
〉
の
代
わ
り
の
表
現
と
、
農
業
の
実
践
と
の
か
か
わ
り
を
考
え
る
。

「
東
京
ノ
ー
ト
」、「
三
原
三
部
」、「
疾
中
」
で
は
、
一
年
間
に
体
験
し
た
出
発
と
挫
折
が
ど
の
よ
う
に
表
さ
れ
る
か
を
見
る
。
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「
文
語
詩
稿
」、「
補
遺
詩
篇
Ⅱ
」
の
時
代
に
は
、
文
語
詩
の
制
作
の
段
階
で
〈
か
な
し
み
〉〈
さ
び
し
さ
〉
が
い
か
に
推
敲
さ
れ
て

い
く
か
、
そ
の
効
果
と
心
象
に
つ
い
て
考
え
る
。

主
体
の
心
情
を
表
す
言
葉
で
は
あ
る
が
、
賢
治
は
描
こ
う
と
す
る
対
象
に
使
っ
て
い
る
例
が
多
い
。
賢
治
は
そ
れ
に
よ
っ
て
、
ど

の
よ
う
な
表
現
効
果
を
得
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。

〈
か
な
し
み
〉、〈
さ
び
し
さ
〉
を
、
1
書
き
手
の
感
情
の
形
容
、
2
対
象
の
形
容
、
3
名
詞
形
で
の
表
現
に
分
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ

考
察
し
た
い
。

注（
1
）
白
秋
か
ら
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
恩
田
逸
夫
「
宮
沢
賢
治
に
お
け
る
白
秋
の
投
影
」（『
四
次
元　

81
』
一
九
五
七
年
）
を
は
じ
め
と
し

て
多
く
の
論
考
に
、
そ
の
色
彩
感
覚
や
宗
教
的
美
意
識
、
擬
音
語
や
表
記
な
ど
の
表
現
に
現
れ
る
こ
と
が
、
言
及
さ
れ
て
き
た
。

　
　

朔
太
郎
に
つ
い
て
は
、
賢
治
の
盛
岡
中
学
校
同
級
生
の
阿
部
孝
「
或
日
の
賢
治
」（『
甘
口
辛
口
』
同
學
社
、
一
九
五
六
年
）
に
、
賢
治

は
『
月
に
吠
え
る
』
に
触
発
さ
れ
た
よ
う
に
〈
心
象
ス
ケ
ッ
チ
〉
を
成
立
さ
せ
た
と
記
さ
れ
る
。（
境
忠
一
「
宮
沢
賢
治
へ
の
近
代
詩
へ
の

投
影
」（『
宮
澤
賢
治
全
集
別
巻　
宮
澤
賢
治
研
究
』
筑
摩
書
房
、
一
九
六
九
年
）。

（
2
）
福
島
章
『
宮
沢
賢
治　

芸
術
と
病
理
』（
金
剛
出
版
、
一
九
七
〇
年
）
に
賢
治
の
性
格
を
周
期
性
性
格
と
捉
え
、
抑
鬱
状
態
に
お
け
る

行
動
や
表
現
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。

　
　

矢
幡
洋
『【
賢
治
】
の
心
理
学　

献
身
と
い
う
病
理
』（
彩
流
社
、
一
九
九
七
年
）
に
、
賢
治
の
関
係
嗜
癖
に
よ
る
、
自
己
過
大
評
価
と

過
少
評
価
の
間
で
生
じ
る
葛
藤
と
行
動
の
関
係
に
つ
い
て
指
摘
す
る
。

（
3
）『
日
本
語
の
語
源
』（
講
談
社
現
代
新
書
、
一
九
七
八
年
）。

（
4
）『
日
本
語
の
年
輪
』（
有
紀
書
房
、
一
九
六
三
年
）。

（
5
）「
石い
そ
の
か
み
さ
さ
め
ご
と

上
私
淑
言　
巻
一
」（
一
七
六
三
年
（
宝
暦
十
三
）。
テ
キ
ス
ト
は
『
本
居
宣
長
全
集
第
二
巻
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
六
八
年
）
に
よ
る
）。

