
一
、
指
定
区
域
外
避
難
者
の
思
い
は
尊
重
さ
れ
て
き
た
の
か

東
日
本
大
震
災
に
関
す
る
こ
れ
ま
で
の
文
学
研
究
は
、
大
手
文

芸
五
誌
掲
載
の
小
説
か
、
有
名
な
小
説
家
・
劇
作
家
の
テ
ク
ス
ト

の
み
を
分
析
の
対
象
と
し
、
震
災
の
被
災
者
の
文
学
表
現
を
研
究

の
な
か
に
含
め
て
こ
な
か
っ
た（
１
（。
な
か
で
も
指
定
区
域
外
避
難
者（

（
（

に
つ
い
て
触
れ
る
こ
と
は
、
全
く
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ

う
。
そ
の
理
由
は
、
福
島
や
東
北
に
居
住
す
る
人
々
の
反
発
も
予

想
さ
れ
る
扱
い
に
く
い
テ
ー
マ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
関
係
す

る
。た

と
え
ば
、
福
島
県
福
島
市
に
生
ま
れ
、
被
災
時
に
は
仕
事
で

福
島
市
を
離
れ
て
い
た
も
の
の
、
現
在
は
福
島
市
に
居
住
す
る
歌

人
の
齋
藤
芳
生
は
、
本
稿
で
扱
う
大
口
玲
子
の
〈「
福
島
の
人
は

居
ま
せ
ん
か
（
福
島
で
な
け
れ
ば
ニ
ュ
ー
ス
に
な
ら
な
い
）」
と

言
は
る
〉
と
い
う
歌
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

こ
こ
で
詠
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
メ
デ
ィ
ア
で
報
じ
ら
れ
る

「
福
島
」
は
震
災
や
原
発
事
故
の
悲
惨
さ
を
訴
え
る
安
易
な

ド
ラ
マ
や
、
原
発
反
対
、
あ
る
い
は
推
進
を
訴
え
る
人
た
ち

の
さ
ま
ざ
ま
な
思
惑
が
載
せ
ら
れ
た
、
お
手
軽
で
ツ
ル
ツ
ル

し
た
記
号
の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
さ

ら
に
片
仮
名
で
「
フ
ク
シ
マ
」
と
書
か
れ
た
と
き
、（
中
略
）

福
島
の
子
ど
も
た
ち
に
毎
日
向
き
あ
っ
て
い
る
お
父
さ
ん
お

母
さ
ん
と
か
学
校
の
先
生
方
、
あ
る
い
は
福
島
に
暮
ら
し
て

い
る
わ
け
で
は
な
く
て
も
、
福
島
っ
て
い
い
所
だ
よ
ね
、
と

親
し
み
を
も
っ
て
い
る
人
た
ち
の
気
持
ち
が
置
き
去
り
に
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
、
私
は
危
惧
し
て
い
る
わ
け
で
す（
３
（。

福
島
を
あ
た
か
も
人
の
住
む
こ
と
が
で
き
な
い
悲
惨
な
場
所
と

し
て
表
象
す
る
こ
と
は
、
そ
こ
に
居
住
す
る
人
々
の
思
い
を
傷
つ

け
る
も
の
で
あ
る
と
齋
藤
は
批
判
し
て
お
り
、
端
的
に
そ
れ
が

区
域
外
避
難
者
の
〈
孤
独
〉
を
詠
む
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原
発
「
事
故
」
以
後
の
大
口
玲
子
の
短
歌
に
着
眼
し
て

�

加
　
島
　
正
　
浩

キ
ー
ワ
ー
ド
：
東
日
本
大
震
災　

短
歌　

大
口
玲
子　

区
域
外
避
難　
「
自
主
避
難
」
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「
フ
ク
シ
マ
」
表
記
に
現
れ
て
い
る
と
す
る
。
確
か
に
齋
藤
の
指

摘
自
体
は
尊
重
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
あ
る
。
し
か
し
大
口
の
上

記
の
歌
は
、
吉
川
宏
志
が
「
避
難
し
て
い
る
人
々
に
は
そ
れ
ぞ
れ

の
苦
し
み
が
あ
る
。
し
か
し
、
メ
デ
ィ
ア
は
、
ニ
ュ
ー
ス
に
な
る

か
な
ら
な
い
か
、
と
い
う
基
準
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
を
切
り
捨

て
て
し
ま
う
。
メ
デ
ィ
ア
の
も
つ
酷
薄
さ
を
、
大
口
は
淡
々
と

歌
っ
て
い
る（
４
（」
と
解
釈
す
る
よ
う
に
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
が
選
定
す

る
基
準
か
ら
漏
れ
る
も
の
を
切
り
捨
て
る
酷
薄
さ
を
詠
ん
で
い
る

と
解
釈
す
る
の
が
妥
当
で
あ
り
、
齋
藤
の
解
釈
は
自
ら
の
主
張
を

前
提
に
、
そ
れ
に
引
き
つ
け
大
口
を
強
引
に
批
判
し
て
い
る
と
捉

え
ざ
る
を
得
な
い
。

ま
た
夫
を
郡
山
市
に
残
し
、
子
ど
も
ふ
た
り
を
連
れ
て
大
阪
へ

と
避
難
し
た
森
松
明
希
子
は
「
住
民
票
は
私
た
ち
４
人
全
員
福
島

の
ま
ま
で
す
し
、
私
た
ち
家
族
は
４
人
と
も
紛
れ
も
な
く
『
福
島

県
民
』
で
す（
５
（」
と
明
確
に
記
し
て
い
る
が
、
齋
藤
が
配
慮
す
る
福

島
に
縁
が
あ
る
「
人
た
ち
の
気
持
ち
」
の
な
か
に
、
森
松
の
よ
う

な
指
定
区
域
外
避
難
者
の
思
い
は
含
ま
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ

れ
る
。

つ
ま
り
、
原
発
「
事
故
」
以
後
は
、
福
島
に
居
住
す
る
こ
と
を

選
択
し
、
福
島
が
「
居
住
で
き
な
い
」
よ
う
な
場
所
と
し
て
扱
わ

れ
る
こ
と
に
傷
つ
く
人
、
福
島
原
発
と
の
距
離
を
考
え
強
制
避
難

区
域
の
指
定
か
ら
は
外
れ
て
い
て
も
避
難
す
る
こ
と
を
選
択
し
た

人
、
金
銭
そ
の
他
の
事
情
か
ら
避
難
し
た
い
思
い
は
あ
り
な
が
ら

も
留
ま
っ
た
人
な
ど
、
多
様
な
考
え
を
持
つ
人
の
あ
い
だ
で
感
情

が
衝
突
し
、
人
々
の
あ
い
だ
で
分
断
が
生
じ
て
い
る
と
い
え
る
。

な
か
で
も
指
定
区
域
外
避
難
者
へ
の
風
当
た
り
は
強
く
、
そ
の
表

現
や
思
い
が
適
切
に
く
み
取
ら
れ
る
と
い
う
よ
り
は
、
批
判
の
対

象
と
し
て
み
ら
れ
る
傾
向
が
強
い
よ
う
に
み
え
る
。

た
と
え
ば
、
仙
台
在
住
の
著
名
な
歌
人
で
あ
る
佐
藤
通
雅
は
、

俵
万
智
が
河
北
新
報
に
連
載
中
で
あ
っ
た
エ
ッ
セ
イ
に
仙
台
か
ら

沖
縄
（
石
垣
島
）
に
避
難
し
た（
６
（こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
点
を
受
け

て
、
女
性
た
ち
が
「『
こ
と
も
あ
ろ
う
に
、
震
災
で
苦
し
ん
で
い

る
さ
な
か
、
被
災
圏
を
見
捨
て
て
、
南
国
で
の
ん
の
ん
暮
し
て
い

る
と
は
！
』」
と
怒
り
を
表
明
し
た
と
述
べ
た
う
え
で
、
俵
・
大

口
に
対
し
、「
東
北
と
の
地
縁
・
血
縁
の
薄
い
人
は
、
事
が
起
き

れ
ば
そ
う
そ
う
に
去
る
と
思
っ
て
い
た
か
ら
、
驚
き
は
な
い（
７
（」
と

冷
淡
な
態
度
を
示
す
。
加
え
て
、
避
難
後
の
大
口
の
歌
集
が
評
価

さ
れ
た
こ
と
に
対
し
て
も
「
３
・
（（
以
後
を
避
難
す
る
こ
と
の
負

い
目
に
、
誠
実
で
あ
る
と
い
う
類
の
評
価
に
は
違
和
感
が
あ
る
。

一
時
的
避
難
は
あ
り
う
る
に
し
て
も
、
仙
台
市
民
の
九
割
以
上
が

普
通
の
暮
ら
し
を
し
て
い
る
現
在
、
な
お
も
避
難
に
固
着
す
る
の

は
奇
妙
に
映
る
。（
中
略
）
負
い
目
の
歌
は
も
う
十
分
、
ま
ず
は

精
神
を
解
き
ほ
ぐ
し
て
、
本
領
の
歌
を
こ
そ
心
置
き
な
く
詠
う
よ

う
に
な
っ
て
ほ
し
い（
８
（」
と
コ
メ
ン
ト
す
る（
９
（な
ど
、
指
定
区
域
外
避
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難
者
で
あ
る
大
口
の
「
事
故
」
以
後
の
表
現
を
評
価
す
る
こ
と
に

難
色
を
示
し
て
い
る
。
佐
藤
は
吉
川
宏
志
が
「
僕
は
い
ろ
い
ろ
な

デ
ー
タ
か
ら
判
断
し
て
、
福
島
は
か
な
り
危
険
だ
ろ
う
と
思
っ
て

い
る
ん
で
す
」
と
あ
る
鼎
談
で
発
言
し
た
こ
と
を
捉
え
、「
な
ん

と
か
し
て
住
め
る
所
に
し
よ
う
と
必
死
に
な
っ
て
い
る
と
き
に
、

福
島
全
部
が
危
険
だ
と
す
る
の
は
、
必
死
の
人
ま
で
断
罪
す
る
に

等
し
い
し
、
風
評
被
害
の
主
因
で
も
あ
る（
（1
（

」
と
苦
言
を
呈
し
て
お

り
、
福
島
や
東
北
が
居
住
で
き
な
い
場
所
で
あ
る
か
の
よ
う
に
扱

わ
れ
る
こ
と
に
齋
藤
同
様
、
抵
抗
感
が
あ
る
と
い
え
る
。
そ
の
感

情
自
体
は
尊
重
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
以
下

の
被
曝
量
で
あ
れ
ば
「
安
全
」
で
あ
る
と
い
う
「
し
き
い
値
」
も

存
在
せ
ず（
（（
（

、
年
間
一
〇
〇
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
未
満
の
被
曝
量
の

「
安
全
／
危
険
の
判
断
に
は
科
学
以
外
の
要
因
や
価
値
観
が
重
要

で
あ
り
、
科
学
的
証
拠
だ
け
か
ら
結
論
を
出
す
こ
と
が
で
き
な

い
」
と
い
う
調
麻
佐
志
の
指
摘（
（1
（

を
踏
ま
え
れ
ば
、
放
射
線
量
の
み

な
ら
ず
、
個
々
が
置
か
れ
た
生
活
状
況
を
も
踏
ま
え
て
避
難
す
る

か
、
居
住
し
続
け
る
か
の
判
断
を
下
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が

