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《
報
告
三
》
森
・
里
・
海
の
共
存
か
ら
見
え
る
東
日
本
大
震
災
被
災
地
の

　
　
　
　

 

復
興
調
査
と
こ
れ
か
ら
の
展
望

茂　

木　
　
　

栄　
　
　

　

こ
ん
に
ち
は
。
國
學
院
大
學
の
茂
木
栄
と
申
し
ま
す
。
今
回
の
報
告
で
は
、
森
・
里
・
海
を
つ
な
ぐ
と
い
う
習
俗
が
東
日
本
太
平
洋
沿

岸
に
「
浜
下お

り
」
と
い
う
形
で
残
っ
て
い
る
と
い
う
話
と
、
東
日
本
大
震
災
、
そ
し
て
そ
の
後
の
被

災
地
の
状
況
に
つ
い
て
の
話
を
具
体
的
に
報
告
し
ま
す
。
さ
ら
に
、
グ
ロ
ー
バ
ル
と
ロ
ー
カ
ル
を
結

ぶ
と
い
う
こ
と
が
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
主
題
だ
と
思
わ
れ
ま
す
の
で
、
そ
の
話
に
つ
い
て
も
触
れ

て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
　
　
　

日
本
の
共
同
体
に
つ
い
て

　

ま
ず
、
今
日
の
報
告
の
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
、
日
本
の
共
同
体
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
点
が
注
目
さ

れ
る
の
か
、
と
い
う
点
を
挙
げ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

一
つ
は
、
日
本
の
共
同
体
の
空
間
構
造
に
つ
い
て
で
す
。
つ
ま
り
、
森
（
社も

り

）
と
里
と
い
う
関
係
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で
す
。
日
本
人
は
長
ら
く
そ
の
空
間
構
造
の
中
で
生
活
し
て
き
ま
し
た
が
、
こ
れ
に
対
し
て
戦
後
大
変
な
逆
風
が
吹
き
ま
す
。
た
と
え

ば
、
大
塚
久
雄
さ
ん
が
『
共
同
体
の
基
礎
理
論
：
経
済
史
総
論
講
義
案
』（
岩
波
書
店
、
昭
和
三
十
年
〔
一
九
五
五
〕）
と
い
う
、
戦
後
文

化
史
の
代
表
格
と
い
え
る
著
書
を
刊
行
し
ま
す
。
同
書
で
は
、
日
本
の
共
同
体
は
封
建
社
会
の
残
滓
で
あ
り
、
解
体
さ
れ
る
べ
き
も
の
だ

と
い
う
ふ
う
に
指
摘
さ
れ
て
い
て
、
共
同
体
の
解
体
は
「
私
の
学
問
の
最
大
の
目
的
だ
」
と
ま
で
序
文
に
書
い
て
あ
り
ま
す
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
内
山
節
さ
ん
は
、
大
塚
さ
ん
の
『
共
同
体
の
基
礎
理
論
』
と
同
じ
タ
イ
ト
ル
に
「
自
然
と
人
間
の
基
層
か
ら
」
と
い

う
副
題
を
つ
け
る
形
で
、『
共
同
体
の
基
礎
理
論
：
自
然
と
人
間
の
基
層
か
ら
』（
農
山
漁
村
文
化
協
会
、
平
成
二
十
二
年
〔
二
〇
一
〇
〕）

を
出
版
さ
れ
ま
し
た
。
同
書
で
は
、
真
っ
向
か
ら
大
塚
さ
ん
に
反
対
論
を
唱
え
る
と
い
う
こ
と
で
、
反
響
も
大
き
く
今
で
も
内
山
さ
ん
は

頻
繁
に
講
演
に
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

　

戦
後
の
日
本
政
府
に
お
い
て
は
、
日
本
経
済
を
ど
う
復
活
さ
せ
る
か
、
そ
し
て
一
億
の
日
本
人
を
ど
う
養
っ
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
が

大
き
な
課
題
に
な
り
ま
し
た
。
結
果
と
し
て
重
厚
長
大
産
業
を
大
き
く
広
げ
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
経
済
を
復
活
さ
せ
る
と
い
う
政
策
を

と
っ
た
こ
と
は
皆
さ
ん
の
共
通
理
解
だ
と
い
う
ふ
う
に
思
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
出
て
き
た
問
題
が
公
害
だ
っ
た
わ
け
で
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
公
害
問
題
が
顕
在
化
す
る
ま
で
は
、
日
本
国
民
は
公
害
に
対
し

て
問
題
意
識
を
持
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
三
重
県
四
日
市
市
で
は
「
煙
た
な
び
く
四
日
市
」
と
、
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
に
煙
が
立
ち
込
め
る

様
子
を
讃
美
し
て
歌
っ
て
い
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
四
日
市
市
立
塩
浜
小
学
校
の
校
歌
で
は
、「
港
の
ほ
と
り 

並
び
た
つ　

科
学
の
誇
る 

工
場
は　

平
和
を
ま
も
る 

日
本
の　

希
望
の
希
望
の 

光
で
す
」
と
歌
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
当
時
公
害
は
深
刻
に
は
捉
え
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
ち
ょ
う
ど
、
池
田
勇
人
が
昭
和
三
十
五
年
（
一
九
六
〇
）
に

内
閣
総
理
大
臣
に
就
任
し
、
所
得
倍
増
計
画
を
打
ち
出
し
た
頃
で
す
。
こ
の
計
画
を
打
ち
出
す
の
と
同
時
に
高
度
経
済
成
長
が
始
ま
る
わ

