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﹇
序
﹈　
「
災
害
文
化
」
と「
災
害
教
育
」
を
考
え
る 

岩
崎
信
彦

災
害
文
化
の
語
ら
れ
方

「
災
害
と
共
に
生
き
る
文
化
と
教
育
」を
探
究
す
る
本
書
で
は
、「
災
害
文
化
」と「
災
害
教
育
」を
そ
れ
ぞ
れ
に
考
え
な
が
ら
、
二

つ
の
も
の
が
深
く
関
係
し
あ
っ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
こ
う
と
思
い
ま
す
。

災
害
文
化
と
い
う
と
き
に
人
が
ま
ず
思
い
浮
か
べ
る
の
は「
稲
む
ら
の
火
」で
し
ょ
う
。
幕
末
の
一
八
五
四（
安
政
元
）年
に
南
海

地
震
が
発
生
し
た
と
き
、
津
波
の
襲
来
を
察
知
し
て
大
切
な
稲
む
ら（
刈
り
と
っ
た
稲
の
束
）を
燃
や
し
て
村
民
に
緊
急
事
態
を
告
げ
、

多
く
の
命
を
救
っ
た
と
い
う
、
和
歌
山
県
広
村（
現
在
の
広
川
町
）の
濱
口
梧
陵（
儀
兵
衛
）の
行
動
を
称
え
た
逸
話
で
す
。
小
泉
八
雲

が
英
文
で
発
行
し
た
本
の
な
か
の「
生
け
る
神
」と
い
う
章
で
紹
介
さ
れ
、
そ
れ
が
書
き
改
め
ら
れ
て
一
九
三
七（
昭
和
一
二
）年
か

ら
一
九
四
九（
昭
和
二
四
）年
ま
で
小
学
校
の
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
す
。
老
年
を
迎
え
る
日
本
人
の
多
く
は
知
っ
て
い
る
話

で
す
。

こ
の
逸
話
に
は
、
災
害
の
恐
ろ
し
さ
、
村
人
が
助
け
合
う
こ
と
の
大
事
さ
、
そ
れ
を
伝
承
す
る
こ
と
の
大
切
さ
が
織
り
こ
ま
れ
て

い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
本
書
第
Ⅳ
部
の
吉
椿
雅
道
さ
ん
が
紹
介
さ
れ
て
い
る「
津
波
て
ん
で
ん
こ
」、
木
曽
川
流
域
の
輪わ

中じ
ゆ
うの

水
害
防
備
な
ど
に
も
共
通
し
て
い
ま
す
。
雪
害
や
地
震
に
強
い
木
造
建
物
の
建
て
方
、
町
屋
が
火
災
の
延
焼
を
防
ぐ
た
め
に
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一
階
の
屋
根
と
二
階
の
屋
根
の
間
に
設
け
た
卯う

だ
つ建

な
ど
の
技
術
と
な
っ
て
生
活
の
な
か
に
息
づ
い
て
い
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。
火
災

と
い
え
ば
、
京
都
の
町
で
は“
火
事
を
出
し
た
ら
も
う
同
じ
と
こ
ろ
に
は
住
め
な
い
”と
い
う
厳
し
い
決
ま
り
も
あ
り
ま
し
た
。

災
害
文
化
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
は
、
地
震
の
予
兆
現
象
に
関
す
る
伝
承
が
あ
り
ま
す
。
昔
か
ら
、
地
鳴
り
、
空
の
発
光
現

象
、
海
や
井
戸
の
水
位
低
下
、
地
震
雲
、
動
物
の
異
常
行
動
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
一
番
有
名
な
の
は
、「
地
震
の
前
に

は
ナ
マ
ズ
が
あ
ば
れ
る
」と
い
う
言
い
伝
え
で
し
ょ
う
。
今
日
で
も
、
総
務
省
消
防
庁
Ｈ
Ｐ
に「
災
害
伝
承
情
報
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」

（http://w
w

w
.saigaidensho.soum

u.go.jp/

）が
あ
る
く
ら
い
で
す
。

ナ
マ
ズ
と
い
え
ば「
地
震
鯰
絵
」が
思
い
出
さ
れ
ま
す
。
北
原
糸
子
の『
近
世
災
害
情
報
論
』に
よ
れ
ば
、
江
戸
時
代
、
安
政
江
戸

地
震
に
か
ぎ
っ
て
も「
二
〇
〇
種
以
上
は
あ
る
」が
、
そ
れ
は「
作
り
手
と
受
け
手
が
震
災
後
の
一
種
祝
祭
空
間
を
共
有
し
た
か
ら
可

能
で
あ
っ
た
わ
け
で
」、
そ
の
絵
に
は「
震
災
の
破
壊
を
切
り
抜
け
、
新
し
い
再
生
へ
の
期
待
」、「
災
害
を
契
機
に
世
直
り
を
期
待
」

な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
寓
意
が
こ
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
震
災
後
の
復
興
景
気
に
湧
く
さ
ま
も
う
か
が
え
る
よ
う
で
す
。「
世
直
り
」論

と
の
関
連
で
い
え
ば
、
民
衆
の
間
に「
津
波
に
よ
っ
て
異
国
船
が
一
掃
さ
れ
、
わ
が
国
の
危
機
が
救
わ
れ
、
再
び
楽
土
に
な
る
と
い

