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災
害
か
ら
大
子
の
歴
史
と
文
化
を
守
る 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

添
田 

仁 
 

 
 

泥
水
を
か
ぶ
っ
た
帳
面
を
一
頁
ず
つ
め
く
り
、
そ
の
間
に
キ
ッ
チ
ン
ペ
ー
パ

ー
を
挟
ん
で
、
水
を
吸
っ
た
ら
取
り
替
え
る
。
カ
ビ
を
ま
と
っ
た
掛
け
軸
を
開

き
、
カ
ビ
を
こ
そ
ぎ
落
と
し
て
か
ら
エ
タ
ノ
ー
ル
を
吹
き
か
け
て
陰
干
し
す
る
。

足
元
が
ぬ
か
る
む
な
か
、
マ
ス
ク
と
手
袋
を
つ
け
て
黙
々
と
。 

 

台
風
一
九
号
は
県
内
で
も
猛
威
を
ふ
る
い
ま
し
た
。
豪
雨
で
久
慈
川
や
那
珂

川
が
氾
濫
し
、
濁
流
が
川
沿
い
の
家
屋
や
田
畑
を
呑
み
込
み
ま
し
た
。
現
場
を

歩
く
た
び
、
浸
水
被
害
の
大
き
さ
に
驚
か
さ
れ
ま
す
。 

台
風
一
九
号
は
文
化
財
も
傷
つ
け
ま
し
た
。
大
子
町
で
も
町
内
の
指
定
文
化

財
に
一
件
の
被
害
が
あ
り
ま
し
た
。
一
方
、
未
指
定
の
文
化
財
は
被
害
の
状
況

さ
え
も
つ
か
め
て
い
ま
せ
ん
。
個
人
の
お
宅
な
ど
に
保
管
さ
れ
て
い
る
古
文
書
、

版
本
、
美
術
品
、
民
具
な
ど
、
地
域
の
歴
史
や
文
化
を
物
語
る
品
々
で
す
。
し

か
し
、
そ
の
管
理
は
多
く
が
所
蔵
者
や
地
域
の
人
び
と
の
努
力
に
頼
っ
て
い
る

た
め
、
今
回
の
よ
う
な
災
害
が
起
こ
る
と
、
ひ
と
た
ま
り
も
あ
り
ま
せ
ん
。
被

害
の
確
認
調
査
は
も
ち
ろ
ん
、
所
在
さ
え
把
握
す
る
こ
と
が
難
し
い
の
で
す
。 

茨
城
史
料
ネ
ッ
ト
は
、
被
災
し
た
未
指
定
の
文
化
財
を
救
い
出
し
、
洗
浄
や

修
復
を
行
い
、
新
た
な
歴
史
の
発
掘
に
活
用
す
る
こ
と
を
目
指
す
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
団
体
で
す
。
二
〇
一
一
年
七
月
、
東
日
本
大
震
災
を
契
機
に
、
茨
城
大
学
で

歴
史
を
学
ぶ
学
生
や
教
員
が
中
心
と
な
っ
て
結
成
さ
れ
ま
し
た
。
二
〇
一
五
年

九
月
、
鬼
怒
川
が
氾
濫
し
た
関
東
・
東
北
豪
雨
で
も
、
被
災
地
の
常
総
市
内
を

巡
回
し
て
、
水
損
し
た
古
文
書
や
美
術
品
を
救
い
出
し
ま
し
た
。
現
在
も
こ
れ

ら
の
修
復
と
復
元
を
続
け
て
い
ま
す
。 

関
東
・
東
北
豪
雨
で
汚
水
を
か
ぶ
り
、
異
臭
を
放
っ
て
い
た
、
あ
る
村
に
伝

わ
る
数
枚
の
古
文
書
。
水
洗
い
し
て
乾
燥
、
繋
ぎ
合
わ
せ
て
読
ん
で
み
る
と
、

意
外
な
風
景
が
甦
り
ま
し
た
。
江
戸
時
代
、
何
度
も
川
が
氾
濫
し
て
家
屋
や
田

畑
に
浸
水
し
た
こ
と
を
受
け
て
、
被
害
を
最
小
限
に
抑
え
る
た
め
に
複
数
の
村

が
協
力
し
、
集
落
を
囲
む
全
長
三
キ
ロ
の
堤
を
築
い
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に

な
っ
た
の
で
す
。
川
の
そ
ば
で
水
と
付
き
合
い
な
が
ら
暮
ら
し
て
き
た
先
人
の

知
恵
と
教
訓
を
伝
え
る
古
文
書
。
未
指
定
の
文
化
財
は
、
世
界
遺
産
や
国
宝
に

は
な
い
、
地
域
に
根
ざ
し
た
魅
力
を
備
え
て
い
る
の
で
す
。 

茨
城
史
料
ネ
ッ
ト
は
い
ま
、
台
風
一
九
号
の
被
災
地
で
活
動
し
て
い
ま
す
。

水
戸
市
や
常
陸
太
田
市
で
は
、
泥
水
を
か
ぶ
っ
た
文
書
や
掛
け
軸
を
見
つ
け
て
、

吸
水
・
乾
燥
の
処
置
を
施
し
ま
し
た
。
と
く
に
紙
素
材
の
も
の
は
、
水
を
か
ぶ

っ
て
数
日
経
つ
と
臭
い
と
カ
ビ
が
ひ
ど
く
な
り
、
ゴ
ミ
と
一
緒
に
捨
て
ら
れ
て

し
ま
う
た
め
注
意
が
必
要
で
す
。
大
子
町
内
は
大
丈
夫
で
し
ょ
う
か
。
大
子
に

生
き
た
人
び
と
の
歴
史
と
文
化
が
刻
ま
れ
た
唯
一
無
二
の
文
化
財
で
す
。
お
持

ち
の
場
合
は
捨
て
な
い
で
、
大
子
町
教
育
委
員
会
や
茨
城
史
料
ネ
ッ
ト
に
ご
一

報
く
だ
さ
い
。 

（
茨
城
史
料
ネ
ッ
ト
事
務
局
長
／
茨
城
大
学
准
教
授
） 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

