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あ
ぶ
く
ま
高
地
は
、
畜
産
が
盛
ん

な
と
こ
ろ
で
す
。
な
だ
ら
か
で
広

大
な
大
地
と
そ
の
気
候
が
、
牛
た

ち
を
豊
か
に
育
て
上
げ
る
の
に
ち

が
い
あ
り
ま
せ
ん
。
飯
舘
村
で
は

そ
の
豊
か
な
大
自
然
の
元
、
大
切

に
飼
育
し
、
ブ
ラ
ン
ド
化
と
し
た

特
産
の
飯
舘
牛
が
あ
り
ま
し
た
。

あ
ぶ
く
ま
の
地
に
飯
舘
牛
あ
り
。

そ
の
あ
ゆ
み
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

飯
舘
牛
の
あ
ゆ
み

あ
ぶ
ロ
マ
街
道
風
物
史

いたてい



　

飯
舘
村
に
は
、
飯
舘
牛
と
い
う
ブ

ラ
ン
ド
牛
が
あ
り
ま
し
た
。
あ
ぶ
ロ

マ
地
域
は
そ
の
風
土
か
ら
畜
産
が
盛

ん
で
、
た
く
さ
ん
の
牛
が
育
て
ら
れ

て
い
ま
す
が
、
ブ
ラ
ン
ド
牛
と
し
て

出
荷
さ
れ
て
い
た
の
は
飯
舘
の
牛
だ

け
で
し
た
。

　

牛
を
育
て
る
農
家
に
は
、
繁
殖
農

家
と
肥
育
農
家
が
あ
り
ま
す
。
繁
殖

農
家
は
、
出
産
か
ら
十
ヶ
月
ほ
ど
ま

で
育
て
、
出
荷
し
ま
す
。
そ
れ
を
肥

育
農
家
が
セ
リ
で
購
入
し
て
、
お
い

し
い
肉
に
し
て
出
荷
し
ま
す
。

　

全
国
に
は
幾
多
の
ブ
ラ
ン
ド
牛
が

あ
り
ま
す
。
東
北
の
近
県
で
も
、
米

沢
牛
や
仙
台
牛
な
ど
、
日
本
の
牛
肉

の
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
に
位
置
づ
け
ら
れ

て
い
ま
す
が
、
小
さ
な
村
で
大
切
に

育
て
ら
れ
た
飯
舘
牛
は
、
あ
ぶ
ロ
マ

地
域
の
大
切
な
ブ
ラ
ン
ド
で
し
た
。

　

繁
殖
か
ら
肉
牛
に
し
て
出
荷
す
る

ま
で
、
一
貫
し
て
牛
を
育
て
る
農
家

は
、
意
外
に
少
な
い
も
の
で
す
。
繁

人と村とが育む牛
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殖
農
家
か
ら
牛
を
受
け
取
っ
た
肥
育

農
家
は
、
そ
れ
か
ら
二
年
ほ
ど
牛
を

育
て
ま
す
。
こ
れ
で
は
、
牛
が
お
金

に
な
る
ま
で
に
三
年
を
要
し
ま
す
。

繁
殖
と
肥
育
と
、
一
頭
の
牛
を
複
数

の
農
家
が
担
当
す
る
こ
と
で
、
定
期

的
な
収
入
と
リ
ス
ク
を
分
散
す
る
、

畜
産
業
の
知
恵
が
生
き
て
い
ま
す
。

　

も
と
も
と
あ
ぶ
ロ
マ
地
域
で
は
、

広
大
な
農
地
を
必
要
と
し
な
い
繁
殖

農
家
が
一
般
的
で
し
た
。
と
こ
ろ
が

あ
る
と
き
、
子
牛
の
値
段
が
暴
落
し

た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
ん
な
と
き
、

飯
舘
村
は
子
牛
を
買
い
支
え
て
、
農

家
の
窮
地
を
救
っ
た
の
で
す
。
し
か

し
今
度
は
、
買
い
支
え
た
子
牛
の
行

き
場
が
な
い
。
そ
こ
で
飯
舘
村
は
、

子
牛
を
肥
育
し
て
自
ら
の
ブ
ラ
ン
ド

の
肉
を
生
産
す
る
道
を
選
ん
だ
の
で

し
た
。
い
ま
か
ら
三
十
年
ほ
ど
前
の

こ
と
で
し
た
。

　

そ
の
昔
、
牛
は
農
耕
仕
事
に
携
わ

る
大
事
な
労
働
力
で
し
た
。
当
時
の

育ての大地が広がっていました
人々の熱い思いがありました
飯舘牛は、その集大成でした
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あ
ぶ
ロ
マ
地
域
は
軍
馬
の
名
産
地
で
、

労
働
力
は
高
価
な
馬
で
は
な
く
牛
が

担
う
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ

の
後
、
軍
馬
の
需
要
が
減
り
、
酪
農

が
推
進
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

ほ
か
の
あ
ぶ
ロ
マ
地
域
同
様
、
飯
舘

村
で
も
、
盛
ん
に
酪
農
が
行
わ
れ
、

一
時
期
の
村
で
は
人
よ
り
牛
の
ほ
う

が
多
い
と
い
わ
れ
た
く
ら
い
で
す
。

　

酪
農
は
、
多
数
の
牛
を
飼
っ
て
、

毎
日
乳
を
搾
る
た
い
へ
ん
な
農
業
で

す
。
同
時
に
、
お
い
し
い
肉
を
求
め

る
需
要
も
増
し
て
き
ま
し
た
。
馬
か

ら
酪
農
、
そ
し
て
和
牛
へ
。
時
代
の

流
れ
と
と
も
に
飯
舘
村
で
育
つ
家
畜

た
ち
も
変
遷
し
て
い
き
ま
し
た
。

　

