


表紙写真説明
　写真は気仙沼市鹿折で被災した老人保健施設の隣に地域の人びとが
安置した地蔵と庚申塔。震災前からこの場所にあったが、2011年の
津波により流された。被災後、地域の人びとが地蔵と庚申塔碑を拾って
元の場所に戻した。しばらくして、有志が地蔵と庚申塔に屋根をかけ、
その後、囲いをつくった。地域の人びとが自らの手で地域を復旧する
営みを示すものであった。現在は嵩上げ工事のために撤去され、近くの
寺院に安置されている。	 （写真：葉山　茂）
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は
じ
め
に

　

人
間
文
化
研
究
機
構
は
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
、
国
文
学
研
究
資
料
館
、
国
立
国
語
研
究
所
、
国
際
日
本
文

化
研
究
セ
ン
タ
ー
、
総
合
地
球
環
境
学
研
究
所
、
国
立
民
族
学
博
物
館
か
ら
な
っ
て
い
る
大
学
共
同
利
用
機
関
法

人
で
す
。

　

平
成
二
八
年
度
か
ら
、
人
間
文
化
研
究
機
構
で
は
広
領
域
連
携
型
基
幹
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
「
日
本
列

島
に
お
け
る
地
域
社
会
変
貌
・
災
害
か
ら
の
地
域
文
化
の
再
構
築
」
を
立
ち
上
げ
ま
し
た
。
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

は
、
今
日
の
地
域
社
会
が
直
面
し
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
、
特
に
そ
の
変
貌
や
災
害
に
よ
っ
て
多
様
性
が
失
わ

れ
つ
つ
あ
る
状
況
に
よ
っ
て
生
み
だ
さ
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
取
り
あ
げ
、
そ
の
解
決
の
た
め
の
調
査
・
研
究

を
お
こ
な
う
も
の
で
す
。

　

こ
の
基
幹
研
究
で
は
五
つ
の
基
盤
機
関
が
中
心
と
な
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
ユ
ニ
ッ
ト
を
構
成
し
、
テ
ー
マ
を
決
め
て

地
域
社
会
を
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
た
調
査
・
研
究
に
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。

　

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
で
は
「
地
域
に
お
け
る
歴
史
文
化
研
究
拠
点
の
構
築
」、
国
立
国
語
研
究
所
で
は
「
方

言
の
記
録
と
継
承
に
よ
る
地
域
文
化
の
再
構
築
」、
国
立
民
族
学
博
物
館
で
は
「
日
本
列
島
に
お
け
る
地
域
文
化

の
再
発
見
と
そ
の
表
象
シ
ス
テ
ム
の
構
築
」、
国
文
学
研
究
資
料
館
で
は
「
人
命
環
境
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
過
去
・

現
在
・
未
来
に
関
す
る
双
方
向
的
研
究
」、
総
合
地
球
環
境
学
研
究
所
で
は
「
災
害
に
レ
ジ
リ
エ
ン
ト
な
環
境
保

全
型
地
域
社
会
の
創
生
」
が
そ
の
テ
ー
マ
で
す
。



　

本
書
は
こ
の
基
幹
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
各
ユ
ニ
ッ
ト
が
、
ど
う
い
っ
た
現
状
認
識
に
も
と
づ
き
、
ど
の
よ
う

な
視
点
と
方
法
と
に
よ
っ
て
課
題
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
い
く
か
を
わ
か
り
や
す
く
述
べ
て
、
そ
の
活
動
の
道
筋
を

示
そ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

　

各
ユ
ニ
ッ
ト
の
テ
ー
マ
は
各
基
盤
機
関
と
人
間
文
化
研
究
機
構
が
多
年
に
わ
た
っ
て
調
査
を
重
ね
、
検
討
し
て

き
た
成
果
が
反
映
さ
れ
て
い
ま
す
。
言
語
、
史
料
保
存
、
表
象
シ
ス
テ
ム
等
を
切
り
口
に
、
地
域
社
会
の
再
生
と

そ
こ
で
の
調
査
研
究
の
拠
点
形
成
に
関
す
る
実
践
的
な
議
論
を
積
み
重
ね
る
こ
と
で
地
域
文
化
の
創
生
に
寄
与
し

て
い
こ
う
と
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
地
域
の
大
学
や
生
涯
学
習
の
組
織
や
施
設
な
ど
と
協
業
・
連
動
し
な
が
ら
地

域
文
化
を
新
し
い
角
度
で
と
ら
え
直
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
本
書
の
目
的
は「
地
域
文
化
の
再
構
築
」

に
向
け
て
多
く
の
方
々
と
と
も
に
考
え
る
議
論
の
広
場
を
設
定
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

本
書
の
ペ
ー
ジ
を
め
く
っ
て
、
地
域
文
化
の
追
求
の
新
し
い
段
階
を
と
も
に
切
り
ひ
ら
い
て
い
く
こ
と
に
興
味

を
持
っ
て
い
た
だ
き
、
と
も
に
考
察
を
深
め
て
い
た
だ
け
る
な
ら
ば
、
大
変
に
う
れ
し
く
思
い
ま
す
。
さ
ら
に
こ

う
し
た
探
究
は
、
広
く
ア
ジ
ア
世
界
を
は
じ
め
と
す
る
グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
点
か
ら
列
島
の
地
域
社
会
を
と
ら
え
、

地
域
の
生
活
者
が
保
持
、
継
承
し
て
き
た
英
知
を
共
有
す
る
体
制
の
構
築
を
め
ざ
す
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
て
い
ま

す
。
こ
う
し
た
こ
れ
か
ら
の
人
間
文
化
研
究
機
構
の
取
り
組
み
に
関
心
を
持
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
こ
れ
に
過
ぎ
る

喜
び
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
　
　

平
成
二
九
年
二
月

人
間
文
化
研
究
機
構　
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「
地
域
に
お
け
る

歴
史
文
化
研
究
拠
点
の
構
築
」
が
め
ざ
す
も
の

小
池　

淳
一

　
　
　
◎
歴
史
文
化
の
研
究
拠
点
と
は

　

日
本
列
島
上
に
生
き
る
人
々
は
、
度
重
な
る
災
害
や
社
会
変
動
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
要
因
に
よ
っ
て
起
き
る
い

く
た
の
生
活
の
変
化
を
経
験
し
て
き
ま
し
た
。
そ
の
営
み
の
結
果
と
し
て
、
現
在
の
わ
た
し
た
ち
の
く
ら
し
が
あ

り
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
営
み
の
な
か
で
残
し
て
き
た
生
活
の
蓄
積
を
、
わ
た
し
た
ち
は
文
化
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

　

わ
た
し
た
ち
は
災
害
な
ど
の
自
然
的
要
因
や
過
疎
・
高
齢
化
の
よ
う
な
社
会
的
・
経
済
的
要
因
に
よ
っ
て
、
地

域
や
生
活
の
存
続
が
困
難
に
な
っ
た
と
き
、
そ
れ
ま
で
の
生
活
の
あ
り
よ
う
や
文
化
を
ふ
り
か
え
り
、
過
去
を
検

証
す
る
こ
と
の
な
か
か
ら
未
来
に
向
け
た
展
望
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

　

地
域
存
続
の
危
機
あ
る
い
は
地
域
文
化
存
続
の
危
機
は
、
高
度
経
済
成
長
が
始
ま
り
若
者
が
仕
事
を
求
め
て
地

域
を
離
れ
て
行
っ
た
頃
か
ら
、さ
か
ん
に
指
摘
さ
れ
て
き
ま
し
た
。こ
の
危
機
が
改
め
て
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
き
っ
か
け
の
ひ
と
つ
が
、
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
よ
る
広
域
災
害
で
す
。

　

こ
の
災
害
で
は
、
津
波
に
よ
る
浸
水
や
放
射
能
の
拡
散
な
ど
に
よ
っ
て
、
人
々
の
生
活
の
場
が
大
き
な
被
害
を
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「地域における歴史文化研究拠点の構築」がめざすもの
小池　淳一

受
け
ま
し
た
（
写
真
１
）。
そ
の
復
興
で
は
、
津
波
を
避
け
る
た
め
の
高
台
移
転
や
海
岸
近
く
の
土
地
の
嵩
上
げ
、

巨
大
防
潮
堤
の
建
設
な
ど
、
か
つ
て
な
い
ほ
ど
の
大
規
模
で
急
激
な
土
地
改
変
が
進
ん
で
い
ま
す
（
写
真
２
）。
ま

た
帰
宅
困
難
と
い
う
状
況
が
続
く
地
域
も
あ
り
ま
す
。

写真１　被災した気仙沼の港周辺の街

写真２　削りとられた山と大規模な宅地造成
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深
刻
な
被
災
状
況
か
ら
の
復
興
を
め
ざ
す
地
域
で
は
、
意
識
す
る
し
な
い
に
か
か
わ
ら
ず
、
過
去
と
現
在
と
が

分
断
さ
れ
て
し
ま
う
状
況
が
生
じ
が
ち
で
す
。
そ
う
し
た
状
況
の
な
か
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
社
会
の
歴
史
や
文
化

を
改
め
て
み
つ
め
な
お
し
、
新
た
な
地
域
づ
く
り
の
な
か
に
取
り
入
れ
て
い
こ
う
と
す
る
試
み
が
、
多
く
の
被
災

地
で
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

し
ば
し
ば
歴
史
や
文
化
は
古
く
さ
い
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
た
り
、
わ
た
し
た
ち
の
生
活
に
は
何
の
役
に
も
立
た

な
い
も
の
と
み
な
さ
れ
た
り
し
ま
す
。
し
か
し
そ
れ
は
大
き
な
誤
解
で
す
。
地
域
に
生
き
る
人
び
と
が
ど
の
よ
う

に
生
き
、
ど
う
い
う
社
会
を
つ
く
っ
て
い
く
の
か
は
、
人
び
と
の
生
活
の
積
み
重
ね
で
あ
る
歴
史
や
文
化
と
密
接

に
関
わ
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
し
て
被
災
地
の
み
な
ら
ず
、
過
疎
・
高
齢
化
が
進
む
地
域
で
も
地
域
の
歴
史
や
文

化
を
み
つ
め
な
お
す
こ
と
で
、
新
し
い
産
業
や
地
域
の
活
性
化
に
つ
な
げ
て
い
る
例
も
多
々
み
ら
れ
ま
す
。

　

「
地
域
に
お
け
る
歴
史
文
化
研
究
拠
点
の
構
築
」
と
い
う
ユ
ニ
ッ
ト
（
研
究
チ
ー
ム
）
は
以
上
の
よ
う
な
状
況

を
踏
ま
え
、
人
び
と
が
地
域
の
歴
史
や
文
化
を
ふ
り
か
え
り
、
見
直
す
た
め
の
手
が
か
り
と
な
る
拠
点
と
し
て
の

博
物
館
・
公
民
館
な
ど
の
役
割
、
そ
れ
ら
の
施
設
が
も
つ
人
的
資
源
や
情
報
を
結
び
つ
け
な
が
ら
地
域
文
化
の
構

築
に
向
け
た
手
法
を
検
討
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
組
織
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
ユ
ニ
ッ
ト
で
調
査
・
研
究
し
、
考
え
て
い
き
た
い
の
は
、
災
害
と
過
疎
高
齢
化
な
ど
の
地
域
変
動
か
ら
歴

史
文
化
資
料
を
守
り
、
保
存
す
る
こ
と
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
を
活
用
し
、
未
来
に
活
か
し
て
い
く
た
め
の
〝
核
〟
作

り
で
す
。
こ
こ
で
歴
史
文
化
研
究
拠
点
と
い
う
こ
と
ば
で
と
ら
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
地
域
社
会
の
歴
史
や

文
化
を
示
す
さ
ま
ざ
ま
な
資
料
や
情
報
あ
る
い
は
人
間
が
集
う
〝
場
〟
の
こ
と
で
す
。
人
間
文
化
研
究
機
構
の
広

領
域
連
携
型
基
幹
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
全
体
と
し
て
「
日
本
列
島
に
お
け
る
地
域
社
会
変
貌
・
災
害
か
ら
の
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「地域における歴史文化研究拠点の構築」がめざすもの
小池　淳一

地
域
文
化
の
再
構
築
」
と
い
う
テ
ー
マ
を
掲
げ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
を
具
体
的
に
推
進
し
て
い
く
た
め
の
ひ
と
つ

の
足
が
か
り
と
し
て
、
わ
た
し
た
ち
は
、
研
究
拠
点
と
い
う
見
方
で
地
域
社
会
の
〝
核
〟
と
な
る
〝
場
〟
を
と
ら

え
て
い
こ
う
と
考
え
て
い
る
の
で
す
。

　
　
　
◎
地
域
社
会
の
〝
核
〟

　

江
戸
時
代
ま
で
の
地
域
社
会
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
生
活
が
家
ご
と
に
営
ま
れ
て
い
る
面
が
あ
る
一
方
で
、
村
落

や
さ
ら
に
そ
れ
を
超
え
た
広
域
に
お
よ
ぶ
さ
ま
ざ
ま
な
つ
な
が
り
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
、
発
展
し
て
き
た
と
い
う

面
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
ら
を
支
え
、
地
域
の
歴
史
や
文
化
を
共
同
の
も
の
と
し
て
伝
え
て
い
く
な
か
で
〝
核
〟

と
な
っ
た
の
は
地
域
社
会
の
な
か
の
公
共
的
な
空
間
で
あ
る
寺
院
や
神
社
、
旧
家
や
集
会
施
設
な
ど
で
し
た
（
写

真
３
・
写
真
４
）。
そ
れ
ら
の
〝
場
〟
は
生
活
の
結
節
点
で
も
あ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
集
ま
り
や
催
し
が
行
わ
れ
、
た

く
さ
ん
の
人
び
と
が
行
き
交
い
、
多
く
の
情
報
が
集
ま
っ
て
い
ま
し
た
。

　

そ
こ
に
集
積
し
た
歴
史
や
文
化
を
め
ぐ
る
資
料
の
多
く
は
古
文
書
や
古
記
録
と
い
っ
た
紙
に
文
字
で
記
さ
れ
て

伝
え
ら
れ
て
い
き
ま
し
た
が
、
そ
う
し
た
も
の
だ
け
で
は
な
く
、
慣
習
や
習
俗
、
し
き
た
り
の
か
た
ち
で
受
け
継

が
れ
て
き
た
も
の
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
地
域
に
お
け
る
文
化
は
、
文
字
に
よ
る
記
録
と
生
活
の
な
か

