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こ
ん
に
ち
は
。
こ
の
冊
子
を
手
に
取
っ
て
く
だ
さ
り
、あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の
冊

子
は
、小
友
が
ど
ん
な
と
こ
ろ
な
の
か
、小
友
で
暮
ら
す
人
々
が
こ
れ
ま
で
ど
の
よ
う
な
こ

と
を
経
験
し
て
き
た
か
を
、わ
か
り
や
す
く
ま
と
め
た
も
の
で
す
。
ど
ん
な
世
代
の
方
で

も
お
読
み
い
た
だ
け
る
と
思
い
ま
す
が
、主
に
は
、小
友
に
何
ら
か
の
つ
な
が
り
の
あ
る
中

学
生
や
高
校
生
ぐ
ら
い
の
方
を
想
定
し
て
い
ま
す
。
こ
の
冊
子
が
、小
友
の
こ
と
に
よ
り

深
い
関
心
を
も
つ
き
っ
か
け
に
な
り
、ま
た
将
来
ど
こ
で
暮
ら
す
こ
と
に
な
っ
て
も
、小
友

の
こ
と
を
大
事
に
思
い
、周
囲
の
人
た
ち
に
小
友
は
こ
ん
な
と
こ
ろ
だ
よ
、と
話
す
と
き
の

手
が
か
り
に
な
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
冊
子
の
タ
イ
ト
ル
も
、そ
う
し
た
思
い
か

ら
つ
け
た
も
の
で
す
。「
オ
ト
モ
ノ
コ
ト
」は
も
ち
ろ
ん「
小
友
の
こ
と
」で
す
が
、さ
ら
に

い
え
ば
小
友
の「
オ
ト
」（
声
や
音
、小
友
か
ら
の
便
り
）・「
モ
ノ
」（
人
々
や
事
物
）・「
コ
ト
」（
行
事
や

出
来
事
、経
験
）を
意
味
し
て
い
ま
す
。

本
文
は
二
部
構
成
で
す
。
前
半
部
は
く
ら
し
、後
半
部
は
災
害
を
テ
ー
マ
に
し
、そ
の

テ
ー
マ
に
か
か
わ
る
項
目
に
つ
い
て
、ポ
イ
ン
ト
を
し
ぼ
っ
て
紹
介
し
て
い
ま
す
。
と
は

い
え
、本
文
は
ど
こ
か
ら
で
も
読
み
始
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
文
中
に
項
目
同
士
の
つ

な
が
り
も
示
し
て
あ
り
ま
す
の
で
、読
ん
で
い
て
関
心
が
出
て
き
た
ら
、そ
ち
ら
の
項
目
を

読
ん
で
み
る
、と
い
う
よ
う
に
、自
由
に
読
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
な
お
、説

明
の
も
と
に
な
っ
て
い
る
の
は
、小
友
で
暮
ら
す
方
々
か
ら
伺
っ
た
お
話
や
、小
友
に
つ
い

て
の
文
書
や
写
真
、地
図
な
ど
様
々
な
資
料
で
す
。

こ
の
冊
子
を
執
筆
し
た
の
は
一
〇
人
の
研
究
グ
ル
ー
プ
で
す
。
メ
ン
バ
ー
そ
れ
ぞ
れ

は
、地
域
で
受
け
継
が
れ
て
き
た
暮
ら
し
方
に
目
を
向
け
る「
民
俗
学
」、ま
ち
の
デ
ザ
イ

ン
を
研
究
す
る「
都
市
計
画
」、建
物
や
ま
ち
の
つ
く
ら
れ
方
や
そ
の
移
り
変
わ
り
を
追
う

「
都
市
史
・
建
築
史
」、災
害
が
起
き
た
と
き
に
人
が
ど
う
振
る
舞
う
の
か
を
調
べ
る「
災
害

研
究
」な
ど
を
専
門
に
し
て
い
ま
す
。
震
災
後
、個
人
的
な
つ
な
が
り
も
あ
っ
て
、ま
ず「
民

俗
学
」の
グ
ル
ー
プ
が
陸
前
高
田
市
で
の
調
査
を
始
め
、二
〇
一
四
年
に
小
友
で
重
点
的
に

調
査
を
行
な
い
ま
し
た﹇
＊
﹈。
そ
こ
に「
都
市
計
画
」な
ど
ほ
か
の
メ
ン
バ
ー
が
加
わ
っ
て
、

二
〇
一
八
年
と
二
〇
一
九
年
に
小
友
で
調
査
を
行
な
い
ま
し
た
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
の
影
響
で
そ
の
後
の
調
査
は
実
施
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
と
り
わ
け
、二
〇
二
〇

年
に
開
催
予
定
で
あ
っ
た
中
間
報
告
会（
二
〇
二
〇
年
三
月
七
日
、新
築
の
只
出
自
治
会
館
）に
つ

い
て
は
、発
表
要
旨
の
準
備
も
済
み
、開
催
チ
ラ
シ
を
各
戸
へ
配
布
す
る
段
階
ま
で
こ
ぎ
着

け
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、や
む
な
く
中
止
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
こ
の
冊
子
は
、こ
の

と
き
の
報
告
内
容
も
含
め
て
練
り
直
し
、新
た
に
作
成
さ
れ
ま
し
た
。

小
友
に
は
、三
陸
沿
岸
の
ほ
か
の
ま
ち
と
は
少
し
違
う
独
特
の
景
観
が
あ
り
、く
ら
し

が
あ
り
、歴
史
の
奥
深
さ
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
震
災
や
様
々
な
苦
難
を
乗
り
越
え
て
、今

も
変
わ
り
続
け
て
い
ま
す
。
こ
の
冊
子
が
、小
友
の
こ
れ
か
ら
を
か
た
ち
づ
く
る
お
役
に

少
し
で
も
立
て
れ
ば
幸
い
で
す
。

ま

え

が

き

こ
の
冊
子
を
手
に
取
っ
て
く
だ
さ
っ
た
方
へ 
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本
冊
子
の
内
容
に
入
る
前
に
、私
た
ち
が
調
査
を
さ
せ
て

い
た
だ
い
た
、み
な
さ
ん
の
ふ
る
さ
と
で
あ
る
小
友
と
い

う
地
域
を
概
観
し
な
が
ら
、本
書
の
意
図
を
簡
潔
に
示
し
、

以
降
の
章
へ
と
つ
な
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

小
友
と
い
う
地
域

ま
ず
、小
友
と
い
う
地
域
を
08–

09
頁
の
地
図
と
と
も
に

概
観
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

小
友
は
、岩
手
県
南
東
部
で
リ
ア
ス
式
海
岸
が
太
平
洋

へ
突
き
出
た
と
こ
ろ（
広
田
半
島
の
つ
け
根
）に
位
置
し
ま

す
。
西
は
広
田
湾
に
、東
は
大
野
湾
に
面
し
て
海
と
接
し
、

低
地
部
を
、北
の
箱
根
山（
標
高
四
四
六
メ
ー
ト
ル
）や
南
側

の
仁
田
山（
標
高
二
五
二
・
八
メ
ー
ト
ル
）に
囲
ま
れ
た
と
こ

ろ
に
特
徴
が
あ
り
ま
す
。
水
田
が
広
が
る
低
地
部
に
は

J
R
大
船
渡
線
の
小
友
駅
が
あ
り
、北
は
隣
接
す
る
大
船

渡
市
方
面
、同
じ
く
隣
接
す
る
米
崎
を
経
て
高
田
、気
仙
沼

市
方
面
へ
の
往
来
口
に
位
置
し
て
い
ま
し
た（
東
日
本
大
震

災﹇
二
〇
一
一
年
﹈に
よ
り
、現
在
は
J
R
大
船
渡
線
に
代
わ
っ
て
大

船
渡
線
B
R
T﹇
旧
鉄
路
を
用
い
た
バ
ス
高
速
輸
送
シ
ス
テ
ム
﹈に

よ
る
輸
送
が
行
な
わ
れ
て
い
ま
す
）。

小
友
と
い
う
地
域
は
、陸
前
高
田
市
に
属
し
て
い
ま

す
。
陸
前
高
田
市
は
、小
友
を
含
む
、三
町
五
カ
村
が
合

併
し
て
一
九
五
五（
昭
和
三
〇
）年
に
成
立
し
ま
す
。
以
降
、

こ
の
地
域
は
小
友
町
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
、現
在
に

至
っ
て
い
ま
す
。
小
友
町
は
、そ
れ
以
前
の
小
友
村
と
称

し
た
行
政
単
位
を
も
と
に
し
て
い
ま
す
が
、小
友
と
い
う

地
域
の
広
が
り
は
、一
時
期
を
除
け
ば
、基
本
的
に
変
わ
っ

て
い
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
、小
友
は
、長
い
歴
史
を
共
有
し

て
き
た
地
域
と
い
え
ま
す
。
陸
前
高
田
市
に
な
っ
て
、小

友
村
時
代
に
備
わ
っ
て
い
た
行
政
単
位
と
し
て
の
歴
史
は

終
わ
っ
て
い
ま
す
。
小
友
と
い
う
地
域
は
、「
小
友
町
」と

い
う
住
所
表
記
の
単
位
で
あ
る
と
と
も
に
、次
に
述
べ
る

よ
う
に
今
も
自
治
的
な
機
能
を
有
し
て
お
り
、「
小
友
町
」

と
い
う
言
い
方
が
慣
行
的
に
な
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

現
在
の
小
友
は「
小
友
地
区
」と
も
称
し
ま
す
。
小
友

地
区
に
は
一
〇
区
の
行
政
区
が
あ
り
、各
区
は「
集
落（
ブ

ラ
ク
）」や「
小
集
落（
コ
ブ
ラ
ク
）」で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す

（
08–

09
頁
の
地
図
を
参
照
）。
区
は
一
九
六
〇（
昭
和
三
五
）年

の
条
例
で
設
け
ら
れ
た
も
の
で
す
が
、一
方
の
区
を
単
位

と
す
る
活
動
の
機
会
は
行
政
区
総
会
や
地
区
運
動
会
が
大

き
な
も
の
で
、数
は
多
く
あ
り
ま
せ
ん
。
他
方
、集
落
に
お

い
て
は
多
く
の
活
動
が
行
な
わ
れ
て
い
ま
す
。
集
落
は
、

地
域
や
生
活
を
組
織
す
る
重
要
な
自
治
的
な
活
動
の
単
位

と
な
っ
て
い
る
の
で
す（
第
一
章「
8 

集
落
の
連
帯
と
協
働
」を

参
照
）。
な
お
、本
書
で
は
、現
代
の
自
治
的
な
ま
と
ま
り
を

持
つ
存
在
と
し
て
、「
小
友
町
」と「
小
友
地
区
」を
同
義
に

用
い
、特
定
の
時
代
に
限
定
し
な
い
意
味
で「
小
友
」と
記

し
て
い
ま
す
。

集
落
に
は
固
有
の
名
が
あ
り
、歴
史
が
反
映
さ
れ
て
い

ま
す
。
こ
こ
で
は
集
落
の
名
に
つ
い
て
だ
け
簡
単
に
触
れ

て
お
き
ま
し
ょ
う
。
図
の
中
に
あ
る
表
を
見
て
み
ま
し
ょ

う
。
例
え
ば
、第
二
区
を
構
成
す
る
両
替
、岩
井
沢
、茗
荷

の
名
は
固
有
の
も
の
で
、地
名
と
も
な
っ
て
い
ま
す
。
両

替
は
江
戸
時
代
以
前
の
名
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
明
治
時

代
以
前
の
地
名
が
今
日
の
集
落
名
に
認
め
ら
れ
る
の
は
、

小
友
が
、明
治
時
代
の
町
村
制
に
よ
っ
て
単
独
で
自
治
体

（
村
）を
形
成
し
挿
入
し
た
こ
と
や
、大
字
と
い
う
新
た
な

地
名
を
制
度
的
に
編
成
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
こ
と
が
一

因
に
な
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。

次
に
、も
う
少
し
遡
っ
て
近
代
以
前
の
小
友
を
見
て
み

ま
し
ょ
う
。
小
友
は
、古
く
は
小
友
村
と
称
し
て
い
ま
し

た
。
小
友
村
は
、江
戸
時
代
か
ら
明
治
、大
正
を
経
て
陸

前
高
田
市
と
合
併
す
る
ま
で
の
名
称
で
す
。
小
友
村
は
、

江
戸
時
代
に
お
い
て
は
仙
台
藩
領
に
属
し
ま
し
た
。
江

戸
時
代
以
前
、蛇
ヶ
崎
や
両
替
と
い
う
地
に
は
、城
、要
害

の
館
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
蛇
ヶ
崎
に
位

置
す
る
八
幡
神
社
は
、蛇
ヶ
崎
城
主
千
葉
氏
が
室
町
時
代

に
勧
請
し
た
と
伝
え
ら
れ
、明
治
時
代
に
村
社
と
な
っ
て

今
日
に
至
る
小
友
の
鎮
守
と
し
て
の
崇
敬
を
集
め
て
い

ま
す
。
五
年
に
一
度
開
催
さ
れ
る
式
年
祭
は
、神
輿
渡
御

と
と
も
に
、小
友
全
地
区
が
山
車
を
引
き
、民
俗
芸
能
を

演
じ
て
参
加
し
、賑
わ
い
ま
す（
第
一
章「
10 

祭
礼
と
行
事
」を

参
照
）。
華
蔵
寺（
臨
済
宗
）、両
替
に
位
置
す
る
正
徳
寺（
浄

土
真
宗
）は
、い
ず
れ
も
多
く
の
家
々
が
檀
那
寺
と
し
て
お

り
、と
も
に
蛇
ヶ
崎
城
主
と
の
か
か
わ
り
を
縁
起
の
ひ
と

つ
と
し
て
い
ま
す
。
小
友
地
区
内
の
各
地
に
寺
社
や
そ

の
跡
地
の
い
わ
れ
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、矢
の
浦
の
熊

野
神
社
の
別
当
で
あ
る
羽
黒
派
帰
命
院（
廃
絶
）は
、大
謀

網
の
瀬
主
で
も
あ
り
ま
し
た
。
箱
根
山
も
山
岳
信
仰
の

拠
点
で
す
。
小
友
の
歴
史
は
、こ
の
よ
う
な
信
仰
と
か
か

わ
り
合
っ
て
展
開
し
て
き
た
の
で
す
。

小
友
で
暮
ら
す
人
た
ち
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
現
在
、

小
友
地
区
に
は
、世
帯
数
七
二
九
、人
口
一
九
六
九
人
が

住
ん
で
い
ま
す（
陸
前
高
田
市
統
計
二
〇
一
九
年
）。
人
口
は

増
加
し
て
き
た
も
の
の
、第
二
次
世
界
大
戦
以
後
、減
少

し
て
い
ま
す﹇
図
1
﹈。
世
帯
数
は
微
増
し
て
い
ま
す
が
、

世
帯
を
構
成
す
る
人
数
は
、約
五
〇
年
前（
一
九
七
〇
年
当

時
）に
く
ら
べ
半
数
近
く
に
減
少
し
て
い
ま
す
。
家
族
の

規
模
が
小
さ
く
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
に
加
え
、六
五
歳

以
上
の
人
口
が
全
体
の
約
三
九
％
を
占
め
、少
子
高
齢
化

が
進
展
し
て
い
ま
す（
二
〇
一
五
年
国
勢
調
査
）。

今
日
、B
R
T
、道
路
網
の
整
備
や
自
動
車
の
普
及
に

よ
っ
て
、就
業
や
修
学
の
地
は
小
友
、陸
前
高
田
市
、ひ
い

て
は
岩
手
県
外
へ
と
広
が
っ
て
い
ま
す
。
就
業
構
造
を
み

て
も
、サ
ー
ビ
ス
業
へ
従
事
す
る
者
の
割
合
は
半
数
を
超

え（
五
三
％
）、多
様
化
が
進
ん
で
い
ま
す
。
小
友
に
お
け
る

第
一
次
産
業
従
事
者
数
は
全
従
事
者
数
の
一
一
％
を
占
め

る
に
す
ぎ
ま
せ
ん（
二
〇
一
五
年
国
勢
調
査
）。

し
か
し
、古
く
か
ら
そ
う
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
小
友
で
は
、農
業
、漁
業
に
頼
り
つ
つ
、季
節
の
合

間
を
縫
っ
て
出
稼
ぎ
を
行
な
っ
て
き
た
か
ら
で
す（
第
一

章「
3 

農
業
と
水
」「
5 
気
仙
大
工
」「
6 

二
つ
の
海
の
漁
業
」を
参

照
）。
高
度
経
済
成
長
期
を
経
て
、小
友
に
お
い
て
も
、出

稼
ぎ
を
せ
ず
、こ
の
地
に
と
ど
ま
り
な
が
ら
生
計
が
立
て

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す﹇
図
1
﹈。

小
友
と
災
害
の
か
か
わ
り
を
考
え
る

東
日
本
大
震
災
の
津
波
に
よ
っ
て
、小
友
も
大
き
な
被
害

を
受
け
ま
し
た
。
小
友
の
地
震
や
津
波
被
害
の
記
録
を
た

ど
っ
て
み
る
と
、実
に
多
く
の
地
震
や
津
波
が
発
生
し
て

い
ま
す
。
小
友
で
は
小
さ
な
も
の
を
含
め
る
と
、津
波
は

「
三
年
半
に
は
い
っ
ぺ
ん
の
パ
タ
ー
ン
で
来
て
る
」と
語

る
人
も
い
る
ほ
ど
で
す
。
小
友
に
お
け
る
地
震
や
津
波
と

い
う
現
象
は
、稀
な
も
の
と
い
う
よ
り
は
、た
と
え
て
い
え

ば
、ひ
と
り
の
人
生
の
あ
い
だ
に
複
数
回
繰
り
返
さ
れ
る

も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
す（「
震
災
関
連
年
表
」を
参
照
）。

小
友
に
住
ま
う
こ
と
は
、多
く
の
災
害
と
と
も
に
生
き

て
い
く
こ
と
で
も
あ
る
と
い
え
ま
す
。と
は
い
え
、小
友
の

人
た
ち
が
、地
震
や
津
波
と
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
り
あ
っ

て
き
た
の
か
に
つ
い
て
は
、郷
土
の
先
人
た
ち
が
、記
録
を

残
し
て
き
た
こ
と
は
あ
っ
て
も
、充
分
な
か
た
ち
で
明
ら

か
に
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

以
下
の
章
は
、小
友
に
お
け
る
人
々
と
災
害
と
の
か
か

わ
り
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
、本

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
実
施
し
た
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
よ
っ

て
得
ら
れ
た
資
料
を
基
に
叙
述
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
叙

述
に
通
底
す
る
の
は
、次
の
よ
う
な
考
え
方
で
す
。

は

じ

め

に

中
野 

泰

0607

は
じ
め
に

図1  小友の人口・世帯数 *の推移
［典拠：国勢調査。  *1910年以前は、「角川日本地名大辞典」編纂委員会編、『岩手県（角川日本地名大辞典：３）』（角川書店、1985）、
岩手県農会、『岩手県気仙郡小友村々是』（1914）に拠り、世帯数の代わりに戸数の数値を用いている］
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国土基盤地図（国土地理院）を加工して作成

ひ
と
つ
目
は
、地
震
・
津
波
の
災
害
と
、人
々
の
か
か
わ

り
は
、自
然
が
人
間
を
支
配
す
る
よ
う
な
一
方
向
的
な
も

の
で
は
な
く
、両
者
の
あ
い
だ
に
は
、相
互
に
影
響
を
与
え

あ
う
面
が
あ
る
こ
と
で
す
。
こ
の
よ
う
な
面
を
考
慮
に
入

れ
て
災
害
と
の
か
か
わ
り
を
捉
え
て
い
く
こ
と
が
目
標
と

な
っ
て
い
ま
す
。
二
つ
目
は
、空
間
に
注
目
す
る
こ
と
で

す
。
生
活
の
場
を
目
に
見
え
る
よ
う
に
捉
え
る
こ
と
で
、

特
徴
を
つ
か
む
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
す
。
三
つ
目
は
、

く
ら
し
に
焦
点
を
あ
て
る
こ
と
で
す
。こ
こ
で
は
、経
験
や

慣
習
的
側
面
に
も
視
野
を
広
げ
て
捉
え
て
い
き
ま
す
。
変

化
し
て
い
く
な
か
に
も
、持
続
す
る
か
か
わ
り
や
価
値
観

の
重
要
性
が
想
定
さ
れ
る
か
ら
で
す
。
小
友
と
い
う
地
域

の
特
徴
を
空
間
と
し
て
捉
え
、空
間
が
ど
の
よ
う
に
利
用

さ
れ
て
き
た
の
か
、く
ら
し
に
焦
点
を
あ
て
て
捉
え
て
い

く
こ
と
が
、本
書
に
通
底
す
る
考
え
方
に
な
っ
て
い
ま
す
。

以
上
の
考
え
方
に
沿
っ
て
、第
一
章
は
、小
友
と
い
う

地
域
の
空
間
的
特
徴
と
、そ
こ
で
展
開
さ
れ
て
き
た
く
ら

し
や
そ
の
変
化
を
、や
や
長
い
時
間
尺
度
を
も
っ
て
描
い

て
い
き
ま
す
。
土
地
利
用
、集
落
の
成
り
立
ち
や
空
間
の

特
徴
を
捉
え
な
が
ら
、農
業
、漁
業
、気
仙
大
工
と
い
っ
た

生
業
、人
々
や
集
落
の
か
か
わ
り
、行
事
や
祭
礼
な
ど
が
取

り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
第
二
章
は
、東
日
本
大
震
災
を

は
じ
め
と
す
る
、主
な
地
震
津
波
に
焦
点
を
あ
て
、小
友
の

人
々
の
避
難
、避
難
生
活
、移
転
、移
築
な
ど
の
具
体
的
な

側
面
を
や
や
短
い
時
間
尺
度
も
織
り
交
ぜ
な
が
ら
整
理
し

て
い
ま
す
。
第
一
章
と
第
二
章
を
通
じ
、小
友
と
い
う
空

間
や
そ
こ
で
の
く
ら
し
が
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
り
あ
っ
て

い
た
の
か
を
、災
害
と
い
う
側
面
か
ら
、長
期
的
な
時
間
認

識
の
も
と
に
叙
述
す
る
こ
と
を
試
み
て
い
る
わ
け
で
す
。

こ
の
よ
う
な
時
間
認
識
を
得
る
た
め
の
助
け
に
な
る
よ

う
、最
後
に
小
友
と
災
害
と
の
か
か
わ
り
を
、二
種（
長
短
）

の
時
間
尺
度
に
基
づ
く
年
表
と
し
て
作
成
し
ま
し
た
。

こ
の
本
は
、地
震
や
津
波
に
向
け
て
の
具
体
的
な
対
策

や
結
論
を
記
し
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
将
来
を
よ
り

よ
く
過
ご
す
た
め
の
手
が
か
り
を
得
る
た
め
に
、災
害
と

い
う
観
点
を
も
っ
て
、小
友
と
い
う
地
域
や
そ
こ
で
の
く

ら
し
が
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
て
き
た
の
か
、理
解
を
深

め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
編
ま
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
一

書
が
、災
害
と
と
も
に
あ
る
地
域
で
、ど
の
よ
う
に
く
ら
し

て
い
け
ば
よ
い
の
か
、あ
な
た
た
ち
や
私
た
ち
は
、そ
れ
を

ど
の
よ
う
に
支
え
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
考
え
を

深
め
て
い
く
契
機
に
な
れ
ば
幸
い
で
す
。

0809

は
じ
め
に
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広田湾

大野湾

空撮地点

広田半島

地峡
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写真1  小友の空撮写真［撮影：岡村健太郎］

図1  小友の地図  黒太線は標高10mの等高線を示しています。［「基盤地図情報」（国土地理院）（https://fgd.gsi.go.jp/download/menu.php）をもとに筆者作成］

空
か
ら
見
た
小
友

岡
村
健
太
郎  

石
榑
督
和

1

田
と
溜
池

一
般
に
、三
陸
沿
岸
地
域
は
山
が
海
岸
線
ぎ
り
ぎ
り
ま

で
迫
っ
て
い
る
た
め
、田
ん
ぼ
や
畑
な
ど
の
農
地
面
積

が
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
の
で
す
が
、小
友
の
場

合
は
こ
の
地
峡
部
分
を
主
に
農
地
と
し
て
利
用
で
き
る

点
が
ひ
と
つ
目
の
特
徴
と
い
え
ま
す（
第
一
章「
3 

農
業
と

水
」を
参
照
）。

集
落
内
に
農
地
を
抱
え
て
い
る
こ
と
は
大
き
な
メ
リ
ッ

ト
と
い
え
ま
す
が
、ひ
と
つ
大
き
な
問
題
も
あ
り
ま
す
。

そ
れ
は
水
の
確
保
で
す
。
リ
ア
ス
式
海
岸
の
湾
は
、川
が

造
っ
た
谷
が
海
に
沈
み
込
ん
で
で
き
た
も
の
で
、大
き
な

湾
に
は
大
き
な
川
が
セ
ッ
ト
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い

で
す
。
実
際
に
、広
田
湾
に
は
気
仙
川
が
流
れ
込
ん
で
い

ま
す
。
と
こ
ろ
が
、小
友
は
湾
の
中
心
か
ら
離
れ
た
半
島

の
根
元
に
位
置
し
て
お
り
、地
域
内
に
大
き
な
川
が
流
れ

て
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
ゆ
え
、昔
か
ら
農
業
用
水
お
よ
び
生

活
用
水
の
確
保
に
非
常
に
苦
心
し
て
き
ま
し
た
。
箱
根
山

が
雨
乞
い
の
山
と
し
て
知
ら
れ
る
の
も
そ
の
た
め
で
す
。

こ
の
問
題
に
対
す
る
解
決
策
の
ひ
と
つ
が
溜
池
で
す
。
空

撮
写
真
の
中
央
左
手
に
も
新
田
溜
池
が
写
っ
て
い
ま
す

小
友
は
ど
ん
な
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
か
？ 

ド
ロ
ー
ン
を

使
っ
て
空
撮
し
た
小
友
の
写
真﹇
写
真
1
﹈か
ら
、こ
の
地

域
の
地
理
的
な
特
徴
を
読
み
解
い
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

三
陸
海
岸
の
う
ち
宮
古
以
南
は
、北
上
山
地
が
沈
み
込

む
形
で
で
き
た
リ
ア
ス
式
海
岸
と
な
っ
て
い
ま
す
。
湾

と
半
島
や
岬
が
交
互
に
連
続
し
、ノ
コ
ギ
リ
の
よ
う
な
ギ

ザ
ギ
ザ
と
し
た
形
状
の
海
岸
線
が
現
れ
て
い
ま
す
。
小

友
が
位
置
す
る
広
田
半
島
を
ノ
コ
ギ
リ
の
ひ
と
つ
の
歯

と
す
る
と
、そ
の
両
側
の
歯
の
隙
間
の
部
分
に
広
田
湾
と

大
野
湾
が
位
置
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、

空
撮
写
真
を
見
る
と
、ノ
コ
ギ
リ
の
歯
が
一
体
と
な
っ
て

い
る
の
で
は
な
く
、歯
先
と
根
元
が
低
地
に
よ
っ
て
分
断

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
こ
の
部
分
を
地ち
き
ょ
う峡
と

い
い
ま
す
。
海
峡
は
二
つ
の
陸
塊
を
海
が
つ
な
い
で
い

る
状
態
で
す
が
、地
峡
は
二
つ
の
陸
塊
を
低
地
が
つ
な
い

で
い
る
状
態
で
す
。
山
田
町
の
船
越
半
島
の
根
元
部
分

も
同
じ
よ
う
に
地
峡
と
な
っ
て
い
ま
す
。
地
峡
部
分
は

標
高
が
低
い
た
め
、東
日
本
大
震
災
で
は
広
田
湾
・
大
野

湾
両
方
の
湾
か
ら
波
が
押
し
寄
せ
る
水み
ず
あ
い合
と
呼
ば
れ
る

現
象
が
起
き
ま
し
た
。

が
、小
友
に
は
ほ
か
に
も
大
小
様
々
な
サ
イ
ズ
の
溜
池
が

今
も
残
っ
て
い
ま
す（
第
一
章「
3 

農
業
と
水
」を
参
照
）。
溜
池

を
は
じ
め
と
し
た
用
水
確
保
の
た
め
の
様
々
な
工
夫
は
、

小
友
の
二
つ
目
の
特
徴
と
い
え
ま
す
。 

  高
台
の
住
宅

三
つ
目
の
特
徴
は
、地
域
内
に
お
け
る
田
ん
ぼ
と
住
宅

地
の
配
置
に
関
す
る
も
の
で
す（
第
一
章「
2 

集
落
の
な
り

た
ち
」を
参
照
）。
空
撮
写
真
で
は
、田
ん
ぼ
が
地
峡
の
低

地
か
ら
そ
の
両
側
の
谷
に
沿
っ
て
広
が
っ
て
い
る
の
に

対
し
、住
宅
地
は
谷
と
谷
の
あ
い
だ
に
伸
び
る
尾
根
沿

い
に
多
く
立
地
し
て
い
る
の
が
見
え
ま
す
。
そ
の
理
由

に
は
、給
水
し
や
す
い
よ
う
、谷
沿
い
に
田
ん
ぼ
を
配
し

た
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
も
う
ひ
と

つ
、津
波
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
小
友
は
、低
地
の
地
峡
に

広
田
湾
・
大
野
湾
両
サ
イ
ド
か
ら
津
波
が
流
れ
込
む
こ

と
が
あ
る
の
で
す
。
直
接
海
に
面
す
る
只
出
地
区
で
は
、

一
九
三
三（
昭
和
八
）年
に
発
生
し
た
昭
和
三
陸
津
波
後

に
、尾
根
沿
い
の
少
し
標
高
の
高
い
位
置
に
集
団
で
移

転
し
た
エ
リ
ア
が
あ
り
ま
す（
空
撮
写
真
の
左
下
部
分
）。
こ

こ
は
、東
日
本
大
震
災
で
も
津
波
に
よ
る
大
き
な
被
害

を
受
け
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た（
第
二
章「
3 

災
害

後
の
住
ま
い
の
移
動
」を
参
照
）。

こ
の
よ
う
に
、空
か
ら
小
友
を
見
る
こ
と
で
、そ
の
地

理
的
特
徴
を
直
感
的
に
は
っ
き
り
と
理
解
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す﹇
図
1
﹈。
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写真1  近代の溜池と集落のマッピング［国土地理院所蔵の空中写真に筆者加筆］

岩井沢岩井沢
上の坊上の坊

茗荷茗荷

川向川向米崎米崎

小友小友 末崎末崎

広田広田

大野湾大野湾

広田湾広田湾

勝畑勝畑

小崎小崎
土合土合

田中田中

谷地谷地

新田新田

衣地衣地

腰廻腰廻

図1  二段構えの溜池と屋敷、農地の関係［筆者作成］

溜池溜池
溜池溜池

溜池溜池

畑畑

田田

田田

畑畑

家屋の周りを屋敷林（イグネ）が囲む

家屋

イグネ
（屋敷林）

ひとつの沢によって水が
注がれる谷戸の田んぼを
「水下（すいが）」という

黄色で示す水下は
ひとつの溜池から流れ出す領域で、
谷戸ごとにまとまりを持ち、
オレンジ色で示す中央の大きい溜池より下の水下は
より高域にあるひとつの水下である

2

石
榑
督
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岡
村
健
太
郎  

小
谷
竜
介

集
落
の
な
り
た
ち

前
項「
空
か
ら
見
た
小
友
」の
ド
ロ
ー
ン
写
真
か
ら
は
、

東
西
を
海
に
挟
ま
れ
た
ま
ん
な
か
の
低
地（
地
峡
）か
ら

北
側
の
箱
根
山
と
、南
側
の
広
田
地
区
に
向
か
っ
て
何

本
か
の
谷
戸（
丘
陵
地
が
削
ら
れ
て
で
き
た
谷
）が
見
て
と

れ
ま
し
た
。
こ
の
景
観
を
も
つ
小
友
で
、人
々
は
ど
こ

に
住
ま
い
を
構
え
、ど
の
よ
う
に
暮
ら
し
て
き
た
の
で

し
ょ
う
か
。
み
な
さ
ん
の
家
は
ど
う
で
す
か
？

谷
戸
の
田
ん
ぼ
と
二
段
構
え
の
溜
池

小
友
に
は
只
出
や
矢
の
浦
、獺
沢
な
ど
、海
に
面
し
た
集

落
も
あ
り
ま
す
が
、他
の
集
落
は
内
陸
に
あ
り
、谷
戸
の

内
側
、そ
し
て
、谷
戸
が
合
流
し
た
地
峡
に
も
田
ん
ぼ
が

広
が
っ
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
景
観
は
七
〇
年
以
上
前
の
空
中
写
真
か
ら

も
明
確
に
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
ま
す﹇
写
真
1
﹈。
少
な

く
と
も
近
世
の
は
じ
め
に
は
谷
戸
の
地
形
を
利
用
し
た

集
落
の
か
た
ち
が
で
き
あ
が
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま

す
。
地
峡
の
低
い
場
所
は
中
世
に
は
荒
地
で
あ
っ
た
可

能
性
が
高
い
で
す
が
、近
世
に
田
ん
ぼ
と
し
て
開
拓
さ

れ
た
の
で
し
ょ
う
。

ま
た
、溜
池
が
た
く
さ
ん
あ
る
こ
と
も
小
友
の
特
徴
と

し
て
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
空
中
写
真﹇
写
真
1
﹈に
も
多
く
の

溜
池
が
写
っ
て
い
ま
す
が
、こ
の
頃
、小
友
に
は
大
小
二
二

の
溜
池
が
あ
っ
た
そ
う
で
す
。
こ
う
し
た
溜
池
は
大
き
く

二
種
類
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ひ
と
つ
は
谷
戸

の
上
に
立
地
す
る
小
さ
め
の
溜
池
で
、そ
れ
ぞ
れ
田
ん
ぼ

の
開
拓
の
た
め
に
造
ら
れ
た
も
の
で
し
た
。
も
う
ひ
と
つ

は
複
数
の
谷
戸
が
合
流
し
た
場
所
に
造
ら
れ
た
大
き
な

溜
池
で
、い
く
つ
か
の
谷
戸
が
ま
と
ま
っ
た
場
所
に
、そ
こ

よ
り
も
低
地
の
荒
地
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
エ
リ
ア
を
田

ん
ぼ
と
し
て
開
拓
す
る
た
め
に
造
ら
れ
た
も
の
だ
と
推

測
で
き
ま
す（
第
一
章「
3 

農
業
と
水
」を
参
照
）。
溜
池
が
二

段
構
え
で
あ
る
こ
と
、こ
れ
が
小
友
の
景
観
の
最
大
の
特

徴
で
す﹇
図
1
﹈。

溜
池
を
管
理
し
て
い
た
の
は
在
家

谷
戸
を
開
墾
す
る
た
め
に
谷
戸
の
上
の
溜
池
は
、中
世

の「
在ざ
い
け家

」と
呼
ば
れ
た
経
営
体
に
よ
っ
て
造
ら
れ
、在

家
は
そ
こ
か
ら
水
を
調
整
し
な
が
ら
谷
戸
の
田
ん
ぼ
へ

と
流
し
ま
し
た
。
在
家
と
は
ひ
と
つ
の
経
営
体
が
持
つ

家
屋
、耕
地
、人
員
の
こ
と
で
、そ
の
多
く
は
、現
在
も
地

名
と
し
て
残
る
名
称
に「
屋
敷
」を
つ
け
て
、「
〇
〇
屋

敷
」と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
在
家
は
近
世
初
頭
の
記

録
で
は
小
友
全
体
で
七
五
あ
っ
た
と
さ
れ
、現
在
の
小

友
の
家
の
数
と
比
較
す
れ
ば
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
あ
り
ま

せ
ん
。
ひ
と
つ
の
谷
戸
で
は
開
拓
で
き
る
耕
地
は
限
ら

れ
ま
す
か
ら
、在
家
は
ひ
と
つ
か
数
個
あ
る
程
度
で
す
。

例
外
は
只
出
で
、多
く
の
在
家
が
集
ま
っ
て
い
ま
し
た
。

こ
れ
は
只
出
が
遅
く
と
も
近
世
初
期
に
は
漁
村
で
あ
っ

た
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。
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写真1  小友の空撮写真［撮影：岡村健太郎］
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3

ア
ッ
プ
ル
ロ
ー
ド
を
米
崎
か
ら
小
友
に
向
か
う
と
、最
初
に

目
に
飛
び
込
ん
で
く
る
の
は
、谷
沿
い
に
広
が
る
田
ん
ぼ
で

す﹇
写
真
1
﹈。
東
日
本
大
震
災
で
は
す
べ
て
津
波
に
よ
り
浸

水
し
、そ
の
後
機
械
を
使
い
や
す
い
よ
う
に
、田
ん
ぼ
を
大

き
く
す
る
工
事
が
行
な
わ
れ
ま
し
た
。
こ
の
結
果
小
友
全

体
で
ひ
と
つ
の
グ
ル
ー
プ
を
つ
く
り
、集
落
営
農
に
よ
り
営

ま
れ
て
い
ま
す
。
大
き
く
な
っ
た
田
ん
ぼ
は
大
型
の
機
械

が
使
わ
れ
、効
率
的
な
現
代
農
法
が
採
ら
れ
て
い
ま
す
。こ

の
よ
う
な
小
友
の
田
ん
ぼ
で
す
が
、一
九
九
五
年
に
開
通
し

た
気
仙
川
か
ら
の
導
水
に
よ
り
、水
が
も
た
ら
さ
れ
る
、よ

り
以
前
は
、水
が
極
め
て
少
な
い
場
所
で
、常
に
水
不
足
と

の
闘
い
で
し
た
。

田
ん
ぼ
の
所
有
と
溜
池

小
友
の
田
地
の
特
徴
は
、田
ん
ぼ
の
所
有
の
あ
り
方
に
あ

り
ま
す
。
一
般
に
田
ん
ぼ
は
、自
分
た
ち
の
集
落
の
な
か
に

あ
る
こ
と
が
多
く
、遠
隔
地
に
所
有
す
る
こ
と
は
あ
ま
り

あ
り
ま
せ
ん
。し
か
し
、小
友
は
低
地
に
田
ん
ぼ
を
造
れ
る

地
域
が
少
な
い
こ
と
も
あ
る
た
め
、多
く
の
人
が
集
落
の

範
囲
を
越
え
て
各
地
に
田
ん
ぼ
を
も
つ
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
田
仕
事
は
田
植
え
と
稲
刈
り
だ
け
で
は
な
く
、雑
草
取

