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昨
年

月

日
午
後

時

分
ご
ろ
、

マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド

.
、
最
大
震
度

と
い

う
わ
が
国
の
観
測
史
上
最
大
規
模
の
地
震

が
発
生
。
東
北
地
方
を
中
心
に
津
波
な
ど

に
よ
る
甚
大
な
人
的
・
物
的
被
害
が
広
範

囲
に
及
び
ま
し
た
。

　

発
生
か
ら
約

時
間
後
、
大
東
市
緊
急

消
防
援
助
隊
が
大
阪
府
隊
の
一
員
と
し
て

被
災
地
へ
出
動
し
ま
し
た
。
詳
し
い
状
況

が
分
か
ら
ず
、
緊
張
し
た
面
持
ち
で
東
北

を
目
指
し
ま
し
た
。
道
路
は
被
災
地
に
近

づ
く
に
つ
れ
て
亀
裂
や
寸
断
が
激
し
さ
を

増
し
、
よ
う
や
く
目
的
地
に
着
い
た
の
は

時
間
後
。

　

私
た
ち
大
阪
府
隊
は
、
岩
手
県
釜
石
市

と
大
槌
町
に
行
き
、
現
地
の
状
態
が
想
像

を
絶
す
る
も
の
で
が
く
ぜ
ん
と
し
ま
し
た
。

し
か
し
、「
私
た
ち
は
被
災
者
を
助
け
る

た
め
に
こ
の
場
に
来
た
の
だ
」
と
気
持
ち

を
奮
い
立
た
せ
、

時
間
後
に
女
性

人

を
救
助
す
る
な
ど
、
災
害
活
動
に
従
事
し

ま
し
た
。

　

厳
し
い
寒
さ
と
度
重
な
る
余
震
、
そ
れ

に
伴
う
津
波
に
警
戒
し
、
倒
壊
し
た
建
物

や
が
れ
き
の
中
で
の
活
動
は
常
に
危
険
と

隣
り
合
わ
せ
で
し
た
。
ま
た
、
精
神
的
に

も
肉
体
的
に
も
消
耗
が
激
し
い
も
の
で
し

た
が
、
地
元
の
方
々
に
感
謝
や
ね
ぎ
ら
い

の
言
葉
を
掛
け
て
い
た
だ
き
、
逆
に
私
た

ち
の
方
が
励
ま
さ
れ
勇
気
を
与
え
て
い
た

だ
い
た
こ
と
は
、
消
防
職
員
の
誰
も
が
忘

れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

い
ま
だ
に
厳
し
い
境
遇
が
続
く
中
、
頑

張
っ
て
お
ら
れ
る
東
北
の
方
々
に
、
こ
れ

か
ら
も
で
き
る
限
り
の
協
力
を
行
っ
て
い

き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

大
東
市
緊
急
消
防
援
助
隊
を
代
表
し
て

　
　

第
一
次
派
遣
隊
隊
長　

瀧
田　

昭
彦

東
日
本
大
震
災
被
災
地
の
派
遣
報
告

気
持
ち
を
奮
い
立
た
せ
て
災
害
活
動

懸命の救助活動を行う消防隊員

 被災地での活動に対して総務大臣から表彰
（後列左から3番目が瀧田隊長）

　

野
崎
参
り
は
、
江
戸
時
代
の
中
頃
に

慈じ

眼げ
ん

寺じ

（
野
崎
観
音
）
で
復
興
の
一
つ

と
し
て
営
ま
れ
た
、
旧
暦
4

月
1

日
か

ら
10

日
ま
で
の
無む

縁え
ん

経き
ょ
う

法ほ
う

要よ
う

や
、
秘
仏

の
十
一
面
観
音
の
特
別
開
帳
な
ど
、
参

詣
者
の
誘
致
に
努
め
た
こ
と
を
き
っ
か

け
と
し
て
始
ま
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
。
宝ほ
う

永え
い

年
間
（
1
7
0
4
〜
1
7
1

0
）
ご
ろ
は
庶
民
の
生
活
も
豊
か
に
な

り
、
大
坂
か
ら
日
帰
り
で
参
詣
で
き
た

こ
と
か
ら
、
次
第
に
盛
ん
に
な
っ
た
よ

う
で
す
。
近ち
か
ま
つ
も
ん

松
門
左ざ

衛え

門も
ん

の
浄じ
ょ
う

瑠る

璃り

「
女お
ん
な
こ
ろ
し
あ
ぶ
ら
の

殺
油
地じ

獄ご
く

」
に
も
そ
の
参
詣

の
様
子
が
演
出
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

参
詣
路
は
、
大
坂
天
満
の
八は
ち

軒け
ん

家や

浜は
ま

か
ら
寝
屋
川
を
さ
か
の
ぼ
り

角す
み
の
ど
う堂
浜は
ま

（
現
在
の
住
道
駅
北
側
）

に
向
か
い
ま
す
。
こ
こ
で
船
を
乗

り
換
え
観
音
井
路
（
現
谷
田
川
）

に
入
り
、
さ
ら
に
東
へ
と
向
か
い

観
音
浜
へ
と
至
り
ま
す
。
こ
こ
で

船
を
降
り
、
あ
と
は
徒
歩
で
旧
四

条
小
学
校
の
北
側
の
道
を
通
り
、

親し
ん
ら
ん鸞
の
直
弟
子
の
唯ゆ

い

信し
ん

が
建
立
し

た
専せ
ん

応の
う

寺じ

の
太
子
堂
を
参
詣
し
た

後
、
野
崎
観
音
へ
と
至
る
も
の
で

し
た
。

　

野
崎
参
り
は
、
東し
ょ
う
じ

海
林
太た

郎ろ
う

の

「
野
崎
小
唄
」
に
も
み
ら
れ
る
よ

う
に
、
や
か
た
舟
な
ど
船
で
参
詣

す
る
の
が
主
で
し
た
が
、
寝
屋
川
の
堤

道
を
徒
歩
で
参
詣
す
る
人
々
も
多
く
い

ま
し
た
。
船
で
い
く
人
々
、
堤
道
を
歩

く
人
々
の
そ
の
道
中
の
様
子
は
、
上
方

落
語
「
野
崎
詣
り
」
の
「
ふ
り
売
り
喧け
ん

嘩か

」
が
有
名
で
す
が
、
享き
ょ
う

和わ

元
年

（
1

8

0

1

）
に
刊
行
さ
れ
た
「
河か
わ
ち内

名め
い

所し
ょ

図ず

会え

」
で
は
笑
顔
で
楽
し
く
参
詣

し
て
い
る
人
々
が
描
か
れ
て
お
り
、
当

時
の
生
き
生
き
と
し
た
様
子
を
う
か
が

う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

第 27話
大
東
ふ
る
さ
と
カ
ル
タ
に
見
る
地
域
遺
産
⑭

「
両
岸
に　

笑
顔
ふ
り
ま
く　

や
か
た
舟
」

野崎参りの絵図〔「河内名所図絵」享和元年（1801）刊行〕
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