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二
〇
一
一
年
三
月
一
一
日
午
後
二
時
四
六
分
、
東
北
地
方
の
太
平
洋
沖
で
、
日
本
で
の
観
測
史
上
最
大
級
の
地
震
が
発
生
し
た
。
地
震
の
規

模
を
示
す
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
は
九
・
○
、
最
大
震
度
は
宮
城
県
栗
原
市
で
七
を
記
録
し
、
震
度
六
以
上
を
観
測
し
た
地
域
は
東
北
か
ら
関
菓
に

か
け
て
の
八
県
に
及
ん
だ
。
こ
の
地
震
に
よ
っ
て
大
規
模
な
津
波
が
発
生
し
、
と
く
に
岩
手
、
宮
城
、
福
島
の
三
県
の
太
平
洋
岸
の
地
域
に
甚

大
な
被
害
を
も
た
ら
し
た
。
余
震
に
よ
る
被
害
も
含
め
る
と
、
地
震
と
津
波
に
よ
る
死
者
は
一
五
八
七
九
人
、
行
方
不
明
者
二
七
一
二
人
、
建

築
物
の
損
壊
は
全
壊
・
半
壊
を
合
わ
せ
て
三
九
万
戸
以
上
に
の
ぼ
る
（
二
〇
＝
一
年
一
二
月
二
六
日
現
在
）
。

　
「
東
日
本
大
震
災
」
と
呼
称
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
の
震
災
は
、
そ
の
規
模
が
大
き
く
、
被
災
地
が
広
範
囲
に
及
ん
だ
だ
け
で
な
く
、
福

島
第
一
原
子
力
発
電
所
の
重
大
な
事
故
（
レ
ベ
ル
七
）
を
引
き
起
こ
し
た
点
で
、
過
去
に
起
こ
っ
た
震
災
と
は
次
元
の
異
な
る
深
刻
な
問
題
を

投
げ
か
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
事
故
に
と
も
な
っ
て
大
量
の
放
射
性
物
質
が
放
出
さ
れ
、
広
い
範
囲
に
わ
た
っ
て
海
と
大
地
が
汚
染
さ
れ

た
。
事
故
を
起
こ
し
た
原
発
の
周
辺
地
域
は
立
ち
入
り
が
制
限
さ
れ
、
住
民
は
住
み
慣
れ
た
土
地
を
離
れ
て
避
難
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ

た
。
破
損
し
た
原
子
炉
の
処
理
に
は
膨
大
な
経
費
と
労
力
と
時
間
が
必
要
で
あ
り
、
汚
染
度
の
高
い
地
域
に
住
民
が
戻
る
こ
と
は
今
後
も
長
き

に
わ
た
っ
て
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
事
故
の
処
理
と
避
難
生
活
は
現
在
な
お
進
行
中
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
「
震
災
」
は
ま
だ
終
わ
っ
て
い
な

い
。

　
東
日
本
大
震
災
を
と
お
し
て
、
わ
た
し
た
ち
は
、
周
期
的
に
大
規
模
な
自
然
災
害
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
を
運
命
づ
け
ら
れ
た
列
島
で
暮
ら
し

て
い
る
こ
と
を
、
あ
ら
た
め
て
痛
切
に
思
い
知
ら
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
福
島
第
一
原
発
の
事
故
は
、
必
ず
め
ぐ
っ
て
く
る
災
害
に
と
も
な
う
リ

ス
ク
を
直
視
せ
ず
、
「
安
全
神
話
」
や
補
助
金
と
引
き
換
え
に
過
疎
地
に
危
険
な
施
設
を
押
し
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
原
子
力
政
策
を
推
し
進
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め
て
き
た
日
本
の
政
・
財
界
、
学
界
、
メ
デ
ィ
ア
、
地
域
社
会
の
構
造
的
な
問
題
点
を
も
浮
か
び
上
が
ら
せ
た
の
で
あ
る
。
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史
学
研
究
会
で
は
、
二
〇
〇
六
年
よ
り
、
毎
年
四
月
の
例
会
で
共
通
テ
ー
マ
の
も
と
に
各
分
野
か
ら
研
究
成
果
を
発
表
し
て
い
た
だ
き
、
さ