り
、か
か
し
な
ど
の
鳥
除
け
の
設
置
、水
の
管
理
な
ど
、仕

事
が
続
き
ま
す
。
小
友
の
人
た
ち
は
、そ
れ
ぞ
れ
の
田
ん
ぼ

を
行
っ
た
り
来
た
り
し
な
が
ら
稲
作
を
し
ま
し
た
。

水
が
少
な
い
小
友
で
は
、溜
池
を
造
っ
て
田
を
潤
し
ま

し
た
。
溜
池
に
は
二
つ
の
種
類
が
あ
り
ま
す
。
ひ
と
つ
は

多
く
の
人
が
共
同
で
利
用
・
管
理
す
る
も
の
で
、小
崎
溜

池
、新
田
溜
池
、衣
地
溜
池
の
三
つ
が
あ
り
ま
し
た
。
溜
池

の
上
流
側
に
田
ん
ぼ
を
も
っ
て
い
た
人
た
ち
に
は
、こ
の

三
つ
の
溜
池
と
は
別
に
、も
う
少
し
小
さ
な
溜
池
が
あ
り
、

多
く
は
集
落
で
管
理
を
し
て
い
ま
し
た（
第
一
章「
2 

集
落

の
な
り
た
ち
」を
参
照
）﹇
写
真
2
﹈。

水
争
い

溜
池
の
水
を
少
し
で
も
多
く
自
分
の
田
ん
ぼ
に
欲
し
い
、

自
分
の
田
に
入
れ
た
水
を
誰
に
も
渡
し
た
く
な
い
。
昔
の

田
ん
ぼ
は
、水
路
が
行
き
届
い
て
い
な
か
っ
た
た
め
、下
流

の
田
ん
ぼ
の
水
は
上
流
側
の
田
ん
ぼ
か
ら
直
接
水
を
流
し

入
れ
て
い
ま
し
た
。
下
側
の
田
ん
ぼ
を
潤
す
に
は
、上
側

の
田
ん
ぼ
の
水
を
も
ら
う
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
一
番
水
が

必
要
な
田
植
え
の
あ
と
の
時
期
は
、夜
闇
に
紛
れ
て
水
を

盗
も
う
と
す
る
人
が
お
り
、水
口
を
守
る
人
と
、開
け
よ
う

と
す
る
人
で
喧
嘩
が
絶
え
な
か
っ
た
と
の
こ
と
で
す
。

雨
乞
い

今
か
ら
七
〇
年
ほ
ど
前
、一
九
五
〇
年
過
ぎ
ま
で
、小
友

で
は
雨
乞
い
が
行
な
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
日
照
り
が
続
く

と
、当
時
の
小
友
村
の
村
長
の
か
け
声
で
雨
乞
い
の
た
め

箱
根
山
の
山
頂
を
目
指
し
ま
し
た
。
そ
の
日
、手
の
空
い

て
い
る
人
は
大
人
も
子
ど
も
も
み
ん
な
が
箱
根
山
を
登

り
ま
し
た
。
道
す
が
ら
、み
ん
な
は
柴
を
拾
い
集
め
ま
す
。

そ
し
て
山
頂
に
着
く
と
、そ
の
柴
を
燃
や
し
ま
し
た
。
大

き
な
炎
が
あ
が
り
、煙
が
空
に
た
な
び
き
ま
す
。
そ
う
す

る
と
、結
構
な
確
率
で
雨
が
降
り
出
し
た
そ
う
で
す
。
本

当
な
の
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、水
に
苦
し
ん
だ
小
友
を
象

徴
す
る
祈
り
で
し
た
。

気
仙
川
か
ら
の
水

平
成
に
な
り
、よ
う
や
く
そ
の
問
題
も
解
決
す
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。
遠
く
横
田
地
区
の
気
仙
川
か
ら
ト
ン
ネ
ル

で
水
を
通
す
灌
漑
事
業
が
完
成
し
た
の
で
す﹇
写
真
3
﹈。お

よ
そ
十
四・五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
渡
る
ト
ン
ネ
ル
を
経
て
水

が
運
ば
れ
て
き
ま
し
た
。
同
時
に
用
水
を
も
整
え
、小
友
は

長
年
の
水
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

東
日
本
大
震
災
と「
た
か
た
の
ゆ
め
」

ほ
と
ん
ど
の
田
ん
ぼ
が
津
波
に
覆
わ
れ
た
小
友
で
、

二
〇
一
六
年
、水
田
の
災
害
復
旧
事
業
が
完
了
し
、サ
ン

フ
ァ
ー
ム
小
友
が
集
落
営
農（
田
ん
ぼ
を
持
っ
て
い
る
人
の
土
地

を
借
り
て
、小
友
全
体
の
田
ん
ぼ
を
一
括
し
て
管
理
し
、栽
培
す
る
方
法
）

で
米
作
り
を
続
け
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た﹇
写
真
4
﹈。
最
初

に
栽
培
し
た
の
は
、陸
前
高
田
の
た
め
に
開
発
さ
れ
た
新
種

米「
た
か
た
の
ゆ
め
」で
し
た
。そ
れ
は
こ
れ
ま
で
と
は
ま
っ

た
く
異
な
る
新
し
い
米
作
り
、水
争
い
の
な
い
、今
後
も
続
い

て
い
く
、現
代
の
小
友
の
農
業
の
出
発
点
に
な
り
ま
し
た
。
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表1  屋敷名における基本的な用語

図2  小友における田畑面積の変化
［出典：山田三義『小友村史』（1938年）、千葉薫治郎『回顧録』（1952年）、
気仙大工等の伝承を探る会編『小友匠衆の歩み  続刊』（2000年）］

図1  屋敷名・屋号における「田の語彙」の変化
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「寛永一九年竿答」の屋敷名における
 田の語彙

「現代の屋号」における
 田の語彙

地形＋田
沢田  池田  泉田  曽根田

地形＋田＋方向
沢田の上  沢田の下

地形＋田＋新旧を表す形容語
沢田別家

地形＋田＋家等を表す総称
沢田屋

地形＋田
沢田  山田

その他［田の取水にかかわる名］
大水ノ口  土合隠居  堤  地蔵敷  湧口  土手

その他［田の取水にかかわる名］
皆口（水口）  土合

新旧を表す形容語＋田
大新田  大新田別家  ワカタ

方向＋新旧を表す形容語＋田
中新田  下新田

田（稲）＋田（稲）の位置
田ノ頭  稲本

田＋田の種類
田代  早稲田

嘉名＋田
富田  金田屋

新旧を表す形容語＋田／ 

方向＋田
中新田  下新田

総称 ヤマ  モリ  ヂ  ド（ツチ）  イシ  ミズ  カネ

方向 シタ  ウエ  ニシ  ナカ

動物 ヤ（ウオ）  トリ  ウソ

植物 マツ  タケ  ミョウガ  ヤナギ

土地利用・造物 リョウガイ  モン  ヤシキ  ボウ  ムラ  サト  イチ  タ  カサ  ドウ

地形 ウラ  ハマ  ネ  ザキ  ガケ  サワ  サコ  ヤ  クチ  コシ

中
野 

泰

屋
号
・
民
話
が
語
る

小
友
の
歴
史

4

こ
こ
で
は
、屋
号
と
い
う
家
の
名
と
民
話
を
取
り
上
げ
、そ

れ
ら
が
映
し
出
す
小
友
の
歴
史
を
考
え
て
み
ま
す
。

あ
な
た
の
家
の
屋
号
は
何
と
い
い
ま
す
か
？ 

そ
の
名

の
由
来
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
す
か
？ 
地
域
社
会
で
は

特
定
の
家
を
区
別
す
る
名
と
し
て
屋
号
が
使
わ
れ
て
い
ま

す
。
商
売
を
し
て
い
る
家
に
お
い
て
は
商
号
な
ど
も
用
い

ら
れ
て
い
ま
す
。

家
の
名
に
は
、地
域
や
歴
史
が
反
映
さ
れ
て
い
ま
す
。
小

友
の
屋
号
は
、二
〇
〇
〇
年
当
時
に
確
認
さ
れ
た
段
階
で
全

体
の
約
七
七
％
の
家
（々
全
戸
数
六
一
四
軒
中
、屋
号
が
あ
る
家
は

四
七
五
軒
）で
用
い
ら
れ
て
お
り
、地
域
生
活
に
馴
染
み
あ
る

存
在
と
い
え
ま
す（『
小
友
匠
衆
の
歩
み  

続
刊
』﹇
気
仙
大
工
等
の
伝

承
を
探
る
会
編
、小
友
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
推
進
協
議
会
、二
〇
〇
〇
年
﹈）。

こ
れ
ら
の
屋
号
に
認
め
ら
れ
る
特
徴
の
な
か
で
注
目

で
き
る
点
は
、生
業
に
か
か
わ
る
屋
号
が
多
く
、そ
こ
に

地
域
性
が
表
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。
漁
業
に
か
か
わ
る
漁

家
、大
謀
屋
と
い
っ
た
屋
号
は
わ
ず
か
な
例
外
を
除
く
と
、

漁
村
地
域（
只
出
）に
認
め
ら
れ
ま
す
。
屋
号
と
地
域
が
そ

の
ま
ま
結
び
つ
い
て
い
る
例
で
す
。
同
様
に
、魚
屋
、米

屋
、精
米
、花
屋
、床
屋
な
ど
、多
く
の
業
種
の
屋
号
は
三
日

市
に
集
中
し
て
い
ま
す
。
精
米
、湯
屋
、美
容
院
、銘
木
工

芸
の
屋
号
が
新
田
に
認
め
ら
れ
る
の
は
、大
船
渡
線
が
開

通
し
、小
友
駅
が
設
け
ら
れ
た
こ
と
と
関
係
し
、町
場
の
形

成
を
示
す
も
の
で
し
ょ
う（
第
一
章「
7 

町
場
と
し
て
の
小
友

駅
前
」を
参
照
）。
小
友
の
屋
号
で
最
も
数
が
多
い
例
は
鍛
冶

屋
で
す（
九
例
）。
カ
ヂ
ヤ
の
屋
号
は
、両
替
、西
の
坊
、小
ヶ

口
、新
田
、谷
地
、矢
の
浦
、獺
沢
に
分
散
し
て
い
ま
す
。
鍛

冶
屋
は
、農
業
、漁
業
、大
工
業
と
か
か
わ
り
が
深
い
た
め
、

特
定
地
域
に
集
中
す
る
の
で
は
な
く
、上
記
の
生
業
の
地

域
的
な
ま
と
ま
り
と
ま
と
ま
り
を
つ
な
ぐ
よ
う
な
地
点
に

あ
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

次
に
、現
在
の
屋
号
を
、江
戸
時
代
当
時
の
名（「
寛
永

一
九
年
竿
答
」所
載
）と
比
較
し
て
、地
域
の
歴
史
を
窺
っ

て
み
ま
す
。「
寛
永
一
九
年
竿
答
」は
、江
戸
時
代
の

一
六
四
二
年
に
幕
府
へ
納
め
る
年
貢
の
分
量
を
取
り
決

め
る
た
め
に
作
成
さ
れ
た
書
類
で
、小
友
村
を
構
成
す
る

有
力
な
百
姓（
屋
敷
を
構
え
、年
貢
を
負
担
す
る
）を
対
象
に
、

屋
敷
名
、田
畑
の
収
量
・
収
穫
金
高
を
記
載
し
て
い
ま

す
。
ま
ず
、屋
敷
名
を
構
成
す
る
基
本
的
な
用
語
を
確
認

し
ま
す（
写
本
の
文
書
が
、も
り
お
か
歴
史
文
化
館
に
所
蔵
さ
れ
て

い
ま
す
）﹇
表
1
﹈。
三
八
に
及
ぶ
基
本
的
な
用
語
は
現
在
の

屋
号
に
お
い
て
は
、別
の
表
現
と
結
び
つ
い
て
用
い
ら
れ

ま
す
。
例
え
ば
、田
の
表
現
を
見
て
み
る
と
、一
六
四
二

年
当
時
の
屋
敷
名
に
認
め
ら
れ
る
の
は
、「
地
形
＋
田
」の

型
、「
新
旧
を
表
す
形
容
語
＋
田
」の
型
で
、後
者
に
は
方

向
が
さ
ら
に
加
わ
り
ま
す
が
、総
数
と
し
て
例
は
わ
ず
か

で
す﹇
図
1
﹈。
現
代
の
屋
号
に
お
い
て
は
、以
上
と
同
様

の
型
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、加
え

て
、「
田（
稲
）＋
田（
稲
）の
位
置
」の
型
、「
田
＋
田
の
種
類
」

の
型
や「
嘉
名
＋
田
」の
型
が
認
め
ら
れ
ま
す
。
表
現
の

増
加
の
背
景
に
は
、こ
の
あ
い
だ
に
お
け
る
水
田
面
積
の

増
加
が
あ
る
と
推
察
さ
れ
ま
す﹇
図
2
﹈。

田
に
か
か
わ
る
そ
の
ほ
か
の
名
に
も
目
を
向
け
て
、歴

史
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
田
の
取
水
に
か
か
わ
る
も

の
は
、「
寛
永
一
九
年
竿
答
」に
お
い
て
は
、水
口
と
土
合

の
二
つ
の
屋
敷
名
に
限
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、現
代
の
屋

号
で
は
増
加
し
て
い
ま
す﹇
図
1
・
2
・
表
2
﹈。
堤
、大
水
ノ

口
、地
蔵
敷
、土
合
な
ど
と
称
す
る
地
点
で
は
、下
流
へ
水

を
流
す
近
辺
で
堰
を
設
け
て
水
を
湛
え
、付
近
で
も
稲
作

を
行
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
そ
れ
ら
の
標

高
は
、大
き
な
溜
池
よ
り
高
い
と
こ
ろ
に
位
置
し
て
い
る

よ
う
で
す
。
つ
ま
り
、以
上
の
屋
号
は
、早
い
時
代
に
開

拓
さ
れ
た
水
田
に
伴
う
も
の
で
あ
る
こ
と
、す
な
わ
ち
、

小
友
に
お
け
る
溜
池
の
設
置
は
段
階
的
に
進
め
ら
れ
た

も
の
で
あ
る
こ
と
を
教
え
て
く
れ
ま
す（
第
一
章「
2 
集
落

の
な
り
た
ち
」を
参
照
）。
田
に
か
か
わ
る
家
の
名
は
、小
友

の
人
々
が
田
へ
大
き
な
関
心
を
抱
い
て
き
た
こ
と
を
物

第
1
章  

小
友
の
く
ら
し
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表2  田の取水にかかわる屋号と周囲環境
＊『小友匠衆の歩み  続刊』所載の屋号をもとに、地形図の等高線情報を参照した。

図3  村上峯子《懐かしの風景  小友、鳥島の弁天様》2008～2013年

さ
ん
委
員
会
編『
民
俗
・
生
活
編﹇
石
巻
の
歴
史
：
3
﹈』、一
九
八
八

年
）。
小
友
の「
サ
イ
ス
ケ
ド
ウ
」が
ど
の
よ
う
な
仕
組
み

で
利
用
さ
れ
、そ
の
名
が
ど
の
よ
う
に
し
て
付
け
ら
れ
た

の
か
、調
べ
て
み
る
の
も
興
味
深
い
と
思
わ
れ
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、小
友
に
は「
小
友
の
お
大
師
様
」と
い
う
民

話
が
あ
り
ま
す（『
陸
前
高
田
市
史  

第
六
巻  

民
俗
編（
下
）』、

一
九
九
二
年
）。
あ
ら
す
じ
を
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。
矢
の
浦
の

屋
号「
高
須
賀（
高
砂
と
も
書
く
）」（
聞
き
書
き
に
よ
れ
ば
、こ
の
話

は
屋
号「
ハ
サ
マ（
迫
）」の
伝
承
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。）の
主

人
が
、田
植
え
に
備
え
、小
友
の
三
日
市
の
田
で
代
掻
き
を

し
て
い
ま
し
た
。
人
手
が
足
り
ず
に
困
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、

背
の
低
い
ア
ン
コ（
若
い
男
）が
来
て
手
伝
っ
て
く
れ
た
の
で

す
が
、仕
事
が
終
わ
る
と
そ
の
若
い
男
が
姿
を
消
し
て
し

ま
い
ま
す
。
家
に
戻
っ
た
主
人
は
、縁
側
か
ら
座
敷
、そ
し

て
、仏
壇
の
上
に
泥
の
足
跡
が
続
き
、信
心
し
て
い
る
大
師

様
が
泥
ま
み
れ
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
き
、若
い
男
は

お
大
師
様
の
化
身
で
あ
っ
た
と
受
け
止
め
た
の
で
す
。
そ

の
後
、主
人
は
、家
の
仏
壇
で
は
な
く
小
友
の
正
徳
寺
に
て

お
大
師
様
を
お
祀
り
す
る
こ
と
に
し
た
と
い
う
話
で
す
。

こ
の
話
の
要
点
は
、稲
作
の
苦
労
が
、お
大
師
様
の
力

で
乗
り
越
え
ら
れ
た
と
い
う
、神
仏
霊
験
譚
を
物
語
る
と

こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。
類
似
し
た
霊
験
譚
は
広
く
認
め
ら
れ

ま
す
。
例
え
ば
、大
船
渡
市
の
立
根
川
が
流
れ
、盛
川
と

合
流
す
る
上
流
に
は
前
田
、堰
口
と
い
う
町
が
隣
接
し
て

い
ま
す
。
そ
こ
に
関
口
と
い
う
屋
号
の
旧
家
が
あ
り
ま
す

（
立
根
町
堰
口
）。
そ
の
旧
家
の
祀
る
地
蔵
に
ま
つ
わ
る「
代

掻
地
蔵
」の
民
話
も
同
様
の
あ
ら
す
じ
で
知
ら
れ
て
い
ま

す（『
大
船
渡
市
史  

第
四
巻  

民
俗
編
』、一
九
八
〇
年
）。

小
友
に
話
を
戻
し
ま
し
ょ
う
。
小
友
に
は
、小
学
校
教
員

や
校
長
で
功
績
を
積
ん
だ
山
田
三
義
さ
ん
と
い
う
方
が
い
ま

し
た
。山
田
さ
ん
が
著
し
た『
小
友
村
史
』（一
九
三
八
年
）に
は
、

小
友
の
地
蔵
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

水
路
中
地
竹
水
を
沢
辺
水
と
の
合
併
す
べ
き
落
合
を
地

蔵
関
と
云
ふ
。
此
に
そ
の
形
態
の
似
た
る
自
然
の
石
の

地
蔵
尊
を
祀
れ
り
。
察
す
る
に
こ
の
落
合
の
個
所
は
不

自
然
の
処
を
築
き
上
げ
た
る
も
の
に
て
出
水
の
際
は
し

ば
し
ば
崩
壊
に
苦
し
め
る
も
の
な
（
る
﹇
中
野
注
﹈）
に
よ

り
、こ
こ
に
水
止
守
護
と
し
て
河
原
地
蔵
を
建
立
せ
る
も

の
な
る
べ
し
。

地
竹
と
沢
辺
の
水
を
引
い
た
こ
の
水
路
は
、新
田
の
溜
池

に
通
じ
ま
す
。
落
合
の
場
所
は
、ち
ょ
う
ど
腰
廻
か
ら
衣

地
へ
抜
け
る
道
が
、沢
辺
か
ら
来
る
道
と
合
流
す
る
付
近

で
す
。「
地
蔵
敷
」と
い
う
屋
号
の
家
が
近
く
に
あ
り
ま

す
か
ら
、地
蔵
は
こ
の
付
近
で
祀
ら
れ
て
い
た
の
で
し
ょ

う
。
山
田
三
義
さ
ん
は
、類
例
と
し
て
小
友
の
三
日
市
の

川
原
地
蔵
、高
田
町
の
川
原
の
地
蔵
、大
船
渡
市
の
立
根

関
口
地
蔵
を
挙
げ
、地
蔵
が「
水
止
守
護
」と
し
て
建
て
ら

れ
た
理
由
に
、川
が
合
流
す
る
低
地
地
点
で
起
き
る「
氾

濫
」（
水
災
害
）が
あ
る
と
し
て
い
ま
す
。

し
か
し
、高
田
町
や
立
根
町
と
小
友
と
の
あ
い
だ
に
は

違
い
も
あ
り
ま
す
。
小
友
の
場
合
、海
に
近
い
た
め
に
潮

語
っ
て
い
る
の
で
す
。

ち
な
み
に
、岩
井
沢
の
溜
池
を
管
理
し
て
き
た
山
田
家

（
屋
号
大
水
ノ
口
）の
定
雄
さ
ん
に
よ
る
と
、取
水
口
に
木
材

を
用
い
て
水
を
流
す
形
式
を「
サ
イ
ス
ケ
ド
ウ
」と
称
し
、

漢
字
で
示
す
と「
才
助
吐
」に
な
る
そ
う
で
す
。「
サ
イ
ス

ケ
ド
ウ
」は
、堰
を
開
閉
す
る
こ
と
を
通
じ
て
水
田
に
溜

め
る
水
の
分
量
を
調
節
す
る
仕
組
み
で
、海
の
潮
汐
の
影

響
を
受
け
る
地
域
で
用
い
ら
れ
て
い
ま
す（
石
巻
市
史
編

き
る
古
い
名
で
す
。

な
お
、挿
絵
﹇
図
3
﹈は
矢
の
浦
沿
岸
の
鳥
島
に
あ
っ

た
弁
財
天
を
描
い
た
も
の
で
す
。
も
と
の
絵
は
、村
上
峯

子
さ
ん（
矢
の
浦
在
住
）が
東
日
本
大
震
災
前
に「
ふ
る
さ

と
の
風
景
」と
し
て
年
賀
状
に
描
い
た
も
の
で
す
が
、東

日
本
大
震
災
の
記
憶
を
残
そ
う
と
編
ま
れ
た『
3
・
11

あ
の
日
か
ら
明
日
へ
』（
小
友
丁
亥
会
ふ
れ
あ
い
ク
ラ
ブ
編
、

二
〇
一
三
年
）に
は
、題
を
代
え「
懐
か
し
の
風
景
」と
し

て
掲
載
さ
れ
ま
し
た（
同
書
一
六
頁
）。
石
造
物
や
風
景
と

い
っ
た
現
実
が
失
わ
れ
て
も
、小
友
の
歴
史
は
身
近
な
と

こ
ろ
で
心
象
の
風
景
と
な
っ
て
、あ
な
た
へ
語
り
か
け
て

い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

の
満
ち
引
き
の
影
響
を
受
け
や
す
い
こ
と
、そ
し
て
、北
側

の
山
や
谷
だ
け
で
な
く
、南
側
の
山
や
谷
か
ら
も
水
が
低

地
に
溢
れ
て
く
る
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、小
友
に
お
け
る

氾
濫
の
頻
度
や
程
度
は
よ
り
多
大
な
も
の
な
の
で
す
。

落
合
に
地
蔵
が
建
立
さ
れ
た
理
由
は
、今
と
な
っ
て

は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
稲
作
に
よ
り
生
計
が
守
ら
れ
た
り
、

潤
っ
た
り
し
た
こ
と
に
感
謝
し
、神
仏
を
よ
り
信
仰
し
た

人
が
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
逆
に
、水
害
を
防
ぐ
た
め
に
、

あ
る
い
は
、そ
こ
で
亡
く
な
っ
た
人
や
子
ど
も
を
悼
み
、供

養
し
た
人
が
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
小
友
の
地
で
、そ
の

現
実
へ
ど
の
よ
う
に
向
き
合
い
、地
形
の
機
微
を
捉
え
、生

活
の
活
計
を
切
り
開
い
て
き
た
の
で
し
ょ
う
か
。

民
話
に
登
場
す
る
三
日
市
の
田
は
低
地
に
あ
っ
た
も

の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
残
念
な
こ
と
に
、三
日
市
の
地
蔵

は
東
日
本
大
震
災
で
流
出
し
て
し
ま
い
ま
し
た﹇
写
真
1
﹈。

山
田
さ
ん
の
解
釈
は
八
五
年
も
昔
に
表
明
さ
れ
た
も
の
で

す
が
、今
も
っ
て
耳
を
傾
け
て
み
る
べ
き
点
が
含
ま
れ
て

い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

小
友
の
風
景
写
真﹇
写
真
2
﹈は
、水
の
確
保
に
苦
労
し

た
小
友
で
い
か
に
水
が
貴
重
で
あ
っ
た
か
を
物
語
る「
衣

地
と
弘
法
様
」の
民
話（『
陸
前
高
田
市
史  

第
六
巻  

民
俗
編

（
下
）』、一
九
九
二
年
）の
舞
台
と
し
て
伝
え
ら
れ
る
井
戸
を

写
し
た
も
の
で
す
。
地
名
や
屋
号
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い

る「
衣
地
」も
一
六
四
二（
寛
永
一
九
）年
の
文
書
に
確
認
で

写真2  衣地の弘法様の井戸 2015年［撮影：中野 泰］

集落名 屋号 標高 周囲の水利・水田環境

上流 下流

岩井沢 大水ノ口 50ｍ弱 谷戸の溜池 水田

西の坊 堤 50m強 谷戸の溜池 水田・小崎下溜池

柳沢 土合隠居 20m強 谷戸と用水合流点
池田（屋号）が隣接

水田

新田 土手 7m 衣地溜池 水田

小ヶ口 湧口 20m 特になし（広田町長洞と接する） 水田・新田溜池

森崎 地蔵敷 30m 谷戸の溜池
（地竹と沢辺の）用水合流点

衣地溜池
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写真3  正徳寺太鼓堂［撮影：佐藤福三郎］

辻
本
侑
生

気
仙
大
工

5

み
な
さ
ん
は
、箱
根
山
の
て
っ
ぺ
ん
に
行
く
途
中
に「
気
仙

大
工
左
官
伝
承
館
」﹇
写
真
1
・
2
﹈と
い
う
建
物
が
あ
る
の

を
知
っ
て
い
ま
す
か
？ 

復
元
さ
れ
た
立
派
な
古
民
家
の

中
に
は
、昔
の
大
工
が
使
っ
て
い
た
カ
ン
ナ
や
ノ
コ
ギ
リ

と
い
っ
た
工
具
が
二
〇
〇
〇
点
以
上
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

小
友
を
含
む
気
仙
地
方
は
、農
業
・
漁
業
以
外
の
生
業
と

し
て
大
工
の
多
い
地
域
と
い
わ
れ
て
お
り
、気
仙
出
身
の
大

工
は「
気
仙
大
工
」と
し
て
、そ
の
技
術
の
高
さ
が
知
ら
れ
て

き
ま
し
た
。な
ぜ
気
仙
地
方
で
大
工
が
多
い
の
か
に
つ
い
て

は
、中
世
の
時
代
に
関
西
か
ら
職
人
が
移
住
し
て
技
術
が
も

た
ら
さ
れ
た
と
い
う
説
や
、も
と
も
と
漁
船
を
造
る
た
め
の

船
大
工
が
多
か
っ
た
と
い
う
説
な
ど
、諸
説
あ
り
ま
す（
平
山

憲
治『「
気
仙
大
工
」概
説
』、「﹇
仮
称
﹈気
仙
職
人
学
校
」開
設
準
備
室
、

二
〇
一
三
年
）。そ
し
て
小
友
は
、気
仙
大
工
を
生
み
出
す
中
心

的
な
地
域
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
き
ま
し
た
。

出
稼
ぎ
で
の
活
躍

気
仙
大
工
の
特
徴
は
、地
元
の
み
な
ら
ず
、県
外
に
出
稼
ぎ

し
て
仕
事
を
し
て
き
た
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
江
戸

時
代
に
は
、仙
台
の
大
崎
八
幡
宮
の
修
復
に
気
仙
大
工
が

参
加
し
て
い
ま
し
た
。
特
に
気
仙
大
工
の
活
躍
の
場
が
広

が
っ
た
の
は
明
治
時
代
に
入
っ
て
か
ら
で
、新
し
く
人
が

移
り
住
む
よ
う
に
な
っ
た
北
海
道
や
樺
太（
現
・
ロ
シ
ア
連

邦
領
）で
ま
ち
づ
く
り
を
す
る
う
え
で
、気
仙
大
工
は
大
き

な
役
割
を
果
た
し
ま
し
た
。

そ
の
後
、気
仙
大
工
の
活
躍
の
場
は
関
東
、特
に
東
京

方
面
に
も
広
が
っ
て
い
き
ま
す
。
そ
の
き
っ
か
け
は
、

一
九
二
三（
大
正
一
二
）年
に
発
生
し
た
関
東
大
震
災
で
し

た
。
災
害
に
よ
っ
て
多
く
の
建
物
の
再
建
が
必
要
と
な

り
、気
仙
大
工
た
ち
の
力
が
求
め
ら
れ
た
の
で
す
。
東
京

で
の
気
仙
大
工
の
活
躍
は
、そ
の
後
、太
平
洋
戦
争
か
ら
の

復
興
や
、高
度
経
済
成
長
期
に
お
け
る
建
設
ラ
ッ
シ
ュ
に

お
い
て
も
続
い
て
い
く
こ
と
と
な
り
ま
す
。

北
海
道
や
東
京
の
よ
う
な
遠
方
で
大
工
仕
事
に
か
か

わ
る
た
め
、小
友
に
帰
っ
て
く
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
年

二
回
、お
盆
と
お
正
月
だ
け
と
い
う
人
が
多
か
っ
た
よ
う

で
す
。
こ
う
し
た
生
活
が
数
十
年
続
く
と
い
う
人
も
珍
し

く
な
く
、そ
の
ま
ま
東
京
に
生
活
の
根
を
下
ろ
す
人
も
少

な
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
け
れ
ど
も
、ふ
る
さ
と
と
の

つ
な
が
り
は
切
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、例
え
ば
東
京
に
暮

ら
す
小
友
出
身
者
が
集
ま
る「
在
京
小
友
人
会
」と
い
う

組
織
で
交
流
が
行
な
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

今
も
く
ら
し
を
支
え
る
気
仙
大
工

気
仙
大
工
の
高
い
技
術
は
、特
に
お
寺
や
神
社
を
造
る

「
宮
大
工
」の
部
分
に
表
れ
て
い
る
と
い
わ
れ
ま
す
。
両
替

の
正
徳
寺﹇
写
真
3
﹈、米
崎
の
普
門
寺
な
ど
は
、そ
の
代
表

例
で
す
の
で
、ぜ
ひ
機
会
が
あ
れ
ば
一
度
ゆ
っ
く
り
建
物

を
眺
め
て
み
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、気
仙
大
工
の
強
み
は
、神
社
や
お
寺
の
よ
う
な

き
ら
び
や
か
な
建
物
の
み
な
ら
ず
、ふ
つ
う
の
民
家
や
コ

ン
ク
リ
ー
ト
製
の
オ
フ
ィ
ス
ビ
ル
な
ど
、あ
ら
ゆ
る
種
類

の
建
物
に
対
応
で
き
る
こ
と
で
す
。
小
友
で
お
話
を
伺
っ

た
あ
る
大
工
さ
ん
は
、こ
れ
ま
で
手
が
け
た
三
〇
〇
以
上

の
仕
事
の
う
ち
、東
京
大
学
や
専
修
大
学
、埼
玉
大
学
と

い
っ
た
首
都
圏
の
大
学
の
建
築
を
手
が
け
た
こ
と
を
、と

て
も
誇
ら
し
げ
に
話
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

そ
し
て
、普
段
は
遠
く
に
出
稼
ぎ
し
て
い
る
と
し
て

も
、ふ
る
さ
と
の
危
機
に
駆
け
付
け
て
き
た
の
も
気
仙
大

工
で
す
。
例
え
ば
一
九
三
三
年
に
発
生
し
た
昭
和
三
陸

津
波
の
あ
と
、小
友
の
あ
る
家
で
は
、気
仙
大
工
の
力
に

よ
っ
て
、残
さ
れ
た
木
材
を
も
と
に
、被
災
か
ら
わ
ず
か

四
〇
日
あ
ま
り
で
破
壊
さ
れ
た
家
を
再
建
し
た
と
い
い

ま
す
。

将
来
、み
な
さ
ん
が
地
元
で
暮
ら
す
と
し
て
も
、あ
る

い
は
進
学
や
就
職
、転
勤
等
で
今
と
違
う
街
に
暮
ら
す
と

し
て
も
、そ
こ
に
は
気
仙
大
工
の
人
々
が
手
掛
け
た
建
物

が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
見
慣
れ
た
何
気
な
い
街
並
み

の
な
か
に
も
、気
仙
大
工
の
高
い
技
術
に
基
づ
く
誇
り
が

息
づ
い
て
い
る
の
で
す
。
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二
つ
の
海
の
漁
業

6

小
友
は
二
つ
の
海
を
も
っ
て
い
ま
す
。
ひ
と
つ
は
、す
ぐ

に
太
平
洋
が
開
け
る
海
で
、「
表
浜
」と
呼
ば
れ
、も
う
ひ

と
つ
は
、広
田
湾
に
向
い
て
い
る
海
で
、こ
こ
は「
裏
浜
」

と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

表
浜
は
岩
場
が
多
い
地
形
で
、こ
の
磯
で
は
漁
師
の
家

族
が
、マ
ツ
ボ
・
イ
ワ
ノ
リ
・
フ
ノ
リ
・
ヒ
ジ
キ
な
ど
の
磯

も
の
や
、天
然
の
ワ
カ
メ
や
コ
ン
ブ
な
ど
の
海
藻
類
、ウ
ニ

や
ア
ワ
ビ
な
ど
を
採
っ
て
お
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
磯
漁
で
は
、多
く
の
人
々
が
一
度
に
採
り

尽
く
さ
な
い
た
め
に
、漁
期
が
決
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

磯
も
の
は
三
〜
四
月
ま
で
の
二
カ
月
間
で
し
た
が
、天
然

の
海
藻
類
は
、そ
れ
ぞ
れ
二
カ
月
の
漁
期
の
う
ち
、採
集
で

き
る
日
が
決
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は「
口
開
け
」と
呼

ば
れ
ま
す
。「
口
開
け
」の
合
図
は
、今
で
は
サ
イ
レ
ン
で

す
が
、以
前
は
黒
崎
か
ら
狼
煙
を
上
げ
ま
し
た﹇
写
真
1
﹈。

広
田
半
島
に
は
、狼
煙
を
上
げ
る
場
所
が
五
カ
所
あ
っ
た

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
ワ
カ
メ
は
五
〜
六
月
、コ
ン
ブ
は

九
〜
一
一
月
の
う
ち
三
回
く
ら
い
。
ウ
ニ
は
六
〜
八
月
の

三
カ
月
間
で
一
五
〜
一
六
回
く
ら
い
、ア
ワ
ビ
は
一
一
〜

一
二
月
の
う
ち
六
回
く
ら
い
で
す
。
ア
ワ
ビ
の「
口
開
け
」

だ
け
は
、と
な
り
の
広
田
村
の
漁
業
協
同
組
合
で
決
め
ら

れ
、小
友
か
ら
も
広
田
村
の
磯
で
採
る
こ
と
が
許
さ
れ
て

お
り
ま
す
。

一
方
の
裏
浜（「
浦
浜
」と
も
書
く
）は
、干
拓
を
す
る
前
は

干
潟
が
広
が
っ
て
お
り
ま
し
た
。
こ
の
干
潟
で
は
、現
在

の
干
拓
堤
防
の
と
こ
ろ
に
沿
っ
て
網
を
張
っ
て
お
き
、満

潮
時
に
網
の
袋
へ
ボ
ラ
な
ど
が
入
り
、干
潮
時
に
網
を
上

げ
、棒
で
魚
の
頭
を
叩
い
て
捕
る
漁
が
あ
り
ま
し
た
。
こ

れ
は「
ハ
ッ
キ
リ
網
」と
呼
ば
れ
る
春
の
漁
で
し
た
。
ま

た
、シ
ャ
コ
が
入
っ
て
い
そ
う
な
穴
を
探
し
、そ
こ
に
先
に

捕
っ
て
お
い
た
シ
ャ
コ
を
釣
り
糸
に
付
け
た
ま
ま
入
れ
て

お
び
き
よ
せ
、組
み
合
っ
て
ケ
ン
カ
し
た
状
態
の
ま
ま
釣

り
上
げ
る「
ア
カ
ジ
ャ
ク
釣
り
」も
あ
り
ま
し
た
。
シ
ャ
コ

は
ス
ズ
キ
の
延は
え
な
わ縄
漁
の
餌
に
用
い
ま
し
た
。

裏
浜
が
向
い
て
い
る
広
田
湾
で
は
、延
縄
漁
だ
け
で
な

く
、主
に
マ
グ
ロ
を
捕
る
大
網（
定
置
網
）や
、カ
ツ
オ
一
本

釣
り
用
の
餌
イ
ワ
シ（
カ
タ
ク
チ
イ
ワ
シ
、小
友
で
は
ド
ブ
イ
ワ

シ
と
い
い
ま
す
）を
捕
る
小
型
定
置
網
な
ど
、穏
や
か
な
広

田
湾
に
ふ
さ
わ
し
い
漁
法
が
発
達
し
ま
し
た
。

表
浜
で
も
漁
船
を
用
い
る
漁
業
は
盛
ん
で
、三
〜
五
月

ま
で
は
シ
ラ
ス
漁
、六
月
か
ら
半
年
あ
ま
り
の
期
間
は
、

ス
ル
メ（
イ
カ
）釣
り
に
出
ま
し
た
。
一
年
中
で
き
る
ナ
ワ

カ
ゴ
漁
で
は
、タ
コ
を
主
に
ツ
ブ（
巻
貝
）や
カ
ニ
も
捕
り

ま
し
た
。
す
ぐ
に
外
洋
に
出
て
漁
を
す
る
こ
と
が
で
き
た

か
ら
で
す
。

ま
た
、表
浜
で
も
、一
九
五
〇
年
代
か
ら
六
〇
年
代
へ

か
け
て
、裏
浜
と
同
様
に
、餌
イ
ワ
シ
専
門
の
小
型
定
置

網
の
経
営
を
し
て
お
り
ま
し
た
。
外
洋
か
ら
す
ぐ
に
カ

ツ
オ
船
が
近
寄
り
や
す
か
っ
た
か
ら
で
す
。
大
分
・
長

崎
・
宮
崎
な
ど
の
九
州
の
船
籍
が
多
か
っ
た
と
い
い
ま

す
。
こ
の
表
浜
に
も
、そ
れ
以
前
に
は
、カ
ツ
オ
一
本
釣
り

の
発
動
機
船「
鳥
羽
丸
」が
カ
ツ
オ
漁
で
活
躍
し
て
お
り

ま
し
た
。

逆
に
、表
浜
か
ら
各
地
へ
漁
業
の「
出
稼
ぎ
」に
行
っ
た

場
合
も
あ
り
ま
す
。
明
治
時
代
か
ら
、春
は
宮
城
県
の
牡

鹿
地
方
へ
四
〇
人
く
ら
い
、秋
は
岩
手
県
の
釡
石
・
宮
古

地
方
へ
二
〇
人
く
ら
い
、マ
グ
ロ
の
定
置
網
へ
仕
事
に
行

き
ま
し
た
。そ
の
な
か
で
、戸
羽
千
中
さ
ん（
一
八
九
八
年
生
ま

れ
）は
、宮
城
県
石
巻
市
の
網
地
島
や
田
代
島
へ
大
網
の
大

謀（
漁
労
長
）と
し
て
呼
ば
れ
て
働
き
に
出
ま
し
た
。
千
中
さ

ん
は
、晩
年
、小
友
の
蛇
ヶ
崎
神
社
に「
漁
族
供
養
塔
」を
建

て
、そ
れ
ま
で
捕
っ
て
き
た
魚
の
供
養
を
し
た
漁
師
さ
ん
で

す﹇
写
真
2
﹈。
小
友
の
漁
師
さ
ん
た
ち
は
、小
名
浜（
福
島
県
）

や
館
山（
千
葉
県
）の
、ブ
リ
や
タ
イ
や
定
置
網
に
も
何
人
か

連
れ
だ
っ
て
働
き
に
行
っ
た
時
代
も
あ
り
ま
し
た
。

海
に
面
し
た
浜
々
は
、ど
ん
な
に
小
さ
な
集
落
で
あ
っ
て

も
、漁
業
を
通
し
て
広
く
、各
地
の
人
々
と
の
交
流
を
可
能

に
す
る
力
を
も
っ
て
お
り
ま
し
た
。

以
上
の
よ
う
に
、小
友
で
は
、そ
れ
ぞ
れ
の
地
形
の
特
徴
か

ら
、そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
様
々
な
漁
業
が
、営
ま
れ
て
き
ま

