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こ
れ
は
平
成
24
年
９
月
27
日
に
、
当
所
理

財
部
会
・
不
動
産
部
会
合
同
で
行
わ
れ
た
講

演
会
の
一
部
を
要
約
し
た
も
の
で
す
。

　
東
日
本
大
震
災
を
含
め
た
宮
城
県
の
震
災

史
を
ご
紹
介
し
な
が
ら
、
先
人
た
ち
が
そ
れ

ら
に
ど
の
よ
う
に
対
応
し
た
の
か
に
つ
い
て
、

お
話
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

古
代
か
ら
江
戸
、
明
治

地
震
研
究
の
変
遷

　
宮
城
県
域
に
被
害
を
与
え
た
地
震
で
最
も

古
い
記
録
は
、
貞

じ
ょ
う
が
ん観

11
（
８
６
９
）
年
５
月

26
日
に
発
生
し
た
地
震
で
す
。
当
時
の
歴
史

書
『
日
本
三
代
実
録
』
に
は
、
大
地
震
で
家

屋
が
倒
壊
し
、
大
地
に
亀
裂
が
入
っ
た
こ
と
、

津
波
が
広
範
囲
に
押
し
寄
せ
、
逃
げ
遅
れ
た

人
な
ど
１
，
０
０
０
人
ほ
ど
の
死
者
が
出
た

こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
江
戸
時
代
に
な
る
と
武
士
を
は
じ
め
、
町

民
や
農
民
も
記
録
や
日
記
を
つ
け
る
よ
う
に

な
り
、
大
き
な
地
震
に
つ
い
て
、
震
源
や
地

震
の
規
模
が
あ
る
程
度
推
測
で
き
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
と
い
う
の
も
、
東
京
大
学
が

中
心
と
な
っ
て
、
戦
前
か
ら
全
国
的
に
地
震

関
係
の
記
録
の
調
査
・
収
集
を
行
い
、
今
の

震
度
基
準
と
す
り
合
わ
せ
て
、
そ
の
時
の
地

震
の
震
度
が
ど
れ
く
ら
い
だ
っ
た
か
、
さ
ら

に
は
そ
れ
に
よ
っ
て
震
源
地
お
よ
び
マ
グ
ニ

チ
ュ
ー
ド
の
推
定
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て

き
た
の
で
す
。
そ
し
て
、
こ
れ
が
日
本
の
地

震
研
究
の
根
本
の
資
料
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
例
え
ば
慶
長
16
（
１
６
１
１
）
年
、
東
日

本
大
震
災
か
ら
ち
ょ
う
ど
４
０
０
年
前
に
大

き
な
地
震
が
あ
り
、
仙
台
藩
の
領
内
で
大
地

震
と
津
波
が
起
き
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま

す
。
日
本
で
初
め
て
「
津
波
」
と
い
う
言
葉

が
記
さ
れ
た
の
も
こ
の
時
で
す
。
こ
の
時
の

記
録
は
、
津
波
が
岩
沼
の
内
陸
部
、
当
時
の

海
岸
線
か
ら
約
４
キ
ロ
ま
で
達
し
た
と
記
し

て
い
ま
す
。

　
明
治
８
（
１
８
７
５
）
年
、
東
京
気
象
台

が
設
置
さ
れ
、
天
候
や
災
害
を
国
家
的
に
記

録
す
る
体
制
が
で
き
て
き
ま
す
。
こ
れ
が
現

在
の
気
象
庁
へ
と
転
換
し
て
い
く
わ
け
で
す

が
、
そ
の
な
か
で
明
治
17
年
か
ら
地
震
の
揺

れ
も
数
値
的
に
表
わ
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
が
震
度
で
す
。

