
阪
神
淡
路
大
震
災
と

「
災
害
文
化
」

第

部
Ⅰ
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﹇
１
﹈　

悲
し
み
は
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
？ 

岩
崎
信
彦

い
わ
さ
き
・
の
ぶ
ひ
こ　

神
戸
大
学
名
誉
教
授
。
阪
神
淡
路
大
震

災
後
、
地
域
社
会
学
の
立
場
か
ら
、
避
難
所
調
査
（
灘
区
）、
復

興
区
画
整
理
事
業
支
援
（
鷹
取
東
）
な
ど
を
行
っ
た
。
神
戸
大

学
〈
震
災
研
究
会
〉
の
世
話
人
と
し
て
、『
阪
神
大
震
災
研
究
シ

リ
ー
ズ
』
を
、
一
九
九
五
年
か
ら
二
〇
〇
二
年
に
か
け
て
五
集
編

集
す
る
な
ど
、
大
学
に
お
け
る
震
災
研
究
・
教
育
の
前
進
に
努
力

し
た
。
現
在
、
大
学
を
定
年
退
職
し
、
震
災
障
害
者
を
支
援
す
る

会
、
市
民
連
携
大
学
の
構
想
を
推
進
す
る
会
な
ど
で
活
動
し
て
い

る
。

喪
の
作
業―

―

災
害
文
化
が
生
ま
れ
る
と
こ
ろ

大
切
な
人
を
突
然
失
う

私
た
ち
は
、
ふ
つ
う
、「
阪
神
淡
路
大
震
災
で
は
六
四
三
〇
人
も
の
方
が
犠
牲
に
な
っ
た
」と
い
う
こ
と
か
ら
こ
の
大
震
災
を
語

り
は
じ
め
ま
す
。
し
か
し
、
肉
親
を
突
然
に
亡
く
し
た
人
た
ち
に
と
っ
て
、「
阪
神
淡
路
大
震
災
」と
い
う
地
震
の
名
前
も
、「
犠
牲

者
」と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
、
リ
ア
リ
テ
ィ
の
な
い
こ
と
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
肉
親
が
本
当
に
亡
く
な
っ
た
の
だ
と
い

う
こ
と
さ
え
受
け
と
め
き
れ
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
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「
あ
の
一
月
一
七
日
、
激
震
の
な
か
、
声
を
か
ぎ
り
に
娘
の
名
前
を
呼
ん
だ
。
応
答
が
な
か
っ
た
…
…
。
言
葉
で
は
語
れ
な
い
思
い
が

体
中
に
襲
い
か
か
っ
た
」（
朝
日
新
聞
大
阪
版
、
一
九
九
七
年
二
月
四
日
。
山
住
ほ
か　

一
九
九
九
：
八
）。

「
Ｉ
・
Ｆ
さ
ん
は
、
激
震
で
わ
け
が
わ
か
ら
な
い
ま
ま
に
起
こ
さ
れ
て
す
べ
て
が
『
終
わ
っ
た
』
と
述
べ
た
。
二
階
が
落
ち
て
き
た
と

き
、
彼
女
の
夫
は
梁
で
頭
を
打
ち
そ
の
温
か
い
手
は
脈
が
と
れ
な
か
っ
た
。『
あ
の
瞬
間
の
こ
と
は
一
生
消
え
な
い
わ
ね
、
ず
っ
と
。
い

く
ら
呼
ん
で
も
返
事
し
て
く
れ
ん
か
っ
た
あ
の
瞬
間
は
、
揺
れ
た
り
す
る
と
、
す
ぐ
に
パ
ッ
と
よ
ぎ
る
で
し
ょ
う
ね
。
震
災
の
突
然
死
と

い
う
の
は
、
病
気
と
違
っ
て
な
に
も
感
じ
る
余
地
が
な
い
。
病
気
だ
っ
た
ら
、
自
分
の
家
が
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
帰
っ
て
き
て
、
な
く

