
は
じ
め
に

日
本
中
を
震
撼
さ
せ
た
昨
年
三
月
十
一
日
の
東
日
本
大
震
災
は
、
私
ど

も
に
日
々
の
暮
ら
し
の
見
直
し
を
迫
り
、
生
き
る
こ
と
の
意
味
を
問
い
か

け
て
き
た
。
こ
の
度
の
特
集
「
自
然
と
文
明
」
も
、
そ
の
流
れ
の
な
か
で

企
画
さ
れ
て
い
る
。

震
災
直
後
か
ら
の
報
道
で
今
回
の
地
震
・
津
波
と
類
似
す
る
過
去
の
例

と
し
て
引
き
合
い
に
出
さ
れ
た
貞
観
地
震
は
、
延
喜
元
年
（
九
〇
一
）
に

成
立
し
た
『
三
代
実
録
』
貞
観
十
一
年
（
八
六
九
）
五
月
二
十
六
日
の
記

述
に
よ
る
。「
陸
奥
国
、
地
大
お
ほ
い
に
震
動
　
ふ
　

り
て
」
と
始
ま
り
、
大
地
震
と
津

波
に
よ
る
被
害
と
混
乱
を
伝
え
る
記
述
は
、
繰
り
返
し
流
さ
れ
る
テ
レ
ビ

の
映
像
そ
の
も
の
を
語
る
か
の
よ
う
で
あ
っ
た

(

１)

。
清
和
天
皇
の
時
代
の
地

震
が
、
千
年
以
上
の
歳
月
を
こ
え
て
、
眼
前
の
現
実
と
ぴ
た
り
と
重
な
る
。

そ
の
驚
き
と
衝
撃
は
、
書
き
記
さ
れ
た
こ
と
ば
の
威
力
を
改
め
て
思
い
起

こ
さ
せ
た
。
顧
み
れ
ば
、
現
代
に
は
、『
三
代
実
録
』
の
み
な
ら
ず
古
代

か
ら
の
さ
ま
ざ
ま
な
文
献
が
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
資
料
は
、

現
代
の
私
ど
も
同
様
に
人
々
の
生
き
て
い
た
時
代
の
所
産
と
し
て
あ
る
。

身
近
に
知
る
書
き
手
で
あ
れ
、
ま
み
え
ぬ
遠
い
過
去
の
書
き
手
で
あ
れ
、

先
人
た
ち
の
真
摯
な
記
述
は
、
生
き
た
こ
と
ば
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
か
た

ち
で
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
様
相
を
伝
え
て
く
れ
る
。
そ
こ
に
は
、
同
時
代

の
で
き
ご
と
と
し
て
自
然
災
害
も
記
さ
れ
る
。
さ
ら
に
視
野
を
広
げ
て
考

え
れ
ば
、
文
学
作
品
は
事
実
の
記
録
と
は
性
格
が
異
な
り
創
作
性
が
強
い

が
、
そ
れ
ゆ
え
人
の
心
が
表
さ
れ
て
い
る
。
自
然
災
害
を
直
接
対
象
と
す

る
作
品
が
あ
る
一
方
で
、
事
実
と
し
て
と
り
あ
げ
な
く
て
も
自
然
と
人
を

問
う
て
く
る
作
品
も
あ
る
。
い
ず
れ
も
、
現
代
を
映
し
出
す
手
鏡
の
よ
う
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に
読
み
手
に
一
考
を
促
す
も
の
で
あ
る
。

現
代
文
明
の
な
か
で
、
過
去
に
書
き
記
さ
れ
た
文
献
は
と
も
す
る
と

「
古
典
」
と
し
て
退
け
ら
れ
が
ち
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ら
の
文
化
財

産
に
真
摯
に
向
き
合
う
こ
と
は
、
先
人
た
ち
の
あ
ゆ
み
を
知
り
、
そ
の
心

に
ふ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
導
か
れ
て
く
る
自
然
と
人
間
の
あ
り

方
を
知
る
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
れ
は
、
現
代
を
生
き
る
う
え
で
の
叡
智
を

得
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

い
ま
、
本
稿
で
は
、
日
本
の
文
化
に
育
ま
れ
日
本
の
古
典
文
学
を
専
攻

す
る
論
者
の
立
場
か
ら
自
然
と
人
間
を
考
え
る
一
助
を
得
る
た
め
に
、

『
方
丈
記
』
と
『
源
氏
物
語
』
に
ふ
れ
て
考
察
を
試
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

