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私
が
生
ま
れ
た
の
は
西
暦
一
九
四
四
年
、
関
東
大

震
災
か
ら
二
一
年
目
に
生
ま
れ
た
。
今
年
生
ま
れ
た

子
ど
も
は
阪
神
・
淡
路
大
震
災
が
起
き
て
か
ら
二
八

年
経
っ
て
生
ま
れ
て
い
る
。
今
の
子
ど
も
に
と
っ
て

の
阪
神
・
淡
路
大
震
災
は
、
私
に
と
っ
て
の
関
東
大

震
災
よ
り
も
も
っ
と
遠
い
昔
の
話
の
こ
と
で
あ
る
。

災
害
の
被
害
、
教
訓
な
ど
が
次
の
世
代
に
伝
わ
っ
て

当
た
り
前
だ
と
思
っ
て
い
る
う
ち
に
、
意
図
的
に
伝

え
な
け
れ
ば
何
も
伝
わ
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。

関
東
大
震
災
は
東
京
に
住
む
人
に
と
っ
て
は
防
災

の
原
点
。
自
分
も
五
八
歳
で
神
奈
川
県
藤
沢
市
に
引

っ
越
す
ま
で
東
京
が
す
べ
て
で
あ
っ
た
。
関
東
大
震

災
の
被
害
に
つ
い
て
も
東
京
以
外
の
こ
と
は
気
に
し

て
こ
な
か
っ
た
が
、
藤
沢
に
住
ん
で
み
て
、
藤
沢
で

は
何
が
起
き
た
の
か
知
ら
な
い
こ
と
に
気
が
付
い
た
。

そ
こ
で
相
模
湾
沿
岸
の
被
害
を
紹
介
し
よ
う
と
思

う
が
、
相
模
湾
も
広
く
長
い
の
で
、
私
が
住
む
藤
沢

に
限
っ
て
被
害
の
紹
介
を
す
る
こ
と
と
し
た
。

■
湘
南
の
地
形
地
質

図
1
は
神
奈
川
県
の
地
形
区
分
図ⅰ

で
あ
る
。
相
模

湾
に
は
小
田
原
平
野
で
酒
匂
川
が
、
茅
ヶ
崎
で
相
模

川
が
、
藤
沢
で
引
地
川
と
境
川
が
流
れ
て
い
る
。
藤

沢
は
相
模
平
野
の
東
側
か
ら
江
の
島
あ
た
り
ま
で
で

あ
る
。
ち
ょ
う
ど
そ
こ
は
沿
岸
部
が
湘
南
砂
丘
地
帯

と
書
か
れ
て
い
る
砂
丘
地
帯
で
あ
り
、
そ
の
北
に
は

相
模
野
台
地
と
書
か
れ
て
い
る
関
東
ロ
ー
ム
層
の
大

地
が
広
が
っ
て
い
る
。
そ
の
東
西
に
は
、
東
は
境
川

図1　神奈川県の地形区分
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が
、
ま
た
西
に
は
相
模
川
が
流
れ
て
い
る
。
す
な
わ