う
認
識
」が
流
布
し
て
い
た
と
の
こ
と
で
す（
北
原　

二
〇
〇
三
：
二
七
五―

二
七
八
）。

こ
こ
に
は
、
災
害
が
、
そ
の
時
代
と
社
会
の
あ
り
方
と
関
連
さ
せ
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
笹
本
正
治
は

「
中
世
人
に
と
っ
て
の
災
害
観
」に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
ま
す
。

「
中
世
人
は
、
災
い
を
も
た
ら
す
神
が
あ
ら
ゆ
る
場
所
に
い
る
と
意
識
し
、
と
く
に
人
間
の
住
め
な
い
地
中
や
水
中
は
他
界
で
あ
り
、

特
別
な
神
が
ひ
そ
む
と
考
え
た
。
そ
こ
で
大
地
に
人
間
が
手
を
加
え
る
普
請
に
際
し
て
は
、
大
地
の
神
を
鎮
め
る
地
鎮
祭
な
ど
が
大
き
な

意
味
を
も
っ
た
。
地
鎮
祭
な
ど
は
防
災
の
手
段
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
」（
笹
本　

二
〇
〇
三
：
三
六
）。

人
間
の
こ
の
世
と
神
・
仏
・
祖
霊
の
あ
の
世
と
の
境
を
し
っ
か
り
守
る
こ
と
が
人
び
と
に
と
っ
て
な
に
よ
り
大
事
で
あ
り
、
古
代
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よ
り
境
界
に
お
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
祭
祀
が
行
な
わ
れ
て
き
ま
し
た
。

近
代
に
な
っ
て
、
一
九
二
三
年
九
月
一
日
に
お
き
た
関
東
大
震
災
に
際
し
て
も
天て

ん
け
ん譴

論
が
議
論
さ
れ
た
よ
う
で
す
。
儒
教
か
ら
発

し
た
も
の
で
、
天
が
為
政
者
の
過
ち
を
譴と

が

め
る
、
と
い
う
意
味
で
す
。
関
東
大
震
災
の
折
は
、
為
政
者
で
は
な
く「
腐
敗
堕
落
し
た

人
間
社
会
一
般
に
対
す
る
天
の
戒
め
」と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
実
業
家
の
澁
澤
榮
一
は
次
の
よ
う
に
言
っ

て
い
ま
す
。

「
今
回
の
震
災
は
未
曾
有
の
天
災
た
る
と
同
時
に
天
譴
で
あ
る
。
維
新
以
来
東
京
は
政
治
経
済
そ
の
他
全
国
の
中
心
と
な
っ
て
我
国
は

発
達
し
て
き
た
が
、
近
来
政
治
界
は
犬
猫
の
争
闘
場
と
化
し
、
経
済
界
亦
商
道
地
に
委
し
、
風
教
の
頽
廃
は
有
島
事
件
の
如
き
を
讃
美
す

る
に
い
た
っ
た
か
ら
此
大
災
決
し
て
偶
然
で
は
な
い
」（
一
九
二
三
年
九
月
一
三
日
「
万
朝
報
」
所
載
、
廣
井　

一
九
八
六
：
一
四
）。

芥
川
龍
之
介
は「
天
遣
論
を
眞
と
し
た
な
ら
ば
澁
澤
榮
一
先
生
な
ど
は
眞
先
に
死
ん
で
も
好
さ
さ
う
だ
が
ね
」（
座
談
特
集「
凶
災
後

の
文
藝
時
事
六
項
」『
新
潮
』三
九
‐
一
、一
九
二
三
年
一
一
月
一
〇
日
、
外
岡　

一
九
九
七
：
二
〇
）な
ど
と
皮
肉
を
言
っ
て
い
る
よ
う
で

す
。災

害
文
化
は
ど
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
て
い
る
か

さ
て
、
そ
れ
で
は
災
害
文
化
に
ど
の
よ
う
な
定
義
を
与
え
れ
ば
よ
い
か
を
考
え
ま
し
ょ
う
。
少
し
遡
っ
て
日
本
で
の
議
論
を
み
て

み
ま
す
と
、
廣
井
脩
は
、
災
害
文
化
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
お
り
ま
せ
ん
が
、「
災
害
観
」と
い
う
災
害
一
般
に
つ
い
て
の
人
び
と

の
観
念
に
つ
い
て
述
べ
て
い
ま
す
。
人
び
と
は「
災
害
へ
の
関
心
や
不
安
、
被
害
予
想
な
ど
の
災
害
意
識
」を
も
ち
、
そ
れ
を「
日
ご

ろ
の
災
害
準
備
や
、
災
害
時
の
対
応
行
動
」へ
と
展
開
す
る
が
、
そ
の
両
者
の
展
開
の
仕
方
に
影
響
を
与
え
る
の
が
災
害
観
で
あ
り
、
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「
災
害
観
は
、
ふ
つ
う
災
害
意
識
と
い
わ
れ
る
も
の
よ
り
、
も
う
ひ
と
つ
深
層
に
あ
る
意
識
と
い
え
よ
う
」（
廣
井　