な
っ
た
主
人
だ
け
が
い
な
い
生
活
が
続
く
で
し
ょ
。
私
た
ち
な
ん
か
な
に
も
な
い
か
ら
、
…
…
（
中
略
）』」（
樽
川　

二
〇
〇
七
：
六
）。

そ
の
人
に
と
っ
て「
大
切
な
人
」の
突
然
の
喪
失
は
、
そ
の
人
自
身
の
生
存
の
根
拠
の
突
然
の
喪
失
で
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
喪
失

は
深
い
空
虚
で
あ
り
、「
言
葉
で
は
語
れ
な
い
思
い
」で
す
。
あ
た
か
も
光
が
ブ
ラ
ッ
ク
ホ
ー
ル
に
吸
い
こ
ま
れ
て
い
き
、
そ
こ
か

ら
出
て
来
ら
れ
な
い
よ
う
な
状
態
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
亡
く
な
っ
た
け
れ
ど
も
、
固
有
名
詞
を
も
っ
た「
大
切
な
人
」と
の
つ
な

が
り
を
回
復
し
て
い
く
作
業
が
始
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

「（
中
略
）
徐
々
に
自
分
に
言
い
聞
か
せ
て
、『
い
よ
い
よ
、
さ
よ
な
ら
や
な
ぁ
。
成
仏
し
て
ね
。』
と
い
う
こ
と
で
別
れ
た
の
で
あ
れ

ば
、
辛
さ
、
痛
み
も
だ
ん
だ
ん
風
化
し
て
い
く
と
思
う
の
で
す
よ
。
そ
れ
が
な
い
ぶ
ん
、
母
の
死
の
断
面
と
い
う
も
の
が
、
い
つ
ま
で
も

新
し
い
ま
ま
な
ん
で
す
。
い
つ
ま
で
も
亡
く
な
っ
た
時
の
こ
と
が
剥
き
出
し
に
な
っ
て
い
る
、
そ
ん
な
感
じ
で
す
」［
女
（
六
九
）
神
戸

市
長
田
区
北
町　

話
：
息
子
］（
蘇
理　

二
〇
〇
三
：
三
六
）。

二
〇
〇
七
年
の
カ
ン
ヌ
映
画
祭
で
河
瀬
直
美
監
督
の『
殯も
が
りの

森
』が
審
査
員
特
別
大
賞
を
受
賞
し
ま
し
た
が
、
そ
の
テ
ー
マ
に
な
っ

て
い
る「
殯
＝
喪
」が
、
こ
こ
で
問
題
と
な
り
ま
す
。「
剥
き
出
し
に
な
っ
て
い
る
」死
を
ど
の
よ
う
に
遺
さ
れ
た
生
者
が
受
け
と
め
、

死
者
と
の
関
係
性
を
回
復
す
る
か
と
い
う
テ
ー
マ
で
す
。
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墓
標
と
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト

私
も
数
年
間
鷹
取
東
地
区
で
復
興
の
お
手
伝
い
を
し
、
何
人
か
の
遺
族
の
方
の
お
話
を
聞
き
ま
し
た
。
火
災
の
ひ
ど
か
っ
た
地
域

だ
け
に
、
こ
れ
ら
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
記
事
を
読
む
と
、
そ
の
人
た
ち
の
顔
が
浮
か
ん
で
き
ま
す
。
そ
し
て
、
同
時
に
、
被
災
の
瓦
礫

跡
に
小
さ
な
手
作
り
の
、
花
が
添
え
ら
れ
た
墓
標
が
こ
こ
か
し
こ
に
あ
っ
た
こ
と
も
思
い
出
さ
れ
ま
す（
た
と
え
ば
、
神
戸
大
学
の
学

生
報
道
サ
ー
ク
ル「
ニ
ュ
ー
ス
ネ
ッ
ト
」Ｈ
Ｐ「
震
災
特
集
ペ
ー
ジ
」に
か
か
げ
ら
れ
て
い
る
、
ア
パ
ー
ト
で
亡
く
な
っ
た
学
生
の
墓
標
を
参
照