ら
に
、
例
会
で
の
報
告
と
議
論
を
ふ
ま
え
て
特
集
号
を
編
集
・
刊
行
し
て
き
た
。
本
特
集
号
の
も
と
に
な
っ
て
い
る
二
〇
＝
一
年
四
月
の
例
会

の
準
備
は
、
そ
の
前
年
の
夏
か
ら
秋
に
か
け
て
、
東
日
本
大
震
災
の
深
刻
な
影
響
が
身
近
に
感
じ
ら
れ
る
な
か
で
始
め
ら
れ
た
。
常
務
理
事
会

で
企
画
を
検
討
す
る
な
か
で
、
「
災
害
」
を
例
会
の
共
通
テ
ー
マ
に
す
る
こ
と
は
、
ご
く
自
然
な
流
れ
で
決
ま
っ
た
よ
う
に
思
う
。
も
ち
ろ
ん
、

歴
史
学
の
よ
う
な
分
野
で
議
論
す
る
に
は
ま
だ
生
々
し
す
ぎ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
懸
念
の
声
は
あ
っ
た
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
で
ふ
さ

わ
し
い
報
告
者
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
不
安
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
考
古
学
、
東
洋
史
、
西
洋
史
、
現
代
史
、
地
理

学
の
五
分
野
か
ら
発
表
を
お
願
い
し
て
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
組
み
、
じ
っ
さ
い
に
例
会
を
開
催
し
て
み
る
と
、
震
災
の
現
場
で
の
調
査
を
ふ
ま
え
た

現
在
進
行
形
の
知
見
と
、
異
な
る
時
代
と
地
域
の
事
例
を
ふ
ま
え
た
歴
史
的
な
研
究
の
視
点
と
が
相
互
に
照
射
し
あ
っ
て
、
史
学
研
究
会
に
ふ

さ
わ
し
い
、
充
実
し
た
内
容
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
と
な
っ
た
。
本
特
集
号
は
、
こ
の
例
会
で
報
告
し
て
い
た
だ
い
た
五
聖
の
報
告
者
に
よ
る
論
説

に
、
さ
ら
に
日
本
史
の
論
説
と
、
考
古
学
・
西
洋
史
・
現
代
史
・
地
理
学
の
各
分
野
か
ら
の
書
評
・
紹
介
を
加
え
て
構
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
東
日
本
大
震
災
の
経
験
か
ら
わ
た
し
た
ち
が
学
ん
だ
こ
と
の
～
つ
は
、
災
害
に
つ
い
て
議
論
す
る
さ
い
に
、
歴
史
的
な
視
点
が
不
可
欠
で
あ

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
今
回
の
地
震
と
津
波
を
う
け
て
、
歴
史
的
な
先
例
と
し
て
に
わ
か
に
注
目
を
集
め
る
こ
と
に
な
っ
た
の
が
、
貞
観
一

一
年
（
八
六
九
年
）
に
陸
奥
国
で
起
こ
っ
た
巨
大
な
地
震
と
津
波
で
あ
る
。
本
特
集
号
の
巻
頭
に
置
か
れ
た
柳
澤
論
説
は
、
こ
の
貞
観
の
大
地

震
と
津
波
に
つ
い
て
、
文
献
史
料
か
ら
は
わ
か
ら
な
い
被
災
の
実
態
と
復
興
の
様
相
を
、
考
古
学
的
な
発
掘
の
成
果
に
も
と
づ
い
て
明
ら
か
に

し
て
い
る
。
古
代
遺
跡
の
発
掘
調
査
を
ふ
ま
え
て
再
現
さ
れ
た
仙
台
平
野
に
お
け
る
貞
観
津
波
の
浸
水
域
（
第
！
図
）
を
見
る
と
、
東
日
本
大

震
災
時
の
浸
水
範
囲
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）
と
大
き
く
重
な
っ
て
い
る
こ
と
に
今
更
な
が
ら
驚
か
さ
れ
る
。
多
賀

