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旧
大
槌
町
役
場
庁
舎
を
震
災
遺
構
と
し
て
保
存
す
べ
き

か
、
そ
れ
と
も
解
体
す
べ
き
か
を
検
討
し
て
き
た
町
は
、
旧

役
場
庁
舎
の
正
面
部
分
を
一
部
保
存
す
る
方
針
を
決
め
、
碇

川
豊
町
長
が
3
月
28
日
の
記
者
会
見
で
発
表
し
ま
し
た
。
論

議
が
二
分
す
る
中
、
震
災
の
記
憶
を
風
化
さ
せ
ず
、
後
世
に

伝
え
よ
う
と
す
る
道
を
選
択
し
ま
し
た
。

　

保
存
す
る
方
法
は
、
旧
庁
舎
の
時
計
を
含
む
正
面
玄
関
付

近
の
部
分
を
屋
上
ま
で
切
り
取
り
、
補
強
工
事
を
施
し
ま
す
。

保
存
の
た
め
の
調
査
、
整
備
費
用
は
国
の
復
興
交
付
金
が
あ

て
ら
れ
る
よ
う
、
国
に
要
望
し
て
い
き
ま
す
。

　

碇
川
町
長
は
、
記
者
会
見
で
、
方
針
決
定
に
つ
い
て
、「
二

度
と
同
じ
悲
劇
を
繰
り
返
さ
な
い
た
め
に
は
、
災
害
の
記
憶

を
風
化
さ
せ
な
い
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、
防
災
教
育
の
充

実
を
図
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
犠
牲
者
の
方
々
は
、
残
さ
れ

た
家
族
や
子
孫
、
町
民
の
安
全
を
願
っ
て
い
る
も
の
と
考
え

て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
犠
牲
者
の
方
々
の
思
い
を
後
世
に
受

け
継
い
で
い
く
象
徴
的
な
場
所
の
一
つ
と
し
て
位
置
付
け
た

い
で
す
。
今
回
の
震
災
は
、
被
災
地
だ
け
で
は
な
く
、
わ
が

国
全
体
で
分
か
ち
合
う
べ
き
も
の
で
、
そ
の
遺
構
に
つ
い
て

も
、
被
災
地
住
民
だ
け
で
な
く
国
民
全
体
の
財
産
と
捉
え
る

べ
き
も
の
で
す
」
と
語
り
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
町
長
は
、
町
民
の
皆
さ
ま
に
向
け
た
メ
ッ
セ
ー
ジ