し
て
く
だ
さ
い
。http://hom

e.kobe-u.com
/top/new

snet/sinsai/sindoc_3.htm

）。

「
実
家
の
焼
け
跡
に
机
で
ほ
こ
ら
み
た
い
な
も
の
を
作
っ
て
花
を
供
え
て
い
た
ら
、（
中
略
）
い
つ
行
っ
て
も
花
や
食
べ
物
が
供
え
て
あ

り
ま
し
た
。
僕
ら
が
お
ら
ん
と
き
に
供
え
て
く
れ
る
ん
や
け
ど
も
、
誰
が
供
え
て
く
れ
る
ん
か
ね
…
…
。
本
当
に
嬉
し
か
っ
た
で
す
」

［
男
（
六
七
）
女
（
六
二
）
神
戸
市
長
田
区
菅
原
通　

話
：
息
子
］（
蘇
理　

二
〇
〇
三
：
二
六
）。

こ
の
よ
う
な
被
災
地
の
人
び
と
の
思
い
は
、「
震
災
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
」の
活
動
と
な
っ
て
展
開
し
て
い
き
ま
す
。
そ
の
活
動
の
担

い
手
の
ひ
と
り
、
新
聞
人
の
山
崎
一
夫
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
ま
す
。

「
焼
け
跡
に
手
向
け
ら
れ
た
花
を
写
し
た
だ
け
の
写
真
。
大
手
メ
デ
ィ
ア
の
カ
メ
ラ
マ
ン
が
撮
っ
た
約
二
〇
〇
枚
の
う
ち
の
一
枚
。
カ

メ
ラ
マ
ン
は
、
毎
日
の
よ
う
に
被
災
地
で
こ
う
し
た
写
真
を
撮
り
つ
づ
け
、
紙
面
に
掲
載
し
よ
う
と
し
た
が
、
上
司
の
理
解
を
得
る
こ

と
は
で
き
な
か
っ
た
。
人
を
た
ど
っ
て
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
『
が
ん
ば
ろ
う
‼　

神
戸
』
で
運
動
を
切
り
回
し
て
い
た
堀
内

に
託
し
た
の
だ
。『
こ
ん
な
写
真
を
撮
っ
て
お
き
た
か
っ
た
。
手
向
け
た
人
に
返
し
て
あ
げ
た
い
ん
だ
』
と
堀
内
は
思
っ
た
」（
山
崎

二
〇
〇
二
：
二
一
）。
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そ
の
堀
内
正
美
が
二
度
め
に
衝
撃
を
受
け
た
の
が
、
自
ら
も
被
災
し
た
ア
マ
チ
ュ
ア
写
真
家
徳
永
竜
二
郎
が
写
し
た
震
災
慰
霊
碑

三
三
ヵ
所
の
写
真
を
見
た
と
き
で
し
た
。「
震
災
の
慰
霊
碑
が
こ
ん
な
に
で
き
て
い
る
の
か
？
」と
。
そ
し
て
ど
こ
か
ら
と
な
く「
こ

れ
を
地
図
に
し
ま
し
ょ
う
」と
い
う
声
が
あ
が
り
、
初
版
マ
ッ
プ（
五
五
ヵ
所
）が
作
成
さ
れ
て
い
き
ま
し
た
。

「
初
め
て
こ
の
マ
ッ
プ
が
世
に
出
た
の
は
震
災
四
年
直
前
の
九
九
年
一
月
一
四
日
、
灘
区
の
神
戸
大
キ
ャ
ン
パ
ス
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に

私
も
い
た
。
朝
の
ラ
ジ
オ
を
聞
い
て
駆
け
つ
け
た
遺
族
の
白
木
利
周
さ
ん
夫
婦
も
い
た
。
白
木
さ
ん
は
『
こ
れ
ま
で
自
分
の
息
子
の
（
死

の
）
こ
と
し
か
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
ん
な
に
見
ず
知
ら
ず
の
人
た
ち
が
、
息
子
た
ち
の
死
を
悼
ん
で
く
だ
さ
る
な
ん
て
。

