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本
間
家
の
蔵
が
語
る

３
・
11
震
災大

地
震
が
発
生

14
時
46
分
、
宮
城
県
沖
を
震
源
と
す

る
大
地
震
が
発
生
。
揺
れ
は
３
分
ほ
ど

続
き
、
つ
い
に
懸
念
さ
れ
て
い
た
宮
城

県
沖
地
震
が
き
た
と
実
感
し
ま
し
た
。

地
震
発
生
後
20
分
ほ
ど
で
津
波
が
く
る

と
、
何
度
か
参
加
し
た
研
修
で
教
え
ら

れ
て
い
た
の
で
、
す
ぐ
準
備
に
取
り
か

か
り
ま
し
た
。

隣
に
住
む
母
の
家
に
寄
り
、
居
合
わ

せ
た
来
客
と
と
も
に
日
和
山
に
避
難
す

る
よ
う
に
促
し
ま
し
た
。
自
宅
か
ら
懐

中
電
灯
、
ラ
ジ
オ
、
ろ
う
そ
く
、
防
寒

着
、
腕
時
計
を
、
海
拔
６
c
ほ
ど
の
所

に
あ
る
自
営
の
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
事
務
所

に
運
び
、
記
録
に
残
す
こ
と
の
重
要
性

を
感
じ
て
い
た
の
で
、
カ
メ
ラ
を
準
備

し
動
き
や
す
い
靴
に
履
き
替
え
ま
し
た
。

15
時
50
分
ご
ろ
家
が
壊
れ
る
バ
リ
バ
リ

と
い
う
音
が
し
て
、
津
波
の
来
襲
を
知

り
ま
し
た
。
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
事
務
所
に

待
機
し
て
い
た
家
族
・
知
人
９
人
と
日

和
山
に
避
難
し
ま
し
た
。
石
巻
に
は
珍

し
く
、
雪
の
降
る
日
と
な
り
ま
し
た
。

私
の
住
む
門
脇
地
区
と
南
浜
地
区
は
、

今
回
の
津
波
で
大
き
な
被
害
を
受
け
ま

し
た
。
ご
存
知
の
よ
う
に
南
浜
地
区
は

津
波
で
、
門
脇
地
区
は
津
波
だ
け
で
な

く
、
そ
の
後
発
生
し
た
火
災
に
よ
っ
て

壊
滅
的
な
被
害
を
受
け
、
私
も
土
蔵
１

棟
を
除
い
て
す
べ
て
を
失
い
ま
し
た
。

両
地
区
は
、
旧
北
上
川
の
右
岸
河
口

部
に
位
置
す
る
標
高
１
ｍ
程
度
の
低
地

で
す
。
地
区
の
北
側
に
は
、
標
高
56
・

４
ｍ
の
日
和
山
を
抱
き
ま
す
。

門
脇
地
区
は
、
江
戸
時
代
に
舟
運
で

栄
え
た
地
域
で
、
津
方

つ
か
た

会
所
や
御
舟
蔵

な
ど
造
船
関
係
の
施
設
や
御
穀
改
所

お
ん
こ
く
あ
ら
た
め
じ
ょ

（
米
穀
の
出
入
り
を
監
視
す
る
役
所
）
が
あ
り
ま

し
た
。

一
方
、
当
時
の
南
浜
に
は
人
家
は
存

在
し
て
お
ら
ず
、
松
林
と
湿
地
帯
が
広

が
っ
て
い
ま
し
た
。
明
治
時
代
の
後
期

か
ら
大
正
時
代
に
な
る
と
、
南
浜
地
区

で
も
開
墾
が
な
さ
れ
、
桑
畑
や
農
場
、

水
田
と
し
て
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
１
９
４
０
年
（
昭
和
15
）
東
北

振
興
パ
ル
プ
が
石
巻
で
操
業
を
開
始
し

た
の
を
契
機
に
、
社
宅
な
ど
が
建
設
さ

れ
始
め
ま
す
。
そ
の
後
、
１
９
８
６
年

（
昭
和
61
）
に
石
巻
文
化
セ
ン
タ
ー
、
１

９
９
８
年
（
平
成
10
）
に
石
巻
市
立
病
院

な
ど
、
市
の
基
幹
的
施
設
が
建
設
さ
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