一
、
記
録
と
文
学
―
地
震
か
ら
―

日
本
の
古
典
文
学
の
な
か
で
大
地
震
が
描
か
れ
た
作
品
と
し
て
ま
ず
思

い
浮
か
ぶ
の
は
、
鴨
長
明
の
『
方
丈
記
』
で
あ
る
。「
ゆ
く
河
の
流
れ
は

絶
え
ず
し
て
、
し
か
も
も
と
の
水
に
あ
ら
ず
。」
と
い
う
有
名
な
出
だ
し

で
無
常
観
を
表
す
こ
の
作
品
は
、
火
事
・
辻
風
・
急
な
遷
都
・
飢
饉
等
の

災
害
に
見
舞
わ
れ
た
人
々
の
状
況
を
書
き
記
し
、
続
い
て
大
地
震
に
言
及

す
る
。

ま
た
同
じ
こ
ろ
か
と
よ
、
お
び
た
た
し
く
大
地
震
ふ
る
こ
と
侍
り
き
。

そ
の
さ
ま
世
の
常
な
ら
ず
、
山
は
崩
れ
て
河
を
埋
み
、
海
は
傾
き
て

陸
地
を
ひ
た
せ
り
。
土
裂
け
て
水
涌
き
出
で
、
巌
割
れ
て
谷
に
ま
ろ

び
入
る
。
な
ぎ
さ
漕
ぐ
船
は
波
に
た
だ
よ
ひ
、
道
行
く
馬
は
足
の
立

ち
処
を
惑
わ
す
。
都
の
ほ
と
り
に
は
、
在
々
所
々
堂
舎
塔
廟
ひ
と
つ

と
し
て
全
か
ら
ず
、
或
は
崩
れ
或
は
倒
れ
ぬ
。
塵
灰
た
ち
の
ぼ
り
て
、

盛
り
な
る
煙
の
ご
と
し
。
地
の
動
き
、
家
の
破
る
る
音
、
雷
に
異
な

ら
ず
。
家
の
内
に
を
れ
ば
忽
ち
に
ひ
し
げ
な
ん
と
す
。
走
り
出
づ
れ

ば
、
地
割
れ
裂
く
。
羽
な
け
れ
ば
、
空
を
も
飛
ぶ
べ
か
ら
ず
。
竜
な

ら
ば
や
雲
に
も
乗
ら
む
。
恐
れ
の
な
か
に
恐
る
べ
か
り
け
る
は
た
だ

地
震
な
り
け
り
と
こ
そ
覚
え
侍
り
し
か
。
か
く
お
び
た
た
し
く
ふ
る

こ
と
は
、
し
ば
し
に
て
止
み
に
し
か
ど
も
、
そ
の
名
残
し
ば
し
は
絶

え
ず
、
世
の
常
驚
く
ほ
ど
の
地
震
、
二
三
十
度
ふ
ら
ぬ
日
は
な
し
。

十
日
廿
日
過
ぎ
に
し
か
ば
、
や
う
や
う
間
遠
に
な
り
て
、
或
は
四
五

度
、
二
三
度
、
も
し
は
一
日
ま
ぜ
、
二
三
日
に
一
度
な
ど
、
お
ほ
か

た
そ
の
名
残
三
月
ば
か
り
や
侍
り
け
む
。

（
２
）

こ
れ
は
、
元
暦
二
年
（
一
一
八
五
）
七
月
九
日
の
地
震
で
あ
る
。
掲
出
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部
分
直
前
に
養
和
（
一
一
八
一
〜
一
一
八
二
）
の
頃
か
と
し
て
飢
饉
の
記
述

