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津
波
被
災
地
と
集
団
移
転

東
日
本
大
震
災
か
ら
３
年
余
り
が
経
過
し
た
。
津
波

被
災
地
で
は
、集
落
の
高
台
移
転
計
画
が
進
ん
で
い
る
。

明
治
以
降
３
回
も
大
津
波
に
見
舞
わ
れ
た
地
域
に
と
っ

て
抜
本
的
な
津
波
対
策
と
し
て
不
可
欠
と
い
え
る
だ
ろ

う
。
そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
問

題
で
あ
る
。
阪
神
淡
路
大
震
災
で
は
、
も
と
も
と
の
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
が
分
断
さ
れ
て
、「
孤
独
死
」
が
社
会

問
題
化
し
た
。
こ
の
た
め
、
震
災
後
３
カ
月
経
っ
て
発

表
さ
れ
た
東
日
本
大
震
災
復
興
構
想
会
議
の
「
復
興
へ

の
提
言
」
に
も
、「
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
再
生
」

や
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
維
持
」
が
謳
わ
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
各
地
で
防
災
集
団
移
転
促
進
事
業
が
計
画
さ

れ
実
施
に
移
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
し
か
し
、
被
災
し
た
集

落
の
人
々
が
話
し
合
っ
て
移
転
を
決
め
た
か
ら
と
い
っ

て
、
移
転
希
望
者
個
々
人
が
移
転
先
を
決
め
る
の
で
、

必
ず
し
も
一
か
所
の
高
台
住
宅
団
地
に
ま
と
ま
っ
て
移

住
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
先
日
も
南
三
陸
町
で
圃
場
整

備
と
一
体
的
に
防
災
集
団
移
転
促
進
事
業
が
実
施
さ
れ

る
「
西
戸
川
地
区
」
を
視
察
し
た
と
こ
ろ
、
移
転
に
賛

成
し
た
24
戸
の
う
ち
７
戸
が
事
業
で
造
成
さ
れ
る
住
宅

地
に
移
転
す
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
宮
城
県
名
取
市

の
閖
上
地
区
で
も
地
域
丸
ご
と
の
集
団
移
転
は
無
理

な
っ
た
と
の
報
道
も
あ
っ
た
。

こ
れ
で
は
、
震
災
前
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
関
係
が
仮

設
住
宅
で
分
断
さ
れ
た
上
に
、
新
た
に
建
設
さ
れ
る
住

宅
団
地
で
も
再
生
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
何
気
な
く

支
え
合
い
な
が
ら
生
活
で
き
た
人
々
、
特
に
高
齢
者
は

生
活
の
支
え
を
失
う
可
能
性
を
危
惧
す
る
向
き
も
あ

る
。
と
い
っ
て
、
余
り
に
元
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
を
そ

の
ま
ま
維
持
す
る
計
画
は
現
実
性
に
欠
け
る
だ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
、
仲
の
良
い
支
え
合
う
隣
人
と
の
別
れ
が

人
々
に
精
神
的
・
心
理
的
な
変
調
を
き
た
す
こ
と
は
、

大
き
な
社
会
問
題
で
あ
る
（
図
参
照
）。
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コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
と
は
何
か

も
う
一
度
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
と
は
何
か
を
考
え
て

み
た
い
。
日
本
語
で
は
共
同
体
と
訳
さ
れ
る
が
、
こ
れ

で
は
東
ア
ジ
ア
共
同
体
な
ど
の
よ
う
に
広
く
使
わ
れ
る

の
で
、
地
域
共
同
体
と
言
っ
た
方
が
よ
い
だ
ろ
う
。
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
は
歴
史
的
に
も
様
々
な
議
論
が
あ
っ
て

難
し
い
。
社
会
学
者
の
広
井
良
典
教
授
の
「
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
ー
を
問
い
な
お
す
」（
ち
く
ま
新
書
）
に
よ
れ
ば
、

