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今
年
二
月
二
十
七
日
午
後
（
現

地
時
間
は
同
日
午
前
）
発
生
し
た

南
米
チ
リ
の
巨
大
地
震
は
、
マ
グ

ニ
チ
ュ
ー
ド
八
・
八
と
い
う
想
像

を
絶
す
る
凄
ま
じ
さ
。
地
震
に
よ

っ
て
発
生
し
た
津
波
の
日
本
到
来

を
め
ぐ
っ
て
テ
レ
ビ
各
社
が
長
時

間
に
わ
た
っ
て
報
道
を
続
け
て
い

ま
し
た
。 

幸
い
当
初
の
予
測
に
反
し
て
波

高
は
低
く
、
翌
々
日
の
三
月
一
日

に
は
津
波
警
報
、
津
波
注
意
報
と

も
全
面
的
に
解
除
さ
れ
ま
し
た

が
、
こ
の
津
波
で
思
い
起
こ
す
の

が
い
ま
か
ら
三
百
年
ほ
ど
ま
え
に

房
総
半
島
を
襲
い
多
く
の
人
命
を

奪
っ
た
元
禄
地
震
で
す
。
元
禄
地

震
に
つ
い
て
い
く
つ
か
の
資
料
で

記
述
内
容
が
若
干
異
な
り
ま
す

が
、
私
な
り
に
概
要
を
ま
と
め
る

と
次
の
と
お
り
で
す
。 

地
震
発
生
は
元
禄
十
六
年
（
一

七
〇
三
）
十
一
月
二
十
三
日
（
現

在
の
暦
に
す
る
と
十
二
月
三
十
一

日
の
大
晦
日
）
午
前
二
時
ご
ろ
、

震
源
は
相
模
ト
ラ
フ
、
マ
グ
ニ
チ

ュ
ー
ド
は
八
・
二
。
房
総
半
島
各

地
の
震
度
は
中
南
部
で
震
度
六
、

御
宿
付
近
で
震
度
七
に
な
っ
た
と

推
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
資
料
の
震

度
分
布
図
に
よ
る
と
、
佐
倉
付
近

は
震
度
五
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

地
震
に
よ
る
地
殻
の
隆
起
量
は

最
大
で
四
㍍
以
上
、
南
部
は
ほ
ぼ

隆
起
域
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
野

島
崎
は
地
震
の
ま
え
は
野
島
と
い

う
小
さ
な
島
で
し
た
が
、
地
震
で

陸
続
き
に
な
り
岬
に
な
り
ま
し

た
。
現
在
、
Ｊ
Ｒ
館
山
駅
か
ら
海

岸
ま
で
か
な
り
の
距
離
が
あ
り
ま

す
が
、
駅
が
あ
る
と
こ
ろ
は
地
震

ま
え
は
海
底
で
地
震
で
海
底
が
隆

起
、
陸
化
し
ま
し
た
。
ま
た
、
勝

浦
に
平
目
ケ
台
と
い
う
地
名
が
あ

る
そ
う
で
す
が
、
津
波
で
打
ち
上

げ
ら
れ
た
鮃ひ

ら
め

を
拾
う
こ
と
が
で
き

た
の
が
地
名
の
由
来
だ
そ
う
で

す
。 

さ
て
津
波
で
す
が
、
午
前
二
時

か
ら
四
時
に
か
け
て
三
回
ほ
ど
安

房
、
上
総
の
沿
岸
に
波
高
四
〜
八

㍍
の
津
波
が
襲
来
、
御
宿
で
八
㍍

と
最
も
高
く
、
房
総
南
部
、
九
十

九
里
一
帯
で
五
〜
六
㍍
、
津
波
で

実
に
五
千
余
名
の
人
た
ち
が
亡
く

な
っ
て
い
ま
す
。 

海
岸
か
ら
遠
く
離
れ
た
佐
倉
は

勿
論
、
津
波
の
被
害
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、
渡
辺
善
右
衛
門
が
著
し
た

