


                                        嘉
永
七
年
寅
十
一
月
四
日
五
日
本
調
べ

諸
国
大
地
震
大
津
波
末
代
噺

此
末
代
噺
は
本
調
べ
い
た
し
詳
し
く
諸
国
地
震
津
波
并
に
大
火
の
次
第
を
写
し

日
坂

無
事

此
宿

無
事
に

通
り

蒲
原
・
吉
原

丸焼け

尼
崎
・
西
宮

十
一
月
四
日

大
地
震
荒
れ

半
潰
れ

諸
社
御
千

度諸
国

安全

袋
井
・
掛
川
・

金
谷
・
藤
枝
・

府
中
・
江
尻
・

興
津

此
七
宿

大
地
震

大
火

東
海
道

小
夜
の
中
山

此
所
釣
鐘

▲
建
立

宮
・
桑
名

大
荒
れ
大
荒
れ

京
・
木
津
・

奈
良
・
大
津

作
料

志
州
（
志
摩
）

鳥
羽
辺

混
雑

混
雑

新
田
舟
入

流
れ
混
雑

越
前
・
敦
賀
、

地
震
其
他
北
国

世
直
り
世
直
り
、

目
出
度
い
目
出
度

い

阿
波
・
讃

岐
・
土
佐

大
焼
け

▲
と
ま
り

伊
勢
（
内
宮
・
外

宮
）

両
宮
無
事

春
日
灯
籠
壊
る

賽
銭

美
濃
竹
が
鼻

地
裂
け
泥
吹
出

す泥か
い
か
い

美
濃
大
雪

地
震

是
は
堪
ら

ぬ
堪
ら
ぬ

播
州
近
辺

格
別
の
事
も
な
し

尾
州
（
尾
張
）

名
古
屋

諸入
用

清
水
・
天
王
寺

玉
造

▲
賽
銭

こ
れ
は
堪
ら
ぬ
堪

ら
ぬ

大
黒
橋
津
波

亀
井
橋
其
外

落
橋

浅
草
上
野

僧
正
寺
無
事

▲
賽
銭

諸
方
や
し
き

江
戸
損
じ

▲
普
請
料

江
戸

芝
居
焼
け

三
芝
居

焼
け

品
川
・
川

崎
・
神
奈
川

大
津
波

摂
州
（
摂
津
）

三
田

大
地
震

大
荒
れ

日
本
一
高
山

無
事
（
富
士
）

目
出
た
く
寿
の

雲

諸
方
井
戸

や
か
た

釣
鐘
堂

何
が
銭
儲
け

の
種
に
な
る

や
ら

五
日
夕
方

諸
方
混
雑

▲
風
呂

銭
京
町
堀

大
阪

揺
り
出
し
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すごろくで勉強した後は、地震・津波災害への備えについて、ご家庭で話し合いましょう。 



 
 



解
説 

地
震
研
究
と
古
文
書 

日
本
列
島
は
四
枚
の
プ
レ
ー
ト
が
ぶ
つ
か
り
合
う
位
置
に
あ
り
、
自
然
豊
か
な
美
し
い
国
土
を
有
す
る
一
方
、

古
来
よ
り
た
び
た
び
大
地
震
や
津
波
、
火
山
噴
火
な
ど
の
災
害
に
見
舞
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
現
在

ま
で
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
古
地
震
研
究
の
成
果
に
よ
り
明
ら
か
で
す
。
古
文
書
に
書
か
れ
た
内
容
か
ら
過
去
の

地
震
に
つ
い
て
知
る
こ
と
は
、
古
地
震
研
究
の
も
っ
と
も
基
本
的
な
方
法
の
ひ
と
つ
で
す
。 

地
震
研
究
の
立
場
か
ら
い
え
ば
、
過
去
の
地
震
を
知
る
た
め
の
手
が
か
り
と
な
り
う
る
の
は
、
文
書
記
録
の
み

