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　『
震
災
学
入
門　
死
生
観
か
ら
の
社
会
構
想
』

●
金
菱 

清
・
著　
ち
く
ま
新
書
（
定
価　

本
体
７
６
０
円
＋
税
）

　

東
日
本
大
震
災
か
ら
５
年
と
な
っ

た
3
月
11
日
。
こ
の
日
に
向
け
て
、

当
時
の
様
子
や
復
興
の
状
況
を
頻
繁

に
報
じ
た
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
だ
っ
た
が
、

そ
の
日
を
境
に
震
災
関
連
の
報
道
は

ず
い
ぶ
ん
少
な
く
な
っ
た
。

　

今
後
、
大
震
災
の
記
憶
を
風
化
さ

せ
な
い
た
め
に
何
が
必
要
な
の
だ
ろ

う　
　

。
そ
う
思
っ
て
い
た
矢
先
に

起
こ
っ
た
の
が
４
月
14
日
の
熊
本
地

震
で
あ
る
。
２
回
の
震
度
７
と
頻
発

す
る
余
震
。
死
者
・
行
方
不
明
者
は

50
人
、
避
難
所
に
暮
ら
す
人
は
5
月

中
旬
で
約
１
万
人
。
懐
か
し
い
場
所

の
被
害
の
映
像
に
、
胸
が
痛
む
。

　

地
震
に
加
え
て
火
山
噴
火
や
毎
年

の
台
風
な
ど
、
日
本
列
島
は
自
然
災

害
が
多
く
、
誰
も
が
い
つ
突
然
「
被

災
者
」
に
な
っ
て
も
お
か
し
く
な
い
。

そ
こ
で
防
災
と
と
も
に
考
え
て
お
く

べ
き
は
「
被
災
後
の
生
活
・
地
域
の

再
建
」
で
あ
る
。
そ
の
手
が
か
り
に
、

今
号
は
金
菱
清
著
『
震
災
学
入
門　

死
生
観
か
ら
の
社
会
構
想
』（
ち
く

ま
新
書
）
を
読
む
。

「
当
事
者
の
論
理
」
か
ら
見
る

　

本
書
を
貫
く
ポ
リ
シ
ー
は
、
被
災

し
た
当
事
者
の
「
弱
さ
の
論
理
」
に

立
ち
、
災
害
を
「
人
間
社
会
の
内
部

条
件
と
し
て
扱
う
」
こ
と
で
あ
る
。

著
者
は
東
日
本
大
震
災
の
復
興
で
見

え
た
、「
科
学
的
・
合
理
的
な
枠
組
み

の
限
界
」
を
見
つ
め
、
新
た
な
取
り

組
み
や
方
法
論
の
模
索
を
試
み
る
。

　

例
え
ば
そ
の
一
つ
が
、
津
波
被
災

地
の
「
防
潮
堤
」
問
題
で
あ
る
。
津

波
被
災
地
で
は
、
科
学
的
見
地
に
基

づ
く
政
策
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
そ

の
典
型
が
「
防
災
集
団
移
転
」
で
あ

る
。
今
は
津
波
被
災
地
に
10
メ
ー
ト

ル
を
超
え
る
防
潮
堤
を
建
設
し
、
災

害
危
険
区
域
指
定
で
海
辺
に
人
が
住

む
こ
と
を
禁
止
、
移
転
補
償
で
高
台

の
内
陸
移
転
を
進
め
る
。
こ
う
し
た

国
の
動
き
に
、
三
陸
沿
岸
の
地
域
か

ら
は
複
数
の
反
対
意
見
が
相
次
い
だ
。

　

こ
こ
で
著
者
は
「
海
を
離
れ
る
メ

リ
ッ
ト
は
科
学
・
安
全
政
策
で
た
く

さ
ん
語
ら
れ
て
い
る
が
、
海
を
離
れ

る
結
果
出
て
く
る
リ
ス
ク
は
ほ
と
ん

ど
語
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
」
と
指
摘

す
る
。
民
俗
学
者
の
川
島
秀
一
が
言

う
、「
漁
師
の
生
活
と
生
業
を
分
離
す

る
と
い
う
、
生
易
し
く
な
い
課
題
を

無
視
し
た
、
オ
カ
モ
ノ
（
陸
に
住
む

者
）が
発
し
た
論
理
」に
よ
る
も
の
だ
。

　

津
波
に
加
え
て
土
砂
崩
れ
や
洪
水
、

火
山
な
ど
自
然
災
害
の
リ
ス
ク
を
避

け
よ
う
と
す
る
と
、
日
本
の
国
土
で

は
安
全
に
住
め
る
土
地
は
ほ
と
ん
ど

な
く
な
る
。防
潮
堤
に
し
て
も
建
設
・

維
持
の
コ
ス
ト
は
莫
大
だ
。

　