一
九
八
六
：
七
）

と
。こ

の「
災
害
な
る
も
の
」に
つ
い
て
の
人
び
と
の
と
ら
え
方
＝「
災
害
観
」は
、
災
害
文
化
の
根
底
を
か
た
ち
づ
く
る
も
の
と
し
て

理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

そ
の
後
、
林
春
男
は
、
ア
メ
リ
カ
の
災
害
文
化（disaster subculture

）の
研
究
を
ふ
ま
え
て
、
初
め
て
こ
の
言
葉
を
提
唱
し
た

ム
ー
ア（M

oore, H
. E., 1964, 

…A
nd the w

inds blew
, U

niversity of T
exas Press

）に
依
拠
し
て
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
ま

す
。

「
災
害
文
化
と
は
災
害
常
襲
地
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
見
出
さ
れ
る
文
化
的
な
防
衛
策
と
定
義
さ
れ
、
災
害
前
兆
の
発
見
か
ら
、
被
災

時
、
そ
の
後
の
復
旧
ま
で
の
間
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
住
民
が
と
る
べ
き
対
応
計
画
と
し
て
働
く
も
の
で
あ
る
。
災
害
文
化
も
他
の
文
化
と

同
様
に
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
住
民
の
間
に
共
有
さ
れ
て
い
る
価
値
、
規
範
、
信
念
、
知
識
、
技
術
（
工
夫
）、
伝
承
な
ど
と
い
っ
た
諸
要
素

か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
」（
林　

一
九
八
八
：
二
四
六
）。

こ
れ
は
、「
稲
む
ら
の
火
」や
輪
中
の
こ
と
を
思
い
浮
か
べ
な
が
ら
読
む
と
非
常
に
わ
か
り
や
す
い
で
し
ょ
う
。
今
日
で
言
え
ば
、

地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
行
な
わ
れ
て
い
る
自
主
防
災
活
動
が
、
地
域
の
人
び
と
に
支
え
ら
れ
な
が
ら
展
開
し
て
い
る
さ
ま
と
し
て
考

え
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

災
害
社
会
学
を
専
門
と
し
て
い
る
田
中
重
好
は『
共
同
性
の
社
会
学
』で
、
広
瀬
弘
忠
の
定
義
が
自
分
の
考
え
に
近
い
と
し
て
引

用
し
て
い
ま
す
。

「
災
害
文
化
は
、
個
人
や
組
織
の
災
害
経
験
を
定
位
し
、
防
災
、
減
災
の
た
め
の
心
的
対
応
と
適
切
な
行
動
の
生
起
を
計
り
、
組
織
の
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機
能
維
持
と
適
応
能
力
の
向
上
を
可
能
に
す
る
」（
広
瀬　

一
九
八
四
：
一
一
九
）。

そ
し
て
、
広
義
と
狭
義
、
ス
ト
ッ
ク
型
と
フ
ロ
ー
型
、
災
害
の
諸
局
面
、
共
時（
地
域
的
共
有
）と
通
時（
世
代
的
継
承
）と
い
う
視

点
か
ら
く
わ
し
く
考
察
し
て
い
ま
す
が
、
興
味
深
い
点
を
あ
げ
て
み
ま
し
ょ
う
。

ひ
と
つ
は
、
日
本
に
特
有
な
災
害
観
と
し
て
、「
来
た
ら
来
た
で
、
天
災
と
思
っ
て
あ
き
ら
め
る
」、「
災
害
が
す
ぎ
た
ら
、
失
わ

れ
た
も
の
に
く
よ
く
よ
し
な
い
で
さ
っ
ぱ
り
し
た
気
持
で
再
建
に
と
り
か
か
る
」と
い
う「
一
種
の
諦
観
に
裏
打
ち
さ
れ
た
積
極
的

態
度
」を
、
小
松
左
京
か
ら
引
照
し
て
い
る
点
で
す
。
た
し
か
に
、
日
本
人
の「
諦
め
」の
よ
さ
を
う
ま
く
表
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

こ
れ
が「
さ
ま
ざ
ま
な
耐
久
消
費
財
を
買
い
揃
え
た
豊
か
な
生
活
へ
と
変
化
」す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
今
日
で
は
変
わ
っ
て
き
た
と

い
う
の
で
す（
田
中　

二
〇
〇
七
：
三
五
二―

三
五
四
）。
二
つ
は
、
都
市
環
境
が
飛
躍
的
に
発
展
し「
防
災
は
防
災
関
係
の
専
門
的
機

関
が
対
策
を
た
て
て
お
い
て
く
れ
る
」と
信
じ
、
ま
た
専
門
的
な
こ
と
は
理
解
で
き
な
い
の
で
、
何
事
も「
行
政
機
関
の
責
任
だ
」と

す
る
風
潮
が
強
ま
っ
て
き
て
い
る
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、「
防
災
の
専
門
的
処
理
機
関
に
よ
る
対
応
が
、
住
民
の
災
害
文
化
と
い
う
、

災
害
に
対
す
る
住
民
自
身
の
武
装
を
解
除
さ
せ
て
し
ま
う
。
防
災
対
策
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
で
あ
る
」と
い
う
事
態
が
進
む
と
い
う
こ

