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は
じ
め
に

地
域
は
さ
ま
ざ
ま
な
原
因
で
発
展
と
衰
退
を
繰
り
返
す
。
長
い
歴
史
の
な
か
で
、
立
ち
行
か
な
く
な
る
地
域
社
会
も

あ
る
一
方
、
大
き
な
危
機
を
乗
り
越
え
て
長
く
続
い
て
ゆ
く
地
域
社
会
も
あ
る
。
地
域
社
会
が
長
く
存
続
す
る
た
め
に

は
ど
の
よ
う
な
条
件
が
必
要
か
、
そ
れ
を
考
え
る
の
が
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
の
議
論
と
言
え
る
。

気
象
条
件
は
毎
年
変
化
し
、
凶
作
の
年
も
あ
る
だ
ろ
う
。
大
き
な
津
波
や
放
射
能
事
故
は
間
違
い
な
く
地
域
社
会
の

存
続
に
か
か
わ
る
一
大
危
機
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
危
機
を
、
地
域
社
会
が
ど
の
よ
う
に
乗
り
越
え
よ
う
と
し
て
い
る

の
か
。
羽
生
淳
子
さ
ん
と
そ
の
研
究
グ
ル
ー
プ
は
、
岩
手
県
や
福
島
県
の
被
災
地
や
厳
し
い
気
候
条
件
を
生
き
抜
い
て

き
た
地
域
社
会
で
の
調
査
を
通
じ
て
、
こ
の
条
件
に
迫
ろ
う
と
し
て
い
る
。

災
害
に
対
す
る
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
は
一
朝
一
夕
に
は
作
り
上
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
毎
日
の
生
活
に
お
け
る
人
と�

人
と
の
つ
な
が
り
、
毎
年
の
気
象
条
件
の
変
化
の
中
で
引
き
起
こ
さ
れ
る
小
さ
な
変
動
へ
の
対
処
の
仕
方
、
過
去
の�

大
き
な
危
機
の
教
訓
を
生
か
す
日
々
の
努
力
な
ど
、
非
災
害
時
の
さ
ま
ざ
ま
な
積
み
重
ね
が
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
を
高
め
て

ゆ
く
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
改
め
て
強
く
感
じ
る
。
ぜ
ひ
、
こ
の
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
で
そ
う
し
た
事
例
を
読
み
取
っ
て�

も
ら
い
た
い
。

二
〇
一
九
年
三
月

�

総
合
地
球
環
境
学
研
究
所　

中
静　

透
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１
．�

命
を
守
る
地
域
の
知
恵
を�

 

引
き
継
い
で
い
く
と
い
う
こ
と

　
　
　
　

�

―
鍬
ヶ
崎
小
学
校
に
お
け
る
震
災
前
と
震
災
後
の�

環
境
教
育
の
取
り
組
み
―

羽
生　

淳
子�

真
貝　

理
香

は
じ
め
に

私
た
ち
の
研
究
チ
ー
ム
で
は
、
岩
手
県
宮
古
市
閉
伊
川
流
域
を
主
な
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
て
、
環
境
保
全
と
地
域
社
会

の
再
生
に
つ
い
て
、
聞
き
取
り
調
査
の
成
果
を
中
心
に
検
討
を
行
っ
て
き
た
。
研
究
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
、
在
来
知
、
シ

ス
テ
ム
の
弾レ
ジ
リ
エ
ン
ス

力
性
、
環
境
教
育
の
三
つ
で
あ
る
。
在
来
知
（
在
来
環
境
知;�local�environm

ental�know
ledge

）
と�

は
、
あ
る
地
域
に
お
い
て
世
代
を
超
え
て
継
承
さ
れ
て
き
た
、
環
境
と
生
物
間
の
関
係
に
関
す
る
知
恵
や
知
識
と
そ
れ

に
伴
う
諸
体
系
と
定
義
で
き
る
（
羽
生
二
〇
一
八
、
羽
生
・
佐
々
木
・
福
永
二
〇
一
八
：
三
～
一
二
頁
を
参
照
）。�

シ
ス
テ
ム
の
弾レ
ジ
リ
エ
ン
ス

力
性
と
は
、あ
る
シ
ス
テ
ム
が
自
然
災
害
や
環
境
変
動
に
よ
る
生
態
系
と
社
会
関
係
の
乱
れ
を
吸
収
し
、
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１．	命を守る地域の知恵を引き継いでいくということ
羽生 淳子・真貝 理香

そ
の
基
本
的
な
機
能
と
構
造
を
維
持
す
る
能
力
と
定
義
さ
れ
て
い
る
（W
alker�and�Salt�2006

）。

在
来
知
と
シ
ス
テ
ム
の
弾レ
ジ
リ
エ
ン
ス

力
性
の
概
念
は
、
ど
ち
ら
も
静
的
な
も
の
で
は
な
く
、
動
的
な
歴
史
的
変
化
が
生
じ
る
こ

と
を
前
提
と
し
て
い
る
（
た
と
え
ばH

olling�and�Gunderson�2002

）。
さ
ら
に
、
災
害
や
環
境
変
動
に
対
し
て

弾レ
ジ
リ
エ
ン
ス

力
性
が
高
い
社
会
を
め
ざ
す
際
に
は
、
在
来
知
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
き
た
長
期
的
な
記
憶
を
、
環
境
教
育
と
い
う
形

で
次
世
代
に
伝
え
て
い
く
努
力
が
重
要
に
な
る
。

私
た
ち
の
研
究
グ
ル
ー
プ
の
こ
れ
ま
で
の
聞
き
取
り
調
査
の
結
果
で
は
、
１
．在
来
知
と
社
会
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
、

人
間
社
会
と
生
態
系
の
長
期
的
持
続
可
能
性
と
災
害
時
の
地
域
社
会
の
弾レ
ジ
リ
エ
ン
ス

力
性
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た�

こ
と
、
２
．在
来
知
の
多
く
は
科
学
的
に
説
明
で
き
る
こ
と
、
３
．民
具
な
ど
の
物
質
文
化
は
、
在
来
知
に
基
づ
い
た�

日
々
の
営
み
を
反
映
す
る
と
と
も
に
地
域
の
人
々
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
こ
と
、
４
．調
査

地
域
の
生
物
多
様
性
を
含
む
地
域
の
景
観
は
、
焼
畑
や
植
林
等
の
人
為
的
関
与
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
き
て
お
り
、
そ

れ
が
環
境
保
全
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
５
．在
来
知
の
視
点
と
そ
の
継
承
に
は
ジ
ェ

ン
ダ
ー
差
が
存
在
す
る
こ
と
、
６
．若
年
層
の
著
し
い
減
少
は
大
き
な
社
会
問
題
で
あ
る
が
、
産
地
直
売
所
な
ど
の
試

み
に
よ
り
地
域
の
活
性
化
が
は
か
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
等
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
た
（
羽
生
・
佐
々
木
・
福
永

二
〇
一
八
）。
こ
れ
ら
の
研
究
成
果
を
も
と
に
、
二
〇
一
六
年
七
月
に
は
、
聞
き
取
り
調
査
の
成
果
の
一
部
を
、
写
真�

展
・
交
流
会
と
し
て
発
表
し
、
在
来
知
の
重
要
性
を
訴
え
た
。

宮
古
市
に
お
け
る
地
域
社
会
の
弾レ
ジ
リ
エ
ン
ス

力
性
と
再
生
を
考
え
る
際
に
避
け
て
通
れ
な
い
の
が
、
二
〇
一
一
年
三
月
一
一
日

に
起
き
た
東
日
本
大
震
災
、
特
に
津
波
に
よ
る
深
刻
な
被
害
と
そ
の
後
の
復
興
で
あ
る
。
市
内
で
は
、
四
二
〇
人
の
方

が
亡
く
な
り
、
行
方
不
明
者
が
九
四
人
、
家
屋
の
被
害
は
全
壊
・
半
壊
を
併
せ
て
四
〇
〇
五
棟
に
の
ぼ
り
、
そ
の
ほ
と

ん
ど
が
津
波
に
よ
る
被
害
と
い
う
。
同
震
災
に
よ
る
岩
手
県
内
の
被
害
は
、
死
者
四
六
七
二
人
、
行
方
不
明
者
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一
一
二
二
人
、
合
計
で
は
五
七
九
四
人
、
家
屋
の
倒
壊
は
、
二
万
六
〇
七
七
棟
を
数
え
る
。
今
回
の
震
災
時
の
津
波
の

痕
跡
の
高
さ
は
、
宮
古
湾
で
一
一
・
六
ｍ
、
湾
外
の
宮
古
市
北
部
の
田
老
海
岸
で
は
一
六
・
三
ｍ
、
南
部
の
重
茂
海
岸
で

は
二
一
・
八
ｍ
を
計
っ
た
と
い
う
（
岩
手
県
二
〇
一
七
）。

宮
古
市
鍬
ケ
崎
小
学
校
で
二
〇
一
〇
年
四
月
か
ら
二
〇
一
二
年
三
月
ま
で
校
長
を
務
め
た
笹さ
さ
か
わ川
正
さ
ん
か
ら
は
、�

震
災
前
と
震
災
後
の
教
育
活
動
と
津
波
の
問
題
に
つ
い
て
、
貴
重
な
お
話
を
伺
う
機
会
を
得
た
（
聞
き
取
り
年
月�

日
：
二
〇
一
六
年
二
月
一
八
日
、
補
遺
調
査
：
二
〇
一
九
年
一
月
一
〇
日
～
一
一
日
）。
鍬
ヶ
崎
地
区
は
、
宮
古
湾
に

面
し
、
漁
業
や
水
産
加
工
業
が
盛
ん
な
土
地
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、
市
内
海
沿
い
の
他
の
地
区
と
と
も
に
、
今
回

の
津
波
に
よ
っ
て
甚
大
な
被
害
を
受
け
た
。
同
小
学
校
で
は
、
笹
川
さ
ん
の
赴
任
以
前
に
も
、
代
々
の
先
生
方
が
、�

「
津
波
防
災
カ
ル
タ
」
の
作
成
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
を
通
じ
て
、
津
波
防
災
対
策
に
取
り
組
ん
で
き
た
（
笹
川

二
〇
一
一
）。
こ
こ
で
は
、
笹
川
さ
ん
か
ら
伺
っ
た
お
話
の
内
容
を
中
心
に
、
在
来
知
の
活
用
と
環
境
教
育
、
そ
し
て

災
害
時
に
お
け
る
地
域
社
会
の
弾レ
ジ
リ
エ
ン
ス

力
性
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

な
お
、
今
回
の
研
究
は
、
総
合
地
球
環
境
学
研
究
所
フ
ル
リ
サ
ー
チ
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
地
域
に
根
ざ
し
た
小
規
模

経
済
活
動
と
長
期
的
持
続
可
能
性
―
歴
史
生
態
学
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
―
」（
略
称
：
小
規
模
経
済
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
、

研
究
番
号
一
四
二
〇
〇
〇
八
四
）、
お
よ
び
公
益
財
団
法
人
日
本
生
命
財
団
学
際
的
総
合
研
究
助
成
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト�

「
ヤ
マ･

カ
ワ
・
ウ
ミ
に
生
き
る
知
恵
と
工
夫
」
と
連
携
し
た
。

鍬
ヶ
崎
小
学
校
に
お
け
る
震
災
前
と
震
災
後
の
教
育
活
動
―
元
鍬
ヶ
崎
小
学
校
長
・
笹
川
正
さ
ん
の
お
話
か
ら
―

（
一
）
津
波
防
災
避
難
マ
ッ
プ
の
作
成
―
震
災
前
の
取
り
組
み
―

笹
川
さ
ん
は
、
東
日
本
大
震
災
が
起
こ
る
前
年
の
二
〇
一
〇
年
四
月
に
初
め
て
小
学
校
に
赴
任
し
た
。
そ
れ
ま
で
は�
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１．	命を守る地域の知恵を引き継いでいくということ
羽生 淳子・真貝 理香

中
学
校
畑
で
、
前
職
は
釜
石
で
の
中
学
校
長
だ
っ
た
。

そ
の
頃
、
宮
古
湾
の
他
の
地
区
に
は
、
す
べ
て
防
潮
堤
が
あ
っ
た
が
、
鍬
ヶ
崎
地
区
だ
け
は
防
潮
堤
が
作
ら
れ
て
い

な
か
っ
た
。
防
潮
堤
を
作
る
メ
リ
ッ
ト
と
デ
メ
リ
ッ
ト
に
つ
い
て
、
地
域
の
中
で
議
論
が
続
い
て
い
て
、
結
局
は
作
ら

れ
な
い
と
い
う
状
態
が
続
い
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
状
態
の
中
で
、
も
し
津
波
が
来
た
時
に
は
、
ど
う
す
れ
ば
子
ど
も

た
ち
の
命
を
守
る
こ
と
が
で
き
る
か
を
模
索
し
、
鍬
ケ
崎
町
内
を
八
つ
に
分
け
て
、
子
ど
も
た
ち
と
と
も
に
、
八
本
の

避
難
経
路
を
提
案
す
る
こ
と
に
し
た
。

八
本
の
避
難
経
路
は
、
合
理
的
に
作
ら
れ
な
く
て
は
い
け
な
い
。
ま
た
、
実
際
に
利
用
す
る
こ
と
を
考
え
る
と
、�

子
ど
も
た
ち
が
勝
手
に
作
っ
て
も
意
味
は
な
い
。
そ
こ
で
、六
年
生
の
子
ど
も
た
ち
に
、「
お
じ
い
ち
ゃ
ん
、お
ば
あ
ち
ゃ

ん
た
ち
に
聞
い
て
み
よ
う
。」
と
呼
び
か
け
、
子
ど
も
た
ち
が
、
町
内
会
長
さ
ん
や
民
生
委
員
さ
ん
を
含
め
た
年
長
者

の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
行
い
、
そ
の
内
容
を
参
考
に
し
て
八
枚
の
津
波
防
災
避
難
マ
ッ
プ
を
作
る
こ
と
に
な
っ
た
。

マ
ッ
プ
の
作
成
に
先
立
ち
、
六
年
生
た
ち
は
、
海
上
保
安
庁
の
巡
視
船
に
乗
せ
て
も
ら
い
、「
湾
内
の
他
の
地
区
に

は
防
潮
堤
が
あ
る
の
に
、
鍬
ヶ
崎
だ
け
に
防
潮
堤
が
な
い
」
こ
と
を
自
分
た
ち
の
目
で
確
認
し
た
。
そ
の
後
、
子
ど
も

た
ち
は
、
四
～
五
人
の
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
、
各
グ
ル
ー
プ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
二
名
ほ
ど
の
町
内
の
方
々
に
教
わ
り
な
が

ら
、
昔
か
ら
語
ら
れ
て
い
る
避
難
路
を
一
緒
に
歩
く
こ
と
を
は
じ
め
た
。
子
ど
も
た
ち
は
、
実
際
に
歩
い
て
み
て
、
そ

の
避
難
路
が
理
に
か
な
っ
て
い
る
と
納
得
し
た
上
で
手
作
り
マ
ッ
プ
を
作
成
し
た
。
マ
ッ
プ
の
作
成
過
程
で
、
避
難
路

は
、
子
ど
も
た
ち
の
頭
の
中
に
イ
ン
プ
ッ
ト
さ
せ
て
い
く
よ
う
に
指
導
し
た
。

手
作
り
マ
ッ
プ
に
は
、
ベ
ー
ス
に
な
る
地
図
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
子
ど
も
た
ち
が
、「
こ
こ
を
曲
が
っ
た
よ
。」

と
か
、「
こ
の
矢
印
の
通
り
に
避
難
す
れ
ば
い
い
。」
な
ど
、
年
長
者
と
一
緒
に
歩
い
た
記
憶
を
た
ど
り
な
が
ら
、
そ
の

イ
メ
ー
ジ
を
図
化
し
た
も
の
だ
。
協
力
し
て
く
れ
た
方
の
名
前
も
、
き
ち
ん
と
書
き
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
笹
川
さ
ん
に
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よ
れ
ば
、「
意
識
づ
け
を
す
る
た
め
に
、
実
際
に
歩
き
な
が
ら
、
お
じ
い
ち
ゃ
ん
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
に
聞
き
な
が
ら
体

で
学
ぶ
、
と
い
う
と
こ
ろ
を
大
事
に
し
た
」
と
い
う
。

そ
れ
ぞ
れ
の
マ
ッ
プ
は
模
造
紙
大
だ
っ
た
の
で
、
縮
小
を
か
け
て
印
刷
し
、
町
内
に
配
ろ
う
、
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で

話
が
進
ん
だ
。
最
後
の
一
枚
の
マ
ッ
プ
を
写
真
に
撮
っ
て
完
成
さ
せ
、
印
刷
屋
に
持
っ
て
行
こ
う
と
し
た
の
が
三
月

一
一
日
だ
っ
た
。
副
校
長
が
マ
ッ
プ
の
印
刷
の
た
め
に
駐
車
場
に
出
向
い
た
時
に
地
震
が
起
こ
っ
た
。

結
果
と
し
て
、
手
作
り
マ
ッ
プ
を
町
内
に
配
っ
て
津
波
の
際
の
避
難
の
指
針
に
す
る
、
と
い
う
当
初
の
目
的
は
達
成

で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
、子
ど
も
た
ち
の
間
で
は
、そ
れ
ま
で
の
取
り
組
み
の
中
で
、「
避
難
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。

命
を
守
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。」
と
い
う
こ
と
が
意
識
化
さ
れ
て
い
た
た
め
、
避
難
に
つ
い
て
は
、
動
揺
す
る
こ
と

も
な
く
、
整
然
と
行
動
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
地
震
の
揺
れ
が
収
ま
っ
た
あ
と
、
子
ど
も
た
ち
は
ま
ず
校
庭
に
避
難
し
、

そ
の
後
、
近
く
の
高
台
の
熊
野
神
社
に
避
難
し
た
（
図
１
、
図
２
、
図
３
）。
そ
の
際
の
避
難
路
は
、
直
前
の
三
月
三

日
に
行
っ
た
市
内
一
斉
避
難
訓
練
と
同
じ
経
路
で
、
大
き
な
混
乱
は
な
か
っ
た
。
避
難
後
に
町
を
襲
っ
た
津
波
は
、
海

岸
か
ら
離
れ
た
鍬
ヶ
崎
小
学
校
の
校
庭
で
も
四
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
に
達
し
、
小
学
校
の
体
育
館
は
浸
水
し
た
が
、
子

ど
も
た
ち
は
無
事
だ
っ
た
（
笹
川
二
〇
一
一
も
参
照
）。

笹
川
さ
ん
は
、
子
ど
も
た
ち
が
地
域
の
年
長
者
か
ら
教
わ
っ
て
マ
ッ
プ
に
表
現
し
た
八
つ
の
避
難
路
は
、
生
き
る
た

め
の
知
識
で
は
な
く
知
恵
と
考
え
る
。
震
災
前
の
鍬
ヶ
崎
小
学
校
に
お
け
る
教
育
活
動
は
、「
知
恵
を
引
き
継
い
で
行

こ
う
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
な
が
ら
行
わ
れ
て
き
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
笹
川
さ
ん
が
勤
務
し
は
じ
め
た
二
〇
一
〇
年

度
に
、
社
会
福
祉
協
議
会
か
ら
、「
お
じ
い
ち
ゃ
ん
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
た
ち
と
小
学
生
の
子
ど
も
た
ち
が
一
緒
に
何
か

で
き
な
い
か
？
」
と
い
う
問
い
を
投
げ
か
け
ら
れ
て
い
た
、
と
い
う
経
緯
も
あ
っ
た
。
鍬
ヶ
崎
地
区
の
避
難
マ
ッ
プ
作

り
も
、
こ
の
よ
う
な
流
れ
の
一
環
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た
。
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図 1　鍬ヶ崎小学校校舎（左）と体育館（右）。体育
館の裏の高台（写真奥右側）に熊野神社がある。

図 2　津波の際に子どもたちが避難した熊野神社境内。

図 3　鍬ヶ崎小学校の北東に位置する蛸の浜。今回の津波は、町の南側の宮古湾か
らだけでなく、蛸の浜側から町の北側の後背地を超えて、上からも鍬ヶ崎を襲った。
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（
二
）
震
災
後
の
新
し
い
取
り
組
み
を
始
め
る
き
っ
か
け

二
〇
一
一
年
三
月
一
一
日
の
震
災
後
、
笹
川
さ
ん
は
、
教
育
活
動
と
し
て
何
を
や
る
か
、
と
て
も
迷
っ
た
と
い
う
。

震
災
直
後
は
、
震
災
の
記
憶
が
心
身
に
与
え
る
影
響
へ
の
配
慮
か
ら
、
子
ど
も
た
ち
に
津
波
の
話
を
す
る
の
は
駄
目
、

作
文
を
書
か
せ
る
の
も
駄
目
、
絵
を
描
か
せ
る
の
も
駄
目
と
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
困
難
な
状
況
だ
っ
た
か
ら
だ
。

笹
川
さ
ん
は
、「
何
も
で
き
な
い
、
困
っ
た
。」
と
思
っ
た
が
、
震
災
か
ら
一
ヶ
月
ほ
ど
過
ぎ
た
頃
に
、
町
内
会
の
年

長
者
の
方
々
と
話
を
す
る
機
会
が
あ
っ
た
。
そ
の
中
で
、
鍬
ケ
崎
町
内
は
、
海
の
恵
み
を
生
業
と
し
て
生
活
し
て
来
た

と
い
う
歴
史
が
見
え
て
き
た
。

と
く
に
、
あ
る
漁
師
さ
ん
か
ら
は
、「
海
か
ら
た
く
さ
ん
恩
恵
を
頂
い
て
き
た
中
で
、
た
ま
た
ま
今
回
の
震
災
で
は

全
部
流
さ
れ
て
、
人
も
亡
く
な
っ
た
。
し
か
し
、
津
波
が
あ
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
海
に
背
中
を
向
け
て
山
の
中
に�

逃
げ
る
と
か
生
活
の
基
盤
を
移
す
と
い
う
こ
と
は
、
今
ま
で
も
し
な
い
で
き
た
し
、
す
る
気
も
な
い
。
ま
た
海
に
戻
っ

