
畠令
和
６
年
能
登
半
島
地
震
で
犠

牲
と
な
ら
れ
た
方
々
の
ご
冥
福

を
謹
ん
で
お
祈
り
申
し
上
げ
る

と
と
と
も
に
、被
災
さ
れ
た
方
々

に
心
よ
り
お
見
舞
い
申
し
上
げ

ま
す
。
一
日
も
早
い
復
旧
・
復

興
を
祈
念
い
た
し
ま
す
。

さ
て
今
回
は
、
中
桐
万
里
子
さ

ん
と
の
対
談
で
す
。
10
年
振
り

に
二
度
目
と
な
り
ま
す
。

中
桐

よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

畠日
本
の
２
０
２
３
年
の
名
目
Ｇ

Ｄ
Ｐ（
米
ド
ル
建
て
）が
ド
イ
ツ

に
抜
か
れ
、
世
界
第
４
位
に
転

落
し
ま
し
た
。
１
９
６
８
年
に

日
本
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
が
当
時
の
西
ド

イ
ツ
を
上
回
り
、以
降
、世
界
第

２
位
の
経
済
大
国
と
し
て
の
地

位
を
長
ら
く
保
っ
て
き
ま
し
た
。

し
か
し
、
ま
だ
記
憶
に
新
し
い

と
こ
ろ
で
す
が
、
２
０
１
０
年

に
中
国
に
抜
か
れ
第
３
位
に
後

退
し
、
そ
し
て
２
０
２
３
年
に

は
４
位
に
。
日
本
の
円
安
、
ド

イ
ツ
の
物
価
上
昇
が
背
景
に
あ

る
よ
う
で
す
が
、
根
本
的
に
は

長
年
に
わ
た
る
日
本
経
済
の
低

迷
が
原
因
で
し
ょ
う
。

中
桐

畠
さ
ん
の
よ
う
に
憂
え
る
方
は

た
く
さ
ん
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思

い
ま
す
。

畠イ
ギ
リ
ス
の
歴
史
学
者
で
あ
る

ア
ー
ノ
ル
ド
・
ト
イ
ン
ビ
ー
は
、

「
一
つ
の
国
が
滅
び
る
の
は
、戦

争
に
よ
っ
て
で
は
な
い
。
天
変

地
異
で
も
な
け
れ
ば
、
経
済
破

綻
に
よ
っ
て
で
も
な
い
。
国
民

の
道
徳
心
が
失
わ
れ
た
時
に
そ

の
国
は
滅
び
る
」
と
指
摘
し
て

い
ま
す
。
こ
れ
は
、今
の
日
本
に

十
分
当
て
は
ま
る
の
で
は
な
い

か
と
私
は
危
惧
し
て
い
ま
す
。

二
宮
尊
徳
は
、「
道
徳
な
き
経
済

は
犯
罪
で
あ
り
、
経
済
な
き
道

徳
は
寝
言
で
あ
る
」
と
言
っ
て

い
ま
す
。
道
徳
に
ふ
れ
て
い
る

点
で
ト
イ
ン
ビ
ー
と
尊
徳
の
言

葉
は
重
な
っ
て
お
り
、し
か
も
、

尊
徳
は
人
づ
く
り
の
プ
ロ
だ
と

私
は
感
じ
て
い
ま
す
。

企
業
の
経
営
資
源
は
人
、物
、金
、

情
報
と
よ
く
言
わ
れ
て
い
ま
す

が
、
こ
れ
ら
を
使
う
の
は
結
局

の
と
こ
ろ
人
で
あ
り
、
正
し
い

人
間
力
の
追
求
が
不
可
欠
で
す
。

二
宮
尊
徳
の
功
績
や
人
と
な
り

の
中
か
ら
、
道
徳
を
キ
ー
ワ
ー

ド
に
人
づ
く
り
の
参
考
に
な
