
　

東
日
本
大
震
災
が
起
き
た
と
き
、
そ
の
惨
状
が
毎
日
つ
ぶ
さ
に

知
ら
さ
れ
る
な
か
、
何
か
で
き
る
こ
と
は
な
い
か
と
自
問
自
答
し

た
末
に
思
い
至
っ
た
の
は
、
結
局
自
分
に
は
彫
る
こ
と
し
か
で
き

な
い
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
そ
こ
で
、
被
災
さ
れ
た
方
や
亡
く
な

ら
れ
た
方
の
魂
を
慰
め
る
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
と
し
て
仏
像
を
届
け
た

い
と
ツ
イ
ッ
タ
ー
で
呼
び
か
け
た
と
こ
ろ
、
仏
師
の
三
浦
耀よ

う
ざ
ん山
さ

ん
の
協
力
を
得
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、「
縁
─Enishi

─
仏
像
奉

納
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
は
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。

　
昨
年
３
月
に
岩
手
県
大
槌
町
に
あ
る
江
岸
寺
に
御
本
尊
の
釈
迦

如
来
坐
像
を
納
め
て
無
事
完
了
と
な
っ
た
の
で
す
が
、
当
初
は
Ｓ

Ｎ
Ｓ
上
で
仏
像
な
ん
か
不
要
だ
と
誹
謗
中
傷
を
書
き
込
ま
れ
た
り

も
し
ま
し
た
。
一
方
で
喜
ん
で
く
だ
さ
る
方
々
も
お
り
、
毎
年
現

地
に
通
う
中
で
、
町
の
景
色
、
被
災
地
の
皆
さ
ん
の
表
情
や
言
葉

が
変
わ
っ
て
い
く
の
を
目
の
当
た
り
に
し
て
き
ま
し
た
。

　
毎
年
、
震
災
法
要
と
と
も
に
仏
像
を
彫
る
木
材
を
そ
の
場
に
設

置
し
、
参
列
し
た
方
々
に
仏
さ
ま
と
縁
を
結
ぶ
た
め
順
番
に
鑿の

み
を

入
れ
て
い
た
だ
い
た
の
が
、
鑿
入
れ
式
で
す
。
亡
く
な
っ
た
ご
家

族
の
数
だ
け
何
度
も
彫
ら
せ
て
く
れ
と
い
う
女
性
も
い
て
、
心
を

締
め
つ
け
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
ご
家
族
を
亡
く
さ
れ
生
き
る
気

力
を
失
っ
て
い
た
江
岸
寺
の
ご
住
職
ご
自
身
も
深
い
悲
し
み
の
中

に
あ
り
ま
し
た
。
６
年
目
の
３
月
11
日
。
集
ま
っ
た
方
々
に
「
こ

の
仏
さ
ん
に
皆
さ
ん
の
哀
し
い
想
い
を
持
っ
て
い
っ
て
も
ら
い
ま

し
ょ
う
」
と
仰
っ
た
住
職
の
言
葉
か
ら
お
気
持
ち
の
変
化
を
感
じ

ら
れ
、
そ
の
瞬
間
、
続
け
て
き
て
良
か
っ
た
と
思
え
た
の
で
す
。

　
納
め
た
仏
像
は
た
と
え
る
な
ら
千
羽
鶴
の
よ
う
な
も
の
。
い
ろ

い
ろ
な
形
で
関
わ
っ
て
下
さ
っ
た
人
た
ち
の
想
い
が
、
彫
り
出
す

こ
と
で
紡
が
れ
て
御
縁
が
形
と
な
り
、
そ
の
仏
像
は
こ
れ
か
ら
何

百
年
に
も
わ
た
っ
て
人
々
の
祈
り
の
対
象
と
な
る
。

　
震
災
か
ら
十
年
、
い
ま
ま
た
新
型
コ
ロ
ナ
の
惨
禍
の
も
と
、
世

の
中
は
混
沌
と
し
つ
つ
あ
っ
て
宗
教
離
れ
も
進
ん
で
い
ま
す
。
そ

れ
で
も
、
き
っ
と
人
は
祈
り
続
け
て
い
く
で
し
ょ
う
し
、
仏
さ
ま

を
彫
り
出
す
行
為
は
ま
さ
に
祈
る
こ
と
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　
そ
れ
ま
で
自
ら
を
「
仏
師
・
彫
刻
家
」
と
称
し
て
い
た
の
は
、

あ
く
ま
で
職
人
で
あ
る
仏
師
と
、
何
を
作
る
べ
き
か
を
自
ら
に
問

う
彫
刻
家
と
い
う
、
相
反
す
る
も
の
が
自
分
の
中
に
違
和
感
な
く

存
在
し
て
い
た
か
ら
で
し
た
。
も
う
一
度
初
心
に
立
ち
か
え
っ
て
、

仏
師
と
し
て
新
し
い
祈
り
の
形
と
い
う
も
の
を
残
し
て
い
き
た
い
。

仏
さ
ま
の
言
語
を
間
違
い
な
く
通
訳
し
紡
い
で
い
く
た
め
に
、
技

術
を
向
上
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
い
ま
は
そ
ん
な
風
に
自
ら
の
意

識
も
変
わ
っ
て
き
た
気
が
し
て
い
ま
す
。
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