で
受
け
継
が
れ
て
き
た
伝
承
と
が
さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち
で
組
み
合
わ
さ
れ
、
い
ろ
い
ろ
な
条
件
の
な
か
で
生
み
だ

さ
れ
て
き
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

地
域
に
お
け
る
歴
史
文
化
を
考
え
て
い
く
と
き
に
は
、
そ
う
し
た
〝
核
〟
と
な
る
〝
場
〟
に
注
目
し
、
そ
れ
が

果
た
し
て
き
た
機
能
を
受
け
つ
い
で
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
明
治
時
代
以
降
は
、
こ
う
し
た
地
域
生
活
の
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〝
核
〟
と
な
る
空
間
は
、
近
代
化
の
な
か
で
別
の
姿
に
な
っ
た
り
、
全
く
新
し
い
も
の
が
つ
け
加
え
ら
れ
た
り
し

て
き
ま
し
た
。
教
育
制
度
の
整
備
と
充
実
に
よ
る
地
域
に
お
け
る
学
校
の
創
立
は
そ
の
最
た
る
も
の
で
す
し
、
公

民
館
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
な
ど
も
、
社
会
教
育
や
生
涯
学
習
の
進
展
と
と
も
に
、
地
域
の
な
か
で
大
き
な

写真３　�気仙沼市唐桑町宿の集会所。昭和８年の津波後の避難施設
として建てられた。

写真４　�気仙沼市小々汐の尾形家住宅。江戸時代から地域の結節点
となってきた旧家。
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意
味
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　

高
度
経
済
成
長
の
な
か
で
、
地
域
の
開
発
が
急
速
に
進
む
よ
う
に
な
っ
て
い
く
一
方
で
、
埋
も
れ
て
い
た
文
化

財
や
地
域
に
遺
さ
れ
て
き
た
有
形
無
形
の
資
料
を
保
存
し
、
受
け
つ
い
で
い
こ
う
と
す
る
動
き
も
進
み
ま
し
た
。

地
域
に
お
け
る
博
物
館
や
歴
史
民
俗
資
料
館
の
創
設
は
、
近
代
に
お
け
る
新
し
い
歴
史
文
化
の
〝
核
〟
と
し
て
の

働
き
が
期
待
さ
れ
て
い
た
の
で
す
。
そ
れ
ら
に
は
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
や
民
具
収
蔵
施
設
な
ど
も
つ
け
加
え
る

こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。
こ
れ
ら
は
近
現
代
の
生
活
の
転
変
の
な
か
で
、
地
域
の
歴
史
を
保
存
し
、
文
化
を
尊

重
し
よ
う
と
す
る
際
に
大
き
な
働
き
を
し
て
き
ま
し
た
。

　

こ
う
し
た
江
戸
時
代
以
前
か
ら
の
公
的
な
空
間
と
そ
の
機
能
と
、
明
治
以
降
の
文
化
を
保
存
し
歴
史
を
考
え
る

営
み
を
具
体
化
す
る
施
設
と
を
連
続
し
て
と
ら
え
、
新
し
い
か
た
ち
を
模
索
す
る
こ
と
は
今
後
の
地
域
社
会
に

と
っ
て
の
大
き
な
課
題
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
人
口
の
変
動
や
産
業
構
造
の
変
化
、
交
通
・
流
通
網
の
発
展

な
ど
に
よ
っ
て
地
域
社
会
が
変
貌
し
て
い
く
な
か
で
、
こ
う
し
た
わ
た
し
た
ち
の
「
根
っ
こ
」
と
も
い
え
る
歴
史

文
化
を
支
え
る
〝
場
〟
は
ど
の
よ
う
な
未
来
像
を
描
く
べ
き
な
の
で
し
ょ
う
か
。

　
　
　
◎
東
日
本
大
震
災
を
き
っ
か
け
と
し
て

　

二
〇
一
一
年
三
月
の
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
と
そ
れ
に
よ
る
津
波
は
東
北
地
方
の
太
平
洋
沿
岸
の
か
な
り
広

い
地
域
を
一
瞬
の
う
ち
に
変
え
て
し
ま
い
ま
し
た
。そ
れ
ま
で
ゆ
る
や
か
に
進
行
し
て
い
た
地
域
社
会
の
変
貌
は
、

こ
の
東
日
本
大
震
災
を
契
機
に
そ
の
進
行
を
加
速
さ
せ
た
と
い
っ
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。
人
間
文
化
研
究
機
構
や

そ
の
な
か
の
基
盤
機
関
の
ひ
と
つ
で
あ
る
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
で
は
、
三
陸
地
方
を
中
心
と
す
る
文
化
財
レ
ス
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キ
ュ
ー
活
動
や
そ
れ
ら
を
発
展
さ
せ
た
共
同
研
究
を
組
織
す
る
こ
と
で
、
地
域
社
会
に
お
け
る
歴
史
文
化
の
様
相

を
見
つ
め
、
そ
の
調
査
と
研
究
を
復
活
さ
せ
て
い
く
た
め
に
何
が
必
要
か
を
考
究
し
て
き
ま
し
た
（
写
真
５
）。

　

地
震
や
津
波
に
よ
っ
て
崩
壊
し
た
り
、大
き
な
ダ
メ
ー
ジ
を
こ
う
む
っ
た
り
し
た
地
域
の
文
化
施
設
を
応
援
し
、

文
化
財
な
ど
の
救
出
を
お
こ
な
い
、
保
存
処
置
を
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
地
域
の
歴
史
文
化
を
守
り
、
伝
え
て
い

写真５　�岩手県立博物館において被災資料の処理の状況、課題
を検討する様子。

く
た
め
に
は
ど
う
い
っ
た
こ
と
が
必
要
か
、
ま
た
そ
れ
ら
を
可
能

に
す
る
組
織
や
シ
ス
テ
ム
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
べ
き
な
の

か
、
を
議
論
の
対
象
と
し
て
き
ま
し
た
。

　

一
定
の
地
域
社
会
の
歴
史
や
文
化
を
保
存
し
、
継
承
し
て
い
く

た
め
に
は
周
辺
や
後
背
地
に
お
け
る
人
と
物
の
両
面
に
わ
た
る
支

援
が
必
要
で
あ
る
こ
と
、
大
規
模
で
継
続
的
な
保
存
処
置
を
お
こ

な
う
た
め
に
は
か
な
り
広
い
空
間
が
必
要
と
な
る
こ
と
、
史
資
料

や
文
化
財
の
材
質
や
性
格
に
適
応
し
た
保
管
や
修
復
の
技
術
が
求

め
ら
れ
る
こ
と
な
ど
を
確
認
し
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
を
ひ
と
つ
ひ
と

つ
実
践
し
て
い
き
ま
し
た
。
地
域
を
こ
え
て
歴
史
文
化
を
守
る
試

み
が
展
開
し
た
と
い
っ
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。

　

そ
し
て
、
こ
う
し
た
一
連
の
事
業
を
展
開
す
る
な
か
で
、
逆
説

的
な
よ
う
で
す
が
、
地
域
の
歴
史
文
化
を
保
存
し
、
継
承
し
て
い

く
た
め
に
は
地
域
社
会
を
柔
軟
に
と
ら
え
、
人
や
モ
ノ
の
交
流
の
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蓄
積
を
ふ
ま
え
た
広
域
に
わ
た
る
連
携
が
必
要
で
あ
る
こ
と
が
見
え
て
き
た
の
で
す
。
災
害
を
受
け
止
め
、
復
興

を
め
ざ
し
て
い
く
た
め
に
は
、
地
域
社
会
を
孤
立
し
た
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
の
で
は
な
く
、
ゆ
る
や
か
に
つ
な

が
り
を
持
ち
、
相
互
に
影
響
し
合
う
ま
と
ま
り
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
で
す
。

　

さ
ら
に
そ
う
し
た
つ
な
が
り
や
ま
と
ま
り
は
災
害
時
に
急
に
生
み
だ
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、日
常
の
な
か
で
、

互
い
の
お
か
れ
て
い
る
状
況
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
関
係
を
維
持
し
て
い
く
こ
と
か
ら
し
か
生
ま
れ
て
は
こ
な
い
こ

と
も
明
ら
か
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
ゆ
る
や
か
に
連
続
し
、
関
連
し
合
う
地
域
社
会
は
そ
れ
自
体
が
歴
史
と
文

化
に
よ
っ
て
は
ぐ
く
ま
れ
て
き
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
の
で
す
。
そ
の
こ
と
を
臨
時
・
緊
急
の
レ
ス
キ
ュ
ー
を
継

続
し
、復
興
を
め
ざ
し
て
い
く
な
か
で
徐
々
に
確
認
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。日
常
的
な
連
携
こ
そ
が
緊
急
時
・

災
害
時
に
も
力
を
発
揮
す
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

　

そ
れ
に
加
え
て
、
こ
う
し
た
連
携
は
博
物
館
や
歴
史
民
俗
資
料
館
だ
け
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ

と
も
重
要
で
す
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
地
域
に
お
い
て
歴
史
や
文
化
を
は
ぐ
く
み
伝
え
て
い
く〝
核
〟や〝
場
〟

は
江
戸
時
代
か
ら
の
公
共
の
空
間
や
そ
れ
に
準
じ
る
旧
家
や
寺
社
な
ど
が
そ
れ
で
し
た
し
、
明
治
以
降
に
設
け
ら

れ
た
公
民
館
や
図
書
館
、
あ
る
い
は
美
術
館
な
ど
も
そ
れ
に
あ
た
り
ま
す
。
災
害
に
あ
た
っ
て
地
域
の
歴
史
文
化

を
残
し
、
再
び
活
用
し
て
い
く
た
め
に
は
、
こ
う
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
機
関
が
設
置
目
的
や
使
命
を
柔
軟
に
読
み
替

え
、
発
展
さ
せ
な
が
ら
お
互
い
に
連
携
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
　
　
◎
気
仙
沼
で
の
実
践

　

一
例
を
挙
げ
る
な
ら
ば
、わ
た
し
た
ち
は
、
宮
城
県
気
仙
沼
市
の
小
々
汐
地
区
で
は
江
戸
時
代
か
ら
の
旧
家（
オ
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オ
イ
）
で
あ
る
尾
形
家
を
歴
史
文
化
資
料
の
救
出
の
対
象
と
し
て
選
び
ま
し
た
（
写
真
６
）。
東
日
本
大
震
災
以
前

か
ら
の
調
査
の
積
み
重
ね
が
あ
っ
た
こ
と
も
そ
の
理
由
で
す
が
、
こ
の
旧
家
が
集
落
に
お
け
る
人
的
、
物
質
的
さ

ら
に
は
精
神
的
な
結
節
点
で
あ
り
、
多
く
の
有
形
無
形
の
民
俗
文
化
財
の
継
承
に
も
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
き

た
こ
と
を
重
ん
じ
た
の
で
す
。
瓦
礫
の
な
か
か
ら
拾
い
上
げ
た
さ
ま
ざ
ま
な
資
料
は
、
気
仙
沼
市
と
南
三
陸
町
が

設
置
し
た
リ
ア
ス
・
ア
ー
ク
美
術
館
を
最
初
の
〝
場
〟
と
し
、
そ
こ
で
一
次
的
な
保
存
処
理
を
し
（
写
真
７
）、
次

写真７　�リアス・アーク美術館のトラックヤードを借りた
被災資料のクリーニング作業。

写真６　被災して100m流され屋根だけが残った尾形家住宅。

に
気
仙
沼
市
教
育
委
員
会
の
指

導
の
も
と
、
統
合
さ
れ
た
山
間

部
の
月
立
中
学
校
を
収
蔵
・
整

理
の
た
め
の
空
間
と
し
て
利
用

し
て
、
保
存
・
登
録
と
分
析
の

た
め
の
準
備
を
進
め
て
い
く
こ

と
に
な
り
ま
し
た
（
写
真
８
）。

社
会
教
育
、
生
涯
学
習
と
学
校

教
育
の
〝
場
〟
と
が
つ
な
が
り
、

相
互
に
機
能
を
補
い
あ
う
こ
と

で
、
古
く
か
ら
の
歴
史
文
化
を

物
語
る
資
料
を
受
け
つ
ぎ
、
再

生
し
て
い
く
こ
と
が
可
能
に



13

「地域における歴史文化研究拠点の構築」がめざすもの
小池　淳一

な
っ
た
の
で
す
。

　

さ
ら
に
月
立
中
学
校
を
〝
場
〟
と
し
て
、
そ
こ
で
は
救
出
し
整
理
し
つ

つ
あ
る
資
料
を
展
示
し
、
そ
の
意
味
や
価
値
を
発
信
す
る
こ
と
に
も
取
り

組
ん
で
い
ま
す
。
こ
れ
は
広
い
意
味
で
、
博
物
館
や
歴
史
民
俗
資
料
館
と

同
じ
よ
う
な
役
割
を
、
さ
ま
ざ
ま
な
施
設
や
事
業
を
結
び
つ
け
る
こ
と
で

可
能
に
し
つ
つ
あ
る
と
も
い
え
る
で
し
ょ
う
。
わ
た
し
た
ち
の
考
え
る
歴

史
文
化
の
研
究
拠
点
の
構
築
と
は
必
ず
し
も
新
し
い
建
物
や
組
織
を
必
要

と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
こ
れ
ま
で
に
地
域
社
会
の
な
か
に
あ
っ
た
多
様

な
施
設
と
人
び
と
と
を
新
た
に
つ
な
ぎ
、
目
の
前
の
変
化
に
対
応
し
な
が

ら
、
地
域
を
と
ら
え
直
し
、
歴
史
や
文
化
を
考
え
て
い
く
き
っ
か
け
に
し

て
い
く
こ
と
を
さ
し
て
い
ま
す
。

写真８　�旧月立中学校の外観。廃校を用いて被災資
料のクリーニング、整理が続く。

　
　
　
◎
こ
れ
ま
で
の
地
域
社
会
論
を
超
え
る
た
め
に

　

地
域
社
会
の
な
が
い
伝
統
の
な
か
で
育
ま
れ
た
歴
史
や
文
化
を
未
来
に
向
け
て
保
存
し
、
活
か
し
て
い
く
た
め

に
は
、
こ
の
よ
う
に
従
来
の
地
域
社
会
の
〝
核
〟
を
再
生
し
、
互
い
に
連
絡
し
あ
い
な
が
ら
つ
な
い
で
い
く
こ
と

