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は
じ
め
に

　
東
日
本
大
震
災
か
ら
間
も
な
く
二
年
が
経
と
う
と
し
て
い
る
。
昨
年
九
月
に
原
子
力
規
制
委
員
会
が
発
足
し
た
が
、
原
発
再
稼
働
の
可

否
に
つ
い
て
は
今
後
決
定
さ
れ
る
新
し
い
安
全
基
準
に
基
づ
く
と
し
て
お
り
、
活
断
層
の
調
査
も
含
め
て
再
稼
働
の
判
断
に
は
慎
重
な
議

論
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
昨
年
末
の
衆
議
院
選
挙
で
は
原
発
政
策
も
主
要
な
争
点
の
一
つ
と
な
っ
た
が
、
脱
原
発
依
存
を
掲
げ

て
い
た
は
ず
の
新
政
権
の
安
倍
首
相
は
す
で
に
原
発
の
新
設
に
も
含
み
を
持
た
せ
る
発
言
を
行
っ
て
お
り
、
経
済
の
再
生
を
最
優
先
さ
せ

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
我
々
が
こ
れ
か
ら
の
原
発
問
題
を
考
え
る
に
あ
た
り
、
今
改
め
て
高
木
仁
三
郎
氏
に
注
目
し
た
い
。
高
木
氏

は
原
子
力
技
術
の
研
究
開
発
に
携
わ
っ
た
も
の
の
、
そ
の
実
状
に
疑
問
を
感
じ
自
由
な
見
地
か
ら
原
子
力
行
政
に
対
し
て
提
言
、
分
析
を

行
な
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
原
子
力
産
業
か
ら
独
立
し
た
「
原
子
力
資
料
情
報
室
」
を
設
立
し
、
代
表
を
務
め
た
。
一
九
九
〇
年
代
よ
り

す
で
に
地
震
に
よ
っ
て
原
発
へ
の
電
力
と
水
の
供
給
が
断
絶
し
た
際
の
大
事
故
の
可
能
性
を
指
摘
し
て
お
り
、
そ
の
危
険
性
を
予
見
し
て

対
策
の
必
要
性
を
訴
え
る
と
と
も
に
脱
原
発
を
訴
え
続
け
た
。
今
回
の
福
島
第
一
原
発
の
事
故
に
よ
っ
て
、
改
め
て
そ
の
存
在
が
注
目
さ
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仁
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れ
て
い
る
。
ま
た
重
要
な
点
と
し
て
、
高
木
氏
が
設
立
し
た
「
原
子
力
資
料
情
報
室
」
の
こ
と
を
自
ら
「
わ
が
羅
須
地
人
協
会
」
と
呼
び
、

自
身
を
宮
澤
賢
治
と
重
ね
合
わ
せ
て
い
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
本
発
表
で
は
高
木
氏
が
宮
澤
賢
治
と
自
ら
を
重
ね
合
わ
せ
、
何
を
目
指

し
て
い
た
の
か
を
考
え
、
こ
れ
か
ら
の
原
発
問
題
を
考
え
る
上
で
の
一
助
と
し
た
い
。

一
、
高
木
仁
三
郎
に
つ
い
て

　
高
木
氏
は
一
九
三
八
年
（
昭
和
十
三
年
）
群
馬
県
前
橋
市
で
生
ま
れ
、
群
馬
県
立
前
橋
高
校
を
卒
業
後
、
東
京
大
学
理
学
部
へ
と
進
学

し
た
。
在
学
中
に
は
六
十
年
安
保
闘
争
に
も
参
加
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
一
九
六
一
年
か
ら
日
本
原
子
力
事
業
総
合
研
究
所
核
化
学
研
究

室
（
現
在
の
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
）
に
就
職
し
た
が
、
そ
こ
で
の
熱
心
な
研
究
が
会
社
の
方
針
と
合
わ
ず
に
一
九
六
五
年
に
東
京

大
学
原
子
核
研
究
所
の
助
手
へ
と
転
職
を
す
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
の
研
究
の
中
で
、
世
界
中
で
行
な
わ
れ
る
核
実
験
の
影
響
に
よ
り
い
か

に
こ
の
世
界
が
放
射
線
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
い
る
か
を
知
る
こ
と
に
な
る
。

　
さ
ら
に
研
究
が
一
段
落
し
て
転
換
の
契
機
を
求
め
て
い
た
頃
に
声
が
か
か
り
今
度
は
一
九
六
九
年
か
ら
東
京
都
立
大
学
理
学
部
化
学
科

の
助
教
授
と
な
っ
た
。
こ
の
時
、
成
田
国
際
空
港
建
設
に
反
対
す
る
三
里
塚
闘
争
に
積
極
的
に
参
加
し
て
い
る
。
国
家
と
農
民
と
の
対
立

の
中
で
、
学
問
と
向
き
合
っ
て
き
た
自
分
こ
そ
が
農
民
た
ち
の
主
張
を
大
義
と
し
て
社
会
に
認
め
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
た
。

そ
し
て
ま
た
、
こ
の
頃
に
宮
澤
賢
治
と
の
出
会
い
が
あ
っ
た
。
賢
治
が
羅
須
地
人
協
会
の
集
会
案
内
に
書
い
た
「
わ
れ
わ
れ
は
ど
ん
な
方