『
古
今

こ

こ

ん

佐
倉

さ

く

ら

真ま

佐
子

さ

ご

』
の
な
か
に

こ
の
地
震
に
関
す
る
貴
重
な
記
述

が
あ
り
ま
す
。
善
右
衛
門
は
十
二

代
佐
倉
藩
主
の
稲
葉
正
知
に
仕
え

た
武
士
で
す
が
、
元
禄
十
四
年
に

江
戸
で
生
ま
れ
翌
年
に
佐
倉
に
移

り
、
一
回
目
の
佐
倉
時
代
を
過
ご

し
て
い
ま
す
。 

元
禄
地
震
の
と
き
は
数
え
で
三

歳
で
し
た
が
、
後
日
、
人
か
ら
聞

い
た
話
と
し
て
地
震
当
日
、
夜
が

明
け
る
ま
で
七
十
五
回
の
揺
れ
が

あ
っ
た
こ
と
、
余
震
が
旧
暦
で
そ

の
年
の
年
末
ま
で
続
い
た
こ
と
、

さ
ら
に
佐
倉
城
の
あ
か
ず
門
の
心し

ん

木ぎ

が
捩
じ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
な

ど
を
書
き
残
し
て
い
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 

（
編
集
委
員
） 

元
禄
地
震 

 
 

金
井 

義
彰 
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近
頃｢

霞
が
関｣

の
埋
蔵
金
が 

折
に
ふ
れ
て
言
わ
れ
て
い
る
。 

ほ
ん
と
う
に
有
る
の
で
あ
れ
ば
、

国
民
の
為
に
有
効
に
使
っ
て
も
ら

い
た
い
も
の
で
あ
る
。 

さ
て
、
我
が
国
に
は
古
来
、
埋

蔵
金
の
伝
説
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
が
、

そ
の
中
で
最
大
の
埋
蔵
量
と
言
わ

れ
る
の
が
、
徳
川
の
埋
蔵
金
で
あ

る
。
我
が
家
に
は
、
畠
山
清
行
さ

ん
と
い
う
作
家
が
、
永
年
に
わ
た

り
調
査
し
た
結
果
の
集
大
成
で
あ

る
『
日
本
の
埋
蔵
金
』
全
二
巻
が

あ
る
が
、
そ
の
本
に
よ
っ
て
諸
賢

の
後
学
の
為
に
ご
紹
介
を
し
た
い

と
思
う
。 

時
は
幕
末
、
慶
応
三
、
四
年
の

頃
江
戸
か
ら
利
根
川
を
遡
行
す
る

船
団
が
渋
川
に
て
上
陸
し
、
幾
多

の
油
樽
を
赤
城
山
の
北
麓
め
が
け

て
運
び
こ
ん
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
。

厳
重
な
警
備
の
下
で
暗
夜
に
行
わ

れ
、
村
人
達
が
近
付
く
事
を
許
さ

ず
、
道
無
き
道
を
進
ん
で
行
っ
た

よ
う
で
あ
る
。 

 
 
 
 
 

 

