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新
年
早
々
に
能
登
半
島
で
大
規
模
地
震
が
連
続

し
て
発
生
し
、
深
刻
で
甚
大
な
被
害
が
も
た
ら
さ

れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
貴
重
な
文
化
財
や
文
化

的
資
源
が
残
念
な
が
ら
失
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
深

刻
な
文
化
財
被
害
で
、
文
化
財
防
災
の
在
り
方
が

改
め
て
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

能
登
半
島
地
震
と
文
化
財
被
害

　

１
月
の
能
登
半
島
地
震
で
の
文
化
財
の
被
害
に

つ
い
て
触
れ
て
お
こ
う
。
国
と
県
の
指
定
文
化
財

だ
け
で
も
１
０
０
件
を
超
え
る
被
害
が
報
告
さ
れ

て
い
る
。
こ
こ
で
は
有
形
の
指
定
文
化
財
を
中
心

に
述
べ
る
が
、
文
化
財
に
は
無
形
の
も
の
も
未
指

定
の
も
の
も
あ
り
、
輪
島
漆
器
や
キ
リ
コ
祭
り
に

代
表
さ
れ
る
伝
統
文
化
も
あ
る
の
で
、
広
範
囲
か

つ
重
層
的
な
被
害
が
起
き
、
地
域
の
存
亡
が
問
わ

れ
て
い
る
。

　

今
回
の
地
震
被
害
の
特
徴
の
一
つ
は
、
伝
統
的

建
造
物
の
被
害
が
著
し
い
こ
と
で
あ
る
。
屋
根
が

重
い
社
寺
の
建
造
物
が
、
繰
り
返
し
襲
い
か
か
る

地
震
動
に
振
り
回
さ
れ
て
、
重
い
屋
根
か
ら
崩
れ

落
ち
て
い
る
。
社
寺
で
は
、
輪
島
の
重
じ
ゅ
う
ぞ
う蔵

神
社
、

門
前
の
総
持
寺
、
高
岡
の
瑞
龍
寺
な
ど
が
被
害
を

受
け
て
い
る
。
伝
統
民
家
で
は
、
輪
島
の
上か
み
と
き
く
に

時
国

家け

住
宅
や
黒
島
の
旧
角か

ど
み
け

海
家
住
宅
、
新
潟
の
旧
笹

川
家
住
宅
（
い
ず
れ
も
国
指
定
重
要
文
化
財
）
な
ど

が
被
害
を
受
け
て
い
る
。
金
沢
城
の
石
垣
も
崩
れ

て
い
る
。
黒
島
の
伝
統
的
建
造
物
群
な
ど
多
く
の

歴
史
的
町
並
み
が
崩
壊
し
て
い
る
。
輪
島
大
火
で

は
、
同
市
出
身
の
漫
画
家
、
永
井
豪
の
記
念
館
も

焼
失
し
て
い
る
。

　

永
井
豪
記
念
館
の
焼
失
は
、
展
示
品
の
原
画
な

ど
貴
重
な
文
化
的
資
源
が
失
わ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
建
造
物
や
町
並
み
の
被
災
は
、

そ
の
中
に
あ
る
工
芸
品
な
ど
の
民
俗
文
化
だ
け
で

な
く
、
生
活
文
化
や
景
観
文
化
の
喪
失
に
も
つ
な

が
っ
て
い
る
。

文
化
財
防
災
と
自
治
体
の
役
割

　

し
ば
ら
く
前
ま
で
は
、
文
化
財
の
保
護
や
防
災

は
、
主
と
し
て
国
の
責
任
と
さ
れ
て
き
た
。
と
こ

ろ
が
最
近
は
、
国
だ
け
で
な
く
自
治
体
が
、
自
ら

の
責
任
と
し
て
積
極
的
に
取
り
組
む
こ
と
が
求
め

ら
れ
て
い
る
。
昭
和
30
年
の
文
化
財
保
護
法
の
改

正
に
よ
り
、
文
化
財
所
有
者
と
共
に
市
町
村
が
、

文
化
財
の
保
存
と
活
用
の
計
画
を
作
り
、
文
化
財

の
保
護
と
継
承
に
努
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の

流
れ
の
中
で
、
市
町
村
も
「
文
化
財
保
存
活
用
地
域

計
画
」
を
作
っ
て
、
地
域
の
宝
と
し
て
の
文
化
財
の

保
護
に
努
め
る
よ
う
奨
励
さ
れ
て
い
る
。

　

地
域
の
文
化
や
文
化
財
は
、
地
域
の
人
々
の
精
神

的
支
柱
で
あ
り
、
地
域
の
活
力
の
資
源
的
基
盤
で
あ

る
。
町
並
み
景
観
に
も
つ
な
が
る
し
、
地
域
の
産
業

に
も
つ
な
が
る
し
、
郷
土
愛
や
精
神
文
化
に
も
つ
な

が
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
地
域
の
将
来
ビ
ジ
ョ
ン
の
中

に
位
置
付
け
、
文
化
財
を
活
用
し
た
地
域
づ
く
り
を

進
め
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
文
化
を
継
承
す

る
こ
と
、
文
化
財
を
保
護
す
る
こ
と
は
、
災
害
文
化

と
い
う
言
葉
が
あ
る
よ
う
に
、
防
災
の
知
恵
を
育

み
、
地
域
の
安
全
安
心
に
も
つ
な
が
る
。
文
化
財
と

「
文
化
財
防
災
」
と
自
治
体
の
課
題
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地
域
と
の
有
機
的
関
係
を
重
視
し
、
地
域
が
一
体
と