今
、
村
は
全
村
避
難
の
継
続
中
で
、

畜
産
業
の
復
興
も
ま
だ
ま
だ
こ
れ
か

ら
。
美
し
い
村
で
、
再
び
牛
と
人
が

い
き
か
い
、
そ
し
て
と
ろ
け
る
よ
う

な
飯
舘
牛
に
舌
鼓
を
打
つ
。
そ
の
希

望
に
向
か
っ
て
、
村
は
一
歩
ず
つ
前

進
し
て
い
ま
す
。
牛
の
歩
み
の
よ
う

に
、ゆ
っ
く
り
、し
か
し
し
っ
か
り
と
。
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浪
江
町
は
東
西
に
長
い
町
で
、
津

島
地
区
は
浪
江
町
の
左
半
分
に
な

り
ま
す
。
気
候
が
温
暖
な
海
の
土

地
の
恵
み
、
標
高
が
高
い
山
あ
い

の
高
原
の
自
然
、
両
方
を
兼
ね
そ

ろ
え
て
い
る
と
こ
ろ
が
浪
江
町
の

強
み
で
す
。
あ
た
た
か
い
海
の
そ

ば
で
育
て
ら
れ
た
か
ぼ
ち
ゃ
を
津

島
で
ま
と
め
あ
げ
た
か
ぼ
ち
ゃ
ま

ん
じ
ゅ
う
は
、
津
島
の
力
を
た
た

え
て
い
ま
す
。

津
島
の
か
ぼ
ち
ゃ

あ
ぶ
ロ
マ
街
道
風
物
史

みえ・つしまな



　

津
島
村
は
、
昭
和
三
十
一
年
に
浪

江
町
と
合
併
し
現
在
に
至
っ
て
い
ま

す
。
津
島
は
あ
ぶ
ロ
マ
地
域
の
重
要

ス
ポ
ッ
ト
で
、
い
っ
ぽ
う
浪
江
町
は

太
平
洋
に
面
し
た
生
粋
の
浜
通
り
の

町
並
み
で
す
。

　

浪
江
と
津
島
、
山
と
海
、
ふ
た
つ

の
自
治
体
が
ひ
と
つ
の
道
を
歩
む
こ

と
で
、
そ
れ
ま
で
で
き
な
か
っ
た
こ

と
が
実
現
で
き
た
と
い
う
事
例
が
あ

り
ま
す
。
そ
れ
が
、
こ
の
か
ぼ
ち
ゃ

ま
ん
じ
ゅ
う
で
す
。

　

津
島
地
区
で
は
、
地
元
に
根
付
い

た
特
産
物
を
つ
く
り
出
そ
う
と
腐
心

し
て
、
九
重
栗
か
ぼ
ち
ゃ
を
素
材
と

し
た
お
ま
ん
じ
ゅ
う
を
作
ろ
う
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん

東
日
本
震
災
以
前
の
話
で
す
。

　

九
重
栗
か
ぼ
ち
ゃ
は
、
か
ぼ
ち
ゃ

と
い
え
ど
、
い
わ
ゆ
る
か
ぼ
ち
ゃ
と

は
一
味
も
ふ
た
味
も
ち
が
う
、
片
栗

粉
の
よ
う
に
ほ
く
ほ
く
し
た
食
感
の

か
ぼ
ち
ゃ
で
す
。
山
あ
い
の
津
島
地

黄色いハートの、味

その土地で育つもの
その土地で生み出されるもの

地域の味には、地域の味わいがあります
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区
で
は
、
こ
の
か
ぼ
ち
ゃ
で
ま
ん
じ
ゅ

う
を
作
ろ
う
と
い
う
動
き
が
始
ま
り

ま
し
た
。

　

も
と
は
と
い
え
ば
、
村
の
研
修
で

つ
く
り
方
を
教
え
て
も
ら
っ
て
き
た

ば
あ
ち
ゃ
ん
の
言
い
伝
え
で
す
。
当

時
、
浪
江
町
津
島
に
は
、
こ
ん
な
バ

イ
タ
リ
テ
ィ
が
あ
っ
た
の
で
す
。

　

と
は
い
え
、
九
重
栗
か
ぼ
ち
ゃ
は
、

お
い
し
す
ぎ
る
か
ぼ
ち
ゃ
で
し
た
。

津
島
の
山
あ
い
で
育
て
た
こ
の
か
ぼ

ち
ゃ
は
、
一
年
二
年
は
と
も
か
く
、

三
年
目
に
は
す
っ
か
り
当
地
の
イ
ノ

シ
シ
の
餌
食
と
な
り
ま
し
た
。
ど
ん

な
対
策
を
し
て
も
、
イ
ノ
シ
シ
に
と
っ

て
は
突
進
し
て
し
か
る
べ
き
お
い
し

さ
が
あ
っ
た
の
で
す
。

　

そ
こ
で
津
島
の
み
な
さ
ん
は
、
イ

ノ
シ
シ
の
行
動
範
囲
の
及
ば
な
い
海

沿
い
の
み
な
さ
ん
に
か
ぼ
ち
ゃ
の
栽

培
を
お
願
い
し
ま
し
た
。
浜
の
浪
江

で
育
て
た
か
ぼ
ち
ゃ
を
、
山
の
浪
江

で
調
理
し
て
、
そ
し
て
で
き
あ
が
っ
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た
の
が
浪
江
町
津
島
の
か
ぼ
ち
ゃ
ま

ん
じ
ゅ
う
で
す
。

　