今
以
っ
て
具
体
的
な
埋
蔵
場
所

が
特
定
で
き
な
い
の
は
、
埋
蔵
に

関
与
し
た
人
々
が
斬
殺
又
は
毒
殺

さ
れ
て
し
ま
っ
た
事
、
後
世
に
残

っ
た
絵
図
と
思
わ
れ
る
も
の
が
、

八
門
遁

は
ち
も
ん
と
ん

甲こ
う

と
い
う
秘
物
埋
蔵
法
に

よ
っ
て
印
さ
れ
て
お
り
、
解
読
で

き
ず
に
い
る
た
め
の
よ
う
で
あ
る
。 

有
力
な
説
と
し
て
は
、
現
在
の

赤
城
村
（
当
時
の
敷
島
村
）
で
あ

る
が
、
榛
名
山
説
や
赤
城
山
南
麓

の
不
動
の
大
滝
に
あ
る｢

国
定
忠

治
の
岩
窟｣

説
も
あ
り
、
最
近
で

も
ロ
マ
ン
を
求
め
て
掘
り
続
け
て

い
る
人
が
絶
え
な
い
よ
う
で
あ
る
。 

で
は
そ
の
埋
蔵
量
は
ど
の
位
か

と
い
う
と
、
江
戸
城
の
金
蔵
か
ら

三
六
〇
万
両
、
加
え
て
全
国
有
名

社
寺
の
黄
金
製
品
、
甲
府
の
御
金

蔵
の
金
貨
の
大
部
分
だ
と
言
わ
れ

て
い
る
。 

現
在
の
貨
幣
価
値
に
し
た
ら
、

ど
の
位
等
と
野
暮
な
事
は
言
う
ま

い
。
カ
レ
ッ
ジ
を
卒
業
し
て
暇
が

で
き
た
ら
行
っ
て
み
た
い
と
思
う
。 

 
 

（
井
野 

今
井
信
幸
） 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

あ
や
と
り 

  

縁
側
に
陽
の
あ
た
る
午
後
の
ひ

と
と
き
、
母
が
娘
に
着
古
し
た
セ

ー
タ
ー
の
解ほ

ど

き
の
手
伝
い
を
さ
せ

て
い
る
。
娘
は
母
が
解
き
自
分
の

手
の
ひ
ら
に
か
ら
ま
せ
る
毛
糸
を
、

三
歳
の
つ
ぶ
ら
な
眸
で
追
い
掛
け

る
。
規
則
的
に
、
寄
り
目
に
な
っ

た
り
、
も
ど
っ
た
り
。
二
十
分
程

た
っ
た
頃
、
娘
は
も
う
限
界
で
あ

る
ら
し
く
、
そ
れ
を
感
じ
た
母
は

「
ち
ょ
っ
と
お
休
み
し
ま
し
ょ
」

と
娘
に
呼
び
か
け
る
。「
お
休
み

お
休
み
」。
娘
に
笑
顔
が
戻
る
。 

 

紐
に
結
ん
で
輪
に
し
た
毛
糸
を

娘
の
両
手
に
掛
け
形
を
整
え
な
が

ら
形
を
作
る
。
母
は
受
け
、
娘
に

指
示
し
、
別
の
形
に
変
え
な
が
ら
、

娘
の
指
に
移
す
。
そ
の
く
り
返
し

の
た
び
に
、
川
に
な
っ
た
り
、

鼓つ
づ
み

に
な
っ
た
り
、
琴
に
な
っ
た

り
。
娘
は
キ
ャ
ッ
キ
ャ
ッ
と
喜
ん

で
い
る
。
母
は
、
笑
い
過
ぎ
、
は

し
ゃ
ぎ
過
ぎ
、
け
と
ば
し
そ
う
に

な
る
娘
の
足
許
か
ら
毛
糸
の
束
を

遠
ざ
け
る
。 

 

こ
の
、
今
出
来
た
ば
か
り
の
毛

糸
の
束
を
見
な
が
ら
、
先
日
の
佐

倉
市
内
の
国
立
歴
史
民
族
博
物
館

を
思
い
出
す
。
あ
れ
は
、
絹
糸
だ

っ
た
が
、
束
ね
た
形
は
、
目
の
前

に
あ
る
毛
糸
の
束
と
同
じ
だ
。
そ

し
て
、
数
え
方
を
思
っ
た
。
と
り

あ
え
ず
、
一
把わ

、
二
把
と
数
え
て

お
い
た
が
何
か
、
ち
が
う
気
が
し

て
い
た
。 

 

