
 
 

    

 
 

大
震
災
か
ら
早
三
ヶ
月
が
経
と
う
と

し
て
い
る
。
テ
レ
ビ
や
マ
ス
コ
ミ
は
時
事
、

原
発
事
故
の
現
在
は
報
道
し
て
い
る
が
、

被
災
者
へ
手
向
け
る
気
持
ち
が
薄
れ
て
し

ま
っ
て
い
る
様
な
気
が
し
て
な
ら
な
い
。

テ
レ
ビ
を
付
け
れ
ば
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
番
組

を
中
心
に
楽
し
い
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
目
白
押

し
だ
。
私
達
が
住
む
富
山
県
に
震
災
の
影

響
は
ほ
と
ん
ど
皆
無
と
言
っ
て
よ
い
。
そ

れ
故
、
何
事
も
な
か
っ
た
か
の
如
く
日
々

の
生
活
を
変
わ
ら
ず
送
っ
て
し
ま
い
が
ち

に
な
る
の
だ
が
、
し
か
し
、
あ
の
震
災
を

決
し
て
忘
れ
る
こ
と
な
く
、
私
達
に
出
来

る
事
を
一
生
涯
検
討
し
て
い
か
ね
ば
な
ら

な
い
事
は
、
誰
の
ど
の
立
場
に
も
言
え
る

事
で
あ
る
と
、
私
自
身
を
含
め
改
め
て
確

認
し
て
お
き
た
い
。 

さ
て
、
先
月
中
旬
頃
の
ニ
ュ
ー
ス
で
被

災
者
が
…
「
私
達
の
生
活
は
、
未
だ
に
見

通
し
が
つ
か
ず
、
未
来
が
暗
い
…
。
そ
れ

に
比
べ
て
自
然
の
草
花
は
、
春
と
い
う
季

節
か
ら
、
確
実
に
夏
へ
移
行
し
て
い
く
の

が
目
に
見
て
分
か
る
。
私
達
は
何
時
に
な

っ
た
ら
、
季
節
を
進
め
る
事
が
出
来
る
の 

 

 

だ
ろ
う
か
…
」
と
言
う
様
な
趣
旨
の
言
葉
を

述
べ
て
い
た
。 

仏
教
詩
人
で
あ
っ
た
故
・
坂
村
真
民
の
詩

で
『
一
本
の
道
』
と
い
う
の
が
あ
る
＝
《
木

や
草
と
人
間
と
ど
こ
が
ち
が
う
だ
ろ
う
か
？

み
ん
な
同
じ
な
の
だ
。
い
っ
し
ょ
う
け
ん
め

い
に
生
き
よ
う
と
し
て
い
る
の
を
見
る
と
、 

と
き
に
は
か
れ
ら
が
、
人
間
よ
り
も
偉
い
と

さ
え
思
わ
れ
る
。
か
れ
ら
は
時
が
く
れ
ば
、

花
を
咲
か
せ
、
実
を
み
の
ら
せ
、
自
分
を
完

成
さ
せ
る
。
そ
れ
に
く
ら
べ
て
人
間
は
、
何

一
つ
し
な
い
で
終
わ
る
も
の
も
い
る
。
木
に

学
べ
、
草
に
習
え
と
、
わ
た
し
は
自
分
に
言

い
聞
か
せ
、
今
日
も
一
本
の
道
を
行
く
》
と
。 

 
 
 

私
達
人
間
の
心
が
い
つ
の
間
に
か
傲
慢
に

な
っ
て
し
ま
い
、
自
分
が
自
然
の
一
部
だ
と

い
う
事
を
忘
れ
て
、
あ
た
か
も
人
間
が
地
球

を
、
自
然
を
、
支
配
し
て
い
る
か
の
如
く
、

「
環
境
に
や
さ
し
く
・
地
球
に
優
し
く
」
と

振
る
舞
っ
て
き
た
ツ
ケ
が
、
現
在
私
達
の
心

を
支
配
し
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

な
る
ほ
ど
、
確
か
に
私
達
人
間
に
は
、
拭
い

き
れ
な
い
我
欲
と
い
う
も
の
を
内
在
し
て
い

る
が
為
に
、
良
か
れ
と
思
う
事
も
実
は
、
た

だ
単
に
我
欲
の
表
象
と
い
う
事
も
あ
る
も
の

だ
。 一

考
し
て
み
れ
ば
、
天
地
自
然
（
地
球
）

に
は
、
元
々
人
間
は
存
在
し
て
お
ら
ず
、
悠
々 

 