け
で
す
。
こ
の
高
度
経
済
成
長
の
影
の
部
分
と
し
て
公
害
問
題
が
顕
在
化
し
て
い
き
ま
す
。
し
か
し
、
国
は
一
億
の
日
本
人
を
養
う
た
め
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に
公
害
問
題
が
顕
在
化
し
て
大
き
な
社
会
運
動
に
な
る
の
を
抑
え
込
む
と
い
う
政
策
を
と
り
ま
し
た
。

　

高
度
経
済
成
長
の
時
代
は
、
経
済
が
成
長
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
生
活
が
楽
に
な
り
、
暮
ら
し
が
豊
か
に
な
る
と
い
う
幻
想
を
持
っ

た
時
代
だ
っ
た
の
で
す
が
、
ふ
と
気
が
つ
く
と
多
く
の
人
が
咳
込
み
、
苦
し
み
、
そ
し
て
死
ん
で
い
く
と
い
う
時
代
に
な
っ
て
い
ま
し

た
。
し
か
も
四
日
市
だ
け
で
は
な
く
て
、
教
科
書
な
ど
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
熊
本
県
不
知
火
海
沿
岸
の
水
俣
病
や
、
静
岡
県
田
子

の
浦
港
の
廃
液
ヘ
ド
ロ
問
題
、
富
山
県
神
通
川
流
域
の
イ
タ
イ
イ
タ
イ
病
、
新
潟
県
阿
賀
野
川
流
域
の
第
二
水
俣
病
な
ど
の
様
々
な
被
害

が
明
ら
か
に
な
り
、
多
く
の
犠
牲
者
が
出
て
い
る
こ
と
が
顕
在
化
し
ま
し
た
。

　

こ
の
公
害
問
題
に
対
し
て
自
治
体
の
行
政
は
結
局
企
業
の
擁
護
に
回
っ
て
、
被
害
を
受
け
て
い
る
こ
う
し
た
村
々
の
人
た
ち
を
本
気
で

救
っ
て
く
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
革
新
系
の
政
治
団
体
も
同
様
で
す
。
四
日
市
の
場
合
に
は
、
磯い

そ

津づ

と
い
う
集
落
が
最
も
被

害
を
受
け
ま
し
た
。
磯
津
は
ち
ょ
う
ど
鈴
鹿
川
の
突
端
に
あ
る
漁
村
で
、
村
人
は
風
が
吹
く
と
喘
息
を
起
こ
す
と
い
う
四
日
市
喘
息
の
症

状
が
出
て
い
ま
し
た
。
最
初
の
う
ち
は
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
の
労
働
者
が
支
援
し
て
く
れ
ま
し
た
が
、
結
局
、
会
社
と
村
人
の
間
で
本
格
的
な

闘
い
に
な
っ
た
と
き
に
は
、
雇
用
主
で
あ
る
会
社
に
背
い
て
ま
で
支
援
す
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
結
果
、
支
援
者

は
ど
ん
ど
ん
離
れ
、
最
終
的
に
闘
い
抜
い
た
の
は
磯
津
の
集
落
に
あ
る
氏
神
の
塩
崎
神
社
に
伝
わ
る
鯨
船
行
事
と
い
う
神
事
の
祭
組
織
の

人
た
ち
で
し
た
。

　

こ
の
祭
組
織
の
人
た
ち
が
公
害
訴
訟
を
闘
い
抜
い
て
勝
訴
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
大
気
汚
染
防
止
法
や
公
害
防
止
法
な
ど
の
法
律
が
制

定
さ
れ
、
そ
し
て
環
境
庁
が
で
き
、
国
の
産
業
政
策
は
経
済
成
長
の
時
代
か
ら
福
祉
の
時
代
へ
と
転
換
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

国
を
大
き
く
変
え
た
の
は
、
公
害
に
苦
し
ん
で
い
た
各
地
の
小
さ
な
村
々
の
住
人
達
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
う
し
た
公
害
問
題
の

解
決
に
対
し
、
大
き
な
影
響
力
を
持
っ
た
の
が
ム
ラ
の
祭
組
織
の
人
た
ち
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
日
本
の
特
徴
だ
と
思
い
ま
す
。

　

次
に
環
境
問
題
に
取
り
組
む
理
論
を
ま
と
め
て
述
べ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
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現
在
は
、「
持
続
可
能
な
社
会
」
と
い
う
言
い
方
で
よ
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
古
沢
先
生
も
先
ほ
ど
の
報
告
で
、
手
詰
ま
り
感

が
ど
う
し
て
も
拭
え
な
い
、
あ
る
い
は
す
で
に
手
詰
ま
り
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
ご
指
摘
な
さ
い
ま
し
た
。

　

ま
た
、
先
ほ
ど
述
べ
た
内
山
節
さ
ん
は
、
先
程
ご
紹
介
し
ま
し
た
『
共
同
体
の
基
礎
理
論　

自
然
と
人
間
の
基
層
か
ら
』
に
お
い
て
、

共
同
体
の
再
評
価
と
し
て
、「
自
然
と
人
間
の
関
係
を
問
い
な
お
そ
う
と
す
る
思
想
」
や
「
近
代
以
降
の
自
然
と
人
間
の
関
係
の
ゆ
が
み

を
問
い
な
お
そ
う
と
い
う
発
想
」
が
あ
り
、「
川
と
人
と
の
関
係
を
と
ら
え
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
川
と
は
何
か
、
河
川
と
流
域
住
民
の

関
係
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
を
再
創
造
し
よ
う
と
し
た
大
熊
孝
の
仕
事
や
、
環
境
自
然
保
護
問
題
を
そ
の
地
域
の
自
然
と
人
間
の
関
係
か
ら