城
廃
寺
、
陸
奥
国
分
寺
・
国
分
尼
寺
の
発
掘
調
査
か
ら
、
地
震
に
よ
る
被
害
の
跡
だ
け
で
な
く
、
復
興
の
規
模
や
経
緯
が
う
か
が
え
る
こ
と
も
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貴
重
な
知
見
で
あ
ろ
う
。

　
大
き
な
天
変
地
異
に
直
面
し
た
と
き
、
人
間
の
社
会
は
、
そ
こ
に
さ
ま
ざ
ま
な
貫
目
味
づ
け
を
与
え
な
が
ら
災
害
に
向
き
合
っ
て
き
た
。
近
代

以
降
の
自
然
科
学
に
よ
る
地
形
や
気
象
の
変
化
の
説
明
が
一
般
化
す
る
以
前
に
は
、
宗
教
的
な
枠
組
み
が
、
天
地
の
変
動
を
理
解
す
る
さ
い
に

し
ば
し
ば
重
要
な
役
割
を
調
っ
た
。
山
田
論
説
と
楠
論
説
は
、
そ
れ
ぞ
れ
室
町
時
代
の
日
本
と
＝
ハ
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
の
事
例
を
と
り
あ
げ
て
、

災
害
が
宗
教
的
な
次
元
で
ど
の
よ
う
に
意
味
づ
け
ら
れ
、
い
か
な
る
実
践
を
生
み
だ
し
た
か
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
伊
勢
神
宮
と

イ
ギ
リ
ス
国
教
会
で
は
世
界
像
は
ま
っ
た
く
異
な
る
は
ず
だ
が
、
災
害
を
「
カ
ミ
」
・
「
神
」
の
意
愚
の
あ
ら
わ
れ
と
と
ら
え
、
そ
の
よ
う
な
理

解
の
う
え
に
た
っ
て
災
害
へ
の
社
会
的
対
応
を
発
想
す
る
点
で
共
通
し
て
い
る
の
は
興
味
深
い
。

　
他
方
で
、
遊
牧
民
や
漂
海
民
の
よ
う
に
移
動
し
な
が
ら
暮
ら
す
人
び
と
は
、
自
然
環
境
の
変
化
に
柔
軟
に
対
応
し
な
が
ら
災
害
に
向
き
合
う

独
自
の
文
化
を
育
ん
で
き
た
。
窪
田
論
説
は
、
整
然
科
学
と
人
文
・
社
会
科
学
の
諸
分
野
を
統
合
す
る
「
イ
リ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
の
研
究
成
果

を
ふ
ま
え
て
、
　
○
○
○
年
と
い
う
長
期
の
時
間
枠
の
な
か
で
、
中
央
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
人
び
と
が
環
境
変
動
に
ど
の
よ
う
に
適
応
し
て
き
た
か

を
解
説
し
て
い
る
。
近
代
化
に
と
も
な
う
遊
牧
民
の
集
団
化
・
定
住
化
が
災
害
へ
の
適
応
能
力
を
低
下
さ
せ
た
可
能
性
が
あ
り
、
ソ
連
の
農
業

政
策
に
よ
る
社
会
的
な
混
乱
こ
そ
は
過
去
一
〇
〇
〇
年
の
最
大
の
災
害
で
あ
っ
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
点
は
、
続
く
梶
川
論
説
の
内
容
と
も
関

連
す
る
重
要
な
指
摘
で
あ
る
。
災
害
の
内
容
を
区
分
け
し
て
天
災
と
人
災
の
境
界
線
を
引
く
こ
と
は
し
ば
し
ば
困
難
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
そ

の
よ
う
な
区
分
を
す
る
こ
と
自
体
が
あ
る
種
の
政
治
性
を
帯
び
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。
皿
九
二
一
／
二
二
年
頃
ソ
連
に
お
け
る
飢
饅
は
カ
ニ
バ

リ
ズ
ム
を
と
も
な
う
悲
惨
な
状
況
を
も
た
ら
し
た
が
、
梶
川
論
説
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
、
旱
越
に
よ
る
被
害
が
中
央
権
力
の
政
策
上
の
誤
り
に