暫
定
的
と
前
置
き
し
て
、「
人
間
が
、
そ
れ
に
対
し
て

何
ら
か
の
帰
属
意
識
を
も
ち
、
か
つ
そ
の
構
成
メ
ン

バ
ー
の
間
に
一
定
の
連
帯
な
い
し
相
互
扶
助
（
支
え
合

い
）
の
意
識
が
働
い
て
い
る
よ
う
な
集
団
」
と
さ
れ
て

い
る
。

東
日
本
大
震
災
で
は
阪
神
淡
路
大
震
災
よ
り
農
村
部

の
被
害
が
大
き
い
。
広
井
教
授
に
よ
れ
ば
、
農
村
型
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
は
共
同
体
に
一
体
化
す
る
個
人
が
情
緒

的
繋
が
り
を
ベ
ー
ス
に
同
質
性
を
前
提
に
し
た
凝
集
性

の
強
い
形
で
結
び
つ
く
関
係
で
あ
る
の
に
対
し
、
都
市

型
は
独
立
し
た
個
人
が
相
互
の
異
質
性
を
前
提
に
共
通

の
規
範
や
ル
ー
ル
で
結
び
つ
く
関
係
で
あ
る
。
会
社
は

本
来
的
に
都
市
型
で
家
族
は
農
村
型
と
言
え
る
訳
だ

が
、会
社
も
農
村
型
の
ム
ラ
社
会
化
す
る
場
合
も
あ
る
。
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戦
後
の
日
本
社
会
と
農
村
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー

戦
後
の
教
育
を
受
け
た
者
に
と
っ
て
、
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
ー
と
か
農
村
共
同
体
と
か
言
わ
れ
る
と
、
ど
う
も

抵
抗
感
が
あ
る
。
戦
後
、
農
業
集
落
（
農
村
型
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
ー
）
は
封
建
制
の
遺
物
（
封
建
遺
制
）
と
し
て

捉
え
ら
れ
、
戦
争
を
支
え
た
翼
賛
体
制
の
一
部
と
し
て

否
定
さ
れ
、
民
主
化
の
対
象
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
農

業
水
利
慣
行
も
封
建
遺
制
と
さ
れ
、
農
業
土
木
の
新
沢

嘉
芽
統
教
授
が
反
論
し
論
争
に
な
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
昭
和
40
年
代
に
な
っ
て
、
農
林
省
は
、

コ
メ
の
減
反
面
積
の
配
分
で
農
業
集
落
の
役
割
に
着
目

し
た
。
集
落
ご
と
に
配
分
し
集
落
の
中
で
個
人
の
割
当

を
調
整
す
る
。
同
時
期
は
農
村
総
合
整
備
モ
デ
ル
事
業

な
ど
で
集
落
ご
と
に
話
し
合
っ
て
生
活
環
境
改
善
計
画

を
決
め
る
方
式
を
採
用
し
、
農
村
計
画
・
農
村
整
備
に

は
集
落
の
概
念
が
前
面
に
出
て
き
た
。
江
戸
期
の
年
貢

徴
収
を
支
え
た
「
村
請
制
」
以
来
の
集
落
重
視
の
考
え

方
が
復
活
し
た
の
で
あ
る
。
今
や
集
落
営
農
も
強
調
さ
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れ
て
、
行
政
か
ら
見
る
と
合
意
形
成
の
費
用
を
低
減
す

る
視
点
か
ら
重
宝
な
も
の
と
な
っ
た
。

世
界
的
に
も
、
戦
前
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
よ
う
な
全
体

主
義
に
対
す
る
反
省
か
ら
、
戦
後
の
西
欧
社
会
は
極
端

な
個
人
主
義
に
走
っ
た
。
そ
れ
が
社
会
不
安
を
引
き
起

こ
し
て
い
る
と
い
っ
た
反
省
が
あ
っ
て
、
国
家
で
も
個

人
で
も
な
い
、
中
間
の
共
的
部
分
と
し
て
地
域
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
ー
を
重
視
す
る
傾
向
も
出
て
き
た
の
で
あ
る
。

最
近
で
は
ソ
ー
シ
ャ
ル
キ
ャ
ピ
タ
ル
（
協
働
を
促
進
す

る
よ
う
な
共
通
規
範
・
価
値
観
・
理
解
を
伴
う
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
）
と
し
て
注
目
さ
れ
、
農
林
水
産
省
も
農
村
協

働
力
な
る
用
語
を
使
い
報
告
書
も
出
し
て
い
る
。
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農
村
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
を
考
え
る
視
点