が
あ
り
、「
ま
た
同
じ
こ
ろ
か
と
よ
」
と
始
ま
る
こ
の
大
地
震
は
、
実
際

に
は
飢
饉
の
三
年
後
に
あ
た
る
。
長
明
の
誕
生
は
仁
平
三
年
（
一
一
五
三
）

も
し
く
は
久
寿
二
年
（
一
一
五
五
）
と
さ
れ
、
こ
の
時
は
三
十
歳
ほ
ど
か

と
推
定
さ
れ
る
。
山
は
崩
れ
て
川
を
埋
め
、
海
が
傾
い
て
陸
地
を
浸
し
た

と
い
う
記
述
は
、
津
波
の
怖
ろ
し
さ
を
あ
り
あ
り
と
伝
え
て
い
る
。
京
都

近
辺
で
も
寺
の
堂
塔
が
み
な
倒
壊
し
、
塵
灰
の
立
ち
上
る
様
子
、
家
の
壊

れ
る
音
な
ど
が
具
に
記
さ
れ
、
家
の
中
に
い
れ
ば
つ
ぶ
さ
れ
そ
う
で
外
に

走
り
出
れ
ば
地
割
れ
が
し
、
空
を
も
飛
べ
ず
竜
の
よ
う
に
雲
に
も
乗
れ
な

い
人
間
の
無
力
さ
ゆ
え
、「
恐
れ
の
な
か
に
恐
る
べ
か
り
け
る
は
た
だ
地

震
な
り
け
り
と
こ
そ
覚
え
侍
り
し
か
」
と
い
う
。
頻
繁
な
余
震
が
次
第
に

間
遠
に
な
り
、
余
震
は
三
ヶ
月
ほ
ど
で
あ
っ
た
か
と
す
る
。

こ
の
地
震
は
、
九
条
兼
実
の
漢
文
日
記
『
玉
葉
』
に
も
記
さ
れ
て
い
る
。

午
の
刻
、
大
地
震
。
古
来
大
地
の
動
く
事
あ
り
と
雖
も
、
未
だ
人
家

を
損
亡
す
る
例
を
聞
か
ず
。
仍
つ
て
暫
く
騒
が
ざ
る
間
、
舎
屋
忽
に

壊
れ
崩
れ
ん
と
す
。
…
…

略

…
…
伝
へ
聞
く
が
如
く
ば
、
京

中
の
人
家
、
多
く
以
て
顛
倒
す
。
又
白
川
辺
の
御
願
寺
、
或
は
顛
倒

の
所
あ
り
。
或
は
築
ば
か
り
破
壊
す
。
法
勝
寺
の
九
重
の
塔
、
心
柱

倒
れ
ず
と
雖
も
、
瓦
已
下
皆
震
ひ
剥
ぎ
、
成
す
無
き
が
如
し
と
云
々
。

『
玉
葉
』
元
暦
二
年
七
月
九
日
条

　
（
３
）

午
の
刻
と
あ
る
か
ら
、
昼
の
地
震
と
わ
か
る
。
家
屋
が
倒
壊
し
、
白
川

辺
の
寺
や
法
勝
寺
九
重
塔
の
被
害
が
記
さ
れ
、『
方
丈
記
』
の
「
在
々

所
々
堂
舎
塔
廟
ひ
と
つ
と
し
て
全
か
ら
ず
、
或
は
崩
れ
或
は
倒
れ
ぬ
。」

と
重
な
る
。
ま
た
『
百
練
抄
』
の
同
日
条
に
も
「
午
時
大
地
震
。
其
声
如

レ
雷
。」

（
４
）

と
あ
り
、「
法
勝
寺
阿
弥
陀
堂
顛
倒
。
九
重
塔
破
損
。」
の
記
述
は

『
玉
葉
』
と
見
合
う
。『
玉
葉
』
の
続
く
記
述
に
は
、
こ
の
地
震
に
よ
る
混

乱
と
動
揺
の
様
子
が
続
き
、
兼
実
の
と
ら
え
た
衝
撃
の
大
き
さ
が
う
か
が

え
る
。
一
方
、『
方
丈
記
』
の
大
地
震
の
記
述
は
次
の
よ
う
に
結
ば
れ
て

い
る
。四

大
種
の
な
か
に
、
水
火
風
は
常
に
害
を
な
せ
ど
、
大
地
に
い
た
り

て
は
、
異
な
る
変
を
な
さ
ず
。
昔
、
斉
衡
の
こ
ろ
と
か
、
大
地
震
ふ

り
て
、
東
大
寺
の
仏
の
御
首
落
ち
な
ど
、
い
み
じ
き
事
ど
も
侍
り
け

れ
ど
、
な
ほ
こ
の
た
び
に
は
し
か
ず
と
ぞ
。
す
な
は
ち
人
み
な
あ
ぢ

き
な
き
事
を
述
べ
て
、
い
さ
さ
か
心
の
濁
り
も
う
す
ら
ぐ
と
見
え
し

か
ど
、
月
日
か
さ
な
り
、
年
経
に
し
後
は
、
こ
と
ば
に
か
け
て
言
ひ

8
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出
づ
る
人
だ
に
な
し
。

「
四
大
種
」
は
、
す
べ
て
の
根
本
を
な
す
地
、
水
、
火
、
風
の
こ
と
、

そ
の
う
ち
水
、
火
、
風
は
災
害
を
も
た
ら
す
が
、
大
地
だ
け
は
動
じ
な
い

と
思
っ
て
い
た
の
に
、
と
い
う
。
引
き
合
い
に
出
さ
れ
て
い
る
「
斉
衡
」

の
例
と
は
、
文
徳
天
皇
の
斉
衡
二
年
（
八
五
五
）
の
地
震
で
、『
文
徳
実
録
』

斉
衡
二
年
五
月
二
十
三
日
条
に
、
東
大
寺
か
ら
廬
舎
那
大
仏
の
頭
が
落
ち

た
と
奏
言
が
あ
っ
た
と
い
う
記
述
が
確
認
で
き
る
。
そ
の
前
の
四
月
や
翌

月
以
降
の
記
述
に
も
「
地
震
」
の
記
述
が
散
見
し
て
お
り
、
こ
れ
は
相
当

な
大
地
震
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
が
、
そ
れ
と
て
元
暦
の
地
震
に
は
及

ば
な
い
と
長
明
が
記
す
ほ
ど
、
こ
の
時
の
地
震
の
被
害
が
甚
大
で
あ
っ
た

と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
掲
出
部
分
最
後
の
一
文
に
は
、
時
間

が
経
過
し
て
記
憶
が
遠
ざ
か
る
こ
と
に
言
及
す
る
。『
方
丈
記
』
の
大
地

震
描
写
は
、
歳
月
と
と
も
に
自
然
へ
の
お
そ
れ
が
風
化
す
る
こ
と
へ
の
警

鐘
と
し
て
あ
る
。
無
常
と
い
う
こ
の
作
品
に
通
底
す
る
と
ら
え
方
と
見
合

い
、
自
然
現
象
と
人
の
あ
り
方
を
鋭
く
み
つ
め
て
い
る
。

同
じ
地
震
は
、『
平
家
物
語
』
に
も
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
『
方
丈

記
』
の
叙
述
に
似
て
お
り
、
特
に
『
平
家
物
語
』
の
延
慶
本
本
文
は
似
て

い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。

平
家
み
な
ほ
ろ
び
は
て
て
、
西
国
も
し
づ
ま
り
ぬ
。
国
は
国
司
に

し
た
が
ひ
、
庄
は
領
家
の
ま
ま
な
り
。
上
下
安
堵
し
て
お
ぼ
え
し
程

に
、
同
七
月
九
日
の
午
刻
ば
か
り
に
、
大
地
お
び
た
た
し
く
う
ご
い

て
良
久
し
。
赤
県
の
う
ち
、
白
河
の
ほ
と
り
、
六
勝
寺
皆
や
ぶ
れ
く

づ
る
。
九
重
の
塔
も
う
へ
六
十
ふ
り
お
と
す
。
得
長
寿
院
も
三
十
三

間
の
御
堂
を
、
十
七
間
ま
で
振
り
倒
す
。
皇
居
を
は
じ
め
て
、
人
々

の
家
々
、
す
べ
て
在
々
所
々
の
神
社
仏
閣
、
あ
や
し
の
民
屋
、
さ
な

が
ら
や
ぶ
れ
く
づ
る
。
く
づ
る
る
音
は
い
か
づ
ち
の
ご
と
く
、
あ
が

る
塵
は
煙
の
ご
と
し
。
天
暗
う
し
て
日
の
光
も
見
え
ず
。
老
少
共
に

魂
を
消
し
、
朝
衆
悉
く
心
を
つ
く
す
。
又
遠
国
近
国
も
か
く
の
ご
と

し
。
大
地
さ
け
て
水
わ
き
い
で
、
盤
石
わ
れ
て
谷
へ
ま
ろ
ぶ
。
山
く

づ
れ
て
河
を
う
づ
み
、
海
た
だ
よ
ひ
て
浜
を
ひ
た
す
。
汀
こ
ぐ
船
は

波
に
ゆ
ら
れ
、
陸
ゆ
く
駒
は
足
の
た
て
ど
を
う
し
な
へ
り
。
洪
水
み

な
ぎ
り
来
ら
ば
、
丘
に
の
ぼ
ッ
て
も
な
ど
か
た
す
か
ら
ざ
ら
む
。
猛

火
も
え
来
ら
ば
、
河
を
へ
だ
て
て
も
し
ば
し
も
さ
ん
ぬ
べ
し
。
た
だ

か
な
し
か
り
け
る
は
大
地
震
な
り
。
鳥
に
あ
ら
ざ
れ
ば
空
を
も
か
け

り
が
た
く
、
竜
に
あ
ら
ざ
れ
ば
雲
に
も
又
の
ぼ
り
が
た
し
。
白
河
、

六
波
羅
、
京
中
に
う
ち
う
づ
ま
れ
て
死
ぬ
る
者
、
い
く
ら
と
い
ふ
数
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を
知
ら
ず
。
四
大
種
の
中
に
、
水
火
風
は
常
に
害
を
な
せ
ど
も
、
大