被
災
し
た
歴
史
資
料
や
ご
所
蔵
の
歴
史
資
料
に
つ
い
て
お
困
り
の
際
は
、 

茨
城
史
料
ネ
ッ
ト
ま
で
お
気
軽
に
情
報
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。 
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【
ル
ポ
】
台
風
一
九
号
上
陸
後
の
大
子
町
を
歩
い
て 

  
令
和
元
年
十
月
十
二
日
十
九
時
頃
、
台
風
一
九
号
に
よ
っ
て
強
ま
る
風
雨
の

中
、
筆
者
は
水
戸
市
内
の
自
宅
に
戻
っ
た
。
筆
者
の
自
宅
は
台
地
上
の
高
台
に

あ
る
た
め
、
大
き
な
台
風
被
害
を
受
け
る
こ
と
は
心
配
し
て
い
な
か
っ
た
が
、

水
戸
市
内
の
那
珂
川
沿
い
の
地
域
と
と
も
に
出
身
地
で
あ
る
大
子
の
こ
と
が

気
に
か
か
っ
た
。
日
付
も
替
わ
る
頃
、
中
世
以
来
の
町
場
で
あ
る
大
子
の
中
心

部
が
浸
水
被
害
を
受
け
て
い
る
ら
し
い
こ
と
を
知
っ
た
。
果
た
し
て
、
大
子
町

の
文
化
財
は
大
丈
夫
な
の
か
。
そ
し
て
、
自
分
に
は
何
が
で
き
る
の
か
。
不
安

と
焦
燥
の
中
、
台
風
の
夜
が
明
け
る
。 

 
水
戸
の
台
風
被
害
の
全
容
も
気
に
な
る
中
、
大
子
町
で
仕
事
が
あ
る
十
月
十

五
日
に
現
地
の
様
子
を
見
に
行
く
こ
と
に
決
め
た
。
と
り
あ
え
ず
、
被
害
状
況

を
見
て
今
後
の
対
策
を
考
え
よ
う
と
思
い
、
車
で
大
子
町
へ
と
向
か
う
。 

 
国
道
一
一
八
号
を
北
上
す
る
に
つ
れ
、
思
い
の
ほ
か
増
水
被
害
が
深
刻
で
あ

る
こ
と
に
気
が
付
い
た
。
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
情
報
を
得
て
い
た
常
陸
大
宮
市
神
奉
地
付

近
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
道
路
の
い
た
る
所
で
浸
水
の
跡
が
確
認
で
き
た
。
大

子
町
内
に
入
る
と
、
西
金
や
下
津
原
等
、
報
道
で
は
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い

地
域
で
も
大
き
な
被
害
を
受
け
て
い
る
こ
と
も
徐
々
に
わ
か
っ
て
き
た
。 

 
大
子
の
市
街
地
に
到
着
し
た
頃
、
予
定
し
て
い
た
仕
事
が
延
期
さ
れ
る
と
の

連
絡
を
受
け
、
一
日
時
間
を
確
保
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
。
洪
水
な
ど
で
水
損