こ
れ
か
ら
私
た
ち
も
み
な
さ
ん
と
一
緒
に
慰
霊
碑
を
巡
っ
て
い
き
た
い
』
と
話
し
た
。
白
木
さ
ん
の
妻
も
震
災
四
年
の
第
一
回
交
流
ウ

オ
ー
ク
に
参
加
し
た
後
、
こ
う
書
い
た
。『
な
に
か
心
が
開
け
て
き
て
、
今
ま
で
人
に
話
し
た
こ
と
も
な
い
よ
う
な
こ
と
ま
で
お
話
し
す

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
い
つ
も
ど
ん
な
楽
し
い
場
に
い
ま
し
て
も
、
半
分
は
悲
し
ん
で
い
る
も
う
ひ
と
り
の
自
分
が
い
る
の
で
す
が
、

そ
の
自
分
も
、
こ
の
日
は
す
っ
か
り
ま
わ
り
の
空
気
に
溶
け
こ
ん
で
お
り
ま
し
た
』」（
山
崎　

二
〇
〇
二
：
二
二―

二
三
）。

息
子
さ
ん
が
神
戸
大
学
の
学
生
で
あ
っ
た
白
木
さ
ん
の
お
話
を
、
二
〇
〇
五
年
一
月
に
私
も
聞
き
ま
し
た
。
ほ
ん
と
う
に
深
い
悲

し
み
を
乗
り
越
え
て
こ
ら
れ
た
の
だ
な
と
思
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
助
け
た
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
・
マ
ッ
プ
と
ウ
オ
ー
ク
の
活
動

は
、
あ
る
意
味
で
現
代
の「
巡
礼
」で
も
あ
り
ま
す
が
、
焼
け
跡
に
誰
か
ら
か
手
向
け
ら
れ
た
花
に
よ
っ
て
始
ま
っ
た
の
で
す
。「
見

ず
知
ら
ず
の
人
た
ち
」が
行
な
う
喪
の
作
業
が
、
遺
族
の
気
持
ち
と
重
な
り
、
共
同
の「
喪
の
作
業
」に
発
展
し
た
の
で
す
。
災
害
を

受
け
と
め
る
人
び
と
の
作
業
の
心
の
起
点
に「
喪
の
作
業
」が
あ
り
、
災
害
文
化
の
ひ
と
つ
の
源
流
を
な
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が

わ
か
り
ま
す
。
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過
去
の
体
験
の〈
分
有
〉
と
い
う
こ
と

震
災
の「
痕
跡
」を
追
想
す
る
こ
と

「
喪
の
作
業
」を
、
教
育
学
的
に
位
置
づ
け
よ
う
と
い
う
山
住
勝
弘
ら
の
研
究（
一
九
九
九
）が
あ
り
ま
す
。
震
災
か
ら
三
年
が
過

ぎ
る
と
、
中
学
校
の
現
場
で
も
、「
思
い
出
す
こ
と
を
い
や
が
る
子
ど
も
も
い
る
た
め
に
安
易
に
授
業
で
取
り
上
げ
る
べ
き
で
は
な

い
」と
い
う
教
師
の
声
、「
な
ん
で
今
さ
ら
、
そ
う
や
っ
て
震
災
の
こ
と
掘
り
起
こ
し
て
い
ち
い
ち
す
ん
の
？
」と
い
う
生
徒
の
声
が

聞
か
れ
は
じ
め
ま
す
。
そ
れ
は「
喪
の
作
業
」を
断
ち
切
ろ
う
と
す
る
力
、「
時
間
の
論
理
」が
働
い
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。

「
思
い
出
す
こ
と
は
大
切
だ
、
で
も
思
い
出
し
た
く
な
い
」と
い
う
ダ
ブ
ル
バ
イ
ン
ド
の
葛
藤
の
な
か
で
妥
協
し
て
い
く
こ
と
で
も

あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
問
題
を
抱
え
る
学
級
担
任
の
Ａ
先
生
に
、
復
興
担
当
教
師
の
Ｂ
先
生
は
言
い
ま
す
。

「（
中
略
）
生
々
し
い
と
こ
を
、
体
験
し
た
こ
と
以
外
と
言
う
て
も
い
い
と
思
う
。
だ
か
ら
最
初
に
前
置
き
し
た
う
え
で
、
僕
は
こ
れ
を

話
し
て
あ
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
死
ん
だ
人
が
浮
ば
れ
る
と
思
う
か
ら
話
し
す
る
ん
や
と
い
う
や
り
方
で
い
い
と
思
う
し
、
と
い
う

か
た
ち
で
、
け
っ
こ
う
つ
っ
こ
ん
で
い
っ
て
、
で
も
淡
々
と
ね
」（
山
住
ほ
か　

一
九
九
九
：
一
八
）。

ま
た
、
小
学
三
年
生
へ
の
震
災
体
験
学
習
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
上
野
た
か
ね
の
考
察
が
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
一
月
一
七
日
を
境
に
な
に
か
大
変
な
こ
と
が
起
こ
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
は
理
解
で
き
て
も
、
大
人
に
守
ら
れ
て
そ
の
隙
間
か
ら
垣

間
見
る
断
片
的
な
事
実
し
か
知
ら
な
い
と
い
う
子
ど
も
が
意
外
に
多
い
。
体
験
し
た
こ
と
が
『
見
え
て
い
な
い
』
の
で
あ
る
。
子
ど
も
た
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ち
は
写
真
集
の
ペ
ー
ジ
を
め
く
る
た
び
に
息
を
飲
み
、
調
べ
る
と
い
う
よ
り
は
な
に
が
自
分
の
ま
わ
り
に
起
こ
っ
た
の
か
を
今
一
度
再
確

認
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
み
え
た
」（
山
住
ほ
か　

一
九
九
二
：
二
〇
）。

被
害
の
事
実
と
い
う
よ
り
も
、
写
真
集
の
人
の
表
情
に
視
点
を
あ
て
、
そ
の
表
情
か
ら
そ
の
人
の
思
い
に
寄
り
添
う
こ
と
を
大
切

に
し
た
。「

彼
ら
彼
女
ら
が
『
追
想
』
し
た
の
は
、
で
き
ご
と
の
無
意
識
に
隠
さ
れ
消
さ
れ
た
『
痕
跡
』
の
数
々
で
あ
ろ
う
。
子
ど
も
の
震
災
体

験
学
習
は
、『
不
条
理
』
な
死
に
遭
遇
し
た
人
び
と
の
『
生
の
痕
跡
』
に
声
を
賦
与
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
物
語
は
、（
中

略
）
震
災
が
も
た
ら
し
た
喪
失
と
不
在
の
『
痕
跡
』
か
ら
そ
の
存
在
の
意
味
を
回
復
し
よ
う
と
す
る
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
つ
く
り
出
す
だ
ろ
う
。

そ
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
と
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
歴
史
の
『
証
言
者
』（w

itness

）
と
い
う
も
の
だ
」（
山
住
ほ
か　

一
九
九
九
：
二
〇
）。

子
ど
も
た
ち
の
ダ
ブ
ル
バ
イ
ン
ド
の
葛
藤
や
バ
ラ
バ
ラ
に
な
っ
て
見
え
隠
れ
し
て
い
る
記
憶
に
、
被
災
者
の
苦
闘
す
る
姿
を
、
ま

た
亡
く
な
っ
た
人
の
人
と
な
り
を
見
つ
め
さ
せ
る
こ
と
を
通
じ
て
、
震
災
と
い
う
深
い
経
験
を
追
想
で
き
る
統
合
的
で
ダ
イ
ナ
ミ
ッ

ク
な
心
を
子
ど
も
た
ち
に
賦
活
さ
せ
て
い
く
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
が
逆
に
、
死
者
た
ち
の「
生
の
痕
跡
」に
生
き
た
声
を
賦