る

お
話
を
お
聞
か
せ
願
え
れ
ば
と

思
い
ま
す
。

中
桐

か
し
こ
ま
り
ま
し
た
。「
尊
徳
」

は
50
代
後
半
に
な
っ
て
か
ら
使
っ

て
い
た
名
乗
り
で
、
そ
れ
以
前

は「
金
次
郎
」と
自
ら
記
し
て
い

ま
し
た
の
で
、私
か
ら
は「
金
次

郎
」と
呼
ば
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

ま
ず
金
次
郎
の
生
い
立
ち
に
つ

い
て
説
明
さ
せ
て
く
だ
さ
い
。

畠お
願
い
し
ま
す
。

中
桐

金
次
郎
は
１
７
８
７（
天
明
７
）

年
に
相
模
国
栢か
や
ま山
村
、
現
在
の

神
奈
川
県
小
田
原
市
の
農
家
に

生
ま
れ
ま
し
た
。
史
料
に
よ
れ

ば
江
戸
時
代
を
生
き
た
人
物
な

の
に
、身
長
が
１
８
２
セ
ン
チ
、

体
重
が
94
キ
ロ
あ
り
、
現
代
で

も
大
柄
と
い
え
る
偉
丈
夫
だ
っ

た
よ
う
で
す
。
70
歳
と
い
う
当

時
と
し
て
は
長
生
き
の
人
生
を

送
り
、
そ
の
大
半
を
農
業
に
捧

げ
、徹
底
し
た
実
践
主
義
、行
動

主
義
を
貫
き
ま
し
た
。

当
時
の
農
業
は
大
変
で
す
。
天

明
の
大
飢
饉（
１
７
８
２
〜

１
７
８
８
年
）、天
保
の
大
飢
饉

（
１
８
３
３
〜
１
８
３
７
年
）に

代
表
さ
れ
る
冷
害
と
大
凶
作
が

続
い
た
か
ら
で
す
。
ど
ん
な
に

努
力
し
た
っ
て
、
う
ま
く
い
か

な
い
。
多
く
の
農
民
が
困
窮
し
、

足
が
止
ま
っ
て
し
ま
う
時
代
の

中
で
、
彼
は
一
歩
一
歩
前
に
進

み
ま
す
。
そ
し
て
、６
百
以
上
の

農
村
を
再
興
す
る
こ
と
に
成
功

し
ま
し
た
。

畠二
宮
金
次
郎
と
言
え
ば
、
薪
を

背
負
っ
て
歩
き
な
が
ら
本
を
読

む
少
年
時
代
の
姿
で
す
ね
。
そ

の
昔
、
多
く
の
小
学
校
に
銅
像

が
あ
り
ま
し
た
。
手
に
し
て
い

る
の
は
、
中
国
古
典
の
四
書
五

経
の
一
つ
で
あ
る『
大
学
』と
言

わ
れ
て
い
ま
す
ね
。

中
桐

金
次
郎
は
10
代
半
ば
で
両
親
を

相
次
い
で
亡
く
し
、
そ
れ
か
ら

は
伯
父
の
家
に
身
を
寄
せ
ま
し

た
。
二
宮
家
は
も
と
も
と
裕
福

だ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
金
次
郎

の
父
・
利
右
衛
門
は
学
問
を
一

生
懸
命
に
し
た
人
物
で
し
た
。

そ
の
学
び
の
影
響
も
あ
り
、
お

金
に
困
っ
て
相
談
に
来
た
人
に

次
々
と
お
金
を
貸
す
な
ど
の
救

済
を
実
践
し
、「
栢
山
の
善
人
」

と
も
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
で

も
、貸
し
た
お
金
は
返
っ
て
こ
ず
、

持
っ
て
い
た