　
そ
し
て
昭
和
53
（
１
９
７
８
）
年
に
起
き

た
宮
城
県
沖
地
震
。
体
験
さ
れ
た
方
も
多
い

と
思
い
ま
す
が
、
こ
の
時
の
仙
台
の
震
度
は

「
５
」
と
発
表
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
当

時
の
震
度
の
測
り
方
は
観
測
所
の
職
員
の
体

感
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
て
い
た
た
め
に
、
問

題
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
被
害
の
大
き

さ
か
ら
、
震
度
５
よ
り
も
大
き
な
揺
れ
で
は

な
か
っ
た
の
か
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の

よ
う
な
不
安
定
さ
を
改
善
し
よ
う
と
、
平
成

８
（
１
９
９
６
）
年
に
導
入
さ
れ
た
の
が
計

測
震
度
計
で
す
。
揺
れ
を
数
値
的
に
測
る
機

械
の
登
場
で
、
震
度
は
か
な
り
科
学
的
に
測

定
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

　
こ
の
よ
う
に
日
本
の
地
震
研
究
は
ど
ん
ど

ん
進
化
し
、
そ
の
中
で
宮
城
県
沖
地
震
の
場

合
は
「
30
年
か
ら
40
年
お
き
に
大
き
な
地
震

が
来
る
」
と
い
っ
た
こ
と
が
、
古
文
書
な
ど

の
地
道
な
調
査
で
わ
か
っ
て
き
た
わ
け
で
す
。

こ
れ
は
歴
史
学
が
実
際
の
社
会
に
役
立
っ
た

好
例
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

伝
え
き
れ
な
か
っ
た

津
波
の
危
険
性

　
今
回
の
東
日
本
大
震
災
で
は
、
仙
台
平
野

に
と
ど
ま
ら
ず
岩
手
、
福
島
、
茨
城
な
ど
で

津
波
の
大
き
な
被
害
が
あ
り
ま
し
た
。
実
は
、

津
波
は
仙
台
平
野
ま
で
押
し
寄
せ
た
こ
と
が

あ
る
と
い
う
こ
と
が
20
年
ほ
ど
前
か
ら
徐
々

に
わ
か
っ
て
き
て
、
私
た
ち
歴
史
学
者
、
そ

し
て
地
震
研
究
者
は
い
ろ
い
ろ
な
場
面
で
少

し
ず
つ
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
き
ま
し
た
。　
　

　
そ
の
代
表
格
が
宮
城
県
の
郷
土
史
家
、
飯

沼
勇
義
さ
ん
で
、
古
い
時
代
に
大
き
な
津
波

が
仙
台
平
野
に
ま
で
達
し
て
い
た
こ
と
を
つ

き
と
め
、
今
後
も
巨
大
津
波
が
平
野
部
を
襲

う
可
能
性
が
あ
る
、
と
警
告
を
発
し
て
い
ま

し
た
。

　
さ
ら
に
、
東
北
大
学
や
産
業
技
術
総
合
研

究
所
な
ど
の
研
究
者
が
行
っ
た
平
野
部
の

ボ
ー
リ
ン
グ
調
査
、
ま
た
５
年
ほ
ど
前
に
地

下
鉄
東
西
線
建
設
の
事
前
調
査
で
行
わ
れ
た

若
林
区
荒
井
に
あ
る
沓く

つ
か
た形
遺
跡
の
発
掘
調
査

で
も
津
波
が
仙
台
平
野
に
押
し
寄
せ
て
い
た

こ
と
が
は
っ
き
り
わ
か
り
ま
し
た
。

　
こ
の
よ
う
な
研
究
の
蓄
積
か
ら
、
だ
い
た

い
４
０
０
年
か
ら
６
０
０
年
に
一
度
は
大
き

な
津
波
が
仙
台
平
野
に
押
し
寄
せ
て
い
る
と

い
う
こ
と
を
東
北
大
学
を
は
じ
め
と
す
る
地

震
や
津
波
の
専
門
家
が
、
学
会
や
市
民
向
け

誌上講演会
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の
講
座
で
危
険
性
を
紹
介
し
た
り
し
て
き
た

