
東
日
本
大
震
災
被
災
地
の
復
興
方
針
の
確
認
と
要
請
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
〇
一
一
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
日
本
大
震
災
、
そ
れ
に
伴
う
直
後
の
大
津
波
に

よ
っ
て
お
よ
そ
二
万
人
の
方
々
が
犠
牲
に
な
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
東
京
電
力
福
島
第
一
原

子
力
発
電
所
事
故
に
よ
り
福
島
県
の
広
範
囲
の
地
域
に
お
い
て
放
射
能
汚
染
が
広
が
っ
て
お

り
、
今
も
な
お
十
五
万
人
を
超
え
る
方
々
が
避
難
を
さ
れ
、
そ
の
う
ち
五
万
七
千
人
が
県
外

へ
避
難
さ
れ
不
自
由
な
生
活
を
送
ら
れ
て
い
ま
す
。
あ
れ
か
ら
二
年
の
歳
月
を
経
た
現
在
、

被
災
地
の
復
興
に
つ
い
て
は
、
住
居
等
の
移
転
計
画
が
示
さ
れ
ま
し
た
が
、
住
宅
建
設
は
ま

だ
緒
に
就
い
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。 

 

福
島
復
興
再
生
基
本
方
針
に
つ
い
て
の
確
認
事
項 

復
興
庁
は
、
二
〇
一
二
年
七
月
三
日
正
午
締
め
切
り
で
「
福
島
復
興
再
生
基
本
方
針
（
案
）」

に
つ
い
て
意
見
募
集
を
行
い
、
全
日
本
仏
教
会
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
同
案
の
六
頁
か
ら
七

頁
に
記
載
さ
れ
た
「（
３
）
地
域
社
会
の
再
生
」
に
焦
点
を
当
て
た
本
会
の
意
見
を
提
出
い
た

し
ま
し
た
。 

後
日
、
貴
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
、
各
個
人
・
団
体
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
意
見
に
対
す
る
貴

庁
の
考
え
方
が
掲
載
さ
れ
、
本
会
の
意
見
に
対
し
て
は
「
一
般
的
に
宗
教
そ
の
も
の
の
観
点

か
ら
復
興
施
策
を
講
ず
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
憲
法
第
二
十
条
の
規
定
を
踏
ま
え
、
慎
重
な

対
応
が
必
要
と
考
え
て
い
ま
す
。
な
お
、
地
域
の
歴
史
的
、
伝
統
的
な
宗
教
施
設
等
が
、
地

域
の
文
化
、
観
光
等
の
再
生
の
観
点
か
ら
、
復
旧
・
復
興
の
対
象
と
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す

が
、
こ
れ
ら
は
、
あ
く
ま
で
文
化
、
観
光
等
の
再
生
の
観
点
か
ら
結
果
的
に
対
象
と
な
っ
て

い
ま
す
。」
と
述
べ
て
お
り
ま
す
。 



こ
の
考
え
方
に
対
し
、
理
解
と
説
明
が
不
足
し
て
い
る
と
本
会
よ
り
指
摘
い
た
し
ま
し
た

と
こ
ろ
、
別
紙
の
復
興
庁
統
括
官
名
で
同
年
八
月
十
七
日
付
の
補
足
文
書
が
示
さ
れ
ま
し
た
。

福
島
復
興
再
生
基
本
方
針
の
回
答
に
つ
い
て
は
、
二
段
落
目
に
「
言
葉
足
ら
ず
で
あ
る
と
と

も
に
、
言
葉
遣
い
に
も
配
慮
が
不
足
し
て
い
た
た
め
、・
・
・
」
と
陳
謝
を
述
べ
、
四
段
落
目

に
「
宗
教
施
設
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
直
ち
に
国
の
施
策
の
対
象
外
と
な
る
も
の
で
は
な

く
、
例
え
ば
、
上
記
の
地
域
の
伝
統
や
文
化
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
再
生
等
の
面
か
ら
、
地
域

