
      
 

 

ま
ず
も
っ
て
、
こ
の
度
の
震
災
で
被
災

さ
れ
た
方
々
、
ま
た
大
切
な
お
身
内
を
亡

く
さ
れ
た
方
々
の
ご
冥
福
を
、
衷
心
よ
り

お
悔
や
み
申
し
上
げ
ま
す
。 

同
じ
人
間
と
し
て
、
同
じ
日
本
人
と
し

て
、
遺
さ
れ
た
私
達
は
、
こ
の
震
災
か
ら

何
を
学
び
、
何
を
為
さ
な
け
れ
ば
い
け
な

い
の
で
し
ょ
う
か
？
も
し
今
、
こ
の
瞬
間

に
、
大
地
震
が
襲
い
か
か
っ
て
き
た
ら
…
。

大
津
波
が
来
た
ら
…
。
私
達
は
い
か
に
非

力
な
の
で
し
ょ
う
か
…
。
「
ハ
ァ
…
」
考

え
た
だ
け
で
溜
息
が
出
て
き
ま
す
。
私
は

頭
で
は
分
か
っ
て
い
た
つ
も
り
で
し
た

が
、
今
回
の
震
災
で
改
め
て
、
自
然
の
中

で
生
か
さ
れ
て
い
る
人
間
な
ん
だ
な
ぁ

…
。
も
っ
と
自
然
に
感
謝
し
、
《
自
然
と

共
生
す
る
（
傲
慢
）
》
で
は
な
く
て
、
《
自

然
様
に
共
生
さ
せ
て
頂
く
（
謙
虚
）
》
よ

う
な
素
直
な
気
持
ち
で
生
き
な
け
れ
ば
い

け
な
い
よ
な
ぁ
…
と
、
つ
く
づ
く
思
い
知

ら
さ
れ
ま
し
た
。
そ
う
思
え
た
時
に
、
た

っ
た
今
パ
ソ
コ
ン
の
前
で
こ
の
文
章
を
打 

 

 

ち
込
ん
で
い
る
瞬
間
も
、
こ
の

ハ
ン
ド
仏
句
を
読
ん
で
い
た
だ

い
て
い
る
檀
信
徒
の
皆
さ
ん
の

現
在
の
、
何
の
災
害
も
無
い
、

当
た
り
前
だ
と
思
っ
て
い
た
こ

の
生
活
が
、
心
よ
り
有
り
難
く

思
え
て
き
ま
す
。 

 

私
達
に
は
何
が
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
？

私
は
、
今
で
き
る
事
を
精
一
杯
行
う
事
以
外

に
、
被
災
さ
れ
た
方
々
へ
報
い
る
事
が
出
来

な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
こ
の
世

の
中
に
「
当
た
り
前
」
と
い
う
も
の
は
何
も

あ
り
ま
せ
ん
。
「
当
た
り
前
」
と
思
っ
た
瞬

間
に
、
「
感
謝
心
」
が
消
え
て
し
ま
い
ま
す
。 

ど
う
か
ど
う
か
今
こ
そ
、
傲
慢
な
気
持
ち

を
収
め
、
か
つ
て
世
界
中
の
人
達
に
‘
日
本

人
は
素
晴
ら
し
い
’
と
賞
賛
さ
れ
た
、
謙
虚

で
あ
り
、
質
素
で
倹
約
を
し
、
勤
勉
素
直
と

い
う
、
あ
の
頃
の
素
晴
ら
し
い
精
神
文
化
を

呼
び
起
こ
し
、
原
点
回
帰
し
よ
う
で
は
あ
り

ま
せ
ん
か
。
全
て
は
天
地
自
然
（
神
仏
様
）

か
ら
、
い
ま
生
か
さ
れ
て
い
る
私
達
に
与
え

ら
れ
た
試
練
課
題
で
あ
る
様
に
思
い
ま
す
。

天
地
自
然
へ
、
神
仏
様
に
対
し
て
、
私
達
が

出
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
答
え
は
、[

自
分
さ
え
良
け

れ
ば
そ
れ
で
良
い
と
い
う
の
で
は
な
く
、
ま

た
家
族
さ
え
安
穏
無
事
な
ら
、
周
囲
で
何
が

起
き
よ
う
が
知
っ
た
こ
っ
ち
ゃ
な
い
等
々
の 

 

