
小森はるかと瀬尾夏美の取り組みにみる地面と風景および被災地域で暮らす住民のアイデンティティの関係性についての考察

47

取
り
残
さ
れ
た
震
災
遺
構
と
埋
め
ら
れ
た
巨
石
、
緒
言
と
し
て

東
日
本
大
震
災
に
遭
遇
し
た
経
験
が
影
響
し
て
か
、
筆
者
は
専
門
で
あ
る
彫

刻
に
つ
い
て
研
究
す
る
傍
ら
、
二
〇
一
二
年
こ
ろ
か
ら
に
わ
か
に
市
民
権
を
得

は
じ
め
、
一
般
的
に
認
知
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
「
震
災
遺
構
」
と
い
う
も
の

に
関
心
を
持
っ
て
い
た

0

。
震
災
遺
構
が
災
害
に
お
け
る
一
つ
の
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト

と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
で
も
芸
術
家
が
災
害
の
追
悼
と

し
て
の
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
を
つ
く
る
必
要
性
と
は
何
な
の
か
と
疑
問
に
思
っ
て
い

た
た
め
だ
。
そ
の
よ
う
な
考
え
か
ら
、
二
〇
一
七
年
の
春
か
ら
災
害
に
関
す
る

モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
の
研
究
に
取
り
組
み
始
め
た
。
と
に
も
か
く
に
も
実
物
を
見
な

け
れ
ば
始
ま
ら
な
い
と
考
え
、
後
先
を
考
え
ず
に
東
日
本
大
震
災
の
被
災
地
を

訪
れ
た
の
は
、
同
年
七
月
の
こ
と
だ
っ
た
。

復
興
工
事
の
真
っ
た
だ
中
で
あ
っ
た
南
三
陸
町
の
志
津
川
地
区
で
は
、
も
と

は
二
〇
一
二
年
に
仮
設
商
店
街
と
し
て
オ
ー
プ
ン
し
た
「
南
三
陸
さ
ん
さ
ん
商

店
街
」
が
、
ち
ょ
う
ど
二
〇
一
七
年
三
月
に
新
た
に
本
設
商
店
街
と
し
て
リ

ニ
ュ
ー
ア
ル
し
て
再
開
さ
れ
て
お
り
、
観
光
客
も
訪
れ
て
活
気
に
満
ち
て
い
た

の
を
覚
え
て
い
る
。
隈
研
吾
の
設
計
で
建
設
さ
れ
た
こ
の
商
店
街
は
、
震
災
後

の
造
成
工
事
に
よ
っ
て
八
．
三
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
か
さ
上
げ
さ
れ
た
高
台
の
上
に

位
置
し
て
お
り
、
高
台
の
端
か
ら
は
そ
の
下
で
依
然
と
し
て
進
め
ら
れ
て
い
た

か
さ
上
げ
と
イ
ン
フ
ラ
整
備
の
工
事
の
様
子
を
眺
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の

工
事
が
行
わ
れ
て
い
る
中
に
、
筆
者
が
目
当
て
と
し
て
い
た
震
災
遺
構
の
元
南

三
陸
町
防
災
対
策
庁
舎

1

（
以
下
、
防
災
対
策
庁
舎
）
は
佇
ん
で
い
た
。
商
店
街

の
華
や
か
な
賑
わ
い
に
対
し
て
、
離
れ
た
と
こ
ろ
で
静
か
に
存
在
し
て
い
た
骨

小
森
は
る
か
と
瀬
尾
夏
美
の
取
り
組
み
に
み
る
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組
み
の
防
災
対
策
庁
舎
は
、
ま
る
で
そ
こ
だ
け
過
去
の
南
三
陸
町
が
ポ
ツ
ン
と

取
り
残
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
、
工
事
現
場
の
砂
煙
の
中
に
所
在
な
さ
げ
に

立
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
。

そ
の
時
点
で
、
防
災
対
策
庁
舎
は
二
〇
三
一
年
ま
で
保
存
・
撤
去
の
決
定
を

保
留
す
る
こ
と
が
既
に
決
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
か
、
胴
体
は
さ
び
止
め

と
思
わ
れ
る
鈍
い
赤
色
と
明
る
い
白
色
に
塗
ら
れ
、
ど
こ
か
綺
麗
な
印
象
へ
と

化
粧
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
。
そ
れ
は
、
し
ば
し
ば
震
災
遺
構
を
語
る
と

き
に
言
わ
れ
る
よ
う
な
災
害
の
恐
ろ
し
さ
を
リ
ア
ル
に
伝
え
る
生
々
し
い
傷
跡

と
い
う
よ
り
、
復
興
工
事
に
よ
っ
て
新
た
に
つ
く
ら
れ
て
い
く
街
の
風
景
の
中

に
さ
し
こ
ま
れ
た
異
物
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
周
囲
に
展
開
す

る
か
さ
上
げ
と
イ
ン
フ
ラ
整
備
の
工
事
の
中
に
佇
む
そ
れ
は
、
新
し
い
町
の
風

景
に
す
べ
て
が
埋
め
ら
れ
て
い
く
中
で
唯
一
、
氷
山
の
一
角
の
よ
う
に
地
表
に

露
出
し
た
、
過
去
の
南
三
陸
町
の
遺
骸
の
一
部
の
よ
う
に
思
わ
れ
た
。

震
災
遺
構
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
感
覚
に
対
す
る
解
釈
の
手
掛
か
り
と
し

て
、
何
か
通
底
す
る
も
の
を
感
じ
た
の
は
、
小
森
は
る
か
＋
瀬
尾
夏
美
の
活
動

を
知
っ
た
と
き
で
あ
っ
た
。
災
害
の
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
の
研
究
を
続
け
る
中
で
、

筆
者
は
二
〇
一
九
年
に
災
害
に
関
わ
る
石
碑
や
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
、
遺
構
を
は
じ

め
と
す
る
、
災
害
の
記
憶
に
関
す
る
様
々
な
「
モ
ノ
」

2

を
テ
ー
マ
と
し
た
展
覧

会
「
災
禍
と
モ
ノ
と
物
語
り
展
」
の
キ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
行
う
機
会
に
恵
ま
れ

た
。
し
ば
し
ば
記
憶
を
継
承
す
る
と
い
う
言
葉
で
語
ら
れ
る
そ
れ
ら
「
モ
ノ
」

に
つ
い
て
再
考
す
る
こ
と
を
掲
げ
た
本
展
の
た
め
に
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
探
す
中

で
、
筆
者
は
震
災
後
の
陸
前
高
田
で
活
動
し
て
い
た
小
森
は
る
か
と
瀬
尾
夏
美

の
取
り
組
み
を
知
っ
た
。

二
〇
一
二
年
か
ら
陸
前
高
田
市
に
住
み
は
じ
め
、
津
波
後
も
そ
こ
で
生
き
る

人
々
の
言
葉
や
刻
々
と
変
わ
っ
て
い
く
風
景
を
記
録
し
続
け
た
映
像
作
家
の
小

森
と
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
瀬
尾
は
、
小
森
は
る
か+

瀬
尾
夏
美
と
い
う
ア
ー
テ
ィ

ス
ト
ユ
ニ
ッ
ト
と
し
て
も
そ
の
活
動
を
発
表
し
て
い
る
。
二
人
は
自
ら
を
旅
人

で
あ
る
と
捉
え
、
土
地
や
人
々
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
混
ざ
り
な
が
ら
そ
の
風
景