解
こ
う
と
し
た
鬼
頭
秀
一
の
提
起
は
、
そ
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
内
山
さ
ん
は
全
国
で
展
開
さ
れ
て
い
る
「
里
山
と
人
間
の
関
係
を
と
ら
え
直
す
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
た
里
山
整
備
の
活
動
」

や
「
土
と
人
間
の
関
係
を
問
い
な
お
し
た
有
機
農
業
の
広
が
り
」
に
つ
い
て
、「
こ
の
よ
う
な
展
開
が
日
本
で
は
共
同
体
の
再
評
価
を
も

提
起
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。
日
本
の
村
落
共
同
体
は
、
神
社
（
も
り
）
の
存
在
を
前
提
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
ま

す
。
次
の
言
葉
も
内
山
さ
ん
の
言
葉
で
す
。「
自
然
と
人
間
の
関
係
を
か
つ
て
支
え
て
い
た
共
同
体
の
役
割
を
学
ぶ
こ
と
が
、
未
来
に
向

か
っ
て
重
要
な
事
柄
だ
と
気
づ
か
さ
れ
る
」。
こ
う
し
た
内
山
さ
ん
の
言
葉
を
受
け
て
、
私
は
「
共
同
体
の
絆
を
支
え
て
い
た
の
は
神

社
・
社
、
す
な
わ
ち
鎮
守
の
社も

り

で
あ
る
。
鎮
守
の
社
は
単
独
に
存
在
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
自
然
風
土
の
な
か
の
大
き
な
モ
リ
（
山
）

か
ら
小
さ
な
モ
リ
（
お
旅
所
の
榊
）
ま
で
の
天
と
地
を
結
ぶ
神
の
道
が
共
同
体
の
中
心
軸
を
形
成
し
、
氏
子
の
暮
ら
し
と
命
の
安
定
を
支

え
て
い
る
」
と
整
理
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
大
き
な
モ
リ
と
い
う
の
は
山
の
こ
と
で
す
ね
。
小
さ
な
モ
リ
と
い
う
の
は
鎮
守
の
社
の
さ
ら

に
下
に
あ
る
、
お
神
輿
が
渡
御
し
て
い
く
場
所
、
つ
ま
り
お
旅
所
の
こ
と
で
、
た
と
え
建
物
が
な
く
て
も
榊
一
本
を
立
て
て
モ
リ
と
し
て

い
ま
す
。
東
日
本
大
震
災
で
は
、
こ
う
い
う
共
同
体
の
空
間
構
造
を
持
つ
東
日
本
太
平
洋
沿
岸
の
村
々
が
大
津
波
の
被
害
を
受
け
た
わ
け

で
す
。
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浜
下
り
―
―
山
と
海
を
つ
な
ぐ
祭
礼

　

岩
手
県
南
部
か
ら
宮
城
県
、
福
島
県
、
茨
城
県
、
千
葉
県
の
太
平
洋
沿
岸
の
地
域
で
は
、
顕
著
な
形
で
山
と
浜
と
を
結
ぶ
習
俗
・
お
祭

が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
「
浜
下
り
」
と
い
う
お
祭
で
す
。
以
前
、「
山
・
社も

り

・
海
を
つ
な
ぐ
神
の
道
」（
國
學
院
大
學
研
究
開
発
推
進
セ
ン

タ
ー
編
、
古
沢
広
祐
責
任
編
集
『
共
存
学　

文
化
・
社
会
の
多
様
性
』
弘
文
堂
、
平
成
二
十
四
年
〔
二
〇
一
二
〕）
と
い
う
論
考
に
も
示

し
た
の
で
す
が
、
宮
城
県
、
福
島
県
の
太
平
洋
沿
岸
で
は
、
中
断
し
て
い
る
も
の
も
含
め
て
大
体
一
七
〇
件
近
く
の
浜
下
り
神
事
と
そ
れ

に
類
す
る
行
事
が
行
な
わ
れ
て
い
ま
す
。
実
は
、「
共
存
学
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
始
ま
っ
た
と
き
に
、
宮
城
県
気
仙
沼
と
、
そ
の
気
仙
沼

の
山
あ
て
の
神
山
に
な
っ
て
い
る
室む

ろ

根ね

山や
ま

（
岩
手
県
）
と
い
う
山
の
特
別
大
祭
の
調
査
を
実
施
し
よ
う
と
い
う
計
画
が
あ
り
ま
し
た
。
そ

の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
始
ま
る
直
前
に
、
四
年
に
一
度
の
お
祭
の
調
査
を
計
画
し
て
お
り
、「
さ
あ
、
行
こ
う
か
」
と
出
か
け
よ
う
と
し
た

矢
先
の
平
成
二
十
三
年
（
二
〇
一
一
）
三
月
十
一
日
、
東
日
本
大
震
災
が
起
こ
り
、
気
仙
沼
の
海
の
方
（
山
の
方
と
の
対
比
構
造
あ
り
）

が
津
波
被
害
に
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
結
局
き
ち
ん
と
し
た
形
で
の
お
祭
の
調
査
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
う
し
た
経
緯
が
あ
り
ま
し

て
、
大
震
災
の
被
災
地
に
お
け
る
神
社
や
お
祭
の
役
割
を
見
て
い
こ
う
と
い
う
一
つ
の
視
点
が
共
存
学
に
お
い
て
生
ま
れ
た
わ
け
で
す
。

　

そ
こ
で
、
気
仙
沼
を
一
つ
の
拠
点
と
し
て
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
始
め
ま
し
た
。
私
は
こ
れ
ま
で
被
災
地
で
は
、
古
沢
先
生
と
行
動
を
共
に