 

小
さ
な
個
人
主
義
的
幸
福
か
ら
キ
ッ
パ
リ
お

別
れ
を
し
て
、
家
族
単
位
か
ら
市
町
村
へ
、

そ
し
て
日
本
国
家
へ
と
、
異
体
同
心
の
輪
を

広
げ
て
い
き
、
皆
で
協
力
一
致
し
て
、
精
一

杯
生
き
る
事
の
中
に
こ
そ
、
最
高
に
し
て
最

大
永
遠
の
幸
福
が
あ
る
と
い
う
事
を
、
体
感

実
践
し
て
い
く
事
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か]

。 

日
本
人
の
精
神
文
化
は
、
世
界
の
最
高
峰

で
あ
る
と
確
信
し
て
お
り
ま
す
。
ど
う
か
皆

で
国
家
の
再
建
と
同
時
に
、
日
本
精
神
の
再

建
を
目
指
し
精
進
し
て
ま
い
り
ま
し
ょ
う
。 

国
家
日
本
に
対
す
る
誇
り
と
、
祖
先
に
対

す
る
感
謝
の
気
持
ち
を
持
っ
て
い
な
い
人
間

は
、
心
の
柱
を
備
え
て
い
な
い
様
な
も
の
。

船
で
海
上
を
航
海
し
て
い
る
の
に
羅
針
盤
を

備
え
て
い
な
い
よ
う
な
も
の
で
し
ょ
う
。
そ

ん
な
人
が
立
派
な
人
間
に
な
れ
る
と
は
思
え

ま
せ
ん
。
行
き
先
と
い
う
目
標
も
志
も
な
い

の
に
、
ど
う
や
っ
て
人
生
と
い
う
荒
波
を
超

え
て
い
く
事
が
出
来
る
の
で
し
ょ
う
か
？
勢

い
と
思
い
つ
き
だ
け
で
生
き
て
い
け
る
ほ

ど
、
こ
の
世
の
中
は
甘
く
は
あ
り
ま
せ
ん
よ

ね
。 愛

国
心
と
は
、
日
本
の
国
土
を
愛
す
る
心

の
事
で
す
。
日
本
国
の
歴
史
に
対
す
る
誇
り

を
持
つ
事
で
愛
国
心
と
い
う
も
の
が
生
ま
れ

ま
す
。
振
り
返
れ
ば
、
日
本
で
は
太
平
洋
戦 

争
が
勃
発
し
ま
し
た
。
東
京
裁
判
終
了
後
、 

 

 

相
手
国
の
大
将
で
あ
る
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は
、

日
本
の
戦
争
は
侵
略
戦
争
で
は
な
く
、
自 

衛
戦
争
だ
っ
た
と
公
言
し
て
い
ま
す
。
な 

ぜ
日
本
が
侵
略
国
と
言
わ
れ
な
け
れ
ば
ら 

な
い
の
か
分
か
ら
な
い
と
い
っ
て
、
マ
ッ 

カ
ー
サ
ー
自
身
が
ア
メ
リ
カ
の
上
院
議
員 

特
別
委
員
会
で
次
の
言
葉
で
宣
誓
し
ま
し 

た
…
“ 

           

日
本
を
恥
ず
か
し
い
と
思
い
込
ん
で
い
る 

学
生
や
若
者
が
大
半
を
占
め
る
日
本
の
現 

状
が
あ
り
ま
す
が
、
何
も
後
ろ
め
た
い
事 

は
あ
り
ま
せ
ん
。
世
界
中
の
人
達
が
賞
賛 

し
た
日
本
の
歴
史
や
精
神
文
化
を
、
私
達 

は
今
こ
そ
心
の
柱
と
し
て
、
胸
を
張
り
、 

謙
虚
で
素
直
な
日
本
人
に
戻
ら
ね
ば
な
ら 

な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？ 

近
年
私
達
は
「
地
球
に
優
し
い
」
と
か 

 

未
曾
有
の
東
日
本
大
震
災
に
学
ぶ 

 
 

～
天
と
地
と
人
と
一
切
円
満
大
調
和
を
目
指
す
～ 

Their purpose,therefore,in going to 
war was largely dictated by security
（彼らが戦争に突入した主たる動機