と
で
す（
田
中　

二
〇
〇
七
：
三
五
四―

三
六
三
）。
三
つ
は
、
す
で
に
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
す
が
、「
現
代
都
市
に
お
け
る
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
の
不
在
」で
す
。
災
害
文
化
の
担
い
手
で
あ
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
ど
ん
ど
ん
解
体
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
で
す
か
ら
、

大
地
震
が
そ
う
遠
く
な
い
時
期
に
く
る
で
あ
ろ
う
、
被
害
は
凄
ま
じ
い
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
と「
災
害
意
識（
認
識
）」を
明
確
に
も
っ

て
も
、
バ
ラ
バ
ラ
に
な
っ
て
い
る
個
人
の「
無
力
感
」が
先
に
立
っ
て
、
災
害
準
備
や
災
害
時
対
応
な
ど
の「
対
応
行
動
」へ
と
高
ま

ら
な
い
と
い
う「
中
折
れ
現
象
」が
起
こ
る
と
い
う
の
で
す（
田
中　

二
〇
〇
七
：
四
一
一―

四
一
四
）。
四
つ
は
、
も
っ
と
悪
い
こ
と

に
、
人
は「
大
災
害
が
発
生
す
る
危
険
性
が
高
い
」と
い
う
認
知
と「
大
災
害
に
対
し
て
十
分
対
処
で
き
な
い
」と
い
う
認
知
を
も
つ

と
、
二
つ
の
認
知
が
整
合
せ
ず
に「
不
協
和
」で
あ
る
の
で
、
心
理
的
な
不
安
を
感
じ
る
た
め
に
、
そ
れ
を
低
減
し
よ
う
と
し
て「
大
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災
害
は
す
ぐ
に
は
来
な
い
だ
ろ
う
」、
危
険
は「
な
い
こ
と
に
し
よ
う
」と
思
う
よ
う
に
な
る
、
と
い
う
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
面

か
ら
も
、
災
害
文
化
は
不
断
の「
災
害
文
化
の
風
化
」に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
す（
田
中　

二
〇
〇
七
：
四
〇
〇―

四
一
五
）。

以
上
、
少
し
強
引
に
ま
と
め
た
き
ら
い
は
あ
り
ま
す
が
、
田
中
の
主
張
は
現
代
の
私
た
ち
が
災
害
文
化
を
考
え
る
た
め
の
導
き
に
な

る
と
思
い
ま
す
。

私
も
田
中
が
引
用
し
た
広
瀬
の
定
義
を
ふ
ま
え
よ
う
と
思
い
ま
す
。
災
害
文
化
を
考
え
る
出
発
点
を「
個
人
や
組
織
の
災
害
経
験

を
定
位
し
」と
い
う
と
こ
ろ
に
置
く
こ
と
に
賛
成
で
す
。
災
害
の
体
験
は
、
災
害
一
つ
ひ
と
つ
が
違
う
よ
う
に
個
性
的
で
千
差
万
別

で
す
。
ま
さ
に「
な
ん
で
も
あ
り
」う
る
と
い
う
状
態
で
す
。
そ
れ
ら
の
体
験
を
、
共
有
で
き
る
一
定
の「
経
験
」と
し
て
定
位（
一
定

の
ま
と
ま
っ
た
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
る
）し
て
い
く
こ
と
か
ら
始
ま
る
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
、
た
と
え
ば
災
害
死
者
と
遺
族
の
事
情

や
思
い
が
そ
れ
ぞ
れ
に
違
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
ひ
と
つ
の
慰
霊
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
が
そ
の
方
た
ち
と
周
囲
の
人
び
と
に
よ
っ
て
作
ら

れ
て
、
か
た
ち
に
な
っ
て
表
わ
さ
れ
て
く
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
あ
っ
た
り
、
ま
た
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
の
な
か

か
ら「
助
け
る
、
助
け
ら
れ
る
」と
い
う
こ
と
が
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
と
い
う
認
識
が
深
ま
っ
て
い
く
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま

す
。
こ
れ
ら
を
さ
ら
に
も
う
一
段
深
く
定
位
す
る
経
験
は
、
皆
が「
被
災
者
」と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
じ
苦
難
を
受
け
る
人
と

し
て
、
肩
書
き
を
は
ず
し
、
世
代
を
超
え
、
日
本
人
か
外
国
人
か
の
差
異
も
超
え
て
、
助
け
あ
わ
な
け
れ
ば
生
き
延
び
て
い
け
な
い

人
間
と
し
て
、
お
互
い
を
一
人
ひ
と
り
の
人
間
と
し
て
見
出
し
あ
う
と
い
う
経
験
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
し
て
、
そ
れ
が「
防
災
、
減
災
の
た
め
の
心
的
対
応
と
適
切
な
行
動
の
生
起
を
計
り
」に
結
び
つ
い
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
こ
れ
が
一
番
難
し
い
と
こ
ろ
で
す
。
現
代
で
は
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
つ
な
が
り
も
薄
く
な
り
、
都
市
の
人
び
と
は
そ
れ