調
査
し
て
き
ま
し
た
。
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
開
始
し
た
頃
は
、
地
域
の
民
俗
芸
能
が
被
災
し
た
人
た
ち
の
大
き
な
力
に
な
る
と
い
う
こ
と
が

わ
か
っ
た
も
の
で
す
か
ら
、
震
災
か
ら
一
年
を
迎
え
る
と
き
に
大
き
な
イ
ベ
ン
ト
の
開
催
を
提
案
し
ま
し
た
。
岩
手
県
の
大
船
渡
市
・
陸

前
高
田
市
・
住
田
町
の
三
地
域
を
「
気
仙
」
と
言
う
の
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
気
仙
の
人
た
ち
が
「
ケ
セ
ン
き
ら
め
き
大
学
」
と
い
う
市

民
大
学
を
開
い
て
い
ま
す
。
こ
の
ケ
セ
ン
き
ら
め
き
大
学
の
関
係
者
の
方
々
と
共
同
し
て
岩
手
県
大
船
渡
市
の
リ
ア
ス
ホ
ー
ル
を
お
借
り

し
て
、
平
成
二
十
四
年
（
二
〇
一
二
）
二
月
二
十
五
日
・
二
十
六
日
に
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
初
日
は
、『
ケ
セ
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ン
鎮
魂
の
た
め
の
地
域
伝
統
芸
能
大
会
』
が
行
わ
れ
、
二
日
目
午
後
か
ら
は
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
『
災
害
と
郷
土
芸
能
』
が
開
催
さ
れ
ま

し
た
。

　

こ
の
イ
ベ
ン
ト
は
大
変
好
評
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
気
仙
地
域
の
伝
統
文
化
・
民
俗
文
化
を
掘
り
起
こ
し
て
地
域
を
活
性
化

さ
せ
よ
う
で
は
な
い
か
と
い
う
話
に
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
文
化
庁
の
地
域
活
性
化
事
業
に
よ
る
助
成
資
金
を
頂
い
て
、
平
成
二
十
六

年
度
（
二
〇
一
四
）、
二
十
七
年
度
（
二
〇
一
五
）
に
信
仰
や
生
業
の
記
録
活
動
を
行
な
い
ま
し
た
。
ま
た
、「
文
化
遺
産
総
合
活
用
推
進

事
業
」
の
「
地
域
文
化
遺
産
活
性
化
補
助
事
業
」
と
し
て
、
住
田
町
教
育
委
員
会
内
に
事
務
局
を
置
き
、
住
田
町
農
政
課
、
気
仙
伝
統
文

化
活
性
化
委
員
会
（
委
員
長
：
一
般
社
団
法
人
ケ
セ
ン
き
ら
め
き
大
学
学
長
）
の
実
施
体
制
の
も
と
、
平
成
二
十
九
年
度
（
二
〇
一
七
）

か
ら
の
六
年
間
、
地
元
の
人
た
ち
と
連
携
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
た
と
え
ば
、「
け
せ
ん
文
化
遺
産
情
報
発
信
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
構
築

事
業
」
や
「
文
化
財
ガ
イ
ド
養
成
事
業
」、「
け
せ
ん
の
た
か
ら
２
０
１
７ 

気
仙
民
俗
芸
能
祭
」
な
ど
の
事
業
で
す
（
文
化
庁
「
平
成
二

十
九
年
（
二
〇
一
七
）
度
文
化
遺
産
総
合
活
用
推
進
事
業
（
地
域
文
化
遺
産
活
性
化
事
業
）
実
施
計
画
一
覧
」）。
大
勢
の
地
元
の
人
た
ち

が
文
化
財
グ
ル
ー
プ
と
い
う
の
を
つ
く
り
、
積
極
的
に
活
動
し
て
く
だ
さ
っ
た
の
で
、
私
は
見
学
し
た
り
ア
ド
バ
イ
ス
を
し
た
り
し
て
こ

の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
参
加
し
ま
し
た
。

　

気
仙
の
他
に
は
、
大
槌
町
で
も
大
槌
町
文
化
遺
産
活
性
化
実
行
委
員
会
を
組
織
し
、
文
化
庁
の
「
大
槌
町
郷
土
芸
能
活
性
化
事
業
」
の

助
成
を
受
け
て
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
立
ち
上
げ
ま
し
た
。
大
槌
町
文
化
遺
産
活
性
化
実
行
委
員
会
主
催
、
大
槌
町
教
育
委
員
会
及
び
大
槌
町

郷
土
芸
能
保
存
団
体
連
合
会
共
催
で
、「
大
槌
町
郷
土
芸
能
祭
」
を
平
成
二
十
八
年
（
二
〇
一
六
）
十
二
月
十
一
日
に
大
槌
町
城
山
公
園

体
育
館
で
開
催
し
ま
し
た
。
大
槌
町
は
非
常
に
い
ろ
い
ろ
な
種
類
の
芸
能
が
残
っ
て
い
る
地
域
で
し
た
の
で
、
そ
の
実
態
を
把
握
す
る
た

め
に
大
槌
町
文
化
遺
産
活
性
化
実
行
委
員
会
で
平
成
二
十
五
年
度
（
二
〇
一
三
）
か
ら
二
十
七
年
度
（
二
〇
一
五
）
の
三
カ
年
に
わ
た
っ

て
悉
皆
的
な
民
俗
芸
能
調
査
を
行
な
い
ま
し
た
。
こ
の
調
査
で
は
、
大
槌
町
内
の
芸
能
団
体
二
十
一
団
体
の
う
ち
現
在
活
動
中
の
十
九
団
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体
の
由
来
や
歴
史
、
演
目
、
構
成
、
衣
装
、
道
具
な
ど
に
つ
い
て
調
査
を
実
施
し
、
平
成
二
十
八
年
（
二
〇
一
六
）
に
こ
の
調
査
の
結
果