与
す
る
こ
と
に
も
な
る
と
い
う
こ
と
、
が
語
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
を「
拡
張
的
な
学
習
」（
エ
ン
ゲ
ス
ト
ロ
ー
ム　

一
九
九
九
）と
位

置
づ
け
て
い
る
の
で
す
。

語
り
部
の
苦
悩

と
こ
ろ
で
、
復
興
担
当
教
師
の
Ｂ
先
生
は
、「
生
々
し
い
と
こ
を
、
体
験
し
た
こ
と
以
外
と
言
う
て
も
い
い
」「
け
っ
こ
う
つ
っ
こ

ん
で
い
っ
て
、
で
も
淡
々
と
ね
」と
言
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
に
か
か
わ
っ
て
、
少
し
ふ
れ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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私
は
序
章
で
、
被
災
当
事
者
の
語
り
伝
え
、
い
わ
ば「
語
り
部
」の
方
々
の「
伝
え
た
い
」と
い
う
思
い
と
そ
こ
か
ら
発
せ
ら
れ
る

言
葉
の
感
動
的
な
力
に
つ
い
て
ふ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
そ
こ
に
は
、
一
方
で「
語
り
部
」の
苦
悩
が
あ
り
ま
す
。

「『
語
り
部
』
と
い
う
証
言
者
の
『
語
り
の
実
践
』
は
、
彼
ら
彼
女
ら
の
経
験
を
聞
き
手
に
伝
達
す
る
こ
と
の
不
可
能
性
に
よ
っ
て
い

つ
も
力
を
失
わ
さ
れ
て
い
る
。『
む
な
し
さ
』
と
は
、
生
存
者
が
言
葉
を
通
じ
て
原
爆
の
経
験
を
表
象
＝
再
表
現
し
よ
う
と
す
る
と
き
、

彼
ら
彼
女
ら
が
共
通
し
て
口
に
す
る
感
情
だ
と
い
う
。
そ
れ
が
、『
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
本
質
的
な
経
験
へ
の
忠
誠
』（loyalty to the original 

and essential experience

）
と
い
う
問
題
を
孕
ん
で
い
る
こ
と
に
あ
る
（
中
略
）。
そ
れ
（
力
を
失
わ
さ
れ
る
こ
と
：
引
用
者
）
に
対
し
て
、

彼
ら
彼
女
ら
の
深
い
と
こ
ろ
で
和
解
で
き
な
い
怒
り
や
異
議
が
『
語
り
の
実
践
』
へ
の
関
与
を
呼
び
起
こ
す
」（
山
住
ほ
か　

一
九
九
九
：

一
二
）。

つ
ま
り
、
伝
え
に
く
い「
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
本
質
的
な
経
験
」を
、
被
災
者
が「
深
い
怒
り
や
異
議
」に
強
く
押
さ
れ
て
語
ろ
う
と
す

る
け
れ
ど
も
、
そ
の
難
し
さ
が「
む
な
し
さ
」に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
、
と
い
う
よ
う
に
い
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。

過
去
の
体
験
を〈
分
有
〉す
る
こ
と

他
方
、
新
し
い
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
活
動
の
可
能
性
を
探
究
す
る
人
た
ち
が
い
て
、「
語
り
の
実
践
」に
一
定
の
限
界
が
あ
る
の
で
は

な
い
か
と
い
う
問
い
か
け
を
し
て
い
ま
す
。「『
語
り
』は
、
で
き
ご
と
の
当
事
者
の
証
言
で
あ
る
か
ぎ
り
、
聴
衆
に
対
し
て
、
で
き

ご
と
の
当
事
者
に
よ
る『
真
実
』の
声
と
し
て
響
い
て
し
ま
う
。
聴
衆
は
、
迫
真
に
迫
る
そ
の
真
実
の
声
を
自
由
な
創
造
を
加
え
る

余
地
な
く
た
だ
受
身
的
に
聴
く
し
か
な
い
。
そ
れ
ゆ
え『
語
り
』は
、『
真
実
』の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
も
た
ら
す
も
の
の
、
当
事
者
と
非

