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震災から考える
【第4回】

　

東
日
本
大
震
災
発
生
か
ら
一
年
後

の
今
年
三
月
一
一
日
、テ
レ
ビ
は
震

災
特
別
番
組
一
色
で
あ
っ
た
が
、
大

手
映
画
会
社
の
直
接
の
影
響
下
に
な

い
独
立
系
映
画
館（
ミ
ニ
シ
ア
タ
ー
）

や
、
市
民
団
体
な
ど
に
よ
る
自
主
上

映
で
も
当
日
は
数
多
く
の
震
災
関
連

の
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
が
上
映

さ
れ
て
い
た
。
イ
ン
デ
ィ
ペ
ン
デ
ン

ト
映
画
の
上
映
で
知
ら
れ
て
い
る
渋

谷
の
ア
ッ
プ
リ
ン
ク
で
は
、当
日
は
朝

か
ら
晩
ま
で
震
災
・
原
発
関
係
の
ド

キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
の
上
映
が
続

い
た
。本
稿
で
は
、テ
レ
ビ
番
組
と
は

一
線
を
画
し
て
い
る
ド
キ
ュ
メ
ン
タ

リ
ー
映
画
が
果
た
す
役
割
に
つ
い

て
、
テ
レ
ビ
番
組
と
の
違
い
や
震
災

関
連
の
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
を

通
じ
て
い
ま
一
度
考
え
て
み
た
い
。

● 

そ
も
そ
も
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー

と
は
何
か

　
「
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
」
と
い
う

言
葉
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
映
画
監
督

ジ
ョ
ン
・
グ
リ
ス
ア
ン
が
一
九
二
八

年
、
ロ
バ
ー
ト
・
フ
ラ
ハ
テ
ィ
の
制

作
し
た
映
画
に
つ
い
て
述
べ
る
際
、

初
め
て
使
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

グ
リ
ア
ス
ン
は
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー

を
「
著
名
な
役
者
を
使
わ
な
い
」「
台

本
に
基
づ
か
な
い
」
映
画
と
定
義
し

た（
参
考
文
献
①
）。
ま
た
、ポ
ー
ル
・

ロ
ー
サ
は
著
書
『D

ocum
entary 

Film

』（
一
九
五
二
）
で
、
ド
キ
ュ

メ
ン
タ
リ
ー
は
「
あ
る
が
ま
ま
の
民

衆
の
生
活
を
、
創
造
的
か
つ
社
会
的

連
関
に
お
い
て
解
釈
す
る
」
こ
と
で

あ
る
と
し
て
、
社
会
的
視
点
を
持
ち

合
わ
せ
る
こ
と
が
必
要
（
参
考
文
献

②
）
と
の
考
え
で
あ
っ
た
が
、
彼
ら

は
い
ず
れ
も
作
為
的
な
撮
影
・
編
集

を
施
す
こ
と
に
つ
い
て
は
問
題
と
し

て
い
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
作
為
的

な
作
品
で
あ
っ
て
も
、
ド
キ
ュ
メ
ン

タ
リ
ー
の
範
疇
と
し
て
い
た
の
で
あ

る
。
実
際
、
フ
ラ
ハ
テ
ィ
が
制
作
し

た
イ
ヌ
イ
ッ
ト
一
家
の
日
常
を
記
録

し
た
『
極
北
の
ナ
ヌ
ー
ク
』（
一
九

二
二
）
に
登
場
す
る
ナ
ヌ
ー
ク
一
家

は
、
予
め
キ
ャ
ス
テ
ィ
ン
グ
さ
れ
た

疑
似
家
族
で
あ
っ
た
（
参
考
文
献

③
）。

　