成
っ
て
取
り
組
む
べ
き
課
題
だ
。
自
治
の
根
幹
を
な

す
課
題
と
捉
え
て
ほ
し
い
。

　

そ
れ
故
に
、
保
存
活
用
地
域
計
画
を
策
定
す
る

と
と
も
に
、
地
域
防
災
計
画
の
中
に
も
独
自
の
項

目
を
立
て
、
地
域
づ
く
り
と
文
化
の
継
承
を
両
輪

と
し
た
、
地
域
密
着
型
の
文
化
財
防
災
を
推
進
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

文
化
財
災
害
リ
ス
ク
増
大
の
背
景

　

文
化
財
防
災
の
課
題
を
検
討
す
る
前
に
、
そ
の

災
害
リ
ス
ク
増
大
の
背
景
に
触
れ
て
お
き
た
い
。

21
世
紀
に
入
っ
て
、
文
化
財
の
被
災
件
数
が
急
速

に
増
え
て
い
る
。
そ
の
理
由
の
一
つ
は
、
災
害
の

時
代
を
迎
え
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
地
震
や
火
山

の
活
動
期
を
迎
え
て
い
る
こ
と
、
温
暖
化
の
影
響

で
豪
雨
災
害
が
増
え
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。
そ
れ

だ
け
に
災
害
の
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
官
民
連
携
の

防
災
体
制
の
構
築
が
急
が
れ
る
。

　

そ
の
一
方
で
、
社
会
の
脆
ぜ
い
じ
ゃ
く弱

化
が
進
ん
で
い
る

こ
と
も
、
そ
の
理
由
で
あ
る
。
都
市
部
で
は
、
文

化
財
周
辺
の
宅
地
化
が
進
ん
で
火
災
拡
大
な
ど
の

リ
ス
ク
が
増
え
て
い
る
。
農
村
部
で
は
、
社
寺
の

無
人
化
や
管
理
体
制
の
劣
化
が
進
ん
で
保
全
管
理

な
ど
の
劣
化
を
招
い
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
地

域
ぐ
る
み
の
監
視
と
防
護
の
態
勢
づ
く
り
が
急
が

れ
る
。
こ
れ
ま
で
の
所
有
者
防
災
か
ら
み
ん
な
で

取
り
組
む
「
地
域
ぐ
る
み
防
災
」
に
転
換
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

自
治
体
の
文
化
財
防
災
の
課
題

　

地
域
ぐ
る
み
の
文
化
財
防
災
の
課
題
は
、
予
防
、

応
急
、
復
興
の
３
段
階
に
分
け
て
整
理
で
き
る
。

　

予
防
で
は
、
地
域
の
防
災
力
の
向
上
を
図
り
、

未
然
に
文
化
財
の
被
災
を
防
ぐ
こ
と
が
求
め
ら
れ

る
。
住
民
や
文
化
財
所
有
者
の
意
識
を
変
え
る
た

め
の
啓
発
や
研
修
、
地
域
が
連
帯
し
て
防
災
を
図

る
た
め
の
協
働
体
制
の
構
築
、
文
化
財
周
辺
の
環

境
改
善
を
図
る
ま
ち
づ
く
り
を
、
自
治
体
と
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
が
一
体
と
な
っ
て
進
め
る
必
要
が
あ
る
。

文
化
財
防
災
に
強
い
地
域
づ
く
り
や
人
づ
く
り
が

不
可
欠
で
あ
る
。

　

応
急
で
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
文
化
財
の
被
災

防
止
や
救
助
を
担
う
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
そ
れ

に
は
、
応
急
時
に
文
化
財
を
救
出
し
保
護
す
る
レ

ス
キ
ュ
ー
隊
の
育
成
が
欠
か
せ
な
い
し
、
文
化
財

へ
の
拡
大
や
波
及
を
防
ぐ
消
防
組
織
や
水
防
組
織

の
育
成
が
欠
か
せ
な
い
。
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
、
文

化
財
防
災
を
テ
ー
マ
に
し
た
地
区
防
災
計
画
を
策

定
し
、
応
急
時
に
備
え
た
訓
練
な
ど
に
日
頃
か
ら

努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

復
興
で
は
、
文
化
的
価
値
の
維
持
に
つ
な
が
る

修
復
や
再
興
に
努
め
る
こ
と
が
、
肝
要
で
あ
る
。

最
近
は
、
復
興
と
安
全
を
口
実
に
伝
統
的
な
建
造

物
を
安
易
に
解
体
す
る
傾
向
に
あ
る
が
、
未
指
定

の
文
化
財
で
も
文
化
の
裾
野
を
構
築
す
る
重
要
な

資
産
で
あ
り
、
修
復
を
基
本
に
町
並
み
な
ど
の
保

全
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

と
は
い
え
能
登
の
地
震
で
は
、
修
復
建
造
物
が

無
残
に
壊
れ
て
お
り
、
修
復
に
当
た
っ
て
は
、
文

化
的
価
値
を
損
な
わ
な
い
範
囲
で
最
新
技
術
を
駆

使
し
て
、
耐
震
性
な
ど
の
抜
本
的
強
化
に
努
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
修
復
の
技
術

向
上
が
求
め
ら
れ
る
。
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