ぞ
れ
の
生
活
に
追
わ
れ
て
お
互
い
の
顔
が
見
え
に
く
い
状
態
で
す
。
相
互
に
支
え
あ
う
新
た
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
あ
る
い
は
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
を
形
成
し
て「
無
力
感
」を
乗
り
越
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
と
、
阪
神
淡
路
大
震
災
の
と
き
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
思
い
出
し
ま
す
。
九
五
年
の
一
月
に
地
震
が
あ
り
、
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そ
の
年
の
九
月
ご
ろ
だ
っ
た
で
し
ょ
う
か
、
私
は
一
泊
二
日
の
人
間
ド
ッ
ク
に
入
り
、
同
じ
ド
ッ
ク
に
入
っ
て
い
た
あ
る
民
間
会
社

の
従
業
者
の
方
と
夕
食
を
と
も
に
し
ま
し
た
。
そ
の
と
き
彼
は「
震
災
後
の
し
ば
ら
く
の
時
期
は
よ
か
っ
た
。
損
得
抜
き
で
、
会
社

の
ブ
ル
ド
ー
ザ
ー
で
被
災
地
の
瓦
礫
を
取
り
除
い
た
り
し
て
、
住
民
の
皆
さ
ん
に
喜
ん
で
も
ら
っ
た
。
ほ
ん
と
う
に
や
り
が
い
が

あ
っ
た
。
し
か
し
、
一
段
落
し
て
ま
た
も
と
の
営
業
が
始
ま
る
と
、
そ
の
感
動
も
な
く
な
っ
て
い
っ
て
し
ま
っ
た
」と
懐
か
し
そ
う

に
語
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
こ
の
二
つ
の
大
き
な
落
差
、
こ
れ
を
ス
ム
ー
ス
に
行
き
来
し
て
、
災
害
や
地
域
社
会
の
課
題
に
日
常
的
に

取
り
組
む
こ
と
が
で
き
れ
ば
素
晴
ら
し
い
こ
と
で
す
。
こ
れ
が
災
害
文
化
の
課
題
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
た
め
に
、
ス

ム
ー
ス
に
行
き
来
で
き
る「
橋
」の
よ
う
な
も
の
が
必
要
で
、
そ
れ
が
新
た
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
あ
り
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
あ
る
と
思

い
ま
す
。

で
す
か
ら
、
定
義
を「
人
び
と
が
相
互
に
支
え
あ
う
新
た
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形
成
し
て
、
防
災
、
減
災
の
た

め
の
心
的
対
応
と
適
切
な
行
動
の
生
起
を
計
り
」と
ふ
く
ら
ま
せ
た
方
が
よ
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

最
後
の「
組
織
の
機
能
維
持
と
適
応
能
力
の
向
上
を
可
能
に
す
る
」も
少
し
わ
か
り
に
く
い
の
で
、「
災
害
に
対
し
て
個
人
、
組
織

そ
し
て
社
会
の
機
能
維
持
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
、
対
応
能
力
の
向
上
を
可
能
に
す
る
」と
付
加
し
た
い
と
こ
ろ
で
す
。

「
災
害
‐
非
文
化
」
と
い
う
こ
と

こ
こ
で
私
は「
災
害
‐
非
文
化
」す
な
わ
ち「
災
害
に
か
か
わ
る
非
文
化
的
な
状
況
」と
い
う
も
の
を
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

こ
う
い
う
言
葉
を
使
う
こ
と
で
、「
災
害
文
化
」と
い
う
だ
け
で
は
見
え
に
く
い
も
の
を
見
て
お
き
た
い
の
で
す
。

具
体
的
な
例
を
あ
げ
な
が
ら
考
え
ま
し
ょ
う
。
ま
ず
、
身
近
な
、
阪
神
淡
路
大
震
災
に
か
か
わ
る
こ
と
で
す
が
、
震
災
以
前
の
関

西
で
は「
関
西
に
地
震
は
来
な
い
」と
い
う
こ
と
が
い
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
な
ん
の
根
拠
も
な
い
言
説
で
す
が
、
こ
の
よ
う
な
も
の
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が
な
ぜ
流
布
し
た
の
で
し
ょ
う
か
、
い
ま
だ
も
っ
て
わ
か
り
ま
せ
ん
。
た
ぶ
ん
、
東
海
大
地
震
の
到
来
が
強
調
さ
れ
、
国
が「
大
規

模
地
震
対
策
特
別
措
置
法
」を
一
九
七
四
年
に
制
定
し
て
特
別
の
重
点
を
東
海
地
方
に
置
い
た
か
ら
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
も
し
そ
う

で
あ
る
な
ら
ば「
日
本
人
は
お
上
に
弱
い
」と
い
う
こ
と
を
裏
づ
け
る
よ
う
な
も
の
で
す
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

兵
庫
県
域
に
限
っ
て
い
え
ば
、
一
九
七
四
年
に
神
戸
市
が
、
一
九
七
九
年
に
兵
庫
県
が
そ
れ
ぞ
れ
大
学
研
究
者
に
地
震
の
発
生
予

測
調
査
を
委
託
し
ま
し
た
。
二
つ
の
報
告
書
と
も「
大
地
震
が
近
い
将
来
発
生
す
る
可
能
性
が
あ
る
」と
い
う
趣
旨
の
も
の
で
し
た
。

し
か
し
、
兵
庫
県
も
神
戸
市
も
こ
れ
を
真
正
面
か
ら
受
け
と
め
た
か
ど
う
か
、
市
民
に
知
ら
せ
た
か
ど
う
か
な
ど
問
題
も
あ
っ
た
よ

