




は
じ
め
に

東
日
本
大
震
災
か
ら
三
年
半
が
過
ぎ
ま
し
た
。
あ
の
大
震
災
か
ら
う
け
た
三
つ
の
衝
撃
を
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
ま

せ
ん
。
地
震
に
よ
る
甚
大
な
被
害
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
沖
か
ら
襲
っ
て
き
た
圧
倒
的
な
高
波
に
、
係
留
さ
れ
て
い

た
漁
船
も
、
家
も
、
電
柱
も
、
車
も
、
す
べ
て
の
も
の
が
呑
み
込
ま
れ
、
押
し
流
さ
れ
て
い
っ
た
津
波
の
光
景
は
衝

た
て
や

撃
的
で
し
た
。
ま
た
、
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
の
原
子
炉
の
建
屋
が
爆
発
し
、
一
号
機
、
三
号
機
、
二
号
機
が
つ

ぎ
つ
ぎ
に
メ
ル
ト
ダ
ウ
ン
す
る
に
い
た
っ
た
恐
怖
感
を
と
も
な
っ
た
衝
撃
、
こ
れ
が
第
二
の
衝
撃
で
す
。
そ
し
て
第

三
は
、
事
故
に
い
た
る
ま
で
ま
か
り
と
お
っ
て
い
た
「
原
子
力
発
電
所
は
安
全
で
あ
る
」
と
い
う
神
話
が
破
綻
し
て
、

そ
の
内
実
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
が
、
神
話
を
構
成
し
て
い
た
事
態
の
あ
ま

り
の
ず
さ
ん
さ
に
衝
撃
を
う
け
た
こ
と
で
す
。
三
年
半
と
い
う
時
間
は
過
ぎ
ま
し
た
が
、
福
島
原
発
事
故
は
、
被
害

を
受
け
た
人
た
ち
に
と
っ
て
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
過
去
の
出
来
事
で
は
な
く
、
今
な
お
現
在
の
出
来
事
で
す
。

こ
の
第
三
の
衝
撃
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
、
比
較
思
想
・
比
較
文
化
論
が
専
門
の
わ
た
し
は
、
同
じ
過
ち
を
繰
り

返
さ
な
い
た
め
に
は
、
あ
ま
り
に
も
ず
さ
ん
な
こ
の
よ
う
な
事
態
が
ど
の
よ
う
に
し
て
生
じ
た
の
か
を
解
明
す
る
必

要
が
あ
る
と
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
し
か
た
で
、
原
子
力
問
題
に
素
人
の
わ
た
し
で
も
、
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福
島
第
一
原
発
事
故
に
か
か
わ
り
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
の
で
す
。
す
で
に
、
国
会
の

「
東
京
電
力
福
島
原
子
力
発
電
所
事
故
調
査
委
員
会
」
の
黒
川
清
委
員
長
が
、
英
語
版
の
報
告
書
（
要
約
版
）
の
冒

頭
で
、
福
島
原
発
事
故
の
根
本
原
因
は
、
わ
れ
わ
れ
の
「
反
射
的
に
従
順
で
あ
ろ
う
と
す
る
心
性
、
権
威
を
疑
う
こ

と
へ
の
抵
抗
感
、�
計
画
通
り
で
あ
る
こ
と
�
へ
の
愛
着
、
集
団
主
義
、
そ
し
て
島
国
根
性
」
な
ど
の
「
日
本
文
化

に
深
く
根
を
下
ろ
し
て
い
る
習
性
に
あ
る
」（
日
本
語
訳
は
筆
者
に
よ
る
）、
つ
ま
り
、
事
故
の
直
接
的
原
因
や
間
接

的
原
因
で
は
な
く
（
直
接
的
原
因
や
間
接
的
原
因
は
原
子
力
関
係
の
専
門
家
に
よ
っ
て
解
明
さ
れ
る
べ
き
で
す
が
）、

根
本
原
因
は
日
本
文
化
に
あ
る
と
語
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
発
言
は
、
西
洋
諸
国
や
日
本
の
多
数
の
識
者
か
ら
、
事
故