の
で
す
が
、
そ
れ
が
浸
透
す
る
前
に
今
回
の

大
震
災
が
起
き
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

　
地
震
の
発
生
に
つ
い
て
は
、
天
気
予
報
と

違
い
、
数
十
年
単
位
で
し
か
予
測
が
で
き
ま

せ
ん
。
こ
の
よ
う
な
点
を
ク
リ
ア
し
な
が
ら
、

か
つ
被
害
を
少
な
く
す
る
た
め
に
は
ど
う
し

た
ら
良
い
の
か
を
考
え
る
こ
と
が
、
大
き
な

課
題
だ
と
思
い
ま
す
。
さ
ら
に
歴
史
学
と
し

て
は
、
精
度
の
高
い
地
震
の
記
録
を
見
つ
け

て
、
研
究
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
な
課
題
だ

と
思
っ
て
い
ま
す
。

伊
達
政
宗
の
震
災
復
興

　
地
震
の
後
、
先
人
た
ち
が
ど
の
よ
う
な
対

応
を
し
て
き
た
の
か
を
知
る
こ
と
は
、
い
ろ

い
ろ
な
意
味
で
参
考
に
な
る
の
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。

　
貞
観
地
震
で
は
多
賀
城
や
陸
奥
国
分
寺
な

ど
、
地
域
や
国
に
と
っ
て
重
要
な
施
設
で
も

土
塀
が
崩
れ
た
り
、
瓦
が
落
ち
た
り
と
大
き

な
被
害
を
受
け
ま
し
た
。
多
賀
城
西
南
部
の

市
川
橋
遺
跡
で
は
、
津
波
に
よ
っ
て
多
賀
城

の
主
要
道
路
が
大
き
く
破
壊
さ
れ
た
痕
跡
が

確
認
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
時
、
被
災
し
た
国

の
施
設
の
修
理
の
た
め
、
日
本
に
い
た
朝
鮮

の
瓦
職
人
を
陸
奥
国
に
呼
び
、
瓦
づ
く
り
に

あ
た
ら
せ
た
そ
う
で
す
。

　