当
事
者
と
い
う
二
つ
の
大
き
な
共
同
体
を
生
み
出
し
て
し
ま
う
危
険
性
が
あ
る
」（
笠
原　

二
〇
〇
五
：
五
〇
）と
。 

そ
し
て
、
こ
の

限
界
を
乗
り
越
え
て
い
く
い
く
つ
か
の
実
践
的
試
み
が
行
な
わ
れ
ま
す
。
ひ
と
つ
は
、
朗
読
で
す
。
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「『
朗
読
』
は
、
他
者
に
よ
っ
て
文
字
と
し
て
書
か
れ
た
記
憶
の
痕
跡
を
、
声
に
よ
っ
て
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
。
痕
跡
と
し
て
の
文
字

は
、
声
と
は
異
な
り
決
し
て
人
間
に
内
面
化
し
え
な
い
、
外
に
あ
る
モ
ノ
と
し
て
存
在
す
る
。『
朗
読
』
す
る
者
は
、
決
し
て
受
身
に
な

ら
ず
に
痕
跡
と
し
て
の
文
字
に
主
体
的
に
関
わ
り
、
そ
の
他
者
性
と
格
闘
し
つ
つ
、
そ
こ
に
新
た
な
声
を
自
由
に
重
ね
る
（
中
略
）。
ま

た
『
朗
読
』
に
よ
る
記
憶
表
現
は
、『
語
り
』
と
異
な
り
、
で
き
ご
と
の
当
事
者
や
非
当
事
者
に
関
わ
り
な
く
、
誰
に
で
も
可
能
な
も
の

で
あ
る
。
す
べ
て
の
い
つ
か
の
だ
れ
か
に
対
し
て
『
朗
読
』
す
る
可
能
性
が
与
え
ら
れ
て
い
る
」（
笠
原　

二
〇
〇
五
：
五
〇
）。

そ
し
て
、
じ
っ
さ
い
、
展
示
室
の
奥
に
、
ス
ピ
ー
カ
ー
と
マ
イ
ク
を
備
え
た
譜
面
台
が
置
か
れ
、
い
く
つ
か
の
手
記
や
詩
が
備
え

ら
れ
て
、
誰
で
も
が
朗
読
で
き
る
よ
う
に
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

も
う
ひ
と
つ
の
試
み
は
、「
慶
ち
ゃ
ん
の
こ
と
」と
名
づ
け
ら
れ
た
展
示
で
す
。
本
章
で
も
引
用
さ
せ
て
も
ら
っ
た
蘇
理
剛
志
は
、

弟
の
慶
治
郎
さ
ん
を
震
災
で
亡
く
さ
れ
て
い
ま
す
。
蘇
理
は
、
当
時
小
学
校
六
年
生
だ
っ
た「
慶
ち
ゃ
ん
」の
遺
品
を
カ
メ
ラ
に
収

め
、
そ
の
写
真
に
家
族
や
友
人
た
ち
の
証
言
を
添
え
て
展
示
し
た
の
で
す
。
そ
こ
に
は
、「
過
去
は
再
現
で
き
な
い
」と
い
う
強
い

認
識
が
あ
り
ま
す
。

「
そ
れ
ぞ
れ
の
人
が
語
る
彼
の
思
い
出
は
、
そ
れ
ぞ
れ
重
な
り
合
い
な
が
ら
も
微
妙
に
異
な
っ
た
彼
の
一
側
面
を
み
せ
る
。
一
人
ひ
と

り
は
彼
の
一
面
を
記
憶
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
が
、
そ
れ
ら
の
記
憶
が
結
び
合
う
と
き
『
慶
ち
ゃ
ん
』
と
い
う
人
間
像
が
よ
り
豊
か
に
浮

か
び
上
が
っ
て
く
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
実
際
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
人
が
『
慶
ち
ゃ
ん
』
の
記
憶
を
、
少
し
ず
つ
〈
分
有
〉
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
に
な
ろ
う
」（
蘇
理　

