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た
と
え
ば
偶
然
に
よ
っ
て
被
災
し
た
時
、

人
は
自
問
せ
ず
に
い
ら
れ
な
い
。
な
ぜ
、
他

で
も
な
く
あ
の
時
あ
の
場
で
、
他
で
も
な
く

こ
の
私
が
こ
ん
な
目
に
遭
わ
な
く
て
は
い
け

な
い
の
か
…
。

　
こ
の
「
な
ぜ
」
は
、
客
観
的
に
は
無
益
な

問
い
だ
が
、
当
人
に
は
切
実
か
つ
執
拗
（
し

つ
よ
う
）
な
問
い
で
あ
る
。
第
三
者
に
は
「
偶

然
」
で
し
か
な
い
も
の
が
、
当
事
者
に
は
「
必

然
」
と
映
る
。
必
然
化
さ
れ
た
「
偶
然
」
は
、

「
運
命
」
と
い
う
語
に
漸
近
（
ぜ
ん
き
ん
）

す
る
。
「
運
命
」
を
語
れ
ば
、
決
定
論
に
な

る
。
決
定
論
を
語
れ
ば
、
宗
教
に
な
る
。
宗

教
の
一
歩
手
前
に
踏
み
と
ど
ま
っ
て
、
「
偶

然
」
を
思
索
す
る
Ｓ
Ｆ
（
ス
ペ
キ
ュ
レ
ー
テ

ィ
ブ
・
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
）
が
本
書
で
あ
る
。

　
五
つ
の
短
編
を
収
め
る
。
マ
ッ
チ
ン
グ
ア

プ
リ
で
知
り
あ
っ
た
男
女
が
、
ひ
ょ
ん
な
「
偶

然
」
か
ら
関
係
破
綻
し
、
双
方
に
修
復
不
能

な
傷
を
残
す
「
富
士
山
」
（
①
）
。
ご
く
さ

さ
い
な
「
偶
然
」
か
ら
死
を
免
れ
た
男
が
、

死
を
免
れ
な
か
っ
た
も
う
一
人
の
自
分
と
パ

ラ
レ
ル
ワ
ー
ル
ド
を
生
き
始
め
る
「
息
吹
」

（
②
）
。
無
差
別
殺
人
を
決
意
し
た
男
が
、

「
偶
然
」
に
よ
っ
て
殺
人
を
断
念
す
る
に
至

る
「
鏡
と
自
画
像
」
（
③
）
。
「
偶
然
」
に

吐
か
れ
た
言
葉
が
、
３
代
に
わ
た
っ
て
伝
染

す
る
「
手
先
が
器
用
」
（
④
）
。
「
偶
然
」

が
引
き
起
こ
し
た
ス
ト
レ
ス
が
、
人
か
ら
人

へ
ウ
イ
ル
ス
の
よ
う
に
感
染
す
る
「
ス
ト
レ

ス
・
リ
レ
ー
」
（
⑤
）
。

　
②
と
③
は
長
編
並
み
の
重
厚
な
構
成
で
、

著
者
一
流
の
警
句
や
比
喩
が
さ
え
る
。
①
と

⑤
は
極
限
ま
で
切
り
詰
め
た
文
体
で
、
読
者

を
驚
か
せ
る
。
「
偶
然
」
が
「
必
然
」
に
転

じ
る
臨
界
点
を
あ
ぶ
り
出
す
に
は
、
こ
の
文

体
が
必
要
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
評
者

は
こ
の
清
潔
無
比
な
禁
欲
的
文
体
に
、
平
野

の
新
境
地
を
見
る
思
い
が
し
た
。

　
仏
教
の
「
業
（
ご
う
）
」
の
考
え
方
は
、

「
自
因
自
果
」
と
い
う
形
で
語
ら
れ
る
こ
と

が
多
い
。
が
、
平
野
は
「
自
因
自
果
」
を
「
自

因
他
果
」
や
「
他
因
自
果
」
に
ず
ら
し
て
描

く
。
こ
の
発
想
が
、
「
三
島
由
紀
夫
論
」
の

執
筆
過
程
で
、
唯
識
思
想
と
の
対
話
か
ら
生

ま
れ
た
の
だ
と
し
た
ら
、
興
味
深
い
。
本
作

は
五
つ
の
玄
関
を
持
つ
一
軒
の
家
を
な
す
。

⑤
の
結
び
が
見
事
で
あ
る
。

（
三
輪
太
郎
・
評
論
家
）

　
　
　
　
　
　
（
新
潮
社
・
１
８
７
０
円
）

　
１
９
８
０
年
代
の
月
刊
音
楽
雑
誌
「
ミ
ュ

ー
ジ
ッ
ク
・
ス
テ
デ
ィ
」
に
携
わ
り
、

年

か
ら
休
刊
ま
で
２
代
目
編
集
長
を
務
め
、
そ

の
後
も
音
楽
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
活
躍

を
続
け
て
き
た
人
物
に
よ
る
書
き
下
ろ
し
。

取
材
で
接
点
を
持
っ
た
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
に
関

す
る
考
察
を
中
心
に
、
当
事
者
な
ら
で
は
の

裏
話
を
交
え
て
構
成
し
て
お
り
、
気
負
う
こ

と
な
く
、
読
み
進
む
こ
と
が
で
き
る
。

　
か
な
り
多
彩
な
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
が
俎
上

（
そ
じ
ょ
う
）
に
載
せ
ら
れ
る
が
、
あ
く
ま

で
も
当
時
の
著
者
の
体
験
が
軸
に
な
っ
て
い

る
た
め
か
、
必
ず
し
も
体
系
的
に
網
羅
し
て

い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

