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)

民
話
の
ま
ち
づ
く
り
へ
の

活
用
可
能
性
と
そ
の
意
義

背
景
と
目
的

　

民
話
は
主
に
口
承
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
る
た
め
、

そ
の
本
質
的
な
特
徴
と
し
て
無
形
性
で
あ
る
こ

と
が
多
い
。
海
の
民
話
も
人
々
の
語
り
の
中
で
生

き
続
け
て
い
る
こ
と
が
多
い
が
、災
害
に
関
す
る

民
話
の
中
に
は
、有
形
の
遺
構
や
習
俗
と
と
も
に

伝
承
さ
れ
る
も
の
も
あ
る
。
例
え
ば
、各
地
で
耳

に
す
る
大
津
波
が
村
を
襲
っ
た
際
、大
き
な
石
の

あ
る
場
所
ま
で
逃
げ
た
者
が
助
か
っ
た
「
津
波

石
」や
僧
侶
が
津
波
か
ら
逃
げ
る
目
安
と
し
て
造

り
、江
戸
時
代
か
ら
明
治
期
ま
で
地
元
の
漁
師
達

に
代
々
受
け
継
い
で
き
た
「
妙
法
寺
の
石
灯
籠
」

（
高
知
市
浦
戸
地
区
）な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、

過
去
の
史
実
に
も
と
づ
き
、石
や
灯
籠
な
ど
の
有

形
性
を
伴
い
な
が
ら
訓
話
や
教
訓
と
し
て
現
在

に
継
承
さ
れ
て
い
る
。

　

本
論
で
は
、こ
の
よ
う
な
有
形
性
を
伴
う
民
話

に
焦
点
を
あ
て
、現
在
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
海

私
財
で
始
め
た
。
こ
の
事
業
に
は
、津
波
に
よ
り

発
生
し
た
瓦
礫
や
塩
分
を
含
ん
だ
田
畑
の
土
を

処
理
し
、年
貢
が
非
常
に
高
か
っ
た
田
畑
を
堤
防

に
す
る
こ
と
に
よ
り
税
を
減
免
す
る
狙
い
も
あ
っ

た
。
濱
口
梧
陵
を
中
心
と
し
た
事
業
に
よ
り
、村

民
の
離
散
は
防
が
れ
た
と
い
う
。

　

広
村
堤
防（
図
１
）は
、高
さ
５
m
、根
幅
20
m
、

延
長
６
０
０
m
で
あ
る
。最
高
高
さ
は
６
．１３
m
あ

り
、安
政
の
津
波
の
際
に
東
濱
口
家
住
宅
の
柱
に

残
さ
れ
た
津
波
の
痕
跡
の
高
さ
５
．０４
m
を
参
考

に
設
計
・
築
造
さ
れ
た
と
さ
れ
る
。
津
波
被
害
を

教
訓
に
作
ら
れ
た
広
村
堤
防
は
、１
９
４
６
（
昭

和
21
）年
の
南
海
地
震
の
際
に
発
生
し
た
津
波
か

ら
広
村
の
集
落
を
守
っ
て
い
る
。

可
視
化
さ
れ
る

民
話
継
承
の
３
つ
の
形

1
伝
承
の
道
を
な
ぞ
る
祭
り
の
軸
線

　