て
行
っ
て
、
海
の
恵
み
を
生
業
に
し
て
行
こ
う
と
い
う
気
持
ち
は
変
わ
ら
な
い
し
、
続
け
て
い
く
つ
も
り
だ
。
子
ど
も

た
ち
に
は
、『
海
は
、
恵
み
も
あ
る
が
危
険
も
あ
る
。
二
つ
の
面
を
持
っ
て
い
る
』
と
い
う
こ
と
を
、
き
ち
ん
と
教
え

て
い
い
の
で
は
な
い
か
。」
と
言
わ
れ
た
と
い
う
。
そ
の
言
葉
に
励
ま
さ
れ
、
震
災
後
の
新
し
い
試
み
が
い
く
つ
か
動

き
出
し
た
。

（
三
）
群
読
劇
「
輝
こ
う
鍬
ヶ
崎
」

そ
の
ひ
と
つ
が
、
二
〇
一
一
年
度
の
六
年
生
（
震
災
時
の
五
年
生
）
に
よ
る
、
鍬
ヶ
崎
町
内
の
お
店
の
方
々
の
イ
ン

タ
ビ
ュ
ー
だ
。
そ
の
前
年
に
、
当
時
五
年
生
だ
っ
た
子
ど
も
た
ち
は
、
キ
ャ
リ
ア
体
験
活
動
と
し
て
、「
鍬
ヶ
崎
の
魅

力
を
発
信
し
よ
う
～
Ｃ
Ｍ
づ
く
り
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
、
鍬
ヶ
崎
で
働
く
人
々
を
取
材
し
て
い
た
（
笹
川
二
〇
一
一
も
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参
照
）。
具
体
的
に
は
、
鍬
ヶ
崎
に
あ
っ
た
鮨
屋
さ
ん
、
酒
屋
さ
ん
、
酒
蔵
な
ど
八
つ
ほ
ど
の
お
店
の
人
た
ち
に
、「
何

で
こ
の
お
店
を
や
っ
た
の
で
す
か
？
」「
ど
ん
な
こ
と
が
楽
し
み
で
す
か
？
」
な
ど
の
質
問
を
し
て
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

を
行
っ
て
い
た
。
震
災
後
に
、
こ
れ
ら
の
人
た
ち
か
ら
、
こ
の
地
で
も
う
一
度
生
活
を
立
て
直
す
、
と
い
う
声
が
聞
こ

え
て
来
た
。
そ
こ
で
、
笹
川
さ
ん
は
、
子
ど
も
た
ち
に
、「
そ
れ
ら
の
お
店
の
人
た
ち
に
も
う
一
度
お
話
を
伺
い
、�

何
で
頑
張
ろ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
ど
ん
な
頑
張
り
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
を
聞
い
て
き
な
さ
い
。」
と
言
っ
た

と
こ
ろ
、
取
材
を
し
た
六
年
生
は
、
そ
れ
を
彼
ら
な
り
に
ま
と
め
て
、
群
読
劇
を
作
っ
た
。
劇
の
脚
本
は
、
子
ど
も
た

ち
が
取
材
し
た
言
葉
を
ベ
ー
ス
に
し
な
が
ら
作
っ
て
い
る
の
で
、
内
容
に
脚
色
は
な
い
。

劇
を
作
る
に
当
た
っ
て
は
、
震
災
後
に
、
脚
本
家
や
写
真
家
、
ダ
ン
サ
ー
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
方
た
ち
が
支
援
に
来

て
く
れ
て
い
た
の
が
幸
い
し
た
。
脚
本
家
の
方
に
は
劇
の
つ
く
り
方
を
教
え
て
も
ら
い
、
写
真
家
か
ら
は
、
ど
ん
な
ア

ン
グ
ル
で
と
れ
ば
よ
い
か
を
教
わ
っ
た
。
ダ
ン
サ
ー
か
ら
は
、
劇
を
す
る
た
め
の
表
現
の
仕
方
な
ど
を
学
ん
だ
。
こ
の

時
の
状
況
に
つ
い
て
、
笹
川
さ
ん
は
、「
た
く
さ
ん
の
人
に
手
伝
っ
て
も
ら
え
る
の
は
こ
ん
な
時
し
か
な
い
。
被
災
地

だ
か
ら
と
い
っ
て
小
さ
く
な
っ
た
り
、
沈
ん
で
い
た
り
す
る
必
要
は
な
い
か
ら
、
皆
さ
ん
が
手
伝
っ
て
く
れ
る
と
い
う

な
ら
甘
え
よ
う
。」
と
言
っ
て
、
子
ど
も
た
ち
を
励
ま
し
た
と
い
う
。

こ
の
劇
は
、
二
〇
一
一
年
秋
の
公
開
学
習
発
表
会
の
時
に
、
体
育
館
い
っ
ぱ
い
に
入
っ
た
五
〇
〇
人
以
上
の
人
た
ち

の
前
で
上
演
さ
れ
た
。
劇
中
に
は
、
か
な
り
辛
い
写
真
も
含
め
て
た
く
さ
ん
の
映
像
も
出
さ
れ
た
が
、
子
ど
も
ら
の�

頑
張
り
が
評
価
さ
れ
て
、
た
い
へ
ん
良
い
反
応
が
得
ら
れ
た
。
劇
と
い
う
形
で
、「
も
う
一
回
や
り
直
そ
う
。」
と
い
う

鍬
ヶ
崎
の
お
店
の
人
た
ち
の
意
気
込
み
を
た
く
さ
ん
の
人
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
子
ど
も
た
ち
は
、
そ
れ
に
手
応

え
を
感
じ
て
た
く
ま
し
く
歩
み
出
し
た
、
と
笹
川
さ
ん
は
感
じ
て
い
る
。
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（
四
）
命
を�

守
っ
た
知
恵
を
も
と
に
ま
と
め
た
「
五
つ
の
提
言
」�

―
津
波
体
験
者
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
か
ら
学
ん
だ
こ
と
―

群
読
劇
が
作
ら
れ
た
の
と
同
じ
二
〇
一
一
年
度
に
、
一
学
年
下
の
五
年
生
（
震
災
時
の
四
年
生
）
の
五
二
名
（
二
ク

ラ
ス
）
は
、「
今
回
の
大
震
災
か
ら
学
ぶ
」
を
テ
ー
マ
と
し
て
、
町
内
の
二
三
名
の
方
か
ら
聞
き
取
り
を
行
っ
た
。
具

体
的
に
は
、「
あ
の
震
災
の
時
に
、
ど
う
や
っ
て
、
ど
ん
な
思
い
で
逃
げ
ま
し
た
か
。」
と
い
う
質
問
を
設
け
て
、
そ
の

内
容
を
原
稿
に
起
こ
し
て
ま
と
め
る
と
と
も
に
、
こ
れ
を
語
り
継
い
で
い
く
た
め
に
、
短
い
言
葉
と
し
て
集
約
し
た
。

そ
の
結
果
が
、
左
記
の
「
五
つ
の
提
言
」
と
い
う
形
に
な
っ
た
。

　

提
言
一　

地
震
が
き
た
ら　

迷
わ
ず
高
台
へ
逃
げ
る
べ
し

　

提
言
二　

命
を
優
先
し　

何
が
あ
っ
て
も　

も
ど
ら
ぬ
べ
し

　

提
言
三　

助
け
合
い　

人
と
の
つ
な
が
り
を　

大
切
に
す
る
べ
し

　

提
言
四　

万
一
に
備
え　

防
災
グ
ッ
ズ
を
準
備
し
て
お
く
べ
し

　

提
言
五　

未
来
へ
向
け
て　

一
歩
一
歩
進
む
べ
し

こ
れ
ら
の
提
言
は
、
二
〇
一
一
年
秋
の
公
開
学
習
発
表
会
で
、
六
年
生
の
群
読
劇
と
と
も
に
発
表
さ
れ
た
。
そ
の�

後
、
震
災
か
ら
一
年
後
の
三
月
一
一
日
に
は
、「
あ
の
日
を
忘
れ
な
い
」
と
い
う
集
会
で
再
び
発
表
し
、
子
ど
も
た
ち

皆
で
、
提
言
の
内
容
を
確
認
し
た
。
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（
五
）「
ぼ
う
さ
い
甲
子
園
」
受
賞
と
冊
子
の
作
成

群
読
劇
「
輝
こ
う
鍬
ヶ
崎
」
と
「
五
つ
の
提
言
」
は
、と
も
に
、

鍬
ヶ
崎
小
学
校
に
お
け
る
震
災
後
の
教
育
活
動
の
成
果
の
一
部
で

あ
る
。
笹
川
さ
ん
は
、
こ
の
よ
う
な
取
り
組
み
の
中
で
、
子
ど
も

た
ち
の
間
に
は
、「
生
き
て
い
く
た
め
の
知
恵
を
年
長
者
か
ら
頂

い
て
自
分
の
命
を
守
る
と
と
も
に
、
そ
の
知
恵
を
語
り
継
い
で
い

く
こ
と
の
大
切
さ
を
培
う
、
と
い
う
気
持
ち
が
育
っ
て
い
っ
た
。」

と
指
摘
す
る
。
群
読
劇
と
五
つ
の
提
言
、
そ
し
て
津
波
防
災
避
難

マ
ッ
プ
を
作
っ
た
鍬
ヶ
崎
小
学
校
の
子
ど
も
た
ち
は
、
二
〇
一
一

年
度
の
神
戸
の
「
ぼ
う
さ
い
甲
子
園
」
で
、
優
秀
賞
を
受
賞
し
た

（
兵
庫
県
他
二
〇
一
二
）。

二
〇
一
一
年
度
の
五
年
生
に
よ
る
町
内
で
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
と

「
五
つ
の
提
言
」
を
は
じ
め
と
す
る
活
動
は
、
五
年
一
組
担
任
の

沼
﨑
千
恵
子
さ
ん
と
五
年
二
組
担
任
の
佐
藤
智
子
さ
ん
の
努
力
に

よ
っ
て
、『
歩
み
だ
そ
う
未
来
へ
の
一
歩
～
命
を
守
っ
た
知
恵
を

も
と
に
～
』
と
い
う
冊
子
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
（
宮
古
市
鍬
ヶ

崎
小
学
校
平
成
二
三
年
度
第
五
学
年
二
〇
一
二
）。
こ
の
冊
子
は
、

第
一
部
が
、
五
年
生
に
よ
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
成
果
を
ま
と
め
た

「
津
波
体
験
者
に
学
ぶ
『
命
を
守
っ
た
知
恵
』」、
第
二
部
が
、
イ

図 4　『歩みだそう未来への一歩～命を守った知恵をもとに～』と題された冊子に�
所収されている津波防災避難マップを示す元鍬ケ崎小学校教員の舘洞美穂子さん
（写真左；震災時 6年生の担任）と沼﨑千恵子さん（写真右；震災時 4年生の担任）。
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ン
タ
ビ
ュ
ー
か
ら
学
ん
だ
こ
と
を
も
と
に
考
え
た
「
子
ど
も
た
ち
の
五
つ
の
提
言
」、
そ
し
て
、
第
三
部
が
、
五
年
生

の
子
ど
も
た
ち
が
自
分
た
ち
は
こ
う
い
う
生
き
方
を
す
る
と
語
っ
た
文
集「
歩
み
だ
そ
う
未
来
へ
の
一
歩『
夢
・
希
望
』」、

と
い
う
三
部
構
成
で
作
ら
れ
て
い
る
。

冊
子
第
四
部
の
資
料
編
に
は
、
二
〇
一
一
年
度
六
年
生
に
よ
る
、
前
述
の
群
読
劇
の
シ
ナ
リ
オ
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
第
四
部
に
は
、
震
災
前
に
は
町
内
に
配
布
す
る
こ
と
が
で
き
ず
に
「
幻
の
マ
ッ
プ
」
と
な
っ
た
、
上
記

の
津
波
防
災
避
難
マ
ッ
プ
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
（
図
４
）。
こ
れ
は
前
年
度
の
成
果
だ
が
、
こ
れ
ほ
ど
頑
張
っ
た
マ
ッ

プ
を
後
世
に
残
さ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
、
二
〇
一
一
年
度
に
作
成
し
た
冊
子
に
所
収
さ
れ
た
。

鍬
ヶ
崎
小
学
校
に
お
け
る
防
災
教
育
活
動
は
、
そ
れ
以
前
か
ら
の
同
校
に
お
け
る
取
り
組
み
と
あ
わ
せ
て
、
翌
年
の

「
ぼ
う
さ
い
甲
子
園
」
で
二
〇
一
二
年
度
の
小
学
生
部
門
グ
ラ
ン
プ
リ
を
受
賞
し
た
。

考
察
―
命
を
守
っ
た
地
域
の
知
恵
を
引
き
継
い
で
い
く
と
い
う
こ
と
―

以
上
、
鍬
ヶ
崎
小
学
校
に
お
け
る
教
育
活
動
に
つ
い
て
、
津
波
防
災
避
難
マ
ッ
プ
、
群
読
劇
、「
五
つ
の
提
言
」
に

と
い
う
三
つ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
関
わ
る
部
分
を
中
心
に
、
笹
川
さ
ん
の
お
話
を
紹
介
し
た
。
こ
れ
ら
の
三
つ
の
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
は
、
在
来
知
の
活
用
と
環
境
教
育
、
そ
し
て
災
害
時
に
お
け
る
地
域
社
会
の
弾レ
ジ
リ
エ
ン
ス

力
性
の
関
係
を
考
え
る
際
に
、

き
わ
め
て
示
唆
に
富
む
。

三
つ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
う
ち
、
津
波
防
災
避
難
マ
ッ
プ
は
、
地
域
の
知
恵
と
し
て
の
在
来
知
を
子
ど
も
た
ち
と
と

も
に
掘
り
起
こ
し
、
そ
れ
を
視
覚
化
し
て
、
地
域
の
防
災
に
役
立
て
よ
う
と
し
た
試
み
だ
。
完
成
し
た
避
難
マ
ッ
プ
を

地
域
の
方
々
に
配
布
す
る
直
前
に
震
災
が
起
こ
っ
た
た
め
、
こ
の
マ
ッ
プ
は
地
域
住
民
の
避
難
に
直
接
活
用
さ
れ
る
こ

と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
子
ど
も
た
ち
に
対
す
る
環
境
・
防
災
教
育
と
い
う
点
で
は
大
き
な
成
果
を
あ
げ
て
い
た
こ
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と
が
わ
か
る
。

避
難
マ
ッ
プ
の
作
成
方
法
も
、
と
て
も
興
味
深
い
。
こ
れ
ら
の
マ
ッ
プ
に
は
、
原
図
に
な
る
地
図
が
あ
っ
た
わ
け
で

は
な
く
、
地
域
の
大
人
と
一
緒
に
避
難
路
を
た
ど
り
な
が
ら
子
ど
も
た
ち
の
イ
メ
ー
ジ
を
図
化
し
た
も
の
だ
。
そ
の�

意
味
で
、
こ
れ
ら
の
マ
ッ
プ
が
表
し
て
い
る
の
は
、
客
観
的
な
二
次
元
空
間
で
は
な
く
、
子
ど
も
た
ち
の
頭
の
中
に
あ

る
メ
ン
タ
ル
・
マ
ッ
プ
と
い
え
る
。
こ
れ
は
、
近
年
の
在
来
知
の
議
論
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
文
化
景
観
の
概
念
と�

よ
く
一
致
す
る
。
笹
川
さ
ん
に
よ
れ
ば
、
避
難
マ
ッ
プ
は
最
初
に
一
度
作
っ
た
け
れ
ど
も
、
縦
横
な
ど
が
い
ろ
い
ろ
な

規
格
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
規
格
を
統
一
し
て
も
う
一
度
作
り
直
し
た
も
の
が
、
印
刷
に
回
そ
う
と
し
た
最
終
版

と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
を
通
じ
て
、
子
ど
も
た
ち
は
、
自
分
た
ち
の
頭
の
中
に
イ
ン
プ
ッ
ト
さ
れ
た
避
難
路

と
、
縮
尺
の
あ
る
客
観
的
な
空
間
と
の
接
点
を
見
つ
け
て
い
く
。

地
域
の
知
恵
を
引
き
継
い
で
い
く
、
と
い
う
目
標
は
、「
五
つ
の
提
言
」
に
集
約
さ
れ
た
地
域
住
民
へ
の
聞
き
取
り

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
も
は
っ
き
り
と
見
て
取
れ
る
。
こ
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
、
五
年
二
組
の
担
任
だ
っ
た
佐
藤
智
子
さ

ん
は
、
冊
子
『
歩
み
だ
そ
う
未
来
へ
の
一
歩
』
の
「
は
じ
め
に
」
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

 
�　

震
災
か
ら
一
カ
月
も
た
た
な
い
頃
、
あ
の
日
の
出
来
事
を
語
り
だ
す
子
ど
も
が
一
人
二
人
と
出
て
き
ま
し
た
。

自
分
た
ち
の
気
持
ち
を
大
人
た
ち
に
聴
い
て
ほ
し
い
の
で
は
な
い
か
、
と
思
い
ま
し
た
。
被
害
を
受
け
た
地
域
の

方
か
ら
も
「
二
度
と
こ
の
よ
う
な
悲
惨
な
出
来
事
を
繰
り
返
さ
な
い
よ
う
に
記
録
に
残
し
て
ほ
し
い
。」「
体
験
し

た
人
間
だ
か
ら
こ
そ
、
語
り
伝
え
て
い
く
責
任
が
あ
る
。」
等
、
ご
意
見
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

�　

子
ど
も
た
ち
の
思
い
を
き
く
た
め
開
い
た
学
年
集
会
で
は
、
予
想
以
上
に
た
く
さ
ん
の
意
見
が
交
わ
さ
れ
ま
し

た
。「
大
人
に
な
っ
た
時
、
こ
の
津
波
の
こ
と
を
、
子
ど
も
た
ち
に
伝
え
て
い
き
た
い
。」
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
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そ
こ
で
、
記
憶
を
た
ど
る
証
言
者
と
し
て
、
地
域
の
方
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
、
学
ん
だ
こ
と
を
「
五
二
名
の
子
ど

も
た
ち
か
ら
の
提
言
に
し
よ
う
。」
と
、
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
提
案
し
ま
し
た
。（
佐
藤
二
〇
一
二
）

こ
の
説
明
か
ら
、
提
言
を
ま
と
め
る
と
い
う
子
ど
も
た
ち
の
取
り
組
み
は
、
子
ど
も
た
ち
と
の
意
見
交
換
か
ら
は
じ

ま
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
教
員
側
だ
け
か
ら
の
一
方
通
行
で
は
な
い
環
境
教
育
の
あ
り
方
を
考
え
る
に
際
し
て
、
重
要

な
事
例
と
い
え
る
。「
五
つ
の
提
言
」
は
、
子
ど
も
た
ち
の
未
来
へ
の
提
言
で
あ
り
、
そ
れ
を
ま
と
め
た
子
ど
も
た
ち�

は
、
そ
れ
ぞ
れ
自
分
自
身
の
未
来
へ
の
思
い
も
書
き
と
め
て
、
そ
れ
が
冊
子
第
三
部
の
文
集
と
な
っ
た
。

群
読
劇
「
輝
こ
う
鍬
ヶ
崎
」
の
脚
本
で
は
、地
域
の
人
た
ち
の
未
来
へ
の
思
い
が
子
ど
も
た
ち
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
。

こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
下
敷
き
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
震
災
前
に
行
っ
た
、
鍬
ヶ
崎
の
お
店
の
方
々
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

に
よ
っ
て
培
わ
れ
た
、
子
ど
も
た
ち
と
地
域
の
方
々
と
の
つ
な
が
り
だ
。
震
災
前
か
ら
つ
な
が
り
の
あ
っ
た
浄
土
ヶ
浜

の
マ
リ
ン
ハ
ウ
ス
、
養
殖
ホ
タ
テ
の
生
産
者
、
鮨
屋
さ
ん
、
魚
市
場
の
人
た
ち
、
そ
し
て
酒
屋
さ
ん
と
い
っ
た
人
た
ち

の
そ
れ
ぞ
れ
の
復
旧
へ
の
思
い
が
、
劇
の
せ
り
ふ
と
し
て
語
ら
れ
る
。
劇
で
扱
っ
て
い
る
の
は
震
災
後
の
き
わ
め
て�

短
い
時
間
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
こ
か
ら
読
み
取
れ
る
の
は
、
震
災
前
か
ら
の
時
の
流
れ
の
延
長
と
し
て
の
鍬
ヶ

崎
の
未
来
像
だ
。
こ
の
よ
う
な
時
間
の
認
識
は
、
北
米
の
災
害
人
類
学
の
議
論
で
頻
繁
に
引
用
さ
れ
る
歴
史
生
態
学

（Balée�2006

）
や
パ
ナ
ー
キ
ー
理
論
（Gunderson�and�H

olling��2002

）
に
お
け
る
交
錯
す
る
時
間
の
取
り
扱
い

方
と
も
重
な
っ
て
く
る
。

お
わ
り
に

今
回
紹
介
し
た
鍬
ヶ
崎
小
学
校
で
の
さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
は
、
在
来
知
と
地
域
に
根
ざ
し
た
社
会
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
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を
生
か
し
な
が
ら
、
き
め
の
細
か
い
実
践
的
な
防
災
・
環
境
教
育
を
行
っ
た
好
例
で
あ
る
。
特
に
、
津
波
防
災
避
難
マ
ッ

プ
の
よ
う
に
、
在
来
知
の
学
び
が
子
ど
も
た
ち
の
避
難
の
心
の
準
備
に
つ
な
が
っ
た
例
は
貴
重
で
あ
る
。
地
域
に
伝
わ

る
防
災
の
記
憶
と
子
ど
も
た
ち
の
感
性
を
大
事
に
し
た
結
果
、
そ
の
取
り
組
み
は
、
古
典
的
な
西
洋
科
学
の
制
約
を
越

え
て
、
景
観
認
識
の
主
観
性
や
時
間
の
非
直
線
性
に
迫
る
も
の
と
な
っ
た
。
人
類
学
や
社
会
学
の
研
究
者
の
間
で
は
、

在
来
知
と
環
境
教
育
に
関
す
る
理
論
的
な
議
論
が
盛
ん
だ
が
、
今
回
紹
介
し
た
鍬
ヶ
崎
小
学
校
で
の
取
り
組
み
で
は
、

