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静
か
な
る
黎
明

東
の
空
に
豊
か
な
光
の
帯
が
広
が
り

や
が
て
岬
の
背
を
越
え
海
面
に
降
り
注
ぐ
。

い
つ
の
日
も
変
わ
る
こ
と
な
く
演
じ
ら
れ
て
き
た
自
然
の
営
み
に

従
順
に
身
を
任
せ
て
き
た
。

幾
条
も
の
細
い
川
は
人
知
れ
ぬ
森
の
中
を
流
れ

ざ
わ
め
き
な
が
ら
寄
り
集
ま
り

や
が
て
大
き
な
流
れ
と
な
っ
て
大
海
へ
と
注
ぎ
込
む
。

人
々
は
深
く
澄
ん
だ
海
懐
に
抱
か
れ
な
が
ら

先
人
た
ち
の
熱
い
思
い
と
英
知
の
襞
を
幾
重
に
も
ま
と
い

悠
然
と
未
来
へ
時
を
刻
み
続
け
る
。
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槌
で
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
活
動
が
行
わ
れ
て
い

る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

イ
ト
ヨ
生
息
地
の
地
元
・
源
水
地
区
の
住
民
を
中

心
と
す
る「
イ
ト
ヨ
を
守
る
会
」で
は
、川
の
ゴ
ミ
拾
い

な
ど
の
環
境
清
掃
を
月
に
三
〜
四
回
実
施
。

　
「
自
分
た
ち
の
ま
ち
は
自
分
た
ち
で
守
る
他
な
い
。

一
人
、
そ
し
て
ま
た
一
人
と
こ
の
川
の
水
質
維
持
の
こ

と
を
思
っ
て
く
れ
れ
ば
、『
ま
ち
』の
コ
ミ
ュニ
ティ
づ
く
り

へ
も
つ
が
な
る
は
ず
だ
」

　

と
い
う
意
識
が
会
の
活
動
を
支
え
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
草
の
根
的
な
活
動
の
一
方
で
、
大
槌
町

と
し
て
も
生
活
排
水
が
源
水
川
へ
直
接
流
れ
込
ま
な
い

よ
う
に
整
備
し
、
生
育
環
境
の
改
善
に
努
め
ま
し
た
。

　
「
大
槌
の
環
境
の
た
め
に
、
高
校
生
と
し
て
何
か
で

き
な
い
か
」そ
ん
な
思
い
か
ら
大
槌
高
校
で
も
、
三
年

前
に「
自
然
科
学
同
好
会
」が
結
成
さ
れ
ま
し
た
。
手

づ
く
り
の
循
環
式
水
槽
装
置
が
並
ぶ
研
究
室
で
は
、

生
徒
が
実
際
に
採
取
し
て
き
た
イ
ト
ヨ
を
飼
育
。
毎

日
の
観
察
を
は
じ
め
、
繁
殖
の
実
験
に
も
成
功
す
る

な
ど
、
イ
ト
ヨ
の
生
態
研
究
の
成
果
を
ま
ち
の
環
境

保
全
に
活
か
そ
う
と
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

ま
た
、
イ
ト
ヨ
の
水
槽
が
設
け
ら
れ
た
町
内
の
小

中
学
校
を
訪
問
し
、
水
槽
の
清
掃
や
生
育
状
況
を

チ
ェ
ッ
ク
。
こ
の
よ
う
な
各
校
の
児
童
・
生
徒
と
の
イ

ト
ヨ
を
通
じ
た
交
流
は
、
次
世
代
の
環
境
意
識
の
高

ま
り
を
生
む
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

　

そ
の
妖
精
は
、
た
だ
静
か
に
待
っ
て
い
た
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
大
槌
の
環
境
の
素
晴
ら
し
さ
に
人
々
が

気
づ
い
て
く
れ
る
こ
と
を
。

　

言
う
ま
で
も
な
く
。
そ
の
妖
精
の
名
は「
イ
ト
ヨ
」。

　

大
槌
川
水
系
の
源
水
地
区
に
生
息
す
る
イ
ト
ヨ

は
、
全
国
で
も
五
カ
所
で
し
か
確
認
さ
れ
ず
、
そ
の
生

体
数
も
減
少
し
て
い
る「
淡
水
型
」。
二
十
度
以
下
の

き
れ
い
な
水
を
好
む
と
さ
れ
、
環
境
省
の
レ
ッ
ド
デ
ー

タ
ブ
ッ
ク
で
絶
滅
危
惧
種
に
指
定
さ
れ
る
ほ
ど
の
希
少

種
で
す
。
今
や
町
指
定
文
化
財（
天
然
記
念
物
）に
も

指
定
さ
れ
た
、
美
し
い
大
槌
の
環
境
保
全
を
象
徴
す

る
魚
で
す
。

　

こ
の「
淡
水
型
イ
ト
ヨ
」が
認
知
さ
れ
は
じ
め
た
お

よ
そ
十
年
前
か
ら
、
大
槌
町
で
は「
循
環
・
共
生
型
社

会
の
構
築
」を
進
め
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
は
、
単
に
イ
ト
ヨ
を
守
る
こ
と
が
目
的
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
イ
ト
ヨ
の
生
息
環
境
を
保
全
す
る
こ
と

と
は
、
森
・
川
・
海
の「
水
の
循
環
」の
維
持
、
さ
ら
に

は
産
業
の
発
展
、
何
よ
り
こ
の
ま
ち
に
暮
ら
す
人
々

の
幸
福
の
実
現
に
他
な
ら
な
い
の
で
す
。

　

で
は
、
環
境
と
共
生
す
る
ま
ち
づ
く
り
の
た
め
、
大

Life

体
長
約
五
セ
ン
チ
の
小
さ
な
さ
か
な
。

全
国
的
に
も
希
少
と
さ
れ
る
「
淡
水
型
イ
ト
ヨ
」
が

こ
の
町
の
川
を
泳
い
で
い
る
。

こ
の
小
さ
な
生
命
と

彼
ら
が
生
き
て
い
け
る
環
境
を
守
る
こ
と
、

そ
れ
は
自
分
た
ち
を
守
る
こ
と
に
も

つ
な
が
る
こ
と
を
知
っ
た
。

環
境
と
共
生
す
る

ま
ち
づ
く
り
に
向
け
て

イトヨを守る会の活動の様子

大槌高校自然科学同好会の研究活動

大槌高校研究室での飼育活動

源水川に生息するイトヨ

小さないのちを守るために
源水川「淡水型イトヨ」指定保護区域

町
指
定
文
化
財
に

（
天
然
記
念
物
と
し
て
は
初
）指
定
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伝
え
る
側
と
受
け
継
ぐ
側
の
き
ず
な

Spirit

　

秋
の
大
槌
を
彩
る「
大
槌
ま
つ
り
」の
華
の
ひ
と
つ
、

虎
舞
。
こ
の
勇
壮
な
舞
い
の
起
源
に
は
諸
説
が
あ
る

が
、
前
川
善
兵
衛
に
よ
る
交
易
を
契
機
と
し
て
大
槌

に
も
た
ら
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

と
き
は
江
戸
時
代
中
期
。
大
坂
の
竹
本
座
で
人
気

を
博
し
て
い
た
、
近
松
門
左
衛
門
の
人
形
浄
瑠
璃「
国

姓
爺
合
戦
」で
の
一
場
面
。「
千
里
ケ
竹
」で
主
人
公
の

「
和
藤
内
」が
猛
り
狂
う
虎
を
退
治
し
ま
す
。こ
の
シ
ー

ン
に
感
動
し
た
前
川
家
の
船
方
た
ち
が
古
里
に
戻
っ

て
虎
頭
を
つ
く
り
、「
虎
舞
」と
し
て
踊
り
始
め
た
と
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
後
、
虎
舞
は
、
航
海
の
安
全
を
祈
願
す
る
も

の
と
し
て
、
海
の
男
た
ち
に
よ
っ
て
代
々
受
け
継
が
れ

て
き
ま
し
た
。
毎
年
の
祭
り
の
日
に
は
神
輿
や
大
神

楽
な
ど
と
と
も
に
人
々
を
ま
ち
に
呼
び
込
み
、
見
る

者
の
心
を
も
ひ
と
つ
に
し
ま
す
。

　

虎
舞
の
そ
う
し
た
伝
統
的
な
舞
が
脈
々
と
受
け
継

が
れ
る
中
、
虎
舞
団
体
に
は
新
た
な
現
代
的
な
一
面

も
見
ら
れ
ま
す
。
大
槌
に
五
つ
あ
る
虎
舞
団
体
の
ひ

と
つ
、
向
川
原
虎
舞
で
は
祭
り
翌
日
に
ご
み
拾
い
を

行
っ
て
、
地
域
と
の
つ
な
が
り
を
強
め
て
い
ま
す
。

「
特
に
ま
ち
に
貢
献
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、

普
段
か
ら
ま
ち
の
人
に
は
お
世
話
に
な
っ
て
い
る
の

で
、
そ
の
恩
返
し
に
実
施
し
て
い
ま
す
」

　

こ
の
気
負
い
の
な
さ
が
ま
た
実
に
“
粋
”
で
あ
り
、

地
域
に
対
す
る
愛
情
が
感
じ
ら
れ
る
一
言
で
す
。

　

次
に
、
読
書
と
い
う
共
有
体
験
を
通
じ
て
、
地
域
の

き
ず
な
を
深
め
て
い
る
一
例
を
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

　

釜
石
市
の
会
員
と
と
も
に
活
動
す
る
読
み
聞
か
せ

サ
ポ
ー
タ
ー「
颯
２
０
０
０
の
会
」。
主
と
し
て
幼
児
か

ら
小
学
生
を
対
象
に
、
絵
本
の
読
み
聞
か
せ
や
紙
芝

居
を
、
図
書
館
な
ど
を
会
場
に
行
っ
て
い
ま
す
。

「
読
み
聞
か
せ
は
、
読
み
手
の
声
が
聞
き
手
に
愛
情
を

感
じ
さ
せ
、
ま
た
彼
ら
の
想
像
力
も
育
て
ま
す
。
こ
の

共
有
の
読
書
体
験
が
子
ど
も
た
ち
の
心
を
癒
し
、
そ

し
て
生
き
る
力
に
な
っ
て
ほ
し
い
」

　

と
同
会
で
は
語
り
ま
す
。
発
足
時
は
わ
ず
か
三
名

だ
っ
た
会
員
数
も
、
二
十
名
ほ
ど
に
成
長
し
ま
し
た
。

　

ま
た
現
在
で
は
、
読
み
聞
か
せ
の
輪
は
さ
ま
ざ
ま
な

世
代
に
広
が
っ
て
い
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
に
留
ま
ら
ず
、

施
設
を
訪
問
し
て
老
人
の
皆
さ
ん
と
も
交
流
を
図
る

「
颯
２
０
０
０
の
会
」。
同
会
の
他
に
も
、
町
内
の
中
学

生
が
小
学
生
に
読
み
聞
か
せ
を
す
る
活
動
も
行
わ
れ

る
な
ど
、
読
書
体
験
を
通
じ
た
大
槌
の
き
ず
な
は
ま
す

ま
す
深
ま
り
、
人
々
の
豊
か
な
感
性
を
育
て
て
い
ま
す
。

幅
広
い
世
代
に
広
が
る

「
読
み
聞
か
せ
」
に
よ
る
き
ず
な
の
輪

海
の
男
た
ち
の
心
を
捉
え
、

受
け
継
が
れ
る
虎
舞
、

そ
し
て
虎
舞
の
枠
を
超
え
た
地
域
活
動

「
ゆ
ず
り
は（
譲
葉
）」と
い
う

木
を
ご
存
じ
だ
ろ
う
か
。

そ
の
名
の
由
来
ど
お
り
、こ
の
木
の
葉
々
は
、

「
新
し
い
葉
が
生
長
し
て
か
ら
古
い
葉
が

譲
っ
て
落
ち
る
」
と
い
う
。

単
な
る
世
代
の
交
代
で
は
な
く
。

も
の
の
有
形
無
形
に
か
か
わ
ら
ず
、

大
槌
の
伝
統
は
、

世
代
と
世
代
が
、と
も
に
何
か
を
共
有
す
る

時と

間き

を
経
て
受
け
継
が
れ
る
。

そ
の
共
有
す
る
何
か
。

そ
れ
が
こ
の
ま
ち
の

「
き
ず
な
」な
の
か
も
し
れ
な
い
。

イベントでの虎舞

大槌まつり

「颯2000の会」
作成の手作り
紙芝居

読み聞かせを楽しむ子供達
読み聞かせを行う会員と子供達
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江
戸
時
代
。
江
戸
の
人
々
の
大
き
な
好
評
を
得

た
「
南
部
鼻
曲
が
り
鮭
」
を
世
に
送
り
出
し
た
の

は
、
幕
府
開
府
当
時
の
大
槌
城
主
・
大
槌
孫
八
郎

で
し
た
。
彼
は
爆
発
的
に
人
口
が
増
え
た
江
戸
の

市
場
に
着
目
し
、
そ
れ
ま
で
地
元
で
の
み
消
費
し

て
い
た
名
産
の
鮭
を
塩
引
き（
新
巻
）に
し
て
、
江

戸
へ
出
荷
し
た
の
で
す
。
上
質
の
素
材
を
加
工
し

て
商
品
価
値
を
高
め
、経
済
流
通
さ
せ
た
こ
と
は
、

ま
さ
に
孫
八
郎
の
慧
眼
に
よ
る
も
の
で
し
た
。

　