現
在
の
農
業
集
落
の
形
は
北
海
道
を
除
き
江
戸
中
期

に
行
政
村
と
し
て
成
立
し
た
。
天
下
を
統
一
し
た
豊
臣

秀
吉
が
刀
狩
り
で
農
民
か
ら
武
器
を
取
り
上
げ
て
専
業

の
農
業
者
に
し
、
武
士
は
城
下
町
に
集
め
て
専
業
の
行

政
官
に
し
た
。
兵
農
分
離
で
あ
る
。
ま
た
、
検
地
に
よ

り
実
際
の
耕
作
者
と
そ
の
耕
作
面
積
を
確
定
し
、
村
境

を
正
確
に
定
め
る
「
村
切
り
」
を
行
い
、
村
落
毎
に
責

任
者
（
村
役
人
）
を
決
め
年
貢
や
諸
役
を
一
村
全
体
の

責
任
で
納
め
さ
せ
る
「
村
請
制
」
を
実
施
し
た
。
17
世

紀
後
半
に
は
他
領
・
他
村
へ
出
奔
・
逃
亡
す
る
「
走
り
」

も
減
少
し
、
幕
府
や
大
名
に
よ
る
治
水
工
事
、
新
田
開

発
、
新
田
集
落
の
創
設
も
ほ
ぼ
終
了
し
、
現
在
の
農
業

集
落
が
出
来
上
が
っ
た
。

そ
れ
ま
で
は
政
治
的
社
会
的
に
も
災
害
な
ど
の
自
然

的
に
も
安
定
せ
ず
、
お
寺
の
過
去
帳
を
見
て
も
正
確
に

江
戸
期
以
前
ま
で
遡
れ
る
家
は
そ
れ
ほ
ど
な
い
と
言
わ

れ
る
。
約
３
０
０
年
前
に
現
在
の
形
の
集
落
が
出
来
た

の
で
あ
る
。
木
造
家
屋
と
い
う
特
色
も
あ
り
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
よ
り
も
っ
と
歴
史
が
な
い
の
で
あ
る
。
限
界
集
落
な

ど
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
が
、
我
が
国
の
歴
史
で
は
集

落
の
新
生
改
廃
は
常
に
あ
っ
た
。
こ
の
３
０
０
年
が
比

較
的
に
安
定
し
て
い
た
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
を
永
遠
の

よ
う
に
言
う
の
は
無
理
が
あ
る
。

戦
後
、
経
済
史
学
者
の
大
塚
久
雄
の
「
共
同
体
の
基

礎
理
論
」
が
一
世
を
風
靡
し
、
共
同
体
の
基
本
は
土
地

の
共
有
に
あ
る
と
さ
れ
た
。
し
か
し
、
江
戸
時
代
で
も

農
地
に
共
同
所
有
と
い
う
意
識
が
あ
っ
た
か
怪
し
い
。

明
治
に
な
っ
て
地
租
改
正
で
土
地
の
私
的
所
有
が
成
立

し
た
後
は
共
同
体
も
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
で
も
神

社
な
ど
の
共
有
物
が
あ
る
こ
と
が
強
い
共
同
体
意
識
を

生
ん
で
い
る
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

農
村
特
有
の
「
結
い
」
も
交
換
労
働
制
で
い
わ
ば
「
ギ

ヴ　

ア
ン
ド　

テ
イ
ク
」
だ
か
ら
、
と
て
も
親
和
的
な

強
い
凝
集
性
の
原
因
と
思
え
な
い
。

農
業
集
落
を
永
遠
な
も
の
と
考
え
、
都
市
の
町
内
会

と
の
違
い
を
強
調
し
す
ぎ
る
こ
と
は
、
か
え
っ
て
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
議
論
を
混
乱
さ
せ
る
の
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
。