や
言
葉
を
記
録
す
る
と
い
う
エ
ス
ノ
グ
ラ
フ
ィ
的
な
手
法
で
制
作
を
行
い
な
が

ら
、
一
方
で
土
地
と
の
協
働
か
ら
記
録
を
つ
く
る
こ
と
を
掲
げ
る
社
団
法
人

N
O
O
K

を
運
営
す
る
な
ど
、
対
話
の
場
の
創
出
に
も
積
極
的
に
取
り
組
ん
で

い
る
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
で
あ
る
。
二
〇
一
五
年
に
発
表
し
た
作
品
《
あ
た
ら
し
い

地
面
／
地
底
の
う
た
を
聴
く
》
も
ま
た
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
入
り
込
み
な
が

ら
、
地
域
の
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
と
し
て
愛
さ
れ
た
巨
石
が
、
か
さ
上
げ
工
事
に

よ
っ
て
埋
没
す
る
際
に
、
人
々
を
巻
き
込
ん
で
起
き
た
出
来
事
を
追
っ
た
作
品

で
あ
っ
た
。

初
め
て
二
人
と
会
っ
た
の
は
三
軒
茶
屋
で
あ
っ
た
こ
と
を
覚
え
て
い
る
が
、

全
く
面
識
も
な
く
突
然
連
絡
を
取
っ
て
き
た
筆
者
の
出
品
依
頼
を
よ
く
受
け
て

く
れ
た
も
の
だ
と
恥
じ
入
る
ば
か
り
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
二
人
の
快
諾
の
も
と

に
《
あ
た
ら
し
い
地
面
／
地
底
の
う
た
を
聴
く
》
の
出
品
が
決
ま
る
と
、
こ
の

作
品
と
二
人
の
活
動
に
つ
い
て
話
を
聞
く
機
会
が
増
え
た
。
す
る
と
、
防
災
対

策
庁
舎
を
初
め
て
見
た
と
き
に
よ
ぎ
っ
た
感
覚
が
違
う
形
で
再
び
頭
を
も
た
げ
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て
き
た
。
同
作
品
は
か
さ
上
げ
工
事
に
よ
っ
て
人
々
の
愛
し
て
い
た
巨
石
が
埋

没
し
て
し
ま
う
と
い
う
出
来
事
を
め
ぐ
る
作
品
で
あ
り
、
防
災
対
策
庁
舎
の
そ

れ
と
は
逆
に
、
ど
れ
だ
け
愛
さ
れ
て
い
よ
う
と
も
そ
の
巨
石
は
か
さ
上
げ
工
事

に
よ
っ
て
埋
ま
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
う
し
て
、
そ
の
上
に
つ
く
ら
れ
た

の
は
、
埋
め
立
て
ら
れ
た
地
面
で
か
つ
て
生
き
て
い
た
人
々
が
暮
ら
す
た
め
の

新
た
な
地
面
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
、
筆
者
は
防
災
対
策
庁
舎
を
初
め
て
見
た

と
き
の
感
覚
を
紐
解
い
て
い
く
た
め
の
奇
妙
な
符
号
の
一
致
を
見
た
よ
う
な
気

が
し
た
。

本
論
は
、
こ
の
よ
う
な
感

覚
に
対
し
て
解
釈
を
与
え
る

た
め
の
議
論
で
あ
り
、
す
な

わ
ち
か
さ
上
げ
工
事
を
機
に

被
災
地
で
発
生
し
た
地
面
と

風
景
を
め
ぐ
る
事
象
に
つ
い

て
、
小
森
は
る
か
＋
瀬
尾
夏

美
の
取
り
組
み
を
主
に
参
照

し
て
考
察
を
試
み
る
こ
と
で

地
面
と
風
景
と
そ
こ
に
生
き

る
人
々
の
関
係
を
問
い
直
そ

う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

生
き
て
き
た
場
所
の
風
景
の
喪
失
に
つ
い
て

自
然
災
害
は
そ
の
強
大
な
力
で
、
我
々
が
今
し
が
た
生
活
し
て
い
た
場
所
を

ま
た
た
く
間
に
破
壊
し
て
し
ま
う
。
東
日
本
大
震
災
に
お
い
て
は
、
東
日
本
の

太
平
洋
沿
岸
部
の
広
域
を
襲
っ
た
津
波
が
、
そ
こ
に
あ
っ
た
は
ず
の
人
々
の
営

み
を
こ
と
ご
と
く
洗
い
流
し
て
し
ま
っ
た
。
あ
と
に
残
さ
れ
た
の
は
、
構
造
物

の
基
礎
遺
構
な
ど
、
か
つ
て
の
街
の
痕
跡
の
み
で
あ
っ
た
。

陸
前
高
田
市
で
風
景
や
人
々
の
言
葉
を
集
め
な
が
ら
作
品
を
制
作
し
て
き
た

瀬
尾
夏
美
は
、
残
さ
れ
た
人
々
が
津
波
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
て
し
ま
っ
た
か
つ

て
の
街
の
跡
に
「
風
景
を
立
ち
上
げ
直
す
」（
瀬
尾
、
二
〇
一
九
、
二
八
〇
）

の
を
み
つ
め
て
き
た
。
瀬
尾
は
自
著
『
あ
わ
い
ゆ
く
こ
ろ
』
の
中
で
、
東
日
本

大
震
災
の
被
災
後
に
「
こ
こ
ろ
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
と
考
え
た
と
き
に
、
風
景

の
中
に
も
あ
っ
た
こ
と
に
気
が
つ
い
た
」
と
話
し
て
い
た
男
性
に
つ
い
て
言
及

し
、
そ
の
内
容
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
。

津
波
で
風
景
が
壊
さ
れ
た
と
き
に
自
分
の
こ
こ
ろ
が
壊
さ
れ
て
し
ま
っ
た

と
感
じ
、
と
い
う
こ
と
は
、
こ
こ
ろ
は
自
分
の
中
の
み
で
自
立
す
る
も
の

で
は
な
く
、
慣
れ
親
し
ん
だ
風
景
の
そ
こ
か
し
こ
に
頼
り
な
が
ら
辛
う
じ

て
存
在
す
る
も
の
だ
と
気
が
つ
い
た
。
だ
か
ら
、
片
付
け
を
し
、
倒
れ
た

も
の
を
立
て
直
し
、
壊
れ
た
風
景
か
ら
か
つ
て
の
面
影
を
探
し
て
い
く
作

業
は
、
こ
こ
ろ
を
取
り
戻
し
て
い
く
時
間
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
の
だ
と

言
う
。（
二
七
九
―
二
八
〇
）

図１　工事現場の中の元南三陸町防災対策庁舎（2017年7月筆者撮影）
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男
性
は
、
か
つ
て
暮
ら
し
て
い
た
場
所
の
風
景
が
津
波
に
よ
り
失
わ
れ
て
し

ま
っ
た
こ
と
で
、
自
分
の
「
こ
こ
ろ
」
ま
で
壊
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
感
じ
た
。

そ
の
感
覚
に
基
づ
い
て
、
彼
は
自
分
の
「
こ
こ
ろ
」
が
自
分
の
中
に
自
立
す
る

も
の
で
は
な
く
、
彼
の
生
き
て
い
た
様
々
な
場
所
の
風
景
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ

て
い
た
も
の
だ
と
結
論
づ
け
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
破
壊
さ
れ
て
し
ま
っ
た
場
所

を
片
付
け
、
直
し
、
そ
こ
に
か
つ
て
の
風
景
の
面
影
を
見
つ
け
る
こ
と
で
、
彼

は
彼
の
「
こ
こ
ろ
」
の
拠
り
所
を
回
復
し
て
い
く
よ
う
に
感
じ
た
の
だ
ろ
う
か
。

瀬
尾
は
、
人
々
が
そ
れ
ま
で
の
生
活
で
確
か
と
し
て
き
た
も
の
が
震
災
に

よ
っ
て
根
底
か
ら
破
壊
さ
れ
た
こ
と
で
、
彼
ら
の
存
在
自
体
が
見
失
わ
れ
て
し

ま
う
と
い
う
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
壊
れ
た
風
景
か
ら
か
つ
て