時
代
は
下
っ
て
、
大
槌
と
江
戸
・
大
坂
を
股
に

か
け
た
豪
商
・
前
川
善
兵
衛
も
ま
た
、
千
石
船
に

よ
る
海
産
物
交
易
、
こ
れ
が
も
た
ら
す
前
川
家
の

繁
栄
に
よ
っ
て
自
ら
の
理
想
を
か
た
ち
に
し
た
一

人
と
言
え
ま
す
。

近
世
の
画
期
的
な
商
品
開
発

　

さ
て
、
三
陸
の
海
の
幸
の
お
い
し
さ
を
よ
り
多

く
の
人
に
届
け
た
い
と
い
う
気
持
ち
は
、
大
槌
孫

八
郎
の
昔
も
今
も
変
わ
り
ま
せ
ん
。

　

港
町
に
あ
る「
株
式
会
社
ナ
カ
シ
ョ
ク
」の
冷
凍

生
ワ
カ
メ
は
そ
ん
な
気
持
ち
を
“
か
た
ち
”
に
し

た
好
例
で
す
。
県
水
産
技
術
セ
ン
タ
ー
考
案
の
冷

凍
技
術
の
応
用
に
よ
っ
て
、
三
陸
ワ
カ
メ
の
身
上

と
も
言
え
る
歯
ご
た
え
と
風
味
を
損
な
わ
な
い
ま

ま
長
期
保
存
を
実
現
。
コ
ン
ビ
ニ
や
外
食
産
業
を

は
じ
め
多
方
面
に
販
路
を
広
げ
、
時
間
や
距
離
を

超
え
た
多
く
の
人
の
も
と
に
届
い
て
い
ま
す
。

　

山
の
幸
に
目
を
向
け
れ
ば
、
各
種
品
評
会
で
上

位
入
賞
の
常
連
と
な
っ
て
い
る
干
し
シ
イ
タ
ケ
が

挙
げ
ら
れ
ま
す
。
昭
和
四
十
年
代
と
早
く
か
ら
取

そ
れ
ぞ
れ
の
理
想
を
求
め
て

り
組
ん
で
き
た
大
槌
の
干
し
シ
イ
タ
ケ
づ
く
り
に

は
、豊
富
な
経
験
の
蓄
積
が
あ
り
ま
す
。
中
で
も
、

干
し
シ
イ
タ
ケ
の
品
質
を
左
右
す
る
、
シ
イ
タ
ケ

の
採
取
時
期
と
乾
燥
の
加
減
。
そ
こ
で
肝
心
と
な

る
気
候
や
キ
ノ
コ
の
状
態
の
見
極
め
に
、
生
産
者

の
豊
富
な
経
験
が
活
か
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

　

ま
た
、
平
成
十
九
年（
二
〇
〇
七
年
）に
前
年
比

で
出
荷
量
が
倍
増
し
た
マ
ツ
タ
ケ
は
、
新
た
な「
大

槌
ブ
ラ
ン
ド
」と
し
て
期
待
さ
れ
る
商
品
。
山
の
管

理
を
通
じ
た
品
質
の
向
上
・
維
持
に
努
め
る
な
ど
、

ブ
ラ
ン
ド
確
立
に
向
け
て
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　
「
御
社
地
ふ
れ
あ
い
朝
市
」
や
金
沢
の
「
お
や

ち
ゃ
い（
高
清
水
生
産
加
工
組
合
）」な
ど
町
内
の

産
直
は
、
こ
う
し
た
生
産
者
の
努
力
の
成
果
と
消

費
者
を
身
近
に
つ
な
ぐ
大
切
な
場
所
と
な
っ
て
い

ま
す
。 Idea大槌発の「日本初」

御社地ふれあい朝市

山や海の幸が一堂に会する大槌産業まつり

養殖ワカメの加工作業 南部鼻曲り新巻鮭 鮭の定置網水揚げ作業シイタケ栽培風景 ＪＡ東部営農センターでの干しシイタケ選別作業
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大
槌
町
で
は
、
企
業
誘
致
の
推
進
の
た
め
、
工
場

等
を
新
設
・
増
設
す
る
費
用
の
一
部
補
助
や
、
固
定

資
産
税
の
課
税
免
除
、
雇
用
奨
励
金
な
ど
の
優
遇
制

度
を
設
け
て
い
ま
す
。
県
に
お
い
て
も
、
町
の
申
請

に
基
づ
い
て
特
定
区
域
を
指
定
し
、
課
税
免
除
や
大

型
補
助
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
町
と

県
の
充
実
し
た
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
体
制
が
企
業
を
一

貫
し
て
支
援
し
ま
す
。

　

既
に
数
社
の
企
業
が
こ
の
よ
う
な
制
度
を
利
用
し

成
果
を
挙
げ
て
い
ま
す
。●

　

一
九
六
二
年
の
創
業
以
来
培
っ
て
き
た
高
い
精
密

金
型
技
術
を
活
か
し
て
、
エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
ス
関
連

の
も
の
づ
く
り
を
多
岐
に
支
え
て
い
る
株
式
会
社
エ

ノ
モ
ト
（
本
社
：
山
梨
）。

　

同
社
が
大
槌
に
工
場
を
新
設
し
た
の
は
、
一
九
九

七
年
。
本
社
の
あ
る
山
梨
地
区
で
の
従
業
員
確
保
の

問
題
を
背
景
に
、
製
造
拠
点
の
地
方
移
転
の
方
針
が

採
ら
れ
、
青
森
県
五
所
川
原
市
と
、
大
槌
が
選
ば
れ

ま
し
た
。

　

ま
た
、
早
く
か
ら
海
外
展
開
を
行
っ
て
き
た
同
社

で
は
、
現
地
ス
タ
ッ
フ
へ
の
技
術
指
導
に
か
か
る
コ

ス
ト
や
時
間
の
課
題
も
抱
え
、
よ
り
効
率
的
な
国
内

で
の
金
型
技
術
の
定
着
化
も
求
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　

現
在
、大
槌
工
場
の
主
な
事
業
は
、半
導
体
用
の
コ

ネ
ク
タ
用
部
品
な
ど
の
金
属
プ
レ
ス
加
工
品
で
、
こ

れ
に
使
用
す
る
金
型
も
製
作
。
携
帯
電
話
メ
ー
カ
ー

を
は
じ
め
多
様
な
分
野
の
顧
客
企
業
か
ら
提
供
さ
れ

る
製
品
設
計
図
を
基
に
製
品
化
を
行
い
、
品
質
・
納

期
と
も
に
安
定
的
な
納
品
を
実
現
し
て
い
ま
す
。

　
「
金
型
に
入
る
パ
ー
ツ
の
加
工
は
、
パ
ー
ツ
の
精

度
で
金
型
の
精
度
が
決
ま
る
ほ
ど
重
要
な
作
業
。
千

分
の
一
、
万
分
の
一
㎜
の
精
度
が
求
め
ら
れ
る
金
型

づ
く
り
は
、
大
槌
の
人
た
ち
の
ま
じ
め
な
気
質
に
向

い
て
い
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
」と
同
社
で
は

評
価
し
て
い
ま
す
。

●

　

そ
の
隣
に
立
地
し
て
い
る
の
が
、
株
式
会
社
千
田

精
密
工
業（
本
社
：
奥
州
市
）で
す
。大
槌
工
場
は
一
九

九
五
年
よ
り
操
業
を
開
始
。
一
九
九
七
年
の
釜
石
工

場
の
統
合
を
は
じ
め
、
順
次
工
場
拡
張
を
進
め
、
今

や
同
社
の
主
力
工
場
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

同
社
の
強
み
は
顧
客
の
ニ
ー
ズ
に
き
め
細
か
く
応

え
ら
れ
る
高
い
技
術
力
。
大
槌
工
場
で
は
、
半
導
体

大槌を拠点に活躍する
企業＆研究所

製
造
装
置
や
液
晶
基
盤
製
造
装
置
部
品
の
中
で
も
大

型
の
も
の
の
加
工
を
、
マ
シ
ニ
ン
グ
を
は
じ
め
、
旋

盤
、
溶
接
の
工
程
に
よ
り
行
っ
て
い
ま
す
。
同
社
は

二
〇
〇
五
年
、
英
国
Ｔ
Ｗ
Ｉ
社
が
開
発
し
た
「
摩
擦

攪か
く

拌は
ん

接
合
」
技
術
の
使
用
ラ
イ
セ
ン
ス
を
日
本
の
中

小
企
業
と
し
て
は
じ
め
て
取
得
、
よ
り
高
品
質
な
製

品
づ
く
り
に
活
か
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
二
〇
〇

六
年
に
は
、
経
済
産
業
省
の
「
元
気
な
モ
ノ
作
り
中

小
企
業
三
百
社
」
に
選
定
さ
れ
ま
し
た
。

　

人
材
育
成
に
も
力
を
入
れ
て
い
る
の
が
千
田
精
密

工
業
の
特
長
で
、
前
述
の
三
工
程
の
計
画
的
な
ロ
ー

テ
ー
シ
ョ
ン
と
個
別
面
談
に
よ
り
、
個
々
の
適
性
技

能
を
伸
ば
す
と
と
も
に
、
特
に
若
い
社
員
に
は
技
能

五
輪
や
技
能
検
定
試
験
を
積
極
的
に
受
け
さ
せ
て
、

仕
事
へ
の
や
る
気
を
喚
起
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、 

し
っ
か
り
と
し
た
技
術
を
習
得
し
た
社
員
の
独
立
開

業
も
支
援
し
、
こ
れ
ま
で
に
八
名
（
う
ち
大
槌
で
は

二
名
）
が
独
立
し
ま
し
た
。●

　

赤
浜
に
あ
る
東
京
大
学
海
洋
研
究
所
附
属
国
際
沿

岸
海
洋
研
究
セ
ン
タ
ー
（
旧
大
槌
臨
海
研
究
セ
ン

タ
ー
）
は
一
九
七
三
年
に
設
置
さ
れ
、
二
〇
〇
三
年

に
現
名
称
に
な
り
ま
し
た
。“
世
界
の
三
大
漁
場
”と

し
て
多
様
で
豊
富
な
水
産
資
源
に
恵
ま
れ
た
三
陸
の

海
を
研
究
対
象
に
、
沿
岸
域
の
物
理
・
化
学
環
境
、

沿
岸
生
物
の
生
態
、
沿
岸
域
の
保
全
に
関
す
る
研
究

が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

海
洋
に
関
す
る
基
礎
研
究
を
実
施
す
る
全
国
共
同

利
用
研
究
施
設
と
し
て
の
機
能
も
同
セ
ン
タ
ー
の
特

徴
の
一
つ
で
、
毎
年
、
全
国
の
大
学
か
ら
研
究
者
が

訪
れ
て
い
ま
す
。
利
用
者
数
も
年
々
増
加
し
、
最
近

で
は
年
間
六
十
か
ら
八
十
の
研
究
課
題
が
実
施
さ

れ
、
延
べ
利
用
者
数
も
四
千
人
を
超
え
て
い
ま
す
。

自
然
環
境
の
良
さ
や
充
実
し
た
研
究
設
備
、
さ
ら
に

大
槌
町
の
人
た
ち
の
海
洋
研
究
に
対
す
る
理
解
と
協

力
と
い
っ
た
こ
と
も
含
め
た
研
究
環
境
と
し
て
の
評

判
も
上
々
で
す
。

　

ま
た
、
グ
ロ
ー
バ
ル
レ
ベ
ル
の
研
究
拠
点
と
し
て

の
利
便
性
も
向
上
し
て
い
ま
す
。
近
年
の
通
信
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
技
術
の
進
歩
に
よ
り
、
地
球
上
で
生
じ
る

自
然
現
象
を
的
確
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
な
っ
て
き
た
だ
け
で
な
く
、
同
セ
ン
タ
ー
か
ら
も

さ
ま
ざ
ま
な
情
報
を
世
界
に
直
接
発
信
で
き
る
よ
う

に
な
り
つ
つ
あ
る
そ
う
で
す
。

「おおつち」から国内外へ──
日々新たな成果を届けるために

東京大学海洋研究所附属国際沿岸海洋研究センター 株式会社 エノモト　　株式会社 千田精密工業

一般公開の様子 調査船「弥生」 ㈱千田精密工業作業の様子 ㈱千田精密工業工場内部 ㈱エノモト検査作業 ㈱エノモトプレス製造部門の工程作業

Special Feature
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■
水
産
業

　

養
殖
施
設
の
規
模
拡
大
、再
編
な
ど
漁
場
の

利
用
方
法
の
見
直
し
や
作
業
の
省
力
化
、機
械

化
を
進
め
な
が
ら
就
労
環
境
の
整
備
を
促
進

し
、安
定
し
た
生
産
体
制
の
維
持
を
図
り
ま
す
。

　

適
正
な
漁
場
管
理
お
よ
び
ヒ
ラ
メ
、ア
ワ
ビ
な

ど
の
種
苗
放
流
を
積
極
的
に
推
進
し
、
資
源
の

増
大
を
図
り
安
定
し
た
生
産
量
、
生
産
額
確

保
への
施
策
を
展
開
し
ま
す
。

　

関
係
団
体
と
連
携
し
な
が
ら
労
働
環
境
の

改
善
、
協
業
化
の
促
進
、
計
画
的
な
出
荷
体
制

の
確
立
に
取
り
組
む
と
と
も
に
、
自
主
的
な
技

術
向
上
への
支
援
、
漁
業
集
落
環
境
整
備
の
推

進
、大
槌
産
ブ
ラ
ン
ド
の
定
着
と
販
路
確
保
への

助
成
に
努
め
ま
す
。

　