5 
新
た
な
居
住
地
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
創
造

農
村
で
は
広
井
教
授
の
言
う
同
質
性
も
農
家
率
の
低

下
も
あ
っ
て
弱
く
な
っ
て
い
る
。
そ
の
上
に
経
済
的
な

事
情
、
家
族
や
職
業
上
の
事
情
も
異
な
る
住
民
が
旧
来

の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
単
位
で
移
転
す
る
こ
と
は
困
難
に

思
え
る
。
各
種
の
調
査
で
も
40
％
弱
の
人
が
高
台
な
ど

に
再
建
さ
れ
る
居
住
地
に
戻
ら
な
い
と
さ
れ
、
公
営
住

宅
の
入
居
希
望
者
が
増
加
し
て
い
る
。

広
田
岩
手
大
学
教
授
は
、「
住
宅
が
離
れ
て
し
ま
う

以
上
、
地
縁
型
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
を
維
持
す
る
の
は

困
難
で
あ
る
が
、
地
域
資
源
管
理
の
面
で
旧
集
落
の
住

民
が
関
係
性
を
維
持
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。（
中

略
）
住
居
は
分
散
し
て
も
、
地
域
資
源
管
理
を
通
じ
て

結
び
つ
く
新
た
な
農
村
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
が
あ
っ
て
よ

い
と
思
わ
れ
る
。」（
農
業
農
村
工
学
会
：「
水
土
の
知
」

２
０
１
４
／
３
）
と
し
て
い
る
。
旧
集
落
は
居
住
地
と

し
て
分
解
し
て
も
、
道
水
路
の
維
持
管
理
や
環
境
向
上

活
動
を
行
い
、
墓
地
や
神
社
等
の
管
理
な
ど
を
共
同
で

取
り
組
む
。
果
た
し
て
可
能
だ
ろ
う
か
。
農
村
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
ー
を
強
く
意
識
し
た
政
策
よ
り
も
、
新
た
な
形

の
居
住
形
態
・
生
活
環
境
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
創
造

を
検
討
し
、
同
時
に
高
齢
者
等
に
対
す
る
十
分
な
精
神

的
ケ
ア
が
大
切
に
思
え
て
な
ら
な
い
。
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国
民
的
課
題
と
し
て
の
集
落
再
編

イ
タ
リ
ア
在
住
の
作
家
塩
野
七
生
氏
が
、
復
興
計
画

の
決
定
に
際
し
て
、「
45
歳
以
上
は
こ
れ
ま
で
通
り
１

人
１
票
、
45
歳
未
満
は
１
人
２
票
と
す
る
」（
朝
日
新

聞
朝
刊
２
０
１
４
／
３
／
13
）こ
と
を
主
張
し
て
い
た
。

「
民
主
主
義
を
守
る
た
め
に
は
、
時
に
は
民
主
主
義
に

反
す
る
こ
と
も
あ
え
て
す
る
勇
気
が
必
要
」
と
も
述
べ

て
い
る
。
高
齢
者
が
元
の
土
地
や
元
の
隣
人
関
係
を
完

全
な
形
で
再
現
し
旧
来
の
農
村
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
を
存

続
さ
せ
る
こ
と
に
強
い
意
向
を
持
つ
こ
と
は
良
く
理
解

で
き
る
。
た
だ
、
高
齢
化
率
の
高
い
地
域
で
多
数
決
で

総
意
と
し
て
決
め
た
と
な
る
と
、
限
界
集
落
が
再
生
さ

れ
、
近
い
将
来
に
廃
村
を
検
討
す
る
よ
う
で
は
、
何
の

た
め
の
農
村
の
復
興
計
画
か
分
か
ら
な
い
。
復
興
計
画

で
は
、
遠
い
将
来
ま
で
住
み
続
け
る
若
い
人
の
意
向
を

よ
り
重
視
し
て
も
良
い
の
で
は
な
い
か
。

誰
か
故
郷
を
思
わ
ざ
る
。
と
い
っ
て
も
、
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
ー
再
編
は
不
可
避
で
あ
る
。
現
在
の
集
落
が
成
立

し
た
時
も
、
人
々
は
恐
ら
く
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
つ
く
り

に
苦
労
し
た
に
違
い
な
い
。
人
口
減
少
と
い
う
歴
史
上

な
か
っ
た
経
験
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
今
、
居
住
形
態

も
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
も
大
き
く
変
化
す
る
可
能
性
は
否

定
で
き
な
い
。
津
波
被
災
地
域
は
時
代
を
先
取
り
し
て

い
る
。
そ
う
し
た
意
味
で
も
震
災
復
興
を
国
民
的
な
課

題
と
考
え
た
い
。