法
で
わ
れ
わ
れ
に
必
要
な
科
学
を
わ
れ
わ
れ
の
も
の
に
で
き
る
か
」
と
い
う
一
文
に
高
木
氏
は
衝
撃
を
受
け
た
。
そ
れ
こ
そ
が
当
時
、
氏

の
直
面
し
て
い
た
問
題
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
の
後
、
教
員
を
続
け
る
意
欲
を
失
い
大
学
を
辞
め
る
決
意
を
固
め
る
が
、
と
り
あ
え
ず
一
年
間
ド
イ
ツ
の
マ
ッ
ク
ス
・
プ
ラ
ン
ク
核

物
理
研
究
所
へ
と
留
学
す
る
こ
と
を
決
め
た
。
そ
し
て
一
年
後
の
一
九
七
三
年
に
都
立
大
学
を
退
職
し
た
。
そ
れ
か
ら
は
翻
訳
の
仕
事
を

し
な
が
ら
三
里
塚
に
も
通
い
続
け
た
が
、
全
国
で
原
発
建
設
ブ
ー
ム
が
起
こ
る
中
、
専
門
的
知
識
を
持
つ
一
市
民
と
い
う
立
場
か
ら
原
発
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反
対
運
動
に
関
わ
っ
て
い
く
。
そ
れ
と
同
時
に
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
問
題
を
考
え
る
自
主
グ
ル
ー
プ
「
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
研
究
会
」
を
組
織
し
た
。

　
こ
の
頃
に
は
全
国
に
原
発
建
設
計
画
が
あ
り
、
そ
れ
に
反
対
す
る
住
民
運
動
が
活
発
化
し
て
い
た
。
そ
れ
に
伴
い
、
そ
の
運
動
に
協
力

し
て
い
た
専
門
家
た
ち
の
間
で
、
共
通
の
資
料
室
を
作
ろ
う
と
い
う
動
き
が
生
ま
れ
、
高
木
氏
は
そ
の
原
子
力
資
料
情
報
室
の
専
従
世
話

人
と
な
っ
た
。
反
原
発
を
訴
え
る
中
で
、
一
九
七
九
年
の
ア
メ
リ
カ
で
の
ス
リ
ー
マ
イ
ル
島
原
発
事
故
、
一
九
八
六
年
の
ソ
連
の
チ
ェ
ル

ノ
ブ
イ
リ
事
故
を
経
て
、
原
発
の
是
非
が
社
会
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
、
高
木
氏
も
度
々
メ
デ
ィ
ア
に
登
場
す
る
よ
う
に
な
る
。

　
一
九
九
〇
年
と
一
九
九
一
年
に
は
「
脱
原
発
法
」
の
成
立
を
目
指
し
て
約
三
三
〇
万
人
分
の
署
名
を
集
め
国
会
請
願
を
行
な
っ
た
が
、

国
会
で
は
全
く
無
視
さ
れ
議
論
も
さ
れ
ず
に
門
前
払
い
を
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
運
動
が
失
敗
に
終
わ
っ
た
こ
と
や
持
病
の
腰
痛
が
悪

化
し
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
高
木
氏
は
う
つ
病
に
か
か
っ
て
し
ま
う
。
三
ヶ
月
近
く
の
休
暇
を
取
る
こ
と
に
な
り
、
そ
こ
で
自
ら
の
営
み
は

市
民
の
目
の
高
さ
か
ら
の
科
学
、
す
な
わ
ち
「
市
民
の
科
学
」
を
目
指
す
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
再
確
認
す
る
。

　
活
動
に
復
帰
し
て
か
ら
は
青
森
県
六
ヶ
所
村
の
核
燃
料
サ
イ
ク
ル
施
設
の
問
題
に
取
り
組
む
と
と
も
に
、
海
外
で
の
国
際
会
議
に
も
活

躍
の
場
を
広
げ
た
。
一
九
九
七
年
に
は
「
も
う
一
つ
の
ノ
ー
ベ
ル
賞
」
と
呼
ば
れ
る
「
ラ
イ
ト
・
ラ
イ
ブ
リ
フ
ッ
ド
賞
」
を
受
賞
す
る
が
、

翌
一
九
九
八
年
に
は
大
腸
が
ん
が
発
覚
。
二
〇
〇
〇
年
に
六
十
二
歳
で
亡
く
な
っ
た
。

　
高
木
氏
は
一
九
九
五
年
に
発
表
し
た
「
核
施
設
と
非
常
事
態
│
地
震
対
策
の
検
証
を
中
心
に
│
」（『
日
本
物
理
学
会
誌
』

V
ol.50

）
と
い
う
論
文
に
お
い
て
、
地
震
と
津
波
に
よ
る
核
施
設
の
危
険
性
を
指
摘
、
阪
神
・
淡
路
大
震
災
は
大
き
な
警
告
を
発
し
て
い

る
と
述
べ
て
い
る
が
、
残
念
な
が
ら
そ
の
予
見
は
三
・
一
一
の
東
日
本
大
震
災
に
よ
る
福
島
原
発
事
故
に
よ
っ
て
現
実
の
も
の
と
な
っ
て