安
政
の
津
波
か
ら
１
５
０
年
後
の
２
０
０
３

（
平
成
15
）年
に
、火
を
灯
し
た
松
明
を
持
ち
広

村
堤
防
の
そ
ば
に
立
地
す
る
役
場
か
ら
広
八
幡

の
民
話
の
ま
ち
づ
く
り
へ
の
活
用
可
能
性
と
そ
の

意
義
に
つ
い
て
、建
築
・
地
域
計
画
の
観
点
か
ら
考

察
を
試
み
た
い
。
具
体
的
に
は
、災
害
に
関
連
す

る
和
歌
山
県
広
川
町
の「
稲
む
ら
の
火
」の
伝
承

事
例
に
着
目
す
る
。
当
該
事
例
は
、過
去
の
伝
承

が
来
る
べ
き
南
海
ト
ラ
フ
地
震
・
津
波
災
害
に
対

す
る
防
災
面
の
役
割
と
し
て
、地
域
計
画
や
祭
り

な
ど
、日
常
と
災
害
と
し
て
の
非
日
常
の
あ
り
方

に
向
け
て
、実
践
的
に
生
か
さ
れ
て
い
る
。
本
論

を
通
し
て
、民
話
の
翻
訳
が
現
在
の
ま
ち
づ
く
り

へ
向
け
た
展
開
可
能
性
を
見
出
し
て
み
た
い
。

稲
む
ら
の
火
祭
り
と

広
村
堤
防

対
象
地
と
そ
の
民
話

1
防
災
の
町
と
し
て
広
川
町

　

和
歌
山
県
有
田
郡
広
川
町
は
、和
歌
山
県
の

中
部
に
位
置
し
、１
９
５
５（
昭
和
30
）年
に
広
村・

南
広
村
・
津
木
村
の
合
併
に
よ
り
で
き
た
自
治
体

で
あ
る
。
広
川
町
は
、１
８
５
４
（
安
政
元
）年
に

発
生
し
た
津
波
後
、１
８
５
８
（
安
政
５
）年
に
築

神
社
ま
で
練
り
歩
く
「
稲
む
ら
の
火
祭
り
」が
地

元
有
志
に
よ
り
始
め
ら
れ
た
（
図
2
）。
役
場
か

ら
主
要
道
の「
大
道（
お
お
み
ち
）」を
通
り
広
八

幡
神
社
に
至
る
ル
ー
ト
は
、安
政
の
津
波
の
際
の

避
難
経
路
で
あ
り
、現
在
も
広
地
区（
旧
広
村

域
）の
住
民
の
避
難
経
路
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ

て
い
る
。祭
り
の
参
加
者
は
、稲
む
ら
の
火
が
灯
る

ル
ー
ト
を
歩
き
、広
八
幡
神
社
で
神
楽
を
見
た
後

に
炊
き
出
し
を
食
べ
る
こ
と
で
、安
政
の
津
波
当

時
の
追
体
験
を
す
る
。
さ
ら
に
、広
八
幡
神
社
で

行
わ
れ
る
秋
祭
り
で
は
、神
輿
が
稲
む
ら
の
火
祭

り
と
同
じ
大
道
を
通
る
こ
と
で
、避
難
経
路
と
し

て
の
重
要
性
が
改
め
て
強
調
さ
れ
る
。こ
こ
で
は
、

民
話
そ
の
も
の
が
祭
り
と
い
う
形
で
具
現
化
さ

れ
、避
難
経
路
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

2
避
難
経
路
を
軸
と
し
た
ま
ち
づ
く
り

　

広
川
町
で
は
、歴
史
的
な
避
難
経
路
で
あ
る

「
大
道（
お
お
み
ち
）」を
軸
に
、防
災
意
識
の
向

上
と
地
域
活
性
化
を
図
る
計
画
が
進
め
ら
れ
て

い
る
。こ
の
大
道
沿
い
に
は
、災
害
伝
承
を
担
う
施

設
と
し
て「
稲
む
ら
の
火
の
館
」が
設
置
さ
れ
て

お
り
、地
域
の
防
災
教
育
の
中
心
的
な
役
割
を
果

た
し
て
い
る
。
こ
の
館
で
は
、安
政
の
津
波
の
際
に

濱
口
梧
陵
が
行
っ
た
避
難
誘
導
の
歴
史
や
、津
波

防
災
に
関
す
る
展
示
を
通
じ
て
、住
民
や
来
訪
者

に
対
す
る
防
災
意
識
の
啓
発
が
行
わ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、２
０
２
1（
令
和
３
）年
に
は
、「
稲
む
ら

の
火
の
館
」の
向
か
い
に
、物
産
販
売
・
飲
食
施
設

「
道
あ
か
り
」が
オ
ー
プ
ン
し
た
。
こ
の
施
設
は
、

地
域
の
特
産
品
を
販
売
す
る
だ
け
で
な
く
、訪
問

者
が
防
災
文
化
に
触
れ
な
が
ら
地
域
の
魅
力
を

体
感
で
き
る
場
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。「
道
あ

か
り
」の
開
設
に
よ
り
、大
道
周
辺
の
賑
わ
い
が
増

し
、地
域
住
民
と
観
光
客
の
交
流
の
場
が
生
ま
れ

る
と
と
も
に
、災
害
伝
承
と
地
域
振
興
が
一
体
と

な
っ
た
取
り
組
み
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。（
図
３
）

　