の
原
因
究
明
を
妨
げ
る
見
解
で
あ
り
、
ナ
ン
セ
ン
ス
で
あ
る
と
強
く
指
弾
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
黒
川
清
委
員
長

の
指
摘
の
方
向
性
は
正
し
い
と
わ
た
し
は
考
え
て
い
ま
す
。
問
題
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
黒
川
清
委
員
長
の
日
本
文
化

の
捉
え
か
た
が
、
い
さ
さ
か
紋
切
り
型
で
表
面
的
で
あ
っ
た
こ
と
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
す
。

わ
た
し
は
『
日
本
人
の
〈
わ
た
し
〉
を
求
め
て
―
―
比
較
文
化
論
の
す
す
め
』
と
い
う
本
を
二
〇
〇
七
年
に
新
曜

社
か
ら
上
梓
し
ま
し
た
。
こ
の
本
で
試
み
た
の
は
、
わ
た
し
た
ち
日
本
人
が
日
本
を
近
代
化
す
る
た
め
に
明
治
以
降

ひ
た
す
ら
摂
取
す
る
こ
と
に
努
め
て
き
た
西
洋
文
化
と
伝
統
的
な
日
本
文
化
と
が
い
か
に
異
質
な
も
の
で
あ
る
か
と

い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
し
た
。
西
洋
文
化
の
受
け
入
れ
に
つ
い
て
は
、
夏
目
漱
石
が
「
現
代
日
本
の
開

う
わ
す
べ

化
」
と
い
う
講
演
の
な
か
で
語
っ
て
い
る
、
日
本
の
近
代
化
は
、
外
発
的
で
あ
り
皮
相
上
滑
り
で
あ
る
、
と
い
う
こ

と
ば
が
よ
く
援
用
さ
れ
ま
す
。
日
本
は
、
内
発
的
に
近
代
化
を
成
し
遂
げ
た
西
洋
の
よ
う
な
、
十
分
な
時
間
的
な
余

裕
は
な
く
、
西
洋
が
百
年
か
か
っ
て
や
り
遂
げ
た
こ
と
を
十
年
で
や
ら
ざ
る
を
え
な
い
、
だ
か
ら
、
内
発
的
な
経
過
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う
わ
す
べ

を
た
ど
ろ
う
と
す
る
に
は
無
理
が
あ
り
、
ど
う
し
て
も
皮
相
上
滑
り
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
の
で
す
。
日
本
の
近

う
わ
す
べ

代
化
が
外
発
的
で
、
皮
相
上
滑
り
で
あ
る
と
い
う
漱
石
の
指
摘
は
ま
っ
た
く
そ
の
と
お
り
で
あ
り
、
異
論
を
さ
し
は

さ
む
余
地
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
漱
石
が
こ
の
よ
う
に
指
摘
し
た
と
き
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
の
は
、（
時
間

の
）
量
的
な
問
題
で
あ
り
、
質
的
な
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
こ
の
講
演
で
は
、
問
題
に
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
わ
た
し

う
わ
す
べ

は
、
日
本
の
近
代
化
が
外
発
的
で
、
皮
相
上
滑
り
で
あ
る
の
は
、
漱
石
が
い
う
よ
う
に
、
内
発
的
な
経
過
を
た
ど
る

た
め
の
時
間
的
余
裕
が
な
か
っ
た
ば
か
り
で
は
な
く
（
漱
石
が
そ
の
よ
う
に
指
摘
し
て
か
ら
、
す
で
に
百
年
以
上
の

時
が
経
過
し
て
い
ま
す
が
、
ま
す
ま
す
皮
相
上
滑
り
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
）、
受
け
入
れ
よ
う

と
し
た
西
洋
文
化
と
伝
統
的
な
日
本
文
化
と
の
異
質
性
に
わ
た
し
た
ち
日
本
人
が
無
自
覚
で
あ
っ
た
こ
と
に
由
来
す