田
畑
は
度
重
な
る

川
の
氾
濫
で
荒
れ
果
て
、
瞬
く

間
に
家
は
貧
し
さ
の
ど
ん
底
に

陥
り
ま
す
。
金
次
郎
は
両
親
の

死
後
、
16
歳
の
時
に
は
無
一
文

に
な
り
、や
む
な
く
、父
の
形
見

で
あ
る
本
を
持
っ
て
伯
父
・
萬

兵
衛
の
家
に
や
っ
か
い
に
な
る

わ
け
で
す
。
銅
像
の
多
く
は
、そ

の
頃
の
姿
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

畠な
る
ほ
ど
。

中
桐

萬
兵
衛
は
、
弟
の
利
右
衛
門
と

は
違
っ
て
、
農
家
が
む
や
み
に

学
問
に
の
め
り
込
む
の
は
危
険

だ
と
い
う
考
え
方
の
人
で
し
た
。

金
次
郎
が
夜
、
明
か
り
を
灯
し

て
勉
強
し
て
い
る
と
、
伯
父
さ

ん
か
ら
油
が
も
っ
た
い
な
い
と

厳
し
く
叱
ら
れ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド

が
有
名
で
す
。
そ
こ
で
金
次
郎

は
、菜
の
花
の
種
を
ま
き
、収
穫

し
た
菜
種
を
夜
の
照
明
に
使
い

ま
し
た
。

畠菜
種
の
ほ
か
に
、
捨
て
苗
か
ら

一
俵
分
の
米
を
栽
培
し
た
と
も

言
わ
れ
て
い
ま
す
ね
。

中
桐

萬
兵
衛
は
意
地
悪
お
じ
さ
ん
の

よ
う
に
描
か
れ
る
こ
と
が
多
い

の
で
す
が
、
菜
種
や
稲
を
育
て

る
土
地
を
用
意
す
る
な
ど
、
実

は
陰
で
金
次
郎
を
バ
ッ
ク
ア
ッ

プ
し
ま
し
た
。
萬
兵
衛
に
は
農

業
は
実
践
で
あ
り
、
学
問
や
理

想
論
以
前
に
ま
ず
、
一
粒
の
種

か
ら
し
っ
か
り
生
み
出
せ
る
現

実
的
な
実
行
力
を
金
次
郎
に
身

に
つ
け
さ
せ
た
い
と
い
う
切
な

る
願
い
が
あ
り
ま
し
た
。
後
の

実
践
者
と
し
て
の
金
次
郎
は
、

こ
の
伯
父
の
教
育
の
賜
物
と
も

言
え
ま
す
。

畠先
ほ
ど
ふ
れ
た「
経
済
な
き
道

徳
は
寝
言
で
あ
る
」
と
い
う
強

い
口
調
の
表
現
は
、
少
年
期
の

そ
う
し
た
生
い
立
ち
が
深
く
関

係
し
て
そ
う
で
す
ね
。

中
桐

金
次
郎
は
以
後
、
廃
田
の
復
旧

や
耕
作
に
努
め
、20
歳
に
な
っ
て

以
降
は
、手
放
し
た
田
畑
を
次
々

に
買
い
戻
し
、32
歳
で
、村
で
２

番
目
の
大
地
主
に
な
り
ま
し
た
。

金
次
郎
は
耕
作
に
向
き
そ
う
に

な
い
荒
れ
地
を
買
い
、
体
力
と

知
恵
を
注
い
で
耕
し
、
出
来
た

田
ん
ぼ
や
畑
地
を
他
の
農
家
に

売
り
ま
す
。
得
た
お
金
で
今
度

は
２
枚
の
荒
れ
地
を
買
い
、
耕

し
て
、再
び
売
り
に
出
し
ま
す
。

倍
々
ゲ
ー
ム
で
土
地
を
増
や
し

な
が
ら
、
荒
れ
地
を
耕
作
地
に

変
え
作
物
を
実
ら