を
『
大
槌
町
の
民
俗
芸
能
―
大
槌
町
民
俗
芸
能
調
査
報
告
書
―
』（
大
槌
町
教
育
委
員
会
、
平
成
二
十
八
年
）
と
し
て
刊
行
し
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
共
存
学
の
研
究
事
業
と
一
緒
に
行
な
っ
た
も
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
共
存
学
と
し
て
も
気
仙
・
気
仙
沼
・
仙
台
平
野
に
は
随
分

通
っ
た
わ
け
で
す
。

　

次
に
、
先
ほ
ど
も
少
し
触
れ
た
山
・
森
・
海
を
結
ぶ
お
祭
と
し
て
代
表
的
な
東
北
地
方
太
平
洋
沿
岸
の
浜
下
り
神
事
に
つ
い
て
お
話
し

ま
す
。
浜
下
り
は
、
福
島
県
で
は
川
ご
と
に
伝
承
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
、
多
く
の
地
域
で
確
認
で
き
る
神
事
で
す
。
浜
下
り

は
、
毎
年
行
な
う
地
域
も
あ
れ
ば
、
式
年
で
七
年
に
一
回
、
八
年
に
一
回
、
十
二
年
に
一
回
行
な

う
地
域
も
あ
り
ま
す
。
長
い
も
の
に
な
る
と
七
十
二
年
に
一
度
大
祭
礼
を
行
な
う
西
金
砂
神
社
・

東
金
砂
神
社
の
磯
出
大
祭
礼
（
茨
城
県
常
陸
太
田
市
・
日
立
市
）
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
神
事

は
川
の
中
流
域
か
ら
浜
ま
で
神
輿
を
渡
御
し
て
く
る
と
い
う
形
式
を
と
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、

【
図
１
】
の
よ
う
に
山
と
浜
を
つ
な
い
で
い
る
わ
け
で
す
。
様
々
な
研
究
者
が
浜
下
り
に
つ
い
て

論
考
を
著
わ
し
て
い
ま
す
。

　

さ
て
、
東
日
本
大
震
災
の
津
波
の
到
達
点
を
地
図
上
に
落
と
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
浜
下
り
を
行

う
地
点
で
浜
に
あ
た
る
地
域
は
ほ
と
ん
ど
津
波
が
到
達
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
神
様
が

渡
っ
て
く
る
ス
タ
ー
ト
地
点
で
あ
る
山
の
方
は
全
く
無
傷
で
し
た
。
そ
れ
か
ら
、
福
島
県
立
博
物

館
が
出
し
て
い
る
学
術
調
査
報
告
書
『
福
島
県
に
お
け
る
浜
下
り
の
研
究
』（
福
島
県
立
博
物
館
、

平
成
九
年
〔
一
九
九
七
〕）
に
は
興
味
深
い
図
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。「
古
代
に
お
け
る
文
化
の

通
路
」
と
い
う
地
図
で
、
縄
文
遺
跡
、
弥
生
遺
跡
、
そ
し
て
ハ
ヤ
マ
の
場
所
が
ド
ッ
ト
さ
れ
て
い

【図１】山と海をつなぐ概念図
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ま
す
。
こ
れ
を
見
て
、
東
日
本
大
震
災
の
津
波
到
達
点
を
報
告
書
の
地
図
に
入
れ
て
み
ま
し
た
。
そ
う
す
る
と
、
縄
文
遺
跡
は
す
れ
す
れ

の
と
こ
ろ
ま
で
津
波
が
来
て
い
ま
す
が
、
一
つ
も
到
達
点
に
重
な
っ
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
同
じ
よ
う
に
弥
生
遺
跡
が
あ
っ

た
場
所
も
す
れ
す
れ
の
と
こ
ろ
で
津
波
が
止
ま
っ
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
縄
文
遺
跡
は
海
岸
近
く
だ
け
で
は
な
く
て
、
主
に
内
陸
の
方
に
分
布
し
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
海
岸
に
近
い
と
こ
ろ
で
も
、
津

波
は
到
達
し
て
い
ま
せ
ん
。
そ
の
す
ぐ
近
く
の
と
こ
ろ
で
津
波
は
止
ま
っ
て
い
た
の
で
す
。
ち
ょ
う
ど
縄
文
遺
跡
の
分
布
と
浜
下
り
が
行

わ
れ
る
場
所
の
分
布
を
重
ね
て
い
く
と
、
内
陸
の
縄
文
遺
跡
の
あ
る
場
所
が
浜
下
り
の
出
発
点
の
神
社
が
あ
る
場
所
の
近
く
に
分
布
し
て

い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
背
後
に
ハ
ヤ
マ
が
並
ん
で
い
る
と
い
う
地
形
的
な
特
徴
が
地
図
を
加
工
し
て
わ
か
っ
て
き

た
の
で
す
。

　

ま
た
、
広
い
地
域
で
現
在
も
非
常
に
盛
ん
に
行
な
わ
れ
て
い
る
鹿し

し

踊お
ど
りと

い
う
芸
能
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
鹿
踊
は
、「
三
一
一
復
興
支
援

　

無
形
文
化
遺
産
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク　

文
化
遺
産
ア
ー
カ
イ
ブ
ス
」（http://m

ukei311.tobunken.go.jp/index.php?gid=
10115

、

東
京
文
化
財
研
究
所　

無
形
文
化
財
遺
産
部
）
に
よ
り
ま
す
と
、
宮
城
県
、
岩
手
県
、
福
島
県
の
な
か
で
無
形
文
化
財
遺
産
の
民
俗
芸
能

