
KWANSEI GAKUIN UNIVERSITY PRESS

関西学院大学出版会

K O T O W A R I
No.68
2023

自
著
を
語
る

関
西
学
院
大
学
災
害
復
興
制
度
研
究
所
叢
書
１

人
間
の
復
興

山
中 

茂
樹	

2

美
人
座
物
語　
近
代
日
本
の
カ
フ
ェ
文
化
と
東
ア
ジ
ア
世
界　

山
路	

勝
彦	

4

税
と
社
会
保
障
の
基
礎
知
識　
公
共
経
営
と
社
会
の
仕
組
み

金
﨑	

健
太
郎	

6

現
代
物
理
学
に
お
け
る　
力
の
統
一
と
質
量
の
起
源

斎
藤 

武	

9

リ
レ
ー
エ
ッ
セ
イ　

海
外　

私
の
足
あ
と

子
供
の
客
室
乗
務
員

関
谷 

一
彦	

10

連
載　

写
真
集
で
め
ぐ
る
一
九
三
〇
年
代
関
西
モ
ダ
ニ
ズ
ム

第
4
回　

北
尾 

鐐
之
助『
近
代
大
阪
』

松
實	

輝
彦	

12



— 2 —

本
書
を
書
き
上
げ
る
の
に
十
八
年
を
要
し

た
。「
書
か
な
け
れ
ば
」
と
い
う
使
命
感
が
一

種
の
強
迫
観
念
に
ま
で
高
ま
り
、
よ
う
や
く
筆

を
執
っ
た
の
は
関
東
大
震
災
百
年
を
二
年
後
に

控
え
た
コ
ロ
ナ
禍
の
冬
で
あ
っ
た
。
も
と
も
と

研
究
所
の
創
設
は
、「
人
間
の
復
興
」
を
唱
え

た
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
旗
手
の
一
人
に
し
て

福
祉
国
家
論
の
先
駆
者
、
福
田
徳
三
の
思
想
を

現
代
の
災
害
復
興
に
役
立
つ
政
策
・
制
度
と
し

て
再
構
築
し
よ
う
と
の
考
え
か
ら
だ
っ
た
。

山や
ま

中な
か 

茂し
げ

樹き

災
害
復
興
制
度
研
究
所
顧
問

関
西
学
院
大
学
災
害
復
興
制
度
研
究
所
叢
書
１

被
災
者
支
援
と
言
え
ば
、
防
貧
で
は
な
く
救

貧
、
現
金
支
給
で
は
な
く
現
物
支
給
、
被
災
者

の
権
利
擁
護
で
は
な
く
、
恩
恵
的
特
例
措
置

だ
っ
た
一
九
九
五
年
の
阪
神
・
淡
路
大
震
災
。

自
民
党
と
新
党
さ
き
が
け
に
担
が
れ
た
時
の
総

理
、
社
会
党
の
村
山
富
市
氏
は
、
災
害
か
ら
の

再
起
は
「
自
力
再
建
、
自
助
努
力
」
と
繰
り
返

し
た
。
こ
の
不
条
理
に
兵
庫
県
の
貝
原
俊
民
知

事
を
先
頭
に
連
合
、
市
民
生
協
、
全
労
済
な
ど

超
党
派
の
国
民
会
議
、
作
家
、
小
田
実
氏
を
旗

頭
に
し
た
市
民
立
法
運
動
が
互
い
を
牽
制
し
な

が
ら
も
車
の
両
輪
と
な
っ
て
国
会
を
包
囲
し
、

一
九
九
八
年
十
一
月
、
被
災
者
生
活
再
建
支
援

法
の
成
立
に
こ
ぎ
つ
け
た
。
だ
が
、
同
法
は
、

い
わ
ば
災
害
版
生
活
保
護
法
と
で
も
い
う
べ

き
、
き
わ
め
て
使
い
勝
手
の
悪
い
法
律
だ
っ

た
。「
小
さ
く
産
ん
で
大
き
く
育
て
よ
う
」
と

の
合
言
葉
の
も
と
、
議
員
立
法
を
政
府
の
立
場

で
改
正
に
挑
ん
だ
内
閣
府
の
キ
ャ
リ
ア
官
僚
、

県
レ
ベ
ル
で
住
宅
再
建
の
制
度
化
に
取
り
組
ん

だ
鳥
取
県
の
片
山
善
博
知
事
（
一
九
九
九
─

二
〇
〇
七
年
）、
旧
国
土
庁
の
設
置
し
た
「
被

災
者
の
住
宅
再
建
の
在
り
方
に
関
す
る
検
討
委

員
会
」
の
座
長
と
し
て
悪
戦
苦
闘
さ
れ
た
東
京

大
学
の
廣
井
脩
教
授
（
故
人
）
ら
、
支
援
法
の

改
正
に
向
け
、
心
あ
る
人
た
ち
の
取
り
組
み
が

続
い
た
。

「
こ
の
う
え
は
災
害
復
興
基
本
法
を
作
る
し

か
な
い
よ
。
山
中
さ
ん
」。
廣
井
先
生
の
思
い

詰
め
た
一
言
に
背
中
を
押
さ
れ
、
基
本
法
試
案

の
策
定
をstretch	target

に
し
た
本
学
の
災

人
間
の
復
興

自
著
を
語
る
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害
復
興
制
度
研
究
所
創
設
に
参
加
し
た
の
が
、