黎
明
期
に
は
運
動
や
啓
蒙
の
手
段

と
し
て
も
活
用
さ
れ
、レ
ニ
ー
・
リ
ー

フ
ェ
ン
シ
ュ
タ
ー
ル
の
『
意
志
の
勝

利
』（
一
九
三
四
）
な
ど
、
ナ
チ
ス

ド
イ
ツ
の
も
と
で
開
花
し
た
プ
ロ
パ

ガ
ン
ダ
映
画
が
そ
の
典
型
例
で
あ

る
。
当
時
の
日
本
で
は
、
ド
キ
ュ
メ

ン
タ
リ
ー
映
画
は「
記
録
映
画
」と
訳

さ
れ
、
そ
の
後
、
戦
中
に
は
満
州
映

画
（
満
映
）
に
代
表
さ
れ
る
「
国
策

映
画
」、
戦
後
は
学
校
教
材
目
的
で

作
ら
れ
た
作
品
や
、
自
治
体
や
企
業

の
依
頼
で
制
作
さ
れ
た
広
報
ビ
デ
オ

な
ど
を
対
象
に
「
教
育
映
画
」
や
「
文

化
映
画
」
と
も
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な

る
（
参
考
文
献
④
）。
六
〇
年
代
後

半
に
は
、
小
川
伸
介
監
督
の
三
里
塚

闘
争
シ
リ
ー
ズ
や
、
土
本
典
昭
監
督

に
よ
る
水
俣
病
関
連
作
品
の
発
表

で
、
現
代
社
会
の
も
う
一
方
の
側
面

を
写
し
出
す
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
も
認

識
さ
れ
て
い
く
。

● 

テ
レ
ビ
番
組
と
ド
キ
ュ
メ
ン
タ

リ
ー
映
画
の
違
い

　

で
は
、
テ
レ
ビ
で
放
送
さ
れ
る
Ｎ

Ｈ
Ｋ
ス
ペ
シ
ャ
ル
な
ど
の
番
組
と
ド

キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
の
違
い
は
何

か
。
ひ
と
つ
は
制
作
主
体
の
存
在
で

あ
る
。
一
般
的
に
テ
レ
ビ
局
が
制
作

す
る
番
組
に
は
、「
監
督
」
と
い
う

職
責
が
存
在
し
な
い
。
エ
ン
ド
ロ
ー

ル
で
目
に
す
る
の
は
、「
構
成
」や「
演

出
」
と
い
う
肩
書
で
あ
る
。
こ
れ
は

番
組
を
制
作
す
る
主
体
を
曖
昧
に
し

て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。
ま
た
、

思
想
・
主
義
が
混
じ
ら
な
い
公
正
中

立
な
放
送
へ
の
配
慮
が
あ
る
た
め

か
、
結
果
的
に
あ
る
一
線
か
ら
逸
脱

し
な
い
よ
う
な
番
組
づ
く
り
に
終
始

し
、
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
や
解
説
な
ど
の

活
用
で
、
分
か
り
や
す
い
内
容
に
ま

と
め
る
こ
と
に
力
が
注
が
れ
て
い

る
。

　

一
方
、
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画

は
、
あ
る
事
象
を
切
り
取
っ
た
も
の

で
は
あ
る
が
、
制
作
者
の
主
観
的
な

意
図
が
介
在
す
る
。
ド
キ
ュ
メ
ン
タ

リ
ー
映
画
で
あ
っ
て
も
、
制
作
者
の

撮
り
方
、
編
集
に
よ
っ
て
別
の
意
味

合
い
を
持
た
せ
る
こ
と
が
可
能
で
あ

る
。
い
わ
ば
作
り
手
の
考
え
に
応
じ

て
事
実
の
あ
ら
た
な
側
面
を
浮
き
彫

り
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る
。

　

も
う
ひ
と
つ
重
要
な
要
素
が
被
写

体
と
の
関
係
性
で
あ
る
。
ド
キ
ュ
メ

ン
タ
リ
ー
映
画
に
お
い
て
は
撮
る
対

象
と
の
距
離
感
は
重
要
で
あ
る
。
被

写
体
と
の
関
係
を
構
築
す
る
こ
と

で
、
ニ
ュ
ー
ス
番
組
等
で
見
ら
れ
る

表
層
的
な
取
材
で
は
見
え
て
こ
な

い
、
別
の
視
点
を
提
示
す
る
こ
と
が

で
き
る
。作
品
に
よ
っ
て
は
、ナ
レ
ー

シ
ョ
ン
を
一
切
排
除
し
た
も
の
も
あ

り
、
見
る
者
自
身
に
視
点
を
選
択
す

る
余
地
を
与
え
て
い
る
。
そ
の
た
め

に
は
、
時
間
を
か
け
被
写
体
に
寄
り

そ
う
覚
悟
が
撮
る
側
に
も
求
め
ら
れ

る
が
、
そ
の
覚
悟
が
な
け
れ
ば
新
た

な
真
実
が
あ
ぶ
り
出
さ
れ
る
こ
と
は

な
く
、
作
り
手
に
よ
る
再
構
築
も
意

ド
キュメ
ン
タ
リ
ー
映
画
と

震
災 

｜
そ
の
役
割
につ
い
て

中
山
和
郎
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味
を
な
さ
な
い
。

　