ち
藤
沢
は
相
模
平
野
か
ら
内
陸
部
が
相
模
野
台
地
の

ロ
ー
ム
層
、
海
岸
部
が
湘
南
砂
丘
地
帯
の
沖
積
層
で

で
き
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
藤
沢
の
沿
岸
部
は
液
状

化
現
象
等
の
地
盤
変
動
が
起
き
や
す
い
地
形
で
あ
る

こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

■
藤
沢
市
っ
て
ど
こ
？

藤
沢
市
は
相
模
湾
の
江
の
島
を
東
端
と
し
て
鎌
倉

市
、
横
浜
市
と
接
し
、
西
側
は
茅
ヶ
崎
市
や
寒
川
町

に
接
し
て
い
る
。
南
は
相
模
湾
に
面
し
て
い
て
、
北

部
は
綾
瀬
市
、
海
老
名
市
、
大
和
市
に
接
し
て
い
る
。

市
の
南
北
を
小
田
急
線
が
、
東
西
に
は
Ｊ
Ｒ
東
海
道

線
が
走
る
。

し
か
し
な
が
ら
関
東
大
震
災
の
こ
ろ
は
藤
沢
市
で

は
な
く
藤
沢
町
と
言
い
、
現
在
の
藤
沢
市
の
ほ
ぼ
南

半
分
の
地
域
で
あ
っ
た
。
そ
の
昔
は
藤
沢
宿
で
あ
り
、

江
戸
日
本
橋
か
ら
数
え
て
六
番
目
の
宿
場
で
あ
る
。

東
海
道
を
戸
塚
の
ほ
う
か
ら
遊
行
寺
の
坂
を
下
る
と

藤
沢
宿
と
な
る
。
藤
沢
宿
は
西
に
向
か
う
と
東
海
道

（
小
田
原
へ
）、
北
西
に
向
か
う
と
大
山
道
（
大
山

阿
夫
利
神
社
へ
）、
北
北
西
に
向
か
う
と
厚
木
道
、

北
へ
向
か
う
と
八
王
子
道
（
滝
山
街
道
）、
南
に
下

る
と
江
の
島
道
（
江
の
島
神
社
へ
）、
遊
行
寺
前
で

東
に
向
か
う
と
鎌
倉
道
、
と
七
方
向
に
向
か
う
街
道

の
要
所
で
あ
っ
た
。

■
被
害
を
把
握
す
る
基
礎
資
料

藤
沢
市
文
書
館
は
『
関
東
大
震
災
と
藤
沢
（
上
）』

と
題
す
る
藤
沢
市
史
料
集
（
三
十
六ⅱ

）
と
『
関
東
大

震
災
と
藤
沢
（
下
）』
と
題
す
る
藤
沢
市
史
料
集
（
三

十
七ⅲ

）
を
編
集
・
発
行
し
て
い
る
。
本
稿
を
起
こ
す

に
あ
た
っ
て
は
こ
の
二
つ
の
史
料
集
に
大
き
く
依
存

し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
資
料
に
収
録
さ
れ
て
い
る
以

下
の
二
つ
の
文
献
に
具
体
的
な
被
害
状
況
が
示
さ
れ

て
い
る
。
一
つ
は
①
『
震
災
誌ⅳ

』（
仙
田
四
五
郎
著
）

と
②
『
関
東
大
震
災
特
に
鵠
沼
海
岸
別
荘
地
に
お
け

る
状
況ⅴ

』（
阿
部
良
夫
著
）
で
あ
る
。
ま
た
藤
沢
町

の
被
害
を
撮
影
し
た
写
真
資
料
と
し
て
③
『
藤
沢
町

大
震
災
写
真
帖ⅵ

』（
神
田
写
真
館
発
行
）
が
あ
る
。

①
『
震
災
誌
』
の
著
者
・
仙
田
四
五
郎
は
被
災
当
時

の
藤
沢
小
学
校
の
校
長
で
あ
り
、
仙
田
氏
の
体
験

報
告
及
び
児
童
・
教
員
な
ど
の
作
品
を
集
め
た
も

の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
こ
れ
を
「
仙
田
史
料
」
と

し
て
お
く
。

②
『
関
東
大
震
災
特
に
鵠
沼
海
岸
別
荘
地
に
お
け
る

状
況
』
の
著
者
・
阿
部
良
夫
氏
は
東
京
帝
国
大
学

理
学
部
理
論
物
理
学
科
を
一
九
一
二
年
に
卒
業
し

早
稲
田
高
等
学
院
で
教
鞭
を
と
ら
れ
た
方
で
、
藤

沢
の
鵠
沼
海
岸
に
住
ん
で
い
て
、
そ
の
震
災
体
験

を
寺
田
寅
彦
の
求
め
に
応
じ
て
書
か
れ
た
資
料
で

あ
る
と
い
う
。
こ
こ
で
は
こ
れ
を
「
阿
部
史
料
」

と
し
て
お
く
。

③
『
藤
沢
町
大
震
災
写
真
帖
』
は
神
田
善
四
郎
、
芳

蔵
兄
弟
の
共
同
の
成
果
と
し
て
作
ら
れ
、
Ｊ
Ｒ
藤

沢
駅
前
に
あ
っ
た
神
田
写
真
館
が
印
刷
・
刊
行
し

た
も
の
で
あ
る
。

■
津
波
に
よ
る
被
害

湘
南
の
海
岸
に
津
波
は
押
し
寄
せ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
阿
部
史
料
に
は
鵠
沼
海
岸
に
あ
っ
た
東
屋
旅
館

