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こ
の
た
び
の
震
災
で
被
災
さ
れ
た
皆
様
に
、
謹
ん
で
お
見
舞
い
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

被
災
地
の
皆
様
に
は
、
一
刻
も
早
い
復
興
を
切
に
お
祈
り
い
た
し
ま
す
。 

 

 



【
略
解
題
】 

  

わ
が
国
で
初
め
て
〇
貞
観
地
震
〈｢

貞
観
津
波
〈
を
歴
史
地
理
学
的
に
解
析
し
た 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

じ
ょ
う
が
ん 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

む 

つ 
 

ふ

じ

ょ

う 
 

 
 

し
ん
ど
う 

 

こ
う
い
つ 

吉
田
東
伍
の
研
究
論
文
〉
貞
観
十
一
年 

陸
奥
府
城
の
震
動
洪
溢
《
に
つ
い
て 

  

渡 

辺 
 

史 

生 

＊  

二
〇
一
一
年
（
平
成
二
十
三
年
）
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太

平
洋
沖
地
震
（
東
日
本
大
震
災
）
は
、
八
六
九
年
（
貞
観
十
一
年
）
五
月
二

十
六
日
に
陸
奥
国
東
方
の
海
底
を
震
源
と
し
て
発
生
し
た
巨
大
地
震
＝
〇
貞

観
地
震
〈（〇
貞
観
津
波
〈）
と
の
類
似
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
（
注
１
）
。 

  

貞
観
地
震
と
津
波
に
つ
い
て
は
、
平
安
時
代
、
天
皇
の
勅
命
に
よ
っ
て
編

さ
ん
さ
れ
た
歴
史
書
〉
日
本
三
代
実
録
《
に
次
の
よ
う
な
記
載
が
あ
り
、
そ

の
烈
し
い
惨
状
を
伝
え
て
い
ま
す
。 

 

〇
廿
六
日
癸
未 

陸
奥
國
地
大
震
動 

流
光
如
晝
隠
映 

頃
之 

人
民

叫
呼 

伏
不
能
起 

或
屋
仆
壓
死 

或
地
裂
埋
殪 

馬
牛
駭
奔 

或
相

昇
踏 

城
」
（
土
へ
ん
に
郭
）
倉
庫 

門
櫓
墻
壁 

頽
落
顛
覆 

不
知

其
數 

海
口
哮
吼 

聲
似
雷
霆 

驚
濤
涌
潮 

泝
」
（
さ
ん
ず
い
に
回)

漲
長 

忽
至
城
下 

去
海
數
十
百
里 

浩
々
不
弁
其
涯
」 

(

さ
ん
ず
い

に
矣
）
原
野
道
路 

惣
為
滄
溟 

乘
船
不
遑 

登
山
難
及 

溺
死
者
千

許 

資
産
苗
稼 

殆
無
孑
遺
焉
〈（
注
２
） 

 
（
以
下
意
訳
） 

 
〇
二
十
六
日 

陸
奥
国
で
大
地
震
。
流
光
が
昼
の
よ
う
に
ひ
か
っ
た
。

そ
の
時
、
人
び
と
は
悲
鳴
を
上
げ
、
伏
し
た
ま
ま
立
つ
こ
と
が
で
き
な



か
っ
た
。
あ
る
者
は
家
が
倒
れ
て
圧
死
し
、
あ
る
者
は
地
割
れ
に
の
ま

れ
て
埋
ま
っ
た
。
馬
や
牛
が
驚
い
て
走
り
ま
わ
り
、
互
い
に
踏
み
合
う

あ
り
さ
ま
だ
。
城
郭
、
倉
、
門
、
囲
い
の
壁
が
崩
れ
落
ち
、
ひ
っ
く
り

か
え
っ
た
。
そ
の
数
は
数
え
切
れ
な
い
。
海
口
が
吠
え
叫
び
、
雷
の
よ

う
な
音
が
し
て
津
波
が
押
し
寄
せ
、
た
ち
ま
ち
城
下
に
ま
で
達
し
た
。

海
か
ら
遠
く
離
れ
て
い
た
が
、
言
い
表
せ
な
い
ほ
ど
広
大
な
土
地
が
水

に
浸
っ
た
。
野
原
も
道
路
も
す
べ
て
海
原
と
な
っ
た
。
舟
に
も
乗
れ
ず
、

山
に
登
っ
て
逃
げ
る
こ
と
も
で
き
ず
、
溺
れ
死
ん
だ
者
千
ば
か
り
、
資

産
や
農
作
物
は
、
殆
ど
の
こ
る
こ
と
無
し
〈 

  

古
文
書
や
伝
承
の
存
在
に
よ
っ
て
、
以
前
か
ら
知
ら
れ
て
い
た
貞
観
十
一

年
の
地
震
と
津
波
で
す
が
、
意
外
に
も
専
門
的
な
研
究
が
本
格
化
す
る
よ
う

に
な
っ
た
の
は
一
九
九
〇
年
代
以
降
の
こ
と
で
す
（
注
３
）
。 

東
北
地
方
太
平
洋
沿
岸
の
平
野
部
で
は
じ
ま
っ
た
東
北
大
学
や
産
業
総

合
研
究
所
等
に
よ
る
古
地
震
と
津
波
の
堆
積
物
に
関
す
る
分
布
調
査
で
は
、

多
く
の
調
査
地
点
か
ら
貞
観
津
波
の
堆
積
物
が
検
出
さ
れ
、
範
囲
や
規
模
等

の
研
究
が
一
気
に
進
み
ま
し
た
。
発
掘
や
ボ
ー
リ
ン
グ
調
査
の
結
果
、
現
在

の
宮
城
県
石
巻
市
、
仙
台
平
野
、
福
島
県
中
部
と
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
貞
観