当
初
は
ま
ん
じ
ゅ
う
の
生
地
に
の

み
か
ぼ
ち
ゃ
を
使
い
、
コ
ン
ト
ラ
ス

ト
の
き
れ
い
な
小
豆
餡
を
入
れ
て
い

ま
し
た
が
、
そ
の
後
、
餡
の
部
分
に

も
別
の
か
ぼ
ち
ゃ
を
使
い
、
外
か
ら

中
身
ま
で
か
ぼ
ち
ゃ
の
、
か
ぼ
ち
ゃ

ま
ん
じ
ゅ
う
が
誕
生
し
、
浪
江
津
島

の
特
産
品
と
し
て
自
信
を
持
っ
て
生

産
を
進
め
て
い
た
矢
先
に
起
こ
っ
た

の
が
、
東
日
本
大
震
災
で
し
た
。

　

津
島
で
は
、
か
ぼ
ち
ゃ
ま
ん
じ
ゅ

う
を
始
め
、
当
地
で
じ
ゅ
う
ね
ん
（
食

す
れ
ば
十
年
長
生
き
を
す
る
い
わ
れ

か
ら
こ
の
名
が
あ
る
）
と
呼
ば
れ
る

エ
ゴ
マ
を
使
っ
た
料
理
な
ど
が
盛
ん

で
、
じ
ゅ
う
ね
ん
餡
の
か
ぼ
ち
ゃ
ま

ん
じ
ゅ
う
も
開
発
中
で
す
。

　

元
気
よ
く
津
島
で
暮
ら
し
た
み
な

さ
ん
の
活
力
か
ら
生
ま
れ
て
た
食
文

化
。
津
島
の
み
な
さ
ん
の
行
動
力
と
、

そ
の
味
わ
い
は
、
あ
ぶ
く
ま
の
味
を

残
す
、
貴
重
な
文
化
財
と
な
る
に
ち

が
い
あ
り
ま
せ
ん
。
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大
尽
屋
敷
は
、
葛
尾
村
の
昔
日
の
夢
物
語
を
垣
間
見
せ
て
く
れ

ま
す
。
葛
尾
村
は
、
松
本
姓
の
多
い
地
域
。
葛
尾
と
長
野
県
松

本
の
縁
の
話
や
、
大
尽
屋
敷
と
し
て
葛
尾
で
長
く
愛
さ
れ
た
の

は
な
ぜ
だ
っ
た
の
か
。
人
形
劇
と
し
て
語
ら
れ
た
物
語
に
は
、

先
代
た
ち
へ
の
思
い
が
描
か
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。

葛
尾
大
尽
の
夢
の
跡

あ
ぶ
ロ
マ
街
道
風
物
史

つらおか



　

葛
尾
に
は
、
た
く
さ
ん
の
松
本
さ

ん
が
い
ま
す
。
村
の
人
の
半
分
く
ら

い
が
松
本
さ
ん
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
、

こ
こ
に
は
松
本
さ
ん
が
多
く
い
ら
っ

し
ゃ
い
ま
す
。

　

そ
の
、
葛
尾
村
の
松
本
姓
の
ル
ー

ツ
と
い
わ
れ
て
い
る
の
が
、
葛
尾
大

尽
屋
敷
で
す
。
こ
の
屋
敷
は
、
葛
尾

大
尽
と
呼
ば
れ
た
松
本
三
九
郎
な
る

人
物
が
築
い
た
も
の
と
さ
れ
て
い
ま

す
。
三
九
郎
は
生
糸
や
製
鉄
で
富
を

築
き
、
こ
れ
が
葛
尾
大
尽
と
呼
ば
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
由
縁
で
す
。

　

こ
の
松
本
三
九
郎
は
、
実
は
松
本

好
倉
な
る
人
物
で
あ
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
い
う
史
実
が
あ
り
、
そ
し
て

こ
の
松
本
好
倉
は
、
信
州
、
長
野
県

坂
城
町
に
あ
る
葛
尾
城
主
だ
っ
た
と

い
う
松
本
勘
ヶ
由
介
の
孫
で
あ
り
ま

し
た
。

　

葛
尾
と
い
う
村
名
も
、
葛
尾
に
多

い
松
本
姓
も
、
信
州
か
ら
こ
の
地
に

や
っ
て
き
た
人
が
多
い
か
ら
か
も
し

400年前の村の故郷
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れ
ま
せ
ん
。
こ
の
松
本
三
九
郎
、
葛

尾
大
尽
は
、
そ
の
後
十
代
に
わ
た
っ

て
葛
尾
で
栄
華
を
極
め
た
と
い
い
ま

す
。
十
代
の
葛
尾
大
尽
は
、
い
ず
れ

も
松
本
三
九
郎
を
名
乗
り
、
江
戸
時

代
か
ら
明
治
時
代
に
か
け
て
、
村
で
繁

栄
を
続
け
た
の
で
し
た
。

　

最
盛
期
は
江
戸
時
代
中
頃
で
、
お

隣
の
三
春
藩
を
始
め
、
相
馬
藩
や
棚

倉
藩
に
大
金
を
献
上
し
、
ま
た
高
額

の
貸
し
付
け
を
お
こ
な
い
、
藩
財
政

に
も
一
部
介
入
し
、
山
林
や
酒
造
米
、

塩
な
ど
の
独
占
権
を
得
て
い
た
と
も

い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

残
念
な
が
ら
、
屋
敷
建
物
は
明
治

初
期
に
二
度
に
わ
た
っ
て
火
災
で
焼

失
し
、
製
鉄
業
の
不
振
と
と
も
に
栄

華
も
過
去
の
夢
と
な
っ
て
い
く
の
で

す
が
、
大
尽
三
九
郎
の
構
築
し
た
庭

園
は
、
そ
れ
は
そ
れ
は
見
事
な
も
の

で
あ
っ
た
と
い
う
の
が
、
近
年
の
発
掘

調
査
で
明
ら
か
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

　