 

と
そ
の
命
を
輝
か
せ
て
き
た
は
ず
だ
。
そ
れ

を
私
達
人
間
の
傲
慢
な
心
が
、
森
林
伐
採
・

オ
ゾ
ン
層
の
破
壊
、
そ
し
て
地
球
温
暖
化
と

い
う
因
果
を
招
い
て
き
た
。
そ
の
一
事
を
と

っ
て
み
て
も
、
人
間
は
自
然
に
謙
虚
に
な
ら

ざ
る
を
得
な
い
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
事

だ
。
つ
ま
り
は
自
然
と
共
生
さ
せ
て
も
ら
わ

な
い
限
り
、
私
達
の
生
活
（
命
）
は
保
証
さ

れ
な
い
と
い
う
事
に
な
る
。
自
然
を
敬
い
、

畏
（
お
そ
）

れ
を
抱
き
、
草
花
と
い
う
目
に
見

え
る
大
自
然
の
命
か
ら
、
私
達
人
間
も
自
然

の
一
部
と
し
て
、
謙
虚
に
学
ば
な
け
れ
ば
い

け
な
い
事
も
多
々
あ
ろ
う
か
と
も
思
う
の
で

あ
る
。 

人
間
は
雨
を
降
ら
す
こ
と
も
で
き
な
け
れ

ば
、
風
を
吹
か
せ
る
こ
と
も
出
来
な
い
。
与

え
ら
れ
た
環
境
の
中
で
辛
い
こ
と
、
苦
し
い

こ
と
、
寂
し
い
こ
と
色
々
あ
る
が
、
そ
れ
ら

に
共
感
し
な
が
ら
生
き
て
い
く
こ
と
が
肝
心

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
分
か
れ
ば
全

て
人
間
は
、
謙
虚
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。 

謙
虚
に
な
れ
ば
、
感
謝
の
気
持
ち
が
わ
く
。

逆
に
謙
虚
で
な
け
れ
ば
感
謝
の
念
は
起
こ
ら

な
い
と
も
言
え
る
。
感
謝
の
念
が
実
感
と
し

て
理
解
し
た
時
に
、
私
達
は
初
め
て
真
の
命

を
生
き
る
ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン
に
立
つ
と
も
言

え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
か
ら
の

人
生
は
、
見
る
モ
ノ
、
聞
く
モ
ノ
、
行
う
事
、 

 

 

そ
の
全
て
が
新
鮮
で
心
揺
さ
ぶ
ら
れ
る
事 

に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。 

 
 

さ
さ
や
か
な
私
の
経
験
談
だ
が
、
荒
修 

行
を
三
度
終
了
し
、
全
て
の
行
に
全
て
の 

妙
味
が
あ
っ
た
と
、
そ
の
経
験
の
全
て
が 

有
り
難
く
、
感
謝
の
気
持
ち
を
抱
い
て
い 

る
今
日
こ
の
頃
。 

修
行
の
中
で
得
た
功
徳
は
、
色
あ
せ
る 

事
は
な
い
が
、
行
を
し
た
と
い
う
事
だ
け 

で
、
そ
れ
を
鼻
に
掛
け
た
り
、
肩
書
き
だ 

け
で
生
き
る
と
な
れ
ば
、
せ
っ
か
く
の
辛 

く
苦
し
い
修
業
が
無
意
味
の
も
の
と
な
る
。

地
位
・
権
力
・
肩
書
き
、
そ
う
い
う
も
の 

は
あ
く
ま
で
私
達
人
間
の
頭
で
作
っ
た
も 

の
ば
か
り
。
そ
ん
な
不
確
か
な
ス
テ
ー
タ 

ス
な
ど
、
謙
虚
に
生
き
よ
う
と
す
る
前
向 

き
な
真
の
心
に
は
、
も
は
や
必
要
な
い
。 

逆
に
、
肩
書
き
が
あ
る
為
に
、
感
謝
で
き 

な
い
自
分
を
作
り
出
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、

本
当
の
意
味
で
苦
労
を
し
た
と
は
言
え
な 

い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？
心
に
信
じ
る 

モ
ノ
を
抱
き
、
そ
れ
に
伴
う
行
い
が
あ
り
、

初
め
て
謙
虚
で
感
謝
で
き
る
真
の
心
が
目 

覚
め
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？ 

私
達
の
人
生
に
は
死
ぬ
か
、
生
き
る
か 

の
瀬
戸
際
に
し
か
咲
か
な
い
花
が
あ
る
と 

思
う
。
私
達
各
人
が
そ
の
人
生
で
得
た
美 

し
い
人
生
の
悟
り
（
気
付
き
）
の
花
を
摘 

 