に
と
ど
ま
り
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
、
掘
削
調
査
に
よ
り
過
去
の
地
震
や
津
波
の
発
生
履
歴
を
探
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
こ
う
し
た
地
球
科
学
的
調
査
か
ら
は
、
数
千
年
あ
る
い
は
さ
ら
に
以
前
の
災
害
に
つ
い
て
客
観
的
に
知
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
一
方
、
文
書
記
録
に
よ
る
情
報
に
は
主
観
的
な
内
容
が
含
ま
れ
て
お
り
、
こ
の
点
は
注
意
を
要

し
ま
す
。
し
か
し
、
こ
れ
は
逆
に
、
災
害
に
よ
っ
て
人
間
社
会
が
受
け
た
被
害
や
、
そ
れ
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な

対
応
が
な
さ
れ
た
か
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
防
災
の
観
点
か
ら
は
非
常
に
重
要
で
す
。 

減
災
館
で
展
示
・
解
読
し
て
い
る
古
文
書
・
古
典
籍
・
絵
図
は
、
過
去
に
日
本
列
島
で
発
生
し
た
災
害
に
つ
い

て
、
先
人
が
書
き
と
め
た
貴
重
な
記
憶
を
今
日
に
伝
え
る
も
の
で
す
。「
体
験
者
」
の
記
録
か
ら
真
摯
に
教
訓
を
学

び
取
り
、
今
後
の
災
害
へ
の
備
え
を
進
め
る
こ
と
が
重
要
で
す
。「
諸
国
大
地
震
大
津
波
末
代
噺
」
は
、
直
接
的
な

体
験
を
記
録
し
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
各
地
の
被
災
状
況
を
ま
と
め
て
刊
行
さ
れ
た
瓦
版
で
あ
り
、
こ
う

し
た
も
の
を
通
し
て
当
時
の
人
々
が
遠
方
の
情
報
を
知
り
え
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。 

 

南
海
ト
ラ
フ
地
震 

西
南
日
本
の
南
方
沖
で
は
、
北
上
し
て
き
た
フ
ィ
リ
ピ
ン
海
プ
レ
ー
ト
が
ユ
ー
ラ
シ
ア
プ
レ
ー
ト
の
下
へ
沈
み

込
ん
で
い
ま
す
。
沈
み
込
み
が
始
ま
る
位
置
で
は
海
底
面
が
溝
状
に
く
ぼ
ん
で
お
り
、
こ
の
地
形
は
南
海
ト
ラ
フ

と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
南
海
ト
ラ
フ
の
プ
レ
ー
ト
同
士
の
境
界
面
で
は
岩
盤
に
ひ
ず
み
が
蓄
積
し
、
お
お
む
ね
百

年
に
一
度
、
解
放
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
が
南
海
ト
ラ
フ
地
震
で
あ
り
、
東
海
地
震
・
東
南
海
地
震
・
南
海
地
震
な
ど

と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
の
総
称
で
す
。
震
源
域
（
ひ
ず
み
を
解
放
す
る
領
域
）
は
、
一
度
の
地
震
で
駿
河
湾
か
ら

四
国
沖
ま
で
の
す
べ
て
に
わ
た
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
東
海
域
で
地
震
が
発
生
し
て
し
ば
ら
く
後
に
南
海
域
（
四
国

沖
）
で
地
震
が
発
生
す
る
場
合
も
あ
り
、
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
複
雑
で
す
。 

古
地
震
研
究
の
成
果
と
し
て
、
図
に
示
し
た
地
震
が
過
去
に
南
海
ト
ラ
フ
で
発
生
し
て
き
た
こ
と
が
知
ら
れ
て

い
ま
す
。
近
い
将
来
に
再
び
南
海
ト
ラ
フ
巨

大
地
震
が
発
生
す
る
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、

現
在
国
を
挙
げ
て
対
策
が
進
め
ら
れ
て
い
る

と
こ
ろ
で
す
。 

 