に
よ
っ
て
、
新
た
な
可
能
性
を
模
索
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
私
た
ち
の
ユ
ニ
ッ
ト
（
研

究
チ
ー
ム
）
は
正
面
か
ら
と
ら
え
る
と
と
も
に
あ
る
べ
き
可
能
性
に
つ
い
て
も
積
極
的
に
提
言
を
し
て
い
き
た
い

と
考
え
て
い
ま
す
。



14

　

も
ち
ろ
ん
、
そ
の
過
程
で
は
地
域
に
根
ざ
し
た
調
査
・
研
究
を
進
め
て
い
る
大
学
や
関
連
す
る
学
術
機
関
と
も

連
携
を
図
る
必
要
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
ま
た
日
本
列
島
各
地
で
展
開
し
つ
つ
あ
る
多
様
な
実
践
を
と
ら
え
て
、
そ

こ
か
ら
多
く
を
学
ぶ
必
要
も
あ
り
ま
す
。
わ
た
し
た
ち
は
さ
し
あ
た
り
東
北
地
方
の
三
陸
地
方
に
加
え
て
会
津
地

方
の
よ
う
な
山
間
地
帯
、
さ
ら
に
西
日
本
の
な
か
で
も
四
国
地
方
に
焦
点
を
据
え
、
そ
こ
で
の
歴
史
文
化
を
め
ぐ

る
地
域
の
実
践
活
動
を
と
ら
え
て
い
こ
う
と
し
て
い
ま
す
。
そ
の
な
か
で
、
こ
こ
で
述
べ
て
き
た
よ
う
な
地
域
社

会
の
〝
核
〟
を
再
認
識
し
、お
互
い
を
つ
な
ぐ
こ
と
で
新
し
い
可
能
性
を
追
求
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
目
配
り
と
具
体
的
な
検
討
に
よ
っ
て
、
日
本
列
島
上
の
地
域
社
会
が
抱
え
て
い
る
歴
史
や
文
化
の
厚

み
と
そ
の
意
義
に
つ
い
て
新
し
い
知
見
を
得
る
こ
と
に
も
留
意
し
て
い
き
ま
す
。
そ
れ
は
人
間
文
化
研
究
機
構
が

地
域
社
会
に
お
け
る
学
術
調
査
や
研
究
に
関
す
る
触
媒
と
な
る
こ
と
で
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。
本
研
究
の
他
の
ユ

ニ
ッ
ト
（
研
究
チ
ー
ム
）
と
も
連
携
し
、
時
に
は
合
同
で
大
小
さ
ま
ざ
ま
な
催
し
を
企
画
・
運
営
す
る
こ
と
で
、

こ
う
し
た
試
み
を
具
体
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
　
　
◎
ア
ジ
ア
世
界
へ
の
連
携
と
発
信

　

地
域
に
お
け
る
歴
史
や
文
化
を
伝
え
、ま
た
探
求
し
て
い
く
〝
核
〟
と
し
て
、
歴
史
文
化
研
究
拠
点
と
い
う
テ
ー

マ
を
掲
げ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
構
築
と
は
単
に
施
設
や
組
織
を
新
た
に
作
る
こ
と
で
は
な
く
、
互
い
を
尊
重
し
な

が
ら
、
連
携
し
、
共
同
し
て
地
域
社
会
の
課
題
に
取
り
く
む
こ
と
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
そ
れ
は
日
本
列
島

に
限
ら
ず
、
ア
ジ
ア
世
界
の
な
か
で
も
一
定
の
有
効
性
を
持
つ
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

私
た
ち
の
共
同
研
究
は
そ
の
対
象
を
日
本
列
島
に
限
定
す
る
こ
と
な
く
、
韓
半
島
や
台
湾
な
ど
ア
ジ
ア
世
界
に
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「地域における歴史文化研究拠点の構築」がめざすもの
小池　淳一

も
視
野
を
広
げ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
に
よ
り
そ
う
よ
う
に
連
な
る
島
嶼
社
会
は
同

じ
よ
う
な
風
土
や
環
境
の
も
と
に
多
く
の
共
通
す
る
文
化
を
は
ぐ
く
ん
で
き
ま
し
た
。
従
来
の
研
究
で
は
そ
の
違

い
や
国
境
を
意
識
す
る
こ
と
が
そ
の
中
心
で
し
た
が
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
す
る
時
代
状
況
の
な
か
で
、
ロ
ー
カ
ル
な

地
域
の
文
化
や
歴
史
の
持
つ
可
能
性
や
普
遍
性
を
意
識
す
る
こ
と
は
地
域
研
究
の
大
切
な
課
題
と
い
う
こ
と
が
で

き
ま
す
。

　

例
え
ば
台
湾
で
は
街
な
か
に
廟
と
呼
ば
れ
る
民
俗
信
仰
の
空
間
が

あ
り
、
そ
こ
で
は
数
多
く
の
人
び
と
の
祈
り
や
願
い
が
寄
せ
ら
れ
て

い
ま
す
（
写
真
９
）。
そ
の
こ
と
自
体
が
一
種
の
文
化
で
あ
り
、
伝
統

を
か
た
ち
作
っ
て
い
ま
す
。そ
の
背
景
に
は
ア
ジ
ア
世
界
に
広
が
り
、

地
域
社
会
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
っ
た
仏
教
や
道
教
あ
る
い
は
民
俗

的
な
さ
ま
ざ
ま
な
信
仰
の
存
在
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
を
注
意
深
く

観
察
す
る
な
ら
ば
、
ア
ジ
ア
の
精
神
的
な
文
化
の
伝
統
の
個
性
と
共

通
性
と
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

　

地
域
に
お
け
る
歴
史
文
化
を
と
ら
え
、
後
世
に
伝
え
て
い
く
シ
ス

テ
ム
は
国
境
を
越
え
る
こ
と
で
よ
り
充
実
し
た
も
の
と
な
り
、
さ
ら

な
る
連
携
へ
と
つ
な
げ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
ア

ジ
ア
そ
し
て
地
球
規
模
で
の
地
域
文
化
の
発
信
も
意
識
し
な
が
ら
、

わ
た
し
た
ち
は
研
究
を
進
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

写真９　�台湾台北の食品市場に祀られる孔子廟。市場関係者たち
が商売繁盛や生活の安寧を願って建立し信仰している。
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方
言
の
記
録
と
継
承
に
よ
る
地
域
文
化
の
再
構
築

木
部　

暢
子

図１　ユネスコによる「世界の消滅危機言語地図」

　
　
　
方
言
が
消
え
て
い
く

　

二
〇
〇
九
年
、
ユ
ネ
ス
コ
（
国
連
教
育
科
学
文
化
機
関
）
は
、
世
界

に
六
千
か
ら
七
千
あ
る
言
語
の
う
ち
約
二
千
五
百
が
消
滅
の
危
機
に
ひ

ん
し
て
い
る
と
発
表
し
ま
し
た
。
そ
の
地
点
を
地
図
に
表
し
た
の
が
図

１
で
す
。
こ
の
中
に
は
、
日
本
で
話
さ
れ
て
い
る
八
つ
の
こ
と
ば
―
―

ア
イ
ヌ
語
、
八
丈
語
、
奄
美
語
、
国
頭
語
、
沖
縄
語
、
宮
古
語
、
八
重

山
語
、
与
那
国
語
―
―
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
（
図
２
）。
ア
イ
ヌ
語
、
八

丈
語
以
外
は
、
奄
美
・
沖
縄
（
い
わ
ゆ
る
琉
球
列
島
）
で
話
さ
れ
て
い

る
こ
と
ば
で
す
。

　

し
か
し
、
消
滅
の
危
機
に
ひ
ん
し
て
い
る
の
は
、
こ
れ
だ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
日
本
各
地
の
伝
統
的
な
方
言
も
ま
た
、
消
滅
の
危
機
に
あ
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方言の記録と継承による地域文化の再構築
木部　暢子

図２　ユネスコによる日本の消滅危機言語

り
ま
す
。
こ
れ
ら
を
記
録
し
、
そ
の
価
値
を
明
ら
か
に
し
、
方
言
の
継

承
活
動
を
支
援
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
地
域
文
化
の
再
構
築
を
実
現
し

よ
う
と
い
う
の
が
こ
の
研
究
の
目
的
で
す
。

　
　
　
方
言
の
衰
退
の
原
因

　

方
言
は
な
ぜ
、
消
滅
の
危
機
に
お
ち
い
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
し
ょ
う

か
。
い
く
つ
か
原
因
が
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
主
な
も
の
に
、
共
通
語
の

普
及
、
テ
レ
ビ
の
普
及
、
地
方
か
ら
都
市
へ
の
人
口
の
移
動
な
ど
が
あ

り
ま
す
。
共
通
語
の
普
及
と
方
言
の
衰
退
は
、
必
ず
し
も
連
動
す
る
も

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
地
域
に
よ
っ
て
は
、
共
通
語
を
普
及
す
る
た

め
に
方
言
の
使
用
を
禁
止
す
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
た
と
え図３　沖縄の方言札

アイヌ語

八丈語

奄美語

国頭語

沖縄語

与
那
国
語

八
重
山
語

宮
古
語
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ば
、
沖
縄
や
鹿
児
島
、
東
北
で
は
、
学
校
で
方
言
を
使
っ
た
子
ど
も
に
罰
と
し
て
「
方
言
札
」
を
掛
け
さ
せ
た
と

い
う
記
録
が
あ
り
ま
す
。
図
３
は
沖
縄
の
方
言
札
の
写
真
で
す
。
こ
の
よ
う
な
方
言
禁
止
の
教
育
の
裏
に
は
、
子

ど
も
た
ち
が
都
会
へ
出
て
行
っ
た
と
き
に
、
こ
と
ば
で
困
ら
な
い
よ
う
に
と
い
う
配
慮
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

　

地
方
か
ら
都
市
へ
の
人
口
の
移
動
は
、
昭
和
三
〇
年
ご
ろ
か
ら
急
速
に
進
み
ま
し
た
。
テ
レ
ビ
が
家
庭
に
普
及

し
始
め
た
の
も
、
ち
ょ
う
ど
こ
の
頃
で
す
。
そ
の
結
果
、
地
方
で
は
文
化
を
担
う
若
者
が
減
少
し
、
家
庭
で
は
方

言
よ
り
も
共
通
語
の
方
が
普
通
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
方
言
を
含
め
て
、
地
域
文
化
そ
の
も
の
が
急

速
に
衰
退
し
て
い
っ
た
の
で
す
。

　
　
　
災
害
と
方
言

　

災
害
も
方
言
や
地
方
が
衰
退
す
る
原
因
の
一
つ
で
す
。
一
九
九
五
年
の
阪
神
・
淡
路
大
震
災
、
二
〇
一
一
年
の

東
日
本
大
震
災
、
二
〇
一
六
年
の
熊
本
地
震
と
、
日
本
は
こ
の
二
十
年
間
に
大
き
な
地
震
を
３
度
経
験
し
ま
し
た
。

ま
た
、
台
風
に
よ
る
被
害
や
川
の
氾
ら
ん
に
よ
る
水
害
も
た
く
さ
ん
起
き
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
災
害
を
き
っ
か

け
と
し
て
、
私
た
ち
言
語
研
究
者
は
、
言
語
の
研
究
が
災
害
に
対
し
て
ど
う
役
立
つ
か
、
と
い
う
問
題
と
真
剣
に

向
き
合
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

東
日
本
大
震
災
で
被
害
の
大
き
か
っ
た
東
北
・
関
東
の
東
海
岸
は
、
独
特
の
方
言
が
話
さ
れ
て
い
る
地
域
で
す
。

こ
の
と
き
に
医
療
活
動
に
入
っ
た
医
師
の
か
た
か
ら
、
患
者
さ
ん
の
方
言
が
わ
か
ら
な
く
て
被
災
地
で
の
診
療
や

救
助
活
動
に
支
障
が
あ
っ
た
と
い
う
話
を
聞
き
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
東
北
各
地
の
方
言
集
か
ら
オ
ノ
マ
ト
ペ
（
擬

声
語
・
擬
態
語
）
を
拾
っ
て
編
集
し
た
の
が
「
東
北
方
言
オ
ノ
マ
ト
ペ
用
例
集
」
で
す
。
共
通
語
で
も
「
き
り
き
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り
痛
い
」
と
か
「
じ
ん
じ
ん
す
る
」
と
か
、
体
の
痛
み

を
擬
態
語
で
表
現
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
東
北
方

言
に
は
共
通
語
と
異
な
る
擬
態
語
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま

す
。
例
え
ば
、
岩
手
県
や
宮
城
県
で
は
「
め
ま
い
で
目

の
焦
点
が
合
わ
な
い
」
こ
と
を
「
う
ら
う
ら
」
と
表
現

し
ま
す
（
図
４
）。
こ
の
よ
う
な
擬
態
語
を
聞
い
て
、
医

師
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
方
々
が
困
ら
な
い
よ
う
に
と
、

こ
の
冊
子
を
作
っ
た
の
で
す
。

　
　
　
方
言
は
な
く
な
っ
た
方
が
い
い
？

　

方
言
が
通
じ
な
く
て
支
援
活
動
に
支
障
が
出
る
の
で

あ
れ
ば
、
方
言
は
な
く
っ
た
方
が
い
い
と
い
う
考
え
方

も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、そ
も
そ
も
な
ぜ
、

こ
れ
ほ
ど
方
言
が
多
様
に
な
っ
た
の
か
を
考
え
て
み
て

く
だ
さ
い
。
お
そ
ら
く
、
各
地
の
方
言
は
、
地
域
の
自

然
や
人
々
の
生
活
、
も
の
の
考
え
方
な
ど
に
も
と
づ
い

て
、
必
要
性
が
あ
っ
て
生
ま
れ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

「
う
ら
う
ら
」
は
「
め
ま
い
が
す
る
」
や
「
ふ
ら
ふ
ら

図４　「東北方言オノマトペ用例集」
　　　（http://www.ninjal.ac.jp/pages/onomatopoeia/)
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す
る
」で
は
置
き
換
え
ら
れ
な
い
、
微
妙
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
含
ん
で
い
ま
す
。「
う
ら
う
ら
」と
い
う
語
が
あ
れ
ば
、

そ
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
を
考
え
る
き
っ
か
け
が
で
き
ま
す
が
、
そ
れ
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た

ら
、
東
北
の
人
た
ち
の
身
体
感
覚
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
を
知
る
手
が
か
り
が
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
と