人
生
と
は
ゴ
ー
ル
の
無
い
修
行 

～
天
地
自
然
に
活
か
さ
れ
て
～ 

 



 
み
、
皆
で
伝
え
分
か
ち
合
お
う
で
は
あ
り

ま
せ
ん
か
。
自
分
の
人
生
、
つ
ま
り
考
え

方
や
行
動
に
遠
慮
な
ん
て
要
り
ま
せ
ん
。

自
分
の
思
う
事
、
信
じ
る
事
、
そ
れ
を
実

践
行
動
し
て
い
く
だ
け
で
す
。
私
達
人
間

は
心
と
体
の
仕
組
み
で
出
来
て
い
る
。
つ

ま
り
心
は
遺
伝
子
に
影
響
を
与
え
、
肉
体

に
影
響
を
与
え
て
い
る
と
い
う
の
が
専
門

家
の
仰
る
と
こ
ろ
。
発
願
と
か
不
退
転
の

決
意
、
真
の
心
で
必
死
に
行
う
と
い
う
覚

悟
。
そ
ん
な
気
持
ち
が
遺
伝
子
に
影
響
を

与
え
、
不
可
能
と
も
思
え
る
修
行
を
も
乗

り
越
え
さ
せ
て
い
く
の
だ
そ
う
だ
。
あ
る

意
味
で
、
人
生
を
生
き
て
い
く
と
い
う
の

は
、
ゴ
ー
ル
の
無
い
修
業
と
も
言
え
る
。

私
達
は
人
生
と
い
う
荒
修
行
を
日
々
に
行

い
、
繰
り
返
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の

修
行
も
人
生
の
大
小
に
か
か
わ
ら
ず
、
時

に
は
不
平
等
に
さ
え
思
う
事
も
あ
る
だ
ろ

う
。
私
も
時
に
は
、
人
間
は
ど
う
し
て
こ

ん
な
に
も
不
平
等
な
の
だ
ろ
う
か
？
と
思

う
事
が
あ
る
。
幸
せ
に
見
え
る
人
も
い
れ

ば
、
不
幸
せ
に
見
え
る
人
も
い
る
。
た
だ

こ
れ
は
自
分
の
心
を
通
し
て
、
そ
う
見
え

て
い
た
だ
け
で
、
人
間
は
全
て
幸
も
不
幸

も
、
心
一
つ
で
と
ら
え
方
が
変
わ
る
も
の
。 

目
の
前
で
タ
ン
ポ
ポ
の
穂
種
が
突
風
に
吹

か
れ
て
飛
ん
で
い
っ
た
。
山
に
落
ち
る
種 

 

 

も
あ
れ
ば
、
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
に
落
ち
る
種
も

あ
る
。
人
間
も
こ
れ
と
同
じ
。
自
分
の
生
ま

れ
た
と
こ
ろ
が
ど
ん
な
場
所
だ
ろ
う
が
、
今

い
る
場
所
が
ど
ん
な
環
境
だ
ろ
う
が
、
私
達

人
間
全
て
は
自
然
の
一
部
で
あ
る
と
い
う
事

を
、
シ
ッ
カ
リ
自
覚
し
、
自
覚
し
た
な
ら
ば
、

人
生
と
い
う
荒
修
行
の
場
で
、
天
地
自
然
と

共
生
さ
せ
て
い
た
だ
く
よ
う
に
努
力
精
進
し

て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
傲

慢
心
が
芽
生
え
る
は
ず
も
な
く
、
そ
う
な
っ

て
こ
そ
初
め
て
、
真
の
生
を
充
実
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
真
の