の
面
影
を
探
し
て
い
く
作
業
」
を
「
な
ぜ
自
分
は
こ
こ
に
い
る
の
か
、
こ
う
し

て
生
き
て
い
る
の
か
」
と
い
う
こ
と
を
物
語
と
し
て
編
み
直
す
方
法
の
一
つ
で

は
な
い
か
と
考
え
る
。

こ
こ
で
は
「
ひ
と
つ
の
風
景
は
あ
る
集
団
の
物
語
の
あ
り
か

0

0

0

」（
傍
点
原
文

マ
マ
）
で
あ
り
、「
一
人
ひ
と
り
の
物
語
が
投
影
さ
れ
る
」
対
象
と
し
て
、
い

わ
ば
物
語
が
展
開
す
る
た
め
の
舞
台
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
る
（
二
八
〇
）。
そ

の
た
め
瀬
尾
は
、
こ
こ
で
男
性
が
言
及
し
て
い
る
「
こ
こ
ろ
を
取
り
戻
し
て
い

く
時
間
」
の
こ
と
を
、
物
語
の
舞
台
と
な
る
風
景
を
再
構
成
す
る
こ
と
で
、
彼

ら
自
身
が
か
つ
て
そ
こ
で
生
き
、
今
も
生
き
て
い
る
と
い
う
物
語
を
編
み
直
す

た
め
の
時
間
と
し
て
解
釈
す
る
。

か
つ
て
人
々
が
暮
ら
し
て
い
た
風
景
を
喪
失
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
西
田
正

憲
（
二
〇
一
五
）
は
風
景
論
の
立
場
か
ら
そ
の
問
題
を
原
風
景
、
場
所
性
、
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
三
つ
の
観
点
に
分
解
し
て
考
察
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
風

土
、
生
業
、
生
活
、
共
同
社
会
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
表
出
で
あ
る
風
景
」（
一

七
四
）
と
深
く
関
係
す
る
場
所
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
、
そ
の
場
所
に
生
き

る
人
間
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
て
お
り
、
東
日
本
大
震
災

に
よ
る
「
原
風
景
の
喪
失
や
場
所
性
の
希
薄
化
は
土
地
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

を
失
う
ば
か
り
で
な
く
、
人
間
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
揺
ら
ぎ
を
も
た
ら

す
」（
一
七
五
）
と
い
う
。
つ
ま
り
、
人
々
が
生
き
て
き
た
場
所
の
風
景
は
自

己
形
成
と
関
わ
っ
て
お
り
、
従
っ
て
そ
の
風
景
を
喪
失
す
る
こ
と
は
人
々
の
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
揺
る
が
す
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。

瀬
尾
の
述
べ
る
男
性
の
「
こ
こ
ろ
」
や
瀬
尾
の
「
物
語
」
は
、「
な
ぜ
自
分

は
こ
こ
に
い
る
の
か
、
こ
う
し
て
生
き
て
い
る
の
か
」
に
関
わ
る
も
の
と
し

て
、
お
そ
ら
く
西
田
の
言
及
す
る
人
々
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
い
う
も
の
と

密
接
に
関
連
し
て
い
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
瀬
尾
が
風
景
の
こ
と
を
人
々
が
物

語
を
投
影
す
る
舞
台
の
よ
う
な
存
在
と
し
て
解
釈
し
て
い
る
こ
と
は
、
西
田
が

場
所
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
よ
っ
て
人
々
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
形
成
さ

れ
る
と
指
摘
す
る
こ
と
と
整
合
的
で
あ
る
。
つ
ま
り
男
性
の
感
じ
た
感
覚
と

は
、
東
日
本
大
震
災
に
よ
っ
て
人
々
の
暮
ら
し
て
き
た
場
所
が
破
壊
さ
れ
て
か

つ
て
の
風
景
が
失
わ
れ
る
こ
と
で
、
彼
が
そ
れ
ま
で
生
き
て
き
た
物
語
の
投
影

先
が
不
在
と
な
り
、
舞
台
を
失
っ
た
物
語
が
中
空
に
浮
い
た
不
安
定
な
状
態
に
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な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
揺
ら
ぎ
が
生
じ
た
結
果
で

あ
る
と
思
わ
れ
る
。

一
方
で
、
男
性
の
「
壊
れ
た
風
景
か
ら
か
つ
て
の
面
影
を
探
し
て
い
く
作
業

は
、
こ
こ
ろ
を
取
り
戻
し
て
い
く
時
間
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
」
と
い
う
言
葉

は
、
被
災
の
後
、
そ
こ
か
し
こ
に
点
在
す
る
か
つ
て
の
場
所
の
痕
跡
を
訪
ね
る

こ
と
で
、
彼
が
自
身
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
回
復
し
て
い
く
様
子
と
解
釈
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
か
つ
て
暮
ら
し
た
場
所
が
壊
滅
的
な
被
害
を
受

け
、
後
に
は
何
も
残
っ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
て
も
、
痕
跡
が
あ
る
限
り
、

我
々
は
そ
こ
に
過
去
の
風
景
の
面
影
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
。
か
く

し
て
彼
は
そ
こ
に
「
か
つ
て
の
面
影
」
を
発
見
し
、
彼
が
な
ぜ
そ
こ
で
生
き
て

い
る
の
か
を
物
語
を
編
み
直
す
こ
と
で
「
こ
こ
ろ
」
を
回
復
し
て
い
く
。
そ
れ

は
つ
ま
り
、
彼
自
身
の
物
語
を
投
影
す
る
た
め
の
舞
台
と
し
て
の
風
景
を
、
再

構
成
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
た
と
え
災
害
に
よ
っ
て
生
き

て
き
た
場
所
が
破
壊
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
と
し
て
も
、
そ
こ
に
痕
跡
が
残
っ

て
い
れ
ば
人
々
は
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
再
構
成
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
い

う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

か
さ
上
げ
工
事
に
み
る
地
面
と
風
景
の
関
係
性
の
考
察

先
述
の
男
性
が
経
験
し
た
よ
う
な
心
的
現
象
は
、
お
そ
ら
く
他
の
被
災
地
の

人
々
に
も
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
生
き
て
き
た
場
所
の

風
景
の
喪
失
は
災
害
に
よ
る
大
規
模
な
破
壊
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
も
の

で
あ
る
か
ら
、
同
様
の
事
態
は
東
日
本
大
震
災
に
限
ら
ず
、
世
界
各
地
の
あ
ら

ゆ
る
災
害
に
お
い
て
起
き
て
い
る
と
想
定
さ
れ
る
。
し
か
し
瀬
尾
の
言
及
す
る

陸
前
高
田
の
事
例
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
東
日
本
大
震
災
の
被
災
地
で
事
態
を

複
雑
に
し
て
い
る
の
は
、
被
災
地
域
に
お
い
て
か
さ
上
げ
工
事
が
行
わ
れ
、
か

つ
て
暮
ら
し
て
い
た
場
所
が
新
た
な
地
面
の
下
に
埋
没
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