う
で
す
。

そ
れ
か
ら
、
行
政
や
社
会
か
ら
忘
れ
ら
れ
、
放
置
さ
れ
た
ま
ま
の「
弱
者
」が
震
災
の
過
程
で
作
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
阪

神
淡
路
大
震
災
で
は
、
徳
田
剛
さ
ん
が
第
Ⅰ
部
で
考
察
し
て
い
る
よ
う
に
、
県
外
避
難
者
や
震
災
で
大
け
が
を
し
障
害
を
負
っ
た
人

た
ち
が
そ
れ
に
あ
た
り
ま
す
。
あ
る
時
点
で「
県
外
に
避
難
し
よ
う
」と
い
う
判
断
は
わ
ず
か
な
サ
イ
ド
ス
テ
ッ
プ
で
あ
り
、
誰
も

が
選
択
し
そ
う
な
こ
と
で
す
が
、
い
っ
た
ん
兵
庫
県
を
離
れ
る
と
兵
庫
県
の
対
策
が
及
ば
な
く
な
り
放
置
さ
れ
て
い
き
、
取
り
返
し

の
つ
か
な
い
大
き
な
差
が
で
き
て
く
る
の
で
す
。
ま
た
、
震
災
で
障
害
を
負
っ
た
方
も
、
行
政
が「
災
害
弔
慰
金
等
支
給
法
」で
身

体
障
害
一
級
の
重
傷
者
を
い
わ
ば“
死
者
に
準
じ
る
”と
い
う
こ
と
で
対
象
に
す
る（
阪
神
淡
路
大
震
災
で
六
〇
人
）の
み
で
あ
り
、
多

く
の
重
傷
者
は
放
置
さ
れ
ま
し
た
。
加
え
て
、
今
回
の
地
震
は
重
傷
者
一
万
人
あ
ま
り
に
対
し
て
死
者
が
六
四
〇
〇
人
を
超
え
る
と

い
う
異
常
に
大
き
な
死
者
数
で
あ
っ
た
の
で
、
重
傷
者
が
そ
の
陰
に
隠
れ
て
社
会
的
に
も
忘
れ
ら
れ
た
、
と
い
う
面
も
あ
る
で
し
ょ

う
。さ

て
、
私
た
ち
は「
災
害
‐
非
文
化
」の
極
致
と
い
え
る
歴
史
的
事
実
を
、
一
九
二
三
年
の
関
東
大
震
災
に
見
出
し
ま
す
。
そ
れ

は
、
数
千
人
と
い
わ
れ
る
朝
鮮
人
の
虐
殺
事
件
、
社
会
主
義
者
川
合
義
虎
ら
殺
害
の
亀
戸
事
件
、
無
政
府
主
義
者
大
杉
栄
ら
殺
害
の

甘
粕
事
件
で
す
。
大
災
害
時
は
、
日
常
的
な
社
会
秩
序
が
解
体
し
、
国
家
権
力
に
と
っ
て
は
危
機
で
あ
る
と
同
時
に
、
む
き
出
し
の
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権
力
に
よ
っ
て「
治
安
」機
能
を
発
揮
で
き
る
機
会
で
も
あ
り
ま
す
。
当
時
、
日
本
が
大
韓
帝
国
を
統
治
し
、
そ
れ
へ
の
民
衆
の
反

発
が
三
・
一
独
立
運
動（
一
九
一
九
年
）と
し
て
朝
鮮
半
島
で
展
開
し
た
後
と
い
う
歴
史
的
背
景
の
な
か
で
、
こ
う
い
う
悲
惨
な
事
態

が
引
き
起
こ
さ
れ
た
の
で
す
。
第
Ⅲ
部
の
執
筆
者
で
あ
る
山
本
唯
人
さ
ん
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
関
東
大
震
災
後
の
市
民
の
防
災
訓
練

が
し
だ
い
に
防
空
演
習
へ
と
姿
を
変
え
、
戦
時
態
勢
づ
く
り
へ
と
誘
導
さ
れ
て
い
く
の
で
す（
山
本　

一
九
九
九
）。

ま
た
、
太
平
洋
戦
争
の
さ
な
か
、
一
九
四
三
年
に
鳥
取
地
震
、
四
四
年
に
昭
和
・
東
南
海
地
震
、
四
五
年
に
三
河
地
震
が
起
き
る

の
で
す
が
、「
軍
と
政
府
の
厳
し
い
報
道
管
制
の
下
、
被
害
の
実
態
は
市
民
に
伝
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
…
…
昭
和
・
東
南
海
地
震
と

三
河
地
震
は
と
り
わ
け
残
さ
れ
た
記
録
が
少
な
く『
幻
の
地
震
』と
い
わ
れ
た
」（
朝
日
新
聞
、
二
〇
〇
七
年
六
月
九
日
、
写
真
が
語
る
戦

争
）の
で
し
た
。
ち
な
み
に
、
第
Ⅲ
部
執
筆
の
深
井
純
一
さ
ん
は
、
地
方
都
市
・
農
漁
村
の
地
震
の
取
り
上
げ
ら
れ
方
が
少
な
い
と