安
政
東
海
・
南
海
地
震 

嘉
永
七
年
十
一
月
四
日
（
西
暦
で
は
１
８

５
４
年
１
２
月
２
３
日
）
に
熊
野
灘
か
ら
駿

河
湾
に
か
け
て
、
翌
五
日
に
紀
伊
水
道
か
ら

四
国
沖
に
か
け
て
の
海
域
を
そ
れ
ぞ
れ
震
源

域
と
す
る
地
震
が
発
生
し
ま
し
た
。
地
震
の

規
模
を
表
す
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
は
、
と
も
に

 

か
ら
わ
ば
ん 

か
え
い 

な
だ 

ま
つ
だ
い
ば
な
し し

ん
し 

す
る
が
わ
ん 

く
っ
さ
く 

り
れ
き 



八
・
四
と
推
定
さ
れ
て
い
ま
す
︒
こ
の
年
の
十
一
月
二
十
七
日
に
安
政
と
改
元
さ
れ
た
の
で
︑
こ
れ
ら
の
地
震
を

安
政
東
海
地
震
・
安
政
南
海
地
震
と
呼
び
ま
す
︒ 

安
政
東
海
地
震
で
は
︑
箱
根
西
麓
か
ら
浜
名
湖
付
近
の
沿
岸
部
で
激
し
く
揺
れ
︑
ま
た
地
震
に
伴
っ
て
発
生
し

た
津
波
は
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
ま
で
も
到
達
し
ま
し
た
︒
安
政
南
海
地
震
で
は
︑
紀
伊
半
島
南
部
か
ら
四
国
南
部

に
か
け
て
激
し
い
揺
れ
に
見
舞
わ
れ
ま
し
た
︒﹁
稲
む
ら
の
火
﹂
と
い
う
︑
和
歌
山
県
の
広
村
で
浜
口
儀
兵
衛
の
尽

力
に
よ
り
津
波
で
の
死
者
を
減
ら
す
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
話
は
︑
こ
の
地
震
の
と
き
の
も
の
で
す
︒
ま
た
︑
東

日
本
大
震
災
を
受
け
て
日
本
で
は
十
一
月
五
日
を
﹁
津
波
防
災
の
日
﹂
と
制
定
し
︑
さ
ら
に
国
連
総
会
で
も
こ
の

日
を
﹁
世
界
津
波
の
日
﹂
と
定
め
ま
し
た
︒ 

 ⑦﹁
大
黒
橋
津
波
︑亀
井
橋
・
其
外
落
橋
﹂に
つ
い
て 

安
政
南
海
地
震
・
津
波
で
は
︑
大
阪
の
道
頓
堀
川
に
か
か
る
大
黒
橋
や
︑
木
津
川
に
か
か
る
亀
井
橋
な
ど
に
︑

津
波
の
遡
上
に
よ
っ
て
流
さ
れ
た
船
が
ぶ
つ
か
り
︑
多
く
の
橋
が
崩
落
し
ま
し
た
︒
京
セ
ラ
ド
ー
ム
大
阪
の
東
側

を
流
れ
る
木
津
川
に
か
か
る
大
正
橋
の
た
も
と
に
︑﹁
大
地
震
両
川
口
津
浪
記
﹂
の
石
碑
が
あ
り
ま
す
︒
安
政
南
海

地
震
・
津
波
の
被
害
を
う
け
て
建
立
さ
れ
た
供
養
碑
で
す
︒
津
波
で
流
さ
れ
た
大
型
の
船
が
大
黒
橋
へ
横
付
け
に

な
り
︑そ
こ
へ
複
数
の
船
が
次
々
に
乗
り
上
が
っ
て
山
の
よ
う
に
な
っ
た
様
子
や
︑﹁
安
治
川
橋
︑亀
井
橋
︑高
橋
︑