難
し
い
専
門
用
語
を
使
わ
な
く
て
も
、「
命
を
守
る
地
域
の
知
恵
」
の
核
心
部
分
に
迫
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。

在
来
知
と
は
、
元
来
、
津
波
や
飢
饉
の
記
憶
も
含
め
て
、
生
と
死
の
境
目
と
直
接
つ
な
が
る
も
の
だ
。
し
か
し
、
研

究
者
に
よ
る
こ
れ
ま
で
の
在
来
知
の
議
論
の
中
で
、「
命
を
守
る
」
と
い
う
形
容
詞
が
つ
い
た
定
義
は
、
い
ま
ま
で
見

た
こ
と
が
な
い
。
在
来
知
と
環
境
教
育
を
考
え
る
に
当
た
り
、
私
た
ち
研
究
者
が
、
地
域
の
先
生
た
ち
と
住
民
の
方
々
、

そ
し
て
子
ど
も
た
ち
か
ら
学
ぶ
べ
き
こ
と
は
た
く
さ
ん
あ
る
。

謝
辞こ

の
文
章
を
ま
と
め
る
に
あ
た
り
、
笹
川
正
さ
ん
か
ら
は
、
お
話
の
内
容
を
引
用
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
つ
い
て

ご
快
諾
を
頂
い
た
。
ま
た
、
鍬
ヶ
崎
小
学
校
に
お
け
る
震
災
前
後
の
教
育
活
動
と
震
災
時
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
元�

鍬
ヶ
崎
小
学
校
教
員
の
沼
﨑
千
恵
子
さ
ん
、
中
川
諭
美
子
さ
ん
、
沢
田
伸
久
さ
ん
、
舘
洞
美
穂
子
さ
ん
か
ら
伺
っ
た�

お
話
も
参
考
に
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
さ
ら
に
、
中
川
諭
美
子
さ
ん
に
は
、
鍬
ヶ
崎
小
学
校
お
よ
び
近
辺
の
熊
野
神
社
、

蛸
の
浜
な
ど
を
案
内
し
て
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
震
災
時
の
子
ど
も
た
ち
の
避
難
路
も
お
教
え
い
た
だ
い
た
。
水
木�

高
志
さ
ん
と
細
谷
葵
さ
ん
に
は
、
フ
ィ
ー
ル
ド
調
査
に
際
し
て
ご
助
力
を
い
た
だ
い
た
。
こ
れ
ら
の
方
々
に
心
か
ら�

感
謝
す
る
。
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２
．
被
災
地
に
お
け
る
「
つ
な
げ
よ
う
と
す
る
」�

�

意
志
を
読
み
解
く
た
め
に

福
永　

真
弓

は
じ
め
に

災
害
や
公
害
、
あ
る
い
は
政
治
体
制
の
大
き
な
変
容
な
ど
、
地
域
社
会
と
環
境
を
大
き
く
揺
る
が
す
出
来
事
の
あ
と

で
、
人
は
人
間
以
外
の
生
き
も
の
、
モ
ノ
と
の
か
か
わ
り
を
再
構
成
し
な
が
ら
「
再
定
住
し
よ
う
と
（re-inhabiting

）」

試
み
る
。
人
び
と
が
新
た
な
可
能
性
や
変
化
を
経
験
し
な
が
ら
、
自
分
の
こ
れ
ま
で
と
今
が
未
来
へ
つ
な
が
る
よ
う�

生
活
を
組
み
立
て
直
す
こ
と
は
、
い
か
に
し
て
可
能
に
な
る
の
か
。「
つ
な
げ
よ
う
と
す
る
」
意
志
を
、
人
、
人
間
以

外
の
生
き
も
の
、
モ
ノ
が
か
か
わ
っ
て
生
き
る
た
め
の
倫
理
の
発
露
と
捉
え
る
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

本
稿
で
は
、
東
日
本
大
震
災
の
被
災
地
で
の
人
び
と
の
再
定
住
の
営
み
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
に
、「
つ
な
げ
よ
う

と
す
る
」
意
志
と
は
何
か
に
つ
い
て
、
水
俣
病
事
件
の
地
に
て
思
考
を
め
ぐ
ら
せ
て
き
た
石
牟
礼
道
子
の
文
学
を
た
ど
っ

て
み
た
い
。
特
に
石
牟
礼
道
子
に
よ
る
、
水
俣
の
人
び
と
、
人
間
以
外
の
生
き
も
の
、
モ
ノ
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の

魂
と
そ
の
痕
跡
も
含
め
た
か
か
わ
り
の
濃
密
な
描
写
を
通
じ
、
か
か
わ
り
の
つ
な
が
り
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
を

探
っ
て
み
よ
う
。
そ
れ
か
ら
、「
つ
な
げ
よ
う
と
す
る
」
意
志
の
も
つ
倫
理
性
を
、
継
承
可
能
性
（
か
か
わ
り
を
つ
な
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げ
よ
う
と
す
る
意
志
と
実
践
）
を
模
索
し
て
い
る
人
の
言
葉
を
手
が
か
り
に
考
え
て
み
た
い
。

わ
た
し
と
わ
た
し
た
ち
が
在
る
世
界
の
記
述
か
ら

（
一
）「
つ
な
が
り
の
記
録
」
の
文
学
か
ら

二
つ
の
対
象
的
な
船
に
関
す
る
記
述
を
比
べ
て
み
た
い
。
一
つ
は
、
つ
な
が
り
が
断
絶
さ
れ
た
う
ち
捨
て
ら
れ
た�

船
の
記
述
、
も
う
一
つ
は
、
朽
ち
て
な
お
、
む
し
ろ
朽
ち
る
ほ
ど
に
つ
な
が
る
舟
の
記
述
で
あ
る
。

つ
な
が
り
が
断
絶
さ
れ
た
う
ち
捨
て
ら
れ
た
船
の
記
述
か
ら
見
て
み
よ
う
。

　

�　

不
知
火
海
区
の
漁
民
た
ち
は
、
上
陸
し
よ
う
と
し
て
、
み
る
も
無
残
に
う
ち
捨
て
ら
れ
た
水
俣
漁
協
所
属
の�

船
た
ち
を
み
て
、
胸
を
つ
か
れ
た
。

　

�　

住
む
人
を
失
っ
た
家
が
、
加
速
度
的
に
廃は
い
お
く屋
と
化
す
よ
う
に
、
船
主
を
半
年
間
も
乗
せ
ず
に
い
る
舟
と
い
う
も

の
は
、
た
と
え
そ
れ
が
、
伝て
ん
ま
せ
ん

馬
舟
の
よ
う
な
、
一
本
釣
の
舟
で
あ
ろ
う
と
、
た
ち
ま
ち
、
舟
自
体
が
具
え
て
い
る

生
気
や
、
威
厳
を
失
い
、
風
化
し
て
ゆ
く
。
ま
し
て
、
水
俣
湾
の
さ
ま
ざ
ま
の
異
変
を
、
漁
民
た
ち
が
気
づ
き
は

じ
め
て
か
ら
、
あ
の
、
夏
の
ボ
ラ
漁
の
、
糠
の
話
が
持
ち
あ
が
っ
て
か
ら
、
六
年
も
経
っ
て
お
り
、
実
際
上
の
操

業
不
能
か
ら
、
ま
る
三
年
も
経
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　

�　

引
き
綱
を
な
が
く
の
ば
し
て
、
つ
な
が
れ
て
い
る
舟
と
い
う
舟
の
舳へ
さ
き先
は
、
じ
っ
さ
い
、
だ
ら
り
と
の
び
て�

い
る
よ
う
に
み
え
、
舟
板
は
割
れ
た
よ
う
に
乾ひ

ぞ
り
返
り
、
満
足
な
姿
の
舟
は
た
だ
の
一
艘そ
う

も
な
か
っ
た
。
な
か

に
は
船
体
自
体
が
、
あ
る
夜
、
ば
ら
り
と
解
け
ほ
ど
け
た
か
と
み
え
る
ほ
ど
に
、
風
化
解
体
の
凄
ま
じ
い
進
行
を

み
せ
て
い
る
新
造
船
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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�　

百
間
港
も
、
丸
島
港
も
、
水
俣
川
河
口
の
八
幡
の
波
止
も
、
港
は
そ
れ
ら
う
ち
捨
て
ら
れ
た
舟
の
、
墓
場
と�

化
し
て
い
た
。

　
�　

そ
れ
ら
、
ほ
と
ん
ど
残
骸
に
ひ
と
し
く
解
け
ほ
ど
け
か
か
っ
た
無
人
の
舟
た
ち
が
黒
々
と
、
水
先
を
わ
け
て�

は
い
っ
て
来
る
不
知
火
海
沿
岸
漁
協
の
船
団
が
立
て
る
朝
波
に
ま
つ
わ
り
つ
き
、
ゆ
ら
ゆ
ら
と
あ
ふ
り
や
ら
れ
て

道
を
あ
け
る
あ
り
さ
ま
は
、
屈
強
な
漁
師
た
ち
に
も
、

　
「
朝
っ
ぱ
ら
か
ら
、
気
色
の
悪
か
夢
の
さ
め
ん
ご
た
る
あ
り
さ
ま
」

　

で
あ
り
、

　
「
背
中
か
ら
汗
の
ひ
く
舟
の
墓
場
の
ご
た
る
景
色
」

　

で
あ
り
、

　
「
い
ん
ま
、
も
う
じ
き
、
自
分
ど
ん
が
舟
も
港
も
こ
げ
ん
し
た
ふ
う
に
な
る
」

　

と
思
わ
れ
、･･･

（
略
）　　
　
　
　
　
　
　
　

�
（
石
牟
礼
道
子
一
九
七
二
［
一
九
六
九
］『
苦
海
浄
土
』
八
〇
～
八
二
頁
）

漁
師
た
ち
が
「
舟
の
墓
場
の
ご
た
る
」
と
表
現
す
る
港
に
浮
か
ぶ
舟
は
、
何
も
の
と
の
つ
な
が
り
も
失
い
つ
つ
あ
る

舟
の
姿
で
あ
る
。
か
つ
て
、
ま
だ
病
の
原
因
が
排
水
に
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
頃
、
漁
師
た
ち
は
百
間
港
に

排
水
が
注
ぐ
場
所
へ
舟
を
置
き
に
行
っ
た
。
船
底
に
着
く
フ
ジ
ツ
ボ
が
と
れ
、
つ
か
な
く
な
る
と
い
う
評
判
だ
っ
た�

か
ら
だ
。
有
機
水
銀
を
含
ん
だ
排
水
の
中
で
魚
は
白
い
腹
を
見
せ
て
浮
か
び
、
海
藻
は
白
く
な
っ
て
ち
ぎ
れ
て
波
間
に

浮
か
ん
だ
。
有
機
水
銀
は
、
人
間
以
外
の
生
き
も
の
の
命
を
奪
い
、
生
き
も
の
同
士
の
、
人
と
生
き
も
の
の
か
か
わ
り

を
失
わ
せ
た
。
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新
造
船
が
使
わ
れ
ず
に
ば
ら
り
と
解
け
ほ
ど
け
た
か
の
よ
う
だ
と
い
う
記
述
は
、
人
、
モ
ノ
、
生
き
も
の
の
か
か
わ

り
の
喪
失
を
象
徴
す
る
も
の
だ
。

こ
の
記
述
と
は
ま
る
で
対
照
的
な
船
の
記
述
が
、水
俣
病
事
件
の
前
夜
を
記
述
し
た
『
椿
の
海
の
記
』
に
み
ら
れ
る
。

石
牟
礼
道
子
の
幼
少
期
の
記
憶
を
た
ど
っ
た
小
説
で
、
小
さ
な
「
み
っ
ち
ん
」
の
眼
は
人
と
他
の
生
き
も
の
の
あ
い
だ

の
濃
密
な
か
か
わ
り
を
写
し
と
る
。
舟
は
、
朽
ち
て
な
お
、
朽
ち
る
ほ
ど
に
つ
な
が
る
舟
の
姿
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

　

�　

父
は
潮
の
満
ち
返
し
て
く
る
と
き
、
じ
ゃ
ぶ
じ
ゃ
ぶ
と
音
を
立
て
て
波
と
と
も
に
渚
に
寄
っ
て
く
る
魚
の
名
を
、

ガ
ス
灯
を
差
し
出
し
な
が
ら
教
え
て
く
れ
る
の
だ
っ
た
。
エ
ビ
ナ
と
は
、
ボ
ラ
の
子
の
こ
と
で
、
背
中
に
黄
色
と

茶
色
の
縦
縞
を
持
っ
て
い
る
魚
を
エ
ノ
ケ
と
い
う
の
だ
っ
た
。
チ
ヌ
の
子
な
ど
は
、
寄
せ
て
く
る
波
は
ま
だ
浅
い

の
に
波
の
背
に
乗
っ
て
、
踊
り
あ
が
る
よ
う
に
上
げ
潮
の
先
に
飛
び
出
し
て
く
る
。
そ
の
よ
う
な
魚
た
ち
と
た
わ

む
れ
な
が
ら
、
満
ち
潮
に
追
わ
れ
て
陸
へ
む
か
っ
て
揚
が
り
か
け
、
気
が
つ
け
ば
身
近
か
に
す
う
っ
と
、
あ
の
廃

船
の
竜
骨
が
影
を
さ
す
。

　

�「
こ
の
、
こ
こ
に
こ
う
し
て
座
っ
と
る
み
っ
ち
ん
家げ

の
船
ち
ゅ
う
も
の
は
、
こ
り
ゃ
あ
、
え
ら
い
働
い
て
く
れ
た

船
ぞ･･････

。

　

�　

ほ
ら
、
み
て
み
ろ･･････

。
船
板
ど
も
は
波
に
呉
れ
て
や
っ
て
し
も
う
て
、
い
ま
は
こ
の
と
お
り
、
あ
ば
ら

骨
だ
け
じ
ゃ
が
、
舳
先
だ
け
に
な
っ
て
し
も
う
て
も
こ
の
舳
先
の
向
き
の
、
天
さ
ね
向
い
と
る
具
合
の
、
雄
々
し

か
ろ
う
が
。

　

�　

も
と
は
ぞ
、
山
の
と
っ
ぺ
ん
の
太
か
松
の
樹
じ
ゃ
っ
た
が
、
雷
さ
ま
に
も
逢
わ
ず
に
船
の
舳
先
に
な
っ
て
き
て
、

こ
う
し
て
坐
っ
と
る
」
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�　

そ
の
竜
骨
は
威
厳
に
満
ち
、
宙
天
の
月
を
指
し
て
い
た
。

　
「
な
し
て
、
い
つ
も
ひ
と
り
？　

こ
ん
船
は
」

　
「
な
し
て
ち
、
あ
ん
ま
り
働
い
た
け
ん
、
憩よ
こ

う
と
る
わ
け
じ
ゃ
。
つ
と
め
の
も
う
終
わ
っ
た
け
ん
」

　
（
中
略
）

　

�　

完
璧
な
船
で
あ
っ
た
時
分
よ
り
も
、
む
し
ろ
廃
船
と
な
っ
て
か
ら
の
方
が
、
竜
骨
は
、
そ
れ
自
体
の
志
の
よ
う

な
も
の
で
生
き
て
い
た
。
舳
先
の
頂
点
か
ら
船
底
に
む
け
て
、
な
だ
ら
か
に
か
こ
い
こ
む
曲
線
の
あ
た
り
に
、�

あ
ご
ひ
げ
の
よ
う
な
、
陰
毛
の
よ
う
な
海
草
を
い
つ
も
下
げ
て
い
た
。
春
は
青
の
り
や
あ
お
さ
の
類
を
つ
け
、
夏

の
は
じ
め
に
な
る
と
、
藻
の
類
や
ひ
じ
き
を
ぶ
ら
下
げ
て
い
た
り
す
る
。

�

（
石
牟
礼
道
子
一
九
七
七
『
椿
の
海
の
記
』
四
一
～
四
三
頁
）

廃
船
と
な
り
、
骨
組
み
だ
け
に
な
っ
て
も
、
そ
の
竜
骨
の
も
つ
歴
史
は
い
ま
だ
人
に
よ
っ
て
語
り
継
が
れ
、
人
も�

含
め
た
他
の
生
き
も
の
と
の
か
か
わ
り
を
持
ち
続
け
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
か
ら
も
こ
の
舟
は
、
豊
か
な
人
と
生
き

も
の
の
か
か
わ
り
の
た
だ
中
に
あ
り
続
け
、
決
し
て
み
っ
ち
ん
が
尋
ね
た
よ
う
な
「
ひ
と
り
」
き
り
に
な
る
こ
と
は
な

い
。
か
か
わ
り
の
中
に
身
を
お
き
な
が
ら
、「
憩
う
」
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
同
時
代
的
に
も
、
そ
し
て
歴
史

的
に
も
連
続
性
を
も
ち
つ
づ
け
る
存
在
の
あ
り
よ
う
が
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
豊
か
な
記
述
と
比
べ
る
と
、
不
知
火
海
沿
岸
漁
協
の
漁
師
た
ち
の
、「
自
分
ど
ん
が
舟
も
港
も
こ
げ
ん
し
た�

ふ
う
に
な
る
」
と
言
う
恐
れ
は
、
単
に
漁
業
と
い
う
生
業
が
立
ち
ゆ
か
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
だ
け
に
依
拠
す
る
も
の

で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
恐
れ
は
、
う
ち
捨
て
ら
れ
、
他
の
生
き
も
の
の
姿
が
み
え
な
い
海
を
ゆ
ら
ゆ
ら
と�

漂
う
船
の
よ
う
な
存
在
と
な
る
こ
と
へ
の
恐
れ
だ
。
か
か
わ
り
を
つ
な
げ
ら
れ
な
い
モ
ノ
が
存
在
と
し
て
の
尊
厳
を�
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得
る
こ
と
な
く
、
た
だ
「
ば
ら
り
と
解
け
て
」
い
く
孤
絶
の
深
さ
は
、
漁
師
た
ち
に
恐
れ
を
抱
か
せ
る
に
充
分
だ
っ
た

だ
ろ
う
。

こ
う
し
た
対
照
的
な
二
つ
の
船
の
記
述
は
、
わ
た
し
た
ち
に
石
牟
礼
の
目
を
通
じ
て
こ
う
問
い
か
け
る
。
か
か
わ
り

を
つ
な
げ
続
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
、
そ
れ
が
有
機
水
銀
に
よ
る
汚
染
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
、
被
害
の
一
つ

で
は
な
い
の
か
と
。

（
二
）
か
か
わ
り
を
つ
な
げ
ら
れ
る
こ
と

か
か
わ
り
を
つ
な
げ
ら
れ
る
こ
と
、
そ
の
意
味
に
つ
い
て
、
再
び
石
牟
礼
道
子
の
記
述
か
ら
た
ど
っ
て
み
よ
う
。
石

牟
礼
は
、
自
己
と
い
う
も
の
は
、
異
な
る
時
空
の
中
に
在
る
多
様
な
存
在
と
の
か
か
わ
り
の
全
体
が
、
い
く
つ
も
系
を

な
し
て
い
る
「
コ
ス
モ
ス
」
の
「
形
見
」
で
あ
る
と
位
置
づ
け
る
（
石
牟
礼　

一
九
九
六
）。
そ
し
て
、
石
牟
礼
は
、

水
俣
病
事
件
の
被
害
民
ら
が
欲
し
て
い
る
の
は
、連
続
性
が
つ
な
が
ら
ず
に
絶
た
れ
て
し
ま
っ
た
な
か
で
、か
つ
て
在
っ

た
世
界
の
「
形
見
」
と
し
て
の
自
分
の
存
在
証
明
で
あ
る
と
い
う
。
石
牟
礼
の
言
葉
を
直
接
拾
っ
て
み
よ
う
。

　

�　

昔
こ
の
あ
た
り
に
い
た
魂
が
、
生
き
て
い
る
者
た
ち
に
、
形
影
相
伴
う
よ
う
な
か
た
ち
で
ふ
っ
と
出
て
く
る
。

そ
う
い
う
時
に
、
あ
た
り
の
景
色
も
意
味
を
持
っ
て
く
る
。
そ
ん
な
コ
ス
モ
ス
が
生
活
の
場
で
あ
り
ま
し
た
。�

ま
だ
生
ま
れ
な
い
世
界
も
死
ん
で
ゆ
く
先
も
、
そ
こ
に
つ
な
が
っ
て
い
て
、
別
の
云
い
方
を
す
れ
ば
そ
う
い
う�

世
界
か
ら
の
形
見
が
、
自
分
と
い
う
も
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
い
う
人
間
が
こ
こ
に
生
き
て
い
た
と
い
う
存
在
証

明
を
水
俣
の
被
害
民
ら
は
欲
し
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。　
　
　
　
　
　

�

（
石
牟
礼
道
子
一
九
九
六
『
形
見
の
声
：
母
層
と
し
て
の
風
土
』
一
九
七
頁
）



26

「
形
見
」
と
い
う
言
葉
を
念
頭
に
、
再
び
、
前
節
の
二
つ
の
対
照
的
な
船
の
記
述
に
戻
っ
て
み
よ
う
。
連
続
性
を
も

ち
え
ず
う
ち
捨
て
ら
れ
た
船
と
、
廃
船
さ
れ
て
竜
骨
と
骨
組
み
だ
け
に
な
り
な
が
ら
も
人
と
他
の
生
き
も
の
の
か
か
わ

り
の
た
だ
な
か
に
、
船
に
な
り
、
船
で
あ
っ
た
物
語
も
周
囲
に
引
き
継
が
れ
て
在
る
船
。
す
で
に
み
て
き
た
二
つ
の�

船
の
違
い
は
、
後
者
が
形
見
を
受
け
取
り
、
み
ず
か
ら
も
形
見
と
し
て
の
存
在
で
あ
り
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
に�

対
し
、
前
者
は
形
見
と
し
て
そ
の
存
在
を
引
き
継
げ
な
い
と
い
う
こ
と
に
明
確
に
現
れ
る
。
同
時
に
そ
れ
は
、
か
か
わ

り
を
つ
な
げ
よ
う
と
す
る
意
志
が
、
他
者
（
オ
ー
ト
ポ
イ
エ
テ
ィ
ッ
ク
な
資
本
主
義
シ
ス
テ
ム
も
含
む
）
に
よ
り
、
途