だ
。
瀬
尾
は
そ
れ
を
「
二
度
目
の
喪
失
」
と
表
現
し
、
そ
の
様
子
を
次
の
よ
う

に
記
述
す
る
（
瀬
尾
、
二
〇
一
九
、
二
七
四
〜
二
八
一
）。

歩
い
て
い
た
道
筋
が
剥
が
さ
れ
、
建
物
跡
に
広
が
っ
て
い
た
草
地
は
掘
り

返
さ
れ
、
み
る
み
る
う
ち
に
赤
茶
色
の
土
砂
が
積
ま
れ
て
い
く
。（
中
略
）

ま
ち
の
人
た
ち
は
「
ま
だ
こ
ん
な
に
失
う
も
の
が
あ
っ
た
の
か
」
と
驚
き

な
が
ら
、
変
わ
り
ゆ
く
風
景
を
前
に
立
ち
尽
く
す
。（
二
七
七
）

陸
前
高
田
の
人
々
が
か
つ
て
暮
ら
し
て
い
た
場
所
の
上
に
「
立
ち
上
げ
直
」

し
た
そ
の
風
景
は
、
二
〇
一
五
年
か
ら
始
ま
っ
た
か
さ
上
げ
工
事
に
よ
っ
て
土

の
下
に
埋
ま
り
、
そ
の
上
に
人
々
が
暮
ら
す
た
め
の
新
た
な
地
面
が
つ
く
ら
れ

た
。「
ま
だ
こ
ん
な
に
失
う
も
の
が
あ
っ
た
の
か
」
と
い
う
言
葉
は
、
震
災
前

／
震
災
後
に
彼
ら
が
生
き
て
き
た
場
所
が
土
に
埋
め
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
よ
っ

て
、
彼
ら
が
暮
ら
し
て
き
た
場
所
の
痕
跡
が
失
わ
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
発

見
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
と
、
そ
れ
に
伴
う
喪
失
感
を
表
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
か
さ
上
げ
工
事
に
よ
っ
て
か
つ
て
の
地
面
が
埋
め
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ら
れ
、
新
し
い
地
面
が
つ
く
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
人
々
が
か
つ
て
の
風
景
の

面
影
を
見
出
だ
す
契
機
を
喪
失
し
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

も
し
西
田
の
言
う
よ
う
に
、
人
間
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
彼
ら
の
生
き
て

き
た
場
所
と
そ
の
風
景
に
依
拠
し
て
形
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
先
の

男
性
の
述
べ
る
よ
う
に
壊
滅
的
な
災
害
の
後
も
そ
の
痕
跡
か
ら
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
を
再
構
成
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
こ
で
か
さ
上
げ
工
事
に
よ
っ
て
起
き

た
事
態
と
は
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
再
構
成
の
契
機
と
な
る
か
つ
て
の
風
景

の
面
影
の
喪
失
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
か
さ
上
げ
工
事
に
よ
っ
て
失
わ
れ

た
の
は
、
人
々
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
拠
り
所
で
あ
っ
た
。
と
は
い
え
、
た

と
え
地
面
は
埋
め
ら
れ
よ
う
と
も
、
そ
こ
が
陸
前
高
田
で
あ
る
こ
と
は
変
わ
り

な
い
し
、
緯
度
経
度
的
に
も
同
一
の
地
点
だ
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

か
さ
上
げ
に
よ
っ
て
多
少
高
さ
は
変
わ
ろ
う
と
も
、
周
囲
を
囲
む
山
々
な
ど
は

変
わ
ら
な
い
。
で
は
、
こ
の
事
態
は
な
ぜ
発
生
し
て
い
る
の
か
。

西
村
清
和
（
二
〇
一
一
）
は
、
ジ
ェ
ー
ム
ス
・
Ｊ
・
ギ
ブ
ソ
ン
（Jam

es	J.	

Gibson

）（
一
九
八
六
）
に
よ
る
空
間
知
覚
の
「
地
面
説
」
を
引
用
す
る
こ
と

で
、
実
体
と
し
て
の
大
地
お
よ
び
そ
の
上
に
あ
る
も
の
と
、
そ
の
周
囲
に
存
在

す
る
媒
質
と
し
て
の
空
気
と
を
分
か
つ
面
で
あ
る
地
面
に
沿
っ
て
後
退
し
広

が
っ
て
い
く
場
所
に
つ
い
て
述
べ
、
そ
の
よ
う
な
場
所
が
「
わ
た
し
の
身
体
の

自
己
知
覚
を
介
し
て
、
わ
た
し
が
い
ま
佇
む
場
所
の
存
続
と
そ
こ
に
生
起
す
る

事
象
の
同
時
性
の
共
感
覚
が
、
わ
た
し
の
意
識
の
現
在
へ
と
浮
上
し
て
く
る
こ

と
で
経
験
さ
れ
る
美
的
現
象
」
と
し
て
風
景
を
論
ず
る
（
九
一
〜
九
九
）。
こ

こ
に
お
い
て
風
景
と
は
我
々
が
場
所
を
美
的
に
感
ず
る
一
つ
の
様
態
で
あ
っ

て
、
ま
た
場
所
と
は
大
地
と
空
気
を
分
か
つ
面
で
あ
る
地
面
に
沿
っ
て
広
が
っ

て
い
く
も
の
で
あ
る
か
ら
、
風
景
を
感
ず
る
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
は
我
々
の

立
っ
て
い
る
地
面
が
そ
れ
に
密
接
に
関
与
し
て
い
る
と
言
え
る
。
で
あ
れ
ば
、

か
さ
上
げ
工
事
に
よ
っ
て
か
つ
て
の
地
面
が
埋
没
し
、
新
し
い
地
面
が
つ
く
ら

れ
る
と
い
う
現
象
が
、
我
々
が
か
さ
上
げ
前
と
か
さ
上
げ
後
の
風
景
を
そ
れ
ぞ

れ
捉
え
る
こ
と
に
お
い
て
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
可
能
性
は
指
摘
さ
れ

ね
ば
な
ら
な
い
。
か
さ
上
げ
は
、
同
一
の
地
面
を
基
盤
と
し
て
連
綿
と
続
け
ら

れ
て
き
た
人
々
の
営
為
を
、
過
去
の
地
面
か
ら
ま
っ
た
く
新
た
な
地
面
の
上
に

非
連
続
的
に
移
す
操
作
で
あ
る
か
ら
だ
。
風
景
が
場
所
の
経
験
の
一
様
態
で
あ

り
、
場
所
が
地
面
の
広
が
り
に
沿
っ
て
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
の
な
ら
ば
、
つ

ま
り
、
地
面
と
風
景
と
は
お
そ
ら
く
不
可
分
な
関
係
に
あ
る
も
の
な
の
だ
。

た
し
か
に
津
波
は
街
を
さ
ら
い
、
人
々
が
生
き
て
い
た
場
所
を
平
ら
に
洗
い

流
し
て
し
ま
っ
た
。
多
く
の
大
切
な
も
の
が
流
さ
れ
、
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
こ

と
に
違
い
は
な
い
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
壊
滅
的
な
事
態
で
あ
っ
て
も
、
地
面

は
存
続
し
て
い
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
と
ご
と
く
構
造
物
が
流
さ
れ
て
し
ま
っ

た
場
所
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
上
に
は
か
つ
て
の
営
為
の
痕
跡
が
残
さ
れ
、
人
々

は
過
去
の
風
景
の
面
影
を
集
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
そ
れ
ら
が
地
面
の

上
に
刻
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
以
上
、
か
さ
上
げ
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
新
し
い

地
面
の
上
に
は
、
か
つ
て
人
々
が
生
き
て
き
た
場
所
の
痕
跡
は
残
さ
れ
て
い
な

い
。
つ
ま
り
人
々
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
形
成
に
関
わ
る
風
景
と
は
、
地
面
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て
い
た
巨
大
な
石
が
、
か
さ
上
げ
工
事
に
よ
っ
て
埋
め
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
を

機
に
起
き
た
出
来
事
に
つ
い
て
の
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
作
品
だ
。
こ
の
五
本