ま
た
国
は
余
震
が
続
く
な
か
、
不
安
な

日
々
を
送
る
人
々
の
た
め
に
平
安
を
祈
っ
た

り
、
被
害
を
把
握
す
る
た
め
に
役
人
を
派

遣
し
、
被
災
地
域
の
税
金
を
免
除
し
た
り
、

賑し
ん
ご
う給

と
い
っ
て
米
や
塩
を
支
給
す
る
被
災
民

の
救
済
策
を
実
施
し
ま
し
た
。　
　

　
４
０
０
年
前
、
伊
達
政
宗
の
時
代
に
起
き

た
慶
長
津
波
に
つ
い
て
は
、
い
ろ
い
ろ
な
資

料
か
ら
政
宗
が
被
災
地
に
お
い
て
新
田
開
発

を
行
っ
た
と
か
、
運
河
を
作
っ
た
と
い
う
研

究
者
も
い
ま
す
。
た
だ
残
念
な
が
ら
、
そ
れ

に
つ
い
て
は
様
々
な
角
度
か
ら
検
討
し
ま
し

た
が
、
過
大
評
価
で
は
な
い
か
と
私
は
思
っ

て
い
ま
す
。

　
た
だ
ひ
と
つ
、
こ
の
地
震
の
後
、
塩
田
の

開
発
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ

は
復
興
事
業
的
側
面
を
も
っ
て
い
た
可
能
性

が
あ
り
ま
す
。
今
回
の
地
震
の
後
も
、
沿
岸

部
が
地
盤
沈
下
を
起
こ
し
た
こ
と
は
よ
く
知

ら
れ
て
い
ま
す
し
、
全
国
各
地
で
大
地
震
の

後
に
は
地
盤
沈
下
が
起
こ
っ
て
い
ま
す
。
慶

長
地
震
の
数
年
後
か
ら
、
仙
台
藩
は
江
戸
や

塩
田
開
発
で
有
名
な
瀬
戸
内
海
か
ら
技
術
を

導
入
し
、
塩
田
開
発
を
行
っ
て
い
ま
す
。
こ

れ
は
地
盤
沈
下
し
て
使
い
に
く
く
な
っ
た
土

地
の
活
用
を
図
り
、
あ
わ
せ
て
産
業
振
興
に

役
立
て
よ
う
と
し
た
試
み
で
は
な
か
っ
た
か

と
考
え
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
含
め
て
、
私
た
ち
歴

史
学
に
た
ず
さ
わ
る
者
は
、
一
過
性
の
ブ
ー

ム
に
の
っ
て
物
ご
と
を
い
う
の
で
は
な
く
、

そ
の
時
の
出
来
事
が
ど
う
い
う
理
由
で
、
本

当
は
ど
れ
く
ら
い
の
こ
と
が
起
こ
っ
て
い
る

の
か
を
、
き
ち
ん
と
見
極
め
な
が
ら
評
価
を

し
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

　
だ
か
ら
こ
そ
、
過
去
の
地
震
被
害
、
そ
し

て
今
回
の
東
日
本
大
震
災
の
被
害
に
つ
い
て
、

こ
れ
か
ら
私
た
ち
は
一
つ
ひ
と
つ
明
ら
か
に

し
、
記
録
し
て
い
く
責
務
が
あ
る
と
思
っ
て

い
ま
す
。

修
復
過
程
で
培
わ
れ
た

石
垣
の
石
積
み
技
術

　
最
後
に
仙
台
城
に
関
し
て
お
話
し
し
ま
す
。

仙
台
城
は
、
大
き
な
地
震
に
よ
っ
て
何
回
か

石
垣
が
崩
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
た
び
ご
と

に
石
垣
の
構
造
に
工
夫
を
施
し
て
直
す
こ
と

で
、
徐
々
に
地
震
に
強
い
石
垣
が
作
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
つ
ま
り
地
震
で

崩
れ
た
石
垣
を
築
き
直
す
な
か
で
、
石
積
み

技
術
が
進
歩
し
、
よ
り
強
く
、
よ
り
美
し
い

も
の
へ
と
変
化
し
て
い
っ
た
の
で
す
。
仙
台

城
は
、
復
興
の
過
程
で
培
わ
れ
た
強
固
な
石

積
み
の
技
術
の
工
夫
を
今
に
伝
え
て
く
れ
る

貴
重
な
生
き
証
人
な
の
で
す
。

　
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
と
い
い
ま
す

と
、
石
垣
の
背
面
構
造
に
細
か
い
石
を
た
く

さ
ん
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
排
水
を
良
く
し
、

地
震
の
揺
れ
に
対
し
て
ク
ッ
シ
ョ
ン
の
役
割

を
持
た
せ
た
構
造
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

お
よ
そ
１
６
７
０
年
頃
に
直
さ
れ
た
石
垣
の

場
合
に
は
、
実
際
に
石
垣
が
表
に
出
て
い
る

と
こ
ろ
よ
り
も
、
数
ｍ
か
ら
場
所
に
よ
っ
て

は
10
ｍ
近
い
奥
の
方
か
ら
造
作
を
し
て
石
を

積
み
、
地
震
対
策
を
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
が

今
回
の
東
日
本
大
震
災
で
も
強
さ
を
発
揮
し

て
、
大
き
く
崩
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
崩
れ
た

石
垣
の
多
く
は
、
近
代
以
降
に
積
み
直
さ
れ

コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
「
補
強
」
さ
れ
た
所
で
し

た
。
こ
の
こ
と
は
、
都
市
開
発
を
進
め
る
に

際
し
て
は
、
工
学
的
な
数
値
計
算
に
と
ど
ま

ら
な
い
、
先
人
の
教
え
を
取
り
入
れ
て
い
く

必
要
性
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
一
つ

の
警
鐘
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
ま
だ
ま
だ
復
興
の
さ
な
か
で
す
。
皆
さ
ん

の
会
社
、
組
織
の
中
で
も
大
変
な
ご
苦
労
が

あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
私
ど

も
の
博
物
館
で
も
、
完
全
に
復
旧
で
き
て
い

な
い
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
し
、
沿
岸
部
の
博

物
館
、
美
術
館
に
は
震
災
で
大
き
な
被
害
を

受
け
、
復
旧
に
は
何
年
も
か
か
る
部
分
も
あ

り
ま
す
。
ぜ
ひ
、
皆
様
の
ご
支
援
を
い
た
だ

き
な
が
ら
、
宮
城
県
、
仙
台
の
復
興
、
発
展

に
、
私
ど
も
も
文
化
の
面
で
何
と
か
役
に
立

ち
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
今
後
も

ご
助
力
を
お
願
い
し
ま
し
て
、
本
日
の
締
め

と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

宮城県沖地震一覧
発生日 間隔 地震の規模

慶長 16 年（1611）10 月 16 日 M8.1 以上
寛政 5 年（1793） 2 月 17 日 181.3 年後 M8.2 程度
天保 6 年（1835） 7 月 20 日 42.4 年後 M7.3 程度
文 久 元 年（1861）10 月 21 日 26.3 年後 M7.4 程度
明治 30 年（1897） 2 月 20 日 35.3 年後 M7.4
昭和 11 年（1936）11 月 3 日 39.7 年後 M7.5
昭和 53 年（1978） 6 月 12 日 41.6 年後 M7.4

平成 23 年（2011）   3 月 11 日 32.8 年後 M9.0