被
害
を
受
け
た
歴
史
資
料
に
と
っ
て
一
番
怖
い
の
が
、
そ
の
ま
ま
捨
て
ら
れ
て

し
ま
う
こ
と
だ
。
そ
う
な
っ
て
し
ま
う
前
に
、
少
し
で
も
手
を
打
て
れ
ば
と
思

い
、
被
害
地
域
の
パ
ト
ロ
ー
ル
を
始
め
た
。 

 
市
街
地
を
歩
い
て
み
る
と
、
思
っ
た
よ
り
物
が
路
上
に
無
い
こ
と
に
気
づ
く
。

水
が
引
い
た
後
の
跡
片
付
け
の
ス
ピ
ー
ド
が
速
い
の
だ
。
復
旧
が
急
ピ
ッ
チ
で

進
む
う
れ
し
さ
の
反
面
、
歴
史
資
料
が
気
に
な
る
。
そ
こ
で
、
災
害
ご
み
が
運

ば
れ
る
集
積
場
を
見
て
み
る
こ
と
に
し
た
。
大
子
町
役
場
西
側
集
積
場
に
向
か

っ
て
み
る
と
、
も
う
す
で
に
ご
み
が
高
く
積
み
あ
が
っ
て
い
る
。
こ
の
状
態
で

は
、
ご
み
の
山
の
中
か
ら
歴
史
資
料
の
有
無
を
確
認
す
る
の
は
困
難
で
あ
っ
た
。

次
に
向
か
っ
た
町
営
グ
ラ
ウ
ン
ド
の
集
積
場
も
同
じ
で
あ
っ
た
。
う
ず
高
く
積

ま
れ
た
ご
み
の
中
に
見
え
る
家
庭
の
ア
ル
バ
ム
も
気
に
な
っ
た
が
、
手
を
付
け

る
の
は
困
難
で
あ
っ
た
。 

 
災
害
ご
み
が
出
て
い
そ
う
な
場
所
を
回
る
の
も
非
効
率
で
あ
る
と
気
付
き
、

『
大
子
町
史
』
編
纂
時
に
把
握
さ
れ
た
資
料
所
蔵
者
宅
を
直
接
当
た
っ
て
み
る

こ
と
と
し
た
。
幸
い
、
大
子
町
の
歴
史
資
料
の
被
害
を
心
配
し
た
、
茨
城
大
学

の
添
田
仁
先
生
か
ら
、
資
料
所
蔵
者
の
情
報
を
事
前
に
提
供
い
た
だ
い
て
い
た

た
め
、
訪
問
す
る
場
所
の
見
当
は
付
い
て
い
た
。 
 

台
風
直
後
の
被
災
地
で
、
生
活
の
復
旧
に
急
ぐ
住
人
に
歴
史
資
料
の
こ
と
で

声
を
か
け
る
の
は
た
め
ら
わ
れ
る
。
し
か
し
、
歴
史
資
料
を
守
る
た
め
の
チ
ャ

ン
ス
は
今
し
か
な
い
。
河
川
沿
い
に
位
置
す
る
所
蔵
者
宅
を
訪
問
し
て
み
た
。

八
軒
ほ
ど
訪
ね
た
と
こ
ろ
、
幸
い
歴
史
資
料
が
被
害
を
受
け
た
と
い
う
情
報
は

な
か
っ
た
。
床
下
浸
水
を
受
け
た
お
宅
も
あ
っ
た
が
、
家
の
内
部
ま
で
は
水
に

つ
か
っ
て
い
な
い
よ
う
だ
っ
た
。 

 
し
か
し
、
台
風
被
害
と
は
別
に
、
地
域
が
抱
え
る
歴
史
資
料
の
問
題
に
気
が

付
く
こ
と
に
な
っ
た
。『
大
子
町
史
』
編
纂
終
了
か
ら
二
五
年
程
経
過
し
た
現

在
、
所
蔵
資
料
の
家
庭
内
で
の
引
継
ぎ
が
上
手
く
い
っ
て
い
な
い
よ
う
だ
っ
た
。

所
蔵
者
に
う
か
が
っ
た
と
こ
ろ
、
歴
史
資
料
が
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
い
方
も
お

り
、
資
料
の
所
在
が
不
明
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
お
宅
が
あ
っ
た
。
ま
た
、

完
全
に
空
き
家
と
な
っ
て
し
ま
い
、
所
蔵
資
料
の
確
認
を
す
る
の
が
困
難
な
家

も
見
受
け
ら
れ
た
。
地
域
に
残
る
歴
史
資
料
の
状
況
を
継
続
的
に
注
視
し
て
い

く
こ
と
の
重
要
性
を
痛
感
し
た
。 

 
日
没
近
く
な
っ
た
た
め
、
作
業
を
中
止
し
て
、
水
戸
へ
と
戻
る
こ
と
と
し
た
。

ま
だ
ま
だ
報
道
の
少
な
い
大
子
町
の
現
状
を
伝
え
よ
う
と
、
茨
城
史
料
ネ
ッ
ト

を
通
じ
て
、
現
地
の
レ
ポ
ー
ト
を
全
国
に
発
信
し
た
。  
（
藤
井
達
也
） 

  
十
月
十
五
日
に
現
地
を
う
か
が
っ
た
際
に
、
大
変
な
状
況
の
中
、
快
く
お
話

を
聞
か
せ
て
い
た
だ
い
た
皆
様
に
、
こ
の
場
を
借
り
て
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

大
子
町
の
一
日
も
早
い
復
興
を
、
心
か
ら
祈
念
い
た
し
ま
す
。 
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【被害が甚大な久野瀬地区から久慈川を望む】 【浸水被害が確認される矢田地区】 

【水損して廃棄される文書類】 【災害ごみの中に埋もれたアルバム】 

【急ピッチで進む片付け作業】 【水をかぶった公文書】 
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私
の
マ
ラ
ソ
ン
人
生
（
二
） 

                         
小
室 
健
二    

保
内
郷
一
周
駅
伝
競
走
大
会
で
経
験
を
し
た
喜
び
と
自
信
は
、
私
が
中
学
校

卒
業
後
の
進
路
を
決
め
る
上
で
大
い
に
生
か
さ
れ
ま
し
た
。
兄
の
ア
ド
バ
イ
ス

も
あ
り
、
当
時
茨
城
県
内
の
高
校
で
は
長
距
離
走
の
盛
ん
だ
っ
た
茨
城
県
立
水

戸
農
業
高
等
学
校
に
進
学
す
る
事
を
決
め
ま
し
た
。
そ
の
目
的
は
、
陸
上
競
技

部
に
入
る
事
で
し
た
。 

陸
上
部
に
入
部
し
た
も
の
の
、
中
学
校
時
代
に
は
自
分
流
で
走
っ
て
い
た
だ

け
で
本
当
の
練
習
を
し
て
い
な
か
っ
た
私
は
、
一
年
間
は
い
つ
も
一
番
後
ろ
を

走
っ
て
い
ま
し
た
。
他
の
一
年
生
は
、
中
学
生
時
代
に
県
大
会
で
も
上
位
を
走

っ
て
い
た
選
手
で
し
た
。
当
時
私
は
、
マ
ラ
ソ
ン
シ
ュ
ー
ズ
な
る
も
の
を
知
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
練
習
で
履
い
て
い
た
靴
は
現
在
放
映
中
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
ド
ラ
マ