地
に
お
い
て
は
こ
と
な
る
変
を
な
さ
ず
、
こ
は
い
か
に
し
つ
る
こ
と

ぞ
や
と
て
、
上
下
遣
戸
、
障
子
を
た
て
、
天
の
な
り
地
の
う
ご
く
た

び
ご
と
に
は
、
唯
今
ぞ
死
ぬ
る
と
て
、
声
々
に
念
仏
申
し
、
を
め
き

さ
け
ぶ
事
お
び
た
た
し
。

『
平
家
物
語
』
巻
第
十
二
　
大
地
震

こ
ち
ら
に
は
、
六
勝
寺
や
得
長
寿
院
な
ど
京
の
寺
の
名
称
が
み
え
、
寺

社
仏
閣
の
倒
壊
の
様
子
が
具
体
的
に
記
さ
れ
て
い
る
。
傍
線
部
は
、
先
に

掲
出
し
た
『
方
丈
記
』
の
記
述
と
の
類
似
す
る
部
分
で
あ
る
。
倒
壊
す
る

音
を
雷
に
た
と
え
、
あ
が
る
塵
を
煙
り
の
よ
う
だ
と
し
、「
大
地
さ
け
て
」

以
下
の
克
明
な
描
写
は
、
表
現
そ
の
も
の
か
ら
『
方
丈
記
』
に
通
じ
て
い

る
。
ま
た
、
四
大
種
に
言
及
し
、
大
地
だ
け
は
動
じ
な
い
と
思
っ
て
い
た

と
あ
る
く
だ
り
も
『
方
丈
記
』
と
似
通
う
。

し
か
し
、
異
な
る
の
は
、
こ
の
場
面
の
末
尾
の
部
分
で
あ
る
。『
平
家

物
語
』
の
場
面
は
次
の
よ
う
に
結
ば
れ
て
い
る
。

昔
文
徳
天
皇
の
御
宇
、
斉
衡
三
年
三
月
八
日
の
大
地
震
に
は
、
東
大

寺
の
仏
の
御
く
し
を
、
ふ
り
お
と
し
た
り
け
る
と
か
や
。
又
天
慶
二

年
四
月
五
日
の
大
地
震
に
は
、
主
上
御
殿
を
さ
ッ
て
、
常
寧
殿
の
前

に
五
丈
の
幄
屋
を
た
て
て
、
ま
し
ま
し
け
る
と
ぞ
承
る
。
其
は
上
代

の
事
な
れ
ば
申
す
に
お
よ
ば
ず
。
今
度
の
事
は
、
是
よ
り
後
も
た
ぐ

ひ
あ
る
べ
し
と
も
お
ぼ
え
ず
。
十
善
帝
王
、
都
を
出
で
さ
せ
給
ひ
て
、

御
身
を
海
底
に
沈
め
、
大
臣
公
卿
大
路
を
わ
た
し
て
、
そ
の
頸
を
獄

門
に
か
け
ら
る
。
昔
よ
り
今
に
至
る
ま
で
、
怨
霊
は
お
そ
ろ
し
き
事

な
れ
ば
、
世
も
い
か
が
あ
ら
ん
ず
ら
ん
と
て
、
心
あ
る
人
の
歎
き
か

な
し
ま
ぬ
は
な
か
り
け
り
。

前
半
は
『
方
丈
記
』
の
記
述
に
も
通
じ
て
お
り
、
文
徳
天
皇
の
時
代
の

地
震
に
も
ふ
れ
る
。
斉
衡
三
年
三
月
と
あ
る
の
は
『
文
徳
実
録
』
の
同
日

条
に
京
都
の
大
地
震
の
こ
と
が
記
さ
れ
る
か
ら
で
、
東
大
寺
の
仏
頭
が
落

ち
た
と
奏
上
さ
れ
た
の
は
、
前
述
の
と
お
り
、
斉
衡
二
年
五
月
二
十
三
日

で
あ
る
。『
平
家
物
語
』
は
さ
ら
に
、
天
慶
二
年
（
九
三
九
）
の
大
地
震
に

も
言
及
し
、
こ
れ
は
『
日
本
紀
略
』
等
に
天
慶
元
年
改
元
に
記
さ
れ
る
地

震
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
「
上
代
の
例
」
と
し
て
、
今
回
の
こ
と
は
以
後

も
類
例
が
あ
ろ
う
と
は
思
え
な
い
と
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、『
平
家
物
語
』

は
こ
の
大
地
震
を
滅
亡
し
た
平
家
の
怨
霊
に
結
び
つ
け
て
と
ら
え
て
い
く

か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
作
品
が
平
家
一
統
を
語
る
物
語
で
あ
る
こ

10
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と
に
由
来
す
る
。
自
然
災
害
を
人
為
と
結
び
つ
け
て
と
ら
え
る
と
こ
ろ
が
、