神
戸
の
震
災
か
ら
一
〇
年
の
二
〇
〇
五
年
。
以

来
十
年
。
主
任
研
究
員
と
し
て
、
被
災
現
場
の

教
訓
を
政
策
制
度
提
言
と
し
て
紡
い
で
き
た
。

だ
が
、
二
〇
一
一
年
三
月
、
東
日
本
大
震
災
が

発
生
。
菅
直
人
民
主
党
政
権
の
周
辺
か
ら
の
求

め
に
応
じ
て
復
興
基
本
法
試
案
を
提
供
し
た
も

の
の
、
出
来
上
が
っ
た
東
日
本
大
震
災
復
興
基

本
法
は
単
な
る
手
続
き
法
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

そ
れ
ま
で
は
住
宅
再
建
の
諸
策
や
生
業
支
援
な

ど
外
形
的
な
支
援
策
の
創
出
、
提
案
に
力
を
注

い
で
き
た
が
、
単
発
の
支
援
策
を
パ
ッ
チ
ワ
ー

ク
の
よ
う
に
つ
ぎ
は
ぎ
し
て
い
く
だ
け
で
は
限

界
だ
と
感
じ
、
も
う
一
度
、「
人
間
復
興
」
の

原
点
に
戻
ろ
う
と
ハ
ラ
を
固
め
た
。
折
し
も
当

時
、
関
西
学
院
大
学
の
学
長
に
な
ら
れ
た
井
上

琢
智
先
生
（
経
済
学
部
教
授
）
が
福
田
徳
三
の

研
究
者
と
知
り
、
大
阪
府
立
図
書
館
で
全
編
コ

ピ
ー
し
て
入
手
し
た
福
田
の
『
復
興
経
済
の
原

理
及
若
干
問
題
』
を
井
上
先
生
と
と
も
に
復
刻

す
る
こ
と
を
決
意
し
た
。

こ
の
復
刻
版
をoriginal	text

と
す
る
な
ら

ば
、
叢
書
『
人
間
の
復
興
』
は
関
東
大
震
災
か

ら
現
代
に
い
た
る
災
害
復
興
に
つ
い
て
時
代
を

超
え
て
俯
瞰
す
る
応
用
編
で
あ
る
。
と
り
わ
け

本
書
で
心
が
け
た
の
は
、
被
災
者
支
援
の
制
度

的
解
説
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
だ
が
、
研
究
所
規

程
第
三
条
に
あ
る
「
被
災
者
が
人
と
し
て
の
尊

厳
を
取
り
戻
す
『
人
間
の
復
興
』
に
資
す
る
復

興
思
想
の
体
系
化
・
普
遍
化
の
研
究
」
に
力
点

を
置
い
た
こ
と
だ
。
そ
れ
は
、
ま
た
日
本
国
憲

法
第
十
三
条
が
規
定
す
る
「
生
命
、
自
由
及
び

幸
福
追
求
に
対
す
る
国
民
の
権
利
」
は
最
大
限

尊
重
さ
れ
る
と
い
う
「
幸
福
追
求
権
」
を
災
害

復
興
の
世
界
で
も
実
現
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら

な
い
。
だ
が
、
社
会
的
価
値
の
最
大
化
を
復
興

政
策
の
主
軸
と
考
え
る
為
政
者
た
ち
が
採
用
し

た
政
策
手
法
は
区
画
整
理
を
柱
と
し
た
都
市
計

画
で
あ
り
、
新
自
由
主
義
的
経
済
政
策
で
あ
っ

た
。
人
間
復
興
は
、
あ
く
ま
で
恩
恵
的
措
置
、

支
援
金
は
見
舞
金
と
矮
小
化
さ
れ
、
共
助
の
範

囲
に
と
ど
め
る
と
さ
れ
た
。

Ａ
5
判
／
三 

一 

二
頁

五
〇
六
〇
円（
税
込
）

関
西
学
院
大
学

災
害
復
興
制
度
研
究
所
叢
書
１

ド
イ
ツ
の
法
学
者
ル
ド
ル
フ
・
イ
ェ
ー
リ
ン

グ
は
「
法
の
目
標
は
平
和
に
あ
り
、
そ
の
た
め

の
手
段
は
闘
争
で
あ
る
」「
世
界
中
の
法
は
闘

い
と
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
た
。
わ
が

国
の
憲
法
も
十
二
条
で
「
自
由
及
び
権
利
」
は

「
国
民
の
不
断
の
努
力
」
が
必
要
だ
と
し
て
い

る
。
ゆ
え
に
、
本
書
も
冒
頭
か
ら
「
闘
い
の

書
」
で
あ
る
こ
と
を
鮮
明
に
し
た
。
関
東
大
震

災
一
〇
〇
年
を
機
に
「
人
間
復
興
」
を
唱
え
た

福
田
を
は
じ
め
戦
後
、
災
害
が
起
き
る
た
び
、

「
私
有
財
産
自
己
責
任
」
を
お
題
目
の
よ
う
に

唱
え
る
、
わ
が
国
の
理
不
尽
な
勢
力
に
対
抗
し

て
き
た
被
災
者
た
ち
の
想
い
を
受
け
止
め
、
復

興
と
は
「
人
と
し
て
幸
福
を
追
求
す
る
権
利
が

保
証
さ
れ
る
状
態
で
あ
る
こ
と
」
を
愚
直
に
唱

え
続
け
る
。
そ
の
こ
と
を
本
書
の
精
神
と
し
た
。

人
間
の
復
興

誰
の
た
め
の
復
興
か　

何
を
復
興
す
べ
き
な
の
か

山
中 

茂
樹
［
著
］
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自
著
を
語
る

大
正
・
昭
和
期
の
世
相
史
を
み
た
と
き
、
西

欧
伝
来
の
カ
フ
ェ
ほ
ど
人
々
の
関
心
を
集
め
た

も
の
は
な
い
。

小
山
内
薫
ら
著
名
な
文
人
た
ち
の
社
交
場
と

し
て
利
用
し
た
こ
と
が
世
間
の
注
目
を
集
め
、

メ
デ
ィ
ア
が
新
し
い
文
化
の
香
り
を
発
す
る
存

在
と
し
て
報
道
し
た
こ
と
も
、
そ
の
原
因
は
あ

ろ
う
。
そ
の
起
源
は
明
治
期
に
遡
る
が
、
昭
和

期
に
至
る
と
カ
フ
ェ
は
姿
を
変
え
て
い
く
。
そ

の
決
定
的
な
変
化
は
女
給
の
存
在
で
あ
る
。
最

初
は
飲
食
物
の
運
び
手
の
役
割
し
か
持
た
な

か
っ
た
女
給
は
、
エ
ロ
・
グ
ロ
・
ナ
ン
セ
ン
ス

の
漂
う
昭
和
の
時
代
、
客
に
同
席
し
、
接
待
係

と
し
て
の
役
割
を
果
し
て
い
く
。
そ
れ
ば
か
り

か
、
カ
フ
ェ
内
で
女
給
と
客
と
が
社
交
ダ
ン
ス

を
行
う
風
潮
が
広
が
る
と
、
い
っ
そ
う
女
給
は

カ
フ
ェ
の
主
役
に
な
っ
て
い
く
。
し
か
し
、
こ

の
風
潮
に
対
し
て
厳
し
い
批
判
が
待
ち
受
け
て

い
た
。
当
時
の
社
会
通
念
で
は
、
男
女
が
身
体

を
密
着
さ
せ
て
踊
る
社
交
ダ
ン
ス
は
、
風
紀

上
、
許
さ
れ
な
い
行
為
と
み
な
さ
れ
て
い
た
か

ら
で
あ
る
。
公
安
関
係
者
は
も
ち
ろ
ん
、
教
育

関
係
者
、
地
方
官
吏
、
さ
ら
に
は
荒
畑
寒
村
な

ど
の
進
歩
的
文
化
人
に
と
っ
て
さ
え
も
社
会
倫

理
に
反
す
る
行
為
と
考
え
、
忌
避
す
べ
き
存
在

と
し
て
非
難
の
声
を
上
げ
て
い
た
。	

当
時
の
新
聞
な
ど
は
、
こ
の
風
潮
を
大
き
く

取
り
上
げ
、
エ
ロ
ス
を
発
散
さ
せ
る
好
ま
し
く

な
い
存
在
と
し
て
女
給
を
糾
弾
し
て
い
く
。
こ

う
し
た
風
情
を
発
す
る
カ
フ
ェ
を
題
材
と
し
た

風
物
詩
は
、
今
ま
で
に
永
井
荷
風
、
菊
池
寛
、

広
瀬
和
郎
な
ど
に
よ
っ
て
描
き
出
さ
れ
て
き

た
。
そ
の
作
品
分
析
を
通
し
て
、
以
後
の
研
究

者
も
こ
の
風
潮
を
考
察
し
て
い
る
。
か
く
し

て
、
夜
の
銀
座
の
カ
フ
ェ
を
主
題
と
し
た
研
究

は
定
番
に
な
っ
た
感
す
ら
あ
る
。	

山や
ま

路じ 

勝か
つ

彦ひ
こ

関
西
学
院
大
学
名
誉
教
授

美
人
座
物
語

近
代
日
本
の
カ
フ
ェ
文
化
と
東
ア
ジ
ア
世
界



— 5 —

し
か
し
、
こ
の
議
論
だ
け
で
は
昭
和
期
の
カ

フ
ェ
論
と
し
て
不
十
分
と
筆
者
は
思
っ
て
い

る
。
と
い
う
の
も
、『
大
阪
商
工
名
録
』
を
手

が
か
り
に
各
種
の
職
業
を
み
る
と
、
大
阪
で
は

カ
フ
ェ
の
営
業