の
津
波
の
状
況
が
あ
る
。「
津
波
は
地
震
の
数
分
後

に
一
回
来
た
。
平
常
の
渚
か
ら
凡
そ
二
町
乃
至
二
町

半
ほ
ど
迄
来
た
。
但
し
土
地
の
高
低
及
び
道
路
の
関

係
上
一
様
に
い
ふ
こ
と
は
出
来
な
い
。
東
屋
（
旅

館
）
で
は
庭
の
小
松
の
高
さ
位
、
又
家
の
床
上
二
尺

余
り
位
の
高
さ
に
上
が
り
畳
（
地
震
で
つ
ぶ
れ
な
か

っ
た
家
の
）
が
流
さ
れ
た
。
そ
の
後
水
は
し
づ
か
に

引
い
て
一
時
半
頃
に
は
東
屋
の
庭
で
足
の
「
く
る
ぶ

し
」
よ
り
一
寸
五
分
ほ
ど
上
を
ひ
た
す
程
度
に
な
っ

た
。
砂
濱
と
こ
れ
に
平
行
な
道
路
と
が
も
と
三
、
四

尺
餘
の
高
低
の
差
の
あ
っ
た
も
の
が
浪
の
た
め
に
略

平
に
な
っ
た
。
松
等
の
樹
木
は
陸
地
の
側
に
傾
い
て

居
る
。
家
で
流
さ
れ
た
も
の
は
殆
ど
な
い
。
夫
故
津

浪
は
大
速
度
で
来
た
の
で
は
な
く
、
引
く
と
き
も
亦
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穏
に
徐
々
で
あ
っ
た
も
の
と
推
測
せ
ら
れ
るⅶ

。」

東
屋
旅
館
は
一
八
九
七
年
か
ら
一
九
三
九
年
ま
で

鵠
沼
海
岸
に
あ
っ
た
旅
館
で
あ
る
。
現
在
の
小
田
急

線
鵠
沼
海
岸
駅
の
南
側
に
二
万
㎡
ほ
ど
の
広
い
敷
地

が
あ
っ
た
。
現
在
は
旅
館
の
記
念
碑
が
あ
り
、
場
所

の
特
定
が
で
き
る
。
東
屋
旅
館
の
記
念
碑
は
写
真
1

で
あ
り
、
写
真
2
は
東
屋
旅
館
敷
地
東
南
の
門
の
現

在
の
標
高
で
二
・
七
ⅿ
で
あ
る
。

こ
の
記
述
に
よ
る
と
海
岸
か
ら
そ
れ
ほ
ど
奥
ま
で

は
津
波
は
届
い
て
お
ら
ず
床
上
六
〇
㎝
ほ
ど
ま
で
水

が
来
た
と
あ
る
。
庭
の
砂
丘
が
波
に
さ
ら
わ
れ
て
平

ら
に
な
っ
た
と
し
て
い
る
。
平
成
二
一
年
三
月
に
藤

沢
市
が
発
行
し
た
藤
沢
市
津
波
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
で

は
、
こ
の
地
域
の
想
定
地
震
と
し
て
関
東
大
震
災
再

来
型
で
あ
る
南
関
東
地
震
が
想
定
対
象
と
な
っ
て
い

る
。
こ
の
地
図
上
に
鵠
沼
海
岸
の
東
屋
旅
館
の
位
置

を
示
し
た
の
が
図
2
で
あ
る
。

■
地
盤
の
変
状
（
液
状
化
現
象
）

初
め
に
述
べ
た
よ
う
に
藤
沢
の
沿
岸
部
は
湘
南
砂

丘
地
帯
と
言
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
こ
に
境
川

と
引
地
川
が
入
っ
て
い
る
。
砂
丘
地
帯
の
幅
は
海
岸

部
か
ら
ほ
ぼ
四
㎞
程
度
で
あ
り
、
そ
の
北
は
相
模
野

台
地
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
砂
丘
地
帯
で
あ
る
藤
沢
の

沿
岸
部
は
液
状
化
現
象
を
は
じ
め
と
す
る
様
々
地
盤

変
動
が
容
易
に
起
き
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

液
状
化
現
象
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
仙
田
史
料

で
あ
る
。

「
震
災
後
の
一
日
、
私
は
此
の
海
岸
別
荘
地
の
様

子
を
見
に
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
電
車
を
降
り
て
あ

ち
ら
こ
ち
ら
歩
い
て
み
た
が
、
実
に
ひ
ど
い
も
の
だ
。

地
面
は
い
た
る
と
こ
ろ
隆
起
し
陥
没
し
亀
裂
を
生
じ

て
激
震
の
当
時
を
あ
り
あ
り
と
物
語
っ
て
い
る
。
白

い
砂
の
上
に
枝
ぶ
り
よ
く
栄
え
て
い
た
松
は
右
に
左

写真1　東屋旅館の碑

写真2　東屋旅館の現在の標高

図2　関東大震災再来型津波浸水域図上に示す
鵠沼海岸にあった東屋旅館の位置

東屋旅館の
碑と敷地
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に
傾
き
倒
れ
て
根
を
あ
ら
わ
し
て
ゐ
る
。（
中
略
）