さ
ら
に
緊
急
度
お
よ
び
重
要
度
を
考
慮
し

な
が
ら
、
使
い
や
す
い
漁
港
環
境
保
全
お
よ
び

水
産
基
盤
施
設
整
備
を
図
り
ま
す
。

■
農
林
業

　

農
道
や
林
道
、
農
業
用
排
水
路
な
ど
の
生

産
基
盤
の
整
備
や
担
い
手
の
育
成
に
取
り
組
む

と
と
も
に
、
認
定
農
業
者
な
ど
が
実
施
す
る
農

地
の
取
得
、
施
設
・
整
備
導
入
を
重
点
的
に
支

援
し
ま
す
。

　

農
産
物
の
高
次
加
工
、
加
工
品
の
流
通
販

売
の
促
進
、
地
産
地
消
の
推
進
、
公
共
牧
場
の
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働く場と安定収入を生み出す産業振興

有
効
活
用
に
よ
る
畜
産
の
振
興
に
努
め
ま
す
。

　

健
全
な
森
林
の
保
全
の
た
め
森
林
組
合
な

ど
に
よ
る
森
林
整
備
を
支
援
し
ま
す
。

　

限
り
あ
る
国
土
の
有
効
活
用
と
保
全
の
た

め
、
土
地
の
実
態
を
正
確
に
把
握
す
る
地
籍
調

査
を
実
施
し
ま
す
。

■
商
工
業
・
観
光
産
業

　

商
業
者
・
商
工
団
体
等
が
自
ら
行
う
商
業
に

よ
る
ま
ち
づ
く
り
の
活
性
化
の
推
進
を
支
援
し
、

大
槌
町
中
心
市
街
地
活
性
化
基
本
計
画
を
各

関
係
機
関
と
連
携
し
な
が
ら
推
進
し
ま
す
。

　

経
営
の
強
化
・
充
実
を
図
る
た
め
資
金
融

資
、
利
子
補
給
な
ど
の
金
融
支
援
体
制
の
充

実
、
各
産
業
分
野
間
の
協
力
体
制
の
た
め
の
情

報
収
集
・
研
究
への
支
援
を
行
い
ま
す
。

　

大
槌
町
観
光
基
本
計
画
に
基
づ
き
、「
夏
型

観
光
」か
ら「
通
年
型
観
光
」への
移
行
を
図
り
、

観
光
客
入
込
数
の
全
体
的
な
底
上
げ
を
め
ざ

し
、
各
観
光
関
係
機
関
と
協
力
し
て
展
開
し

ま
す
。

■
雇
用
・
労
働
者
支
援

　

働
く
場
の
拡
大
の
た
め
、
特
産
品
の
研
究
・

開
発
や
新
た
な
産
業
分
野
の
開
拓
、
業
務
拡

大
を
行
う
地
元
企
業
、
加
工
販
売
を
行
う
生

産
者
、
加
工
業
者
な
ど
に
対
し
て
積
極
的
な
支

援
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
近
年
の
自
動
車
関

連
産
業
の
地
方
に
お
け
る
業
務
拡
大
な
ど
の
情

勢
を
踏
ま
え
、
企
業
誘
致
の
た
め
の
環
境
整
備

と
し
て
用
地
の
確
保
や
優
遇
制
度
の
充
実
、
企

業
訪
問
な
ど
、誘
致
活
動
の
強
化
に
努
め
ま
す
。

　

地
域
の
特
性
に
応
じ
た
地
域
主
導
の
雇
用

対
策
を
推
進
し
、
関
係
機
関
と
連
携
し
て
新

規
学
校
卒
業
者
な
ど
の
労
働
力
の
確
保
お
よ

び
定
着
、中
高
年
層
の
雇
用
確
保
と
安
定
の
た

め
に
必
要
な
事
業
を
行
い
ま
す
。

［産業］Industry

ショッピングセンター「シーサイドタウンマスト」

イワガキの品定作業 シイタケ栽培作業 ショッピングセンター
「シーサイドタウンマスト」内部

大槌湾の定置網漁

産
業
の
活
性
化
で

地
域
を
元
気
に
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協働による地域・行政経営
［地域・行政］An area & administration

■
納　

税

　

課
税
客
体
の
正
確
な
把
握
と
公
平
適
正

な
賦
課
を
進
め
る
と
と
も
に
、
賦
課
税
額
の

確
実
な
収
納
に
よ
る
自
主
財
源
の
確
保
に

努
め
ま
す
。

　

ま
た
、広
報
な
ど
を
利
用
し
た
納
税
意
識

お
よ
び
国
民
健
康
保
険
制
度
の
啓
発
活
動

を
行
う
と
と
も
に
、
納
税
貯
蓄
組
合
の
あ
り

方
を
検
討
し
、
新
た
な
シ
ス
テ
ム
の
構
築
を

進
め
ま
す
。

■
町
の
活
性
化
・
協
働

　

効
率
的
・
効
果
的
な
事
務
事
業
の
執
行

を
進
め
る
た
め
、町
民
の
行
政
に
対
す
る
ニ
ー

ズ
の
高
度
化
・
複
雑
化
に
対
応
で
き
る
業
務

体
制
づ
く
り
に
努
め
ま
す
。

　

協
働
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
に
向
け
て
、
各

地
区
・
地
域
で
対
応
可
能
な
も
の
は
自
分
た

ち
で
実
施
し
て
い
く
と
い
う
意
識
改
革
を
進

め
、
各
地
区
町
内
会
や
自
治
会
、Ｎ
Ｐ
Ｏ
団

体
な
ど
各
種
団
体
の
主
体
的
な
組
織
づ
く

り
、
活
動
への
支
援
を
行
い
ま
す
。

■
議
会
機
能

　

町
勢
の
進
展
と
町
民
の
福
祉
増
進
の
た

め
、
執
行
機
関
の
町
と
両
輪
と
な
る
議
会
お

よ
び
議
員
活
動
の
円
滑
な
運
営
の
支
援
、
議

会
機
能
の
強
化
、
議
会
活
動
の
Ｐ
Ｒ
の
拡
充

な
ど
に
努
め
ま
す
。

■
情
報
化
へ
の
対
応

　

常
に
進
化
し
続
け
る
情
報
化
への
対
応
で

は
、
都
市
と
地
方
の
格
差
が
拡
大
し
て
お
り
、

都
市
部
同
様
の
サ
ー
ビ
ス
を
享
受
で
き
る
よ

う
に
、
町
全
体
の
Ｉ
Ｔ
化
に
よ
る
情
報
化
を

推
進
し
ま
す
。

■
住
民
サ
ー
ビ
ス

　

窓
口
サ
ー
ビ
ス
、
選
挙
事
務
な
ど
、
さ
ら

に
効
率
的
な
事
務
を
推
進
し
、
住
民
サ
ー

ビ
ス
の
向
上
に
努
め
ま
す
。

　

ま
た
、
年
金
制
度
の
周
知
と
併
せ
、
関
係

機
関
と
連
携
し
、
保
険
料
納
付
の
啓
発
活

動
を
行
い
ま
す
。

役場窓口

住民団体によるクリーン
ボランティア活動

住民自治懇談会

大槌町立図書館内の様子 納税意識向上を促す看板

住
民
と
行
政
が

と
も
に
築
く
大
槌
の
未
来



1718　大槌町町勢要覧　2008

地域のぬくもりを広げる健康・医療・福祉
［健康・福祉］Health & the welfare

■
保
健
・
医
療
・
福
祉

　

健
康
診
査
の
受
診
か
ら
事
後
指
導
ま

で
、
町
民
の
健
康
づ
く
り
に
向
け
て
一
貫

し
た
体
制
づ
く
り
を
行
い
、
ま
た
、
意
識
啓

発
活
動
を
推
進
し
ま
す
。

　

医
師
の
確
保
な
ど
地
域
医
療
体
制
の
充

実
の
た
め
の
要
請
運
動
や
関
係
機
関
と
の

連
携
を
強
化
し
ま
す
。

　

す
べ
て
の
町
民
が
住
み
慣
れ
た
地
域
で

暮
ら
し
続
け
ら
れ
る
よ
う
関
係
機
関
と
の

連
携
を
強
化
し
地
域
で
の
組
織
づ
く
り
や

ボ
ラ
ン
ティ
ア
組
織
の
育
成
を
図
り
、
支
援

体
制
を
構
築
し
ま
す
。

　

ま
た
、
在
宅
で
の
介
護
と
併
せ
て
身
近

な
地
域
に
お
け
る
介
護
施
設
整
備
へ
の
支

援
を
図
り
ま
す
。

　

障
害
者
の
地
域
で
の
自
立
し
た
生
活
を

支
援
す
る
た
め
相
談
セ
ン
タ
ー
を
設
置
し
、

障
害
に
応
じ
た
自
立
訓
練
・
就
労
移
行
支

援
な
ど
の
サ
ー
ビ
ス
を
行
い
ま
す
。

　

障
害
児
に
対
す
る
指
導
体
制
を
整
備

し
、
必
要
に
応
じ
た
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
図

り
ま
す
。

　

児
童
の
健
全
育
成
に
向
け
て
、
相
談
体

制
の
整
備
に
努
め
、
将
来
を
見
据
え
た
保

育
事
業
の
充
実
を
図
る
た
め
、
保
育
所
再

編
を
進
め
ま
す
。

　

生
活
困
窮
者
な
ど
に
職
業
訓
練
・
就
職

な
ど
を
斡
旋
し
て
自
立
支
援
を
行
う
と
と

も
に
民
生
児
童
委
員
な
ど
関
係
団
体
と
の

連
携
に
よ
る
支
援
体
制
づ
く
り
を
推
進
し

ま
す
。

　

町
内
会
な
ど
の
地
域
の
団
体
と
連
携
を

強
め
、
意
識
啓
発
や
リ
ー
ダ
ー
育
成
な
ど
、

防
犯
交
通
安
全
活
動
を
推
進
し
ま
す
。

■
健
康
づ
く
り
・
国
民
健
康
保
険

　

町
民
に
対
し
て
健
康
・
財
政
・
医
療
の
三

方
向
か
ら
医
療
費
の
内
訳
、
受
診
状
況
な

ど
を
通
知
す
る
な
ど
、
年
々
増
加
し
て
い
る

医
療
費
の
抑
制
を
図
る
た
め
国
民
健
康
保

険
事
業
の
周
知
・
啓
発
を
図
り
ま
す
。

　

ま
た
、
検
診
事
業
な
ど
を
充
実
さ
せ
る

と
と
も
に
健
康
づ
く
り
事
業
へ
の
参
加
を
促

す
な
ど
、
疾
病
予
防
対
策
を
推
進
し
ま
す
。

思春期ふれあい体験学習

園児保育の様子

岩手県立大槌病院 特別養護老人ホームらふたぁヒルズ

多機能ケアセンター
ほっと大町

だ
れ
も
が
安
心
し
て

暮
ら
せ
る
町



■
学
校
教
育

　

創
造
性
と
心
豊
か
な
、
国
際
的
視
野
を

持
っ
た
児
童
・
生
徒
の
育
成
を
め
ざ
し
、
学
校

施
設
の
整
備
で
は
老
朽
化
が
進
む
校
舎
な
ど

の
改
修・改
築
、耐
震
化
を
計
画
的
に
推
進
し
、

教
育
内
容
の
充
実
で
は
歴
史
、
文
化
、
自
然

な
ど
の
教
育
資
源
を
活
か
し
た
特
色
あ
る
教

育
課
程
を
編
成
し
、
個
を
活
か
し
個
に
応
ず

る
指
導
を
行
う
と
と
も
に
、
地
域
・
団
体
と
の

連
携
に
よ
る
登
下
校
時
の
安
全
対
策
や
体
力

づ
く
り
の
指
導
な
ど
、
安
全
健
康
管
理
を
強

化
し
ま
す
。

　

地
域
の
特
色
を
活
か
し
た
体
験
活
動
、
地

域
社
会
や
世
代
間
と
の
交
流
を
推
進
し
、
地

域
社
会
の
一
員
と
し
て
の
自
覚
を
持
っ
て
行
動

で
き
る
児
童
生
徒
の
育
成
に
努
め
ま
す
。

　

安
全
で
お
い
し
い
給
食
の
提
供
と
食
に
関

す
る
指
導
・
学
習
を
進
め
ま
す
。
ま
た
、
給
食

施
設
の
整
備
、
安
全
お
よ
び
衛
生
面
な
ど
の

徹
底
を
図
り
ま
す
。

■
国
際
化
・
国
際
交
流

　

姉
妹
都
市
で
あ
る
フ
ォ
ー
ト
ブ
ラ
ッ
グ
市
と

の
生
徒
間
交
流
事
業
な
ど
を
は
じ
め
、
大
槌

町
国
際
交
流
協
会
や
ボ
ラ
ン
ティ
ア
な
ど
に
よ

り
事
業
の
拡
大
を
図
り
、
国
際
的
視
野
を

持
っ
た
心
豊
か
で
た
く
ま
し
い
青
少
年
の
育
成

を
図
り
ま
す
。

　

国
際
交
流
協
会
を
中
心
と
し
た
交
流
事
業

へ
の
支
援
を
行
い
、
町
民
に
対
し
て
の
啓
発
活

動
を
促
進
し
ま
す
。

■
生
涯
学
習

　