表
面
は
滑
ら
か
に
美
し
く
、
隠
れ

葛尾の圧倒的多数を占める松本さん
そのご先祖さまのお屋敷

葛尾村のルーツを探る空間でもあります
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て
し
ま
う
裏
側
は
荒
々
し
く
、
一
心

不
乱
に
石
工
が
ノ
ミ
を
ふ
る
っ
た
見

事
な
石
垣
は
、
今
も
そ
の
姿
を
残
し

て
い
ま
す
。

　

発
掘
で
は
四
十
八
棟
あ
っ
た
と
伝

え
ら
れ
る
蔵
の
基
礎
石
や
、
近
江
八

景
庭
園
跡
の
全
体
が
掘
り
出
さ
れ
て

い
て
、
現
在
は
葛
尾
大
尽
屋
敷
跡
公

園
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

震
災
前
、
こ
の
葛
尾
大
尽
を
テ
ー

マ
に
、
人
形
劇
が
企
画
さ
れ
、
村
民

の
み
な
さ
ん
に
よ
っ
て
上
演
さ
れ
て

い
ま
し
た
。
代
々
の
葛
尾
大
尽
と
京

都
か
ら
や
っ
て
き
た
お
嫁
さ
ん
、
そ

し
て
彼
ら
の
心
を
つ
か
ん
で
い
く
村

の
快
活
な
娘
た
ち
。

　

信
州
の
地
か
ら
み
ど
り
豊
か
な
村

に
や
っ
て
き
た
大
尽
さ
ま
が
、
葛
尾

村
で
暮
ら
す
様
子
と
歴
史
が
、
人
形

に
託
さ
れ
演
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

葛
尾
大
尽
が
開
い
た
村
の
暮
ら
し

は
、
少
し
ず
つ
姿
形
を
変
え
な
が
ら
、

こ
の
地
に
根
づ
い
て
お
り
ま
し
た
。

こ
れ
ま
で
も
、
そ
し
て
こ
れ
か
ら
も
。
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阿
武
隈
高
地
は
、
最
も
高
い
山
で

一
二
〇
〇
メ
ー
ト
ル
弱
。
個
性
豊

か
な
、
親
し
み
や
す
い
山
々
が
連

な
っ
て
い
て
、 

気
軽
な
ハ
イ
キ
ン

グ
に
は
最
適
な
地
域
で
も
あ
り
ま

し
た
。
こ
こ
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な

自
然
の
、
そ
の
す
べ
て
が
互
い
に

か
か
わ
り
を
持
ち
、
地
域
の
味
を

か
た
ち
作
っ
て
い
ま
す
。

山
、川
、水
、魚
、都
路

あ
ぶ
ロ
マ
街
道
風
物
史

みやこじ



　

あ
ぶ
ロ
マ
地
域
を
南
北
に
結
ぶ
国

道
三
九
九
号
線
は
、
福
島
県
浜
通
り

と
中
通
り
を
つ
な
ぐ
街
道
で
す
。
あ

ぶ
ロ
マ
地
域
の
五
市
町
村
も
ま
た
、

浜
通
と
中
通
り
に
属
す
る
町
村
が
あ

り
ま
す
。
あ
ぶ
く
ま
山
系
は
、
中
通

り
と
浜
通
の
分
水
嶺
で
も
あ
り
ま
す
。

　

都
路
は
、
か
つ
て
は
都
路
村
と
呼

ば
れ
た
中
通
り
の
村
落
で
し
た
。
現

在
は
田
村
市
の
一
番
東
側
に
位
置
す

る
地
域
で
、
そ
の
さ
ら
に
東
側
は
、

立
ち
入
り
が
制
限
さ
れ
て
い
る
大
熊

町
に
つ
な
が
り
ま
す
。

　

都
路
に
は
日
本
一
の
山
も
あ
り
ま

せ
ん
。
大
き
な
川
も
な
い
、
あ
ぶ
く

ま
山
系
の
中
に
あ
る
小
さ
な
村
、
そ

れ
が
都
路
村
で
し
た
。
し
か
し
こ
こ

に
は
、
あ
ぶ
く
ま
山
系
か
ら
導
か
れ

る
透
き
通
っ
た
水
が
あ
り
、
隣
接
す

る
町
村
と
の
間
に
は
、
気
軽
に
ハ
イ

キ
ン
グ
が
で
き
る
山
々
が
あ
り
ま
す
。

季
節
が
よ
け
れ
ば
、
そ
こ
に
は
あ
ぶ

く
ま
の
自
然
を
満
喫
し
に
く
る
み
な

山楽し水清く魚棲む

空があって大地があって川があり花がある
他にはなにもない

それはどんなに素晴らしいことだろう
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さ
ん
の
姿
が
あ
り
ま
し
た
。

　

中
で
も
五
十
人
山
は
、
そ
の
山
頂

が
一
町
歩
も
の
広
さ
を
持
つ
芝
生
と

な
っ
て
い
て
、
ゆ
っ
た
り
と
登
頂
気

分
を
味
わ
う
グ
ル
ー
プ
で
に
ぎ
わ
い

ま
し
た
。
見
晴
ら
し
も
よ
く
、
標
高

八
八
三
ｍ
と
軽
登
山
に
は
ぴ
っ
た
り

の
フ
ィ
ー
ル
ド
だ
っ
た
の
で
す
。　

震
災
以
降
は
、
各
種
整
備
が
さ
れ
て

お
ら
ず
、
登
山
道
を
歩
く
方
も
め
っ

き
り
少
な
く
な
っ
て
い
ま
す
が
、
い

つ
か
ま
た
、
ツ
ツ
ジ
が
咲
き
乱
れ
る

気
持
ち
の
い
い
山
頂
を
楽
し
め
る
日

が
来
る
の
を
、
都
路
っ
子
は
心
待
ち

に
し
て
い
ま
す
。

　