成
績
が
ず
ば
抜
け
て
高
い
こ
と

に
気
づ
い
た
か
ら
で
あ
る
。
本
書
で
中
心
的
論

題
、
大
阪
・
道
頓
堀
に
拠
点
を
も
つ
カ
フ
ェ
・

美
人
座
は
、
営
業
利
益
は
高
く
、
府
内
の
有
名

な
料
亭
・
料
理
店
、
さ
ら
に
は
遊
園
地
と
し
て

名
を
轟
か
せ
て
い
た
ル
ナ
・
パ
ー
ク
さ
え
凌
駕

す
る
利
益
を
あ
げ
て
い
た
。
こ
の
意
味
は
何
だ

ろ
う
か
。
簡
単
に
言
え
ば
、
庶
民
に
と
っ
て
消

費
生
活
の
な
か
で
カ
フ
ェ
の
占
め
る
割
合
が
高

か
っ
た
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
実
に
、
美
人
座

は
歓
楽
の
王
者
で
あ
り
、
代
表
格
で
あ
っ
た
。

当
時
、
そ
の
人
気
に
あ
や
か
っ
て
美
人
座
に
焦

点
を
お
い
た
映
画
も
製
作
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら

に
、「
赤
い
灯
、
青
い
灯
」
を
謳
っ
た
「
道
頓

堀
行
進
曲
」
は
大
都
市
の
夜
の
風
情
を
盛
り
上

げ
た
流
行
歌
で
あ
っ
た
。
本
書
の
表
紙
を
飾
っ

た
マ
ッ
チ
の
図
案
を
参
照
す
れ
ば
、
そ
の
流
行

の
様
子
は
納
得
さ
れ
よ
う
。	

美
人
座
の
話
は
ま
だ
続
く
。
巨
額
の
資
金
を

得
た
美
人
座
は
台
湾
、
満
洲
、
朝
鮮
に
ま
で
経

営
の
手
を
伸
ば
し
て
い
た
。「
全
島
一
大
歓
楽

境
」
と
自
負
し
、
台
北
の
夜
を
ネ
オ
ン
で
輝
か

せ
た
の
は
美
人
座
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
台

湾
で
も
朝
鮮
で
も
多
く
の
カ
フ
ェ
が
乱
立
し
て

い
て
、
初
期
に
は
日
本
人
が
そ
の
経
営
者
で
あ

り
、
女
給
も
日
本
人
が
主
力
で
あ
っ
た
。
し
か

し
、
し
だ
い
に
現
地
出
身
の
女
給
が
多
く
な

り
、
経
営
者
も
ま
た
現
地
住
民
に
取
っ
て
代
わ

る
状
況
が
生
ま
れ
て
い
く
。
大
阪
で
流
行
し
た

カ
フ
ェ
が
東
ア
ジ
ア
一
円
で
羽
ば
た
い
た
、
と

い
う
わ
け
で
あ
る
。
昭
和
初
期
に
は
こ
れ
ら
植

民
地
に
も
消
費
文
化
が
出
現
し
た
こ
と
に
な

る
。
台
湾
、
満
洲
、
朝
鮮
な
ど
日
本
の
植
民
地

の
研
究
は
、
こ
れ
ま
で
統
治
政
策
が
主
題
に
な

り
、
支
配
・
従
属
関
係
の
議
論
が
多
か
っ
た
。

し
か
し
、
一
般
庶
民
の
消
費
活
動
の
考
察
は
同

様
に
重
要
で
あ
る
。

加
え
て
、
植
民
地
研
究
の
議
論
を
深
化
さ
せ

る
た
め
に
は
、
ク
ラ
ブ
コ
ス
メ
チ
ッ
ク
ス
、
あ

る
い
は
レ
ー
ト
な
ど
、
化
粧
品
会
社
の
販
売
戦

術
も
考
え
、
人
々
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
の
動
向
も

注
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
当
時
、

都
市
で
登
場
し
た
モ
ダ
ン
ガ
ー
ル
の
存
在
に
も

配
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、

日
本
発
の
消
費
文
化
は
東
ア
ジ
ア
一
帯
で
同
期

化
さ
れ
た
と
い
う
歴
史
認
識
に
至
ろ
う
。
日
本

の
植
民
地
研
究
、
と
り
わ
け
そ
こ
で
の
生
活
文

化
を
考
え
る
際
、
こ
の
歴
史
的
事
実
の
認
識
は

大
切
で
あ
る
。
道
頓
堀
の
美
人
座
の
研
究
は
、

そ
れ
だ
け
の
重
み
が
感
じ
ら
れ
る
、
と
い
う
も

の
で
あ
る
。

昭
和
戦
前
期
、
消
費
文
化
の
花
形
で
あ
っ
た
カ
フ
ェ

美
人
座
は
、
大
阪
道
頓
堀
か
ら
や
が
て
日
本
植
民
地

や
地
方
都
市
に
ま
で
進
出
し
て
い
く
。
カ
フ
ェ
文
化

を
中
心
に
、
当
時
の
庶
民
の
息
吹
き
を
伝
え
る
試
み
。

Ａ
5
判
／
三
五
六
頁
／
六
三
八
〇
円（
税
込
）

山
路 

勝
彦 

［
著
］

美
人
座
物
語
近
代
日
本
の
カ
フ
ェ
文
化
と

東
ア
ジ
ア
世
界
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本
書
は
、
大
学
生
や
社
会
に
出
て
間
も
な
い

人
た
ち
を
対
象
に
、
社
会
人
と
し
て
身
に
つ
け

て
お
く
べ
き
知
識
と
し
て
、
国
や
地
域
社
会
の

仕
組
み
、
税
制
度
、
年
金
や
公
的
医
療
保
険
な

ど
社
会
保
障
制
度
に
つ
い
て
の
基
礎
的
な
制
度

解
説
を
そ
の
内
容
と
し
て
い
る
。

将
来
の
社
会
を
担
う
人
材
は
ど
の
よ
う
な
素

養
を
備
え
て
お
く
べ
き
な
の
か
。
も
ち
ろ
ん
教

養
や
専
門
知
識
は
生
き
て
い
く
上
で
の
武
器
と

な
っ
て
く
れ
る
。
一
方
で
現
在
の
世
情
を
見
る

時
、
個
人
と
社
会
が
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い

る
か
を
正
し
く
認
識
し
、
自
分
自
身
が
そ
の
担

い
手
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
す
る
社
会
人
を
育
成

す
る
こ
と
も
ま
た
必
要
な
の
で
は
な
い
か
と

ず
っ
と
思
っ
て
き
た
。
政
治
を
ワ
イ
ド
シ
ョ
ー

の
よ
う
に
眺
め
批
判
や
嘲
笑
の
対
象
と
し
て
の

み
捉
え
た
り
、
社
会
の
課
題
や
将
来
の
あ
り
方

を
自
分
自
身
の
生
活
と
は
切
り
離
し
た
別
世
界

の
出
来
事
の
よ
う
に
捉
え
が
ち
な
傾
向
か
ら
脱

し
、
真
っ
当
な
世
論
を
形
成
で
き
る
社
会
に
す

る
た
め
に
は
、
個
人
が
そ
の
人
生
に
お
い
て
社

会
か
ら
ど
の
よ
う
な
受
益
が
あ
り
、
そ
れ
に
対

し
て
社
会
人
と
し
て
ど
の
よ
う
な
責
務
を
担
う

の
か
、
個
人
と
社
会
と
の
関
係
を
正
し
く
認
識

す
る
社
会
人
を
増
や
す
こ
と
が
ま
ず
必
要
な
の

で
は
な
い
か
。
高
校
ま
で
の
学
び
の
な
か
で

は
、
国
の
統
治
機
構
や
地
方
自
治
制
度
な
ど
社

会
の
基
礎
的
な
仕
組
み
に
つ
い
て
の
知
識
を
有

し
て
い
な
い
学
生
が
多
い
こ
と
も
気
に
か
か
っ

て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

「
こ
れ
か
ら
の
社
会
、
そ
し
て
自
分
自
身
の

将
来
に
つ
い
て
、
明
る
い
イ
メ
ー
ジ
と
暗
い
イ

メ
ー
ジ
の
ど
ち
ら
が
大
き
い
で
す
か
？
」
大
学

で
教
壇
に
立
つ
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
毎
年
講
義

の
冒
頭
に
同
じ
質
問
を
し
て
き
た
。
ど
ち
ら
か

と
い
う
と
暗
い
イ
メ
ー
ジ
が
大
き
い
と
い
う
学

自
著
を
語
る

金か
な

﨑さ
き 

健け
ん

太た

郎ろ
う

武
庫
川
女
子
大
学
教
授

税
と
社
会
保
障
の
基
礎
知
識

公
共
経
営
と
社
会
の
仕
組
み
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生
が
多
い
の
は
ず
っ
と
変
わ
ら
な
い
。
な
ら
ば