　
ブ
ラ
ン
キ
ー
・
ジ
ェ
ッ
ト
・
シ
テ
ィ
に
つ

い
て
は
、

年
結
成
と
書
か
れ
て
い
る
が
、

オ
フ
ィ
シ
ャ
ル
・
サ
イ
ト
に
は

年
２
月
結

成
と
あ
る
の
で
こ
れ
は
間
違
い
だ
と
思
わ
れ

る
。
見
聞
も

年
代
の
も
の
な
の
で
、
本
書

の
書
名
で
掲
載
す
る
こ
と
自
体
が
無
茶
（
む

ち
ゃ
）
。
そ
れ
で
も
ロ
ン
ド
ン
・
ヒ
ー
ス
ロ

ー
空
港
で
の
入
国
審
査
で
の
エ
ピ
ソ
ー
ド

が
、
強
烈
に
面
白
い
こ
と
は
否
定
で
き
な
い

が
…
。

　
他
に
も
大
江
千
里
、
白
井
貴
子
、
尾
崎
豊

ら
直
接
や
り
と
り
し
た
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
に
関

す
る
書
き
ぶ
り
は
、
著
者
の
人
柄
も
感
じ
さ

せ
る
ぬ
く
も
り
に
満
ち
て
お
り
、
著
者
に
直

接
会
っ
て
話
を
聞
い
て
い
る
か
の
よ
う
な
親

近
感
す
ら
漂
っ
て
く
る
。

　
だ
か
ら
と
い
っ
て
単
に
お
人
よ
し
な
わ
け

で
は
な
く
、
佐
野
元
春
の
楽
曲
「
イ
ン
デ
ィ

ヴ
ィ
ジ
ュ
ア
リ
ス
ト
」
が
、
ス
タ
イ
ル
・
カ

ウ
ン
シ
ル
の
「
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
」

に
酷
似
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
な
ど
、

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
、
時
に
は
ア
ー
テ

ィ
ス
ト
の
耳
が
痛
い
よ
う
な
こ
と
か
ら
も
目

を
背
け
な
い
気
骨
を
持
つ
人
物
で
あ
る
こ
と

が
伝
わ
っ
て
き
た
。

　
一
方
、
「
お
わ
り
に
」
で
書
か
れ
て
い
る

「
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
・
ス
テ
デ
ィ
」
初
代
編
集

長
へ
の
批
判
は
唐
突
に
感
じ
た
。
著
者
と
批

判
さ
れ
て
い
る
人
物
と
の
両
方
に
面
識
の
あ

る
評
者
と
し
て
は
、
初
耳
だ
し
具
体
的
な
事

象
が
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
の
で
戸
惑
う
ば
か

り
。
だ
が
著
書
に
書
き
残
す
か
ら
に
は
相
当

な
確
執
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
メ
デ
ィ
ア
内

部
で
そ
ん
な
混
乱
が
あ
っ
た
こ
と
自
体
も
発

展
途
上
の

年
代
な
ら
で
は
の
逸
話
な
の
か

も
し
れ
な
い
。

（
志
田
歩
・
音
楽
ラ
イ
タ
ー
）

（
ア
ル
フ
ァ
ベ
ー
タ
ブ
ッ
ク
ス
・
２
７
５
０

円
）

　
「
１
５
０
０
年
の
歴
史
を
有
す
る
日
本
の

仏
教
が
い
ま
、
過
渡
期
に
あ
る
」
と
い
う
書

き
出
し
だ
が
、
壮
大
な
宗
教
史
が
語
ら
れ
る

わ
け
で
は
な
い
。
読
み
手
の
個
人
的
事
情
に

も
通
じ
る
、
極
め
て
具
体
的
な
話
題
が
並
ん

で
い
る
。

　
「
直
葬
」
「
樹
木
葬
」
「
ペ
ッ
ト
葬
」「
墓

じ
ま
い
」
「
バ
ー
チ
ャ
ル
供
養
」
「
戒
名
不

要
論
」
「
寺
院
消
滅
」
…
。
最
近
よ
く
見
聞

き
す
る
こ
う
し
た
言
葉
は
、
い
か
に
仏
教
が

大
き
な
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
を
迎
え
て
い

る
か
を
物
語
っ
て
い
る
。

　
中
で
も
墓
じ
ま
い
は
、
多
く
の
人
に
思
い

当
た
る
言
葉
で
は
な
い
か
。
先
祖
代
々
の
土

地
を
離
れ
て
暮
ら
す
人
が
多
い
わ
け
だ
か
ら

当
然
と
も
言
え
る
。
「
完
全
に
『
墓
じ
ま
い
』

さ
れ
、
遺
骨
が
都
会
に
移
動
し
て
し
ま
う
と
、

も
う
二
度
と
寺
や
故
郷
に
は
戻
っ
て
こ
な
く

な
る
。
墓
じ
ま
い
は
、
人
口
減
少
の
種
を
生

ん
で
い
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
」

　
僧
侶
の
著
者
は
、
墓
じ
ま
い
や
寺
院
消
滅

の
傾
向
を
致
し
方
な
い
と
し
つ
つ
、
少
し
で

も
抵
抗
で
き
な
い
か
と
考
え
を
巡
ら
せ
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド
は
「
連
携
」
だ
。
例
え
ば
、
地

