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時
に
保
険
金
を
す
ぐ
に
受
け

取
る
こ
と
が
で
き
て
助
か
っ

た
。
そ
の
礼
を
欠
か
し
て
は

な
ら
な
い
」
と
、
代
々
そ
の

言
葉
を
受
け
継
い
で
い
る
顧

客
も
あ
る
。
顧
客
が
２
代
３

代
と
代
替
わ
り
し
、
代
理
店

も
同
様
に
２
代
３
代
と
続
く

中
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
世
代
ご

と
に
信
頼
が
脈
々
と
受
け
継

が
れ
て
き
た
。
過
去
の
き
ず

な
が
風
化
せ
ず
に
残
っ
て
い

る
こ
と
が
、
気
仙
沼
で
モ
リ

保
険
事
務
所
が
１
世
紀
に
わ

た
っ
て
継
続
し
得
た
基
盤
と

な
っ
て
い
る
。

終
戦
ま
で
６
日
、

突
如
グ
ラ
マ
ン
が

頭
上
に

　
昭
和
４
年
の
気
仙
沼
大
火

の
後
、
モ
リ
保
険
事
務
所
の

あ
っ
た
気
仙
沼
鹿
折
地
区
は

地
域
整
備
が
進
ん
だ
こ
と
も

あ
り
、
入
住
者
が
急
増
し

た
。
掘
り
抜
き
井
戸
が
開
発

さ
れ
、
地
下
水
利
用
が
自
由

と
な
っ
た
こ
と
で
水
産
加
工

業
者
も
増
え
始
め
た
。
当

時
、
鹿
折
に
は
大
規
模
な
工

場
が
20
軒
以
上
あ
り
、
モ
リ

保
険
事
務
所
の
母
体
で
あ
る

森
罐
詰
の
工
場
も
カ
キ
の
ボ

イ
ル
煮
を
開
始
す
る
な
ど
、

新
た
な
ビ
ジ
ネ
ス
を
ス
タ
ー

ト
さ
せ
た
。

　
日
本
が
海
外
へ
進
出
す
る

に
連
れ
、
鹿
折
の
罐
詰
工
場

は
黄
金
期
を
迎
え
、
繁
栄
の

一
途
を
た
ど
る
は
ず
だ
っ

た
。
し
か
し
、
昭
和
16
年

（
１
９
４
１
年
）
12
月
８

日
、
そ
う
し
た
将
来
の
繁
栄

の
約
束
は
覆
さ
れ
た
。
日
本

は
こ
の
日
、
真
珠
湾
を
攻
撃

し
て
太
平
洋
戦
争
の
泥
沼
に

突
き
進
ん
で
い
っ
た
。
そ
れ

で
も
、
森
罐
詰
の
生
産
量
は

秀
で
て
い
た
。
昭
和
17
年

（
１
９
４
２
年
）
の
記
録
に

よ
る
と
、
森
罐
詰
の
主
要
製

品
は
、
鮪
油
煮
、
鯖
水
煮
、

鰹
味
付
罐
詰
な
ど
で
年
に
４

万
箱
を
生
産
し
て
い
る
。
ほ

か
の
多
く
の
罐
詰
工
場
の
１

万
箱
か
ら
す
る
と
、
約
４
倍

の
開
き
が
あ
っ
た
。

　
戦
況
が
厳
し
く
な
る
に
つ

れ
、
モ
リ
保
険
事
務
所
と
罐

詰
工
場
も
戦
争
と
い
う
巨
大

な
渦
の
中
に
巻
き
込
ま
れ
て

い
っ
た
。
太
平
洋
戦
争
で
は

戦
時
下
の
名
の
下
に
、
多
く

の
造
船
鉄
工
所
や
運
送
会
社

な
ど
を
一
つ
に
ま
と
め
る
企

業
合
同
政
策
を
強
い
ら
れ

た
。
国
や
県
の
命
令
に
よ
る

も
の
が
多
か
っ
た
が
、
気
仙

沼
で
は
罐
詰
業
界
自
ら
が
企

業
合
同
に
向
か
っ
た
。
気
仙

沼
市
史
に
目
を
や
る
と
、

「
輸
出
缶
詰
が
停
止
し
て
業

界
が
不
況
と
な
っ
た
た
め
、

昭
和
十
七
年
、
県
内
業
者
が

合
同
し
、
経
営
の
合
理
化
を

図
ろ
う
と
し
て
現
物
出
資
に

よ
っ
て
合
併
し
た
。
気
仙
沼

に
は
森
真
缶
詰
工
場
を
出
張

所
と
し
、
各
工
場
の
設
備
を

同