ば
は
、
人
間
が
こ
の
世
界
を
ど
う
考
え
、
ど
う
感
じ
る
か
を
考
え
る
入
り
口
な
の
で
す
。

図５　方言調査の様子

　
　
　
方
言
を
通
し
た
地
域
お
こ
し

　

各
地
の
方
言
を
守
る
た
め
に
、
私
た
ち
は
数
年
前
か
ら
地
方
自

治
体
や
地
域
の
方
々
と
い
っ
し
ょ
に
方
言
辞
典
を
作
っ
た
り
、
録

音
を
と
っ
た
り
し
て
、
方
言
を
記
録
す
る
活
動
を
行
な
っ
て
い
ま

す
（
図
５
）。
ま
た
、
方
言
の
価
値
を
地
域
の
人
に
再
認
識
し
て
も

ら
い
、
方
言
を
残
す
に
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
か
、
方
言
を
地
域
お

こ
し
に
役
立
て
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
か
を
考
え
る
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
を
開
催
し
た
り
（
図
６
）、
方
言
を
次
の
世
代
に
伝
え
る
た
め

の
テ
キ
ス
ト
作
り
も
行
な
っ
て
い
ま
す
（
図
７
）。

　

平
成
二
五
年
ま
で
は
、
私
た
ち
の
活
動
は
、
奄
美
・
沖
縄
、
八

丈
が
中
心
で
し
た
。
し
か
し
、
本
土
に
も
消
滅
が
危
惧
さ
れ
る
方

言
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
平
成
二
六
年
か
ら
、
本
土

に
も
こ
の
よ
う
な
活
動
を
広
げ
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
、
宮
崎
県
椎
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葉
村
、
島
根
県
出
雲
市
、
隠
岐
の
島
な
ど
で
調
査
を
行
っ
て
い
ま
す
。
宮
崎
県
椎
葉
村
と
は
、
共
同
で
村
内
各
地

の
方
言
集
を
作
る
こ
と
に
な
り
、
現
在
、
調
査
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
今
後
は
、
東
日
本
や
東
北
地
方
で

も
方
言
の
調
査
と
記
録
を
行
う
予
定
で
す
。

　

「
方
言
を
楽
し
も
う
、
方
言
で
考
え
よ
う
、
方
言
か
ら
学
ぼ
う
」
を
各
地
に
広
め
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

図６　危機言語・方言サミット（八丈島）

図７　奄美方言のテキスト
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日
本
列
島
に
お
け
る
地
域
文
化
の
再
発
見
と

そ
の
表
象
シ
ス
テ
ム
の
構
築

日
髙　

真
吾

　

日
本
列
島
は
、
南
北
に
長
く
、
海
岸
部
か
ら
平
野
部
、
そ
し
て
中
山
間
部
に
居
住
地
が
広
が
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の

環
境
に
適
応
さ
せ
た
多
様
な
地
域
文
化
を
育
ん
で
き
ま
し
た
。
一
方
で
、
こ
れ
ら
の
地
域
文
化
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル

化
す
る
社
会
変
容
の
な
か
で
、
地
域
特
有
の
文
化
が
見
え
に
く
く
な
り
、
表
面
的
に
は
日
本
社
会
全
体
で
画
一
化

さ
れ
た
よ
う
な
印
象
を
私
た
ち
に
感
じ
さ
せ
ま
す
。
ま
た
、
多
発
す
る
大
規
模
災
害
か
ら
の
復
興
で
、
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
の
再
編
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
地
域
は
、
そ
れ
ま
で
受
け
継
が
れ
て
き
た
地
域
文
化
を
再
構
築
せ
ざ
る
を
得
な

い
状
況
に
な
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
す
。

　

二
〇
一
一
年
三
月
一
一
日
の
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
を
起
因
と
し
た
東
日
本
大
震
災
は
、
津
波
に
よ
る
未
曽

有
の
被
害
を
三
陸
沿
岸
部
に
も
た
ら
し
ま
し
た
が
、
全
国
か
ら
多
く
の
人
々
が
被
災
地
を
訪
れ
、
復
興
に
向
け
た

さ
ま
ざ
ま
な
支
援
活
動
が
お
こ
な
わ
れ
ま
し
た
。そ
の
な
か
で
、震
災
前
に
は
あ
た
り
前
の
よ
う
に
被
災
地
に
あ
っ

た
生
業
の
道
具
類
、
季
節
ご
と
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
祭
り
や
芸
能
、
あ
る
い
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
内
で
築
か
れ
て
き

た
人
間
関
係
が
注
目
さ
れ
、震
災
か
ら
の
復
興
に
大
き
な
力
を
与
え
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
動
向
は
、
二
〇
〇
四
年
の
中
越
地
震
で
壊
滅
的
な
被
害
を
受
け
た
山
古
志
村
（
現
在
、
長
岡
市
）
で
再
開
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さ
れ
た
「
牛
の
角
突
き
」
が
、
村
民
に
大
き
な
力
を
与
え
、
地
域
文
化
の
存
在
が
人
々
を
勇
気
づ
け
る
原
動
力
に

な
る
と
い
う
指
摘
を
さ
ら
に
実
証
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
ま
す
。
ま
た
、
災
害
か
ら
の
復
興
に
お
け
る
地
域

文
化
の
重
要
性
は
、
東
日
本
大
震
災
以
降
に
、
国
立
民
族
学
博
物
館
で
展
開
し
た
東
北
地
方
の
地
域
文
化
へ
の
支

援
活
動
か
ら
も
読
み
取
れ
ま
す
。
国
立
民
族
学
博
物
館
で
は
、
東
日
本
大
震
災
の
あ
と
、
大
規
模
災
害
復
興
委
員

会
を
設
置
し
、
人
文
科
学
の
側
面
か
ら
被
災
地
支
援
を
お
こ
な
う
こ
と
と
し
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
活
動
は
、
二
〇

一
二
年
に
開
催
し
た
企
画
展
「
記
憶
を
つ
な
ぐ
―
津
波
災
害
と
文
化
遺
産
」、
二
〇
一
二
年
度
か
ら
二
〇
一
六
年

度
ま
で
、
岩
手
県
、
宮
城
県
、
福
島
県
の
無
形
文
化
財
の
担
い
手
で
あ
る
芸
能
団
体
を
招
へ
い
し
て
毎
年
開
催
し

た
「
み
ん
ぱ
く
研
究
公
演
」、
あ
る
い
は
南
三
陸
町
波
伝
谷
の
被
災
前
と
被
災
後
の
様
子
を
撮
影
し
た
ド
キ
ュ
メ

ン
タ
リ
ー
映
画
『
波
伝
谷
に
生
き
る
人
び
と
』（
我
妻
和
樹
監
督
作
品
）
を
上
映
し
た
二
〇
一
四
年
度
の
「
み
ん

ぱ
く
映
画
会
」
と
い
う
形
で
実
現
し
ま
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
企
画
で
は
、
実
際
に
被
災
地
か
ら
来
て
い
た
だ
い
た

方
々
と
の
対
談
を
お
こ
な
い
、
復
興
に
お
い
て
地
域
文
化
が
心
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
な
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い

き
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
、
本
研
究
ユ
ニ
ッ
ト
で
は
、
地
域
文
化
に
つ
い
て
着
目
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
で
ど
の
よ
う
な
文
化
が

継
承
さ
れ
、
新
た
な
文
化
が
構
築
さ
れ
て
い
る
の
か
の
実
情
を
明
ら
か
に
し
ま
す
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
動
向
に
人

間
文
化
研
究
が
い
か
に
貢
献
し
う
る
の
か
を
考
察
し
、
現
在
（
い
ま
）
へ
の
社
会
貢
献
、
未
来
へ
の
社
会
貢
献
を

視
野
に
入
れ
た
研
究
成
果
を
上
げ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

具
体
的
に
は
、
平
常
時
に
お
い
て
埋
没
し
て
い
る
地
域
文
化
を
再
発
見
し
、
そ
の
文
化
を
そ
こ
に
住
ま
う
地
域

住
民
と
外
部
社
会
の
双
方
に
と
っ
て
有
意
義
な
形
で
表
象
す
る
た
め
の
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
と
い
う
も
の
で
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す
。
そ
し
て
、
本
研
究
の
活
動
を
実
践
し
て
い
く
う
え
で
、
私
た
ち
の
ユ
ニ
ッ
ト
で
は
、「
地
域
文
化
の
再
発
見
」、

「
地
域
文
化
の
保
存
」、「
地
域
文
化
の
活
用
」
と
い
う
三
つ
の
視
点
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
研
究
を
展
開
し
て
い

き
ま
す
。

　

な
お
、
こ
の
研
究
内
容
は
、
二
〇
一
二
年
度
か
ら
二
〇
一
四
年
度
年
度
に
実
施
し
た
人
間
文
化
研
究
機
構
連
携

研
究
「
災
害
と
人
間
文
化
研
究
」
の
な
か
で
国
立
民
族
学
博
物
館
が
中
心
と
な
っ
た
「
文
化
遺
産
の
復
興
に
向
け

た
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
活
用
の
た
め
の
基
礎
的
研
究
―
大
学
共
同
利
用
機
関
の
視
点
か
ら
」（
代
表　

日
髙
真
吾
）

に
お
い
て
見
出
さ
れ
た
実
践
研
究
の
必
要
性
、
大
学
共
同
利
用
機
関
の
博
物
館
機
能
を
十
分
に
生
か
し
た
研
究
活

動
の
推
進
と
い
う
問
題
意
識
に
基
づ
き
、
新
展
開
を
図
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
　
研
究
対
象
と
な
る
地
域
文
化

　

研
究
対
象
と
す
る
地
域
文
化
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
簡
単
に
整
理
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
わ
た
し
た
ち

の
研
究
ユ
ニ
ッ
ト
で
い
う
地
域
文
化
の
地
域
と
は
、
大
き
く
二
つ
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
ひ
と
つ
は
、『
平
凡

社
百
科
事
典
』
で
定
義
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
地
域area

と
は
地
形
、
気
候
、
あ
る
い
は
文
化
、
政
治
な
ど
の

う
ち
の
ど
れ
か
一
つ
の
要
素
に
つ
い
て
同
質
の
性
格
を
も
つ
地
表
の
ひ
ろ
が
り
を
さ
し
、
二
つ
以
上
の
地
域
の
間

の
差
異
を
地
域
差
と
い
う
。」
と
い
う
観
点
に
立
っ
た
地
域
で
す
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
本
研
究
ユ
ニ
ッ
ト
が
連
携

す
る
地
域
博
物
館
や
地
域
の
学
校
と
の
関
係
か
ら
、
行
政
で
区
分
さ
れ
る
市
町
村
と
い
う
地
域
も
意
識
し
ま
す
。

つ
ま
り
、
研
究
対
象
と
な
る
地
域
に
は
、
生
活
を
と
り
ま
く
環
境
の
な
か
で
育
ま
れ
た
文
化
を
共
有
す
る
地
域
と
、

行
政
の
枠
組
み
で
つ
く
ら
れ
た
、
市
町
村
レ
ベ
ル
で
の
地
域
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
な
お
、
本
ユ
ニ
ッ
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ト
で
は
、こ
こ
で
挙
げ
た
地
域
の
枠
組
み
を
明
確
に
区
別
す
る
こ
と
は
し
ま
せ
ん
。
あ
く
ま
で
、
地
域
文
化
を
担
っ

て
い
る
範
囲
を
研
究
対
象
の
地
域
と
し
て
と
ら
え
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
以
上
の
よ
う
に
本
研
究
ユ
ニ
ッ
ト
で

は
、
以
上
の
よ
う
に
地
域
を
と
ら
え
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で
育
ま
れ
た
地
域
文
化
を
再
発
見
、
保
存
、
活
用
す
る

た
め
の
方
法
論
の
開
発
を
中
心
に
お
こ
な
い
ま
す
。

　
　
　
地
域
文
化
を
再
発
見
す
る

　

「
地
域
文
化
の
再
発
見
」
の
活
動
で
は
、
地
域
文
化
研
究
、
と
り
わ
け
民
俗
学
を
基
軸
と
し
た
研
究
に
よ
っ
て

価
値
化
さ
れ
る
地
域
文
化
に
着
目
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
特
に
大
学
教
育
を
通
し
た
地
域
文
化

の
再
発
見
に
注
目
し
ま
す
。
近
年
、
大
学
に
よ
る
民
俗
学
教
育
で
は
、
実
際
に
学
生
が
教
員
の
指
導
の
も
と
、
地

域
で
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
お
こ
な
い
、
地
域
の
古
老
の
話
を
う
か
が
い
な
が
ら
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
術
を

鍛
え
、
そ
の
地
域
の
文
化
を
発
見
、
価
値
化
、
取
り
ま
と
め
る
作
業
を
進
め
る
事
例
が
増
え
て
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
本
研
究
ユ
ニ
ッ
ト
で
は
、
京
都
造
形
芸
術
大
学
に
よ
る
京
都
市
左
京
区
久
多
の
民
俗
調
査
の
活
動
、

東
北
学
院
大
学
が
お
こ
な
っ
て
き
た
南
三
陸
町
の
民
俗
調
査
の
活
動
を
中
心
に
据
え
、考
察
を
進
め
て
い
き
ま
す
。

ま
た
、海
外
の
事
例
と
し
て
、台
湾
国
立
台
北
芸
術
大
学
と
連
携
し
、古
い
街
並
み
を
活
か
し
た
大
渓（
タ
ー
シ
ェ
）

の
活
動
を
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
し
ま
す
（
写
真
１
）。
台
湾
北
西
部
に
位
置
す
る
大
渓
は
、
清
朝
時
代
よ
り
、
水
運

を
利
用
し
た
貿
易
拠
点
と
し
て
発
展
し
た
街
で
、
樟
脳
や
お
茶
を
産
出
し
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の

後
、
時
代
を
経
て
水
運
が
利
用
で
き
な
く
な
る
と
、
大
渓
の
活
力
は
徐
々
に
失
わ
れ
て
い
き
、
昔
の
街
並
み
の
み

が
残
さ
れ
て
い
る
状
態
と
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
近
年
、
大
渓
に
残
さ
れ
た
昔
の
素
朴
な
雰
囲
気
が
漂
う
街
並
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み
を
活
か
し
、
大
渓
の
博
物
館
を
拠
点
と
し
た
地

