
　
阪
神
・
淡
路
大
震
災
か
ら
は
や
一

年
が
過
ぎ
た
。
私
は
横
浜
市
の
応
援

職
員
と
し
て
、
平
成
七
年
二
月
五
日

か
ら
一
週
間
神
戸
市
長
田
区
役
所
に

行
っ
た
が
、
そ
の
経
験
を
元
に
感
じ

た
こ
と
を
お
話
し
し
た
い
。

　
我
々
の
仕
事
は
テ
レ
ビ
等
で
大
き

く
報
道
さ
れ
た
、
あ
の
罹
災
証
明
書

及
び
義
援
金
関
連
事
務
で
あ
っ
た
。

一
緒
に
事
務
に
あ
た
っ
た
神
戸
市
の

職
員
や
窓
口
に
来
た
被
災
者
か
ら
、

震
災
当
時
の
状
況
や
震
災
後
の
経
過

な
ど
貴
重
な
経
験
談
を
聞
き
、
ま
た

区
役
所
付
近
を
見
聞
す
る
こ
と
が
で

き
た
。
そ
こ
か
ら
感
じ
た
の
は
、
防

災
の
限
界
と
、
災
害
か
ら
生
還
す
る

こ
と
の
意
味
で
あ
っ
た
。

　
我
々
の
防
災
に
対
す
る
考
え
方
は
、

過
去
最
大
級
の
災
害
と
同
規
模
の
災

害
に
対
応
す
る
と
い
っ
た
も
の
で
あ

る
。
そ
れ
以
上
の
対
応
も
可
能
で
あ

ろ
う
が
、
日
常
生
活
が
不
便
に
な
る

な
ど
の
弊
害
が
あ
り
、
そ
の
折
衷
案

と
し
て
の
対
応
法
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、

こ
れ
は
必
要
最
小
限
の
防
災
と
い
う

こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
と

こ
ろ
が
我
々
日
本
人
は
、
地
震
な
ど

の
自
然
災
害
が
小
被
害
で
頻
繁
に
起

こ
る
た
め
か
、
災
害
に
対
し
て
自
信

過
剰
若
し
く
は
鈍
感
な
よ
う
に
思
わ

れ
、
今
回
の
大
震
災
で
は
そ
の
実
態

が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
た
と
思
う
。
自

治
体
や
国
の
対
応
の
不
備
に
始
ま
り
、

建
築
物
の
手
抜
き
工
事
の
発
覚
、
避

難
所
生
活
の
混
乱
な
ど
、
官
民
全
般

に
わ
た
っ
て
混
迷
し
て
い
る
。
こ
れ

は
、
我
々
が
自
然
災
害
に
対
し
て
さ

ほ
ど
強
く
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る

と
思
う
。
こ
の
点
が
防
災
の
限
界
で

あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
一
方
、
災
害
で
生
還
す
る
こ
と
に

つ
い
て
も
思
う
こ
と
が
あ
っ
た
。
大

地
震
の
災
害
か
ら
無
事
脱
出
す
る
こ

と
は
、
自
分
の
た
め
の
み
な
ら
ず
他

の
被
災
者
の
た
め
で
も
あ
る
、
と
い

う
こ
と
だ
。
大
地
震
直
後
は
、
道
路

の
崩
壊
な
ど
で
消
防
な
ど
の
救
援
が

あ
ま
り
期
待
で
き
ず
、
ま
ず
自
力
に

よ
る
脱
出
を
試
み
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
し
て
、
自
力
で
脱
出
で
き
た