る
で
あ
ろ
う
と
考
え
て
、
前
著
を
書
き
ま
し
た
。

福
島
の
原
発
事
故
を
経
験
し
て
考
え
た
こ
と
、
そ
れ
は
、
事
故
の
根
本
原
因
が
現
代
の
日
本
文
化
に
あ
る
の
で
は

な
い
か
と
い
う
疑
い
を
い
だ
き
な
が
ら
日
本
人
の
問
題
を
も
う
一
度
徹
底
的
に
検
証
し
て
み
よ
う
と
い
う
こ
と
で
し

た
。
自
己
の
あ
り
か
た
に
つ
い
て
、
す
な
わ
ち
、
こ
の
よ
う
な
事
態
に
立
ち
い
た
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
自
己
の
欠

点
を
、
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
自
覚
し
そ
れ
を
改
め
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
将
来
ま
た
同
じ
よ
う
な
事
態
を
繰
り
返
す

こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

こ
の
本
の
第
一
部
（
第
一
章
か
ら
第
八
章
ま
で
）
は
日
本
の
文
化
に
つ
い
て
語
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
第
二
部

（
第
九
章
か
ら
第
十
一
章
ま
で
）
で
は
福
島
第
一
原
発
の
事
故
に
か
ん
し
て
考
え
た
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
ま
す
。
第

一
部
か
ら
順
に
読
み
進
ん
で
く
だ
さ
っ
て
も
、
あ
る
い
は
、
第
二
部
を
ま
ず
読
ん
で
か
ら
第
一
部
に
戻
っ
て
も
、
自
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由
な
読
み
か
た
を
し
て
く
だ
さ
れ
ば
よ
い
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
一
つ
だ
け
申
し
上
げ
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
そ
れ
は
、
こ
の
本
を
書
く
と
き
に
わ
た
し
は
、
学
問
や
研
究
で
普
通
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
、
日
本
人
の
精
神
構

造
を
た
ん
に
自
分
の
外
の
対
象
と
み
な
し
て
分
析
し
た
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
う
で
は
な
く
、
自
分
自

身
の
主
体
の
内
部
の
問
題
と
し
て
検
討
し
よ
う
と
心
が
け
ま
し
た
。
日
本
人
の
精
神
構
造
を
自
分
の
外
の
対
象
と
み

な
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
よ
う
に
み
な
す
主
体
そ
の
も
の
は
、（
対
象
と
し
て
の
）
日
本
人
の
精
神
構
造
か
ら
切

り
離
さ
れ
て
、
そ
の
外
に
存
在
す
る
も
の
に
な
り
、
対
象
と
し
て
と
り
あ
げ
た
日
本
人
の
精
神
構
造
と
は
直
接
関
係

な
い
も
の
に
変
わ
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
難
し
そ
う
な
こ
と
を
い
い
ま
し
た
が
、
読
者
の
皆
さ
ん
に
、
こ
の
本
に
書
か

れ
て
い
る
こ
と
を
自
分
自
身
の
内
部
の
問
題
と
し
て
受
け
と
め
て
い
た
だ
け
た
ら
幸
い
で
あ
る
と
申
し
上
げ
た
か
っ

た
の
で
す
。
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第
一
部

日
本
人
の
〈
わ
た
し
〉
を
考
え
る



第
一
章
〈
わ
た
し
〉
に
つ
い
て

「
私
」
と
「
Ｉ
」
は
異
質
で
あ
る

書
店
で
『
私
と
は
何
か
』
と
い
う
よ
う
な
書
名
の
本
を
見
か
け
ま
す
。
こ
の
「
私
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
語
の
一
人
称
代
名
詞
（
英
語
で
い
え
ば
「
Ｉ
」）
に
相
当
す
る
と
み
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
（
日
本
語
に

は
「
私
」「
ぼ
く
」「
お
れ
」
な
ど
、
一
人
称
代
名
詞
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
ば
が
い
く
つ
も
存
在
し
ま
す
が
、