切
れ
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
状
況
を
描
写
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
つ
な
げ
よ
う
と
す
る
意
志
を
持
つ
漁
師
た
ち

が
、「
悪
夢
」だ
と
そ
の
よ
う
な
状
況
に
恐
れ
を
抱
い
て
反
価
値
を
付
与
す
る
場
面
で
も
あ
る
。
石
牟
礼
は
別
の
箇
所
で
、

な
く
な
っ
た
か
か
わ
り
の
、
い
な
く
な
っ
た
諸
生
命
と
モ
ノ
た
ち
の
痕
跡
の
残
る
場
所
を
「
亡
所
」
と
表
現
す
る�

（
石
牟
礼　

二
〇
〇
一
：
一
二
三
頁
）。「
亡
所
」
に
つ
い
て
石
牟
礼
は
、「
形
見
」
と
し
て
の
自
分
か
ら
、
少
し
先
の
時

間
を
生
き
る
他
者
が
「
形
見
」
と
し
て
在
れ
る
よ
う
、
つ
な
が
ろ
う
と
す
る
こ
と
も
失
わ
れ
て
い
る
と
書
く
。

（
三
）
か
か
わ
り
の
つ
な
が
り
が
断
ち
切
ら
れ
る
こ
と
の
暴
力
性

石
牟
礼
が
見
い
だ
し
た
、「
コ
ス
モ
ス
」
注
１
の
「
形
見
」
と
し
て
の
自
分
の
存
在
証
明
の
必
要
性
は
、
東
日
本
大
震

災
と
福
島
第
一
原
発
事
故
後
に
も
あ
ら
た
め
て
浮
き
彫
り
に
な
っ
た
よ
う
に
思
え
る
。
そ
し
て
、
か
か
わ
り
の
つ
な
が

り
が
失
わ
れ
る
こ
と
、
断
ち
切
ら
れ
る
こ
と
が
も
た
ら
す
孤
絶
の
深
刻
さ
も
ま
た
、
明
ら
か
に
な
っ
た
。
災
後
、
さ
ま

ざ
ま
な
社
会
調
査
か
ら
改
め
て
見
い
だ
さ
れ
た
の
は
、
被
害
の
多
様
性
、
時
空
間
へ
の
広
が
り
と
複
数
の
ス
ケ
ー
ル
に

よ
り
増
幅
さ
れ
る
複
雑
性
、
連
鎖
性
で
あ
り
、
そ
れ
ら
を
包
括
的
に
捉
え
る
必
要
性
で
あ
る
（
淡
路
ほ
か
編　

二
〇
一
五
、
関
編
二
〇
一
五
、
除
本
二
〇
一
六
、
福
永
二
〇
一
八
）。
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被
害
の
多
様
性
に
つ
い
て
は
、
労
働
災
害
、
公
害
の
現
場
に
お
い
て
広
く
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
一
九
七
六
年
に
環
境

社
会
学
者
の
飯
島
伸
子
は
、
公
害
に
お
け
る
被
害
の
広
が
り
を
捉
え
図
式
化
し
た
（
飯
島
一
九
七
六
）。
飯
島
が
明
ら

か
に
し
た
被
害
の
広
が
り
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
福
島
の
第
一
原
発
事
故
が
明
ら
か
に
し
た
の
は
、
生
活
へ
の
被
害
が
意

味
す
る
も
の
の
大
き
さ
だ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
し
ば
し
ば
「
ふ
る
さ
と
」
と
被
災
者
た
ち
に
よ
っ
て
括
ら
れ
る
、
被
災

者
た
ち
の
住
ま
う
世
界
そ
の
も
の
が
連
続
で
き
な
い
こ
と
が
も
た
ら
す
被
害
の
大
き
さ
だ
っ
た
。

被
災
者
た
ち
が
口
に
す
る
の
は
、
続
く
も
の
だ
と
思
っ
て
い
た
日
常
の
生
活
が
、
根
こ
そ
ぎ
奪
わ
れ
て
分
断
さ
れ
た

こ
と
の
辛
苦
で
あ
る
（
関
西
学
院
大
学
災
害
復
興
制
度
研
究
所
ほ
か
編
二
〇
一
五
）。
学
校
に
行
き
、
職
場
に
勤
め
、

地
域
の
ス
ー
パ
ー
で
買
い
物
を
す
る
。
家
族
が
一
緒
に
暮
ら
す
。
畑
に
野
菜
を
植
え
、
庭
先
に
は
日
々
の
楽
し
み
の
花

と
、
ご
先
祖
へ
の
仏
花
を
育
て
る
。
山
菜
や
キ
ノ
コ
を
採
り
、
イ
ノ
シ
シ
を
狩
り
、
川
で
ア
ユ
や
ヤ
マ
メ
を
釣
り
、
沢

水
で
風
呂
を
沸
か
す
。
隣
近
所
と
、
遠
く
に
離
れ
て
住
む
家
族
に
、
畑
や
山
川
海
か
ら
の
恵
を
お
裾
分
け
す
る
。
か
か

わ
り
の
つ
な
が
り
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
住
ま
う
世
界
で
当
た
り
前
に
あ
っ
た
も
の
が
、
も
は
や
自
分
に
も
、
誰
か
他

の
者
に
も
ひ
き
つ
げ
な
い
。
こ
こ
で
い
う
、
住
ま
う
世
界
と
は
、
人
、
人
以
外
の
生
き
も
の
、
モ
ノ
、
の
か
か
わ
り
が
、

異
な
る
時
空
間
を
も
つ
複
数
の
か
か
わ
り
の
系
と
し
て
絡
み
合
う
、「
わ
た
し
と
わ
た
し
た
ち
が
在
る
世
界
」
の
こ
と

で
あ
る
。

他
方
、
災
害
・
事
故
に
よ
る
避
難
の
あ
と
避
難
先
で
、
避
難
か
ら
帰
還
し
た
あ
と
に
戻
っ
た
故
郷
、
あ
る
い
は
居
続

け
た
故
郷
で
、
人
び
と
は
再
び
住
み
直
す
事
が
必
要
に
な
る
。
断
ち
切
ら
れ
る
前
に
あ
っ
た
つ
な
が
り
は
文
字
ど
お
り

元
通
り
に
で
き
る
わ
け
で
は
な
く
、「
わ
た
し
と
わ
た
し
た
ち
が
在
る
世
界
」
を
新
し
く
作
り
直
す
実
践
が
人
び
と
を

待
つ
か
ら
だ
（
関
・
廣
本
編
二
〇
一
四
）。
そ
れ
で
も
人
び
と
は
、
戻
ら
な
い
も
の
を
確
認
し
な
が
ら
、
日
々
を
生
き
、

も
う
一
度
住
ま
う
世
界
を
生
み
出
そ
う
と
す
る
。
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石
牟
礼
は
『
苦
海
浄
土
』
講
談
社
文
庫
版
の
「
あ
と
が
き
」
の
中
で
、『
苦
界
浄
土
』
の
前
身
で
あ
る
サ
ー
ク
ル
誌�

『
現
代
の
記
録
』
に
書
い
た
自
ら
の
文
章
を
引
用
し
て
い
る
。
そ
の
文
章
の
中
で
、
石
牟
礼
は
、「
わ
た
し
と
わ
た
し�

た
ち
が
在
る
世
界
」
で
あ
る
故
郷
に
、
お
ぼ
ろ
げ
な
抽
象
世
界
で
あ
る
未
来
を
共
有
で
き
る
媒
体
と
な
る
可
能
性
を�

見
い
だ
し
て
い
る
。

　

�　

意
識
の
故
郷
で
あ
れ
、
実
在
の
故
郷
で
あ
れ
、
今
日
こ
の
国
の
棄
民
政
策
の
刻
印
を
う
け
て
潜
在
ス
ク
ラ
ッ
プ

化
し
て
い
る
部
分
を
持
た
な
い
都
市
、
農
漁
村
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
意
識
の
ネ
ガ
を
風
土
の
水
に

漬
け
な
が
ら
、
心
情
の
出
郷
を
遂
げ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
者
た
ち
に
と
っ
て
、
故
郷
と
は
、
も
は
や
あ
の
、
出
し
ゅ
っ
ぽ
ん奔

し
た
切
な
い
未
来
で
あ
る
。

　

�　

地
方
を
出
て
ゆ
く
者
と
、
居
な
が
ら
に
し
て
出
郷
を
遂
げ
ざ
る
を
得
な
い
者
と
の
等
距
離
に
身
を
置
き
あ
う
こ

と
が
で
き
れ
ば
、
わ
た
く
し
た
ち
は
故
郷
を
再
び
媒
体
に
し
て
、
民
衆
の
心
情
と
と
も
に
、
お
ぼ
ろ
げ
な
抽
象
世

界
で
あ
る
未
来
を
、
共
有
で
き
そ
う
に
お
も
う
。
そ
の
密
度
の
中
に
彼
ら
の
唄
が
あ
り
、
私
た
ち
の
詩ポ
エ
ムも
あ
ろ
う

と
い
う
も
の
だ
。
そ
こ
で
私
た
ち
の
作
業
を
記
録
主
義
と
よ
ぶ
こ
と
に
す
る
。
…
…
と
私
は
現
代
の
記
録
を
出
す

に
つ
い
て
書
い
て
い
る
。
未
完
の
こ
の
書
の
経
緯
を
、
い
く
ば
く
か
は
そ
れ
で
伝
え
て
い
る
よ
う
に
お
も
う
。

�
（
石
牟
礼
道
子
一
九
七
二
［
一
九
六
九
］
三
五
九
～
三
六
〇
頁
）

「
亡
所
」
で
あ
る
の
も
、
棄
民
と
し
て
あ
る
の
も
、
公
害
や
災
害
の
現
場
だ
け
で
は
な
い
。
オ
ー
ト
ポ
エ
テ
ィ
ッ
ク

な
資
本
主
義
シ
ス
テ
ム
も
含
む
近
代
シ
ス
テ
ム
は
、
か
か
わ
り
の
つ
な
が
り
を
断
ち
切
る
営
み
を
日
常
化
し
て
い
る
。

水
俣
病
患
者
の
緒
方
正
人
は
「
チ
ッ
ソ
は
わ
た
し
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
た
（
緒
方
二
〇
〇
一
）。
そ
の
言
葉
は
、
患
者
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た
ち
も
ま
た
、
自
律
的
に
負
債
を
生
み
出
し
続
け
る
近
代
の
シ
ス
テ
ム
の
一
部
に
生
き
て
い
る
こ
と
を
省
み
、
そ
の
よ

う
な
シ
ス
テ
ム
を
変
え
よ
う
と
す
る
意
志
を
表
す
も
の
だ
。
緒
方
が
同
じ
く
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
近
代�

シ
ス
テ
ム
は
わ
た
し
た
ち
の
日
常
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
シ
ス
テ
ム
の
も
と
で
、
今
や
、
資
本
・
技
術
・
人
を
投
下
し

な
い
と
「
目
減
り
す
る
」
環
境
が
わ
た
し
た
ち
の
周
囲
に
あ
ふ
れ
、「
利
用
で
き
な
い
」
水
域
・
陸
域
の
廃
棄
が
続
き
、

人
と
人
以
外
の
生
き
も
の
、
も
の
が
ど
の
よ
う
に
新
た
に
か
か
わ
り
の
つ
な
が
り
を
再
構
築
で
き
る
か
が
大
き
な
問
い

と
な
っ
て
い
る
（Sassen�2014

）。
石
牟
礼
が
「
潜
在
ス
ク
ラ
ッ
プ
化
」
し
て
い
な
い
部
分
を
も
た
な
い
都
市
も
、
農

漁
村
も
な
い
、
と
述
べ
る
の
は
、
こ
の
近
代
シ
ス
テ
ム
の
中
に
生
き
る
限
り
、
わ
た
し
た
ち
は
日
常
的
な
か
か
わ
り
の

つ
な
が
り
の
切
断
と
共
に
生
き
て
い
る
か
ら
だ
。
彼
女
が
言
う
「
地
方
を
出
て
ゆ
く
者
」、「
居
な
が
ら
に
し
て
出
郷
を

遂
げ
ざ
る
を
得
な
い
者
」
は
、
そ
の
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
に
生
き
る
多
く
を
含
む
言
葉
で
あ
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
理
由
で
強

制
的
に
、
仕
方
な
く
、
あ
る
い
は
目
的
を
持
っ
て
地
方
を
出
て
ゆ
く
／
出
て
行
っ
た
人
び
と
、
暮
ら
し
て
い
る
地
方
で
、

か
か
わ
り
の
つ
な
が
り
の
喪
失
と
そ
の
意
志
を
持
ち
続
け
る
難
し
さ
に
直
面
し
て
き
た
人
び
と
、
い
ず
れ
に
と
っ
て
も

故
郷
と
い
う
も
の
は
想
像
の
な
か
に
見
い
だ
せ
る
も
の
だ
。

だ
か
ら
こ
そ
、「
出
奔
し
た
切
な
い
未
来
」
で
あ
り
、「
お
ぼ
ろ
げ
な
抽
象
世
界
で
あ
る
未
来
」
は
、
現
実
に
お
い
て

人
び
と
の
あ
い
だ
で
共
有
す
る
こ
と
は
難
し
い
。「
地
方
を
出
て
ゆ
く
者
と
、
居
な
が
ら
に
し
て
出
郷
を
遂
げ
ざ
る
を

得
な
い
者
」
と
の
等
距
離
に
身
を
お
き
合
う
こ
と
が
で
き
れ
ば
」
と
石
牟
礼
が
言
う
の
は
、
両
者
の
あ
い
だ
の
複
雑
な

立
場
の
違
い
が
、埋
め
に
く
い
隔
た
り
や
対
立
を
生
む
こ
と
を
経
験
か
ら
も
知
悉
し
て
い
る
か
ら
だ
。
ま
た
現
在
で
は
、

故
郷
や
里
山
な
ど
の
心
象
風
景
は
、
資
本
主
義
シ
ス
テ
ム
の
も
と
で
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
空
間
と
し
て
再
生
産
さ
れ
も

す
る
。
だ
か
ら
こ
そ
石
牟
礼
の
言
う
、「
等
距
離
に
身
を
お
き
合
う
」
こ
と
を
、
そ
し
て
故
郷
を
媒
体
に
す
る
と
い
う

こ
と
の
意
味
を
、
わ
た
し
た
ち
は
実
践
の
中
か
ら
手
探
り
す
る
必
要
が
あ
る
。
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彼
ら
の
唄
、
私
た
ち
の
詩
―
か
か
わ
り
を
つ
な
げ
よ
う
と
す
る
意
志
か
ら

人
、
人
以
外
の
い
き
も
の
、
も
の
、
そ
れ
ら
が
織

り
な
す
か
か
わ
り
を
、
ど
の
よ
う
に
わ
た
し
た
ち
は

再
び
つ
な
げ
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
石
牟
礼

が
言
う
よ
う
に
、「
出
奔
し
た
切
な
い
未
来
」
で
あ
る

故
郷
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
び
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ

れ
の
か
か
わ
り
の
な
か
で
手
探
り
さ
れ
て
い
る
。
石

牟
礼
の
言
葉
を
た
ど
っ
て
み
た
い
と
考
え
た
の
は
、

一
度
地
方
を
出
て
、
東
日
本
大
震
災
の
後
、
再
び
親

の
介
護
の
た
め
に
被
災
地
に
戻
っ
て
き
た
人
の
、
あ

る
一
言
が
き
っ
か
け
だ
っ
た
。
沿
岸
の
国
道
沿
い
に

並
び
立
っ
た
、
津
波
防
潮
堤
の
土
台
工
事
を
み
な
が

ら
の
言
葉
で
あ
る
。

　

�　

今
さ
ら
ど
の
よ
う
に
言
っ
て
も
、
も
う
わ
た

し
は
こ
の
壁
が
な
い
時
代
を
知
ら
な
い
し
、
わ

た
し
の
子
ど
も
は
こ
の
壁
と
一
緒
に
育
っ
て
い

く
。
そ
れ
で
も
、
岩
の
り
は
獲
れ
る
。
そ
れ
は

こ
れ
か
ら
も
、
増
え
る
と
良
い
注
２
。

図 1　月日のたった閉伊川の導流堤
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子
ど
も
を
よ
く
、
波
止
場
に
連
れ
て
行
っ
て
は
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
隙
間
に
生
え
る
岩
の
り
を
獲
り
、
ツ
ブ
貝
を
と

り
、
カ
メ
ノ
テ
を
獲
る
。
自
分
が
子
ど
も
の
頃
に
年
上
の
子
ど
も
た
ち
や
祖
父
母
に
教
わ
っ
た
生
き
も
の
や
、
風
景
の

名
残
は
ま
だ
見
い
だ
せ
る
。
新
し
い
人
工
物
と
共
に
在
る
そ
れ
ら
と
の
か
か
わ
り
を
通
じ
て
、
自
分
の
子
ど
も
と
自
分

が
い
る
風
景
は
確
か
に
つ
く
ら
れ
て
い
る
。
大
事
に
し
た
い
、
と
思
う
風
景
を
生
み
出
す
資
源
を
増
や
す
こ
と
、
そ
こ

に
は
確
か
に
、
か
か
わ
り
が
手
探
り
で
つ
く
ら
れ
な
が
ら
、
そ
れ
が
つ
な
が
っ
て
い
く
こ
と
へ
の
意
志
が
あ
る
。
そ
し

て
彼
は
、
子
ど
も
を
連
れ
出
す
た
め
に
、
か
つ
て
の
年
上
の
子
ど
も
で
あ
っ
た
地
域
の
人
た
ち
や
、
祖
父
母
と
同
じ
年

代
の
人
び
と
の
話
を
聞
い
た
り
、
同
じ
よ
う
に
子
ど
も
を
波
止
場
に
連
れ
出
す
親
た
ち
と
の
あ
い
だ
で
話
を
し
た
り
す

る
と
い
う
実
践
を
重
ね
て
も
い
る
。
継
承
可
能
性
を
充
た
そ
う
と
し
て
い
る
の
だ
。

こ
の
よ
う
な
日
常
の
中
に
あ
る
、「
彼
ら
の
唄
」、「
私
た
ち
の
詩
」
を
、
ど
の
よ
う
に
言
語
化
し
な
が
ら
描
い
て
い

く
か
。
そ
の
、
お
ぼ
ろ
な
抽
象
世
界
で
あ
る
未
来
を
共
有
し
よ
う
と
す
る
意
志
に
こ
そ
、
人
び
と
の
有
り
様
を
支
え
る

一
つ
の
倫
理
の
姿
が
み
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
な
ら
ば
、
石
牟
礼
が
「
密
度
」
と
表
現
し
た
、
多
様
な
人
び
と
の
実

践
の
中
に
お
ぼ
ろ
げ
な
抽
象
世
界
で
あ
る
未
来
の
共
有
に
む
け
て
、
か
か
わ
り
を
手
探
り
す
る
「
彼
ら
の
唄
」「
私
た

ち
の
詩
」
を
、
よ
り
そ
い
な
が
ら
言
葉
に
し
て
い
く
こ
と
は
、
大
き
な
意
味
を
持
つ
だ
ろ
う
。

注１
．�

石
牟
礼
道
子
の
著
作
と
思
想
の
な
か
に
あ
る
、
人
と
そ
れ
以
外
の
生
き
も
の
、
モ
ノ
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
は
、

環
境
文
学
者
の
野
田
研
一
の
次
の
著
作
に
詳
し
い
。
野
田
研
一
、 

二
〇
一
七
「「
草
の
道
」
か
ら
「
歴
史
の
時
間
」

へ
：
石
牟
礼
道
子
の
「
亡
所
」
探
索
」、
野
田
研
一
ほ
か
編
『
環
境
人
文
学
Ⅰ　

文
化
の
な
か
の
自
然
』
勉
誠
出�

版
：
四
七
～
六
六
頁
。
ま
た
、
同
じ
本
に
所
収
さ
れ
た
野
田
に
よ
る
石
牟
礼
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
中
で
、
石
牟
礼
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は
、「
こ
の
世
に
存
在
し
て
い
る
、
わ
た
し
が
生
き
て
い
る
う
ち
に
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
諸
関
係
を
、
人
間

だ
け
の
目
じ
ゃ
な
く
て
、
気
配
と
い
う
か
、
そ
の
も
の
た
ち
に
も
語
ら
せ
た
い
と
い
う
思
い
が
あ
り
ま
す
」
と
述

べ
て
い
る
。
石
牟
礼
の
文
学
が
「
シ
ャ
ー
マ
ン
」
と
し
て
の
語
り
に
満
ち
て
い
る
こ
と
へ
の
自
己
認
識
で
あ
ろ
う
。

２
．
二
〇
一
八
年
一
二
月
一
三
日
、
五
〇
代
男
性
、
津
軽
石
河
口
域
に
て
。

文
献

淡
路
剛
久
・
吉
村
良
一
・
除
本
理
史
編
二
〇
一
五
『
福
島
原
発
事
故
賠
償
の
研
究
』
日
本
評
論
社
。

飯
島
伸
子
一
九
七
六
「
わ
が
国
に
お
け
る
健
康
被
害
の
実
態
」『
社
会
学
評
論
』
二
六
巻
三
号
、
一
六
～
三
五
頁
。

石
牟
礼
道
子
一
九
七
二[
一
九
六
九]

『
苦
海
浄
土
』
講
談
社
文
庫
。

石
牟
礼
道
子
一
九
七
六
『
椿
の
海
の
記
』
朝
日
新
聞
社
。

石
牟
礼
道
子
一
九
九
六
『
形
見
の
声�-�
母
層
と
し
て
の
風
土
』
筑
摩
書
房
。

石
牟
礼
道
子
二
〇
〇
一
『
煤
の
中
の
マ
リ
ア�-�
島
原
・
椎
葉
・
不
知
火
紀
行
』
平
凡
社
。

緒
方
正
人
二
〇
〇
一
『
チ
ッ
ソ
は
私
で
あ
っ
た
』
葦
書
房
。

関
西
学
院
大
学
災
害
復
興
制
度
研
究
所
ほ
か
編
二
〇
一
五
『
原
発
避
難
白
書
』
人
文
書
院
。

関
礼
子
・
廣
本
由
香
二
〇
一
四
『
鳥
栖
の
つ
む
ぎ
：
も
う
ひ
と
つ
の
震
災
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
新
泉
社
。