域
活
性
の
取
り
組
み
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の

よ
う
な
動
向
は
、
一
九
六
〇
年
代
後
半
か
ら
提
唱

さ
れ
た
エ
コ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
思
想
に
近
い
活
動

で
あ
り
、
台
湾
に
お
け
る
町
ご
と
博
物
館
の
活
動

事
例
と
し
て
注
目
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま

す
。

　
　
　
地
域
文
化
を
保
存
す
る

　

地
域
文
化
を
具
体
的
に
示
す
モ
ノ
は
い
く
つ
か

考
え
ら
れ
ま
す
が
、
博
物
館
の
視
点
で
は
、
民
具

を
は
じ
め
と
す
る
地
域
で
利
用
さ
れ
た
生
業
の
道

具
や
生
活
用
具
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
私

た
ち
は
こ
れ
ら
の
資
料
群
を「
有
形
民
俗
文
化
財
」

と
し
て
と
ら
え
ま
す
。「
文
化
財
」
と
い
う
と
、

一
般
的
に
は
国
や
県
、
あ
る
い
は
市
町
村
で
価
値

化
さ
れ
た
指
定
文
化
財
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
や
す
い

と
思
い
ま
す
が
、
私
た
ち
は
指
定
文
化
財
の
み
を

写真１　大渓での調査風景
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扱
う
こ
と
は
し
ま
せ
ん
。
確
か
に
指
定
さ
れ
た
民
俗
文
化
財
は
、
そ
の
地
域
の
文
化
を
示
す
代
表
的
な
資
料
と
し

て
位
置
づ
け
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
指
定
さ
れ
た
民
俗
文
化
財
は
、
た
く
さ
ん
あ
る
未
指
定
の
民
俗
文

化
財
の
な
か
か
ら
選
ば
れ
た
も
の
で
す
。
こ
の
点
か
ら
私
た
ち
の
研
究
ユ
ニ
ッ
ト
は
、
未
指
定
の
民
俗
文
化
財
に

も
着
目
し
、
そ
れ
ら
の
民
俗
文
化
財
が
、
地
域
で
守
ら
れ
継
承
で
き
る
た
め
の
保
存
、
保
管
方
法
の
技
術
開
発
を

お
こ
な
い
ま
す
。
具
体
的
に
は
、
専
門
の
保
存
修
復
家
で
な
く
て
も
で
き
る
民
俗
文
化
財
の
清
掃
方
法
や
、
民
俗

文
化
財
の
劣
化
を
一
気
に
促
進
さ
せ
て
し
ま
う
虫
害
な
ど
の
生
物
被
害
を
未
然
に
防
ぐ
方
法
、
あ
る
い
は
収
納
と

展
示
を
両
立
す
る
こ
と
が
で
き
る
民
俗
文
化
財
の
管
理
方
法
の
技
術
開
発
に
取
り
組
み
ま
す
。
な
お
、
こ
れ
ら
の

方
法
は
、
災
害
で
被
災
し
た
地
域
の
文
化
財
の
レ
ス
キ
ュ
ー
活
動
に
も
役
立
て
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
冒
頭
で
述

べ
た
東
日
本
大
震
災
は
、
数
多
く
の
地
域
文
化
財
に
も
大
き
な
被
害
を
与
え
ま
し
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
地
域

文
化
財
を
レ
ス
キ
ュ
ー
す
る
た
め
、
文
化
庁
の
呼
び
か
け
で
「
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
被
災
文
化
財
等
救
援
委

員
会
」
が
設
置
さ
れ
、
全
国
の
博
物
館
、
美
術
館
、
大
学
機
関
等
が
一
致
団
結
し
て
、
東
北
地
方
の
地
域
文
化
財

の
救
援
に
当
た
り
ま
し
た
。
こ
の
と
き
の
救
援
事
業
で
も
っ
と
も
要
請
の
多
か
っ
た
の
が
、
未
指
定
の
民
俗
文
化

財
、
古
文
書
の
類
で
し
た
。
私
た
ち
の
研
究
ユ
ニ
ッ
ト
で
は
、
東
日
本
大
震
災
を
は
じ
め
、
こ
れ
ま
で
お
手
伝
い

を
し
て
き
た
災
害
時
に
お
け
る
被
災
文
化
財
の
救
援
活
動
の
経
験
を
活
か
し
な
が
ら
（
写
真
２
）、
先
に
挙
げ
た
清

掃
方
法
や
保
管
方
法
、
管
理
方
法
な
ど
の
技
術
開
発
に
努
め
ま
す
。

　
　
　
地
域
文
化
を
活
用
す
る

　

地
域
文
化
を
示
す
民
俗
文
化
財
は
、
地
域
に
と
っ
て
か
け
が
え
の
な
い
も
の
だ
と
い
え
ま
す
。
こ
の
こ
と
を
示
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す
事
例
と
し
て
、
前
述
し
た
東
日
本
大
震
災
で
お

こ
な
わ
れ
た
大
規
模
な
文
化
財
等
レ
ス
キ
ュ
ー
事

業
で
対
象
と
な
っ
た
文
化
財
の
約
八
〇
％
が
民
俗

文
化
財
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
ま

す
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
民
俗
文
化
財
は
、
地
域

に
お
い
て
日
常
的
に
積
極
的
に
活
用
が
な
さ
れ
て

い
る
と
は
い
え
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
私
た
ち
の
研

究
ユ
ニ
ッ
ト
で
は
、
地
域
文
化
を
示
す
民
俗
文
化

財
を
日
常
的
に
地
域
が
活
用
で
き
る
仕
組
み
を
作

る
こ
と
で
、「
地
域
文
化
を
活
用
す
る
」
と
い
う

課
題
に
取
り
組
み
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

民
俗
文
化
財
の
活
用
を
ど
う
考
え
る
か
に
つ
い

て
は
、
研
究
代
表
者
が
所
属
し
て
い
る
国
立
民
族

学
博
物
館
で
開
発
さ
れ
た
教
育
キ
ッ
ト
「
み
ん

ぱ
っ
く
」
を
参
考
に
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

「
み
ん
ぱ
っ
く
」
と
は
、
こ
ど
も
た
ち
が
実
際
に

着
用
で
き
る
民
族
衣
装
の
ほ
か
、
生
活
用
具
や
学

用
品
、
楽
器
な
ど
を
ス
ー
ツ
ケ
ー
ス
に
パ
ッ
ク
し

写真２　被災した漆器の応急措置ワークショップ
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た
貸
出
用
学
習
キ
ッ
ト
で
す
。
現
在
一
四
種
類
二

三
パ
ッ
ク
を
用
意
し
て
お
り
、
関
西
を
中
心
に
多

く
の
学
校
で
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
私
た
ち
の
研

究
ユ
ニ
ッ
ト
で
は
、
こ
の
「
み
ん
ぱ
っ
く
」
を
参

考
に
、「
地
域
文
化
の
宝
箱
」（
仮
称
）
と
し
て
、

こ
れ
ま
で
地
域
で
収
集
さ
れ
た
民
俗
資
料
を
中
心

と
し
た
教
育
キ
ッ
ト
を
製
作
し
ま
す
（
写
真
３
）。

そ
し
て
、
小
学
校
を
中
心
に
活
用
い
た
だ
き
、
宝

箱
に
収
納
し
て
い
る
資
料
を
収
蔵
し
て
い
る
博
物

館
や
資
料
館
を
、
遠
足
な
ど
で
訪
れ
て
い
た
だ
く

機
会
を
増
や
す
こ
と
を
目
的
に
開
発
し
た
い
と
考

え
て
い
ま
す
。
現
在
、「
地
域
文
化
の
宝
箱
」
の

対
象
と
し
て
い
る
地
域
と
資
料
は
、
東
日
本
大
震

災
で
被
災
し
、
文
化
財
レ
ス
キ
ュ
ー
が
な
さ
れ
た

宮
城
県
気
仙
沼
市
の
「
気
仙
沼
資
料
」、
奥
三
面

ダ
ム
の
開
発
で
水
没
し
た
三
面
村
の
民
俗
文
化
財

が
伝
え
ら
れ
て
い
る
新
潟
県
村
上
市
朝
日
の
「
奥

三
面
の
山
村
生
産
用
具
」、
京
都
と
い
う
大
都
市

写真３　「地域文化の宝箱」製作の研究会
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に
隣
接
し
な
が
ら
豊
か
な
里
山
文
化
を
育
ん
だ
京
都
府
京
都
市
左
京
区
久
多
の
「
久
多
の
山
村
生
産
用
具
」、
全

国
で
唯
一
、
江
戸
時
代
の
鋳
物
工
場
が
残
る
大
阪
府
枚
方
市
の
「
旧
田
中
家
鋳
物
資
料
館
所
蔵
資
料
」
を
想
定
し

て
い
ま
す
。
な
お
、
こ
こ
で
製
作
す
る
「
地
域
文
化
の
宝
箱
」
は
、
た
だ
開
発
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
実
際
に
使

用
し
て
い
た
だ
い
た
学
校
と
緊
密
な
連
携
を
取
り
な
が
ら
、
評
価
、
分
析
し
、
改
善
す
る
と
こ
ろ
ま
で
を
射
程
に

入
れ
て
い
ま
す
。

　
　
　
研
究
成
果
の
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
と
研
究
の
到
達
点

　

以
上
の
よ
う
に
、
私
た
ち
の
研
究
ユ
ニ
ッ
ト
で
は
、
地
域
文
化
を
「
再
発
見
」、「
保
存
」、「
活
用
」
と
い
う
視

点
か
ら
、
実
践
的
な
研
究
活
動
を
展
開
し
て
い
き
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
研
究
を
進
め
な
が
ら
、
人
間
文
化

研
究
機
構
の
一
員
で
あ
る
国
立
民
族
学
博
物
館
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
、
そ
し
て
協
力
い
た
だ
い
た
地
域
博
物

館
で
共
同
主
催
の
企
画
展
の
実
現
を
目
指
し
ま
す
。
ま
た
、
年
度
ご
と
に
地
域
文
化
を
軸
と
し
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

や
フ
ォ
ー
ラ
ム
を
開
催
し
、
こ
れ
ら
の
成
果
を
刊
行
物
等
と
し
て
と
り
ま
と
め
て
、
出
版
し
て
い
き
た
い
と
考
え

て
い
ま
す
。

　

最
後
に
本
研
究
ユ
ニ
ッ
ト
が
実
施
す
る
研
究
の
到
達
点
に
つ
い
て
述
べ
ま
す
。
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
本
研

究
ユ
ニ
ッ
ト
は
、
平
常
時
に
お
い
て
埋
没
し
て
い
る
地
域
文
化
を
再
発
見
し
、
そ
の
文
化
を
そ
こ
に
住
ま
う
地
域

住
民
と
外
部
社
会
の
双
方
に
と
っ
て
有
意
義
な
形
で
表
象
す
る
た
め
の
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
こ
と
を
研
究
目
的

と
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
お
こ
な
う
研
究
か
ら
は
、
①
地
域
の
文
化
を
再
発
見
し
、
保
存
、
活
用
す
る

と
い
う
実
践
研
究
を
通
し
た
人
間
文
化
研
究
の
新
た
な
モ
デ
ル
の
構
築
、
②
地
域
文
化
の
大
切
さ
に
つ
い
て
、
地
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域
住
民
が
日
常
的
に
博
物
館
を
活
用
し
て
感
じ
と
れ
る
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
策
定
、
③
研
究
成
果
を
地
域
に
お
い

て
活
用
で
き
る
た
め
の
、
地
域
と
研
究
者
の
結
節
点
の
発
見
、
④
豊
か
な
地
域
社
会
の
創
生
に
向
け
た
地
域
文
化

の
重
要
性
の
提
示
、
と
い
っ
た
四
つ
の
到
達
目
標
を
設
定
し
て
い
ま
す
。
本
研
究
ユ
ニ
ッ
ト
で
は
、
こ
れ
ら
の
到

達
目
標
を
達
成
す
べ
く
、
研
究
を
進
め
て
い
き
ま
す
。
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人
命
環
境
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
過
去
・
現
在
・

未
来
に
関
す
る
双
方
向
的
研
究

西
村
慎
太
郎
・
加
藤　

聖
文
・
渡
辺　

浩
一

　

こ
の
不
透
明
な
現
代
社
会
に
あ
っ
て
、
少
し
で
も
未
来
を
見
通
し
た
い
と
誰
も
が
思
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
こ
の

ユ
ニ
ッ
ト
は
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
を
通
し
て
そ
れ
を
考
え
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

　

ま
ず
、
わ
か
り
に
く
い
タ
イ
ト
ル
に
つ
い
て
説
明
し
ま
す
。「
人
命
環
境
」
と
は
人
命
を
左
右
す
る
環
境
と
い

う
意
味
で
、
災
害
・
戦
争
・
テ
ロ
・
宗
教
弾
圧
な
ど
が
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
こ
の
ユ
ニ
ッ
ト
で
は
対
象
を
災
害
に

限
定
し
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、「
人
命
環
境
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
」
と
は
、
こ
こ
で
は
災
害
に
遭
っ
た
文
書
資
料

も
し
く
は
災
害
に
つ
い
て
書
い
て
あ
る
文
書
資
料
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
を
対
象
と
し
て
現
在
を
分
析

し
、
過
去
か
ら
教
訓
を
得
て
、
未
来
を
展
望
し
、
そ
の
こ
と
が
逆
に
過
去
や
現
在
の
分
析
視
角
を
鍛
え
る
と
い
う

「
双
方
向
的
」
な
思
考
の
往
返
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
か
ら
、
過
去
と
現
在
を
担
当
す
る
部
門（
民
間
資
料
班
）、
現
在
か
ら
未
来
を
担
当
す
る
部
門（
公
文
書
班
）、

過
去
を
担
当
す
る
部
門
（
対
比
班
）
の
順
に
、
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
紹
介
し
て
い
き
ま
す
。
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民
間
所
在
資
料
を
保
全
し
、
活
用
す
る

　

 
「
民
間
資
料
」
班
で
は
、
民
間
所
在
資
料
の
保
全
の
方
法
論
を
議
論
し
、
そ
れ
ら
の
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
化
・
利
用

の
実
践
を
目
的
と
し
ま
す
。
民
間
所
在
資
料
と
は
、
資
料
収
蔵
施
設
（
文
書
館
・
博
物
館
・
美
術
館
・
図
書
館
・

資
料
館
・
宝
物
館
な
ど
）
で
は
な
い
主
に
一
般
住
宅
や
町
内
会
公
民
館
、
宗
教
施
設
（
寺
院
・
神
社
な
ど
）、
企