と
し
て
八
四
件
が
現
在
登
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
シ
シ
と
は
シ
カ
の
こ
と
を
指
し
ま
す
。
こ
の
鹿
踊
は
山
と
海
を
つ
な
ぐ
芸
能
で
あ
る

と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
鹿
踊
は
か
な
り
古
い
時
代
の
ア
マ
族
と
の
関
連
が
指
摘
で
き
ま
す
。
現
在
行
な
わ
れ
て
い
る
鹿
踊
が
古

い
と
い
う
意
味
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
伝
承
さ
れ
て
い
る
要
素
の
な
か
に
ア
マ
族
と
結
び
つ
い
て
広
が
っ
て
い
る
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と

で
す
。
こ
こ
で
は
、
山
と
海
を
結
ぶ
芸
能
の
要
素
と
し
て
「
シ
シ
」「
シ
カ
」
と
い
う
こ
と
が
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
出
て
き
ま
す
。

　

こ
の
鹿
踊
の
継
承
活
動
に
注
目
し
て
、
文
化
庁
の
「
平
成
二
十
八
年
度
（
二
〇
一
六
）
文
化
遺
産
を
活
か
し
た
地
域
活
性
化
事
業
」
と

し
て
芸
術
振
興
費
補
助
金
を
受
け
ま
し
た
。
気
仙
伝
統
文
化
活
性
化
委
員
会
主
催
で
住
田
町
、
同
町
教
育
委
員
会
、
同
町
郷
土
芸
能
団
体

連
絡
協
議
会
が
共
催
し
、「
け
せ
ん
の
た
か
ら
２
０
１
６
気
仙
民
俗
芸
能
祭
」
を
開
催
し
ま
し
た
。
同
祭
で
は
、
鹿
踊
の
継
承
活
動
に
関
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す
る
座
談
会
も
行
な
わ
れ
て
い
ま
す
。

集
落
形
成
の
風
土
モ
デ
ル
―
―
森
・
里
・
海

　

日
本
の
集
落
の
特
徴
と
し
て
集
落
の
背
後
の
山
に
山
宮
を
置
き
、
里
か
ら
街
道
に
ち
ょ
っ
と
入
っ
た
と
こ
ろ
に
里
宮
を
置
き
、
そ
し
て

お
祭
の
と
き
に
田
ん
ぼ
の
中
に
仮
宮
で
あ
る
田
宮
を
置
く
と
い
う
構
造
が
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
山
宮
・
里
宮
・
田
宮
と
い
う
天
と
地
を

結
ぶ
縦
軸
の
構
造
の
な
か
に
横
軸
の
街
道
が
通
る
と
い
う
空
間
構
造
を
と
っ
て
い
る
の
が
日
本
の
共
同
体
の
空
間
構
造
だ
と
い
う
わ
け
で

す
。

　

こ
れ
は
、
ご
承
知
の
よ
う
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
広
場
集
落
と
は
全
く
異
な
る
構
造
を
と
っ
て
い
る
も
の
で
す
。

　

こ
う
し
た
構
造
が
基
本
形
と
し
て
あ
る
の
で
す
が
、
浜
下
り
を
す
る
神
社
の
名
称
を
見
て
み
る
と
、
中
断
さ
れ
た
祭
も
含
め
て
全
部
で

大
体
一
七
〇
社
ほ
ど
あ
り
ま
し
て
、
複
数
の
名
称
を
確
認
で
き
る
神
社
と
し
て
、「
熊
野
神
社
」
が
七
社
ほ
ど
あ
り
ま
す
。
ま
た
、「
日
吉

神
社
」
が
四
社
あ
り
、
大
き
な
浜
下
り
は
日
吉
神
社
が
関
わ
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、「
諏
訪
神
社
」
が
一
四
社
ご
ざ
い
ま
し
て
、「
鹿

島
神
社
」
が
八
社
確
認
で
き
ま
す
。

　

次
に
、
複
数
の
社
名
が
確
認
で
き
る
神
社
の
本
宮
の
空
間
構
造
を
み
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
熊
野
本
宮
の
場
合
は
補ふ

陀だ

落ら
く

山
寺
が
あ
り
ま

す
し
、
諏
訪
大
社
の
場
合
は
諏
訪
湖
と
諏
訪
の
下
社
・
上
社
そ
し
て
山
の
上
の
御み

射さ

山や
ま

と
、
や
は
り
山
宮
・
里
宮
・
田
宮
の
形
を
と
っ
て

い
て
、
最
後
は
湖
や
海
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
日
吉
神
社
の
場
合
も
比
叡
山
が
あ
っ
て
日
吉
大
社
が
あ
り
、
琵
琶
湖
が
あ
る
と
い
う
形

で
、
海
と
山
を
結
ぶ
空
間
構
造
を
も
っ
た
お
祭
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
辺
り
の
風
土
モ
デ
ル
を
見
て
み
る
と
、
熊
野
は
本
宮
（
熊
野
本

宮
大
社
）、
那
智
（
熊
野
那
智
大
社
）、
速
玉
（
熊
野
速
玉
大
社
）
と
三
社
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
先
に
補
陀
落
山
寺
が
あ
っ
て
補
陀
落
渡
海

の
習
俗
が
残
っ
て
い
た
わ
け
で
す
。
こ
う
い
う
空
間
構
造
は
熊
野
モ
デ
ル
の
風
土
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
日
吉
神
社
の
場
合
は
、
琵
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琶
湖
と
神
社
の
空
間
構
造
か
ら
日
吉
モ
デ
ル
と
い
え
ま
す
。
同
じ
よ
う
に
、
上
社
下
社
と
諏
訪
湖
か
ら
な
る
諏
訪
大
社
の
場
合
は
、
諏
訪