松
と
呼
ば
れ
た
石
が
埋
め
立
て
ら
れ
る
に
あ
た
っ
て
、
そ
こ
で
暮
ら
し
て
き
た

人
々
は
石
と
の
別
れ
と
し
て
祭
り
を
開
き
、
そ
の
周
り
で
盆
踊
り
を
踊
っ
た
。

小
森
と
瀬
尾
は
、
彼
ら
の
そ

の
営
み
に
寄
り
添
い
、
時
に

彼
ら
の
話
す
物
語
を
受
け
止

め
な
が
ら
、
そ
の
様
子
を
映

像
や
絵
、
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
、

文
章
と
し
て
記
憶
に
留
め
、

表
現
す
る
。
作
品
と
し
て
展

示
さ
れ
る
際
は
、
そ
れ
ら
が

複
合
的
に
空
間
に
配
置
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
。
本
展
に
お

い
て
も
、
二
人
は
搬
入
の
た

め
に
広
島
ま
で
来
た
上
で
、

会
場
の
特
性
を
踏
ま
え
て
二

日
間
か
け
て
丁
寧
に
構
成
を

組
み
、
芸
術
資
料
館
の
一
角

に
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
を

展
開
し
た
。
一
定
の
緊
張
感

に
沿
っ
て
広
が
る
場
所
の
上
で
展
開
さ
れ
る
人
々
の
営
為
ま
で
含
め
た
風
景
で

あ
り
、
瀬
尾
の
言
及
す
る
物
語
の
投
影
先
と
し
て
の
風
景
と
は
そ
う
い
っ
た
意

味
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
か
さ
上
げ
工
事
に
伴
う
か
つ
て
の
風
景
の
喪
失
と
は
、

即
ち
か
つ
て
の
地
面
の
喪
失
に
起
因
す
る
の
で
あ
る
。

埋
没
に
よ
る
地
面
の
断
絶
に
つ
い
て
、《
あ
た
ら
し
い
地
面
／
地
底
の
う
た
を

聴
く
》
の
事
例
か
ら

具
体
的
な
事
例
と
し
て
、
小
森
は
る
か+

瀬
尾
夏
美
の
《
あ
た
ら
し
い
地
面

／
地
底
の
う
た
を
聴
く
》
を
見
て
み
る
。
筆
者
が
本
作
の
出
品
を
依
頼
し
た
先

述
の
「
災
禍
と
モ
ノ
と
物
語
り
展
」
は
、
二
〇
一
九
年
一
一
月
二
八
日
か
ら
一

二
月
四
日
ま
で
広
島
市
立
大
学
芸
術
資
料
館
で
開
催
さ
れ
た
展
覧
会
で
、
エ
リ

ン
・
オ
ハ
ラ
・
ス
ラ
ヴ
ィ
ッ
ク
や
竹
内
公
太
の
作
品
や
、
東
北
大
学
総
合
学
術

博
物
館
に
よ
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

3

と
並
ん
で
、
小
森
は
る
か+
瀬
尾
夏
美
に
よ
る

《
あ
た
ら
し
い
地
面
／
地
底
の
う
た
を
聴
く
》
を
展
示
し
た
。
本
展
は
石
碑
や

モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
、
遺
構
な
ど
、
災
害
に
際
し
て
記
憶
を
継
承
す
る
こ
と
を
目
的

に
設
え
ら
れ
る
物
体
的
な
「
モ
ノ
」
の
再
考
を
テ
ー
マ
と
し
た
展
覧
会
で
、
計

六
点
出
品
さ
れ
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
ど
れ
も
、
我
々
に
「
モ
ノ
」
と
災
害
の
記

憶
の
継
承
に
つ
い
て
思
索
を
促
す
も
の
で
あ
っ
た
。
二
人
に
よ
る
作
品
も
、
そ

の
よ
う
な
観
点
か
ら
出
品
を
依
頼
し
た
も
の
で
あ
る
。

《
あ
た
ら
し
い
地
面
／
地
底
の
う
た
を
聴
く
》
は
、
陸
前
高
田
市
高
田
町
森

の
前
地
区
に
か
つ
て
存
在
し
、
五
本
松
と
い
う
名
前
で
地
元
の
人
々
に
愛
さ
れ

図２　《あたらしい地面／地底のうたを聴く》2015　小森はるか+瀬尾夏美
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を
孕
み
な
が
ら
も
、
会
場
の
中
で
も
特
に
落
ち
着
い
た
雰
囲
気
を
た
た
え
て
い

た
本
作
は
、
本
展
の
文
脈
に
お
い
て
、
エ
リ
ン
・
オ
ハ
ラ
・
ス
ラ
ヴ
ィ
ッ
ク
の

作
品
が
隠
喩
的
な
表
現
で
「
モ
ノ
」
を
見
せ
、
そ
し
て
竹
内
公
太
と
東
北
大
学

総
合
学
術
博
物
館
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
記
憶
の
伝
承
に
関
わ
る
「
モ
ノ
」
と
デ

ジ
タ
ル
メ
デ
ィ
ア
の
関
わ
り
か
ら
批
評
的
な
思
考
を
導
い
て
い
た
の
に
対
し
、

後
述
の
よ
う
に
物
語
と
い
う
形
式
か
ら
直
接
的
に
「
モ
ノ
」
と
記
憶
の
関
わ
り

を
考
え
さ
せ
る
作
品
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
れ
は
五
本
松
を
巡
る
出
来
事
に
つ
い
て
の
作
品
で
は
あ
る
が
、
実
際
に
そ

れ
を
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
と
、
違
和
感
を
抱
く
こ
と

に
な
る
。
小
森
に
よ
る
映
像
は
出
来
事
を
断
片
的
に
記
録
し
、
ま
た
そ
こ
で
の

人
々
の
語
り
は
自
発
的
に
言
葉
が
生
ま
れ
る
ま
ま
に
任
せ
て
い
る
よ
う
で
、
時

系
列
や
状
況
を
わ
か
り
や
す
く
説
明
す
る
よ
う
な
意
図
は
あ
ま
り
感
じ
ら
れ
な

い
。
瀬
尾
の
表
現
に
関
し
て
も
、
風
景
は
彩
度
の
高
い
原
色
的
な
筆
跡
に
彩
ら

れ
、
極
々
シ
ン
プ
ル
な
鉛
筆
の
線
で
情
景
が
描
き
と
め
ら
れ
、
時
に
は
天
使
の

よ
う
な
人
物
が
描
か
れ
る
な
ど
、
モ
チ
ー
フ
は
実
際
の
出
来
事
を
対
象
と
し
て

リ
ア
リ
ズ
ム
的
で
あ
り
な
が
ら
、
提
示
さ
れ
る
も
の
は
瀬
尾
の
表
現
と
し
て

フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
さ
れ
、
む
し
ろ
抒
情
的
で
あ
る
。
文
章
も
、
モ
デ
ル
の
い
る

不
特
定
の
一
人
称
に
よ
る
独
白
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
お
り
、
記
録
文
と
い
う
よ

り
は
小
説
的
と
言
え
る
。

つ
ま
り
、
そ
れ
は
五
本
松
を
め
ぐ
る
出
来
事
に
つ
い
て
の
記
録
と
い
う
よ
り

は
、
二
人
が
そ
の
出
来
事
を
見
て
聴
い
て
体
験
し
た
こ
と
に
つ
い
て
の
彼
女
ら

な
り
の
語
り
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
あ
る
い
は
、
そ
れ
は
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー

と
い
う
よ
り
は
、
物
語
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
に
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
二
人
が