業
な
ど
に
保
管
さ
れ
て
い
る
時
間
的
な
経
過
を
経
た
歴
史
資
料
（
民
具
・
文
書
・
写
真
・
着
物
・
考
古
遺
物
・
剥

製
・
標
本
・
建
築
物
な
ど
）
の
こ
と
で
す
が
、
資
料
収
蔵
施
設
に
保
管
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
保
存
環
境
・
管
理

体
制
・
閲
覧
体
制
が
十
全
と
し
て
い
な
い
と
い
う
特
徴
が
あ
り
ま
す
。
私
的
所
有
物
で
あ
る
た
め
、
代
替
わ
り
や

引
っ
越
し
、
災
害
な
ど
を
契
機
に
散
逸
の
危
険
性
が
高
く
、
恒
常
的
な
散
逸
の
危
機
に
直
面
し
て
い
る
と
い
え
る

で
し
ょ
う
。
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
古
文
書
な
ど
と
一
般
的
に
称
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
紙
媒
体
の
歴
史
資
料
を

対
象
と
し
ま
す
。

　

 

三
村
昌
司
氏
が
述
べ
る
よ
う
に
、
一
九
八
〇
年
代
か
ら
バ
ブ
ル
崩
壊
期
に
か
け
て
の「
地
域
社
会
の
弱
体
化
」

と「
個
人
主
義
の
先
鋭
化
」、そ
し
て
災
害
の
多
発
に
よ
っ
て
民
間
所
在
資
料
の
散
逸
が
顕
著
と
な
っ
て
い
ま
す（
三

村
昌
司「
地
域
歴
史
資
料
学
の
構
築
に
む
け
て
」、
神
戸
大
学
大
学
院
人
文
学
研
究
科
地
域
連
携
セ
ン
タ
ー
編『「
地

域
歴
史
遺
産
」
の
可
能
性
』、
岩
田
書
院
、
二
〇
一
三
年
）。
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
学
や
歴
史
学
に
お
け
る
地
域
史
・
地

方
史
分
野
で
は
、
そ
の
よ
う
な
状
況
に
対
応
す
べ
く
研
究
と
実
践
が
進
展
し
て
き
ま
し
た
。
二
〇
一
一
年
三
月
十

一
日
に
発
生
し
た
東
日
本
大
震
災
と
翌
日
の
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
事
故
は
民
間
所
在
資
料
を
ど
の
よ
う
に
遺

す
か
、
さ
ら
な
る
課
題
が
突
き
付
け
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
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そ
こ
で
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
主
に
ふ
た
つ

の
点
に
つ
い
て
研
究
を
進
め
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

 
第
一
に
、
民
間
所
在
資
料
保
全
の
実
践
と
そ
の

利
用
の
方
法
論
に
つ
い
て
。
こ
の
研
究
で
は
東
日
本

大
震
災
で
被
災
し
た
民
間
所
在
資
料
の
保
全
を
進
め

て
い
る
「
茨
城
史
料
ネ
ッ
ト
」
の
活
動
に
学
び
な
が

ら
、
被
災
地
や
災
害
に
よ
っ
て
貴
重
な
民
間
所
在
資

料
が
散
逸
し
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
る
地
域
で
の
保
全

活
動
と
利
用
を
検
討
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
地
域
の

方
が
た
と
協
力
し
、
ま
た
地
域
社
会
に
学
び
な
が
ら

民
間
所
在
資
料
保
全
を
ど
の
よ
う
に
進
め
る
か
と
い

う
現
実
的
課
題
に
取
り
組
み
ま
す
。
主
な
対
象
地
域

と
し
て
は
福
島
県
・
茨
城
県
を
は
じ
め
と
し
て
関
東

と
そ
の
周
辺
で
す
。

　

 

第
二
に
、
民
間
所
在
資
料
を
資
料
収
蔵
施
設
が

い
か
に
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
化
す
る
か
に
つ
い
て
。
民
間

所
在
資
料
が
何
ら
か
の
契
機
で
資
料
収
蔵
施
設
に
寄

贈
・
寄
託
さ
れ
る
事
例
は
多
く
見
受
け
ら
れ
ま
す
。

福島県双葉町泉田家文書が収蔵されていた土蔵
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そ
れ
ら
の
目
録
を
作
成
し
、
利
用
の
た
め
の
保
存
処
置
を
し
て
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る

画
像
公
開
の
た
め
に
ど
の
よ
う
な
方
法
が
有
効
か
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
学
の
新
た
な
地
平
を
模
索
し
た
い
と
考
え
て

い
ま
す
。
今
回
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
、
長
野
県
を
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
て
、
特
に
江
戸
時
代
の
松
代
藩
領
域
を
対

象
と
し
て
、
真
田
宝
物
館
や
周
辺
地
域
の
人
び
と
と
協
力
し
な
が
ら
、
研
究
を
進
め
ま
す
。

　

 

民
間
所
在
資
料
の
保
全
と
利
用
は
研
究
者
の
み
な
ら
ず
、
地
域
社
会
の
文
化
資
源
を
生
か
す
た
め
、
行
政
・

住
民
と
と
も
に
進
め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
新
た
な
人
文
科
学
の
研
究
ス
タ
イ
ル
の
創
生
を
民
間
所
在
資
料
か
ら

考
え
ら
れ
た
ら
と
思
い
ま
す
。 

（
西
村
慎
太
郎
）

　
　
　
被
災
公
文
書
保
全
か
ら
公
文
書
管
理
へ

　

二
〇
〇
九
年
に
公
文
書
管
理
法
が
公
布
さ
れ
た
の
を
機
に
、
社
会
的
に
も
公
文
書
の
管
理
が
少
し
ず
つ
注
目
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
に
加
え
て
、
二
〇
一
一
年
の
東
日
本
大
震
災
に
よ
っ
て
三
陸
沿
岸
の
自
治

体
で
は
、
戸
籍
や
土
地
台
帳
と
い
っ
た
住
民
の
基
本
生
活
に
関
わ
る
公
文
書
が
瓦
礫
に
埋
も
れ
、
あ
る
い
は
津
波

に
濡
れ
て
使
用
で
き
な
く
な
る
な
ど
、
震
災
復
興
に
大
き
な
支
障
を
与
え
る
と
い
う
事
態
が
発
生
し
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
、
二
〇
一
六
年
に
発
生
し
た
熊
本
地
震
で
も
庁
舎
損
壊
に
よ
る
公
文
書
被
害
が
見
ら
れ
、
罹
災
証
明
書

の
発
行
が
遅
れ
る
な
ど
の
問
題
が
早
く
も
あ
ら
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

日
本
で
は
今
後
、
南
海
ト
ラ
フ
大
地
震
や
東
海
大
地
震
、
そ
し
て
首
都
直
下
型
大
地
震
な
ど
が
想
定
さ
れ
て
い

ま
す
が
、
行
政
機
関
が
集
約
し
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
情
報（
公
文
書
）の
防
災
型
管
理
に
つ
い
て
の
議
論
は
深
ま
っ
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て
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
人
や
モ
ノ
だ
け
で
は
な
く
、

情
報
を
対
象
と
し
た
防
災
も
考
え
な
け
れ
ば
い
ざ
と

い
う
時
に
深
刻
な
問
題
が
発
生
す
る
可
能
性
が
高
い

と
い
え
ま
す
。

　

公
文
書
管
理
法
が
公
布
さ
れ
た
時
に
は
反
応
の
鈍

か
っ
た
地
方
自
治
体
で
も
、
震
災
後
は
災
害
発
生
に

備
え
た
公
文
書
管
理
体
制
の
必
要
性
が
認
識
さ
れ
つ

つ
あ
り
ま
す
が
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
シ
ス
テ
ム

を
構
築
す
れ
ば
よ
い
の
か
、
参
照
と
す
べ
き
事
例
が

あ
ま
り
に
も
少
な
く
、
依
然
と
し
て
暗
中
模
索
の
状

態
と
い
え
ま
す
。

　

ま
た
、
学
術
的
に
は
、
阪
神
大
震
災
を
機
に
歴
史

資
料
の
重
要
性
の
再
認
識
や
被
災
資
料
の
救
済
へ
の

取
り
組
み
は
、
神
戸
大
学
の
奥
村
弘
氏
に
よ
る
一
連

の
研
究
を
は
じ
め
と
し
て
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
ま

す
。
こ
う
し
た
流
れ
は
東
日
本
大
震
災
以
降
、
社
会

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
も
加
わ
っ
て
ま
す
ま
す
盛
ん
に

な
っ
て
い
ま
す
。

被災直後の釜石市公文書



37

人命環境アーカイブズの過去・現在・未来に関する双方向的研究
西村慎太郎・加藤　聖文・渡辺　浩一

　

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
研
究
や
活
動
は
、
被
災
地
の
民
間
に
所
在
す
る
歴
史
資
料
の
現
状
把
握
と
歴
史
資
料
保
全

論
を
軸
に
し
た
問
題
提
起
型
ま
た
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
論
な
ど
が
中
心
と
な
っ
て
い
ま
す
。
関
心
の
中
心
は
民
間
に

あ
る
歴
史
資
料
に
あ
っ
て
、
行
政
機
関
で
管
理
さ
れ
て
い
る
公
文
書
に
対
す
る
関
わ
り
方
は
そ
れ
ほ
ど
強
く
は
あ

り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
、
被
災
し
た
公
文
書
の
保
全
か
ら
一
歩
進
め
た
永
続
的
管
理
や
市
民
へ
の
公
開
を
見
据
え

た
体
系
的
活
用
シ
ス
テ
ム
の
構
築
に
関
し
て
は
、
い
ま
だ
学
術
的
に
も
研
究
が
進
展
し
て
い
ま
せ
ん
。

　

こ
の
研
究
で
は
、
東
日
本
大
震
災
で
津
波
の
被
害
を
受
け
た
岩
手
県
釜
石
市
と
関
東
・
東
北
豪
雨
で
河
川
氾
濫

の
被
害
を
受
け
た
茨
城
県
常
総
市
で
の
公
文
書
保
全
活
動
を
ベ
ー
ス
に
し
て
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
現
実
的
課

題
に
向
き
合
い
つ
つ
、
公
文
書
を
単
に
災
害
か
ら
守
る
だ
け
で
は
な
く
、
永
続
的
に
行
政
機
関
で
管
理
し
、
さ
ら

に
は
市
民
も
活
用
で
き
る
よ
う
な
体
系
的
な
シ
ス
テ
ム
の
構
築
を
目
指
し
ま
す
。
さ
ら
に
、
そ
れ
が
被
災
し
て
い

な
い
多
く
の
自
治
体
の
モ
デ
ル
と
な
れ
ば
よ
い
と
考
え
て
い
ま
す
。 

（
加
藤
聖
文
）

　
　
　
災
害
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
や
災
害
史
を
調
べ
、
対
比
す
る

　

前
項
の
釜
石
市
や
常
総
市
の
公
文
書
は
災
害
に
遭
っ
た
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
で
す
が
、
同
類
の
も
の
を
過
去
に
求
め

る
と
す
る
と
、
当
館
（
国
文
学
研
究
資
料
館
）
所
蔵
歴
史
資
料
の
な
か
に
は
、
火
で
焼
け
焦
げ
た
跡
の
あ
る
江
戸

時
代
の
古
文
書
が
い
く
つ
か
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
津
軽
藩
の
記
録
に
は
そ
う
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
火

災
に
遭
遇
し
た
け
れ
ど
も
か
ろ
う
じ
て
残
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
が
い
つ
ど
こ
で
起
き
た
火
事
で
あ
っ

た
か
と
い
う
こ
と
を
探
索
し
て
み
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
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次
に
内
容
的
に
災
害
と
関
連
す
る
史

料
と
い
う
こ
と
で
は
、
火
災
が
起
き
た

と
き
に
文
書
を
保
全
す
る
仕
組
み
が
江

戸
時
代
に
は
既
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か

る
史
料
が
あ
り
ま
す
。現
在
の
と
こ
ろ
、

江
戸
と
飛
騨
高
山
で
確
認
で
き
て
い
ま

す
。
町
奉
行
所
や
町
役
人
の
公
用
文
書

は
火
災
が
起
き
た
時
に
は
そ
れ
を
安
全

な
と
こ
ろ
に
搬
出
す
る
人
足
が
あ
ら
か

じ
め
定
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、

公
用
文
書
を
火
災
の
時
に
実
際
に
保
全

し
た
事
例
も
江
戸
と
軽
井
沢
宿
で
確
認

さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
幕
府
の
御

用
に
関
わ
る
文
書
で
あ
り
、
高
札
や
検

地
帳
を
伴
っ
て
い
た
た
め
特
に
保
全
に

注
意
が
払
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
り

ま
す
が
、
江
戸
時
代
に
あ
っ
て
も
公
文

書
を
保
全
し
よ
う
と
す
る
仕
組
み
と
意

安政３年（1856）の江戸風水害。右下に欄干が見えるように、川と道路の区別がつ
かなくなっている。中央やや左手奥には船の衝突より破壊された町家が描かれている。
（『安政風聞集』から「大橋手前河岸の図」、国文学研究資料館ヤ-10-2）



39

人命環境アーカイブズの過去・現在・未来に関する双方向的研究
西村慎太郎・加藤　聖文・渡辺　浩一

志
が
存
在
し
た
こ
と
は
重
要
で
す
。
特
に
本
ユ
ニ
ッ
ト
で
は
、
災
害
を
意
識
し
た
現
代
公
文
書
管
理
を
目
指
し
て

い
ま
す
の
で
重
要
で
す
。

　

ま
た
、
江
戸
の
大
き
な
商
家
で
も
、
火
が
近
く
に
迫
っ
て
く
る
と
金
銀
銭
や
帳
面
な
ど
を
取
り
片
付
け
て
類
焼

に
備
え
ま
し
た
（
播
磨
屋
中
井
家
日
記
）。
こ
れ
ら
は
穴
蔵
や
土
蔵
に
入
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

彼
ら
が
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
行
う
背
景
と
し
て
、
日
用
書
の
な
か
に
、
火
事
に
な
っ
た
ら
重
要
文
書
を
含
む
貴

重
品
を
蚊
帳
で
く
る
ん
で
土
蔵
に
入
れ
る
こ
と
、
な
ど
と
い
っ
た
心
得
が
書
か
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
（
貝