感
じ
、
北
但
馬
地
震（
一
九
二
五
年
）、
北
丹
後
地
震（
二
七
年
）、
鳥
取
地
震（
四
三
年
）の
資
料
収
集
に
出
か
け
ま
し
た
。
鳥
取
大
学

を
訪
ね
、
北
但
馬
地
震
の
際
の
旧
制
鳥
取
高
等
農
業
学
校
の
学
生
た
ち
の
救
援
活
動
の
回
顧
録
を
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

鳥
取
地
震
の
資
料
は
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。

以
上
は
、
限
ら
れ
た
事
例
で
す
が
、
こ
の
よ
う
な「
災
害
‐
非
文
化
」が
生
じ
な
い
よ
う
に
努
め
る
こ
と
も
、「
災
害
文
化
」を
発

展
さ
せ
る
上
で
大
事
な
こ
と
で
す
。

「
伝
え
た
い
」
と
い
う
思
い
が
災
害
教
育
の
原
点

災
害
教
育
は
、「
津
波
て
ん
で
ん
こ
」や
輪
中
な
ど
で
世
代
か
ら
世
代
へ
受
け
継
が
れ
る
伝
承
が
そ
の
原
型
と
な
る
で
し
ょ
う
。

そ
の
伝
承
を
支
え
て
い
る
の
は「
伝
え
た
い
」と
い
う
思
い
で
し
ょ
う
。
家
族
や
む
ら
の
仲
間
の
死
、
大
事
な
田
畑
、
家
屋
の
流
失

と
い
う
悲
し
さ
と
苦
し
さ
を
、
子
孫
に
二
度
と
味
わ
わ
せ
た
く
な
い
と
い
う
強
い
思
い
で
し
ょ
う
。



010

“
む
ら
”や“
子
孫
”と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
な
い
都
市
に
お
い
て
も
、「
伝
え
た
い
」と
い
う
思
い
は
あ
ふ
れ
出
し
ま
し
た
。
阪
神

淡
路
大
震
災
で
は
、
被
災
者
に
よ
っ
て
多
く
の
手
記
が
綴
ら
れ
ま
し
た
。
た
と
え
ば
、「
阪
神
大
震
災
を
記
録
し
つ
づ
け
る
会
」は
、

地
震
の
発
生
か
ら
一
〇
年
間
、
毎
年
一
巻
ず
つ
手
記
集
を
刊
行
し
ま
し
た（http://w

w
w

.npo.co.jp/hanshin/

参
照
）。
こ
の
よ
う
な

活
動
の
先
端
に
語
り
伝
え
の
活
動
が
あ
り
ま
す
。
私
も
こ
れ
ま
で
、
原
爆
被
災
者
、
韓
国「
ナ
ヌ
ム
の
家
」に
お
ら
れ
る
元
従
軍
慰

安
婦
の
ハ
ル
モ
ニ
、
阪
神
淡
路
大
震
災
で
家
族
を
亡
く
さ
れ
た
方
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
方
か
ら
お
話
を
聞
き
ま
し
た
が
、
思
い
出
し
た

く
な
い
嫌
な
体
験
を
そ
の
つ
ど
な
ま
な
ま
し
く
思
い
起
こ
し
な
が
ら
、
魂
を
ふ
り
し
ぼ
っ
て
私
た
ち
に
語
っ
て
く
れ
る
そ
の
話
に
深

い
感
動
を
覚
え
ま
し
た
。「
伝
え
た
い
」の
は
人
間
の
魂
の
共
感
な
の
で
し
ょ
う
。
悲
し
み
、
苦
し
み
、
憤
り
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
、
第
Ⅰ
部
の
下
村
美
幸
さ
ん
の
章
の
、「
助
け
て
く
れ
た
人
た
ち
に“
あ
り
が
と
う
”と
言
わ
な
い
と
、
私
の
震
災
は
終
わ
ら
な
い
」

と
い
う
よ
う
に
、
感
謝
や
喜
び
も
ま
た「
伝
え
た
い
」の
で
す
。

災
害
教
育
は
、
近
代
社
会
に
お
い
て
は
学
校
を
ひ
と
つ
の
主
要
な
舞
台
と
し
ま
す
。「
稲
む
ら
の
火
」は
大
き
な
影
響
を
与
え
ま

し
た
が
、
必
ず
し
も
災
害
教
育
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
日
高
郡
南
部
町
南
部
小
学
校
訓
導
中
井
常
蔵

氏（
三
一
歳
）は
、
…
…
小
泉
八
雲
氏
英
語
教
科
書
の『
生
神
さ
ま
』が
郷
土
の
先
輩
浜
口
梧
陵
翁
の
こ
と
で
あ
る
の
に
感
銘
し
て
い

た
が
、
…
…
文
部
省
が
新
読
本
登
載
教
材
を
全
国
小
学
校
教
員
か
ら
募
集
し
た
の
で
こ
れ
を
好
機
と
し
て
応
募
し
た
と
こ
ろ
九
年
四

月
五
日
入
選
発
表
、
つ
い
に
本
年
改
訂
小
学
読
本
巻
一
〇
の
第
一
〇
課
に
稲
む
ら
の
火
と
し
て
採
録
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
」（
大
阪
朝