「
私
」
は
そ
の
代
表
と
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
）。
い
っ
た
い
、
日
本
語
の
「
私
」
は
、
英
語
の
「
Ｉ
」（
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
語
の
一
人
称
代
名
詞
、
た
と
え
ば
フ
ラ
ン
ス
語
の
「je

」
ド
イ
ツ
語
の
「ich

」
な
ど
を
英
語
の
「
Ｉ
」
で
代
表

さ
せ
ま
す
）
と
等
し
い
の
で
し
ょ
う
か
。
よ
く
考
え
も
し
な
い
ま
ま
、
等
し
い
と
み
な
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
（
さ
き
ま
わ
り
し
て
い
え
ば
、「
等
し
い
と
み
な
し
て
い
る
」
と
い
う
こ
の
文
章
は
、
日
本
人
は
日
本
語

の
「
私
」
を
英
語
の
「
Ｉ
」
に
見
立
て
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
）。
い
っ
た
い
、
日
本
語
の

「
私
」
と
英
語
の
「
Ｉ
」
は
等
し
い
と
い
え
る
の
か
ど
う
か
、
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。

英
語
の
「
Ｉ
」
は
古
代
か
ら
つ
ね
に
単
一
で
一
貫
し
て
使
用
さ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
日
本
語
に
は
「
私
」「
ぼ
く
」
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「
お
れ
」
な
ど
複
数
の
語
が
存
在
し
、
相
手
と
の
関
係
や
状
況
に
応
じ
て
使
い
分
け
を
し
ま
す
。「
私
」
は
複
数
の
語

の
な
か
の
一
つ
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。「
私
」
に
相
当
す
る
こ
と
ば
は
、
古
代
か
ら
現
代
ま
で
数
え
て
み
る
と
五
一
あ
る

と
い
う
研
究
も
あ
り
ま
す
（
辻
村
敏
樹
『
敬
語
の
史
的
研
究
』）。「
私
」
は
そ
の
一
つ
に
す
ぎ
な
い
の
で
す
。
こ
れ
だ

け
で
も
「
私
」
と
「
Ｉ
」
が
等
し
い
と
は
と
て
も
い
え
な
い
で
し
ょ
う
。

さ
ら
に
、
た
と
え
ば
、
二
人
の
人
物
が
ど
こ
か
に
行
く
か
ど
う
か
と
い
う
話
を
し
て
い
る
と
き
に
、
一
方
が
「
行

く
？
」
と
尋
ね
、
尋
ね
ら
れ
た
方
が
「
行
か
な
い
」
と
答
え
た
と
し
ま
す
。
こ
れ
は
自
然
で
完
璧
な
日
本
語
の
文
で

す
。
こ
の
対
話
の
答
え
の
「
行
か
な
い
」
に
相
当
す
る
英
語
は
「Idon’tgo

」
で
あ
り
、
主
語
の
「
Ｉ
」
を
欠
か

す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
日
本
語
で
は
「
私
」
を
い
わ
な
い
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
日
本
の
学
校
で
は
「
日
本
語
の
文
は
主
語
と
述
語
と
か
ら
成
り
、
主
語
は
省
略
さ
れ
る
こ
と
が
多

い
」
と
教
え
ま
す
。
こ
れ
は
英
語
な
ど
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
の
文
法
で
日
本
語
を
説
明
し
よ
う
と
し
て
、
日
本
語
の
文

に
も
英
語
の
よ
う
に
主
語
が
存
在
す
る
と
考
え
て
い
る
の
で
す
。
し
か
し
、
日
本
語
で
は
主
語
が
な
く
、
述
語
だ
け

の
文
が
ご
く
普
通
に
用
い
ら
れ
る
も
の
で
す
か
ら
、
主
語
は
省
略
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
、
と
説
明
す
る
の
で
す
。
こ

れ
は
間
違
っ
た
説
明
で
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
の
文
法
に
存
在
す
る
主
語
の
概
念
を
国
文
法
に
導
入
し
た
の
は
、
金
谷

武
洋
が
の
べ
て
い
る
よ
う
に
、
国
語
辞
典
の
『
言
海
』
を
つ
く
っ
た
大
槻
文
彦
で
す
（
金
谷
武
洋
『
日
本
語
に
主
語
は