し
ま
っ
た
。

二
、
高
木
仁
三
郎
と
宮
澤
賢
治

　
高
木
氏
は
前
述
の
通
り
都
立
大
学
の
助
教
授
時
代
に
、
詩
人
で
ド
イ
ツ
文
学
者
だ
っ
た
菅
谷
規
矩
雄
氏
か
ら
勧
め
ら
れ
て
宮
澤
賢
治
作
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品
を
改
め
て
読
み
「
わ
れ
わ
れ
は
ど
ん
な
方
法
で
わ
れ
わ
れ
に
必
要
な
科
学
を
わ
れ
わ
れ
の
も
の
に
で
き
る
か
」
と
い
う
、
賢
治
が
羅
須

地
人
協
会
の
集
会
案
内
に
書
い
た
一
文
と
出
会
う
。
こ
れ
は
高
木
氏
が
当
時
直
面
し
て
い
た
問
題
そ
の
も
の
で
あ
り
、
四
十
年
以
上
前
に

自
分
と
同
じ
問
題
を
抱
え
て
い
た
こ
と
に
驚
き
と
感
動
を
覚
え
た
と
い
う
。

　
高
木
氏
は
賢
治
と
自
分
と
を
重
ね
合
わ
せ
て
い
た
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
物
理
学
者
で
あ
り
宮
沢
賢
治
イ
ー
ハ
ト
ー
ブ
館
前
館
長
で
も
あ

る
斎
藤
文
一
氏
は

　
　 

　
そ
も
そ
も
賢
治
（
一
八
九
六
〜
一
九
三
三
）
と
高
木
さ
ん
（
一
九
三
八
〜
二
〇
〇
〇
）
は
、
生
ま
れ
は
四
十
年
ほ
ど
の
違
い
も
あ

り
、
各
々
の
活
動
分
野
も
ま
る
で
違
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
じ
つ
は
こ
の
二
人
に
は
は
っ
き
り
し
た
共
通
点
が
あ
る
こ
と
に

気
が
つ
く
。
た
と
え
ば
二
人
の
経
歴
、
二
人
が
置
か
れ
た
時
代
の
性
格
、
両
者
の
活
動
の
ス
タ
イ
ル
、
両
者
の
持
っ
て
い
た
内
的
な

関
心
や
意
識
な
ど
に
つ
い
て
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　（
斎
藤
文
一
「
高
木
仁
三
郎
と
宮
澤
賢
治

│
二
人
の
科
学
者
」

 

『
希
望
の
未
来
へ

　
市
民
科
学
者
・
高
木
仁
三
郎
の
生
き
方
』
二
〇
〇
四
年

　
七
つ
森
書
館

　
一
六
三
頁
）

と
述
べ
て
い
る
。
賢
治
は
質
・
古
着
商
を
営
む
裕
福
な
家
庭
に
生
ま
れ
、
盛
岡
高
等
農
林
学
校
で
学
び
、
農
学
校
の
教
師
と
な
る
が
約
四

年
で
退
職
し
羅
須
地
人
協
会
を
立
ち
上
げ
る
。
一
方
、
高
木
氏
も
開
業
医
の
家
に
生
ま
れ
、
東
京
大
学
で
学
ん
だ
後
に
研
究
所
助
手
、
大

学
助
教
授
を
短
期
間
で
辞
職
し
て
い
る
。
そ
し
て
高
木
氏
は
原
子
力
資
料
情
報
室
を
立
ち
上
げ
る
が
、
自
ら

　
　 

私
は
な
に
し
ろ
、
資
料
室
に
か
か
わ
る
こ
と
を
決
め
た
時
点
で
、
そ
こ
に
全
精
力
、
お
お
げ
さ
で
な
く
全
人
生
を
か
け
、
そ
こ
を
わ

が
「
羅
須
地
人
協
会
」
に
す
る
と
い
う
気
持
に
な
っ
て
い
た
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（
高
木
仁
三
郎
『
市
民
科
学
者
と
し
て
生
き
る
』
一
九
九
九
年
　
岩
波
新
書
　
一
五
〇
頁
）

と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
賢
治
の
影
響
を
多
分
に
受
け
て
い
た
。

　
高
木
氏
は
賢
治
の
『
農
民
芸
術
概
論
綱
要
』
の

　
　
宗
教
は
疲
れ
て
近
代
科
学
に
置
換
さ
れ
然
も
科
学
は
冷
く
暗
い

　
　
芸
術
は
い
ま
わ
れ
ら
を
離
れ
然
も
わ
び
し
く
堕
落
し
た

　
　
い
ま
宗
教
家
芸
術
家
と
は
真
善
若
く
は
美
を
独
占
し
販
る
も
の
で
あ
る

　
　
わ
れ
ら
に
購
ふ
べ
き
力
も
な
く

　
又
さ
る
も
の
を
必
要
と
せ
ぬ

　
　
い
ま
や
わ
れ
ら
は
新
た
に
正
し
き
道
を
行
き

　
わ
れ
ら
の
美
を
創
ら
ね
ば
な
ら
ぬ

　
　 

