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３
月
11
日
、
巨
大
地
震
と
大
津
波
に
よ
っ
て
、

未
曾
有
の
大
災
害
を
も
た
ら
し
た
東
日
本
大
震
災

は
、
被
災
地
の
人
た
ち
の
多
く
の
尊
い
人
命
を
奪

い
、
街
の
全
て
を
破
壊
・
流
出
さ
せ
た
だ
け
で
は

な
く
、
不
況
と
言
わ
れ
つ
つ
も
経
済
発
展
の
恩
恵

に
ど
っ
ぷ
り
つ
か
っ
て
い
た
日
本
人
の
心
持
ち
を

も
、
根
底
か
ら
一
変
さ
せ
て
し
ま
い
ま
し
た
。 

命
か
ら
が
ら
高
台
に
逃
れ
、
住
み
慣
れ
た
故
郷

や
我
が
家
、
逃
げ
遅
れ
た
人
た
ち
が
津
波
に
飲
み

込
ま
れ
る
よ
う
す
を
目
の
当
た
り
に
し
て
、
た
だ

た
だ
呆
然
と
す
る
被
災
地
住
民
の
映
像
は
、
日
頃

は
当
た
り
前
の
こ
と
の
よ

う
に
思
っ
て
い
た
こ
と
や

日
々
の
何
気
な
い
生
活
が
、

実
は
大
変
幸
せ
な
こ
と
だ

っ
た
こ
と
を
改
め
て
思
い

知
ら
せ
て
く
れ
ま
し
た
。 

ま
た
今
回
の
地
震
で
は
、

当
院
も
檀
信
徒
会
館
の
屋

根
が
わ
ら
等
、
建
物
の
一

部
が
損
壊
し
ま
し
た
が
、
幸
い
な
こ
と
に
本
堂
お

よ
び
、
本
尊
さ
ま
を
は
じ
め
と
す
る
仏
像
、
歴
代

の
位
牌
、
仏
具
等
は
み
な
無
事
で
し
た
。 

た
だ
、
墓
地
に
お
い
て
は
多
く
の
墓
石
や
灯
籠

等
が
倒
壊
す
る
な
ど
甚
大
な
被
害
を
受
け
ま
し
た
。 

無
常
と
は
、
仏
教
の
考
え
方
の
基
本
で
す
が
、

こ
れ
は
、
「
こ
の
世
に
永
遠
な
も
の
は
な
く
、
形

の
あ
る
も
の
は
必
ず
壊
れ
る
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

だ
か
ら
こ
そ
「
今
日
こ
の
一
日
を
ど
う
生
き
る
か
」

が
大
切
だ
と
い
う
こ
と
を
教
え
て
い
ま
す
。 

こ
れ
は
、
東
日
本
大
震
災
が
、
私
た
ち
に
教
え

て
く
れ
た
教
訓
と
も
重
な
る
も
の
で
す
。 

被
害
に
会
わ
れ
た
檀
家
の
み
な
様
に
対
し
ま
し

て
、
心
よ
り
お
見
舞
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

合
掌 

 
被
災
者
救
援
活
動
に
赴
く 

 

こ
の
度
の
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
救
援
の
た

め
、
住
職
と
檀
徒
総
代
坂
本
新
一
様
ご
夫
妻
他
５

名
、
計
８
人
で
、
車
３
台
に
分
乗
し
て
、
４
月
13

日
に
岩
手
県
陸
前
高
田
市
の
被
災
者
が
集
ま
る
避

難
所
に
赴
き
、
炊
き
出
し
の
救
援
活
動
を
行
っ
て

ま
い
り
ま
し
た
。 

 