廻
船
業
で
栄
え
た
石
巻

近
世
か
ら
近
代
に
か
け
て
廻
船
業
、

金
融
業
、
醸
造
業
を
営
み
、
石
巻
有
数

の
資
産
家
だ
っ
た
武
山
家
の
流
れ
を
汲

む
本
間
家
は
、
門
脇
地
区
の
日
和
山
の

麓
に
あ
り
、
２
棟
の
住
宅
、
２
棟
の
土

蔵
、
醸
造
蔵
だ
っ
た
大
き
な
倉
庫
と
板

蔵
が
並
ぶ
広
壮
な
屋
敷
地
を
構
え
て
い

ま
し
た
。

１
９
９
３
年
（
平
成
５
）
襖
の
下
張
り

か
ら
大
量
の
古
文
書
が
見
つ
か
り
、
斎

藤
善
之
さ
ん
（
東
北
学
院
大
学
教
授
・
Ｎ
Ｐ
Ｏ

法
人
宮
城
歴
史
資
料
保
全
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
副
理
事

長
）
に
よ
っ
て
〈
武
山
六
右
衛
門
家
文

書

陸
奥
国
石
巻
湊
・
御
穀
船
船
主
〉

（
斎
藤
善
之
著
・
石
巻
千
石
船
の
会
編
２
０
０
６
）

と
し
て
刊
行
さ
れ
て
い
ま
す（『
水
の
文
化
』

25
号
参
照
）。

石
巻
は
北
上
川
河
口
に
位
置
し
、
こ

こ
か
ら
仙
台
藩
の
御
穀
米
（
藩
米
）
が

江
戸
に
運
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
一
時
、

江
戸
の
消
費
米
の
三
割
は
御
穀
米
と
い

わ
れ
た
ほ
ど
で
、
武
山
家
の
よ
う
に
廻

船
業
で
財
を
成
し
た
資
産
家
が
生
ま
れ

ま
し
た
。

あ
の
津
波
を
し
の
ぎ
、
奇
跡
的
に
残
っ
た
明
治
生
ま
れ
の
土
蔵
。

か
つ
て
、
石
巻
で
廻
船
業
を
営
ん
だ
名
家
〈
武
山
家
〉
の
跡
を
継
ぐ

本
間
英
一
さ
ん
は
、

土
蔵
を
あ
の
日
の
メ
モ
リ
ア
ル
と
し
て
残
し
、

自
宅
を
門
脇
地
区
に
再
建
す
る
こ
と
を
決
意
し
ま
し
た
。

当
事
者
で
さ
え
当
時
の
記
憶
が
薄
れ
ゆ
く
現
在
、

土
蔵
を
「
心
に
灯
る
灯
火
」
と
し
よ
う
と

活
動
を
続
け
て
い
ま
す
。

本間 英一さん

ほんま えいいち
石巻ローンテニスクラブ経営

石巻若宮丸漂流民の会、

石巻千石船の会

厚みのある蓄音機の音が、土蔵の中に響く。「地域の歴史を物語る建物を
後世に残し、震災が風化されることなく防災・減災 に役立ててほしい」と
本間さん。土蔵に守られ、貴重な資料も難を逃れた。
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石
巻
の
礎
を
築
い
た
千
石
船
の
歴
史