四
辺
の
井
戸
や
池
は
下
か
ら
噴
き
出
し
た
砂
で
大
て

い
は
埋
っ
て
ゐ
た
。
地
震
の
時
は
井
戸
や
池
ば
か
り

で
な
く
海
岸
一
帯
の
土
地
が
ぶ
く
ぶ
く
に
弛
ん
で
至

る
と
こ
ろ
か
ら
水
を
噴
き
出
し
た
そ
う
で
あ
る
。『
鵠

沼
海
岸
は
方
々
か
ら
水
が
噴
き
出
し
て
大
洪
水
だ
。』

と
い
う
の
が
あ
の
当
時
専
ら
の
噂
で
あ
っ
たⅷ

。」

■
地
盤
の
変
状
（
斜
面
の
崩
壊
）

藤
沢
宿
の
中
心
部
に
あ
た
る
遊
行
寺
の
大
鋸
橋

（
現
在
の
遊
行
寺
橋
）
か
ら
大
正
橋
に
至
る
境
川
沿

い
の
川
岸
地
区
の
家
屋
が
境
川
に
崩
落
し
た
記
述
が

仙
田
資
料
に
あ
る
。

㈠　

川
岸
の
県
道
「
全
く
大
鋸
橋
付
近
の
惨
状
と
い

う
も
の
は
目
も
あ
て
ら
れ
な
か
っ
た
。
川
沿
い
の

県
道
は
一
町
半
程
の
間
、
崩
壊
し
て
立
ち
並
ん
で

い
た
家
と
一
処
に
、
川
の
中
に
崩
れ
落
ち
て
し
ま

っ
た
。
平
ら
で
あ
っ
た
道
路
は
上
が
っ
た
り
、
下

が
っ
た
り
の
坂
が
出
来
て
し
ま
っ
た
。
震
災
後
当

分
の
間
は
車
馬
の
通
行
は
困
難
で
あ
っ
た
。
藤
沢

劇
場
の
近
所
も
大
分
ひ
ど
く
な
っ
た
。
新
道
と
庚

申
堂
と
の
境
の
と
こ
ろ
が
四
五
尺
ほ
ど
陥
落
し
て

自
転
車
で
な
ど
気
無
し
に
飛
ば
す
の
は
と
て
も
危

険
で
あ
っ
たⅸ

。」。
写
真
3
は
川
岸
の
家
屋
の
河
川

へ
の
崩
壊
の
状
況
で
あ
るⅹ

。
ち
な
み
に
写
真
4
は

現
在
の
川
岸
付
近
の
境
川
を
藤
沢
橋
か
ら
下
流
に

向
か
っ
て
見
た
写
真
で
あ
る
。

㈡　

石
上
か
ら
鵠
沼
海
岸
に
至
る
町
道
「
此
の
道
路

の
家
で
も
殊
に
ひ
ど
く
な
っ
た
の
は
革
袋
停
留
場

か
ら
線
路
に
沿
っ
た
二
町
ほ
ど
の
間
で
あ
る
。

（
中
略
）
そ
れ
に
も
せ
よ
、
あ
の
惨
状
を
見
て
は

誰
も
驚
愕
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
水
の
面
よ
り

は
一
間
半
ほ
ど
も
高
か
っ
た
土
砂
が
ず
る
ず
る
と

滑
り
広
が
っ
て
ほ
と
ん
ど
水
面
と
等
し
い
ま
で
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
。
旧
境
川
の
中
に
は
緑
の
葦
が

生
繁
っ
て
い
た
の
だ
が
、
滑
り
込
ん
だ
土
砂
の
た

め
に
半
ば
埋
め
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
道
路

は
形
も
な
い
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。」（
藤
沢

市
史
料
集
（
三
十
六
）
二
六
頁
）

川
岸
の
家
も
ろ
と
も
河
川
に
崩
落
し
た
と
こ
ろ

を
仙
田
さ
ん
は
九
月
四
日
に
通
り
か
か
っ
て
い
る

（
藤
沢
市
史
料
集
（
三
十
六
）
二
九
頁
）。「
四
日

の
朝
で
あ
っ
た
か
、
私
は
此
の
川
岸
を
通
っ
た
こ

写真3　関東大震災時の川岸付近の状況

写真4　現在の藤沢橋から川岸を望む
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と
が
あ
っ
た
。
話
よ
り
ひ
ど
い
な
と
思
い
乍
ら
そ