原
発
「
事
故
」
以
後
で
あ
る
と
い
え
、
指
定
区
域
外
避
難
者
が
非

難
さ
れ
る
い
わ
れ
は
な
い（
（1
（

。
様
々
な
思
い
や
事
情
を
抱
え
、
福
島

や
東
北
に
居
住
し
続
け
て
い
る
人
と
同
様
に（
（1
（

、
指
定
区
域
外
避
難

者
の
感
情
も
尊
重
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
福
島
や
東
北
の
居
住
者

の
感
情
の
み
が
焦
点
化
さ
れ
る
と
き
に
、
指
定
区
域
外
避
難
者
の

存
在
が
不
可
視
化
さ
れ
る
こ
と（
（1
（

に
は
注
意
を
払
う
べ
き
で
あ
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
原
発
「
事
故
」
以
後
に
仙
台
市
か
ら
宮
崎

県
へ
と
避
難
し
た
歌
人
の
大
口
玲
子
の
原
発
「
事
故
」
以
後
の
短

歌（
（1
（

を
扱
う
。
扱
う
歌
集
は
、
第
四
歌
集
『
ト
リ
サ
ン
ナ
イ
タ
』（
角

川
書
店
、
二
〇
一
二
年
六
月
）・
第
五
歌
集
『
桜
の
木
に
の
ぼ
る

人
』（
短
歌
研
究
社
、
二
〇
一
五
年
九
月
）・
第
七
歌
集
『
自
由
』

（
書
肆
侃
侃
房
、
二
〇
二
〇
年
一
二
月
）
の
三
冊
で
あ
る
。

大
口
玲
子
（
お
お
ぐ
ち
り
ょ
う
こ
）
は
一
九
六
九
年
東
京
都
大

田
区
生
ま
れ
。
歌
誌
「
心
の
花
」
所
属
。
早
稲
田
大
学
第
一
文
学

部
日
本
文
学
専
修
卒
業
。
中
国
長
春
市
、
東
京
や
仙
台
市
や
福
島

市
で
日
本
語
教
師
を
つ
と
め
る
。
一
九
九
八
年
、「
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
の
夕
立
」
で
第
四
四
回
角
川
短
歌
賞
受
賞
。
第
一
歌
集
『
海

量
（
ハ
イ
リ
ャ
ン
）』
で
第
四
三
回
現
代
歌
人
協
会
賞
、
第
二
歌

集
『
東
北
』
で
第
一
回
前
川
佐
美
雄
賞
、
第
三
歌
集
『
ひ
た
か
み
』

で
第
二
回
葛
原
妙
子
賞
、
第
四
歌
集
『
ト
リ
サ
ン
ナ
イ
タ
』
で
第

一
七
回
若
山
牧
水
賞
（
最
年
少
受
賞
）・
芸
術
選
奨
新
人
賞
・「
さ

く
ら
あ
ん
ぱ
ん
」
二
八
首
（『
桜
の
木
に
の
ぼ
る
人
』）
で
第
四
九

回
短
歌
研
究
賞
、
第
六
歌
集
『
ザ
ベ
リ
オ
』
で
第
一
二
回
小
野
市

詩
歌
文
学
賞
受
賞
。
二
〇
〇
八
年
洗
礼
を
受
け
、
カ
ト
リ
ッ
ク
信

者
に
な
る
。
宮
城
県
仙
台
市
、
石
巻
市
な
ど
を
経
て
、
現
在
は
宮

崎
県
宮
崎
市
在
住（
（1
（

。
避
難
先
で
も
、
脱
原
発
デ
モ
に
加
わ
り
、
川

内
原
子
力
発
電
所
操
業
差
止
訴
訟
の
原
告
の
ひ
と
り
に
名
を
連
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ね
、
法
廷
で
本
名
の
宮
下
玲
子
で
口
頭
弁
論
を
行
う（
（1
（

な
ど
原
発
廃

止
の
た
め
の
社
会
運
動
に
も
積
極
的
に
参
加
し
、
キ
リ
ス
ト
者
と

し
て
死
刑
囚
へ
の
面
会
な
ど
も
行
っ
て
い
る
。

『
ト
リ
サ
ン
ナ
イ
タ
』
で
若
山
牧
水
賞
を
最
年
少
受
賞
す
る
な

ど
、
歌
壇
内
で
の
評
価
は
高
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
先
の
佐

藤
通
雅
の
引
用
に
加
え
、
大
辻
隆
弘
も
大
口
を
「
東
北
を
捨
て
る

こ
と
の
で
き
る
側
」
の
人
間
、「
東
北
と
い
う
も
の
を
自
分
の
バ
ッ

ク
ボ
ー
ン
と
し
て
第
二
歌
集
を
詠
っ
た
わ
け
や
ろ
。
そ
れ
を
易
々

と
捨
て
て
い
く
。
そ
れ
は
や
っ
ぱ
り
ち
ょ
っ
と
卑
怯
」
と
し
た
う

え
で
、
個
別
の
歌
に
つ
い
て
も
違
和
感
を
示
し
て
お
り（
（1
（

、
区
域
外

避
難
者
に
向
け
ら
れ
る
こ
と
の
多
い
非
難（
11
（

を
大
口
も
浴
び
、
理
解

者
が
多
い
と
は
い
え
な
い
指
定
区
域
外
避
難
者
の
苦
悩
を
経
験
し

て
い
る
と
い
え
る
。

そ
の
こ
と
を
踏
ま
え
、
本
稿
で
は
、
指
定
区
域
外
避
難
者
の
苦

悩
の
一
端
を
、
体
験
・
事
情
の
個
別
化
に
よ
り
連
帯
す
る
こ
と
が

難
し
い
点
と
、〈
孤
独
〉
に
追
い
込
ま
れ
る
と
い
う
二
点
よ
り
ま

ず
明
ら
か
に
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
大
口
が
第
七
歌
集
『
自
由
』

に
お
い
て
明
確
に
表
現
し
た
〈
孤
独
〉
と
一
体
と
な
っ
た
〈
自
由
〉

に
可
能
性
を
見
出
す
。
具
体
的
に
は
川
内
原
発
再
稼
働
反
対
デ
モ

を
詠
ん
だ
歌
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
原
発
「
事
故
」
以
後
に
避
難

者
が
自
ら
の
〈
場
所
〉
を
見
出
し
、
他
の
居
住
者
と
つ
な
が
っ
て

い
く
こ
と
の
で
き
る
可
能
性
と
、
そ
こ
に
社
会
か
ら
存
在
を
消
さ

れ
か
ね
な
い
区
域
外
避
難
者
の
存
在
が
賭
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を

明
ら
か
に
し
た
い
。

二
、
分
断
さ
れ
る
〈
母
〉
と
〈
母
〉
と
し
て
語
る
こ
と

原
発
「
事
故
」
以
後
の
大
口
の
歌
を
肯
定
的
に
捉
え
る
言
説
は
、

自
ら
の
立
ち
位
置
を
明
確
に
し
た
点
を
評
価
し
て
い
る
。
た
と
え

ば
真
中
朋
久
は
、
齋
藤
芳
生
も
引
用
し
て
い
た
〈「
福
島
の
人
は

居
ま
せ
ん
か
（
福
島
で
な
け
れ
ば
ニ
ュ
ー
ス
に
な
ら
な
い
）」
と

言
は
る
〉
に
触
れ
、「
分
断
さ
れ
た
り
、
レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら
れ
た

り
と
い
う
こ
と
の
中
で
し
っ
か
り
立
と
う
と
思
う
と
」、「
何
か
自

分
の
座
標
を
し
っ
か
り
持
ち
た
い
と
い
う
の
は
当
然
あ
る
」
と

し
、
そ
れ
を
受
け
佐
佐
木
幸
綱
も
「
批
判
的
な
空
気
が
あ
っ
て
そ

れ
を
自
分
な
り
に
克
服
し
て
ゆ
こ
う
と
す
る
と
き
に
、
今
、
真
中

君
が
言
っ
た
座
標
軸
が
求
め
ら
れ
て
く
る（
1（
（

」
と
述
べ
て
い
る（
11
（

。
そ

し
て
批
判
の
な
か
で
自
ら
を
位
置
づ
け
る
座
標
軸
は
、
吉
川
宏
志

が
大
口
の
歌
を
「
き
っ
ぱ
り
と
決
断
し
た
強
さ
が
あ
る
。
／
子
の

弱
さ
を
よ
く
知
っ
て
い
る
た
め
に
、
迷
わ
ず
ま
っ
す
ぐ
に
行
動
で

き
る
。
そ
ん
な
母
親
の
必
死
さ
が
、
と
て
も
ま
ぶ
し
く
感
じ
ら
れ

る（
11
（

」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
大
口
の
〈
母
〉
と
い
う
属
性
に
結
び
つ