は、自衛の為だった）”と。 

 



 
 

「
環
境
に
優
し
い
」
と
い
っ
た
名
文
句
で

商
品
を
売
買
し
て
い
ま
し
た
。
考
え
れ
ば

こ
れ
も
傲
慢
心
の
表
れ
で
し
た
。
私
は
逆

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
地
球
の
生
命

が
人
類
に
優
し
い
ん
で
す
よ
ね
。
地
球
は

も
う
四
六
億
年
も
前
か
ら
あ
っ
て
、
人
類

が
出
て
き
た
の
は
約
一
七
万
年
前
と
言
わ

れ
ま
す
。
地
球
の
生
命
に
比
べ
れ
ば
、
ご

く
ご
く
最
近
出
て
き
た
人
類
が
、
四
六
億

年
も
前
か
ら
い
る
地
球
に
優
し
く
し
て
あ

げ
ま
し
ょ
う
と
い
う
の
が
傲
慢
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
？
我
々
人
類
が
世
界
の
富
を

全
部
集
め
て
も
、
世
界
の
学
者
が
全
員
集

ま
っ
て
も
、
細
胞
一
個
作
れ
ま
せ
ん
。
な

ぜ
で
し
ょ
う
か
？
そ
れ
は
細
胞
が
生
き
る

為
の
最
も
基
本
的
な
事
に
つ
い
て
、
何
も

知
ら
な
い
ん
で
す
。
材
料
に
つ
い
て
は
か

な
り
解
明
さ
れ
て
い
る
そ
う
で
す
が
、
材

料
を
い
く
ら
掻
き
集
め
て
も
生
き
物
は
生

ま
れ
て
き
ま
せ
ん
。
生
き
物
は
部
品
の
集

ま
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
生
き
た
細
胞
と

死
ん
だ
細
胞
。
両
者
を
測
定
し
て
み
て
も
、

物
質
量
に
は
変
化
は
見
ら
れ
ま
せ
ん
。
し

か
し
明
ら
か
に
生
と
死
は
違
い
ま
す
。
で

は
何
が
違
う
の
か
？
そ
こ
が
分
か
ら
な
い

そ
う
で
す
。
こ
れ
は
た
だ
事
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
我
々
の
体
に
は
六
十
兆
の
生
き
物

で
あ
る
細
胞
が
寄
り
合
っ
て
い
ま
す
。
六 

 

 

十
兆
と
い
う
の
は
、
地
球
人
口
六
八
億
の
約

九
千
倍
で
す
。
そ
れ
だ
け
の
生
き
物
が
私
達

の
体
の
中
に
寄
り
合
い
な
が
ら
、
な
ぜ
細
胞

同
士
の
戦
争
が
起
こ
ら
な
い
の
か
、
イ
ジ
メ

が
無
い
の
で
し
ょ
う
か
？
実
に
見
事
で
す
。

細
胞
は
自
分
の
コ
ピ
ー
を
も
の
凄
い
勢
い
で

作
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
細
胞

は
自
分
が
働
き
な
が
ら
他
の
細
胞
を
助
け
て

い
る
か
ら
、
臓
器
が
働
く
事
が
出
来
る
の
で

す
。
臓
器
も
自
分
の
働
き
を
し
な
が
ら
、
他

の
臓
器
を
助
け
て
い
る
。
な
ぜ
自
分
の
役
割

を
演
じ
な
が
ら
、
更
に
全
体
の
為
に
利
他
の

精
神
を
発
揮
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
？
お
釈

迦
様
が
説
か
れ
た
慈
悲
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス

ト
の
愛
と
か
、
聖
徳
太
子
の
和
の
精
神
と
か
、

宗
教
的
大
天
才
が
直
感
で
掴
ま
れ
た
真
理

は
、
ま
さ
に
日
本
人
が
当
た
り
前
の
様
に
持

っ
て
い
た
精
神
文
化
そ
の
も
の
だ
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
草
花
に
も
命

が
あ
り
、
事
物
に
も
全
て
命
が
あ
る
と
し
た

八
百
万
の
神
の
国
日
本
の
精
神
文
化
が
、
自

然
と
共
生
し
て
い
る
事
を
実
感
と
し
て
最
も

分
か
っ
て
い
た
民
族
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
思
っ
て
い
ま
す
。 