そ
の
理
由
は
と
問
う
と
、
多
く
の
学
生
が
、
政

治
が
ぱ
っ
と
し
な
い
こ
と
や
、
少
子
高
齢
化
が

進
ん
で
い
る
こ
と
な
ど
を
挙
げ
る
。
は
た
し
て

自
分
た
ち
が
歳
を
と
る
頃
に
ち
ゃ
ん
と
年
金
が

も
ら
え
る
の
か
、
医
療
費
が
多
く
か
か
っ
て
老

後
の
生
活
は
大
丈
夫
か
。
人
口
減
少
と
長
寿
化

が
進
む
日
本
に
お
い
て
、
自
分
の
将
来
に
漠
然

と
し
た
不
安
を
抱
え
る
若
者
は
多
い
よ
う
だ
。

国
や
地
域
社
会
と
い
う
公
共
的
な
社
会
は
、

一
人
ひ
と
り
の
国
民
や
住
民
の
参
画
に
よ
っ
て

運
営
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
社
会
人
に
な
る
と

い
う
こ
と
は
、
社
会
に
出
て
働
く
と
い
う
こ
と

と
同
時
に
、
国
や
地
域
社
会
の
担
い
手
に
な
る

と
い
う
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
公
共
的
な
社
会

は
そ
れ
を
運
営
す
る
た
め
の
仕
組
み
を
有
し
、

個
人
で
は
得
る
こ
と
の
で
き
な
い
様
々
な
公
共

サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
る
。
一
方
、
担
い
手

で
あ
る
社
会
人
は
税
や
保
険
料
を
支
払
っ
て
そ

の
財
源
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま

り
社
会
人
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
公
共
的
な

社
会
の
運
営
に
参
画
す
る
と
同
時
に
、
社
会
と

の
間
で
受
益
と
負
担
の
関
係
を
持
つ
こ
と
で
も

あ
る
。

社
会
に
出
て
会
社
か
ら
給
料
を
受
け
取
る

と
、
額
面
給
与
と
実
際
の
支
給
額
と
の
差
に
驚

く
人
も
多
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
毎
月
引

か
れ
て
い
る
税
金
や
社
会
保
険
料
に
つ
い
て
、

ど
の
よ
う
な
種
類
の
も
の
が
ど
う
い
う
仕
組
み

の
も
と
に
引
か
れ
て
い
る
の
か
を
正
確
に
知
ら

な
い
ま
ま
に
過
ご
し
て
い
る
社
会
人
は
案
外
多

い
。
税
制
や
社
会
保
障
制
度
は
仕
組
み
そ
れ
自

体
が
複
雑
で
あ
り
、
加
え
て
改
正
が
頻
繁
に
行

わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
特
定
の
分
野
を
深
く
解
説

す
る
書
籍
は
存
在
す
る
も
の
の
、
幅
広
い
分
野

を
平
易
に
解
説
す
る
も
の
は
少
な
い
。
本
書
は

専
門
知
識
で
は
な
く
、
社
会
人
と
し
て
必
要
と

考
え
ら
れ
る
知
識
を
で
き
る
だ
け
平
易
に
解
説

す
る
こ
と
を
目
指
し
た
。
当
初
の
想
定
よ
り
も

は
る
か
に
時
間
と
労
苦
を
伴
う
作
業
で
あ
っ
た

が
、
複
雑
な
制
度
を
平
易
に
、
か
つ
ポ
イ
ン
ト

を
絞
っ
て
正
し
く
解
説
す
る
こ
と
が
い
か
に
難

し
い
か
を
思
い
知
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

自
ら
が
担
い
手
と
し
て
参
画
す
る
社
会
の
仕

組
み
や
社
会
保
障
制
度
に
関
す
る
知
識
、
そ
の

対
価
と
し
て
負
担
す
る
税
制
度
の
知
識
を
得
る

こ
と
は
、
社
会
人
と
し
て
の
自
覚
に
加
え
、
社

会
生
活
や
将
来
に
つ
い
て
一
定
の
安
心
感
を
与

え
て
く
れ
る
と
と
も
に
、
時
と
し
て
自
分
自
身

を
守
る
武
器
に
も
な
っ
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
社
会
に
対
す
る
正
し
い
認
識
を
持
っ
た

社
会
人
が
増
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
の
将

来
が
少
し
ず
つ
明
る
い
イ
メ
ー
ジ
に
変
わ
っ
て

い
く
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。

公
共
社
会
の
担
い
手
と
な
る
社
会
人
と
し
て
必
要

な
、
国
や
地
域
社
会
の
仕
組
み
、
税
制
度
、
年
金
・

公
的
医
療
保
険
な
ど
社
会
保
障
制
度
に
つ
い
て
の

基
礎
的
な
知
識
を
わ
か
り
や
す
く
解
説
。

Ａ
5
判
／
二
〇
八
頁
／
二
五
三
〇
円
（
税
込
）

金
﨑 

健
太
郎 

［
著
］

税
と
社
会
保
障
の
基
礎
知
識

公
共
経
営
と
社
会
の
仕
組
み
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成り立つ。この方程式には二つのパラメーター α、γ があり、γ は除去率を、
α は感染率を表し基本再生産数といわれる。

SIR 方程式は α と γ を与えれば数値計算で解けてしまい、S(t),	 I(t),	R(t)
それぞれのカーブが描ける。また感染のピーク時を t=T とすると、次の三つ
の式が成り立つことが示せる：

	 S(T)=1/α	 (1)
	 R(T)=logα/α	 (2)
	 I(T)=1−(1/α)−logα/α	 (3)

感染はピークまでが勝負である。ピーク時 T における感染者数 I(T) と除
去者数 R(T) の感染率 α に対するグラフを描かせると Fig.1 のようになる。
二つのグラフの交点は α = 3.5 である。α が 3.5 より大きくなればなるほど、
感染者数 I(T) は増えて行くが、除去者数 R(T) は減少する一方である。
R(T) には一定の割合で死亡者数も含まれているので、死亡者数も減少す
る。ウイルスの毒素が弱くなると言ってもよい。

致死率 λ は λ = D(t)/R(t) = (t までの死亡者総数 )/(t までの感染者総数 ) で
定義される。ここで、λ(α = 2.5,	 第 5 波 )= 0.0026,	λ(α = 5,	 第 6 波 )= 0.0015,	
λ(α = 10,	第 7 波)= 0.00096 のように計算されていて、時間 t に殆どよらない。
致死率 λ は α が大きくなるにつれて小さくなっていることがわかる。した
がって、R(T) が減少すれば D(T) も減少するのである。なお、ピーク以後
の D(t) は、α が 5 より大きい場合、D(∞)= λ に近づくことが証明できる。

まとめ：ウイルスは感染力が強くなるように変異する。そうすると感染者数
はより大きく増える。しかしウイルスの毒素はより弱くなっていく。これを
繰り返して現在の第 9 波に至り、通常の風邪並みの 5 類扱いになったのであ
る。このことはウイルスが数式に支配されているとしてよく説明される。

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

1 2 3

I

R

4 5 6 7 8
Fig. 1.  実線 R(T)=(logα)/α  at t=T(peak).
 破線 I(T)=1−(1/α)−(logα)/α  at t=T.
 横軸 α for α≥1.  交点はα=3.5.
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自
著
を
語
る

「宇宙は数学の言葉で書かれている」とはガリレオ・ガリレイの言葉。現
在ではアインシュタインの重力の方程式とワインバーグとサラム (WS) の
素粒子の標準理論の方程式であろう。WS の標準理論とその修正理論は、今
回の私の著書のメインテーマである。特に電磁相互作用とベーター崩壊など
に働く弱い相互作用の統一を考えている。これは永らく関西学院大学理学部
物理学科 4 年生に対して行ってきた講義をまとめたものである。

WS の標準理論は SU(2)L	× U(1)Y ゲージ群に基づく理論で、ニュートリノ
として左巻きニュートリノ νL のみを考えている。しかしその後、右巻き
ニュートリノ νR も必要とされる実験事実が見つかり修正を余儀なくされ
た。この修正理論の一つとして、ここではニュートリノを左右対称的に取り
扱う SU(2)L	× SU(2)R	× U(1)B−L ゲージ群に基づく理論を紹介した。

宇宙が数学の言葉で書かれているなら、医学や生物学の世界でも同じでは
ないかと思い、私も最近「ウイルスは数式に支配されている」という論文を
書いた。疫学にウイルスによる人への感染と収束を記述する SIR 方程式が
ある。数学者の Kermack-Mckendrick が 1927 年に提出した理論で、私はこの
方程式を用いて新型コロナの流行を解析したのである。結果は感染状況をよ
く説明し、「感染力が強くなればなるほど死亡者数の割合が減っていく」と
いう定理を発見したので、英文にして海外のジャーナルに発表した。近しい
医学者にも送った。ところが「数式が難しくてわかりません」という反応ば
かりであった。私の定理が一般に受け入れられるには未だ時間がかかりそう
である。この本に載せようと思ったこともあるので、この定理を簡潔にまと
めておこう。

人口を 1 に規格化し、三つのグループ S(t),	 I(t),	R(t) に分ける。S(t)= 未
感染者数、I(t)= 感染者数、R(t)= 除去者数 =( 回復者数＋死亡者数）、t は時
刻を表す。S(t),	 I(t),	R(t) の間には SIR 方程式といわれる連立微分方程式が