け
ら
れ
て
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
原
発
「
事
故
」
後
の
大

口
の
短
歌
を
肯
定
的
に
評
価
す
る
同
時
代
言
説
は
、
大
口
が
原
発

「
事
故
」
以
後
に
必
死
に
行
動
す
る
な
か
で
、
子
ど
も
を
持
つ

― （（ ― ― （（ ―



〈
母
〉
と
い
う
自
ら
の
立
ち
位
置
を
明
確
に
し
て
い
っ
た
と
す
る

評
価
の
方
向
性
を
有
し
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
大
口

に
は
〈
マ
マ
チ
ャ
リ
を
漕
ぐ
わ
れ
が
映
る　

宮
崎
で
健
気
に
生
き

る
被
災
者
と
し
て（
11
（

〉、〈
容
赦
な
く
美
談
に
か
ら
め
と
ら
れ
ゆ
く
脇

の
甘
さ
に
酔
ひ
て
気
付
け
る（
11
（

〉
と
い
う
歌
も
あ
り
、
自
ら
の
「
事

故
」
後
の
経
験
が
〈
健
気
に
生
き
る
被
災
者
〉
や
〈
美
談
〉
な
ど

の
口
当
た
り
の
よ
い
定
型
に
は
め
ら
れ
て
い
く
こ
と
へ
の
違
和
感

も
示
し
て
い
る
。
あ
る
特
定
の
座
標
軸
や
「
母
親
の
必
死
さ
」
と

い
っ
た
定
型
の
枠
組
み
か
ら
は
み
出
す
大
口
の
体
験
を
丁
寧
に
み

て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

大
口
は
「
母
子
避
難
を
『
語
る
』
こ
と
の
難
し
さ
」
と
題
し
た

講
演
会
で
、
以
下
の
よ
う
に
発
言
し
て
い
る
。

い
ろ
い
ろ
な
家
族
が
あ
っ
て
、
最
初
は
同
じ
立
場
、
同
じ
境

遇
と
い
う
感
じ
で
し
た
が
、
そ
の
う
ち
に
、
私
の
家
の
よ
う

に
父
親
も
宮
崎
に
来
た
家
族
も
あ
れ
ば
、
東
北
や
関
東
と
宮

崎
を
行
っ
た
り
来
た
り
し
て
い
る
家
族
も
あ
り
、
し
ば
ら
く

宮
崎
に
い
た
け
れ
ど
も
元
い
た
と
こ
ろ
に
帰
っ
た
家
族
も
い

て
、
ひ
と
こ
と
で
避
難
者
と
か
被
災
者
と
く
く
れ
な
い
ケ
ー

ス
を
私
は
た
く
さ
ん
見
て
き
た
と
思
っ
て
い
ま
す（
11
（

。

大
口
は
避
難
し
た
当
初
は
、
他
の
家
族
と
「
同
じ
」
感
覚
を
共

有
で
き
て
い
た
が
、
次
第
に
個
々
別
々
に
分
か
れ
て
い
っ
た
と
指

摘
し
て
い
る
。
確
か
に
避
難
直
後
の
大
口
は
〈
家
が
無
事
な
の
に

仙
台
を
離
れ
た
と
い
ふ
や
ま
し
さ
を
ぽ
ち
り
と
も
ら
す
〉、〈
一
人

言
へ
ば
ぽ
ち
り
ぽ
ち
り
と
皆
が
言
ひ
わ
れ
も
ぽ
ち
り
と
つ
ぶ
や
き

に
け
り
〉
と
詠
ん
で
お
り（
11
（

、
区
域
外
避
難
者
た
ち
が
同
じ
よ
う
な

「
や
ま
し
さ
」
と
経
験
を
最
初
は
有
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え

る
。
し
か
し
二
〇
一
三
年
の
歌
に
〈「
福
島
か
ら
来
た
お
母
さ
ん
」

「
宮
崎
の
お
母
さ
ん
」
ど
ち
ら
で
も
な
く
わ
れ
は
立
つ
〉
と
あ
る

よ
う
に
、「
福
島
か
ら
き
た
お
母
さ
ん
」
と
自
ら
の
違
い
が
意
識

さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
の
歌
の
前
に
〈
福
島
よ
り
来

た
り
て
宮
崎
の
土
を
指
し
「
こ
れ
さ
は
つ
て
も
い
い
の
」
と
訊
け

り（
11
（

〉
と
あ
る
よ
う
に
、「
事
故
」
直
後
に
避
難
し
た
大
口
と
、「
事

故
」
の
後
も
福
島
で
不
安
を
抱
え
な
が
ら
子
ど
も
を
育
て
て
い
た

母
と
を
同
一
の
経
験
を
し
た
〈
母
親
〉
と
し
て
括
る
こ
と
は
で
き

な
い
か
ら
で
あ
る
。
大
口
は
そ
の
点
に
自
覚
的
で
あ
り
、〈
福
島

へ
戻
る
妊
婦
を
讃
へ
つ
つ
言
葉
は
わ
れ
を
ま
つ
す
ぐ
に
刺
す（
11
（

〉
と

い
う
歌
も
詠
ん
で
い
る
。
大
口
は
宮
崎
に
留
ま
り
続
け
る
が
、「
保

養
」
に
き
た
母
と
子
は
福
島
へ
と
戻
っ
て
い
く
。
区
域
外
避
難
を

行
い
宮
崎
に
定
住
し
た
大
口
と
、
宮
崎
に
「
保
養
」
に
き
た
母
子

と
、「
事
故
」
以
前
か
ら
宮
崎
に
住
ん
で
い
る
母
子
は
す
べ
て
異

な
る
経
験
を
有
し
て
お
り
、
同
じ
場
所
に
〈
母
〉
と
し
て
立
ち
な

が
ら
も
、
共
有
で
き
る
体
験
や
言
葉
を
見
出
す
こ
と
は
難
し
い
。
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そ
れ
ぞ
れ
が
宮
崎
と
い
う
場
所
に
ど
の
よ
う
な
経
緯
を
経
て
た
ど

り
着
き
、
そ
の
後
ど
の
よ
う
な
生
活
を
送
る
の
か
が
異
な
る
以

上
、
確
か
に
み
な
必
死
に
「
事
故
」
後
を
生
き
て
い
る
〈
母
〉
で

あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
な
い
が
、
そ
の
個
別
性
を
捨
象
し
て
「
必

死
に
生
き
る
母
」
の
姿
の
み
を
抽
出
す
る
こ
と
に
は
、
個
々
の
区

域
外
避
難
者
が
抱
え
る
問
題
を
看
過
す
る
こ
と
に
な
る（
11
（

。

加
え
て
、
区
域
外
避
難
の
経
験
を
〈
母
〉
と
い
う
視
点
か
ら
の

み
で
語
り
き
る
こ
と
は
で
き
る
の
か
と
い
う
点
を
考
え
る
必
要
が

あ
る
。
区
域
外
避
難
を
詠
ん
だ
歌
集
と
し
て
の
評
価
が
前
景
化
さ

れ
る
『
ト
リ
サ
ン
ナ
イ
タ
』
で
は
あ
る
が
、
震
災
以
前
に
詠
ん
だ

歌
も
収
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
〈
白
萩
の
刈
り
残
さ
れ
て
ゐ

る
あ
た
り
妻
で
な
く
母
で
な
き
わ
れ
が
立
つ（
1（
（

〉、〈
子
を
産
み
て
行

方
不
明
に
な
り
し
わ
れ
を
探
し
に
ゆ
け
り
桜
の
森
へ（
11
（

〉、〈
漠
然
と

母
で
あ
る
の
み　

漠
然
と
母
性
を
言
へ
ば
〈
わ
れ
〉
が
消
さ
る

る（
11
（

〉
な
ど
と
〈
母
〉
と
し
て
の
側
面
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
で
、
損

な
わ
れ
見
失
わ
れ
て
し
ま
う
自
分
の
側
面
が
あ
る
こ
と
が
、
そ
れ

が
何
で
あ
る
か
は
わ
か
ら
な
い
ま
で
も
、
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

感
覚
は
「
事
故
」
後
の
〈
母
と
し
て
マ
イ
ク
を
握
る
危
ふ
さ
の

ビ
ー
ル
ケ
ー
ス
の
上
に
立
ち
た
り（
11
（

〉
と
い
う
歌
か
ら
も
―
〈
危
ふ

さ
の
〉
の
助
詞
「
の
」
が
多
義
性
を
生
じ
さ
せ
、
デ
モ
の
現
場
で

安
定
し
な
い
ビ
ー
ル
ケ
ー
ス
の
う
え
で
、
ス
ピ
ー
チ
を
し
て
い
る

様
子
を
詠
ん
だ
歌
と
も
理
解
で
き
な
い
こ
と
は
な
い
が
―「
事
故
」

以
前
の
大
口
の
歌
も
踏
ま
え
て
考
え
る
と
、〈
母
と
し
て
〉
ス
ピ
ー

チ
を
す
る
危
う
さ
を
示
し
た
歌
と
し
て
も
解
釈
で
き
る
だ
ろ
う
。

大
口
は
確
か
に
子
ど
も
を
抱
え
た
〈
母
〉
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に

区
域
外
避
難
を
行
っ
た
〈
母
親
〉
で
は
確
か
に
あ
る
。
し
か
し
「
事

故
」
以
後
の
生
活
を
語
る
う
え
で
〈
母
〉
の
視
点
の
み
で
十
分
で

あ
る
の
か
、
ま
た
〈
母
〉
の
視
点
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
で
不
可
視

化
さ
れ
る
問
題
は
な
い
の
か
を
考
え
る
必
要
は
あ
り
、
そ
の
場
合

〈
母
〉
以
外
の
視
点
か
ら
ど
の
よ
う
な
言
葉
で
語
れ
ば
よ
い
の
か

は
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
次
節
で
は
そ
の
点
に
つ
い
て

考
え
た
い
。

三
、〈
孤
独
〉
で
あ
り
〈
自
由
〉
で
あ
る
こ
と�

　
　
　
　

―
「
事
故
」
後
の
避
難
生
活
詠
の
可
能
性

原
発
「
事
故
」
後
に
仙
台
か
ら
宮
崎
へ
と
避
難
し
て
い
く
過
程

で
も
、
宮
崎
に
落
ち
着
い
て
生
活
を
は
じ
め
た
な
か
で
も
、
大
口

の
歌
に
一
貫
し
て
詠
ま
れ
る
感
情
は
〈
孤
独
〉
で
あ
る
。
た
と
え

ば
〈「
ね
む
た
い
」
と
寝
言
い
ふ
子
の
大
声
を
わ
れ
の
み
聞
き
て

わ
れ
の
み
笑
ふ（
11
（

〉、〈
被
災
地
を
多
少
な
り
と
も
知
る
わ
れ
か
歌
ひ

踊
る
デ
モ
に
ゐ
て
孤
独
な
り（
11
（

〉
な
ど
、
子
ど
も
の
寝
言
を
聞
い
て

く
れ
る
人
が
自
分
の
ほ
か
に
だ
れ
も
い
な
い
こ
と
や
、
宮
崎
で
の

騒
が
し
い
デ
モ
に
対
す
る
違
和
感
と
そ
こ
に
属
す
る
こ
と
の
で
き

な
い
自
ら
の
孤
独
を
大
口
は
詠
っ
て
い
る
。
そ
し
て
宮
崎
で
経
験

― （（ ― ― （（ ―



さ
れ
る
〈
孤
独
〉
に
は
、
夫
と
離
れ
た
こ
と
に
も
一
因
が
あ
り
、

そ
れ
は
〈
さ
び
し
き
時
つ
ね
思
ひ
出
づ
苛
立
ち
て
遮
二
無
二
爪
を

噛
む
き
み
の
癖
〉
な
ど
の
歌
か
ら
読
み
取
れ
る
。
ま
た
夫
も
さ
み

し
い
こ
と
が
〈
黄
昏
の
こ
の
東
北
を
と
も
に
生
き
た
し
と
書
き
よ

こ
す
い
か
な
る
風
を
聞
き
し
か
〉
と
い
う
歌
か
ら
読
み
取
れ
る（
11
（

。

加
え
て
夫
婦
の
み
な
ら
ず
、
子
も
さ
み
し
い
こ
と
が
〈
帰
り
た
い

と
子
が
言
ひ
は
じ
め
帰
ら
う
か
つ
ね
に
殺
す
べ
き
気
持
ち
殺
し

て（
11
（

〉
と
い
う
仙
台
に
帰
り
た
い
子
ど
も
の
気
持
ち
を
詠
ん
だ
歌
か

ら
わ
か
る
。
夫
は
後
に
宮
崎
に
職
場
を
移
す
が
、
当
初
夫
を
仙
台

に
残
し
た
「
避
難
」
生
活
は
大
口
に
も
夫
に
も
、
息
子
に
も
さ
み

し
さ
や
〈
孤
独
〉
感
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か

る
。
そ
し
て
こ
の
〈
孤
独
〉
感
は
第
七
歌
集
の
『
自
由
』
に
お
い

て
、
学
校
生
活
に
打
ち
解
け
ら
れ
な
い
息
子
の
姿
を
通
じ
て
、
ま

ず
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
は
〈
学
校
の
ど
こ
に
も
息
子
の
居
場
所
な
き
ま
ひ
る
ま
巡