モ
デ
ル
と
い
え
ま
す
。
鹿
島
神
社
の
場
合
は
、
鹿
踊
と
若
干
関
係
が
あ
り
ま
し
て
、
元
々
鹿
踊
は
鹿
島
の
鹿
踊
が
こ
ち
ら
の
方
に
入
っ
て

き
た
と
い
う
伝
承
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
う
し
た
事
例
を
見
て
い
く
と
、
山
か
ら
海
へ
下
り
る
と
い
う
浜
下
り
の
伝
承
、
祭
の
形
と
い
う
の
は
、
文
化
的
に
は
幾
つ
か
の
モ
デ

ル
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
指
摘
で
き
ま
す
。

　

話
を
元
に
戻
し
ま
す
と
、
被
災
地
は
元
々
浜
下
り
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
形
で
山
と
浜
が
つ
な
が
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
福
島
県
の

場
合
に
は
ご
存
知
の
よ
う
に
原
子
力
発
電
所
の
事
故
が
あ
り
ま
し
た
か
ら
、
多
く
の
地
域
で
ほ
と
ん
ど
浜
側
へ
入
る
こ
と
が
で
き
な
い
状

態
が
続
い
て
い
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
山
か
ら
浜
の
方
に
助
け
に
行
く
と
か
、
援
助
す
る
と
か
い
う
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。

一
方
、
宮
城
県
で
は
こ
の
関
係
が
非
常
に
活
き
て
お
り
ま
し
た
。
初
期
の
段
階
で
は
山や

ま

方か
た

か
ら
浜は

ま

方か
た

の
方
に
救
助
が
行
っ
た
と
い
う
話
を

聞
い
て
い
ま
す
。
一
般
的
に
食
料
の
こ
と
で
い
え
ば
、
浜
の
方
は
お
か
ず
が
豊
富
、
山
の
方
は
お
米
が
獲
れ
ま
し
た
の
で
、
浜
と
山
で
婚

姻
関
係
を
結
ん
で
、
お
か
ず
と
お
米
を
交
換
す
る
と
い
う
親
戚
関
係
も
多
く
見
ら
れ
、
そ
れ
が
震
災
の
と
き
に
も
活
き
て
い
た
の
で
す
。

高
台
移
転
と
共
同
体
―
―
移
転
元
地
へ
の
回
帰

　

そ
ろ
そ
ろ
結
論
に
入
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
皆
さ
ん
の
中
に
も
被
災
地
に
何
度
か
足
を
運
ば
れ
て
い
る
方
も
多
い
と
思
い
ま
す
が
、
震

災
か
ら
も
う
少
し
で
九
年
経
つ
現
在
で
も
、
な
か
な
か
復
興
が
進
ん
で
い
な
い
の
が
現
実
で
す
。
進
ん
で
い
る
よ
う
に
見
え
て
も
、
そ
こ

に
暮
ら
す
人
た
ち
が
希
望
を
持
っ
て
生
活
を
し
て
い
る
感
じ
が
全
く
し
な
い
地
域
も
あ
り
ま
す
。

　

こ
う
し
た
中
で
東
松
島
市
の
月
浜
と
い
う
漁
村
は
、
明
る
い
雰
囲
気
を
持
っ
て
い
る
集
落
で
す
。
こ
こ
は
、
自
分
た
ち
で
裏
山
を
切
り

開
い
て
住
宅
地
を
造
り
、
そ
こ
に
月
浜
の
集
落
を
全
部
移
し
た
の
で
す
。
集
団
移
転
を
自
分
た
ち
で
進
め
た
集
落
と
い
う
こ
と
で
す
。
月
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浜
の
集
落
の
跡
地
は
空
き
地
に
す
る
こ
と
な
く
、
漁
業
の
加
工
工
場
を
建
設
し
て
利
用
し
て
い
ま
す
。
月
浜
で
は
、
平
成
二
十
三
年
（
二

〇
一
一
）
の
不
安
な
状
況
下
で
、
七
月
八
日
に
当
地
の
海
苔
生
産
者
で
共
同
生
産
組
織
で
あ
る
「
奥
松
島
海
苔
生
産
グ
ル
ー
プ
月
光
」
を

設
立
し
、「
月
光
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
を
始
め
ま
し
た
。
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
海
苔
の
養
殖
の
復
活
が
計
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
が
大
当

た
り
す
る
こ
と
に
な
り
、
今
や
元
の
集
落
の
あ
っ
た
場
所
に
は
工
場
が
三
棟
建
っ
て
、
元
の
集
落
と
新
し
い
集
落
の
間
に
あ
る
大
き
な
駐

車
場
だ
っ
た
場
所
に
製
造
工
場
を
建
て
て
栄
え
て
い
ま
す
。

　

つ
い
最
近
も
小
正
月
の
「
え
ん
ず
の
わ
り
」
と
い
う
行
事
が
行
わ
れ
る
と
い
う
の
で
見
学
に
行
き
ま
し
た
。
そ
の
と
き
月
浜
の
皆
さ
ん

は
と
て
も
明
る
い
表
情
を
し
て
い
ま
し
た
。
海
苔
の
養
殖
と
製
造
を
細
々
や
っ
て
い
た
か
つ
て
の
生
活
と
は
全
く
違
っ
て
、
今
や
大
き
な

産
業
と
な
り
大
成
功
し
て
い
ま
す
。

　

