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東
日
本
大
震
災
後
、
人
や
地
域
と
の
つ
な
が
り
、
支
え
合
い
等
と
と
も
に
、

福
祉
教
育
が
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。
福
祉
教
育
と
は
何
か
、
何
を
め
ざ
す
の
か

東
北
福
祉
大
学
　
三
浦
俊
二
教
授
に
寄
稿
い
た
だ
き
ま
し
た
。

は
じ
め
に

　

平
成
23
年
3
月
11
日
の
東
日
本
大
震
災

は
私
た
ち
の
生
活
を
変
え
、
家
族
生
活
や

人
間
関
係
、
地
域
社
会
の
あ
り
方
な
ど
を

考
え
る
き
っ
か
け
を
作
り
ま
し
た
。
そ
う

し
た
中
で
、
福
祉
教
育
の
必
要
性
や
福
祉

教
育
と
は
何
か
が
問
わ
れ
て
い
ま
す
。
教

科
書
的
な
定
義
や
目
的
は
あ
り
ま
す
が
、

被
災
地
で
は
定
義
は
あ
ま
り
関
係
な
い
よ

う
に
も
思
え
ま
す
。
こ
れ
か
ら
福
祉
教
育

の
必
要
性
は
高
ま
っ
て
い
く
と
思
い
ま
す

が
、
福
祉
教
育
が
い
わ
れ
る
き
っ
か
け
は
、

人
間
関
係
の
希
薄
化
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
の
不
足
、
家
族
関
係
の
も
つ
機
能
の

低
下
や
あ
り
方
が
問
題
で
す
。

　

こ
れ
か
ら
私
が
い
う
こ
と
は
的
外
れ
か

も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
考
え
て
ほ
し
い
問
題
で

す
。
私
が
学
生
だ
っ
た
昭
和
40
年
代
の
後

半
ご
ろ
、
工
業
立
国
で
あ
る
日
本
は
、
工

業
製
品
を
輸
出
し
、
安
い
農
産
物
を
輸
入

す
れ
ば
よ
い
と
い
う
よ
う
な
「
国
際
分
業

論
」
と
い
う
考
え
が
示
さ
れ
ま
し
た
。
こ

れ
は
、
高
度
経
済
成
長
の
終
焉
と
と
も
に

消
え
て
い
き
ま
し
た
が
、
本
当
に
消
え
た

の
で
し
ょ
う
か
。「
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ

ン
」
が
い
わ
れ
、「
T
P
P
」
が
議
論
さ
れ

る
よ
う
に
な
り
、
人
々
の
生
活
格
差
が
指

摘
さ
れ
、
少
子
高
齢
化
社
会
、
都
市
の
商

工
業
の
進
展
、
地
方
に
お
け
る
農
業
を
は

じ
め
と
し
た
第
一
次
産
業
の
衰
退
が
顕
著

化
し
、
地
域
格
差
を
増
幅
さ
せ
て
き
ま
し

た
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、
福
祉
は
何
を
教

育
し
て
い
け
ば
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。

　

私
た
ち
が
こ
れ
か
ら
の
若
い
人
た
ち
に

伝
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、

生い
の
ち命
の
尊
さ
、
家
族
の
大
切
さ
、
人
と
人

と
の
係
わ
り
の
大
切
さ
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
お
と
な
た
ち
が
子
ど
も
た
ち
へ
こ

う
し
た
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
伝
え
て
い
け

る
か
、
お
と
な
た
ち
が
具
体
的
な
方
法
を

身
に
つ
け
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
の
方
が

問
題
で
す
。
社
会
福
祉
協
議
会
に
ど
れ
だ

け
系
統
だ
っ
て
話
の
で
き
る
人
が
い
る
で

し
ょ
う
か
。
こ
れ
は
学
校
も
同
じ
状
況
に

あ
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
学
校
の
先
生

方
は
教
育
学
部
卒
業
の
方
が
多
い
で
し
ょ

う
し
、
福
祉
の
勉
強
は
専
門
的
に
し
て
い

な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

福
祉
教
育
を
実
践
す
る
に
あ
た
っ
て

　

福
祉
を
取
り
巻
く
社
会
の
背
景
と
し
て
、

少
子
高
齢
化
社
会
の
進
展
、
グ
ロ
ー
バ
ル

化
な
ど
が
い
わ
れ
る
中
で
、
貧
困
や
失
業

問
題
が
顕
在
化
し
て
い
ま
す
。
そ
の
う
え
、

今
回
の
震
災
に
あ
っ
た
岩
手
、
宮
城
、
福

島
の
三
県
で
は
被
災
地
を
中
心
に
人
口
の

減
少
が
目
立
っ
て
き
ま
し
た
。
今
ま
で
の

外
か
ら
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
は
大
き
な
力

を
貸
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら

は
、
自
力
で
の
復
興
と
い
う
こ
と
が
大
き

な
テ
ー
マ
に
な
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

　