テ
レ
ビ
で
も
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー

的
要
素
を
含
ん
だ
番
組
は
い
く
つ
か

放
送
さ
れ
て
い
る
が
、
予
算
や
視
聴

率
の
問
題
も
あ
り
、
回
数
・
放
送
時

間
の
縮
小
、
B
S
・
C
S
放
送
へ
の

配
置
換
え
あ
る
い
は
終
わ
る
を
余
儀

な
く
さ
れ
る
番
組
が
少
な
く
な
い
。

だ
が
、
憲
法
二
一
条
や
放
送
法
第
三

条
で
も
規
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

メ
デ
ィ
ア
に
は
表
現
の
自
由
が
あ

り
、
放
送
番
組
編
成
の
自
由
も
保
証

さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
多
様
な
視
点

の
番
組
が
あ
っ
て
よ
い
は
ず
だ
が
、

視
聴
率
至
上
主
義
や
ス
ポ
ン
サ
ー
に

よ
る
圧
力
か
ら
で
あ
ろ
う
か
、
各
局

は
公
立
・
中
正
の
名
の
下
に
自
制
が

働
い
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

● 

震
災
関
連
の
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー

映
画

　

東
日
本
大
震
災
後
に
制
作
さ
れ
た

震
災
・
原
発
事
故
関
連
の
ド
キ
ュ
メ

ン
タ
リ
ー
作
品
は
、
映
画
館
や
国
内

外
の
映
画
祭
で
上
映
さ
れ
た
だ
け
で

も
三
〇
本
を
越
え
る
。
今
後
公
開
さ

れ
る
も
の
や
現
在
撮
影
中
の
作
品
も

含
め
る
と
五
〇
本
近
く
に
上
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

実
際
に
被
災
地
で
撮
影
し
た
作
品

と
し
て
、
も
っ
と
も
早
く
映
画
館
で

上
映
さ
れ
た
の
は
『
無
常
素
描
』（
大

宮
浩
一
監
督
）
で
あ
る
。
岩
手
か
ら

福
島
へ
南
下
し
な
が
ら
撮
影
、
制
作

期
間
は
わ
ず
か
一
カ
月
と
い
う
早
さ

で
、
昨
年
六
月
に
都
内
で
公
開
さ
れ

た
。
そ
の
後
、
一
〇
月
に
は
山
形
国

際
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
祭
で
、

震
災
復
興
支
援
上
映
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

「
と
も
に
あ
る　

Cinem
a w
ith U

s

」

が
企
画
さ
れ
、
震
災
と
向
き
合
っ
た

二
〇
数
作
品
が
上
映
さ
れ
た
。

　

そ
の
な
か
で
特
に
注
目
さ
れ
た
の

が『
三
一
一
』（
森
達
也
等
四
名
の
共

同
監
督
）
で
あ
る
。
森
監
督
は
撮
る

側
の
「
後
ろ
め
た
さ
」
を
敢
え
て
曝

け
出
す
こ
と
で
、
既
存
の
メ
デ
ィ
ア

が
写
さ
な
い
よ
う
な
視
点
を
提
供
し

た
と
し
て
い
る
が
、
映
画
祭
で
は
賛

否
両
論
が
飛
び
交
い
反
響
を
呼
ん

だ
。
わ
ず
か
一
週
間
の
撮
影
期
間
で

は
被
写
体
と
の
関
係
を
構
築
す
る
の

は
難
し
い
が
、
映
画
評
論
家
の
柳
下

穀
一
郎
氏
は
「
逃
れ
ら
れ
な
か
っ
た

凡
庸
さ
」（
同
三
月
二
日
付
朝
日
新
聞

夕
刊
）
と
し
て
取
材
に
臨
む
姿
勢
を

疑
問
視
し
て
い
る
。
実
際
、
見
ず
知

ら
ず
の
被
災
者
へ
の
凡
庸
な
問
い
か

け
の
シ
ー
ン
は
、
見
て
い
て
そ
の
場

か
ら
逃
げ
出
し
た
く
な
る
よ
う
な
恥

ず
か
し
さ
を
覚
え
た
。

　