「
い
だ
て
ん
」
に
出
て
来
る
金
栗
四
三
が
履
い
て
い
た
よ
う
な
マ
ラ
ソ
ン
タ
ビ

で
し
た
。
そ
れ
は
、
保
内
郷
一
周
駅
伝
で
青
年
会
か
ら
い
た
だ
い
た
も
の
で
し

た
。
他
の
部
員
は
マ
ラ
ソ
ン
シ
ュ
ー
ズ
を
履
い
て
い
ま
し
た
が
、
私
は
し
ば
ら

く
の
間
は
マ
ラ
ソ
ン
タ
ビ
で
練
習
を
し
ま
し
た
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
一
年
間

頑
張
り
抜
い
た
お
か
げ
で
、
二
年
生
に
な
る
と
先
頭
集
団
で
走
れ
る
よ
う
に
な

り
、
大
会
に
も
出
し
て
も
ら
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
先
輩
か
ら
譲
り
受
け

た
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
は
古
い
も
の
で
し
た
が
、
そ
れ
を
着
て
走
れ
る
こ
と
が
誇
ら

し
く
思
え
ま
し
た
。
練
習
に
も
や
る
気
が
出
て
記
録
も
上
が
っ
て
い
き
ま
し
た
。 

 
昭
和
三
十
四
年
十
二
月
、
第
一
〇
回
全
国
高
校
駅
伝
に
出
場
す
る
こ
と
が
出

来
ま
し
た
。
水
戸
駅
前
で
応
援
団
、
生
徒
、
父
兄
ら
に
よ
る
壮
行
会
に
見
送
ら

れ
て
駅
を
出
発
し
ま
し
た
。
大
会
は
、
大
阪
市
内
に
設
け
ら
れ
た
毎
日
マ
ラ
ソ

ン
の
コ
ー
ス
を
利
用
し
、
四
二
・
一
九
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を
七
区
間
に
分
け
て

行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
当
時
は
、
新
幹
線
も
無
い
時
代
な
の
で
東
海
道
線
を
利

用
し
て
の
長
旅
に
な
り
、
全
日
程
一
週
間
の
大
会
参
加
で
し
た
。
大
会
で
は
六

区
（
五
キ
ロ
）
を
担
当
し
、
タ
イ
ム
は
一
六
分
四
五
秒
で
自
分
の
力
を
出
し
切
っ

て
走
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
チ
ー
ム
順
位
は
、
六
一
チ
ー
ム
中
二
七
位
で
し

た
。 そ

れ
が
き
っ
か
け
で
、
日
立
製
作
所
水
戸
工
場
に
誘
わ
れ
、
入
社
し
ま
し
た
。

社
会
人
と
し
て
、
実
業
団
競
技
者
と
し
て
の
一
歩
を
踏
み
出
し
ま
し
た
。 

会
社
で
は
特
別
な
練
習
時
間
は
く
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
で
も
大
会
に
出

て
悔
し
い
思
い
は
し
た
く
な
い
の
で
、
自
分
の
時
間
で
練
習
を
す
る
し
か
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。
朝
夕
の
通
勤
時
間
を
活
用
し
て
、
朝
は
水
郡
線
の
瓜
連

駅
で
降
り
て
会
社
ま
で
走
り
、
帰
り
は
会
社
か
ら
走
り
、
途
中
駅
で
乗
り
ま

し
た
。
昼
休
み
に
は
ス
ピ
ー
ド
練
習
を
や
る
、
そ
ん
な
練
習
の
お
か
げ
で
自

分
と
し
て
の
走
り
は
出
来
た
と
思
い
ま
す
。（
続
く
）  
（
大
子
町
在
住
）         

                                               
水戸農業高等学校陸上競技部の頃の筆者 
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偶
然
の
巡
り
あ
わ
せ 

大
金 
祐
介    

そ
れ
は
、
令
和
元
年
九
月
二
十
一
日
、
ふ
る
さ
と
歴
史
講
座
の
準
備
の
た
め
、

東
京
を
訪
れ
た
時
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
予
定
よ
り
も
早
く
用
が
済
み
、
帰
り
の

列
車
ま
で
時
間
に
余
裕
が
あ
っ
た
た
め
、
神
田
神
保
町
の
古
書
店
街
を
散
策
す

る
こ
と
に
し
た
。
特
に
あ
て
も
な
く
散
策
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
ふ
と
絵
葉
書
を