こ
ら
の
様
子
を
眺
め
た
。
あ
た
り
は
ひ
っ
そ
り
と

し
て
た
だ
潰
れ
落
ち
た
家
の
間
を
流
れ
る
川
水
の

音
の
み
聞
こ
え
た
。
ふ
と
見
る
と
、
半
ば
水
に
浸

っ
た
家
の
屋
根
上
に
一
人
の
児
ど
も
が
立
っ
て
い

た
。
児
ど
も
は
如
何
に
も
力
な
さ
そ
う
に
流
れ
ゆ

く
水
の
表
を
眺
め
て
い
た
。
悄
然
と
し
て
ゐ
る
其

の
様
子
が
如
何
に
も
い
ぢ
ら
し
く
見
え
た
の
で
、

『
何
を
し
て
ゐ
る
の
？
』
と
、
私
は
き
い
て
見
た
。

と
其
の
子
は
驚
愕
し
た
ら
し
く
顔
を
上
げ
た
が
、

ま
た
す
ぐ
俯
い
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
す
す
り
泣

き
乍
ら
言
っ
た
。

『
ま
だ
此
の
中
に
…
…
う
ち
の
…
…
お
母
さ
ん

が
…
…
』
児
ど
も
は
動
こ
う
と
し
な
い
。
両
手
で

涙
を
ふ
き
な
が
ら
其
の
屋
根
上
に
腰
を
下
ろ
す
の

で
あ
っ
た
。
私
は
あ
ま
り
の
痛
々
し
さ
に
慰
む
る

言
葉
さ
え
出
な
か
っ
た
。」（
藤
沢
市
史
料
集
（
三

十
六
）
二
九
頁
）

■
建
物
被
害
及
び
人
的
被
害

関
東
大
震
災
に
よ
る
藤
沢
市
の
建
物
被
害
に
つ
い

て
、
仙
田
史
料
に
藤
沢
町
震
害
一
覧
表ⅺ

と
し
て
ま
と

め
ら
れ
て
い
る
。
表
1
は
表
頭
の
項
目
の
順
を
一
部

変
更
し
て
示
し
て
い
る
。

こ
の
表
に
よ
る
と
、
建
物
被
害
の
数
値
が
世
帯
数

で
表
さ
れ
て
お
り
、
棟
数
で

は
な
い
の
で
あ
る
が
、
藤
沢

町
の
建
物
世
帯
総
数
三
四
三

八
世
帯
に
対
し
て
全
壊
世
帯

は
一
〇
九
九
世
帯
で
、
こ
れ

を
全
壊
率
と
み
な
す
と
、
全

壊
率
は
三
二
・
〇
％
と
な
る
。

全
壊
、
半
壊
、
一
部
損
壊
ま

で
を
含
め
る
と
被
災
世
帯
率

は
九
三
・
二
％
と
な
り
、
非

常
に
高
い
被
害
率
で
あ
る
。

そ
の
他
、
全
焼
一
世
帯
、
流

失
が
六
世
帯
と
な
っ
て
い
る
。

人
的
被
害
に
つ
い
て
は
、

当
時
の
藤
沢
町
人
口
は
一
万

九
〇
〇
〇
人
と
の
資
料
が
あ

る
の
で
、
人
口
当
た
り
の
死

亡
率
は
一
〇
四
人
／
一
万
九

〇
〇
〇
人
で
〇
・
五
五
％
で

あ
る
。
ま
た
死
者
、
重
傷
者
、

軽
症
者
の
合
計
で
死
傷
率
は

一
・
七
％
と
な
る
。

地
震
に
よ
る
被
害
写
真
と

し
て
、
写
真
5
に
遊
行
寺
の

被
害
写
真ⅻ

を
示
す
。

■
火
災

藤
沢
町
に
お
け
る
関
東
大
震
災
時
の
火
災
の
記
録

は
、
被
害
の
一
覧
に
全
焼
一
世
帯
、
半
焼
0
世
帯
と

あ
る
。
そ
し
て
仙
田
史
料
の
震
災
誌
の
彙
纂
（
取
り

ま
と
め
の
意
）
に
は
建
物
被
害
の
学
校
の
と
こ
ろ
に

藤
沢
中
学
校
全
焼
と
あ
る
（
藤
沢
市
史
料
集
（
三
十

六
）
二
四
頁
）。
藤
沢
中
学
校
と
は
私
立
藤
沢
中
学

校
（
現
藤
嶺
学
園
藤
沢
中
学
校
・
高
等
学
校
）
で
あ

る
。
被
害
一
覧
の
全
焼
一
世
帯
と
藤
沢
中
学
校
の
火

災
が
同
一
の
火
災
か
は
不
明
で
あ
る
。
藤
沢
中
学
校

全　壊 半　壊 一部損 全　焼 半　焼 流　失 無被害 合　計
世帯数 1,099 1,219 889 1 0 6 224 3,438
死　者 65 14 17 0 0 5 3 104
重傷者 57 13 2 0 0 2 1 75
軽症者 75 38 19 0 0 6 3 141