し
た
。
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二
つ
の
海
の
漁
業

写真1  口開けの狼煙 1963（昭和38）年

図1  田﨑飛鳥《気仙町のうみねこ》2021年

写真2  漁族供養塔（蛇ヶ崎神社、1981［昭和56］年建立）
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米・酒屋

床屋
バイク屋

雑貨屋
漁協 呉服店

食堂

石材屋

タクシー会社
呉服店

雑貨屋
雑貨屋

製材屋

下駄屋

接骨院

農協

鋳掛け屋

石屋

クリーニング屋

豆腐屋

旅館病院

雑貨・たばこ屋

床屋

小友駅

呉服屋 タクシー会社

鍛冶屋ガソリンスタンド

バイク屋

スーパー

石材屋

病院

雑貨屋

パン屋

銘木屋 クリーニング屋

自動車
整備工場

小友駅

図4  2011（平成23）年にあった店、事務所
［道路等については図2–4ともゼンリン住宅地図陸前高田市2013年版をもとにして、筆者作成］

図2  1931（昭和6）年にあった住宅

図3  1977（昭和52）年頃にあった店、事務所

小
谷
竜
介

町
場
と
し
て
の

小
友
駅
前

7

箱
根
山
と
仁
田
山
に
挟
ま
れ
た
す
り
鉢
地
形
の
小
友
は
、

田
畑
と
林
野
に
囲
ま
れ
た
緑
豊
か
な
地
で
す（
第
一
章「
1 

空
か
ら
見
た
小
友
」を
参
照
）。
そ
の
狭
間
に
住
宅
が
点
在
す

る
姿
は
、ま
さ
に
田
園
風
景
で
す
。
そ
う
し
た
小
友
の
な

か
で
、小
友
駅
前
は
、い
く
つ
も
の
店
が
並
び
、町
場
の
景

観
を
も
つ
中
心
地
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
、み
な
さ
ん
は

知
っ
て
い
ま
す
か
？

小
友
駅
﹇
図
1
﹈
は
、

一
九
三
三（
昭
和
八
）年
に

開
業
し
た
の
で
、九
〇
年

ほ
ど
の
歴
史
が
あ
り
ま

す
。﹇
図
2
﹈は
、小
友
駅

が
開
業
す
る
前
に
あ
っ

た
住
宅
を
示
し
た
も
の

で
す
。
現
在
駅
前
に
な
っ

て
い
る
場
所
は
何
も
な

く
、周
辺
に
農
家
が
点
在

し
て
い
る
場
所
で
あ
っ

た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

駅
が
で
き
、最
も
栄
え

て
い
た
と
さ
れ
る
昭
和
五
二
年
頃
の
様
子
が﹇
図
3
﹈で
す
。

多
様
な
店
が
開
店
し
て
い
た
様
子
が
わ
か
り
ま
す
。
ま
だ

車
で
の
移
動
が
一
般
的
で
は
な
い
こ
の
時
期
、小
友
や
広

田
か
ら
、大
船
渡
線
を
使
っ
て
大
船
渡
や
高
田
へ
通
勤
す

る
人
や
広
田
水
産
高
校
の
学
生
が
、自
転
車
で
駅
に
向
か

い
、乗
降
し
て
い
ま
し
た
。

ま
た
、目
に
つ
く
も
の
と
し
て
旅
館
が
あ
り
ま
す
。
駅

前
に
は
旅
館
が
何
軒
も
営
業
し
て
い
ま
し
た
。
行
商
や
営

業
の
人
た
ち
が
泊
ま
り
込
む
た
め
の
宿
で
し
た
。
ま
た
、

農
協
・
漁
協
が
駅
前
に
軒
を
連
ね
て
い
る
の
も
特
徴
で

す
。
陸
前
高
田
市
に
合
併
す
る
前
の
小
友
村
役
場
は
茂
利

崎
に
あ
り
ま
し
た
。
役
場
の
周
り
は
飲
食
店
や
、農
協
な

ど
の
公
的
な
施
設
が
集
ま
る
こ
と
が
多
く
あ
り
ま
す
が
、

小
友
で
は
駅
に
比
較
的
近
い
と
は
い
え
、役
場
だ
け
が

別
の
場
所
に
ぽ
つ
ん
と
あ
り
、公
的
な
施
設
も
駅
前
に
集

ま
っ
て
い
た
の
で
す﹇
写
真
1
﹈。

小
友
の
人
か
ら
は
こ
の
駅
前
の
記
憶
と
し
て
、七
夕
の

話
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
七
夕
で

は
、各
集
落
の
子
ど
も
た
ち
が
山
車
を
作
り
、小
友
中
を
練

り
歩
き
ま
し
た
。
高
田
の「
う
ご
く
七
夕
」や
今
泉
の「
け

ん
か
七
夕
」が
小
友
で
も
行
な
わ
れ
て
い
た
の
で
す（
第
一

章「
10 

祭
礼
と
行
事
」を
参
照
）。
そ
し
て
そ
の
目
的
地
の
ひ
と

つ
が
駅
前
で
し
た
。
駅
前
に
着
く
と
休
憩
と
な
り
、子
ど

も
た
ち
は
祝
儀
を
年
長
者
か
ら
分
け
与
え
ら
れ
て
、買
い

食
い
を
し
ま
し
た
。

小
友
の
駅
前
は
、駅
の
利
用
者
が
少
な
く
な
る
と

徐
々
に
廃
れ
て
い
き
ま
し
た
。
そ
れ
で
も
東
日
本
大
震

災
ま
で
は
、農
協
・
漁
協
を
中
心
に
病
院
や
商
店
が
並

ぶ
町
場
で
あ
り
続
け
ま
し
た（
第
二
章「
1 

建
物
が
建
つ
場

所
の
変
化
」も
参
照
）。
小
友
の
日
常
の
く
ら
し
の
中
心
に

あ
っ
た
の
が
小
友
駅
だ
っ
た
の
で
す﹇
図
4
﹈。
東
日
本

大
震
災
の
あ
と
は
線
路
が
な
く
な
り
B
R
T
の
駅
に

な
り
ま
し
た
。
浸
水
し
た
駅
周
辺
は
、だ
い
ぶ
様
子
も

変
わ
り
ま
し
た
が
、か
つ
て
の
名
残
を
残
し
て
い
ま
す

﹇
写
真
2
﹈。
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町
場
と
し
て
の
小
友
駅
前

図1  村上峯子《懐かしの風景  小友駅から箱根山を望む》

写真1  1998（平成10）年の小友駅前［撮影：千葉政彦］

写真2  現在の小友駅（BRT）
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表1  只出集落の年間事業  2000（平成12）年度 ［典拠：只出集落所蔵「只出部落会資料」筆者作成］

月日（曜日） 会議・委員会 事業内容 集落会報（発行日）

1/1（土） 新年交賀会および新成人激励会

1/2（日） 執行部による年始まわり

1/3～5 八日行

1/9（日） 共有林刈払作業

1/15（土） 監査会および役員会 ドント祭

1/22（土） 第1回常任委員会

2/6（日） 通常総会 第1号 総会関連 3/25（土）

2/10（木） 華蔵寺本堂改修に係る地区懇談会

2/15（火） 唯出4号線、7号線の改修について市長に
要望書提出

3/18（土） 第2回常任委員会 集落推薦各種委員の選出

4/15（土） 第3回常任委員会

5/28（日） 消防操法競技会出場費募金活動実施

5/31（水） チャレンジデー関連事業実施
（ラジオ体操および海岸清掃）

第2号 チャレンジデー関連 5/25（木）

6/10（土） 第4回常任委員会 第3号 大祭実行委員会結成関連 6/25（日）

7/8（土） 第5回常任委員会 第4号 健康教室  大祭実行委員会関連 
7/15（土）

7/20（木） 海岸清掃作業／健康教室

8/5（土） 第6回常任委員会 第5号 お盆行事関連 8/5（土）

8/9（水） 持ち前普請

8/11（金） 盆踊り実行委員会開催 第6号 盆踊り特集 8/12（土）

8/13（日） 万灯籠準備作業

8/14（月） 万灯籠・物故者供養・盆踊り 第7号 踊組参加者募集 8/19（土）

8/17（木） 万灯籠等撤収作業 第8号 虎舞組の取り組み 8/24（木）

9/1（金） 大祭出演演目の練習開始 第9号 大祭日程ほか 9/25（月）

9/15（金） 小友町敬老会

9/30（土） 蛇ヶ崎神社大祭  祭揃い

10/1（日） 小友八幡神社・金比羅神社大祭

10/2（月） 矢の浦熊野神社大祭  慰労会

10/21（土） 役員会議（大祭関連決算状況確認書）

10/24（火） 大祭関連決算監査会

10/28（土） 第7回常任委員会  大祭関連決算状況報告 第10号 盆行事および大祭関連決算報告
10/30（月）

12/9（土） 第8回常任委員会・活動の総括と新年度事
業方針について

公民館大掃除 第11号 20世紀最後のお知らせ版 12/23（土）

中
野 

泰

集
落
の

連
帯
と
協
働

8

あ
な
た
は
集
落
の
営
み
に
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
っ
て
い
ま

す
か
？ 

集
落
は
ど
の
よ
う
に
運
営
さ
れ
、そ
こ
で
人
々
は

い
か
に
協
働
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
？ 
こ
こ
で
は
、生

活
や
民
俗
、女
性
の
か
か
わ
り
な
ど
の
点
か
ら
見
て
い
き

ま
す
。

集
落
の
多
様
な
役
割

小
友
地
区
は
一
〇
の
行
政
区
で
構
成
さ
れ
、各
行
政
区
は

複
数
の
集
落
、さ
ら
に
は
小
集
落
で
成
り
立
っ
て
お
り
、地

域
色
が
認
め
ら
れ
ま
す
。
小
友
の
第
六
区
に
属
す
る
只
出

と
い
う
集
落
は
、三
日
市
と
と
も
に
ひ
と
つ
の
集
落
が
ひ

と
つ
の
行
政
区
を
構
成
す
る
例
で
、そ
の
規
模
は
比
較
的

大
き
く
、震
災
前
は
一
〇
〇
世
帯
前
後
で
し
た
。

以
下
、只
出
を
例
に
、集
落
の
組
織
を
説
明
し
ま
す
。
只

出
集
落
の
会
長
は
集
落
の
業
務
を
総
括
す
る
責
任
者
で
、

集
落
を
代
表
す
る
と
と
も
に
只
出
集
落
公
民
館
館
長
を
兼

ね
て
い
ま
す
。
事
務
局
長
は
庶
務
を
行
な
い
、監
事
は
事

業
内
容
や
会
計
等
の
監
査
を
、常
任
委
員
は
事
業
の
計
画

や
実
施
に
あ
た
り
ま
す
。

只
出
は
大
き
な
集
落
で
す
の
で
、諸
役
を
選
出
す
る
方

法
も
ひ
と
つ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
大
き
く
二
種
に

分
け
ら
れ
ま
す
。（
1
）総
会
で
選
任
さ
れ
る
役（
会
長
、副

会
長
、監
事
、事
務
局
長
）と
、（
2
）班
か
ら
選
出
さ
れ
る
役（
常

任
委
員
の
大
半
）で
す
。
適
材
適
所（
前
者
）と
、平
等
分
担（
後

者
）の
二
つ
が
集
落
運
営
の
柱
に
な
っ
て
い
ま
す
。
役
回

り
盤﹇
写
真
1
﹈は
、田
束
の
中
里
と
い
う
小
集
落
で
、か
つ

て
家
々
が
順
回
り
で
役
職
を
担
う
際
に
使
用
し
て
い
た
手

作
り
の
盤
で
す
。
盤
に
は
各
家
の
屋
号
と
年
度
が
書
か
れ

て
お
り
、家
々
が
均
等
に
担
う
か
た
ち
に
な
っ
て
い
ま
す
。

戸
数
が
少
な
い
小
集
落
な
り
の
工
夫
と
い
え
ま
す
。

運
営
と
財
源

集
落
の
運
営
は
、総
会
で
活
動
報
告
や
年
間
計
画
を
話

し
合
い
、常
任
委
員
会
で
具
体
的
な
事
業
実
施
内
容
を

検
討
し
、そ
れ
を
集
落
会
報
で
周
知
し
な
が
ら
、大
祭
、

お
盆
行
事
と
い
っ
た
事
業
を
行
な
う
、と
い
う
か
た
ち

で
進
め
ら
れ
ま
す﹇
表
1
﹈。
主
た
る
活
動
拠
点
は
只
出

の
公
民
館
で
す
。

活
動
に
は
財
源
が
必
要
で
す
。
そ
の
ひ
と
つ
は
、集
落

を
構
成
す
る
家
を
単
位
と
し
て
、各
戸
が
均
等
に
支
払
う

会
費
で
す
。
年
間
の
事
業
経
費
は
主
に
会
費
で
ま
か
な
わ

れ
て
い
ま
す
。
二
つ
目
は
、共
有
地
や
漁
業
権
に
関
わ
る

も
の
で
、集
落
で
共
有
す
る
山
に
か
か
わ
る「
山
林
会
計
」

や「
漁
業
会
計
」が
あ
り
ま
す
。
後
者
は「
天
然
ワ
カ
メ
・

ア
ワ
ビ
会
計
」と
も
呼
ば
れ
、天
然
ワ
カ
メ
や
ア
ワ
ビ
の

「
口
開
け
」の
日
に
ち
か
ら
一
定
の
日
数
を
定
め
、そ
の
日

数
内
に
漁
業
組
合
員
が
採
取
し
た
魚
介
藻
類
を
換
金
し
、

漁
村
の
環
境
整
備
等
に
活
用
す
る
も
の
で
す
。
資
源
量
が
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写真1  役回り盤（中里） 2014年
［撮影：藤野哲寛］



写真2  物故者供養 三陸津波50回忌法要（只出） 1982年
（只出集落所蔵「只出昔の写真」より）

に
エ
ン
ル
イ
が
当
家
を
訪
ね
、手
術
時
間
に
あ
わ
せ
て
食

べ
物
を
供
え
、無
事
を
祈
り
ま
す
。﹇
写
真
3
﹈は
、只
出
集

落
の
あ
る
男
性
が
手
術
す
る
当
日
の
様
子
で
、シ
ン
ル
イ
、

エ
ン
ル
イ
と
友
人
の
方
々
が
供
物
を
持
参
し
て
来
て
い
ま

す
。「
ヨ
ゴ
モ
リ
」と
称
し
、留
守
宅
を
預
か
っ
て
手
術
の

無
事
を
祈
る
の
だ
そ
う
で
す
。
日
中
で
あ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、神
棚
の
前
で
蝋
燭
を
灯
し
て
い
ま
す
の
で
、こ
の
よ

う
な
連
帯
の
習
俗
は
、夜
に
籠
も
っ
て
神
仏
へ
祈
願
す
る

ほ
ど
の
切
々
と
し
た
心
情
に
端
を
発
す
る
も
の
な
の
で

し
ょ
う
。

集
落
と
災
害

近
年
、こ
の
よ
う
な
連
帯
と
協
働
は
、震
災
に
よ
る
影
響
も

あ
り
、衰
退
し
て
い
る
よ
う
で
す
。
例
え
ば
、葬
儀
の
際
に

班
の
念
仏
組
で
念
仏
を
唱
和
す
る
習
俗
は
、震
災
前
か
ら

簡
略
化
が
進
み
、震
災
後
の
葬
儀
が
、葬
祭
ホ
ー
ル
等
で
家

族
や
身
内
だ
け
で
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
と
並

行
し
て
、「
立
ち
消
え
」に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、震
災
時
に
は
そ
の
大
事
さ
も
ま
た
明
ら
か
に

な
り
ま
し
た（
第
一
章「
9 

人
々
の
つ
な
が
り
」も
参
照
）。
震
災

前
の
二
〇
〇
〇
年
頃
か
ら
全
国
的
に
自
主
防
災
組
織
の

組
織
化
が
進
め
ら
れ
、只
出
に
お
い
て
も
自
主
防
災
組
織

計
画
を
立
て（
二
〇
〇
一
年
〜
）、防
災
訓
練
、津
波
の
避
難
訓

練
も
始
め
ら
れ
ま
し
た（
二
〇
〇
四
年
〜
）。
科
学
的
な
立
証

は
困
難
で
す
が
、只
出
の
震
災
犠
牲
者
は
相
対
的
に
少
な

か
っ
た
と
い
わ
れ
、避
難
場
所
を
高
い
所
に
求
め
た
こ
と
が

そ
れ
を
手
伝
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
わ
れ
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
只
出
に
お
け
る
津
波
避
難
訓
練
は
、四
つ
の

班
が
そ
れ
ぞ
れ
避
難
場
所
を
取
り
決
め
、班
を
単
位
に
避

難
す
る
も
の
で
し
た
か
ら
、低
地
を
避
け
た
避
難
場
所
指

定
自
体
は
功
を
奏
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
そ
う
で
す
。

津
波
直
後
、小
友
地
区
の
災
害
対
策
本
部
は
門
前
会
館

に
置
か
れ
ま
し
た
。
小
友
の
各
地
域
の
代
表
が
毎
日
来

て
、市
の
担
当
者
と
打
ち
合
わ
せ
を
行
な
い
、様
々
な
情
報

を
共
有
し
ま
し
た
。
避
難
生
活
中
、只
出
集
落
の
役
員
会

は
毎
日
屋
外
で
開
か
れ
ま
し
た
。﹇
写
真
4
﹈は
、只
出
集
落

の
青
空
臨
時
総
会
の
様
子
で
す
。
只
出
で
は
、集
め
ら
れ

た
救
援
物
資
を
住
民
へ
均
等
に
分
配
し
て
い
ま
し
た（
第

二
章「
5 

人
々
の
経
験
と
伝
承
」を
参
照
）。
当
時
の
集
落
の
会

長
は
、こ
の
災
害
の
経
験
で
、「
あ
な
た
」と
い
う
言
葉
を

用
い
て
他
者
の
気
持
ち
に
配
慮
す
る
必
要
性
に
気
づ
い
た

と
語
っ
て
い
ま
す
。

「
災
害
に
よ
っ
て
、い
ろ
ん
な
人
た
ち
の
立
場
は
違
う

ん
で
す
よ
。
家
が
流
さ
れ
た
／
流
さ
れ
な
い
、人
が
死
ん

だ
／
死
な
な
い
と
い
う
、そ
の
家
庭
に
よ
っ
て
い
ろ
い
ろ

違
う
ん
だ
け
ど
も
、そ
れ
ぞ
れ
持
っ
て
る
も
の
を
み
ん
な

提
供
し
て
く
れ
た
か
ら
ね
。
こ
の
震
災
で
、あ
な
た
っ
て

い
う
気
持
ち
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
」

連
帯
と
協
働
の
持
続

集
落
を
構
成
す
る
家
の
事
情
は
様
々
で
す
。
震
災
は
家
々

に
大
き
な
影
響
を
与
え
、立
場
の
違
い
を
際
立
た
せ
ま
し

た
。
し
か
し
、集
落
活
動
は
、地
域
で
の
生
活
を
共
に
創
り

出
そ
う
と
し
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
の

は
、連
帯
と
協
働
の
意
義
を
再
確
認
し
、持
続
さ
せ
る
こ
と

だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
こ
で
取
り
上
げ
た
例
は
十
分
で

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、家
、家
族
の
事
情
、女
性
、お
年
寄
り
と

い
っ
た
立
場
に
寄
り
添
う
重
要
性
が
浮
か
び
上
が
り
ま

す
。「
あ
な
た
」に
は
、ま
だ
ほ
か
に
も
含
ま
れ
る
べ
き
、配

慮
を
要
す
る
立
場
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

地
域
色
を
有
す
る
集
落
生
活
を
振
り
返
る
こ
と
は
、こ

れ
か
ら
の
生
活
を
周
り
の
人
た
ち
と
ど
う
支
え
合
っ
て
生

き
る
か
と
い
う
問
い
へ
の
重
要
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
て

い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

減
少
し
た
天
然
ワ
カ
メ
の
収
獲
高
は
わ
ず
か
で
す
。
取
扱

業
者
も
来
な
く
な
っ
た
た
め
、集
落
会
計
に
入
れ
て
漁
港

経
費
等
へ
あ
て
て
い
ま
す
。
ア
ワ
ビ
採
取
の
利
益
は
、県

の
漁
業
共
済
掛
金
に
あ
て
て
、不
漁
の
備
え
と
し
て
い
ま

す
。
小
友
漁
業
協
同
組
合
時
代
に
整
備
さ
れ
た
会
計
方

式
で
す
が
、近
代
を
遡
る
古
い
習
俗
に
由
来
す
る
も
の
で

し
ょ
う
。
三
つ
目
は
、鎮
守
の
大
祭
や
祭
事
等
の
経
費
で
、

そ
の
都
度
集
め
ら
れ
ま
す（「
祭
り
会
計
」）。
四
つ
目
は
、「
屏

風
会
計
」と
称
し
て
、葬
儀
に
か
か
わ
る
屏
風
や
数
珠
を

共
有
し
、必
要
に
応
じ
て
貸
し
出
し
て
、収
入
を
運
用
す
る

会
計
で
す
。
震
災
で
屏
風
や
数
珠
が
流
さ
れ
て
し
ま
い
、

現
在
、こ
の
会
計
は
存
在
し
ま
せ
ん
。
そ
の
ほ
か
、公
民
館

を
建
設
す
る
際
な
ど
に
お
金
を
積
み
立
て
る
会
計
も
あ
り

ま
す
。

こ
の
よ
う
に
諸
々
の
会
計
は
、各
戸
が
均
等
に
負
担
す

る
も
の
と
と
も
に
土
地
や
権
利
に
由
来
す
る
も
の
で
構

成
さ
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、集
落
に
は
、共
有
財
産
が
あ

り
、そ
れ
ら
を
協
働
で
維
持
し
な
が
ら
、必
要
な
経
費
を
均

等
に
担
っ
て
い
る
の
で
す
。

集
落
行
事
と
協
働

集
落
行
事
の
ひ
と
つ
、お
盆
の
万
灯
籠
を
見
て
み
ま

し
ょ
う
。
万
灯
籠
は
明
治
の
津
波
で
亡
く
な
っ
た
人
の

霊
を
慰
め
る
行
事
と
し
て
始
ま
っ
た
と
伝
え
ら
れ
ま
す

（
第
二
章「
2 

災
害
の
歴
史
」も
参
照
）。
只
出
で
は
、物
故
者

供
養
と
も
い
い
、か
つ
て
は「
ハ
マ
ウ
ヨ
ウ（
浜
供
養
）」と

呼
び
習
わ
し
て
い
ま
し
た
。
お
盆
の
一
五
日
に
お
寺
で

施
餓
鬼
を
行
な
っ
た
あ
と
の
夕
方
、浜
辺
に
ゴ
ザ
を
敷

き
、「
三
界
萬
霊
」と
書
い
た
灯
籠
を
た
て
、和
尚
さ
ん
に

読
経
し
て
も
ら
い
ま
す﹇
写
真
2
﹈。
そ
の
後
、地
蔵
念
仏

を
念
仏
組
の
女
性
た
ち
が
唱
え
ま
す
。
そ
の
年
に
人
が

亡
く
な
っ
た
家
で
は
、お
茶
菓
子
を
供
え
、念
仏
を
あ
げ

て
拝
ん
で
も
ら
っ
た
あ
と
、食
し
て
も
ら
い
ま
す
。
こ
の

と
き
に
は
、盆
踊
り
の
ほ
か
、花
火
大
会
等
を
行
な
っ
た

り
、露
店
が
出
た
り
、賑
や
か
で
あ
っ
た
と
い
い
ま
す
。

盆
踊
り
は
東
日
本
大
震
災
以
後
、途
絶
え
て
し
ま
い
ま

し
た
が
、供
養
自
体
は
今
日
も
続
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
新

仏
と
共
に
海
で
亡
く
な
っ
た
人
の
霊
を
供
養
す
る
営
み

は
、精
神
的
な
協
働
と
も
い
え
る
で
し
ょ
う
。

集
落
に
お
け
る
連
帯
と
協
働

集
落
は
、集
落
内
に
居
を
有
す
る
家
々
で
構
成
さ
れ
、こ
れ

ら
の
家
々
は
相
互
に
支
え
あ
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
ひ
と
つ

は
地
域
的
な
連
帯
と
し
て
の
班
で
す
。
班
は
集
落
の
役
割

を
担
う
単
位
で
、各
班
か
ら
集
落
の
常
任
委
員
を
選
出
し

た
り
、集
会
所
の
清
掃
作
業
を
輪
番
で
担
っ
た
り
し
ま
す
。

も
う
ひ
と
つ
は
、本
分
家
や
婚
姻
に
よ
る
連
帯
で
す
。

本
分
家
間
の
家
々
は「
シ
ン
ル
イ（
親
類
）」と
称
し
、「
シ
ン

ル
イ
コ
ウ（
親
類
講
）」な
ど
と
称
し
て
、氏
神
な
ど
の
行
事

を
担
う
単
位
と
な
っ
て
い
ま
す
。
婚
姻
に
よ
る
家
々
の
関

係
は「
エ
ン
ル
イ（
縁
類
）」と
称
し
ま
す
。
例
え
ば
、あ
る

家
で
病
気
を
患
う
人
が
手
術
す
る
こ
と
に
な
れ
ば
、当
日

第
1
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浅
野
久
枝

人
々
の
つ
な
が
り

9

普
段
の
何
気
な
い
お
つ
き
あ
い
、こ
れ
が
い
か
に
重
要
だ
っ
た

か
、そ
の
こ
と
が
東
日
本
大
震
災
を
き
っ
か
け
に
わ
か
っ
て
き

ま
し
た
。ど
ん
な
場
面
で
そ
れ
が
わ
か
っ
た
の
か
、小
友
町
の

方
た
ち
の
お
話
か
ら
、考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
と
ま
り
の
あ
る
地
域
で
あ
っ
た
こ
と
の
利
点

「
何
か
あ
っ
た
ら
会
館（
公
民
館
・
集
会
所
・
行
屋
）に
集
ま
っ
て

炊
き
出
し
」は
常
か
ら
行
な
っ
て
い
る
こ
と
で
、そ
れ
は「
自

然
に
体
が
動
く
ん
で
す
」と
あ
る
女
性
は
語
っ
て
い
ま
し
た
。

「
と
に
か
く
会
館
に
行
こ
う
」と
い
う
意
識
は
日
頃
の
く
ら

し
に
根
付
い
て
い
る
の
で
す
。
こ
と
さ
ら
何
か
を
し
な
け

れ
ば
と
身
構
え
て
考
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、自
然
に
集

ま
っ
て
当
た
り
前
の
よ
う
に
助
け
合
お
う
と
い
う
心
構
え

が
普
段
か
ら
培
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
こ
の
言
葉
は
示
し
て

い
ま
す
。
集
落
内
の
普
段
か
ら
の
協
力
体
制
が
確
立
し
て
い

る
こ
と
、人
々
が
そ
れ
に
対
し
て
意
識
を
し
、行
動
し
て
い
る

こ
と
。こ
れ
ら
は
日
頃
か
ら
の
心
が
け
と
し
て
大
変
重
要
で

す
。た
だ
し「
会
館
に
集
ま
る
」こ
と
に
つ
い
て
は
、会
館
、公

民
館
に
と
ど
ま
っ
て
命
を
落
と
し
た
方
も
二
〇
一
一
年
の
と

か
ね
ば
い
け
ま
せ
ん
ね（
第
二
章「
6 

会
館
・
公
民
館
と『
避
難
所
』

運
営
」、「
7 
避
難
行
動
」も
参
照
）。

小
友
町
は
普
段
か
ら
地
域
の
つ
な
が
り
が
強
い
地
域
で

す
。
矢
の
浦
で
は
家
が
流
さ
れ
た
人
も
被
災
し
な
か
っ
た
人

も
二
晩
く
ら
い
は
公
民
館
や
行
屋﹇
写
真
1
﹈で
共
同
生
活
を

し
て
い
ま
し
た
。
家
の
残
っ
た
人
は
布
団
な
ど
を
運
ん
で
提

供
し
、一
緒
に
枕
を
並
べ
て
寝
ま
し
た
。
電
気
が
止
ま
っ
た
冷

蔵
庫
か
ら
食
料
を
持
ち
寄
っ
て
会
館
や
行
屋
で
み
ん
な
で
食

べ
た
そ
う
で
す
。「
ア
ワ
ビ
と
か
ね
ぇ
、い
つ
も
は
そ
ん
な
に
食

べ
な
い
高
級
食
材
を
毎
日
食
べ
て
。い
つ
も
よ
り
豪
華
だ
っ

た
の
」と
、今
と
な
っ
て
は
笑
い
話
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、余
震

の
続
く
な
か
、「
み
ん
な
と
一
緒
で
安
心
だ
っ
た
」そ
う
で
す
。

ま
た
只
出
で
は
、被
害
の
大
小
に
か
か
わ
ら
ず
、支
援
物
資
は

全
戸
平
等
に
配
分
さ
れ
ま
し
た
。日
頃
か
ら
の
お
つ
き
あ
い
、

人
間
関
係
の
重
要
性
が
こ
こ
で
も
明
ら
か
に
な
っ
て
き
ま
す
。

昔
か
ら
の
お
つ
き
あ
い
の
力

集
落
内
の
お
つ
き
あ
い
だ
け
で
な
く
、普
段
か
ら
の
他
所

集
落
と
の
お
つ
き
あ
い
も
力
を
発
揮
し
ま
し
た
。

み
な
さ
ん
は
も
ち
ろ
ん
、み
な
さ
ん
の
ご
両
親
の
世
代

で
も「
カ
ン
ガ
ラ
ト
」と
い
う
言
葉
は
聞
い
た
こ
と
が
な
い

で
し
ょ
う
。
葬
儀
社
の
な
か
っ
た
時
代
、昔
の
お
葬
式
は
親

戚
の
人
が
手
伝
っ
て
行
な
い
ま
し
た
。で
す
か
ら
、万
が
一

親
戚
内
で
お
葬
式
が
重
な
っ
た
と
き
は
、人
手
が
足
り
な

く
な
っ
て
と
て
も
大
変
で
す
。そ
の
よ
う
な
非
常
時
、三
日

市
・
岩
井
沢
・
松
山
・
西
の
坊
で
は
、集
落
を
越
え
て
お
手

伝
い
を
す
る
家
を
決
め
て
い
ま
し
た
。
こ
の
シ
ス
テ
ム
を

カ
ン
ガ
ラ
ト
と
い
い
、集
落
を
越
え
た
お
つ
き
あ
い
が
昔
か

ら
行
な
わ
れ
て
い
た
の
で
す
。し
か
し
、明
治
生
ま
れ
の
年

配
の
方
で
も
、こ
の
シ
ス
テ
ム
の
存
在
は
知
っ
て
い
て
も
そ

れ
が
機
能
し
た
と
い
う
話
は
聞
い
た
こ
と
も
体
験
し
た
こ

と
も
な
い
そ
う
で
す
。で
も
今
回
、三
日
市
の
方
た
ち
は
ま

ず
松
山
へ
逃
げ
ま
し
た
。
両
替
の
人
た
ち
も
申
し
合
わ
せ

た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、西
の
坊
へ
逃
げ
ま
し
た
。
距

離
的
に
近
い
と
い
う
だ
け
で
な
く
、と
っ
さ
に
頭
に
浮
か
ん

だ
場
所
だ
っ
た
の
で
す
。

も
ち
ろ
ん
こ
の
四
集
落
は
、婚
姻
関
係
で
結
ば
れ
て
い

る
家
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
ま
た
、両
替
と
西
の
坊
と

の
婚
姻
関
係
も
多
く
あ
り
ま
し
た
。
つ
ま
り
、親
戚
関
係

の
家
々
が
多
い
の
で
す
。
た
と
え
個
人
的
に
は
親
戚
が
い

な
く
て
も
、こ
れ
ら
の
集
落
同
士
は
も
と
も
と
親
近
感
を

も
っ
て
い
た
の
で
す
ね
。
受
け
入
れ
た
側
の
集
落
で
は
、

他
集
落
の
被
災
者
に
対
し
会
館
を
提
供
し
、家
に
あ
る
食

料
も
衣
類
も
寝
具
も
、と
こ
ろ
に
よ
っ
て
は
空
き
家
ま
で

提
供
し
て
、献
身
的
に
世
話
を
し
ま
し
た
。
集
落
を
越
え

た
昔
か
ら
の
お
つ
き
あ
い
が
非
常
時
の
助
け
合
い
に
力
を

発
揮
し
た
の
で
す﹇
写
真
2
﹈。

人
の
醜
さ
が
見
え
て
し
ま
う
場
面

一
方
で
、非
常
時
に
は
人
間
の
醜
い
面
も
露
呈
す
る
こ
と

が
あ
る
よ
う
で
す
。
配
慮
の
行
き
届
い
た
会
長
さ
ん
の
元

で
は
自
治
会
機
能
が
発
揮
さ
れ
、み
ん
な
が
満
足
す
る
避

難
生
活
が
で
き
ま
し
た（
第
一
章「
8 

集
落
の
連
帯
と
協
働
」を

参
照
）が
、残
念
な
が
ら
上
に
立
つ
人
が
身
内
や
知
り
合
い

を
え
こ
ひ
い
き
し
て
、救
援
物
資
の
分
配
が
不
平
等
だ
っ

た
避
難
所
も
少
な
か
ら
ず
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
ま
た
、瓦

礫
の
な
か
を
毎
日
の
よ
う
に
歩
き
、流
さ
れ
た
金
目
の
物

を
物
色
す
る「
物
探
し
」と
い
う
、信
じ
ら
れ
な
い
行
動
を

す
る
人
が
市
の
内
外
か
ら
集
ま
っ
て
い
た
と
い
う
話
も
あ

り
ま
す
。
と
て
も
残
念
な
こ
と
で
す
。

都
会
化
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
利
点

大
き
な
街
で
は
都
市
ガ
ス
が
供
給
さ
れ
て
い
ま
す
が
、地
震

に
よ
っ
て
ガ
ス
の
供
給
が
停
止
し
た
地
域
が
ず
い
ぶ
ん
あ
り

ま
し
た
。し
か
し
、小
友
町
で
は
プ
ロ
パ
ン
ガ
ス
が
使
わ
れ
て

い
ま
す
か
ら
、ガ
ス
の
供
給
が
止
ま
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
井
戸
が
た
く
さ
ん
あ
る
こ
と
も
利
点
で
、水
道
が
止

ま
っ
た
と
き
役
に
立
ち
ま
し
た
。た
だ
、電
動
ポ
ン
プ
で
水
を

汲
み
上
げ
て
い
た
家
の
場
合
、電
気
の
供
給
が
止
ま
っ
た
こ

と
で
使
え
な
く
な
っ
た
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
し
た
。そ
れ
で
も
、

小
友
町
に
は
発
電
機
を
持
っ
て
い
る
家
も
多
く
、そ
れ
を
お

互
い
に
融
通
し
合
っ
て
使
い
、水
道
が
止
ま
っ
て
も
井
戸
か
ら

水
を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。ま
た
、最
近
で
は
使
っ
て
い

な
か
っ
た
山
か
ら
湧
き
出
る
ヤ
マ
ノ
ミ
ズ（
山
の
水
）を
使
っ
た

地
域
も
結
構
あ
り
ま
し
た
。

水
洗
ト
イ
レ
も
使
え
な
く
な
り
ま
し
た
が
、都
会
と
違
う
こ

と
は
…
…
、な
ん
だ
か
わ
か
り
ま
す
か
？ 
穴
を
掘
る
地
面
が
た

く
さ
ん
あ
っ
た
こ
と
‼ 

穴
を
掘
り
、囲
い
を
作
り
、工
夫
し
て
臨

時
の
ト
イ
レ
を
作
り
ま
し
た
。こ
れ
ら
は
都
会
で
は
か
な
わ
な

い
こ
と
で
す
。昔
か
ら
の
く
ら
し
の
知
恵
や
経
験
知
識
を
出
し

合
い
、日
頃
か
ら
の
自
然
な
協
働
性
を
発
揮
し
て
、み
ん
な
で
力

を
合
わ
せ
、厳
し
い
状
況
を
乗
り
切
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。

新
し
い
集
落
の
創
出

震
災
後
、同
じ
集
落
の
人
が
ま
と
ま
っ
て
集
団
移
転
が
で
き

た
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
し
た
が
、分
譲
さ
れ
た
住
宅
に
個
別
に

引
っ
越
し
た
り
、親
が
も
っ
て
い
た
畑
や
縁
故
を
頼
っ
て
土

地
を
購
入
し
て
家
を
建
て
た
り
し
た
人
た
ち
も
沢
山
い
ま

す（
第
二
章「
3 

災
害
後
の
住
ま
い
の
移
動
」を
参
照
）。そ
れ
ま
で

の
集
落
は
何
世
代
も
続
く
お
つ
き
あ
い
で
成
り
立
っ
て
き

ま
し
た
。
震
災
後
、集
落
を
離
れ
る
人
も
、新
た
に
加
入
し

て
く
る
人
も
い
ま
す
。そ
う
し
た
な
か
で
、今
回
機
能
し
た

よ
う
な「
お
つ
き
あ
い
の
力
」を
発
揮
で
き
る
よ
う
な
集
落

を
つ
く
っ
て
い
く
の
に
は
大
変
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
必
要
で
す

し
、時
間
も
か
か
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。で
も
、「
お
つ
き
あ

