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広報 4

　
平
成
23
年
（
２
０
１
１
）
３
月
11
日
の
東

日
本
大
震
災
か
ら
10
年
。
東
北
地
方
を
中

心
に
甚
大
な
被
害
を
も
た
ら
し
、
一
宮
に

も
津
波
が
襲
来
し
た
こ
と
は
記
憶
に
新
し
い

と
思
い
ま
す
。
地
震
・
津
波
災
害
に
関
す
る

一
宮
の
文
化
財
は
「
延
宝
の
津
波
供
養
塔

（
町
指
定
史
跡
、
平
成
28
年
11
月
号
の
本
コ

ラ
ム
で
紹
介
）」
な
ど
あ
り
ま
す
が
、
今
回

は
東
浪
見
地
区
の
「
浪
切
地
蔵
」（
東
浪
見

１
６
７
０
–
１
付
近
）
を
紹
介
し
ま
す
。

　
浪
切
地
蔵
は
国
道
１
２
８
号
沿
い
に
あ
り

ま
す
。
海
岸
か
ら
は
約
１・
５
㎞
ほ
ど
の
位

置
で
す
。
こ
の
地
蔵
の
由
来
は
詳
し
い
記

録
が
な
い
た
め
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
２

種
類
の
言
い
伝
え
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。
上
総
一
宮
郷
土
史
研
究
会
の
『
ふ
る
さ

と
』（
１
９
８
１
年
）
に
よ
る
と
、

　
⑴ 

江
戸
時
代
、
九
十
九
里
地
域
は
延
宝
・

元
禄
と
２
回
の
大
津
波
が
あ
り
大
き
な

被
害
が
出
た
。
村
人
た
ち
は
こ
の
記
憶

を
後
世
に
残
す
た
め
に
津
波
が
到
達
し

た
場
所
に
こ
の
地
蔵
を
建
て
た
。

　
⑵ 

こ
の
地
蔵
は
津
波
以
前
か
ら
建
て
ら
れ

て
い
て
村
人
の
信
仰
が
厚
か
っ
た
。
そ

の
た
め
、
津
波
も
こ
の
地
蔵
の
と
こ
ろ

で
と
ま
っ
た
。
こ
れ
は
地
蔵
の
加
護
に

よ
る
も
の
で
あ
る
と
し
、
そ
れ
か
ら
は

「
浪
切
地
蔵
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
こ
の
地
蔵
は
津
波
の
前
後
に
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集

　「
一
宮
町
の
文
化
財
㉔
」浪

な
み
き
り切
地
蔵

お
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
町
役
場
で
は
、
現

在
、
13
人
の
課
長
の
う
ち
、
4
人
が
女
性
で

す
。
国
は
目
標
と
し
て
、
２
０
２
０
年
ま
で

に
各
種
社
会
組
織
の
女
性
管
理
職
の
比
率
を

30
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
に
す
る
こ
と
を
め
ざ
し

て
い
ま
し
た
。
町
役
場
は
一
足
早
く
、
こ
の

目
標
を
ク
リ
ア
ー
し
た
形
で
す
。
念
の
た
め

に
申
し
上
げ
て
お
き
ま
す
と
、
女
性
の
課
長

が
増
え
て
も
、
課
長
会
議
が
長
く
な
っ
て
い

る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
町
役
場
で

は
、
年
齢
層
に
よ
っ
て
男
女
比
率
が
異
な
り

ま
す
の
で
、
今
後
数
年
間
は
、
女
性
管
理
職

が
減
る
見
込
み
で
す
。
し
か
し
そ
の
後
は
、

ぐ
っ
と
増
え
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。

今
回
、
全
国
的
に
巻
き
起
こ
っ
た
男
女
差

別
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
私
た
ち
が
、
改
め
て

身
近
な
問
題
と
し
て
男
女
差
別
の
問
題
を
突

き
付
け
ら
れ
た
点
で
、
大
き
な
教
訓
的
意
味

が
あ
り
ま
し
た
。
現
在
作
成
中
の
男
女
共
同

参
画
計
画
を
契
機
と
し
て
、
一
宮
町
を
完
全

に
男
女
差
別
の
な
い
町
と
す
る
こ
と
を
、
ご

一
緒
に
目
指
し
て
ゆ
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま

す
。

最
近
、
日
本
社
会
に
お
け
る
男
女
差
別
が

議
論
の
的
と
な
っ
て
い
ま
す
。
私
は
、
男
女

差
別
を
含
め
て
、
す
べ
て
の
差
別
が
許
さ
れ

な
い
も
の
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
中
で
も
、

男
女
差
別
は
、
日
常
の
暮
ら
し
の
中
に
も
深

く
溶
け
込
ん
だ
事
柄
で
す
か
ら
、
解
消
す
る

の
が
な
か
な
か
難
し
い
案
件
で
す
。
わ
た
く

し
個
人
は
、
自
ら
の
言
動
に
そ
う
し
た
こ
と

が
全
く
な
い
よ
う
、
常
に
意
識
的
に
取
り
組

ん
で
い
ま
す
。

一
宮
町
で
は
、
現
在
「
男
女
共
同
参
画
計

画
」
を
作
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
、
作
成
委
員

を
お
２
人
公
募
中
で
す
。
こ
れ
は
、
町
の
施

策
と
し
て
、
男
女
差
別
を
、
社
会
の
各
方
面

か
ら
除
去
し
て
ゆ
く
た
め
の
実
践
指
針
で

す
。
県
内
で
は
遅
い
方
で
あ
り
、
そ
の
点
は

反
省
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

翻
っ
て
、一
宮
町
の
現
状
を
見
て
み
る
と
、

少
な
く
と
も
政
治
や
行
政
の
関
係
で
は
、
統

計
的
に
は
そ
れ
な
り
の
進
捗
を
示
し
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
た
と
え
ば
、
町
議
会

議
員
の
中
に
は
、
現
在
、
女
性
議
員
は
定
数

14
人
中
お
ひ
と
り
で
す
が
、
直
近
ま
で
は
、

16
人
の
定
数
に
対
し
、
3
人
の
女
性
議
員
が No.56

一宮町長
馬淵 昌也

（
学
芸
員
　
江
澤
一
樹
）

存
在
し
た
か
否
か
と
い
う
正
反
対
の
伝
承
が

残
っ
て
い
ま
す
。
今
と
な
っ
て
は
ど
ち
ら
が

正
し
い
の
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
い
ず
れ

に
せ
よ
、
津
波
と
大
き
な
関
わ
り
の
あ
る
地

蔵
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　
ち
な
み
に
以
前
は
右
の
写
真
の
よ
う
に
首

な
し
の
地
蔵
で
し
た
が
、
現
在
は
左
の
写
真

の
よ
う
に
整
備
さ
れ
て
い
ま
す
。
首
な
し
の

地
蔵
は
現
在
の
地
蔵
の
内
部
に
あ
り
、
過
去

の
津
波
の
記
憶
を
今
に
伝
え
て
い
ま
す
。

▲ 昭和 50年代の浪切地蔵
（『ふるさと』（上総一宮郷土史研究会、

1981年）より▲ 現在の浪切地蔵