工
場
に
統
合
集
結
し
た
も

の
で
あ
っ
た
」
と
あ
る
。
森

罐
詰
は
当
時
、
地
域
を
ま
と

め
、
軍
需
産
業
へ
の
協
力
を

余
儀
な
く
さ
れ
た
。

　
戦
況
は
刻
々
と
日
本
の
不

利
と
な
る
中
、
８
月
６
日
に

広
島
、
同
９
日
に
は
長
崎
に

原
爆
が
投
下
さ
れ
た
。
日
を

同
じ
く
し
て
、
気
仙
沼
で
も

大
規
模
な
空
襲
が
始
ま
っ

た
。

　
モ
リ
保
険
事
務
所
の
あ
っ

た
鹿
折
地
区
に
は
航
空
機
の

燃
料
と
な
る
油
を
精
製
す
る

松
根
油
工
場
の
ほ
か
、
罐
詰

工
場
も
軍
需
産
業
の
一
つ
と

な
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
標

的
に
さ
れ
た
。
９
日
と
10
日

の
両
日
、
米
空
母
レ
キ
シ
ン

ト
ン
か
ら
離
陸
し
た
重
戦
闘

機
グ
ラ
マ
ン
数
機
が
気
仙
沼

周
辺
上
空
に
飛
来
、
爆
弾
投

下
と
機
銃
掃
射
を
行
っ
た
。

米
機
は
、
カ
キ
樽
を
燃
料
の

ド
ラ
ム
缶
と
間
違
え
て
攻
撃

し
た
の
で
は
な
い
か
と
の
話

も
残
っ
て
い
る
。
急
降
下
加

速
性
に
優
れ
た
グ
ラ
マ
ン
に

よ
る
超
低
空
か
ら
の
機
銃
掃

射
は
住
民
を
震
え
上
が
ら
せ

た
。
そ
の
執
拗
（
し
つ
よ

う
）
な
攻
撃
の
光
景
は
獲
物

に
迫
る
猛
禽
の
よ
う
だ
っ
た

い
う
人
や
、
パ
イ
ロ
ッ
ト
の

笑
う
顔
さ
え
見
え
た
と
証
言

す
る
人
も
い
た
。

　
爆
撃
は
鹿
折
地
区
周
辺
を

火
の
海
と
化
し
、
森
罐
詰
工

場
も
爆
撃
で
吹
き
飛
ば
さ
れ

た
。
当
時
、
消
火
作
業
に
当

た
っ
て
い
た
消
防
班
員
が
爆

撃
を
受
け
て
ホ
ー
ス
を
握
っ

た
ま
ま
殉
職
し
た
と
い
う
。

終
戦
ま
で
、
後
６
日
の
出
来

事
だ
っ
た
。
戦
争
は
多
く
の

人
命
を
奪
い
、
産
業
を
破
壊

し
、
そ
の
後
の
希
望
ま
で
打

ち
砕
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　（
つ
づ
く
）

　【
参
考
文
献
】
『
け
せ
ん

ぬ
ま
写
真
帖
』
（
気
仙
沼
商

工
会
議
所
）
、
『
気
仙
沼
町

誌
』
（
気
仙
沼
町
）
、
『
気

仙
沼
市
史
』
（
気
仙
沼

市
）
、
『
雲
は
か
え
ら
ず
』

（
戦
争
体
験
を
記
録
す
る

会
）
、
『
鹿
折
の
歴
史
』

（
畠
山
泰
二
遺
稿
集
）

治
郎
氏
が
保
険
業
を
営
む
傍

ら
、
鹿
折
中
学
校
の
初
代
Ｐ

Ｔ
Ａ
会
長
を
数
期
に
わ
た
っ

て
任
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら

も
分
か
る
。

昭
和
４
年
の
大
火

が
顧
客
と
の
き
ず

な
深
め
る

　
気
仙
沼
は
過
去
、
幾
度
と

な
く
大
き
な
災
害
に
遭
遇
し

て
き
た
。
そ
の
中
で
も
、
と

り
わ
け
昭
和
４
年
（
１
９
２

９
年
）
の
大
火
は
「
気
仙
沼

全
滅
」
と
ま
で
報
道
さ
れ
た

歴
史
に
残
る
甚
大
な
災
害
だ

っ
た
。
こ
の
火
災
で
港
を
中

心
と
し
た
周
辺
一
帯
が
焼
け
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地
元
名
士
だ
け
に