津
波
の
襲
来
が
確
認
さ
れ
、
古
文
書
の
記
述
や
伝
承
が
裏
付
け
ら
れ
ま
し
た

（
注
４
）
。 

調
査
関
係
者
は
こ
れ
ら
の
成
果
を
も
と
に
、
近
い
将
来
に
地
震
・
大
津
波

の
再
来
の
可
能
性
が
あ
る
と
見
て
、
各
方
面
に
対
し
て
注
意
喚
起
を
し
て
い

た
と
こ
ろ
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
警
鐘
へ
の
対
策
が
施
さ
れ
な
い
ま
ま
、

三
・
一
一
東
日
本
大
震
災
の
発
生
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
（
注
５
）
。 

〇
千
年
に
一
度
〈
と
称
さ
れ
る
大
難
を
眼
に
し
た
今
、
〇
歴
史
の
教
訓
に

学
ぶ
こ
と
〈
の
意
義
が
鋭
く
問
わ
れ
て
い
ま
す
。 

 

 

歴
史
地
理
学
者
吉
田
東
伍
（
一
八
六
四
―
一
九
一
八
）
は
過
去
の
自
然
災

害
を
検
証
し
、
そ
の
成
果
を
今
日
の
減
災
、
将
来
の
防
災
に
役
立
て
る
、
と

い
う
極
め
て
現
代
的
な
視
座
を
も
っ
て
研
究
に
取
り
組
ん
で
い
ま
し
た
。 

 

そ
の
吉
田
の
数
あ
る
災
害
史
関
連
の
著
作
の
中
か
ら
、
一
九
〇
六
年
（
明

治
三
十
九
年
）
十
二
月
に
日
本
歴
史
地
理
学
会
の
雑
誌
〉
歴
史
地
理
《
に
発

表
さ
れ
た
〇
貞
観
地
震
〈〇
貞
観
津
波
〈
に
関
す
る
論
考 

『
貞
観
十
一
年 

陸

奥
府
城
の
震
動
洪
溢
』 

を
全
文
紹
介
し
ま
す
。 

 

吉
田
は
こ
の
当
時
〉
大
日
本
地
名
辞
書
《
（
初
版
全
十
一
冊
、
完
成
一
九

〇
七
年
十
月
）
の
編
さ
ん
の
終
盤
に
か
か
る
頃
で
、
多
忙
な
日
々
を
送
っ
て

い
ま
し
た
。
吉
田
自
身
が
記
し
て
い
る
よ
う
に
こ
の
論
文
は
〉
大
日
本
地
名

辞
書
《
の
陸
前
宮
城
郡
、
そ
の
他
の
関
係
項
目
中
へ
〇
貞
観
地
震
〈
に
関
す

る
文
章
を
挿
入
し
よ
う
と
準
備
し
て
い
た
も
の
の
、
こ
れ
を
す
っ
か
り
失
念

し
、
そ
の
手
抜
か
り
を
悔
い
〇
手
遅
れ
で
も
、
之
を
雑
誌
に
寄
稿
し
て
お
い

た
な
ら
ば
、
多
少
補
足
の
用
に
な
る
か
と
思
ひ
返
し
〈
と
い
う
動
機
で
ま
と

め
ら
れ
た
も
の
で
、
著
者
の
真
摯
な
研
究
姿
勢
が
う
か
が
え
ま
す
。 

 
今
日
〇
貞
観
地
震
〈
〇
貞
観
津
波
〈
の
史
的
研
究
は
広
範
・
学
際
的
に
す

す
め
ら
れ
、
精
緻
な
も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
。
発
表
か
ら
す
で
に
一
世
紀
以

上
経
過
し
た
吉
田
東
伍
の
論
文
は
時
代
性
と
い
う
限
界
を
持
っ
て
は
い
ま



す
が
、
今
な
お
酌
む
べ
き
着
眼
点
が
随
所
に
見
ら
れ
、
示
唆
に
富
む
有
用
な

論
考
で
す
。
ま
た
〇
貞
観
地
震
〈
〇
貞
観
津
波
〈
を
歴
史
地
理
学
的
見
地
か

ら
解
析
し
た
も
っ
と
も
早
い
論
考
と
し
て
、
史
学
史
上
記
憶
さ
れ
る
べ
き
著

述
で
す
（
注
６
）
。 

 

貞
観
津
波
は
今
で
こ
そ
〇
貞
観
の
多
賀
城
津
波
〈
の
異
称
で
も
知
ら
れ
て

い
ま
す
が
、〉
三
代
実
録
《
中
の
〇
忽
至
城
下
（
た
ち
ま
ち
城
下
に
い
た
る
）〈

と
記
さ
れ
た
城
下
と
は
陸
奥
国
府
の
多
賀
城
下
の
こ
と
で
あ
り
、
論
証
に
よ

っ
て
津
波
が
そ
こ
ま
で
押
し
寄
せ
た
と
明
確
に
特
定
し
た
の
は
お
そ
ら
く

こ
の
論
文
が
最
初
で
し
ょ
う
。 

 

〉
三
代
実
録
《
の
記
述
で
は
〇
忽
至
城
下
〈
と
の
み
あ
り
、
何
郡
の
何
城

と
い
う
具
体
的
記
述
が
あ
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
こ
れ
だ
け
で
は
ど
こ
の
城
下

な
の
か
漠
然
と
し
て
い
ま
す
。
吉
田
は
〇
何
郡
何
城
と
書
せ
ず
し
て
、
唯
、

国
と
い
ひ
城
と
い
ふ
は
、
其
国
府
府
城
の
こ
と
で
あ
る
〈
と
し
な
が
ら
も
、

当
時
陸
奥
に
あ
っ
た
多
賀
城
以
外
の
城
郭
に
も
注
意
を
向
け
、
そ
れ
ら
の
位

置
や
土
地
の
起
伏
、
水
系
等
を
検
討
し
た
上
で
こ
れ
ら
の
候
補
を
排
斥
し
、

〇
此
事
変
は
主
と
し
て
宮
城
郡
の
府
城
を
破
壊
し
た
る
も
の
、
と
確
認
し
て

よ
ろ
し
い
〈
と
断
じ
て
い
ま
す
（
注
７
）
。 

  