表1　藤沢町震害一覧表（筆者により表頭順を一部変更）

写真5　全壊した遊行寺
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の
火
災
は
地
震
の
後
に
理
科
室
か
ら
の
出
火
と
い
わ

れ
て
い
る
が
こ
の
詳
細
も
不
明
で
あ
る
。

■
学
校
、
役
場
、
寺
社
の
被
害

学
校
、
役
場
、
寺
社
の
被
害
に
つ
い
て
、
全
壊
と

半
壊
に
つ
い
て
表
2
に
示
す
。
こ
れ
ら
は
仙
田
史
料

に
記
載
さ
れ
て
い
る
（
藤
沢
市
史
料
集
（
三
十
六
）

二
四
頁
）。
た
だ
し
学
校
、
役
所
、
寺
社
の
藤
沢
町

内
の
総
数
に
つ
い
て
の
記
述
が
な
い
た
め
に
母
数
が

不
明
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
藤
沢
町
の
規
模
を
考
え
た
場
合
に

こ
れ
ら
被
害
を
受
け
た
学
校
、
役
場
、
寺
社
は
そ
の

当
時
の
施
設
の
大
部
分
を
占
め
て
い
る
こ
と
は
確
実

で
、
世
帯
数
か
ら
見
た
建
物
被
害
の
被
災
率
は
実
に

九
三
％
に
上
る
こ
と
を
見
て
も
、
施
設
被
害
が
い
か

に
大
き
か
っ
た
か
が
わ
か
る
。

■
橋
梁
の
被
害

境
川
お
よ
び
引
地
川
に
か
か
る
架
橋
は
多
く
が
被

害
を
受
け
た
。
仙
田
史
料
に
陥
没
、
大
破
し
た
藤
沢

町
の
橋
の
一
覧
表
が
あ
るxiv

。

陥
没
し
た
橋
は
大
鋸
橋
、
立
石
橋
、
鷹
匠
橋
（
大

庭
）、
日
出
橋
（
辻
堂
）、
エ
ン
マ
橋
（
鵠
沼
）、
大

道
橋
、
大
破
し
た
橋
は
御
殿
橋
、
船
久
保
橋
、
大
正

橋
、
善
行
橋
、
寶
橋
（
大
庭
）、
引
地
橋
が
挙
げ
ら

れ
て
お
り
、
そ
の
他
の
橋
梁
も
こ
と
ご
と
く
修
繕
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
町
当
局
は
こ
れ