（
中
略
）

　
　
職
業
芸
術
家
は
一
度
亡
び
ね
ば
な
ら
ぬ

　
　
誰
人
も
み
な
芸
術
家
た
る
感
受
を
な
せ

　
　
個
性
の
優
れ
る
方
面
に
於
て
各
々
止
む
な
き
表
現
を
な
せ

　
　
然
も
め
い
め
い
そ
の
と
き
ど
き
の
芸
術
家
で
あ
る
。

 

（
宮
澤
賢
治
「
農
民
芸
術
概
論
綱
要
」『
校
本
宮
澤
賢
治
全
集
』
第
十
二
巻
上

　
一
九
七
五
年

　
筑
摩
書
房

　
十
頁
）

と
い
う
部
分
に
つ
い
て
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私
は
こ
れ
ら
の
文
章
の
芸
術
を
科
学
に
、
職
業
芸
術
家
を
職
業
科
学
者
に
、
美
を
真
に
お
き
か
え
て
、
わ
が
こ
と
と
し
て
読
ん
だ
。

極
端
な
理
想
主
義
と
言
え
ば
そ
れ
ま
で
だ
が
、
今
、
自
分
も
ま
た
、
理
想
主
義
に
徹
す
る
し
か
な
い
の
で
は
な
い
か
。「
職
業
科
学

者
は
一
度
は
亡
び
ね
ば
な
ら
ぬ
」、
と
。 

（
高
木
仁
三
郎
『
市
民
科
学
者
と
し
て
生
き
る
』
一
九
九
九
年
　
岩
波
新
書
　
一
二
三
頁
）

と
述
べ
て
い
る
。
高
木
氏
は
日
本
原
子
力
事
業
総
合
研
究
所
核
化
学
研
究
室
の
仕
事
を
、
会
社
の
極
端
な
原
発
推
進
、
基
礎
研
究
不
要
の

風
潮
に
疑
問
を
感
じ
て
辞
め
、
都
立
大
学
助
教
授
時
代
に
は
成
田
国
際
空
港
建
設
に
反
対
す
る
三
里
塚
闘
争
に
も
積
極
的
に
参
加
を
し
て

い
る
。
自
ら
が
「
職
業
科
学
者
」
の
地
位
に
甘
ん
じ
て
し
ま
う
こ
と
へ
の
葛
藤
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
行
動
に
出
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
宮

澤
賢
治
も
ま
た
、
農
学
校
教
師
時
代
に
は
学
生
に
は
農
業
を
勧
め
な
が
ら
も
、
自
ら
は
教
師
と
し
て
俸
給
を
受
け
取
っ
て
生
活
し
て
い
る

と
い
う
矛
盾
、
葛
藤
が
原
因
と
な
っ
て
教
師
を
辞
め
て
羅
須
地
人
協
会
の
設
立
へ
と
向
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
高
木
氏
は
賢
治
の
こ
と
を

　
　
科
学
を
す
る
こ
と
の
苦
悩
を
、
あ
れ
ほ
ど
実
践
的
な
領
域
に
立
ち
入
っ
て
表
現
し
て
い
る
人
を
、

や
っ
ぱ
り
私
は
知
り
ま
せ
ん
。 

（
高
木
仁
三
郎
『
宮
澤
賢
治
を
め
ぐ
る
冒
険
』
二
〇
一
一
年

　
七
つ
森
書
館

　
一
一
〇
頁
）

こ
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
る
。
自
ら
と
同
じ
疑
問
を
持
ち
、
同
じ
よ
う
に
苦
悩
し
て
羅
須
地
人
協
会
と
い
う
形
で
答
え
を
求
め
た
宮
澤
賢

治
に
対
し
て
自
ら
を
重
ね
合
わ
せ
、
高
木
氏
も
ま
た
答
え
を
求
め
続
け
た
と
い
え
る
。

三
、
市
民
科
学
者
と
は

　
そ
れ
で
は
賢
治
の
考
え
る
羅
須
地
人
協
会
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
。
そ
し
て
高
木
氏
が
考
え
た
原
子
力
資
料
情
報
室
と
は
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ど
ん
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
高
木
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　 
賢
治
に
と
っ
て
の
羅
須
地
人
協
会
と
い
う
の
は
か
な
ら
ず
し
も
、
科
学
だ
け
で
は
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
農
民
芸
術
と
い
う
こ
と

を
言
っ
て
い
た
わ
け
で
す
し
、
そ
れ
に
反
し
て
、
私
の
原
子
力
資
料
情
報
室
は
芸
術
と
は
縁
遠
い
。
し
か
し
、
ま
あ
賢
治
の
農
民
芸

術
と
い
う
言
葉
も
、
農
民
科
学
と
い
う
ふ
う
に
そ
の
ま
ま
読
み
替
え
る
こ
と
が
で
き
る
く
ら
い
に
、
彼
は
科
学
に
つ
い
て
も
思
い
入

れ
も
あ
っ
た
で
し
ょ
う
し
、
羅
須
地
人
協
会
に
つ
い
て
も
、
そ
の
こ
と
で
賢
治
な
り
の
科
学
を
実
践
と
し
て
行
う
こ
と
が
非
常
に
大

き
な
要
素
と
し
て
あ
っ
た
か
と
思
う
の
で
す
。
私
は
私
な
り
の
科
学
を
、
大
学
と
か
企
業
の
機
関
で
は
な
い
と
こ
ろ
で
、
在
野
で
行