そ
こ
で
「
ど
の
よ
う
に
し
て
リ
ス

ク
を
受
け
入
れ
て
共
存
す
る
の
か
」

を
著
者
は
考
え
る
。
そ
の
ヒ
ン
ト
が

「
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
（
回
復
力
、
抵
抗

力
）」。
災
害
時
の
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
の

向
上
と
は
、「
困
難
な
危
機
に
直
面

し
て
そ
の
状
況
に
適
応
し
な
が
ら
、

一
方
で
い
ざ
と
い
う
と
き
に
危
機
を

許
容
す
る
幅
の
広
さ
」に
あ
る
。人
々

の
日
常
生
活
と
密
接
に
関
わ
る
社
会

構
造
や
人
間
関
係
の
中
で
、
育
ま
れ

る
べ
き
も
の
だ
。

　

そ
の
一
つ
の
事
例
と
し
て
挙
げ
ら

れ
て
い
る
の
が
、
市
を
挙
げ
て
防
潮

堤
建
設
に
反
対
し
た
、
宮
城
県
気
仙

沼
市
の
人
々
の
声
で
あ
る
。

　

三
陸
沿
岸
の
漁
師
に
は
、
地
震
の

津
波
の
襲
来
に
備
え
、
陸お

か

に
逃
げ
る

の
で
は
な
く
津
波
の
中
心
に
向
か
い
、

沖
に
出
航
す
る
「
沖
出
し
」
と
い
う

風
習
が
昔
か
ら
あ
っ
た
。
沖
出
し
は

大
変
危
険
で
今
は
漁
協
も
自
制
を
促

し
て
い
る
。
そ
れ
で
も
中
に
は
「
家
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よ
り
も
船
を
救
え
」
と
の
教
え
に
従

い
、
震
災
当
日
に
船
を
出
す
人
も
い

た
と
い
う
。
船
は
正
業
の
中
心
で
あ

る
。
気
仙
沼
唐
桑
地
区
で
は
震
災
時

に
大
半
が
沖
出
し
す
る
こ
と
で
、
８

～
９
割
の
船
が
残
り
、
翌
春
の
ワ
カ

メ
の
養
殖
に
結
び
つ
い
た
と
い
う
。

漁
師
は
必
ず
海
の
見
え
る
場
所
に
住

み
「
海
の
機
嫌
を
見
た
い
」
と
言
う
。

漁
師
と
海
は
切
り
離
せ
な
い
の
だ
。

　

ま
た
気
仙
沼
の
中
心
部
で
あ
る
内

湾
地
域
は
「
海
か
ら
オ
カ
（
陸
）
へ

と
向
か
っ
て
く
る
、『
オ
カ
出
し
の

地
域
文
化
』
が
存
在
す
る
」
と
著
者

は
言
う
。
造
船
所
、
魚
問
屋
、
乗
組

員
の
保
養
施
設
に
飲
食
街
、
水
産
加

工
場
な
ど
、
全
て
が
「
海
か
ら
の
恩

恵
」
に
よ
る
も
の
。
人
々
も「（
気
仙

沼
の
内
湾
は
）
海
と
陸
が
つ
な
が
っ

て
い
る
」
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
よ

う
な
構
え
で
、
気
仙
沼
は
防
潮
堤
を

作
ら
ず
、
三
陸
大
津
波
や
チ
リ
地
震

の
津
波
被
害
を
乗
り
越
え
て
き
た
。

　

こ
れ
ら
が
防
潮
堤
へ
の
議
論
の
元

に
あ
る
。
自
ら
も
被
災
し
た
あ
る
住

民
の「
防
潮
堤
を
立
て
る
と
海
と“
喧

嘩
”
を
す
る
よ
う
な
も
の
で
、
何
か

よ
か
ら
ぬ
こ
と
が
起
こ
る
。
海
を
怒

ら
せ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
」
と

の
声
は
、「
防
潮
堤
に
よ
る
リ
ス
ク
」

へ
の
懸
念
を
表
し
て
い
る
。

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
ど
う
紡
ぐ
か

　

被
災
後
の
生
活
を
構
想
す
る
時
に

重
要
な
の
が
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」
の

役
割
だ
。
著
者
が
訪
れ
た
仮
設
住
宅

に
は
、
笑
い
声
が
響
く
に
ぎ
や
か
な

所
も
あ
れ
ば
、「
個
人
情
報
保
護
」
の

影
響
で
自
治
会
も
な
く
、
人
影
の
全

く
見
え
な
い
場
所
も
あ
っ
た
と
い
う
。

　

さ
ら
に
災
害
公
営
住
宅
に
移
り
住

ん
だ
人
々
の
聞
き
取
り
か
ら
は
、「
見

守
り
も
さ
れ
ず
取
り
残
さ
れ
て
い
る

実
態
」
が
あ
り
、
孤
独
死
の
リ
ス
ク

も
高
い
。「
阪
神
・
淡
路
大
震
災
の

苦
い
経
験
が
20
年
経
っ
て
も
生
か
さ

れ
て
い
な
い
」
と
著
者
は
憤
る
。

　