こ
の
よ
う
に
、広
川
町
で
は
、歴
史
的
な
避
難

経
路
を
中
心
に
、防
災
教
育
・
地
域
振
興
・
イ
ン
フ

ラ
整
備
が
一
体
と
な
っ
た
地
域
計
画
が
進
め
ら
れ

て
い
る
。こ
れ
に
よ
り
、津
波
災
害
の
記
憶
を
継
承

し
つつ
、実
際
の
防
災
対
策
を
強
化
し
、地
域
全
体

の
防
災
力
向
上
を
図
る
取
り
組
み
が
着
実
に
進

め
ら
れ
て
い
る
。

3
広
村
堤
防
の
有
形
性
が
紡
ぐ

地
域
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

　

広
村
堤
防
は
、広
川
町
が
所
有
・
管
理
を
行
っ

て
い
る
が
、そ
の
維
持
に
は
地
域
住
民
の
積
極
的

な
関
与
が
あ
る
。
広
村
堤
防
保
存
会
は
年
に
数

回
清
掃
活
動
を
実
施
し
、ま
た
、個
人
と
し
て
裏

庭
の
掃
除
の
延
長
で
堤
防
の
清
掃
を
行
う
住
民

も
い
る
。
こ
の
よ
う
な
地
域
の
主
体
的
な
関
わ
り

が
、堤
防
の
保
全
と
地
域
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
継

承
に
寄
与
し
て
い
る
。

　

１
９
０
３
（
明
治
36
）年
に
は
、「
安
政
津
波
50

回
忌
」が
地
元
有
志
に
よ
り
催
さ
れ
、以
後
、安

政
の
津
波
が
発
生
し
た
11
月
５
日
に
は
「
津
浪

祭
」と
し
て
神
事
と
堤
防
へ
の
土
盛
り
が
行
わ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
行
事
は
百
年
以
上
続
い

て
お
り
、地
域
の
伝
統
と
し
て
定
着
し
て
い
る
。当

時
は
、祭
り
当
日
の
早
朝
に
村
民
総
出
で
濱
口
山

と
呼
ば
れ
る
小
山
か
ら
土
を
採
取
し
、堤
防
の
補

修
を
行
っ
て
い
た
が
、現
在
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
補
強

が
施
さ
れ
て
い
る
た
め
、形
式
的
な
儀
式
と
し
て

行
わ
れ
て
い
る
。そ
れ
で
も
な
お
、広
小
学
校
の
6

年
生
と
耐
久
中
学
校
の
3
年
生
が
堤
防
へ
の
土

盛
り
を
実
施
し
、地
域
の
歴
史
と
防
災
意
識
を

学
ぶ
機
会
と
な
っ
て
い
る
。

　

広
村
堤
防
の
存
在
と
、そ
れ
に
関
わ
る
地
域
の

活
動
は
、単
な
る
防
波
施
設
と
し
て
の
役
割
を
超

え
、地
域
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
形
成
す
る
重
要

な
要
素
と
な
っ
て
い
る
。
長
年
に
わ
た
る
地
域
の

関
わ
り
が
、堤
防
の
有
形
性
を
通
じ
て
地
域
社
会

の
結
束
を
強
め
、防
災
意
識
の
伝
承
を
支
え
て
い

る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

民
話
が
も
た
ら
す

日
常
生
活
に
組
み
込
ま
れ
た

非
日
常
の
ま
ち
づ
く
り

ま
と
め

　