現代物理学における

斎
さ い

藤
と う

 武
たけし

理学博士・関西学院大学理学部研究員

A5判/152頁/5170円（税込）

力の統一と
質量の起源
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関
谷 

一
彦

子
供
の
客
室
乗
務
員

二
〇
二
三
年
の
夏
は
暑
い
。
日
本
で
は
梅
雨
が
明
け
て
か
ら
、
酷
暑

が
続
い
て
い
る
が
、
八
月
前
半
の
フ
ラ
ン
ス
は
涼
し
か
っ
た
。
リ
ヨ
ン

の
気
温
は
朝
晩
一
〇
度
台
で
、
半
袖
半
ズ
ボ
ン
で
歩
い
て
い
る
と
寒
い

く
ら
い
だ
っ
た
。
八
月
半
ば
に
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
地
方
の
モ
ル
ㇾ
の
友
人

の
家
に
滞
在
し
た
と
き
、
朝
パ
ン
を
買
い
に
出
か
け
た
が
、
聞
い
て
い

た
パ
ン
屋
が
夏
の
ヴ
ァ
カ
ン
ス
で
閉
ま
っ
て
お
り
、
知
ら
な
い
街
で
パ

ン
屋
を
探
す
こ
と
に
な
っ
た
。
朝
の
気
温
は
十
二
度
で
、
寒
く
て
帰
ろ

う
か
と
も
考
え
た
が
、
焼
き
立
て
の
パ
ン
の
誘
惑
に
は
勝
て
ず
、
う
ろ

う
ろ
し
て
い
た
ら
風
邪
を
ひ
く
羽
目
に
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
数
日
後

に
リ
ヨ
ン
に
帰
っ
て
か
ら
は
、
日
本
の
気
温
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い

日
が
続
い
て
い
る
。
こ
ち
ら
で
三
五
度
を
超
え
る
と
、
ほ
ぼ
ク
ー
ラ
ー

の
な
い
フ
ラ
ン
ス
人
の
家
で
は
窓
を
閉
め
切
っ
て
日
が
暮
れ
る
の
を
待

つ
し
か
な
い
。
夕
食
に
招
か
れ
た
友
人
の
家
に
は
扇
風
機
も
な
く
、
み

ん
な
扇
子
で
扇あ

お

ぎ
な
が
ら
食
事
を
し
た
。
夜
も
な
か
な
か
気
温
が
下
が

ら
ず
、
朝
の
五
時
ご
ろ
に
や
っ
と
涼
し
さ
を
感
じ
る
。
日
本
の
夏
も
酷

暑
だ
が
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
冷
房
が
な
い
分
逃
げ
場
が
な
く
、
耐
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

今
回
も
日
本
か
ら
フ
ラ
ン
ス
の
リ
ヨ
ン
に
旅
し
た
と
き
の
話
だ
。
以

前
、
パ
リ
で
乗
り
換
え
リ
ヨ
ン
に
向
か
う
エ
ー
ル
・
フ
ラ
ン
ス
の
機
内

で
目
に
し
た
光
景
を
お
話
し
し
た
い
。
パ
リ
・
リ
ヨ
ン
間
は
Ｔ
Ｇ
Ｖ
だ

と
ち
ょ
う
ど
二
時
間
で
、
連
絡
が
よ
け
れ
ば
、
鉄
道
の
方
が
便
利
だ
。

し
か
し
、
日
本
か
ら
の
場
合
、
自
分
の
荷
物
を
パ
リ
で
受
け
取
っ
て
Ｔ

Ｇ
Ｖ
に
積
み
替
え
る
手
間
を
考
え
る
と
、
リ
ヨ
ン
ま
で
荷
物
が
直
行
で

届
く
飛
行
機
の
方
が
便
利
で
あ
る
。
パ
リ
か
ら
リ
ヨ
ン
ま
で
の
飛
行
時

リ
レ
ー
エ
ッ
セ
イ　

海
外　

私
の
足
あ
と
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間
は
五
〇
分
ほ
ど
だ
。

シ
ー
ト
ベ
ル
ト
着
用
の
サ
イ
ン
が
消
え
る
と
、
す
ぐ
に
飲
み
物
と
つ

ま
み
が
サ
ー
ビ
ス
さ
れ
る
。
客
室
乗
務
員
が
一
人
ひ
と
り
飲
み
物
を
聞

い
て
回
る
。
機
内
で
の
見
慣
れ
た
光
景
だ
が
、
驚
い
た
の
は
客
室
乗
務

員
の
男
性
に
続
い
て
、
子
供
が
飲
み
物
を
尋
ね
始
め
た
。
そ
の
子
供
は

六
歳
か
ら
八
歳
く
ら
い
の
男
の
子
で
、M

onsieur?	M
adam

e?

と
飲

み
物
を
尋
ね
る
と
、
客
室
乗
務
員
に
伝
え
て
い
る
。
客
室
乗
務
員
は
子

供
が
伝
え
る
飲
み
物
を
準
備
し
、
乗
客
に
配
っ
て
い
る
。
何
の
違
和
感

も
な
く
、
子
供
に
注
文
を
す
る
乗
客
、
そ
れ
を
伝
え
る
男
の
子
、
そ
れ

を
聞
い
て
サ
ー
ビ
ス
を
す
る
客
室
乗
務
員
。
僕
は
ち
ょ
っ
と
意
地
悪
を

考
え
た
。
僕
の
順
番
が
来
た
らdu	vin	blanc

（
白
ワ
イ
ン
）
と
言
っ

て
や
ろ
う
。
わ
か
る
か
な
！　

D
u	vin	blanc,	s ’il	te	plaît

と
僕
が

言
う
と
、
子
供
は
頷
い
て
客
室
乗
務
員
に
伝
え
た
。
何
の
問
題
も
な

く
、
白
ワ
イ
ン
が
出
て
き
た
。

い
っ
た
い
こ
の
子
供
は
、
ど
う
い
う
資
格
で
こ
う
し
た
サ
ー
ビ
ス
に

か
か
わ
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
？　

誰
の
子
供
な
の
か
？　

客
室
乗
務

員
の
子
供
な
の
か
？　

あ
る
い
は
乗
客
の
子
供
が
手
伝
い
た
い
と
言
い

出
し
た
の
だ
ろ
う
か
？　

機
内
で
子
供
が
サ
ー
ビ
ス
に
か
か
わ
っ
て
い

い
の
だ
ろ
う
か
？　

い
ろ
い
ろ
な
疑
問
が
わ
い
て
き
た
。
し
か
し
、
リ

ヨ
ン
に
着
陸
す
る
と
、
そ
の
子
供
が
ど
こ
に
い
る
の
か
も
見
失
い
、
疑

問
を
残
し
た
ま
ま
降
り
て
し
ま
っ
た
。

フ
ラ
ン
ス
人
の
友
人
た
ち
に
こ
の
光
景
を
伝
え
る
と
い
ろ
ん
な
意
見

が
飛
び
出
し
た
が
、
客
室
乗
務
員
の
息
子
と
い
う
意
見
が
多
い
。
フ
ラ

ン
ス
で
は
子
供
が
ヴ
ァ
カ
ン
ス
の
間
、
親
が
休
め
ず
、
子
供
を
職
場
に

連
れ
て
行
っ
て
面
倒
を
見
る
こ
と
も
あ
る
ら
し
い
。
子
供
を
飛
行
機
に

乗
せ
て
、
仕
事
を
手
伝
わ
せ
る
フ
ラ
ン
ス
の
お
お
ら
か
さ
は
注
目
に
値

す
る
。
お
そ
ら
く
日
本
な
ら
規
定
違
反
と
問
題
に
す
る
か
も
し
れ
な
い

し
、
そ
も
そ
も
子
供
を
職
場
に
連
れ
て
行
っ
て
手
伝
わ
せ
る
な
ど
考
え

ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
親
も
自
主
規
制
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

こ
こ
に
は
厳
密
な
規
則
順
守
を
求
め
る
日
本
社
会
と
規
則
を
求
め
て

も
そ
の
応
用
に
は
柔
軟
な
フ
ラ
ン
ス
社
会
の
違
い
が
読
み
取
れ
る
。
車

が
来
て
い
な
い
と
き
に
は
歩
行
者
が
赤
信
号
を
無
視
す
る
。
ワ
イ
ン
二

杯
ま
で
は
大
丈
夫
と
言
っ
て
憚
ら
ず
飲
酒
運
転
を
す
る
フ
ラ
ン
ス
人
。

「
異
な
っ
た
性
格
を
も
っ
た
人
間
を
、
同
一
の
法
律
に
従
わ
せ
よ
う

な
ど
と
す
る
こ
と
は
、
恐
る
べ
き
不
正
で
あ
る
」
と
主
張
し
た
マ
ル

キ
・
ド
・
サ
ド
の
考
え
は
極
端
で
あ
る
に
し
て
も
、
規
則
で
が
ん
じ
が

ら
め
に
す
る
社
会
は
窮
屈
で
、
生
き
辛
く
、
居
心
地
の
悪
い
社
会
で
も

あ
る
。
目
指
す
方
向
は
、
ゆ
っ
た
り
と
し
た
、
居
心
地
の
良
い
、
寛
容

な
社
会
で
あ
り
た
い
。
フ
ラ
ン
ス
か
ら
学
ぶ
こ
と
は
ま
だ
ま
だ
あ
る
。

	