こ
れ
ら
の
背
景
に
は
多
く
の
自
治

体
で
「
公
平
性
の
原
理
」
か
ら
抽
選

で
入
居
を
決
め
て
い
る
こ
と
、
そ
し

て
マ
ン
シ
ョ
ン
式
の
建
物
の
「
近
代

的
構
造
」
自
体
の
問
題
が
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
人
々
が
個
別
化
・
孤

独
化
し
て
い
く
方
向
で
は
な
く
、「
住

民
が
住
民
自
身
を
守
る
仕
組
み
」
の

場
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
が
、

宮
城
県
の
東
松
島
市
あ
お
い
地
区
で

あ
る
。
こ
の
地
区
は
「
矢
本
運
動
公

園
仮
設
住
宅
」
時
代
に
、
自
治
会
長

ら
有
志
が
中
心
と
な
り
、「
自
分
た

ち
で
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
暮
ら
し
や

す
い
ま
ち
に
な
る
の
か
を
考
え
よ

う
」
と
の
思
い
か
ら
、「
東
矢
本
駅

北
地
区
ま
ち
づ
く
り
整
備
協
議
会
」

を
発
足
さ
せ
て
い
た
。

　

取
り
組
み
は
被
災
当
初
の
避
難
所

生
活
に
遡
る
。
例
え
ば
物
資
の
配
布
。

避
難
所
で
は
不
満
や
苦
情
が
あ
っ
た

が
、
配
布
を
子
供
た
ち
に
任
せ
、「
大

人
は
子
供
の
手
前
、
ル
ー
ル
や
規
律

を
守
ろ
う
」
と
呼
び
か
け
た
。
子
ど

も
が
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
要
と
な
っ
た

の
だ
。
こ
の
地
区
は
仮
設
住
宅
に

移
っ
て
か
ら
も
「
１
０
０
メ
ー
ト
ル

の
海
苔
巻
き
」
な
ど
、
三
日
に
一
回

は
イ
ベ
ン
ト
を
開
き
、
住
民
み
ん
な

に
役
割
を
与
え
て
参
加
で
き
る
仕
掛

け
を
作
り
、
孤
立
化
を
防
い
だ
。

　

そ
し
て
災
害
公
営
住
宅
へ
の
集
団

移
転
に
向
け
、
２
０
１
２
年
か
ら
は

有
志
で
年
間
１
２
０
回
以
上
の
「
井

戸
端
会
議
」
を
実
施
。「
自
分
た
ち
の

ま
ち
の
命
名
」「
く
じ
引
き
な
し
の

区
画
整
理
」
な
ど
、「
住
民
主
体
に

よ
る
オ
ー
ダ
ー
メ
イ
ド
な
ま
ち
づ
く

り
」
を
進
め
て
き
た
。
こ
の
よ
う
に

「
住
民
に
よ
る
住
民
の
た
め
の
ま
ち

づ
く
り
」
は
被
災
者
だ
け
で
な
く
、

人
が
地
域
で
暮
ら
す
原
点
で
あ
る
。

　

最
後
に
本
書
の
重
要
な
視
点
を
一

つ
。
そ
れ
は
「
死
を
め
ぐ
る
物
語
」

で
あ
る
。
宮
城
県
名
取
市
の
閖ゆ

り

上あ
げ

で

子
供
を
亡
く
し
た
あ
る
母
親
は
、「
街

の
復
興
は
と
て
も
大
切
な
事
で
す
。

で
も
沢
山
の
人
達
の
命
が
今
も
こ
こ

に
あ
る
事
を
忘
れ
な
い
で
ほ
し
い
。

死
ん
だ
ら
終
わ
り
で
す
か
？
」
と
、

子
供
た
ち
が
学
校
で
使
っ
て
い
た
机

に
言
葉
を
刻
み
つ
け
て
い
た
と
い
う
。

　

東
日
本
大
震
災
で
は
死
者
１
万
５�

８
９
４
人
、
行
方
不
明
者
２
５
６
１

人
と
、
多
く
の
人
が
身
内
や
親
し
い

人
を
亡
く
し
た
。「
復
興
」
の
掛
け

声
の
一
方
、
家
族
や
親
し
い
人
の
死

か
ら
、
未
だ
に
心
の
痛
み
を
抱
え
る

人
が
多
い
。
そ
の
想
い
を
ど
う
受
け

止
め
記
憶
し
続
け
る
の
か
。
誰
も
が

死
を
抱
き
な
が
ら
生
き
る
存
在
と
し

て
、
私
た
ち
の
「
魂
」
の
あ
り
方
が

問
わ
れ
て
い
る
。�（
評
＝
福
永
文
子
）