用
意
し
た
の
は
群
馬
県
の
代
表
的
郷
土
料
理

「
煮
ぼ
う
と
う
」
５
０
０
食
、
ま
だ
ま
だ
充
分
な

食
べ
物
も
な
く
、
心
の

傷
も
癒
え
な
い
被
災
者

の
方
々
に
、
こ
ん
な
時

こ
そ
自
分
た
ち
に
で
き

る
こ
と
を
何
か
さ
せ
て

頂
き
た
い
と
い
う
止
ま

れ
ぬ
思
い
か
ら
の
活
動

で
し
た
。 

も
と
も
と
、
ほ
ん
の

少
し
だ
け
で
も
喜
ん
で

頂
け
れ
ば
と
い
う
考
え
で
し
た
が
、
岩
手
県
に
は

煮
ぼ
う
と
う
は
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
珍
し

さ
も
手
伝
っ
て
か
、
お
替
わ
り
を
し
て
く
れ
る
人

も
い
る
ほ
ど
喜
ん
で
頂
き
ま
し
た
。 

 

平
成
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年 

寄
進
者
ご
芳
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昨
年
中
に
檀
信
徒
の
方
々
よ
り
、
あ
り
が
た
い

ご
寄
進
を
頂
き
ま
し
た
の
で
ご
紹
介
致
し
ま
す
。 

一
、
法
事
用
椅
子
15
脚 
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本
堂
で
法
事
を
行
う
際
に
、
座
れ
な
い
人
の
た

め
に
と
、
お
詣
り
椅
子
を
寄
進
し
て
頂
き
、
ご
老

人
等
に
大
変
喜
ん
で
頂
い
て
い
ま
す
。 

ま
た
、
懐
古
庵
改
修
に
際
し
て
、
必
要
な
電
気

配
線
工
事
一
式
を
無
償
で
引
き
受
け
て
頂
き
、
照

明
器
具
の
配
置
や
コ
ン
セ
ン
ト
の
位
置
等
に
細
か

な
配
慮
を
し
て
頂
き
ま
し
た
。 

懐
古
庵
の
土
間
に
は
楠
製
の
一
枚
板
で
作
っ
た

長
机
を
寄
進
し
て
頂
き
、
来
訪
者
の
接
客
時
等
に

便
利
に
利
用
さ
せ
て
頂
い
て
い
ま
す
。 

さ
ら
に
、
懐
古
庵
と
庚
申
堂
に
御
影
石
製
の
門

標
、
懐
古
庵
に
一
枚
板
製
の
看
板
を
寄
進
し
て
頂

き
、
名
所
の
雰
囲
気
と
と
も
に
来
訪
者
に
分
か
り

や
す
い
表
示
が
で
き
ま
し
た
。 

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

 

温
故
知
新
② 

寄
木
戸
の
地
名 

寄
木
戸
と
い
う
地
名
に
つ
い
て
、
そ
の
由
来
を

考
察
し
た
人
が
過
去
に
何
人
か
い
ま
し
た
が
、
そ

の
説
は
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
も
の
で
す
。 

今
か
ら
１
０
０
０
年
ほ
ど
昔
の
平
安
時
代
に
は
、

邑
楽
郡
一
帯
は
佐
貫
荘
（
さ
ぬ
き
の
し
ょ
う
）
と

呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
寄
木
戸
は
佐
貫
荘
の
一
番

西
に
位
置
し
て
い
ま
し
た
。 

当
時
の
領
地
と
い
う
の
は
支
配
者
の
力
関
係
で

維
持
さ
れ
て
い
ま
し
た
か
ら
、
隣
接
す
る
領
地
の

支
配
者
か
ら
の
侵
略
に
、
絶
え
ず
備
え
る
必
要
が

あ
り
ま
し
た
。 

そ
こ
で
領
地
を
防
衛
す
る
上
で
重
要
な
場
所
に

は
城
塞
（
じ
ょ
う
さ
い
）
・
砦
（
と
り
で
）
を
築

き
兵
を
常
駐
さ
せ
て
い
ま
し
た
。 

こ
の
城
塞
の
こ
と
を
当
時
は
木
戸
と
呼
ん
だ
と

い
う
こ
と
か
ら
、
佐
貫
荘
の
西
寄
り
の
木
戸
の
あ

る
所
と
い
う
意
味
で
寄
木
戸
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
と
い
う
も
の
で
す
。 