そ
う
し
た
中
で
、
福
祉
教
育
の
必
要
性

が
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
具
体
的
な
活
動

は
ど
う
な
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。
阪
神
・

淡
路
大
震
災
や
新
潟
県
中
越
沖
地
震
の
と

き
に
は
あ
ま
り
福
祉
教
育
が
注
目
さ
れ
た

よ
う
に
は
思
え
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
が

今
回
の
震
災
で
は
福
祉
教
育
が
強
調
さ
れ

た
要
因
に
は
国
の
復
興
支
援
の
遅
さ
、
高

齢
化
の
進
ん
だ
地
域
、
地
場
産
業
の
壊
滅

的
な
打
撃
な
ど
が
相
乗
的
に
出
現
し
、
地

域
生
活
が
破
壊
さ
れ
た
結
果
、
本
来
の
あ

る
べ
き
生
活
を
自
ら
の
問
題
と
し
て
捉
え
、

自
ら
の
力
で
解
決
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
福
祉
教
育
と
い
っ
て
も
教
科
書

に
書
い
て
あ
る
よ
う
な
内
容
で
は
住
民
の

理
解
を
得
る
と
い
う
の
は

難
し
い
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。
福
祉
教
育
の
第

一
歩
は
、
自
ら
住
ん
で
い

る
地
域
社
会
へ
の
理
解
か

ら
は
じ
ま
り
ま
す
。
人
と

人
と
の
つ
な
が
り
、
地
域

社
会
に
育
ま
れ
て
き
た

行
事
の
大
切
さ
、
地
域
社
会
に
参
加
す
る

意
識
の
醸
成
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

福
祉
を
と
い
う
よ
り
、
先
ほ
ど
述
べ
た

生い
の
ち命

の
尊
さ
、
家
族
の
大
切
さ
、
人
と
人

と
の
つ
な
が
り
の
大
切
さ
を
生
活
の
基
本

と
し
て
捉
え
、
家
庭
や
学
校
、
そ
し
て
都

道
府
県
社
協
も
市
区
町
村
社
協
も
福
祉
の

専
門
機
関
と
し
て
常
に
連
携
し
、
そ
し
て
、

行
政
機
関
や
町
内
会
組
織
な
ど
を
巻
き
込

ん
で
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
福
祉
教
育

は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
だ
け
で
は
な
い
、
幅

広
く
様
々
な
組
織
、
団
体
の
参
加
を
必
要

と
し
ま
す
。

福
祉
教
育
を
み
ん
な
の
も
の
に

　

今
回
の
震
災
で
東
北
、
特
に
太
平
洋
側

の
岩
手
、
宮
城
、
福
島
の
三
県
は
甚
大
な

被
害
を
受
け
ま
し
た
。
極
論
を
い
え
ば
、

す
べ
て
の
こ
と
を
一
度
リ
セ
ッ
ト
し
、
新
し

い
価
値
観
、
新
し
い
規
範
の
中
で
組
織
を

立
て
直
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
だ
と
考
え

ま
す
。
そ
う
し
た
中
で
、
地
域
に
根
ざ
し

た
市
区
町
村
社
協
の
果
た
す
役
割
は
大
き

い
と
い
え
ま
す
。
震
災
に
よ
っ
て
打
撃
を

受
け
た
組
織
を
立
て
直
し
、
変
化
し
た
地

域
の
状
況
を
分
析
把
握
し
、
地
域
の
中
で

情
報
の
共
有
化
を
図
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

　

そ
し
て
、
こ
れ
か
ら
の
復
興
ま
で
に
か

か
る
長
い
時
間
の
中
、
生
活
を
し
て
い
く

中
で
ど
の
よ
う
な
変
化
が
待
ち
受
け
て
い

る
か
は
想
像
を
越
え
る
部
分
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
か
ら
の
次
代
を
担
う
児
童
た
ち
の
成

長
を
考
え
た
と
き
、
す
べ
て
の
人
が
係
っ

て
い
く
こ
と
が
重
要
で
す
。
人
と
人
と
の

つ
な
が
り
は
、
都
会
だ
け
で
な
く
、
農
漁

村
で
も
徐
々
に
薄
れ
て
き
て
い
た
よ
う
に

も
思
い
ま
す
。
地
域
に
あ
る
様
々
な
組
織
、

そ
れ
を
構
成
す
る
人
々
が
学
ば
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
少
し
余
談
に
な
り
ま
す
が
、

福
祉
を
学
ぶ
大
学
教
育
の
中
で
も
新
し
い

科
目
や
内
容
の
変
化
の
中
で
今
ま
で
学
ん

で
き
た
内
容
だ
け
で
は
対
応
で
き
な
く
な

っ
て
き
て
お

り
、
教
員
が

新
し
い
こ
と

を
学
ぶ
必
要

が
出
て
き
て

い
ま
す
。
常

日
頃
の
学
び

の
姿
勢
が
必

要
で
す
。

　

こ
う
し
た
中
で
、
地
域
の
状
況
を
み
る

と
地
震
だ
け
の
被
災
地
、
地
震
と
津
波
の

被
災
地
、
地
震
と
津
波
と
原
発
の
被
災
地

と
地
域
の
状
況
は
様
々
で
す
。
そ
の
地
域

の
実
状
に
あ
っ
た
復
興
の
計
画
が
必
要
な

の
は
当
然
で
し
ょ
う
し
、
取
り
組
む
べ
き

内
容
も
異
な
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。
福
祉
教
育
と
い
う
よ
り
も
人
と