を
発
表
し
ま
し
た
。

　
春
の
陽
気
に
誘
わ
れ
、
メ
タ
ボ
解
消
の
た
め
昼
食
時

間
に
城
山
ま
で
歩
き
は
じ
め
た
。
途
中
、
い
ろ
ん
な
光

景
が
目
に
入
っ
て
く
る
。

　
中
央
公
民
館
の
入
り
口
に
は
、
海
づ
く
り
大
会
で
天

皇
陛
下
が
お
詠
み
に
な
ら
れ
た
御
製
が
置
か
れ
て
い
る
。

津
波
で
流
出
し
た
が
、運
よ
く
損
傷
が
少
な
く
見
つ
か
っ

た
。
浜
菊
の
花
言
葉
の
よ
う
に
、
逆
境
に
耐
え
て
、
周

囲
の
景
色
と
馴
染
み
町
民
を
励
ま
し
て
い
る
。

　
「
１
・
17
希
望
の
灯
り
」
の
場
所
か
ら
は
、
大
槌
湾
を

眼
下
に
、
犠
牲
者
の
霊
を
鎮
め
る
よ
う
に
桜
の
花
び
ら

が
春
風
に
揺
れ
な
が
ら
散
り
始
め
て
い
る
。
ひ
ょ
っ
こ

り
ひ
ょ
う
た
ん
島
の
歌
詞
、「
苦
し
い
こ
と
も
あ
る
だ
ろ

う
さ
…
」
を
思
い
浮
か
べ
な
が
ら
、
残
さ
れ
た
町
民
の

幸
せ
を
願
わ
ず
に
は
い
れ
な
い
。

　
全
国
か
ら
、
大
槌
町
の
再
生
の
た
め
応
援
職
員
が
派

遣
さ
れ
て
い
る
。
新
年
度
が
始
ま
り
１
ヵ
月
。
慣
れ
な

い
環
境
の
中
、
懸
命
に
業
務
を
こ
な
し
て
い
る
。
単
身

で
の
生
活
を
心
配
さ
れ
て
、
ご
家
族
か
ら
食
料
や
日
常

雑
貨
等
の
宅
急
便
が
届
く
と
聞
く
。　
　

　

一
方
、
３
月
末
、
全
国
の
自
治
体
に
戻
ら
れ
た
職
員

に
は
、
岩
手
の
ニ
ュ
ー
ス
や
天
気
予
報
に
町
の
復
興
が

気
に
な
っ
て
い
る
と
思
う
。

　

ニ
ュ
ー
ス
と
言
え
ば
、
最
近
、
頻
発
す
る
地
震
が
心

配
だ
。
欧
米
で
は
、
満
月
の
夜
に
は
、
地
震
が
起
き
る

確
率
が
高
い
と
さ
れ
、
そ
の
夜
は
、
家
族
で
過
ご
す
と

聞
く
。科
学
的
な
根
拠
は
、と
も
か
く
と
し
て
日
頃
か
ら
、

防
災
の
備
え
に
つ
い
て
、
家
族
と
話
す
機
会
が
増
え
る

こ
と
は
意
義
深
い
。

　

せ
め
て
日
頃
か
ら
、
健
康
保
持
の
た
め
、
散
歩
し
足

腰
を
鍛
え
て
お
き
た
い
。
今
年
の
チ
ャ
レ
ン
ジ
デ
ー
に

は
、
一
人
で
も
多
く
の
参
加
を
望
み
た
い
も
の
だ
。
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大
槌
町
蕨
わ
ら
び

打う
ち

直な

地
区
の
「
蕨
打

直
仮
設
団
地
」（
43
世
帯
、
99
人
、

2
月
末
現
在
）
で
は
、住
民
た
ち
が
、

今
年
か
ら
家
庭
菜
園
作
り
に
取
り
組

み
始
め
ま
し
た
。

　

菜
園
の
広
さ
は
約
70
平
方
メ
ー
ト

ル
。
団
地
の
談
話
室
の
す
ぐ
横
に
あ

り
ま
す
。
う
ね
づ
く
り
を
終
え
た
ば

か
り
の
菜
園
は
、土
が
黒
々
と
し
て
、

お
い
し
い
野
菜
が
で
き
そ
う
で
す
。

菜
園
は
６
区
画
。
６
世
帯
の
人
が
、

ネ
ギ
や
大
根
、
白
菜
、
カ
ボ
チ
ャ
な

ど
を
植
え
て
楽
し
む
予
定
で
す
。

　

菜
園
は
地
元
の
持
ち
主
か
ら
４

月
に
、
無
償
で
貸
与
を
受
け
ま
し

た
。
団
地
の
代
表
の
野
沢
文
雄
さ
ん

（
68
）
が
、
住
民
同
士
の
絆
を
深
め

よ
う
と
、
菜
園
作
り
を
発
案
し
、
持

ち
主
と
交
渉
。
た
ま
た
ま
、
持
ち
主

の
方
が
体
調
を
崩
し
て
い
た
た
め
、

借
り
受
け
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

　

代
表
の
野
沢
さ
ん
は
「
無
事
に
作

物
が
収
穫
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
ら

収
穫
祭
を
や
り
た
い
。
畑
で
採
れ
た

野
菜
を
調
理
し
て
食
べ
る
機
会
が
設

け
ら
れ
れ
ば
」
と
語
り
ま
し
た
。

　