っ
て
み
た
い
。
原
子
力
の
研
究
が
在
野
で
で
き
る
の
か
、
と
い
う
ま
っ
た
く
当
然
の
問
い
が
周
囲
か
ら
圧
倒
的
に
寄
せ
ら
れ
る
な
か

で
私
は
大
学
を
飛
び
出
し
ま
し
た
。
私
に
も
そ
れ
な
り
の
高
ぶ
っ
た
気
持
ち
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
原
子
力
資

料
情
報
室
は
わ
が
羅
須
地
人
協
会
な
の
で
す
。

 

（
高
木
仁
三
郎
『
宮
澤
賢
治
を
め
ぐ
る
冒
険
』
二
〇
一
一
年

　
七
つ
森
書
館

　
八
七
〜
八
八
頁
）

　
賢
治
が
「
わ
れ
わ
れ
は
ど
ん
な
方
法
で
わ
れ
わ
れ
に
必
要
な
科
学
を
わ
れ
わ
れ
の
も
の
に
で
き
る
か
」
と
い
う
自
問
に
答
え
る
た
め
に

教
職
を
辞
め
て
羅
須
地
人
協
会
を
設
立
し
、
そ
こ
で
農
民
と
同
じ
立
場
で
農
民
芸
術
に
つ
い
て
実
践
し
た
よ
う
に
、
高
木
氏
は
「
市
民
は

ど
ん
な
方
法
で
市
民
に
必
要
な
科
学
を
市
民
の
も
の
に
で
き
る
か
」
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
、
在
野
で
市
民
と
同
じ
立
場
の
中
で
「
科

学
」
を
行
お
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
そ
の
こ
と
は
高
木
氏
の
『
雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
』
の
捉
え
方
か
ら
も
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　 

　
し
か
し
、
私
の
知
る
限
り
、
今
の
科
学
者
た
ち
は
ま
ず
人
間
と
し
て
涙
を
流
し
、
オ
ロ
オ
ロ
す
る
と
こ
ろ
か
ら
出
発
し
よ
う
と
し
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な
い
。
そ
の
前
に
す
べ
て
を
デ
ー
タ
と
し
て
ク
ー
ル
に
受
け
止
め
て
し
ま
う
。
そ
こ
に
今
日
の
科
学
の
原
点
に
あ
る
問
題
が
ひ
そ
ん

で
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
私
は
感
じ
る
の
で
す
。

　
　 
（
中
略
）

　
　 

　
そ
し
て
、
そ
う
思
う
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
「
雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
」
は
私
に
と
っ
て
い
っ
そ
う
重
要
な
も
の
と
な
り
ま
し
た
。
常
に
オ

ロ
オ
ロ
し
、
涙
を
流
す
と
こ
ろ
か
ら
、
い
わ
ば
そ
の
原
点
、
そ
の
目
の
高
さ
か
ら
科
学
を
や
っ
て
い
き
た
い
、
そ
れ
が
私
に
と
っ
て

も
決
意
表
明
と
な
っ
た
の
で
す
。

 

（
高
木
仁
三
郎
『
宮
澤
賢
治
を
め
ぐ
る
冒
険
』
二
〇
一
一
年
　
七
つ
森
書
館
　
一
四
八
〜
一
四
九
頁
）

　
賢
治
の
言
う
よ
う
に
「
冷
く
暗
い
」
現
代
の
科
学
は
あ
ま
り
に
冷
静
に
す
べ
て
を
捉
え
る
が
、
そ
こ
に
高
木
氏
は
疑
問
を
感
じ
て
い
た
。

　
　 

　
そ
う
い
う
科
学
を
考
え
直
さ
な
く
ち
ゃ
い
け
な
い
。
人
間
は
自
然
を
支
配
で
き
る
と
思
っ
て
い
る
。
科
学
と
い
う
の
は
自
然
を
支

配
し
て
自
分
の
思
う
よ
う
に
で
き
る
と
思
っ
て
き
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
実
際
は
つ
く
り
出
し
た
も
の
が
思
う
よ
う
に
な
ら
な
い
部
分

が
相
当
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
が
次
第
に
重
荷
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
そ
こ
ん
と
こ
ろ
を
考
え
直
さ
な
く
ち
ゃ
い
け
な
い
ん
じ
ゃ
な
い

か
、
と
思
い
ま
す
。 

（
高
木
仁
三
郎
『
科
学
と
の
つ
き
合
い
方
』
一
九
八
六
年

　
河
合
文
化
教
育
研
究
所

　
三
五
頁
）

　
科
学
は
万
能
の
も
の
と
し
て
人
々
か
ら
信
仰
を
集
め
て
き
た
よ
う
に
見
え
た
が
、
公
害
問
題
や
環
境
問
題
、
そ
し
て
核
の
問
題
な
ど
新

た
な
問
題
を
次
々
と
生
み
出
し
続
け
て
い
る
。
そ
こ
で
科
学
者
は
中
立
的
な
立
場
か
ら
そ
の
問
題
を
た
だ
冷
静
に
デ
ー
タ
と
し
て
捉
え
る