い
の
力
」が
い
か
に
重
要
な
も
の
か
お
わ
か
り
い
た
だ
け
た

と
思
い
ま
す
。
普
段
の
何
気
な
い
く
ら
し
の
な
か
で
自
然
に

助
け
合
い
の
で
き
る
人
間
関
係
を
育
み
、都
会
の
人
た
ち
の

お
手
本
と
な
る
よ
う
な
小
友
の
お
つ
き
あ
い
の
あ
り
方
を

大
切
に
保
持
し
て
い
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

き
に
は
お
い
で
に

な
り
ま
し
た
の
で
、

自
分
の
集
落
の
会

館
が
津
波
到
達
や

山
津
波（
土
石
流
・

土
砂
崩
れ
）な
ど
、危

険
性
の
あ
る
位
置

に
な
い
か
ど
う
か

を
、確
認
し
て
お
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小
谷
竜
介

祭
礼
と
行
事

祭
り
、複
数
の
集
落
で
行
な
わ
れ
る
祭
り
な
ど
、い
ろ
い
ろ

な
祭
り
が
行
な
わ
れ
て
き
ま
し
た（
第
一
章「
8 

集
落
の
連
帯

と
協
働
」も
参
照
）。

矢
の
浦
熊
野
神
社
の
祭
礼

矢
の
浦
熊
野
神
社
は
、矢
の
浦
、獺
沢
の
二
集
落
で
祀
る

神
社
で
す
が
、そ
の
お
祭
り
に
は
、蛇
ヶ
崎
八
幡
神
社
と

同
じ
よ
う
に
小
友
中
の
人
が
集
ま
り
、芸
能
奉
納
を
し
て

い
ま
し
た
。
鎮
守
の
お
祭
り
の
よ
う
に
盛
り
上
が
る
場

所
で
し
た
。

七
夕

高
田
町
の「
う
ご
く
七
夕
」、今
泉
町
の「
け
ん
か
七
夕
」。
陸

前
高
田
市
は
七
夕
行
事
と
し
て
飾
り
付
け
た
山
車
を
引
い

て
歩
く
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
小
友
で
も
か
つ
て
は
、

こ
う
し
た
山
車
を
集
落
で
作
り
小
友
中
を
練
り
歩
き
ま
し

た
。
小
友
の
七
夕
は
子
ど
も
た
ち
が
中
心
で
し
た
。
子
ど
も

た
ち
は
年
上
の
子
ど
も
の
指
示
の
も
と
、八
月
七
日
は
朝
か

小
友
の
祭
礼

二
〇
一
六
年
一
〇
月
、只
出
に
あ
る
蛇
ヶ
崎
八
幡
神
社
の

お
祭
り
が
開
か
れ
ま
し
た﹇
写
真
1

－

5
﹈。
東
日
本
大
震

災
の
あ
と
、は
じ
め
て
開
か
れ
た
こ
の
お
祭
り
に
は
、小
友

の
各
地
区
が
民
俗
芸
能
を
奉
納
し
ま
し
た
。
五
年
祭
と
呼

ば
れ
る
、前
回
祭
礼
か
ら
五
年
目
、す
な
わ
ち
四
年
ご
と
に

開
か
れ
る
大
祭
礼
は
、毎
年
行
な
わ
れ
る
神
事
を
中
心
と

し
た
小
祭
礼
と
は
異
な
り
、芸
能
を
奉
納
す
る
た
め
小
友

中
の
人
が
只
出
に
集
ま
る
機
会
と
な
っ
て
い
ま
す
。
各
集

落
で
は
、お
正
月
の
権
現
舞
や
剣
舞
な
ど
地
域
で
伝
え
ら

れ
て
い
る
芸
能
を
披
露
し
ま
す
。
み
な
さ
ん
は
参
加
し
た

こ
と
が
あ
り
ま
す
か
？

こ
う
し
た
五
年
祭
は
小
友
を
含
む
旧
気
仙
郡
で
は
広

く
見
ら
れ
、そ
の
多
く
は
神
輿
渡
御
と
芸
能
の
奉
納
が
行

な
わ
れ
ま
す
。
さ
な
が
ら
芸
能
大
会
と
い
っ
た
感
じ
で
、

祭
り
に
参
加
し
て
い
る
人
た
ち
も
笑
顔
が
絶
え
ま
せ
ん
。

「
村
」単
位
の
祭
礼

こ
う
し
た
地
域
の
お
祭
り
は
、江
戸
時
代
の「
村
」を
単
位

に
ひ
と
つ
の
神
社
、一
般
に
は
鎮
守
や
氏
神
さ
ま
と
呼
ば

れ
る
神
社
で
行
な
わ
れ
ま
す
。
小
友
の
場
合
は
、江
戸
時

代
の
小
友
村
の
鎮
守
が
蛇
ヶ
崎
八
幡
神
社
で
す
か
ら
、小

友
の
人
た
ち
は
こ
の
神
社
の
氏
子
に
な
り
、お
祭
り
に
は

全
行
政
区
の
人
た
ち
が
参
加
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
小

友
地
区
に
は
こ
の
ほ
か
に
も
集
落
を
単
位
に
行
な
わ
れ
る

ら
山
車
を
引
き
、集
落
の
中
か
ら
周
辺
へ
と
回
り
ま
し
た
。

最
後
は
小
友
駅
前
に
行
き
、そ
こ
で
ア
イ
ス
キ
ャ
ン
デ
ィ
を

買
っ
て
も
ら
っ
た
こ
と
を
覚
え
て
い
る
お
年
寄
り
も
結
構

い
ま
す（
第
一
章「
7 

町
場
と
し
て
の
小
友
駅
前
」も
参
照
）。

小
友
の
七
夕
と
い
う
と
三
日
市
の「
海
上
七
夕
」が
有

名
で
す
が
、こ
う
い
う
七
夕
も
あ
り
ま
し
た
。

箱
根
山
神
社
の
祭
礼

箱
根
山
山
頂
に
あ
る
箱
根
山
神
社
は
、小
友
地
区
だ
け
で

は
な
く
、大
船
渡
市
側
に
も
信
仰
が
広
が
る
神
社
で
す
。

神
社
に
あ
る
参
拝
の
記
録
を
み
る
と
、現
在
も
継
続
的
に

各
地
の
人
た
ち
が
参
拝
に
訪
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま

す
。
鳥
居
が
寄
進
さ
れ
た
記
念
と
し
て
昭
和
17
年
に
は
、

箱
根
山
神
社
の
祭
礼
も
あ
り
、西
の
坊
、松
山
、岩
井
沢
の

各
集
落
で
持
ち
回
り
に
当
番
を
決
め
て
お
祭
り
を
行
な
っ

て
い
ま
し
た
。
神
輿
が
練
り
歩
く
お
祭
り
だ
っ
た
よ
う
で

す
が
、長
ら
く
休
ん
で
お
り
、そ
の
様
子
を
覚
え
て
い
る
人

も
だ
い
ぶ
減
り
ま
し
た
。

地
域
に
伝
わ
る
祭
り
や
行
事
は
、人
々
が
集
ま
り
、交
流
す

る
大
切
な
機
会
に
な
っ
て
い
ま
す
。
小
友
で
は
そ
う
し
た

行
事
の
多
く
が
、集
落
を
ま
た
い
で
、小
友
全
体
に
か
か

わ
っ
て
行
な
わ
れ
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
り
ま
す
。
現
在

は
行
な
わ
れ
な
く
な
っ
た
お
祭
り
や
行
事
も
あ
り
ま
す

が
、震
災
復
興
活
動
の
機
会
に
、ま
た
再
開
で
き
る
こ
と
を

期
待
し
て
い
ま
す
。
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写真1  1966年の小友の航空写真［国土地理院の航空写真を飯塚里志氏の「ディープネットワークを用いた白黒写真の
自動色付けサイト」http://iizuka.cs.tsukuba.ac.jp/projects/colorization/web/で着色した］

図1  小友地区の建物変化［筆者作成］

全体
三日市
両替
中西
柳沢
財当
谷地館
小ヶ口前
腰廻
茂里花
矢の浦
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2019200119771966 ［年］

［m］

年 全体 三日市 両替 中西 柳沢 財当 谷地館 小ヶ口前 腰廻 茂里花 矢の浦

1966 30㎡以上の建物数 983  93  97  99  103  90  122  95  72  75  137

平均標高［m］ 27.5 7.9 30.0 39.7 34.7 18.1 14.5 20.0 70.5 21.4 24.8 

1977 30㎡以上の建物数 1279  120  142  131  145  107  180  145  75  94  140  

平均標高［m］ 27.3 6.3 24.9 40.1 31.0 17.5 12.4 17.2 66.0 19.2 27.2 

2001 30㎡以上の建物数 1416  100  154  182  157  143  174  146  120  93  147  

平均標高［m］ 32.6 8.1 32.3 39.7 33.2 22.1 14.3 19.2 80.1 19.4 25.7 

2019 30㎡以上の建物数 1316  45  117  192  158  145  124  98  206  90  141  

平均標高［m］ 40.9 17.0 41.9 39.3 33.2 22.4 18.3 24.0 87.2 20.1 28.7 

一
三
）年
、二
〇
一
九（
令
和
元
）年
の
航
空
写
真
を
分
析
し
、

そ
れ
ぞ
れ
の
写
真
に
写
っ
て
い
る
建
物
の
数
と
、建
っ
て

い
る
と
こ
ろ
の
標
高
を
計
算
し
ま
し
た
。
な
お
、航
空
写

真﹇
写
真
1
﹈だ
け
で
は
、そ
の
建
物
が
住
宅
な
の
か
、番
屋

な
の
か
、倉
庫
な
の
か
、と
い
っ
た
具
体
的
な
使
い
方
は
わ

か
ら
な
い
た
め
、こ
こ
で
は
三
〇
平
米
よ
り
大
き
な
建
物

の
数
を
数
え
て
い
ま
す﹇
図
1
・
2
﹈。

津
波
被
害
の
影
響

一
九
六
六
年
は
一
九
六
〇
年
の
チ
リ
地
震
津
波
か
ら
六

年
後
で
す
。
こ
の
頃
の
小
友
に
は
九
八
三
棟
の
建
物
が

あ
り
、そ
れ
ら
は
平
均
し
て
二
七
・
五
メ
ー
ト
ル
の
高
さ

に
立
地
し
て
い
ま
し
た
。
チ
リ
地
震
津
波
で
大
き
な
被

害
を
受
け
た
三
日
市
を
見
る
と
、高
さ
の
平
均
は
七
・
九

メ
ー
ト
ル
で
し
た
。
一
九
七
七
年
に
な
る
と
建
物
の
数
は

一
二
七
九
棟
に
増
え
て
い
き
ま
す
。
し
か
し
、平
均
の
高

さ
は
二
七
・
三
メ
ー
ト
ル
、と
あ
ま
り
変
化
が
あ
り
ま
せ

ん
。
一
〇
年
あ
ま
り
で
三
〇
〇
棟
ほ
ど
の
建
物
が
新
築
さ

れ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、高
い
と
こ
ろ
に
も
低
い
と
こ
ろ

に
も
満
遍
な
く
立
地
し
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
三
日
市

で
は
、平
均
の
高
さ
が
六
・
三
メ
ー
ト
ル
へ
と
下
が
っ
て
お

り
、低
い
と
こ
ろ
に
建
物
が
建
っ
て
い
っ
た
こ
と
が
わ
か

り
ま
す
。

二
〇
〇
一
年
に
な
る
と
建
物
の
数
は
一
四
一
六
棟
に

増
え
、平
均
の
高
さ
は
三
二
・
六
メ
ー
ト
ル
と
な
り
ま
し

た
。
こ
の
時
期
に
高
い
と
こ
ろ
の
建
物
が
増
え
た
こ
と
が

小
友
地
区
は
一
八
九
六（
明
治
二
九
）年
の
明
治
三
陸
津
波

で
は
二
一
一
名
の
、一
九
三
三
年
の
昭
和
三
陸
津
波
で
は

八
名
の
、一
九
六
〇（
昭
和
三
五
）年
の
チ
リ
地
震
津
波
で

は
三
名
の
、そ
し
て
、二
〇
一
一（
平
成
二
三
）年
の
東
日
本

大
震
災
で
は
残
念
な
が
ら
六
二
名
の
死
者
・
行
方
不
明
者

を
出
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
三
陸
沿
岸
の
ほ
か
の
地
区
で

は
、東
日
本
大
震
災
の
死
者
数
が
増
え
た
と
こ
ろ
も
、減
っ

た
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
が
、そ
の
違
い
は
何
が
原
因
だ
っ

た
の
で
し
ょ
う
か
。

建
物
の
建
つ
場
所
は 

ど
う
変
わ
っ
て
き
た
の
か
？

津
波
の
被
害
を
軽
く
す
る
た
め
に
は
、建
物
、特
に
住
宅
を

高
い
と
こ
ろ
に
建
て
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。こ
こ
で
は
そ
の
こ
と
に
注
目
し
、建
物
が
ど
の
高

さ
に
建
っ
て
き
た
の
か
、そ
の
場
所
が
ど
の
よ
う
に
変
化

し
て
き
た
の
か
を
一
九
六
〇
年
代
以
降
の
航
空
写
真
の
分

析
か
ら
明
ら
か
に
し
ま
す
。
小
友
を
撮
影
し
た
一
九
六
六

（
昭
和
四
一
）年
、一
九
七
七（
昭
和
五
二
）年
、二
〇
〇
一（
平
成

わ
か
り
ま
す
。
低
い
と
こ
ろ
の
建
物
は
、一
九
三
三
年
の
昭

和
三
陸
津
波
の
あ
と
に
建
て
ら
れ
た
建
物
が
大
半
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
、建
設
か
ら
四
〇
年
、五
〇
年
、六
〇
年
と
時

間
が
経
過
す
る
な
か
で
古
く
な
っ
て
取
り
壊
さ
れ
て
い
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

そ
し
て
二
〇
一
一
年
の
津
波
被
害
を
経
て
、建
物
は

一
三
一
六
棟
に
減
少
し
ま
す
。
デ
ー
タ
は
二
〇
一
九
年
の

も
の
で
あ
り
、津
波
の
直
後
で
は
な
く
、津
波
で
住
宅
を

饗
庭 
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図2  1966年と2019年の建物分布［海岸線、道路については、どちらも2019年のデータを使用  筆者作成］
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失
っ
た
人
た
ち
が
、そ
れ
ぞ
れ
の
住
宅
を
再
建
し
た
あ
と

の
状
況
を
示
し
て
い
ま
す
。
低
い
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
建

物
が
被
害
を
受
け
、高
い
と
こ
ろ
へ
の
移
転
が
進
ん
だ
結

果
、平
均
標
高
は
四
〇
・
九
メ
ー
ト
ル
と
な
り
ま
し
た
。

字
ご
と
に
見
て
み
る
と
、三
日
市
、両
替
、谷
地
館
、小
ヶ

こ
れ
ら
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
、一
九
三
三
年
の
昭
和

三
陸
津
波
か
ら
二
〇
一
一
年
の
津
波
ま
で
、建
物
が「
低

い
と
こ
ろ
に
下
が
り
続
け
た
」と
い
う
こ
と
は
な
く
、

一
九
七
七
年
頃
を
底
に
し
て
、高
い
と
こ
ろ
に
立
地
す
る

よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
東
日
本
大
震
災
の
被

災
地
は
、「
過
去
の
津
波
被
害
の
こ
と
を
忘
れ
て
ま
た
低

い
と
こ
ろ
に
建
物
を
建
て
て
し
ま
い
、東
日
本
大
震
災
で

再
び
被
害
に
あ
っ
て
し
ま
っ
た
」と
い
う
ふ
う
に
語
ら
れ

る
こ
と
が
多
く
あ
り
ま
す
が
、小
友
に
お
い
て
は
そ
う
で

は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

で
は
、こ
の
よ
う
に
建
物
が
高
い
と
こ
ろ
に
上
が
っ
て

い
っ
た
こ
と
の
理
由
は
何
で
し
ょ
う
か
。
高
い
と
こ
ろ
の

土
地
を
わ
ざ
わ
ざ
平
坦
に
し
て
住
宅
を
建
て
る
よ
り
も
平

地
の
ほ
う
が
楽
な
の
で
、小
友
で
も
建
物
が
平
地
に
作
ら

れ
て
も
お
か
し
く
な
か
っ
た
の
で
す
が
、実
際
に
は
そ
れ

ほ
ど
高
さ
は
下
が
っ
て
い
ま
せ
ん
。「
津
波
の
危
険
性
へ

の
高
い
防
災
意
識
か
ら
、み
ん
な
が
高
く
上
が
っ
て
い
っ

た
」と
い
う
理
由
も
あ
る
で
し
ょ
う
が
、全
員
の
意
識
が
高

か
っ
た
と
は
思
え
な
い
の
で
、別
の
理
由
も
考
え
て
み
ま

し
ょ
う
。

生
業
の
変
化
の
影
響

他
の
三
陸
沿
岸
の
地
区
と
比
べ
て
み
た
と
き
に
、小
友
で

目
を
引
く
の
は
、低
地
に
広
が
る
農
地
で
す（
第
一
章「
3
農

業
と
水
」も
参
照
）。
一
九
九
五
年
と
二
〇
一
〇
年
の
就
業
者

数
を
見
て
も
、と
な
り
の
広
田
に
比
べ
て
小
友
で
は
漁
業

者
は
少
な
く
、農
業
者
が
多
く
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す

﹇
図
3
﹈。
つ
ま
り
漁
業
者
の
よ
う
に
海
の
そ
ば
で
暮
ら
す

必
要
性
が
少
な
い
人
が
多
か
っ
た
こ
と
が
理
由
と
し
て

挙
げ
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。
ま
た
、低
地
は
す
で
に
農
業
の

た
め
に
使
わ
れ
て
お
り
、建
物
を
作
る
場
所
は
な
か
っ
た

と
い
う
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
生
業
と
し
て
、農

業
に
力
を
入
れ
る
の
か
、漁
業
に
力
を
入
れ
る
の
か
、あ

る
い
は
兼
業
で
ど
ち
ら
も
続
け
る
こ
と
を
選
ぶ
の
か
、小

友
の
人
た
ち
は
、そ
れ
ぞ
れ
が
そ
の
選
択
を
し
て
き
た
わ

け
で
す
が
、結
果
的
に
は
漁
業
に
力
を
入
れ
る
人
が
少
な

か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

な
お
、就
業
者
数
の
変
化﹇
図
3
﹈を
見
る
と
、現
在
は
漁

業
や
農
業
は
も
は
や
主
流
で
は
な
く
、小
友
の
仕
事
の
大

半
は
建
設
業
、製
造
業
、サ
ー
ビ
ス
業
で
あ
り
、二
〇
一
一
年

の
震
災
後
に
建
設
業
が
急
増
し
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

口
前
の
建
物
の
数
が
激
減
し
、腰
廻
の
建
物
の
数
が
激
増

し
て
い
ま
す
。
前
者
の
集
落
か
ら
後
者
の
集
落
へ
と
、居

住
者
が
移
転
し
た
こ
と
が
推
測
で
き
ま
す
。
建
物
の
平

均
の
高
さ
は
、中
西
を
除
く
す
べ
て
の
集
落
で
高
く
な
り

ま
し
た（
柳
沢
は
変
化
な
し
）。

小
友
の
住
民
の
方
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

小
友
の
人
た
ち
の
生
業
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
き
た
の

か
、地
区
の
方
に
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

Q 

津
波
前
に
上
が
っ
た
人
た
ち
は
小
友
の
方
で
す
か
。

A 

そ
う
で
す
。
こ
こ
は
も
と
も
と
出
稼
ぎ
の
町
で
、「
気

仙
大
工
」と
い
う
の
で
す
が
、う
ち
を
守
る
の
は
女
性
で
、

男
性
は
大
工
さ
ん
に
な
っ
て
外
で
現
金
を
得
て
、そ
し
て

盆
、正
月
に
帰
っ
て
く
る
と
い
う
よ
う
な
生
活
ス
タ
イ
ル

が
あ
り
ま
し
た
。
今
は
い
わ
ゆ
る
職
の
種
類
が
変
わ
っ
た

と
い
う
か
、商
業
、工
業
関
係
、水
産
業
関
係
の
加
工
場
に

会
社
員
と
し
て
勤
め
る
と
か
、大
工
さ
ん
に
な
る
人
は
ほ

と
ん
ど
な
く
な
り
ま
し
た
。
そ
う
い
う
出
稼
ぎ
と
い
う
の

は
も
う
あ
り
ま
せ
ん
。
自
給
自
足
か
ら
、月
給
も
ら
っ
て
、

そ
れ
で
食
料
や
衣
料
品
、生
活
用
品
を
買
っ
て
暮
ら
す
と

い
う
時
代
に
な
り
ま
し
た
の
で
、だ
い
ぶ
生
活
も
変
わ
り

ま
し
た
。

Q 

お
勤
め
は
小
友
の
な
か
で
は
な
く
、高
田
の
ほ
う
で
す
か
。

A 

高
田
と
い
う
よ
り
は
大
船
渡
が
多
い
で
す
。
高
田
は

あ
ま
り
工
業
地
帯
で
は
な
い
の
で
、商
業
の
町
と
い
え
ば

そ
う
で
す
が
、ほ
と
ん
ど
勤
め
先
が
あ
り
ま
せ
ん
。
大
船

渡
は
水
産
加
工
場
と
か
い
ろ
い
ろ
あ
っ
て
漁
業
の
町
で
す

か
ら
、そ
ち
ら
に
勤
め
る
人
が
結
構
多
い
で
す
。
あ
と
は

気
仙
沼
で
す
。
こ
こ
は
同
じ
伊
達
藩
で
伊
達
政
宗
が
治
め

た
土
地
で
す
か
ら
、宮
城
県
と
い
っ
て
も
大
体
、生
活
習
慣

も
同
じ
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
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図3  就業者数の変化［国勢調査データより  筆者作成］
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図4  昭和三陸津波前後の道路ネットワーク（昭和11年発行1/50000地形図をもとに筆者加筆して作成）

交
通
手
段
の
変
化
の
影
響

次
に
鉄
道
や
道
路
の
影
響
も
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
高
田

か
ら
小
友
を
通
り
、大
船
渡
の
細
浦
や
広
田
に
抜
け
る
道

路
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
昭
和
三
陸
津
波
前
後
の
地
形

図﹇
図
4
﹈を
見
る
と
、高
田
か
ら
小
友
に
至
る
ま
で
は
、海

沿
い
を
通
っ
て
く
る
ル
ー
ト
と
、標
高
が
高
い
山
の
中
を

通
っ
て
く
る
ル
ー
ト
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
ど

ち
ら
も
現
在
も
使
わ
れ
て
い
る
ル
ー
ト
で
す
が
、昭
和
の

時
代
を
通
じ
て
、海
沿
い
の
ル
ー
ト
が
主
ル
ー
ト
と
し
て

使
わ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す（
青
色
）。
一
九
三
四（
昭

和
九
）年
に
開
通
し
た
大
船
渡
線
も
、海
沿
い
の
ル
ー
ト
を

な
ぞ
る
よ
う
に
つ
く
ら
れ
ま
し
た（
第
一
章「
7 

町
場
と
し
て

の
小
友
駅
前
」も
参
照
）。
結
果
的
に
そ
の
後
の
昭
和
期
、平
成

期
を
通
じ
て
、こ
の
海
沿
い
の
ル
ー
ト
に
沿
う
よ
う
に
し

て
低
い
と
こ
ろ
、三
日
市
や
小
友
駅
の
周
辺
に
建
物
が
集

中
し
、前
者
は
チ
リ
地
震
津
波
で
、後
者
は
東
日
本
大
震

災
の
津
波
で
被
災
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

一
方
で
、す
べ
て
の
建
物
が
低
い
と
こ
ろ
に
集
中
し
た

わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
も
う
ひ
と
つ
の
山
の
中
を
通

る
ル
ー
ト
は
、標
高
の
高
い
と
こ
ろ
を
横
に
つ
な
ぎ
、一

度
も
低
い
と
こ
ろ
に
下
が
る
こ
と
な
く
細
浦
へ
と
つ
な

が
っ
て
い
ま
す（
オ
レ
ン
ジ
色
）。
こ
の
道
路
は
現
在
で
も

生
活
道
路
と
し
て
機
能
し
て
お
り
、東
日
本
大
震
災
の
津

波
が
低
地
を
襲
っ
た
と
き
も
、こ
の
道
路
が
高
所
で
そ
れ

ぞ
れ
の
集
落
を
横
に
つ
な
ぐ
ル
ー
ト
と
し
て
機
能
し
ま

し
た
。
こ
の
道
路
は
、高
い
と
こ
ろ
に
建
物
を
と
ど
め
る
、

あ
る
い
は
新
規
の
建
物
の
建
造
を
促
進
す
る
よ
う
に
、立

地
に
影
響
し
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

な
お
、東
日
本
大
震
災
の
前
後
に
ア
ッ
プ
ル
ロ
ー
ド
と

呼
ば
れ
る
新
し
い
幹
線
道
路
の
整
備
が
進
み
ま
す
。
こ
の

道
路
は
米
崎
か
ら
低
い
と
こ
ろ
に
向
か
っ
て
新
し
い
道

路
を
切
り
開
き
な
が
ら
整
備
さ
れ
た
も
の
で
す
が
、結
果

的
に
高
所
を
切
り
開
く
こ
と
に
な
り
、東
日
本
大
震
災
前

後
の
高
所
へ
の
建
物
の
集
中
を
促
進
し
た
も
の
と
考
え

ら
れ
ま
す
。
そ
こ
に
は
小
友
地
区
の
外
か
ら
新
し
く
住
宅

を
建
て
た
人
も
多
く
い
る
と
の
こ
と
で
し
た（
第
二
章「
3 

災
害
後
の
住
ま
い
の
移
動
」も
参
照
）。
人
口
の
構
成
の
変
化
を

み
て
も
、震
災
後
の
小
友
に
幅
広
い
年
代
の
人
が
流
入
し

て
き
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す﹇
図
5
﹈。

こ
の
よ
う
に
、小
友
の
家
々
は
昔
か
ら
ず
っ
と
同
じ
と

こ
ろ
に
あ
る
の
で
は
な
く
、歴
史
の
な
か
で
大
き
く
移
動

し
て
い
っ
て
い
る
の
で
す
。
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図5  生まれ年ごとにみた小友地区の人口の増減 1995年から2015年まで［国勢調査データより 筆者作成］
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写真1  津波供養塔（華蔵寺、1898［明治31］年建立）写真2  津波と赤痢の犠牲者を供養した記念の石碑（華蔵寺）

2

川
島
秀
一

災
害
の
歴
史

小
友
町
の
表
浜
と
裏
浜（
浦
浜
）の
あ
い
だ
は
、小
友
駅
や
田

が
広
が
る
平
野
地
帯
で
す
。こ
の
平
地
は
、一
八
九
六
年
の

明
治
三
陸
津
波
や
二
〇
一
一
年
の
東
日
本
大
震
災
に
よ
る

津
波
で
浸
水
し
、太
平
洋
と
広
田
湾
の
海
は
、両
側
か
ら
つ

な
が
り
ま
し
た
。

一
八
九
六
年
の
津
波
に
よ
る
死
者
を
供
養
し
た
石
碑

は
、二
年
後
に
華
蔵
寺
に
建
て
ら
れ
ま
し
た﹇
写
真
1
﹈。
ま

た
、さ
ら
に
四
年
後
に
は
、津
波
の
犠
牲
者
と
共
に
赤
痢
と

い
う
伝
染
病
で
死
ん
だ
人
を
供
養
し
た
碑
も
建
て
ら
れ
て

お
り
ま
す﹇
写
真
2
﹈。
様
々
な
災
害
で
、突
然
に
亡
く
な
っ

た
人
々
の
こ
と
を
忘
れ
る
こ
と
な
く
、大
切
に
し
て
い
た

こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

同
じ
場
所
に
は
、明
治
の
津
波
よ
り
約
五
〇
年
前
の
、

一
八
四
七（
弘
化
四
）年
の
嵐
に
よ
る
カ
ツ
オ
船
三
隻
の
遭

難
事
故
で
亡
く
な
っ
た
二
一
名
の
供
養
碑
も
建
っ
て
お
り

ま
す
。
供
養
碑
を
建
て
た
発
起
人
の
う
ち
一
七
名
は
、夫

や
子
を
亡
く
し
た
と
思
わ
れ
る
女
性
た
ち
で
す
。
海
は
い

つ
も
は
人
々
に
恵
み
を
与
え
、一
方
で
は
、と
き
に
生
活
を

破
壊
す
る
こ
と
も
多
く
あ
り
ま
す
。

津
波
は
一
九
三
三
年
の
昭
和
三
陸
津
波
と
一
九
六
〇
年

の
チ
リ
地
震
津
波
で
も
、小
友
に
大
き
な
被
害
を
与
え
て
お

り
ま
す（
第
二
章「
4 

チ
リ
地
震
津
波
」も
参
照
）。
南
米
の
チ
リ

の
地
震
に
よ
る
津
波
が
太
平
洋
を
渡
り
、小
友
の
ノ
リ
の
養

殖
施
設
を
破
壊
し
ま
し
た
。こ
の
津
波
の
あ
と
、防
潮
堤
な

ど
の
漁
港
設
備
が
進
ん
だ
こ
と
で
、養
殖
も
ノ
リ
か
ら
ワ
カ

メ
へ
と
変
え
て
い
き
ま
し
た
。
夏
の
種
付
け
か
ら
始
ま
っ

視
線
で
は「
改
善
す
べ
き
も
の
」と
さ
れ
た
ひ
と
つ
が「
出

稼
ぎ
」で
す
が
、小
友
に
住
む
人
々
は
、そ
も
そ
も「
出
稼

ぎ
」を「
や
め
る
べ
き
も
の
」と
考
え
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

む
し
ろ「
出
稼
ぎ
」を
し
な
か
っ
た
ら
、一
人
前
の
職
人
や

漁
業
者
に
は
な
れ
な
い
と
考
え
て
お
り
ま
し
た
。
自
然
災

害
と
呼
ば
れ
る
も
の
も
含
め
、災
害
と
は
人
間
の
側
の
油

断
と
自
然
に
対
す
る
傲
慢
さ
か
ら
生
ま
れ
る
も
の
で
す
。

て
、春
の
収
穫
で
終
え
る
ワ
カ
メ
養
殖
が
始
ま
っ
た
こ
と
に

よ
っ
て
、そ
れ
ま
で
あ
っ
た
小
友
か
ら
の
冬
の
出
稼
ぎ
は
な

く
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
災
害
が
人
々
の
生
活
の
か
た
ち

を
変
え
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

ま
た
、東
日
本
大
震
災
後
の
漁
村
の
復
興
と
し
て
目
指

さ
れ
て
い
る
ひ
と
つ
が
、「
里
海
」な
ど
の
、つ
く
ら
れ
た

固
定
的
な
イ
メ
ー
ジ
で
す
が
、こ
れ
も
実
は
、チ
リ
地
震
津

波
後
の
漁
港
整
備（
ハ
ー
ド
事
業
）と
養
殖
業
と
が
相
互
に

促
進
し
あ
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
培
わ
れ
た
も
の
で
す
。

と
こ
ろ
で
、表
浜
に
あ
る
只
出
集
落
は
、明
治
と
昭
和

の
津
波
と
チ
リ
地
震
津
波
、東
日
本
大
震
災
に
よ
る
津
波

と
、何
度
も
災
害
を
繰
り
返
し
て
き
ま
し
た
。
そ
の
た
び

に
、住
民
が
一
度
は
高
台
移
転
を
す
る
わ
け
で
す
が
、津
波

後
に
豊
漁
が
続
く
と
、浜
に
建
て
て
い
た
漁
業
用
の
納
屋

に
仮
住
ま
い
を
す
る
よ
う
に
な
り
、い
つ
の
ま
に
か
、元
の

場
所
に
戻
っ
て
生
活
す
る
う
ち
に
、ま
た
次
の
津
波
の
被

害
に
あ
う
と
い
う
歴
史
を
繰
り
返
し
て
き
ま
し
た
。

家
が
密
集
し
て
建
て
ら
れ
る
漁
村
の
集
落
で
は
、人
々

の
不
始
末
で
起
こ
る
火
災
な
ど
の
人
災
も
多
か
っ
た
よ
う

で
す（
第
二
章「
3 

災
害
後
の
住
ま
い
の
移
動
」も
参
照
）。
例
え

ば「
小
友
浦
」と
も
呼
ば
れ
た
、広
田
湾
に
面
し
た
裏
浜
で

は
、戦
後
の
食
糧
不
足
を
補
う
た
め
に
、干
潟
を
埋
め
、干

拓
地
を
目
指
し
ま
し
た
が
、塩
抜
き
を
し
な
か
っ
た
た
め

に
稲
作
が
で
き
な
く
な
り
、失
敗
に
終
わ
り
ま
し
た
。
こ

れ
も
人
災
の
例
と
い
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

そ
の
後
も
、そ
の
干
拓
さ
れ
た
跡
地
を
め
ぐ
っ
て
、何
度

も
石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
や
石
炭
火
力
発
電
所
の
建
設
計
画

が
、企
業
と
行
政
か
ら
計
画
が
出
さ
れ
ま
し
た
が
、そ
の
都

度
、漁
民
や
市
民
か
ら
の
反
対
に
よ
り
撤
回
さ
れ
ま
し
た
。

海
は
田
畑
と
違
っ
て
、一
度
失
っ
た
ら
、ほ
か
か
ら
買
い
求

め
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
漁
民
の
思
い
が
強
か
っ
た

か
ら
で
す
。
干
拓
す
る
前
の
干
潟
も
、網
漁
で
多
く
の
魚
を

捕
っ
て
い
た
、大
事
な
仕
事
場
で
も
あ
り
ま
し
た（
第
一
章

「
6 

二
つ
の
海
の
漁
業
」も
参
照
）。
開
発
計
画
を
立
て
る
側
の

第
2
章  
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図1  小友における過去の津波浸水域［『三陸津波に因る被害町村の復興計画報告書』
『岩手県チリ地震津波災害復興誌』『東日本大震災津波被害市街地復興支援調査』などより作成］
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図2  只出集落の過去100年程度の集落移動［地籍図・土地台帳、聞き取り調査などにより作成］
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3

ツ
ナ
ミ
ジ
ョ
ウ
シ
ュ
ウ
チ
・
小
友

「
ツ
ナ
ミ
ジ
ョ
ウ
シ
ュ
ウ
チ
」と
い
う
言
葉
を
聞
い
た
こ

と
は
あ
り
ま
す
か
？ 

津
波
が
た
び
た
び
押
し
寄
せ
る
地

域
の
こ
と
で
す
。「
津
波
常
襲
地
」と
い
う
書
き
方
を
す

る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、「
津
波
常
習
地
」と
書
く
研
究
者

も
い
ま
す
。「
習
」の
字
を
使
う
の
は
、そ
の
地
域
に
住
む

人
々
が
た
だ
災
害
に
受
け
身
の
姿
勢
で
あ
っ
た
の
で
は
な

く
、過
去
の
災
害
か
ら
学
び
、積
極
的
な
対
策
を
取
っ
て
き

た
こ
と
を
意
識
し
て
の
こ
と
で
す
。

下
の
津
波
浸
水
域
図﹇
図
1
﹈は
、昭
和
以
降
の
大
き
な

津
波
の
浸
水
範
囲
を
示
し
て
い
ま
す
。
小
友
を
含
む
三

陸
沿
岸
の
リ
ア
ス
海
岸
地
域
で
は
、一
八
九
六
年
の
明
治

三
陸
津
波
、一
九
三
三
年
の
昭
和
三
陸
津
波
、一
九
六
〇

年
の
チ
リ
地
震
津
波
、そ
し
て
二
〇
一
一
年
の
東
日
本
大

震
災
と
、数
十
年
に
一
度
、大
き
な
津
波
が
押
し
寄
せ
て

い
ま
す
。

津
波
は
毎
回
、規
模
や
浸
水
範
囲
が
異
な
り
ま
す
。
岩

手
や
宮
城
の
他
の
地
域
で
は
、昭
和
三
陸
津
波
の
被
害
の

ほ
う
が
チ
リ
地
震
津
波
よ
り
も
大
き
か
っ
た
、と
い
う
と

こ
ろ
が
多
い
の
で
す
。
し
か
し
小
友
は
、広
田
湾
か
ら
波

が
流
れ
込
ん
だ
こ
と
も
あ
り
、チ
リ
地
震
津
波
の
と
き
も

広
い
範
囲
で
浸
水
し
ま
し
た
。
小
友
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

セ
ン
タ
ー
に
は
、チ
リ
地
震
津
波
時
の
浸
水
範
囲
を
記
録

し
た
絵（
50–

51
頁
）も
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

昭
和
三
陸
津
波
で
の
移
動

津
波
常
習
地
で
は
、津
波
に
備
え
て
住
ま
い
を
移
動
さ
せ

た
り
、ま
た
沿
岸
に
戻
っ
た
り
、が
繰
り
返
さ
れ
て
き
ま
し

た
。
民
俗
学
者
・
地
理
学
者
の
山
口
弥
一
郎（
一
九
〇
二
〜

二
〇
〇
〇
）は
、三
陸
沿
岸
を
歩
き
回
っ
て
つ
ぶ
さ
に
観
察

し
、災
害
後
の
住
ま
い
の
移
動
の
様
式
と
し
て「
集
団
移

動
」「
分
散
移
動
」「
原
地
復
興
」の
三
つ
を
挙
げ
て
い
ま
す

（『
津
浪
と
村
』、三
弥
井
書
店
、二
〇
一
一
年
）。

で
は
、小
友
で
は
ど
う
だ
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
住
ま
い

の
移
動
に
お
い
て
特
徴
的
な
の
は
、太
平
洋
に
面
し
た
只

出
集
落
で
す
。
左
の
集
落
移
動
の
イ
メ
ー
ジ
図﹇
図
2
﹈が

示
し
て
い
る
の
は
、様
々
な
資
料
を
使
っ
て
調
べ
た
、過

去
一
〇
〇
年
間
の
只
出
集
落
の
住
ま
い
の
立
地
の
変
化
で

す
。
只
出
で
は
も
と
も
と
漁
業
に
都
合
の
よ
い
海
沿
い
に

家
が
並
び
、津
波
が
あ
っ
て
も
、元
の
場
所
に
住
み
続
け
た

よ
う
で
す
。
し
か
し
昭
和
三
陸
津
波
で
集
落
の
半
分
ほ
ど

の
家
が
被
害
を
受
け
た
の
を
き
っ
か
け
に
、一
部
の
人
々

は
集
団
で
住
ま
い
を
移
し
ま
し
た
。
こ
の
と
き
で
き
た
集

団
移
転
地
は
、当
時
の
住
宅
組
合
法
と
い
う
制
度
を
活
用

し
た
こ
と
の
名
残
り
で
、今
も「
ジ
ュ
ー
タ
ク
」と
呼
ば
れ

て
い
ま
す
。
こ
の
ほ
か
、一
九
五
〇（
昭
和
二
五
）年
に
は
只

出
で
大
き
な
火
災
が
あ
り
、そ
の
あ
と
で
、よ
り
広
い
土
地

を
求
め
て
高
台
に
移
転
し
た
家
も
あ
る
そ
う
で
す
。

東
日
本
大
震
災
で
の
移
動

こ
う
し
た
移
動
は
、東
日
本
大
震
災
後
に
も
行
な
わ
れ
ま

し
た（
第
二
章「
1 

建
物
が
建
つ
場
所
の
変
化
」も
参
照
）。
こ
の

第
2
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表1  東日本大震災後の小友地区での防災集団移転促進事業の工程表
［復興庁「住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標［工程表］」をもとに情報を整理して加工］