方
か
ら
都
会
に
移
り
住
む
人
が
菩
提
（
ぼ
だ

い
）
寺
に
墓
を
残
し
な
が
ら
都
会
の
墓
に
分

骨
し
、
そ
こ
で
行
わ
れ
る
法
事
の
布
施
が
地

方
の
寺
に
配
分
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
。
実
例

は
あ
る
よ
う
で
、
他
に
も
建
物
を
ホ
テ
ル
と

分
け
合
い
、
賃
借
料
を
寺
の
護
持
に
充
て
る

「
ホ
テ
ル
一
体
型
モ
デ
ル
」
も
京
都
や
大
阪

で
見
ら
れ
る
。
寺
院
単
独
で
の
存
続
が
難
し

い
時
代
、
こ
う
し
た
連
携
は
増
え
て
い
く
と

著
者
は
予
測
す
る
。

　
同
じ
く
増
え
そ
う
な
の
が
、
墓
所
内
の
木

の
下
に
納
骨
す
る
樹
木
葬
。
自
然
に
返
る
イ

メ
ー
ジ
や
価
格
の
手
ご
ろ
感
が
受
け
、
既
に

全
霊
園
の
１
割
強
を
占
め
て
い
る
と
い
う
。

島
根
県
海
士
町
が
無
人
島
「
カ
ズ
ラ
島
」
全

体
を
自
然
散
骨
所
と
し
、
そ
れ
が
地
域
創
生

の
観
点
か
ら
注
目
さ
れ
て
い
る
、
と
い
っ
た

事
例
も
興
味
深
い
。

　
長
生
き
を
す
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
長
く
老
い

や
孤
独
、
死
の
恐
怖
に
さ
ら
さ
れ
る
。
「
葬

式
仏
教
」
は
形
骸
化
し
、
僧
侶
が
病
院
や
高

齢
者
施
設
な
ど
で
ケ
ア
に
当
た
る
「
医
療
・

福
祉
仏
教
」
が
存
在
感
を
増
し
て
い
く
と
い

う
終
盤
の
指
摘
は
、
超
高
齢
化
社
会
の
本
質

を
捉
え
て
い
る
。

（
石
丸
淳
也
・
時
事
通
信
社
編
集
委
員
）

　
　
　
　
（
Ｐ
Ｈ
Ｐ
新
書
・
１
２
１
０
円
）

　
短
歌
は
日
本
語
の
精
髄
で
あ
る
、
と
言
わ

れ
る
。
１
３
０
０
年
に
わ
た
る
こ
の
国
固
有

の
定
型
詩
は
、
日
本
語
の
生
理
と
深
く
関
わ

っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
著
者
は
そ
の
生
理
を
「
和

文
脈
」
と
呼
び
、
そ
の
実
態
を
明
ら
か
に
し

て
ゆ
く
。

　
具
体
例
は
身
近
で
豊
富
だ
。
た
と
え
ば
手

紙
の
宛
名
。
私
た
ち
は
手
紙
に
住
所
を
書
く

と
き
、
県
、
市
、
町
、
番
地
、
姓
、
名
と
い

う
順
番
で
そ
れ
を
記
す
。
自
分
の
周
辺
か
ら

自
分
の
位
置
を
叙
述
し
て
ゆ
く
。