い
ら
な
い
』
講
談
社
選
書
メ
チ
エ
）。
そ
の
大
槻
文
法
が
明
治
政
府
（
文
部
省
）
に
よ
っ
て
採
択
さ
れ
て
政
府
公
認
の

規
範
文
法
と
し
て
定
着
し
た
の
で
す
。

し
か
し
、
日
本
語
は
主
語
な
し
に
文
が
成
立
し
ま
す
。「
行
か
な
い
」
と
い
う
答
え
は
こ
れ
で
完
全
な
日
本
語
の
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文
で
す
。
省
略
さ
れ
た
と
い
う
主
語
を
無
理
に
補
お
う
と
す
れ
ば
「
私
は
行
か
な
い
」
と
で
も
な
る
の
で
し
ょ
う
が
、

こ
の
文
は
「
行
く
」
こ
と
を
単
に
否
定
し
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
あ
な
た
」
は
行
け
ば
い
い
じ
ゃ
な
い
か
、

と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
も
つ
別
の
文
な
の
で
す
。
英
語
は
主
語
の
「
Ｉ
」
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
よ
う
な

ニ
ュ
ア
ン
ス
を
帯
び
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
Ｉ
」
が
な
け
れ
ば
文
が
成
立
し
な
い
か
ら
あ
る
だ
け
で
す
（「
あ
な

た
」
は
行
け
ば
い
い
じ
ゃ
な
い
か
、
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
も
た
せ
る
に
は
、「
Ｉ
」
に
特
別
な
ア
ク
セ
ン
ト
を
置

い
て
発
音
す
る
で
し
ょ
う
）。
こ
の
よ
う
に
、
日
本
語
の
「
行
か
な
い
」
と
い
う
文
に
は
「
私
」
は
存
在
し
ま
せ
ん

が
、
英
語
の
「Idon’tgo
」
で
は
「
Ｉ
」
は
不
可
欠
で
す
。
英
語
の
「
Ｉ
」
と
日
本
語
の
「
私
」
は
明
ら
か
に

違
っ
て
い
ま
す
。

「
ぼ
く
」
や
「
お
れ
」
な
ど
の
代
表
と
し
て
「
私
」
を
と
り
あ
げ
て
お
話
し
し
て
き
ま
し
た
が
、「
私
」
が
英
語
の

「
Ｉ
」
と
等
し
く
な
い
の
で
あ
れ
ば
、「
Ｉ
」
に
相
当
す
る
日
本
語
は
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
こ

で
、
や
む
を
え
ず
、「
Ｉ
」
に
相
当
す
る
こ
と
ば
を
日
本
語
で
〈
わ
た
し
〉
と
表
記
す
る
こ
と
に
し
ま
す
。〈
わ
た

し
〉
と
い
う
こ
と
ば
は
、
主
体
や
主
語
を
意
味
し
ま
す
。
こ
の
〈
わ
た
し
〉
は
日
本
の
伝
統
的
文
化
の
な
か
で
、
ど

こ
に
、
ど
の
よ
う
に
存
在
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
と
ば
が
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
ど
こ
に
も
存
在
し

て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
日
本
人
に
と
っ
て
、「
私
」
は
存
在
し
て
も
、〈
わ

た
し
〉
は
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。

こ
の
よ
う
に
い
え
ば
、
そ
う
で
は
な
い
、
日
本
語
の
「
私
」
は
、
英
語
で
い
え
ば
「
Ｉ
」
を
兼
ね
て
い
る
の
だ
と

反
論
す
る
人
が
必
ず
で
て
く
る
で
し
ょ
う
。「
私
」
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
の
一
人
称
代
名
詞
に
相
当
す
る
こ
と
ば
と
し
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て
使
用
し
て
い
る
人
も
た
く
さ
ん
い
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
人
た
ち
に
は
、
普
通
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語