各
地
域
の
施
設
の
利
用
率
向
上
を
図
る
体

制
を
構
築
す
る
と
と
も
に
、
町
民
一
人
ひ
と

り
が
生
涯
学
習
や
ス
ポ
ー
ツ
活
動
に
参
加
で

き
る
よ
う
な
事
業
を
展
開
し
、
そ
の
後
の
学

習
や
地
域
活
動
へ
の
活
用
な
ど
に
主
体
的
に

取
り
組
め
る
環
境
づ
く
り
を
進
め
ま
す
。

　

町
民
の
自
主
的
な
文
化
活
動
の
側
面
的
支

援
を
行
い
、
ま
た
、
文
化
財
の
保
護
に
つ
い
て

は
広
く
町
民
の
意
見
・
提
案
を
取
り
入
れ
、

施
設
の
整
備
に
向
け
て
取
り
組
み
ま
す
。

　

町
民
が
自
主
的
に
参
加
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
た
総
合
型
地
域
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
の
創
設

を
め
ざ
し
ま
す
。

　

図
書
館
に
お
い
て
は
、
利
便
性
の
一
層
の
向

上
に
向
け
て
、
積
極
的
な
情
報
発
信
を
行
う

と
と
も
に
、
学
校
図
書
館
と
の
連
携
を
進
め

ま
す
。
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心豊かな人を育てる教育・生涯学習
［教育・生涯学習］Education & lifelong study

町立安渡小学校の天体望遠鏡町立安渡小学校の天体望遠鏡町立安渡小学校の天体望遠鏡町立安渡小学校の天体望遠鏡町立安渡小学校の天体望遠鏡町立安渡小学校の天体望遠鏡町立安渡小学校の天体望遠鏡町立安渡小学校の天体望遠鏡町立安渡小学校の天体望遠鏡町立安渡小学校の天体望遠鏡町立安渡小学校の天体望遠鏡町立安渡小学校の天体望遠鏡町立安渡小学校の天体望遠鏡町立安渡小学校の天体望遠鏡町立安渡小学校の天体望遠鏡町立安渡小学校の天体望遠鏡町立安渡小学校の天体望遠鏡

三世代交流みずき団子作り

町立吉里吉里小学校新校舎

姉妹都市フォートブラッグ市の生徒との交流

秋さけ学校給食会町民文化祭町立大槌北小学校授業風景

地
域
が
人
を
育
て
、

人
が
地
域
を
育
て
る
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安全なまちをつくる防災体制・基盤
［防災］Disaster prevention

■
防
災

　

地
域
住
民
の
生
命
、
財
産
な
ど
を
災
害

か
ら
保
護
し
、
ま
た
は
減
災
す
る
た
め
、
関

係
機
関
と
の
連
携
協
力
や
自
主
防
災
組
織

な
ど
と
の
協
働
に
よ
る
防
災
に
関
す
る
計
画

の
作
成
や
見
直
し
を
行
い
ま
す
。

　

町
内
会
、
婦
人
会
な
ど
の
組
織
や
グ
ル
ー

プ
と
連
携
を
図
り
な
が
ら
自
主
防
災
の
組

織
化
を
図
り
ま
す
。

　

防
災
知
識
の
普
及
を
図
る
た
め
、
自
主
防

災
組
織
な
ど
の
リ
ー
ダ
ー
や
十
分
な
知
識
・

技
能
を
有
す
る
防
災
士
を
養
成
し
ま
す
。

　

各
家
庭
に
お
け
る
防
災
資
機
材
の
備
蓄

推
進
な
ど
の
啓
発
活
動
や
定
期
的
な
防
災

訓
練
な
ど
を
実
施
し
ま
す
。

■
社
会
基
盤
整
備

　

道
路
や
住
宅
の
整
備
・
管
理
は
優
先
順
位

の
検
討
を
行
い
、
町
民
の
理
解
を
得
な
が
ら

事
業
を
進
め
ま
す
。

　

大
雨
に
よ
る
被
害
が
恒
常
的
と
な
っ
て
い

る
地
区
や
災
害
が
予
想
さ
れ
る
地
区
に
対

す
る
計
画
的
な
防
災
施
設
整
備
、
災
害
時

の
緊
急
対
応
体
制
の
強
化
、
危
険
箇
所
の

周
知
の
徹
底
を
図
り
ま
す
。

　

ま
た
、
交
通
・
避
難
路
を
確
保
し
、
町
民

の
財
産
で
あ
る
家
屋
な
ど
を
守
る
た
め
、
雨

水
排
水
施
設
や
排
水
路
の
整
備
推
進
に
努

め
ま
す
。

　

建
築
後
、
一
定
の
年
数
を
経
た
木
造
住

宅
に
つ
い
て
、一
定
条
件
の
も
と
で
費
用
の
一

部
を
助
成
し
、
耐
震
診
断
の
推
進
を
図
り

ま
す
。

■
消
防
・
救
急

　

各
種
の
災
害
に
迅
速
に
対
応
で
き
る
消

防
団
員
の
確
保
と
資
質
向
上
を
図
り
ま
す
。

　

広
域
的
な
計
画
を
も
と
に
消
火
栓
、
防

火
水
槽
な
ど
の
消
防
施
設
整
備
の
優
先
順

位
を
検
討
し
、
町
民
の
理
解
を
得
な
が
ら
災

害
に
対
応
す
る
た
め
の
施
策
を
進
め
ま
す
。

　

救
急
救
命
士
の
育
成
、
救
急
隊
員
の
体

制
整
備
と
技
能
の
向
上
な
ど
、
町
民
の
生
命

を
守
る
た
め
の
施
策
を
推
進
し
ま
す
。

小鎚川水門

国道45号大槌バイパス
町道花輪田寺野線

大町雨水ポンプ場

消防団演習

住民による救助訓練の様子

自主防災組織による
防災マップ作成の様子

災害に備える
体制づくり



2324　大槌町町勢要覧　2008

美しい自然を守るための環境保全
［環境］Environment

■
循
環
型
社
会
の
形
成
・
環
境
保
全

　

町
民
の
自
主
的
活
動
を
支
援
し
、
資
源

の
リ
サ
イ
ク
ル
と
ゴ
ミ
減
量
化
を
促
進
す
る

と
と
も
に
、よ
り
高
い
環
境
基
準
に
十
分
対

応
し
た
施
設
を
整
備
し
、
環
境
保
全
と
循

環
型
社
会
の
形
成
に
向
け
た
施
策
を
推
進

し
ま
す
。

　

環
境
保
全
や
公
衆
衛
生
に
対
す
る
町
民

の
意
識
向
上
の
た
め
の
周
知
・
啓
発
活
動

を
行
い
ま
す
。

　

イ
ト
ヨ
保
全
の
た
め
の
環
境
づ
く
り
、
保

全
に
取
り
組
む
関
係
機
関
へ
の
情
報
提
供
、

支
援
を
行
い
ま
す
。

■
環
境
整
備

　

整
備
率
の
向
上
と
併
せ
、
下
水
道
の
普

及
促
進
の
た
め
の
水
洗
化
に
関
す
る
融
資

制
度
な
ど
の
広
報
活
動
、
イ
ベ
ン
ト
な
ど
で

の
Ｐ
Ｒ
を
積
極
的
に
進
め
ま
す
。

　

ふ
れ
あ
い
運
動
公
園
な
ど
の
計
画
的
な

施
設
整
備
を
進
め
る
と
と
も
に
、
町
民
が

安
心
し
て
利
用
で
き
る
よ
う
公
園
の
維
持

管
理
を
図
り
ま
す
。

■
水
道
事
業

　

水
道
事
業
経
営
ビ
ジ
ョ
ン
に
基
づ
き
、
維

持
管
理
コ
ス
ト
の
削
減
や
適
正
な
事
業
経

営
に
努
め
る
と
と
も
に
、
簡
易
水
道
の
上
水

道
へ
の
統
合
を
図
り
ま
す
。

　

水
質
管
理
体
制
や
地
震
な
ど
災
害
時
に

お
け
る
体
制
の
整
備
を
強
化
し
、
併
せ
て

利
用
者
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
や
長
期
的
視
点

に
立
っ
た
計
画
的
か
つ
効
率
的
な
施
設
の

更
新
、
基
盤
整
備
を
進
め
ま
す
。

■
環
境
衛
生

　

下
水
道
整
備
区
域
外
の
地
区
で
の
合
併

浄
化
槽
の
設
置
促
進
を
図
る
な
ど
、
水
洗

化
率
の
向
上
を
め
ざ
し
た
施
策
を
実
施
し

ま
す
。

　

築
三
十
年
以
上
を
経
過
し
て
い
る
斎
場

に
つ
い
て
、
斎
場
建
設
検
討
委
員
会
に
お

い
て
、
新
た
な
施
設
の
整
備
に
つ
い
て
検

討
し
ま
す
。

釜石広域ウインドファーム（新山高原）

大槌ふれあい運動公園 大槌浄化センター 資源ゴミの分別作業

小鎚川渓流

大槌町植樹祭

人
と
自
然
が
共
存
す
る
快
適
な
町
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行　政　組　織　図

新町１−１ TEL0193−42−2111小鎚 32−126 TEL0193−42−3030大町７−２ TEL0193−42−7226吉里吉里３−499 TEL0193−44−3117吉里吉里 11−25 TEL0193−44−2101末広町３−38 TEL0193−41−1055

主要公共施設

［
行
政
］

　

行
政
の
最
大
の
使
命
は
住
民
へ
の
サ
ー
ビ
ス
で
す
。
こ
れ
か
ら
ま
す
ま
す
進
む
国
際
化
や
情
報

化
、
少
子
高
齢
化
社
会
な
ど
に
伴
っ
て
、
行
政
に
対
す
る
ニ
ー
ズ
は
複
雑
多
様
化
し
て
き
ま
す
。

　

住
民
の
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
、
充
実
し
た
行
政
サ
ー
ビ
ス
と
行
政
運
営
の
体
制
づ
く
り
に
努
め
、

住
民
主
体
の
ま
ち
づ
く
り
を
目
指
し
ま
す
。

大槌町役場大槌町中央公民館大槌町立図書館Ｂ＆Ｇ大槌海洋センター浪板交流促進センター御社地ふれあいセンター

Adm
inistration

大槌町議会議員名簿
　１．東　梅　康　悦　　１１．赤　﨑　幾　哉　

　２．小　松　則　明　　１２．後　藤　髙　明

　３．里　舘　裕　子　　１３．伊　藤　安　男

　５．阿　部　敏　雄　　１４．岩　崎　松　生

　６．金　﨑　悟　朗　　１５．伊　藤　之　夫

　７．及　川　　　伸　　１６．阿　部　六　平

　８．阿　部　義　正　　１７．阿　部　佑　吉

　９．阿　部　勝　浩　　１８．野　﨑　重　太

　１０．芳　賀　陽　一　　１９．岡　本　大　作
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※４番は会議規則により欠番

議　長　岡本　大作副議長　野﨑　重太

町　長　加藤　宏暉副町長　東梅　政昭
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牧
庵
鞭
牛
（
二
十
三
歳
）
が
吉
里
吉
里
吉
祥
寺