自
身
の
こ
と
を
、「
外
の
人
間
」
と
し
て
、「
表
現
者
」
と
し
て
、
そ
し
て
「
旅

人
」
で
あ
る
と
す
る
よ
う
に
、
二
人
は
こ
の
地
域
と
そ
こ
で
暮
ら
す
人
々
に
接

し
、
彼
ら
の
言
葉
と
ふ
る
ま
い
を
受
け
止
め
、
そ
れ
を
外
に
語
り
継
ご
う
と
す

る
（
小
森
は
る
か
＋
瀬
尾
夏
美
、
二
〇
一
五
）。
そ
う
い
っ
た
意
味
で
は
、
先

に
瀬
尾
が
述
べ
て
い
た
よ
う
に
、
彼
女
た
ち
も
ま
た
五
本
松
の
巨
石
の
風
景
を

共
有
す
る
人
々
の
一
員
で
あ
り
、
そ
の
風
景
を
舞
台
に
彼
女
た
ち
の
言
葉
で
物

語
を
編
ん
で
い
る
の
だ
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
被
災
地
と
他
の
地
域
の
間
の
仲

介
者
と
し
て
、
二
人
は
そ
の
物
語
を
語
り
継
ぐ
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
こ
の
巨
石
の
五
本
松
と
い
う
呼
称
は
、
そ
れ
が
石
で
あ
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
木
の
名
前
を
負
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
少
々
不
思
議
な
名
前
で

あ
る
。
聞
け
ば
こ
の
巨
石
の
あ
る
場
所
は
、
元
々
震
災
以
前
は
巨
石
に
あ
る
隙

間
か
ら
五
本
の
松
が
生
え
て
い
た
場
所
で
、
従
っ
て
こ
の
場
所
を
五
本
松
と
い

う
名
で
呼
ん
で
い
た
の
だ
と
い
う
。
し
か
し
、
津
波
に
よ
っ
て
巨
石
の
上
に

あ
っ
た
松
は
流
さ
れ
て
し
ま
い
、
あ
と
に
は
石
の
み
が
残
さ
れ
た
。
そ
の
よ
う

な
経
緯
が
あ
っ
て
、
こ
の
巨
石
を
五
本
松
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
だ
そ

う
だ
。
つ
ま
り
、
五
本
松
と
い
う
呼
び
方
は
、
そ
も
そ
も
巨
石
の
名
前
と
い
う

よ
り
は
場
所
の
名
前
で
あ
っ
た
。

す
な
わ
ち
津
波
後
の
巨
石
と
は
、
か
つ
て
の
五
本
松
と
い
う
場
所
の
痕
跡
で

あ
っ
た
。
石
の
上
に
か
つ
て
は
松
の
木
が
茂
り
、
周
囲
に
は
集
落
が
広
が
り
、
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て
か
つ
て
の
街
が
流
さ
れ
そ
の
痕
跡
だ
け
が
残
さ
れ
る
と
い
う
事
態
は
、
急
激

な
変
化
で
は
あ
る
も
の
の
、
過
去
と
の
ま
っ
た
く
の
決
別
と
い
う
わ
け
で
は
な

か
っ
た
。
そ
こ
に
は
地
面
が
残
さ
れ
、
か
つ
て
の
痕
跡
を
訪
ね
る
こ
と
が
で
き

る
。
し
か
し
、
か
さ
上
げ
に
よ
っ
て
か
つ
て
の
地
面
が
埋
め
立
て
ら
れ
、
新
た

な
地
面
が
つ
く
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
か
つ
て
の
地
面
、
そ
し
て
そ
の
上
の

痕
跡
を
つ
い
に
埋
没
さ
せ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
は
お
そ

ら
く
、
連
続
的
な
変
化
と
い
う
よ
り
は
、
断
絶
と
表
現
さ
れ
る
よ
う
な
事
態
で

あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
か
さ
上
げ
と
い
う
時
間
的
に
非
連
続
な
地
面
を
つ
く

る
操
作
に
お
い
て
、
過
去
の
地
面
と
そ
の
上
に
残
さ
れ
た
か
つ
て
の
街
の
痕
跡

は
地
面
の
下
に
埋
没
す
る
こ
と
で
断
絶
し
、
そ
の
瞬
間
か
ら
新
た
に
つ
く
ら
れ

た
地
面
の
上
で
全
く
新
し
い
地
面
と
風
景
が
始
ま
る
の
で
あ
る
。

断
絶
し
た
地
面
の
そ
の
後
に
つ
い
て

《
あ
た
ら
し
い
地
面
／
地
底
の
う
た
を
聴
く
》
が
「
災
禍
と
モ
ノ
と
物
語
り

展
」
で
展
示
さ
れ
た
と
き
、
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
導
線
上
の
最
後
に
配
置

さ
れ
て
い
た
の
は
、
五
本
松
の
巨
石
の
そ
の
後
に
あ
た
る
絵
、
ド
ロ
ー
イ
ン

グ
、
文
章
で
あ
っ
た
。

そ
の
う
ち
の
一
つ
、《
大
切
な
石
》
と
小
題
が
つ
け
ら
れ
た
絵
に
は
、
置
物

の
よ
う
に
鎮
座
す
る
打
製
石
器
の
よ
う
な
石
の
か
け
ら
が
描
か
れ
て
い
る
。
瀬

尾
に
よ
れ
ば
、
こ
の
描
か
れ
た
石
の
か
け
ら
は
巨
石
の
一
部
で
あ
る
。
実
は
五

本
松
の
巨
石
が
か
さ
上
げ
に
よ
り
埋
め
ら
れ
る
折
、
巨
石
の
一
部
を
欠
い
て
持

日
々
の
営
為
が
営
ま
れ
、
石
は
そ
の
風
景
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
。
故

に
、
巨
石
の
周
り
で
盆
踊
り
を
踊
る
と
い
う
行
為
は
、
か
つ
て
人
々
に
愛
さ
れ

て
い
た
石
と
の
別
れ
で
あ
る
と
同
時
に
、
過
去
の
五
本
松
の
痕
跡
と
の
別
れ
で

あ
り
、
そ
し
て
か
つ
て
の
日
常
の
風
景
と
の
別
れ
で
あ
っ
た
。
か
く
し
て
か
さ

上
げ
に
よ
っ
て
か
つ
て
の
地
面
は
埋
没
し
、
そ
の
上
に
支
え
ら
れ
て
い
た
五
本

松
の
風
景
と
と
も
に
土
の
下
へ
と
姿
を
消
し
て
し
ま
っ
た
。

た
と
え
津
波
が
多
く
を
さ
ら
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ

て
地
面
ま
で
も
が
失
わ

れ
る
こ
と
は
な
く
、
そ

こ
に
存
在
し
続
け
て
い

た
。
そ
の
地
面
の
上
に

は
か
つ
て
の
ま
ち
の
跡

が
残
さ
れ
て
お
り
、
そ

こ
で
人
々
は
亡
き
犠
牲

者
を
弔
い
、
か
つ
て
の

面
影
を
集
め
な
が
ら
、

瀬
尾
の
言
葉
を
借
り
れ

ば
「
弔
い
の
所
作
を
施

し
て
」（
瀬
尾
、
二
〇

一
七
、
四
二
）
き
た
。

つ
ま
り
、
津
波
に
よ
っ

図３　 「災禍とモノと物語り展」での《あたらしい地面／地底のうたを
聴く》の展示の一部（2019年12月筆者撮影）
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ち
帰
っ
た
人
物
が
い
た
の
だ
と
い
う
。
瀬
尾
が
《
大
切
な
石
》
で
描
い
て
い
る