心
か
ら
と
ら
え
た
現
実
を
、
精
一
杯
噛
み
締

め
、
世
界
に
一
つ
だ
け
の
命
の
花
を
咲
か
せ

よ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
遠
慮
は
要
り
ま

せ
ん
。
自
分
の
人
生
自
分
が
主
人
公
。
経
験

と
感
動
と
い
う
心
の
ス
タ
ン
プ
を
、
一
つ
で

も
多
く
刻
め
る
よ
う
に
、
お
互
い
励
ま
し
合

っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。 

 

最
後
に
ご
案
内
で
す
が
、
今
月
は
大
黒
様

の
ご
祭
禮
が
執
り
行
わ
れ
ま
す
。
皆
様
の
マ

ス
大
黒
様
を
ど
う
か
お
連
れ
下
さ
い
。
真
成

寺
で
お
待
ち
下
さ
っ
て
い
る
親
大
黒
様
の
お

力
を
お
借
り
し
て
、
一
年
の
無
病
息
災
、
家

庭
円
満
、
社
運
隆
昌
な
ど
、
福
祿
倍
増
の
御

祈
祷
会
を
厳
修
し
ま
す
。
ど
う
か
家
族
全
員

参
加
で
御
参
拝
に
な
っ
て
下
さ
い
。
目
に
見

え
な
い
功
徳
を
頂
け
ま
す
。
心
よ
り
お
待
ち 

 

 

申
し
上
げ
ま
す
。 

再
拝 

谷
川
寛
敬 

 

ち
ょ
っ
と
一
服 

 

 

 

つ
ゆ
の
語
源
は
い
く
つ
か
あ
る
よ
う
で
す
。  

ひ
と
つ
は
、
こ
の
時
期
は
ち
ょ
う
ど
梅
の
実

が
熟
す
る
頃
だ
か
ら
。 

沖
縄
に
は
梅
の
木
が
な
い
の
で
、
あ
ま
り
実

感
で
き
ま
せ
ん
が
、 

県
外
で
は
、
梅
雨
の
６

月
ご
ろ
に
青
い
梅
の
実
が
、
ま
る
ま
る
と
き

れ
い
に
実
っ
て
い
ま
す
。  

新
鮮
な
梅
で
「
梅
酒
」
を
作
る
の
に
最
適
な

時
期
で
も
あ
る
の
で
す
ね
。  

そ
れ
か
ら
、「
つ
ゆ
」
の
「
梅
」
と
い
う
漢
字

は
、
木
へ
ん
に
、
毎
日
の
「
毎
」
と
書
き
ま

す
。 

だ
か
ら
、
毎
日
毎
日
続
け
て
雨
が
降
る

こ
の
時
期
に 

こ
の
漢
字
が
当
て
ら
れ
た
…

…
と
い
う
説
も
あ
り
ま
す
。 

梅
雨
は
、
中
国
か
ら
「
梅
雨
（
ば
い
う
）」
と

し
て
伝
わ
り
、
江
戸
時
代
頃
よ
り
「
つ
ゆ
」 

と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

「
日
本
歳
時
記
」
に
は
、「
此
の
月
淫
雨
ふ
る

こ
れ
を
梅
雨
（
つ
ゆ
）
と
名
づ
く
」
と
あ
り 

 

 

ま
す
。 

中
国
で
は
、
黴
（
か
び
）
の
生
え
や
す
い 

時
期
の
雨
と
い
う
意
味
で
、
元
々
「
黴
雨 

（
ば
い
う
）」
と
呼
ば
れ
て
い
た
が
、
カ
ビ 

で
は
語
感
が
悪
い
た
め
、
同
じ
「
ば
い
」 

で
季
節
に
合
っ
た
「
梅
」
の
字
を
使
い
「 

梅
雨
」
に
な
っ
た
と
す
る
説
。「
梅
の
熟
す 

時
期
の
雨
」
と
い
う
意
味
で
、
元
々
「
梅 

雨
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
と
す
る
説
が
あ
り 

ま
す
。 

日
本
で
「
つ
ゆ
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な 

っ
た
由
来
は
、
「
露
（
つ
ゆ
）」
か
ら
と
考 

え
ら
れ
ま
す
が
、
梅
の
実
が
熟
し
潰
れ
る 

時
期
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
潰
ゆ
（
つ
ゆ
）
」

と
関
連
付
け
る
説
も
あ
り
、
梅
雨
の
語
源 

は
未
詳
部
分
が
多
い
よ
う
で
す
ね
。 

  

 

  