　
　

見
る
物
き
く
事
な
す
わ
ざ
に
ふ
れ
て
。
情こ
こ
ろ

の
深
く
感
ず
る
こ
と
を
い
ふ
也
…
…
人
の
情
の
さ
ま

く
に
感う
ご

く
中
に
。
お
か
し
き
事
、
う

れ
し
き
事
な
ど
に
は
感ウ
ゴ

く
事
浅ア
サ

し
、
か
な
し
き
事
こ
ひ
し
き
事
な
ど
は
感ウ
ゴ

く
こ
と
深
し
。
故
に
そ
の
深
く
感
ず
る
か
た
を
。
と
り
わ
き
て

あ
は
れ
と
い
ふ
事
あ
る
也
。
俗
に
悲
哀
を
の
み
あ
は
れ
と
い
ふ
も
、
そ
の
心
ば
へ
也
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
106
頁
）

（
6
）「
涕
泣
史
談
」（『
定
本
柳
田
國
男
集　
第
七
巻
』
筑
摩
書
房
、
一
九
六
八
年
。
初
出
「
国
民
学
術
協
会
講
座
」
一
九
四
一
年
）。

（
7
）
竹
内
整
一
『「
か
な
し
み
」
の
哲
学
』（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ブ
ッ
ク
ス

1147
、
二
〇
〇
九
年
）。

（
8
）「
石い
そ
の
か
み
さ
さ
め
ご
と

上
私
淑
言　

巻
一
」（
一
七
六
三
年
（
宝
暦
十
三
）。
テ
キ
ス
ト
は
『
本
居
宣
長
全
集　

第
二
巻
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
六
八
年
）
に

よ
る
。）

　
　

今
人
せ
ち
に
物
の
か
な
し
き
事
有
て
。
堪
へ
が
た
か
ら
ん
に
。
そ
の
か
な
し
き
す
ぢ
を
つ
ぶ

く
と
い
ひ
つ
づ
け
て
も
。
猶
た
へ
が
た

さ
の
や
む
べ
く
も
あ
ら
ず
。
又
ひ
た
ふ
る
に
。
か
な
し

く
と
た
ゞ
の
詞
に
い
ひ
出
て
も
。
猶
か
な
し
さ
の
忍
び
が
た
く
た
へ
が
た
き
と

き
は
。
お
ぼ
え
し
ら
ず
。
聲
を
さ
ゝ
げ
て
あ
ら
か
な
し
や
な
ふ

く
と
長
く
よ
ば
ゝ
り
て
。
む
ね
に
せ
ま
る
か
な
し
さ
を
は
ら
す
。
其
時

の
詞
は
。
を
の
づ
か
ら
ほ
ど
よ
く
文ア
ヤ

あ
り
て
そ
の
聲
長
く
う
た
ふ
に
似
た
る
事
あ
る
也
。
こ
れ
す
な
は
ち
歌
の
か
た
ち
な
り
。…
…（
110
頁
）

　
　

其
事
を
ひ
と
り
言ゴ
ト

に
つ
ぶ

く
と
い
ひ
つ
ゞ
け
て
も
。
心
の
は
れ
ぬ
物
な
れ
ば
。
そ
れ
を
人
に
語
り
聞キ
カ

す
れ
ば
。
や
ゝ
心
の
は
る
ゝ
物

也
。
さ
て
そ
の
き
く
人
も
げ
に
と
お
も
ひ
て
。
あ
は
れ
が
れ
ば
。
い
よ

く
こ
な
た
の
心
は
は
る
ゝ
物
也
。
さ
れ
ば
す
べ
て
心
に
ふ
か
く

感
ず
る
事
は
。
人
に
い
ひ
き
か
せ
で
は
や
み
が
た
き
物
な
り
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
112
頁
）