さ
て
、
そ
ん
な
あ
ぶ
く
ま
の
山
々

か
ら
注
が
れ
る
水
は
、
そ
こ
に
し
か

住
め
な
い
幻
を
我
々
に
届
け
て
く
れ

ま
し
た
。
そ
れ
が
イ
ワ
ナ
で
す
。
今

で
こ
そ
、
イ
ワ
ナ
の
養
殖
は
珍
し
く

な
く
、
釣
り
堀
な
ど
で
も
イ
ワ
ナ
を

見
る
こ
と
が
多
く
な
り
ま
し
た
が
、

も
と
も
と
イ
ワ
ナ
は
水
の
き
れ
い
な
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上
流
域
で
し
か
生
息
で
き
な
い
幻
の

魚
で
す
。
そ
の
幻
の
魚
が
、
あ
ぶ
く

ま
山
系
で
は
そ
こ
こ
こ
で
生
息
し
て

い
ま
し
た
。
こ
の
あ
た
り
で
は
人
里

の
近
く
で
も
イ
ワ
ナ
の
姿
を
認
め
ら

れ
る
な
ど
、
イ
ワ
ナ
に
と
っ
て
、
こ

の
う
え
な
い
環
境
で
あ
る
こ
と
が
わ

か
り
ま
す
。

　

イ
ワ
ナ
の
養
殖
が
一
般
的
に
な
っ

た
の
は
、
そ
ん
な
に
昔
の
こ
と
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
日
本
で
最
初
に

イ
ワ
ナ
の
養
殖
に
成
功
し
た
の
は
、

一
九
七
〇
年
代
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

そ
れ
か
ら
ま
も
な
く
、
都
路
で
も
イ

ワ
ナ
の
養
殖
が
始
ま
り
ま
し
た
。

　

都
路
に
は
、
行
司
ケ
滝
や
岩
清
水

と
い
っ
た
、
水
に
ま
つ
わ
る
名
所
が

い
く
つ
も
あ
り
ま
す
。
今
で
は
絶
滅

危
惧
種
に
指
定
さ
れ
る
こ
と
が
多
い

梅
花
藻
も
、
か
つ
て
は
そ
こ
こ
こ
で

見
ら
れ
た
も
の
で
し
た
。

　

ど
こ
に
で
も
あ
る
、
そ
し
て
今
で

は
こ
こ
に
し
か
な
い
日
本
の
原
風
景
、

そ
れ
が
都
路
の
あ
り
が
た
み
で
す
。
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あ
ぶ
ロ
マ
の
い
ち
ば
ん
南
、
川
内
村
。
そ
の
南
に
は
、
今
は
い

わ
き
市
と
な
っ
た
小
川
町
が
あ
り
ま
し
た
。
詩
人
の
草
野
心
平

の
生
ま
れ
故
郷
で
す
が
、
川
内
村
は
、
心
平
の
こ
こ
ろ
の
ふ
る

さ
と
で
し
た
。
生
前
の
心
平
と
交
流
の
あ
っ
た
ひ
と
も
な
か
っ

た
ひ
と
も
、親
し
み
と
尊
敬
を
こ
め
て
心
平
先
生
と
呼
び
ま
す
。

ちかわう
川
内
と
カ
エ
ル

あ
ぶ
ロ
マ
街
道
風
物
史
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平伏沼と草野心平
かえるの詩人と呼ばれた草野心平は
天山文庫という安らぎを得て
村に多くを残していった

　

川
内
村
は
、
詩
人
草
野
心
平
の
終

の
故
郷
で
し
た
。
創
建
五
〇
〇
年
に

も
な
る
長
福
寺
の
住
職
矢
内
俊
晃
さ

ん
の
再
三
の
呼
び
か
け
に
応
じ
て
、
心

平
が
村
を
訪
れ
た
の
は
昭
和
二
十
八

年
。
以
来
、
こ
の
村
で
酒
を
呑
む
時

間
は
、
心
平
の
人
生
の
貴
重
な
時
間

と
な
っ
て
い
き
ま
す
。

　

天
山
文
庫
が
で
き
た
の
は
、
昭
和

四
十
一
年
。
川
内
村
名
誉
村
民
に
選

ば
れ
た
返
礼
に
と
心
平
が
贈
っ
た
蔵

書
の
保
管
に
、
そ
し
て
村
を
訪
れ
る

心
平
の
憩
い
の
棲
家
と
し
て
、
村
人

が
つ
く
り
あ
げ
ま
し
た
。
設
計
は
建

築
家
の
山
本
勝
巳
。
心
平
の
交
友
関

係
の
広
さ
の
一
端
で
す
。

　

心
平
の
生
ま
れ
故
郷
は
川
内
村
の

南
隣
、
い
わ
き
市
小
川
町
で
し
た
。

し
か
し
生
前
の
心
平
は
実
の
故
郷
よ

り
川
内
村
の
天
山
文
庫
を
こ
よ
な
く

愛
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
著
作
を
見

る
と
、
川
内
村
の
田
圃
の
畦
に
は
岩

魚
が
泳
い
で
い
る
驚
き
が
綴
ら
れ
て
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い
ま
す
。
清
ら
か
な
水
は
、
川
内
村

の
宝
で
す
。

　

心
平
が
愛
し
た
の
は
、
岩
魚
に
も

増
し
て
、
村
の
人
々
で
し
た
。
役
場

の
村
長
室
に
は
、
心
平
直
筆
の
書
が

か
か
っ
て
い
ま
す
。「
村
は
人
也
」。

村
に
住
む
人
こ
そ
が
、
村
の
誇
る
財

産
で
あ
り
、
心
平
が
こ
こ
を
訪
れ
る

原
動
力
で
し
た
。

　