１
区
画
を
借
り
た
佐
々
木
カ
ツ

（
76
）
さ
ん
は
「
ほ
う
れ
ん
草
や
大

根
を
植
え
た
い
。
季
節
ご
と
に
違
っ

た
野
菜
を
育
て
た
い
」
と
笑
顔
で
話

し
て
い
ま
し
た
。

　

大
槌
町
柾
内
地
区
の
「
大
槌
仮
設
団

地
」（
39
世
帯
、
118
人
、
2
月
末
現
在
）

で
は
、
住
民
が
、
毎
日
、
体
操
を
し
、

し
り
取
り
遊
び
を
し
、
歌
を
歌
っ
て
元

気
を
出
し
て
い
ま
す
。

　

4
月
12
日
午
前
9
時
過
ぎ
、
住
民

が
、
三
々
五
々
、
談
話
室
に
集
ま
っ
て

き
ま
し
た
。
支
援
員
の
佐
々
木
章
夫
さ

ん
（
63
）
を
含
め
て
16
人
。
佐
々
木
さ

ん
の
掛
け
声
で
、
ス
ト
レ
ッ
チ
が
始
ま

り
ま
し
た
。
約
10
分
間
、
体
を
動
か
し
、

締
め
く
く
り
に
、
皆
で
肩
を
た
た
き
合

い
ま
し
た
。

　

続
い
て
、
し
り
取
り
遊
び
。
出
さ
れ

た
課
題
は
食
べ
物
。「
麦
飯
」「
シ
ジ
ミ
」

「
味
噌
」「
ソ
ラ
マ
メ
」「
明
太
子
」
な

ど
と
続
き
ま
し
た
。
わ
か
ら
な
く
な
る

と
、
周
囲
か
ら
助
け
舟
が
出
て
、
16
の

食
べ
物
が
出
そ
ろ
い
ま
し
た
。

　

最
後
は
全
員
で
、「
花
は
咲
く
」と
、「
大

槌
町
民
歌
」
を
合
唱
し
ま
し
た
。「
真
っ

白
な　

雪
道
に　

春
風
香
る
」・・・
。「
花

は
咲
く
」
を
歌
い
な
が
ら
、
涙
を
流
す

お
年
寄
り
も
い
ま
し
た
。

　

自
治
会
長
の
三
浦
勝
男
さ
ん
（
73
）

は
「
こ
れ
ま
で
は
、
皆
で
、
楽
し
く
や
っ

て
き
た
。
復
興
が
進
め
ば
、
一
人
抜
け
、

二
人
抜
け
し
て
、
最
後
は
、
ば
ら
ば
ら

に
な
っ
て
し
ま
う
。
で
も
、
仮
設
は
第

二
の
故
郷
。
こ
こ
で
の
絆
を
大
事
に
し

た
い
」
と
語
り
ま
し
た
。

　

参
加
し
た
一
人
暮
ら
し
の
阿
部
ノ
ブ

さ
ん
（
84
）
は
「
仮
設
の
四
畳
半
の
室

内
で
は
、
運
動
不
足
に
な
る
。
体
操
を

し
て
歌
を
歌
う
の
が
楽
し
い
し
、
元
気

が
出
る
」
と
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。

家
庭
菜
園
で
深
ま
る
絆
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【
町
民
の
皆
さ
ま
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
】

　

町
民
の
皆
さ
ま
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
検
討
委
員
会
の
開

催
過
程
に
お
き
ま
し
て
、
様
々
な
ご
意
見
、
ご
提
言
を
頂
戴

し
、
大
変
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
い
た
だ
い
た
ご
意

見
な
ど
も
参
考
に
熟
慮
を
重
ね
た
結
果
、
一
部
保
存
と
い
う

方
針
決
定
に
至
り
ま
し
た
。

　

町
民
の
皆
さ
ま
か
ら
は
、
保
存
す
る
こ
と
へ
の
ご
懸
念
の

声
を
多
く
頂
戴
い
た
し
ま
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
当
町
は
、