次
に
吉
田
は
百
人
一
首
の
〇
契
り
き
な
か
た
み
に
袖
を
し
ぼ
り
つ
ゝ
末
の

松
山
浪
こ
さ
じ
と
は
〈
（
後
拾
遺
集 

恋
四 

七
七
〇
）
清
原
元
輔
）
の
下

の
句
〇
末
の
松
山
浪
こ
さ
じ
と
は
〈
に
着
目
し
ま
す
。
こ
の
歌
の
本
歌
で
あ

る
〇
君
を
お
き
て
あ
だ
し
心
を
わ
が
も
た
ば
す
ゑ
の
松
山
浪
も
こ
え
な
む
〈

（
古
今
集
東
歌 

一
〇
九
三
）
も
、
詠
ま
れ
て
い
る
地
は
多
賀
城
・
八
幡
の

沙
丘
、
末
の
松
山
に
外
な
ら
な
い
と
し
、
歌
学
書
〉
袖
中
抄
《
や
歌
僧
宗
久

に
よ
る
紀
行
文
〉
都
の
つ
と
《
、
歌
集
〉
橘
為
仲
朝
臣
集
《
を
も
援
用
し
て

論
証
、
比
定
し
て
い
ま
す
（
注
８
）
。 

 

加
え
て
〇
〉
末
松
山
《
は
貞
観
の
洪
溢
の
前
に
も
、
後
に
も
、
真
に
波
濤

の
こ
し
た
の
で
は
無
い
。
越
し
さ
う
で
、
こ
さ
な
い
所
で
、
此
沙
丘
が
詠
興

せ
ら
る
る
の
で
あ
る
〈
と
述
べ
、
歌
枕
〇
末
の
松
山
〈
に
は
貞
観
津
波
の
反

映
が
あ
る
こ
と
を
明
言
、
そ
の
含
意
を
解
明
し
た
点
で
、
国
文
学
の
研
究
史

の
上
か
ら
も
画
期
的
論
考
で
す
（
注
９
）
。 

  

さ
ら
に
〉
三
代
実
録
《
の
〇
流
光
如
晝
隠
映
（
流
光
昼
の
ご
と
く
隠
映
す
）〈

と
い
う
記
述
に
も
注
目
、
当
時
ま
だ
奇
怪
視
さ
れ
て
い
た
地
震
の
際
に
起
こ

る
発
光
現
象
に
つ
い
て
、
火
山
に
よ
る
発
光
を
仮
定
し
て
検
討
を
加
え
、
結

果
、
記
録
さ
れ
る
べ
き
火
山
灰
降
下
や
噴
煙
等
の
異
変
が
一
向
に
記
録
さ
れ

て
お
ら
ず
、
こ
れ
は
火
山
爆
発
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、〇
流
光
の
光
源
は
、

海
上
に
映
じ
た
者
で
無
か
っ
た
か
〈
と
先
見
的
に
論
じ
て
い
ま
す
（
注
10
）
。 

 

ま
た
、
津
波
を
引
き
起
こ
し
た
地
震
の
震
源
に
つ
い
て
も
推
察
し
、
明
治

二
十
九
年
の
三
陸
津
波
の
例
も
引
い
て
〇
去
ぬ
る
二
十
九
年
の
、
三
陸
大
海

嘯
は
、
陸
上
の
火
山
暴
発
を
待
た
ず
し
て
、
他
に
遠
海
に
震
動
の
原
因
を
持

っ
て
居
た
。
貞
観
の
地
震
津
波
も
、
恐
ら
く
は
、
苅
田
嶺
（
蔵
王
嶽
）
の
暴



発
に
因
る
に
あ
ら
ず
し
て
、
他
に
遠
海
に
其
の
震
源
を
持
て
居
た
者
で
あ
ら

う
か
〈
と
す
る
推
論
は
的
確
で
す
。 

  

現
在
で
も
諸
本
に
よ
っ
て
表
記
に
異
同
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
時
折
議
論
を

呼
ん
で
い
る
〉
三
代
実
録
《
文
中
の
〇
去
海
数
千
百
里
〈
部
分
（〇
千
百
里
〈

と
す
る
も
の
と
〇
十
百
里
〈
と
す
る
も
の
が
あ
り
、
〇
千
〈
字
と
〇
十
〈
字

の
異
同
を
ど
う
見
る
か
）
に
関
し
て
も
吉
田
は
論
及
し
て
お
り
、〇
去
海
は
、

府
城
と
海
汀
の
間
隔
に
ほ
か
な
ら
ず
〈
千
百
里
は
〇
誇
大
と
申
さ
ね
ば
な
ら

ぬ
〈
と
し
、
〇
国
司
の
奏
言
に
数
十
百
里
と
有
っ
た
も
の
を
、
十
が
千
に
い

つ
と
な
く
誤
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
兎
角
字
句
に
疑
惑
が
あ
る
〈
と
誤

伝
・
錯
字
で
あ
る
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
ま
す
（
注
11
）
。 

 

吉
田
が
想
定
し
た
貞
観
津
波
の
到
達
域
に
つ
い
て
は
、〇
海
口
と
申
す
は
、

今
の
湊
浜
（
原
文
フ
リ
ガ
ナ
「
ミ
ナ
ト
ハ
マ
」）
で
、
八
幡
（
原
文
フ
リ
ガ
ナ
「
ヤ
ハ
タ
」）

川
（
注
12
）

の
水
脉
を
逆
行
し
て
、
多
賀
城
の
下
ま
で
、
津
浪
が
押
し
込
み
ま

し
た
者
で
あ
ら
う
〈
〇
沿
海
所
々
、
皆
洪
溢
の
襲
ふ
所
と
な
り
ま
し
た
で
あ

ろ
う
、
即
、
湊
浜
の
南
北
、
少
な
く
と
も
、
遠
島
（
原
文
フ
リ
ガ
ナ
「
ト
ホ
シ
マ
」）

(

牡
鹿
半
島)