と
文
化
を
伝
え
る
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
、

市
民
の
浄
財
を
募
っ
て
千
石
船
の
復
元

模
型
〈
若
宮
丸
〉
を
建
造
し
ま
し
た
が
、

武
山
商
店
の
旧
醸
造
蔵
だ
っ
た
大
型
倉

庫
の
倒
壊
と
と
も
に
、
残
念
な
が
ら
失

わ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

残
っ
た
土
蔵

震
災
当
初
は
押
し
寄
せ
た
瓦
礫
の
山

に
埋
も
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
た
め
、

す
べ
て
の
建
物
が
失
わ
れ
た
と
思
っ
て

い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
瓦
礫
を
取
り
除

け
て
み
る
と
、
前
年
の
10
月
、
外
壁
な

ど
を
改
修
し
た
ば
か
り
の
土
蔵
が
１
棟
、

姿
を
現
し
ま
し
た
。

６
c
の
津
波
に
よ
っ
て
１
階
天
井
付

近
ま
で
浸
水
し
た
も
の
の
、
２
階
は
窓

か
ら
若
干
の
海
水
が
滲
入
し
た
だ
け
で
、

２
階
に
置
い
て
あ
っ
た
古
文
書
や
書
籍
、

道
具
類
は
ほ
と
ん
ど
無
事
で
し
た
。

最
初
は
土
蔵
を
残
す
つ
も
り
で
し
た

が
、
周
囲
の
解
体
が
進
む
に
つ
れ
、
復

興
の
障
害
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思

う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
４
月

２
日
に
解
体
す
る
こ
と
を
決
意
し
、
史

料
を
保
存
す
る
た
め
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
宮

城
歴
史
資
料
保
全
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（
以

下
、
宮
城
資
料
ネ
ッ
ト
と
表
記
）
理
事
長
の
平

川
新
さ
ん
に
、
文
化
財
レ
ス
キ
ュ
ー
を

要
請
。
宮
城
資
料
ネ
ッ
ト
の
会
員
を
中

心
と
し
た
11
人
の
方
々
に
よ
っ
て
、
所

蔵
資
料
の
保
全
活
動
（
レ
ス
キ
ュ
ー
）
が

実
施
さ
れ
ま
し
た
。

取
り
壊
さ
ざ
る
を
得
な
い
と
諦
め
て

い
ま
し
た
が
、「
甚
大
な
被
害
を
被
っ

た
門
脇
地
区
で
瓦
礫
の
中
に
佇
む
土
蔵

の
光
景
は
象
徴
的
。
こ
の
度
の
震
災
を

後
世
に
伝
え
る
た
め
に
も
、
１
２
０
年

前
の
歴
史
の
証
人
で
も
あ
る
土
蔵
を
保

存
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
か
」
と

い
う
意
見
が
平
川
さ
ん
か
ら
提
起
さ
れ
、

と
も
か
く
建
築
の
専
門
家
の
診
断
を
と
、

調
査
チ
ー
ム
が
結
成
さ
れ
ま
し
た
。
震

災
か
ら
わ
ず
か
１
カ
月
後
の
４
月
12
日

に
実
施
さ
れ
た
調
査
の
結
果
、
幸
い
に

も
基
本
構
造
に
は
損
傷
は
み
ら
れ
ず
部

分
的
補
修
が
可
能
で
あ
る
、
と
ア
ド
バ

イ
ス
さ
れ
ま
し
た
。

現
場
で
は
自
衛
隊
に
よ
る
瓦
礫
撤
去

と
被
災
建
物
の
取
り
壊
し
が
進
ん
で
い

ま
し
た
が
、
土
蔵
の
取
り
壊
し
は
ひ
と

ま
ず
回
避
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

も
と
よ
り
私
も
土
蔵
の
解
体
は
望
ん

で
い
な
か
っ
た
の
で
、
修
復
に
向
け
て

努
力
し
よ
う
と
決
意
し
ま
し
た
。
瓦
礫

の
中
に
ポ
ツ
ン
と
建
つ
土
蔵
。
こ
の
土

蔵
の
た
く
ま
し
さ
を
「
被
災
地
石
巻
の

復
興
の
礎
に
で
き
な
い
か
」
と
考
え
、

こ
の
土
蔵
を
石
巻
の
震
災
メ
モ
リ
ア
ル

と
し
て
保
存
継
承
し
て
い
く
こ
と
の
要

望
書
を
〈
石
巻
若
宮
丸
漂
流
民
の
会
〉

と
〈
石
巻
千
石
船
の
会
〉
を
発
起
人
と

し
て
、
５
月
25
日
、