ら
の
復
旧
費
補
助
を
内
務
省
に
申
請
し
て

い
る
。

■
水
道
管
被
害

関
東
大
震
災
時
に
は
藤
沢
町
に
上
水
道

施
設
は
な
か
っ
た
が
、
横
須
賀
軍
港
水
道

（
半
原
系
統
）
が
関
東
大
震
災
で
被
害
を
受

け
た
。藤
沢
市
史
料
集
（
三
十
六
）
で
は
『
横

須
賀
市
水
道
史
』
か
ら
の
転
載
と
し
て
そ
の
状
況
を

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
藤
沢
市
域
を
通
っ
て

い
た
軍
港
水
道
（
半
原
系
統
）
は
、
海
軍
が
直
接
運

営
に
当
た
っ
て
い
た
が
、
五
三
キ
ロ
に
及
ぶ
送
水
距

離
を
も
ち
、
相
模
川
を
は
じ
め
大
小
河
川
の
伏
越
し

部
分
や
掛
け
渡
し
部
分
も
多
く
、
各
所
で
大
損
害
を

被
っ
た
。
特
に
被
害
が
大
き
か
っ
た
箇
所
は
、
海
老

名
耕
地
（
現
・
海
老
名
市
内
）
と
藤
沢
市
域
の
土
地

軟
弱
箇
所
で
、
鉄
管
の
破
損
や
接
続
部
な
ど
の
離
脱

な
ど
多
数
発
生
し
た
。（
中
略
）
海
軍
当
局
は
昼
夜

兼
行
で
復
旧
に
努
め
、
大
正
一
二
年
一
二
月
末
に
は

そ
の
大
半
が
完
了
し
た
。
し
か
し
大
正
一
三
年
一
月

一
五
日
の
地
震
に
よ
り
復
旧
部
分
ま
で
も
が
破
壊
さ

れ
藤
沢
以
西
の
地
域
で
は
九
月
一
日
よ
り
も
被
害
が

大
き
な
箇
所
が
出
る
有
様
で
あ
っ
たxv

。」

写
真
6
、
7
は

xvi

藤
沢
町
に
お
け
る
横
須
賀
軍
港
水

全　壊 半　壊

学　校
藤沢小学校、明治小学校、
鵠沼小学校、藤沢中学校

（全焼）
湘南実科女学校

役　所 藤沢郵便局、藤沢停車場、
辻堂停車場

高座郡役所、藤沢警察署、
藤沢町役場、藤沢税務署

寺　社

郷社大庭神社、諏訪神社
（藤沢）、遊行寺、妙善寺、
永勝寺、眞源寺、荘厳寺、
成就院（大庭）、 泉秋寺、
宗賢院、 寶泉寺（辻堂）、
法照寺（鵠沼）、尼寺慈教
庵（鵠沼）

諏訪神社（辻堂）、皇大神
宮（鵠沼）、白幡神社、常
光寺、感應院

表2　学校、役所、寺社の全壊、半壊別被害xiii

写真6　直線に付設されてあった
鉄管が大きく「カーブ」したもの

（藤沢町大坂山）
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道
の
地
中
送
水
管
の
破
損
写
真
で
あ
る
。
写
真
6
は
、

本
来
直
線
で
敷
設
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
地

震
に
よ
り
大
き
く
カ
ー
ブ
し
て
い
る
。
こ
れ
は
地
盤

自
体
が
大
き
く
円
弧
を
描
く
よ
う
に
地
盤
変
状
し
た

た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
写
真
7
は
手
前
の
管
が
ほ
ぼ

直
角
に
動
か
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
鉄
管
の
敷
設
方

向
に
対
し
て
横
方
向
の
地
盤
の
変
動
に
よ
る
と
考
え

ら
れ
る
。
藤
沢
町
大
坂
山
は
現
在
の
藤
沢
市
立
石
一

丁
目
あ
た
り
で
あ
る
。

現
在
で
も
藤
沢
市
を
含
む
相
模
湾
沿
岸
部
の
都
市

は
そ
の
水
源
を
ほ
ぼ
相
模
川
か
ら
取
水
し
て
い
る
。

そ
れ
ら
の
施
設
は
沖
積
層
の
軟
弱
地
盤
に
多
く
設
置

さ
れ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
は
、
水
道
施
設
を
は
じ
め

と
す
る
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
は
地
震
動
に
よ
る
地
盤
変
状