『
方
丈
記
』
と
は
異
な
る
『
平
家
物
語
』
の
特
徴
で
あ
る
。

災
害
は
、
人
間
の
力
の
及
ば
な
い
自
然
現
象
で
あ
る
。『
方
丈
記
』
は

そ
の
脅
威
と
忘
却
す
る
人
間
を
と
ら
え
、『
平
家
物
語
』
は
当
世
の
人
為

に
結
び
つ
け
て
祟
り
と
受
け
と
め
る
。
心
に
重
き
の
あ
る
文
学
作
品
が
記

録
と
違
う
所
以
で
あ
る
。

『
方
丈
記
』
も
『
平
家
物
語
』
も
自
然
の
脅
威
を
ま
ざ
ま
ざ
と
伝
え
る

と
同
時
に
、
そ
れ
に
対
す
る
人
間
と
、
人
の
世
を
み
つ
め
る
。
そ
こ
に
、

時
代
を
こ
え
て
変
わ
ら
ぬ
、
自
然
と
人
間
の
あ
り
方
の
二
相
を
見
出
す
こ

と
が
で
き
る
。

二
、
古
代
文
学
に
み
る
「
な
ゐ
」

中
世
に
は
こ
の
よ
う
な
地
震
を
描
い
た
文
学
作
品
が
あ
る
が
、
そ
れ
以

前
に
さ
か
の
ぼ
る
と
現
存
す
る
文
学
作
品
で
地
震
が
と
り
あ
げ
ら
れ
る
こ

と
は
多
く
な
い
。
そ
の
様
相
の
一
端
を
た
ど
り
み
て
お
こ
う
。

古
代
に
お
い
て
地
震
は
「
な
ゐ
」
と
い
う
語
で
表
さ
れ
、
用
語
例
と
し

て
は
早
く
『
日
本
書
紀
』
か
ら
み
ら
れ
て
い
る
。

臣お
み

の
子
の
　
八
節
や

ふ

の
柴
垣
　
下
動と
よ

み
　
地
震
な

ゐ

が
揺よ

り
来
ば
　
破
れ
む

柴
垣

『
日
本
書
紀
』
巻
第
十
六
武
烈
天
皇
（
即
位
前
期
）

（
５
）

七
年
の
夏
四
月
の
乙
未
の
朔
に
し
て
辛
酉
に
、
地
動
な
ゐ
ふ

り
て
舎
屋
や
か
す

悉
く

に
破こ

ほ

た
れ
ぬ
。
則
ち
四
方
に
令
し

　
の
り
ご
と
　

て
、
地
震
な

ゐ

の
神
を
祭
ら
し
む
。

『
日
本
書
紀
』
推
古
天
皇
七
年
四
月

武
烈
天
皇
紀
の
例
は
、
影
媛
を
め
ぐ
り
歌
垣
の
場
で
あ
る
海
柘
榴
市
で

鮪し
び

臣
の
柴
垣
は
地
震
が
来
た
ら
崩
れ
て
し
ま
う
と
い
う
。
こ
れ
は
、「
揺よ

り
来
ば
」
と
い
う
仮
定
表
現
で
あ
り
、
実
際
の
地
震
で
は
な
い
。
一
方
、

後
者
の
推
古
天
皇
七
年
四
月
条
は
実
際
に
起
こ
っ
た
地
震
の
記
述
で
、
建

物
が
み
な
倒
壊
し
た
た
た
め
、
国
中
に
地
震
の
神
を
祀
ら
せ
た
こ
と
を
記

し
て
い
る
。
地
震
に
関
す
る
記
述
は
こ
れ
の
み
で
、
続
く
文
章
は
別
の
内

容
に
な
り
、
引
用
し
た
以
上
に
は
言
及
さ
れ
な
い
。『
日
本
書
紀
』
は
地

震
を
自
然
と
人
と
い
う
観
点
か
ら
と
ら
え
る
の
で
は
な
く
、
実
際
の
地
震

を
描
く
後
者
の
例
に
お
い
て
も
ひ
と
つ
の
事
実
と
し
て
記
す
の
み
で
あ
る
。

平
安
時
代
の
作
品
で
早
い
「
な
ゐ
」
の
用
例
は
、『
う
つ
ほ
物
語
』
に

確
認
で
き
る
。
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た
だ
初
め
の
下
れ
る
師
の
教
へ
た
る
調
べ
一
つ
を
、
ま
づ
か
き
鳴
ら

し
た
ま
へ
る
に
、
あ
り
つ
る
よ
り
も
声
の
響
き
高
く
ま
さ
り
て
、
神

い
と
騒
が
し
く
閃
め
き
て
、
地
震

な

ゐ

の
や
う
に
土
動
く
。

『
う
つ
ほ
物
語
』
楼
上
　
下

物
語
終
盤
に
至
り
、
俊
蔭
の
娘
が
は
し
風
を
弾
く
と
雷
が
鳴
り
閃
き
、

地
震
の
よ
う
に
揺
れ
た
場
面
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
琴
の
演
奏
の
す
ば
ら
し

さ
を
表
す
た
め
に
「
な
ゐ
」
が
引
き
合
い
に
出
さ
れ
て
い
る
例
で
、
現
実

に
起
こ
り
う
る
地
震
を
背
景
に
も
つ
が
ゆ
え
の
比
喩
表
現
と
し
て
あ
る
。

一
方
、『
栄
花
物
語
』
に
み
ら
れ
る
の
は
、
実
際
に
お
こ
っ
た
地
震
で

あ
る
。今

年
い
か
な
る
に
か
大
風
吹
き
、
な
ゐ
な
ど
さ
へ
ふ
り
て
、
い
と
け

う
と
ま
し
き
こ
と
の
み
あ
れ
ば
、
上
は
若
宮
の
里
に
お
は
し
ま
す
こ

と
を
い
と
ど
う
し
ろ
め
た
う
思
し
の
た
ま
は
す
れ
ど
、
…
…

『
栄
花
物
語
』
巻
第
二
　
花
山
た
づ
ぬ
る
中
納
言

当
年
は
大
風
や
地
震
が
あ
っ
た
た
め
、
円
融
帝
は
誕
生
ま
も
な
い
第
一

皇
子
懐
仁
親
王
（
一
条
天
皇
）
が
母
詮
子
の
里
邸
で
過
ご
す
こ
と
を
心
配

す
る
く
だ
り
で
あ
る
。
懐
仁
親
王
誕
生
は
天
元
三
年
（
九
八
○
）
六
月
一

日
、『
日
本
紀
略
』
に
は
同
年
七
月
九
日
午
後
に
「
大
風
暴
風
雨
」
と
あ

り
、
十
五
日
の
夜
に
も
大
雨
が
降
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
そ
こ
に
地
震