か
ら
阿
福
麻
（
原
文
フ
リ
ガ
ナ
「
ア
フ
ク
マ
」
）
に
か
け
て
位
は
、
海

湾
の
大
形
勢
の
上
よ
り
打
算
し
て
、
其
洪
溢
区
域
で
あ
る
で
あ
ろ
う
〈
と
し

て
い
ま
す
。 

田
野
が
津
波
に
よ
っ
て
水
没
し
て
し
ま
っ
た
事
例
は
、
夫
木
和
歌
抄
の

〇
朽
ち
の
こ
る
野
田
の
入
江
の
ひ
と
つ
ば
し
心
細
く
も
身
ぞ
ふ
り
に
け
る
〈

（
平
政
村
）
の
野
田
の
入
江
、
弘
安
百
首
の
〇
稀
に
だ
に
と
ふ
の
浦
風
音
づ

れ
ば
野
田
の
松
が
ね
か
た
し
き
や
せ
む
〈
（
長
明
）
と
歌
わ
れ
て
い
る
十
符

の
浦
が
傍
証
と
し
て
解
り
や
す
い
と
し
、
仙
台
藩
編
さ
ん
の
地
誌
〉
封
内
風

土
記
《
や
佐
久
間
洞
巌
の
〉
奥
羽
観
蹟
聞
老
志
《
も
引
い
て
貞
観
以
後
の
地

名
の
変
転
を
考
察
し
て
い
ま
す
。 

〇
八
幡
川
（
市
川
）
の
南
を
流
る
る
冠
（
原
文
フ
リ
ガ
ナ
「
カ
ム
リ
」）
川
（
七

北
田
（
原
文
フ
リ
ガ
ナ
「
ナ
ナ
キ
タ
ダ
」
）
川
）
の
、
浴
々
と
し
て
低
野
を
横
流
し

去
る
を
見
て
も
、
此
に
も
津
浪
の
打
込
ま
れ
ま
し
た
こ
と
を
想
像
さ
れ
る
〈

が
、
田
子
（
多
湖
）
の
浦
は
そ
の
〇
桑
滄
（
そ
う
そ
う
）
の
変
〈
す
な
わ
ち

桑
田
滄
海
（
そ
う
で
ん
そ
う
か
い
＝
桑
畑
が
た
ち
ま
ち
に
し
て
青
々
と
し
た

海
に
変
じ
る
意
）
を
語
る
地
名
で
あ
る
と
書
い
て
い
ま
す
。 

ま
た
、
津
波
を
遡
及
さ
せ
た
海
口
の
湊
浜
は
、
や
が
て
多
賀
の
湊
と
称
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
け
れ
ど
も
、
今
は
全
く
港
の
形
状
を
し
て
い
な
い
、
こ

れ
は
そ
の
後
仙
台
藩
が
行
っ
た
運
河
の
開
削
（
貞
山
堀
）（
注
13
）

に
よ
っ
て

海
口
が
埋
も
れ
て
し
ま
っ
た
た
め
で
あ
る
、
と
も
記
し
開
発
の
進
展
に
よ
る

地
形
変
動
に
ま
で
言
及
し
て
い
ま
す
。 

  

吉
田
は
最
後
に
、
今
後
の
研
究
の
進
展
に
期
待
を
寄
せ
、
貞
観
津
波
の
襲

来
地
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
判
断
さ
れ
る
遠
島
か
ら
逢
隈
の
間
の
汀
辺
河

口
所
ど
こ
ろ
に
そ
の
痕
跡
が
あ
り
、
ま
だ
ま
だ
い
ろ
い
ろ
な
話
が
出
て
く
る

こ
と
が
予
想
さ
れ
る
の
で
今
後
探
索
す
べ
き
で
あ
る
、
と
結
ん
で
い
ま
す
。 



 
辞
書
の
補
遺
に
と
ど
ま
ら
な
い
論
考 

 

は
じ
め
に
も
述
べ
た
と
お
り
、
吉
田
は
こ
の
論
文
を
〉
大
日
本
地
名
辞
書
《

の
記
述
の
遺
漏
を
補
う
目
的
で
ま
と
め
た
と
し
て
い
ま
す
。
な
る
ほ
ど
本
文

の
二
字
下
げ
小
活
字
の
文
章
は
、
細
部
で
異
な
る
と
こ
ろ
は
あ
り
ま
す
が
、

地
名
辞
書
陸
前
宮
城
郡
の
》
末
松
山
「
》
市
川
「》
野
田
「》
田
子
「》
湊
浜
「

各
項
中
の
文
章
の
一
部
と
そ
れ
ぞ
れ
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
ま
す
。 

全
十
一
分
冊
で
発
行
さ
れ
た
地
名
辞
書
の
第
五
冊
之
上
の
発
行
日
は
明

治
三
十
九
年
六
月
八
日
。
本
論
文
を
掲
載
し
た
雑
誌
〉
歴
史
地
理
《
の
発
行

は
同
年
の
十
二
月
一
日
で
す
。
そ
の
後
、
地
名
辞
書
は
著
者
生
前
か
ら
没
後

ま
で
い
く
度
か
版
を
重
ね
（
注
14
）
、
戦
後
に
は
増
補
版
の
刊
行
も
あ
り
ま
し

た
が
、
本
論
文
の
趣
意
を
加
味
し
た
改
訂
が
加
え
ら
れ
た
と
い
っ
た
形
跡
は

あ
り
ま
せ
ん
。 

吉
田
は
冒
頭
、
辞
書
へ
の
記
載
忘
れ
を
悔
い
〇
余
り
の
手
抜
か
り
で
独
で

苦
笑
す
る
よ
り
外
に
、
方
が
あ
り
ま
せ
ん
〈
と
自
嘲
し
て
い
ま
す
。
し
か
し

今
に
し
て
み
れ
ば
、
皮
肉
に
も
こ
の
こ
と
が
逆
に
奏
功
し
て
、
碩
学
に
よ
る

〇
貞
観
地
震
〈
〇
貞
観
津
波
〈
に
テ
ー
マ
を
絞
っ
た
先
駆
的
論
考
が
独
立
し

て
残
さ
れ
る
結
果
と
な
り
ま
し
た
。 

著
者
の
か
つ
て
の
フ
ィ
ー
ル
ド 

実
は
吉
田
に
と
っ
て
、
論
文
の
対
象
地
で
あ
る
陸
奥
府
城
す
な
わ
ち
多
賀

城
の
辺
を
含
む
宮
城
の
地
は
、
か
つ
て
彼
が
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
た
特
別
の
地