明
治
29
年
の
明
治
三
陸
津
波
、
昭
和
8
年
の
昭
和
三
陸
津
波

及
び
昭
和
35
年
の
チ
リ
地
震
津
波
に
よ
り
、
多
く
の
町
民
の

方
々
が
幾
度
と
な
く
犠
牲
と
な
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
今
回

の
震
災
で
、
さ
ら
に
多
く
の
町
民
の
方
々
が
犠
牲
に
な
り
ま

し
た
。

　

私
は
、
こ
う
し
た
教
訓
を
後
世
に
し
っ
か
り
伝
え
、
将
来
、

町
民
の
方
々
が
二
度
と
同
じ
悲
劇
を
味
わ
う
こ
と
が
な
い
よ

う
に
す
る
こ
と
が
行
政
を
預
か
る
者
と
し
て
の
責
務
で
は
な

い
か
と
考
え
、
苦
渋
の
決
断
を
い
た
し
ま
し
た
。

　

今
後
、
議
会
、
国
を
は
じ
め
と
す
る
関
係
機
関
と
も
相
談

の
う
え
、
一
部
保
存
に
向
け
取
り
組
ん
で
参
り
ま
す
の
で
、

ご
理
解
、
ご
協
力
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

旧
役
場
庁
舎
の
保
存
問
題
に
つ
い
て
は
、
２
０
１
２
年
10

月
に
学
識
経
験
者
や
職
員
遺
族
ら
11
人
か
ら
な
る
、「
大
槌

町
旧
役
場
庁
舎
検
討
委
員
会
」（
委
員
長
・
豊
島
正
幸
岩
手

県
立
大
学
総
合
政
策
学
部
長
）
が
設
置
さ
れ
、
論
議
が
な
さ

れ
て
き
ま
し
た
。
委
員
会
は
、次
の
よ
う
な
報
告
書
を
ま
と
め
、

今
年
3
月
15
日
（
金
）
に
委
員
長
が
町
長
に
提
出
し
ま
し
た
。

【
報
告
書
の
概
要
】

◇
提
言
１
　
震
災
犠
牲
者
の
鎮
魂
の
場
の
設
定

　

保
存
ま
た
解
体
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、
震
災
犠
牲
者
の

鎮
魂
を
行
う
場
は
何
ら
か
の
形
で
必
要
。

◇
提
言
２
　
後
世
へ
の
伝
承
・
防
災
教
育

　

保
存
ま
た
は
解
体
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、
伝
承
、
防
災

教
育
を
重
視
し
、
災
害
の
記
憶
を
風
化
さ
せ
な
い
取
り
組
み

が
必
要
。
後
世
に
伝
え
る
に
あ
た
っ
て
は
、「
も
の
（
建
物
）」

や
「
場
所
」
に
付
随
し
た
「
物
語
」
が
重
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

こ
の
点
を
踏
ま
え
た
伝
承
、
防
災
教
育
を
行
う
こ
と
が
望
ま

し
い
。

◇
提
言
３
　
町
の
歴
史
を
踏
ま
え
た
公
園
と
し
て
利
用

　

旧
役
場
庁
舎
は
、
昭
和
29
年
に
建
設
さ
れ
、
以
来
、
昭
和

か
ら
平
成
に
か
け
て
半
世
紀
以
上
に
わ
た
り
町
の
歴
史
を
築

き
上
げ
て
き
た
場
所
。
保
存
ま
た
は
解
体
い
か
ん
に
か
か
わ

ら
ず
、
旧
役
場
庁
舎
周
辺
は
公
園
を
整
備
す
る
こ
と
が
望
ま

し
い
と
の
意
見
で
一
致
。
中
心
市
街
地
と
し
て
の
再
生
を
計

画
し
て
い
る
、
隣
接
地
の
御
社
地
エ
リ
ア
と
つ
な
が
り
、
老

若
男
女
が
利
用
で
き
る
公
園
を
整
備
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

旧
大
槌
町
役
場
保
存

記
憶
を
風
化
さ
せ
ず
、
後
世
に
残
す

3年目の仮設 〜より良き暮らしのために〜