の
活
堂
見
牛
（
大
到
見
牛
）
の
も
と
で
修
業

向
川
原
海
龍
山
江
岸
寺
が
類
焼
。
本
尊
以
外
全

焼南
部
藩
主
三
十
三
代
利
視
公
が
大
槌
巡
見
。
前

川
善
兵
衛
宅
に
宿
す
。
こ
の
時
の
巡
見
で
安
渡

浦
を
巡
航
し
、
珊
瑚
島
を
蓬
莱
島
と
名
付
け
る

八
日
町
（
現
本
町
）
で
大
火
事
と
な
る
（
八
日

町
四
九
軒
、
向
川
原
七
軒
、
四
日
町
二
軒
類
焼
。

原
因
放
火
に
よ
る
）

正
法
寺
三
十
世
住
職
、
東
光
良
普
大
和
尚
（
寂

照
軒
）
が
大
念
寺
に
私
塾
を
開
く

日
光
東
照
宮
修
復
の
為
、
前
川
善
兵
衛
四
代
富

昌
、
藩
よ
り
御
用
金
七
千
五
百
両
を
命
ぜ
ら
れ

る吉
里
吉
里
赤
沼
に
法
華
経
一
字
一
石
経
塚
を
築

造菊
池
祖
睛
が
現
在
の
御
社
地
に
東
梅
社
創
立

牧
庵
鞭
牛
和
尚
が
山
田
織
笠
か
ら
大
槌
に
抜
け

る
裏
街
道
を
開
削

菊
池
祖
睛
が
九
州
大
宰
府
に
至
り
天
神
社
の
分

霊
を
奉
持
、
東
梅
社
に
祀
る

牧
庵
鞭
牛
和
尚
が
御
廟
坂
を
開
削
。
小
鎚
川
に

架
橋
す
る
（
橋
供
養
あ
り
）

牧
庵
鞭
牛
和
尚
が
吉
里
吉
里
坂
を
吉
祥
寺
和
尚

見
牛
大
到
と
共
に
開
削

天
明
の
飢
饉
始
ま
る

菊
池
慈
泉
が
宝
暦
・
天
明
両
飢
饉
の
餓
死
者
の

為
に
供
養
塔
建
て
る

代
官
所
物
書
の
小
川
孫
兵
衛
、「
官
職
記
」
完

成前
川
家
所
有
の
御
免
石
船
「
明
神
丸
」
の
大
修

理伊
能
忠
敬
が
大
槌
海
岸
周
辺
を
測
量
。
藤
屋
に

宿
す

田
鎖
丹
蔵
が
改
良
建
網
の
「
た
ん
ぞ
う
」
を
完

成
さ
せ
、
漁
場
開
拓
に
乗
り
出
す

菊
池
祖
睛
が
大
般
若
経
六
百
巻
を
書
写
。
こ
の

年
、
生
身
往
生
を
遂
げ
る

山
師
平
助
が
南
部
藩
か
ら
金
沢
金
山
の
「
草
分

け
証
文
」（
試
掘
）
の
許
可
を
受
け
る

弘
化
四
年
の
百
姓
一
揆
起
こ
る

大
槌
村
と
吉
里
吉
里
村
の
両
村
海
境
を
確
認

嘉
永
六
年
の
百
姓
一
揆
起
こ
る（
三
閉
伊
一
揆
）

藩
士
新
渡
戸
伝
の
計
画
に
よ
る
三
本
木
（
十
和

田
）
の
原
野
開
拓
に
、
大
槌
か
ら
金
崎
家
、
後

藤
家
、
前
川
家
、
里
舘
家
等
が
資
金
を
提
供

碇
川
新
砲
台
場
普
請
懸
に
前
川
善
兵
衛
、
芳
賀

惣
兵
衛
が
任
命
さ
れ
る

崎
山
弁
天
遺
跡
か
ら
早
期
末
葉
の
尖
底
深
鉢
土

器
出
土

夏
本
、
赤
浜
Ⅱ
遺
跡
か
ら
多
数
の
竪
穴
住
居
跡

検
出

櫓
沢
遺
跡
か
ら
精
製
土
器
が
多
数
出
土

弥
生
時
代
後
期
の
住
居
跡
が
夏
本
遺
跡
か
ら
検

出夏
本
遺
跡
か
ら
八
世
紀
前
半
の
住
居
跡
を
発
見

沢
山
遺
跡
か
ら
平
安
時
代
の
住
居
跡
を
検
出

明
空
上
人
が
光
願
寺
を
草
創
し
た
と
さ
れ
る

大
槌
氏
が
大
槌
城
を
築
城
し
た
と
さ
れ
る

大
槌
孫
三
郎
が
遠
野
阿
曽
沼
氏
を
攻
め
る

永
享
の
乱
起
こ
る

九
戸
正
実
の
乱
に
大
槌
孫
八
郎
広
信
が
兵
六
十

人
率
い
て
南
部
信
直
に
参
陣

大
槌
孫
八
郎
、
和
賀
一
揆
鎮
圧
に
参
陣

三
陸
沿
岸
大
地
震
・
大
津
波
あ
り

大
槌
孫
八
郎
政
貞
失
脚

大
槌
孫
八
郎
政
貞
奥
瀬
家
に
蟄
居
中
に
自
刃

大
槌
氏
滅
亡

金
沢
村
の
助
右
衛
門
が
安
瀬
ヶ
沢
の
金
山
草
分

（
試
掘
）
を
願
い
出
て
許
可
さ
れ
る

大
槌
城
代
を
廃
し
代
官
を
置
く
。
大
槌
代
官
所

が
設
置
さ
れ
る
（
初
代
代
官
・
針
清
七
）

大
槌
代
官
が
二
人
制
と
な
る

南
部
の
命
に
よ
り
大
槌
城
を
売
却

寛
文
年
間
中
に
大
槌
村
、
小
鎚
村
の
境
界
紛
争

起
こ
る

小
鎚
村
に
き
り
し
た
ん
禁
止
の
制
札
が
建
て
ら

れ
る

四
日
町
（
上
町
）
の
浄
土
宗
見
生
山
大
念
寺
の

開
山

南
部
藩
大
槌
に
海
辺
奉
行
を
お
き
、
釜
石
に
十

分
一
取
立
役
所
を
お
く

前
川
善
兵
衛
二
代
富
永
、
九
三
十
両
を
南
部
藩

に
献
金

こ
の
年
、
三
度
大
槌
地
方
を
洪
水
襲
う

吉
祥
寺
を
古
寺
か
ら
引
き
移
し
現
在
の
地
に
再

建
す
る

鳩
崎
稲
荷
か
ら
現
在
の
地
に
神
社
を
移
遷
、
二

渡
神
社
と
称
す

小
鎚
神
社
、
古
明
神
の
地
か
ら
現
在
の
城
内
の

地
に
移
遷

古
廟
山
を
開
山
し
た
菊
池
慈
泉
が
生
ま
れ
る

縄
文
早
期

縄
文
中
期

縄
文
晩
期

弥
生
時
代
後
期

奈
良
・
平
安
時
代

文
応
２
（
一
二
六
一
）

建
武
元
（
一
三
三
四
）

永
享
９
（
一
四
三
七
）

天
正
19
（
一
五
九
一
）

慶
長
５
（
一
六
〇
〇
）

慶
長
16
（
一
六
一
一
）

慶
長
18
（
一
六
一
三
）

元
和
２
（
一
六
一
六
）

元
和
４
（
一
六
一
八
）

寛
永
元
（
一
六
二
四
）

寛
永
９
（
一
六
三
二
）

寛
永
19
（
一
六
四
二
）

万
治
２
（
一
六
五
九
）

寛
文
年
間
中

（
一
六
七
〇
〜
一
六
七
三
）

天
和
２
（
一
六
八
二
）

元
禄
５
（
一
六
九
二
）

元
禄
14
（
一
七
〇
一
）

宝
永
３
（
一
七
〇
六
）

宝
永
４
（
一
七
〇
七
）

享
保
元
（
一
七
一
六
）

享
保
５
（
一
七
二
〇
）

享
保
11
（
一
七
二
六
）

享
保
17
（
一
七
三
二
）

元
文
元
（
一
七
三
六
）

元
文
３
（
一
七
三
八
）

寛
保
元
（
一
七
四
一
）

寛
保
３
（
一
七
四
三
）

宝
暦
３
（
一
七
五
三
）

宝
暦
８
（
一
七
五
八
）

宝
暦
13
（
一
七
六
三
）

明
和
元
（
一
七
六
四
）

明
和
２
（
一
七
六
五
）

安
永
４
（
一
七
七
五
）

安
永
７
（
一
七
七
八
）

天
明
３
（
一
七
八
三
）

天
明
６
（
一
七
八
六
）

寛
政
３
（
一
七
九
三
）

寛
政
12
（
一
八
〇
〇
）

享
和
元
（
一
八
〇
一
）

享
和
２
（
一
八
〇
二
）

文
化
３
（
一
八
〇
六
）

文
政
６
（
一
八
二
三
）

弘
化
４
（
一
八
四
七
）

嘉
永
２
（
一
八
四
九
）

嘉
永
６
（
一
八
五
三
）

安
政
２
（
一
八
五
五
）

慶
応
元
（
一
八
六
五
）

OTSUCHI HISTORY

　
大
槌
城
は
濱
崎
城
と
も
呼
ば
れ
、
建
武
年
間（
一
三
三
四

年
〜
一
三
三
七
年
）か
ら
正
平
年
間（
一
三
四
六
年
〜

一
三
六
九
年
）に
至
る
時
期
に
大
槌
に
分
置
さ
れ
た
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。

　
頼
朝
の
奥
州
藤
原
氏
追
討
の
折
に
鎌
倉
の
頼
朝
勢
に
従

い
参
陣
し
て
き
た
の
が
、
遠
野
阿
曽
沼
氏
の
祖
、
阿
曽
沼
広

綱
で
し
た
。
こ
の
阿
曽
沼
広
綱
は
そ
の
戦
功
に
よ
り
遠
野
を

中
心
と
し
た
十
二
郷
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
遠

野
十
二
郷
の
領
主
と
な
っ
た
こ
の
阿
曽
沼
氏
か
ら
六
代
目
、

遠
野
横
田
城
主
阿
曽
沼
朝
綱
の
二
男
の
遠
野
次
郎
が
後
の

大
槌
城
の
礎
を
築
い
た
大
槌
次
郎
と
な
る
わ
け
で
す
。
そ
の

後
、
遠
野
阿
曽
沼
家
か
ら
分
家
し
、
大
槌
周
辺
を
統
治
し
て

い
き
ま
す
。

　
代
々
の
大
槌
氏
の
中
で
も
著
名
な
殿
様
が
孫
八
郎
政
貞

で
す
。
こ
の
孫
八
郎
は
大
槌
、
山
田
、
釜
石
を
統
治
し
た
戦

国
の
地
方
武
将
と
し
て
は
き
わ
め
て
優
れ
た
人
物
で
あ
っ
た

と
書
き
残
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
武
将
と
し
て
の
手
腕
も
さ
る

こ
と
な
が
ら
、
政
治
・
経
済
に
お
い
て
も
優
れ
た
頭
脳
を
発

揮
し
て
い
ま
す
。

　
慶
長
八（
一
六
〇
三
）年
、
江
戸
に
幕
府
が
置
か
れ
、こ
の

頃
か
ら
江
戸
は
爆
発
的
に
人
口
が
増
え
て
い
き
ま
す
。
こ
の

市
場
に
着
目
し
、
江
戸
に
名
産
の
鮭
を
塩
引
き（
新
巻
）に
し

て
送
っ
た
と
こ
ろ
江
戸
で
は「
南
部
の
鼻
曲
が
り
鮭
」と
し
て

大
い
に
珍
重
さ
れ
、
人
気
を
広
め
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

自
己
消
費
だ
け
に
終
わ
っ
て
い
た
鮭
を
、
長
期
間
保
存
が
き

く
よ
う
に
塩
引
き
に
す
る
ア
イ
デ
ィ
ア
と
販
路
を
拓
い
た
孫

八
郎
の
功
績
は
、
今
日
に
至
る
水
産
業
の
発
展
を
築
い
た
と

い
っ
て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

おおつちの歴史

縄
文
か
ら
江
戸
時
代

江
戸
時
代
の
宗
教
家

菊
池
秀
井
慈
泉
・

菊
池
佛
眼
祖
睛

南部藩最大の豪商は大槌の商人

海の豪商 前川善兵衛
　
吉
里
吉
里
善
兵
衛
こ
と
前
川
善
兵
衛
は
、
初
代
甚
右
衛
門
、
二
代
目
善
兵
衛
と
な
り

こ
れ
以
降
善
兵
衛
を
襲
名
し
て
い
ま
す
。
初
代
甚
右
衛
門
は
元
禄
年
代
に
五
十
石
積
の

船
を
建
造
、常
陸
の
貿
易
商
白
土
次
郎
左
衛
門
と
取
り
組
み
、閉
伊
海
岸
の
産
物
を
集
荷
、

他
領
に
販
売
し
て
い
ま
す
。

　
そ
の
後
、
南
部
藩
の
特
権
商
人
と
な
っ
た
前
川
家
は
さ
ら
に
漁
業
と
海
運
業
で
財
を
成

し
て
い
き
ま
す
。
大
型
船
を
使
っ
た
海
上
輸
送
に
よ
り
大
量
の
海
産
物
を
江
戸
や
大
阪
に

送
り
込
み
巨
利
を
得
ま
す
。
い
り
こ
、
干
し
ア
ワ
ビ
な
ど
の
長
崎
俵
物
、
鰹
節
、
塩
鰹
、
干

し
ス
ル
メ
、
干
し
赤
魚
な
ど
や
海
藻
、
さ
ら
に
米
穀
類
、
木
材
な
ど
手
広
く
扱
い
、
三
代
目

善
兵
衛
助
友
の
頃
に
は
、
他
領
に
も
名
声
が
知
れ
渡
る
ほ
ど
隆
盛
を
極
め
て
い
ま
し
た
。

　
ま
た
、
南
部
藩
の
財
政
を
陰
で
支
え
て
い
た
の
も
前
川
家
で
し
た
。
ニ
代
目
善
兵
衛
か

ら
引
き
続
き
三
代
目
助
友
親
子
が
南
部
藩
に
貸
し
た
お
金
は
千
七
百
両
に
も
な
っ
て
い

ま
し
た
。
さ
ら
に
、
宝
暦
三（
一
七
五
三
）年
、
幕
府
の
命
令
で
日
光
東
照
宮
を
修
復
す
る

こ
と
に
よ
り
、
南
部
藩
は
七
万
両
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
藩
は
、
藩

内
の
富
豪
や
士
分
に
そ
の
負
担
金
を
割
り
当
て
、
盛
岡
城
下
の
百
十
六
人
の
商
人
が
合

計
四
千
八
百
両
を
負
担
し
た
の
に
対
し
、
四
代
目
善
兵
衛
富
昌
が
一
人
で
拠
出
し
た
金

額
は
、
藩
米
を
引
き
当
て
た
と
は
言
え
、
な
ん
と
七
千
五
百
両
も
の
大
金
で
し
た
。
藩
内

最
大
の
豪
商
と
称
さ
れ
る
ゆ
え
ん
は
こ
の
あ
た
り
か
ら
も
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
三
陸
の
豊
富
な
海
産
資
源
が
商
品
価
値
を
上
げ
る
こ
と
に
よ
り
、
当
初
は
小
規
模
な

漁
法
で
し
か
な
か
っ
た
も
の
が
、
海
運
の
進
歩
に
よ
り
大
量
に
搬
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
る