で
し
た
。
一
八
八
五
年
（
明
治
十
八
年
）
、
二
十
一
歳
の
吉
田
は
一
年
志
願

兵
と
し
て
仙
台
鎮
台
（
歩
兵
第
四
連
隊
）
に
入
営
し
、
こ
の
地
で
軍
隊
生
活

を
送
り
ま
す
。
在
営
中
、
日
曜
日
に
は
宮
城
師
範
学
校
内
に
あ
っ
た
宮
城
書

籍
館
（
し
ょ
じ
ゃ
く
か
ん
）
に
通
い
詰
め
〉
奥
羽
観
蹟
聞
老
志
《
等
の
文
献

を
読
み
漁
り
、
あ
る
い
は
仙
台
付
近
の
史
跡
を
訪
ね
廻
る
等
余
念
が
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
（
注
15
）
。
実
際
の
仙
台
滞
在
期
間
は
一
年
に
満
た
な
い
も
の
で

し
た
が
、
ま
さ
に
こ
の
地
は
歴
史
地
理
学
者
吉
田
東
伍
に
し
て
学
問
の
基
層

を
育
ん
だ
揺
籃
の
地
で
も
あ
っ
た
の
で
す
。 

即
ち
本
論
文
は
、
著
者
の
十
分
な
土
地
鑑
を
も
っ
て
認
め
ら
れ
た
も
の
で

あ
る
、
と
い
う
点
を
こ
こ
で
確
認
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

お
わ
り
に 

 

以
上
の
よ
う
に
今
回
の
震
災
域
で
過
去
に
も
大
規
模
な
地
震
・
津
波
が
起

き
て
い
た
事
は
、
既
に
一
九
〇
六
年
（
明
治
三
十
九
年
）
の
段
階
で
歴
史
地

理
学
者
吉
田
東
伍
に
よ
っ
て
〉
日
本
三
代
実
録
《
の
記
述
を
検
証
す
る
形
で

解
析
・
公
表
さ
れ
、
し
か
も
将
来
の
フ
ィ
ー
ル
ド
・
ワ
ー
ク
ま
で
提
起
さ
れ

て
い
ま
し
た
。 

し
た
が
っ
て
貞
観
地
震
と
そ
の
津
波
に
よ
る
災
害
は
史
学
史
上
に
お
い

て
は
一
世
紀
以
上
も
前
か
ら
既
知
の
事
件
で
あ
っ
た
と
言
わ
ね
ば
な
ら
ず
、

こ
う
し
た
点
か
ら
も
、
今
回
の
地
震
に
よ
る
大
津
波
の
襲
来
を
一
概
に
前
知

不
能
な
〇
想
定
外
〈
の
事
象
で
あ
っ
た
か
の
ご
と
く
形
容
し
、
片
付
け
て
し

ま
う
訳
に
は
い
き
ま
せ
ん
。 

今
後
、
災
害
史
研
究
の
精
度
を
向
上
さ
せ
る
上
で
も
、
関
連
諸
分
野
の
先

行
研
究
に
対
す
る
謙
虚
な
姿
勢
で
の
レ
ビ
ュ
ー
が
ぜ
ひ
必
要
で
す
。 



注
１ 

〇
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
９
・
０
の
衝
撃
〈
〉
日
経
サ
イ
エ
ン
ス 

特
集 

東
日
本
大
震
災 

 
 
 
 
 

通
巻
四
八
〇
号
《（
日
経
サ
イ
エ
ン
ス
社 

二
〇
一
一
年
六
月
）
ほ
か 

注
２ 
国
史
大
系
本
に
よ
る
（
改
訂
増
補
国
史
大
系 

第
四
巻
〉
日
本
三
代
実
録
《
黒
板
勝

美
校
訂
） 

注
３ 

一
九
九
〇
年
代
の
端
緒
的
研
究
と
し
て
、
阿
部
壽
・
菅
野
喜
貞
・
千
釜
章
〇
仙
台
平

野
に
お
け
る
貞
観
11
年
（
８
６
９
年
）
三
陸
津
波
の
痕
跡
高
の
推
定
〈〉
地
震 

第
２
輯 

第

43
巻
第
４
号
《
（
日
本
地
震
学
会 

一
九
九
〇
年
十
二
月
）
が
注
目
さ
れ
る
。
同
論
文
で

は
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
吉
田
の
論
文
の
再
録
（
〉
日
本
歴
史
地
理
之
研
究
《
一
九
二
二