せ
る
ノ
ウ
ハ

ウ
を
蓄
え
ま
し
た
。
25
歳
頃
か

ら
は
、
地
元
小
田
原
藩
の
家
老

や
藩
主
か
ら
依
頼
さ
れ
、
家
政

再
建
、農
村
再
興
、飢
民
救
済
に

も
次
々
取
り
組
み
ま
す
。

畠農
村
再
建
は
大
変
だ
っ
た
で

し
ょ
う
ね
。

中
桐

洪
水
に
遭
う
な
ど
し
て
荒
廃
し

た
農
村
で
最
も
荒
れ
て
い
る
、

疲
弊
し
て
い
る
の
は「
人
の
心
」

で
す
。頑
張
っ
て
も
報
わ
れ
な
い
、

一
生
懸
命
作
物
を
育
て
て
も
年

貢
に
持
っ
て
行
か
れ
る
。
自
然

災
害
が
ひ
と
た
び
起
き
れ
ば
、

一
粒
の
実
り
も
得
ら
れ
な
い
。

畠も
う
理
不
尽
で
す
よ
ね
。

中
桐

明
日
へ
の
希
望
を
失
っ
て
、
努

力
す
る
意
味
が
見
出
せ
な
い
。

だ
か
ら
、「
頑
張
り
た
い
」「
努
力

し
よ
う
」「
未
来
は
明
る
い
は
ず

だ
」
と
い
っ
た
心
を
取
り
戻
さ

な
い
と
行
動
が
生
ま
れ
ま
せ
ん
。

で
も
同
時
に
、
人
間
は
精
神
論

で
は
生
き
ら
れ
な
い
の
で
、
絶

対
に
必
要
な
の
が「
米
び
つ
」、

言
い
換
え
れ
ば
経
済
的
な
利
益

で
す
。
心
の
田
ん
ぼ
と
リ
ア
ル

の
田
ん
ぼ
を
一
緒
に
復
活
さ
せ

な
い
こ
と
に
は
、
農
村
再
建
は

あ
り
え
な
い
。
そ
れ
故
、金
次
郎

は
心
田
と
田
畑
の
復
興
、
つ
ま

り「
道
徳
」と
い
う
人
づ
く
り
と

「
経
済
」と
い
う
実
利
づ
く
り
を

農
村
再
建
と
い
う
ミ
ッ
シ
ョ
ン

に
お
け
る
二
本
柱
に
し
ま
し
た
。

畠江
戸
時
代
に
そ
う
い
っ
た
こ
と

に
気
づ
い
た
の
は
、
す
ご
い
で

す
ね
。
渋
沢
栄
一
も
大
正
期
の

著
作
で
あ
る『
論
語
と
算
盤
』の

中
で「
道
徳
経
済
合
一
」を
唱
え

ま
し
た
。
尊
徳
の
影
響
が
垣
間

見
え
ま
す
。

中
桐

金
次
郎
の
場
合
、
考
え
た
こ
と

を
き
ち
ん
と
言
語
化
し
て
、
人

に
伝
え
ら
れ
た
点
も
大
き
か
っ

た
か
と
思
い
ま
す
。

畠小
田
原
藩
や
幕
府
か
ら
尊
徳

が
登
用
さ
れ
た
理
由
の
一
つ
で

し
ょ
う
ね
。
後
進
と
な
る
優
秀

な
弟
子
を
何
人
も
育
成
で
き
た

の
も
、教
養
を
き
ち
ん
と
備
え
、

自
分
の
意
図
を
論
理
的
に
説
明

す
る
力
が
あ
っ
た
か
ら
で
し
ょ

う
ね
。

中
桐

金
次
郎
の
没
後
、
弟
子
た
ち
が

報
徳
思
想
を
広
げ
て
い
く
牽
引

役
と
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

畠静
岡
県
掛
川
市
に
あ
る
大
日
本

報
徳
社
に
以
前
、
行
っ
た
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
報
徳
運
動
普
及