今
日
、
漢
字
の
参
考
書
を
め
く

っ
て
い
た
ら
、
国
字
の
一
覧
表
が

あ
り
、
そ
の
中
に
、「
綛
」
と
い

う
字
が
あ
り
、
か
せ
、
と
振
り
仮

名
が
あ
り
、
紡つ

む

い
だ
糸
を
一
定
の

枠
の
長
さ
に
巻
き
と
っ
て
外
し
、

束
に
し
た
も
の
。
ま
た
そ
れ
を
数

え
る
言
葉
、
と
の
説
明
が
あ
っ
た
。 

さ
ら
に
漢
和
字
典
で
、「
か
せ
」

を
引
く
と
稼
、
枷
、
桁
、
校
、
械
、 

綛
と
六
つ
も
あ
る
。
漢
字
の
豊
か

さ
を
改
め
て
思
い
知
る
。 

 

暫
し
の
遊
び
の
後
、
母
と
娘
は
、

ま
た
も
毛
糸
の
解
し
を
始
め
た
。 

 

庭
の
梅
に
一
輪
だ
け
花
が
咲
い

て
い
る
。 

 
 
 

（
上
志
津 

徳
武 

寛
） 

 

徳
川
の
埋
蔵
金
に
つ
い
て 
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命
に
か
か
わ
る
ケ
ガ
や
育
児
放

棄
な
ど
、
子
ど
も
の
虐
待
が
跡
を

絶
た
な
い
。
多
く
は
三
歳
未
満
か

ら
小
学
生
ま
で
の
年
齢
だ
そ
う
だ
。

虐
待
の
ほ
と
ん
ど
は
家
庭
と
い
う

閉
ざ
さ
れ
た
場
所
で
行
わ
れ
る
。

何
か
の
拍
子
で
近
隣
や
知
人
が
知

る
。
そ
の
地
域
で
噂
に
な
る
。
近

隣
で
は
解
決
策
が
見
当
た
ら
な
い
。

放
っ
て
は
置
け
な
い
し
役
所
や
警

察
へ
知
ら
せ
る
。
子
育
て
で
困
り

果
て
途
方
に
暮
れ
た
親
が
、
自
ら

援
助
を
も
と
め
る
こ
と
も
あ
る
。 

 

虐
待
に
つ
な
が
る
と
思
わ
れ
る

要
因
に
は
経
済
的
問
題
、
保
護
者

の
心
身
の
状
態
や
ひ
と
り
親
家
庭

な
ど
が
あ
る
。
誰
か
に
相
談
し
た

い
が
、
行
政
の
相
談
窓
口
や
他
人

に
話
し
た
く
な
い
こ
と
も
あ
る
。 

 

例
え
ば
、
パ
ソ
コ
ン
を
活
用
し

て
の
虐
待
防
止
は
ど
う
か
。
福
祉

の
役
所
な
ど
に
あ
る
情
報
を
分
析

し
、
誰
も
が
パ
ソ
コ
ン
で
検
索
・

閲
覧
で
き
る
ネ
ッ
ト
を
作
っ
て
み

る
。 

 

法
医
学
の
現
場
、
地
域
医
療
、

福
祉
の
役
所
の
三
者
が
互
い
に
協

力
し
て
当
た
れ
ば
良
い
。
法
医
学

は
解
剖
で
死
因
が
明
ら
か
に
な
っ

た
情
報
を
持
っ
て
い
る
。
地
域
医

療
の
医
師
は
頭
や
顔
の
外
傷
、
口

中
の
傷
を
診
て
正
常
か
異
常
か
が

判
る
。
児
童
福
祉
の
役
所
は
こ
れ

ま
で
に
得
た
情
報
を
持
っ
て
い
る
。

た
だ
、
警
察
に
は
「
捜
査
の
秘

密
」
と
言
う
壁
が
あ
る
。
情
報
開

示
は
無
理
だ
と
思
う
。 

 
こ
れ
ら
の
情
報
を
福
祉
に
関
係

す
る
役
所
で
ネ
ッ
ト
化
す
る
。
地

域
で
共
有
し
必
要
な
人
が
必
要
な

と
き
に
利
用
す
る
。
虐
待
防
止
の

手
が
か
り
に
な
る
と
思
う
。
情
報

の
提
供
者
や
関
係
者
に
は
迷
惑
の

か
か
る
こ
と
の
無
い
よ
う
、
匿

名
・
守
秘
義
務
に
配
慮
す
る
。 

 