取
り
扱
っ
て
い
る
と
の
看
板
を
目
に
し
、
と
あ
る
古
書
店
に
立
ち
寄
っ
た
。
そ

こ
で
、
偶
然
、
こ
の
絵
葉
書
を
見
つ
け
た
。  

絵
葉
書
に
は
、
大
子
市
街
の
全
景
が
写
っ
て
い
た
。
大
子
市
街
の
全
景
を
写

し
た
絵
葉
書
や
写
真
は
、
そ
れ
ほ
ど
珍
し
い
も
の
で
は
な
い
。
昭
和
十
年
以
降

に
撮
影
さ
れ
た
も
の
が
数
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。
私
は
、
初
め
、
こ
の
絵
葉
書

を
よ
く
見
か
け
る
昭
和
十
年
以
降
に
撮
影
さ
れ
た
一
枚
で
あ
る
と
思
っ
た
。
し

か
し
、
よ
く
見
る
と
、
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
絵
葉
書
に
は
、
太
田
警
察
署
大

子
分
署
（
大
正
六
年
建
築
）
や
大
子
銀
行
本
店
（
大
正
六
年
建
築
）
が
写
っ
て
い
る
一

方
、
菊
屋
旅
館
の
木
造
三
階
建
て
家
屋
（
大
正
十
一
年
建
築
）
や
大
子
町
役
場
（
大

正
十
三
年
建
築
）
が
写
っ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
絵
葉
書
は
、
よ
く
見
か
け
る
一

枚
で
は
な
く
、
大
正
六
年
か
ら
十
一
年
ま
で
の
間
に
撮
影
さ
れ
た
非
常
に
貴
重

な
一
枚
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
管
見
の
限
り
、
大
正
期
の
大
子
市
街
の
全
景
を
写

し
た
絵
葉
書
や
写
真
は
、
他
に
例
が
な
い
。
私
は
、
貴
重
な
絵
葉
書
と
の
偶
然

の
巡
り
あ
わ
せ
に
感
謝
し
、
迷
う
こ
と
な
く
こ
れ
を
購
入
し
た
。 昭

和
十
年
頃
と
十
五
年
頃
に
ほ
ぼ
同
じ
角
度
か
ら
大
子
市
街
の
全
景
を
写

し
た
絵
葉
書
と
写
真
が
残
さ
れ
て
い
る
た
め
、
こ
の
絵
葉
書
が
発
見
さ
れ
た
こ

と
で
、
大
正
期
か
ら
昭
和
初
期
ま
で
の
大
子
市
街
の
発
展
を
目
で
追
う
こ
と
が

可
能
と
な
っ
た
。
私
は
、
こ
れ
を
機
に
、
近
代
に
お
け
る
大
子
市
街
の
発
展
の

歴
史
を
探
っ
て
み
よ
う
と
思
う
。 

（
大
子
町
在
住
）                              
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小
生
瀬
宝
泉
寺
の
扉
に
見
る
大
子
の
中
世
（
四
） 

  
前
号
ま
で
で
、
小
生
瀬
宝
泉
寺
の
扉
書
か
ら
、
鳥
子
（
常
陸
大
宮
市
）
に
拠
点

を
置
き
、
和
歌
を
嗜
む
鳥
子
江
戸
氏
の
姿
が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。
本
号
で

は
、
鳥
子
江
戸
氏
が
着
陣
し
た
小
生
瀬
と
い
う
場
を
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま

す
。  

鳥
子
江
戸
氏
（
江
戸
伊
豆
）
や
野
口
周
防
守
義
国
が
宝
泉
寺
に
着
陣
し
た
永
正

七
年
（
一
五
一
〇
）
は
、
佐
竹
氏
当
主
の
義
舜
が
依
上
保
を
通
じ
て
那
須
方
面
と

向
き
合
い
始
め
る
時
期
で
し
た
。
義
舜
は
、
佐
竹
氏
家
中
の
内
紛
で
孫
根
城
（
城

里
町
）
に
身
を
寄
せ
て
い
た
延
徳
四
年
（
一
四
九
二
）
頃
に
、
下
那
須
氏
と
結
ぶ

動
き
を
見
せ
て
い
ま
す
が
、
実
際
に
那
須
方
面
へ
の
出
兵
を
意
識
す
る
の
は
、

太
田
城
に
復
帰
し
た
文
亀
二
年
（
一
五
〇
二
）
以
降
の
こ
と
で
す
。
そ
の
出
兵
の

際
に
、
軍
勢
の
駐
屯
地
と
し
て
使
わ
れ
た
の
が
、
袋
田
の
月
居
城
と
そ
の
周
辺

地
域
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。 

 
月
居
城
か
ら
、
馬
頭
地
域
の
中
心
で
、
中
世
は
武
茂
氏
が
基
盤
を
置
い
た
武

茂
城
（
那
珂
川
町
）
ま
で
続
く
街
道
（
現
在
の
国
道
四
六
一
号
）
沿
い
に
は
、
無
数
の

中
世
城
郭
跡
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
現
在
紹
介
さ
れ
て
い
る
も
の
だ
け
で
も
、

そ
の
数
は
二
〇
を
超
え
、
城
郭
密
集
地
帯
で
あ
っ
た
と
言
え
ま
す
。
ま
た
、
こ

の
街
道
は
江
戸
時
代
に
は
「
東
浜
魚
荷
の
道
」
と
し
て
、
太
平
洋
側
の
海
産
物

を
下
野
国
に
運
ぶ
道
と
し
て
も
使
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
二
〇
以
上
の
城
郭

が
全
て
義
舜
時
代
の
も
の
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
佐
竹
氏
が
那