る
極
地
パ
ネ
ル
展（
11
（

〉
と
端
的
に
詠
ま
れ
、
息
子
の
言
葉
を
引
用
し

な
が
ら
〈
リ
コ
ー
ダ
ー
も
持
つ
て
帰
る
と
子
は
決
め
て
「
さ
び
し

い
時
に
吹
く
か
ら
」
と
言
ふ（
11
（

〉
と
詠
わ
れ
、〈
友
達
の
習
字
や
版

画
を
丁
寧
に
見
て
ゐ
る
息
子　

西
日
眩
し
み（
1（
（

〉
と
息
子
の
姿
を
通

し
て
示
さ
れ
て
い
る
。〈
学
校
に
は
自
由
が
な
い
と
子
が
言
へ
り

卵
か
け
ご
飯
か
き
ま
ぜ
な
が
ら（
11
（

〉
と
詠
わ
れ
る
よ
う
に
、
子
は
学

校
に
「
自
由
」
が
な
い
た
め
に
「
居
場
所
」
を
持
て
な
い
と
詠
ま

れ
る
が
、
一
方
〈
学
校
へ
行
か
な
い
自
由
に
揺
れ
て
を
り
川
辺
に

群
る
る
菜
の
花
の
黄（
11
（

〉
と
も
詠
ま
れ
る
よ
う
に
、「
自
由
」
で
「
居

場
所
」
を
持
た
な
い
こ
と
は
さ
み
し
さ
と
〈
孤
独
〉
を
も
抱
え
る

た
め
に
、
学
校
に
行
か
な
い
こ
と
で
手
に
す
る
「
自
由
」
に
も
耐

え
難
い
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
何
に
も
縛
ら
れ
ず
〈
自
由
〉
で
あ

る
こ
と
に
は
、
さ
み
し
さ
と
〈
孤
独
〉
を
と
も
な
う
こ
と
が
、
息

子
の
姿
を
通
じ
て
詠
ま
れ
、
こ
の
〈
自
由
〉
と
〈
孤
独
〉
の
関
係

が
、
大
口
自
身
の
問
題
と
し
て
も
展
開
さ
れ
、
歌
集
『
自
由
』
の

主
題
と
な
っ
て
い
く
。

た
と
え
ばCO

V
ID
-（（

が
流
行
し
た
初
年
度
の
春
に
詠
ま
れ
た

歌
を
み
て
み
よ
う
。

あ
の
春
も
マ
ス
ク
し
て
ゐ
た　

マ
ス
ク
し
て
脱
兎
の
勢
ひ
あ

り
し
や
わ
れ
に

あ
の
春
の
マ
ス
ク
は
十
分
足
り
て
ゐ
て
う
さ
ぎ
の
や
う
に
孤

独
だ
つ
た
と（
11
（

当
然
〈
あ
の
春
〉
と
は
避
難
を
強
い
ら
れ
た
原
発
「
事
故
」
直

後
の
こ
と
を
示
す
。
そ
の
と
き
、〈
脱
兎
の
勢
ひ
〉
で
避
難
が
可

能
だ
っ
た
の
は
、
そ
れ
を
妨
げ
る
し
が
ら
み
と
な
る
地
縁
や
血
縁

と
い
っ
た
「
絆
」
と
は
縁
が
濃
く
な
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
が
、
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個
々
人
を
分
割
し
て
い
く
避
難
は
、
自
ら
の
経
験
を
他
者
と
分
有

す
る
機
会
を
減
少
さ
せ
、
自
ら
を
〈
孤
独
〉
へ
と
追
い
込
む
も
の

で
も
あ
っ
た
こ
と
が
、〈
あ
の
春
〉
を
振
り
返
る
な
か
で
明
確
に

さ
れ
る
。
そ
し
て
二
〇
二
〇
年
八
月
一
二
日
、
香
港
国
家
安
全
維

持
法
違
反
の
容
疑
で
連
行
さ
れ
た
周
庭
の
姿
を
詠
ん
だ
歌（
11
（

〈
白
き

マ
ス
ク
、
白
き
ブ
ラ
ウ
ス
の
ア
グ
ネ
ス
は
カ
メ
ラ
越
し
に
見
つ
む

わ
れ
の
自
由
を
〉、〈
ア
パ
ー
ト
か
ら
連
行
さ
れ
ゆ
く
ア
グ
ネ
ス
を

こ
の
夜
見
送
る
の
み
か
世
界
は
〉
か
ら
は
、
周
庭
と
〈
わ
れ
の
自

由
〉
が
対
比
さ
れ
、〈
わ
れ
〉
は
連
行
さ
れ
ゆ
く
彼
女
を
見
送
る

こ
と
し
か
で
き
な
い
。
し
か
し
活
動
家
と
し
て
不
当
に
逮
捕
さ
れ

る
彼
女
を
〈
世
界
〉
が
見
て
い
る
と
い
う
意
味
で
彼
女
は
〈
孤
独
〉

で
は
な
い
こ
と
が
読
み
取
れ
、〈
自
由
〉
と
〈
孤
独
〉
を
軸
に
〈
わ

れ
〉
と
周
庭
が
対
照
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
息
子
の
学
校

で
の
居
場
所
の
な
さ
か
ら
、
周
庭
の
不
当
逮
捕
ま
で
を
通
じ
、
歌

集
『
自
由
』
で
は
〈
自
由
〉
と
〈
孤
独
〉
が
一
体
に
な
っ
て
い
る

こ
と
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
大
口
は
こ
の
歌
集
に

つ
い
て
「
自
分
と
し
て
は
東
日
本
大
震
災
後
を
ど
の
よ
う
に
生
き

る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
現
時
点
で
の
ひ
と
つ
の
答
え
と
な

り
得
る（
11
（

」
と
述
べ
て
い
る
が
、
区
域
外
避
難
者
の
〈
孤
独
〉
と
〈
自

由
〉
を
詠
ん
だ
大
口
が
、
そ
の
ど
こ
に
東
日
本
大
震
災
以
後
を
生

き
る
可
能
性
を
み
た
の
か
は
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

『
自
由
』
に
お
い
て
は
、
避
難
生
活
の
〈
孤
独
〉
と
〈
自
由
〉

が
主
題
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
前
の
歌
集
に
そ
の
テ
ー
マ
が

織
り
込
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。〈
水
筒
に
注
ぎ
足

す
麦
茶
こ
の
部
屋
も
川
内
原
発
風
下
に
あ
る
〉
と
詠
ま
れ
る
よ
う

に
避
難
し
た
場
所
が
鹿
児
島
の
川
内
原
発
の
風
下
に
あ
っ
た
こ
と

も
あ
り
、〈
保
育
園
の
散
歩
カ
ー
借
り
て
花
を
飾
り
子
ど
も
ら
と

デ
モ
の
先
頭
を
行
く
〉、〈
散
歩
カ
ー
に
国
籍
さ
ま
ざ
ま
の
子
は
立

て
り
あ
き
ら
か
に
醤
油
顔
の
わ
が
子
も
〉
と
い
う
歌（
11
（

も
詠
ま
れ
て

い
る
。
国
籍
が
さ
ま
ざ
ま
な
人
た
ち
と
デ
モ
を
行
い
、
そ
こ
に
大

口
と
〈
子
〉
が
居
場
所
を
得
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
脱
原

発
デ
モ
を
行
う
と
い
う
こ
と
は
、
簡
単
な
よ
う
に
も
思
え
る
が
実

際
は
そ
う
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
地
域
社
会
学
者
の
山
下
祐
介

は
、
福
島
を
例
に
挙
げ
「『
東
電
さ
ま
』
の
存
在
は
一
企
業
を
超

え
た
も
の
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
産
業
に
関
わ
る
人
々
の

消
費
を
ベ
ー
ス
に
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
が
広
く
展
開
さ
れ
、
各
種

自
営
業
者
層
も
蓄
積
さ
れ
て
い
た
。
こ
こ
に
暮
ら
す
働
き
盛
り
の

人
々
は
、
仕
事
の
中
で
、
あ
る
い
は
人
々
の
つ
な
が
り
の
中
で
、

ど
こ
か
で
必
ず
電
力
と
の
関
係
を
も
っ
て
い
た
」
と
し
た
う
え

で
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

脱
／
反
原
発
運
動
に
対
し
て
も
、
多
く
の
人
々
は
一
線
を
画

す
こ
と
に
な
る
。
原
発
避
難
者
は
避
難
を
体
験
し
た
の
だ
か

ら
、
み
な
脱
原
発
の
意
識
を
も
っ
て
い
る
は
ず
だ
と
、
運
動
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側
か
ら
は
し
ば
し
ば
誤
解
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
事
故
後
も

原
発
を
軸
に
シ
ス
テ
ム
は
変
わ
ら
ず
存
続
し
つ
づ
け
て
お

り
、
そ
の
中
で
暮
ら
す
以
上
、
人
々
は
む
し
ろ
声
を
あ
げ
づ

ら
い
立
場
に
い
る
。
脱
原
発
に
親
和
性
が
あ
る
の
は
、
自
主

避
難
者
や
、
ご
く
一
部
の
強
制
避
難
者
の
み
だ
。
多
く
の
避

難
者
は
盛
り
上
が
る
運
動
を
前
に
、
し
ば
し
ば
隠
れ
る
よ
う

に
避
難
を
つ
づ
け
て
い
る（
11
（

。

つ
ま
り
、
原
発
立
地
地
域
に
お
け
る
電
力
会
社
の
存
在
は
大
き

く
、
長
年
居
住
す
る
こ
と
で
何
ら
か
の
形
で
電
力
会
社
と
接
点
を

持
っ
て
し
ま
う
た
め
、
原
発
に
反
対
す
る
声
を
あ
げ
る
こ
と
が
難

し
い（
11
（

と
い
う
こ
と
が
山
下
の
指
摘
か
ら
は
う
か
が
え
る
。
た
だ
し

山
下
も
「
自
主
避
難
者
」
は
脱
原
発
に
親
和
性
が
あ
る
と
述
べ
て

い
る
よ
う
に
、
他
地
域
か
ら
の
避
難
者
は
、
そ
の
地
域
に
お
い
て

様
々
な
関
係
を
持
っ
て
い
な
い
〈
孤
独
〉
な
状
態
で
流
入
し
て
く

る
た
め
に
、
電
力
会
社
と
も
、
電
力
会
社
と
何
ら
か
の
形
で
関
係

を
持
つ
人
と
の
関
係
も
持
っ
て
お
ら
ず
、
新
た
に
関
係
を
構
築
で

き
る
〈
自
由
〉
を
有
す
る
と
い
え
る
。
誰
と
も
関
係
を
持
た
な
い

土
地
へ
と
避
難
し
、〈
孤
独
〉
で
あ
る
こ
と
は
電
力
会
社
と
の
接

点
を
持
た
な
い
こ
と
も
意
味
し
、
脱
原
発
デ
モ
へ
と
参
加
す
る
こ

と
へ
の
敷
居
を
下
げ
る
。
そ
し
て
デ
モ
へ
の
参
加
を
通
し
、
自
ら

の
居
場
所
を
見
出
す
こ
と
を
可
能
に
す
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
れ