と
、
漁
法
、
漁
場
の
開
発
や
、
船
の
大
型
化
な
ど
の
改
良
が
進
ん
で
い
き
ま
し
た
。
ま
た
、

販
路
が
関
東
や
江
戸
を
主
体
と
す
る
こ
と
か
ら
、
遠
い
市
場
に
送
る
た
め
に
は
塩
蔵
品
に

加
工
す
る
必
要
が
あ
り
、
塩
の
需
要
が
急
激
に
増
加
、
製
塩
業
の
改
良
も
促
さ
れ
て
い
き

ま
す
。

　
江
戸
時
代
に
、「
み
ち
の
く
の
紀
伊
国
屋
文
左
衛
門
」と
称
さ
れ
た
代
々
前
川
善
兵
衛
が

残
し
た
水
産
・
海
運
業
へ
の
功
績
は
多
大
な
も
の
が
あ
り
、
今
で
も
大
槌
の
誇
り
と
し
て

語
り
継
が
れ
て
い
ま
す
。

　
昔
か
ら
砂
金
が
採
れ
た
金
沢
村（
現
金
沢
地

区
）で
本
格
的
に
金
の
採
掘
、
精
錬
が
行
わ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
慶
安
年
間（
一
六
四
八

年
〜
一
六
五
一
年
）頃
と
伝
わ
っ
て
い
ま
す
が
、

実
際
に
金
山
経
営
で
賑
わ
い
始
め
た
の
は
、
正

徳
年
間（
一
七
一
一
年
〜
一
七
一
五
年
）、
享

保
年
間（
一
七
一
六
年
〜
一
七
三
五
年
）頃
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。
金
山
を
最
初
に
見
立
て
た

山
師
や
採
掘
、
精
錬
の
人
々
が
他
領
か
ら
も
入

り
込
み
、
左
近
、
右
近
と
い
う
者
が
大
い
に
金

山
経
営
で
豪
勢
を
振
る
っ
た
と
い
う
伝
説
さ
え

生
ま
れ
て
い
ま
す
。

　
そ
の
後
、
文
政
六
年（
一
八
ニ
三
年
）、
一
時

休
山
と
な
っ
て
い
た
雲
之
峰
金
山
を
経
営
し
た

の
は
金
沢
村
の
栄
助
、
竹
治
郎
、
市
朗
の
三
人

で
し
た
。
こ
の
三
人
は
、
田
畑
や
馬
を
売
り
払

い
金
の
再
発
掘
に
情
熱
を
燃
や
し
て
い
ま
し

た
。
そ
う
し
て
、
再
び
盛
山
の
兆
し
が
見
え
る

と
金
山
は
商
人
や
藩
に
横
取
り
さ
れ
、
織
笠
の

昆
仁
兵
衛
が
十
年
間
の
経
営
権
を
許
可
さ
れ

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
文
政
十
一（
一
八
二
八
年
）年
、
昆
仁
兵
衛

は
、
雲
之
峰
金
山
の
残
り
四
年
の
経
営
権
を

売
り
に
出
し
、
八
日
町
の
文
助
な
る
も
の
に
譲

渡
し
ま
す
が
そ
の
後
金
山
は
廃
坑
の
道
を
た

ど
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
天
保
六（
一
八
三
五
）年
、
山
師
平
助
が
大

槌
代
官
所
に
金
山
の
採
掘
の
許
可
を
願
い
出

ま
す
。
平
助
は
、
金
山
を
見
立
て
る
山
先
山
師

で
し
た
。
経
験
を
生
か
し
て
廃
山
と
な
っ
て
い

た
金
沢
金
山
を
見
事
蘇
ら
せ
、
最
盛
期
を
迎

え
て
い
き
ま
す
。
し
か
し
、
ま
た
こ
れ
も
藩
営

と
な
り
、
再
興
に
努
力
し
た
人
々
の
苦
労
は
報

い
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
こ
の
後
同
村
佐
野
金
山
も
嘉
永
六（
一
八
五

三
）年
、
兼
沢
平
助
の
発
見
に
よ
っ
て
開
発
さ
れ

つ
つ
あ
り
ま
し
た
が
、こ
れ
も
南
部
藩
に
引
き

取
ら
れ
、
経
営
権
を
失
っ
て
い
ま
す
。

　
雲
之
峰
金
山
の
経
営
も
天
保
年
間
を
ピ
ー

ク
に
次
第
に
衰
亡
し
て
い
き
ま
す
が
、
何
度
も

再
興
の
努
力
を
か
す
め
取
ら
れ
て
い
っ
た
村
人

た
ち
は
、
そ
れ
で
も
借
財
の
た
め
元
の
盛
山
へ

の
夢
を
い
つ
ま
で
も
断
ち
切
る
こ
と
が
で
き
ま

せ
ん
で
し
た
。

　
今
で
は
往
事
の
栄
華
の
面
影
は
な
く
、
金
沢

金
山
は
伝
説
と
化
し
地
元
で
語
り
継
が
れ
て

い
ま
す
。

水産業発展の基礎を築いた殿様
　
菊
池
秀
井
慈
泉（
一
七
二
六
〜
一
八
〇
一
）は
、
大
槌
町
八
日

町
の
裕
福
な
菊
池
家
に
生
ま
れ
、
四
代
目
佐
兵
衛
を
名
乗
っ
て
い

ま
す
。
幼
い
頃
よ
り
学
業
を
好
み
、
二
十
歳
の
頃
剃
髪
し
て
禅
僧

と
な
り
秀
井
慈
泉
と
名
を
改
め
て
い
ま
す
。

　
慈
泉
は
、
人
生
の
半
分
を
全
国
の
霊
山
聖
地
を
訪
ね
て
さ
ま
ざ

ま
な
師
を
得
、
修
行
を
し
て
い
ま
す
。
帰
郷
後
、
古
廟
山
を
開
き
、

村
人
の
世
話
を
し
、
国
家
安
泰
を
願
い
、
或
い
は
海
上
安
全
、
大

漁
祈
願
を
行
い
一
字
一
石
の
経
文
を
三
貫
島
、
蓬
莱
島
な
ど
に

納
め
て
い
ま
す
。
ま
た
、
慈
泉
は
寛
政
十
一（
一
七
九
九
）年
、
大

槌
城
主
孫
八
郎
の
霊
場
が
五
戸
奥
瀬
村
山
麓
の
不
動
堂
で
あ
る

こ
と
を
知
り
、
そ
の
墓
の
土
を
持
ち
帰
り
、
一
字
一
石
の
経
石
と

と
も
に
、
壷
に
入
れ
大
槌
城
の
頂
上
に
埋
葬
し
冥
福
を
祈
っ
た
と

さ
れ
て
い
ま
す
。
飢
饉
の
時
に
は
私
財
を
投
げ
打
ち
飢
え
で
苦
し

ん
で
い
る
人
を
助
け
、
ま
た
路
傍
で
倒
れ
た
仏
を
集
め
堂
ヶ
鼻
の

畑
に
埋
葬
し
供
養
塔
を
建
て
厚
く
供
養
し
た
こ
と
は
、
古
廟
山
入

り
口
に
あ
る
供
養
塔
に
よ
り
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
ま
た
、
秀
井
慈
泉
の
三
歳
違
い
の
弟
菊
池
佛
眼
祖
睛
は
、
現
在

の
御
社
地
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
前
に
あ
る
御
社
地
に
東
梅
社
と
い

う
庵
を
拓
い
た
宗
教
家
で
し
た
。
兄
と
同
じ
仏
道
修
行
に
励
み
全

国
行
脚
の
旅
を
続
け
、
各
地
の
僧
侶
識
者
に
教
え
を
受
け
て
帰
郷

し
て
い
ま
す
。
な
か
で
も
菅
原
道
真
に
深
く
傾
倒
し
天
満
宮
か
ら

分
霊
を
勧
請
し
て
い
ま
す
。

　
祖
睛
は
学
識
に
お
い
て
も
歌
人
と
し
て
も
兄
の
慈
泉
よ
り
勝
る

も
の
が
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
、
元
来
の
慈
悲
心
に
よ
っ
て
村
人
に
仏

の
道
を
説
き
、
子
供
た
ち
に
学
問
を
教
え
て
い
ま
し
た
。
村
人
か

ら
東
梅
社
の
先
生
な
ど
と
呼
ば
れ
親
し
ま
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
も