若
い
親
が
子
育
て
な
ど
で
困
っ

た
と
き
、
す
ぐ
活
用
で
き
る
市
民

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築
が
必
要
だ

と
思
っ
た
。 

 
 

（
南
臼
井
台 

廣
吉
正
毅
） 

  

    

デ
ィ
サ
ー
ビ
ス
「
ち
と
せ
」
に

通
い
始
め
て
、
早
く
も
七
ヶ
月
の

月
日
が
経
ち
ま
し
た
。 
 

テ
レ
ビ
を
見
る
か
、
本
を
読
む

か
の
毎
日
で
し
た
け
れ
ど
、
今
は

週
に
四
日
通
う
「
ち
と
せ
」
が
私

の
生
活
に
な
り
ま
し
た
。 

 

そ
の
「
ち
と
せ
」
の
九
月
二
十

一
日
の
こ
と
、
オ
レ
ン
ジ
色
の
包

装
紙
の
プ
レ
ゼ
ン
ト
を
頂
き
ま
し

た
。 

 

プ
レ
ゼ
ン
ト
に
は
、
藤
紫
色
の

台
紙
に
貼
ら
れ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
が

添
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。 

 
 

敬
老
の
日
お
め
で
と
う
ご
ざ 

 
 

い
ま
す
。 

 
 

い
つ
ま
で
も
元
気
で
、
明
る 

 

く
楽
し
い
日
々
を
お
過
ご
し
下

さ
い
。 

 
 
 

デ
ィ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー 

 
 
 
 
 
 

ち
と
せ
職
員
一
同 

と
記
さ
れ
、
と
り
ど
り
の
花
を
盛

っ
た
篭
の
絵
が
描
き
添
え
ら
れ
て

い
ま
し
た
。 

 

胸
を
と
き
め
か
せ
て
、
そ
の
場

で
プ
レ
ゼ
ン
ト
を
開
い
て
し
ま
い

ま
し
た
。 

 

中
は
！ 

何
と
桜
の
花
の
模
様

を
あ
し
ら
っ
た
ピ
ン
ク
色
の
可
愛

い
タ
オ
ル
の
ハ
ン
カ
チ
で
し
た
。 

宇
野
千
代
の
デ
ザ
イ
ン
を
連
想
し

な
が
ら
、
職
員
の
皆
様
が
心
を
こ

め
て
選
ば
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
に
、

す
っ
か
り
嬉
し
く
な
っ
て
し
ま
い

ま
し
た
。 

 

ピ
ン
ク
の
色
は
、
こ
の
ま
ま
孫

へ
の
プ
レ
ゼ
ン
ト
に
使
え
ま
す
。 

孫
の
あ
る
年
代
へ
の
お
心
遣
い
が

垣
間
見
ら
れ
る
プ
レ
ゼ
ン
ト
で
し

た
。
孫
の
無
い
私
で
も
、
近
く
に

住
む
姪
の
子
へ
贈
ろ
う
か
、
墓
参

の
折
の
生
家
へ
の
土
産
に
加
え
よ

う
か
と
、
思
い
は
広
が
り
ま
し
た
。 

 

先
日
の
こ
と
で
し
た
。
ゲ
ー
ム

の
た
め
円
陣
に
座
っ
た
中
の
お
一

人
が
、
そ
の
ハ
ン
カ
チ
を
使
わ
れ

て
い
た
の
で
す
。
少
し
の
違
和
感

も
無
く
…
。 

 