し
て
学
ぶ
べ
き
こ
と
は
何
か
を
考
え
て
い

か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
絆
・
連
携
教
育
の
必
要
性

　

東
日
本
大
震
災
で
多
く
の
町
が
被
害
を

受
け
ま
し
た
。
人
の
生い

の
ち命

や
家
は
も
ち
ろ

ん
で
す
が
、
地
域
社
会
を
形
成
し
て
い
た

行
政
機
関
、
社
協
、
町
内
会
な
ど
の
組
織
、

そ
し
て
、
学
校
、
家
族
、
職
場
な
ど
生
活

に
と
っ
て
大
切
な
身
近
な
生
活
環
境
ま
で
、

多
く
の
も
の
が
被
害
に
あ
っ
た
わ
け
で
す
。

こ
れ
か
ら
の
問
題
と
し
て
、
組
織
や
生
活

環
境
を
元
に
戻
す
と
い
う
考
え
方
だ
け
で

な
く
、
新
し
く
地
域
社
会
を
作
り
か
え
る

と
い
う
発
想
も
重
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。

　

組
織
の
立
て
直
し
に
何
年
も
か
か
る
可

能
性
も
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
活
躍
す
る
人

材
も
か
わ
っ
て
く
る
で
し
ょ
う
。
福
祉
教

育
と
い
っ
て
も
、
福
祉
だ
け
に
限
ら
ず
人

材
育
成
は
一
朝
一
夕
に
で
き
る
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
人
材
育
成
の
過
程
と
最
初

に
教
え
る
側
に
立
つ
お
と
な
た
ち
の
理
解

が
重
要
だ
と
思
い
ま
す
。
行
政
機
関
や
社

協
の
組
織
の
立
て
直
し
も
必
要
で
し
ょ
う
。

復
興
・
復
旧
と
は
元
に
戻
す
こ
と
だ
け
で

は
な
く
、
プ
ラ
ス
α
と
し
て
新
し
い
発
想

と
創
造
性
を
も
っ
て
取
り
組
む
べ
き
で
あ

り
、
次
世
代
を
担
う
児
童
や
青
年
に
何
を

引
き
継
ぐ
の
か
を
住
民
参
加
を
前
提
に
議

論
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
住

民
参
加
と
い
う
場
面
で
は
、
そ
こ
に
個
人

の
利
害
損
得
や
差
別
、
エ
ゴ
イ
ズ
ム
な
ど

を
持
ち
込
ま
な
い
と
い
う
ル
ー
ル
が
必
要

で
す
。

　

学
校
を
は
じ
め
と
し
て
、
町
内
会
や
企

業
な
ど
も
「
生
活
圏
と
し
て
の
地
域
社
会

を
よ
く
し
て
い
こ
う
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
前

向
き
に
参
加
、
連
携
し
、
問
題
を
解
決
し

て
い
こ
う
と
い
う
力
を
形
成
し
て
い
か
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
今
こ
そ
、
お
と
な

や
子
ど
も
た
ち
が
苦
し
い
経
験
を
通
し
て

人
と
人
と
の
係
わ
り
の
大
切
さ
を
実
感
し
、

対
人
関
係
を
形
成
し
て
い
く
こ
と
の
重
要

性
を
説
い
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

「
三
代
他
出
す
れ
ば
、
墓
喪
失
」
と
い
う
言

葉
が
あ
り
ま
す
。
地
元
を
離
れ
て
生
活
し
、

三
代
も
過
ぎ
れ
ば
、
自
分
の
ル
ー
ツ
が
見

え
な
く
な
っ
て
く
る
と
い
う
も
の
で
す
。

　

今
回
の
東
日
本
大
震
災
は
、
失
っ
た
も

の
が
多
い
災
害
で
し
た
。
ま
た
、
こ
れ
か

ら
失
う
も
の
も
多
く
あ
る
よ
う
に
も
見
え

ま
す
。
し
か
し
、
失
う
も
の
だ
け
で
な
く
、

多
く
の
新
し
い
価
値
を
見
い
だ
す
チ
ャ
ン

ス
で
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
に
は
、
自

ら
の
住
む
ま
ち
が
ど
の
よ
う
に
な
り
（
過

去
か
ら
現
在
）、
こ
れ
か
ら
ど
の
よ
う
に
し

て
い
き
た
い
の
か
（
現
在
か
ら
未
来
）
プ

ラ
ス
に
な
る
ビ
ジ
ョ
ン
を
も
っ
て
ま
ち
の

再
生
に
取
り
組
む
べ
き
で
す
。
そ
し
て
、

そ
こ
に
住
む
人
た
ち
が
連
携
し
、小
欲
（
私

欲
）
を
捨
て
、
大
欲
（
公
欲
）
に
立
つ
こ

と
（
二
宮
尊
徳
の
「
大
欲

小
欲
の
論
」）
こ
そ
が
福

祉
教
育
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。（
寄
稿
）
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