祖
睛
の
人
間
性
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
最
後
は
、
断
食

修
行
に
よ
り
生
き
往
生
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

栄華のなごり
夢の金山

金沢の金山

大槌城跡宝暦・天明飢饉の供養塔

金沢御山大盛之図

前川善兵衛歴代の墓地



な
る

東
京
大
学
海
洋
研
究
所
開
所

井
上
ひ
さ
し
氏
著
Ｓ
Ｆ
小
説
「
吉
里
吉
里
人
」

ブ
ー
ム

観
光
独
立
国
・
吉
里
吉
里
国
の
独
立
記
念
式
典

桜
木
町
裏
山
山
林
火
災
で
被
害
額
一
億
三
千
万

円吉
里
吉
里
海
岸
の
砂
が
「
鳴
り
砂
」
で
あ
る
こ

と
が
立
証
さ
れ
る

東
京
都
武
蔵
野
市
で
「
ふ
る
さ
と
大
槌
会
」
設

立
総
会

町
制
施
行
百
周
年
記
念
式
典

国
道
45
号
大
槌
バ
イ
パ
ス
開
通

三
陸
・
海
の
博
覧
会
協
賛
事
業
と
し
て
「
お
お

つ
ち
海
洋
性
動
物
展
」
開
催

郊
外
型
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
「
シ
ー
サ
イ

ド
タ
ウ
ン
マ
ス
ト
」
オ
ー
プ
ン

キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
マ
ー
ク
の
愛
称
を
「
お
お
ち
ゃ

ん
」
に
決
定

三
陸
地
方
拠
点
都
市
地
域
の
指
定
を
受
け
る

平
成
九
年
「
第
十
七
回
全
国
豊
か
な
海
づ
く
り

大
会
」
の
開
催
会
場
地
に
大
槌
漁
港
が
決
定

町
の
魚
を
「
さ
け
」
に
決
定

第
十
七
回
全
国
豊
か
な
海
づ
く
り
大
会
天
皇
皇

后
両
陛
下
ご
臨
席
の
下
開
催

浪
板
海
岸
が
環
境
庁「
日
本
の
水
浴
場
五
五
選
」

に
選
定

広
域
消
防
の
実
施

大
槌
町
公
共
下
水
道
通
水
式

総
合
研
究
大
学
院
大
学
の
共
同
研
究
会
が
秋
篠

宮
殿
下
出
席
の
下
開
催
（
イ
ト
ヨ
確
認
）

お
お
ち
ゃ
ん
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
稼
働

飛
内
山
国
有
林
火
災
。
約
二
十
四
㌶
焼
失

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
フ
ォ
ー

ト
ブ
ラ
ッ
グ
市
と
の
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
交
流
開
始

町
立
図
書
館
開
館

自
然
と
共
生
す
る
ま
ち
づ
く
り
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

が
秋
篠
宮
殿
下
出
席
の
下
開
催

釜
石
広
域
風
力
発
電
事
業
ウ
イ
ン
ド
フ
ァ
ー
ム

建
設
に
着
工

大
槌
港
灯
台
点
灯
五
十
周
年

吉
里
吉
里
小
学
校
新
校
舎
落
成

釜
石
広
域
風
力
発
電
事
業
ウ
イ
ン
ド
フ
ァ
ー
ム
始
動

岩
手
県
植
樹
祭
開
催

フ
ォ
ー
ト
ブ
ラ
ッ
グ
市
と
姉
妹
都
市
締
結
調
印

町
村
合
併
五
十
周
年
記
念
式
典

新
山
展
望
台
完
成

小
鎚
川
水
門
概
成
管
理
受
託
開
始
式

源
水
川
の
淡
水
型
イ
ト
ヨ
の
天
然
記
念
物
に
指

定
さ
れ
る

赤
浜
・
浪
板
児
童
館
閉
館
、
金
澤
保
育
所
閉
所

夜
行
高
速
バ
ス
「
遠
野
・
釜
石
号
」
運
行
開
始

大
槌
地
方
は
松
本
藩
（
信
州
）
戸
田
家
の
取
締

に
属
す
る

大
槌
通
は
江
刺
県
治
下
に
含
ま
れ
る

大
槌
代
官
所
保
有
諸
品（
半
被
・
脚
半
・
陣
旗
・

燈
灯
・
樫
棒
・
脇
差
等
）入
札
を
江
刺
県
に
上
申

大
槌
郵
便
取
扱
所
開
設

公
立
大
槌
小
学
校
、黒
澤
武
兵
衛
宅
を
借
用
、第

一
九
中
学
区
小
鎚
第
八
番
小
学
校
と
し
て
開
校

市
町
村
制
実
施
。
小
鎚
村
、
大
槌
村
、
吉
里
吉

里
村
合
併
新
大
槌
町
と
な
る

大
津
波
来
襲（
明
治
二
十
九
年
の
三
陸
大
津
波
）

被
害
戸
数
六
七
二
戸
、
死
亡
五
九
九
人
（
津
波

損
害
高
三
二
七
、〇
〇
〇
円
余
）

郡
制
実
施
に
よ
り
西
南
閉
伊
郡
が
上
閉
伊
郡
と

改
称
、
大
槌
町
も
郡
内
に
含
ま
れ
る

吉
里
吉
里
漁
業
組
合
設
立
認
可
さ
れ
る

大
槌
浦
漁
業
組
合
設
立
認
可
さ
れ
る

大
槌
町
御
社
地
（
現
町
名
、
大
町
）
に
、
さ
け

の
人
工
孵
化
場
が
町
営
で
創
設
さ
れ
、大
槌
川
、

小
鎚
川
に
お
け
る
さ
け
の
人
工
孵
化
放
流
事
業

を
開
始

大
槌
郵
便
局
電
話
交
換
業
務
開
始

大
地
震
、
大
津
波
来
襲
。
浪
の
高
さ
十
三
尺
。

溺
死
者
六
十
二
人
、流
失
倒
壊
戸
数
六
二
二
戸
、

三
陸
大
津
波

山
田
線
大
槌
釜
石
間
工
事
完
了
し
、
全
線
開
通

岩
手
県
医
薬
連
が
大
槌
病
院
を
開
設

釜
石
、
米
国
海
軍
の
艦
砲
射
撃
と
空
襲
受
け
る

大
槌
町
も
艦
載
機
の
襲
撃
受
け
る

大
槌
町
お
よ
び
金
沢
村
農
業
協
同
組
合
設
立

大
槌
病
院
が
県
営
に
移
管
、
県
立
大
槌
病
院
と

改
称

社
団
法
人
大
槌
商
工
会
創
立

大
槌
町
教
育
委
員
会
発
足

大
槌
町
、
金
沢
村
と
合
併

陸
中
海
岸
国
立
公
園
指
定

大
槌
魚
市
場
完
成

チ
リ
地
震
津
波
襲
来

円
満
融
和
と
飛
躍
を
象
徴
と
し
た
町
章
が
決
ま
る

筋
山
道
路
開
通

国
道
45
号
古
廊
坂
ト
ン
ネ
ル
開
通

リ
ア
ス
・
シ
ー
ニ
ッ
ク
ラ
イ
ン
開
通

大
槌
・
赤
浜
・
吉
里
吉
里
の
三
漁
協
が
合
併
し
、

大
槌
町
漁
業
協
同
組
合
発
足

国
道
45
号
全
線
開
通

町
民
憲
章
、
町
民
歌
、
新
大
槌
小
唄
決
ま
る

県
道
大
槌—

小
国
間
開
通

大
槌
川
鮭
捕
獲
六
三
、〇
四
九
尾
で
本
州
一
と

明
治
元
（
一
八
六
八
）

明
治
２
（
一
八
六
九
）

明
治
４
（
一
八
七
一
）

明
治
６
（
一
八
七
三
）

明
治
22
（
一
八
八
九
）

明
治
29
（
一
八
九
六
）

明
治
30
（
一
八
九
七
）

明
治
36
（
一
九
〇
三
）

明
治
42
（
一
九
〇
九
）

大
正
12
（
一
九
二
三
）

昭
和
８
（
一
九
三
三
）

昭
和
14
（
一
九
三
九
）

昭
和
20
（
一
九
四
五
）

昭
和
23
（
一
九
四
八
）

昭
和
25
（
一
九
五
〇
）

昭
和
27
（
一
九
五
二
）

昭
和
30
（
一
九
五
五
）

昭
和
33
（
一
九
五
八
）

昭
和
35
（
一
九
六
〇
）

昭
和
42
（
一
九
六
七
）

昭
和
43
（
一
九
六
八
）

昭
和
46
（
一
九
七
一
）

昭
和
47
（
一
九
七
二
）

昭
和
48
（
一
九
七
三
）

昭
和
50
（
一
九
七
五
）

昭
和
52
（
一
九
七
七
）

昭
和
56
（
一
九
八
一
）

昭
和
57
（
一
九
八
二
）

昭
和
58
（
一
九
八
三
）

昭
和
59
（
一
九
八
四
）

昭
和
62
（
一
九
八
七
）

平
成
２
（
一
九
九
〇
）

平
成
４
（
一
九
九
二
）

平
成
５
（
一
九
九
三
）

平
成
６
（
一
九
九
四
）

平
成
９
（
一
九
九
七
）

平
成
10
（
一
九
九
八
）

平
成
11
（
一
九
九
九
）

平
成
12
（
二
〇
〇
〇
）

平
成
13
（
二
〇
〇
一
）

平
成
14
（
二
〇
〇
二
）

平
成
15
（
二
〇
〇
三
）

平
成
16
（
二
〇
〇
四
）

平
成
17
（
二
〇
〇
五
）

平
成
18
（
二
〇
〇
六
）

平
成
19
（
二
〇
〇
七
）

OTSUCHI HISTORY
　
太
平
洋
沿
岸
部
は
有
史
以
来
度
重
な
る
津
波
の
被
害
を
受
け
て
き
ま
し
た
。
古
く
は
貞
観
八

（
八
六
九
）年
、
慶
長
十
六（
一
六
一
一
）年
な
ど
に
津
波
が
あ
り
、こ
れ
に
よ
り
三
陸
沿
岸
で
溺

死
し
た
人
は
数
千
人
に
も
及
ぶ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
近
年
で
は
、
明
治
二
十
九（
一
八
九
六
）年
、
昭
和
八（
一
九
三
三
）年
の
三
陸
大
津
波
、
昭
和

三
十
五（
一
九
六
〇
）年
の
チ
リ
地
震
津
波
に
よ
り
大
槌
町
は
甚
大
な
被
害
を
受
け
て
い
ま
す
。

　
明
治
二
十
九
年
旧
六
月
十
五
日
の
端
午
の
節
句
の
夜
、
午
後
八
時
過
ぎ
の
こ
と
で
し
た
。
そ

の
日
は
、
日
清
戦
争
の
凱
旋
兵
の
祝
賀
会
が
催
さ
れ
洲
崎
の
海
岸
で
花
火
見
物
が
行
わ
れ
て
い

る
と
こ
ろ
へ
大
津
波
が
押
し
寄
せ
ま
し
た
。
地
震
の
揺
れ
が
小
さ
か
っ
た
こ
と
と
、
花
火
の
音
に

か
き
消
さ
れ
て
津
波
に
気
づ
く
の
が
遅
か
っ
た
と
い
う
不
運
が
重
な
り
、
町
内
だ
け
で

五
百
九
十
九
人
が
波
に
の
ま
れ
て
亡
く
な
っ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
昭
和
八
年
の
大
津
波
で
も
死
者
六
十
二
人
を
出
し
て
い
ま
す
。
三
月
三
日
午
前
三
時

十
分
頃
に
津
波
が
来
襲
し
て
い
ま
す
が
、そ
の
前
に
震
度
五
の
地
震
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
強
震

に
よ
り
寝
静
ま
り
返
っ
て
い
た
人
た
ち
は
驚
い
て
皆
布
団
か
ら
飛
び
起
き
、
津
波
に
備
え
た
こ
と

で
明
治
の
三
陸
大
津
波
よ
り
被
害
が
少
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
さ
ら
に
、
昭
和
三
十
五
年（
一
九
六
〇
）年
の
チ
リ
地
震
津
波
で
は
、
五
百
軒
近
い
家
が
被
害

を
受
け
、
五
百
艘
以
上
の
船
が
流
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
時
に
は
死
者
が
一
人
も
出
な
か
っ
た
こ

と
は
不
幸
中
の
幸
い
で
し
た
。
こ
れ
は
、
引
き
潮
の
異
変
に
気
づ
い
た
浜
の
人
が
、
す
ぐ
消
防
団

へ
連
絡
。
宮
古
測
候
所
に
確
認
を
入
れ
た
も
の
の
津
波
襲
来
の
報
ら
せ
は
な
い
と
の
返
事
で
し

た
。
と
こ
ろ
が
、
今
ま
で
の
教
訓
か
ら
大
槌
町
は
単
独
で
津
波
警
戒
警
報
を
出
し
、
機
敏
に
行
動

し
た
こ
と
で
多
く
の
人
命
を
救
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
現
在
町
で
は
、
人
命
と
町
の
財
産
を
守
る
た
め
に
防
災
シ
ス
テ
ム
の
確
立
と
、
津
波
、
高
潮
に

対
す
る
防
災
施
設
の
整
備
が
着
々
と
進
ん
で
い
ま
す
。

明
治
か
ら
現
代

人
の
意
識
の
高
ま
り

環
境

発展の期待を担う新しいアクセス

交通　
平
成
四
年
三
月
十
九
日
、
関
係
者
が
見
守
る
な
か
一
般
国
道
45
号
大
槌
バ
イ

パ
ス
が
全
線
開
通
し
て
い
ま
す
。

　
当
時
、
町
中
心
部
を
通
る
国
道
45
号
は
、
交
通
量
が
年
々
増
加
し
て
き
た
こ
と

に
よ
り
朝
夕
の
通
勤
時
や
観
光
シ
ー
ズ
ン
に
は
交
通
渋
滞
を
引
き
起
こ
し
、
日

常
生
活
に
大
き
な
弊
害
を
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　
昭
和
五
十
四
年
、
主
要
幹
線
道
の
機
能
低
下
を
解
消
す
る
た
め
に
古
廟
坂
か

ら
安
渡
小
学
校
裏
ま
で
を
結
ぶ
総
延
長
三
・
四
㌔
の
ル
ー
ト
が
国
の
承
認
を

受
け
、
総
事
業
費
七
十
億
円
を
投
入
し
て
五
十
六
年
度
か
ら
事
業
に
着
手
、
六

十
一
年
か
ら
本
格
的
に
工
事
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
事
業
着
手
か
ら
十
一
年
目
、
大
槌
バ
イ
パ
ス
の
夏
本
ト
ン
ネ
ル
南
側
で
開
通

式
が
行
わ
れ
、パ
レ
ー
ド
に
は
な
ん
と
車
輌
七
十
台
以
上
が
連
な
り
、
交
通
安
全

母
の
会
を
は
じ
め
式
典
の
見
学
に
集
ま
っ
た
住
民
も
歓
声
を
上
げ
て
開
通
を
祝

い
ま
し
た
。

　
大
槌
バ
イ
パ
ス
の
開
通
に
よ
り
、現
在
で
は
大
槌
町
市
街
地
に
お
け
る
交
通
は

円
滑
化
さ
れ
、
大
槌
バ
イ
パ
ス
と
の
役
割
分
担
が
は
っ
き
り
し
た
こ
と
で
、
交
通

の
安
全
確
保
、地
域
間
の
経
済
交
流
が
活
発
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

繰り返し押し寄せる
災禍に負けず

津波

　「
魚
も
ぼ
く
も
ウ
キ
ウ
キ
ワ
ク
ワ
ク
海
づ

く
り
」を
テ
ー
マ
に
平
成
九
年
十
月
五
日
、

大
槌
町
の
大
槌
漁
港
を
会
場
に
天
皇
皇
后

両
陛
下
ご
臨
席
の
も
と「
第
十
七
回
全
国
豊

か
な
海
づ
く
り
大
会
」が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　
全
国
豊
か
な
海
づ
く
り
大
会
は
、
水
産

資
源
の
維
持
培
養
と
海
の
自
然
環
境
保
全

の
必
要
性
を
広
く
国
民
に
訴
え
る
こ
と
を

目
的
に
、
昭
和
五
十
六
年
か
ら
全
国
で
開

催
さ
れ
て
い
る
も
の
で
す
。

　
式
典
で
は
、
天
皇
陛
下
か
ら
今
後
の
水
産

業
と
豊
か
な
海
づ
く
り
へ
の
お
言
葉
が
述
べ

ら
れ
た
あ
と
、つ
く
り
育
て
る
漁
業
の
推
進
、
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森
と
海
の
環
境
保
全
、
漁
業
後
継
者
の
育

成
を
決
意
し
て
、
次
代
を
担
う
海
づ
く
り
少

年
団
な
ど
の
代
表
が
全
国
に
メ
ッ
セ
ー
ジ
を

発
信
し
ま
し
た
。

　
ま
た
、
水
産
関
係
者
を
始
め
県
内
外
か

ら
約
二
万
三
千
人
が
参
加
し
て
見
守
る
な

か
、
天
皇
、
皇
后
両
陛
下
に
よ
る
マ
ツ
カ
ワ
、

ヒ
ラ
メ
の
稚
魚
の
御
放
流
に
加
え
、
漁
業
後

継
者
や
海
づ
く
り
少
年
団
に
よ
る
放
流
が

行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
を
機
に
大
槌
町
で
は
住
民
を
中
心

と
し
た
植
樹
活
動
が
始
ま
り
、
環
境
へ
の
関

心
が
高
ま
っ
て
い
ま
す
。

夏本遺跡から多数の
竪穴住居跡を発見

金
糞
平
の
山
桜

大
槌
代
官
所
跡
近
世
の

上
水
道
跡
を
検
出

御
社
地

旧
大
槌
街
道

幕末の緊張を伝える
碇川砲台場跡

宮の口判官堂

HISTORIC SPOT

チリ地震津波の被害の様子

全
国
豊
か
な
海
づ
く
り
大
会
記
念
御
製
碑

国道 45 号バイパス開通式

大　町の史跡
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イ
ベ
ン
ト

年
間
予
定

４
月　

ひ
ょ
う
た
ん
島
ま
つ
り

５
月　

鯨
山
ト
レ
ッ
キ
ン
グ

６
月　

新
山
高
原
ま
つ
り
・
大
槌
町
植
樹
祭

６
月　

町
長
杯
サ
ー
フ
ィ
ン
大
会

７
月　

浪
板
・
吉
里
吉
里
海
岸
海
開
き

８
月　

大
槌
夏
ま
つ
り

８
月　

炎
の
祭
典
野
焼
き
ま
つ
り

８
月　

吉
里
吉
里
祭
り

９
月　

大
槌
ま
つ
り
・
大
槌
稲
荷
神
社
祭
典

９
月　

大
槌
ま
つ
り
・
小
鎚
神
社
祭
典

10
月　

お
お
つ
ち
産
業
ま
つ
り
・
大
槌
町
農
業
祭

11
月　

鮭
の
一
本
釣
り

11
月　

鮭
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー

12
月　

鮭
の
つ
か
み
ど
り

１
月　

大
寒
み
そ
ぎ

❶鮭バーベキュー（11 月）
　 鮭をメインにした新鮮な魚介類のバーベキュー
を、虎舞や鹿踊などの勇壮な郷土芸能を見な
がら楽しめます。鮭の消費拡大もねらいとし
て「鮭の町大槌」の魅力を発信します。