（
関
西
学
院
大
学
名
誉
教
授　

せ
き
た
に
・
か
ず
ひ
こ
）
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写
真
集
で
め
ぐ
る
一
九
三
〇
年
代
関
西
モ
ダ
ニ
ズ
ム

連 載
一
九
八
九
年
に
北
尾
鐐
之
助
『
近
代
大
阪
』

が
、
初
版
と
同
じ
出
版
社
で
あ
る
創
元
社
か
ら

復
刻
さ
れ
た
。
外
箱
に
巻
か
れ
た
帯
に
は
、

「
昭
和
の
初
め
、
近
代
都
市
と
し
て
大
き
く
変

貌
し
て
い
く
大
阪
の
街
を
カ
メ
ラ
を
ぶ
ら
下

げ
、
さ
ま
よ
い
歩
く
ひ
と
り
の
漫
歩
者
が
い

た
。
／
昭
和
七
年
刊
行
の
名
著
を
半
世
紀
ぶ
り

に
覆
刻
」
の
コ
ピ
ー
。
私
は
そ
の
惹
句
に
心
を

動
か
さ
れ
、
ま
た
巻
末
に
収
め
ら
れ
た
評
論

家
・
海
野
弘
の
解
説
も
読
み
た
く
て
、
思
い

切
っ
て
購
入
し
た
。
ま
だ
学
生
の
時
分
、
当
時

三
千
円
の
書
籍
代
は
か
な
り
の
出
費
だ
っ
た
け

れ
ど
。
そ
れ
か
ら
し
ば
ら
く
経
っ
て
初
版
も
古

書
店
で
見
か
け
た
の
で
、
こ
れ
も
何
か
の
縁
と

買
い
求
め
た
。
帯
と
解
説
頁
が
な
い
分
、
束
は

少
し
だ
け
薄
く
、
軽
い
。
本
編
の
記
載
内
容
や

洋
画
家
・
高
岡
徳
太
郎
に
よ
る
黄
色
と
青
色
の

モ
ダ
ン
な
配
色
の
装
幀
は
同
じ
で
あ
る
。
資
料

と
し
て
は
復
刻
版
で
十
分
な
の
だ
が
、
そ
れ
で

も
昭
和
初
頭
に
世
に
出
た
原
本
を
手
に
す
る
の

は
何
だ
か
嬉
し
い
も
の
で
あ
る
。

『
近
代
大
阪
』
は
全
九
編
あ
る
「
近
畿
景
観
」

シ
リ
ー
ズ
の
第
三
編
に
あ
た
る
。
第
一
編
『
阪

神
編
』
が
一
九
二
九
年
に
、
第
九
編
『
伊
勢
志

摩
』
は
一
九
四
二
年
に
出
版
さ
れ
た
。『
近
代

大
阪
』
は
一
九
三
二
年
の
出
版
、
当
時
の
定
価

は
二
円
だ
っ
た
。
著
者
の
北
尾
鐐
之
助
は

一
八
八
四
年
名
古
屋
生
ま
れ
。
東
京
高
等
商
業

学
校
を
中
退
し
て
名
古
屋
新
聞
社
に
入
社
す
る

が
、
一
九
一
二
年
に
大
阪
毎
日
新
聞
社
に
移

り
、
新
聞
記
者
と
し
て
活
躍
す
る
。『
サ
ン

デ
ー
毎
日
』
や
『
芝
居
と
キ
ネ
マ
』
等
の
雑
誌

創
刊
に
も
深
く
関
わ
り
、
当
時
評
判
を
と
っ
た

Ｐ
Ｒ
映
画
『
新
聞
時
代
』
の
監
督
も
務
め
た
。

紀
行
作
家
、
写
真
家
と
し
て
も
高
名
で
、
国
内

は
も
ち
ろ
ん
海
外
諸
国
を
旅
し
て
、
写
真
紀
行

集
を
著
し
た
。
な
ん
と
も
多
才
で
ア
ク
テ
ィ
ブ

な
人
物
で
あ
る
。
戦
後
も
数
多
く
の
著
作
を
刊

行
し
、
一
九
五
四
年
に
は
兵
庫
県
文
化
賞
を
受

『
近
代
大
阪
』

松
實 

輝
彦

北
尾 

鐐
之
助

第
4
回
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賞
す
る
。
一
九
七
〇
年
、
八
十
六
歳
で
没
し
た
。

復
刻
版
解
説
者
の
海
野
は
、
北
尾
を
モ
ダ
ニ

ズ
ム
期
の
わ
が
国
に
お
け
る
「
都
市
の
フ
ラ

ヌ
ー
ル
（
遊
歩
者
）」
と
評
し
た
。
北
尾
の
姿

に
同
時
代
ド
イ
ツ
の
思
索
家
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ

ン
ヤ
ミ
ン
を
重
ね
る
か
の
よ
う
に
、「
フ
ラ

ヌ
ー
ル
の
眼
に
よ
っ
て
、
都
市
の
新
し
い
表
現

が
発
見
さ
れ
る
」
と
述
べ
、「
フ
ラ
ヌ
ー
ル

は
、
ほ
と
ん
ど
無
目
的
な
さ
ま
よ
い
に
よ
っ

て
、
街
の
先
端
的
な
部
分
だ
け
で
な
く
、
忘
れ

ら
れ
て
い
る
部
分
、
失
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
る

部
分
の
新
し
い
意
味
を
発
見
す
る
の
で
あ
る
」

と
指
摘
す
る
。
北
尾
自
身
が
「
都
会
漫
歩
」
と

称
し
た
都
市
の
探
索
活
動
に
、
カ
メ
ラ
は
欠
か

せ
な
い
相
棒
だ
っ
た
。
近
代
都
市
・
大
阪
を
彷

徨
す
る
北
尾
に
と
っ
て
カ
メ
ラ
は
、
変
容
し
て

い
く
景
観
の
リ
ア
ル
な
姿
を
摑
み
と
り
、
そ
の

質
感
ま
で
も
記
録
す
る
大
切
な
眼
と
な
っ
た
。

本
書
に
は
巻
頭
口
絵
と
し
て
十
点
、
本
文
中

に
三
十
二
点
、
自
身
が
撮
影
し
た
写
真
が
掲
載

さ
れ
て
い
る
。
冒
頭
の
「
序
」
に
北
尾
は
記
し

た
。「
挿
入
の
写
真
も
、
本
文
の
説
明
に
資
す

る
た
め
に
選
ん
だ
も
の
が
多
く
、（
…
…
）
本

書
の
も
の
が
、
写
真
芸
術
に
対
す
る
、
私
の
主

張
だ
と
い
ふ
訳
け
で
は
決
し
て
な
い
。
／
都
市

文
明
の
潮
流
は
、
分
秒
も
止
つ
て
は
ゐ
な
い
。

お
も
ふ
に
本
書
の
記
述
な
ど
も
、
一
、二
年
な

ら
ず
し
て
、
恐
ら
く
価
値
な
き
過
去
の
も
の
と

な
つ
て
し
ま
ふ
で
あ
ら
う
。
し
か
し
、
私
は
そ

れ
で
よ
い
と
お
も
つ
て
ゐ
る
」。
衒
い
の
な

い
、
率
直
な
言
葉
で
あ
る
。
だ
が
作
者
の
意
に

反
し
て
、
そ
の
記
述
は
い
ま
も
価
値
を
保
ち
続

け
て
い
る
。
そ
し
て
北
尾
が
撮
っ
た
写
真
は
ど

れ
も
が
実
に
素
晴
ら
し
い
。
本
書
は
ル
ポ
ル

タ
ー
ジ
ュ
文
学
の
傑
作
と
し
て
文
学
界
隈
で
は

知
名
で
あ
る
が
、
私
に
と
っ
て
は
一
九
三
〇
年

代
初
頭
の
関
西
モ
ダ
ニ
ズ
ム
が
切
り
取
ら
れ
散

り
ば
め
ら
れ
た
、
す
こ
ぶ
る
つ
き
の
先
鋭
な
写

真
集
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
巻
頭
口
絵
の
最
初
の
イ
メ
ー
ジ
で