の
復
旧
・
復
興
施
策
の
対
象
と
な
り
得
る
も
の
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
そ
れ
は
、
施

設
の
規
模
や
観
光
客
数
で
判
断
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
地
域
の
伝
統
や
文
化
、
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
の
観
点
か
ら
も
、
実
質
的
に
判
断
さ
れ
る
も
の
と
考
え
て
お
り
ま
す
。」
と
の
説
明
が
あ

り
ま
し
た
。 

右
の
統
括
官
名
の
文
書
は
、
東
日
本
大
震
災
で
被
災
し
た
福
島
県
の
み
な
ら
ず
、
岩
手
県

や
宮
城
県
を
含
む
関
係
自
治
体
宛
て
に
周
知
さ
れ
た
と
伺
っ
て
お
り
ま
す
。 

被
災
地
の
地
域
社
会
の
復
興
計
画
ま
た
は
移
転
計
画
の
立
案
に
お
き
ま
し
て
、
地
域
の
伝

統
や
文
化
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
、
地
域
の
人
々
の
心
の
拠
り
所
の
観
点
か
ら
、
寺
社
本
堂
な
ど

の
諸
堂
や
庫
裏
等
の
諸
施
設
を
含
め
た
宗
教
施
設
を
施
策
の
対
象
と
し
て
ご
確
認
い
た
だ
き

ま
す
よ
う
再
度
お
願
い
申
し
あ
げ
ま
す
。 

 

続
い
て
二
点
、
関
連
す
る
要
請
を
申
し
あ
げ
ま
す
。 

一
、 

被
災
地
復
興
計
画
の
促
進
に
つ
い
て 

地
域
社
会
の
再
生
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
復
興
計
画
で
、
高
台
や
内
陸
へ
の
集
団

移
転
の
計
画
は
、
計
画
達
成
率
九
割
超
の
二
一
六
地
区
二
万
七
六
一
一
戸
が
国
土
交
通
省

の
同
意
を
得
て
い
ま
す
が
、
実
際
の
着
工
は
こ
れ
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
住
宅
を
自
力
で
再



建
で
き
な
い
方
の
た
め
に
、
八
つ
の
県
で
二
万
三
千
戸
余
り
の
「
災
害
公
営
住
宅
」
の
建

設
が
計
画
さ
れ
、
着
工
さ
れ
た
の
は
一
割
程
度
、
完
成
し
た
の
は
岩
手
・
福
島
・
長
野
の

三
県
で
八
四
戸
に
止
ま
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
計
画
数
と
実
際
の
数
に
開
き
が
あ
り
ま

す
こ
と
は
、
被
災
地
の
方
々
に
と
り
ま
し
て
も
、
施
策
を
進
め
る
復
興
庁
や
各
自
治
体
に

と
り
ま
し
て
も
、
甚
だ
不
本
意
な
結
果
で
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
何
卒
、
被
災
さ
れ
た
方
々

が
心
や
す
ら
か
に
生
活
で
き
ま
す
よ
う
速
や
か
に
復
興
計
画
を
促
進
さ
れ
ま
す
よ
う
お
願

い
申
し
あ
げ
ま
す
。 

二
、 

福
島
・
原
子
力
発
電
所
事
故
の
避
難
者
へ
の
支
援 

福
島
・
原
子
力
発
電
所
事
故
に
よ
り
、
福
島
県
内
外
に
五
万
七
千
人
の
方
々
が
避
難
さ

れ
て
い
ま
す
。
原
発
周
辺
の
帰
宅
困
難
区
域
、
居
住
制
限
区
域
の
方
々
は
、
自
宅
の
様
子

を
知
り
た
い
、
私
物
の
持
ち
出
し
を
し
た
い
と
定
期
的
に
帰
宅
の
申
請
を
行
っ
て
、
立
ち

入
り
を
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
春
秋
の
お
彼
岸
や
お
盆
な
ど
の
時
期
に
は
、
永
年
住
み
慣