の
素
養
が
あ
っ
て
、「
私
」
と
い
う
こ
と
ば
に
「
Ｉ
」
や
「je

」
や
「ich

」
な
ど
の
響
き
を
こ
め
て
使
用
し
て
い
る

つ
も
り
な
の
で
す
。
そ
う
で
は
な
く
と
も
、
明
治
以
降
、「
私
」
と
い
う
日
本
語
を
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
の
一
人
称
代

名
詞
に
相
当
す
る
こ
と
ば
で
あ
る
と
み
な
す
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
す
で
に
か
な
り
の
時
間
が
経
過
し
て
い
ま
す
。

現
在
で
は
、
英
語
で
い
え
ば
「
Ｉ
」
と
日
本
語
の
「
私
」
と
は
重
な
る
部
分
な
い
し
側
面
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
い
ま
お
話
し
し
て
い
る
の
は
、
そ
も
そ
も
の
話
で
す
。
両
者
は
、
異
な
っ
た
構
造
を
も
つ
別
の
働
き
を

し
て
い
た
こ
と
ば
な
の
で
す
。
明
治
以
降
、
日
本
人
は
学
校
で
、
英
語
な
ど
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
の
文
法
を
下
敷
き
に

し
て
つ
く
っ
た
日
本
語
文
法
を
教
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
日
本
語
文
法
の
根
底
に
あ
る
の
は
、
日
本
語

の
「
私
」
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
の
一
人
称
代
名
詞
（
英
語
な
ら
「
Ｉ
」）
に
相
当
す
る
こ
と
ば
で
あ
る
と
い
う
基
本
的

な
誤
解
で
す
。
英
語
（
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
を
英
語
で
代
表
さ
せ
て
い
る
わ
け
で
す
が
）
の
文
法
で
日
本
語
を
説
明
で
き

る
た
め
に
は
、
英
語
と
日
本
語
が
も
っ
て
い
る
こ
と
ば
と
し
て
の
構
造
が
同
質
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

も
し
両
者
が
基
本
的
に
異
質
な
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
説
明
は
成
り
立
た
な
い
は
ず
で
す
。
英
語
の
文
法
を

下
敷
き
に
し
て
日
本
語
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
英
語
の
構
造
に
も
、
日
本
語
が
も
つ
構
造
に
も
無
頓
着
で
無

自
覚
な
説
明
に
す
ぎ
な
い
の
で
す
。
日
本
語
の
「
私
」
を
英
語
な
ど
の
一
人
称
代
名
詞
と
同
じ
も
の
で
あ
る
と
み
な

す
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
語
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
が
こ
と
ば
と
し
て
も
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
基
本
的
な
構
造
が
わ
か
ら
な

く
な
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
日
本
文
化
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
そ
の
も
の
が
そ
の
根
底
の
と
こ
ろ
で
見
え
な
く
な
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
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「
私
」
と
「
Ｉ
」
の
異
質
性
の
自
覚
が
欠
如
し
て
い
る

こ
の
章
の
冒
頭
で
、『
私
と
は
何
か
』
と
い
う
よ
う
な
書
名
の
本
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
「
私
」
は
、
英
語
で
い

え
ば
「
Ｉ
」
に
相
当
す
る
と
み
な
さ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
、
と
の
べ
ま
し
た
。
こ
の
書
名
を
つ
け
た
人
は
「
私
」

を
英
語
で
い
え
ば
「
Ｉ
」
の
つ
も
り
で
い
る
の
で
し
ょ
う
。
そ
こ
ま
で
は
い
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
日

本
語
の
「
私
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、「
わ
た
く
し
」
と
発
音
す
れ
ば
、
目
上
の
人
に
た
い
し
て
、
あ
る
い
は
、
改

ま
っ
た
場
面
で
、
自
分
の
こ
と
を
称
す
る
と
き
に
使
わ
れ
る
丁
寧
な
こ
と
ば
で
あ
り
、「
わ
た
し
」
と
発
音
す
れ
ば
、

「
わ
た
く
し
」
よ
り
も
、
も
っ
と
く
だ
け
た
一
般
的
な
こ
と
ば
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
た
と
え
、