関
礼
子
編
二
〇
一
五
『“

生
き
る”

時
間
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
：
被
災
現
地
か
ら
描
く
原
発
事
故
後
の
世
界
』
日
本
評
論
社
。

福
永
真
弓
二
〇
一
八
「
環
境
正
義
が
つ
な
ぐ
未
来
：
明
日
へ
継
ぐ
に
足
る
社
会
を
生
き
る
た
め
に
」、
吉
永
明
弘
・
福

永
真
弓
編
『
未
来
の
環
境
倫
理
学
』
勁
草
書
房
。

除
本
理
史
二
〇
一
六
『
公
害
か
ら
福
島
を
考
え
る
：
地
域
の
再
生
を
め
ざ
し
て
』
岩
波
書
店
。
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２．被災地における「つなげようとする」意志を読み解くために
福永 真弓

Sassen,�Saskia,�2014.�E
xpulsions: Brutality and Com

plexity in the G
lobal E

conom
y.�Belknap�Press�of�

H
arvard�U

niversity�Press,�Cam
bridge,�M

assachusetts.
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３
．
雑
穀
が
つ
な
ぐ
過
去
・
現
在
・
未
来

真
貝　

理
香

宮
古
市
閉
伊
川
流
域
山
間
部
の
事
例
か
ら

岩
手
県
の
北
部
・
中
部
は
、
現
代
に
お
い
て
も
雑
穀
生
産
が
盛
ん
な
地
域
で
あ
る
。
筆
者
ら
が
二
〇
一
四
年
よ
り
調

査
・
研
究
を
行
っ
て
き
た
宮
古
市
閉
伊
川
中
流
域
（
旧
川
井
村
地
区
、
図
１
）
は
、
戦
前
か
ら
、
戦
後
一
九
五
〇
年
代

に
稲
作
が
本
格
的
に
導
入
さ
れ
る
ま
で
、
雑
穀
は
豆
類
と
と
も
に
食
糧
の
核
を
な
し
て
い
た
。
川
井
村
が
属
し
て
い
た

下
閉
伊
郡
は
、
北
上
山
地
に
抱
か
れ
た
山
間
地
域
で
、
盆
地
や
川
筋
の
わ
ず
か
な
平
地
に
集
落
が
点
在
し
、
岩
手
県
下

で
も
特
に
稲
作
の
割
合
が
低
か
っ
た
地
域
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
表
１
・
図
２
に
示
し
た
大
正
元

年
（
一
九
一
二
）
の
岩
手
県
・
旧
郡
別
の
穀
類
生
産
高
デ
ー
タ
（
岩
手
県
一
九
六
四
）
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

雑
穀
は
、
時
に
貧
困
の
代
名
詞
の
よ
う
に
扱
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
歴
史
的
に
は
人
々
の
命
を
つ
な
ぐ
極
め
て�

重
要
な
食
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
れ
は
寒
冷
な
山
間
地
域
に
極
め
て
適
し
た
農
業
体
系
を
備
え
て
い
た
。
こ
こ
で
は
、�

当
該
地
域
の
過
去
の
雑
穀
の
役
割
を
振
り
返
る
と
共
に
、
雑
穀
生
産
を
め
ぐ
る
在
来
知
が
現
代
ま
で
ど
の
よ
う
に
受
け

継
が
れ
て
き
た
か
、
さ
ら
に
は
現
代
の
岩
手
県
の
雑
穀
生
産
お
よ
び
、
雑
穀
を
め
ぐ
る
消
費
が
ど
の
よ
う
に
変
わ
り
、

今
後
ど
の
よ
う
に
雑
穀
が
受
け
継
が
れ
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
展
望
を
含
め
て
記
し
た
い
。
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３．雑穀がつなぐ過去・現在・未来
真貝 理香

図 1　岩手県における平成の市町村再編以前の旧行政区（調査地域：旧川井村）
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図 2　大正元年（1912）における岩手県旧郡別雑穀収穫高の比率�
（表１のデータを元に作成）。

表 1　大正元年（1912）における岩手県旧郡別雑穀収穫高（単位：石。出典：岩
手県 1964：468 頁、472－476 頁。「岩手県統計書」からの引用）。

コメ ムギ ヒエ アワ ソバ ダイズ
二戸郡 20,862 20,658 39,682 4,659 4,999 13,523
九戸郡 18,732 17,404 46,886 4,042 5,370 17,046
下閉伊郡 9,423 32,219 33,029 4,280 2,303 13,615
上閉伊郡 34,546 20,292 13,168 7,335 909 11,449
気仙郡 15,496 47,241 37,650 765 1,104 4,465
東磐井郡 58,870 52,585 610 1,983 2,331 11,433
西磐井郡 55,606 20,683 99 274 411 5,489
江刺郡 49,825 18,641 248 3,579 113 6,952
胆沢郡 76,027 18,549 450 2,642 211 6,684
和賀郡 79,758 18,178 7,230 5,266 1,283 7,531
稗貫郡 79,457 17,778 5,557 5,454 1,719 8,288
紫波郡 83,334 17,746 3,312 6,767 11,779 7,910
岩手郡 87,737 11,461 41,303 12,561 10,891 16,093
盛岡市 2,562 0 0 0 0 0

注）ムギは大麦、裸麦、小麦の収穫高を合計。ヒエは、田と畑の稗の収穫高を合計した。
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３．雑穀がつなぐ過去・現在・未来
真貝 理香

雑
穀
・
豆
・
堅
果
類
・
保
存
食

旧
川
井
村
地
区
は
「
や
ま
せ
」（
山
背
：
六
月
か
ら
八
月
に
北
日
本
の
太
平
洋
側
で
吹
く
、
湿
っ
た
北
東
風
）
が�

時
に
冷
害
を
引
き
起
こ
し
、
江
戸
時
代
に
は
た
び
た
び
飢
饉
に
見
舞
わ
れ
た
。
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
か
ら
も
、
一
九
五
三
～

一
九
五
六
年
の
開
田
・
灌
漑
事
業
に
よ
っ
て
稲
作
が
本
格
的
に
導
入
さ
れ
る
ま
で
は
、
二
年
で
三
種
類
の
作
物
（
通
常

は
ヒ
エ
・
ム
ギ
・
ダ
イ
ズ
）
を
作
る
「
二
年
三
毛
作
」
の
畑
作
が
生
産
基
盤
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。
ま
た
、

ム
ギ
類
や
、
ア
ワ
、
キ
ビ
（
コ
ッ
キ
ビ
、
イ
ナ
キ
ビ
）、
モ
ロ
コ
シ
（
タ
カ
キ
ビ
）
と
い
っ
た
多
様
な
穀
類
が
栽
培
さ

れ
て
い
る
こ
と
に
加
え
て
、
ク
ル
ミ
、
ク
リ
、
ト
チ
ノ
キ
、
シ
タ
ミ
と
呼
ば
れ
る
ド
ン
グ
リ
類
を
含
め
た
堅
果
類
の�

利
用
も
盛
ん
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
山
菜
類
の
積
極
的
な
利
用
や
、
寒
冷
な
気
候
を
利
用
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
保
存
食
の�

知
恵
が
、飢
饉
か
ら
人
々
を
救
う
重
層
的
な
セ
イ
フ
テ
ィ
・
ネ
ッ
ト
と
な
っ
て
い
た
（
真
貝
・
羽
生
二
〇
一
八
）。
腹
い
っ

ぱ
い
の
米
食
は
、
人
々
の
憧
れ
で
は
あ
っ
た
。
離
れ
て
都
市
部
に
住
ん
で
い
て
も
、「
正
月
に
米
俵
を
持
っ
て
帰
る
の

が
『
い
い
お
じ
さ
ん
』
だ
っ
た
」
と
、
当
時
を
振
り
返
る
人
も
い
る
。

し
か
し
、
歴
史
的
に
み
る
と
、
耐
冷
性
品
種
改
良
が
進
む
前
の
稲
作
は
、
ひ
と
た
び
冷
夏
の
影
響
を
う
け
る
と
、
極

端
な
凶
作
・
不
作
に
な
り
や
す
い
と
い
う
側
面
が
あ
っ
た
（
表
２
・
図
３
）。
岩
手
県
の
場
合
、
一
九
〇
二
年
と

一
九
〇
五
年
は
冷
夏
に
よ
っ
て
、米
は
大
凶
作
。
一
九
一
〇
年
は
洪
水
。
一
九
一
三
年
も
冷
夏
で
米
は
不
作
と
な
っ
た
。

秋
に
収
獲
さ
れ
る
雑
穀
類
は
気
候
不
順
の
折
に
は
、
米
と
連
動
し
て
若
干
生
産
量
が
低
く
な
る
が
、
ム
ギ
類
は
、
秋
に

播
種
、
翌
年
初
夏
に
収
獲
の
た
め
、
他
の
穀
類
と
は
作
柄
は
連
動
し
な
い
。
ム
ギ
や
多
種
類
の
雑
穀
を
栽
培
し
、�

豆
・
堅
果
類
・
山
野
草
を
含
め
た
保
存
食
を
備
蓄
す
る
こ
と
は
、
気
候
不
順
や
「
や
ま
せ
」
へ
の
対
応
と
し
て
、
実
に

適
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
ま
た
こ
の
地
域
の
高
齢
の
方
の
中
に
は
、
米
作
り
が
可
能
に
な
っ
た
現
代
に
お
い
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表 2　岩手県穀類別収穫高（単位：石。出典：岩手県 1964：464－467 頁、470－472 頁。
「岩手県統計書」からの引用）。
　 コメ ムギ ヒエ アワ ソバ ダイズ 備考
1898 543,222 288,330 252,918 88,391 46,688 128,145
1899 528,818 330,613 265,783 99,384 51,240 190,233
1900 557,848 283,227 276,849 108,385 54,457 172,817
1901 662,504 323,235 274,997 129,587 52,728 219,633
1902 219,620 282,818 120,482 52,641 15,682 100,853 春以来気候不順、9月

大暴風雨、米大凶作

1903 577,752 280,258 290,108 97,747 44,254 167,658
1904 649,757 256,689 282,691 101,395 43,442 161,980
1905 193,190 307,320 200,848 63,308 30,993 120,139 7 月中旬より低温、9

月大暴風雨、米大凶作

1906 582,975 307,565 281,965 91,109 46,871 178,886
1907 750,245 382,536 302,490 107,359 44,598 190,243 米豊作

1908 727,039 267,261 295,866 106,570 50,808 192,040
1909 731,749 247,324 275,868 116,373 48,324 187,359 旱魃（かんばつ）

1910 631,132 301,077 263,924 96,762 49,573 153,807 米不作、大洪水

1911 791,275 266,143 276,603 97,467 51,072 196,923 旱魃（かんばつ）

1912 672,235 313,425 229,226 59,607 34,423 130,477
1913 461,405 357,059 159,248 44,354 30,615 84,146 陰湿多雨。米不作

1914 820,939 372,027 344,453 106,955 50,350 205,644
1915 852,760 325,245 336,579 103,720 53,505 210,973
1916 852,843 348,190 317,132 89,515 41,922 194,026
1917 1,022,526 582,239 311,105 88,443 43,968 280,458 豊作、農業経営進歩

1918 1,013,170 626,773 318,784 89,782 51,640 311,945
1919 1,076,826 640,817 372,623 113,862 58,628 336,634 豊作、上昇一途

1920 1,085,994 639,864 396,664 117,316 59,781 332,385
1921 1,094,371 696,212 399,169 98,667 54,323 337,719
1922 1,062,485 617,464 381,438 95,837 52,563 336,655
1923 1,042,008 437,375 325,012 86,905 54,164 308,578
1924 1,065,866 621,256 163,938 52,305 30,932 218,483
1925 1,147,774 662,625 318,019 80,410 53,508 343,401 米大豊作
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３．雑穀がつなぐ過去・現在・未来
真貝 理香

て
も
、
か
つ
て
の
ケ
ガ
チ
（
飢
饉
）
へ
の
備
え
の
習
慣

が
残
っ
て
お
り
、
新
米
は
あ
ま
り
食
べ
な
い
で
採
れ
た

も
の
は
保
存
し
、
前
の
年
の
古
い
お
米
を
食
べ
る
人
も

い
る
と
い
う
。

植
物
特
性
と
適
地
適
作

一
口
に
雑
穀
と
い
え
ど
も
、
そ
の
生
産
量
は
種
類
に

よ
っ
て
差
が
あ
っ
た
。
図
２
の
下
閉
伊
郡
の
デ
ー
タ�

は
、
ヒ
エ
と
ム
ギ
が
主
な
穀
類
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を

示
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
私
た
ち
の
聞
き
取
り
結
果
と

一
致
す
る
。
ヒ
エ
は
、
食
味
は
劣
る
も
の
の
、
籾
付
き

の
ま
ま
洗
っ
て
蒸
し
た
後
に
乾
燥
保
存
す
る
い
わ
ゆ
る

「
黒
蒸
し
法
（
地
元
で
は
「
お
蒸
す
」
と
呼
ば
れ
た
）」

で
殻
取
り
・
精
白
し
た
も
の
は
長
期
保
存
に
優
れ
て
い

た
。
ま
た
実
を
取
っ
た
あ
と
の
稈か
ん

は
牛
の
餌
に
も
な�

る
。
か
つ
て
短
角
牛
の
飼
育
も
盛
ん
で
あ
っ
た
こ
の
地

域
で
は
、
ヒ
エ
は
人
間
の
食
料
と
し
て
だ
け
で
な
く
、

稈
を
牛
の
餌
と
で
き
る
点
か
ら
も
重
要
で
あ
っ
た
。
現

在
は
、
短
稈
の
ヒ
エ
が
主
流
と
な
っ
て
い
る
が
、
か
つ

図 3　岩手県穀類別収穫高（表 2のデータを元に作成）。
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て
は
一
・
五
～
二
メ
ー
ト
ル
近
い
高
さ
の
ヒ
エ
も
作
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。
逆
に
当
時
は
、
稈
の
短
い
品
種
が
育
種
・

開
発
さ
れ
て
も
、
餌
と
な
る
部
分
が
少
な
い
た
め
、
普
及
し
な
か
っ
た
と
い
う
話
も
残
っ
て
い
る
。

こ
の
地
域
に
お
け
る
二
年
三
毛
作
の
作
付
け
体
系
は
、
六
月
の
養
蚕
の
繁
忙
期
が
終
わ
っ
た
直
後
に
ヒ
エ
を
播
き
、

九
月
に
刈
り
取
っ
た
あ
と
、
ム
ギ
を
播
き
、
ム
ギ
が
熟
し
て
刈
り
取
り
直
前
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
、
ム
ギ
の
間
に
筋
溝
を

作
り
、
ダ
イ
ズ
（
時
に
ア
ズ
キ
）
を
植
え
る
。
ム
ギ
類
は
、
夏
前
に
収
穫
さ
れ
る
た
め
、
秋
収
穫
の
他
の
穀
類
の
よ
う

に
冷
害
の
影
響
は
受
け
な
い
と
い
う
長
所
が
あ
る
。

豆
類
の
根
は
根
粒
菌
を
蓄
え
、
土
壌
改
良
に
好
適
で
あ
る
が
、
毎
年
同
じ
場
所
に
植
え
る
と
連
作
障
害
を
起
こ
す�

た
め
、
こ
の
二
年
三
毛
作
に
よ
る
ダ
イ
ズ
と
イ
ネ
科
植
物
と
の
組
み
合
わ
せ
は
、
連
作
障
害
を
防
ぐ
と
い
う
面
に
お
い

て
も
優
れ
て
い
た
。

ア
ワ
は
小
石
が
混
じ
る
よ
う
な
水
は
け
の
よ
い
土
地
が
適
し
て
お
り
、
肥
沃
な
土
壌
を
必
要
と
し
な
い
の
も
特
徴
だ
。

ソ
バ
は
播
種
か
ら
約
七
五
日
と
い
う
短
期
間
で
収
穫
が
で
き
、
寒
冷
地
で
も
よ
く
育
つ
。
ま
た
、
こ
の
地
域
で
は
、
戦

前
か
ら
焼
畑
が
行
わ
れ
て
お
り
、
戦
後
の
食
料
難
の
時
期
は
常
畑
で
は
足
り
な
く
な
っ
た
た
め
、
傾
斜
地
で
の
焼
畑
が

拡
大
し
た
と
い
う
。
そ
こ
で
も
ソ
バ
、
ア
ワ
が
作
ら
れ
た
。
同
じ
旧
川
井
村
で
あ
っ
て
も
、
焼
畑
で
ヒ
エ
を
作
っ
た
と

い
う
人
も
い
る
。

聞
き
取
り
で
は
、
ア
ワ
の
中
で
も
モ
チ
種
の
ア
ワ
は
餅
に
な
る
が
「
量
が
で
き
な
い
（
反
収
が
悪
い
）」
の
で
、
主

食
に
で
き
な
い
か
ら
少
な
め
に
播
い
た
と
い
う
話
も
聞
い
た
。「
ソ
バ
も
量
は
で
き
な
い
、
加
工
し
て
も
量
は
少
な
い
」

の
で
、
安
定
し
た
食
料
確
保
の
た
め
に
、
ま
ず
は
ヒ
エ
と
オ
オ
ム
ギ
を
優
先
的
に
作
っ
た
と
い
う
。
人
々
は
各
々
の�

雑
穀
の
植
物
特
性
に
よ
っ
て
巧
み
に
適
地
を
利
用
し
、
年
間
の
収
量
を
勘
案
し
て
、
各
穀
類
の
植
え
付
け
配
分
を
考
え

て
い
た
。
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多
様
な
雑
穀
が
生
み
出
す
食
文
化

我
々
の
聞
き
取
り
か
ら
も
、ヒ
エ
や
ム
ギ
は
日
々
の
食
で
あ
っ
た
が
、ア
ワ
や
キ
ビ
は
、時
に
ハ
レ
の
日
の
食
と
な
っ

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ア
ワ
か
ら
は
粟
餅
が
搗
か
れ
、
コ
ッ
キ
ビ
（
イ
ナ
キ
ビ
）
も
餅
に
加
工
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ

た
。
ア
ワ
は
黄
色
い
粒
と
白
い
粒
の
も
の
が
あ
る
が
、
こ
の
地
域
で
は
よ
り
米
に
近
い
も
の
が
好
ま
れ
た
か
ら
か
、�

白
い
ア
ワ
が
多
い
と
い
う
。

モ
ロ
コ
シ
（
タ
カ
キ
ビ
）
の
団
子
（
キ
ビ
団
子
・
す
す
り
団
子
と
呼
ば
れ
る
）
は
、
皆
で
、
山
で
干ひ
く
さ草
刈
り
を
し
て

下
山
し
て
き
た
日
に
振
舞
わ
れ
る
特
別
な
食
で
、
当
時
を
振
り
返
り
「
何
杯
も
お
か
わ
り
し
て
食
べ
た
」
と
語
る
九
十

代
の
男
性
も
い
た
。
山
仕
事
が
重
要
な
生
業
で
あ
っ
た
こ
の
地
域
で
は
、
携
帯
用
の
昼
食
と
し
て
、
角つ
の

袋ぶ
く
ろと
呼
ば
れ
る

牛
の
角
の
よ
う
な
形
の
袋
に
炊
い
た
ヒ
エ
を
入
れ
た
も
の
や
、
ソ
バ
の
団
子
も
持
参
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
ア
ワ
の

「
ど
ぶ
ろ
く
」
は
作
る
の
を
欠
か
し
た
こ
と
が
な
い
と
い
う
お
ば
あ
さ
ん
も
い
る
。
様
々
な
雑
穀
が
、
多
様
な
料
理
法

や
食
文
化
を
生
ん
で
い
た
一
端
を
伺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

現
代
に
生
き
る
雑
穀
栽
培
と
在
来
知
―
嵯
峨
農
園
の
事
例
か
ら
―

そ
の
後
、
閉
伊
川
流
域
に
お
い
て
も
、
稲
作
が
導
入
さ
れ
て
か
ら
は
、
雑
穀
生
産
は
急
激
に
減
り
、
雑
穀
を
食
べ
て

い
た
当
時
を
振
り
返
っ
て
「
も
う
食
べ
た
く
な
い
」
と
い
う
声
が
聞
か
れ
る
一
方
で
、「
種
を
絶
や
し
た
く
な
い
」、�

「
土
地
が
余
っ
て
い
た
か
ら
」、「
ア
ワ
で
ど
ぶ
ろ
く
を
作
り
た
い
」、「
人
に
あ
げ
る
と
喜
ば
れ
る
」
と
い
っ
た
各
々
の

理
由
で
、
雑
穀
は
、
細
々
と
作
り
続
け
ら
れ
て
い
た
。

一
九
九
二
年
に
神
奈
川
県
か
ら
Ｉ
タ
ー
ン
移
住
し
た
嵯
峨
均
・
良
子
さ
ん
（
宮
古
市
江
繋
地
区
）
は
、
当
初
は
有
機
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農
業
を
行
っ
て
い
た
が
、
こ
の
地
で
雑
穀
と
出
会
い
、
雑
穀
の
魅
力
に
惚
れ
込
ん
だ
。
ま
た
雑
穀
は
、
農
薬
等
を
使
わ

な
く
て
も
大
丈
夫
だ
と
い
う
こ
と
が
分
か
り
、
自
分
た
ち
の
農
業
の
理
想
に
も
適
し
た
作
物
で
あ
っ
た
。

当
時
、
こ
の
地
域
の
高
齢
者
の
間
で
は
、
ヒ
エ
栽
培
の
得
意
な
人
、
ア
ワ
な
ら
ば
誰
と
い
う
よ
う
に
、
タ
ネ
も
、
栽

培
を
め
ぐ
る
経
験
や
工
夫
・
在
来
知
も
残
っ
て
い
た
。
ア
ワ
も
キ
ビ
も
数
種
類
も
の
タ
ネ
が
あ
っ
た
。
一
九
九
五
年�

か
ら
は
嵯
峨
さ
ん
自
ら
も
、
雑
穀
と
豆
生
産
に
シ
フ
ト
し
、
一
九
九
九
年
に
は
、
地
元
農
家
三
〇
名
か
ら
な
る
「
か
わ