須
方
面
へ
と
抜
け
る
こ
の
道
を
相
当
重
要
視
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。 

 
永
正
十
三
年
（
一
五
一
六
）
に
、
上
那
須
の
浄
法
寺
縄
吊
（
那
珂
川
町
）
で
佐
竹

氏
・
岩
城
氏
の
連
合
軍
五
千
人
あ
ま
り
を
破
っ
た
宇
都
宮
氏
は
、
先
述
の
街
道

を
通
っ
て
、
佐
竹
氏
等
を
追
撃
し
ま
す
。
街
道
沿
い
に
あ
る
城
郭
群
（「
近
辺
在
々

所
々
の
要
害
」）
を
攻
め
落
と
し
、
あ
る
い
は
降
参
さ
せ
、
月
居
城
ま
で
攻
め
寄
せ

ま
す
（
本
誌
第
八
三
号
「
戦
場
と
な
っ
た
大
子
西
部
の
中
世
城
郭
」）
。
佐
竹
氏
側
は
月
居

城
で
、
よ
う
や
く
宇
都
宮
氏
の
進
撃
を
止
め
る
こ
と
に
成
功
し
た
よ
う
で
す
。

月
居
城
が
突
破
さ
れ
た
と
し
た
ら
、
小
生
瀬
か
ら
「
天
下
野
街
道
」
を
通
っ
て

（「
東
浜
魚
荷
の
道
」
と
「
天
下
野
街
道
」
が
交
わ
る
地
点
は
、
中
世
に
は
「
高
柴
宿
」
と
呼

ば
れ
る
町
場
が
あ
り
、
交
通
の
要
衝
で
し
た
）、
佐
竹
氏
本
拠
の
太
田
に
攻
め
込
ま
れ

る
こ
と
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
以
上
か
ら
考
え
る
と
、
月
居
城
は
太
田
の
北

西
方
面
の
ル
ー
ト
を
押
さ
え
る
上
で
、
重
要
な
城
郭
だ
っ
た
の
で
す
。 

 
月
居
城
の
立
地
を
当
時
の
交
通
路
か
ら
も
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
中

世
の
大
子
地
域
に
は
、
南
北
を
貫
く
「
依
上
道
」
と
い
う
道
が
通
っ
て
い
ま
し

た
。
そ
の
ル
ー
ト
は
、
近
世
の
「
南
郷
道
」
に
ほ
ぼ
重
な
る
も
の
と
推
定
さ
れ

て
い
ま
す
。「
依
上
道
」
と
東
西
を
貫
く
「
東
浜
魚
荷
の
道
」
は
、
大
子
か
ら
南

田
気
地
区
の
辺
り
に
か
け
て
交
わ
り
ま
す
。
そ
の
道
が
交
錯
す
る
地
点
を
監
視

で
き
る
と
と
も
に
、「
東
浜
魚
荷
の
道
」
を
押
さ
え
る
形
で
立
地
す
る
月
居
城

は
、
ま
さ
に
大
子
の
交
通
の
中
心
と
な
る
場
所
だ
っ
た
の
で
す
。 

 
那
須
攻
め
を
実
行
に
移
す
佐
竹
義
舜
は
、
軍
勢
を
動
員
す
る
際
の
駐
屯
地
と

し
て
月
居
城
周
辺
を
選
ん
だ
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
の
中
で
、
鳥
子
江
戸
氏

や
野
口
氏
等
現
在
の
常
陸
大
宮
市
域
に
基
盤
を
持
つ
武
士
の
一
部
が
、
月
居
城

近
く
の
小
生
瀬
宝
泉
寺
を
利
用
し
た
の
で
す
。
月
居
山
の
麓
に
は
「
陣
場
」
と

呼
ば
れ
る
地
名
が
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
ま
さ
に
、
月
居
城
周
辺
が
軍
勢

駐
屯
の
た
め
の
「
陣
場
」
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
名
残
と
言
え
ま
す
。
小
生
瀬

宝
泉
寺
の
扉
に
記
さ
れ
た
着
陣
の
記
事
は
、
小
生
瀬
と
い
う
地
域
が
、
那
須
攻

め
の
た
め
の
駐
屯
地
と
し
て
使
わ
れ
る
よ
う
な
重
要
拠
点
の
一
つ
で
あ
っ
た

こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
す
。 

 
以
上
、
四
回
に
分
け
て
、
小
生
瀬
宝
泉
寺
の
扉
書
を
紹
介
し
て
き
ま
し
た
。

戦
国
時
代
の
武
士
が
手
遊
び
に
書
い
た
書
付
か
ら
、
永
正
年
間
の
上
那
須
・
下

那
須
の
抗
争
、
和
歌
を
嗜
む
家
で
あ
る
鳥
子
江
戸
氏
の
姿
、
交
通
の
要
衝
で
あ

り
駐
屯
地
と
し
て
も
使
わ
れ
た
小
生
瀬
の
立
地
等
、
多
く
の
新
事
実
が
判
明
し

ま
し
た
。
こ
の
資
料
の
調
査
・
研
究
が
さ
ら
に
進
み
、
よ
り
多
く
の
事
実
が
明

ら
か
と
な
る
こ
と
を
楽
し
み
に
し
て
い
ま
す
。（
完
）    
（
藤
井
達
也
）
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産
地
づ
く
り
に
向
け
た
公
的
支
援
の
展
開
（
下
の
四
） 