「
わ
た
し
」
と
発
音
さ
れ
る
一
般
的
な
場
合
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
こ
と
ば
は
状
況
に
依
存
し
て
使
わ
れ
る
こ
と
ば
な

の
で
す
（
英
語
の
「
Ｉ
」
は
状
況
に
依
存
せ
ず
、
状
況
か
ら
独
立
し
て
お
り
、
つ
ね
に
、
同
一
の
「
Ｉ
」
が
一
貫
し

て
使
わ
れ
ま
す
。
詳
し
い
こ
と
は
、
ま
た
さ
き
で
お
話
し
す
る
つ
も
り
で
す
）。
こ
の
「
わ
た
し
」
と
い
う
こ
と
ば

は
、
女
こ
と
ば
と
し
て
普
通
に
使
わ
れ
る
こ
と
ば
で
す
が
、
男
が
使
う
場
合
に
は
、
目
上
の
人
に
た
い
し
て
、
あ
る

い
は
、
改
ま
っ
た
場
面
で
も
使
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
し
か
し
、
同
僚
や
友
人
な
ど
に
た
い
し
て
、
ま
た
、
自
分
の

妻
に
た
い
し
て
は
使
わ
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
場
合
に
は
、「
わ
た
し
」
で
は
な
く
、「
ぼ
く
」
や
「
お
れ
」
な
ど
と
い
う

の
が
普
通
で
し
ょ
う
し
、
近
所
の
子
供
に
た
い
し
て
は
、「
わ
た
し
」
で
は
な
く
、
た
と
え
ば
「
お
じ
さ
ん
」
な
ど

と
い
う
で
し
ょ
う
。
日
本
語
の
「
私
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、
こ
の
よ
う
に
状
況
に
依
存
し
て
使
わ
れ
る
、
い
い
か
え

ま
す
と
、
状
況
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
こ
と
ば
な
の
で
す
（
図
1
は
、
鈴
木
孝
夫
が
、
年
齢
四
十
歳
の
小
学
校
の
先
生

を
例
に
と
り
自
分
の
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
称
す
る
か
を
示
し
た
も
の
で
す
。「
自
己
」
に
む
か
う
矢
印
が
自
分
の
称
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し
か
た
を
、
相
手
に
む
か
う
矢
印
は
相
手
の
称
し
か
た
を
表
わ
し
て

い
ま
す
）。

そ
の
よ
う
な
日
本
語
の
「
私
」
と
い
う
こ
と
ば
を
、
英
語
の

「
Ｉ
」
の
つ
も
り
で
使
用
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
相

容
れ
な
い
二
重
の
し
か
た
で
こ
の
こ
と
ば
を
使
用
し
て
い
る
こ
と
を

意
味
し
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
一
方
で
は
、「
私
」
と
い
う
こ
と
ば
を
、

状
況
に
依
存
せ
ず
、
独
立
し
た
英
語
の
「
Ｉ
」
の
つ
も
り
で
使
用
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
、
ま
た
他
方
で
は
、
実
際
の
生
活
の
場
で
、
状

況
に
依
存
し
た
日
本
語
と
し
て
使
用
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

問
題
は
、
そ
の
こ
と
に
無
自
覚
な
ま
ま
、
臨
機
応
変
に
使
い
分
け
て

い
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
の
で
す
。

阿
部
謹
也
は
、
日
本
人
は
世
間
に
依
存
し
て
生
き
て
い
る
の
に
、

社
会
の
な
か
で
生
き
て
い
る
か
の
よ
う
な
幻
想
を
い
だ
い
て
い
る
、
と
い
っ
て
い
ま
す
（『「
教
養
」
と
は
な
に
か
』

講
談
社
現
代
新
書
）。
世
間
と
い
う
こ
と
ば
は
明
治
以
前
か
ら
日
本
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
ば
で
あ
り
、
生
活
の
場
と

し
て
の
「
世
の
中
」
を
意
味
し
ま
す
。
そ
れ
は
初
め
か
ら
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
変
え
る
こ
と
の
で
き