い
雑
穀
産
直
生
産
組
合
」
を
立
ち
上
げ
、
補
助
金
を
も
と
に
機
械
を
購
入
し
て
加
工
施
設
も
作
っ
た
。
各
農
家
が
、
も

と
も
と
自
家
用
に
作
っ
て
い
た
雑
穀
を
買
い
と
り
、
雑
穀
ミ
ッ
ク
ス
と
し
て
製
品
化
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
中
心
に�

販
売
を
始
め
た
の
だ
。
当
時
は
ま
だ
、
い
わ
ゆ
る
「
雑
穀
ブ
ー
ム
」
が
起
こ
る
前
で
、
雑
穀
の
知
名
度
も
低
か
っ
た
が
、

そ
の
後
、
雑
穀
の
栄
養
価
や
食
物
繊
維
の
効
能
が
評
価
さ
れ
、
徐
々
に
販
売
は
軌
道
に
の
り
、
数
年
後
に
は
岩
手
県
内

の
他
地
域
か
ら
も
雑
穀
を
買
い
、
ブ
レ
ン
ド
し
て
販
売
展
開
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

地
元
の
人
も
、
わ
ず
か
な
が
ら
栽
培
し
て
い
た
雑
穀
が
収
入
と
な
る
こ
と
で
、
生
産
の
や
り
が
い
に
も
つ
な
が
っ
た
。

減
少
し
つ
つ
あ
っ
た
雑
穀
栽
培
が
、
地
域
で
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
さ
れ
、
買
い
取
り
・
販
路
の
開
拓
が
行
わ
れ
た
こ
と
で
、

栽
培
の
伝
統
が
復
興
し
て
き
た
好
事
例
で
あ
る
。

嵯
峨
さ
ん
た
ち
に
よ
る
と
、
例
え
ば
ア
ワ
を
栽
培
し
て
い
る
「
名
人
」
の
お
ば
あ
さ
ん
は
、
仮
に
他
の
人
が
「
今
年

は
採
れ
な
か
っ
た
」
と
い
う
年
で
も
、
確
実
に
収
量
を
確
保
す
る
と
い
う
。
実
は
、
ア
ワ
は
発
芽
の
時
に
失
敗
を
す
る

（
発
芽
不
良
を
起
こ
す
）
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
こ
の
お
ば
あ
さ
ん
は
、
ア
ワ
の
種
は
や
や
多
め
に
播
い
て
お
く
。�

す
る
と
発
芽
状
況
の
悪
い
年
で
あ
っ
て
も
、
ち
ゃ
ん
と
密
生
し
て
発
芽
す
る
箇
所
も
あ
り
、
発
芽
が
良
好
な
場
所
か
ら
、

発
芽
の
悪
か
っ
た
と
こ
ろ
に
移
植
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
安
定
し
た
収
量
を
確
保
し
て
い
る
と
い
う
。
例
年
通
り�

通
常
に
発
芽
し
た
年
は
、
雑
草
と
り
を
す
る
際
に
、
逆
に
密
生
し
た
箇
所
か
ら
間
引
き
を
す
る
こ
と
で
、
適
正
な
密
度
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を
保
つ
こ
と
が
で
き
る
。
小
規
模
で
、
目
を
か
け
手
を
か
け
て
育
て
る
タ
イ
プ
の
農
業
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
知

恵
や
実
践
が
、
連
綿
と
受
け
継
が
れ
て
き
た
。

現
代
の
雑
穀
栽
培
―
消
費
地
の
拡
大
と
地
域
主
導
―

興
味
深
い
こ
と
に
、
現
在
も
作
り
続
け
ら
れ
て
い
る
雑
穀
は
、
地
元
の
生
産
者
や
高
齢
者
は
あ
ま
り
食
べ
な
い
と
い

う
話
が
、
あ
ち
こ
ち
で
聞
か
れ
た
。
今
は
米
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
昔
、
食
べ
た
雑
穀
は
、
今
さ
ら
食
べ
な
く
て
良
い
と

い
う
わ
け
だ
。
か
つ
て
の
雑
穀
は
「
命
を
つ
な
ぐ
食
」
で
、
地
域
内
で
の
消
費
が
主
で
あ
っ
た
。
し
か
し
現
代
に
お
け

る
雑
穀
は
、
栄
養
価
に
着
目
し
た
健
康
志
向
の
消
費
者
に
支
え
ら
れ
、「
地
域
外
」
へ
も
流
通
し
、
そ
の
消
費
量
は
地

域
外
へ
と
シ
フ
ト
し
て
い
る
。

ま
た
岩
手
県
内
の
、
地
域
に
よ
る
雑
穀
生
産
の
特
徴
と
し
て
、
ヒ
エ
は
、
稲
用
の
機
械
類
が
そ
の
ま
ま
使
え
る
こ
と

も
あ
り
、
田
ん
ぼ
か
ら
の
転
用
作
物
と
し
て
、
特
に
花
巻
市
で
広
域
に
生
産
さ
れ
て
い
る
。
花
巻
市
は
二
〇
〇
三
年�

の
「
花
巻
地
方
水
田
農
業
ビ
ジ
ョ
ン
」
に
お
い
て
、
雑
穀
需
要
の
高
ま
り
と
、
ム
ギ
・
ダ
イ
ズ
の
連
作
障
害
へ
の
対
応

の
一
環
と
し
て
、
ヒ
エ
に
加
え
て
、
ア
ワ
・
キ
ビ
・
ハ
ト
ム
ギ
等
を
加
え
た
「
雑
穀
の
総
合
産
地
化
」
を
掲
げ
る
よ
う

に
な
っ
た
（
花
巻
市
二
〇
一
九
）。
機
を
同
じ
く
し
て
、
二
〇
〇
二
年
に
は
東
北
新
幹
線
の
二
戸
駅
が
誕
生
し
、
県
北

地
域
で
も
地
域
の
特
産
品
と
し
て
雑
穀
を
盛
り
立
て
て
い
く
動
き
が
出
て
き
た
（
Ｊ
Ａ
新
い
わ
て�

北
部
営
農
経
済
セ

ン
タ
ー
で
の
聞
き
取
り
に
よ
る
）。
ど
ち
ら
の
地
域
で
も
、
雑
穀
の
乾
燥
・
調
整
施
設
の
整
備
、
販
路
の
拡
大
・
確
保

が
進
ん
だ
。
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東
日
本
大
震
災
の
影
響
・
生
産
者
の 

高
齢
化

こ
の
よ
う
に
生
産
が
好
調
に
伸
び
て
き�

た
岩
手
県
下
の
雑
穀
栽
培
で
あ
っ
た
が
、

二
〇
一
一
年
の
東
日
本
大
震
災
・
福
島
原
発

事
故
後
の
い
わ
ゆ
る
「
風
評
被
害
」
の
影
響

を
受
け
、
購
買
が
鈍
化
す
る
と
い
う
事
態
が

発
生
し
た
。
一
時
は
在
庫
を
抱
え
た
地
域
も

あ
っ
た
と
い
う
。
そ
の
た
め
、
特
に
ヒ
エ

（
二
〇
一
二
年
）・
ア
ワ
（
二
〇
一
三
年
）・

キ
ビ
（
二
〇
一
三
年
）
は
、
作
付
面
積
が
急

激
に
減
少
し
た
（
表
３
）。
雑
穀
の
栽
培
地

は
内
陸
の
た
め
、
津
波
等
の
被
害
を
受
け
て

い
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
地
域
外
の
消
費
者

に
よ
る
買
い
控
え
が
お
こ
り
、
生
産
者
が
翌

年
の
植
え
付
け
を
減
ら
す
な
ど
の
対
応
を

と
っ
た
た
め
だ
。
二
〇
一
五
年
か
ら
は
生
産

に
微
増
の
兆
し
が
み
え
て
お
り
、
今
後
の
復

表 3　岩手県雑穀作付面積（単位：アール）

　 ヒエ アワ キビ�
（イナキビ）

モロコシ�
（タカキビ） ソバ

2005 年 14,300 6,260 7,750 770 90,100
2006 年 10,500 9,180 8,230 850 84,900
2007 年 12,310 9,220 12,000 1,800 58,580
2008 年 17,930 8,360 13,170 1,180 65,730
2009 年 21,600 8,560 14,190 1,110 65,330
2010 年 21,450 7,930 12,280 2,440 106,000
2011 年 15,772 6,248 7,106 2,738 143,000
2012 年 7,082 6,169 6,780 1,318 161,000
2013 年 5,445 4,570 3,206 1,500 166,000
2014 年 4,042 3,650 2,020 2,750 161,000
2015 年 5,193 2,913 4,395 700 162,000
2016 年 5,299 3,581 4,896 575 162,000
2017 年 5,195 2,211 4,252 715 176,000

公益財団法人日本特産農作物種苗協会による『特産種苗』（2010,2014,2019）の雑穀
生産データから、岩手県の作付面積を抽出。
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活
に
期
待
し
た
い
。

ま
た
、
雑
穀
の
生
産
量
が
減
っ
て
い
る
理
由
と
し
て
、
栽
培
農
家
の
高
齢
化
が
進
み
、
生
産
者
が
減
っ
て
い
る
と
い
う

深
刻
な
問
題
も
あ
る
。
大
変
な
作
業
で
あ
る
除
草
も
含
め
て
「
小
規
模
で
手
を
か
け
て
育
て
る
」
と
い
う
こ
と
が
、
現
代

の
農
業
経
営
で
は
難
し
く
な
っ
て
い
る
状
況
で
、
将
来
に
向
け
て
ど
の
よ
う
な
方
策
が
と
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

持
続
的
な
雑
穀
生
産
に
む
け
て

（
一
）
省
力
化
と
品
種
改
良

持
続
的
な
雑
穀
生
産
へ
の
方
策
と
し
て
は
、
①
高
齢
者
・
中
小
規
模
経
営
の
農
家
に
む
け
た
、
省
力
化
（
機
械
化
）、

②
軽
労
化
技
術
の
開
発
が
模
索
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
前
述
の
ア
ワ
に
お
い
て
は
、
種
を
畑
に
播
く
の
で
は
な
く
、
最

初
に
苗
を
作
っ
て
か
ら
そ
の
苗
を
機
械
で
移
植
す
る
方
法
が
あ
り
、
発
芽
を
確
実
に
す
る
と
共
に
除
草
の
作
業
も
減
ら

す
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
岩
手
県
農
業
研
究
セ
ン
タ
ー
県
北
農
業
研
究
所
な
ど
で
は
、
県
内
の
在
来
雑
穀
品
種
を
も

と
に
、
③
特
色
の
あ
る
新
品
種
の
育
成
に
も
力
を
入
れ
て
い
る
。
消
費
者
側
は
見
た
目
の
色
や
美
し
さ
や
食
味
を
求
め

る
が
、
生
産
者
側
と
し
て
は
、
栽
培
し
や
す
く
多
収
で
あ
る
こ
と
も
必
要
で
、
そ
の
結
果
、
粘
り
の
強
い
ア
ワ
「
ゆ
い

こ
が
ね
」（
仲
條�

二
〇
一
五
）、
粘
り
が
強
く
短
稈
の
ヒ
エ
「
ね
ば
り
っ
こ
二
号
」
な
ど
が
誕
生
し
た
。

（
二
）
種
の
多
様
性

雑
穀
と
い
え
ど
も
、
病
虫
害
は
あ
る
た
め
、
相
応
の
対
策
は
必
要
で
は
あ
る
が
、
基
本
的
に
は
農
薬
を
あ
ま
り
必
要

と
し
な
い
作
物
で
あ
る
。
ま
た
現
代
に
お
い
て
も
、
特
に
ヒ
エ
は
比
較
的
安
定
し
た
反
収
が
確
保
で
き
る
と
い
う
特
長

が
あ
る
。
気
候
へ
の
対
応
と
し
て
、
一
九
九
三
年
の
記
録
的
な
冷
夏
の
際
は
、
東
北
・
北
海
道
の
米
作
は
大
き
な
打
撃
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を
受
け
、
国
産
米
が
足
ら
ず
緊
急
措
置
と
し
て
、
輸
入
米
が
店
先
に
並
ん
だ
こ
と
を
覚
え
て
い
る
人
も
多
い
だ
ろ
う
。

現
在
日
本
で
は
、
雑
穀
も
九
割
以
上
が
輸
入
さ
れ
て
い
る
と
い
う
状
況
だ
が
、
国
内
に
お
け
る
食
料
の
自
給
や
、
穀
類

生
産
の
多
様
性
と
い
う
点
か
ら
も
、
雑
穀
は
過
去
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
現
在
と
未
来
に
お
け
る
重
要
性
は
明
ら
か

で
あ
る
。
岩
手
県
下
で
は
、
雑
穀
遺
伝
資
源
の
収
集
・
保
存
、
そ
の
活
用
が
進
み
、
二
〇
〇
四
年
に
は
「
岩
手
県
雑
穀

遺
伝
資
源
セ
ン
タ
ー
」
が
整
備
さ
れ
た
（
仲
條�

二
〇
一
二
）。

（
三
）
環
境
保
全
と
ブ
ラ
ン
ド
化

二
戸
地
域
で
は
、
環
境
を
保
全
し
た
雑
穀
栽
培
、
品
質
管
理
の
取
り
組
み
と
し
て
、
二
〇
〇
五
年
度
よ
り
「
二
戸
地

域
雑
穀
ブ
ラ
ン
ド
認
証
基
準
」
を
設
定
し
て
い
る
。
①
岩
手
県
二
戸
地
域
の
農
家
が
同
地
で
栽
培
し
た
雑
穀
で
あ
る�

こ
と　

②
二
戸
地
域
雑
穀
ブ
ラ
ン
ド
推
進
委
員
会
が
指
定
し
た
品
種･

系
統
で
あ
る
こ
と　

③
委
員
会
で
指
定
し
た
畑

か
ら
採
れ
た
種
子
を
使
う
こ
と　

④
無
農
薬
栽
培
で
あ
る
こ
と
な
ど
、
六
つ
の
基
準
の
も
と
に
栽
培
を
推
進
し
て
い
る

（
岩
手
県
二
戸
農
業
改
良
普
及
セ
ン
タ
ー�
二
〇
一
四
）。

展
望

二
〇
一
五
年
に
は
雑
誌
「
ク
ロ
ワ
ッ
サ
ン
」（
マ
ガ
ジ
ン
ハ
ウ
ス
社
二
〇
一
五
）
が
「
も
う
『
雑
』
穀
と
は
、
呼
ば

せ
な
い
。」
と
い
う
大
特
集
を
組
み
、
近
年
は
、
洒
落
た
レ
ス
ト
ラ
ン
な
ど
で
も
雑
穀
米
が
出
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
な

る
な
ど
、
雑
穀
へ
の
注
目
度
は
増
し
て
い
る
。
生
産
地
に
お
い
て
は
、
雑
穀
は
「
伝
統
食
」
で
あ
る
一
方
、
他
地
域
に

お
い
て
は
今
や
雑
穀
は
、
ヘ
ル
シ
ー
で
お
し
ゃ
れ
な
も
の
へ
と
変
化
し
つ
つ
あ
る
よ
う
だ
。
た
と
え
ば
、
二
〇
一
九
年

二
月
十
三
日
現
在
、「
雑
穀　

健
康　

ヘ
ル
シ
ー
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
で
グ
ー
グ
ル
社
の
検
索
を
か
け
る
と
、
約�
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百
十
六
万
件
が
ヒ
ッ
ト
す
る
。
需
要
が
あ
る
一
方
、
生
産
の
場
で
は
高
齢
化
が
進
ん
で
お
り
、
今
後
若
い
世
代
の
人
々

が
、
雑
穀
生
産
に
参
入
し
て
い
く
に
は
、
国
内
生
産
の
雑
穀
の
価
値
の
再
評
価
と
、
適
正
な
（
高
）
価
格
で
の
取
引
、

消
費
者
側
の
理
解
が
極
め
て
重
要
な
鍵
と
な
ろ
う
。

二
〇
一
六
年
に
、
筆
者
が
、
岩
手
県
県
北
で
雑
穀
栽
培
地
や
調
整
作
業
を
見
学
に
伺
っ
た
折
、
機
械
で
刈
り
取
り�

き
れ
ず
落
ち
た
ア
ワ
の
穂
を
、
農
家
の
方
が
一
穂
ず
つ
拾
い
上
げ
て
い
る
姿
を
拝
見
し
た
こ
と
が
あ
る
。
色
彩
選
別
機

を
か
け
た
あ
と
に
、
わ
ず
か
ほ
ん
の
数
粒
残
っ
た
色
の
濃
い
雑
穀
の
粒
を
、
目
視
で
ピ
ン
セ
ッ
ト
を
使
っ
て
丁
寧
に
取

り
除
く
と
い
う
き
わ
め
て
手
間
の
か
か
る
作
業
に
も
頭
が
下
が
っ
た
。
雑
穀
に
は
、
各
地
域
で
伝
え
ら
れ
た
様
々
な�

種
と
栽
培
の
知
恵
と
い
う
「
地
域
の
宝
」
が
つ
ま
っ
て
い
る
。
そ
し
て
過
去
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
、
地
域
に
適
し
た

品
種
の
選
抜
や
改
良
が
あ
り
、
機
械
化
が
進
ん
で
も
な
お
、「
手
を
か
け
・
目
を
か
け
」、
今
も
世
に
送
り
出
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
色
と
り
ど
り
の
小
さ
な
粒
の
中
に
つ
ま
っ
た
歴
史
と
、
食
料
資
源
と
し
て
の
重
要
性
・
未
来
可
能
性
を
考
え

る
時
、
こ
れ
ら
が
将
来
的
に
も
、
地
域
で
連
綿
と
作
り
続
け
ら
れ
る
こ
と
を
強
く
願
う
。

謝
辞本

稿
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
宮
古
市
で
雑
穀
生
産
に
か
つ
て
関
わ
っ
て
お
ら
れ
た
方
々
、
ま
た
、
嵯
峨
農
園
の�

嵯
峨
均
さ
ん
と
良
子
さ
ん
に
は
、
多
く
の
お
話
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
き
、
筆
者
の
度
重
な
る
質
問
に
も
、
ご
丁
寧
な
ご

教
示
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
Ｊ
Ａ
新
い
わ
て�

北
部
営
農
経
済
セ
ン
タ
ー
の
岩
崎
実
さ
ん
・
宮
地
優
里
奈
さ
ん
に
は
雑

穀
の
圃
場
・
調
整
施
設
も
ご
案
内
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
こ
に
記
し
て
深
く
感
謝
い
た
し
ま
す
。

な
お
、
本
稿
に
お
け
る
、
岩
手
県
宮
古
市
に
お
け
る
フ
ィ
ー
ル
ド
調
査
は
、
羽
生
淳
子
さ
ん
と
共
に
行
っ
た
も
の
で
、
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総
合
地
球
環
境
学
研
究
所
フ
ル
リ
サ
ー
チ
「
地
域
に
根
ざ
し
た
小
規
模
経
済
活
動
と
長
期
的
持
続
可
能
性
―
歴
史
生
態

学
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
」（
研
究
番
号
一
四
二
〇
〇
〇
四
）、
お
よ
び
公
益
財
団
法
人
日
本
生
命
財
団
学
際
的
総
合
研
究

助
成
プ
ロ
ジ
ェ
ッ
ク
ト
「
ヤ
マ
・
カ
ワ
・
ウ
ミ
に
生
き
る
知
恵
と
工
夫
」（
羽
生
・
佐
々
木
・
福
永
二
〇
一
八
）
と
連

携
し
ま
し
た
。

文
献

岩
手
県　

一
九
六
四�『
岩
手
県
史
』（
第
九
巻
）
近
代
篇
。

岩
手
県
二
戸
農
業
改
良
普
及
セ
ン
タ
ー�

二
〇
一
四
「
二
戸
地
域
の
雑
穀
生
産
の
再
興
に
向
け
て
―
蓄
積
さ
れ
て
き
た

ス
モ
ー
ル
デ
ー
タ
の
有
効
活
用
を
図
る
―
」
特
集
雑
穀
・
豆
類
の
機
械
化　
『
特
産
種
苗
』
一
八
号　

公
益
財
団
法

人
日
本
特
産
農
作
物
種
苗
協
会　

四
一
～
四
三
頁
。

公
益
財
団
法
人
日
本
特
産
農
作
物
種
苗
協
会
『
特
産
種
苗
』
九
号
（
二
〇
一
〇
）、
一
七
号
（
二
〇
一
四
）、
二
八
号

（
二
〇
一
九
）。

マ
ガ
ジ
ン
ハ
ウ
ス
社　

二
〇
一
五　
「
も
う
『
雑
』
穀
と
は
、
呼
ば
せ
な
い
。」『
ク
ロ
ワ
ッ
サ
ン
』　

十
一
月
一
〇
日
号�

一
四
～
六
三
頁

真
貝
理
香
・
羽
生
淳
子　

二
〇
一
八
「
第
六
章　

主
食
の
多
様
性
、
在
来
知
と
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
―
歴
史
生
態
学
か
ら
見

た
北
上
山
地
旧
川
井
村
地
区
の
文
化
景
観
―
」、
羽
生
淳
子
・
佐
々
木
剛
・
福
永
真
弓
編
『
や
ま
・
か
わ
・
う
み
の

知
を
つ
な
ぐ:�

東
北
に
お
け
る
在
来
知
と
環
境
教
育
の
現
在
』
東
海
大
学
出
版
部　

九
九
～
一
四
〇
頁
。

仲
條
眞
介　

二
〇
一
二
「
岩
手
県
に
お
け
る
雑
穀
遺
伝
資
源
の
収
集
・
保
存
と
そ
の
活
用
」『
特
産
種
苗�

』
一
四
号　

公
益
財
団
法
人
日
本
特
産
農
作
物
種
苗
協
会　

五
〇
～
五
四
頁
。
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仲
條
眞
介　

二
〇
一
五
「
ア
ワ
新
品
種
「
ゆ
い
こ
が
ね
」
の
育
成
」
県
北
農
業
研
究
所
作
物
研
究
室
（
現
・
技
術
部
作

物
研
究
室
）
報
文　

岩
手
農
業
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
報
告�

一
四
号�

二
七
～
四
〇
頁
。

花
巻
市　

二
〇
一
九　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
雑
穀
振
興
の
概
要
」https://w

w
w

.city.hanam
aki.iw

ate.jp/jigyousya/�
305/306/p004254.htm

l　
（
二
〇
一
九
年
二
月
一
三
日
ア
ク
セ
ス
）

羽
生
淳
子
・
佐
々
木
剛
・
福
永
真
弓
編　

二
〇
一
八
『
や
ま
・
か
わ
・
う
み
の
知
を
つ
な
ぐ
―
東
北
に
お
け
る
在
来
知

と
環
境
教
育
の
現
在
―
』
東
海
大
学
出
版
部
。
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４
．
こ
の
地
で
作
り
続
け
る
と
い
う
こ
と