の
は
、
ま
さ
し
く
そ
の
石
の
か
け
ら
で
あ
る
。

瀬
尾
の
著
書
『
二
重
の
ま
ち
』（
二
〇
一
七
）
の
秋
の
章
に
お
い
て
、
こ
の

石
の
か
け
ら
と
思
わ
れ
る
「
五
十
セ
ン
チ
く
ら
い
の
う
す
っ
ぺ
ら
な
石
の
破

片
」
に
つ
い
て
描
写
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
石
は
、
ふ
す
ま
の
中
に
設
え
ら
れ
た

簡
素
な
祭
壇
の
真
ん
中
に
置
か
れ
、
そ
れ
が
地
底
に
存
在
す
る
大
き
な
石
の
一

部
だ
け
を
持
っ
て
き
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
語
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
持
ち

主
の
一
人
で
あ
る
祖
父
が
、
か
つ
て
地
底
の
石
の
周
り
で
は
、
人
々
が
集
ま
っ

て
話
を
し
た
り
お
茶
を
飲
ん
だ
り
子
供
が
遊
ん
だ
り
し
て
い
た
と
い
う
昔
話
を

し
て
い
た
こ
と
が
記
述
さ
れ
る
（
瀬
尾
、
二
〇
一
七
、
二
八
）。

少
な
く
と
も
、
五
本
松
の
巨
石
を
欠
い
た
か
け
ら
が
地
面
の
上
に
あ
る
限

り
、
そ
の
元
で
あ
る
五
本
松
の
巨
石
が
地
面
の
下
に
あ
る
こ
と
を
我
々
は
知
る

こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
秋
の
章
の
祖
父
が
話
し
て
い
た
よ
う
に
、
そ
の
周
り

に
存
在
し
た
人
々
の
日
々
の
営
為
を
思
い
描
く
こ
と
も
可
能
と
な
る
。
し
か

し
、
上
述
の
よ
う
に
石
の
か
け
ら
が
過
去
の
営
為
を
想
起
さ
せ
る
こ
と
は
あ
っ

て
も
、
そ
れ
は
か
つ
て
の
地
面
か
ら
は
遊
離
し
、
持
ち
運
び
可
能
と
な
っ
て
い

る
時
点
で
、
そ
れ
自
体
が
五
本
松
と
い
う
場
所
の
痕
跡
と
し
て
機
能
す
る
と
は

言
い
に
く
い
。

そ
れ
で
も
こ
の
石
の
か
け
ら
が
特
別
で
あ
り
え
る
の
は
、
そ
れ
が
か
つ
て
の

五
本
松
と
い
う
場
所
の
痕
跡
で
あ
る
巨
石
の
一
部
で
あ
り
、
地
の
下
に
埋
め
ら

れ
、
断
絶
し
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
つ
て
の
地
面
の
存
在
を
保
証
す

る
た
め
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
か
つ
て
の
人
々
と
、
彼
ら
に
よ
る
か
つ
て
の
日
常

の
営
み
の
痕
跡
が
あ
り
、
土
の
下
に
埋
め
ら
れ
断
絶
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
ら
が

そ
れ
以
上
更
新
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
つ
ま
り
、
埋
没
に
よ
る
地
面
の
断
絶
と

は
断
絶
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
同
時
に
地
面
の
下
に
過
去
の
営
為
を
眠
ら
せ
る
行

為
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
は
地
質
学
の
化
石
の
よ
う
に
、
考
古
学
の
遺
跡
の
よ
う

に
、
土
の
下
に
か
つ
て
の
地
面
を
、
場
所
を
、
風
景
を
保
存
す
る
。
そ
し
て
、

サ
イ
ト
に
対
す
る
ノ
ン
・
サ
イ
ト
の
よ
う
に
、
石
の
か
け
ら
を
通
じ
て
そ
れ
ら

へ
人
々
が
ア
ク
セ
ス
す
る

こ
と
を
可
能
に
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

そ
う
で
あ
れ
ば
、
こ
こ

で
の
石
の
か
け
ら
と
は
、

現
在
の
地
面
の
下
に
か
つ

て
の
地
面
と
過
去
の
営
為

が
存
在
し
た
こ
と
を
証
明

す
る
出
土
品
、
あ
る
い
は

碑
文
こ
そ
無
け
れ
ど
石
碑

の
よ
う
で
あ
る
と
言
っ
て

も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。

そ
れ
は
、
か
つ
て
生
き
て

い
た
場
所
が
確
か
に
地
面

図４　 《あたらしい地面／地底のうたを聴く》より《大切な石》の展
示風景（2019年12月筆者撮影）
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の
下
に
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
人
々
に
保
証
す
る
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、

か
つ
て
の
地
面
で
生
き
、
そ
こ
で
生
活
を
営
ん
で
い
た
人
々
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
の
依
り
代
と
し
て
の
風
景
が
、
目
に
は
見
え
な
く
と
も
完
全
に
は
失
わ
れ

て
い
な
い
こ
と
の
証
左
で
あ
る
と
も
捉
え
ら
れ
よ
う
。

『
二
重
の
ま
ち
』
は
、
二
〇
三
一
年
、
大
津
波
か
ら
二
〇
年
後
の
世
界
に
お

い
て
、
地
底
に
あ
る
か
つ
て
の
街
と
地
上
に
あ
る
現
在
の
街
と
が
行
き
来
可
能

で
あ
る
と
い
う
想
定
の
下
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
街
で
暮
ら
す
人
々
に
つ
い
て
一
人

称
視
点
で
書
か
れ
た
小
編
で
あ
る
。
瀬
尾
に
よ
る
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
と
四
季
に
な

ぞ
ら
え
た
四
つ
の
章
か
ら
な
る
本
著
は
、
か
さ
上
げ
工
事
に
よ
っ
て
積
ま
れ
て

い
く
土
の
上
に
新
し
い
街
が
つ
く
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
「
す
こ
し
戸
惑
っ

て
」
い
た
と
い
う
瀬
尾
が
、「
か
つ
て
の
ま
ち
と
あ
た
ら
し
い
ま
ち
を
行
き
来

し
な
が
ら
、
い
ま
は
い
な
い
人
や
も
う
存
在
し
な
い
風
景
と
一
緒
に
暮
ら
す
人

び
と
の
姿
を
想
像
」
し
て
書
か
れ
た
も
の
だ
（
四
二
〜
四
三
）。
こ
こ
で
は
か

さ
上
げ
工
事
に
よ
る
断
絶
的
な
変
化
に
対
す
る
瀬
尾
な
り
の
対
処
と
し
て
、
地

底
の
街
に
な
お
も
暮
ら
し
続
け
る
風
景
や
人
々
の
姿
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
そ

う
す
る
こ
と
で
「
ほ
っ
と
息
を
つ
く
こ
と
が
出
来
た
」
と
瀬
尾
が
述
べ
る
の

は
、
埋
め
立
て
ら
れ
る
こ
と
で
ブ
ツ
リ
と
絶
た
れ
て
し
ま
っ
た
か
つ
て
の
地
面

の
存
続
と
そ
の
上
で
の
暮
ら
し
が
、
我
々
が
現
在
生
き
て
い
る
世
界
と
異
な
る

世
界
で
ま
だ
続
い
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
我
々
が
信
じ
ら
れ
る
か
ら
か
も