西
欧
は
逆

だ
。
名
、
姓
、
番
地
、
町
…
と
い
う
よ
う
に

住
所
を
記
す
。
ま
ず
自
分
が
確
固
と
し
て
存

在
し
、
そ
の
自
分
が
周
囲
を
記
述
し
て
ゆ
く
。

西
欧
語
が
自
分
を
起
点
と
し
て
い
る
な
ら
、

日
本
語
は
回
り
に
あ
る
も
の
か
ら
自
分
を
規

定
し
て
ゆ
く
。
そ
こ
に
「
わ
れ
」
を
突
出
さ

せ
な
い
日
本
語
の
本
質
が
あ
る
、
と
著
者
は

言
う
。

　
そ
れ
は
和
歌
の
場
合
も
同
様
だ
。
著
者
は

樋
口
一
葉
が
師
か
ら
受
け
た
添
削
を
そ
の
一

例
と
し
て
紹
介
す
る
。

　
あ
る
と
き
、
秋
雨
を
見
た
一
葉
は
次
の
よ

う
な
歌
を
作
る
。
〈
ふ
る
雨
に
桜
の
紅
葉
ぬ

れ
な
が
ら
か
つ
ち
る
色
に
秋
は
み
え
け
り
〉
。

が
、
こ
の
歌
の
結
句
は
師
に
よ
っ
て
〈
秋
に

成
（
な
り
）
に
け
る
哉
（
か
な
）
〉
と
直
さ

れ
て
し
ま
う
。

　
著
者
は
こ
の
添
削
の
な
か
に
伝
統
的
な
和

歌
の
価
値
観
が
如
実
に
表
れ
て
い
る
、
と
い

う
。
〈
秋
は
み
え
け
り
〉
の
よ
う
に
自
分
の

視
点
を
強
調
し
た
表
現
は
下
品
だ
。
「
秋
」

と
い
う
周
囲
の
状
況
に
自
分
が
没
入
す
る
こ

と
こ
そ
が
美
で
あ
る
。
こ
の
添
削
に
は
そ
ん

な
和
歌
の
美
意
識
が
如
実
に
表
れ
て
い
る
。

和
文
脈
で
は
「
わ
れ
」
の
突
出
は
忌
避
さ
れ

る
べ
き
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
考
え
て
ゆ
く
と
き
、
私
は
、

近
代
短
歌
が
背
負
っ
た
困
難
に
改
め
て
思
い

至
っ
た
。
近
代
の
短
歌
は
、
和
文
脈
に
基
づ

き
な
が
ら
近
代
的
自
我
を
表
現
し
よ
う
と
し

た
。
「
わ
れ
」
を
突
出
さ
せ
よ
う
と
し
た
。

そ
れ
は
日
本
語
の
生
理
か
ら
す
れ
ば
き
わ
め

て
矛
盾
し
た
営
み
だ
っ
た
。
近
代
の
歌
人
た

ち
は
、
そ
の
困
難
を
背
負
い
な
が
ら
「
自
我

の
詩
」
を
開
拓
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
著
者
は
膨
大
な
資
料
を
渉
猟
し
、
彼
ら
の

苦
闘
を
追
い
か
け
て
ゆ
く
。
私
は
そ
こ
に
深

い
感
銘
を
覚
え
た
。

（
大
辻
隆
弘
・
歌
人
）

　
　
　
　
（
短
歌
研
究
社
・
３
３
０
０
円
）