　
　
　
　

―
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
概
念
に
よ
る
再
検
討
―

山
口　

富
子

は
じ
め
に

二
〇
一
一
年
三
月
一
一
日
の
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
、
津
波
、
そ
し
て
原
子
力
発
電
所
の
事
故
が
起
こ
り
、
東
北

地
方
に
甚
大
な
被
害
が
も
た
ら
さ
れ
た
。
特
に
東
京
電
力
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
か
ら
の
大
量
の
放
射
性
物
質
の�

飛
散
に
よ
り
、
近
隣
住
民
の
生
活
が
著
し
く
混
乱
し
た
。

原
子
力
発
電
所
周
辺
に
住
む
住
民
の
経
済
基
盤
が
主
に
農
林
水
産
業
で
あ
る
と
い
う
地
域
特
性
を
踏
ま
え
れ
ば
、
放

射
性
物
質
に
よ
る
土
壌
や
農
林
水
産
物
の
汚
染
が
、
農
林
水
産
業
を
営
む
住
民
の
生
活
基
盤
を
揺
る
が
し
た
と
い
う�

こ
と
は
容
易
に
想
像
が
つ
く
。

国
は
、
農
地
や
農
業
用
施
設
の
損
壊
、
農
作
物
・
家
畜
の
被
害
、
農
業
・
畜
産
関
係
施
設
の
被
害
な
ど
の
農
業
イ
ン

フ
ラ
に
も
た
ら
さ
れ
た
被
害
は
、
新
潟
県
中
越
地
震
の
被
害
額
を
は
る
か
に
超
え
る
二
兆
四
二
六
八
億
円
規
模
と
報
告

す
る
注
１
。
こ
う
し
た
断
片
的
な
情
報
だ
け
で
も
、
東
日
本
大
震
災
に
よ
る
被
害
の
規
模
は
凄
ま
じ
く
大
き
い
も
の
で

あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
（
表
１
）。

震
災
か
ら
八
年
が
経
過
し
た
今
、
表
面
的
に
は
被
災
地
域
の
復
興
が
進
ん
で
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
土
壌
、
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水
、
農
業
生
態
系
の
汚
染
は
、
地
域
の
再
生
を
難
し
い
も
の
に
す
る
。
個
別

の
問
題
が
複
雑
に
絡
み
つ
き
つ
つ
、
地
域
の
農
業
の
存
続
を
危
ぶ
む
声
も
聞

か
れ
る
。

　

�　

私
は
福
島
県
南
相
馬
市
の
有
機
米
農
家
で
す
。
十
八
年
前
か
ら
有
機

農
業
に
取
り
組
み
始
め
、
以
来
、
自
然
環
境
と
対
話
し
な
が
ら
米
づ
く

り
を
続
け
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
二
〇
一
一
年
に
起
き
た
福
島
第
一

原
発
事
故
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
の
生
活
は
一
変
し
ま
し
た
。
放
射
性
物

質
で
環
境
が
汚
染
さ
れ
、
農
作
物
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た

の
で
す
。

　

�　

私
が
住
ん
で
い
る
原
町
区
太
田
地
区
は
、
原
発
か
ら
二
〇
キ
ロ
圏
の

境
界
地
域
に
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
は
多
く
の
田
ん
ぼ
が
今
も
手
つ
か
ず

の
ま
ま
放
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
福
島
県
の
米
は
全
量
検
査
を
行
い
、
安

全
性
を
確
認
し
た
上
で
出
荷
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
風
評
な
ど
も
あ
っ
て

な
か
な
か
売
れ
ま
せ
ん
。
売
れ
な
い
と
や
る
気
が
起
き
な
い
の
で
つ
く

ら
な
く
な
る
。
こ
れ
ま
で
作
付
け
を
し
な
く
て
も
東
京
電
力
か
ら
賠
償

金
が
支
払
わ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
今
後
は
打
ち
切
り
の
方
向
が
示
さ
れ

て
い
ま
す
。
こ
の
ま
ま
で
は
米
づ
く
り
を
再
開
で
き
ず
に
や
め
て
し
ま

う
農
家
も
出
て
く
る
で
し
ょ
う
（
杉
内
二
〇
一
六
：
二
七
頁
）。

表 1　平成における震度 7以上の震災と農林水産被害額
年・名称 震度・M 農林水産被害額

2011 年
東日本大震災

震度 7
M9.0 2 兆 4,268 億円��(2012 年 3 月 5 日現在）

2004 年
新潟県中越地震

震度 7
M6.8� 1,330 億円

1995 年
兵庫県南部地震

震度 7
M7.3� 900 億円

出典：農林水産省『東日本大震災と農林水産業基礎統計データ』�
［2012 年（平成 24 年）6月］より筆者が作成� �
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こ
の
コ
メ
ン
ト
を
し
た
杉
内
清
繁
さ
ん
は
、
東
京
電
力
福
島
第
一
原
発
か
ら
二
一
キ
ロ
の
場
所
に
住
む
、
有
機
米
農

家
で
あ
る
。
杉
内
さ
ん
が
住
む
原
町
区
太
田
地
区
は
、
避
難
指
示
区
域
ま
で
わ
ず
か
数
百
メ
ー
ト
ル
し
か
な
い
。
い
わ

ゆ
る
「
境
界
地
域
」
で
あ
り
、
同
じ
地
区
内
で
避
難
を
指
示
さ
れ
た
農
家
と
そ
う
で
は
な
い
農
家
が
混
在
す
る
地
区
で

あ
っ
た
（
二
〇
一
六
年
七
月
に
避
難
指
示
は
解
除
。
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
行
っ
た
二
〇
一
四
年
に
は
、
原
町
区
に
は
避
難

指
示
区
域
と
そ
う
で
は
な
い
区
域
が
存
在
し
た
）。

農
業
現
場
で
は
、
営
農
意
欲
の
減
退
か
ら
離
農
が
増
え
、
ま
た
農
業
を
支
え
る
さ
ま
ざ
ま
な
資
源
、
組
織
、
人
間
関

係
が
困
難
な
状
況
に
陥
り
、
く
ら
し
の
空
間
そ
の
も
の
が
壊
れ
て
し
ま
っ
た
が
（
東
洋
経
済　

二
〇
一
四
年
三
月
一
一

日
）、
他
方
、
く
ら
し
を
取
り
戻
そ
う
と
す
る
人
び
と
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
存
在
す
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
現
に
、
筆
者

が
福
島
県
を
訪
ね
た
際
に
、「
こ
こ
で
作
物
を
作
り
続
け
た
い
」
と
語
る
何
人
も
の
農
家
の
方
に
出
会
っ
た
。
そ
の
言

葉
か
ら
「
こ
の
地
」
に
対
す
る
誇
り
や
愛
着
が
感
じ
ら
れ
た
。

本
章
で
は
「
こ
の
地
で
作
物
を
作
り
続
け
た
い
」
と
い
う
語
り
を
手
掛
か
り
に
、
農
林
水
産
被
害
額
で
は
捉
え
き
れ

な
い
被
害
と
、
地
域
を
再
生
し
よ
う
と
す
る
人
び
と
が
持
つ
力
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
、
レ
ジ
リ

エ
ン
ス
概
念
を
参
考
に
し
な
が
ら
再
検
討
す
る
。

レ
ジ
リ
エ
ン
ス
概
念
と
は
？

震
災
後
、
国
や
自
治
体
の
政
策
議
論
で
「
被
災
地
の
復
興
」、「
災
害
か
ら
の
復
旧
」、「
地
域
の
再
生
」
と
い
う
論
点

が
し
ば
し
ば
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
、農
業
の
復
旧
と
い
う
問
題
も
主
要
な
政
策
論
点
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
。

ア
カ
デ
ミ
ア
で
は
、
農
学
の
研
究
者
ら
を
中
心
と
し
て
「
農
か
ら
の
再
生
」、「
農
に
よ
る
再
生
」
と
い
う
問
題
が
提
起

さ
れ
、
被
災
地
の
農
家
と
協
働
し
つ
つ
実
践
的
な
研
究
が
進
め
ら
れ
て
き
た
（
例
え
ば
、
守
友
ほ
か
二
〇
一
四
、
野
中
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二
〇
一
四
、
小
山
・
小
松
二
〇
一
三
）。

復
興
や
復
旧
ま
た
地
域
の
再
生
と
い
っ
た
問
題
を
考
え
る
際
に
、
地
域
が
持
つ
潜
在
的
な
能
力
を
検
討
す
べ
き
で�

あ
る
と
す
る
の
が
災
害
研
究
に
お
け
る
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
と
い
う
概
念
で
あ
る
。
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
概
念
は
、
論
者
に
よ
り

定
義
が
異
な
る
が(Cutter�2006,�

原
口
二
〇
一
〇)

、
こ
こ
で
は
ひ
と
ま
ず
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
を
「
災
害
に
直
面
し
た
時

に
、
そ
れ
に
対
応
し
、
克
服
し
て
い
く
能
力
」
と
い
う
広
義
の
意
味
で
捉
え
、
議
論
を
進
め
る
。

浦
野
正
樹
（
二
〇
一
〇
）
は
、
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
を
「
復
元
＝
回
復
力
」
と
呼
び
、「
復
元
＝
回
復
力
」
を
「
災
害
の
脆

弱
性
」
と
い
う
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
対
置
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
る
。
浦
野
に
拠
れ
ば
、「
災
害
の
脆
弱
性
」
と
い
う
視
座

か
ら
災
害
問
題
を
検
討
す
る
場
合
、
災
害
の
根
本
原
因
は
何
か
に
つ
い
て
、
災
害
以
前
か
ら
そ
の
地
域
に
存
在
す
る
社

会
構
造
上
の
問
題
と
関
連
づ
け
な
が
ら
検
討
す
る
。

他
方
、「
復
元
＝
回
復
力
」
と
い
う
パ
ラ
ダ
イ
ム
は
、
地
域
の
再
生
に
関
わ
る
人
び
と
の
主
体
に
着
目
し
つ
つ
、�

災
害
後
の
回
復
の
プ
ロ
セ
ス
に
着
目
す
る
。
原
口
弥
生
は
（
二
〇
一
〇
）、
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
と
は
、「
被
災
前
の
ハ
ザ
ー

ド
を
大
き
な
災
害
に
結
び
付
け
な
い
能
力
と
い
う
視
点
を
も
含
む
概
念
で
あ
る
」
の
に
対
し
、「
復
元
＝
回
復
力
」
と

い
う
概
念
は
、
震
災
後
の
復
元
に
焦
点
を
あ
て
る
概
念
で
あ
る
と
述
べ
る
。
前
者
は
、
災
害
に
ど
う
備
え
る
の
か
と
い

う
論
点
に
着
目
す
る
の
に
対
し
、
後
者
は
、
災
害
後
に
ど
う
す
る
の
か
と
い
う
問
題
意
識
を
持
つ
、
よ
っ
て
二
つ
の
概

念
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
と
述
べ
る
。
確
か
に
、「
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
」
と
「
復
元
＝
回
復
力
」
は
異
な
る
タ
イ
ム
フ
レ
ー

ム
で
起
こ
る
事
象
が
研
究
の
射
程
に
入
る
と
い
う
点
で
、
厳
密
に
は
そ
の
定
義
は
異
な
る
。
し
か
し
、
ど
ち
ら
の
概
念

も
被
災
地
域
に
内
在
す
る
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
着
目
す
る
と
い
う
発
想
で
あ
る
と
い
う
点
で
は
、
同
様
の
視

座
を
提
供
す
る
。
そ
こ
で
本
章
で
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
概
念
装
置
を
あ
え
て
区
別
し
な
い
で
議
論
を
進
め
る
。

浦
野
は
、
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
概
念
を
理
解
す
る
た
め
の
論
点
と
し
て
以
下
を
挙
げ
る
。
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災
害
か
ら
の
復
旧
・
復
興
で
は
、
社
会
構
造
だ
け
が
決
定
的
な
要
素
に
な
る
の
で
は
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
資
源

や
知
識
に
加
え
、
地
域
住
民
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
や
誇
り
、
生
き
残
ろ
う
と
す
る
執
念
な
ど
を
含
め
た
人
為

的
営
為
が
、
そ
れ
と
同
様
（
な
い
し
そ
れ
以
上
）
に
大
き
な
力
と
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
人
々
を
結
束

さ
せ
、
動
か
し
、
さ
ら
に
社
会
関
係
の
変
化
を
内
包
し
た
組
織
化
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
や
、
さ
ら
に
は
諸
資
源
の

動
員
力
な
ど
に
結
実
さ
せ
て
い
く
。
こ
こ
に
社
会
的
脆
弱
性
で
は
問
い
き
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
人
間
社
会
の
も

つ
災
害
対
応
力
、
回
復
＝
復
元
力
の
問
題
が
指
摘
で
き
る
の
だ
と
い
え
よ
う
（
浦
野
二
〇
一
〇
：
一
五
頁
）。

浦
野
に
よ
る
問
題
提
起
は
、
ロ
バ
ー
ト
・
パ
ッ
ト
ナ
ム
（Putnam

�2000

）
の
社
会
関
係
資
本
の
議
論
を
想
起
さ
せ

る
。
社
会
関
係
資
本
と
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
や
市
民
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
活
動
を
通
し
、
信
頼
感
、
助
け
合
い
、
善
意
、

友
情
と
い
っ
た
価
値
観
が
共
有
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、そ
こ
か
ら
共
通
す
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
意
識
が
生
ま
れ
、

共
同
体
が
つ
な
が
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
パ
ッ
ト
ナ
ム
は
、
社
会
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
社
会
関
係
資
本
の
源
泉
で

あ
る
と
す
る
が
、
現
代
社
会
に
お
い
て
、
人
び
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
弱
ま
っ
た
と
い
う
の
が
主
要
な
問
題
意
識
で�

あ
る
。
パ
ッ
ト
ナ
ム
は
、
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
変
化
や
人
び
と
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
な
ど
の
公
共
の
活
動
か
ら
離
れ

る
こ
と
に
よ
り
、
人
び
と
の
絆
が
弱
ま
り
、
信
頼
感
が
醸
成
さ
れ
に
く
い
状
況
に
至
っ
た
と
す
る
。
他
方
、
レ
ジ
リ
エ

ン
ス
概
念
は
、
災
害
に
よ
り
希
薄
化
し
た
絆
は
、
災
害
と
い
う
共
通
の
体
験
に
よ
り
再
び
よ
み
が
え
る
可
能
性
を
示
唆

す
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
災
害
と
い
う
共
通
の
体
験
を
契
機
に
生
じ
た
あ
る
い
は
活
性
化
さ
れ
た
市
民
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、

活
動
を
通
し
て
醸
成
さ
れ
た
信
頼
感
や
友
情
に
着
目
し
、
今
回
の
震
災
に
お
い
て
、
人
び
と
の
絆
が
何
に
よ
っ
て
呼
び

戻
さ
れ
た
の
か
、
筆
者
が
二
〇
一
四
年
に
福
島
で
行
っ
た
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
中
心
に
検
討
す
る
。
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菜
の
花
で
農
地
再
生

杉
内
さ
ん
は
、
震
災
後
、
知
り
合
い
を
頼
り
に
し
ば
ら
く
郡
山
や
仙
台
に
避
難
し
て
い
た
。
し
か
し
、
南
相
馬
の
農

地
を
再
生
し
た
い
、
農
地
を
次
の
世
代
に
残
し
た
い
と
い
う
強
い
気
持
ち
を
抱
き
つ
つ
、
数
か
月
後
に
南
相
馬
に
戻
っ

た
。
そ
し
て
そ
の
後
農
地
除
染
の
方
法
を
模
索
す
る
日
々
が
続
い
た
。

　

�

…
自
然
環
境
も
な
ん
も
な
く
な
っ
て
し
ま
う
気
が
し
て
。
だ
か
ら
何
年
か
か
っ
て
も
で
き
る
限
り
若
い
人
が
戻
っ

て
き
て
、
以
前
の
つ
な
が
り
と
か
、
こ
こ
で
の
生
活
の
あ
っ
た
状
況
っ
て
い
う
の
か
、
そ
の
環
境
を
ね
、
何
と
か

つ
な
い
で
い
く
手
段
を
作
っ
て
い
き
た
い
な
っ
て
は
思
っ
て
い
る
ん
で
す
。

杉
内
さ
ん
ら
と
共
に
活
動
を
す
る
、
南
相
馬
市
原
町
区
太
田
の
農
家
で
市
議
の
奥
村
健
郎
さ
ん
も
、
同
様
の
思
い
を

語
る
。

　

�

…
い
つ
も
私
の
頭
の
中
に
あ
る
の
は
、農
地
再
生
と
農
業
再
生
で
す
ね
。
あ
と
は
、次
に
ど
う
つ
な
い
で
い
く
か
っ

て
い
う
。
若
い
世
代
を
ど
う
育
て
る
の
か
っ
て
い
う
…

�
https://jn.lush.com

/products/soaps/drop-hope�

よ
り

南
相
馬
の
有
機
稲
作
の
農
家
と
震
災
前
か
ら
つ
な
が
り
を
持
つN

PO
法
人
「
民
間
稲
作
研
究
所
」
の
稲
葉
光
國
さ

ん
は
、
以
下
の
よ
う
に
語
る
注
２
。
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�

…
福
島
県
に
は
、
私
ど
も
有
機
稲
作
研
究
所
と
と
も
に
有
機
稲
作
に
取
り
組
ん
で
き
た
仲
間
が
南
相
馬
市
を
中
心

に
、
浜
通
り
地
域
で
二
七
名
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
ん
で
す
…
み
ん
な
今
ま
で
農
業
し
か
や
っ
て
こ
な
か
っ
た
人
た
ち

で
す
か
ら
、
農
業
で
し
か
生
き
て
い
け
な
い
。
そ
れ
で
も
あ
き
ら
め
て
農
業
を
辞
め
た
人
も
出
ま
し
た
…
な
ん
と

か
今
住
ん
で
い
る
地
域
で
農
業
を
続
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
、
必
死
で
考
え
た
末
、
畑
、
田
ん
ぼ
を
除
染
し
な

が
ら
、
油
を
搾
っ
て
売
り
、
農
業
経
営
を
確
立
し
て
い
く
こ
と
を
決
意
し
た
ん
で
す
。

そ
れ
ぞ
れ
、
南
相
馬
と
い
う
地
で
農
業
を
続
け
た
い
（
あ
る
い
は
、
続
け
て
欲
し
い
）
と
い
う
強
い
思
い
を
抱
き
つ

つ
、震
災
か
ら
三
か
月
経
っ
た
頃
か
ら
ヒ
マ
ワ
リ
や
菜
種
を
使
い
植
物
で
除
染
す
る
と
い
う
方
法
の
模
索
が
始
ま
っ
た
。

震
災
の
年
の
一
〇
月
に
は
、
菜
種
を
播
種
し
、
翌
年
の
七
月
に
は
菜
種
を
収
穫
し
て
い
る
。
杉
内
さ
ん
は
続
け
る
。

　

�

…
だ
か
ら
自
分
た
ち
と
し
て
は
、
今
後
の
取
り
組
み
と
し
て
、
ま
ず
農
地
の
再
生
っ
て
い
う
よ
う
な
こ
と
を
油
脂

植
物
に
特
化
し
た
中
で
進
め
な
が
ら
、
な
お
か
つ
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
分
野
を
こ
の
地
域
の
地
産
地
消
で
ま
か
な
っ
て

い
く
。
そ
う
い
う
こ
と
こ
ろ
を
主
眼
と
し
て
取
り
組
み
を
実
現
し
た
い
。

杉
内
さ
ん
は
、
二
〇
一
四
年
に
設
立
さ
れ
た
南
相
馬
農
地
再
生
協
議
会
の
代
表
を
務
め
る
。
協
議
会
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ

ト
に
は
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
農
業
再
生
の
た
め
の
『
菜
の
花
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
』
を
モ
デ
ル
と
し
て
、
南
相
馬
で
も
り
入
れ

て
農
業
再
生
の
モ
デ
ル
を
作
り
上
げ
る
事
を
目
指
す
と
書
か
れ
て
い
る
（
図
１
）。

筆
者
が
杉
内
さ
ん
を
訪
ね
た
の
は
二
〇
一
四
年
で
あ
る
が
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
は
、
杉
内
さ
ん
ら
が
農
地
を
再
生�

さ
せ
る
た
め
の
方
法
を
模
索
し
て
い
た
時
期
と
重
な
る
。
そ
の
様
子
が
二
〇
一
四
年
九
月
に
放
映
さ
れ
た
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
テ
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レ
ビ
番
組
、「
そ
れ
で
も
道
は
で
き
る
―
―
福
島
南
相
馬
コ
メ
農
家
の

挑
戦
」
に
鮮
明
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
伝
わ
っ
て
く
る
の

は
、
将
来
の
世
代
に
活
気
の
あ
る
農
業
を
受
け
渡
し
た
い
と
い
う
強
い

思
い
で
あ
る
。
そ
の
番
組
で
、
杉
内
さ
ん
達
の
試
み
は
、
高
村
光
太
郎

の
詩
に
重
ね
合
わ
せ
ら
れ
象
徴
的
に
描
か
れ
て
い
る
。

　
　

僕
の
前
に
道
は
な
い

　
　

僕
の
後
ろ
に
道
は
出
来
る

　
　

あ
あ
、
自
然
よ

　
　

父
よ

　
　

僕
を
一
人
立
ち
に
さ
せ
た
広
大
な
父
よ

　
　

僕
か
ら
目
を
離
さ
な
い
で
守
る
事
を
せ
よ

　
　

常
に
父
の
気
魄
を
僕
に
充
た
せ
よ

　
　