他
方
、
昨
年
八
月
に
都
内
で
上
映

さ
れ
、
前
述
の
山
形
映
画
祭
で
も
上

映
さ
れ
た
『
大
津
波
の
あ
と
に
』（
森

元
修
一
監
督
）
は
、
十
分
な
取
材
時

間
は
取
れ
ず
、
被
災
者
へ
の
取
材
も

距
離
感
は
み
ら
れ
た
が
、
配
慮
と
戸

惑
い
の
双
方
が
滲
み
出
て
お
り
、
一

人
一
人
を
丁
寧
に
描
こ
う
と
い
う
意

思
が
伝
わ
る
作
品
で
あ
っ
た
。

　

撮
る
時
点
で
関
係
性
が
出
来
て
い

な
い
と
、短
期
間
で
か
つ
外
部
か
ら

の
視
点
で
作
ら
れ
た
映
像
を
ド
キ
ュ

メ
ン
タ
リ
ー
映
画
と
し
て
成
立
さ
せ

る
の
は
な
か
な
か
容
易
で
は
な
い
。

震
災
後
、
早
々
に
ま
と
め
上
げ
た
作

品
に
と
っ
て
は
大
き
な
ハ
ー
ド
ル
で

あ
る
が
、
紹
介
し
た
作
品
に
共
通
し

て
い
る
の
は
、一
般
の
メ
デ
ィ
ア
で
は

報
道
さ
れ
な
い
シ
ー
ン
に
焦
点
を
あ

て
、見
る
も
の
に
新
た
な
視
点
を
提
示

し
よ
う
と
い
う
意
思
で
あ
る
。
こ
の

意
思
す
な
わ
ち
覚
悟
こ
そ
が
ド
キ
ュ

メ
ン
タ
リ
ー
た
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

● 

ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
が

果
た
す
役
割

　

近
年
、
テ
レ
ビ
番
組
は
聴
覚
障
害

者
へ
の
対
応
も
あ
る
が
、
テ
ロ
ッ
プ

を
多
用
し
分
か
り
や
す
さ
を
追
求
す

る
傾
向
に
あ
る
。
さ
ら
に
事
件
な
ど

を
紹
介
す
る
際
、
時
間
的
制
約
か
ら

か
善
悪
の
二
元
論
に
単
純
化
し
が
ち

で
あ
る
。
そ
の
狭
間
に
あ
る
も
の
は

時
間
を
か
け
て
追
及
し
な
い
と
表
れ

て
こ
な
い
。
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映

画
は
ま
さ
に
そ
う
し
た
二
元
論
で
思

考
停
止
に
陥
っ
て
し
ま
っ
た
状
態
で

は
見
え
に
く
い
事
象
に
焦
点
を
あ
て

る
役
目
を
背
負
っ
て
い
る
と
い
え

る
。

　

ま
た
、
テ
レ
ビ
で
は
モ
ザ
イ
ク
が

か
か
っ
た
映
像
を
し
ば
し
ば
目
に
す

る
。
被
写
体
の
了
解
が
取
れ
な
い
際

の
対
応
で
あ
る
が
、
ド
キ
ュ
メ
ン
タ

リ
ー
映
画
で
は
ほ
と
ん
ど
見
る
こ
と

は
な
い
。
一
定
の
時
間
を
か
け
て
関

係
性
を
構
築
す
れ
ば
、
モ
ザ
イ
ク
は

必
要
で
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　

迅
速
さ
が
求
め
ら
れ
る
テ
レ
ビ
局

側
の
事
情
を
考
慮
す
る
と
、
見
る
側

の
要
求
に
沿
っ
て
役
割
を
果
た
し
て

い
る
と
も
い
え
る
。
大
切
な
の
は
、

テ
レ
ビ
と
映
画
双
方
の
媒
体
が
互
い

に
補
完
し
合
う
形
で
存
在
し
、
見
る

側
に
多
様
な
視
点
を
提
供
し
続
け
る

こ
と
で
あ
る
。
今
回
の
震
災
は
、
ド

キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
を
提
供
す
る

立
場
と
し
て
身
の
引
き
締
ま
る
出
来

事
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
ひ
と
つ
の

き
っ
か
け
と
し
て
、
今
後
も
ド
キ
ュ

メ
ン
タ
リ
ー
映
画
が
多
様
な
映
像
メ

デ
ィ
ア
の
一
翼
を
担
っ
て
い
く
こ
と

を
心
か
ら
願
う
。

（
な
か
や
ま　

か
ず
お
／
浦
安
ド
キ
ュ

メ
ン
タ
リ
ー
オ
フ
ィ
ス
）
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