亀
山
石
巻
市
長
へ

提
出
し
ま
し
た
。

９
月
24
日
の
中
間
報
告
会
に
は
、
約

60
名
の
参
加
が
あ
り
ま
し
た
。
募
金
は

全
国
か
ら
寄
せ
ら
れ
、
最
終
的
に
３
７

０
万
円
（
２
３
４
名
）
ほ
ど
に
な
り
、
修

復
が
で
き
る
金
額
に
達
し
ま
し
た
。

現
在
も
、
家
や
家
族
を
失
く
し
た
人

た
ち
が
避
難
所
で
苦
し
い
生
活
を
強
い

ら
れ
て
い
ま
す
。
助
け
を
必
要
と
し
て

い
る
人
た
ち
へ
の
直
接
的
な
生
活
の
援

助
と
と
も
に
、
心
の
中
に
希
望
の
灯
火

を
持
つ
こ
と
も
大
事
な
の
で
は
な
い
か
、

と
思
う
の
で
す
。

修
復
完
了
後
、
土
蔵
内
部
の
展
示
資

料
パ
ネ
ル
な
ど
を
作
成
し
、
２
０
１
４

年
（
平
成
26
）
４
月
か
ら
希
望
者
に
向
け

て
一
般
公
開
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
ま
し
た
。

そ
れ
に
先
立
ち
、
看
板
に
刻
ん
だ
の
は

次
の
言
葉
で
す
。

私
（
土
蔵
）
は
残
っ
た
。

私
が
生
ま
れ
た
の
は
明
治
三
陸
大
津
波

の
翌
年
明
治
30
年
、

西
暦
で
言
う
と
１
８
９
７
年
だ
っ
た
。

隣
に
あ
っ
た
同
じ
年
の
双
子
の
蔵
は

今
回
の
津
波
の
た
め

倒
壊
し
て
し
ま
っ
た
。

私
は
多
く
の
悲
劇
を
生
ん
だ

こ
の
３
・
11
の
惨
状
を
後
世
に
伝
え
る

た
め
に
、
こ
こ
に
建
ち
続
け
る
だ
ろ
う
。

い
つ
ま
で
も
忘
れ
な
い

震
災
か
ら
２
年
が
経
過
し
た
と
き
、

『
本
間
家
の
蔵
が
語
る
３
・
11
震
災
』

と
い
う
冊
子
を
発
行
し
ま
し
た
。

振
り
返
っ
て
み
る
と
、
あ
ま
り
に
被

害
が
大
き
過
ぎ
て
、
現
実
を
受
け
止
め

る
の
に
と
て
も
時
間
が
か
か
り
ま
し
た
。

生
活
の
本
拠
地
を
瞬
時
に
失
い
、
か
つ

て
身
近
に
あ
っ
た
必
要
な
も
の
、
便
利

な
も
の
、
ご
先
祖
た
ち
が
残
し
た
も
の

を
失
い
ま
し
た
。
ど
こ
に
置
い
て
あ
っ

た
か
さ
え
鮮
明
に
思
い
浮
か
ぶ
の
に
、

そ
れ
ら
が
す
べ
て
失
わ
れ
た
こ
と
に
思

い
至
り
、
愕
然
と
す
る
。
そ
の
繰
り
返

し
の
３
年
半
だ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

冊
子
の
編
集
を
通
じ
て
感
じ
た
の
は
、

忘
れ
て
は
な
ら
な
い
は
ず
の
当
時
の
記

憶
の
細
部
が
既
に
か
す
ん
で
き
て
い
る
、

と
い
う
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
過
去
の

こ
と
に
し
て
忘
れ
て
は
い
け
な
い
こ
と

が
あ
る
の
で
す
。

こ
の
土
蔵
が
な
ぜ
こ
の
大
津
波
を
耐

え
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
。
そ
こ
に
は

〈
官
〉
に
頼
る
だ
け
で
な
い
、
自
立
し

た
石
巻
の
〈
民
〉
の
知
恵
が
あ
っ
た
は

ず
で
す
。
私
た
ち
は
、
そ
れ
を
後
世
に

語
り
伝
え
て
い
か
な
く
て
は
な
り
ま
せ

ん
。
た
と
え
私
た
ち
が
、
有
限
の
命
を

終
え
た
と
し
て
も
、
土
蔵
が
伝
え
続
け

て
く
れ
る
は
ず
で
す
。

時
間
が
経
過
し
た
今
、
被
災
地
の
実

状
は
、
行
く
末
へ
の
不
安
へ
と
移
っ
て

き
て
い
ま
す
。
復
興
に
際
し
て
、
石
巻

が
石
巻
ら
し
さ
を
失
わ
な
い
魅
力
あ
る

ま
ち
で
あ
り
続
け
る
こ
と
が
、
行
く
末

へ
の
不
安
を
払
拭
す
る
大
き
な
希
望
に

つ
な
が
る
と
思
い
ま
す
。

取
材：

２
０
１
４
年
８
月
12
日

1897年（明治30）に建てられた双子の土蔵の
かつての姿。西隣に建つ片割れは壊れてしま
った。建築の前年には三陸沖大地震と津波が
あり、２万人以上の犠牲者を出したこの未曾
有の天災から得た知恵が、この土蔵にも生か
されていたはず、と本間さん。