許
さ
れ
た
代
理
店

事
業

　
モ
リ
保
険
事
務
所
は
大
正

７
年
（
１
９
１
８
年
）
、
森

罐
詰
の
保
険
部
と
し
て
初
代

の
森
庄
治
郎
氏
が
創
業
し

た
。
丸
に
水
の
文
字
を
し
た

た
め
た
屋
号
「
ま
る
み
ず
」

は
、
良
質
の
水
が
わ
く
井
戸

が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
名
付
け

ら
れ
た
。

　
当
時
、
気
仙
沼
は
国
内
有

数
の
漁
港
と
し
て
発
展
を
遂

げ
て
い
た
。
特
に
水
産
加
工

業
は
伝
統
的
食
品
の
「
竹
輪

蒲
鉾
」
を
は
じ
め
、
さ
ま
ざ

ま
な
加
工
品
が
こ
の
港
か
ら

日
本
各
地
や
外
国
へ
と
送
ら

れ
て
い
っ
た
。
罐
詰
工
業
も

そ
う
し
た
産
業
の
一
つ
で
、

明
治
37
年
（
１
９
０
４
年
）

か
ら
38
年
（
１
９
０
５
年
）

の
日
露
戦
争
当
時
は
全
国
一

の
生
産
高
を
挙
げ
て
い
た
。

大
正
時
代
に
入
っ
て
も
そ
の

余
韻
は
続
い
て
お
り
、
明
治

40
年
（
１
９
０
７
年
）
か
ら

大
正
10
年
（
１
９
２
１
年
）

に
か
け
て
、
生
産
高
は
６
万

８
３
０
８
円
か
ら
95
万
３
０

４
円
と
飛
躍
的
に
拡
大
し
て

い
る
。
当
時
、
ま
だ
鉄
道
は

開
通
し
て
お
ら
ず
、
交
通
手

参
集
し
て
会
合
を
持
っ
た
も

の
の
、
意
見
が
ま
と
ま
ら

ず
、
時
間
的
な
制
約
も
あ
っ

て
保
険
業
を
選
択
し
た
。
保

険
業
で
あ
れ
ば
１
社
だ
け
で

事
業
が
行
え
る
と
い
う
の
が

理
由
だ
。

　
初
代
の
森
庄
治
郎
氏
の
人

物
像
に
つ
い
て
は
よ
く
分
か

っ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、
現

社
長
の
森
雅
志
氏
が
生
ま
れ

る
前
に
急
逝
し
て
い
る
こ
と

に
よ
る
。
し
か
し
、
伝
え
ら

れ
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
口

数
は
少
な
い
も
の
の
、
常
に

笑
顔
を
絶
や
さ
な
い
、
穏
や

か
で
懐
の
広
い
人
物
だ
っ
た

と
い
う
。
保
険
代
理
店
は
、

か
つ
て
地
元
の
名
士
に
し
か

許
さ
れ
な
か
っ
た
。
契
約
者

か
ら
多
額
の
現
金
を
扱
う
商

売
だ
か
ら
だ
。
そ
れ
は
、
庄

段
と
し
て
は
汽
船
が
そ
の
役

割
を
果
た
し
て
い
た
が
、
馬

車
や
人
力
車
も
重
要
な
交
通

手
段
の
一
つ
だ
っ
た
。
気
仙

沼
に
鉄
道
が
開
通
す
る
の

は
、
昭
和
４
年
（
１
９
２
９

年
）
ま
で
待
た
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
。

　
モ
リ
保
険
事
務
所
は
三
菱

海
上
火
災
に
代
理
店
登
録
を

行
っ
て
い
る
。
そ
の
い
き
さ

つ
に
つ
い
て
は
、
大
正
期
、

罐
詰
工
場
で
取
り
引
き
の
あ

っ
た
三
菱
海
上
火
災
か
ら
、

石
油
業
か
保
険
業
を
営
ん
で

は
ど
う
か
と
の
依
頼
が
あ
っ

た
か
ら
だ
。
本
来
は
石
油
業

を
営
む
予
定
だ
っ
た
が
、
石

油
業
は
１
社
だ
け
で
は
困
難

で
、
数
社
が
出
資
し
て
設
立

す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
当

時
、
地
元
の
企
業
家
た
ち
が

野
原
と
な
り
、
９
０
３
戸
が

焼
け
、
罹
災
（
り
さ
い
）
者

４
９
２
３
人
、
損
害
額
７
０

０
万
円
の
被
害
を
出
し
、
気

仙
沼
経
済
に
大
き
な
打
撃
を

与
え
た
。

  