原
益
軒『
万
宝
鄙
事
記
』一
七
〇
五
年
）。こ
う
し
た
文
書
に
関
わ
る
防
災
意
識
が
過
去
の
時
代
に
ど
の
程
度
広
ま
っ

て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
も
調
べ
て
み
る
必
要
が
あ
り
そ
う
で
す
。

　

こ
の
本
に
は
さ
ら
に
興
味
深
い
こ
と
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
水
濡
れ
書
籍
の
保
全
方
法
と
し
て
、
大

き
な
瓶
の
な
か
に
入
れ
て
蒸
し
、
日
に
干
し
て
、
重
り
を
掛
け
て
お
け
、
と
い
う
部
分
で
す
。
し
か
も
、
こ
の
本

が
発
行
さ
れ
て
か
ら
約
八
〇
年
後
の
江
戸
で
水
害
に
遭
い
、
こ
の
方
法
を
実
践
し
た
人
が
い
た
の
で
す
。
現
在
こ

の
よ
う
な
方
法
は
も
ち
ろ
ん
使
わ
れ
ま
せ
ん
が
、
水
に
濡
れ
て
し
ま
っ
た
本
や
文
書
を
何
と
か
も
う
一
度
使
え
る

よ
う
に
し
た
い
と
い
う
思
い
は
過
去
も
現
在
も
同
じ
で
あ
る
よ
う
で
す
。

　

以
上
の
よ
う
な
過
去
の
事
実
は
、
私
た
ち
が
現
在
、
文
書
資
料
を
保
全
す
る
活
動
に
取
り
組
む
時
に
知
っ
て
お

い
て
よ
い
こ
と
と
思
わ
れ
ま
す
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
非
常
に
断
片
的
な
事
実
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
災
害

史
全
体
を
調
べ
る
な
か
で
偶
然
見
つ
か
る
史
料
で
す
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
実
を
災
害
史
の
な
か
で
位
置
づ
け
て
い

く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
日
本
の
事
例
が
ど
の
よ
う
な
特
徴
を
持
つ
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
世
界
の
他
の

諸
地
域
と
比
較
し
て
鮮
明
に
な
る
こ
と
で
あ
る
こ
と
も
最
後
に
押
さ
え
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

（
渡
辺
浩
一
）
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保
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窪
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順
平

　
　
　
こ
の
研
究
の
目
指
す
も
の
は

　

東
日
本
大
震
災
は
、
あ
ら
た
め
て
日
本
は
世
界
の
中
で
も
自
然
災
害
の
多
い
地
域
に
あ
り
、
私
た
ち
は
そ
の
自

然
の
脅
威
の
中
で
生
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
認
識
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。
千
年
に
一
度
と
も
言
わ
れ
る
よ
う
な
大
規

模
な
津
波
に
よ
る
災
害
は
、
漁
業
や
水
産
業
と
い
っ
た
生
業
の
基
盤
で
あ
り
、
多
様
で
豊
か
な
恵
み
の
源
泉
で
あ

る
海
（
自
然
）
が
、
時
と
し
て
そ
こ
に
暮
ら
す
人
た
ち
の
命
、
そ
し
て
生
活
の
す
べ
て
を
根
こ
そ
ぎ
う
ば
っ
て
し

ま
う
よ
う
な
リ
ス
ク
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
浮
き
彫
り
に
さ
せ
ま
し
た
。
一
方
で
、
原
発
事
故
に
象
徴

さ
れ
る
よ
う
に
、
地
震
、
津
波
と
い
う
突
発
的
な
自
然
現
象
に
は
じ
ま
っ
た
災
害
に
よ
っ
て
、
人
間
の
創
り
出
し

た
技
術
的
に
高
度
な
シ
ス
テ
ム
が
危
機
的
状
況
に
陥
る
と
い
う
複
合
的
な
災
害
と
な
っ
た
点
で
、
東
日
本
大
震
災

は
、
き
わ
め
て
現
代
的
な
問
題
と
し
て
も
特
徴
的
で
す
。
三
陸
沿
岸
地
域
は
、
過
去
に
も
津
波
災
害
が
繰
り
返
さ

れ
て
き
て
お
り
、
防
潮
堤
な
ど
様
々
な
施
設
を
築
き
、
私
た
ち
は
命
と
生
活
を
守
ろ
う
と
し
て
き
ま
し
た
。
予
想

を
超
え
た
自
然
現
象
が
起
き
た
と
き
、
施
設
へ
の
依
存
が
か
え
っ
て
被
害
を
大
き
く
し
て
し
ま
っ
た
事
例
も
見
受
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け
ら
れ
ま
し
た
。

　

津
波
に
よ
っ
て
大
き
な
被
害
を
受
け
た
三
陸
沿
岸
で
は
、
復
興
に
あ
た
っ
て
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
防
災
に
配

慮
し
た
ま
ち
づ
く
り
が
模
索
さ
れ
ま
し
た
が
、
防
潮
堤
や
大
規
模
な
盛
り
土
な
ど
の
土
木
的
な
対
策
を
め
ぐ
っ
て

は
、
様
々
な
議
論
が
巻
き
起
こ
り
、
そ
れ
は
今
で
も
続
い
て
い
ま
す
。
問
わ
れ
た
の
は
単
な
る
防
災
対
策
だ
っ
た

の
で
は
な
く
、
自
然
の
恵
み
と
リ
ス
ク
を
合
わ
せ
も
つ
地
域
に
お
い
て
、
豊
か
な
自
然
や
歴
史
、
文
化
と
い
っ
た

写真１　�大槌町の被災・復興状況：城山公園より町方、
安渡、赤浜地区を望む

　　　　１）2009年11月６日　谷口真人撮影
　　　　２）2011年５月１日
　　　　３）2016年９月18日
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地
域
の
財
産
を
ど
の
よ
う
に
生
か
し
、
新
た
な
人
と
人
、
地

域
の
つ
な
が
り
を
つ
く
っ
て
い
く
の
か
が
問
わ
れ
た
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

さ
ら
に
、
福
島
原
発
事
故
が
起
き
た
こ
と
で
、
東
北
に
暮

ら
す
人
々
だ
け
で
な
く
、
す
べ
て
の
日
本
の
人
々
が
、
東
日

本
大
震
災
の
経
験
や
現
実
か
ら
何
を
学
び
、
想
定
を
越
え
る

事
態
に
ど
の
よ
う
に
対
処
し
、
環
境
と
調
和
し
た
持
続
可
能

な
社
会
を
創
り
上
げ
て
い
く
か
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
こ
れ
は
、
長
期
的
に
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
問
題
や
少
子

高
齢
化
が
加
速
す
る
日
本
の
社
会
の
あ
り
方
、
あ
る
い
は
地

球
規
模
で
の
持
続
的
な
社
会
の
あ
り
方
を
考
え
て
行
く
こ
と

に
つ
な
が
っ
て
お
り
、
ま
さ
し
く
地
球
環
境
問
題
そ
の
も
の

で
あ
る
と
も
言
え
ま
す
。

　

こ
う
し
た
問
題
意
識
を
持
っ
て
、
私
た
ち
総
合
地
球
環
境

学
研
究
所
（
以
下
、
地
球
研
）
は
、
い
く
つ
か
の
研
究
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
や
、
人
間
文
化
研
究
機
構
の
中
で
進
め
ら
れ
て
き

た
連
携
研
究
『
人
と
水
』、『
大
規
模
災
害
と
人
間
文
化
』
な

ど
を
通
し
て
、
東
北
地
方
、
特
に
三
陸
沿
岸
地
域
を
中
心
に
、

写真２　�公開シンポジウム「大槌の過去、現在、未来を考える車座会議」
　　　　（2011年11月４日）
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湧
水
や
地
域
の
生
態
系
、
資
源
利
用
と
人
の
つ
な
が
り

な
ど
、
地
域
に
お
け
る
人
間
と
自
然
の
関
係
に
関
わ
る

研
究
を
進
め
て
き
て
い
ま
す
（
秋
道 

二
〇
一
一
、
窪

田
ほ
か 
二
〇
一
二
、
谷
口 

二
〇
一
六
）。
今
回
の
基

幹
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
、
こ
う
し
た
研
究
蓄
積
を

さ
ら
に
発
展
さ
せ
、
環
境
保
全
、
資
源
利
用
、
防
災（
減

災
）
と
い
う
求
め
ら
れ
る
要
素
が
異
な
る
課
題
を
総
合

的
に
と
ら
え
、
具
体
的
な
地
域
の
課
題
と
向
き
合
い
、

地
域
の
人
々
と
の
対
話
を
重
ね
つ
つ
、
災
害
な
ど
の
変

動
に
対
処
す
る
こ
と
が
可
能
な
、
持
続
的
な
地
域
の
あ

り
方
と
そ
こ
に
至
る
道
筋
を
提
示
し
て
行
く
こ
と
を
目

的
と
し
て
い
ま
す
。

　
　
　
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
と
い
う
考
え
方

　

東
日
本
大
震
災
以
後
、「
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
」
と
い
う

言
葉
が
、
良
く
聞
か
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
レ
ジ

リ
エ
ン
ス
は
、
生
態
系
な
ど
の
シ
ス
テ
ム
が
、
外
か
ら

の
変
動
や
変
化
に
対
し
て
、
そ
れ
を
受
け
止
め
て
、
一

写真３　�台湾・桃米村社区発展協会総幹事・鍾雲暖さんを招へいして「台湾桃米村の
生態村建設による地震からの復興」の研究会

　　　　（大槌町：マスト会議室、2013年11月３日）
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時
的
に
そ
の
衝
撃
を
吸
収
し
な
が
ら
、
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
自
ら
の
持
つ
機
能
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
能
力
の
こ
と

を
指
し
て
い
ま
す
。
元
々
は
生
態
学
の
分
野
で
提
唱
さ
れ
た
考
え
方
で
、
外
か
ら
の
変
動
や
変
化
と
し
て
は
、
気

温
の
上
昇
の
よ
う
に
ゆ
っ
く
り
し
た
も
の
か
ら
、
地
震
や
津
波
と
言
っ
た
突
発
的
な
も
の
も
含
ま
れ
ま
す
。
シ
ス

テ
ム
は
生
態
系
な
ど
の
自
然
な
も
の
か
ら
、
社
会
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
、
あ
る
い
は
組
織
な
ど
に
対
し
て
も
広
く
使

わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
日
本
語
訳
さ
れ
ず
に
、
カ
タ
カ
ナ
で
「
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
（
あ
る
い
は
レ
ジ
リ
ア
ン

ス
と
い
う
表
記
も
多
い
）」
と
使
わ
れ
て
い
ま
す
（
香
坂
、
二
〇
一
二
）。
地
域
や
組
織
な
ど
の
議
論
に
お
い
て
は
、

変
動
や
変
化
に
耐
え
回
復
す
る
力
、
す
な
わ
ち
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
と
し
て
、
地
域
社
会
は
時
に
は
脅
威
と
な
る
自
然

に
対
峙
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
脅
威
を
い
な
す
「
叡
智
」
を
指
す
と
い
う
意
見
も
あ
り
ま
す
（
涌
井 

二
〇
一
一
）。
私
た
ち
の
立
場
も
そ
れ
に
近
く
、
地
域
が
様
々
な
資
源
、
そ
れ
は
自
然
資
源
、
あ
る
い
は
経
済
的

な
資
源
の
み
な
ら
ず
、
地
域
の
人
々
が
持
つ
様
々
な
技
術
や
知
恵
、
歴
史
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ

な
ど
の
人
的
、
あ
る
い
は
文
化
的
資
源
に
よ
っ
て
変
化
に
対
応
し
、
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
変
容
し
て
適
応
す
る
能
力

を
考
え
て
い
ま
す
。

　
　
　
ど
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
で
研
究
を
お
こ
な
う
か

　

環
境
と
の
調
和
を
は
か
り
つ
つ
、
災
害
な
ど
の
突
発
的
な
変
動
や
脅
威
に
対
し
て
レ
ジ
リ
エ
ン
ト
な
地
域
社
会

の
あ
り
方
を
考
え
る
た
め
に
、
私
た
ち
の
研
究
グ
ル
ー
プ
で
は
、
三
つ
の
方
向
か
ら
研
究
を
進
め
る
こ
と
を
考
え

て
い
ま
す
。

　

ま
ず
一
つ
目
は
、
災
害
リ
ス
ク
と
環
境
保
全
・
資
源
利
用
の
調
整
と
い
う
考
え
方
で
す
。
主
な
対
象
地
で
あ
る
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三
陸
沿
岸
地
域
に
お
い
て
、
海
は
漁
業
や
水
産
業
と

い
っ
た
生
業
の
基
盤
で
あ
り
、
多
様
で
豊
か
な
恵
み
を

与
え
て
く
れ
ま
す
。
一
方
で
は
、
今
回
の
大
震
災
の
よ

う
に
、
恵
み
の
源
泉
で
あ
る
海
が
、
時
と
し
て
そ
こ
に

暮
ら
す
人
た
ち
の
命
と
、
そ
し
て
生
活
の
す
べ
て
を
根

こ
そ
ぎ
う
ば
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
リ
ス
ク
を
も
た
ら
す

も
の
で
あ
る
こ
と
を
改
め
て
浮
き
彫
り
に
さ
せ
た
と
い

え
ま
す
。
ま
た
、
地
域
の
リ
ス
ク
は
地
震
や
津
波
ば
か

り
で
は
な
く
、
大
雨
に
よ
る
洪
水
や
土
砂
災
害
な
ど

様
々
な
も
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
沿
岸
地
域
に

お
け
る
様
々
な
災
害
リ
ス
ク
と
農
業
や
漁
業
な
ど
の
資

源
利
用
の
実
態
、
さ
ら
に
は
地
域
の
生
態
系
が
も
た
ら

す
様
々
な
環
境
面
で
の
恵
み
、
す
な
わ
ち
生
態
系
サ
ー

ビ
ス
が
ど
の
よ
う
に
空
間
的
に
分
布
し
て
い
る
の
か
、

ま
た
そ
れ
が
ど
の
程
度
な
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
、
可

視
化
を
行
い
ま
す
。こ
れ
ら
は
地
域
の
人
々
や
行
政
に
、

地
域
計
画
の
策
定
や
政
策
立
案
な
ど
の
た
め
の
意
志
決

定
を
支
援
す
る
た
め
の
ツ
ー
ル
と
な
れ
ば
よ
い
と
考
え

写真４　大槌町吉里吉里の立体模型を使った成果報告
　　　　国立歴史民俗博物館・企画展示「歴史に見る震災」
　　　　（2014年３月15日）
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て
い
ま
す
。