あ
る
「
中
津
の
跨
線
橋
の
交
錯
」
を
見
て
み
よ

う
。
跨
線
橋
と
は
鉄
道
線
路
を
立
体
交
差
で
ま

た
ぐ
よ
う
に
架
け
ら
れ
た
橋
の
こ
と
。
梅
田
の

貨
物
駅
へ
の
引
込
線
を
越
え
る
た
め
に
、

一
九
二
九
年
に
建
設
さ
れ
た
橋
長
四
十
八
メ
ー

ト
ル
の
鋼
ト
ラ
ス
橋
で
、
中
津
陸
橋
と
呼
ば
れ

た
。
そ
の
後
、
老
朽
化
に
よ
っ
て
一
九
八
〇
年

に
架
け
替
え
ら
れ
た
の
で
、
残
念
な
が
ら
も
う

こ
の
光
景
を
実
見
す
る
こ
と
は
叶
わ
な
い
。

撮
影
者
で
あ
る
北
尾
は
十
分
に
吟
味
し
て
、

こ
の
写
真
を
巻
頭
に
掲
げ
た
は
ず
だ
。
こ
の
一

点
に
よ
っ
て
本
書
の
存
在
意
義
を
読
者
の
脳
裡

に
鮮
烈
に
叩
き
込
む
た
め
に
。
フ
レ
ー
ム
内
を

「中津の跨線橋の交錯」
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縦
横
無
尽
に
鋼
板
と
鉄
骨
が
躍
動
し
て
い
る
。

鉄
柱
を
締
結
す
る
大
型
の
丸
頭
リ
ベ
ッ
ト
が
連

打
さ
れ
、
強
靭
な
ビ
ー
ト
を
刻
ん
で
い
る
。
写

真
が
鉄
・
鉄
・
鉄
！
と
叫
ん
で
い
る
。

本
書
は
「
上
空
大
阪
」
か
ら
始
ま
り
「
乗
合

バ
ス
遊
覧
記
」
で
閉
じ
る
十
七
章
立
て
の
ル
ポ

ル
タ
ー
ジ
ュ
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
巻
頭

写
真
は
中
ほ
ど
の
ル
ポ
「
高
架
線
の
中
津
」
に

対
応
す
る
。
そ
の
文
中
で
北
尾
は
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。「
私
は
こ
の
辺
に
お
け
る
高
架

電
車
の
上
に
縦
横
に
張
り
回
さ
れ
た
架
空
線

や
、
架
線
柱
が
、
鉄
橋
の
繁
桁
柱
と
交
錯
し
た

複
雑
な
鉄
の
交
響
楽
に
心
を
惹
か
れ
る
。
／
実

際
梅
田
駅
引
込
線
の
上
に
高
く
盛
り
上
つ
た
跨

線
橋
の
付
近
は
、
中
津
橋
通
り
の
大
道
路
と
、

阪
急
電
車
の
二
ツ
の
高
架
線
と
、
も
一
ツ
北
大

阪
線
と
、
こ
の
四
ツ
の
鉄
橋
が
並
行
に
重
な
り

合
つ
て
、
貨
物
線
路
の
上
を
越
し
て
ゐ
る
の

で
、
そ
の
繁
桁
の
重
な
る
と
こ
ろ
ほ
ど
、
少
し

ば
か
り
位
置
を
変
へ
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
い
ろ

い
ろ
と
異
つ
た
線
条
の
構
図
を
作
る
と
こ
ろ
は

な
い
」。
こ
の
よ
う
な
北
尾
の
眼
差
し
と
感
性

は
同
時
代
の
新
興
写
真
家
た
ち
の
そ
れ
と
ピ
タ

リ
一
致
し
て
い
る
。

当
時
の
ド
イ
ツ
で
は
新
即
物
主
義
と
呼
ば
れ

る
、
克
明
な
形
態
把
握
と
社
会
批
判
的
な
視
点

を
特
徴
と
す
る
美
術
運
動
が
巻
き
起
こ
り
、
こ

の
運
動
は
写
真
に
も
波
及
す
る
。
カ
メ
ラ
レ
ン

ズ
の
特
性
を
生
か
し
た
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
や
水

平
線
、
垂
直
線
を
強
調
し
た
手
法
で
、
新
た
な

写
真
の
美
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
試
み
が
盛
ん

に
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
の
写
真
家
、

ジ
ェ
ル
メ
ー
ル
・
ク
ル
ル
は
写
真
集
『
メ
タ
ル
』

（
一
九
二
七
年
）で
鉄
と
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
世
界

を
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
謳
歌
し
、
ア
ル
ベ
ル
ト
・

レ
ン
ガ
ー
＝
パ
ッ
チ
ュ
も
写
真
集
『
鉄
と
鋼
』

（
一
九
三
一
年
）で
機
械
美
の
咆
哮
を
鋭
く
視
覚

化
し
た
。
ま
た
、
一
九
二
九
年
に
ド
イ
ツ
工
作

連
盟
が
主
催
し
た
「
映
画
と
写
真
・
国
際
展
」

の
写
真
部
門
を
、
一
九
三
一
年
に
朝
日
新
聞
社

が
「
独
逸
国
際
移
動
写
真
展
」
と
し
て
日
本
に

召
致
し
巡
回
す
る
。
四
月
に
東
京
、
七
月
に
大

阪
で
開
催
さ
れ
た
こ
の
展
覧
会
は
日
本
の
多
く

の
写
真
家
に
影
響
を
与
え
、
新
興
写
真
の
時
代

を
告
げ
る
動
き
が
一
気
に
形
成
さ
れ
て
い
っ

た
。
毎
日
新
聞
社
の
記
者
だ
っ
た
北
尾
は
、
ラ

イ
バ
ル
社
の
企
画
ゆ
え
に
一
切
コ
メ
ン
ト
は
し

て
い
な
い
が
、
そ
の
展
示
を
見
て
い
た
の
は
間

違
い
な
い
。

も
う
一
点
の
写
真
「
昭
和
橋
」
も
口
絵
頁
に

収
め
ら
れ
て
い
る
。
大
阪
市
西
区
の
土
佐
堀
と

川
口
を
結
ぶ
木
津
川
の
分
流
点
に
架
け
ら
れ
た

橋
長
八
十
三
メ
ー
ト
ル
の
鉄
橋
で
あ
る
。
タ
イ

ド
ア
ー
チ
と
い
う
上
方
が
弓
形
に
突
出
し
た
形

状
の
、
設
計
の
難
し
い
構
造
体
で
あ
る
。

一
九
三
二
年
に
完
成
し
た
ば
か
り
の
昭
和
橋

に
、
北
尾
は
身
体
を
投
げ
出
す
か
の
よ
う
に
前

の
め
り
で
撮
影
し
て
い
る
。
当
時
は
市
電
の
路

線
で
も
あ
っ
た
こ
の
橋
の
写
真
は
、
本
書
で
は

ル
ポ「
川
口
風
景
」の
章
に
対
応
す
る
。
ル
ポ
の

冒
頭
で
北
尾
は
「
モ
ダ
ア
ン
な
昭
和
橋
」
と
呼

び
か
け
、
文
中
で
も
以
下
の
よ
う
に
言
及
す
る
。
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私
は
こ
の
橋
の
出
来
た
当
時
、
夕
方
か
ら
、