の
拠
点
と
し
て
１
９
０
３（
明

治
36
）年
に
建
て
ら
れ
た
も
の
で
、

大
講
堂
は
国
の
重
要
文
化
財
に

指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
手

前
に
あ
る
正
門
の
右
が
道
徳
門
、

左
が
経
済
門
と
呼
ば
れ
て
い
て
、

道
徳
と
経
済
が
二
宮
尊
徳
を
語

る
上
で
大
切
な
キ
ー
ワ
ー
ド
だ

と
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。

道
徳
心
の
喪
失
が

経
済
低
迷
の
一
因

６
百
以
上
の

農
村
を
再
興

人
間
は
精
神
論
で
は

生
き
ら
れ
な
い

「
道
徳
」と
い
う
根
が
弱
れ
ば
、

「
経
済
」と
い
う
花
は
咲
か
な
い

第
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企
画

中
桐

正
門
を
よ
く
見
る
と
、
二
つ
の

門
柱
の
上
部
を
結
ぶ
よ
う
に
鉄

製
の
ア
ー
チ
が
架
か
っ
て
い
ま

す
。
道
徳
と
経
済
は
バ
ラ
バ
ラ

で
は
な
く
、
二
つ
は
必
ず
つ
な

が
っ
て
い
て
い
る
こ
と
を
象
徴

し
て
い
ま
す
。
経
済
が
あ
っ
て

の
道
徳
だ
し
、
道
徳
が
あ
っ
て

の
経
済
だ
と
。

畠道
徳
は
、
今
で
言
え
ば
重
要
な

経
営
資
源
で
す
よ
ね
。

中
桐

え
え
、
も
う
筆
頭
で
す
。
経
済

は
田
ん
ぼ
を
耕
す
、
鍬
を
作
る

と
い
っ
た
人
間
の
営
み
、
物
を

生
み
出
す
創
造
的
な
生
産
活
動

や
行
動
と
直
結
す
る
も
の
で
す
。

そ
し
て
、
物
を
生
み
出
す
に
は

動
機
や
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
、
ス

タ
ー
ト
と
な
る
人
間
の
活
力
が

必
要
で
、
金
次
郎
は
そ
の
力
を

心
田
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
ま

し
た
。
こ
れ
は
、
花
と
根
っ
こ

と
同
じ
関
係
で
す
。

畠花
と
根
で
す
か
。

中
桐

金
次
郎
の
言
う
心
田
・
道
徳
は
、

咲
く
花
の
根
っ
こ
の
部
分
で
す
。

根
は
土
の
下
に
あ
り
ま
す
か
ら
、

目
に
は
見
え
ま
せ
ん
。

畠す
る
と
、花
は
経
済
、行
動
で
す
ね
。

中
桐

そ
う
で
す
。
花
と
い
う
経
済
が

き
れ
い
に
咲
く
の
は
、
根
っ
こ

が
元
気
だ
か
ら
で
す
。
逆
に
言

え
ば
、
花
が
枯
れ
て
く
る
は
、

根
っ
こ
が
弱
っ
て
い
る
か
ら
だ

と
金
次
郎
は
言
っ
て
い
ま
す
。

畠心
は
本
来
、
目
に
は
見
え
な
い

も
の
で
す
け
ど
、
例
え
ば
玄
関

で
靴
が
揃
え
ら
れ
て
い
な
い
、

ス
リ
ッ
パ
が
八
の
字
に
な
っ
て

い
る
な
ど
、
実
は
は
っ
き
り
と

目
に
映
り
ま
す
。

中
桐

同
感
で
す
。
金
次
郎
は
、倉
庫
と

厠か
わ
や

を
よ
く
見
て
い
た
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
。

こ
ん
な
逸
話
が
あ
り
ま
す
。
あ

る
農
家
が
毎
日
一
生
懸
命
働
い

て
い
る
の
に
、
ど
う
し
て
も
貧

乏
か
ら
抜
け
出
せ
な
い
と
金
次

郎
に
相
談
し
ま
し
た
。
後
日
、

金
次
郎
は
そ
の
家
に
足
を
運
び
、

一
言
だ
け
言
い
残
し
て
帰
り
ま

し
た
。「
掃
除
し
ろ
」と
。

畠一
目
見
て
、
そ
の
農
家
の
心
の

有
り
様
が
見
え
た
わ
け
で
す
ね
。

中
桐

納
屋
に
は
鍬
や
鎌
、
鋤
な
ど
の

道
具
が
足
の
踏
み
場
も
な
い
感

じ
で
ぐ
ち
ゃ
ぐ
ち
ゃ
に
置
か
れ
、

手
入
れ
も
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