―

特
産
品
・
り
ん
ご
の
ル
ー
ツ
を
探
る
（
一
三
）― 

 
り
ん
ご
栽
培
過
程
に
お
け
る
病
害
虫
防
除
作
業
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
本

誌
第
九
一
号
で
指
摘
し
た
が
、
茨
城
県
特
産
指
導
農
場
も
次
の
よ
う
な
見
解
を

示
し
て
い
た
。「
気
象
的
に
見
て
暖
地
の
た
め
病
害
虫
の
多
発
は
、
必
至
の
問

題
と
な
ろ
う
。
従
っ
て
こ
の
病
害
虫
防
除
に
万
全
を
期
さ
な
い
限
り
茨
城
で
の

り
ん
ご
栽
培
は
成
り
立
つ
も
の
で
な
い
こ
と
を
銘
記
す
べ
き
だ
と
思
う
。…

消

長
の
鍵
は
、
こ
の
病
害
虫
発
生
防
止
が
完
全
に
出
来
る
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
、

決
定
づ
け
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」（『
農
業
茨
城
』
昭
和
三
十
四
年
十
月
号
）、

と
。
こ
う
し
た
認
識
を
背
景
に
、
防
除
機
器
類
の
導
入
や
薬
剤
費
等
へ
の
大
子

町
か
ら
の
公
的
支
援
を
受
け
な
が
ら
生
産
者
は
防
除
作
業
を
重
視
し
、
注
力
し

た
。
し
か
し
、
数
に
限
り
が
あ
る
動
力
式
噴
霧
器
を
用
い
た
防
除
作
業
に
は
、

作
業
効
率
の
点
で
自
ず
か
ら
限
界
が
生
じ
て
い
た
。 

昭
和
三
十
七
年
度
に
は
、
こ
の
限
界
の
打
破
に
つ
な
が
る
よ
う
な
支
援
が
行

わ
れ
た
。
当
年
度
の
「
予
算
執
行
実
績
報
告
書
」
に
は
、「
新
農
村
建
設
費
」
の

一
環
と
し
て
大
子
町
農
協
に
対
し
て
九
八
万
一
千
円
を
補
助
し
、「
ス
ピ
ー
ド

ス
プ
レ
ヤ
ー
を
購
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
防
除
の
効
率
と
生
産
を
向
上
す
る

こ
と
が
で
き
た
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
ス
ピ
ー
ド
ス
プ
レ
ヤ
ー
（
以
下
Ｓ
Ｓ
と