年
／
一
九
七
五
年
復
刻
版
）
を
引
用
し
て
、
吉
田
に
よ
る
〉
三
代
実
録
《
〇
城
下
〈
の
多

賀
城
比
定
と
〇
千
百
里
〈
を
錯
字
と
す
る
指
摘
つ
い
て
も
簡
単
に
触
れ
て
い
る
。 

注
４ 

① 

箕
浦
幸
治
〇
特
集 

津
波
災
害
は
繰
り
返
す
〈
〉
ま
な
び
の
杜 

２
０
０
１ 

夏 

№
16
《
（
東
北
大
学 

二
〇
〇
一
年
六
月
） 

② 

宍
倉
正
展
・
澤
井
祐
紀
・
行
谷
佑
一
・

岡
村
行
信
〇
平
安
の
人
々
が
見
た
巨
大
津
波
を
再
現
す
る
―
西
暦
８
６
９
年
貞
観
津
波
―
〈

〉 
A
FE
RC

  
NE
WS  

N
o.
1
6 

《
産
業
技
術
総
合
研
究
所 

活
断
層
・
地
震
研
究
セ
ン
タ
ー 

二
〇
一
〇
年
九
月
）
③
〉
日
経
サ
イ
エ
ン
ス 

四
八
〇
号
《
（
前
掲
注
１
）
ほ
か 

注
５ 

日
本
経
済
新
聞 

二
〇
一
一
年
三
月
二
十
七
日
付 
社
会
面
記
事
（
見
出
し
〇
津
波

警
鐘
間
に
合
わ
ず 

対
策
促
し
た
研
究
者
ら
落
胆 

あ
と
数
年
あ
れ
ば
…
〈
）
な
ど 

注
６ 

貞
観
地
震
・
貞
観
津
波
に
つ
い
て
地
震
学
の
観
点
か
ら
注
意
を
向
け
た
最
初
の
研
究

者
は
東
京
帝
国
大
学
地
震
学
教
室
の
今
村
明
恒
（
一
八
七
〇
―
一
九
四
八
）
で
あ
る
と
さ

れ
て
い
る
。
原
拠
と
し
て
、
今
村
に
よ
る 

①
〇
三
陸
沿
岸
に
於
け
る
過
去
の
津
浪
に
就
て
〈

〉
地
震
研
究
所
彙
報
別
冊 

第
１
号
《
（
東
京
帝
国
大
学
地
震
研
究
所 

一
九
三
四
年
三

月
）
、
②
〇
日
本
に
於
け
る
過
去
の
地
震
活
動
に
就
い
て
（
未
定
稿
）
〈
〉
地
震 
第
１
輯 

第
８
巻
第
３
号
《
（
地
震
学
会 

一
九
三
六
年
三
月
）
、
③
〇
日
本
に
於
け
る
過
去
の
地

震
活
動
に
就
い
て
（
増
訂
）
〈
〉
地
震 

第
１
輯 

第
８
巻
第
12
号
《
（
地
震
学
会 

一
九

三
六
年
十
二
月
）
の
各
論
文
が
示
さ
れ
る
場
合
が
多
い
が
、
貞
観
の
地
震
・
津
波
に
関
し

て
は
各
論
文
と
も
構
成
の
一
部
と
し
て
触
れ
ら
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
対
し
て
注
目
す

べ
き
は
、
学
問
分
野
の
基
点
は
異
な
る
も
の
の
、
貞
観
地
震
・
津
波
を
主
題
と
し
た
吉
田

の
論
文
が
こ
れ
ら
を
約
三
十
年
も
遡
っ
て
発
表
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
吉
田
論

文
の
歴
史
的
評
価
・
位
置
付
け
は
、
分
野
、
分
類
を
越
え
た
横
断
的
視
点
に
立
っ
て
な
さ

れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。 

注
７ 

多
賀
城
下
と
す
る
見
解
が
今
日
通
説
と
な
っ
て
い
る
が
異
説
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

仙
台
平
野
南
部
の
武
隈
（
岩
沼
市
）
に
一
時
国
府
が
あ
っ
た
と
す
る
伝
説
（
歌
枕
〇
武
隈

の
松
〈
に
ま
つ
わ
る
故
事
を
拠
り
ど
こ
ろ
に
し
た
説
）
の
存
在
か
ら
唱
え
ら
れ
て
い
る
武

隈
館
説
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ま
で
同
地
で
累
積
さ
れ
て
い
る
考
古
学
・
歴
史
学
的
知

見
か
ら
は
謬
説
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。 

注
８ 

末
の
松
山
の
比
定
候
補
地
は
今
日
で
も
、
多
賀
城
市
八
幡
の
ほ
か
に
、
⑴
現
・
福
島

県
い
わ
き
市
説
、
⑵
現
・
岩
手
県
二
戸
市
説
、
⑶
現
・
宮
城
県
石
巻
市
須
江
（
旧
・
桃
生

郡
河
南
町
）
説
が
あ
る
（
〇
末
の
松
山
〈
〉
宮
城
県
の
地
名
《
日
本
歴
史
地
名
体
系
第
４

巻 

平
凡
社 

一
九
八
七
年 

に
よ
る
）
が
、
一
般
的
に
は
多
賀
城
市
八
幡
説
が
も
っ
と
も

有
力
と
さ
れ
る
。
ち
な
み
に
、
作
家
白
洲
正
子(

一
九
一
〇
―
一
九
九
八
）
は
著
書
〉
私
の

百
人
一
首
《
（
新
潮
選
書 

一
九
七
六
年
）
の
中
で
吉
田
の
〉
大
日
本
地
名
辞
書
《
を
引
い

て
〇
吉
田
東
伍
氏
は
八
幡
の
方
を
正
し
い
と
し
、
そ
こ
に
は
〇
末
松
神
社
〈
と
い
う
古
い

社
も
あ
る
。
〇
歌
枕
〈
は
、
名
前
と
景
色
が
美
し
い
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
地
方
の
歴
史

と
結
び
つ
い
て
、
は
じ
め
て
成
立
す
る
の
で
あ
ろ
う
〈
と
書
い
て
い
る
。 

注
９ 

末
の
松
山
と
貞
観
津
波
の
関
係
を
論
じ
た
近
年
の
論
考
で
は
、
①
清
水
大
吉
郎
〇〇
末

の
松
山
浪
越
さ
じ
〈
と
は
？
〈〉
地
質
ニ
ュ
ー
ス
５
５
３
号
《（
地
質
ニ
ュ
ー
ス
編
集
委
員

会 

二
〇
〇
〇
年
九
月
） 

②
河
野
幸
夫
〇
歌
枕
〇
末
の
松
山
〈
と
海
底
考
古
学
〈〉
百
人

一
首
の
な
ぞ
《
國
文
學 

第
52
巻
16
号
十
二
月
臨
時
増
刊
号 

學
燈
社 

二
〇
〇
七
年
十
二

月)

（
の
ち
〉
百
人
一
首
の
な
ぞ
《
と
し
て
改
版 

二
〇
〇
八
年
十
二
月
）
が
知
ら
れ
る
。 

 

 
 

②
で
は
本
歌
の
〇
君
を
お
き
て
あ
だ
し
心
を
わ
が
も
た
ば
末
の
松
山
波
も
越
え
な
む
（
東

歌
一
〇
九
三
）〈
も
掲
げ
つ
つ
》
太
平
洋
か
ら
大
津
波
が
押
し
寄
せ
、〇
末
の
松
山
〈
を
飲

み
込
ん
で
内
陸
へ
逆
流
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
の
と
き
の
恐
ろ
し
い
情
景
が
、
こ