日
新
聞
和
歌
山
版
、
昭
和
一
二
年
一
〇
月
一
五
日
の
記
事
。http://w

w
w

.inam
uranohi.jp/cgi-bin/brow

se.cgi?no=11&
dir=05

）と
い

う
も
の
で
す
。

災
害
教
育
の
歴
史
を
追
う
こ
と
は
今
で
き
ま
せ
ん
が
、
教
育
と
い
う
も
の
は
そ
も
そ
もinstruction

（
知
識
を
教
え
こ
む
教
授
）と

education

（
力
や
個
性
を
引
き
出
す
啓
発
）の
二
面
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
わ
れ
ま
す
。
な
ぜ
大
地
が
動
く
の
か
、
ど
の
よ
う
に

地
震
波
は
伝
わ
る
の
か
と
い
っ
た
科
学
的
知
識
や
ど
の
よ
う
に
避
難
す
れ
ば
よ
い
か
と
い
っ
た
災
害
対
応
法
を
教
え
る
の
は
お
も
に
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前
者
の
面
で
あ
り
、
後
者
は
、
自
然
の
巨
大
な
力
に
驚
異
を
感
じ
、
被
災
者
の
悲
し
み
や
苦
し
さ
に
共
感
す
る
力
を
養
い
、
防
災
や

減
災
に
対
す
る
関
心
を
啓
発
す
る
と
い
う
面
で
あ
り
ま
す
。
現
代
は
情
報
化
社
会
で
あ
り
、
知
識
や
マ
ニ
ュ
ア
ル
で
あ
ふ
れ
て
い
ま

す
か
ら
、
災
害
教
育
を
し
っ
か
り
と
浸
透
さ
せ
よ
う
と
す
れ
ば
、
後
者
のeducation

の
面
が
重
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。

そ
の
た
め
に
は
、
映
像
や
実
地
体
験
を
盛
り
こ
む
な
ど
生
徒
が
で
き
る
だ
け
全
身
で
受
け
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
教
育
技

術
的
な
工
夫
が
大
事
で
す
し
、
ま
た
そ
れ
以
上
に
、
そ
の
社
会
が
豊
か
な
災
害
文
化
を
形
成
し
て
い
っ
て
い
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

地
域
社
会
の
な
か
で
、
大
人
た
ち
が
災
害
や
防
災
の
こ
と
に
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
に
語
り
合
い
、
活
動
し
て
い
る
こ
と
、
自
分
た
ち
も

そ
こ
に
参
加
し
て
い
る
ん
だ
と
い
う
実
感
を
も
つ
こ
と
が
、
生
徒
た
ち
の
災
害
教
育
に
た
い
す
る
受
容
力
を
大
き
く
し
て
い
く
か
ら

で
す
。

以
上
の
よ
う
に
み
て
き
ま
す
と
、
災
害
文
化
と
災
害
教
育
は
ま
さ
に
車
の
両
輪
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
ま
す
。
こ

の
車
の
両
輪
が
は
っ
き
り
と
目
に
見
え
る
よ
う
に
回
り
は
じ
め
た
の
は
、
や
は
り
阪
神
淡
路
大
震
災
以
降
、
さ
ま
ざ
ま
な
経
験
が

蓄
積
さ
れ
て
き
た
か
ら
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
留
学
生
が
異
郷
の
地
で
阪
神
淡
路
大
震
災
に
遭
遇
し
た
時
の
不
安
と
恐
怖
、
そ
し

て
、
そ
の
体
験
を
少
し
ず
つ
乗
り
越
え
な
が
ら
学
生
同
士
が
国
際
的
な
理
解
と
協
力
を
深
め
る
ま
で
に
発
展
し
て
き
た
経
験
の
な
か

に
も
、
こ
の
両
輪
が
し
っ
か
り
と
回
っ
て
い
る
こ
と
が
見
て
と
れ
ま
す
。
そ
う
い
う
地
道
な
努
力
が
、
第
Ⅴ
部
の「
世
界
の
な
か
の

災
害
文
化
」の
活
動
へ
も
連
な
っ
て
い
っ
て
い
る
の
で
す
。

た
だ
、
そ
の
後
災
害
が
多
発
し
て
い
る
ア
ジ
ア
や
日
本
の
各
地
は
、
阪
神
の
よ
う
な
大
都
市
と
違
っ
て
地
方
で
あ
り
、
農
山
漁
村

で
す
。
そ
こ
に
お
け
る
防
災
や
復
興
は
、
阪
神
淡
路
大
震
災
の
経
験
を
ふ
ま
え
た
都
市
型
の
も
の
と
異
な
っ
て
い
ま
す
。
村
井
雅
清

さ
ん
は
本
書
で
、「
地
域
の
自
立
」を
基
本
に
し
た
非
都
市
型
の
考
え
方
を
提
示
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
私
た
ち
は
、
こ
の
よ

う
な
も
う
ひ
と
つ
の
災
害
文
化
、
災
害
教
育
に
つ
い
て
も
深
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
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本
書
は
、
そ
う
い
う
意
味
で
、
災
害
文
化
と
災
害
教
育
が
、
阪
神
淡
路
大
震
災
の
さ
ま
ざ
ま
な
経
験
を
経
て
、
創
造
的
に
立
ち
上

が
っ
て
き
て
い
る
さ
ま
を
と
ら
え
る
も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
。
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