図3  聞き取り調査で伺った東日本大震災前後の住宅の移動

三日市の集団移転地

津波に流されず
移転しなかった住宅

移転した住宅

移転先が不明

移転先の住宅

集団移転事業の移転先団地

私有地に自力移転した人たちが
固まって移転した団地

両替と三日市の被災者のための
集団移転地

森崎の集団移転地

地区名 事業手法
（戸数）

工程 H24
年度

H25
年度

H26
年度

H27
年度

小友地区
（両替）

防災集団移転促進事業
（民間住宅等要宅地  14戸）

用地買収

調査設計

造成

小友地区
（三日市）

防災集団移転促進事業
（民間住宅等要宅地  5戸）

用地買収

調査設計

造成

小友地区
（柳沢）

防災集団移転促進事業
（民間住宅等要宅地  9戸）

用地買収

調査設計

造成

小友地区
（茂里花）

防災集団移転促進事業
（民間住宅等要宅地  5戸）

用地買収

調査設計

造成

小友地区
（新田）

防災集団移転促進事業
（民間住宅等要宅地  7戸）

用地買収

調査設計

造成

小友地区
（只出）

防災集団移転促進事業
（民間住宅等要宅地  11戸）

用地買収

調査設計

造成

震
災
で
、小
友
で
は
全
体
の
三
六
％
に
あ
た
る
二
二
七
世

帯
と
い
う
多
く
の
家
が
全
壊
し
、住
民
か
ら
も
高
台
へ
の

移
転
を
希
望
す
る
声
が
多
数
出
ま
し
た（
陸
前
高
田
市「
陸

前
高
田
市
東
日
本
大
震
災
検
証
報
告
書 

資
料
編
」二
〇
一
四﹇
平

成
二
六
﹈年
七
月
）。
市
役
所
は
、国
の
防
災
集
団
移
転
促
進

事
業（
防
集
）を
適
用
し
た
高
台
移
転
を
六
地
区（
両
替
、三

日
市
、柳
沢
、茂
里
花
、新
田
、只
出
）で
実
施
し
、合
計
五
一
戸

が
移
転
し
ま
し
た﹇
図
3
﹈（
復
興
庁「
住
ま
い
の
復
興
工
程
表
、

二
〇
一
九﹇
令
和
元
﹈年
九
月
末
現
在
」、岩
手
県
陸
前
高
田
市「
住
宅

再
建
・
ま
ち
づ
く
り
の
復
興
事
業
推
進
に
係
る
目
標（
工
程
表
）」、

二
〇
一
九﹇
令
和
元
﹈年
一
一
月
一
五
日
公
表
）。

こ
う
し
た
移
転
に
お
い
て
問
題
と
な
る
こ
と
の
ひ
と

つ
が
、移
転
先
の
土
地
探
し
で
す
。
小
友
で
も
様
々
な
ド

ラ
マ
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
例
え
ば
三
日
市
で
は
、市
か

ら
依
頼
を
受
け
た
地
元
の
方（
元
区
長
さ
ん
な
ど
）が
防
集

の
移
転
先
に
な
る
土
地
を
探
し
、地
主
さ
ん
と
の
交
渉

も
含
め
て
手
弁
当
で
行
な
い
、早
期
の
事
業
開
始
に
こ

ぎ
つ
け
た
と
い
う
事
例
が
あ
り
ま
し
た
。
別
の
集
落
で

は
、移
転
希
望
者
自
身
の
土
地
を
移
転
先
と
し
て
利
用

す
る
こ
と
で
ス
ム
ー
ズ
に
い
っ
た
、と
い
う
事
例
も
あ

り
ま
し
た
。

ま
た
、行
政
が
実
施
し
た
防
災
集
団
移
転
促
進
事
業
で

は
な
い
集
団
移
転
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
は
、大
地
主

さ
ん
が
所
有
す
る
一
カ
所
の
土
地
に
、震
災
後
一
〇
世
帯

以
上
が
個
別
に
移
転
し
ま
し
た
。
移
転
の
時
期
は
防
集

に
よ
る
も
の
よ
り
も
二
年
以
上
も
早
く
、ま
た
小
友
町
外

か
ら
も
移
転
が
あ
っ
た
と
い
う
の
が
特
徴
で
す
。
地
元

の
不
動
産
屋
さ
ん
が
仲
介
し
て
、結
果
と
し
て「
分
散
移

動
」（
個
別
移
転
）の
移
転
先
が
同
じ
土
地
に
集
中
し
た
こ
と

に
よ
り
、「
集
団
移
動
」（
集
団
移
転
）し
た
か
の
よ
う
な
同
じ

地
域
の
被
災
者
が
集
住
す
る
団
地
が
形
成
さ
れ
た
と
い

う
事
例
で
し
た
。

被
災
者
が
望
む
住
ま
い
の
移
動
に
向
け
て

い
う
ま
で
も
な
く
、災
害
で
住
ま
い
を
失
う
の
は
、と
て
も

つ
ら
い
経
験
で
す
。
被
災
し
た
方
々
は
仮
設
住
宅
や
仮
住

ま
い
の
場
所
で
の
不
自
由
な
生
活
か
ら
一
刻
も
早
く
抜
け

出
し
、安
全
で
ず
っ
と
住
め
る
我
が
家
へ
移
り
た
い
と
願
う

も
の
で
す
。し
か
し
実
状
は
、費
用
の
こ
と
や
行
政
の
制
度

上
の
条
件
な
ど
様
々
な
要
因
が
絡
む
の
で
、す
み
や
か
な
移

転
は
な
か
な
か
難
し
い
で
す
。
そ
う
し
た
問
題
に
対
し
小

友
で
は
、行
政
任
せ
に
す
る
の
で
は
な
く
、逆
に
当
事
者
自

身
だ
け
の
問
題
と
す
る
こ
と
も
な
く
、地
域
の
つ
な
が
り
を

活
か
し
て
、障
害
と
な
る
要
因
を
取
り
除
い
て
い
き
ま
し
た

（
第
一
章「
9 

人
々
の
つ
な
が
り
」も
参
照
）。「
津
波
常
習
地
」と

し
て
今
回
の
津
波
か
ら
学
ぶ
べ
き
こ
と
の
ひ
と
つ
は
、そ
う

し
た
地
域
で
の
様
々
な
工
夫
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

集
団
移
転
の
工
程
表

東
日
本
大
震
災
後
に
小
友
で
実
施
さ
れ
た
防
災
集
団
移
転

促
進
事
業
の
工
程
表
を﹇
表
1
﹈に
示
し
ま
し
た
。
小
友
で

は
六
地
区
す
べ
て
の
事
業
が
二
〇
一
二（
平
成
二
四
）年
度
に

開
始
さ
れ
、遅
く
と
も
二
〇
一
四（
平
成
二
六
）年
度
末
に
は

終
了
し
て
い
ま
す
。ち
な
み
に
同
じ
市
内
で
も
、土
地
区
画

整
理
事
業
を
併
せ
て
行
な
っ
た
高
田
で
は
、事
業
の
終
了
が

二
〇
一
八（
平
成
三
〇
）年
度
ま
で
か
か
っ
た
場
所
も
あ
り
ま

し
た
。ま
た
、区
画
整
理
を
行
な
わ
な
く
て
も
米
崎
や
広
田

で
は
、造
成
工
事
に
時
間
が
か
か
り
二
〇
一
五（
平
成
二
七
）

年
度
に
終
了
し
た
場
所
も
あ
り
ま
し
た
。
小
友
で
は
比
較

的
早
く
移
転
が
完
了
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

（
引
用
：
復
興
庁
「
住
宅
再
建
・
ま
ち
づ
く
り
の
復
興
事
業
推

進
に
係
る
目
標（
工
程
表
）（
陸
前
高
田
市
）」（h

ttp
s://w

w
w

.

reco
n

stru
ctio

n
.go

.jp
/to

p
ics/m

ain
-cat1

/su
b

-cat1
-

12/20191115_11rikuzentakata.pdf

））
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異
な
る
被
害
規
模
の
意
識

小
友
で
東
日
本
大
震
災
後
の
避
難
行
動
に
つ
い
て
お
話
を

伺
っ
て
印
象
に
残
っ
て
い
る
の
は
、六
〇
年
ほ
ど
前
の
チ
リ

地
震
津
波
の
経
験
を
思
い
出
す
方
が
存
外
に
多
か
っ
た
こ

と
で
す
。
こ
こ
で
は
、チ
リ
地
震
津
波
を
例
に
、今
後
来
襲

す
る
か
も
し
れ
な
い
津
波
に
対
し
、こ
れ
ま
で
の
津
波
経

験
は
ど
の
よ
う
に
役
立
た
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、考
え

て
み
ま
し
ょ
う
。

経
験
が
活
き
た
例
、油
断
に
つ
な
が
っ
た
例

チ
リ
地
震
津
波
は
、チ
リ
国
の
沿
岸
を
震
源
と
す
る
大
規

模
地
震
に
よ
っ
て
発
生
し
ま
し
た
。
津
波
は
翌
日
に
日
本

へ
到
達
し（
一
九
六
〇
年
五
月
二
四
日﹇
日
本
時
間
﹈）、大
船
渡
市

に
お
い
て
は
死
者
五
三
名
と
大
き
な
被
害
を
与
え
、陸
前

高
田
市
で
も
死
者
八
名
の
被
害
が
出
ま
し
た（
中
央
防
災
会

議
災
害
教
訓
の
継
承
に
関
す
る
専
門
調
査
会『
1
9
6
0
チ
リ
地
震

津
波
報
告
書
』、二
〇
二
〇
年
）。
小
友
で
は
、明
け
方
以
降
、津

波
が
来
襲
し
、三
名
が
亡
く
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

経
験
談
か
ら
み
る
と
、チ
リ
地
震
津
波
の
経
験
は
、前

数
例
に
代
表
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
わ
け
で
す
。
で

す
の
で
、地
震
や
津
波
の
あ
り
か
た
は
そ
の
都
度
多
様
で
、

一
度
の
経
験
で
固
定
し
た
イ
メ
ー
ジ
を
つ
く
っ
て
し
ま
う

こ
と
は
危
険
で
あ
る
と
さ
え
い
え
ま
す
。
経
験
を
活
か
し

て
い
く
た
め
に
は
、長
い
歴
史
の
な
か
で
、地
域
に
ど
ん
な

地
震
や
津
波
が
あ
っ
た
の
か
を
丹
念
に
学
ん
で
い
く
こ
と

が
必
要
な
の
で
す
。

津
波
経
験
を
役
立
た
せ
る
た
め
に
は
、自
身
の
経
験
の

み
な
ら
ず
、様
々
な
規
模
で
生
じ
る
地
震
や
津
波
の
歴
史

を
学
び
な
が
ら
、関
係
す
る
人
た
ち
と
、あ
り
う
る
ケ
ー
ス

へ
の
対
応
を
検
討
し
、次
の
世
代
に
伝
え
て
い
く
こ
と
が
大

事
だ
と
い
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

回
の
津
波
経
験
を
次
の
津
波
に
活
か
せ
た
場
合
も
あ
れ

ば
、そ
の
逆
も
あ
り
ま
し
た（
第
二
章「
5 

人
々
の
経
験
と
伝

承
」も
参
照
）。

チ
リ
地
震
津
波
で
破
壊
さ
れ
た
三
日
市
の
海
岸
沿
い
の

家
々
の
人
た
ち
の
な
か
に
は
、自
主
的
に
高
台
へ
移
転
し
、

東
日
本
大
震
災
に
よ
る
被
災
を
免
れ
た
人
も
い
ま
し
た
。

被
災
経
験
が
活
き
た
例
だ
と
い
え
ま
す
。

そ
の
逆
の
例
も
重
要
で
す
の
で
、一
例
挙
げ
て
お
き
ま

し
ょ
う
。
チ
リ
地
震
津
波
当
時
、小
学
生
だ
っ
た
あ
る
お

じ
い
さ
ん
は
、波
を
目
の
当
た
り
に
し
ま
し
た
が
、そ
れ
は

「
し
ず
ー
か
に
来
て
、し
ず
ー
か
に
引
く
」も
の
で
し
た
。そ

の
後
、三
日
市
の
海
岸
沿
い
の
空
地
へ
新
た
に
家
が
建
ち

始
め
る
と
、お
じ
い
さ
ん
も
家
を
建
て
ま
し
た
が
、背
景
に

は
、親
や
祖
父
母
か
ら
は「
あ
の
チ
リ
か
ら
の
津
波
で
さ
え

こ
こ（
小
友
駅
）ま
で
し
か
こ
な
か
っ
た
よ
」と
聞
か
さ
れ
て

い
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、東
日
本
大
震
災
で

は
、東
西
両
側
の
湾
か
ら
陸
に
あ
が
っ
た
津
波
同
士
が
衝

突
し
、海
岸
沿
い
の
家
々
は
再
び
壊
滅
的
な
被
害
を
受
け

ま
し
た
。
チ
リ
地
震
津
波
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
光
景
で

し
た
。
経
験
が
か
え
っ
て
油
断
に
つ
な
が
っ
て
し
ま
う
こ

と
も
あ
る
の
で
す
。

小
友
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
に
は「
小
友
町
チ

リ
津
波
襲
来
図
」と
い
う
絵
図﹇
図
1
﹈が
あ
り
ま
す
。こ
の

図
は
、気
仙
大
工
等
の
伝
承
を
探
る
会（
公
民
館
高
齢
者
教
室

の
自
主
講
座
）に
よ
っ
て
、ち
ょ
う
ど
チ
リ
地
震
津
波
の
三
〇

年
後
の
一
九
九
〇
年
に
作
成
さ
れ
ま
し
た
。
制
作
者
の
宮

城
秀
次
さ
ん
は
こ
の
会
の
ま
と
め
役
で
、佐
藤
初
五
郎
さ

ん
は
矢
の
浦
の
地
区
代
表
者
で
し
た
。
あ
な
た
は
、こ
の
絵

図
か
ら
ど
の
よ
う
な
教
訓
を
導
き
出
す
で
し
ょ
う
か
？

地
域
の
歴
史
か
ら
学
ぶ

次
に
個
々
の
経
験
か
ら
離
れ
、俯
瞰
的
に
見
て
み
ま
し
ょ

う
。
例
え
ば
、三
陸
の
震
災
に
限
っ
て
も
、明
治
三
陸
津
波

（
一
八
九
六
年
）、昭
和
三
陸
津
波（
一
九
三
三
年
）、東
日
本
大
震

災（
二
〇
一
一
年
）と
い
う
よ
う
に
、大
規
模
地
震
は
数
十
年
を

超
え
て
現
れ
て
い
ま
す（
第
二
章「
2 

災
害
の
歴
史
」も
参
照
）。

そ
の
再
来
周
期
は
人
間
の
一
生
に
比
べ
非
常
に
長
い
た
め
、

「
ひ
と
一
人
の
体
験
」は
数
多
く
の
災
害
の
な
か
の
わ
ず
か

第
2
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図1  人しか通れない矢の浦に通じる道。ただし、地図上のルートは正確なものではありません。（協力：村上峯子）
［5万分の1「気仙沼」（1913年測図）をもとに加筆して作成］

小友小学校

小友駅

矢の浦からの登り口
　 熊野神社の杜と隣家の畑のあいだから登る道

　 共同墓地の脇から登る道

　 矢の浦の行屋の裏手から登る道

　 旧矢の浦公民館の脇から登る道。急勾配だが少し広い道で、マギャード（馬街道）と呼ばれた

　 獺沢の駒形神社の登り口の広田町寄りから山へ入る、竹藪のなかの道

　 1～5は、矢の浦山、ムラヤマと呼ばれる矢の浦の共有林（現モビリア付近）の辺りで合流する

獺沢の駒形神社

旧矢の浦公民館

矢の浦行屋

熊野神社

小友駅と三日市の中間くらいの
小高いところに村役場があった

昔矢の浦道は海岸線に沿って
グニャグニャ曲がった道だったが、
子供達はその道を通って学校に通っていた。
嵐などで道に波が被るようなときは
高学年の生徒や大人が前後を固め、
山道を使って集団登校をしていた

矢の浦共同墓地
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み
な
さ
ん
は
家
族
か
ら
津
波
の
話
を
聞
い
た
こ
と
は
あ

り
ま
す
か
？ 

こ
こ
で
は
、調
査
の
な
か
で
小
友
の
年
配
の

方
々
か
ら
お
聞
き
し
た
津
波
に
つ
い
て
の
言
い
伝
え
や
経

験
談
の
い
く
つ
か
を
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
津
波
と

い
う
自
然
と
つ
き
あ
っ
て
こ
ら
れ
た
先
人
の
経
験
や
知

識
を
読
者
の
方
々
も
受
け
止
め
、次
世
代
に
語
り
継
い
で

い
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

伝
え
ら
れ
て
き
た
言
葉

チ
リ
地
震
津
波
や
東
日
本
大
震
災
な
ど
の
経
験
か
ら
語
ら

れ
た「
言
葉
」に
は
、「
地
震
が
来
た
ら
津
波
と
思
え
」「
潮

が
引
い
た
ら
、津
波
が
来
る
」「
縦
に
揺
れ
た
ら
恐
ろ
し
い
」

「
水
の
勢
い
は
す
ご
い
」「
波
は
速
い
も
ん
だ
」「
水
平
に
逃

げ
る
な
」「
す
ぐ
に
高
い
と
こ
ろ
へ
上
が
れ
」「
道
を
無
視
し

て
少
し
で
も
高
い
と
こ
ろ
に
行
け
」「
そ
れ
ぞ
れ
で
逃
げ

ろ
」「
手
を
つ
な
い
で
逃
げ
る
な
」「
川
沿
い
を
逃
げ
る
な
」

「
タ
カ
ヤ
ブ（
竹
藪
）へ
逃
げ
ろ
」な
ど
が
あ
り
ま
す
。
短
く
、

ど
う
す
べ
き
か
を
教
え
て
く
れ
ま
す
。
た
だ
し
、竹
藪
に

つ
い
て
は「
揺
れ
た
と
き
の
行
動
」と
し
て
は
正
解
で
す

が
、東
日
本
大
震
災
で
は
竹
藪
ご
と
流
さ
れ
た
事
例
も
あ

り
、「
津
波
か
ら
逃
げ
る
場
所
」と
し
て
は
こ
の
伝
承
が
有

効
で
は
な
か
っ
た
場
合
も
あ
り
ま
し
た（
第
二
章「
4 

チ
リ

地
震
津
波
」も
参
照
）。
と
き
に
経
験
を
信
用
し
す
ぎ
る
の
も

ま
た
危
険
で
す
。

漁
師
の
間
で
は「
地
震
が
来
た
ら
す
ぐ
に
沖
へ
船
を
出

せ
」で
も
、「
波
が
引
き
始
め
た
ら
船
は
出
す
な
」と
言
わ

れ
て
き
ま
し
た
。
た
だ
、実
際
に
は
沖
出
し
し
て
船
を
守

る
こ
と
の
で
き
た
人
も
い
ま
す
が
、船
ご
と
波
に
飲
み
込

ま
れ
た
人
も
い
ま
し
た
。
大
変
難
し
い
判
断
と
な
り
ま
す

（
第
二
章「
7 
避
難
行
動
」も
参
照
）。

避
難
の
判
断
基
準
と
な
る
以
前
の
経
験

こ
れ
ら
の「
言
葉
」は
祖
父
母
、両
親
、兄
弟
、親
戚
、近
所

の
人
、友
人
、そ
し
て
自
分
自
身
の
経
験
に
基
づ
い
て
い
ま

す
。
例
え
ば
、チ
リ
地
震
津
波
の
と
き
、三
日
市
の
親
戚
を

心
配
し
て
見
に
来
た
人
が
、小
さ
い
川
な
の
に
も
の
す
ご

い
ス
ピ
ー
ド
で
津
波
が
遡
っ
て
く
る
の
を
目
の
当
た
り
に

し
て「
波
の
勢
い
は
す
ご
い
も
ん
だ
」「
川
沿
い
に
逃
げ
る

の
は
危
険
だ
」と
思
っ
た
そ
う
で
す
。
ま
た
、東
日
本
大
震

災
の
津
波
に
追
わ
れ
た
人
は
、「
道
の
脇
に
高
い
と
こ
ろ
が

あ
っ
た
の
に
、つ
い
つ
い
道
を
走
っ
て
逃
げ
た
」た
め
に

危
う
く
波
に
飲
み
込
ま
れ
そ
う
に
な
り
ま
し
た
。「
道
を

無
視
し
て
登
る
べ
き
と
思
い
知
っ
た
」と
語
っ
て
い
ま
し

た
。「
道
」が
あ
る
と
そ
こ
を
進
ん
で
し
ま
う
習
慣
や
常
識

の
怖
さ
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
ね
。

経
験
を
伝
え
る
場

こ
う
し
た
経
験
は
日
頃
か
ら
話
題
に
す
る
、あ
る
い
は
あ

な
た
た
ち
が「
聞
く
耳
を
持
つ
」必
要
が
あ
り
ま
す
。「
娘

に
は
、普
段
か
ら
地
震
が
よ
っ
た
ら（
来
た
ら
）す
ぐ
高
台

へ
と
言
い
聞
か
せ
て
い
た
か
ら
、連
絡
が
な
く
て
も
心
配

し
な
か
っ
た
」と
自
信
を
も
っ
て
語
っ
て
く
だ
さ
っ
た
女

性
が
い
ま
し
た
。
確
か
に
娘
さ
ん
は
し
っ
か
り
逃
げ
て
い

ま
し
た
。
経
験
や
情
報
を
伝
え
る
場
は
親
子
の
間
柄
だ
け

で
は
な
く
、近
所
の
つ
な
が
り
、集
落
や
仕
事
仲
間
の
集
ま

り
の
な
か
で
も
伝
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
日
頃
か
ら
の
情

報
交
換
が
大
変
重
要
な
の
で
す（
第
一
章「
9 

人
々
の
つ
な
が

り
」も
参
照
）。

ま
た
、伝
え
ら
れ
る
べ
き
は
津
波
の
経
験
だ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
東
日
本
大
震
災
で
は
道
が
寸
断
さ
れ
ま
し

た
。
そ
の
と
き
使
う
こ
と
が
で
き
た
の
は
、車
の
通
れ
な

い
古
い
道
で
し
た
。
か
つ
て
は
徒
歩
で
と
な
り
の
集
落
や

高
田
の
町
ま
で
行
っ
て
い
た
の
で
す（
第
二
章「
1 

建
物
が
建

つ
場
所
の
変
化
」も
参
照
）。
年
配
の
人
は
若
者
に
知
ら
れ
て

い
な
い
そ
れ
ら
の
道
を
覚
え
て
い
ま
し
た
。
あ
る
若
者
は

地
震
の
翌
日
、高
田
の
町
か
ら
矢
の
浦
の
自
宅
ま
で
年
配

の
人
に
教
え
ら
れ
た
古
い
道
を
歩
い
て
帰
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。
み
な
さ
ん
は
小
友
町
の
中
に
あ
る
、人
し
か
通

れ
な
い
古
い
道﹇
図
1
﹈を
知
っ
て
い
ま
す
か
？ 

道
が
あ
っ

た
こ
と
だ
け
で
も
知
っ
て
お
く
と
役
に
立
ち
ま
す
。
昔
の

人
の
く
ら
し
の
な
か
で
蓄
積
さ
れ
た
経
験
や
知
識
が
災

害
時
に
役
に
立
つ
の
で
す
。
普
段
か
ら
ジ
ッ
チ
ャ
や
バ
バ

チ
ャ
か
ら
昔
の
話
を
聞
く
場
を
つ
く
る
こ
と
は
と
て
も
有

効
な
の
で
す
。

経
験
を
信
用
し
す
ぎ
る
怖
さ

し
か
し
経
験
を
信
用
し
す
ぎ
る
の
も
危
険
で
す
。「
明
治

の
津
波
は
こ
こ
ま
で
来
な
か
っ
た
と
祖
母
が
言
っ
て
た
」

の
で
安
心
し
て
い
た
の
に
、実
際
に
は
津
波
が
彼
の
家（
西

の
坊
）ま
で
到
達
し
ま
し
た
。「
昭
和
八
年
の
津
波
の
と
き

は
？
」「
チ
リ
津
波
の
と
き
は
？
」と
そ
の
と
き
ど
こ
ま
で

津
波
が
来
た
か
を
聞
き
な
が
ら
行
動
し
た
、と
い
う
話
を

多
く
聞
き
ま
し
た
。
津
波
の
到
達
の
仕
方
に
つ
い
て
も
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経
験
を
頼
り
に
し
た
よ
う
で
す
。
チ
リ
地
震
津
波
で
は
三

日
市
の
被
害
は
大
き
か
っ
た
の
で
す
が
、三
日
市
以
外
で

は
比
較
的
ゆ
っ
く
り
と
津
波
が
押
し
寄
せ
た
の
で「
浜
に

磯
物
採
り
に
行
っ
た
」、「
波
が
ガ
バ
ッ
と
来
な
く
て
膨
れ

上
が
る
よ
う
に
来
た
」の
で「
打
ち
寄
せ
て
く
る
波
で
遊

ん
だ
」、「
こ
こ
ま
で
来
た
か
ら
、ホ
レ
逃
げ
ろ
と
逃
げ
た
」

と
い
う
よ
う
に
の
ん
び
り
し
て
い
た
人
が
多
か
っ
た
の
で

す
。「
チ
リ
地
震
津
波
が
最
も
す
ご
い
津
波
だ
と
思
っ
て
い

た
」と
考
え
て
い
た
人
も
多
く
、「
津
波
な
ん
か
お
っ
か
な

く
な
い
」「
津
波
が
こ
ん
な
に
怖
い
も
ん
だ
と
い
う
認
識
が

な
か
っ
た（
只
出
）」「
チ
リ
地
震
津
波
に
比
べ
て
引
き
が
強

く
な
か
っ
た
の
で
油
断
し
た（
米
崎
町
）」な
ど
、今
回
の
避

難
行
動
の
反
省
を
語
る
言
葉
を
た
く
さ
ん
聞
き
ま
し
た
。

一
九
三
三
年
の
昭
和
三
陸
津
波
の
到
達
高
度
が
あ
ま
り

高
く
な
か
っ
た
せ
い
か
、戒
め
の
よ
う
な
伝
承
は
少
な
く
、

人
々
が
チ
リ
地
震
津
波
の
経
験
を
判
断
基
準
に
し
た
こ
と

が
、今
回
の
避
難
行
動
を
遅
ら
せ
た
面
は
否
め
ま
せ
ん
。

今
回
の
経
験
で
付
け
加
え
ら
れ
、 

再
確
認
さ
れ
た
教
訓

今
ま
で
の
言
い
伝
え
に
加
え
ら
れ
た
り
、再
確
認
さ
れ
た

り
し
た「
言
葉
」も
あ
り
ま
す
。
津
波
の
襲
来
は
い
ろ
い
ろ

で
す
。
チ
リ
地
震
津
波
の
よ
う
に
ゆ
っ
く
り
来
る
と
は
限

ら
な
い
の
で
す
。
二
〇
一
一
年
の
津
波
が
最
大
級
な
の
か

ど
う
か
も
わ
か
り
ま
せ
ん
。
経
験
の
伝
承
は
と
て
も
重
要

で
す
が
、ひ
と
つ
の
経
験
を
絶
対
的
な
も
の
と
考
え
な
い

よ
う
に
し
な
が
ら
、こ
れ
ま
で
の
経
験
を
伝
承
し
て
い
っ

て
く
だ
さ
い
。

「
一
度
逃
げ
た
ら
戻
る
な
」。
今
回
、忘
れ
物
、施
錠
忘

れ
、ペ
ッ
ト
の
解
放
の
た
め
に
戻
っ
て
犠
牲
に
な
っ
た
人

が
大
勢
い
ま
し
た
。
学
校
に
登
校
し
た
児
童
も
職
場
に
い

る
人
も
、つ
い
家
に
戻
り
た
い
と
考
え
ま
す
が
、「
家
に
戻

す
な
」「
家
に
戻
る
な
」「
と
に
か
く
高
台
に
逃
げ
ろ
」。
そ

し
て
こ
れ
ま
で
に
も
言
わ
れ
て
い
た
こ
と
で
す
が「
集
団

で
逃
げ
る
な
」。
集
団
で
逃
げ
た
小
学
生
が
大
勢
流
さ
れ

た
と
い
う
残
念
な
状
況
は
忘
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ

ぞ
れ
で
逃
げ
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
ま
た「
自
家
用
車
で

逃
げ
る
な
」。
こ
れ
は
年
配
者
が
い
る
場
合
な
ど
難
し
い

側
面
も
あ
り
ま
す
が
、車
が
渋
滞
し
て
前
に
進
め
ず
に
流

さ
れ
た
人
も
い
ま
し
た
。
こ
う
し
た
教
訓
は
具
体
例
と
共

に
伝
え
て
い
っ
て
ほ
し
い
こ
と
で
す
。

津
波
と
信
仰

昔
は
家
を
建
て
る
と
き
、天
井
裏
の
屋
根
棟
に
家
の
神
様

が
祀
ら
れ
ま
し
た
。
流
さ
れ
る
家
に
し
が
み
つ
い
て
い
た

と
き
、そ
の
御
札
が
目
の
前
に
あ
っ
て「
助
け
ら
れ
た
」人

も
い
ま
す
。
船
の
中
に
は
現
在
で
も
船
霊
様（
フ
ナ
ダ
マ
サ

マ
）と
い
う
神
様
が
祀
ら
れ
て
い
ま
す
。
小
友
で
伺
っ
た

話
で
は
な
い
の
で
す
が
、一
九
三
三
年
の
津
波
の
と
き
に

は
フ
ナ
ダ
マ
サ
マ
が
シ
ン
シ
ン
と
鳴
い
て
異
変
を
知
ら
せ

た
と
い
う
お
話
。
日
頃
か
ら
信
仰
し
て
い
る
エ
ビ
ス
様
が

海
岸
の
船
小
屋
を
守
っ
て
く
れ
た
お
話﹇
写
真
1
﹈。
そ
の

よ
う
な
話
を
い
く
つ
も
聞
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
広

田
町
大
陽
の
事
例
で
す
が
、明
治
の
津
波
で
流
さ
れ
た
八

人
の
親
族
が「
八
大
竜
神
に
祀
っ
て
く
れ
た
ら
、守
っ
て

や
る
ぞ
」と
現
れ
て
、海
の
神
に
な
っ
た
と
い
う
伝
承
も

あ
り
ま
す﹇
写
真
2
﹈。
こ
う
し
た
霊
験
譚
や
不
思
議
な
話

も
津
波
を
記
憶
す
る
た
め
に
機
能
し
て
い
ま
す
。

写真2  広田町大陽港にある八大竜神石碑

小
友
丁
亥
会
ふ
れ
あ
い
ク
ラ
ブ

『
3
・
11 

あ
の
日
か
ら
明
日
へ

│
東
日
本
大
震
災
の
記
憶
│（
社
会
福
祉
法
人
岩
手
県

共
同
募
金
会「
住
民
支
え
合
い
活
動
」助
成
事
業
）』

二
〇
一
三
年
四
月

陸
前
高
田
昔
が
た
り
の
会

『
高
田
の
じ
い
ち
ゃ
ん
・
高
田
の
ば
あ
ち
ゃ
ん  

こ
こ
ろ
の
た
か
ら
も
の  

陸
前
高
田
昔
が
た
り
の
会 

語
り
の
場
の
記
録
』

二
〇
一
七
年
三
月

陸
前
高
田
市
老
人
ク
ラ
ブ
連
合
会

『
あ
の
日
・
あ
の
時  

東
日
本
大
震
災  

震
災
記
録
誌
』

二
〇
一
八
年
三
月

ま
た
、今
回
の
「
民
俗
学
」の
メ
ン
バ
ー
で
作
っ
た
本
も

あ
り
ま
す
。
震
災
以
前
の
普
段
の
く
ら
し
に
つ
い
て
、地

元
の
方
た
ち
か
ら
私
た
ち
が
伺
っ
た
話
を
ま
と
め
た
も

の
で
す
。

中
野 

泰
編

『
川
と
海
の
民
俗
誌
：

陸
前
高
田
市
横
田
・
小
友
地
区
民
俗
調
査
報
告
書

│
気
仙
地
域
の
歴
史
・
考
古
・
民
俗
学
的
総
合
研
究
・

民
俗
学
部
門
報
告
書
』

二
〇
一
七
年
二
月

記
録
す
る
こ
と
の
大
切
さ

も
う
ひ
と
つ
お
話
し
た
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
本
も
と
て

も
重
要
で
す
が
、記
録
は
文
字
に
よ
る
も
の
だ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。

参
考
図
書
で
紹
介
し
た
『
川
と
海
の
民
俗
誌
』の
表
紙

の
絵
は
、陸
前
高
田
市
在
住
の
画
家
、田
﨑
飛
鳥
さ
ん
の

《
希
望
の
一
本
松
》（
二
〇
一
一
年
）
で
す
。
本
誌
の
表
紙
や
中

扉
な
ど
に
も
飛
鳥
さ
ん
の
作
品
を
載
せ
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。
飛
鳥
さ
ん
は
脳
性
麻
痺
の
障
が
い
を
持
っ
て
い

ま
す
が
、幼
い
頃
か
ら
身
近
な
自
然
や
人
や
風
景
を
描
い

て
き
ま
し
た
。
震
災
で
被
災
し
、家
も
作
品
二
〇
〇
点
も

す
べ
て
失
い
ま
し
た
が
、震
災
後
、強
い
シ
ョ
ッ
ク
を
克
服

し
て
再
び
筆
を
持
ち
、震
災
前
の
記
憶
や
今
現
在
の
身
近

な
世
界
を
描
き
続
け
て
い
ま
す
。
ま
た
、本
誌
の
挿
絵
（
65

頁
）
や
『
3
・
11 

あ
の
日
か
ら
明
日
へ
』の
表
紙
を
飾
っ
て

い
る
絵
は
、長
く
教
育
界
で
ご
活
躍
な
さ
っ
て
い
る
小
友

在
住
の
宮
城
秀
次
先
生
の
作
品
で
す
。
先
生
は
旅
先
だ
け

で
は
な
く
身
近
な
小
友
の
風
景
を
数
多
く
描
い
て
お
い
で

で
す
。
ま
た
、同
様
に
挿
絵
で
使
わ
せ
て
い
た
だ
い
た
絵

（
21
頁
、26
頁
）
は
、小
友
在
住
の
村
上
峯
子
さ
ん
が
、津
波
で

失
わ
れ
た
心
象
風
景
を
ス
ケ
ッ
チ
な
さ
っ
た
作
品
で
す
。

身
近
な
も
の
を
「
見
て
」「
聞
い
て
」、そ
し
て
「
経
験
し

た
こ
と
」も
含
め
て
「
書
く
」｢

描
く｣｢

撮
る｣

「
詠
む
」「
唄

う
」「
表
現
す
る｣

「
記
録
す
る
」こ
と
が
大
切
で
す
し
、そ

れ
が
郷
土
を
学
ぶ
入
口
な
の
で
す
。
先
人
の
経
験
を
聞

き
、自
分
の
目
で
見
た
こ
と
を
「
伝
承
」す
る
方
法
は
様
々

あ
る
の
で
す
。

参
考
図
書

地
元
の
方
々
が
、震
災
の
経
験
だ
け
で
な
く
震
災
以
前
の

く
ら
し
の
こ
と
や
思
い
出
を
含
め
て
聞
き
取
り
を
し
た

り
、自
身
の
経
験
を
自
ら
ま
と
め
た
り
し
た
本
は
た
く
さ

ん
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
は
先
人
の
経
験
や
知
恵
を
伝
承
す

る
う
え
で
と
て
も
参
考
に
な
り
ま
す
。
ぜ
ひ
活
用
し
て
く

だ
さ
い
﹇
写
真
3
﹈。
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写真1  広田町大陽の海を見下ろすエビス像

写真3  左から 『3・11あの日から明日へ』 『川と海の民俗誌』 『あの日・あの時』 『こころのたからもの』



表1  行屋における祭祀・行事等（広田・小友・横田）［筆者作成］

図1  小友地区津波防災マップ（2006年）
［出典：『陸前高田市東日本大震災検証報告書（資料編）』（2014年）、21頁「図1.3（5）小友地区津波防災マップ」をもとに一部加工し、作成］

中
野 

泰  

池
田
浩
敬

会
館
・
公
民
館
と

「
避
難
所
」運
営

6

あ
な
た
は
、災
害
が
起
き
た
ら
ど
こ
へ
ど
の
よ
う
に
逃
げ

ま
す
か
？

か
つ
て
の
災
害
対
策
基
本
法
で
は
、切
迫
し
た
災
害
の

危
険
か
ら
逃
れ
る
た
め
の「
避
難
場
所
」と
、避
難
生
活
を

送
る
た
め
の「
避
難
所
」と
を
区
別
し
て
い
ま
し
た
。
し
か

し
、東
日
本
大
震
災
後
、両
者
の
違
い
が
わ
か
り
づ
ら
く
、

被
害
の
拡
大
を
招
い
た
一
因
で
あ
る
と
の
反
省
か
ら
、前

者
の
名
は「
緊
急
避
難
場
所
」、後
者
の
そ
れ
は「
避
難
所
」

と
改
め
ら
れ
ま
し
た（
二
〇
一
三
年「
災
害
対
策
基
本
法
」改
正
）。

陸
前
高
田
市
は
、前
者
を
一
次
避
難
所
、後
者
を
二
次

避
難
所
と
称
し
て
い
ま
し
た
が
、東
日
本
大
震
災
に
お
い

て
は
、一
次
避
難
所
六
七
カ
所
の
う
ち
、三
八
カ
所
が
被
災

し
、九
カ
所
で
三
〇
三
〜
四
一
一
人（
推
計
）が
亡
く
な
っ
て

い
ま
す（『
東
日
本
大
震
災
検
証
報
告
書（
概
要
編
）』）。
犠
牲
者

が
出
た
要
因
は
数
多
く
あ
る
で
し
ょ
う
が
、こ
こ
で
注
目

し
た
い
の
は
、市
民
会
館
、市
民
体
育
館
、県
立
高
田
病
院

の
三
カ
所
と
小
学
校
の
犠
牲
者（
上
記
推
計
全
数
の
八
四
％
）

の
ほ
か
は
、す
べ
て
会
館
・
公
民
館
に
お
け
る
犠
牲
で
あ
っ

た
こ
と
で
す
。
な
ぜ
、会
館
・
公
民
館
が
一
次
避
難
所
に
指

定
さ
れ
、ど
う
し
て
被
害
が
出
た
の
で
し
ょ
う
か
。

以
下
に
お
い
て
は
、会
館
・
公
民
館
の
歴
史
を
振
り
返

り
、会
館
・
公
民
館
が
い
か
に
利
用
さ
れ
て
き
た
の
か
を

整
理
し
、避
難
す
る
場
所
と
の
関
わ
り
が
ど
う
あ
る
べ
き

か
を
考
え
て
み
ま
す
。

会
館
・
公
民
館
と
集
落
の
密
接
な
か
か
わ
り

次
頁
の「
小
友
地
区
津
波
防
災
マ
ッ
プ
」﹇
図
1
﹈は
震
災
前

の
も
の
で
す
。
当
時
の
小
友
地
区
の
一
次
避
難
所
は
一
五

カ
所
で
、そ
の
う
ち
の
五
カ
所
、す
な
わ
ち
、約
三
分
の
一

が
会
館
・
公
民
館
を
指
定
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

そ
の
う
ち
、三
日
市
の
公
民
館
は
津
波
で
被
災
し
、三

日
市
の
人
は
分
散
し
て
避
難
し
ま
し
た
。
避
難
先
の
ひ

と
つ
は
松
山
集
落
で
し
た
。
震
災
二
日
目
に
松
山
会
館

に
三
日
市
の
対
策
本
部
が
設
置
さ
れ
、三
日
市
の
地
区

会
長
が
本
部
長
と
な
り
、会
館
が
対
応
拠
点
と
な
っ
て
、

空
き
家
と
と
も
に
二
次
避
難
所
と
し
て
の
役
割
も
果
た

し
ま
し
た
。

三
日
市
の
事
例
は
、指
定
の
一
次
避
難
所
が
被
災
す

る
と
、住
民
が
他
の
場
所
へ
避
難
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と

を
伝
え
て
く
れ
ま
す
。
松
山
集
落
の
公
民
館
で
こ
れ
ら

の
人
々
を
受
け
入
れ
る
対
応
が
可
能
で
あ
っ
た
の
は
、会

館
・
公
民
館
が
日
常
的
に
集
ま
る
場
と
し
て
活
用
さ
れ
て

い
た
か
ら
で
す（
第
一
章「
9 

人
々
の
つ
な
が
り
」を
参
照
）。

例
え
ば
、獺
沢
で
は
会
館
の
建
物
を
、漁
業
、祭
祀
、集

落
運
営
、性
別
・
世
代
別
の
集
ま
り
で
利
用
し
て
い
ま
す
。

只
出
で
は
、八
日
行
と
い
う
山
岳
信
仰
を
背
景
と
す
る
行

事
が
、現
在
も
行
な
わ
れ
て
い
ま
す
。
小
友
に
は
会
館
・

公
民
館
を
行
屋
と
称
す
る
集
落
が
あ
っ
た
り
、中
の
祭
壇

に
神
仏
を
祀
っ
た
り
し
て
い
ま
す﹇
写
真
1
・
2
﹈（
第
一
章

「
8 

集
落
の
連
帯
と
協
働
」も
参
照
）。
こ
の
よ
う
な
文
化
的
側

面
は
他
の
地
区
の
会
館
・
公
民
館
に
も
認
め
ら
れ
ま
す
の

で
、そ
こ
に
は
陸
前
高
田
市
の
歴
史
文
化
が
流
れ
て
い
る

と
い
え
ま
す﹇
表
1
﹈。
今
日
、「
集
会
所
」を「
公
民
館
」と

称
す
る
地
区
も
あ
り
ま
す
が
、そ
れ
は
、社
会
教
育
法
の

な
か
で「
公
民
館
」と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ（
一
九
五
四
年

〜
）、地
域
社
会
で
住
民
の
教
養
、健
康
、生
活
文
化
、福
祉

等
の
増
進
を
は
か
る
事
業
が
普
及
し
た
か
ら
で
す
。

大
事
な
こ
と
は
、会
館
・
公
民
館
が
、生
活
文
化
を
送

る
共
同
の
場
と
し
て
、あ
ら
ゆ
る
機
会
に
人
々
が
寄
り

  広田町 小友町
［獺沢・只出］

横田町2区

祭祀 年中行事 12月8日 12月8日 3月28日

儀礼食 餅 餅

祭祀方法 八日行・観音講 八日行・観音講 夜籠り

おがみ様 おがみ様を呼んだ おがみ様を呼んだ なし

集落活動 1 集落運営 総会
集会
婦人会
若衆会

運営委員会
最寄組合
各部会会議
婦人会
青年会

2 生業 漁撈 漁撈
 ［若布・
 田植さなぶり・
 大網留祝］

農業［サナブリ］

3 祭礼 盆踊り
虎舞準備 等
道化準備

七夕 虎舞の練習
踊りの練習
みずきだんご作り

4 冠婚葬祭 導き地蔵
念仏
踊り［婚礼］

念仏講 念仏教室

5 性別・
 世代別

同窓会
学習会

楽しみ会
クリスマス会
手芸教室
学習会

忘年会
学習会

6 行政事業・
 サービス等

納税等 納税
選挙  等

納税
選挙
血圧測定  等

信仰 最上詣／
地蔵・観音信仰

最上詣／
地蔵・観音信仰

不動
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写真2  行屋（田束集落の塩谷）で祀られる神仏
（不動明王）［撮影：山本修嗣］