夜
に
か
け
て
、
よ
く
こ
の
橋
の
上
を
歩
い
た

も
の
で
あ
つ
た
。
数
あ
る
大
阪
の
他
の
橋
に

く
ら
べ
て
ど
こ
か
に
一
種
の
品
格
を
も
つ
て

ゐ
る
。
同
じ
や
う
な
タ
イ
ド
・
ア
ー
チ
を
も

つ
橋
は
い
く
ら
も
あ
る
。
し
か
し
、
堂
島
大

橋
に
も
、
大
正
橋
に
も
、
ま
た
桜
宮
大
橋
に

も
な
い
、
モ
ダ
ア
ン
さ
と
落
ち
つ
き
と
を
も

つ
て
ゐ
る
。（
…
…
）
こ
の
辺
り
に
お
け
る

河
川
橋
梁
の
交
錯
と
、
大
建
築
物
、
大
道
路

の
背
景
と
が
、
こ
の
橋
の
美
観
を
引
立
て
ゝ

ゐ
る
の
で
あ
る
。（
…
…
）
／
夕
方
に
な
つ

て
、
日
光
の
照
射
が
、
ま
と
も

4

4

4

に
こ
の
橋
の

側
面
を
打
つ
と
き
な
ど
、
新
し
い
ア
ー
チ
は

美
し
い
銀
灰
色
に
照
り
か
ゞ
や
き
、
と
き
ど

き
木
津
川
方
面
か
ら
航
走
す
る
小
蒸
気
船
の

白
い
腹
に
、
黒
い
橋
影
が
移
動
し
て
、
白
波

の
立
つ
と
こ
ろ
、
忽
ち
あ
た
り
一
ぱ
い
に
ま

ば
ゆ
い
ほ
ど
の
反
射
光
を
迸
ら
す
。

こ
の
場
面
で
は
ル
ポ
ラ
イ
タ
ー
兼
写
真
家
は

す
っ
か
り
昭
和
橋
に
魅
了
さ
れ
た
吟
遊
詩
人
に

な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
北
尾
に
よ
っ
て
「
雑

文
風
に
と
り
ま
と
め
」
ら
れ
た
「
都
会
漫
歩
の

記
録
」
は
、
解
説
者
の
海
野
が
指
摘
し
た
よ
う

に
、
名
著
の
誉
れ
高
い
都
市
文
学
で
あ
る
。
し

か
し
な
が
ら
本
書
を
写
真
集
と
い
う
視
座
か
ら

あ
ら
た
め
て
眺
め
て
み
る
と
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
期

特
有
の
大
阪
の
風
情
を
新
た
な
視
覚
イ
メ
ー
ジ

と
し
て
味
わ
う
こ
と
が
で
き
て
、
こ
れ
も
ま
た

一
興
な
の
で
あ
る
。『
近
代
大
阪
』
に
収
め
ら

れ
た
写
真
の
数
々
は
、
国
内
外
の
芸
術
動
向
に

敏
感
に
反
応
し
た
北
尾
の
、
こ
こ
し
か
な
い
と

い
う
絶
妙
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
撮
影
さ
れ
た
渾
身

の
ス
ナ
ッ
プ
シ
ョ
ッ
ト
で
あ
っ
た
。

そ
う
い
え
ば
、
わ
が
国
の
写
真
史
の
な
か
で

北
尾
の
仕
事
は
い
ま
だ
に
等
閑
視
さ
れ
た
ま
ま

で
あ
る
。
あ
ま
り
に
も
多
岐
に
わ
た
る
才
能
の

豊
か
さ
が
か
え
っ
て
邪
魔
を
し
て
し
ま
っ
た
感

が
あ
る
。
写
真
史
と
い
う
枠
に
無
理
に
嵌
め
込

ま
な
く
て
も
、
と
い
う
考
え
も
あ
ろ
う
が
、
写

真
家
と
し
て
の
北
尾
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
今

後
や
は
り
検
討
さ
れ
る
べ
き
作
業
だ
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
復
刻
版
が
出
版
さ
れ
て
、
は

や
三
十
数
年
。
た
だ
た
だ
時
の
流
れ
の
無
常
さ

に
嘆
息
す
る
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
ろ
そ
ろ
次
の

世
代
の
た
め
に
も
、
今
度
は
ハ
ン
デ
ィ
な
文
庫

版
と
し
て
『
近
代
大
阪
』
が
流
通
す
れ
ば
よ
い

な
、
と
夢
想
す
る
。
妄
想
が
て
ら
岩
波
文
庫
版

の
『
近
代
大
阪
』
な
ん
て
、
ど
う
だ
ろ
う
か
。

存
外
し
っ
く
り
と
手
に
な
じ
む
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。

�（
名
古
屋
芸
術
大
学　

ま
つ
み
・
て
る
ひ
こ
）

「昭和橋」
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産
学
連
携
、
特
許
、
地
域
経
済
発
展
、

軍
事
研
究
、
資
本
主
義
的
発
想
の
大

学
経
営
。
ア
メ
リ
カ
の
大
学
の
産
業

界
と
の
関
係
を
多
様
な
切
り
口
で
考

察
す
る
。

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
資
本
主
義
と
大
学
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【
8
〜
10
月
の
新
刊
】

『
現
代
物
理
学
に
お
け
る
力
の
統
一

と
質
量
の
起
源
』

斎
藤	

武［
著
］

Ａ
５
判　

一
五
二	

頁	
五
一
七
〇
円

関
西
学
院
大
学
災
害
復
興
制
度
研
究
所
叢
書
１

『
人
間
の
復
興
』

山
中	

茂
樹［
著
］

Ａ
５
判　

三
一
二	

頁	

五
〇
六
〇
円

『
税
と
社
会
保
障
の
基
礎
知
識
』

公
共
経
営
と
社
会
の
仕
組
み

金
﨑	

健
太
郎［
著
］

Ａ
５
判　

二
〇
八
頁	

二
五
三
〇
円

『
消
費
税
改
革
の
評
価
』

効
率
性
と
公
平
性
の
経
済
分
析

田
代 

歩［
著
］

Ａ
５
判　

一
九
四
頁	

四
八
四
〇
円

『
美
人
座
物
語
』

近
代
日
本
の
カ
フ
ェ
文
化
と
東
ア
ジ
ア
世
界

山
路	

勝
彦［
著
］

Ａ
５
判　

三
五
六
頁	

六
三
八
〇
円

【
近
刊
】
＊
タ
イ
ト
ル
は
仮
題

『
新
聞
社
デ
ス
ク
流  

熱
血
作
文
教
室
』

中
村 

正
憲［
著
］

Ａ
５
判　

一
四
四
頁	

一
七
六
〇
円

『
五
感
で
捉
え
な
お
す　

阪
神
・
淡
路

大
震
災
の
記
憶
』

金
菱 

清（
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
）［
編
］

四
六
判　

一
五
〇
頁	

価
格
未
定

『
イ
ギ
リ
ス
法
史
入
門
』

第
五
版	

第
一
部〔
総
論
〕

サ
ー
・
ジ
ョ
ン
・
ベ
イ
カ
ー
［
著
］

深
尾 
裕
造［
訳
］

Ａ
５
判　

六
二
四
頁	

価
格
未
定

『
ブ
レ
ア
政
権
の
公
検
査
レ
ジ
ー
ム
』

ハ
ワ
ー
ド
・
デ
ー
ビ
ス
／
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・

ダ
ウ
ン
／
ス
テ
ィ
ー
ブ
・
マ
ー
テ
ィ
ン［
著
］

石
原 

俊
彦［
監
訳
］

新
家
多
恵
子
／
関
下
弘
樹［
翻
訳
］

Ａ
５
判　

一
八
〇
頁	

価
格
未
定

『
英
国
労
働
党
の
公
検
査
政
策
』

ハ
ワ
ー
ド
・
デ
イ
ビ
ス
／
ス
テ
ィ
ー
ブ
・

マ
ー
テ
ィ
ン［
編
著
］

石
原 

俊
彦
／
大
林 

小
織［
監
訳
］

Ａ
５
判　

二
一
四
頁	

価
格
未
定

弊
会
は
西
宮
市
に
あ
り
ス
タ
ッ
フ
も
関
西
出
身

者
が
多
い
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
近
畿
方
言
は
さ
ま
ざ

ま
あ
る
の
で
関
西
人
同
士
で
も
通
じ
な
い
言
葉
が
あ

る
。
先
日
も「
ピ
リ
ピ
リ
雨
が
降
っ
て
い
る
」と
言
っ

た
ら
誰
も
理
解
で
き
な
か
っ
た
。
こ
う
い
っ
た
オ
ノ

マ
ト
ペ
は
た
い
が
い
全
国
共
通
だ
ろ
う
と
高
を
括
っ

て
い
た
ら
丹
波
地
方
で
し
か
使
わ
れ
て
い
な
い
ら
し

い
。
関
西
弁
と
い
っ
て
も
京
言
葉
、
嶺
南
方
言
、
近

江
弁
、
三
重
弁
、
丹
波
方
言
、
大
阪
弁
、
奈
良
弁
、
河

内
弁
、
摂
津
弁
、
泉
州
弁
、
神
戸
弁
、
播
州
弁
、
淡
路

弁
と
バ
ラ
エ
テ
ィ
に
富
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。（
田
）

宮
田 

由
紀
夫 ［
著
］

	
※
価
格
は
す
べ
て
税
込
表
示
で
す
。
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