天
山
文
庫
に
は
、
心
平
と
親
交
の

厚
か
っ
た
名
士
た
ち
の
書
な
ど
が
多

数
保
管
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
ん
な
財

宝
に
囲
ま
れ
な
が
ら
、
囲
炉
裏
を
前

に
酒
を
呑
む
。
こ
こ
に
く
れ
ば
、
心

平
が
座
り
呑
ん
だ
そ
の
場
所
で
、
窓

の
外
の
季
節
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き

ま
す
。

　

蛙
の
詩
人
と
呼
ば
れ
た
心
平
は
、

初
来
村
の
際
に
村
は
ず
れ
の
奥
地
に

あ
る
平
伏
沼
を
訪
れ
て
い
ま
す
。
こ

こ
平
伏
沼
は
、
モ
リ
ア
オ
ガ
エ
ル
の

繁
殖
地
と
し
て
昭
和
十
六
年
に
国
の

天
然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。



122

棟方志功の書による「天山道」

モ
リ
ア
オ
ガ
エ
ル
は
木
の
上
に
卵
を

産
み
、
蛙
の
子
は
卵
塊
の
中
で
オ
タ

マ
ジ
ャ
ク
シ
と
な
っ
て
か
ら
、
沼
の

中
に
降
り
て
い
く
の
で
す
。

　

梅
雨
の
頃
、
沼
の
周
囲
の
木
と
い

う
木
に
は
、
モ
リ
ア
オ
ガ
エ
ル
の
卵

塊
が
点
々
と
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り

ま
す
。
こ
の
様
子
が
、
平
伏
沼
を
天

然
記
念
物
と
し
た
の
で
し
た
。

　

沼
が
蛙
を
呼
び
、
蛙
が
草
野
心
平

を
呼
び
、
草
野
心
平
を
慕
う
村
人
た

ち
が
、
草
野
心
平
と
川
内
村
の
絆
を

作
り
、
今
に
至
っ
て
い
ま
す
。

　

蛙
は
い
つ
の
時
代
で
も
蛙
。
東
京

か
ら
詩
人
が
や
っ
て
き
て
村
人
と
酒

を
呑
も
う
が
、
ど
こ
吹
く
風
で
す
。

　

沼
は
、
天
候
の
不
安
定
な
ど
で
水

が
干
上
が
り
か
け
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
近
年
の
地
震
や
原
発
事
故
は
記

憶
に
新
し
い
と
こ
ろ
で
す
。
し
か
し

沼
の
周
囲
で
な
に
が
あ
ろ
う
と
、
蛙

の
ま
ま
で
生
き
続
け
て
い
ま
す
。

う
ま
わ
る
や

森
の
蛙
は

阿
武
隈
の

平
伏
の
沼
べ

水
楢
の
か
げ

草
野
心
平
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あ
ぶ
ロ
マ
は
、
国
道
三
九
九

号
線
で
つ
な
が
る
五
市
町
村
の

活
動
で
す
。
し
か
し
我
ら
が
こ

の
動
脈
は
、
原
子
力
発
電
所
の

事
故
の
余
波
を
受
け
て
、
浪
江

町
の
全
域
と
、
飯
舘
村
の
一
部

で
通
行
止
め
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

震
災
か
ら
五
年
の
二
〇
一
六

年
三
月
、
許
可
を
と
っ
て
川
内

村
か
ら
飯
舘
村
ま
で
、
こ
の
国

道
を
走
っ
て
み
ま
し
た
。

　

川
内
村
は
あ
ぶ
ロ
マ
の
南
の

起
点
に
な
り
ま
す
。
こ
こ
に
「
こ

れ
よ
り
北
、
あ
ぶ
く
ま
ロ
マ
ン

チ
ッ
ク
街
道
」
の
石
で
で
き
た

道
標
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
村

役
場
の
玄
関
口
に
建
っ
て
い
た

の
で
す
が
、
役
場
前
の
橋
が
撤

去
さ
れ
た
の
で
、川
の
向
こ
う
に

川
内
村
役
場
を
望
む
道
端
が
起

点
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

川
内
村
上
川
内
の
中
心
街
を

抜
け
る
と
、
道
は
少
し
ず
つ
の

あぶロマをつなぐ、
国道３９９号線と
東日本大震災と̶̶
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ぼ
一
直
線
に
北
上
し
ま
す
。

　

葛
尾
村
の
中
心
街
で
は
、
県

道
五
〇
号
線
と
ほ
ぼ
直
交
し
ま

す
。
葛
尾
村
役
場
の
横
を
通
過

し
て
、
津
島
に
向
か
っ
て
道
は

さ
ら
に
北
上
し
ま
す
。
村
の
境

は
峠
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
葛

尾
村
内
の
国
道
三
九
九
号
線
は
、

南
北
ほ
ぼ
一
直
線
で
す
。

　

大
き
く
Ｓ
字
カ
ー
ブ
を
描
い

た
先
、
村
は
ず
れ
に
門
が
あ
っ

て
、
こ
こ
は
開
か
ず
の
扉
で
す
。

許
可
証
が
あ
っ
て
も
抜
け
ら
れ

ま
せ
ん
。
浪
江
町
津
島
に
入
る

に
は
、
開
閉
可
能
な
有
人
の
ゲ
ー

ト
を
目
指
す
必
要
が
あ
り
ま
す
。

今
回
は
、
県
道
五
〇
号
線
を
国

道
三
四
九
号
線
ま
で
戻
り
、
二

本
松
市
に
入
っ
て
国
道
四
五
九

号
線
で
浪
江
に
向
か
い
、
許
可

証
を
提
示
し
て
ゲ
ー
ト
の
中
に

入
り
ま
し
た
。

　