水
分
︑
黒
金
︑
日
吉
︑
汐
見
︑
幸
︑
住
吉
︑
金
屋
橋
等
こ
と
ご
と
く
崩
れ
落
ち
﹂
と
い
っ
た
被
害
の
様
子
が
描
写

さ
れ
て
い
ま
す
︒ 

﹁︵
前
略
︑
十
一
月
四
日
の
安
政
東
海
地
震
に
つ
い
て
触
れ
た
後
︶
十
一
月
五
日
申
の
刻
︑
さ
ら
に
大
き
な
地
震
が

あ
り
︵
※
安
政
南
海
地
震
︶︑
家
が
崩
れ
︑
火
事
も
起
き
︑
恐
ろ
し
い
様
子
で
あ
っ
た
︒
日
暮
れ
ご
ろ
雷
の
よ
う
な

響
き
と
と
も
に
海
辺
一
帯
に
大
波
が
押
し
寄
せ
た
︒
安
治
川
は
も
ち
ろ
ん
︑
木
津
川
は
特
に
激
し
く
︑
山
の
よ
う

な
大
波
が
立
ち
︑
東
横
堀
ま
で
泥
水
が
四
尺
入
り
込
ん
だ
︒
つ
な
い
で
あ
っ
た
船
は
川
に
か
か
っ
た
橋
に
折
り
重

な
る
よ
う
に
な
っ
て
ぶ
つ
か
り
︑
乗
っ
て
い
た
人
た
ち
は
溺
れ
た
り
し
て
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
︒
あ
っ
と
い
う

間
の
こ
と
だ
っ
た
の
で
︑
助
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
︒
今
か
ら
一
四
八
年
前
の
宝
永
四
年
十
月
四
日
の
大
地

震
︵
※
宝
永
の
南
海
ト
ラ
フ
地
震
︶
の
際
に
も
︑
地
震
の
揺
れ
を
怖
が
っ
て
船
に
避
難
し
て
い
た
と
こ
ろ
︑
津
波

が
や
っ
て
き
て
溺
死
し
た
人
が
多
か
っ
た
と
い
う
︒
年
月
が
経
っ
て
︑
こ
の
こ
と
を
知
る
人
が
と
て
も
少
な
く
な

っ
た
た
め
︑
今
回
ま
た
︑
同
じ
場
所
で
宝
永
時
代
と
同
じ
よ
う
な
大
被
害
を
出
し
て
し
ま
っ
た
︒
胸
が
つ
ぶ
れ
る

よ
う
な
思
い
で
︑言
い
表
す
こ
と
が
で
き
な
い
︒後
年
︑

ま
た
同
じ
こ
と
が
起
き
る
か
も
し
れ
な
い
︒︵
中
略
︶

津
波
の
水
の
勢
い
は
時
々
あ
る
高
波
と
は
異
な
っ
て

速
い
こ
と
は
︑
今
回
被
害
を
経
験
し
た
人
た
ち
は
よ

く
わ
か
っ
た
が
︑
後
世
の
人
の
た
め
︑
ま
た
︑
犠
牲
に

な
っ
た
人
の
供
養
の
た
め
︑あ
り
の
ま
ま
を
記
す
︒ど

う
か
心
あ
る
人
は
︑
こ
の
石
碑
の
文
字
が
い
つ
で
も

読
み
や
す
い
よ
う
に
︑
墨
を
入
れ
て
ほ
し
い
﹂ 

現
在
で
も
︑
地
域
住
民
た
ち
が
墨
汁
で
文
字
を
な

ぞ
り
︑
供
養
碑
の
文
字
を
読
み
や
す
く
保
つ
と
と
も

に
︑
近
年
で
は
毎
年
八
月
二
十
三
日
に
供
養
の
法
要

が
営
ま
れ
て
い
ま
す
︒ 

 

令
和
二
年
七
月
十
八
日 
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