人
が
早
期
の
救
援
活
動
の
担
い
手
と

な
り
得
る
わ
け
だ
が
、
こ
れ
が
ど
れ

ほ
ど
重
要
か
を
被
災
者
の
話
か
ら
実

感
し
た
。
無
論
、
最
近
の
建
造
物
は

高
機
能
・
高
層
化
が
進
ん
で
い
て
、

素
人
の
救
援
活
動
に
は
限
界
が
あ
る

と
思
う
が
、
道
路
上
の
が
れ
き
を
撤

去
し
て
緊
急
自
動
車
が
進
入
し
や
す

く
す
る
な
ど
、
作
業
は
い
く
ら
で
も

あ
る
。
災
害
か
ら
の
生
還
は
、
二
重

の
意
味
で
大
変
重
要
な
事
で
あ
る
と

痛
感
し
た
。

　
今
回
の
震
災
に
つ
い
て
思
う
の
は
、

反
省
す
べ
き
人
的
問
題
点
も
数
多
く

あ
る
が
、
そ
れ
に
も
増
し
て
、
自
然

災
害
が
人
知
を
越
え
て
す
さ
ま
じ
い

こ
と
を
改
め
て
知
ら
さ
れ
た
こ
と
で

あ
る
。
し
か
し
、
人
知
を
越
え
る
事

象
だ
と
い
う
こ
と
を
肝
に
銘
じ
て
普

段
か
ら
心
掛
け
、
災
害
が
起
こ
っ
て

も
混
乱
せ
ず
に
行
動
す
れ
ば
、
道
が

開
け
る
こ
と
も
知
っ
た
。
そ
し
て
、

こ
の
自
然
に
対
す
る
〃
恐
れ
”
を
忘

れ
た
と
き
、
大
災
害
が
起
こ
る
よ
う

な
気
が
す
る
。
「
天
災
は
、
忘
れ
た

頃
に
や
っ
て
く
る
」
、
ま
さ
に
至
言

で
あ
る
。

あ
と
が
き

　
「
横
浜
市
は
、
『
ゆ
め
は
ま
2
0

1
0
プ
ラ
ン
』
で
『
世
界
に
開
か
れ

た
国
際
都
市
』
を
掲
げ
、
積
極
的
に

外
国
人
の
暮
ら
し
や
す
い
環
境
づ
く

り
を
進
め
よ
う
と
し
て
い
る
。

　
そ
の
た
め
に
は
、
外
国
人
が
日
常

生
活
で
か
か
え
る
問
題
と
そ
の
解
決

方
策
を
さ
ぐ
り
、
外
国
人
に
開
か
れ

た
施
策
の
充
実
を
は
か
る
こ
と
が
重

要
で
あ
る
。
外
国
人
に
開
か
れ
た
施

策
の
充
実
と
は
、
日
本
社
会
の
外
国

人
排
除
の
意
識
・
制
度
を
再
考
す
る

こ
と
で
あ
り
、
横
浜
が
文
化
的
に
豊

か
に
な
る
こ
と
を
再
認
識
す
る
こ
と

で
あ
る
」

　
こ
れ
は
今
回
の
調
査
季
報
の
特
集

編
集
に
当
た
っ
て
の
趣
旨
で
あ
る
。

し
か
し
今
回
も
、
テ
ー
マ
を
設
定
し

た
編
集
部
が
教
え
て
い
た
だ
い
た
こ

と
が
多
か
っ
た
。
そ
の
一
つ
は
、
多

く
の
方
が
、
外
国
人
を
「
隣
人
」
と

し
て
認
識
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
異
質
な
存
在
と
し
て
見
る
の

で
は
な
く
、
隣
人
と
し
て
接
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
そ
の
隣
人
に
問
題
が

起
こ
れ
ば
一
緒
に
考
え
、
解
決
し
て

い
こ
う
と
い
う
姿
勢
な
の
だ
。

　
外
国
人
住
民
を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま

な
問
題
は
、
日
々
新
た
な
課
題
を
提

出
し
て
く
れ
る
。
そ
し
て
、
少
し
目

を
開
け
ば
確
実
に
私
た
ち
の
身
の
回

り
に
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

　
今
回
の
特
集
テ
ー
マ
は
、
「
外
国

人
に
開
か
れ
た
都
市
を
目
指
し
て
」

で
あ
る
が
、
一
緒
に
暮
ら
す
「
外
国

人
に
開
か
れ
て
い
な
い
都
市
」
と
は
、

つ
ま
り
日
本
人
に
も
開
か
れ
て
い
な

い
都
市
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い

る
。
外
国
人
が
抱
え
て
い
る
問
題
は
、

私
た
ち
が
住
み
暮
ら
す
社
会
が
抱
え

て
い
る
問
題
な
の
だ
。

Λ
加
藤
Ｖ

　
「
調
査
季
報
」
は
職
員
が
自
由
に

意
見
を
発
表
し
討
論
す
る
行
政
研

究
誌
で
す
。
「
自
主
研
究
レ
ポ
ー
ト
」

へ
の
投
稿
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

　
応
募
さ
れ
る
方
は
、
事
前
に
研

究
の
概
要
を
Ａ
４
紙
三
枚
以
内
に

ま
と
め
て
企
画
局
政
策
部
調
査
課

ま
で
お
送
り
く
だ
さ
い
。

Ｆ
Ａ
Ｘ
　
六
六
三
－
四
六
一
三

お
問
い
合
わ
せ
は
、
電
話
六
七
一
－

二
〇
二
九
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天災は忘れた頃に
やってくる
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