二
〇
〇
五
：
四
七
）。

Ｂ
先
生
は
、「
生
々
し
い
と
こ
を
、
体
験
し
た
こ
と
以
外
と
言
う
て
も
い
い
」「
け
っ
こ
う
つ
っ
こ
ん
で
い
っ
て
、
で
も
淡
々
と
ね
」
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と
言
っ
て
い
ま
す
が
、「
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
本
質
的
な
経
験
」つ
ま
り「
真
実
」に
と
ら
わ
れ
す
ぎ
ず
に
、「
現
在
の
わ
た
し
た
ち
と
過
去

の
で
き
ご
と
と
の
埋
め
が
た
い
距
離
」を
自
覚
し
な
が
ら
、
過
去
の
痕
跡
に
そ
れ
ぞ
れ
が
さ
ま
ざ
ま
な
思
い
を
重
ね
て
い
き
、
未
来

へ
と
つ
な
が
る
過
去
の
姿
を
創
造
す
る
こ
と
の
大
切
さ
を
い
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
朗
読
に
せ
よ
、
遺
品
写
真
の
展
示
に

せ
よ
、
そ
も
そ
も
被
災
者
の
悲
し
み
や
苦
し
み
を
丸
ご
と
共
有
す
る
こ
と
は
無
理
な
の
だ
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
に〈
分
有
〉し
て
い
こ

う
、
そ
の
ほ
う
が
自
然
で
豊
か
な
伝
え
合
い
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
っ
て
い
る
の
で
す
。

お
わ
り
に

現
代
社
会
で
は
、
自
然
災
害
の
多
発
だ
け
で
は
な
く
、
交
通
事
故
、
犯
罪
被
害
、
さ
ら
に
失
業
や
倒
産
に
よ
る
自
殺
な
ど
社
会
的

な
災
害
が
増
大
し
、
多
く
の
人
が
人
間
ら
し
く
生
き
る
こ
と
を
妨
げ
ら
れ
て
さ
ま
ざ
ま
な
悲
し
み
と
苦
し
み
に
見
舞
わ
れ
て
い
ま

す
。
多
く
の
人
が
今「
被
災
者
」の
仲
間
入
り
を
し
て
い
る
と
も
言
え
ま
す
。
お
互
い
に
丸
ご
と
そ
の
悲
し
み
と
苦
し
み
を
共
有
は

で
き
ま
せ
ん
が
、
少
し
ず
つ〈
分
有
〉す
る
こ
と
は
で
き
ま
す
し
、
じ
っ
さ
い
そ
の
可
能
性
は
広
が
っ
て
い
ま
す
。
水
俣
病
未
認
定

患
者
の
認
定
を
求
め
る
活
動
、「
障
害
者
自
立
支
援
法
」の
改
善
を
求
め
る
人
た
ち
、
ア
ス
ベ
ス
ト
被
害
の
救
済
を
求
め
る
人
び
と
、

長
い
闘
い
の
な
か
で
前
進
を
勝
ち
と
り
つ
つ
あ
る
中
国
残
留
孤
児
帰
国
者
の
人
び
と
、
Ｊ
Ｒ
福
知
山
線
事
故
の
遺
族
と
重
症
を
負
っ

た
人
び
と
の
四
・
二
五
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
は
じ
め
数
え
あ
げ
る
と
き
り
が
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
ぞ
れ
に
多
く
の
人
び
と
の
支
え
あ
い

が
進
ん
で
い
ま
す
。

災
害
文
化
は
、
こ
の
よ
う
に
悲
し
み
と
苦
し
み
を〈
分
有
〉し
あ
い
、
そ
れ
を
広
げ
つ
な
い
で
い
く
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
思
想
を
基

礎
に
置
い
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
大
き
く
発
展
す
る
契
機
と
な
っ
た
の
が
、
阪
神
淡
路
大
震
災
で

あ
っ
た
の
で
す
。
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