の
で
は
な
く
、
実
際
に
人
々
の
中
に
入
り
そ
の
目
線
か
ら
物
事
を
見
聞
き
し
、
と
も
に
オ
ロ
オ
ロ
し
、
と
も
に
涙
を
流
し
な
が
ら
一
緒
に

考
え
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
専
門
的
知
識
を
持
ち
な
が
ら
も
市
民
の
立
場
か
ら
問
題
を
解
決
す
る
手
立
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て
を
考
え
て
い
く
。
こ
れ
こ
そ
が
高
木
氏
の
言
う
市
民
科
学
者
の
姿
で
あ
る
。

　
四
、
二
人
は
何
を
目
指
し
た
の
か

　
賢
治
は
羅
須
地
人
協
会
の
活
動
に
よ
っ
て
イ
ー
ハ
ト
ー
ブ
を
実
現
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
イ
ー
ハ
ト
ー
ブ
と
は
賢
治
に
よ
る
と
「
ド
リ

ー
ム
ラ
ン
ド
と
し
て
の
日
本
岩
手
県
」
で
あ
り
、
賢
治
の
法
華
経
信
仰
か
ら
鑑
み
れ
ば
、
常
寂
光
土
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。
賢
治
は
『
農

民
芸
術
概
論
綱
要
』
の
中
で
「
世
界
の
ま
こ
と
の
幸
福
」
の
た
め
に
こ
れ
か
ら
我
々
が
何
を
論
じ
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
「
近
代

科
学
の
実
証
と
求
道
者
た
ち
の
実
験
と
わ
れ
ら
の
直
観
の
一
致
に
於
て
論
じ
た
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
す
な
わ
ち
近
代
科
学
の
力

と
宗
教
の
力
、
そ
し
て
我
々
の
芸
術
と
も
言
う
べ
き
各
々
の
資
質
と
を
合
わ
せ
て
、
こ
れ
か
ら
の
未
来
を
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
賢
治
は
「
わ
れ
ら
の
前
途
は
輝
き
な
が
ら
嶮
峻
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
が
、
科
学
と
宗
教
、
芸
術
と
の
融
合

に
よ
り
輝
く
未
来
を
目
指
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

一
方
、
高
木
氏
は

　
　 「
市
民
の
科
学
」
が
や
る
べ
き
こ
と
は
、
未
来
へ
の
希
望
に
基
づ
い
て
科
学
を
方
向
づ
け
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
未
来
が
見
え
な
く

な
っ
た
地
球
の
将
来
に
対
し
て
、
未
来
へ
の
道
筋
を
つ
け
て
、
人
々
に
希
望
を
与
え
る
こ
と
で
あ
る
。

 

（
高
木
仁
三
郎
『
市
民
科
学
者
と
し
て
生
き
る
』
一
九
九
九
年

　
岩
波
新
書

　
二
五
六
頁
）

こ
の
よ
う
に
述
べ
、
市
民
の
科
学
を
通
し
て
先
の
見
え
な
く
な
っ
た
現
代
の
科
学
に
対
し
て
方
向
を
正
す
こ
と
、
新
た
な
道
筋
を
示
し
て

未
来
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
を
目
指
し
た
。

　
ま
た
高
木
氏
は
一
九
九
一
年
に
浄
土
真
宗
大
谷
派
金
沢
教
務
所
に
て
行
な
っ
た
「
科
学
の
原
理
と
人
間
の
原
理
」
と
い
う
講
演
に
お
い
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て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　 
　
例
え
ば
、
私
自
身
を
突
き
動
か
し
て
い
る
衝
動
の
一
つ
の
中
に
死
者
の
・
・
・
、
私
の
場
合
は
核
の
被
害
者
の
声
を
ど
れ
だ
け
自

分
の
声
に
で
き
る
か
と
い
う
意
識
が
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
私
は
こ
の
頃
死
者
と
共
に
生
き
る
と
い
う
生
意
気
な
こ
と
を
言
う
の
で

す
。

　
　 

（
中
略
）

　
　 

　
今
未
来
の
世
代
に
は
我
々
は
大
変
な
も
の
を
残
そ
う
と
し
て
い
ま
す
が
、
そ
の
未
来
の
世
代
の
声
を
今
ど
う
や
っ
て
私
達
が
発
せ

ら
れ
る
の
か
。
こ
れ
は
世
代
を
超
え
た
共
生
。
死
者
と
の
共
生
。
未
来
と
の
共
生
で
す
。

　
　 

　
最
近
、
自
然
と
の
共
生
は
盛
ん
に
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
私
も
言
っ
て
き
た
事
で
す
が
、
そ
う
い
う
時

間
の
流
れ
、
宇
宙
的
な
広
が
り
の
中
で
の
共
生
、
そ
う
い
う
概
念
の
中
で
科
学
的
な
営
み
が
ど
こ
ま
で
で
き
る
の
か
と
い
う
の
が
問

わ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　（
高
木
仁
三
郎
『
科
学
の
原
理
と
人
間
の
原
理

 