の
歌
の
中
に
〃
記
憶
〄
さ
れ
て
残
っ
た
の
で
は
な
い
か
。「
と
し
て
〇
末
の
松
山
〈
を
波
は

越
え
た
と
い
う
立
場
に
立
つ
。
さ
ら
に
》
旧
仙
台
藩
の
数
あ
る
歌
枕
遺
跡
は
、
す
べ
か
ら

く
藩
主
や
文
人
た
ち
が
一
七
世
紀
に
定
め
た
も
の
で
あ
っ
て
、〉
古
今
集
《
の
昔
か
ら
存
在

し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。「
、》（
略
）
だ
か
ら
と
言
っ
て
宝
国
寺
の
裏
山
が
本
当
に
平
安

期
の
歌
枕
の
〇
末
の
松
山
〈
で
あ
り
、
こ
の
細
長
く
続
く
小
山
を
大
津
波
が
襲
っ
た
と
は

言
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
海
岸
に
松
山
が
せ
り
出
す
風
景
は
ど
こ
に
で
も
見
ら
れ
る
か
ら

だ
。
そ
こ
を
〇
松
山
の
末
〈
と
か
〇
末
の
松
山
〈
と
よ
ん
だ
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
。

だ
が
、
場
所
を
特
定
す
る
こ
と
は
か
な
り
む
ず
か
し
い
。
最
初
は
地
名
だ
っ
た
と
し
て
も
、

和
歌
に
慣
習
的
に
詠
ま
れ
る
よ
う
に
な
れ
ば
〇
歌
こ
と
ば
で
〈
で
あ
り
、
特
定
の
場
所
を

http://web.bureau.tohoku.ac.jp/manabi/manabi16/mm16-45.html
http://web.bureau.tohoku.ac.jp/manabi/manabi16/mm16-45.html
http://web.bureau.tohoku.ac.jp/manabi/manabi16/mm16-m.html
http://web.bureau.tohoku.ac.jp/manabi/manabi16/mm16-m.html


表
現
す
る
も
の
で
は
な
く
な
る
。〃
愛
の
約
束
を
破
る
〄
を
表
現
す
る
た
め
の
記
号
な
の
で

あ
る
。
だ
か
ら
〇
末
の
松
山
〈
は
和
歌
の
世
界
に
存
在
す
る
と
い
う
べ
き
で
あ
っ
て
、
現

実
の
世
界
に
存
在
す
る
地
名
で
は
な
い
、
と
い
っ
た
ほ
う
が
あ
た
っ
て
い
る
。
「
と
言
う
。 

 
 

こ
の
よ
う
に
②
に
つ
い
て
は
吉
田
の
見
解
、
す
な
わ
ち
〇
末
の
末
松
〈
を
波
が
越
す
と

い
う
こ
と
は
貞
観
地
震
の
前
に
も
後
に
も
な
く
、
越
し
そ
う
で
越
さ
な
い
所
だ
か
ら
こ
そ
、

多
く
の
歌
に
〇
末
の
松
山
〈
が
歌
い
込
ま
れ
〇
歌
枕
〈
に
な
っ
た
場
所
そ
の
も
の
（
地
名

＝
固
有
名
詞
）
で
あ
る
―
波
が
越
え
る
と
い
う
こ
と
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
事
態
で
不
変

の
象
徴
と
し
て
〇
末
の
松
山
〈
は
存
在
す
る
―
と
す
る
解
釈
と
は
大
き
く
異
な
る
内
容
で

あ
る
。〉
古
今
集
《
で
初
め
て
登
場
す
る
歌
枕
と
し
て
の
〇
末
の
松
山
〈
は
、
多
く
の
和
歌

に
影
響
を
与
え
た
。
た
し
か
に
波
越
え
し
て
し
ま
う
か
の
よ
う
な
歌
も
後
に
は
詠
ま
れ
る

よ
う
に
な
る
が
、
本
歌
当
初
の
概
念
は
あ
く
ま
で
も

〇々
末
の
松
山
〈
の
波
越
え
は
あ
り
得

な
い
〆
も
の
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
、
と
理
解
す
る
の
が
至
当
で
あ
ろ
う
。
歌
枕
〇
末
の

松
山
〈
に
あ
る
含
意
、
す
な
わ
ち
そ
の
歌
全
体
の
歌
意
に
関
わ
る
話
に
繋
が
る
の
で
、
疎

か
に
で
き
な
い
論
点
で
あ
り
、
後
考
を
待
ち
た
い
。 

注
10 

わ
が
国
で
古
記
録
に
残
る
地
震
の
際
の
発
光
現
象
が
研
究
者
か
ら
注
目
さ
れ
る
よ
う

に
な
る
の
は
、
一
九
三
〇
年
の
北
伊
豆
地
震
（
Ｍ
７
・
３
）
で
発
光
の
目
撃
例
が
多
数
あ

っ
た
こ
と
を
契
機
に
、
東
京
帝
大
地
震
研
究
所
嘱
託
の
武
者
金
吉
（
一
八
九
一
―
一
九
六

二
）
が
〉
地
震
に
伴
ふ
発
光
現
象
の
研
究
及
び
資
料
《
（
岩
波
書
店
一
九
三
二
年
）
を
出

版
し
て
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。
今
日
、
地
震
発
光
現
象
の
存
在
は
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
が
、
発
光
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
等
に
諸
説
が
あ
り
、
〇
そ
の
後
も
地
震
に
よ
る
発
光
現

象
の
研
究
は
ま
っ
た
く
進
ん
で
い
な
い
〈
（
上
田
誠
也
〇
科
学
研
究
の
あ
り
方
、
忘
れ
ら

れ
た
一
つ
の
局
面
〈
〉
科
学 
V
o
l･

7
7 No

.9

《
岩
波
書
店 

二
〇
〇
七
年
九
月
）
と
さ
れ

る
。 

注
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〇
十
〈
字
を
採
用
す
る
国
史
大
系
本
〉
三
代
実
録
《
は
寛
文
刊
本
（
松
下
美
林 
寛