気
仙
沼
商
工
会
議
所
が
発

行
し
た
「
け
せ
ん
ぬ
ま
写
真

帖
」
に
よ
る
と
、
「
大
火
は

二
月
二
十
三
日
午
前
零
時
三

十
分
ご
ろ
、
町
の
中
央
、
横

町
か
ら
火
の
手
が
あ
が
っ

た
。
お
よ
そ
二
十
㍍
の
風
に

あ
お
ら
れ
魚
町
一
丁
目
、
大

堀
町
へ
と
延
焼
し
た
。
蒸
気

ポ
ン
プ
、
腕
用
ポ
ン
プ
を
動

員
し
て
必
死
の
消
防
活
動
に

も
か
か
わ
ら
ず
火
の
手
は
さ

ら
に
中
山
通
・
新
中
山
通
・

中
通
南
町
一
帯
を
焼
き
尽
く

し
、
魚
町
全
体
か
ら
神
明
崎

の
五
十
鈴
神
社
ま
で
延
焼
。

火
魔
は
さ
ら
に
入
沢
、
太
田

に
ま
で
延
び
た
。
そ
れ
が
午

前
四
時
ご
ろ
、
も
っ
と
も
旺

盛
で
、
ま
さ
に
生
き
地
獄
の

様
相
で
あ
っ
た
」
と
あ
る
。

　
モ
リ
保
険
事
務
所
で
は
、

創
業
以
来
の
顧
客
と
の
関
係

が
現
在
も
脈
々
と
続
い
て
い

る
。
保
険
の
種
別
で
は
火
災

保
険
の
契
約
が
多
い
。
そ
れ

は
、
気
仙
沼
大

火
の
際
の
素
早

い
保
険
金
支
払

い
対
応
が
顧
客

の
評
判
を
生

み
、
契
約
が
一

気
に
伸
び
た
か

ら
だ
。
大
正
か

ら
昭
和
、
さ
ら

に
平
成
へ
と
３

代
に
わ
た
る
顧

客
の
中
に
は
、

「
昭
和
４
年
の

気
仙
沼
大
火
の

　
百
年
続
く
代
理
店
の
秘
密
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
一
言
、
〝
地
域
密

着
〟
〝
顧
客
の
た
め
に
〟
を
追
求
し
て
き
た
結
果
と
い
え
る
が
、
１
世
紀

の
間
に
は
代
理
店
も
さ
ま
ざ
ま
な
時
代
の
荒
波
を
か
ぶ
り
、
そ
の
中
で
翻

弄
（
ほ
ん
ろ
う
）
さ
れ
て
き
た
は
ず
だ
。
気
仙
沼
に
至
っ
て
は
、
自
然
災

害
や
太
平
洋
戦
争
な
ど
の
被
害
も
数
知
れ
ず
、
ま
た
、
漁
業
を
含
め
た
地

場
の
基
幹
産
業
の
衰
退
も
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
中
、
大
正
７
年
（
１
９
１

８
年
）
気
仙
沼
鹿
折
（
し
し
お
り
）
に
創
業
し
た
モ
リ
保
険
事
務
所
は
、

来
年
、
創
業
95
年
を
迎
え
る
。
現
在
、
３
代
目
と
な
る
森
雅
志
氏
が
後
を

継
い
で
い
る
。
東
日
本
大
震
災
で
甚
大
な
被
害
を
受
け
た
こ
の
町
で
、
代

理
店
経
営
を
い
か
に
継
続
し
て
き
た
の
か
。
そ
の
歴
史
と
現
状
を
探
る
。鹿折中学校に残されていた

初代森庄治郎氏の写真

東
日
本
大
震
災

大
火
、空
襲
、チ
リ
津
波

幾
多
の
災
害
を
闘
い
抜
く
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かく語りき 大

正
期
、水
産
加
工
業
に
沸
く
気
仙
沼
で
創
業

気仙沼全滅とも言われた昭和4年の気仙沼大火
『けせんぬま写真帖』（気仙沼商工会議所）より

米
戦
闘
爆
撃
機
グ
ラ
マ

ン
同
型
機

『
け
せ
ん
ぬ
ま
写
真
帖
』（
気
仙
沼

商
工
会
議
所
）
よ
り

昭和5年ごろの気仙沼鹿折地区
『けせんぬま写真帖』（気仙沼商工会議所）より


