
あ
の
震
災
か
ら
ま
も
な
く
三
年
目
を
迎
え

よ̈
う
と
し
て
い
る
が
、
新
聞
は
今
も
時
折
、

仮

設
住
宅
で
の

「孤
独
死
」
を
伝
え
て
い

る
。
兵

庫
県
内
の
仮
設
で
死
後
数
日
た

っ

て
発
見
さ

れ
た
人
は
す
で
に
百
八
十
人
を

超
え
、
そ
の

う
ち
男
性
が
七
割
強
を
占
め
、

な
か
で
も
五
十
代
、
六
十
代
が
特
に
多
い
と

い

つヽ
。

と
こ
ろ
で
、
私
は
五
十
代
で
現
在

一
人
蕃

ら
し
だ
が
、
こ
の

「
孤
独
死
」
と
い
う
言
葉

に
は
単
身
者
に
対
す
る
偏
見
が
含
ま
れ
て
い

る
よ
う
に
思
え
て
緯
ら
な
い
。

「
孤
独
死
」

と
い
う
言
葉
は

「
誰
に
も
見
取
ら
れ
ず
に
死

ん
だ

『
孤
独
』
な
死
」
と
い
う
意
味
で
使
わ

れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
が
、
そ
こ
に
は

「
家
族

が
い
た
ら
、
そ
う
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
か

っ
た
だ
ろ
う
に
」
と
い
う

ニ
ュ
ア
ン
ス
が
暗

に
込
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
、

「
孤

独
死
」
を
伝
え
る
記
事
の
ほ
と
ん
ど
が

「
一

人
暮
ら
し
」
で
は
な
く

「独
り
暮
ら
し
」
の

又
字
を
使
用
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
容
易

に
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

で
は
果
た
し
て
ほ
ん
と
う
に

「
家
族
が
い

た
ら
、
そ
う
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
か

っ
た
」

だ
ろ
う
か
。
で
も
そ
れ
で
は
、
女
性
よ
り
も

男
性

の
方

に
多

い
こ
と

の
説
明
が

つ
か
な

い
。
単

身
者
の
割
合
は
女
性
の
方
が
圧
倒

的
に
高

い
か
ら
で
あ
る
。
で
は
な
ぜ
男
性

に
、
そ
れ

も
五
十
代
、
六
十
代
に
多
い
の

だ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
一

新
聞
な
ど
の
記
事
に
よ
る
と
、
死
亡
し
た

男
性
の
ほ
と
ん
ど
が

「無
職
」
と
な

っ
て
い

る
が
、
お
そ
ら
く
も
と
も
と
無
職
だ
っ
た
の

で
は
な
く
・、
震
災
に
よ
っ
て
勤
め
先
が
つ
ぶ

れ
た
り
し
て
職
を
失

っ
た
の
だ
ろ
う
。
ま
た
、

も
と
も
と

一
人

暮
ら
し
だ

っ
た

わ

け

で

も

な

く
、
震
災
に
よ

っ
て
家
族
を
失

っ
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

震
災
に
よ

っ
て
家
と
家
族
を
同
時
に
失

っ
た

人
も
い
れ
ば
、
家
や
職
を
失

っ
た
こ
と
が
き

っ
か
け
と
な
っ
て
家
族
と
別
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
人
も
い
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら

の
こ
と
を
理
由
と
し
て
生
き
る
気
力
を
徐
々

に
失
っ
て
い
き
、
そ
の
結
果
と
し
て
の

「孤

独
死
」
な
の
だ
ろ
う
。

議
は
変
わ
る
が
、
今
年
の
六
月
に
川
西
市

の
六
十
二
歳
の
市
議
会
議
長
が
自
宅
で

一
人

で
介
護
し
て
い
た
妻
を
衰
弱
死
さ
せ
て
い

る
。
十
月
に
は
加
古
郡
播
磨
町
で
五
十
三
歳

の
男
性
が
病
気
で
苦
し
ん
で
い
た
菱
か
ら

「
苦
し
い
か
ら
殺
し
て
く
れ
」
と
頼
ま
れ
た

か
ら
と
い
っ
て
、

蓑
の
首
を
絞
め
て
殺
し
て

い
る
。
私
に
は
、
こ
れ
ら
の
事
件
と
仮
設
住

宅
で
の
男
た
ち
の

「孤
独
死
」
と
は
根

っ
こ

の
と
こ
ろ
で
繋
が

っ
て
い
る
よ
う
に
思
え

る
。ま

ず

一
つ
に
は
、
そ
れ
ら
の
男
た
ち
に
は

一
人
で
生
き
て
い
く
た
め
の
生
活
的
自
立
、

と
く
に
そ
の
基
本
的
条
件
で
あ
る
食
生
活
に

関
し
て
の
知
識
や
技
術
が
欠
け
て
い
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

も
う

一
つ
は
、
困
っ
た
時
に
誰
か
に
弱
音

を
畦
い
た
り
助
け
を
求
め
る
と
い
う
発
想
や

習
慣
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
か
っ
た
の
で
は

や
血
縁
の
力
が

弱
く
な

っ
て
き
て
い
る
な
か

で
、
ひ
と
の
世
話
に
な
ら
な
い
で
家
族
だ
け

で
支
え
あ
う
こ
と
は
困
難
に
な

っ
て
き
て
い

る
こ
と
を
自
嘴
す
べ
き
で
ぁ

る
。

震
災
を
き
っ
か
尊
に
家
族
や
地
縁
の
再
発

見
を
言
う
人
も
い
る
が
、
あ
の
時
、
家
族
や

地
縁
は
ほ
と
ん
ど
何
の
役
に
も
立
た
ず
、
救

援
物
資
や
救
助
ポ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
は
じ
め
と

す
る
全
国
か
ら
の
援
助
に
多
く
を
頼
っ
た
こ

と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
私
の
場
合
も
、

醍
災
直
後
か
ら
心
身
共
に
支
え
て
く
れ
た
の

は
、
い
ち
は
や
く
疎
開
先
の
提
供
を
申
し
出

て
く
れ
た
人
た
ち
を
は
じ
め
、
そ
の
ほ
と
ん

ど
が
血
縁

。
地
縁
に
は
関
係
の
な
い
サ
ー
ク

ル
活
動
を
通
じ
た
仲
間
た
ち
で
あ

っ
た
。

単
身
世
帯
は
す
で
に
全
世
帯
数
の
二
割
を

超
え
て
い
る
。
家
族
の
構
成
員
数
も
今
後
ま

す
ま
す
減
少
し
て
い
く
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
れ

か
ら
は
、
行
政
と
地
域
住
民
が

一
緒
に
な
っ

て
、
家
族
に
依
存
し
な
い

「地
域
で
の
支
え

あ
い
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
を
さ
ま
ざ
ま
な
か

た
ち
で
作
り
だ
し
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
あ

る
。
そ
れ
と
同
時
に
今
は
、
ま
さ
か
の
時
に

備
え
た
保
険
と
し
て
の

「家
族
以
外
の
人
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
を
、
ひ
と
り
ひ
と
り
が
ど

れ
だ
け
多
く
持
っ
て
い
る
か
が
問
わ
れ
て
い

る
時
代
で
も
あ
る
よ
う
だ
。

（ミ
ニ
コ
ミ

「屋
台
村
通
信
」
発
行
人
）
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吉田 清彦

な
い
か
。

「
ひ

と
さ
ま
に
迷
惑

を
か
け
て
は
い

け
な
い
」
と
い

う
考
え
に
と
ら

わ
れ
て
、
そ
の

よ
う
な
こ
と
は

「
男
の
恥
」
だ

と
か
「
家
の
恥
」

だ
と
か
り
う
意

識
に
縛
ら
れ
て

い
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

家
族
を
構
成

す
る
人
数
が
少

な
く
な
り
、
そ

し
て
、
従
来
家

族
を
外
か
ら
支

え
て
き
た
地
縁