ば
大
口
の
原
発
「
事
故
」
以
後
の
生
活
詠
は
、
指
定
区
域
外
避
難

者
の
〈
母
〉
と
し
て
、
同
様
に
避
難
し
た
〈
母
〉
た
ち
と
つ
な
が
っ

て
い
く
の
で
は
な
く
、
ひ
と
り
の
「
避
難
者
」
と
し
て
運
動
に
関

わ
る
こ
と
で
、
自
ら
の
居
場
所
を
見
出
し
、
避
難
先
に
住
む
人
々

と
つ
な
が
っ
て
い
く
あ
り
方
を
詠
み
、
原
発
「
事
故
」
以
後
を
生

き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
「
避
難
者
」
が
存
在
し
て
い
く
可
能
性
を

示
し
た
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

た
だ
し
、
大
口
の
示
し
た
区
域
外
避
難
者
の
〈
自
由
〉
と
〈
孤

独
〉
に
は
、「
避
難
者
」
と
し
て
の
自
身
の
存
在
が
抹
消
さ
れ
か

ね
な
い
危
険
が
潜
在
し
て
い
る
こ
と
に
は
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。震

災
避
難
者
四
万
八
千
人
に
来
む
春
と
は
何
ぞ
マ
ス
ク
も
な

く
て

震
災
避
難
者
四
万
八
千
人
と
言
ひ
五
輪
開
催
の
是
非
を
ま
だ

言
ふ（
11
（

大
口
は
震
災
避
難
者
を
四
万
八
千
人
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は

二
〇
一
九
年
四
月
九
日
時
点
で
復
興
庁
が
発
表
し
た
全
国
の
避
難

者
数
（
四
万
八
千
人
）
に
基
づ
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か

し
「
共
同
通
信
」
が
同
年
五
月
三
一
日
に
〈
震
災
避
難
者
、
再
び
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５
万
人
超 

福
島
県
の
精
査
で
判
明
〉
と
報
じ
た
よ
う
に
、
実
際

の
震
災
避
難
者
は
復
興
庁
発
表
の
数
字
よ
り
も
多
い
こ
と
が
明
ら

か
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
原
因
を
朝
日
新
聞
記
者
の
青
木
美
希

は
、
東
日
本
大
震
災
後
、
政
府
が
三
年
五
カ
月
の
間
、「
避
難
者
」

の
定
義
を
定
め
な
か
っ
た
こ
と
と
、
復
興
庁
が
定
義
を
定
め
た
後

も
、
そ
の
通
り
に
全
国
の
市
町
村
が
避
難
者
を
カ
ウ
ン
ト
し
て
い

な
い
点
に
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
復
興
庁
の
定
義
通
り
に
カ
ウ

ン
ト
す
る
と
二
〇
二
〇
年
一
〇
月
時
点
で
避
難
者
は
七
万
人
は
い

る
計
算
に
な
る
と
述
べ
て
い
る（
1（
（

。
自
身
が
「
避
難
者
」
と
し
て
数

え
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
に
気
が
つ
い
た
避
難
者
が
、
行
政
に
何
度

も
自
身
を
「
避
難
者
」
と
し
て
数
え
る
よ
う
要
請
し
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、「
避
難
者
」
と
し
て
数
え
ら
れ
る
ま
で
数
年
を
要
し
た

ケ
ー
ス
が
あ
る
こ
と
も
青
木
は
記
し
て
お
り
、
避
難
者
と
し
て
数

え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
区
域
外
避
難
者
の
森
松
明
希
子
は
「
こ
う

や
っ
て
避
難
者
は
消
さ
れ
て
い
く
ん
だ
」
と
恐
ろ
し
さ
を
感
じ
た

と
述
べ
て
い
る（
11
（

。
避
難
者
を
少
な
く
計
上
す
れ
ば
「
復
興
」
は
進

ん
だ
よ
う
に
み
え
る
た
め
、
あ
え
て
労
を
費
や
し
避
難
者
を
数

え
、「
復
興
」
の
遅
れ
を
可
視
化
す
る
こ
と
を
行
政
が
行
う
わ
け

は
な
い
。
監
視
を
怠
れ
ば
、
行
政
は
数
字
上
で
避
難
者
の
数
を
減

ら
し
、
存
在
し
て
い
る
避
難
者
を
不
可
視
化
し
、
よ
り
深
い
〈
孤

独
〉
へ
と
避
難
者
を
追
い
込
ん
で
い
く
。
大
口
が
復
興
庁
発
表
の

数
字
を
基
に
短
歌
を
詠
ん
だ
こ
と
自
体
は
責
め
ら
れ
な
い
が
、
震

災
以
前
に
居
住
し
て
い
た
場
所
に
住
み
続
け
る
こ
と
も
、
避
難
す

る
こ
と
も
〈
自
由
〉
に
選
択
で
き
た
と
み
な
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る

区
域
外
避
難
者
で
あ
る
大
口
が
、
復
興
庁
発
表
の
数
字
の
な
か
に

含
ま
れ
、
認
識
さ
れ
つ
づ
け
て
い
た
の
か
ど
う
か
の
確
証
は
な

い
。区

域
外
避
難
者
の
存
在
が
忘
却
に
晒
さ
れ
、
顧
み
ら
れ
る
こ
と

の
な
い
傾
向
に
あ
る
の
は
、
歌
壇
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
た

と
え
ば
満
州
生
ま
れ
の
歌
人
来
嶋
靖
生
は
、
震
災
以
後
の
短
歌
の

傾
向
を
以
下
の
よ
う
に
概
括
し
て
い
る
。

短
歌
の
可
能
性
は
あ
る
か
、
と
問
わ
れ
れ
ば
「
あ
る
」
と
答

え
た
い
。
だ
が
そ
れ
は
技
法
や
表
現
の
こ
と
で
は
な
く
、
震

災
と
い
う
、
国
民
的
な
感
動
を
生
む
大
き
な
事
件
あ
っ
て
こ

そ
、
の
こ
と
で
あ
る
。（
中
略
）
生
と
死
の
間
に
立
っ
て
こ

そ
秀
歌
は
生
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
。（
中
略
）
な
お
こ
の
機

会
に
当
事
者
以
外
の
人
（
歌
人
）
の
心
こ
も
る
震
災
の
歌
も

多
く
読
む
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
は
第
二
次
大
戦
当
時
に
匹

敵
す
る
国
民
的
な
参
加
で
あ
り
「
歌
は
国
民
の
お
も
や
い
の

も
の
」
と
い
う
原
点
に
立
ち
返
る
力
強
い
現
象
で
あ
っ
た
。

が
、
中
に
は
技
巧
が
目
立
ち
、「
国
民
的
」
と
は
逆
方
向
に

感
じ
ら
れ
る
つ
ま
ら
な
い
歌
も
な
い
で
は
な
か
っ
た（
11
（

。

― （（ ― ― （（ ―



来
嶋
は
気
仙
沼
出
身
の
梶
原
さ
い
子
や
福
島
県
会
津
若
松
市
在

住
の
本
田
一
弘
な
ど
の
、
津
波
に
よ
る
被
害
を
被
っ
た
土
地
で
詠

ま
れ
た
短
歌
を
踏
ま
え
、
東
日
本
大
震
災
を
「
国
民
的
な
感
動
を

生
む
大
き
な
事
件
」
と
し
、「
第
二
次
大
戦
当
時
に
匹
敵
す
る
国

民
的
な
参
加
」
が
あ
っ
た
と
述
べ
る
。
被
災
者
を
「
感
動
」
の
対

象
に
し
た
う
え
で
、
極
め
て
ナ
イ
ー
ブ
に
全
体
主
義
に
接
続
し
て

し
ま
う
暴
言
で
あ
る
わ
け
だ
が
、
加
え
て
来
嶋
が
津
波
の
「
被
災

地
」
で
詠
ま
れ
た
歌
や
原
発
「
事
故
」
を
詠
ん
だ
福
島
県
人
の
歌

に
し
か
言
及
し
て
い
な
い
こ
と
に
も
注
意
し
た
い
。
区
域
外
避
難

者
の
存
在
は
来
嶋
の
認
識
か
ら
完
全
に
こ
ぼ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
津
波
被
災
者
の
よ
う
に
、
誰
に
と
っ
て
も
わ
か
り
や
す
く

「
生
と
死
の
間
に
」
立
た
さ
れ
た
被
災
者
は
「
感
動
」
の
対
象
と

さ
れ
、
そ
の
「
感
動
」
は
全
体
主
義
を
形
成
す
る
原
動
力
と
な
り
、

そ
れ
に
水
を
差
す
区
域
外
避
難
者
は
認
識
の
埒
外
に
置
か
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
東
日
本
大
震
災
以
後
の
詩
歌
が
全
体
主
義
を
形
成
し

て
し
ま
う
動
き
へ
の
危
惧
は
、
す
で
に
中
野
敏
男
が
、
関
東
大
震

災
か
ら
世
界
大
戦
へ
と
流
れ
込
ん
で
い
く
時
代
の
詩
歌
や
童
謡
、

民
謡
を
分
析
し
、「
日
本
と
は
何
か
」
な
ど
と
い
う
問
い
を
立
て
、

そ
れ
を
他
と
の
関
係
に
お
い
て
問
う
の
で
は
な
く
、
そ
の
「
本
質
」

を
問
題
に
し
、
そ
の
問
い
を
起
点
に
構
想
を
つ
く
り
上
げ
て
い
こ

う
と
す
る
と
き
、「
他
者
の
存
在
」
が
消
去
さ
れ
、「
純
粋
」
な
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
構
築
さ
れ
る
と
い
う
指
摘
を
通
じ
て
示
し
て
お