人
間
が
天
の
火
を
盗
ん
だ
│
そ
の
火
の
近
く
に
生
命
は
な
い
』
二
〇
一
二
年

　
方
丈
堂
出
版

　
八
八
〜
八
九
頁
）

　
高
木
氏
は
市
民
科
学
者
と
し
て
市
民
と
と
も
に
科
学
者
と
し
て
生
き
る
中
で
、
科
学
の
犠
牲
と
な
っ
た
人
た
ち
と
と
も
に
生
き
よ
う
と

し
て
い
た
。
そ
し
て
過
去
の
科
学
の
犠
牲
者
、
死
者
と
共
生
す
る
と
と
も
に
、
負
の
遺
産
と
も
言
う
べ
き
原
子
力
を
残
し
て
し
ま
う
未
来

の
人
た
ち
と
も
共
生
し
て
い
こ
う
と
し
た
。
そ
れ
は
単
に
科
学
と
自
然
、
自
然
と
人
間
と
の
共
生
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
時
間
の
流
れ

も
超
越
し
た
宇
宙
的
規
模
の
共
生
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
つ
な
が
り
の
中
で
、
ど
れ
だ
け
科
学
の
営
み
が
で
き
る
の
か
と
い
う
こ
と
を

考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
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こ
の
時
間
の
流
れ
を
も
超
越
し
た
共
生
と
は
ま
さ
に
法
華
経
の
世
界
、
あ
る
い
は
賢
治
の
『
銀
河
鉄
道
の
夜
』
の
四
次
元
世
界
の
中
で

の
共
生
と
い
う
こ
と
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
高
木
氏
は
科
学
と
人
間
、
自
然
と
人
間
、
生
者
と
死
者
、
そ
れ
ら
の
宇
宙
的

広
が
り
の
中
で
の
共
生
を
意
識
し
て
い
た
。

賢
治
は
科
学
と
宗
教
と
芸
術
、
高
木
氏
は
科
学
と
人
間
、
自
然
と
の
共
生
を
考
え
て
い
た
。
世
代
を
超
え
た
原
子
力
の
大
き
な
問
題
が
起

こ
り
、
科
学
の
暗
さ
、
冷
た
さ
が
影
を
落
と
す
今
こ
そ
科
学
と
共
に
生
き
る
宗
教
の
力
、
自
然
の
力
、
人
間
の
力
が
必
要
で
は
な
い
か
。

五
、「
市
民
仏
教
者
」
と
し
て
生
き
る

　
高
木
氏
は
都
立
大
学
の
助
教
授
を
辞
め
る
決
意
を
し
た
際
の
心
情
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
振
り
返
っ
て
い
る
。

　
　 

　
実
験
科
学
者
で
あ
る
私
は
、
私
も
ま
た
象
牙
の
塔
の
実
験
室
の
中
で
は
な
く
、
自
ら
の
社
会
的
生
活
そ
の
も
の
を
実
験
室
と
し
、

放
射
能
の
前
に
オ
ロ
オ
ロ
す
る
漁
民
や
、
ブ
ル
ド
ー
ザ
ー
の
前
に
ナ
ミ
ダ
ヲ
ナ
ガ
す
農
民
の
不
安
を
共
有
す
る
と
こ
ろ
か
ら
出
発
す

る
し
か
な
い
だ
ろ
う
。 

（
高
木
仁
三
郎
『
市
民
科
学
者
と
し
て
生
き
る
』
一
九
九
九
年

　
岩
波
新
書

　
一
二
四
頁
）

　
賢
治
が
羅
須
地
人
協
会
の
活
動
に
よ
っ
て
目
指
し
た
の
は
イ
ー
ハ
ト
ー
ブ
の
実
現
、
賢
治
の
法
華
経
信
仰
か
ら
鑑
み
れ
ば
そ
れ
は
常
寂

光
土
の
実
現
、
立
正
安
国
で
あ
る
。
羅
須
地
人
協
会
で
の
活
動
は
ま
さ
に
菩
薩
行
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
前
述
の
よ
う
に
高
木
氏
は
原
子

力
資
料
情
報
室
の
こ
と
を
「
わ
が
羅
須
地
人
協
会
」
と
呼
び
、
そ
の
活
動
に
よ
り
脱
原
発
を
実
現
し
新
し
い
未
来
を
実
現
し
よ
う
と
し
て

い
た
。
高
木
氏
に
法
華
経
の
信
仰
は
な
か
っ
た
が
、
そ
の
姿
は
賢
治
と
大
い
に
重
な
る
部
分
が
あ
る
。

　
原
子
力
の
問
題
と
対
峙
し
て
い
る
今
こ
そ
我
々
仏
教
者
も
寺
院
か
ら
外
に
出
て
社
会
に
交
わ
り
、
市
民
と
同
じ
立
場
か
ら
悩
み
・
苦
し

み
に
寄
り
添
い
、
オ
ロ
オ
ロ
し
て
ナ
ミ
ダ
ヲ
ナ
ガ
し
、
そ
し
て
人
々
に
道
筋
を
示
し
希
望
を
与
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
こ
の
こ
と
に
関
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連
し
て
、
茂
田
井
教
亨
先
生
は
「
日
蓮
聖
人
の
教
え
と
公
害
問
題
」
と
い
う
対
談
の
中
で
（
も
ち
ろ
ん
こ
こ
で
は
原
発
問
題
で
は
な
く
公