浪
江
町
町
内
は
二
〇
一
六
年

ぼ
っ
て
い
き
、
小
さ
な
峠
で
田

村
市
都
路
に
入
り
ま
す
。
小
さ

な
集
落
を
抜
け
る
と
、
都
路
行

政
局
も
あ
る
古
道
へ
入
り
ま
す
。

古
道
で
一
度
右
に
曲
が
っ
て
国

道
二
八
八
号
線
に
合
流
し
ま
す
。

　

こ
の
道
を
右
折
す
る
と
大
熊

へ
。
福
島
第
一
原
発
ま
で
は
一

直
線
で
す
が
、
現
在
は
こ
こ
か

ら
七
キ
ロ
ほ
ど
に
ゲ
ー
ト
が

あ
っ
て
立
ち
入
り
禁
止
区
域
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　

国
道
二
八
八
号
線
と
の
合
流

地
点
に
は
、
か
つ
て
は
ホ
ッ
ト

ハ
ウ
ス
レ
ス
ト
ラ
ン
が
あ
り
ま

し
た
。
今
は
フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー

ト
に
な
っ
て
い
ま
す
。
国
道

三
九
九
号
線
は
こ
こ
を
左
折
、

都
路
大
橋
を
渡
っ
て
五
キ
ロ
ほ

ど
国
道
二
八
八
号
線
と
並
走
し

て
、
右
折
し
ま
す
。
こ
こ
か
ら

葛
尾
村
役
場
ま
で
、
左
手
に

五
十
人
山
を
眺
め
な
が
ら
、
ほ

飯舘村と浪江町は、国道 399 号線では行き来のできないお隣同士となっています。下左は除染が進む飯舘村。こういった
仮置場が飯舘村には 87ヶ所あるとのこと。下右はあぶくまロマンチック街道石碑のひとつ。川内村役場前に建っています。
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三
月
現
在
、
国
道
六
号
線
と
常

磐
高
速
自
動
車
道
を
の
ぞ
く
全

域
が
金
網
の
向
こ
う
側
に
あ
り

ま
す
。
南
の
葛
尾
村
と
の
境
、

北
の
飯
舘
村
と
の
境
は
峠
に

な
っ
て
い
ま
す
が
、
津
島
の
中

心
部
分
は
広
大
な
高
原
地
帯
で

す
。
富
士
山
が
見
え
る
最
北
端

と
い
わ
れ
て
い
た
日
山
を
望
み

な
が
ら
、四
五
九
号
、一
一
四
号
、

そ
し
て
三
九
九
号
の
三
本
の
国

道
が
離
合
し
て
い
き
ま
す
。

　

浪
江
町
津
島
の
中
心
地
は
、

国
道
一
一
四
号
線
を
東
に
曲

が
っ
た
界
隈
に
あ
り
ま
す
。
国

道
三
九
九
号
線
を
走
っ
て
い
る

と
、
津
島
の
に
ぎ
わ
い
に
は
気

が
つ
か
ず
、
や
が
て
道
は
飯
舘

村
長
泥
に
向
か
っ
て
、
高
度
を

あ
げ
て
い
き
ま
す
。
赤
宇
木
（
あ

こ
う
ぎ
）
地
区
で
す
。
あ
ぶ
ロ

マ
の
峠
は
、
ど
こ
も
険
し
い
連

続
カ
ー
ブ
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、

こ
の
あ
た
り
も
、
カ
ー
ブ
が
き
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つ
く
な
っ
て
い
ま
す
。

　

津
島
と
長
泥
の
間
に
は
、
や

は
り
開
か
ず
の
門
が
あ
り
ま
す
。

津
島
地
区
か
ら
飯
館
に
入
る
に

は
、
国
道
一
一
四
号
線
で
川
俣

へ
出
て
、
ぐ
る
っ
と
回
っ
て
山

木
屋
の
有
人
ゲ
ー
ト
か
ら
長
泥

に
入
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
長

泥
地
区
は
、
原
則
と
し
て
長
泥

地
区
の
住
民
の
み
に
立
ち
入
り

が
許
さ
れ
る
エ
リ
ア
で
す
。

　

長
泥
に
は
、
桜
並
木
の
つ
づ

ら
折
れ
の
峠
が
あ
り
ま
す
。
こ

の
地
区
の
み
な
さ
ん
が
大
事
に

育
て
た
桜
は
、
今
で
も
誰
も
い

な
い
春
に
、
花
を
咲
か
せ
て
い
ま

す
が
、
こ
れ
を
見
る
こ
と
が
で
き

る
人
は
、
ご
く
わ
ず
か
で
す
。

　

そ
し
て
こ
の
峠
か
ら
は
、
海

が
見
え
ま
す
。
見
え
る
の
は
、

浪
江
町
の
請
戸
港
の
あ
た
り
と

い
う
こ
と
で
す
。
視
界
も
利
く

谷
筋
に
添
っ
て
、
原
発
事
故
の

放
射
性
物
質
を
含
ん
だ
雲
が
流

れ
て
き
た
の
だ
と
、
土
地
の
方

の
お
話
を
聞
く
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。

　

長
泥
地
区
か
ら
高
度
を
下
げ

た
国
道
三
九
九
号
線
は
、
除
染

廃
棄
物
置
き
場
と
な
っ
て
い
る

と
こ
ろ
が
多
い
、
飯
館
の
田
園

地
帯
を
抜
け
て
、
飯
舘
村
役
場

の
西
を
抜
け
て
、
村
の
北
西
で

進
路
を
西
に
と
っ
て
、
伊
達
市

へ
向
か
っ
て
い
き
ま
す
。
あ
ぶ

く
ま
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
街
道
は
、

国
道
三
九
九
号
線
が
西
に
進
路

を
と
る
と
こ
ろ
を
北
の
起
点
と

し
て
い
ま
す
。

　