で

し
た
。
目
的
の
道
具
が
見
つ
か

ら
な
い
と
、
次
々
と
買
い
足
し

て
い
る
あ
り
さ
ま
で
し
た
。

畠そ
れ
で
は
生
産
性
が
悪
い
で
す

ね
。

中
桐

道
具
を
探
す
時
間
の
無
駄
。
見

つ
か
ら
ず
買
い
足
す
お
金
の
無

駄
。
道
具
を
手
入
れ
し
な
い
効

率
の
無
駄
。
納
屋
の
様
子
か
ら

多
く
の「
無
駄
」を
発
見
し
ま
す
。

生
き
て
働
く
こ
と
が
で
き
る
時

間
の
尊
さ
、
汗
水
流
し
て
手
に

し
た
お
金
の
大
切
さ
、
鍬
や
鎌

を
製
造
し
て
く
れ
て
い
る
仲
間

の
か
け
が
え
の
な
さ
。
そ
う
し

た
一
つ
ひ
と
つ
の
小
さ
な
こ
と

を
馬
鹿
に
し
て
い
た
結
果
、
貧

乏
に
あ
え
い
で
い
た
わ
け
で
す
。

金
次
郎
の
助
言
に
従
い
、
農
家

が
納
屋
を
掃
除
す
る
と
、
収
量

が
Ｖ
字
回
復
し
ま
し
た
。

畠尊
徳
は
経
営
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト

と
い
う
感
じ
で
す
ね
。

中
桐

「
忙
」と
い
う
字
は
、「
心
を
亡
く

す
」と
書
き
ま
す
。
道
具
に
対
す

る
敬
意
や
仕
事
を
す
る
環
境
へ

の
感
謝
を
な
く
せ
ば
、
た
だ
忙

し
い
だ
け
で
収
益
は
得
ら
れ
な

い
の
で
す
。

畠私
も
経
営
指
導
の
中
で
、
仕
事

で
利
用
す
る
物
や
道
具
の
大
切

さ
を
訴
え
て
き
ま
し
た
。

中
桐

小
さ
な
一
つ
ひ
と
つ
の
こ
と
に

関
心
や
注
意
を
払
い
、
愛
お
し

む
こ
と
で
、無
駄
も
な
く
な
り
、

豊
か
さ
が
生
ま
れ
ま
す
。

畠有
名
な「
積
小
為
大
」
で
す
ね
。

で
は
、
尊
徳
の
報
徳
思
想
の
４

原
理
で
あ
る「
至
誠
」「
勤
労
」「
分

度
」「
推
譲
」
に
つ
い
て
も
教
え

て
く
だ
さ
い
。

中
桐

金
次
郎
は
、自
分
の
人
生
は「
至

誠
」
と「
実
行
」の
み
だ
っ
た
と

振
り
返
っ
て
い
ま
す
。
至
誠
が

道
徳
で
、実
行
が
経
済
で
す
ね
。

そ
の
実
行
の
３
原
則
が
、「
勤
労
」

「
分
度
」「
推
譲
」で
す
。

「
至
誠
」は
自
分
の
幸
せ
に
気
づ

い
て
い
る
こ
と
、
自
分
の
命
が

多
く
の
人
や
自
然
環
境
に
支
え

ら
れ
て
存
在
で
き
て
い
る
こ
と

に
感
動
し
感
謝
す
る
こ
と
で
す
。

言
い
換
え
る
と
謙
虚
な
誇
り
と

も
言
え
ま
す
。

畠気
づ
き
と
感
動
で
す
ね
。

中
桐

「
勤
労
」
は
こ
の「
至
誠
」
を
原

動
力
に
し
て
働
く
こ
と
で
す
。

生
き
て
い
る
喜
び
や
楽
し
さ
と

と
も
に
働
く
。
働
い
た
ら
成
果

が
出
ま
す
が
、「
分
度
」
は
得
た

成
果
の
何
割
が
自
分
の
力
で
何

割
が
他
か
ら
借
り
た
力
か
、
度

合
い
を
考
え
る
こ
と
で
す
。
そ

し
て
、生
ま
れ
た
成
果
を「
分
度
」

通
り
配
分
す
る
。こ
れ
が「
推
譲
」

で
す
。

例
え
ば
、
先
祖
が
開
墾
し
た
田

ん
ぼ
の
力
を
借
り
て
収
穫
し
た

な
ら
、
先
祖
に
返
す
こ
と
は
で

き
な
い
の
で
、
子
孫
の
た
め
に

貯
蓄
に
ま
わ
す
。
鍬
や
鎌
の
力

を
借
り
て
い
る
な
ら
代
金
を
支

払
い
、
手
入
れ
を
行
う
。
藩（
行

政
）の
支
援
が
あ
っ
た
の
な
ら

年
貢（
税
金
）を
き
ち
ん
と
収
め

る
。「
推
譲
」
と
は
い
わ
ば
恩
返

し
で
す
。

畠こ
れ
ら
を
全
部
ひ
っ
く
る
め
て
、

「
報
徳
」
と
い
う
わ
け
で
す
ね
。

受
け
て
き
た
徳
に
報
い
る
、
恩

返
し
を
す
る
。

中
桐

お
っ
し
ゃ
る
通
り
で
す
。

畠能
登
半
島
で
大
き
な
震
災
が
あ

り
ま
し
た
。
そ
れ
以
外
に
も
近

年
、
日