な
い
も
の
で
す
。
そ
れ
に
た
い
し
て
、
社
会
と
い
う
の
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
近
代
に
な
っ
て
、
自
立
し
た
個
人
の
集

合
体
を
意
味
す
る
こ
と
ば
と
し
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
り
、
個
人
の
意
志
の
総
体
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
社
会
を

図1 鈴木孝夫の自称詞の表
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つ
く
る
か
を
決
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
し
、
変
革
す
る
こ
と
も
で
き
る
も
の
で
す
（
阿
部
謹
也
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
見
る

視
覚
』
岩
波
書
店
）。
明
治
に
な
っ
て
西
洋
か
ら
入
っ
て
き
た
新
し
い
事
物
は
そ
れ
ま
で
の
日
本
に
は
な
か
っ
た
も
の

で
し
た
か
ら
、
そ
れ
ら
の
新
し
い
事
物
を
指
す
新
し
い
日
本
語
を
つ
く
ら
ね
ば
な
ら
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
う
し

て
お
び
た
だ
し
い
数
の
新
し
い
日
本
語
が
つ
く
ら
れ
ま
し
た
（
い
わ
ゆ
る
翻
訳
日
本
語
で
す
）。
社
会
と
い
う
日
本

語
も
そ
の
一
つ
で
あ
り
、
英
語
のsociety

に
た
い
し
て
明
治
に
な
っ
て
新
し
く
つ
く
ら
れ
た
こ
と
ば
で
す
。

高
島
俊
男
は
、
そ
の
よ
う
な
翻
訳
日
本
語
に
つ
い
て
、「
形
は
た
し
か
に
日
本
語
だ
が
、
そ
の
内
容
、
そ
の
実
質

は
西
洋
語
な
の
で
あ
る
」
と
い
っ
て
い
ま
す
（『
漢
字
と
日
本
人
』
文
春
新
書
）。
日
本
人
は
世
間
に
依
存
し
て
生
き
て

い
る
の
に
、society

（
社
会
）
の
な
か
で
生
き
て
い
る
か
の
よ
う
な
幻
想
を
い
だ
い
て
い
る
と
い
う
、
阿
部
謹
也
が

指
摘
し
て
い
る
こ
の
幻
想
の
構
図
は
、「
私
」
と
い
う
こ
と
ば
の
無
自
覚
な
ダ
ブ
ル
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
に
も
と
づ
く

使
用
の
し
か
た
と
同
じ
構
図
で
す
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
世
間
に
依
存
し
て
生
き
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、soci-

ety

（
社
会
）
の
な
か
で
生
き
て
い
る
つ
も
り
で
い
る
、
い
い
か
え
ま
す
と
、
状
況
に
依
存
し
て
生
き
て
い
る
の
に
、

状
況
か
ら
独
立
し
て
生
き
て
い
る
つ
も
り
で
い
る
と
い
う
幻
想
が
生
じ
る
の
は
、
日
本
語
の
「
私
」
と
い
う
こ
と
ば

を
使
い
な
が
ら
状
況
に
依
存
し
て
生
き
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
英
語
の
「
Ｉ
」
の
つ
も
り
で
状
況
か
ら
独
立
し

て
生
き
て
い
る
か
の
よ
う
な
錯
覚
が
根
底
に
存
在
し
て
い
る
か
ら
な
の
で
す
。
阿
部
が
「
幻
想
を
い
だ
い
て
い
る
」

と
い
う
よ
う
に
、
錯
覚
で
あ
る
と
い
う
自
覚
が
欠
如
し
て
い
ま
す
。

実
社
会
の
な
か
で
ひ
た
す
ら
生
き
て
い
る
実
業
家
や
政
治
家
に
と
っ
て
、
世
間
は
間
違
い
な
く
存
在
す
る
も
の
の

よ
う
で
す
が
、
社
会
の
存
在
感
は
稀
薄
な
よ
う
で
す
。
企
業
の
社
長
や
大
臣
な
ど
が
、
自
分
が
引
き
起
こ
し
た
事
件
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