こ
の
度
の
大
災
害
を
受
け
て
、
私
達
に
何
が

で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
？
八
百
万
（
や
お
よ
ろ

ず
）
の
神
仏
に
対
し
て
「
祈
る
事
し
か
で
き
な

い
」
で
は
な
く
、
「
祈
る
事
が
で
き
る
」
の 

 

 

で
す
。 

ど
う
か
今
こ
そ
、
天
と
地
と
人
と
一
切
円
満

大
調
和
を
目
指
し
、
こ
の
人
生
を
全
う
し
て

い
き
ま
し
ょ
う
。
最
後
に
一
日
も
早
い
復
興

を
祈
念
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 

 

再 

拝 

副
住
職 

谷
川
寛
敬 

 

 

立

教

り
っ
き
ょ
う

開か
い

宗
し
ゅ
う

と
は 

 
 

日
蓮
聖
人
は
千
葉
の
小
湊
で
お
生
ま
れ
に

な
り
御
歳
十
六
歳
の
時
、
生
家
か
ら
程
近

い
清
澄
寺
で
出
家
得
度
な
さ
い
ま
し
た
。

以
来
二
十
年
の
間
、
お
釈
迦
様
の
御
本
意

を
知
る
た
め
、
鎌
倉
の
諸
大
寺
、
奈
良
、

京
都
、
三
井
園
城
寺
、
比
叡
山
延
暦
寺
と

求
道
の
旅
を
続
け
ら
れ
た
聖
人
は
、
清
澄

に
帰
ら
れ
た
建
長
五
年
（
一
二
五
三
）
、
四

月
二
八
日
早
朝
、
昇
り
来
る
旭
日
に
向
っ

て
お
題
目
を
始
唱
な
さ
い
ま
し
た
。
こ
れ

を
立
教
開
宗
と
い
い
ま
す
。
立
教
の
宣
言

と
伝
道
の
誓
願
を
お
立
て
に
な
ら
れ
、
是

聖
房
蓮
長
を
改
め
、
日
蓮
と
名
乗
ら
れ
た

の
で
す
。 

 
 

 

立
教
開
宗
と
は
「
法
華
経
」
の
教
え
に 

立
っ
て
法
華
宗
を
開
い
た
こ
と
を
い
う 

と
思
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
本
来
の
意
味 

は
法
華
経
の
教
え
に
依
っ
て
「
宗
旨
」 

で
あ
る
三
大
秘
法
の
お
題
目
を
開
き
顕 

わ
し
た
こ
と
を
い
う
の
で
す
。
聖
人
は 

お
釈
迦
様
の
御
本
意
で
あ
る
法
華
経
で 

お
題
目
の
中
身
を
開
き
顕
わ
さ
れ
、
そ 

の
お
題
目
で
一
切
衆
生
を
救
済
し
よ
う 

と
決
意
、
宣
言
な
さ
っ
た
の
で
す
。
そ 

れ
ま
で
は
求
道
者
で
あ
り
ま
し
た
が
、 

そ
の
日
を
境
に
衆
生
の
救
済
者
と
な
ら 

れ
た
の
で
す
。
そ
の
思
い
を
後
ほ
ど
佐 

渡
に
渡
ら
れ
、
お
書
き
に
な
ら
れ
た
『 

開
目
鈔
』
の
中
で
『
我
日
本
の
柱
と
な 

ら
む
、
我
日
本
の
眼
目
（
が
ん
も
く
）

と
な 

ら
む
、
我
日
本
の
大
船
（
た
い
せ
ん
）

と
な 

ら
む
、
等
と
ち
か
い
し
願
、
や
ぶ
る
べ 

か
ら
ず
。
』
と
仰
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。 

 

こ
の
と
き
の
「
願
」
こ
そ
が
、
こ
の
『 

立
教
開
宗
』
へ
の
思
い
で
あ
り
、
そ
の 

内
容
と
は
「
私
は
日
本
を
護
る
主
人
（ 

柱
）
に
な
ろ
う
、
日
本
の
将
来
を
見
通 

す
師
匠
（
眼
目
）
に
な
ろ
う
、
日
本
の 

衆
生
を
救
う
親
（
大
船
）
に
な
ろ
う
」 

と
い
う
三
大
誓
願
な
の
で
す
。 

 