本
で
は
自
然
災
害
が
数

多
く
、
尊
徳
の
生
き
た
時
代
と

似
通
っ
た
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。

何
か
助
言
の
よ
う
な
も
の
が
あ

れ
ば
、お
願
い
し
ま
す
。

中
桐

そ
う
で
す
ね
。
金
次
郎
は「
父

母
も
そ
の
父
母
も
我
が
身
な
り
。

我
を
愛
せ
よ
、我
を
敬
せ
よ
」と

い
う
言
葉
を
残
し
て
い
ま
す
。

先
祖
か
ら
連
綿
と
受
け
継
が
れ

て
き
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
。
多
く
の
壁
を

越
え
て
、
荒
地
だ
っ
た
原
野
か

ら
様
々
な
も
の
を
生
み
出
し
て

き
た
力
。
私
と
い
う
命
に
は
、た

し
か
に
そ
れ
が
宿
っ
て
い
る
。

そ
の
現
実
を
意
識
し
、
信
じ
る

こ
と
が
す
べ
て
の
始
ま
り
だ
と

い
う
こ
と
で
す
。

多
く
の
方
が
い
ま
大
変
な
こ
と

に
直
面
し
て
い
ま
す
が
、
実
は

先
祖
や
先
人
た
ち
も
困
難
を
乗

り
越
え
て
命
の
バ
ト
ン
を
受
け

渡
し
て
き
ま
し
た
。
困
難
に
負

け
な
い
力
が
必
ず
私
た
ち
の
中

に
も
宿
っ
て
い
る
の
で
す
。

心
を
耕
す
こ
と
で
そ
れ
に
気
づ

き
、
命
の
芯
に
小
さ
な
炎
が
灯

さ
れ
た
な
ら
、
ど
ん
な
荒
地
が

前
途
に
広
が
っ
て
い
て
も
恐
れ

る
必
要
は
な
い
。
一
人
の
覚
悟

か
ら
、す
べ
て
が
再
び
始
ま
る
。

金
次
郎
は
そ
う
言
っ
て
い
ま
す
。

畠勇
気
を
も
ら
え
る
言
葉
で
す
ね
。

被
災
者
の
中
に
は
経
営
者
、
事

業
主
の
方
も
少
な
く
な
い
は
ず

で
す
。
今
後
に
向
け
た
道
標
に

な
り
そ
う
で
す
。

本
日
は
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。

中
桐

こ
ち
ら
こ
そ
、
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。

道
徳
と
経
済
は

根
と
花
と
同
じ
関
係

受
け
て
き
た

徳
へ
の
恩
返
し

2024年1月25日　金沢市疋田の畠経営グループ本部にて

なかぎりまりこ。1974年東京都生まれ、神奈川県育ち。二宮金次郎（尊徳）の7代目子孫。慶應義塾大学環境情報学部卒業。のち、京都大学大学院教育学
研究科で教育学の博士号を取得し修了。専門は臨床教育学。聖和大学専任講師、関西学院大学講師、京都大学大学院教育学研究科特別研究員などを歴任。
2007年より、親子をつなぐ学びのスペース「リレイト」を主宰。全国で講演会や企業研修の講師を務める。ほか、公益社団法人大日本報徳社理事、
国際二宮尊徳思想学会常務理事、学校法人報徳学園理事、株式会社ケー・エフ・シー社外取締役。著書に『二宮金次郎の幸福論』『二宮金次郎に学ぶ生き方』
『現代に生きる二宮翁夜話』（以上、致知出版社）などがある。
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１月1日午後4時10分、能登半島を震源
とするマグニチュード7.6、最大震度7の地
震が石川、富山を襲いました。揺れや津波
が200人を超える人命を奪い、石川での住
家被害は7万4000戸以上に及びました。
多くの被災者が今なお、つらい避難生活を
強いられており、一日も早い復旧・復興を
願うばかりです。
今回対談をお願いしたのは、二宮尊徳

（金次郎）の子孫である中桐万里子さんで
す。ご承知の方も少なくないと思いますが、
尊徳は江戸後期に活躍した農政家で、飢
饉などで荒廃した農村、貧窮に苦しむ農家
の再興救済に尽力しました。本紙「報徳」
の紙名も、彼が道徳と経済の融和を説いた
経済思想である「報徳思想」にちなんでい
ます。
多発する自然災害、コロナ禍、極端な円

安、日本経済の長期低迷など、近年わが国
にふりかかる国難は枚挙にいとまがないほ
どで、実は尊徳が生きた時代とも重なります。
中桐さんから彼が課題をどう紐解き、解決
に導いたのかをお聞きし、混迷の時代を生
きていくためのヒントを探ります。
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