写真1  行屋（田束集落の塩谷）［撮影：山本修嗣］



図2  主な避難所（小友）［出典 ： 『陸前高田市東日本大震災検証報告書（資料編）』（2014年）、80頁「図2.2（9）主な非難所（小友町）」をもとに一部加工し、作成］
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鉄道（東日本旅客鉄道）鉄道（東日本旅客鉄道）
0 1km

N

や
す
い
面
も
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
集
落
の
人
た
ち
が
い
れ

ば
な
お
さ
ら
安
心
感
が
生
ま
れ
ま
す
。
し
か
し
、現
実
に

は
、避
難
し
た
建
物
の
中
に
落
ち
着
い
て
し
ま
っ
た
こ
と

で
、津
波
の
到
達
に
気
づ
く
の
が
遅
く
な
り
、そ
の
結
果
、

避
難
す
る
時
間
的
余
裕
は
な
く
な
り
、甚
大
な
被
害
が
出

て
し
ま
っ
た
事
例
も
あ
り
ま
し
た
。
会
館
・
公
民
館
は
情

報
を
共
有
し
、人
と
協
働
す
る
場
で
あ
る
た
め
、そ
れ
が
沿

岸
に
位
置
し
て
い
る
と
、防
災
意
識
や
避
難
の
妨
げ
に
な

る
こ
と
が
あ
る
と
も
い
え
ま
す
。

そ
も
そ
も
会
館
・
公
民
館
と
避
難
場
所
・
避
難
所
は
、

歴
史
と
と
も
に
そ
の
目
的
が
異
な
っ
て
い
ま
す
。
会
館
・

公
民
館
や
寺
院
は
、寄
合
、祭
り
と
い
っ
た
生
活
そ
の
も
の

を
目
的
と
し
て
お
り
、他
方
の
避
難
場
所
・
避
難
所
は
、災

害
を
避
け
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

防
災
に
向
け
て
、生
活
と
避
難
の
関
係
を
ど
う
考
え
れ

ば
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。
大
事
な
点
は
、安
全
な
と
こ
ろ

に
避
難
す
る
場
所
を
確
保
す
る
こ
と
で
す
。
す
で
に
存
在

す
る
か
ら
と
い
っ
て
、安
易
に
会
館
・
公
民
館
を
避
難
の

場
所
と
す
る
の
は
問
題
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、人
々
が
慣
習

的
に
寄
り
合
っ
て
き
た
会
館
・
公
民
館
に
は
一
定
の
存
在

意
義
が
あ
り
ま
す
。
で
す
の
で
、会
館
・
公
民
館
を
安
全
な

高
台
に
移
転
す
る
こ
と
も
一
案
で
す
。
し
か
し
、高
台
に

移
転
し
た
会
館
・
公
民
館
の
利
用
は
、こ
れ
ま
で
と
較
べ

る
と
不
便
に
な
り
ま
す
。
そ
の
と
き
、こ
の
不
便
さ
を
受

け
入
れ
ら
れ
る
か
ど
う
か
が
カ
ギ
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、そ

れ
は
、防
災
を
生
活
に
取
り
入
れ
る
こ
と
、そ
の
理
解
を
共

有
し
て
い
く
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
か
ら
で
す
。

集
ま
れ
る
場
所
で
あ
る
こ
と
で
す
。
あ
る
女
性
は
、災
害

の
際
に
は
、「
自
然
に
体
が
公
民
館
に
行
く
よ
う
に
な
っ

て
る
」と
表
現
し
て
い
ま
す
。
会
館
・
公
民
館
が
、非
常

時
に
お
い
て
も
無
意
識
的
に
集
ま
る
結
集
の
場
で
も
あ

る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す（
第
一
章「
9 

人
々
の
つ
な
が
り
」も

参
照
）。

「
避
難
所
」運
営
と
そ
の
社
会
背
景

災
害
が
予
想
を
上
回
る
と
避
難
計
画
は
崩
れ
ま
す
。
例

え
ば
、小
友
に
お
い
て
は
、ふ
る
さ
と
セ
ン
タ
ー（
現
在
の

小
友
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
の
前
身
）、小
友
小
学
校
体

育
館
、小
友
中
学
校
体
育
館
を
二
次
避
難
所
に
指
定
し

て
い
ま
し
た
。
で
す
が
、東
日
本
大
震
災
で
は
、一
次
避

難
所
だ
け
で
な
く
、二
次
避
難
所
も
津
波
で
被
災
し
た

た
め
、そ
れ
ら
に
代
わ
っ
て
、避
難
す
る
人
た
ち
を
受
け

入
れ
る
場
が
必
要
と
な
り
ま
し
た
。﹇
図
2
﹈は
、東
日
本

大
震
災
の
際
の
小
友
に
お
け
る「
主
な
避
難
所
」を
図
示

し
た
も
の
で
す（『
陸
前
高
田
市
東
日
本
大
震
災
検
証
報
告
書

（
資
料
編
）』）。
一
次
・
二
次
避
難
所
の
リ
ス
ト
に
な
い
、寺

院（
正
徳
寺
、華
蔵
寺
）や
オ
ー
ト
キ
ャ
ン
プ
場（
モ
ビ
リ
ア
）、

市
民
の
森（
気
仙
大
工
左
官
伝
承
館
）の
名
が
挙
が
っ
て
い

ま
す
。
こ
れ
ら
の
場
が
、応
急
的
に
一
次
・
二
次
の
避
難

所
の
役
割
を
果
た
し
た
の
で
す
。

華
蔵
寺
に
は
、只
出
を
は
じ
め
、他
の
集
落
か
ら
も

二
〇
〇
〜
三
〇
〇
人
近
い
人
が
避
難
し
た
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
。
寺
院
の
庫
裏
が
提
供
さ
れ
、避
難
生
活
は
四
〇
日

に
も
及
び
ま
し
た
。
寺
が
備
え
る
毛
布
、食
料
が
役
立
ち
、

一
カ
月
ほ
ど
続
く
停
電
に
よ
り
、蝋
燭
の
ス
ト
ッ
ク
が
底

を
つ
く
と
、同
じ
臨
済
宗
の
別
の
寺
の
檀
家
を
ま
わ
っ
て
、

蝋
燭
を
集
め
て
対
応
し
ま
し
た
。
両
替
、三
日
市
の
人
は
、

正
徳
寺
の
庫
裏
で
避
難
生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。
な
か
に
は
、華
蔵
寺
を
檀
那
寺
と
す
る
家
も
あ
り
ま

し
た
が
、「
み
な
さ
ん
か
ら
寄
付
頂
い
て
、こ
の
庫
裡
も
建

て
た
ん
だ
か
ら
、遠
慮
な
く
使
っ
て
け
ろ
」と
住
職
の
配

慮
を
受
け
ま
し
た
。
寺
檀
関
係
と
と
も
に
、地
域
社
会
の

日
常
的
な
関
係
が
、避
難
生
活
を
支
え
て
く
れ
た
の
で
す
。

「
緊
急
避
難
場
所
」で
発
揮
さ
れ
た
集
落
組
織
と
同
様
に
、

「
避
難
所
」の
運
営
を
支
え
る
地
域
社
会（
集
落
・
寺
院
）の

関
係
性
も
緊
急
時
の
運
営
を
支
え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り

ま
す
。

生
活
の
な
か
に
防
災
を
取
り
入
れ
る
こ
と

し
か
し
、繰
り
返
し
に
な
り
ま
す
が
、会
館
・
公
民
館
で
犠

牲
者
が
出
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
会
館
・
公

民
館
が
一
次
避
難
所
に
指
定
さ
れ
た
理
由
は
、集
落
の
会

館
・
公
民
館
が
既
存
の
施
設
と
し
て
あ
っ
た
た
め
、新
た

に
土
地
を
確
保
し
た
り
、建
て
た
り
す
る
必
要
が
な
い
、都

合
の
よ
い
存
在
だ
っ
た
か
ら
で
す
。
し
か
も
、会
館
・
公
民

館
は
、生
活
の
便
宜
に
沿
っ
て
ア
ク
セ
ス
の
よ
い
場
に
位

置
し
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、沿
岸
に
位
置
す
る
集
落
の
場

合
、会
館
・
公
民
館
も
海
沿
い
に
位
置
す
る
だ
け
で
な
く
、

海
の
様
子
を
目
の
当
た
り
に
で
き
、津
波
情
報
を
共
有
し
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図1  只出集落における地震当日の避難行動に関する聞き取り調査結果［筆者作成］

図2  矢の浦集落における地震当日の避難行動に関する聞き取り調査結果［筆者作成］

図3  両替集落における地震当日の避難行動に関する聞き取り調査結果［筆者作成］
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7

図
の
見
方

東
日
本
大
震
災
時
、小
友
の
人
々
は
ど
の
よ
う
な
津
波

避
難
行
動
を
と
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
ダ
イ
ア
グ
ラ
ム

﹇
図
1

－

5
﹈は
、聞
き
取
り
調
査
に
よ
っ
て
把
握
で
き
た

一
人
ひ
と
り
の
地
震
発
生
直
後
か
ら
安
全
な
場
所
に
到

達
す
る
ま
で
の
移
動
経
路
に
つ
い
て
、（
1
）移
動
先
の

場
所（
自
宅
、作
業
場
、港
、高
台
な
ど
）、（
2
）移
動
の
目
的

（
家
族
の
安
否
確
認
、船
の
沖
出
し
、車
を
避
難
、津
波
観
察
、他
者

の
避
難
の
手
助
け
、自
分
の
避
難
な
ど
）、（
3
）移
動
先
が
浸
水

域
内
か
浸
水
域
外
か
、と
い
っ
た
視
点
か
ら
時
系
列
に

視
覚
化
し
た
も
の
で
す
。
只
出
集
落
の
場
合﹇
図
1
﹈は
、

左（
地
震
発
生
時
）か
ら
右（
避
難
完
了
）へ
と
時
間
が
流
れ

て
い
ま
す
。
縦
の
線
は
津
波
が
自
分
の
目
前
に
迫
っ
た

時
点
を
表
し
て
い
ま
す
。
横
の
線
は
、そ
れ
よ
り
上
が

「
浸
水
し
な
か
っ
た
場
所
」で
、そ
れ
よ
り
下
が「
最
終

的
に
は
浸
水
し
た
場
所
」を
表
し
て
い
ま
す
。
只
出
集

落
一
〇
人
、矢
の
浦
集
落
三
人
、両
替
集
落
二
人
、三
日

市
集
落
四
人
、森
崎
集
落
五
人
分
の
計
二
四
人
分
の
移

動
の
軌
跡
を
示
し
ま
し
た
。

危
険
の
あ
る
共
通
の
行
動

多
く
の
人
に
共
通
す
る
特
徴
の
ひ
と
つ
目
は
、地
震
発
生

時
に
外
出
し
て
い
た
人
は
、危
険
を
冒
し
て
で
も
、自
宅
に

戻
ろ
う
と
し
て
い
る
点
で
す
。
家
族
の
安
否
の
確
認
、家

族
と
合
流
す
る
こ
と
な
ど
を
目
的
と
し
て
、帰
宅
途
中
に

海
に
近
い
低
い
場
所
を
通
っ
た
り
、自
宅
が
浸
水
の
危
険

が
あ
る
低
い
場
所
に
あ
っ
た
と
し
て
も
、ほ
ぼ
例
外
な
く

帰
宅
を
試
み
て
い
ま
す
。
津
波
等
に
行
く
手
を
阻
ま
れ
、

帰
宅
を
諦
め
た
人
も
い
ま
す
。
こ
の
と
き
、中
央
に
低
地

が
広
が
る
小
友
の
地
形
が
リ
ス
ク
に
な
り
え
ま
す（
第
一

章「
1 

空
か
ら
見
た
小
友
」も
参
照
）。

共
通
点
の
二
つ
目
は
、家
族
の
安
全
を
確
認
し
た
あ

と
、多
く
の
人
が
海
の
見
え
る
場
所
で
津
波
観
察
を
し
て

い
る
点
で
す
。
し
か
も
複
数
の
人
た
ち
が
集
ま
っ
て
見
て

い
る
ケ
ー
ス
が
多
い
の
と
、男
性
が
多
い
の
が
特
徴
で
す
。

船
の
沖
出
し

集
落
ご
と
に
個
別
に
見
て
み
る
と
、只
出
集
落
で
の
注
目

点
の
ひ
と
つ
は
、船
の
沖
出
し
で
す
。
ほ
か
の
地
域
で
地

形
的
に
港
と
居
住
地
の
あ
い
だ
に
急
な
高
低
差
が
あ
る
地

域
で
は
、地
震
前
か
ら「
船
の
沖
出
し
は
す
る
な
」と
言
わ

れ
て
お
り
、実
際
に
ほ
と
ん
ど
行
な
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

一
方
、只
出
で
は「
船
の
沖
出
し
を
す
ぐ
に
す
べ
き
」と
言
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図4  三日市集落における地震当日の避難行動に関する聞き取り調査結果［筆者作成］

図5  森崎集落における地震当日の避難行動に関する聞き取り調査結果［筆者作成］
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日
本
大
震
災
時
の
津
波
避
難
で
は
、す
ぐ
に
は
逃
げ
ず
に

一
旦
自
宅
に
戻
っ
た
り
、船
の
沖
出
し
に
港
へ
向
か
っ
た

り
、集
ま
っ
て
津
波
を
見
て
い
た
、と
い
っ
た
行
動
が
目

立
ち
ま
し
た
。
そ
れ
に
対
し
、た
だ「
揺
れ
た
ら
す
ぐ
逃
げ

ろ
」を
繰
り
返
し
伝
え
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
す
。
な
ぜ

な
ら
、す
ぐ
逃
げ
な
か
っ
た
の
に
は
そ
れ
な
り
の
理
由
や

背
景
が
あ
っ
た
か
ら
で
す
。
例
え
ば
、一
旦
自
宅
に
戻
る

の
は
、ど
う
し
て
も
家
族
の
安
否
が
気
に
な
る
か
ら
で
す
。

し
か
し
、事
前
に
家
族
で
話
し
合
っ
て
、大
き
な
揺
れ
が

あ
っ
た
ら
家
の
近
く
の
決
め
ら
れ
た
高
台
に
集
合
す
る
よ

う
決
め
て
お
け
ば
よ
い
の
で
す
。
そ
う
す
れ
ば
危
険
を
冒

し
て
ま
で
家
に
戻
る
必
要
は
な
く
な
り
ま
す
。
こ
の
よ
う

に
、「
な
ぜ
逃
げ
な
か
っ
た
の
か
」を
み
ん
な
で
考
え
、そ

の
原
因
・
背
景
を
明
ら
か
に
し
て
、そ
れ
を
事
前
に
一
つ

ひ
と
つ
解
消
し
て
お
け
ば
、い
ざ
と
い
う
時
に「
一
目
散

に
逃
げ
ら
れ
る
」よ
う
に
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か

﹇
写
真
2
・
3
・
4
﹈。

電
で
閉
ま
っ
た
ま
ま
に
な
っ
た
た
め
、車
が
渋
滞
し
、狭

い
一
本
道
で
逃
げ
ら
れ
ず
、五
人
が
犠
牲
と
な
り
ま
し

た﹇
写
真
1
﹈。

避
難
は
間
一
髪
だ
っ
た

津
波
か
ら
逃
げ
て
助
か
っ
た
人
た
ち
の
な
か
に
は
、結
果

と
し
て
間
一
髪
だ
っ
た
人
た
ち
も
少
な
か
ら
ず
い
た
こ
と

が
、聞
き
取
り
調
査
か
ら
も
わ
か
り
ま
し
た
。
森
崎
集
落

に
お
住
ま
い
だ
っ
た
六
〇
代
の
ご
夫
婦
の
避
難
行
動
を
詳

し
く
追
っ
て
み
る
と﹇
図
5
﹈、地
震
の
と
き
、家
族
三
人
の

う
ち
夫
は
高
田
に
車
で
外
出
し
た
帰
り
道
で
、妻
と
高
齢

の
祖
母
は
自
宅
に
い
た
と
き
に
大
き
な
揺
れ
を
感
じ
ま

し
た
。
夫
は
、す
ぐ
津
波
が
来
る
と
思
い
ま
し
た
が
、多
く

の
人
が
そ
う
し
た
よ
う
に
ま
ず
車
で
自
宅
に
戻
り
ま
し

た
。
一
方
、妻
と
祖
母
は
揺
れ
が
大
き
か
っ
た
の
で
自
宅
の

倒
壊
を
恐
れ
、サ
ン
ダ
ル
や
ス
リ
ッ
パ
履
き
の
ま
ま
一
旦

家
の
外
に
避
難
し
、そ
の

後
周
囲
か
ら
逃
げ
て
き
た

方
々
の
お
世
話
を
し
て
い

ま
し
た
が
、只
出
の
方
か

ら
黒
い
波
が
来
る
の
が
見

え
た
の
で
、避
難
し
て
来

た
方
々
と
一
緒
に
近
所
の

家
の
裏
に
あ
る
高
台
の
畑

に
逃
げ
る
た
め
に
、祖
母

を
連
れ
て
必
死
に
急
な
坂

わ
れ
て
お
り
、実
際
に
二
隻
の
船
が
沖
出
し
を
し
ま
し
た

（
第
二
章「
5 

人
々
の
経
験
と
伝
承
」も
参
照
）。
沖
出
し
に
関
わ

る
伝
承
は
、地
形
的
に
港
と
居
住
地
の
行
き
来
の
容
易
さ

に
よ
っ
て
も
影
響
を
受
け
る
よ
う
で
す
。

公
民
館
の
場
所
は
大
事

第
二
章「
6 

会
館
・
公
民
館
と『
避
難
所
』運
営
」で
も
述

べ
た
と
お
り
、公
民
館
の
役
割
は
様
々
で
し
た
。
矢
の
浦

集
落
は
日
頃
か
ら
集
落
の
人
々
が
集
ま
る
公
民
館
が
高
台

に
あ
り
、地
震
の
あ
と
も
住
民
は
公
民
館
に
集
ま
り
ま
し

た
が
、安
全
な
場
所
だ
っ
た
た
め
、さ
ら
に
そ
こ
か
ら
再
び

逃
げ
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
一
方
、両
替
集
落

で
は
、住
民
は
避
難
所
に
も
な
っ
て
い
る
公
民
館
に
集
ま

り
ま
し
た
が
、海
の
近
く
の
低
地
に
あ
り
、津
波
が
迫
っ
て

き
た
た
め
、そ
こ
か
ら
慌
て
て
更
に
高
台
へ
と
避
難
を
し

て
い
ま
す
。
結
果
と
し
て
、両
替
公
民
館
は
津
波
で
浸
水

し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

三
日
市
集
落
で
も
、避
難
先
は
公
民
館
に
な
っ
て
お

り
、地
震
の
あ
と
、公
民
館
に
は
三
〇
〜
四
〇
人
の
人
が

避
難
し
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
安
心
し
た
の
も
束
の
間
、

広
田
湾
の
方
か
ら
大
き
な
音
が
し
た
の
で
見
て
み
る

と
、津
波
が
防
潮
堤
を
越
え
て
く
る
の
が
見
え
、人
々
は

走
っ
た
り
車
に
乗
っ
た
り
し
て
ば
ら
ば
ら
に
逃
げ
た
そ

う
で
す
。
そ
の
後
、公
民
館
に
津
波
が
襲
い
、残
っ
て
い

た
人
の
う
ち
一
人
が
流
さ
れ
て
犠
牲
と
な
り
ま
し
た
。

ま
た
公
民
館
周
辺
で
も
、J
R
大
船
渡
線
の
踏
切
が
停

を
駆
け
上
が
ろ
う
と
し
ま
し
た
。し
か
し
、祖
母
は
途
中
で

動
け
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
、四
つ
ん
這
い
に
な
っ

た
そ
の
手
を
妻
が
引
っ
張
っ
て
な
ん
と
か
引
き
上
げ
た
そ

う
で
す
。そ
の
と
き
、津
波
は
す
ぐ
後
ろ
ま
で
来
て
い
ま
し

た
。
ご
主
人
は
、こ
れ
も
多
く
の
人
が
し
て
い
た
よ
う
に
、

自
宅
の
前
で
津
波
が
来
る
の
を
見
て
い
た
そ
う
で
す
。
只

出
の
ほ
う
か
ら
来
る
波
と
広
田
湾
の
ほ
う
か
ら
来
る
黒
い

壁
の
よ
う
な
波
が
目
の
前
で
ぶ
つ
か
り
、自
宅
の
ほ
う
に

迫
っ
て
来
た
の
で
、ギ
リ
ギ
リ
の
段
階
で
車
に
乗
っ
て
高

台
へ
と
逃
げ
ま
し
た
。
逃
げ
る
途
中
も
津
波
が
迫
っ
て
来

て
い
た
そ
う
で
す
。
ご
夫
婦
は「
こ
こ
ま
で
来
れ
ば
大
丈

夫
と
か
で
は
な
く
、と
に
か
く
で
き
る
だ
け
高
い
と
こ
ろ

ま
で
逃
げ
る
こ
と
が
重
要
」と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。

こ
れ
か
ら
に
備
え
て

地
震
の
と
き
、皆
が
一
目
散
に
高
い
場
所
に
逃
げ
る
よ
う

に
す
る
た
め
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
で
し
ょ
う
。
東

第
2
章  

被
災
の
記
憶
と
伝
承

6263

7  

避
難
行
動

写真3  避難路の案内

写真2  只出集落の半鐘［撮影：浅野久枝］

写真4  三日市公民館付近の踏切。
廃線した震災後に撮影［撮影：池田浩敬］

写真1  浸水後に補修し、現在も使用されている
三日市公民館［撮影：池田浩敬］



図1  宮城秀次《春の唯出浜》1981年5月

中
野
泰

津
波
防
災
マ
ッ
プ

か
ら
考
え
る

8

あ
な
た
の
家
に
防
災
マ
ッ
プ
は
あ
り
ま
す
か
？
東
日
本

大
震
災
で
、そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
役
立
ち
ま
し
た
か
？
防

災
マ
ッ
プ
は
将
来
の
災
害
を
予
防
す
る
た
め
に
作
ら
れ

て
い
ま
す
。
東
日
本
大
震
災
後
に
作
成
さ
れ
た「
小
友
地

区
津
波
防
災
マ
ッ
プ
」（
二
〇
一
三
年
）﹇
図
2
﹈を
手
が
か
り

に
、そ
の
意
義
を
小
友
の
方
々
の
日
常
生
活
の
観
点
か
ら

考
え
て
み
ま
す
。

東
日
本
大
震
災
の
課
題
点
を
反
映

こ
の
マ
ッ
プ
に
は
従
来
の
マ
ッ
プ
に
変
更
が
加
え
ら
れ

て
い
ま
す
。
例
え
ば
、浸
水
域
は
東
日
本
大
震
災
の
範
域

に
改
め
ら
れ
、そ
こ
か
ら
の
避
難
経
路
を
新
た
に
加
え
、

歩
行
距
離
に
要
す
る
時
間
と
と
も
に
、急
な
階
段
や
上
り

坂
、狭
い
道
等
の「
避
難
時
に
注
意
す
べ
き
場
所
」も
示
さ

れ
て
い
ま
す
。

避
難
所
の
一
部
指
定
解
除
と
新
指
定
に
よ
る
数
の
増

加（
一
五
か
ら
二
一
カ
所
へ
と
一
・
四
倍
増
）は
最
大
の
変
更
で

し
ょ
う
。
多
く
の
人
命
が
失
わ
れ
た
低
地
の
公
民
館
に
代

わ
っ
て
高
台
や
寺
院
が
、後
背
地
の
複
数
の
公
民
館
と
と

も
に
新
た
に
指
定
さ
れ
、従
来
指
定
避
難
所
が
な
か
っ
た

新
田
周
辺
の
高
所
に
も
避
難
所
が
設
け
ら
れ
ま
し
た
。
東

日
本
大
震
災
の
教
訓
が
踏
ま
え
ら
れ
、改
善
さ
れ
た
と
い

え
る
で
し
ょ
う（
第
二
章「
6 

会
館
・
公
民
館
と『
避
難
所
』運
営
」

も
参
照
）。

し
か
し
、こ
れ
で
今
後
の
災
害
に
対
し
て
十
全
な
備
え

が
で
き
た
と
は
い
え
ま
せ
ん
。
ど
う
し
て
で
し
ょ
う
か
？

津
波
防
災
マ
ッ
プ
の
射
程
範
囲
を
考
え
よ
う

ひ
と
つ
目
は
、時
間
の
問
題
で
す
。
マ
ッ
プ
は
、特
定
の
時

間
を
想
定
し
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
例
え
ば
、夜
に

地
震
が
起
き
た
場
合
、停
電
し
た
り
、外
灯
が
な
か
っ
た
り

す
る
場
合
が
考
え
ら
れ
、日
中
の
避
難
と
大
き
く
異
な
っ

て
き
ま
す
。
津
波
自
体
を
見
る
こ
と
な
く
避
難
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、避
難

所
や
そ
こ
へ
の
道
順
を
予
め
確
か
め
、懐
中
電
灯
を
準
備

し
、最
短
時
間
で
避
難
す
る
こ
と
が
大
事
で
す
。

二
つ
目
は
、場
の
問
題
で
す
。
マ
ッ
プ
は
小
友
地
区
以

外
の
外
出
先
で
地
震
が
発
生
し
た
場
合
を
想
定
し
て
い

ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、出
先
に
お
け
る
避
難
経
路
や
避
難
場

所
も
想
定
し
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
避
難
す
る
先

は
な
に
も
指
定
避
難
所
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
先
の

大
震
災
の
際
は
、最
寄
り
の
シ
ン
ル
イ
等
の
家
へ
避
難
し

た
例
も
聞
か
れ
ま
し
た
。
ま
た
、自
動
車
に
よ
る
帰
宅
も

勧
め
ら
れ
ま
せ
ん
。
十
字
路
や
一
方
通
行
等
で
渋
滞
が

生
じ
た
り
、津
波
に
よ
り
方
向
転
換
を
余
儀
な
く
さ
れ
た

り
す
る
危
険
が
あ
る
か
ら
で
す（
第
二
章「
5 

人
々
の
経
験
と

伝
承
」も
参
照
）。

三
つ
目
は
、ひ
と
つ
目
と
二
つ
目
が
複
合
し
て
生
じ
る

問
題
で
す
。
日
中
は
、家
族
が
ば
ら
ば
ら
に
過
ご
す
と
き

が
あ
り
、お
互
い
の
無
事
を
確
認
し
た
く
な
り
、危
険
と

と
な
り
合
わ
せ
の
行
動
が
生
ま
れ
ま
す（
第
二
章「
7 

避
難

行
動
」も
参
照
）。
マ
ッ
プ
は
、第
一
に
避
難
、第
二
に
そ
の
後

の
情
報
収
集
と
い
う
二
段
階
モ
デ
ル
を
前
提
と
し
て
い

ま
す
が
、実
際
に
は
こ
れ
ら
二
つ
の
行
為
が
同
時
に
現
れ

る
の
で
す
。
例
え
ば
、「
間
一
髪
の
小
学
生
の
避
難
誘
導
」

（
渡
邉
淳
著
、金
菱
清
編『3.11 

慟
哭
の
記
録

│
71
人
が
体
感
し
た

大
津
波
・
原
発
・
巨
大
地
震
』新
曜
社
、二
〇
一
二
年
所
収
）に
よ
れ

ば
、小
友
小
学
校
に
お
い
て
は
、津
波
が
迫
っ
て
く
る
あ
い

だ
、避
難
行
為
と
並
行
し
て
親
が
子
ど
も
を
引
き
取
り
に

来
た
り
、さ
ら
に
は
自
動
車
の「
運
転
手
の
目
は
皆
引
き

つ
り
」速
度
を
上
げ
て
周
囲
の
道
路
を
走
っ
た
り
す
る
状

態
に
あ
り
、小
学
校
職
員
が
親
へ
の
対
応
と
交
通
整
理
を

行
な
っ
て
い
ま
し
た
。
安
全
を
確
保
す
る
た
め
に

は
、予
め
再
会
す
る
場
所
や
段
取
り
に
つ
い
て
話
し

合
っ
て
お
く
こ
と
が
大
事
で
す
。

私
の
津
波
防
災
マ
ッ
プ
を

つ
く
っ
て
備
え
よ
う

避
難
行
動
は
、地
震
が
発
生
し
た
時
間
や
場
所
、そ

し
て
、家
族
の
動
向
に
大
き
く
左
右
さ
れ
ま
す
。
避

難
は
日
常
生
活
の
延
長
に
現
れ
る
も
の
な
の
で
す
。

他
方
で
、マ
ッ
プ
が
描
く
内
容
は
、避
難
行
動
と
し

て
の
最
大
公
約
数
、す
な
わ
ち
、多
く
の
人
に
共
通

し
て
当
て
は
ま
る
情
報
に
基
づ
い
て
い
る
と
い
え

ま
す
。
こ
の
点
を
理
解
し
、自
分
の
状
況
に
合
っ
た

備
え
を
進
め
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
で
す
。

そ
れ
で
は
、「
小
友
地
区
津
波
防
災
マ
ッ
プ
」を

前
に
ど
の
よ
う
な
備
え
が
で
き
る
で
し
ょ
う
か
。

こ
こ
で
は
、個
々
の
家
族
や
家
の
事
情
に
即
し
た

マ
ッ
プ
の
作
成
を
考
え
て
み
ま
す
。
例
え
ば
、東

日
本
大
震
災
の
経
験
、す
な
わ
ち
、家
族
が
避
難
し

た
経
路
や
状
況
を
地
図
に
書
き
込
ん
で
み
て
は
い

か
が
で
し
ょ
う
か
。
マ
ッ
プ
を
作
る
こ
と
は
、高
台

の
位
置
、そ
こ
へ
至
る
道
や
外
灯
だ
け
で
な
く
、自

動
車
利
用
の
可
否
に
加
え
、家
族
と
の
再
会
の
場
所
等
を

再
確
認
す
る
効
果
が
あ
り
ま
す
。
お
年
寄
り
の
場
合
は
、

昭
和
三
陸
津
波
や
チ
リ
地
震
津
波
の
経
験
も
描
け
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん（
第
二
章「
4 

チ
リ
地
震
津
波
」も
参
照
）。
自

主
防
災
組
織
の
長
、消
防
団
員
、民
生
委
員
等
の
立
場
に

あ
る
人
の
行
動
軌
跡
は
、家
族
に
と
っ
て
も
共
有
し
て
お

き
た
い
情
報
で
し
ょ
う
。
マ
ッ
プ
に
書
き
込
む
内
容
は
、

避
難
行
動
だ
け
に
限
り
ま
せ
ん
。
震
災
当
時
の
家
族
の

所
在
、帰
宅
や
自
宅
確
認
を
行
な
っ
た
時
点
や
状
況
、家

族
等
と
の
再
会
を
果
た
す
ま
で
の
経
緯
や
方
法
、と
な
り

近
所
の
人
た
ち
や
集
落
の
役
職
者
と
の
協
働
や
情
報
収

集
等
、日
常
生
活
や
社
会
関
係
に
か
か
わ
る
事
柄
も
有
用

で
す
。
大
事
な
点
は
、生
活
が
、避
難
行
動
を
良
い
意
味

で
も
悪
い
意
味
で
も
拘
束
し
て
し
ま
う
こ
と
へ
の
理
解

を
深
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、予
想
さ
れ
る
将
来
の
災
害
を

防
ぐ
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
自
身
の
身
の
回
り
の
生
活
も

マ
ッ
プ
に
描
き
出
し
な
が
ら
、避
難
行
動
の
イ
メ
ー
ジ
を

具
体
化
し
、防
災
へ
役
立
て
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て

い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
ら
の
作
業
は
、こ

れ
ま
で
の
経
験
を
未
来
へ
伝
え
て
い
く
大
事
な
試
み
に

も
な
る
か
ら
で
す
。

な
お
、こ
の
文
章
は
学
術
論
文
と
し
て
発
表
し
た
以
下
の

文
章
を
も
と
に
考
え
た
も
の
で
す
。
こ
の
論
文
は
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
で
も
読
む
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、関
心
を

お
持
ち
の
方
に
一
読
を
お
す
す
め
し
ま
す
。
木
村
周
平
、

辻
本
侑
生
、浅
野
久
枝
、池
田
浩
敬
、川
島
秀
一
、小
谷
竜

介
、中
野
泰「『
棲
ま
う
者
の
観
点
』か
ら
の
津
波
避
難
行

動
の
検
討
│
民
俗
学
と
防
災
学
の
協
働
の
試
み
│
」『
日

本
災
害
復
興
学
会
論
文
集
』No.18

、2021.7 

（h
ttps://

f-gakkai.net/research/2471/

）
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図2  小友地区津波防災マップ（2013年） ［出典：「陸前高田市津波防災マップ」（https://www.city.rikuzentakata.iwate.jp/soshiki/bosaika/bosai_shobo/2/2955.html）］
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右
頁
｜
田
﨑
飛
鳥
《
森
の
家
族
2
》
二
〇
一
一
年

左
頁
｜
田
﨑
飛
鳥
《
希
望
の
一
本
松
》
二
〇
一
八
年
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貞
享
4
年