　

例
え
ば
、
地
球
研
の
研
究
者
が
長
く
関
わ
っ
て
き
た
岩

手
県
上
閉
伊
郡
大
槌
町
は
、
湧
水
に
恵
ま
れ
て
い
ま
す
。

町
の
中
心
部
で
あ
っ
た
町
方
地
区
は
、
海
に
近
い
低
平
地

に
発
達
し
た
た
め
、
今
回
の
津
波
に
よ
っ
て
大
き
な
被
害

を
受
け
ま
し
た
が
、
地
下
水
が
豊
富
で
多
く
の
家
で
水
源

と
し
て
活
用
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
こ
う
し
た
地
下

水
を
水
源
と
す
る
源
水
川
は
、
希
少
種
で
あ
る
イ
ト
ヨ
の

生
息
地
で
し
た
。
さ
ら
に
、
大
槌
湾
の
海
底
に
湧
出
す
る

地
下
水
は
、
生
物
相
の
分
布
と
深
く
関
わ
り
、
豊
か
な
海

産
資
源
を
支
え
て
い
ま
す
。、
海
底
湧
水
を
含
む
こ
う
し

た
湧
水
の
実
態
や
沿
岸
生
態
系
の
調
査
を
行
っ
て
、
津
波

対
策
の
水
門
建
設
や
大
規
模
な
盛
り
土
な
ど
が
湧
水
に
及

ぼ
す
影
響
を
明
ら
か
に
し
ま
す
。

　

二
つ
め
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
生
産
・
流
通
・
消
費
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
の
規
模
や
多
様
性
と
地
域
の
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
の

関
係
で
す
。
三
陸
沿
岸
地
域
、
あ
る
い
は
東
北
地
方
に
お

け
る
農
業
、
林
業
・
林
産
業
、
水
産
業
お
よ
び
そ
れ
ら
が

写真５　大槌町に調査・支援に入った大学等による報告会「大槌大学文化祭」
　　　　（2014年８月31日）
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複
合
し
た
様
々
な
伝
統
的
な
小
規
模
な
生
産
シ
ス
テ
ム

や
、
そ
れ
ら
の
地
域
内
、
地
域
間
で
の
流
通
・
消
費
の
社

会
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
可
視
化
し
、
そ
れ
ら
が
地
域
社

会
の
自
律
性
や
持
続
可
能
性
に
ど
の
よ
う
に
影
響
を
与

え
、
ま
た
災
害
時
に
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
た
か
に

つ
い
て
、
調
査
を
進
め
ま
す
。

　

三
つ
め
は
、
災
害
常
襲
地
に
お
け
る
す
ま
い
（
ま
ち
）

の
あ
り
方
に
関
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
で
す
。
三
陸
沿
岸
部
の

よ
う
に
数
十
年
周
期
で
津
波
が
襲
来
し
た
り
、
地
震
、
あ

る
い
は
毎
年
襲
来
す
る
台
風
な
ど
に
よ
っ
て
、
過
去
に
幾

度
も
被
災
経
験
を
持
つ
「
災
害
常
襲
地
域
」
が
存
在
し
ま

す
。
災
害
常
襲
地
域
で
は
、
度
重
な
る
被
災
を
通
し
て
得

ら
れ
る
様
々
な
知
識
を
持
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
か
つ

て
は
個
人
あ
る
い
は
地
域
と
し
て
「
記
憶
」
さ
れ
て
い
た

と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
の
典
型
は
今
回
の
大
震
災
で
あ
ら
た

め
て
大
き
な
注
目
を
集
め
た
「
津
波
て
ん
で
ん
こ
」
で
す
。

近
年
の
工
学
的
な
防
災
対
策
や
社
会
の
変
容
は
、
む
し
ろ

こ
う
し
た
記
憶
を
風
化
さ
せ
て
き
た
と
も
考
え
ら
れ
ま

写真６　昭和三陸津波後に高台移転を行った綾里地区の集落
　　　　（大船渡市三陸町綾里、2016年９月18日）
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す
。
今
回
の
大
震
災
で
は
２
万
人
近
い
方
々
が
命
を
落
と
さ
れ
、
あ
る
い
は
行
方
不
明
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
多

く
が
、
居
住
地
域
に
達
し
た
津
波
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
う
し
た
地
域
で
く
ら
し
て
ゆ
く
た

め
に
は
、
災
害
の
記
憶
を
伝
え
、
さ
ら
に
は
地
域
に
お
け
る
ま
ち
づ
く
り
、
あ
る
い
は
す
ま
い
の
あ
り
方
に
活
か

し
て
行
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
言
を
待
た
な
い
と
言
え
ま
す
。

　

ま
た
、
防
災
、
あ
る
い
は
減
災
と
い
う
面
で
は
、
避
難
に
関
わ
る
基
本
的
な
考
え
方
も
整
理
す
る
必
要
が
あ
る

と
考
え
て
い
ま
す
。
今
回
の
大
震
災
で
大
変
残
念
な
点
は
、
避
難
行
動
を
起
こ
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
避
難
先

（
避
難
所
）
で
命
を
落
と
し
た
方
が
多
か
っ
た
点
で
す
。
こ
れ
は
、
避
難
に
よ
っ
て
自
ら
の
身
を
守
る
と
い
う
考

え
方
か
ら
、
想
定
外
と
い
う
言
葉
で
説
明
さ
れ
て
い
た
り
、
あ
る
い
は
必
ず
し
も
避
難
所
が
安
全
な
わ
け
で
は
な

く
、
常
に
さ
ら
に
高
い
場
所
に
逃
げ
る
べ
き
と
言
わ
れ
て
い
る
部
分
も
あ
り
ま
す
が
、
む
し
ろ
な
ぜ
そ
こ
に
避
難

所
が
つ
く
ら
れ
た
の
か
な
ど
を
改
め
て
検
証
し
、
今
後
の
防
災
に
生
か
し
て
行
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
今
回
の
復
興
の
議
論
の
中
で
も
、
暮
ら
し
の
場
の
防
災
、
減
災
に
つ
い
て
の
議
論
が
繰
り
返
し
行
わ

れ
、
大
規
模
な
嵩
上
げ
や
盛
り
土
を
行
っ
て
居
住
地
域
を
確
保
す
る
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
過
去
の
津
波
災

害
、
例
え
ば
昭
和
三
陸
津
波
の
復
興
過
程
な
ど
で
も
「
高
台
移
転
」
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
大
槌
町
の
高
台
移
転

や
そ
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、『
大
規
模
災
害
と
人
間
文
化
』に
お
い
て
調
査
を
行
っ
て
い
ま
す（
岡
村　

二
〇
一
五
）。

大
槌
町
の
吉
里
吉
里
地
区
で
は
残
念
な
が
ら
高
台
移
転
を
行
っ
た
地
区
ま
で
津
波
が
到
達
し
被
害
が
出
て
し
ま
い

ま
し
た
が
、
例
え
ば
大
船
渡
市
三
陸
町
の
綾
里
地
区
な
ど
、
高
台
移
転
に
よ
っ
て
多
く
の
住
宅
が
被
災
を
免
れ
た

例
も
多
く
見
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
高
台
移
転
の
成
否
の
評
価
だ
け
で
な
く
、
歴
史
的
な
復
興
の
経
緯
を
調
べ
て
い

く
と
、
規
模
が
異
な
る
と
は
言
え
、
機
械
力
の
ほ
と
ん
ど
無
い
時
代
に
、
そ
れ
な
り
に
大
規
模
な
土
木
工
事
に
よ
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る
高
台
の
整
備
が
行
わ
れ
、
わ
ず
か
１
年
ほ
ど
で
高
台
移
転
が
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
同
時
に
産
業
振
興
も
行
わ

れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
来
て
い
ま
す
。
社
会
的
な
条
件
や
、
人
口
、
土
地
利
用
な
ど
の
物
理
的
な
側
面
も
大

き
く
異
な
る
の
で
、
一
概
に
比
較
は
出
来
ま
せ
ん
が
、
過
去
の
復
興
の
意
味
を
十
分
に
考
え
直
す
必
要
が
あ
る
と

考
え
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
今
回
の
研
究
で
は
、
東
北
地
方
の
岩
手
県
を
中
心
と
し
た
三
陸
沿
岸
を
主
た
る
研
究
対
象
に
し
て
い
ま

す
が
、
宮
城
県
、
あ
る
い
は
福
島
県
な
ど
に
加
え
、
地
震
な
ど
他
の
災
害
や
地
域
、
さ
ら
に
は
や
は
り
災
害
常
襲

地
と
も
言
え
る
ア
ジ
ア
を
研
究
対
象
に
し
て
行
く
こ
と
も
検
討
し
て
い
ま
す
。

　
　
　
お
わ
り
に
か
え
て
―『
地
域
文
化
の
再
構
築
』、「
地
球
環
境
学
」
と
の
つ
な
が
り

　

本
研
究
グ
ル
ー
プ
で
は
、
個
々
の
地
域
の
中
で
そ
こ
に
関
わ
る
様
々
な
人
々
と
協
働
し
て
、
調
査
・
研
究
を
進

め
て
行
き
ま
す
。
こ
れ
は
、
研
究
成
果
を
復
興
や
地
域
計
画
に
具
体
的
に
生
か
し
て
も
ら
え
る
こ
と
を
考
え
て
い

る
た
め
で
す
。
研
究
の
結
果
と
し
て
明
ら
か
に
な
っ
た
様
々
な
事
実
や
、
今
後
予
想
さ
れ
る
こ
と
な
ど
を
、
地
域

の
関
係
者
に
提
供
し
、
ま
た
共
に
考
え
て
行
き
ま
す
。

　

東
日
本
大
震
災
か
ら
既
に
五
年
が
経
過
し
、
い
ま
だ
復
興
は
途
上
に
あ
る
と
は
言
え
、「
計
画
」
で
あ
っ
た
ま

ち
づ
く
り
が
具
体
的
な
姿
を
現
し
て
き
ま
し
た
。
復
興
に
あ
た
っ
て
は
、
ど
の
よ
う
な
地
域
に
し
て
行
く
の
か
、

そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
ビ
ジ
ョ
ン
、
あ
る
べ
き
姿
が
議
論
さ
れ
ま
し
た
。
住
民
が
こ
こ
ま
で
参
加
す
る
形
で
、
こ
れ

ほ
ど
多
く
の
市
町
村
、
さ
ら
に
は
地
域
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
議
論
さ
れ
た
の
は
、
お
そ
ら
く
は
じ
め
て
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
。
そ
の
中
で
は
、
国
や
県
、
さ
ら
に
は
市
町
村
が
ど
の
よ
う
な
将
来
像
を
持
つ
の
か
が
明
確
で
は
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な
い
、
あ
る
い
は
不
十
分
な
ま
ま
に
進
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
声
も
聞
こ
え
ま
す
。
確
か
に
そ
う
し
た
面
は
否
定

で
き
ま
せ
ん
。
今
こ
れ
ま
で
の
復
興
で
の
議
論
を
振
り
返
る
と
、
今
回
の
よ
う
な
大
震
災
と
い
う
未
曾
有
な
危
機

に
直
面
し
、
様
々
な
社
会
的
、
時
間
的
な
制
約
の
あ
る
中
で
、
防
災
が
最
優
先
課
題
と
な
っ
て
し
ま
う
の
は
や
む

を
得
な
い
と
も
言
え
ま
す
。
し
か
し
、
防
災
だ
け
を
考
え
て
私
た
ち
は
生
き
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む

し
ろ
、
突
発
的
な
事
態
が
生
じ
た
後
で
地
域
の
ビ
ジ
ョ
ン
を
議
論
す
る
の
で
は
な
く
、
ど
の
よ
う
な
地
域
で
あ
り

た
い
の
か
を
日
頃
よ
り
考
え
て
、議
論
し
て
お
く
こ
と
が
重
要
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

既
に
述
べ
た
よ
う
に
本
研
究
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
も
あ
る
「
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
」
は
、
想
定
し
な
い
よ
う
な
危
機
に
ど

れ
だ
け
適
応
で
き
る
の
か
と
い
う
能
力
な
の
で
す
が
、
実
は
常
日
頃
そ
う
し
た
議
論
を
重
ね
て
お
く
こ
と
が
、
レ

ジ
リ
エ
ン
ス
を
高
め
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
常
に
地
域
の
未
来
を
議
論
す
る

機
会
を
つ
く
れ
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
地
域
の
歴
史
や
文
化
を
見
つ
め
、
あ
る
い
は
自
然
の
恵
み
、
環
境
を
考

え
て
お
く
こ
と
が
、
想
定
を
超
え
る
事
態
が
起
き
た
と
き
の
考
え
る
ベ
ー
ス
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と

で
す
。
こ
れ
は
、
震
災
後
五
年
を
経
て
、
あ
ら
た
め
て
地
域
社
会
の
災
害
対
応
を
『
地
域
文
化
の
再
構
築
』
と
い

う
枠
組
み
の
中
で
研
究
し
よ
う
と
す
る
意
味
で
も
あ
り
ま
す
。

　

そ
し
て
、
こ
の
考
え
方
は
私
た
ち
の
地
球
環
境
研
究
に
も
よ
く
似
て
い
ま
す
。
環
境
問
題
が
起
き
た
と
き
に
、

そ
の
解
決
を
目
指
す
た
め
に
は
、
ど
う
い
う
社
会
を
目
指
す
の
か
、「
あ
る
べ
き
姿
」
は
何
な
の
か
を
考
え
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。
む
ろ
ん
、
あ
る
べ
き
姿
は
研
究
者
だ
け
で
決
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
関
係
す
る
方
々
と
協

働
し
て
考
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
あ
る
べ
き
姿
は
、
自
然
、
社
会
、
文
化
、
歴
史
が
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な

り
か
つ
多
様
で
す
か
ら
、
地
域
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。
あ
る
べ
き
姿
、
望
ま
し
い
未
来
さ
ら
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に
言
え
ば
、
そ
こ
に
至
る
道
筋
は
多
様
な
の
で
す
。
そ
う
し
た
認
識
に
立
っ
て
、
総
合
的
な
地
球
環
境
研
究
の
一

環
と
し
て
、レ
ジ
リ
エ
ン
ト
な
地
域
の
あ
り
方
と
そ
こ
に
至
る
道
筋
を
、
地
域
の
人
々
と
共
に
考
え
て
行
き
ま
す
。
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