れ
た
土
地
の
習
俗
・
慣
習
と
し
て
受
け
継
が
れ
た
先
祖
の
お
墓
参
り
を
行
っ
て
い
ま
す
。

帰
宅
の
申
請
に
お
き
ま
し
て
、「
お
墓
参
り
」
と
い
う
理
由
が
一
般
的
な
「
政
教
分
離
」
の

原
則
か
ら
受
け
付
け
て
も
ら
え
ず
、
別
の
理
由
を
口
実
と
し
て
、
二
義
的
な
、
つ
い
で
と

い
う
形
で
お
参
り
を
さ
れ
て
い
る
現
実
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
状
況
に
鑑
み
、
是
非
と
も
被

災
さ
れ
た
方
々
の
先
祖
を
お
参
り
し
た
い
と
い
う
気
持
ち
を
正
当
に
受
け
入
れ
て
く
だ
さ

る
よ
う
ご
理
解
い
た
だ
き
た
い
と
存
じ
ま
す
。 

尚
、
避
難
生
活
中
に
亡
く
な
ら
れ
た
方
々
の
ご
家
族
・
ご
親
族
が
納
骨
を
希
望
さ
れ
た

場
合
に
つ
き
ま
し
て
も
、
同
様
な
受
け
入
れ
を
お
願
い
申
し
あ
げ
ま
す
。 

避
難
指
示
解
除
準
備
区
域
や
再
編
計
画
の
未
決
定
区
域
の
町
や
村
の
住
民
の
方
々
を
は

じ
め
、
放
射
能
被
害
の
不
安
の
中
、
県
内
外
へ
の
自
主
避
難
を
選
ん
だ
方
々
を
含
め
て
、



家
族
と
離
れ
ば
な
れ
の
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
多
く
の
家
族
に
対
し
ま
し
て
も
、

日
本
国
憲
法
第
二
十
五
条
で
「
す
べ
て
国
民
は
、
健
康
で
文
化
的
な
最
低
限
度
の
生
活
を

営
む
権
利
」
を
保
障
し
て
お
り
ま
す
。
避
難
指
示
解
除
準
備
区
域
や
再
編
計
画
の
未
決
定

区
域
の
方
々
や
県
内
外
に
自
主
避
難
さ
れ
た
方
々
へ
の
家
賃
補
助
の
制
度
延
長
と
適
用
の

拡
大
を
ご
検
討
い
た
だ
き
、
是
非
と
も
家
族
、
地
域
の
絆
を
つ
な
ぐ
支
援
を
お
願
い
い
た

し
ま
す
。 

ま
た
、
県
内
外
の
避
難
者
の
方
々
の
生
活
支
援
と
し
て
、
家
族
と
の
面
会
の
み
な
ら
ず

先
祖
の
お
墓
参
り
に
あ
た
り
、
自
家
用
車
で
各
地
か
ら
高
速
道
路
を
利
用
す
る
方
が
多
く

お
ら
れ
ま
す
。
原
発
周
辺
の
帰
宅
困
難
区
域
、
居
住
制
限
区
域
、
避
難
指
示
解
除
準
備
区

域
や
再
編
計
画
の
未
決
定
区
域
か
ら
避
難
さ
れ
て
い
る
住
民
に
対
し
ま
し
て
、
高
速
道
路

料
金
の
無
料
パ
ス
の
発
行
に
つ
い
て
、
ご
検
討
を
お
願
い
申
し
あ
げ
ま
す
。 

 

以
上
二
点
に
つ
き
ま
し
て
、
速
や
か
な
る
ご
回
答
を
お
願
い
申
し
あ
げ
ま
す
。 

  
 

 

二
〇
一
三
（
平
成
二
十
五
）
年
三
月
二
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

公
益
財
団
法
人 

全
日
本
仏
教
会 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

理
事
長 

小

林

正

道 

 

復
興
大
臣 

 

根

本

 

匠 

殿 