❷鮭のつかみどり（12 月）
　 大槌川河川敷で開催され、５分間の制限時間
内に鮭をつかみ取るイベントです。会場では、
生鮭、新巻鮭、イクラなどの特産品なども販売
されます。大槌鮭の三大祭りをしめくくります。

❸大槌まつり（９月）
　 閉伊七社の明神の一つと言われた小鎚神社と
大槌郷の総鎮守として崇敬されていた大槌稲
荷神社の合同の祭典です。神社境内から出発
した御輿を先頭に、山車や手踊り、大神楽、
虎舞などの郷土芸能が勢揃いし、大槌の町を
練り歩きます。

❹町長杯サーフィン大会（６月）
　 世界でも珍しい片寄せ波の海水浴場として知
られている浪板海岸は、一年中サーフィンを

楽しむ若者達のメッカでもあります。
　 毎年開催されるサーフィン大会には多くの
サーファーが集まり様々なイベントが行われ
ます。

❺大寒みそぎ（１月）
　 大寒の日に近い日曜日の早朝が選ばれ、大槌
稲荷神社氏子青年会の若者が中心となって、
下帯ひとつで浪板海岸の海に入ります。約30
〜40名の若者が、海水で身も心も清めて一年
の抱負を誓い、無病息災を願います。

❻鮭の一本釣り（11 月）
　 鮭の力強い引きが楽しめる体験型イベントと
して、全国的にその名を高めつつあります。
シーズンの到来を心待ちにしている遠来の釣
り客も訪れます。町をあげての歓迎態勢で行
われています。

❼炎の祭典野焼きまつり（８月）
　 縄文時代と同じ方法で土器を作ります。各自
が土をこねるところから始めて、形にした作
品を１カ月ほど自然乾燥させてから、土を盛

りワラなどを積んだ窯で焼きます。参加者全
員が協力して作業を行います。

❽ひょうたん島まつり（４月）
　 井上ひさし氏原作の「ひょっこりひょうたん
島」のモデルとされている大槌湾に浮かぶ蓬
莱島。漁業の安全と大漁豊作を祈願するまつ
りで、前夜祭での蓬莱島のライトアップに始
まり、郷土芸能等様々なイベントが開催され
ます。

❾大槌夏まつり（８月）
　 御社地公園を主会場として、ステージイベン
ト、虎舞群舞他が行われ、熱い夏の夜に涼を
求めて大勢の人で賑わい、夏一番の盛り上が
りを見せるまつりです。

❿新山高原まつり（６月）
　 町の花に指定されている新山つつじが高原に
咲き誇り、山が真紅と緑で鮮やかに彩られた
初夏に開催されるイベントです。新山高原の
大自然の中で、郷土芸能などの、ステージ
ショーやポニーの乗馬体験などを楽しめます。

四季の躍動
春に祈り、夏を楽しみ、秋をよろこびながら、来る冬にそ
なえる…四季とともに営まれる暮らしのなかで生まれた躍
動的なイベントの数々は、大槌の地域性を象徴しています。

Activator

　❶鮭バーベキュー　❷鮭のつかみどり 　❸大槌まつり　❹町長杯サーフィン大会

　❺大寒みそぎ　❻鮭の一本釣り　❼炎の祭典野焼きまつり　❽ひょうたん島まつり　❾大槌夏まつり　❿新山高原まつり
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印象の創造
神がつくった自然の造形美や先人がつくった誇るべき歴史
の足跡。その場所に立ち、吹きぬける風と一体になった時、
なにかが聞こえてくるかもしれません。

Creation

世界の三大漁場の恵みを受ける三陸では、なんと
いっても新鮮で上質な海産物が自慢。そして素材を
いかした加工品にも大槌らしさが感じられる。

❶浪板海岸
　 サーフィンなどのマリンスポーツが楽しめる、
白砂青松の美しい海岸です。寄せても返すこと
のない片寄せ波が有名です。

❷蓬莱島
　 NHK の人形劇「ひょっこりひょうたん島」のモ
デルといわれています。赤浜から約 400m続く
防波堤を歩いて島に行くことができます。

❸浪板不動滝
　 鯨山の麓、清冽な水が 15mの高さから豪快に滝
壷に流れ落ちます。春と秋、鯨山神社で浪板神
楽が奉納され、荘厳な雰囲気を醸し出します。

❹高滝
　 地図になかった滝として知られており、男滝と
女滝があります。有志によって大観音も奉納さ
れました。近くには人面岩もあります。

❺城山公園
　 大槌氏の山城があった場所で、四方を囲む山々と、
港の遠景が望め、大槌川・小鎚川にはさまれた自
然豊かな歴史公園です。

❻鯨山
　 鯨にまつわる伝説の残る霊峰です。入り組んだ
海岸線を、標高 610mの絶好のポイントから見
下ろすことができます。

❼崎山展望・野島
　 崎山展望台の真下に見えるのが野島です。四季
を通じてドライブの人が訪れ、初日の出を望む
絶好のポイントとしても知られています。

❽新山高原
　 新緑から初夏の季節にかけて、町の花に指定さ
れている「新山つつじ」で山一面が包まれます。
放牧も行われており、遺跡や石割桜などの名所
があります。また、風車が立ち並び壮大感があ
ふれます。

新

大

槌

八

景

大槌町の干しシイタケは、どんこ（傘が５〜６分
開きの時に採取したシイタケ）を冷涼な気象条
件のなかでゆっくりと乾燥させているため、肉
厚で丸みがあり、歯ごたえがあるのが特徴で、
全国的にも高い評価を受けています。

地酒
明治29年創業の町内唯一の酒蔵・赤武酒造
株式会社の銘酒「浜娘」。大槌の豊かな海の
幸をあわせて一献もてなすには絶好の地酒。

冷凍生わかめ
三陸ブランドの生わかめをいつでも旬のおいしさその
まま味わうことができる冷凍生わかめ。
鮮度の良い状態で冷凍しているためミネラル成分が
多く含まれます。現在は業務用として大手コンビニの
サラダ等に利用されています。

物

産

日本一の干しシイタケ

　❶浪板海岸 

　❷蓬莱島

　❸浪板不動滝　❻鯨山 

　❼崎山展望・野島 　❹高滝

　❺城山公園 

　❽新山高原
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大槌町の「大」を「鎚」の中に図
案化し、町の円満融和と飛躍を
表したもので、昭和35年８月に制
定されました。

町
民
憲
章
［
昭
和
48
年
10
月
制
定
］

一
、
自
然
を
愛
し
自
然
を
大
切
に
し
ま
し
ょ
う

一
、
産
業
を
興
し
豊
か
な
ま
ち
を
つ
く
り
ま
し
ょ
う

一
、
健
康
で
き
ま
り
あ
る
生
活
を
し
ま
し
ょ
う

一
、
香
り
高
い
郷
土
の
文
化
を
育
て
ま
し
ょ
う

一
、
安
全
で
住
み
よ
い
ま
ち
を
つ
く
り
ま
し
ょ
う

大槌町のイニシャル「Ｏ」と大槌町の「槌」をモチー
フに擬人化し、恵まれた自然環境と、素敵な心
のエネルギーを基に「打ち出の大槌」から文化・教
育・産業などすべての面で、限りない飛躍の力が
大槌町に振り出されることをイメージしたもので、大
槌町ＣＩ計画により平成６年１月に制定されました。

イメージキャラクター

おおちゃん

た い へ い よ う ー に の ぼ る ひ よ

うねーふでねふりい

や ま の こ だ ま も さ わ や か に い き る よろ こ び は つ ら つ と

をちまのこちづーおちづーお

ち か ー ら あ わ せ て き づ こ う よ

み の さ ち

大槌町民歌
作　詞　滝田　常晴
補　作　桜田　史郎
作編曲　押尾　　司

フォートブラッグ市フォートブラッグ市大槌町大槌町

フ
ォ
ー
ト
ブ
ラ
ッ
グ
市

町章

町の花

新山つつじ
［昭和48年10月制定］

町の鳥

かもめ
［昭和48年10月制定］

町の魚

さけ
［平成９年８月制定］

町の木

けやき
［昭和48年10月制定］

　

平
成
十
七
年
十
月
十
五
日
、
大
槌
町
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
カ

リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
フ
ォ
ー
ト
ブ
ラ
ッ
グ
市
は
、
相
互
の
信
頼
と

尊
敬
を
礎
と
し
、
こ
れ
ま
で
の
友
好
関
係
を
さ
ら
に
推
進
す
る

た
め
姉
妹
都
市
の
締
結
を
行
い
ま
し
た
。

　

フ
ォ
ー
ト
ブ
ラ
ッ
グ
市
は
、
人
口
約
七
千
人
、
観
光
と
サ
ケ

を
中
心
と
し
た
水
産
業
を
基
幹
産
業
と
す
る
街
で
す
。
カ
リ

フ
ォ
ル
ニ
ア
州
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
市
か
ら
北
に
約

二
百
四
十
キ
ロ
、
大
槌
町
と
緯
度
が
ほ
ぼ
同
じ
三
十
九
度
二
十

分
の
場
所
に
位
置
し
て
い
ま
す
。

　
「
世
界
最
大
の
サ
ケ
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
」
を
催
す
こ
の
街
の
存

在
を
知
っ
た
の
は
、
平
成
九
年
に
大
槌
で
開
催
さ
れ
た
第
十
七

回
全
国
豊
か
な
海
づ
く
り
大
会
の
前
年
の
プ
レ
イ
ベ
ン
ト
の
時

で
し
た
。
海
づ
く
り
大
会
に
同
市
の
市
長
を
招
聘
し
、
そ
の
後

平
成
十
四
年
か
ら
両
市
町
の
中
高
生
が
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
な
ど
で

交
流
を
温
め
、
平
成
十
七
年
、
フ
ォ
ー
ト
ブ
ラ
ッ
グ
市
長
夫
妻

が
大
槌
町
を
訪
れ
姉
妹
都
市
締
結
の
調
印
式
を
行
い
ま
し
た
。

　

こ
の
締
結
に
よ
り
、
大
槌
町
と
フ
ォ
ー
ト
ブ
ラ
ッ
グ
市
の
絆

が
さ
ら
に
強
固
な
も
の
と
な
り
、
今
後
ま
す
ま
す
進
ん
で
い
く

国
際
化
の
時
代
に
向
け
て
町
の
貴
重
な
第
一
歩
と
な
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
中
・
高
生
に
よ
る
ホ
ー

ム
ス
テ
イ
で
は
、
お
互
い
の
生
活

文
化
や
言
葉
に
触
れ
る
こ
と
で
、

子
ど
も
た
ち
の
幅
広
い
視
野
を

培
い
、
国
際
化
を
視
野
に
入
れ

た
今
後
の
学
校
教
育
の
現
場
に

お
い
て
も
こ
れ
ら
の
交
流
は
町

の
大
き
な
財
産
と
な
り
、
将
来

へ
の
可
能
性
と
な
る
こ
と
が
期

待
さ
れ
ま
す
。
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姉妹都市
Sister city

姉妹都市締結協定書

フォートブラッグ市街地駅付近
大
槌
町
民
歌
［
昭
和
48
年
10
月
制
定
］

作　

詞　

滝
田
常
晴

補　

作　

桜
田
史
郎

作
編
曲　

押
尾　

司

１　

太
平
洋
に　

の
ぼ
る
陽
よ

　
　

入
り
船
出
船　

海
の
幸

　
　

山
の
こ
だ
ま
も　

さ
わ
や
か
に

　
　

生
き
る
よ
ろ
こ
び　

は
つ
ら
つ
と

　
　

大
槌
大
槌　

こ
の
ま
ち
を

　
　

力
あ
わ
せ
て　

築
こ
う
よ

２　

片
寄
せ
波
の　

浜
風
に

　
　

根
を
張
る
松
の　

た
く
ま
し
さ

　
　

進
取
の
気
魄　

あ
ふ
れ
わ
く

　
　

み
の
る
し
あ
わ
せ　

も
ろ
と
も
に

　
　

大
槌
大
槌　

こ
の
ま
ち
を

　
　

日
々
に
い
そ
し
み　

拓
こ
う
よ

３　

大
槌
小
鎚　

水
清
く

　
　

流
れ
に
お
ど
る　

鮭
の
群
れ

　
　

心
ゆ
た
か
な　

人
の
和
に

　
　

夢
を
あ
つ
め
て　

う
る
わ
し
く

　
　

大
槌
大
槌　

こ
の
ま
ち
の

　
　

ゆ
く
て
た
の
し
く　

進
も
う
よ