り（
11
（

、〈
他
者
〉
の
存
在
を
顧
み
な
い
詩
歌
が
、
全
体
主
義
を
形
成

す
る
危
険
性
を
持
つ
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
来
嶋
の
評
論
は
ま

さ
に
、
区
域
外
避
難
者
と
い
う
〈
他
者
〉
を
消
去
す
る
こ
と
で
、

「
国
民
的
」
な
「
感
動
」
を
作
り
上
げ
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
か

ら
、
顧
み
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
〈
孤
独
〉
な
存
在
で
あ
る
区
域
外

避
難
者
の
避
難
生
活
を
詠
む
こ
と
は
、
来
嶋
の
よ
う
な
全
体
主
義

を
形
成
し
よ
う
と
す
る
動
き
に
水
を
差
す
意
義
も
有
す
る
だ
ろ

う
。大

口
は
避
難
先
で
反
原
発
デ
モ
に
加
わ
り
〈
散
歩
カ
ー
に
国
籍

さ
ま
ざ
ま
の
子
は
立
て
り
あ
き
ら
か
に
醤
油
顔
の
わ
が
子
も
〉
と

デ
モ
の
様
子
を
詠
ん
だ
が
、
反
原
発
デ
モ
は
〈
国
籍
さ
ま
ざ
ま
な

子
〉
が
と
も
に
参
加
す
る
「
国
民
的
な
参
加
」
に
は
縛
ら
れ
な
い
、

様
々
な
人
た
ち
と
連
帯
し
て
い
く
こ
と
が
可
能
な
運
動
で
あ
る
。

震
災
詠
が
震
災
の
範
囲
を
津
波
被
害
の
「
被
災
地
」
と
福
島
県
の

み
を
対
象
と
し
、
震
災
を
「
国
民
的
」
な
「
感
動
」
を
呼
ん
だ
出

来
事
と
し
て
、「
日
本
人
」
の
み
が
「
当
事
者
」
で
あ
る
か
の
よ

う
に
捉
え
は
じ
め
て
い
る
以
上
、
避
難
者
の
避
難
先
で
の
生
活
も

東
日
本
大
震
災
以
後
の
問
題
と
し
て
適
切
に
捉
え
ら
れ
て
い
く
必

要
が
あ
る
と
、
避
難
先
の
生
活
を
詠
む
こ
と
で
訴
え
る
こ
と
は
必

要
で
あ
り
、
避
難
先
で
の
反
原
発
デ
モ
を
通
し
、
原
発
「
事
故
」

が
「
日
本
人
」
の
問
題
に
留
ま
ら
な
い
こ
と
を
示
す
大
口
の
短
歌

に
は
、
同
時
代
の
歌
壇
を
相
対
化
す
る
意
義
も
あ
る
と
考
え
る
。

― （（ ―



ま
た
行
政
が
区
域
外
避
難
者
の
認
知
を
怠
り
、
そ
の
存
在
の
忘
却

に
拍
車
を
か
け
よ
う
と
す
る
以
上
、
自
分
た
ち
の
存
在
が
消
さ

れ
、
さ
ら
な
る
〈
孤
独
〉
に
陥
ら
な
い
た
め
に
は
、
自
ら
の
存
在

を
示
す
〈
自
由
〉
を
行
使
す
る
必
要
が
あ
る
。
区
域
外
避
難
者
は
、

電
力
会
社
と
の
接
点
を
持
た
な
い
が
ゆ
え
に
、
反
原
発
デ
モ
に
参

加
で
き
、
反
原
発
の
意
志
を
表
明
で
き
る
〈
自
由
〉
を
有
す
る
が
、

そ
れ
は
自
分
た
ち
の
存
在
が
社
会
か
ら
消
さ
れ
か
ね
な
い
〈
孤

独
〉
な
存
在
で
あ
る
こ
と
と
表
裏
を
成
し
て
い
る
。
自
分
た
ち
の

存
在
が
抹
消
さ
れ
か
ね
な
い
瀬
戸
際
の
な
か
で
手
に
す
る
〈
自

由
〉
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の
〈
自
由
〉
を
行
使
す
る
こ
と
に
、
原
発

「
事
故
」
以
後
を
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
区
域
外
避
難
者
の
存

在
が
賭
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

四
、
終
わ
り
に

本
稿
で
は
、
ま
ず
原
発
「
事
故
」
後
に
人
々
の
様
々
な
感
情
が

衝
突
す
る
な
か
で
、
不
可
視
化
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
指
定
区
域
外

避
難
者
の
苦
悩
の
一
端
が
、
体
験
や
事
情
の
個
別
化
に
よ
り
、
連

帯
や
体
験
の
共
有
が
困
難
と
な
り
、〈
孤
独
〉
に
追
い
込
ま
れ
る

点
に
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
の
う
え
で
〈
孤
独
〉
が
〈
自

由
〉
と
と
も
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
避
難
先
で
は
電
力
会
社
と

の
し
が
ら
み
を
も
た
な
い
た
め
、
ひ
と
り
の
避
難
者
と
し
て
脱
原

発
デ
モ
に
参
加
す
る
こ
と
へ
の
敷
居
を
下
げ
、
デ
モ
を
通
じ
て
新

た
な
居
場
所
を
見
出
し
て
い
け
る
可
能
性
を
提
示
し
た
。
た
だ

し
、
大
口
が
見
出
し
た
〈
自
由
〉
は
、
区
域
外
避
難
者
と
し
て
の

自
ら
の
存
在
が
社
会
か
ら
抹
消
さ
れ
か
ね
な
い
危
険
と
隣
り
合
わ

せ
に
あ
る
も
の
で
あ
り
、
行
使
し
な
け
れ
ば
、
社
会
か
ら
忘
却
さ

れ
、
さ
ら
な
る
〈
孤
独
〉
へ
と
追
い
込
ま
れ
て
し
ま
う
も
の
で
も

あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の
よ
う
な
〈
自
由
〉
の
行
使
に
は
自
身

の
存
在
が
賭
け
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

こ
の
よ
う
な
避
難
者
が
自
身
の
存
在
を
賭
け
た
〈
自
由
〉
な
活

動
は
、
福
島
や
東
北
を
離
れ
て
行
わ
れ
て
い
る
た
め
、
震
災
／
原

発
「
事
故
」
以
後
の
動
き
か
ら
は
見
落
と
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
が
、

原
発
「
事
故
」
が
な
け
れ
ば
「
避
難
」
も
あ
り
得
な
か
っ
た
も
の

で
あ
り
、
区
域
外
避
難
者
の
存
在
自
体
が
忘
却
の
危
機
に
晒
さ
れ

て
い
る
以
上
、「
東
日
本
」
に
の
み
問
題
は
あ
る
の
で
は
な
く
、

広
範
囲
に
「
震
災
後
」
の
問
題
が
存
在
す
る
こ
と
を
認
識
し
な
お

す
必
要
が
あ
る
。
様
々
な
場
所
で
営
ま
れ
る
生
活
か
ら
原
発
「
事

故
」
以
後
を
問
う
必
要
が
あ
る
こ
と
を
示
し
た
歌
人
と
し
て
大
口

玲
子
の
重
要
性
は
認
識
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
の
だ
。

注（
（
）
た
と
え
ば
、
木
村
朗
子
『
震
災
後
文
学
論
』
青
土
社
、
二
〇
一
三

年
一
一
月
・『
そ
の
後
の
震
災
後
文
学
論
』
青
土
社
、
二
〇
一
八
年

一
月
、
ミ
ツ
ヨ
・
ワ
ダ
・
マ
ル
シ
ア
ー
ノ
編
『〈
ポ
ス
ト
（
・
（（
〉
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メ
デ
ィ
ア
言
説
再
考
』
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
一
九
年
二
月
、
坪

井
秀
人
ほ
か
編
『
世
界
の
な
か
の
〈
ポ
ス
ト
（
・
（（
〉」
新
曜
社
、

二
〇
一
九
年
三
月
な
ど
。

（
（
）
い
わ
ゆ
る
「
自
主
避
難
」
と
同
様
の
意
味
で
用
い
る
が
、
原
発
「
事

故
」
が
な
け
れ
ば
避
難
す
る
必
要
が
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず

「
自
主
」
と
い
う
言
葉
が
、
自
ら
望
ん
で
避
難
を
選
択
し
た
よ
う
な

印
象
を
与
え
る
た
め
、「
自
主
避
難
」
で
は
な
く
（
指
定
）
区
域
外

避
難
と
い
う
表
現
を
用
い
る
。

（
（
）
齋
藤
芳
生
・
高
木
佳
子
ほ
か
「
分
断
を
ど
う
越
え
る
か
―
福
島
と

短
歌
―
」『
現
代
短
歌
』
二
〇
一
八
年
三
月
号
、
六
七
頁
。

（
（
）
初
出
は
吉
川
宏
志
「
行
為
を
と
お
し
て
詠
う
―
脱
原
発
の
歌
」『
う

た
新
聞
』
第
四
号
、
二
〇
一
二
年
七
月
十
日
、
引
用
は
吉
川
宏
志
『
読

み
と
他
者
』
い
り
の
舎
、
二
〇
一
五
年
一
一
月
、
二
〇
三
頁
。

（
（
）
森
松
明
希
子
『
災
害
か
ら
の
命
の
守
り
方
―
私
が
避
難
で
き
た
わ

け
』
文
芸
社
、
二
〇
二
一
年
一
月
、
一
五
頁
。

（
（
）
俵
が
原
発
「
事
故
」
後
、
石
垣
島
に
避
難
し
た
様
子
は
『
オ
レ
が

マ
リ
オ
』（
文
藝
春
秋
、
二
〇
一
三
年
一
一
月
→
文
春
文
庫
、
二
〇

一
七
年
八
月
）
に
詠
ま
れ
て
い
る
。
た
だ
、
俵
自
身
が
仙
台
に
住
ん

で
い
た
際
に
子
育
て
を
す
る
う
え
で
物
足
り
な
い
と
感
じ
て
い
た
も

の
が
石
垣
で
は
当
た
り
前
に
あ
る
と
も
述
べ
て
お
り
、
仙
台
に
戻
り

た
い
思
い
も
あ
り
な
が
ら
も
「
暮
ら
し
を
積
極
的
に
楽
し
」
ん
で
い

る
様
子
が
う
か
が
え
る
。（
俵
万
智
、
聞
き
手
、
松
村
由
利
子
「
イ

ン
タ
ビ
ュ
ー 

今
、
何
が
一
番
大
切
か
」『
短
歌
』
二
〇
一
一
年
一
二

月
号
）
そ
の
た
め
か
、
石
垣
に
「
定
住
」
し
た
後
は
「
避
難
」
に
関

係
す
る
歌
が
ほ
と
ん
ど
な
い
。
そ
の
点
を
吉
川
宏
志
は
「
歌
い
づ
ら

い
テ
ー
マ
で
あ
る
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
理
解
で
き
る
。
し
か
し
個
人