も
起
き
た
と
推
測
さ
れ
る
。
大
風
、
地
震
と
続
く
自
然
の
脅
威
を
怖
れ
て

い
る
の
が
う
か
が
え
る
部
分
で
あ
る
。

ま
た
、『
古
今
著
聞
集
』
巻
第
七
「
陰
陽
師
吉
平
地
震
を
予
知
す
る
事
」

と
題
し
て
安
倍
晴
明
が
地
震
が
来
る
と
言
っ
た
ら
す
ぐ
本
当
に
地
震
が
起

こ
っ
た
説
話
も
み
ら
れ
る
が
、
平
安
時
代
の
文
学
作
品
で
は
、『
方
丈
記
』

や
『
平
家
物
語
』
の
よ
う
に
地
震
の
詳
細
が
描
き
と
ら
れ
る
わ
け
で
は
な

く
、
災
害
を
も
た
ら
す
自
然
と
人
と
を
み
つ
め
て
の
叙
述
と
は
異
な
る
。

貞
観
地
震
の
み
な
ら
ず
以
降
の
平
安
時
代
に
も
地
震
は
起
き
て
い
る
が
、

地
震
と
い
う
自
然
災
害
に
真
正
面
か
ら
向
き
合
っ
て
直
接
の
題
材
と
す
る

の
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
の
展
開
の
な
か
で
、
文
脈
に
そ
っ
て
ふ

れ
ら
れ
る
と
い
っ
た
方
が
妥
当
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
平
安
時
代
の
文
学
作

品
が
宮
廷
社
会
に
根
ざ
し
て
い
る
こ
と
と
も
関
わ
っ
て
い
よ
う
。

し
か
し
、
自
然
現
象
の
脅
威
が
平
安
時
代
の
文
学
作
品
に
ま
っ
た
く
描

か
れ
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、『
源
氏
物
語
』
で
は
須

磨
巻
末
に
暴
風
雨
が
起
こ
り
、
蟄
居
す
る
光
源
氏
は
明
石
へ
移
る
こ
と
を

12
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余
儀
な
く
さ
れ
る
。
続
く
明
石
巻
で
は
都
で
天
変
地
異
が
あ
っ
た
こ
と
も

描
か
れ
て
い
る
。
物
語
の
世
界
は
自
然
と
深
く
関
わ
っ
て
構
築
さ
れ
、
光

源
氏
亡
き
後
の
物
語
で
は
自
然
に
囲
ま
れ
た
宇
治
と
い
う
地
が
舞
台
と
し

て
選
ば
れ
て
も
い
る
。

文
学
作
品
の
な
か
で
人
間
の
力
の
及
ば
な
い
自
然
は
強
く
意
識
さ
れ
、

だ
か
ら
こ
そ
、
奇
瑞
の
描
写
に
地
震
も
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
表
現
が
み

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

三
、『
源
氏
物
語
』
の
六
条
院
―
自
然
と
時
間
―

日
本
の
風
土
の
な
か
で
生
み
出
さ
れ
て
き
た
文
学
作
品
は
、
自
然
と
人

間
の
関
わ
り
を
大
切
に
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
。『
万
葉
集
』
の
時
代
か

ら
自
然
に
人
の
心
情
が
託
さ
れ
、
勅
撰
和
歌
集
の
嚆
矢
で
あ
る
『
古
今
集
』

は
漢
籍
の
類
書
の
影
響
下
に
あ
り
な
が
ら
、「
自
然
」
を
意
識
的
に
文
学

作
品
に
取
り
込
む
作
品
で
あ
る
。
四
季
の
部
立
て
が
恋
の
部
立
て
と
と
も

に
主
要
な
柱
を
成
し
、
ひ
と
つ
の
季
節
の
な
か
で
も
春
な
ら
ば
立
春
か
ら

仲
春
へ
、
晩
春
へ
と
い
う
よ
う
に
、
季
節
の
推
移
を
追
っ
て
和
歌
が
配
列

さ
れ
る
。
そ
れ
は
恋
の
部
立
て
に
お
い
て
も
み
ら
れ
る
手
法
で
あ
り
、
歌

集
が
ひ
と
つ
の
世
界
を
構
築
す
る
。
そ
こ
に
は
、
自
然
の
時
間
と
人
の
生

き
る
時
間
の
交
差
が
あ
る
。
ま
た
、
仮
名
散
文
で
も
日
記
文
学
や
物
語
文

学
で
自
然
描
写
が
な
さ
れ
、
そ
こ
に
人
の
心
と
時
間
が
か
か
わ
っ
て
い
る
。

自
然
と
人
間
と
い
う
観
点
か
ら
平
安
時
代
の
文
学
作
品
を
な
が
め
た
と

き
に
、
そ
の
あ
り
方
を
問
い
か
け
て
く
る
ひ
と
つ
の
作
品
と
し
て
『
源
氏

物
語
』
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
一
端
に
ふ
れ
て
み
た
い
。

『
源
氏
物
語
』
本
文
に
、
本
企
画
に
あ
る
「
自
然
」
に
相
当
す
る
語
は

用
い
ら
れ
な
い
。
そ
も
そ
も
古
代
に
お
い
て
、
現
代
の
よ
う
な
人
間
と
対

比
さ
れ
る
「
自
然
」
と
い
う
概
念
が
確
立
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

「
自
然
」
は
本
来
漢
語
で
あ
り
、『
古
今
集
』
真
名
序
に
は
「
物
皆
こ
れ
あ

る
は
、
自
然
の
理
な
り
」
と
あ
る
。
古
代
の
日
本
語
と
し
て
お
の
ず
か
ら

の
意
味
と
な
る
場
合
は
、「
じ
ね
ん
」
と
さ
れ
る
。

（
６
）

現
代
に
お
い
て
「
自

然
」
と
呼
び
表
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
文
学
で
は
山
河
、
天
象
、
四
季
な

ら
び
に
そ
の
折
々
の
植
物
、
あ
る
い
は
鳥
獣
虫
魚
な
ど
で
あ
り
、
そ
れ
ら

が
五
感
に
よ
っ
て
と
ら
え
ら
れ
、
文
学
の
言
葉
と
し
て
作
品
に
組
み
込
ま

れ
て
作
品
世
界
を
構
築
す
る
の
で
あ
る
。『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
も

「
自
然
」
の
用
例
は
「
じ
ね
ん
」
で
あ
り
、

（
７
）

現
代
で
い
う
「
自
然
」
と
し

て
描
か
れ
る
の
は
天
象
、
四
季
の
植
物
、
風
景
な
ど
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は

個
別
の
テ
ー
マ
ご
と
に
研
究
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
が
、
い
ま
、
自
然
と
人