害
問
題
に
関
し
て
で
は
あ
る
が
）
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　 

　
し
か
し
、
何
と
し
て
も
安
国
論
の
冒
頭
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
多
く
の
人
が
災
害
で
死
ん
で
ゆ
く
、
そ
れ
こ
そ
屍
が
山
を
な
す
と

い
っ
た
あ
の
現
状
を
目
撃
さ
れ
た
聖
人
が
、
ど
う
に
も
黙
っ
て
い
ら
れ
な
く
な
っ
て
立
ち
上
が
ら
れ
た
と
い
う
事
実
、
こ
れ
が
大
事

な
の
で
す
ね
。

　
　 

　
一
個
の
人
間
と
し
て
、
市
民
日
蓮
と
し
て
、
鎌
倉
の
市
民
日
蓮
と
し
て
お
き
か
え
て
み
れ
ば
、「
独
り
こ
の
事
を
愁
え
て
胸
憶
に

憤

」
し
た
と
い
う
こ
と
ば
が
あ
り
ま
す
。

　
　 

（
中
略
）

　
　 

　
た
だ
政
治
的
な
、
あ
る
い
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
問
題
と
し
て
わ
れ
わ
れ
が
あ
げ
つ
ら
う
の
で
は
な
く
て
、
一
鎌
倉
市
民

日
蓮
が
と
っ
た
あ
の
気
持
を
、
わ
れ
わ
れ
が
も
う
一
ぺ
ん
か
み
し
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
が
宗
徒
と
し
て
求

め
ら
れ
る
第
一
の
グ
ル
ン
ト
で
は
な
い
か
。

 

（「
日
蓮
聖
人
の
教
え
と
公
害
問
題
」『
現
代
宗
教
研
究
』
第
六
号

　
一
九
七
三
年

　
日
蓮
宗
宗
務
院

　
三
〜
四
頁
）

　
日
蓮
聖
人
が
『
立
正
安
国
論
』
を
述
作
し
、
国
家
諌
暁
を
行
っ
た
動
機
に
は
当
時
の
地
震
・
飢
饉
・
疫
病
に
よ
る
惨
状
が
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
災
害
を
外
側
か
ら
単
な
る
宗
教
者
と
し
て
見
る
の
で
は
な
く
、
同
じ
街
で
生
き
る
一
人
の
人
間
と
し
て
、
外
側
か
ら
で
な
く
内
側

か
ら
一
人
の
市
民
と
し
て
そ
の
状
況
を
見
た
と
い
う
こ
と
が
大
事
な
の
だ
と
述
べ
て
い
る
。

そ
し
て
そ
こ
で
日
蓮
聖
人
は
そ
の
惨
状
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
た
の
か
。
茂
田
井
先
生
は
『
諌
暁
八
幡
抄
』
に
出
て
く
る
「
同
一

苦
」
の
論
理
を
挙
げ
て
い
る
。
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「
日
蓮
曰
く
一
切
衆
生
の
同
一
の
苦
は
悉
く
こ
れ
日
蓮
一
人
の
苦
な
り
と
申
す
べ
し
」（
定
遺
一
八
四
七
頁
）

　
　 
　
こ
れ
は
、
宗
祖
の
場
合
に
は
、
法
華
経
に
そ
む
く
、
反
法
華
、
謗
法
に
よ
る
同
一
の
苦
と
い
う
の
で
す
か
ら
、
問
題
は
き
わ
め
て

法
華
経
の
教
理
と
つ
な
が
っ
て
い
く
け
れ
ど
、
こ
の
考
え
方
は
社
会
問
題
と
す
れ
ば
、
一
独
占
資
本
の
、
ま
た
、
経
済
成
長
に
だ
け

力
こ
ぶ
を
い
れ
た
ゆ
が
め
ら
れ
た
日
本
の
発
展
の
た
め
に
人
間
の
生
命
を
害
す
る
と
い
う
こ
と
を
無
視
す
る
か
、
あ
る
い
は
忘
れ
て

し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
問
題
。

 

（「
日
蓮
聖
人
の
教
え
と
公
害
問
題
」『
現
代
宗
教
研
究
』
第
六
号
　
一
九
七
三
年
　
日
蓮
宗
宗
務
院
　
五
頁
）

　
こ
の
「
同
一
苦
」（
同
一
の
因
に
よ
る
同
一
の
苦
）
を
日
蓮
聖
人
は
代
受
苦
、
す
な
わ
ち
他
人
の
苦
し
み
を
代
わ
っ
て
受
け
る
と
い
う

菩
薩
行
と
し
て
実
践
さ
れ
た
。
他
人
の
苦
し
み
を
自
ら
の
苦
し
み
と
し
て
受
け
止
め
る
。
例
え
ば
放
射
能
の
問
題
に
苦
し
む
人
に
寄
り
添

い
、
そ
れ
を
自
分
自
身
の
苦
し
み
と
し
て
受
け
止
め
る
。
こ
の
よ
う
な
、
い
わ
ば
「
市
民
仏
教
者
」
と
も
い
え
る
姿
勢
こ
そ
、
原
子
力
問

題
を
抱
え
る
こ
れ
か
ら
の
時
代
に
必
要
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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