そ
の
距
離
五
四
．
三
キ
ロ
、

迂
回
な
し
で
走
れ
れ
ば
、
川
内

村
か
ら
飯
舘
村
ま
で
、
ざ
っ
と

一
時
間
半
の
ド
ラ
イ
ブ
で
す
。

　

震
災
前
は
、
協
議
会
の
集
い

な
ど
で
、
地
域
の
真
ん
中
の
葛

尾
村
へ
と
、
足
し
げ
く
通
っ
た

飯舘村、長泥の桜の名所。遠方に浪江町請戸の海が見える399 の絶景ポイントは、いま住民以外の立ち入りができない。
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る
風
土
と
、
微
妙
に
異
な
る
文

化
を
共
有
し
て
い
け
る
と
信
じ

て
い
ま
す
。

　

こ
ん
な
時
代
の
、
こ
ん
な
環

境
だ
か
ら
こ
そ
、
地
域
文
化
を

守
る
こ
と
こ
そ
が
、
未
来
に
つ

な
が
っ
て
い
く
の
だ
と
思
っ
て

い
ま
す
。
そ
れ
は
、
こ
の
時
代

に
こ
の
地
域
で
暮
ら
し
て
い
た

人
間
の
、
使
命
の
よ
う
な
も
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
あ
ぶ
ロ
マ

の
地
域
が
、
い
つ
ま
で
も
あ
ぶ

ロ
マ
で
あ
り
ま
す
よ
う
に
。

道
。
し
か
し
二
〇
一
六
年
三
月

時
点
で
は
葛
尾
村
も
全
村
避
難

が
続
い
て
い
て
、
立
ち
入
り
は

で
き
て
も
立
ち
寄
り
先
が
避
難

し
て
不
在
な
の
で
、
ど
う
し
て

も
足
が
遠
の
い
て
し
ま
い
ま
す
。

あ
ぶ
ロ
マ
街
道
を
走
り
抜
け
る

必
要
の
あ
る
人
は
、
ほ
と
ん
ど

い
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

そ
れ
で
も
私
た
ち
は
、
い
つ

の
日
か
、
あ
ぶ
ロ
マ
街
道
を
自

由
に
走
り
な
が
ら
、
地
域
と
地

域
の
交
流
を
再
開
し
、
共
通
す

2011年 5月、まだ交通規制が敷かれる
前に国道 399 号線を川内村から飯舘村
まで走ったときの車内の線量と、2016
年 3月の同じく車内の線量です。左が
川内村で、右が飯舘村。最も高いところ
では 2011年が 18μSv/h ほど、2016
年が 3μSv/h ほどでした。走りながら
市販の線量計の数字を読み取ったもの
なので、学術的資料価値はありません。
横軸は川内飯舘間の位置を示しますが、
特定できるほど正確なものではないの
で、表示は示しませんでした。

あぶロマ
車内線量測定記録

飯舘村を南下すると、長泥の手前でこの先通行止めの案内がある。右は浪江町から葛尾村に南下した光景。

上
は
浪
江
町
津
島
。
国
道
四
五
九
号
線
と
の
離
合
付
近
。
下
は
飯
舘
村
長
泥
地
区
。
帰
宅
困
難

区
域
は
ま
だ
除
染
が
入
っ
て
い
な
く
て
、
あ
た
り
は
荒
涼
と
し
た
空
間
が
多
い
。

2011 年 5月

2016 年 3月
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あ
と
が
き

　
今
、
な
に
を
す
る
べ
き
か
。

　
震
災
後
、そ
れ
ぞ
れ
の
自
治
体
が
そ
れ
ぞ
れ
に
避
難
し
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、

連
絡
す
ら
お
ぼ
つ
か
な
い
日
々
が
続
い
て
い
ま
し
た
。
川
内
村
役
場
が
避
難
先

と
し
て
い
た
郡
山
の
ビ
ッ
グ
パ
レ
ッ
ト
に
集
ま
っ
て
、
お
互
い
の
無
事
を
喜
び

な
が
ら
、
ふ
る
さ
と
を
失
い
か
け
て
い
る
今
を
憂
い
、
そ
し
て
進
む
べ
き
道
を

模
索
し
は
じ
め
た
の
は
、
二
〇
一
一
年
夏
の
こ
と
で
し
た
。

　
そ
し
て
動
き
始
め
た
の
が
、
地
域
の
郷
土
料
理
を
か
た
ち
に
し
て
い
く
こ
と

で
し
た
。
古
式
ゆ
か
し
い
お
料
理
も
、
直
近
の
み
な
さ
ん
に
愛
さ
れ
て
い
る
お

料
理
も
、
私
た
ち
が
残
す
べ
き
、
愛
す
る
あ
ぶ
ロ
マ
料
理
だ
と
考
え
ま
し
た
。

な
の
で
、
人
生
経
験
豊
富
な
方
々
に
も
、
お
若
い
方
々
に
も
、
み
な
さ
ま
に
ご

協
力
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
震
災
後
五
年
が
経
ち
、
私
た
ち
の
地
元
の
人
々
は
、
戻
る
戻
ら
な
い
、
住
む

住
ま
な
い
で
揺
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
い
つ
の
日
か
、
こ
の
本
に
残
さ
れ
た
料

理
を
、昔
と
同
じ
そ
れ
ぞ
れ
の
地
元
で
い
た
だ
け
る
日
が
来
る
の
を
確
信
し
て
、

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、ご
協
力
い
た
だ
い
た
み
ま
さ
ま
に
お
礼
を
申
し
上
げ
、

箸
休
め
と
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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