移
転
集
落
で
月
浜
の
よ
う
に
成
功
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
少
な
い
で
し
ょ
う
。
結
局
、
行
政
の
主
導
で
強
制
的
に
住
民
が
バ
ラ
バ
ラ
に

さ
れ
て
高
台
移
転
を
し
て
い
る
場
所
が
多
い
の
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
昭
和
八
年
（
一
九
三
三
）
の
津
波
の
と
き
の
よ
う
に
、
高
台
に
集

団
移
転
し
て
も
、
最
終
的
に
元
の
集
落
の
あ
っ
た
場
所
に
戻
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

実
際
に
は
、
高
台
移
転
を
し
た
の
に
元
の
場
所
に
戻
る
こ
と
が
非
難
さ
れ
る
場
合
も
あ
り
ま
し
た
が
、
こ
う
し
た
事
例
に
つ
い
て
、
山

口
弥
一
郎
さ
ん
は
、『
津
波
常
習
地
三
陸
海
岸
地
域
の
集
落
移
動
』（『
山
口
弥
一
郎
選
集 

第
六
巻 

日
本
の
固
有
生
活
を
求
め
て
』
世
界
文

庫
、
昭
和
四
十
七
年
〔
一
九
七
二
〕）、
の
な
か
で
、「
自
然
的
条
件
の
も
の
と
、
経
済
的
、
心
理
的
、
民
族
的
な
も
の
と
が
混
在
す
る
の

を
特
徴
と
す
る
」
と
し
な
が
ら
次
の
五
つ
の
問
題
点
を
あ
げ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
１
、「
集
団
復
帰
要
因
の
複
雑
」、
２
、「
津
浪
襲
来

の
頻
度
」、
３
、「
現
地
復
帰
の
機
会
」、
４
、「
集
落
の
発
達
と
原
地
復
帰
」、
５
、「
原
屋
敷
に
対
す
る
民
俗
心
理
」
の
五
つ
な
の
で
す
が
、

最
終
的
に
土
地
に
戻
る
の
は
「
習
性
」
だ
と
い
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
高
台
移
転
を
さ
せ
た
の
に
下
り
て
き
て
し
ま
う
行
為
を
非
難
す

る
の
は
ち
ょ
っ
と
酷
な
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
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や
は
り
、
日
本
人
の
場
合
に
は
共
同
体
の
な
か
で
の
生
活
が
暮
ら
し
の
基
本
で
あ
る
た
め
、
そ
れ
を
解
体
し
て
し
ま
っ
て
、
勝
手
に
一

人
ひ
と
り
で
生
き
て
い
け
と
い
う
の
は
、
あ
ま
り
に
も
酷
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
感
じ
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
と
、
三
陸
復
興
国
立
公
園
の
活
動
と
み
ち
の
く
潮
風
ト
レ
イ
ル
が
ど
う
結
び
つ
い
て
い
く
の
か
と
い
う
点
も
確
認
し
て
い
き
た
い

と
こ
ろ
で
す
。
共
存
学
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
お
い
て
も
繰
り
返
し
調
査
見
学
し
た
の
で
す
が
、
な
か
な
か
ビ
ジ
ョ
ン
が
見
え
て
き
ま
せ
ん

で
し
た
。
ま
た
、
集
落
の
再
生
と
こ
う
し
た
国
立
公
園
潮
風
ト
レ
イ
ル
を
き
っ
か
け
に
外
か
ら
呼
び
込
む
観
光
客
と
の
関
係
性
も
見
え
て

こ
な
い
の
で
す
。
ち
ゃ
ん
と
し
た
ビ
ジ
ョ
ン
が
あ
っ
て
始
め
た
こ
と
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
九
年
も
経
つ
今
で
も
復
興
は
ま
だ

ま
だ
遠
い
と
い
う
現
状
も
あ
る
わ
け
で
す
。

　

こ
れ
ま
で
の
三
陸
津
波
の
場
合
は
、
三
年
経
つ
と
元
の
集
落
に
戻
っ
た
と
い
い
ま
す
。
明
治
三
陸
地
震
（
明
治
二
十
九
年
〔
一
八
九

六
〕
六
月
十
五
日
）
の
と
き
も
、
昭
和
三
陸
地
震
（
昭
和
八
年
〔
一
九
三
三
〕
三
月
三
日
）
の
と
き
も
そ
う
で
し
た
。
だ
か
ら
、
今
回
は

非
常
に
規
制
が
多
く
て
、
復
興
が
遅
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
わ
け
で
す
。
た
だ
、
規
制
を
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
素
晴
ら
し
い
地

域
社
会
に
生
ま
れ
変
わ
っ
た
と
い
う
ふ
う
に
今
後
、
言
わ
れ
る
の
か
ど
う
か
。
そ
れ
が
た
と
え
ば
十
年
経
っ
て
「
よ
く
な
り
ま
し
た
ね
」

と
言
え
る
の
か
ど
う
か
。
月
浜
の
例
は
特
殊
な
例
で
す
。
要
す
る
に
、
共
同
体
の
力
を
結
集
し
た
結
果
、
月
浜
と
い
う
素
晴
ら
し
い
成
功

例
を
生
ん
で
い
る
わ
け
で
す
。
そ
ん
な
に
た
く
さ
ん
成
功
例
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
の
が
現
状
と
な
り
ま
す
。

　

以
上
、
私
の
方
か
ら
は
、
東
日
本
大
震
災
被
災
地
の
復
興
調
査
と
こ
れ
か
ら
の
展
望
に
つ
い
て
報
告
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

令和元年度共存学シンポジウム「「グローカル」世界のビジョンを探る―「共存社会」の構築に向けて―」 