よ
っ
て
著
し
く
拡
大
し
た
た
め
だ
と
い
う
。
論
者
は
、
ネ
ッ
プ
神
話
に
よ
っ
て
隠
蔽
さ
れ
て
き
た
「
国
家
的
犯
罪
行
為
偏
の
内
実
を
克
明
に
描

き
出
し
て
い
る
。

　
論
説
の
最
後
に
置
か
れ
た
小
田
論
説
は
、
東
日
本
大
震
災
の
現
場
に
身
を
置
く
こ
と
に
な
っ
た
地
理
学
者
の
「
体
験
と
実
践
の
記
録
」
で
あ

る
。
い
わ
き
市
を
郷
里
と
し
、
仙
台
市
で
九
年
間
を
過
ご
し
た
経
験
を
も
つ
論
者
に
と
っ
て
、
今
回
の
震
災
の
現
場
は
単
な
る
「
調
査
対
象
偏
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で
は
あ
り
え
な
い
。
し
か
し
同
時
に
そ
の
よ
う
な
個
人
的
な
来
歴
が
、
地
理
学
者
と
し
て
「
被
災
地
」
に
か
か
わ
る
原
動
力
と
な
り
、
「
地
理

的
想
像
力
」
に
導
か
れ
な
が
ら
原
発
事
故
の
避
難
者
が
置
か
れ
て
い
る
状
況
を
調
査
し
、
情
報
を
発
信
す
る
役
割
を
自
覚
す
る
土
壌
と
も
な
っ

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
書
評
三
点
と
紹
介
一
点
は
、
考
古
学
、
歴
史
学
、
地
理
学
の
分
野
か
ら
、
災
害
や
原
子
力
の
問
題
に
か
か
わ
る
国
内
外
の
出
版
物
を
と
り
あ

げ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
対
応
す
る
テ
ー
マ
の
論
説
と
併
せ
読
ん
で
い
た
だ
く
と
、
災
害
と
人
間
社
会
の
か
か
わ
り
を
よ
り
立
体
的
に
と
ら
え
る

手
が
か
り
が
得
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

　
読
者
の
な
か
に
は
、
今
回
の
特
集
号
に
、
通
常
の
『
史
林
蜘
の
ス
タ
イ
ル
と
は
異
な
る
も
の
を
感
じ
る
方
も
お
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
現

在
進
行
中
の
問
題
を
共
通
テ
ー
マ
と
し
て
と
り
あ
げ
た
こ
と
か
ら
、
本
特
集
号
の
編
集
に
あ
た
っ
て
は
、
従
来
と
は
少
し
異
な
る
基
準
も
念
頭

に
お
い
て
、
被
災
の
現
場
の
只
申
に
身
を
置
く
研
究
者
の
「
経
過
報
告
」
的
な
論
稿
を
も
あ
え
て
論
説
と
し
て
掲
載
し
た
。
ま
た
、
「
災
害
」

の
よ
う
な
テ
ー
マ
を
扱
う
た
め
に
は
、
理
系
・
文
系
の
境
界
を
越
え
た
視
点
も
必
要
と
な
る
。
そ
の
た
め
、
今
回
は
、
狭
い
意
味
で
の
「
史

学
」
を
専
門
と
は
さ
れ
な
い
論
者
の
方
に
も
論
稿
の
執
筆
を
お
願
い
し
た
。
本
号
の
編
集
に
か
か
わ
り
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
企
画
が
な
ん
と

か
実
現
に
こ
ぎ
つ
け
た
の
は
、
『
史
林
隔
が
諸
分
野
を
横
断
す
る
「
総
合
雑
誌
」
で
あ
れ
ば
こ
そ
で
は
な
い
か
と
感
じ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な

意
味
で
、
本
字
番
号
を
、
『
史
林
駄
と
い
う
媒
体
が
も
っ
て
い
る
可
能
性
の
拡
が
り
を
示
す
も
の
と
し
て
受
け
と
め
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で

あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
本
会
常
務
理
事
）
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