略
）
の
活
用
は
り
ん
ご
生
産
の
先
進
地
で
は
も
は
や
珍
し
く
な
か
っ
た
よ
う
だ

が
（
木
澤
源
一
郎
氏
談
）
、
大
子
町
域
で
は
初
の
試
み
で
あ
り
生
産
者
を
は
じ
め
関

係
者
の
大
き
な
関
心
を
集
め
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。 

「
広
報
だ
い
ご
」
第
八
四
号
（
昭
和
三
十
七
年
八
月
一
日
発
行
）
は
、
Ｓ
Ｓ
始
動

時
の
様
子
を
「
強
力
ス
プ
レ
ー
ヤ
ー
活
躍 
特
産
リ
ン
ゴ
に
テ
コ
入
れ
」
と
の

見
出
し
で
伝
え
て
い
る
。「
町
は
三
七
年
度
の
新
農
村
建
設
事
業
の
一
つ
と
し

て
、
果
樹
園
病
害
虫
防
除
の
最
せ
ん
端
を
ゆ
く
、
大
型
防
除
機
械
の
購
入
を
計

画
し
て
い
た
が
、
こ
の
程
、
大
子
町
農
業
協
同
組
合
を
事
業
主
体
と
し
て
ス
ピ

ー
ド
ス
プ
レ
ー
ヤ
ー
（
共
立
式
Ｓ
Ｓ
～
２
Ａ
型
）
一
台
を
購
入
し
た
。
／
こ
の
ス
ピ

ー
ド
ス
プ
レ
ー
ヤ
ー
は
茨
城
県
下
で
は
じ
め
て
の
購
入
で
、
十
ア
ー
ル
の
リ
ン

ゴ
園
を
わ
ず
か
五
分
で
完
全
に
防
除
作
業
の
で
き
る
高
性
能
を
発
揮
し
て
い

る
。
／
こ
の
購
入
費
は
二
百
十
七
万
円
。
そ
の
う
ち
県
費
七
十
一
万
六
千
円
、

町
費
二
十
一
万
七
千
円
、
計
九
十
三
万
三
千
円
の
助
成
に
よ
つ
て
購
入
さ
れ
た

も
の
で
、
こ
れ
か
ら
の
り
ん
ご
産
地
形
成
に
、
栽
培
の
近
代
化
、
能
率
化
に
大

き
な
役
割
を
果
す
も
の
と
期
待
さ
れ
て
い
る
。
／
こ
の
ス
プ
レ
ー
ヤ
ー
は
、
ト

ラ
ク
タ
ー
と
薬
剤
を
収
納
す
る
タ
ン
ク
車
と
の
連
結
さ
れ
た
も
の
で
、
薬
剤
は

タ
ン
ク
の
後
部
の
パ
イ
プ
の
ノ
ズ
ル
か
ら
立
体
的
な
方
向
に
、
強
い
圧
力
で
噴

射
さ
れ
る
仕
組
に
な
つ
て
い
る
。
／
た
だ
し
、
道
路
上
を
走
る
場
合
は
、
特
車

の
免
許
証
を
必
要
と
す
る
が
、
運
転
は
案
外
に
容
易
で
、
も
う
黒
田
宏
さ
ん
や

有
賀
静
さ
ん
は
、
運
転
技
術
を
マ
ス
タ
ー
し
て
自
在
に
り
ん
ご
の
樹
間
を
縫
つ

て
病
害
虫
防
除
に
張
切
つ
て
い
る
。
／
こ
の
機
械
の
成
果
は
、
今
秋
の
収
穫
か

ら
み
ら
れ
る
こ
と
と
思
わ
れ
る
」。 

記
事
か
ら
は
、「
十
ア
ー
ル
を
わ
ず
か
五
分
」
と
の
表
現
に
み
ら
れ
る
よ
う

に
、
導
入
さ
れ
た
Ｓ
Ｓ
へ
の
大
き
な
期
待
感
が
読
み
取
れ
る
。
記
事
の
内
容
に

つ
い
て
三
点
ほ
ど
コ
メ
ン
ト
し
て
お
き
た
い
。 

一
つ
は
、
導
入
の
時
期
で
あ
る
。
Ｓ
Ｓ
に
は
、
ト
ラ
ク
タ
ー
で
ポ
ン
プ
・

送
風
機
・
薬
液
タ
ン
ク
等
を
乗
せ
た
車
台
を
牽
引
す
る
牽
引
式
、
自
走
車
台

に
ポ
ン
プ
等
一
式
を
搭
載
し
た
自
走
式
、
ト
ラ
ク
タ
ー
に
ポ
ン
プ
等
を
設
置

し
て
薬
液
タ
ン
ク
の
み
を
け
ん
引
す
る
搭
載
式
が
あ
り
、
こ
れ
ら
を
走
行
式

防
除
機
と
総
称
す
る
が
、『
一
九
七
五
年 
農
業
セ
ン
サ
ス
結
果
概
要
』（
茨
城

県
総
合
開
発
部
）
に
よ
る
と
、
個
人
有
の
走
行
式
動
力
防
除
機
は
、
茨
城
県
内

で
昭
和
四
十
五
年
に
僅
か
五
七
台
し
か
稼
働
し
て
い
な
か
っ
た
。
大
子
町
の

例
の
よ
う
に
共
同
で
利
用
し
て
い
た
台
数
は
不
明
だ
が
、
Ｓ
Ｓ
は
ま
だ
導
入

初
期
の
段
階
に
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
五
十
年
に
な
る
と
三
四
九
台
に
増

え
、
こ
の
間
約
六
倍
の
急
増
を
み
せ
て
い
る
。
四
十
年
代
後
半
に
な
っ
て
普

及
期
に
入
っ
た
と
も
言
え
る
。「
広
報
だ
い
ご
」
が
伝
え
る
よ
う
に
、
三
十
七

年
の
稼
働
が
「
茨
城
県
下
で
は
じ
め
て
」
か
ど
う
か
は
確
認
で
き
な
い
が
、

Ｓ
Ｓ
の
導
入
が
極
め
て
早
か
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。（
齋
藤
典
生
）
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大子の今昔 
写 真 帳 

№２ 町立中央公民館 
昭和４７年８月１日開館 
建面積１，４５６㎡ 
構造 鉄筋コンクリート造 ２階建 
（現在 本館・リフレッシュセンター・柔剣道場・音楽練習館） 

（昭和４９年３月３０日発行『大子町立中央公民館要覧』より） 

 「ほない歴史通信」では、皆さまがお持ちの古い写真を募集し
ています。「大子の今昔写真帳」に掲載してもよい写真がございま

したら、中央公民館の生涯学習担当までお申し出ください。  
連絡先 ０２９５（７２）１１４８ 

公民館の歴史 
昭和４７年８月１日 
町立中央公民館開館 
昭和４７年１０月１５日  町営プール完成 
昭和４８年７月  テニスコート完成 
平成元年４月１日  町立柔剣道場開設 
平成７年２月１日 
町立リフレッシュセ 
ンター開設 
平成９年 
町営プール廃止 
平成２０年４月２８日  町立音楽練習館開設   

編 
集 
大
子
町
歴
史
資
料
調
査
研
究
会 編

集
人  
齋
藤 
典
生
（
大
子
町
歴
史
資
料
調
査
研
究
員
） 井

上 
和
司
（
大
子
町
歴
史
資
料
調
査
研
究
員
） 藤

井 
達
也
（
大
子
町
歴
史
資
料
調
査
研
究
員
） 藤

田 
貴
則
（
大
子
町
教
育
委
員
会
事
務
局
） 大

金 
真
理
子
（
大
子
町
教
育
委
員
会
事
務
局
） 発 

行 
大
子
町
教
育
委
員
会 久

慈
郡
大
子
町
大
字
池
田
二
六
六
九
番
地 大

子
町
立
中
央
公
民
館
☎
０
２
９
５
（
７
２
）
１
１
４
８ 

町民体育館 
中央公民館 駐車場 プ

ー
ル 

更衣室 
幼児用 
プール 

昭和４７年８月１日開館時の配置図 

現 在 