広
川
町
の「
稲
む
ら
の
火
」の
伝
承
は
、民
話
が

地
域
社
会
の
有
形
・
無
形
の
構
造
と
結
び
つ
き
、

ま
ち
づ
く
り
の
側
面
と
し
て
機
能
し
う
る
こ
と

を
示
し
て
い
る
。広
村
堤
防
や
大
道
は
、地
震
・
津

波
と
い
う
非
日
常
へ
の
備
え
と
し
て
築
か
れ
、避

難
経
路
を
な
ぞ
る
祭
り
や
防
災
施
設
の
整
備
を

通
じ
て
、住
民
の
日
常
生
活
の
中
に
地
域
固
有
の

防
災
の
仕
組
み
と
し
て
形
づ
く
ら
れ
て
い
る
こ
と

が
読
み
取
れ
る
。

　

地
域
伝
承
を
現
在
の
ま
ち
の
文
脈
に
繋
が
る

場
所
や
空
間
の
要
素
と
結
び
つ
け
、日
常
生
活
の

中
に
翻
訳
し
て
い
く
こ
と
を
広
川
町
の
事
例
か

ら
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

図１ 広村堤防｜size：幅80mm

図3 旧広村地区の町の構成（上），広川町断面概念図（下）｜size：幅80mm

図2 稲村の火祭り｜size：幅80mm

下
田
元
毅
（
大
手
前
大
学
建
築・芸
術
学
部
）

津
波
、広
村
堤
防
、祭
り
、災
害
伝
承
、日
常
と
非
日
常

新
た
な
価
値
の
創
造
❹

キ
ー
ワ
ー
ド

の
民
話
の
ま
ち
づ
く
り
へ
の
活
用
可
能
性
と
そ
の

意
義
に
つ
い
て
、建
築
・
地
域
計
画
の
観
点
か
ら
考

察
を
試
み
た
い
。
具
体
的
に
は
、災
害
に
関
連
す

る
和
歌
山
県
広
川
町
の「
稲
む
ら
の
火
」の
伝
承

事
例
に
着
目
す
る
。
当
該
事
例
は
、過
去
の
伝
承

が
来
る
べ
き
南
海
ト
ラ
フ
地
震
・
津
波
災
害
に
対

災
害
民
話
が
つ
く
り
出
す

ま
ち
づ
く
り-

海
の
民
話
と
地
域
文
脈-造

さ
れ
た
「
広
村
堤
防
」や
、堤
防
築
造
に
尽
力

し
た
中
心
人
物
で
あ
る
濱
口
梧
陵
の「
稲
む
ら
の

火
」の
物
語
が
有
名
で
あ
る
。防
災
の
町
と
し
て
の

活
動
や
歴
史
的
遺
産
の
価
値
が
認
め
ら
れ
、平
成

30
年
に〝『「
百
世
の
安
堵
」〜
津
波
と
復
興
の
記

憶
が
生
き
る
広
川
の
防
災
遺
産
〜
』〞「
広
川
町
日

本
遺
産
推
進
協
議
会
，２
０
１
８
」の
ス
ト
ー
リ
ー

が
日
本
遺
産
に
登
録
さ
れ
て
い
る
。

2
津
波
伝
承
｜
稲
む
ら
の
火
と
広
村
堤
防

　

１
８
５
４
（
安
政
元
）年
の
津
波
の
際
、広
村
の

実
業
家
で
あ
っ
た
濱
口
梧
陵
は
、夜
間
で
の
津
波

の
た
め
、逃
げ
遅
れ
た
人
々
の
た
め
に
稲
む
ら
に

火
を
つ
け
、高
台
へ
の
誘
導
灯
と
し
て
多
く
の
人

を
救
っ
た
と
い
う
逸
話
が
あ
る
。
津
波
で
３
３
９

軒
と
広
村
の
ほ
ぼ
全
て
の
住
家
が
被
害
を
受
け
、

家
屋
や
漁
船
が
流
失
・
破
損
し
、荒
れ
果
て
た
広

村
で
は
、津
波
の
再
来
の
不
安
も
あ
り
村
を
離
れ

る
者
も
出
始
め
た
。
そ
こ
で
濱
口
梧
陵
は
、広
村

を
安
全
に
暮
ら
す
こ
と
の
で
き
る
村
に
復
興
す

る
た
め
、家
や
家
財
一
式
を
流
さ
れ
た
村
民
に
仕

事
を
与
え
る
た
め
、広
村
堤
防
築
造
の
事
業
を
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