1
6
8
7
年

 ・
凶
作（
c
）

元
禄
元
年

1
6
8
8
年

 ・
8
月
大
風
雨（
c
）

元
禄
2
年

1
6
8
9
年

 ・
海
嘯（
c
）

元
禄
8
年

1
6
9
5
年

 ・
土
用
中
に
北
風
強
く
綿
入
り
着
せ
り  

凶
作（
c
）

元
禄
9
年

1
6
9
6
年

 ・
不
作（
c
）

元
禄
12
年

1
6
9
9
年

 ・
夏
中
雨
止
ま
ず
大
凶
作（
c
）

元
禄
13
年

1
7
0
0
年

 ・
気
候
不
順（
c
）

元
禄
14
年

1
7
0
1
年

 ・
凶
作（
c
）

元
禄
15
年

1
7
0
2
年

 ・
大
凶
作  

餓
死
者
多
し（
c
）

宝
永
2
年

1
7
0
5
年

 ・
人
数
改  

人
頭
一
九
一
、総
人
数
一
六
六
九
、名
子
一
・
水
呑
五
四
、鉄
砲
数
八（
f
）

享
保
4
年

1
7
1
9
年

 ・
8
月
28
日
大
洪
水（
c
）

享
保
6
年

1
7
2
1
年

 ・
閏
7
月
2
日
大
洪
水（
c
）

享
保
7
年

1
7
2
2
年

 ・
6
月
洪
水（
c
）

享
保
9
年

1
7
2
4
年

 ・
不
作
霖
雨
大
洪
水（
c
）

享
保
17
年

1
7
3
2
年

 ・
虫
害
不
作（
c
）

元
文
元
年

1
7
3
6
年

 ・
大
飢
饉（
c
）

元
文
3
年

1
7
3
8
年

 ・
5
月
よ
り
9
月
ま
で
雨
降
ら
ず
畑
不
作  

田
豊
作（
c
）

寛
保
元
年

1
7
4
1
年

 ・
不
作（
c
）

延
享
元
年

1
7
4
4
年

 ・
虫
害
不
作（
c
）

寛
延
元
年

1
7
4
8
年

 ・
凶
作（
c
）

寛
延
2
年

1
7
4
9
年

 ・
大
不
作（
c
）

宝
暦
元
年

1
7
5
1
年

 ・
閏
6
月
2
日
本
郡
海
岸
一
帯
津
浪
押
来
る（
c
）

宝
暦
5
年

1
7
5
5
年

 ・ 

土
用
中
に
霜
降
遂
に
大
凶
作
と
な
る   

仙
台
領
内
の
餓
死
者
4
9
5
9
4
人（
c
）

宝
暦
6
年

1
7
5
6
年

 ・
大
凶
作（
c
）

明
和
8
年

1
7
7
1
年

 ・
6
月
大
旱
魃  

夏
作
物
大
不
作（
c
）

明
和
9
年

1
7
7
2
年

 ・
家
数
3
0
0
戸（『
封
内
風
土
記
』）（
e
）

安
永
年
間

1
7
7
2 – 

1
7
8
1
年

 ・
家
数
3
1
4
戸（『
安
永
風
土
記
』）（
e
）

安
永
3
年

1
7
7
4
年

 ・
5
月
3
日
大
地
震
地
割
し
山
や
岩
崩
れ  

 ・
夏
気
候
冷
陰
田
作
悪
し  

 ・
疫
病
大
流
行  

郡
内
患
者
1
3
4
7
3
人  

死
亡
2
1
0
7
人（
c
）

安
永
4
年

1
7
7
5
年

 ・
気
候
不
順  

田
作
悪
し（
c
）

安
永
7
年

1
7
7
8
年

 ・
気
候
不
順  

作
物
悪
し（
c
）

安
永
8
年

1
7
7
9
年

 ・
7
月
大
洪
水（
c
）

和
暦

西
暦

災
害
、凶
作
、疫
病
な
ど

小
友
村（
町
）の
出
来
事

至
徳
年
間

1
3
8
4 – 

1
3
8
7
年

 ・
矢
の
浦
大
謀
網
始
ま
る（
b
）

慶
長
16
年

1
6
1
1
年

 ・
10
月
28
日
午
後
5
時
大
地
震
大
海
嘯（
c
）

元
和
2
年

1
6
1
6
年

 ・
大
地
震
津
浪
押
来（
c
）

寛
永
元
年

1
6
2
4
年

 ・
4
月
よ
り
寒
く
6
月
霜
降
り
7
月
大
風
遂
に
凶
作（
c
）

寛
永
4
年

1
6
2
7
年

 ・
正
月
大
地
震（
c
）

寛
永
14
年

1
6
3
7
年

 ・
6
月
23
日
よ
り
26
日
迄
4
日
間
大
雨
大
洪
水  

山
沢
一
面
押
流
さ
る（
c
）

寛
永
15
年

1
6
3
8
年

 ・
飢
饉（
大
凶
作
）（
c
）

寛
永
18
年

1
6
4
1
年

 ・
大
不
作（
c
）

寛
永
19
年

1
6
4
2
年

 ・ 

検
地
竿
答
。
百
姓
五
一
、家
数
三
一
四（
う
ち
水
呑
二
）、男
七
九
四
・
女
六
八
五
、 

船
六
七（
釣
溜
一
〇
・
小
船
四
・
早
波
船
三
二
・
か
つ
こ
船
二
一
）品
替
百
姓
二
、屋
敷
名
五
七（
f
）

正
保
2
年

1
6
4
5
年

 ・
4
月
に
て
霜
降
麦
不
作（
c
）

正
保
3
年

1
6
4
6
年

 ・
7
月
大
洪
水
、不
作（
c
）

慶
安
3
年

1
6
5
0
年

 ・
大
凶
作（
c
）

寛
文
8
年

1
6
6
8
年

 ・
大
旱
魃（
c
）

寛
文
10
年

1
6
7
0
年

 ・
大
凶
作（
c
）

延
宝
3
年

1
6
7
5
年

 ・
飢
饉（
c
）

延
宝
4
年

1
6
7
6
年

 ・
大
洪
水
、大
不
作（
c
）

延
宝
5
年

1
6
7
7
年

 ・
3
月
12
日
夕
刻
よ
り
15
日
ま
で
昼
夜
大
小
地
震（
c
）

延
宝
6
年

1
6
7
8
年

 ・
8
月
1
日
大
風  

田
畑
被
害
多
し（
c
）

延
宝
7
年

1
6
7
9
年

 ・
9
月
1
日
大
雪（
c
）

a
｜
岩
手
県
農
会
『
岩
手
県
気
仙
郡
小
友
村
々
是
』、1
9
1
4
年

b
｜
山
田
三
義
『
小
友
村
史
』、1
9
3
8
年

c
｜
千
葉
薫
治
郎
『
回
顧
録
』、1
9
5
2
年

d
｜
佐
藤
盛
『
矢
ノ
浦
大
網
六
百
年
記
念
誌
』、1
9
8
4
年

e
｜
「
角
川
日
本
地
名
大
辞
典
」編
纂
委
員
会
編
『
岩
手
県
（
角
川
日
本
地
名
大
辞
典
：
3
）』角
川
書
店
、1
9
8
5
年

f
｜
平
凡
社
地
方
資
料
セ
ン
タ
ー
編
『
岩
手
県
の
地
名
（
日
本
歴
史
地
名
大
系
：
3
）』平
凡
社
、1
9
9
0
年

g
｜
気
仙
大
工
等
の
伝
承
を
探
る
会
編
『
小
友
匠
衆
の
歩
み
』、1
9
9
2
年

h
｜
陸
前
高
田
市
史
編
集
委
員
会
編
『
陸
前
高
田
市
史 

四
巻
（
沿
革
編 

下
）』、1
9
9
6
年

i
｜
藤
原
薫
『
お
田
束
様
と
椿
里
』、2
0
0
4
年

地
震
、津
波
、そ
の
他
の
災
害
を
中
心
に
、小
友
に
お
け
る
出
来
事
や
歴
史
的
背
景
を
年
表

と
し
て
ま
と
め
た
。
主
と
し
て
依
拠
し
た
文
献
を
下
記
に
記
し
、文
献
に
基
づ
く
事
項
に

つ
い
て
は
、各
文
献
の
略
称（
a

－

i
）を
末
尾
に
付
記
し
た
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
事
項
に

つ
い
て
は
略
し
た
。
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安
永
9
年

1
7
8
0
年

 ・
大
洪
水（
c
）

天
明
元
年

1
7
8
1
年

 ・
大
洪
水（
c
）

天
明
3
年

1
7
8
3
年

 ・
大
飢
饉  

収
穫
皆
無（
c
）

天
明
4
年

1
7
8
4
年

 ・
凶
作  

餓
死
者
仙
台
領
4
0
8
5
0
人  

 ・
大
暴
風
漁
船
遭
難（
c
）

天
明
5
年

1
7
8
5
年

 ・
大
暴
風
雨（
c
）

天
明
6
年

1
7
8
6
年

 ・
不
作
続
く（
c
）

天
明
8
年

1
7
8
8
年

 ・
大
雨
の
た
め
大
洪
水（
c
）

寛
政
・
文
化
の
頃

1
7
8
9 – 
1
8
1
8
年

 ・
松
山
五
郎
吉
の
如
き
名
工
出
る
。
正
徳
寺
本
堂
、日
頃
市
長
安
寺
山
門
世
田
米
浄
福
寺
本
堂
等
を
建
築（
b
）

寛
政
5
年

1
7
9
3
年

 ・
正
月
7
日
大
地
震（
c
）

享
和
2
年

1
8
0
2
年

 ・
3
月
6
日
大
暴
風
雨（
c
）

文
化
年
間

1
8
0
4 – 

1
8
1
8
年

 ・ 

潮
止
工
事
を
施
し
石
垣
を
組
み
て
防
水
堤
を
築
く（
こ
の
際
石
材
運
搬
の
船
満
載
の
ま
ま
沈
没
し
、 

そ
の
石
鳥
嶋
の
東
部
海
底
に
認
め
ら
れ
る
と
い
う
。
共
に
沈
み
溺
死
し
た
人
も
あ
っ
た
と
伝
え
る
）（
b
）

文
化
元
年

1
8
0
4
年

 ・
大
豆
不
作  

豆
腐
納
豆
醸
造
を
禁
ぜ
ら
れ
る（
c
）

文
化
7
年

1
8
1
0
年

 ・
正
月
寒
さ
烈
し（
c
）

文
化
8
年

1
8
1
1
年

 ・
7
月
16
日
大
霜
降
り
田
畑
作
物
被
害
多
し（
c
）

文
化
9
年

1
8
1
2
年

 ・
冬
天
然
痘
流
行（
c
）

文
化
・
文
政
の
狭
間

1
8
1
8
年
頃

 ・
雷
屋
敷
源
蔵
が
近
隣
の
人
を
集
め
て
筆
堂
を
開
く（
b
）

文
政
の
頃

1
8
1
8 – 

1
8
3
0
年

 ・
羽
州
の
田
禾
と
い
う
人
、国
学
に
秀
で
、俳
句
を
巧
み
に
す
る
。
小
友
村
に
寓
居
し
、当
村
に
俳
句
が
勃
興
す
る（
b
）

文
政
3
年

1
8
2
0
年

 ・（
矢
の
浦
）熊
野
神
社
社
務
所
が
火
災
に
遭
い
、大
網
喜
六
の
半
ば
を
焼
失（
d
）

文
政
4
年

1
8
2
1
年

 ・
8
月
10
日
大
洪
水（
c
）

文
政
8
年

1
8
2
5
年

 ・
大
凶
作（
c
）

文
政
・
天
保
の
狭
間

1
8
3
0
年
頃

 ・
佐
竹
萬
民（
通
称
米
之
助
）澤
屋
敷
又
右
衛
門
宅
に
て
師
弟
を
教
育（
b
）

天
保
3
年

1
8
3
2
年

 ・
凶
作（
c
）

天
保
4
年

1
8
3
3
年

 ・
大
飢
饉（
c
）

天
保
5
年

1
8
3
4
年

 ・
小
友
村
與
兵
エ
越
喜
来
字
烏
頭
の
小
壁
漁
場（
東
北
一
の
漁
場
）を
発
見（
c
）

天
保
6
年

1
8
3
5
年

 ・
大
飢
饉  

閏
7
月
7
日
大
洪
水（
c
）

天
保
8
年

1
8
3
7
年

 ・
10
月
11
日
沿
岸
潮
流
溢
し
被
害
多
し（
c
）

天
保
9
年

1
8
3
8
年

 ・
大
飢
饉（
c
）

天
保
10
年

1
8
3
9
年

 ・
茗
荷
の
及
川
庄
兵
衛
の
商
船
仲
吉
丸
が
南
洋
に
漂
着（
g
）

天
保
12
年

1
8
4
1
年

 ・
大
洪
水
横
田
大
被
害
あ
り（
c
）

弘
化
4
年

1
8
4
7
年

 ・
7
月
17
日
大
時
化  

漁
船
の
遭
難
多
し（
c
）

嘉
永
の
頃

1
8
4
8 – 

1
8
5
4
年

 ・ 

米
崎
の
沼
田
出
身
の
山
田
春
吉
が
三
日
市
に
入
っ
て
は
じ
め
て
小
友
村
に
御
影
石
細
工
を
開
き
、 

以
来
多
方
面
に
こ
の
石
材
を
用
い
る
よ
う
に
な
る（
b
）

嘉
永
2
年

1
8
4
9
年

 ・
7
月
よ
り
気
候
不
順  

 ・
8
月
降
雪
遂
に
凶
作（
c
）

嘉
永
3
年

1
8
5
0
年

 ・
7
月
よ
り
降
雨
凶
作（
c
）

安
政
3
年

1
8
5
6
年

 ・
7
月
23
日
強
震
あ
り
間
も
な
く
津
浪
押
し
来
る（
c
）

安
政
4
年

1
8
5
7
年

 ・
秋
気
候
不
順
凶
作（
c
）

安
政
5
年

1
8
5
8
年

 ・
6
月
14
日
大
洪
水（
c
）

安
政
6
年

1
8
5
9
年

 ・
7
月
25
日
大
東
風  

郡
内
所
々
家
倒
れ
大
木
折
れ
倒
さ
る（
c
）

万
延
元
年

1
8
6
0
年

 ・
春
よ
り
気
候
不
順
降
雨
続
き  

 ・
6
月
10
日
大
洪
水
凶
作（
c
）

文
久
年
間

1
8
6
1 – 

1
8
6
4
年

 ・ 

尾
張
の
儒
者
丹
波
復
堂
が
来
て
、は
じ
め
只
出
の
和
古
野
に
お
い
て
学
堂
を
開
き
、後
、華
蔵
寺
門
前
の
大
屋
の
別
宅
及
び 

上
小
友
橋
本
等
に
転
居
し
師
弟
を
大
い
に
養
う
。
前
後
し
て
、片
岡
応
泰
、高
橋
玄
龍
等
三
日
市
そ
の
他
に
お
い
て
教
育
の
任
に
あ
た
る（
b
）

文
久
元
年

1
8
6
1
年

 ・
10
月
29
日
よ
り
4
月
降
雨
続
き  

 ・
11
月
2
日
夜
大
洪
水（
横
田
流
）  

 ・
郡
内
麻
疹
大
流
行（
c
）

文
久
2
年

1
8
6
2
年

 ・
不
作（
c
）

明
治
2
年

1
8
6
9
年

 ・
気
候
不
順
遂
に
凶
作（
c
）

 ・
小
友
村
人
数
御
改
帳
、人
頭
三
二
八
人 

内 

寺
四
カ
寺
、鉄
砲
六
人
、此
人
数
二
二
六
八
人（『
陸
前
高
田
市
史
一
二
巻﹇
資
料
編
二
﹈』）

明
治
5
年

1
8
7
2
年

 ・
水
沢
県
の
管
轄
に
移
る
。
第
16
大
区
3
小
区
小
友
村
戸
長
役
場
を
置
く（
a
）

 ・
往
古
よ
り
大
矢
の
浦(

屋
号)

が
瀬
主
と
し
て
大
網
の
万
般
を
行
な
っ
て
き
た
が
、第
一
別
家
を
加
え
2
人
制
で
瀬
主
と
な
る（
d
）

明
治
6
年

1
8
7
3
年

 ・
寺
子
屋
数
6（
県
史
）小
友
小
学
校
開
校（
g
）

明
治
7
年

1
8
7
4
年

 ・
3
4
3
戸
、情
態
書
上（
明
治
7
年
9
月 

気
仙
郡
小
友
村
）

明
治
8
年

1
8
7
5
年

 ・
堤
小
学
校
開
校（
g
）

明
治
9
年

1
8
7
6
年

 ・
岩
手
県
に
併
合
。
第
3
大
区
2
小
区
。
米
崎
村
に
事
務
所
を
置
き
、小
友
広
田
米
崎
末
崎
の
4
カ
村
の
事
務
を
取
り
扱
う（
a
）

 ・
善
性
寺
に
小
友
小
学
校
分
校
を
設
置（
g
）

明
治
10
年

1
8
7
7
年

 ・
事
務
所
を
第
3
大
区
2
小
区
2
番
小
友
扱
所
と
称
し
小
友
村
の
華
蔵
寺
に
移
転
し
、事
務
を
取
り
扱
う（
a
）

明
治
11
年

1
8
7
8
年

 ・
堤
小
学
校
は
明
治
11
年
中
野
屋
敷
の
畑
地
に
校
舎
を
新
築（
b
）

明
治
12
年

1
8
7
9
年

 ・ 

郡
区
別
と
な
っ
て
扱
所
を
廃
止
し
、各
村
に
村
役
所
を
置
く
。
小
友
村
は
広
田
村
と
聯
合
し
、村
役
所
を
小
友
村
谷
地
に
設
置
し
、 

小
友
広
田
村
役
所
と
称
し
、両
村
の
事
務
を
取
り
扱
う（
a
）

明
治
14
年

1
8
8
1
年

 ・
村
役
所
の
併
合
を
解
き
分
離
し
て
小
友
村
は
字
茂
里
花
に
小
友
村
役
所
を
置
き
、村
限
り
の
事
務
を
取
り
扱
う（
a
）

明
治
17
年

1
8
8
4
年

 ・
再
び
聯
合
役
場
を
設
け
る
制
度
と
な
り
、小
友
広
田
米
崎
末
崎
の
4
カ
村
聯
合
戸
長
役
場
を
字
茂
里
花
に
設
け
る（
a
）

 ・ 

堤
小
学
校
は
上
小
友
室
石
傍
に
校
舎
新
築（
こ
れ
よ
り
先
は
善
性
寺
を
以
て
校
舎
に
あ
て
る
）、小
友
小
学
校
は
旧
校
舎
に
添
っ
て
新
た
に 

増
築
す
る（
b
）

明
治
18
年

1
8
8
5
年

 ・
明
治
18
年
の
頃
よ
り
海
面
埋
立
て
を
企
て
る
も
の
続
出
し
、三
日
市
海
岸
、塩
谷
海
岸
に
田
地
を
作
る
も
の
あ
っ
て
村
内
に
田
の
面
積
が
増
加（
b
）

明
治
19
年

1
8
8
6
年

 ・
堤
小
学
校
は
、小
友
小
学
校
へ
合
併（
g
）

明
治
20
年

1
8
8
7
年

 ・
村
の
中
央
字
宮
崎
に
2
校
1
分
校
を
合
併
し
て
西
洋
型
二
階
建
て
の
校
舎
を
新
築（
b
）

明
治
22
年

1
8
8
9
年

 ・
町
村
制
実
施
に
際
し
て
聯
合
を
分
離
し
、一
村
と
な
る（
a
）

明
治
25
年

1
8
9
2
年

 ・
稀
な
大
豊
作  

鯣
大
漁（
c
）

 ・
広
田
村
と
小
友
村
只
出
漁
民
と
の
海
論
事
件
起
れ
り
。
寛
文
年
間
旧
藩
裁
定
の
旧
書
類
に
よ
り
行
政
裁
判
に
於
て
小
友
村
の
勝
訴（
b
）

明
治
28
年

1
8
9
5
年

 ・
土
用
中
寒
く
綿
入
着
す（
気
仙
郡
気
候
）（
c
）
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昭
和
22
年

1
9
4
7
年

 ・
国
鉄
バ
ス
開
通（
高
田
〜
遠
野
間
）

 ・
小
友
村
農
民
組
合
結
成
、農
地
解
放
が
進
む（
i
）

昭
和
24
年

1
9
4
9
年

 ・
小
友
村
漁
業
協
同
組
合
設
立

昭
和
25
年

1
9
5
0
年

 ・
火
災
に
よ
り
只
出
17
戸
焼
失

 ・
小
友
中
学
校
の
独
立
校
舎
完
成

 ・
県
南
バ
ス
広
田
線
運
行
開
始（
h
）

昭
和
26
年

1
9
5
1
年

 ・
小
友
町
婦
人
会
創
立

昭
和
30
年

1
9
5
5
年

 ・
高
田
町
・
気
仙
町
・
広
田
町
・
小
友
村
・
竹
駒
村
・
矢
作
村
・
横
田
村
・
米
崎
村
が
合
併
し
、陸
前
高
田
市
と
な
る

昭
和
33
年

1
9
5
8
年

 ・
新
し
い
市
役
所
が
完
成（
h
）

昭
和
35
年

1
9
6
0
年

 ・
チ
リ
地
震
津
波

 ・
県
営
小
友
浦
干
拓
工
事
着
工（
完
工
1
9
6
7
年
3
月
）

昭
和
40
年

1
9
6
5
年

 ・
市
民
会
館
が
で
き
る（
h
）

昭
和
42
年

1
9
6
7
年

 ・
矢
の
浦
獺
沢
共
同
大
網
規
約
制
定  

昭
和
43
年
以
来
大
網
の
事
業
は
規
約
、規
定
も
整
備
し
株
主
各
自
平
等
な
立
場
と
な
る（
d
）

昭
和
45
年

1
9
7
0
年

 ・
陸
前
高
田
市
が「
広
田
湾
開
発
」を
構
想（
〜
1
9
9
1
年
）／
市
民
に
よ
る「
反
対
運
動
」が
起
こ
る

昭
和
46
年

1
9
7
1
年

 ・
県
営
か
ん
が
い
排
水
事
業（
終
了
1
9
9
1
年
）

昭
和
47
年

1
9
7
2
年

 ・
国
道
41
号
全
線
開
通（
h
）

昭
和
51
年

1
9
7
6
年

 ・
市
民
体
育
館
開
館（
h
）

昭
和
52
年

1
9
7
7
年

 ・
中
央
公
民
館
完
成（
h
）

昭
和
54
年

1
9
7
9
年

 ・
市
立
博
物
館
・
市
立
図
書
館
完
成（
h
）

昭
和
56
年

1
9
8
1
年

 ・
小
友
町
ふ
る
さ
と
セ
ン
タ
ー
完
成（
h
）

昭
和
57
年

1
9
8
2
年

 ・
三
陸
津
波
50
回
忌
法
要（
只
出
）

 ・
国
道
45
号
高
田
バ
イ
パ
ス
完
成

昭
和
58
年

1
9
8
3
年

 ・
市
内
全
域
に
防
災
無
線
設
置
、翌
年
44
の
支
局
を
も
つ
防
災
行
政
無
線
施
設
を
開
局（
h
）

平
成
2
年

1
9
9
0
年

 ・「
小
友
町
チ
リ
津
波
襲
来
図
」制
作

平
成
4
年

1
9
9
2
年

 ・
気
仙
大
工
左
官
伝
承
館
完
工（
g
）

平
成
5
年

1
9
9
3
年

 ・
冷
夏
に
よ
る
不
作  

市
は「
異
常
気
象
対
策
本
部
」を
設
置（
h
）

平
成
10
年

1
9
9
8
年

 ・
ア
ッ
プ
ル
ロ
ー
ド
の
工
事
開
始（ 
i
）

平
成
11
年

1
9
9
9
年

 ・
オ
ー
ト
キ
ャ
ン
プ
場
モ
ビ
リ
ア
開
設（
県
立
）

 ・
仁
田
山
ト
ン
ネ
ル
開
通

平
成
16
年

2
0
0
4
年

 ・
小
友
町
、気
仙
町
、高
田
町
、米
崎
町
、広
田
町
の
5
漁
協
が
合
併
し
、広
田
湾
漁
業
協
同
組
合
が
成
立

平
成
20
年

2
0
0
8
年

 ・
広
田
水
産
高
等
学
校
は
、岩
手
県
立
高
田
高
等
学
校
と
統
合
す
る
こ
と
に
よ
り
閉
校

平
成
23
年

2
0
1
1
年

 ・
東
日
本
大
震
災

 ・
東
日
本
大
震
災
で
全
財
産
流
出
に
よ
り
大
網
継
続
不
可
能

平
成
25
年

2
0
1
3
年

 ・
3
月
2
日
、被
災
し
た
大
船
渡
線
に
代
わ
っ
て
大
船
渡
線
B
R
T（
バ
ス
高
速
輸
送
シ
ス
テ
ム
）が
開
通

 ・
陸
前
高
田
市
立
高
田
東
中
学
校
創
立（
小
友
中
学
校
、広
田
中
学
校
、米
崎
中
学
校
の
3
校
が
統
合
）

平
成
26
年

2
0
1
4
年

 ・
農
事
組
合
法
人
サ
ン
フ
ァ
ー
ム
小
友
の
設
立

令
和
3
年

2
0
2
1
年

 ・
市
役
所
新
庁
舎
が
完
成

明
治
29
年

1
8
9
6
年

 ・
明
治
三
陸
津
波

 ・
田
畑
作
物
半
作（
c
）

 ・
明
治
29
年
の
頃
よ
り
巾
着
網
に
よ
り
て
外
洋
に
出
漁
す
る
大
規
模
の
も
の
が
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
る（
b
）

明
治
31
年

1
8
9
8
年

 ・
4
月
23
日
午
前
8
時
大
激
震
3
分  

津
浪
あ
り  

 ・
9
月
大
洪
水  

 ・
旧
7
月
7
日  

三
日
市
浦
に
津
浪
あ
り  

大
激
震（
c
）

 ・「
海
嘯
溺
死
供
養
塔
」建
立（
華
蔵
寺
境
内
）

明
治
32
年

1
8
9
9
年

 ・ 

赤
痢
大
流
行  

患
家
1
3
9
戸
、罹
病
者
殆
ど
2
0
0
人
を
超
え
る  

予
防
救
済
の
た
め
字
猪
の
森
に
隔
離
病
舎
三
棟
を
急
造
し
、 

こ
れ
に
収
容
し
て
撲
滅
救
護
の
術
を
施
し
た
が
34
名
の
死
者（
c
）

 ・
大
謀
の
役
を
設
け
、瀬
主
も
又
網
子
の
な
か
か
ら
経
験
豊
富
の
者
を
選
出
す
る
よ
う
に
な
る（
d
）

明
治
33
年

1
9
0
0
年

 ・「
弔  

海
嘯  

赤
痢  

亡
霊
」塔
建
立（
華
蔵
寺
境
内
）﹇
門
前
念
佛
講
中
﹈

明
治
34
年

1
9
0
1
年

 ・
県
内
信
用
組
合
の
嚆
矢
、小
友
村
信
用
組
合
設
立（
e
）

明
治
35
年

1
9
0
2
年

 ・
4
月
大
風
冷
気
の
た
め
出
穂
後
れ
凶
作（
c
）

 ・
只
出
郵
便
局
開
局（
e
）

 ・
小
友
村
漁
業
組
合
成
立
総
会
開
催（
d
）

明
治
37
年

1
9
0
4
年

 ・
7
月
大
風
麦
大
減
収（
c
）

明
治
38
年

1
9
0
5
年

 ・
8
月
20
日
よ
り
1
ヶ
月
以
上
降
雨
続
き
凶
作（
c
）

明
治
41
年

1
9
0
8
年

 ・ 

三
陸
汽
船
株
式
会
社
設
立
。
定
期
航
路（
塩
釜
〜
宮
古
間
）が
開
か
れ
、脇
の
沢
港
が
寄
港
地
と
な
る
。 

航
路
は
1
9
4
3（
昭
和
18
）年
に
廃
止
。

明
治
42
年

1
9
0
9
年

 ・
8
月
近
年
稀
な
る
大
洪
水（
c
）

明
治
44
年

1
9
1
1
年

 ・
国
有
林
払
い
下
げ  

平
畑
山
1
3
0
町
歩  

配
当
、村
50
町
歩  

山
下
部
落
12
部
落
57
町
6
反
歩（
c
）

明
治
45
年
／
大
正
元
年

1
9
1
2
年

 ・
9
月
23
日
大
風
凶
作（
c
）

大
正
2
年

1
9
1
3
年

 ・
凶
作  

8
月
23
日
大
風
雨
大
洪
水（
c
）

大
正
3
年

1
9
1
4
年

 ・
小
友
村
是
調
査（
a
）

大
正
5
年

1
9
1
6
年

 ・
電
灯
が
点
る（
c
、e
）

大
正
7
年

1
9
1
8
年

 ・
只
出
郵
便
局
谷
地
前
へ
移
転
・
新
築
。
今
泉
佐
藤
新
助  

今
泉
盛
岡
間
の
定
期
自
動
車
運
転（
c
）

大
正
13
年

1
9
2
4
年

 ・
小
友
村
に
限
り
灌
漑
水
不
足  （
c
）

 ・ 

矢
の
浦
の
佐
藤
芳
之
丞
が
の
り
養
殖
の
研
究
を
重
ね
、昭
和
3
年
に
椰
子
網
で
成
功
し
、県
か
ら
1
万
5
0
0
0
坪
の
海
面
を
借
り
て 

事
業
完
成（
g
）

大
正
14
年

1
9
2
5
年

 ・
灌
漑
水
不
足  

開
花
当
時
に
冷
気（
c
）

 ・ 

広
田
村
実
業
補
習
学
校
設
立
。
の
ち
に
青
年
学
校
に（
1
9
3
5﹇
昭
和
10
﹈年
）、村
立
広
田
水
産
学
校
と
な
る（
1
9
4
0﹇
昭
和
15
﹈年
） 

（『
広
田
漁
業
史
』）

大
正
15
年
／
昭
和
元
年

1
9
2
6
年

 ・ 

地
方
一
帯
旱
魃
と
な
り
、本
村
は
殊
に
甚
だ
し   

小
友
耕
地
整
理
組
合
の
設
立
は
此
に
起
因（
c
）

 ・
小
友
村
か
ら
の
大
工
出
稼
ぎ
者
数
3
0
0
人（
g
）

昭
和
3
年

1
9
2
8
年

 ・
小
友
建
築
研
究
会
第
1
回
講
習
会（
g
）

昭
和
8
年

1
9
3
3
年

 ・
昭
和
三
陸
津
波

 ・
小
友
駅（
大
船
渡
線
）開
業

 ・「
弔
海
嘯
溺
死
霊
」塔
建
立（
華
蔵
寺
境
内
）

昭
和
9
年

1
9
3
4
年

 ・
凶
作（
c
）

昭
和
10
年

1
9
3
5
年

 ・
今
泉
街
道
が
村
内
を
経
由
し
て
お
り
バ
ス
の
便
が
あ
る（
e
）

昭
和
16
年

1
9
4
1
年

 ・
東
北
東
海
岸
凶
作  

本
村
全
村
を
通
じ
2
、3
歩
位（
c
）

 ・
広
田
水
産
学
校
は
村
立
か
ら
県
立
と
な
り
、の
ち
に
県
立
広
田
水
産
高
等
学
校
と
な
る（
1
9
4
8﹇
昭
和
23
﹈年
）（『
広
田
漁
業
史
』）

昭
和
21
年

1
9
4
6
年

 ・
赤
痢
病
流
行  

字
猪
の
森
に
隔
離
病
舎
を
急
造
し
収
容（
c
）

関
連
年
表
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震
災
関
連
年
表



月
日

部
署
／『
広
報
り
く
ぜ
ん
た
か
た
臨
時
号
』﹇
号
数
﹈

 

出
来
事

3
月
11
日

防
災
部（
消
防
本
部
・
消
防
署
）

 ・
津
波
、天
気
予
報
、警
報
の
周
知
及
び
伝
達（
〜H

25
/3

/31

）

 ・
県
に
対
す
る
救
助
要
請

 ・
活
動
時
の
二
次
災
害
防
止
の
注
意
喚
起（
〜4

/3
0

）

 ・
緊
急
消
防
援
助
隊
派
遣
要
請
、活
動
調
整（
〜3

/31

）

 ・
津
波
警
報
等
発
表
時
の
潮
位
監
視
及
び
警
戒（
〜3

/13

）

 ・
水
門
、ひ
門
等
の
閉
鎖（
〜3

/13

）

 ・
行
方
不
明
者
の
捜
索
及
び
遺
体
の
収
容
活
動（
〜4

/3
0

）

 ・
救
急
、救
助
捜
索
活
動（
〜5

/10

）

 ・
道
路
上
の
障
害
物
除
去（
〜3

/16

）

総
務
部

 ・
防
災
行
政
無
線
に
よ
る
広
報

3
月
12
日

総
務
部

 ・
災
害
対
策
本
部
の
設
置（
〜H

25
/3

/31

）

 ・
自
衛
隊
等
と
の
連
絡
調
整
会
議（
〜7/18

）

 ・
県
に
対
す
る
救
助
要
請（H

25
/3

/31

）

 ・
毎
朝
夕
行
動
予
定
連
絡
会
議
の
開
催（
〜8

/1

）

 ・
不
明
者
デ
ー
タ
入
力（
〜5

/7
）

渉
外
部

 ・
生
存
者
、行
方
不
明
者
の
確
認（
〜5

/28

）

財
務
部

 ・
避
難
所
へ
食
料
、飲
料
水
の
配
送（
米
等
、炊
き
出
し
に
必
要
な
も
の
）（
〜5

/15

）

保
険
部（
健
康
推
進
課
）

 ・
医
療
関
係
派
遣
要
請
に
係
る
調
整（
〜3

/31
）

福
祉
部（
長
寿
社
会
課
・
社
会
福
祉
課
）

 ・
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
2
階
で
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
受
付
開
始（
〜3

/16

）

建
設
部（
建
設
課
・
都
市
計
画
課
）

 ・
道
路
の
が
れ
き
除
去（
〜5

/8

）

 ・
仮
設
住
宅
設
置
場
所
選
定（
〜6

/15

）

 ・
仮
設
ト
イ
レ
設
置
、補
充（
〜8

/1

）

商
工
観
光
部（
商
工
観
光
課
）

 ・
燃
料
の
確
保
、配
布（
〜6

/5

）

 ・
避
難
所
等
へ
の
新
聞
の
仕
分
け（
〜7/11

）

水
道
部（
水
道
事
業
所
）

 ・
日
本
水
道
協
会
岩
手
県
支
部
へ
給
水
に
係
る
応
援
要
請

教
育
部（
教
育
委
員
会
）

 ・
児
童
、生
徒
の
安
否
確
認（
〜H

25
/3

/31

）

 ・
保
護
者
が
行
方
不
明
と
な
っ
て
い
る
児
童
、生
徒
の
把
握
と
安
全
確
保（
保
護
）（
〜H

25
/3

/31

）

主
と
し
て
、陸
前
高
田
市
、「
陸
前
高
田
市
東
日
本
大
震
災
検
証
報
告
書  

資
料
編
」

（
二
〇
一
四
年
）に
拠
り
、陸
前
高
田
市
に
お
け
る
震
災
後
の
対
応
に
つ
い
て
、対
策
本
部
、お

よ
び
、本
部
下
の
各
組
織
の
主
た
る
動
向
を
取
り
上
げ
掲
載
す
る
と
と
も
に
、『
広
報
り
く

ぜ
ん
た
か
た
臨
時
号
』（
全
一
〇
七
号
、文
中
に
は﹇
号
数
﹈で
記
載
）に
拠
り
、特
に
小
友
地
区
の

動
向
を
整
理
し
て
掲
載
し
た
。

消
防
団
の
対
応（
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
）

 ・ 

小
友
分
団
は
、地
震
発
生
後
、水
門
、陸
閘
の
閉
鎖
作
業
、市
民
の
避
難
誘
導
、交
通
整
理
を
行
な
っ
た
。 

津
波
が
襲
来
し
た
後
は
、主
に
生
存
者
の
救
助
や
物
資
調
達
を
行
な
い
、そ
の
後
、行
方
不
明
者
の
捜
索
活
動
に
移
行
し
、3
月
14
日
頃
か
ら
遺
体
の
搬
送
を
開
始
し
た
。 

自
衛
隊
が
遺
体
の
発
見
場
所
に
、旗
な
ど
の
目
印
を
立
て
て
、団
員
が
遺
体
の
搬
送
を
行
な
っ
た
。

3
月
13
日

水
道
部（
水
道
事
業
所
）

 ・
福
井
市
企
業
局
給
水
応
援
到
着
、応
急
給
水
拠
点
を
住
田
町
に
依
頼

3
月
14
日

総
務
部（
総
務
課
・
防
災
対
策
室
・
議
会
事
務
局
）・
一
部
消
防
部

 ・
避
難
所
へ
の
情
報
発
信（
〜3

/17

）

建
設
部（
建
設
課
・
都
市
計
画
課
）

 ・
汚
水
処
理
施
設
協
議（
〜3

/24

）

商
工
観
光
部（
商
工
観
光
課
）

 ・
道
路
開
設
用
重
機
の
軽
油
配
布（3

/16

〜4
/24

）

水
道
部（
水
道
事
業
所
）

 ・
応
急
給
水
活
動
実
施（
主
と
し
て
日
本
水
道
協
会
と
自
衛
隊
に
よ
る
応
急
給
水
）（
〜8

/8

）

3
月
15
日

保
険
部（
健
康
推
進
課
）

 ・
火
葬（
〜8

/1

）

3
月
17
日

福
祉
部（
長
寿
社
会
課
・
社
会
福
祉
課
）

 ・
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
立
ち
上
げ（
市
社
会
福
祉
協
議
会
）

3
月
18
日

市
民
環
境
部（
市
民
環
境
課
）

 ・
安
置
所
受
付
業
務（
〜5

/18

）

災
害
対
策
本
部

 ・「
広
報
り
く
ぜ
ん
た
か
た
臨
時
号
」
1
号
を
発
行（
〜10

/26

に
1
0
7
号
で
終
了
）

﹇
1
号
﹈

 ・ 

午
後
2
時
45
分
か
ら
46
分
ま
で
の
1
分
間
、津
波
犠
牲
者
へ
の
黙
と
う
の
呼
び
か
け（
小
友
町
の
避
難
所
：
モ
ビ
リ
ア
、柳
沢
公
民
館
、上
の
坊
公
民
館
、松
山
会
館
、矢
の
浦
公
民
館
、 

正
徳
寺
、華
蔵
寺
、伝
承
館
、新
田
及
川
宅
）

3
月
19
日

建
設
部（
建
設
課
・
都
市
計
画
課
）

 ・
第
一
中
学
校
仮
設
住
宅
の
着
工
式
、仮
設
住
宅
候
補
地
調
査

教
育
部（
教
育
委
員
会
）

 ・
小
中
学
校
の
施
設
確
認
、応
急
危
険
度
判
定（
〜4

/2

）

3
月
20
日

調
査
部（
税
務
課
）

 ・
被
災
証
明
書
発
行（
〜4

/2
3

）

﹇
3
号
﹈

 ・
主
な
避
難
所
に
衛
星
携
帯
電
話
を
設
置（
小
友
町
：
華
蔵
寺
、遺
体
の
身
元
ご
確
認
の
バ
ス
を
運
行
）

3
月
21
日

調
査
部（
税
務
課
）

 ・
住
家
等
被
害（
津
波
）調
査（
〜3

/26

）

商
工
観
光
部（
商
工
観
光
課
）

 ・
支
援
ガ
ソ
リ
ン
の
受
け
入
れ
、配
布
、高
田
自
動
車
学
校
で
緊
急
車
両
へ
給
油（
第
1
回
ガ
ソ
リ
ン6

kl

）（
〜4

/3
0

）、第
2
回
ガ
ソ
リ
ン2kl

（5
/1

〜6
/20

）

﹇
4
号
﹈

 ・
小
友
町
に
臨
時
診
療
所
を
開
設

3
月
22
日

福
祉
部（
長
寿
社
会
課
・
社
会
福
祉
課
）

 ・
広
田
地
区
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
サ
テ
ラ
イ
ト
開
設（
チ
ー
ム
福
井
）

3
月
23
日

総
務
部（
総
務
課
・
防
災
対
策
室
・
議
会
事
務
局
）

 ・
市
職
員
家
族
の
安
否
確
認（
〜5

/7

）

3
月
24
日

市
民
環
境
部（
市
民
環
境
課
）

 ・
家
庭
ご
み
収
集
、第
一
中
学
校
避
難
所
よ
り
収
集
開
始（
〜H

25
/3

/31

）

教
育
部（
教
育
委
員
会
）

 ・
学
用
品
等
手
配
及
び
支
給（
〜7/14

）

﹇
7
号
﹈

 ・
仮
設
住
宅
入
居  （3

/25

）市
内
8
ヵ
所
で
説
明
会
開
催（
小
友
町
：
華
蔵
寺
前
、門
前
公
民
館
）

3
月
25
日

出
納
部（
会
計
課
）

 ・
財
務
会
計
シ
ス
テ
ム
復
旧

﹇
8
号
﹈

 ・
自
衛
隊
の
入
浴
サ
ー
ビ
ス（
小
友
町
：
モ
ビ
リ
ア
、矢
の
浦
公
民
館
、華
蔵
寺
、新
田
及
川
宅
、各
地
で
入
浴
時
間
は
30
分
を
予
定
）