間
と
い
う
観
点
か
ら
『
源
氏
物
語
』
を
み
た
と
き
、
ひ
と
つ
注
目
さ
れ
る
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の
は
光
源
氏
の
栄
華
の
拠
点
と
な
る
邸
宅
六
条
院
で
あ
る
。

光
源
氏
に
は
す
で
に
母
桐
壺
更
衣
か
ら
伝
領
し
た
二
条
院
と
澪
標
巻
で

造
営
さ
れ
る
二
条
東
院
が
あ
る
が
、
六
条
院
は
四
方
四
季
の
構
造
を
も
つ

光
源
氏
最
大
の
邸
で
あ
る
。
藤
原
氏
の
権
力
者
た
ち
に
よ
っ
て
伝
領
さ
れ

た
実
在
の
東
三
条
殿
は
南
北
二
町
と
い
わ
れ
、
六
条
院
は
そ
の
倍
の
広
さ

を
持
ち
、
自
然
を
取
り
込
ん
で
四
つ
の
方
角
に
四
町
を
構
え
、
そ
れ
ぞ
れ

に
女
主
人
を
据
え
て
そ
の
象
徴
す
る
季
節
を
配
す
る
趣
向
で
あ
る
。
そ
の

造
営
の
様
子
は
、
少
女
巻
末
尾
に
描
か
れ
る
。

未
申
の
町
は
、
中
宮
の
御
旧
宮
な
れ
ば
、
や
が
て
お
は
し
ま
す
べ
し
。

辰
巳
は
、
殿
の
お
は
す
べ
き
町
な
り
。
丑
寅
は
、
東
の
院
に
住
み
た

ま
ふ
対
の
御
方
、
戌
亥
の
町
は
、
明
石
の
御
方
と
思
し
お
き
て
さ
せ

た
ま
へ
り
。
も
と
あ
り
け
る
池
山
を
も
、
便
な
き
所
な
る
を
ば
崩
し

か
へ
て
、
水
の
お
も
む
き
、
山
の
お
き
て
を
あ
ら
た
め
て
、
さ
ま
ざ

ま
に
、
御
方
々
の
御
願
ひ
の
心
ば
へ
を
造
ら
せ
た
ま
へ
り
。

故
六
条
御
息
所
の
邸
跡
を
と
り
こ
む
未
申
（
南
西
）
は
秋
の
町
で
娘
の

秋
好
中
宮
、
辰
巳
（
東
南
）
は
春
の
町
で
光
源
氏
と
紫
上
、
養
女
の
明
石

姫
君
が
住
む
。
丑
寅
（
北
東
）
は
夏
の
町
で
花
散
里
、
戌
亥
（
西
北
）
は

冬
で
明
石
の
君
が
住
む
。
四
つ
の
町
は
仕
切
ら
れ
な
が
ら
行
き
来
も
で
き

る
構
造
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
町
は
そ
の
季
節
に
最
高
の
見
所
が
あ
る
よ

う
に
趣
向
を
凝
ら
し
て
造
営
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
春
の
町
は
次
の

よ
う
に
描
か
れ
る
。

南
の
東
は
山
高
く
、
春
の
花
の
木
、
数
を
尽
く
し
て
植
ゑ
、
池
の
さ

ま
お
も
し
ろ
く
す
ぐ
れ
て
、
御
前
近
き
前
栽
、
五
葉
、
紅
梅
、
桜
、

藤
、
山
吹
、
岩
躑
躅
な
ど
や
う
の
春
の
も
て
あ
そ
び
を
わ
ざ
と
は
植

ゑ
で
、
秋
の
前
栽
を
ば
む
ら
む
ら
ほ
の
か
に
ま
ぜ
た
り
。

南
の
東
に
築
山
を
設
け
、
春
に
花
咲
く
木
を
植
え
、
池
を
造
り
、
春
の

進
行
に
と
も
な
っ
て
順
次
開
花
す
る
よ
う
に
設
定
さ
れ
、
そ
れ
以
外
の
季

節
に
も
見
映
え
が
す
る
よ
う
配
慮
さ
れ
て
い
る
。
他
の
三
つ
の
町
に
つ
い

て
も
、
微
妙
に
様
子
は
異
な
る
が
そ
れ
ぞ
れ
の
季
節
の
趣
向
が
凝
ら
さ
れ

る
。
さ
ら
に
、
南
側
に
位
置
す
る
春
と
秋
の
二
町
は
春
秋
の
対
比
構
造
と

な
り
、
実
際
物
語
で
も
春
秋
優
劣
論
の
趣
向
を
と
り
い
れ
た
物
語
展
開
と

な
っ
て
い
る
。

四
つ
の
季
節
を
と
り
こ
む
六
条
院
の
構
造
の
思
想
的
根
拠
と
し
て
は
、

易
教
の
方
位
観
と
の
関
わ
り
を
み
る
説

（
８
）

や
観
無
量
寿
教
の
影
響
を
見
る
説
、

（
９
）
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日
本
漢
文
に
よ
る
神
仙
思
想
の
影
響
を
み
る
説
な
ど
が
あ
り
、
中
世
の
注