近
頃
の
私
は
、
老
齢
だ
か
ら
と

躊
躇
す
る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
い

ま
す
。
反
省
す
る
こ
と
頻し

き

り
で
し

た
。 

 
 
 
 

（
臼
井 

加
瀬
清
子) 

な
く
そ
う 

子
ど
も
の
虐
待 

 
―
情
報
の
開
示
と
共
有
化
― 

デ
ィ
サ
ー
ビ
ス 

 
 

「
ち
と
せ
」
で
② 

 



－４－ 

 

「
喜
望
峰
か
ら
東
で
、
悪
臭
の
な

い
町
に
初
め
て
出
合
っ
た
」。 

 

江
戸
末
期
に
来
日
し
た
初
代
駐
日

英
国
公
使
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
の
言
葉
で

あ
る
。
当
時
の
江
戸
は
、
上
下
水
道

が
完
備
し
、
ゴ
ミ
や
糞
尿
の
処
理
も

シ
ス
テ
ム
化
さ
れ
て
い
た
。
ア
ジ
ア

の
果
て
に
こ
の
よ
う
な
文
化
を
持
つ

国
が
あ
っ
た
と
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
は
驚

い
て
い
る
。 

 

ま
た
明
治
初
期
に
東
北
地
方
を
歴

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

さ
く
ら
道 

 
 

高
齢
者
と
言
わ
れ
る
年
齢
に
入

り
、
年
を
と
る
こ
と
に
つ
い
て
考

え
て
み
た
。 
 

若
い
時
に
、
も
っ
と
考
え
て
行

動
し
て
い
れ
ば
、
ま
た
自
分
の
世

界
を
大
切
に
す
る
生
き
が
い
を
見

つ
け
て
お
け
ば
、
な
ど
と
い
ろ
い

ろ
悔
や
ん
で
み
て
も
、
逆
に
仕
事

一
筋
で
や
っ
て
き
た
自
分
の
人
生

が
む
な
し
く
思
え
た
。 

 

そ
れ
な
ら
、
い
っ
そ
前
向
き
に

考
え
行
動
し
よ
う
と
思
っ
た
。 

 

今
で
は
年
を
と
っ
た
だ
け
の
知

恵
も
つ
き
、
若
い
時
と
は
違
っ
た

見
方
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
れ
か
ら
は
、
こ
の
知
恵
を
生
か

し
年
を
と
っ
た
か
ら
こ
そ
考
え
ら

れ
る
こ
と
、
で
き
る
こ
と
が
沢
山

あ
る
と
思
い
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活

動
等
で
多
く
の
人
と
交
わ
り
、
仲

間
づ
く
り
が
で
き
た
ら
な
ど
考
え

れ
ば
、
あ
な
が
ち
年
を
と
っ
て
行

く
の
も
悪
く
は
な
い
と
思
う
今
日

こ
の
頃
で
あ
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 

（
六
角 

学
） 

訪
し
た
英
国
人
女
性
は
、「
こ
の
国
に

は
貧
乏
な
人
は
い
る
が
、不
衛
生
な
人

は
い
な
い
」
と
記
し
て
い
る
。 

 

今
月
号
は
、そ
の
江
戸
時
代
の
研
究

が
二
編
「
元
禄
地
震
」
と
「
徳
川
埋
蔵

金
に
つ
い
て
」。
さ
ら
に
、
伝
統
の
遊

び
「
あ
や
と
り
」
の
話
と
、
逆
に
日
本

の
良
い
伝
統
が
こ
わ
れ
か
け
て
い
る
と

警
鐘
を
な
ら
す「
な
く
そ
う
子
ど
も
の

虐
待
」、
最
後
に
古
き
良
き
人
間
関
係

を
想
い
起
こ
さ
せ
る
「
ち
と
せ
で
」。

組
み
合
わ
せ
の
妙
を
お
楽
し
み
下
さ

い
。 

 
 
 
 
 
 

（
岡
本
文
隆
） 

5月の黒板 
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