こ
の
遠
い
道
程
の
た
め

　
　

こ
の
遠
い
道
程
の
た
め

そ
の
後
の
検
査
で
、
収
穫
し
た
菜
種
を
絞
っ
た
油
か
ら
は
、
放
射
性

セ
シ
ウ
ム
は
検
出
さ
れ
て
い
な
い
事
が
分
か
っ
た
。
農
業
再
生
に
つ
な

が
る
道
を
探
し
て
い
た
杉
内
さ
ん
に
と
っ
て
、
こ
の
油
は
「
神
様
か
ら

図 1　南相馬市の菜の花畑（杉内清繁さんにより提供された写真）
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の
贈
り
物
」
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
と
い
う
。、
こ
の
油
は
マ
ヨ
ネ
ー

ズ
や
ド
レ
ッ
シ
ン
グ
に
加
工
さ
れ
、「
油
菜
ち
ゃ
ん
」
と
名
前
で
売
ら

れ
て
い
る
。

今
も
毎
年
の
よ
う
に
全
国
か
ら
集
ま
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
や
地
元
の
高

校
生
が
参
加
を
し
、
菜
種
の
播
種
が
お
こ
な
わ
れ
、
共
感
の
輪
が
広
が

る
。
二
〇
一
六
年
に
行
わ
れ
た
「
菜
の
花
の
お
花
見
会
」
に
は
、
全
国

か
ら
一
〇
〇
名
以
上
の
参
加
者
が
あ
っ
た
（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
解
説
『
菜
の
花
は

神
様
か
ら
の
贈
り
物
』、
二
〇
一
六
年
五
月
一
一
日
よ
り
）（
図
２
）。

そ
の
後
、
そ
の
思
い
は
自
然
派
化
粧
品
・
バ
ス
用
品
の
メ
ー
カ
ー
が

菜
種
油
を
原
料
と
す
る
石
鹸
の
開
発
を
し
た
い
と
い
う
申
し
出
に
繋
が

り
、
菜
種
油
の
販
路
確
保
が
で
き
た
。
そ
の
メ
ー
カ
ー
の
担
当
者
が
次

の
よ
う
な
コ
メ
ン
ト
を
す
る
。

　

�

…
（
福
島
の
）「
農
地
再
生
」
と
い
う
考
え
方
を
元
に
、
原
材
料

の
購
買
が
で
き
な
い
か
な
っ
て
ず
っ
と
考
え
て
い
た
ん
で
す
よ

ね
。
そ
ん
な
中
、
南
相
馬
農
地
再
生
協
議
会
の
活
動
を
知
っ
て
、

農
地
再
生
だ
け
で
は
な
く
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
再
生
を
目
指
す
彼
ら
の

姿
に
す
ご
く
共
感
し
て
。何
か
一
緒
に
取
り
組
め
な
い
か
な
っ
と
、

思
っ
た
の
が
は
じ
ま
り
だ
っ
た
ん
で
す
よ
。
そ
し
て
彼
ら
の
地
域

図 2　2018 年 9 月 22 日に行われた種蒔き体験の集合写真（杉内清繁さんにより提
供された写真）
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に
足
を
運
び
、
あ
の
菜
種
油
に
出
会
っ
た
ん
で
す
よ
。

�
https://jn.lush.com

/products/soaps/drop-hope�

よ
り

菜
の
花
畑
や
黄
金
色
に
光
る
油
が
映
し
出
さ
れ
る
美
し
い
写
真
と
と
も
に
、「
つ
な
が
る
オ
モ
イ
（D

rop�of�
H

ope

）」
と
名
付
け
ら
れ
た
石
鹸
が
、「
菜
種
油
を
通
し
て
農
地
を
再
生
し
た
い
。」、「
次
の
世
代
が
戻
っ
て
来
ら
れ
る

よ
う
農
業
を
再
生
し
た
い
。」
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
と
も
に
消
費
者
に
訴
え
か
け
る
。
こ
の
石
鹸
は
、
現
在
英
国
で

も
流
通
し
て
い
る
。

筆
者
が
二
〇
一
四
年
に
杉
内
さ
ん
と
お
会
い
し
た
時
に
は
、
南
相
馬
に
搾
油
所
が
無
い
た
め
、
栃
木
の
民
間
稲
作�

研
究
所
に
菜
種
を
運
び
込
み
搾
油
す
る
と
い
う
話
を
聞
い
て
い
た
が
、
二
〇
一
八
年
の
二
月
に
、
南
相
馬
市
内
に
「
南

相
馬
信
田
沢
搾
油
所
」
と
い
う
拠
点
が
で
き
あ
が
っ
た
と
報
道
さ
れ
て
い
る
。
記
事
に
は
、
菜
種
の
栽
培
は
、
原
町
区

だ
け
で
は
な
く
、
隣
接
す
る
小
高
区
や
飯
館
村
に
も
広
が
り
、
七
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
に
ま
で
増
え
た
と
も
書
か
れ
て
い
る

（
寺
島
二
〇
一
八
）。

　

�

…
（
い
ろ
い
ろ
な
課
題
は
あ
る
が
）
そ
れ
以
上
に
大
切
な
の
は
人
と
の
つ
な
が
り
で
す
。
若
い
人
た
ち
も
含
め
て

交
流
を
も
っ
と
促
進
し
、
私
た
ち
の
取
り
組
み
を
ま
ず
は
理
解
し
て
も
ら
い
た
い
。
そ
し
て
で
き
れ
ば
、
そ
の
中

で
一
緒
に
や
り
た
い
と
い
う
人
を
受
け
入
れ
る
体
制
を
つ
く
っ
て
い
き
た
い
…
（
杉
内
二
〇
一
六
：
二
七
頁
）。

南
相
馬
の
農
家
の
強
い
思
い
が
地
域
の
再
生
を
表
す
象
徴
的
な
取
り
組
み
で
あ
る
菜
の
花
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
繋
が

り
、
そ
こ
か
ら
地
域
再
生
の
兆
し
が
見
え
始
め
て
い
る
。
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こ
の
地
で
作
り
続
け
る
と
い
う
こ
と

筆
者
が
二
〇
一
四
年
に
福
島
県
内
の
農
家
で
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
し
た
際
に
、「
こ
の
地
で
作
り
続
け
る
こ
と
」
を
大

切
に
思
う
と
い
う
語
り
を
し
ば
し
ば
耳
に
し
た
。

六
〇
歳
ま
で
東
京
で
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
を
し
、
福
島
に
戻
っ
て
き
た
と
い
う
有
機
農
家
の
Ａ
さ
ん
注
３
は
、
震
災
に�

よ
り
「
人
生
設
計
が
狂
っ
て
し
ま
っ
た
」
と
し
な
が
ら
も
、
農
地
は
作
付
け
し
て
収
穫
す
る
の
が
本
来
の
姿
な
の
だ
か

ら
こ
の
地
で
作
物
を
作
り
続
け
る
と
語
る
。
Ａ
さ
ん
は
、
社
会
運
動
と
し
て
有
機
農
業
に
従
事
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と

い
う
よ
り
も
、
親
戚
が
農
薬
散
布
を
し
て
い
た
ら
救
急
車
で
運
ば
れ
た
と
い
う
出
来
事
を
き
っ
か
け
に
、
父
親
が
有
機

農
業
を
始
め
、
Ａ
さ
ん
は
そ
れ
を
継
い
だ
と
い
う
農
家
で
あ
る
。

　

�

…
ま
ぁ
ね
。
ど
う
い
う
風
な
形
に
せ
よ
、
今
の
農
地
を
ど
う
い
う
風
に
活
用
し
て
い
く
か
っ
て
い
う
こ
と
は
や
は

り
大
前
提
で
す
よ
ね
。
で
、
農
地
を
農
地
と
し
て
活
用
し
な
け
れ
ば
、
要
す
る
に
わ
し
の
場
合
は
、
太
陽
光
と
か

パ
ネ
ル
を
張
る
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
農
地
は
あ
く
ま
で
も
農
地
な
ん
だ
と
。
だ
か
ら
土
を
生
か
し
て
、
そ
こ
で
野
菜

な
り
、
色
ん
な
作
物
を
つ
く
っ
て
ね
。
そ
し
て
農
地
本
来
の
姿
、
な
ん
て
い
う
か
そ
う
い
っ
た
も
の
を
作
付
け
さ

し
て
、
収
穫
し
て
っ
て
い
う
の
が
本
来
の
姿
じ
ゃ
な
い
の
か
っ
て
思
い
ま
す
。
基
本
的
に
ね
。
だ
か
ら
や
っ
ぱ
り

そ
う
い
っ
た
も
の
を
別
な
も
の
に
変
え
る
と
い
う
ん
は
、
わ
し
は
反
対
な
ん
で
す
…

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
中
、
Ａ
さ
ん
は
終
始
、
ビ
ジ
ネ
ス
と
し
て
農
業
を
捉
え
て
い
る
と
感
じ
る
よ
う
な
語
り
ぶ
り
で
あ
っ

た
が
、
農
地
を
農
地
と
し
て
使
う
事
が
大
切
で
あ
る
と
い
う
こ
だ
わ
り
が
感
じ
ら
れ
た
（
図
３
）。
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図 3　インタビュー対象者の田んぼと畑の様子（2014 年に筆者が撮影）
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福
島
で
米
を
作
り
続
け
る
と
い
う
こ
と
に
対
し
強
い
こ
だ
わ
り
を
持
つ
農
家
と
し
て
、
南
相
馬
市
の
原
町
区
に
住
む

安
川
昭
雄
さ
ん
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
げ
ら
れ
る
。「
こ
こ
が
ど
ん
な
に
変
わ
ろ
う
と
、
こ
こ
で
米
を
つ
く
り
た
い
」�

（
新
聞
「
農
民
」
二
〇
一
一
年
一
一
月
一
四
日
）
と
い
う
コ
メ
ン
ト
か
ら
、
福
島
で
米
を
作
り
続
け
た
い
と
い
う
思
い

は
並
々
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

先
述
の
杉
内
さ
ん
と
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
お
い
て
も
、
安
川
さ
ん
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
聞
か
れ
た
。

　

�

…
震
災
の
時
に
す
で
に
種
の
準
備
と
か
そ
う
い
う
作
付
け
の
準
備
作
業
を
す
る
時
期
に
な
っ
て
い
て
、（
安
川
さ

ん
は
）
い
ろ
い
ろ
と
段
取
り
を
真
剣
に
や
っ
て
い
た
ん
で
す
よ
。
で
、
三
月
の
下
旬
か
ら
育
苗
っ
て
種
を
蒔
い
て

苗
を
育
て
て
い
く
時
期
に
入
る
ん
で
す
け
ど
、
そ
の
時
期
を
ず
っ
と
守
り
な
が
ら
や
っ
て
た
ん
で
す
ね
。
で
、�

五
月
の
田
植
え
が
過
ぎ
た
時
期
に
で
す
ね
、
田
植
え
が
終
わ
っ
て
か
ら
、
行
政
の
方
か
ら
、
作
れ
な
い
か
ら
処
分

し
な
さ
い
、
っ
て
要
請
が
入
っ
た
で
す
…
で
も
安
川
さ
ん
は
、
私
は
作
り
は
じ
め
た
ん
で
最
後
ま
で
作
る
っ
て
通

し
た
ん
で
す
…
で
、
も
し
も
要
請
を
受
け
入
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
禁
固
一
年
罰
金
三
〇
〇
万
以
下
の
処
分
も
辞
さ

な
い
内
容
ま
で
出
た
ん
で
す
ね
…
新
聞
や
行
政
も
含
め
て
バ
ッ
シ
ン
グ
を
ね
、
ど
う
い
う
考
え
な
ん
だ
ろ
う
と
思

い
ま
し
た
…
（
そ
れ
が
）
俺
は
許
せ
ね
ぇ
な
と
思
っ
て
る
ん
だ
け
ど
も
…

事
故
後
、
南
相
馬
市
の
地
域
水
田
農
業
推
進
協
議
会
は
、
二
〇
一
一
年
度
は
作
付
け
し
な
い
こ
と
を
申
し
合
わ
せ
て

い
た
為
、
こ
の
よ
う
な
要
請
に
繋
が
っ
た
。
他
方
、
有
機
農
業
の
場
合
、
三
年
間
作
付
け
を
し
な
け
れ
ば
「
有
機
」
と

呼
ぶ
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
為
、
安
川
さ
ん
は
、
米
を
作
り
続
け
る
事
に
こ
だ
わ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
出
荷
す
る
意
図
は

全
く
な
く
、
汚
染
状
況
を
調
べ
る
た
め
の
作
付
け
で
あ
る
。
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南
相
馬
市
で
、
い
ち
早
く
作
付
け
を
再
開
し
た
と
言
わ
れ
る
佐
々
木
宏
さ
ん
も
、
福
島
で
米
を
作
り
続
け
る
事
に�

こ
だ
わ
る
農
家
の
一
人
で
あ
る
（Good�Earth�

『
こ
の
地
で
米
を
作
り
続
け
る
』
二
〇
一
四
年
一
二
月
号
よ
り
）。「
農

業
を
続
け
ら
れ
る
南
相
馬
を
次
の
世
代
に
渡
し
た
い
」
と
い
う
将
来
へ
の
ま
な
ざ
し
が
、
今
米
を
作
り
続
け
る
と
い
う

エ
ネ
ル
ギ
ー
に
繋
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
の
事
故
が
収
束
し
な
い
中
、「
こ
の
地
」
に
残
り
、
農
地
を
次
の
世
代
へ
残
す
た
め
の
取

り
組
み
を
続
け
る
人
た
ち
が
い
る
。突
如
と
し
て
起
こ
っ
た
農
地
汚
染
と
い
う
問
題
の
解
決
の
方
法
が
わ
か
ら
な
い
中
、

「
こ
の
地
で
作
り
つ
づ
け
る
」
と
い
う
強
い
思
い
が
農
地
の
再
生
や
地
域
の
回
復
を
促
す
。

レ
ジ
リ
エ
ン
ス
概
念
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
人
び
と
の
つ
な
が
り
が
知
識
や
資
源
の
活
用
を
促
し
、
そ
し
て
、
地
域

再
生
の
糸
口
が
得
ら
れ
る
。
災
害
に
は
、
多
く
の
犠
牲
と
苦
悩
が
伴
う
。
し
か
し
福
島
の
有
機
農
家
の
経
験
は
、
苦
境

に
陥
っ
た
時
に
こ
そ
人
の
つ
な
が
り
が
大
切
で
あ
る
と
い
う
事
を
物
語
る
。

謝
辞本

課
題
は
、
総
合
地
球
環
境
研
究
所
フ
ル
リ
サ
ー
チ
「
地
域
に
根
差
し
た
小
規
模
経
済
活
動
と
長
期
的
持
続
可
能
性

―
歴
史
生
態
学
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
」（
研
究
番
号
一
四
二
〇
〇
〇
八
四
、研
究
代
表　

羽
生
淳
子
）
と
の
連
携
に
よ
る
。

ま
た
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
快
く
協
力
を
し
て
下
さ
っ
た
福
島
の
農
家
の
方
々
に
も
感
謝
を
述
べ
た
い
。
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注１
．�

第
二
八
回
「
食
料
・
農
業
・
農
村
政
策
審
議
会
企
画
部
会
」[

二
〇
一
一
年
（
平
成
二
三
年
）
五
月
一
〇
日]

配

付
資
料
よ
り
。

２
．�
筆
者
の
研
究
協
力
者
で
あ
る
本
野
一
郎
氏
に
よ
り
提
供
さ
れ
た
ト
ラ
ン
ス
ク
リ
プ
ト
に
よ
る
。

３
．�

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
の
コ
メ
ン
ト
を
出
版
物
と
し
て
報
告
す
る
点
に
つ
い
て
は
、
Ａ
さ
ん
の
許
可
を
得
て
い
る
が
、

名
前
を
公
表
す
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
許
可
を
得
な
か
っ
た
た
め
個
人
名
を
使
う
の
は
控
え
た
。

文
献

浦
野
正
樹　

二
〇
一
〇
「
災
害
研
究
の
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
―
災
害
の
脆
弱
性
／
復
元
＝
回
復
力
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
軸
と

し
て
―
」『
環
境
社
会
学
研
究
』
一
六
巻
。
六
～
一
八
頁
。

小
山
良
太
・
小
松
知
未　

二
〇
一
三
『
農
の
再
生
と
食
の
安
全
：
原
発
事
故
と
福
島
の
二
年
』
新
日
本
出
版
社
。

杉
内
清
繁　

二
〇
一
六
「
南
相
馬
菜
の
花
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
：
自
然
循
環
の
社
会
形
成
に
向
け
て
」『
希
望
の
ひ
と
し
ず
く
』

二
七
頁
。LU

SH
�Japan,�

神
奈
川
。

寺
島
英
弥　

二
〇
一
四
「
八
年
目
の
三
．
一
一
：『
風
評
被
害
』
南
相
馬
で
『
菜
種
油
』
が
広
げ
る
『
未
来
図
』」

H
uffpost.�

三
月
一
六
日
。

東
洋
経
済
オ
ン
ラ
イ
ン　

二
〇
一
四
「
原
発
事
故
か
ら
三
年
、
見
捨
て
ら
れ
る
福
島
の
農
家
」
三
月
一
一
日
。

野
中
昌
法　

二
〇
一
四
『
農
と
言
え
る
日
本
人
：
福
島
発
・
農
業
の
復
興
へ
』�

コ
モ
ン
ズ
。

原
口
弥
生　

二
〇
一
〇
「
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
概
念
の
射
程
―
災
害
研
究
に
お
け
る
環
境
社
会
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
―
」『
環

境
社
会
学
研
究
』
一
六
巻�

：
一
九
～
三
二
頁
。
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４．この地で作り続けるということ
山口 富子

守
友
裕
一
・
大
谷
尚
之
・
神
代
英
昭　

二
〇
一
四
『
福
島
農
か
ら
の
日
本
再
生�

：�

内
発
的
地
域
づ
く
り
の
展
開
』
農

山
漁
村
文
化
協
会
。

Cutter,�S.�L.,�2006. H
azards, vulnerability and environm

ental justice.�London,�Sterling�Earthscan.
Putnam

,�R.�D
.,�2000.�Bow

ling alone : the collapse and revival of A
m

erican com
m

unity.�N
ew

�Y
ork,�

Sim
on�&

�Schuster.



あ
と
が
き

羽
生　

淳
子

人
間
文
化
研
究
機
構
広
領
域
連
携
型
基
幹
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
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
」
は
、
二
〇
一
七
年
度
か
ら
本
格
的
に
起
動
し
、
地
球
研
ユ
ニ
ッ
ト
は
、｢

災
害
に
レ
ジ
リ�

エ
ン
ト
な
環
境
保
全
型
地
域
社
会
の
創
生｣

を
テ
ー
マ
と
し
て
、
東
北
を
中
心
と
し
た
研
究
活
動
を
行
っ
て
い
る
。�

こ
の
う
ち
、
私
た
ち
の
研
究
チ
ー
ム
で
は
、
岩
手
県
の
宮
古
市
・
二
戸
市
浄
法
寺
と
福
島
県
を
主
な
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し

て
、
小
規
模
な
農
家
を
は
じ
め
と
す
る
、
地
域
の
人
々
の
日
々
の
暮
ら
し
と
環
境
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
の
研
究
を�

続
け
て
き
た
。
研
究
の
焦
点
は
、
在
来
知
と
地
域
社
会
の
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
と
の
関
係
の
検
討
で
あ
る
。

レ
ジ
リ
エ
ン
ス
の
概
念
は
、
災
害
か
ら
の
回
復
を
念
頭
に｢

回
復
力｣

と
訳
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
が
、
歴
史
的
な�

流
れ
の
中
で
常
に
変
化
し
続
け
る
社
会
と
生
態
系
と
の
関
係
、
と
い
う
視
点
か
ら
を
考
え
る
と
、｢

弾
力
性｣

と
い
う

訳
語
が
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
に
思
う
。
ま
た
、
本
書
の
１
で
も
述
べ
た
通
り
、
研
究
者
は
こ
れ
ま
で
在
来
知
の
定
義
に�

つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
に
議
論
し
て
き
た
が
、
実
際
に
地
域
で
暮
ら
し
て
き
た
方
々
の
お
話
を
伺
う
と
、
在
来
知
と
は
文
章

で
定
義
し
き
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
特
に
そ
の
継
承
は
、
一
人
ひ
と
り
の
人
生
経
験
に
裏
打
ち
さ
れ
て
は
じ
め
て
成
り

立
つ
も
の
だ
と
感
じ
る
。
こ
れ
ら
の
点
を
考
慮
に
入
れ
て
、
地
球
研
ユ
ニ
ッ
ト
と
し
て
初
め
て
刊
行
す
る
こ
の
ブ
ッ
ク

レ
ッ
ト
で
は
、動
態
と
し
て
の
レ
ジ
リ
エ
ン
ト
な
地
域
社
会
を
考
え
る
視
点
を
強
調
し
た
上
で
、個
々
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

に
触
発
さ
れ
た
四
編
の
論
考
を
掲
載
し
た
。



こ
の
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
に
収
め
ら
れ
た
四
編
の
著
者
は
、
と
も
に
、
総
合
地
球
環
境
学
研
究
所
（
地
球
研
）
の
フ
ル�

リ
サ
ー
チ
「
地
域
に
根
ざ
し
た
小
規
模
経
済
活
動
と
長
期
的
持
続
可
能
性
―
歴
史
生
態
学
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
―
」�

（
小
規
模
経
済
プ
ロ
、
研
究
番
号
一
四
二
〇
〇
〇
八
四
）
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
り
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
活
動
を
通
し
て
、

お
互
い
の
研
究
を
知
る
機
会
を
得
た
。
小
規
模
経
済
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
終
了
後
も
、
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
に
関
わ
る
と
い
う
形
で
、
と
も
に
研
究
す
る
機
会
を
与
え
て
く
だ
さ
っ
た
窪
田
順
平
さ
ん

と
中
静
透
さ
ん
、
そ
し
て
本
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
の
編
集
を
手
伝
っ
て
く
だ
さ
っ
た
唐
津
ふ
き
子
さ
ん
に
、
心
か
ら
感
謝
の

意
を
表
す
る
。
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