し
れ
な
い
。
そ
し
て
欠
け
た
石
の
か
け
ら
は
、
そ
う
い
っ
た
世
界
が
地
底
で

眠
っ
て
い
る
こ
と
を
、
静
か
に
肯
定
す
る
の
で
あ
る
。

か
つ
て
の
地
面
と
新
た
な
地
面
の
混
在
、
結
語
と
し
て

か
つ
て
の
地
面
が
地
底
で
眠
り
、
そ
こ
に
あ
る
か
つ
て
の
街
が
我
々
と
は
別

の
世
界
で
存
続
す
る
と
捉
え
る
と
き
、
復
興
工
事
の
中
に
佇
ん
で
い
た
防
災
対

策
庁
舎
と
は
、
地
底
に
あ
る
は
ず
の
か
つ
て
の
街
の
一
部
が
露
出
し
て
い
る
状

態
だ
と
言
え
る
。
本
稿
の
初
め
に
言
及
し
た
、
元
南
三
陸
町
防
災
対
策
庁
舎
の

所
在
な
さ
や
、
異
物
の
よ
う
な
感
覚
、
あ
る
い
は
氷
山
の
一
角
の
よ
う
に
露
出

す
る
か
つ
て
の
街
の
遺
骸
の
よ
う
な
印
象
と
い
っ
た
異
様
な
感
じ
は
、
お
そ
ら

く
そ
う
い
っ
た
状
態
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
復
興
を
標
榜
す
る
か
さ
上

げ
の
工
事
が
進
め
ら
れ
、
新
し
い
地
面
の
上
に
新
し
い
街
が
つ
く
ら
れ
、
新
し

い
風
景
が
生
ま
れ
て
い
く
中
で
、
防
災
対
策
庁
舎
だ
け
が
か
つ
て
の
地
面
の
上

に
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
、
筆
者
に
は
そ
こ
だ
け
か
つ
て
の
地
面
が
露
出
し

て
い
る
様
子
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
の
だ
っ
た
。

そ
の
空
間
に
は
、
か
つ
て
の
場
所
に
残
さ
れ
た
防
災
対
策
庁
舎
と
、
活
気
に

わ
く
高
台
の
上
の
商
店
街
、
そ
し
て
進
行
中
の
か
さ
上
げ
工
事
が
同
居
し
て
い

た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
か
つ
て
の
地
面
と
新
た
な
地
面
が
混
在
し
、
か
さ
上
げ

工
事
が
そ
の
二
つ
の
地
面
の
間
を
埋
め
る
よ
う
に
遷
移
状
態
と
し
て
存
在
し
て

い
た
の
で
あ
る
。
工
事
が
さ
ら
に
進
め
ば
、
か
つ
て
人
々
が
生
き
た
地
面
と
そ

の
上
の
風
景
は
、
す
べ
て
地
底
の
街
と
し
て
眠
り
に
つ
く
か
も
し
れ
な
い
。
だ

が
、
も
し
防
災
対
策
庁
舎
が
震
災
遺
構
と
し
て
同
じ
場
所
に
残
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
れ
ば
、
そ
の
周
囲
の
地
面
も
そ
の
ま
ま
で
残
さ
れ
る
可
能
性
は
あ
る

4

。
そ



藝術研究 第 33号 2020

58

の
と
き
、
震
災
遺
構
は
災
害
の
威
力
を
そ
の
身
に
刻
む
被
災
構
造
物
で
あ
る
と

同
時
に
、
過
去
の
地
面
の
上
に
残
さ
れ
た
か
つ
て
の
場
所
の
痕
跡
で
あ
り
、
か

つ
て
の
風
景
の
名
残
と
な
り
え
る
だ
ろ
う
。

我
々
は
地
面
の
上
に
生
き
、
そ
の
上
に
広
が
る
場
所
で
暮
ら
す
中
で
、
風
景

を
拠
り
所
と
し
て
自
己
形
成
を
図
る
。
と
き
に
災
害
は
そ
れ
ら
の
風
景
を
破
壊

し
、
そ
の
と
き
我
々
は
拠
り
所
を
失
っ
て
不
安
定
と
な
っ
た
自
己
の
存
在
に
気

付
か
さ
れ
る
。
そ
れ
で
も
、
人
々
は
場
所
の
痕
跡
か
ら
か
つ
て
の
風
景
の
面
影

を
集
め
直
す
こ
と
で
、
自
己
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
回
復
を
図
ろ
う
と
す

る
。
し
か
し
東
日
本
大
震
災
に
お
い
て
は
、
被
災
地
の
か
さ
上
げ
工
事
に
よ
っ

て
地
面
が
埋
め
立
て
ら
れ
た
こ
と
で
、
津
波
の
後
に
残
さ
れ
て
い
た
場
所
の
痕

跡
さ
え
も
土
の
下
に
消
え
た
。
か
つ
て
の
地
面
は
地
底
で
眠
り
に
つ
き
、
人
々

は
か
さ
上
げ
さ
れ
た
地
面
の
上
で
新
た
な
営
為
の
描
き
直
し
を
迫
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
人
々
が
そ
れ
ま
で
生
き
て
き
た
地
面
か
ら
切
り
離
さ
れ
、
そ
の
地
面
が

目
の
前
か
ら
消
え
る
と
き
、
そ
れ
は
彼
ら
が
そ
れ
ま
で
生
き
て
き
た
物
語
の
舞

台
の
喪
失
、
即
ち
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
拠
り
所
が
失
わ
れ
て
し
ま
う
こ
と
を

意
味
す
る
。
だ
が
そ
れ
で
も
、
も
し
か
つ
て
の
地
面
、
あ
る
い
は
そ
の
存
在
の

証
明
が
残
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
人
々
が
地
底
と
い
う
別
の
世
界

に
存
続
す
る
か
つ
て
の
街
と
を
行
き
来
し
、
自
分
が
何
者
で
あ
る
の
か
を
確
認

す
る
た
め
の
道
標
に
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
の
だ
。
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話
で
知
ら
れ
て
い
る
。
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高
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約
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二
メ
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の
三
階
建
て
庁
舎
の
屋
上
ま
で
到
達
し
、
あ
と
に

残
さ
れ
た
の
は
十
名
の
生
存
者
と
鉄
骨
の
骨
組
み
の
み
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
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３
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、
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ニ
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憶
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し
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な
、
モ
ニ
ュ
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性
の
あ
る
物
体
を
意
味
す
る
限
定
的
な
語
と
し
て
使
用
し
て
い
る
。

（
４
）	　

東
北
大
学
総
合
学
術
博
物
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が
進
め
て
い
た
《
東
日
本
大
震
災
遺
構
３
次
元
ク

ラ
ウ
ド
デ
ー
タ
ア
ー
カ
イ
ブ
構
築
公
開
事
業
》
は
、
東
日
本
大
震
災
被
災
地
の
震

災
遺
構
や
文
化
財
を
中
心
に
、
対
象
を
三
次
元
の
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
と
し
て
保
存

し
、
そ
れ
をV

R

で
体
験
で
き
る
よ
う
に
し
た
も
の
。
災
害
の
記
憶
に
関
わ
る
「
モ

ノ
」
の
再
考
と
い
う
展
覧
会
の
テ
ー
マ
に
合
致
す
る
と
考
え
、
作
家
ら
の
作
品
と

同
じ
よ
う
に
会
場
に
展
示
し
、
来
場
者
に
実
際
に
体
験
し
て
も
ら
っ
た
。

（
５
）	　

た
だ
し
、
阪
神
淡
路
大
震
災
の
震
災
遺
構
で
あ
る
「
神
戸
の
壁
」
が
本
来
位
置

し
て
い
た
神
戸
市
長
田
区
若
松
町
か
ら
現
在
の
北
淡
震
災
祈
念
公
園
に
移
設
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
、
震
災
遺
構
の
保
存
が
そ
の
ま
ま
か
つ
て
の
地
面
の
保
存
に
つ
な

が
る
と
は
限
ら
ず
、
震
災
遺
構
の
み
移
設
さ
れ
る
可
能
性
は
あ
る
。