の
影
響
を
関
東
大
震
災
と
同
じ
よ
う
に
今
後
も
受
け

る
危
険
は
高
い
。

■
ま
と
め

以
上
、
関
東
大
震
災
の
藤
沢
の
被
害
を
見
て
き
た
。

① 

津
波
は
発
生
し
た
が
、
沿
岸
部
の
河
口
付
近
か
ら

そ
れ
ほ
ど
は
遡
上
し
て
い
な
い
。
標
高
三
ｍ
程
度

の
と
こ
ろ
で
床
上
程
度
の
浸
水
が
見
ら
れ
た
（
鵠

沼
海
岸
駅
近
く
）。

② 

液
状
化
現
象
は
沿
岸
部
で
大
き
く
発
生
し
、
沿
岸

か
ら
四
㎞
程
度
内
陸
で
も
地
盤
変
動
が
大
き
く
生

じ
て
い
る
。

③ 

建
物
の
被
害
程
度
は
全
壊
率
が
三
二
％
程
度
あ
り
、

被
害
を
受
け
た
建
物
の
割
合
も
九
三
％
あ
っ
た
よ

う
で
あ
る
。

④
橋
梁
の
落
下
、
埋
設
水
道
管
の
被
害
も
あ
っ
た
。

⑤ 
火
災
は
発
生
が
少
な
く
、
記
録
上
は
学
校
が
一
校

全
焼
し
た
と
の
記
録
が
あ
る
が
、
詳
細
は
不
明
で

あ
っ
た
。

総
じ
て
、
津
波
の
被
害
、
火
災
の
被
害
は
少
な
い

が
、
地
盤
が
沖
積
層
で
あ
り
、
砂
丘
地
帯
で
あ
る
こ

と
か
ら
液
状
化
、
流
動
化
等
が
多
く
見
ら
れ
、
当
時

は
上
水
道
が
な
か
っ
た
た
め
に
明
ら
か
に
な
っ
て
い

な
い
が
、
現
在
で
あ
れ
ば
地
盤
変
状
に
伴
う
被
害
が

大
き
く
生
じ
る
と
思
わ
れ
る
。

現
在
の
藤
沢
市
の
沿
岸
地
域
の
人
々
の
最
大
の
関

心
事
は
津
波
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
関
東
大
震
災

の
藤
沢
地
域
の
被
害
を
見
て
く
る
と
、
砂
丘
地
帯
の

上
に
藤
沢
市
沿
岸
部
が
構
築
さ
れ
て
お
り
、
大
正
時

代
か
ら
昭
和
前
半
ま
で
は
日
本
、
米
国
の
軍
用
地
で

あ
っ
た
藤
沢
市
か
ら
茅
ヶ
崎
市
の
海
岸
部
分
の
砂
丘

地
帯
は
道
路
等
の
基
盤
整
備
が
遅
れ
て
い
る
う
え
、

そ
れ
ら
の
土
地
は
ほ
ぼ
全
て
宅
地
化
し
て
い
る
。
こ

の
状
況
で
は
地
震
に
よ
る
地
盤
変
状
の
影
響
、
例
え

ば
液
状
化
現
象
に
よ
る
家
屋
の
不
等
沈
下
、
上
下
水

道
の
み
な
ら
ず
電
力
や
物
流
、
人
の
移
動
な
ど
様
々

な
影
響
が
我
々
の
生
活
に
及
ん
で
く
る
こ
と
に
改
め

て
気
づ
か
さ
れ
る
。

ⅰ 　
『
秋
季
特
別
展
図
録
「
神
奈
川
県
の
大
地

─
1
億
年
の
記
憶
」』
平
塚
市

博
物
館
、
二
〇
二
一
年
一
〇
月
二
三
日
、
四
頁
か
ら
転
載

ⅱ 　
『
藤
沢
市
史
料
集
（
三
十
六
）
関
東
大
震
災
と
藤
沢
（
上
）』
藤
沢
市
文
書
館
、

二
〇
一
二
年
三
月
三
〇
日

ⅲ 　
『
藤
沢
市
史
料
集
（
三
十
七
）
関
東
大
震
災
と
藤
沢
（
下
）』
藤
沢
市
文
書
館
、

二
〇
一
三
年
三
月
二
九
日

ⅳ　

仙
田
四
五
郎
『
震
災
誌
』、
藤
沢
小
学
校
、
大
正
一
三
年
九
月
一
日

ⅴ 　
阿
部
良
夫
『
関
東
大
震
災
特
に
鵠
沼
海
岸
別
荘
地
に
お
け
る
状
況
』、
増
訂

科
學
雑
話
、
岩
波
書
店
、
昭
和
一
五
年
八
月
三
〇
日

ⅵ 　
神
田
善
四
郎
・
芳
蔵
『
藤
沢
町
大
震
災
写
真
帖
』、
神
田
写
真
館
、
一
九
二

四
年
一
一
月
、
藤
沢
市
文
書
館

ⅶ 　
阿
部
良
夫
『
関
東
大
震
災
特
に
鵠
沼
海
岸
別
荘
地
に
お
け
る
状
況
』、
一
三

〇
～
一
三
二
頁
（
国
立
国
会
図
書
館
「
近
代
デ
ジ
タ
ル
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
」
で
全

文
閲
覧
可
能
）

ⅷ　

『
藤
沢
市
史
料
集
（
三
十
六
）』
二
九
～
三
〇
頁

ⅸ　

『
藤
沢
市
史
料
集
（
三
十
六
）』
二
六
頁

ⅹ　

『
藤
沢
町
大
震
災
写
真
帖
』
藤
沢
市
文
書
館

ⅺ　

『
藤
沢
市
史
料
集
（
三
十
六
）』
三
一
頁

ⅻ　

『
藤
沢
町
大
震
災
写
真
帖
』
藤
沢
市
文
書
館

xiii　

『
藤
沢
市
史
料
集
（
三
十
六
）』
二
四
頁

xiiixiv　

『
藤
沢
市
史
料
集
（
三
十
六
）』
二
七
頁

xivxvxiv　

『
藤
沢
市
史
料
集
（
三
十
六
）』
一
五
頁

xvxivxivxiv 　
『
横
須
賀
市
水
道
史
』
横
須
賀
市
上
下
水
道
局
、
一
九
七
五
年
、
一
三
五
頁

か
ら
転
載

写真7　鉄管が大きく移動したもの
（藤沢町大坂山）