文
十
三
年
（
一
六
七
三
）
校
刊
本
）
を
底
本
と
し
て
い
る
が
、
標
註
に
〇
○
数
十
、
原
作

数
千
、
據
類
史
改
〈
と
記
し
〉
類
聚
国
史
《
の
巻
百
七
十
一
灾
異
（
地
異
）
部
五
の
記
述

と
の
校
合
に
拠
っ
て
〇
千
〈
字
を
〇
十
〈
字
に
改
め
た
こ
と
が
解
る
。
国
史
大
系
本
が
行

き
渡
る
以
前
は
、
〇
千
〈
と
す
る
寛
文
刊
本
が
流
布
本
と
し
て
出
ま
わ
り
、
以
来
、
該
書

由
来
の
翻
刻
が
継
続
さ
れ
て
き
た
。
例
え
ば
明
治
十
六
年
（
一
八
八
三
年
）
六
月
出
版
の

佚
存
書
坊
版(

明
治
十
八
年
七
月
四
日
文
部
省
交
付)

や
国
史
大
系
本
が
刊
行
さ
れ
て
後
の

明
治
四
十
年
（
一
九
〇
七
年
）
三
月
発
行
の
郁
文
舎
版
（
桜
井
庄
吉
翻
刻
発
行
）
な
ど
も

〇
千
〈
と
し
て
い
る
。
な
お
、
京
都
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵 

平
松
文
庫
の
〉
三
代
実
録
《

（
寛
文
十
三
年
刊
本
）
は
〇
千
〈
字
を
〇
十
〈
字
に
朱
字
訂
正
し
て
あ
り
、
国
立
公
文
書

館
所
蔵
の
慶
長
十
九
年
（
一
六
一
四
年
）
写
本
は
〇
十
〈
と
記
し
て
い
る
。
今
日
で
は
国

史
大
系
本
に
倣
い
〇
千
〈
を
謬
と
し
〇
十
〈
を
正
と
見
る
向
き
が
大
勢
の
よ
う
で
あ
る
。 

注
12 

現
在
の
砂
押
川
を
指
す
（
以
前
は
〇
市
川
〈
と
も
呼
ば
れ
た
）
。 

注
13 

塩
竃
市
・
多
賀
城
市
・
仙
台
市
・
名
取
市
・
岩
沼
市
に
ま
た
が
る
運
河
。
近
世
初
期

か
ら
明
治
中
期
に
か
け
て
数
次
に
わ
た
っ
て
建
設
さ
れ
た
。
〇
貞
山
堀
〈
の
名
は
伊
達
正

宗
の
お
く
り
名
、
貞
山
公
に
ち
な
む
も
の
で
、
明
治
十
六
～
七
年
頃
、
大
改
修
工
事
の
際

に
付
け
ら
れ
た
と
い
う
。 

注
14 

〇
吉
田
東
伍
〉
大
日
本
地
名
辞
書
《
の
版
歴
に
つ
い
て
〈
（
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
〇
世
紀

を
ま
た
ぐ
〉
大
日
本
地
名
辞
書
《
〈h

t
tp
:/
/w
in
d.
ap
.t
ea
cu
p.
co
m/
c
hi
me
i/

） 

注
15 

①
高
橋
義
彦
〇
文
学
博
士
吉
田
東
伍
君
行
実
〈〉
吉
田
東
伍
博
士
追
懐
録
《（
高
橋
源

一
郎 

編 
 

私
家
版 

一
九
一
九
年
九
月
） 

②
千
田
稔
〉
地
名
の
巨
人 

吉
田
東
伍
―
大

日
本
地
名
辞
書
の
誕
生
―
《
角
川
叢
書
26
（
角
川
書
店 

二
〇
〇
三
年
十
一
月
）
に
詳
し

い
。 

   
 

 

 

※ 

な
お
、
紹
介
し
た
論
文
は
吉
田
没
後
、
実
弟
高
橋
義
彦
校
訂
・
編
に
な
る
吉
田
の
著
作
選
集
〉
日
本
歴

史
地
理
之
研
究
《（
冨
山
房
一
九
二
三
年
（
大
正
十
二
年
）
十
二
月
発
行
・
一
九
七
五
年
（
昭
和
五
十
年
）

八
月
復
刻
）
に
も
再
録
さ
れ
て
い
る
。 

      

（
＊
わ
た
な
べ 

ふ
み
お 

阿
賀
野
市
立
吉
田
東
伍
記
念
博
物
館 

館
長 

） 



吉田東伍が本論文でとりあげている【末
すえ

の松山
まつやま

 】  （2011年 4月撮影） 
 

契りきなかたみに袖をしぼりつつ 末の松山なみこさじとは（清原元輔） 
 

吉田東伍は本論文の中で、現・宮城県多賀城市八幡の宝国寺裏にある小高い丘が、「末の松山」 

であるとし、「『末松山』は貞観の洪溢の前にも、後にも、真に波濤のこしたのでは無い。越しさう 

で、こさない所で、この沙丘が詠興せらるるのである」と述べ、歌枕「末の松山」には貞観津波の 

反映があることを明言、その含意を解明している。 

 

どんなに大きな波でも末の松山を越すことはない…波がこさない＝二人の仲は心変わりなく永遠

であるというたとえになった。逆に、波が越える＝心変わり、破局を意味する。 

3.11東日本大震災でもやはり『末の松山』そのものが波を被ることはなかった。ただし丘下の周縁、

町並は浸水してしまった。 

 



多賀城跡から見た仙台平野 
 

吉田東伍は本論文の中で貞観地震の際、湊浜の海口から八幡川（現在の砂押川）を逆流して、 

「多賀城の下まで、津浪が押し込みました者であらう」と書いている。 

  

吉田東伍の 20世紀初頭のこの指摘が、3.11発災に至るまで、地震・津波研究に生かされるこ 

とはなかった。 
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