の
生
活
だ
け
で
は
な
く
、
一
度
関
心
を
持
っ
た
社
会
問
題
を
、
継
続

し
て
表
現
し
続
け
る
こ
と
も
、
文
学
に
お
い
て
は
大
切
な
の
で
は
な

か
ろ
う
か
」（
初
出
は
、
吉
川
宏
志
「
継
続
し
て
表
現
す
る
困
難
さ
」

『
共
同
通
信
』
二
〇
一
三
年
一
二
月
、
引
用
は
、
吉
川
宏
志
『
読
み

と
他
者
』
い
り
の
舎
、
二
〇
一
五
年
一
一
月
、
二
三
五
―
二
三
七
頁
）

と
し
て
苦
言
を
呈
す
る
が
、
俵
は
社
会
問
題
と
し
て
「
避
難
」
を
詠

ん
だ
と
い
う
よ
り
は
、
自
身
が
「
避
難
者
」
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
が

た
め
に
「
避
難
」
生
活
を
詠
ん
で
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
た
め
、
や

や
的
を
外
し
た
批
判
と
も
思
わ
れ
る
。

（
（
）
佐
藤
通
雅
「
震
災
詠
か
ら
み
え
て
く
る
も
の
―
い
く
つ
か
の
角
度

か
ら
」『
歌
壇
』
二
〇
一
二
年
三
月
号
、
一
四
七
頁
。

（
（
）
佐
藤
通
雅
「
作
品
点
描
（0
」『
短
歌
年
鑑
』
平
成
二
六
年
度
版
、
一

〇
六
頁
。

（
（
）
大
口
に
〈
み
ど
り
ご
は
祝
福
さ
れ
て
原
子
炉
か
ら
三
〇
キ
ロ
を
隔

て
て
眠
る
〉（『
ト
リ
サ
ン
ナ
イ
タ
』、
一
八
二
頁
）
と
い
う
歌
が
あ

る
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
問
題
は
福
島
原
発
か
ら
の
距
離
で
あ
り
、
県

境
に
は
な
く
、「
仙
台
」
と
い
う
広
範
な
地
域
の
問
題
と
し
て
語
れ

る
も
の
で
は
な
い
。
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（
（0
）
注
七
に
同
じ
、
一
四
七
頁
。

（
（（
）
佐
藤
嘉
幸
・
田
口
卓
臣
『
脱
原
発
の
哲
学
』(

人
文
書
院
、
二
〇
一

六
年
二
月
、
一
〇
四
―
一
一
七
頁
）
な
ど
を
参
照
の
こ
と
。

（
（（
）
調
麻
佐
志
「
奪
わ
れ
る
リ
ア
リ
テ
ィ
」
中
村
征
樹
編
『
ポ
ス
ト
３
・

（（
の
科
学
と
政
治
』
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、二
〇
一
三
年
二
月
、
五
九
頁
。

（
（（
）
あ
く
ま
で
も
批
判
さ
れ
る
べ
き
は
、「
事
故
」
の
直
接
の
原
因
を
引

き
起
こ
し
、「
事
故
」
以
後
も
緩
慢
な
補
償
対
応
し
か
行
っ
て
こ
な

か
っ
た
国
や
福
島
県
、
な
ら
び
に
東
京
電
力
で
あ
る
。

（
（（
）
歌
人
の
高
木
佳
子
は
原
発
「
事
故
」
以
後
も
福
島
県
い
わ
き
市
に

居
住
し
て
い
る
が
、
彼
女
の
歌
に
〈
逃
げ
な
い
ん
で
す
か
ど
う
し

て
？
下
唇
を
噛
む
（
ふ
り
を
す
る
）
炎
昼
の
あ
り
〉〈
そ
れ
で
も
母

親
か
と
い
ふ
言
の
葉
の
あ
を
き
繁
茂
を
見
つ
め
て
吾
は
〉（
高
木
佳

子
「
見
よ
」『
青
雨
記
』
い
り
の
舎
、
二
〇
一
二
年
七
月
、
一
八
六

―
一
八
七
頁
）
と
い
う
も
の
が
あ
り
、「
事
故
」
後
、
福
島
県
内
か

ら
「
避
難
」
し
な
か
っ
た
〈
母
〉
も
同
様
に
言
葉
で
傷
つ
け
ら
れ
て

い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
こ
の
よ
う
な
「
事
故
」
以
後
も
福
島
県

内
に
留
ま
っ
た
人
々
の
表
現
や
「
傷
」
も
、
こ
れ
ま
で
の
文
学
研
究

は
す
く
い
取
っ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
は
念
頭
に
お
く
必
要
が
あ
る
。

（
（（
）〈
福
島
は
買
う
な
食
う
な
と
妻
に
言
う
小
さ
な
声
で
こ
れ
か
ら
も
言

う
〉
と
い
う
歌
が
Ｓ
Ｎ
Ｓ
上
で
炎
上
し
後
日
作
者
が
謝
罪
し
、
歌
を

削
除
す
る
ま
で
に
な
っ
た
騒
動
に
触
れ
高
木
佳
子
が
「
作
品
自
体
で

は
な
く
、
作
者
自
身
の
在
り
方
ま
で
一
方
的
に
攻
撃
す
る
な
ど
、「
原

発
詠
」
は
、
作
り
手
に
も
読
み
手
に
も
リ
ス
ク
を
負
わ
せ
る
硬
直
化

し
た
ジ
ャ
ン
ル
に
な
っ
て
い
る
」（
高
木
佳
子
「『
原
発
詠
』
の
わ
た

し
」『
短
歌
研
究
』
二
〇
一
五
年
八
月
号
、
一
〇
三
頁
）
と
指
摘
す

る
よ
う
に
、
福
島
や
東
北
が
危
険
で
あ
る
か
の
よ
う
に
受
け
取
ら
れ

る
可
能
性
を
有
す
る
「
原
発
詠
」
は
そ
も
そ
も
詠
ま
れ
に
く
く
な
っ

て
お
り
、
避
難
者
の
存
在
の
不
可
視
化
が
進
ん
で
い
る
こ
と
に
は
注

意
す
る
必
要
が
あ
る
。

（
（（
）
本
稿
で
は
、
大
口
の
短
歌
を
生
活
者
の
感
情
や
経
験
が
素
直
に
吐

露
さ
れ
た
「
現
実
詠
」
と
し
て
読
み
解
く
。
も
ち
ろ
ん
、
短
歌
に
お

い
て
は
自
身
が
経
験
し
て
い
な
い
こ
と
を
「
虚
構
詠
」
と
し
て
詠
む

こ
と
も
可
能
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
二
〇
一
四
年
に
第
五
七
回
短
歌

研
究
新
人
賞
を
受
賞
し
た
石
井
僚
一
「
父
親
の
よ
う
な
雨
に
打
た
れ

て
」
が
、
存
命
の
父
を
死
者
と
し
て
詠
ん
で
い
た
こ
と
が
受
賞
後
に

判
明
し
（
実
際
に
死
ん
だ
の
は
祖
父
で
あ
っ
た
）
短
歌
研
究
新
人
賞

の
審
査
員
で
あ
っ
た
加
藤
治
郎
が
、
祖
父
の
死
を
父
親
の
死
と
置
き

換
え
る
虚
構
処
理
の
必
然
性
が
わ
か
ら
な
い
こ
と
や
肉
親
の
死
を
虚

構
化
す
る
態
度
の
軽
さ
を
批
判
す
る
（
加
藤
治
郎
「
虚
構
の
議
論
へ 

第
（（
回
短
歌
研
究
新
人
受
賞
作
に
寄
せ
て
」『
短
歌
研
究
』
二
〇
一

四
年
一
〇
月
号
）
な
ど
、「
父
親
の
よ
う
な
雨
に
打
た
れ
て
」
は
、

現
代
短
歌
に
お
い
て
も
「
虚
構
詠
」
は
扱
い
方
に
よ
っ
て
「
問
題
」

化
す
る
場
合
が
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。
つ
ま
り
、
震
災
や
震
災
後
の

避
難
生
活
を
「
虚
構
」
で
詠
む
こ
と
は
可
能
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
が

― （（ ― ― （（ ―



「
虚
構
詠
」
で
あ
る
こ
と
が
明
確
に
示
さ
れ
、
そ
こ
に
必
然
性
が
み

ら
れ
な
い
限
り
、「
虚
構
詠
」
で
あ
る
可
能
性
は
（
た
だ
で
さ
え
批

判
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
区
域
外
避
難
者
の
生
活
の
様
子
を
詠
ん
だ
短

歌
が
、
後
に
「
虚
構
」
で
あ
る
と
露
呈
し
た
場
合
、「
父
親
の
よ
う

な
雨
に
打
た
れ
て
」
以
上
に
問
題
視
さ
れ
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
を

踏
ま
え
れ
ば
）
低
い
と
考
え
ら
れ
る
。
加
え
て
、
震
災
後
の
大
口
の

道
程
と
詠
ま
れ
た
歌
に
齟
齬
が
な
い
以
上
、
大
口
の
短
歌
を
生
活
者

の
感
情
や
経
験
が
素
直
に
吐
露
さ
れ
た
も
の
と
し
て
読
む
こ
と
に
問

題
は
な
い
と
考
え
る
。

（
（（
）
大
口
玲
子
『
自
由
』
の
「
著
者
略
歴
」
な
ど
を
参
照
。

（
（（
）
内
容
は
以
下
、
二
〇
一
八
年
一
二
月
三
日
、

　
　

https://w
w
w
.facebook.com

/sendai.balloonpro/

posts/（（（（（（0（（（（（（（（（/

、
も
し
く
は
、
宮
下
玲
子
「
原
発
な

く
そ
う
！
九
州
川
内
訴
訟 

第
二
四
回
口
頭
弁
論
意
見
陳
述 

二
〇
一

八
年
一
一
月
二
六
日
」『
宮
崎
県
革
新
懇
ニ
ュ
ー
ス
』
二
八
九
号
、

二
〇
一
九
年
六
月
七
日
で
参
照
可
能
。

（
（（
）
藪
内
亮
輔
・
大
辻
隆
弘
・
大
森
静
佳
「
座
談
会
２
０
１
１
年
に
感

じ
た
こ
と
」『
京
大
短
歌
』
一
八
巻
、
二
〇
一
二
年
四
月
、
五
五
ー

五
七
頁
。

（
（0
）
故
郷
を
捨
て
た
く
て
捨
て
た
わ
け
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