3
月
26
日

福
祉
部（
長
寿
社
会
課
・
社
会
福
祉
課
）

 ・
保
育
所
再
開
準
備（
〜4

/16

）

建
設
部（
建
設
課
・
都
市
計
画
課
）

 ・
仮
設
住
宅
第
1
次
申
込
受
付（
〜3

/31

）

 ・
仮
設
ト
イ
レ
中
心
に
し
尿
収
集

﹇
9
号
﹈

 ・
仮
設
住
宅
申
込
入
居
受
付
は3

/26

〜3
/31

（
小
友
町
：
華
蔵
寺
）

 ・
り
災
証
明
書（
流
出
家
屋
）の
発
行  3

/28

か
ら
各
地
区
で
受
付（
小
友
町
：4/2 

門
前
公
民
館
）

 ・
民
生
委
員
、公
民
館
長
へ″ 

遺
体
の
身
元
確
認 

〞に
ご
協
力
の
お
願
い

3
月
27
日

商
工
観
光
部（
商
工
観
光
課
）

 ・
市
民
へ
無
料
ガ
ソ
リ
ン
配
布  

第
1
回
2
0
0
0
台（
〜3

/29

）、第
2
回
ガ
ソ
リ
ン
2
0
0
0
台（4

/9

〜4
/11

）

3
月
28
日

保
険
部（
健
康
推
進
課
）

 ・
家
庭
ご
み
収
集
、市
内
全
域
で
の
収
集
開
始（
〜
7
月
末
ま
で
週
1
回
）

﹇
11
号
﹈

 ・
今
後
の
卒
業
証
書
授
与
お
よ
び
登
校
日
に
つ
い
て（
小
友
中
学
校
卒
業
証
書
授
与
：3/3

0 

吉
澤
医
師
宅﹇
出
席
は
3
年
生
﹈）

3
月
31
日

 ・
震
災
以
降
、初
め
て
の
支
払
い
処
理
を
岩
手
銀
行
江
刺
支
店
で
実
施

小
友
地
区
震
災
後
年
表

関
連
年
表
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小
友
町
震
災
後
年
表



4
月
1
日

財
政
部（
財
政
課
）

 ・
受
け
入
れ
物
資
の
整
理（
自
衛
隊
へ
の
業
務
一
部
シ
フ
ト
）（
〜5

/15

）

商
工
観
光
部（
商
工
観
光
課
）

 ・
気
仙
大
工
左
官
伝
承
館
、杉
の
家
は
こ
ね
業
務
再
開（
〜H

25
/3

/31

）

﹇
15
号
﹈

 ・
4
月
1
日
か
ら
巡
回
歯
科
診
療
を
開
始（
小
友
町
：
モ
ビ
リ
ア
）

4
月
2
日

総
務
部（
総
務
課
・
防
災
対
策
室
・
議
会
事
務
局
）

 ・
災
害
対
策
班
編
成（
〜4

/4

）

4
月
4
日

福
祉
部（
長
寿
社
会
課
・
社
会
福
祉
課
）

 ・
青
空
保
育
の
実
施（
〜4

/8

）

4
月
5
日

福
祉
部（
長
寿
社
会
課
・
社
会
福
祉
課
）

 ・
福
祉
避
難
所
開
設（
〜6

/15

）

4
月
6
日

建
設
部（
建
設
課
・
都
市
計
画
課
）

 ・
仮
設
住
宅
第
1
次
当
選
者
入
居
確
認（
〜4

/8

）

﹇
20
号
﹈

 ・
保
育
意
向
調
査
結
果
の
公
表（
小
友
町
：
現
在
入
所
希
望
者
数
38
、2
月
末
決
定
数
38
）

4
月
7
日

消
防
本
部

 ・
防
災
行
政
無
線
の
管
理
運
営
等
仮
復
旧

市
民
環
境
部（
市
民
環
境
課
）

 ・
死
亡
届
受
付
、埋
火
葬
許
可
、広
域
火
葬
の
調
整（
〜5

/17

）

 ・
身
元
不
明
者
の
遺
骨
・
遺
留
品
の
引
渡
業
務（
〜H

25
/3

/31

）

水
産
部（
水
産
課
）

 ・
矢
の
浦
・
広
田
地
区
漁
業
集
落
排
水
施
設
の
応
急
復
旧
工
事（
〜H

25
/3

/31

）

﹇
21
号
﹈

 ・
4
月
分
の
不
燃
物
収
集
の
お
知
ら
せ（
小
友
町
：4/12

）

4
月
9
日

﹇
23
号
﹈

 ・
地
震
被
害
調
査
の
受
付
を
開
始（
小
友
町
：4/14  

モ
ビ
リ
ア
）

4
月
10
日

総
務
部（
総
務
課
・
防
災
対
策
室
・
議
会
事
務
局
）

 ・
施
設
被
害
報
告（
〜4

/11

）

4
月
11
日

﹇
25
号
﹈

 ・
避
難
所
の
運
営
に
係
る
打
ち
合
わ
せ
会
を
開
催

4
月
13
日

商
工
観
光
部（
商
工
観
光
課
）

 ・
仮
設
店
舗
整
備
の
相
談
受
付（
〜8

/1

）

﹇
27
号
﹈

 ・
郵
便
局
が
巡
回
営
業
を
実
施（
小
友
町
：4/14 

正
徳
寺
、4/15 

松
山
会
館
、矢
の
浦
公
民
館
、4/16 

新
田﹇
マ
ル
ナ
カ
﹈、只
出 ﹇
戸
羽
新
吉
方
﹈、4/17 

柳
沢
公
民
館
、モ
ビ
リ
ア
）

4
月
14
日

﹇
28
号
﹈

 ・
衣
料
品
の
配
布
に
つ
い
て（
小
友
町
地
区
本
部
：4/20

〜4
/21

）

4
月
16
日

﹇
30
号
﹈

 ・
小
友
救
護
所
を
従
来
の
小
友
町
保
育
所
か
ら
東
部
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
に
移
動

4
月
17
日

 ・
小
友
町
保
育
所
保
育
を
開
始
す
る

4
月
18
日

調
査
部（
税
務
課
）

 ・
住
家
等
被
害（
地
震
）調
査（
〜6

/27

、7/4

〜7/25

）

﹇
32
号
﹈

 ・
田
植
え
シ
ー
ズ
ン
に
備
え
て
気
仙
川
か
ん
排
の
通
水
試
験
を
実
施（
予
定
到
達
時
刻  

小
友
町
松
山
長
生
池13:0

0

）

4
月
20
日

教
育
部（
教
育
委
員
会
）

 ・
仮
設
ト
イ
レ
の
設
置
1
5
0
基（
〜4

/3
0

）

 ・
学
校
用
飲
料
水
配
布（
〜
8
月
）

 ・
学
校
給
食
用
弁
当
配
布（
〜
8
月
）

 ・
学
校
再
開（
〜4

/2
2

）

 ・
入
学
式
の
開
催（
〜4

/2
3

）

4
月
21
日

﹇
35
号
﹈

 ・
岩
手
交
通
が
大
船
渡
・
住
田
方
面
〜
鳴
石
団
地
間
の
運
行
を
開
始

4
月
22
日

水
産
部（
水
産
課
）

 ・
漁
港
内
が
れ
き
除
去（
〜H

25
/3

/31

）

小
学
校
、中
学
校
の
対
応（
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
）

 ・
小
友
中
学
校
は
、小
友
小
学
校
の
施
設
を
借
り
て
再
開

﹇
36
号
﹈

 ・
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
が
米
崎
町
に
オ
ー
プ
ン

4
月
27
日

調
査
部（
税
務
課
）

 ・
り
災
証
明
書
の
発
行（
〜H

25
/3

/31

）

農
林
部（
農
林
課
）

 ・
気
仙
か
ん
ぱ
い
通
水
試
験（5

/16

）

4
月
28
日

﹇
42
号
﹈

 ・
応
急
仮
設
住
宅
入
居
希
望
者
の
最
終
確
認
に
つ
い
て  

申
し
込
み
締
め
切
り
は4

/3
0

5
月
1
日

﹇
45
号
﹈

 ・
市
消
防
団
本
部
合
同
で
の
捜
索
活
動
を
終
了（
各
分
団
ご
と
の
捜
索
活
動
は
今
後
も
継
続
）

5
月
2
日

﹇
46
号
﹈

 ・5
/3

よ
り
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
を
市
内
5
路
線
で
試
験
運
行  

小
友
地
区
環
線（
毎
日
運
行
）

5
月
7
日

﹇
51
号
﹈

 ・
災
害
救
助
法
の
適
用
が7/10

ま
で
延
長

5
月
10
日

﹇
52
号
﹈

 ・
災
害
義
援
金
な
ど
の
支
給
に
つ
い
て

5
月
11
日

﹇
53
号
﹈

 ・
国
民
健
康
被
保
険
者
証
と
医
療
費
受
給
者
証（
乳
妊
重
な
ど
）の
再
交
付
を
開
始  （
小
友
町
：5/18 

モ
ビ
リ
ア
）

5
月
12
日

水
道
部（
水
道
事
業
所
）

 ・
応
急
給
水
拠
点
を
住
田
町
か
ら
高
田
町
鳴
石
に
変
更

5
月
13
日

﹇
55
号
﹈

 ・
岩
手
県
や
名
古
屋
市
な
ど
か
ら
33
人
の
職
員
が
本
市
に
派
遣

 ・
D
N
A
採
取
へ
の
協
力
の
お
願
い
〜
身
元
不
明
遺
体
の
特
定
に
向
け
て
〜

5
月
16
日

総
務
部（
総
務
課
・
防
災
対
策
室
・
議
会
事
務
局
）

 ・
新
聞
の
配
給（
〜7/25

）

総
務
部（
総
務
課
・
防
災
対
策
室
・
議
会
事
務
局
） ・
一
部
財
政
課

 ・
避
難
所
へ
の
食
料
、飲
料
水
の
配
送（
米
等
、炊
き
出
し
に
必
要
な
も
の
）（
〜H

25
/3

/31

）

総
務
部（
総
務
課
・
防
災
対
策
室
・
議
会
事
務
局
）

 ・
受
け
入
れ
物
資
の
整
理（
〜H

25
/3

/31

）

5
月
17
日

教
育
部（
教
育
委
員
会
）

 ・
部
活
動
用
バ
ス
運
行
事
業（
〜6

/17

、一
関
市
大
原
お
よ
び
住
田
町
等
の
体
育
施
設
利
用
）

5
月
20
日

﹇
60
号
﹈

 ・ 

仮
設
住
宅
建
設
の
状
況
に
つ
い
て（
小
友
町
：
矢
の
浦
公
民
館
＝
6
月
上
旬
完
成
予
定
、  

三
日
市
工
業
団
地
予
定
地
＝
完
成
日
は
未
定
、モ
ビ
リ
ア
キ
ャ
ン
プ
サ
イ
ト
＝
完
成
日
は
未
定
、 

財
当
地
区
民
有
地
＝
完
成
日
は
未
定
）

5
月
22
日

商
工
観
光
部（
商
工
観
光
課
）

 ・
避
難
所
用
燃
料（
灯
油
）の
配
布（
〜6

/5

）

5
月
25
日

﹇
63
号
﹈

 ・
陸
上
自
衛
隊
第
9
音
楽
隊
に
よ
る
演
奏
会
を
開
催（
小
友
町
：
小
友
小
学
校
体
育
館
）

5
月
26
日

﹇
64
号
﹈

 ・
水
道
事
業
所
よ
り
漏
水
調
査
の
実
施
の
お
知
ら
せ

5
月
31
日

﹇
67
号
﹈

 ・
撤
去
申
請
さ
れ
た
被
災
家
屋（
半
壊
以
上
の
家
屋
）の
撤
去
の
お
知
ら
せ  6

/6

か
ら
の
作
業
予
定
箇
所（
小
友
町
：
両
替
）

6
月
16
日

﹇
74
号
﹈

 ・
撤
去
申
請
さ
れ
た
被
災
家
屋（
半
壊
以
上
の
家
屋
）の
撤
去
の
お
知
ら
せ  6

/20

か
ら
の
作
業
予
定
箇
所（
小
友
町
：
柳
沢
、新
田
）

6
月
21
日

総
務
部（
総
務
課
・
防
災
対
策
室
・
議
会
事
務
局
）

 ・
こ
こ
ろ
の
健
康
相
談
会（
〜6

/24

）

﹇
74
号
﹈

 ・
市
内
全
域
の
水
道
復
旧
は
6
月
末
を
目
途
に

 ・
行
方
不
明
者
の
死
亡
届
の
手
続
き
が
可
能
に

6
月
30
日

﹇
80
号
﹈

 ・
地
震
に
よ
る
家
屋
被
害
調
査
に
つ
い
て（
小
友
町
：7/19

＝
三
日
市
、冥
加
沢
、金
浜
、7/20

＝
両
替
〜
小
ヶ
口
前
、7/21

＝
上
新
田
〜
獺
沢
）

7
月
5
日

水
産
部（
水
産
課
）

 ・
漁
業
系
、水
産
系
廃
棄
物
処
理（
〜H

25
/3

/31

）

7
月
7
日

﹇
83
号
﹈

 ・ 

仮
設
住
宅
建
設
の
進
ち
ょ
く
状
況
と
追
加
募
集
予
定
に
つ
い
て（
小
友
町
：
モ
ビ
リ
ア
＝
入
居
済
、矢
の
浦
公
民
館
＝
入
居
済
、三
日
市
工
業
団
地
予
定
地
＝
入
居
済
、 

モ
ビ
リ
ア
キ
ャ
ン
プ
サ
イ
ト
②
＝
7
月
上
旬
入
居
、財
当
地
区
民
有
地
＝
7
月
上
旬
入
居
、三
日
市
地
区
民
有
地
＝
7
月
中
旬
入
居
、モ
ビ
リ
ア
キ
ャ
ン
プ
サ
イ
ト
①
＝
7
月
中
旬
入
居
）

7
月
9
日

﹇
84
号
﹈

 ・7/14

か
ら
第
2
仮
庁
舎
で
の
事
務
が
ス
タ
ー
ト

7
月
12
日

﹇
85
号
﹈

 ・7/17

に
小
友
小
学
校
で
生
活
雑
貨
な
ど
の
無
料
配
布
を
開
催

7
月
15
日

教
育
部（
教
育
委
員
会
）

 ・
移
動
図
書
館
車
運
行（
〜7/27

）

7
月
20
日

﹇
88
号
﹈

 ・
災
害
義
援
金
の
第
2
次
配
分
に
つ
い
て

7
月
23
日

﹇
90
号
﹈

 ・9/11 

県
知
事
、県
議
会
議
員
、市
議
会
議
員
選
挙
開
催
の
お
知
ら
せ（
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
実
施
は
延
期
さ
れ
て
い
た
）

8
月
10
日

﹇
97
号
﹈

 ・
伝
統
を
絶
や
さ
な
い
！ 

2
つ
の
七
夕
ま
つ
り
が
盛
大
に
開
催

 ・ 

陸
前
高
田
市
震
災
復
興
計
画（
素
案
）に
つ
い
て  

市
は
、8/8

に
震
災
復
興
計
画
検
討
委
員
会
を
開
催
し
、市
内
各
種
団
体
の
代
表
や
専
門
家
な
ど
50
人
を
委
員
に
委
嘱
し
、 

11
月
末
を
目
途
に
復
興
計
画
を
策
定

8
月
27
日

商
工
観
光
部（
商
工
観
光
課
）

 ・
復
興
ま
ち
づ
く
り
イ
ベ
ン
ト
の
開
催（
〜8

/28

）

8
月
31
日

﹇
1
0
0
号
﹈

 ・
復
興
街
づ
く
り
イ
ベ
ン
ト
に
1
万
7
千
人
余
り
が
来
場

9
月
1
日

教
育
部（
教
育
委
員
会
）

 ・
学
校
給
食
開
始

9
月
7
日

﹇
1
0
1
号
﹈

 ・
被
災
者
生
活
再
建
支
援
制
度
に
つ
い
て

9
月
14
日

﹇
1
0
2
号
﹈

 ・
陸
前
高
田
市
応
急
仮
設
住
宅
の
3
次
募
集
に
つ
い
て（
小
友
町
：
モ
ビ
リ
ア﹇
1
戸
建
﹈、矢
の
浦
地
区
民
有
地
）

10
月
5
日

﹇
1
0
5
号
﹈

 ・
東
日
本
大
震
災
合
同
慰
霊
祭（10

/2
2

）の
ご
案
内  

陸
前
高
田
市
立
高
田
小
学
校
体
育
館
お
よ
び
特
設
テ
ン
ト

 ・
震
災
復
興
計
画（
素
案
）の
地
区
住
民
説
明
会
を
開
催（
小
友
町
：10

/20 

小
友
コ
ミ
セ
ン
）

12
月
16
日

水
産
部（
水
産
課
）

 ・
漁
港
施
設
応
急
復
旧
工
事（
〜H

25
/3

/31

）

関
連
年
表
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小
友
町
震
災
後
年
表



表1  小友地区で炊き出し を行なった女性団体

避難所 避難者
概数

団体・個人

華蔵寺・門前会館 約200人 地域住民

松山会館・
西の坊公民館

約180人 地域住民

モビリア 約200人 地域住民

柳沢会館 約45人 地域住民

中
野 

泰

陸
前
高
田
市
、『
陸
前
高
田
市
東
日
本
大
震
災
検
証
報
告

書  

資
料
編
』（
二
〇
一
四﹇
平
成
二
六
﹈年
七
月
）か
ら
、地
震

発
生
、お
よ
び
、津
波
襲
来
当
時
の
小
友
地
区
内
の
動
静

を
抽
出
、掲
載
し
た
。（
漢
数
字
表
記
、単
位
カ
ナ
表
記
、一
部

施
設
名
表
記
、改
行
以
外
は
原
文
の
と
お
り
）

小
友
地
区
本
部

小
友
地
区
本
部
員
は
、そ
れ
ぞ
れ
の
滞
在
場
所
か
ら
地
区
本

部
が
設
置
さ
れ
る
小
友
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
へ
向

か
っ
た
。
小
友
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
が
津
波
に
よ

り
被
害
を
受
け
た
た
め
、地
区
本
部
員
の
一
人
は
モ
ビ
リ
ア
、

二
人
は
正
徳
寺
で
避
難
者
名
簿
の
作
成
、食
料
、飲
料
水
、生

活
必
需
品
の
調
達
等
を
行
っ
た
。（
三
月
一
一
日 

： 

編
集
付
記
）

松
山
会
館
・
西
の
坊
会
館（
小
友
町
）

三
日
市
公
民
館
が
津
波
被
害
を
受
け
た
た
め
、午
後
四
時

頃
、三
日
市
地
域
の
住
民
を
中
心
に
約
一
八
〇
人
が
松
山
会

館
へ
避
難
し
た
。
避
難
者
の
数
が
多
く
、松
山
会
館
だ
け
で

は
収
容
で
き
な
か
っ
た
た
め
、近
隣
の
西
の
坊
会
館
へ
主
に

男
性
が
移
動
し
た
。
西
の
坊
会
館
は
暗
く
て
狭
か
っ
た
の

で
、三
月
一
一
日
の
一
晩
だ
け
の
避
難
所
と
し
て
利
用
し
、

後
は
、承
諾
を
得
て
近
隣
の
空
き
家
を
利
用
し
た
。
松
山
会

館
に
は
ス
ト
ー
ブ
が
あ
っ
た
。
ま
た
、布
団
や
毛
布
、食
料

は
地
域
住
民
か
ら
提
供
を
受
け
た
。
三
月
一
二
日
に
松
山

会
館
に
避
難
者
が
集
合
し
、地
域
住
民
の
安
否
確
認
を
し

た
。
三
日
市
地
域
に
犠
牲
者
は
あ
っ
た
が
、概
ね
地
域
住
民

の
安
否
確
認
が
で
き
た
。
炊
き
出
し
は
、空
き
家
の
外
に
か

ま
ど
を
作
り
、枯
れ
木
な
ど
を
燃
や
し
て
行
っ
た
。
水
は
、

山
か
ら
の
沢
水
が
使
え
た
の
で
、そ
の
水
を
井
戸
に
た
め
て

利
用
し
た
。
水
に
は
困
ら
な
か
っ
た
。
風
呂
は
、民
家
の
空

き
地
に
仮
設
の
ド
ラ
ム
缶
風
呂
を
作
り
、周
辺
を
ブ
ル
ー

シ
ー
ト
で
囲
っ
て
風
呂
を
沸
か
し
て
入
っ
て
い
た
。
食
料

は
、地
域
住
民
か
ら
調
達
し
た
。
三
月
一
四
日
頃
か
ら
自
衛

隊
に
よ
る
支
援
物
資
が
来
る
よ
う
に
な
っ
た
。

小
友
保
育
所

地
震
発
生
時
、昼
寝
の
時
間
で
あ
っ
た
た
め
、児
童
を
起
こ

し
着
替
え
を
さ
せ
る
と
共
に
ス
ト
ー
ブ
な
ど
火
元
の
始

末
、給
食
室
の
ガ
ス
の
元
栓
な
ど
の
確
認
、ド
ア
を
開
け
て

の
避
難
経
路
の
確
保
を
行
っ
た
。
こ
の
時
点
で
停
電
の
た

め
テ
レ
ビ
は
つ
か
な
か
っ
た
。
地
震
の
揺
れ
が
お
さ
ま
る

の
を
待
っ
て
、庭
の
中
央
に
避
難
し
、点
呼
を
と
り
待
機
し

た
。
お
散
歩
カ
ー
に
タ
オ
ル
ケ
ッ
ト
、お
む
つ
、お
や
つ
な

ど
を
積
み
、乳
児
は
背
負
っ
た
。
迎
え
に
来
た
保
護
者
を

確
認
し
、名
簿
に
チ
ェ
ッ
ク
し
て
引
き
渡
し
た
。
消
防
団

と
地
域
住
民
の
呼
び
か
け
で
斜
面
を
上
が
り
、柳
沢
の
高

台
へ
と
避
難
し
た
。
高
台
で
児
童
の
人
数
を
確
認
、引
き

渡
し
た
児
童
の
状
況
を
確
認
し
た
。
ま
た
、迎
え
に
き
た

保
護
者
に
避
難
先
を
確
認
し
、児
童
を
引
き
渡
し
た
。
消

防
団
と
今
後
の
行
動
に
つ
い
て
相
談
し
、「
小
友
小
学
校
、

小
友
中
学
校
の
関
係
者
が
避
難
し
て
お
り
、現
在
い
る
場

所
よ
り
も
高
台
で
あ
る
」と
い
う
こ
と
で
、上
の
坊
公
民

館
へ
の
移
動
を
決
め
た
。
消
防
団
の
誘
導
で
、 

施
設
職
員

の
車
に
児
童
を
乗
せ
て
上
の
坊
公
民
館
へ
移
動
し
た
。
保

護
者
が
迎
え
に
来
ら
れ
な
い
児
童
は
一
人
の
み
で
あ
っ

た
。
市
民
か
ら
の
協
力
で
お
に
ぎ
り
一
個
と
缶
コ
ー
ヒ
ー

な
ど
を
飲
食
し
た
。
ま
た
、保
育
所
か
ら
持
ち
出
し
た
お

や
つ
な
ど
も
分
け
あ
っ
た
。
翌
三
月
一
二
日
の
正
午
頃
、

消
防
団
に
依
頼
し
て
保
護
者
が
迎
え
に
来
ら
れ
な
い
児
童

一
人
を
児
童
の
祖
父
母
の
避
難
先
ま
で
届
け
て
も
ら
っ

た
。
小
友
地
区
本
部
が
設
置
さ
れ
る
小
友
地
区
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
セ
ン
タ
ー
が
津
波
被
害
を
受
け
た
た
め
、午
後
か
ら

地
区
本
部
を
探
し
、地
区
本
部
が
設
置
さ
れ
た
門
前
公
民

館
、華
蔵
寺
へ
行
き
、「
地
元
地
区
本
部
の
活
動
を
す
る
こ

と
」と
の
指
示
を
受
け
た
。

小
友
小
学
校

一
年
生
か
ら
四
年
生
は
下
校
し
た
後
で
、五
年
生
以
上
は

メ
ー
ト
ル
か
ら
四
メ
ー
ト
ル
の
津
波
と
三
日
市
方
面
か

ら
の
一
〇
メ
ー
ト
ル
を
超
す
津
波
が
ぶ
つ
か
り
合
い
、小

友
浦
の
水
田
地
帯
が
水
没
し
た
。
午
後
三
時
五
〇
分
頃

に
松
林
の
中
で
点
呼
を
行
い
、柳
沢
地
区
の
高
台
へ
移
動

し
た
。
午
後
四
時
一
〇
分
頃
に
上
の
坊
公
民
館
に
移
動

し
、迎
え
に
来
た
保
護
者
へ
生
徒
を
引
き
渡
し
た
。
午
後

六
時
三
〇
分
頃
に
地
域
住
民
か
ら
炊
き
出
し
に
よ
る
お

に
ぎ
り
と
毛
布
が
提
供
さ
れ
た
。
三
月
一
一
日
の
夜
は
、

上
の
坊
公
民
館
に
高
校
生
一
人
、中
学
生
三
人
、中
学
校

教
職
員
九
人
、児
童
一
九
人
、小
学
校
教
職
員
七
人
、保
育

園
児
六
人
、保
育
園
職
員
七
人
、市
民
三
人
の
全
五
五
人

が
宿
泊
し
た
。
翌
三
月
一
二
日
は
生
徒
と
保
護
者
の
安

否
確
認
、校
舎
の
被
害
状
況
の
確
認
な
ど
を
行
っ
た
。

民
生
委
員
児
童
委
員（
小
友
町
）

地
震
発
生
時
、小
友
町
の
自
宅
に
い
た
。
地
震
の
揺
れ
が

お
さ
ま
る
の
を
待
っ
て
、家
族
と
一
緒
に
車
で
近
く
の

空
き
地
に
避
難
し
た
。
民
生
委
員
児
童
委
員
と
し
て
、担

当
し
て
い
る
人
た
ち
が
避
難
し
て
い
る
か
を
確
認
す
る

た
め
に
、徒
歩
で
見
廻
り
し
た
。
ほ
と
ん
ど
の
家
が
避
難

し
て
い
た
。
近
隣
に
高
齢
者
が
い
た
た
め
、確
認
に
向

か
っ
た
が
、警
察
が
避
難
さ
せ
て
い
た
た
め
、公
民
館
に

戻
っ
た
。
公
民
館
に
は
、約
三
〇
人
の
市
民
が
避
難
し
て

い
た
。
防
災
行
政
無
線
で「
松
原
の
防
潮
堤
を
越
え
た
」

と
い
う
放
送
が
聞
こ
え
た
。
そ
の
後
、間
も
な
く
し
て
、

防
潮
堤
を
越
え
て
津
波
が
来
た
。
公
民
館
に
避
難
し
て

「
帰
り
の
会
」の
実
施
中
で
あ
っ
た
。
地
震
発
生
後
の
午

後
二
時
五
五
分
頃
に
児
童
五
二
人
と
教
職
員
一
四
人
は

校
庭
へ
避
難
し
、待
機
し
た
。
午
後
三
時
二
五
分
頃
、只

出
方
面
か
ら
の
津
波
を
確
認
し
た
た
め
、小
友
中
学
校
の

生
徒
、教
職
員
と
共
に
上
の
坊
方
面
の
雑
木
林
へ
避
難
し

た
。
こ
の
時
、広
田
湾
方
面
か
ら
も
津
波
が
襲
来
し
た
。

午
後
四
時
一
〇
分
頃
、上
の
坊
公
民
館
へ
移
動
し
た
。
午

後
六
時
一
七
分
頃
に
地
域
住
民
の
炊
き
出
し
に
よ
る
お

に
ぎ
り
が
提
供
さ
れ
た
。
ま
た
、毛
布
、布
団
、発
電
機
も

提
供
さ
れ
た
。
午
後
六
時
四
五
分
頃
か
ら
小
友
中
学
校

の
教
職
員
と
今
後
の
対
応
に
つ
い
て
、打
合
せ
を
行
っ

た
。
三
月
一
一
日
の
夜
は
上
の
坊
公
民
館
に
児
童
一
九

人
、教
職
員
七
人
他
多
数
の
避
難
者
が
い
た
。

小
友
中
学
校

地
震
発
生
五
分
後
に
停
電
し
た
た
め
、残
っ
て
い
た
生

徒
一
二
人
に「
慌
て
な
い
で
、校
舎
の
外
に
避
難
し
な
さ

い
」と
大
声
で
指
示
し
、校
舎
内
に
い
た
教
職
員
と
生
徒

で
地
震
に
よ
り
閉
鎖
し
た
防
火
扉
を
く
ぐ
り
、校
庭
に
避

難
し
た
。
小
雪
が
舞
っ
て
い
た
の
で「
防
寒
着
を
取
っ
て

く
る
よ
う
に
」と
指
示
し
た
。
午
後
二
時
五
五
分
頃
、小

友
小
学
校
に
移
動
し
、小
友
小
学
校
の
関
係
者
と
合
流
し

た
。
午
後
三
時
三
四
分
頃
、只
出
方
面
か
ら
襲
来
す
る
津

波
を
確
認
し
た
た
め
、校
門
を
出
て
旧
国
道
四
五
号
を
横

断
し
、宮
崎
神
社
の
社
務
所
脇
の
竹
林
を
駆
け
上
が
り

松
林
の
中
へ
避
難
し
た
。
こ
の
時
、只
出
方
面
か
ら
の
三

い
た
市
民
は
、防
潮
堤
を
越
え
た
津
波
を
見
て
か
ら
避

難
を
開
始
し
た
。
私
は
最
後
ま
で
公
民
館
に
い
た
。
そ

の
時
、津
波
が
公
民
館
に
侵
入
し
、二
メ
ー
ト
ル
近
く
に

達
し
た
。
水
が
引
く
と
き
に
引
き
込
ま
れ
な
い
よ
う
に

壁
に
足
を
踏
ん
張
り
体
を
支
え
て
い
た
。
建
物
は
壊
れ

な
か
っ
た
。
ず
ぶ
ぬ
れ
に
な
っ
て
い
た
た
め
、午
後
四
時

頃
、再
会
し
た
家
族
と
近
く
の
知
人
宅
へ
向
か
い
、着
替

え
を
さ
せ
て
も
ら
っ
た
。
ス
ト
ー
ブ
は
、反
射
式
ス
ト
ー

ブ
を
使
用
し
た
。
食
料
、布
団
、毛
布
な
ど
は
、近
隣
の
住

民
が
持
ち
寄
っ
て
く
れ
た
。

女
性
団
体

地
区
に
は
共
助
の
風
習
が
受
け
継
が
れ
て
い
る
た
め
、電

気
、ガ
ス
、水
道
等
が
使
え
な
い
中
で
も
地
域
住
民
の
協
力

の
も
と
各
地
区
の
女
性
団
体
が
中
心
と
な
っ
て
自
主
的
に

炊
き
出
し
や
掃
除
、高
齢
者
等
へ
の
支
援
な
ど
を
行
っ
た
。

東
日
本
大
震
災
発
生
時
の
小
友
地
区
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友
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本
冊
子
の
作
成
の
も
と
に
な
っ
た
調
査
に
お
い
て
は
、以
下
の
方
々
に
お
話
を
伺
い
ま
し

た
。
心
よ
り
感
謝
い
た
し
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
と
は
い
え
、も
し
本
冊
子

の
内
容
に
事
実
誤
認
な
ど
が
あ
れ
ば
、そ
れ
は
す
べ
て
執
筆
者
側
の
責
任
で
す
。

石
川
幹
雄
さ
ん
、上
野
和
雄
さ
ん
、上
野
常
雄
さ
ん
・
節
子
さ
ん
、上
野
文
雄
さ
ん
、及
川

庄
八
郎
さ
ん
・
初
枝
さ
ん
、及
川
勝
さ
ん
、及
川
万
治
さ
ん
、大
和
田
善
治
さ
ん
、荻
原
レ
ン

子
さ
ん
、菅
野
修
一
さ
ん
、黄
川
田
堅
治
さ
ん
・
敬
子
さ
ん
、黄
川
田
幸
吉
さ
ん
・
チ
エ
子
さ

ん
、黄
川
田
已
之
助
さ
ん
・
ヒ
サ
子
さ
ん
・
一
子
さ
ん
、金
野 

栄
さ
ん
、金
野 

悠
さ
ん
、小
松

仁
さ
ん
・
京
子
さ
ん
、斎
藤
多
美
子
さ
ん
、櫻
井
光
嘉
さ
ん
、佐
々
木
吉
郎
さ
ん
、佐
藤
愛
子

さ
ん
、佐
藤
ア
ヤ
子
さ
ん
、佐
藤
有
為
子
さ
ん
、佐
藤
き
み
え
さ
ん
、佐
藤
妙
子
さ
ん
、佐
藤

武
雄
さ
ん
、佐
藤
主
税
さ
ん
・
カ
ヨ
子
さ
ん
、佐
藤
貞
一
さ
ん
、佐
藤 

登
さ
ん
、佐
藤
福
三
郎

さ
ん
、佐
藤
長
男
さ
ん
・
祐
子
さ
ん
、佐
藤 

豊
さ
ん
・
ア
キ
ノ
さ
ん
、柴
田
則
昭
さ
ん
、菅
原

克
子
さ
ん
、鈴
木 

正
さ
ん
・
盛
子
さ
ん
、鈴
木
久
子
さ
ん
、鈴
木
勇
吾
さ
ん
、田
﨑 

實
さ
ん
・

美
代
子
さ
ん
・
飛
鳥
さ
ん
、千
田
勝
治
さ
ん
、千
葉
勝
司
さ
ん
、千
葉
久
耕
さ
ん
、千
葉
政
彦

さ
ん
、千
葉
幸
夫
さ
ん
、津
田
賀
一
さ
ん
、戸
羽
敬
吉
さ
ん
、戸
羽
伸
一
さ
ん
、戸
羽
清
次
さ

ん
、戸
羽
チ
ヨ
シ
さ
ん
、戸
羽
照
夫
さ
ん
、戸
羽
直
治
さ
ん
、戸
羽
勇
一
さ
ん
、戸
羽
義
二
さ

ん
、長
谷
川
節
子
さ
ん
、日
野
と
よ
子
さ
ん
、藤
原
出
穂
さ
ん
、宮
城
秀
次
さ
ん
・
悦
子
さ
ん
、

村
上
峯
子
さ
ん
、村
上
優
一
さ
ん
、山
口
徹
也
さ
ん
、山
田
定
雄
さ
ん
・
ナ
カ
子
さ
ん
、大
和

孝
一
さ
ん
、吉
田
豊
司
さ
ん
・
厚
子
さ
ん
、吉
田
信
男
さ
ん
・
知
子
さ
ん
、吉
田
幹
夫
さ
ん
・

セ
イ
子
さ
ん
、吉
田
雪
希
さ
ん

本
冊
子
だ
け
で
は
十
分
に
説
明
が
行
き
届
い
て
い
な
い
点
や
、ま
だ
ま
だ
深
く
調
べ
る

こ
と
の
で
き
る
点
も
残
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
。
気
に
な
る
こ
と
が
出
て
き
た
方
は
ぜ
ひ
、

身
近
な
方
に
お
話
を
聞
い
て
み
た
り
、あ
る
い
は
図
書
館
で
調
べ
て
み
た
り
し
て
く
だ
さ

い
。
小
友
に
関
心
を
も
ち
、身
近
な
こ
と
を
気
に
か
け
る
こ
と
は
、何
か
し
て
み
よ
う
と
す

る
入
口
に
な
り
ま
す
。
扉
は
い
く
つ
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
冊
子
が
そ
う
し
た
活
動
を
後
押

し
す
る
き
っ
か
け
に
な
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

本
冊
子
の
も
と
に
な
っ
た
調
査
に
関
し
て
は
、文
部
科
学
省
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研

究（
B
）1
7
H
0
2
4
3
4「
災
害
に
伴
う
地
域
の
超
長
期
的
な
変
動
の
比
較
研
究
：
東
日

本
大
震
災
被
災
地
を
事
例
に
」に
よ
っ
て
可
能
に
な
り
ま
し
た
。

小
友
で
の
調
査
設
営
に
お
い
て
は
、千
田
勝
治
さ
ん
、戸
羽
伸
一
さ
ん
、戸
羽
清
次
さ
ん
、

戸
羽
照
夫
さ
ん
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
調
査
終
盤
に
は
コ
ロ

ナ
禍
で
訪
問
で
き
な
い
私
た
ち
に
代
わ
っ
て
、村
上
峯
子
さ
ん
が
補
充
調
査
を
行
な
っ
て

く
だ
さ
り
、ご
自
身
の
ス
ケ
ッ
チ
も
こ
の
冊
子
に
ご
提
供
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま
た
、表
紙

や
扉
な
ど
に
田
﨑
飛
鳥
さ
ん
の
作
品
を
、本
文
中
に
は
宮
城
秀
次
先
生
の
作
品
を
掲
載
さ

せ
て
い
た
だ
き
、原
版
は
田
﨑
實
さ
ん
、気
仙
地
域
の
ア
ー
ト
ア
カ
デ
ミ
ー
彩
光
会（
熊
谷
睦

男
会
長
）よ
り
ご
提
供
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま
た
、陸
前
高
田
市
役
所
、お
よ
び
、市
の
関
連

施
設
に
お
い
て
も
便
宜
を
得
ま
し
た
。
記
し
て
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

研
究
会
に
お
い
て
は
、「『
広
田
湾
問
題
の
頃
』│
陸
前
高
田
市
開
発
論
争
に
つ
い
て
│
」

（
二
〇
一
九
年
六
月
二
二
日
）と
題
し
て
長
崎
大
学
の
友
澤
悠
季
先
生
に
よ
る
研
究
成
果
を
お

話
し
い
た
だ
く
機
会
を
得
ま
し
た
。

こ
の
研
究
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
明
治
大
学
の
青
井
哲
人
先
生
、小
友
で
の
調
査
で
は
立

命
館
大
学
の
原
毅
彦
先
生
、筑
波
大
学
大
学
院
生（
当
時
）の
野
場
隆
汰
さ
ん
、常
葉
大
学
の

大
学
生（
当
時
）の
佐
藤
優
輝
さ
ん
、勝
海
貴
裕
さ
ん
、東
京
理
科
大
学
大
学
院
生（
当
時
）の

井
手
希
さ
ん
、増
子
ひ
か
る
さ
ん
に
も
ご
協
力
い
た
だ
き
ま
し
た
。
資
料
整
理
で
は
、筑
波

大
学
大
学
院
生（
現
在
）の
森
戸
日
咲
子
さ
ん
、奈
良
場
春
輝
さ
ん
、潘
咏
雪
さ
ん
、大
学
生

（
当
時
）の
西
野
由
希
子
さ
ん
、羽
生
萌
子
さ
ん
に
手
伝
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

ま
た
、本
冊
子
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、メ
デ
ィ
ア
・
デ
ザ
イ
ン
研
究
所
の
福
田
幹
さ

ん
、中
野
デ
ザ
イ
ン
事
務
所
の
中
野
豪
雄
さ
ん
、臼
倉
菜
々
子
さ
ん
に
大
変
お
世
話
に
な
り

ま
し
た
。
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

最
後
に
な
り
ま
す
が
、小
友
に
つ
な
が
る
方
々
が
、津
波
や
様
々
な
苦
難
を
乗
り
越
え

て
、こ
れ
か
ら
も
ご
活
躍
な
さ
る
こ
と
を
、心
よ
り
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

あ

と

が

き
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