釈
書
で
あ
る
四
辻
善
成
『
河
海
抄
』
で
は
、
こ
れ
が
源
融
の
邸
を
模
す
か

と
し
、『
う
つ
ほ
物
語
』
吹
上
・
上
巻
に
み
え
る
神
南
種
松
の
邸
の
影
響

を
指
摘
す
る
。
先
行
物
語
を
意
識
し
つ
つ
、『
源
氏
物
語
』
の
六
条
院
は
、

四
人
の
女
性
を
通
し
て
四
季
の
運
行
を
も
支
配
し
得
る
統
括
者
光
源
氏
の

超
越
性
を
示
す
邸
と
し
て
あ
る
。
六
条
院
は
完
成
後
、
さ
ら
に
「
み
や
び

の
く
さ
は
ひ
」
と
な
る
玉
鬘
を
迎
え
華
や
ぎ
を
増
し
、
め
で
た
い
新
春
の

様
子
が
「
生
け
る
仏
の
御
国
」
と
表
さ
れ
る
春
の
町
を
中
心
と
し
て
、
そ

れ
ぞ
れ
の
町
を
舞
台
に
四
季
折
々
の
華
麗
な
諸
行
事
が
描
か
れ
て
い
く
。

こ
の
非
日
常
的
な
邸
こ
そ
王
者
光
源
氏
の
象
徴
で
あ
り
、
藤
裏
葉
巻
で
は

こ
こ
に
帝
・
上
皇
の
行
幸
を
描
い
て
、
大
団
円
と
な
る
。

し
か
し
、
物
語
は
そ
れ
の
み
で
終
わ
ら
な
い
。
以
後
の
物
語
で
は
、
こ

の
六
条
院
は
内
実
の
崩
壊
し
た
邸
と
な
る
。
若
菜
下
巻
に
至
り
、
年
若
い

皇
女
の
降
嫁
を
境
に
六
条
院
は
表
向
き
の
栄
華
を
保
ち
つ
つ
も
秩
序
が
乱

れ
、
紫
上
を
失
い
、
光
源
氏
の
翳
り
を
表
す
場
へ
と
変
容
す
る
。
栄
華
の

拠
点
と
な
り
な
が
ら
崩
壊
し
て
い
く
の
が
六
条
院
で
あ
る
。
光
源
氏
の
子

孫
た
ち
の
世
代
に
な
る
と
、
六
条
院
は
長
男
夕
霧
を
統
括
者
と
し
て
引
き

継
が
れ
て
は
い
く
が
、
か
つ
て
の
よ
う
な
華
や
ぎ
は
と
ど
め
な
い
。

光
源
氏
ほ
ど
の
超
越
的
な
主
人
公
で
あ
っ
て
も
、
自
然
を
統
括
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
物
語
の
歳
月
が
そ
れ
を
阻
む
。
自
然
を
傘
下
に
お
さ
め

四
季
を
も
統
括
し
よ
う
と
し
た
邸
の
崩
壊
は
、
人
間
が
自
然
を
領
有
す
る

こ
と
の
破
綻
に
ほ
か
な
な
ら
な
い
。
物
語
が
描
く
の
は
時
間
の
な
か
に
あ

る
人
間
と
し
て
の
光
源
氏
で
あ
る
。
物
語
世
界
の
歳
月
を
生
き
、
御
法
巻

で
紫
上
を
喪
っ
た
光
源
氏
は
、
幻
巻
で
哀
傷
の
十
二
ヶ
月
を
生
き
て
物
語

世
界
か
ら
退
場
す
る
。
四
季
の
運
行
の
な
か
で
生
涯
を
顧
る
最
晩
年
の
光

源
氏
が
照
ら
し
出
さ
れ
る
。

『
源
氏
物
語
』
で
は
、
の
ち
の
文
学
作
品
の
よ
う
に
自
然
災
害
の
直
接

描
写
は
な
さ
れ
な
い
。
し
か
し
、
物
語
世
界
は
、
自
然
と
人
の
あ
り
方
を

問
い
か
け
て
く
る
。
言
葉
で
紡
ぎ
出
さ
れ
た
虚
構
世
界
は
、
自
然
と
人
間

の
あ
り
方
を
鋭
く
み
つ
め
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
人
の
生
き
る
時
間
が
深

く
関
わ
る
。

事
実
の
記
録
の
み
な
ら
ず
、
書
き
お
か
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
ば
は
、

現
代
を
生
き
る
人
の
あ
ゆ
み
を
照
ら
し
出
し
て
く
れ
る
。
虚
構
ゆ
え
伝
え

ら
れ
る
真
実
も
あ
る
。
震
災
か
ら
一
年
を
経
た
い
ま
、
時
代
を
こ
え
て
生

き
続
け
る
こ
れ
ら
の
こ
と
ば
を
謙
虚
に
受
け
と
め
た
い
。
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註（
１
）『
三
代
実
録
』
に
は
、「
廿
六
日
癸
未
。
陸
奥
国
、
地
大
に
震
動
り
て
、
流
光
昼
の

如
く
隠
映
す
。
…
…
略
…
…
海
口
は
哮
吼
え
て
、
声
雷
霆
に
似
、」
と
あ
り
、
津
波

の
様
子
は
「
原
野
も
道
路
も
忽
て
滄
溟
と
為
り
、」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
本
文
の
引

用
は
『
訓
読
日
本
三
代
実
録
』（
臨
川
書
店
　
一
九
八
六
年
）
に
よ
る
。

（
２
）
作
品
本
文
の
引
用
は
、
原
則
と
し
て
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
よ
る
。
そ
れ
以

外
の
場
合
は
、
そ
の
都
度
記
す
。

（
３
）『
玉
葉
』
の
本
文
は
、
高
橋
貞
一
『
訓
読
玉
葉
　
第
五
巻
』（
高
科
書
店
　
一
九
八

九
年
）
に
よ
る
。

（
４
）『
百
練
抄
』
の
本
文
は
、『
国
史
大
系
』（
吉
川
弘
文
館
）
に
よ
る
。

（
５
）『
日
本
書
紀
』
の
訓
み
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
よ
る
。

（
６
）『
色
葉
字
類
抄
』
に
は
、「
自
然
　
シ
セ
ン
　
シ
ネ
ン
」
と
あ
る
。

（
７
）『
源
氏
物
語
』
に
は
「
自
然
に
」
の
か
た
ち
で
全
八
例
。
内
訳
は
帚
木
巻
三
例
、

明
石
巻
、
行
幸
巻
、
若
菜
下
巻
、
蜻
蛉
巻
、
手
習
巻
に
各
一
例
ず
つ
あ
る
。

（
８
）
渡
辺
仁
史
『
源
氏
物
語
』
の
六
条
院
に
つ
い
て
―
四
季
の
町
の
配
列
―
」『
中
古

文
学
』
一
九
九
四
年
五
月
。

（
９
）
田
中
隆
昭
「
仙
境
と
し
て
の
六
条
院
」『
国
語
と
国
文
学
』
一
九
九
八
年
十
一
月
。
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