「
見
捨
て
た
」「
裏
切
っ
た
」
と
い
う
批
判
を
向
け
ら
れ
、
傷
つ
い
た

避
難
者
は
珍
し
く
な
い
。
詳
し
く
は
吉
田
千
亜
『
ル
ポ 

母
子
避
難
』

（
岩
波
新
書
、
二
〇
一
六
年
二
月
、
一
一
〇
―
一
一
二
頁
）
を
参
照
。

（
（（
）
山
田
航
・
佐
佐
木
幸
綱
・
真
中
朋
久
「
作
品
季
評
」『
短
歌
研
究
』

二
〇
一
六
年
一
月
号
、
一
三
八
頁
。

（
（（
）
ま
た
別
箇
所
で
も
佐
佐
木
は
『
ト
リ
サ
ン
ナ
イ
タ
』
に
触
れ
な
が

ら
「
ど
こ
に
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
置
く
か
、
ど
ち
ら
に
顔
を
向
け
、
軸
足

を
ど
こ
に
置
く
か
。
歌
集
に
な
る
と
鮮
明
に
な
っ
て
く
る
か
ら
ね
。

大
口
玲
子
は
そ
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
明
確
化
し
て
い
る
と
思
う
」
と
同

様
の
評
価
を
大
口
に
対
し
て
行
っ
て
い
る
。（
佐
佐
木
幸
綱
・
島
田

修
三
ほ
か
「
東
日
本
大
震
災
か
ら
一
年
を
振
り
返
っ
て
」『
短
歌
研

究
』
二
〇
一
二
年
一
二
月
、
二
〇
頁
）

（
（（
）
吉
川
宏
志
「
父
の
優
し
さ
、
母
の
痛
み
」
初
出
は
、
吉
川
宏
志
「
短

歌
は
い
ま
」
共
同
通
信
、
二
〇
一
三
年
七
月
、
引
用
は
『
読
み
と
他

者
』
い
り
の
舎
、
一
八
七
頁
。

（
（（
）
大
口
玲
子
「
声
」『
桜
の
木
に
の
ぼ
る
人
』、
一
〇
〇
頁
。

（
（（
）
大
口
玲
子
「
声
」『
桜
の
木
に
の
ぼ
る
人
』、
一
〇
五
頁
。

（
（（
）
大
口
玲
子
「
母
子
避
難
を
『
語
る
』
こ
と
の
難
し
さ
」『
神
の
パ
ズ

ル
』
す
い
れ
ん
舎
、
二
〇
一
六
年
四
月
、
一
六
一
頁
。

（
（（
）
大
口
玲
子
「
逃
げ
る
」『
ト
リ
サ
ン
ナ
イ
タ
』、
一
八
九
頁
。

（
（（
）
大
口
玲
子
「
声
」『
桜
の
木
に
の
ぼ
る
人
』、
一
〇
四
頁
。

（
（（
）
大
口
玲
子
「
ま
つ
す
ぐ
」『
桜
の
木
に
の
ぼ
る
人
』、
一
二
〇
頁
。

（
（0
）
川
野
里
子
は
、
短
歌
に
お
い
て
は
意
見
の
対
立
も
あ
り
な
が
ら
も
、

そ
の
中
で
「
母
で
あ
る
わ
れ
」
が
原
発
事
故
と
い
う
訳
の
分
か
ら
な
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い
も
の
を
ど
う
背
負
う
の
か
と
い
う
と
き
、
一
番
目
立
つ
形
で
浮
か

び
上
が
っ
て
き
た
と
指
摘
し
、
そ
の
理
由
を
「
原
発
事
故
が
起
き
て
、

放
射
性
物
質
の
半
減
期
と
い
う
途
方
も
な
い
時
間
を
突
き
付
け
ら
れ

た
と
き
、
そ
れ
を
最
も
切
実
に
考
え
た
の
が
子
ど
も
と
い
う
未
来
を

抱
え
た
母
」
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
「『
未
来
を
抱
え
た
わ
れ
わ
れ
』

と
い
う
新
し
い
主
語
の
誕
生
だ
と
思
い
た
い
」
か
ら
だ
と
大
口
や
俵

万
智
、
高
木
佳
子
に
触
れ
る
こ
と
で
述
べ
て
い
る
。（
小
川
軽
舟
×

川
野
里
子
×
平
田
俊
子
「
震
災
と
詩
歌
」『
文
藝
』
二
〇
一
五
年
夏

号
、
一
〇
六
―
一
〇
八
頁
）
確
か
に
短
歌
に
お
い
て
原
発
「
事
故
」

に
鋭
敏
に
反
応
し
た
の
は
複
数
の
〈
母
〉
た
ち
で
あ
り
、
原
発
「
事

故
」
に
対
峙
で
き
る
大
き
な
主
語
を
設
定
す
る
こ
と
に
も
意
義
は
あ

る
と
考
え
る
が
、
そ
れ
を
〈
わ
れ
わ
れ
〉
と
し
て
〈
母
〉
の
み
を
束

ね
る
の
は
、
個
別
の
〈
母
〉
の
経
験
を
捨
象
す
る
の
み
な
ら
ず
、〈
母
〉

以
外
の
立
場
に
あ
る
人
を
も
切
り
捨
て
て
お
り
、
賛
同
す
る
こ
と
は

難
し
い
。〈
わ
れ
わ
れ
〉
と
い
う
三
人
称
複
数
の
視
点
を
用
意
す
る

こ
と
の
意
義
は
踏
ま
え
た
う
え
で
、
慎
重
に
考
察
す
べ
き
テ
ー
マ
で

あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

（
（（
）
大
口
玲
子
「
見
知
ら
ぬ
顔
の
」『
ト
リ
サ
ン
ナ
イ
タ
』、
一
〇
八
頁
。

（
（（
）
大
口
玲
子
「
ト
リ
サ
ン
ナ
イ
タ
」『
ト
リ
サ
ン
ナ
イ
タ
』、
一
三
六
頁
。

（
（（
）
大
口
玲
子
「
吾
亦
紅
」『
ト
リ
サ
ン
ナ
イ
タ
』、
一
五
六
頁
。

（
（（
）
大
口
玲
子
「
聖
夜
」『
桜
の
木
に
の
ぼ
る
人
』、
一
六
四
頁
。

（
（（
）
大
口
玲
子
「
逃
げ
る
」『
ト
リ
サ
ン
ナ
イ
タ
』、
一
九
三
頁
。

（
（（
）
大
口
玲
子
「
椋
鳥
」『
ト
リ
サ
ン
ナ
イ
タ
』、
一
九
六
頁
。

（
（（
）
大
口
玲
子
「
大
風
呂
敷
」『
ト
リ
サ
ン
ナ
イ
タ
』、二
一
八
―
二
一
九
頁
。

（
（（
）
大
口
玲
子
「
聖
ロ
レ
ン
ツ
ォ
の
夜
」『
桜
の
木
に
の
ぼ
る
人
』、
一

五
六
頁
。

（
（（
）
大
口
玲
子
「
オ
ー
ロ
ラ
を
動
か
す
」『
自
由
』、
一
五
四
頁
。

（
（0
）
大
口
玲
子
「
自
由
」『
自
由
』、
一
二
五
頁
。

（
（（
）
大
口
玲
子
「
自
由
」『
自
由
』、
一
二
六
頁
。

（
（（
）
大
口
玲
子
「
自
由
」『
自
由
』、
一
二
三
頁
。

（
（（
）
大
口
玲
子
「
自
由
」『
自
由
』、
一
三
〇
頁
。

（
（（
）
大
口
玲
子
「
う
さ
ぎ
と
マ
ス
ク
」『
自
由
』
一
三
四
―
一
三
五
頁
。

（
（（
）
大
口
玲
子
「
古
代
蓮
」『
自
由
』、
一
六
二
頁
。

（
（（
）
大
口
玲
子
「
あ
と
が
き
」『
自
由
』、
一
六
四
頁
。

（
（（
）
大
口
玲
子
「
サ
ム
ソ
ン
の
怪
力
」『
桜
の
木
に
の
ぼ
る
人
』、
二
二

三
―
二
二
五
頁
。

（
（（
）
山
下
祐
介
『
東
北
発
の
震
災
論
―
周
辺
か
ら
広
域
シ
ス
テ
ム
を
考

え
る
』
ち
く
ま
新
書
、
二
〇
一
三
年
一
月
、
一
七
六
―
一
七
七
頁
。

（
（（
）
ほ
か
に
も
原
発
立
地
地
域
に
お
け
る
新
聞
報
道
な
ら
び
に
掲
載
広

告
が
、
反
原
発
の
声
を
あ
げ
る
こ
と
を
困
難
に
す
る
空
気
を
醸
成
し

て
き
た
点
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
点
に
関
し
て
は
、
本
間

龍
『
原
発
広
告
と
地
方
紙
―
原
発
立
地
県
の
報
道
姿
勢
』（
亜
紀
書

房
、
二
〇
一
四
年
一
〇
月
）
に
詳
し
い
。

（
（0
）
注
（（
に
同
じ
。
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（
（（
）
青
木
美
希
『
い
な
い
こ
と
に
さ
れ
る
私
た
ち
―
福
島
第
一
原
発
事

故
（0
年
目
の
「
言
っ
て
は
い
け
な
い
真
実
」』
朝
日
新
聞
出
版
、
二

〇
二
一
年
四
月
、
七
一
頁
。

（
（（
）
注
（（
に
同
じ
、
五
八
頁
。

（
（（
）
来
嶋
靖
生
「
震
災
と
短
歌
の
可
能
性
―
歌
の
詠
み
方
は
変
わ
っ
た

か
」『
現
代
短
歌
』
二
〇
一
七
年
四
月
号
。

（
（（
）
中
野
敏
男
『
詩
歌
と
戦
争
―
白
秋
と
民
衆
、
総
力
戦
へ
の
「
道
」』

Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版
、
二
〇
一
二
年
五
月
。
特
に
一
一
四
頁
か
ら
一
一
八
頁

を
参
照
の
こ
と
。 

付
記

　

本
稿
は
、
東
北
大
学
文
学
研
究
科
「
現
代
日
本
学
」
専
攻
分
野
と
、
東

北
大
学
国
際
文
化
研
究
科
「
国
際
日
本
研
究
講
座
」
を
中
心
と
す
る
「
日

本
学
研
究
会
」
の
第
二
回
学
術
大
会
（
二
〇
二
一
年
三
月
五
日
）
に
お
け

る
パ
ネ
ル
「
い
ま
『
震
災
後
文
化
』
を
考
え
る
―
東
日
本
大
震
災
（0
年
に

寄
せ
て
」
内
で
の
発
表
「
東
北
を
『
異
化
』
す
る
―
大
口
玲
子
の
原
発
詠

と
『
母
子
避
難
』」
を
基
に
、
加
筆
修
正
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
。
パ
ネ

ル
の
企
画
・
当
日
運
営
・
司
会
を
ご
担
当
く
だ
さ
っ
た
茂
木
謙
之
介
さ
ん

を
は
じ
め
と
す
る
関
係
者
の
み
な
さ
ま
に
、
末
尾
な
が
ら
深
く
感
謝
申
し

上
げ
ま
す
。

 

（
か
し
ま
・
ま
さ
ひ
ろ
／
中
部
大
学
ほ
か
非
常
勤
講
師
）
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