そ
れ
な
ら
、
寄
木
戸
で
は
な
く
西
木
戸
と
呼
ぶ

方
が
自
然
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
残
り

ま
す
。 

別
の
考
え
方
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
す
。 

平
安
時
代
に
続
く
鎌
倉
時
代
に
な
る
と
、
佐
貫

荘
は
、
大
む
か
で
を
退
治
し
た
伝
説
で
知
ら
れ
る

俵
藤
太
（
た
わ
ら
の
と
う
た
）
こ
と
藤
原
秀
郷
の

子
孫
佐
貫
氏
や
、
そ
の
分
家
の
小
泉
氏
、
古
戸
氏
、

古
海
氏
、
赤
岩
氏
な
ど
に
よ
り
分
割
支
配
さ
れ
て

い
ま
し
た
。
寄
木
戸
は
佐
貫
一
族
の
寄
木
氏
の
領

地
で
し
た
。
こ
の
寄
木
氏
の
寄
木
と
い
う
の
は
、

も
と
も
と
は
姓
で
は
な
く
、
小
泉
氏
な
ど
の
鎌
倉

幕
府
御
家
人
が
、
戦
時
の
「
い
ざ
鎌
倉
」
と
い
う

時
に
、
見
方
と
し
て
馳
せ
参
じ
る
援
軍
と
い
う
意

味
の
寄
騎
（
よ
り
き
）
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。 

寄
木
戸
の
「
戸
」
は
、
「
津
」
と
同
様
に
港
を

意
味
し
ま
す
。
静
岡
県
の
焼
津
市
や
滋
賀
県
の
大

津
市
、
三
重
県
の
津
市
な
ど
、
津
の
付
く
地
名
は
、

そ
の
ほ
と
ん
ど
が
港
に
ち
な
ん
だ
も
の
で
す
。 

一
方
、
茨
城
県
の
水
戸
市
や
、
青
森
県
の
八
戸

市
、
兵
庫
県
の
神
戸
市
、
埼
玉
県
戸
田
市
な
ど
も

同
様
に
港
に
ち
な
ん
だ
も
の
で
す
。 

ま
た
、
昔
は
海
の
港
だ
け
で
な
く
、
川
の
船
着

き
場
も
港
だ
っ
た
こ
と
は
、
利
根
川
に
限
ら
ず
、

大
き
な
川
の
岸
に
は
「
戸
」
の
つ
く
地
名
が
多
い

こ
と
か
ら
も
分
か
り
ま
す
。 

ち
な
み
に
、
太
田
市
古
戸
の
泉
福
寺
に
は
、
古

く
か
ら
水
運
の
神
様
の
金
比
羅
（
こ
ん
ぴ
ら
）
さ

ま
が
祀
ら
れ
て
い
ま
す
。 

堤
防
の
な
か
っ
た
昔
、
寄
木
戸
に
も
利
根
川
が

流
れ
て
い
た
時
代
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
宝
寿
院
の

墓
地
北
側
や
、
か
つ
て
「
ど
ぶ
田
」
と
呼
ば
れ
て

い
た
今
の
大
泉
西
中
の
敷
地
、
大
泉
消
防
署
西
側

の
水
田
等
の
地
形
か
ら
容
易
に
推
察
で
き
ま
す
。 

埋
め
立
て
に
よ
り
、
今
で
は
分
か
ら
な
く
な
っ

て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
大
泉
西
中
や
大
泉
消
防
署

が
建
設
さ
れ
る
前
は
、
三
洋
電
機
西
側
の
道
路
と
、

そ
の
西
側
に
広
が
る
水
田
と
の
間
に
は
、
約
３
ｍ

程
も
の
段
差
が
あ
り
ま
し
た
。 

し
た
が
っ
て
、
寄
木
戸
と
い
う
地
名
は
、
寄
騎

の
住
む
港
＝
戸
に
由
来
す
る
と
い
う
の
が
私
の
考

え
で
す
。 


