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ぴけ即　納何

年引埠如級と個

①

圏
防
潮
堤
計
画
錮
②

「
思
っ
て
い
た
よ
り

も
高
い
。
高
台
に
い
て

も
海
が
見
え
な
く
な

る
」
。
本
吉
町
の
大
谷

漁
港
近
く
に
作
業
所
を

再
建
し
た
年
配
女
性

は
、
堤
防
高
を
示
す
看

板
を
見
上
げ
な
が
ら
た

め
息
を
漏
ら
し
た
。

こ
の
海
岸
に
は
、
海

抜
9
・
■
8
㍍
の
コ
ン
ク

リ
ー
ト
堤
防
が
計
画
さ

れ
て
い
る
。
看
板
は
住

民
説
明
会
で
の
要
望
を

受
け
、
海
岸
管
理
者
の

気
仙
沼
土
木
事
務
所
が

鉄
パ
イ
プ
を
組
ん
で
設

置
し
た
。

高
台
な
の
で
地
面
か

ら
の
高
さ
は
約
3
㍍
だ

が
、
海
面
近
く
か
ら
見

上
げ
る
と
3
階
建
て
の

ビ
ル
に
相
当
す
る
。
背

後
に
市
道
が
あ
る
た

め
、
堤
防
は
海
側
に
大

き
く
せ
り
出
し
て
整
備

す
る
こ
と
で
、
フ
ノ
リ

や
マ
ツ
モ
が
採
れ
た
岩

場
は
境
防
の
下
に
埋
も

れ
て
し
ま
う
と
い
う
。

海
辺
の
風
景
を
一
変

さ
せ
、
浜
の
豊
か
な
恵

み
を
奪
う
壕
防
だ
が
、

津
波
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ

ン
で
は
、
東
日
本
大
震

災
級
の
最
大
ク
ラ
ス
の

津
波
に
対
す
る
減
災
効

果
は
、
他
の
地
区
に
比

べ
て
少
な
い
こ
と
が
判

明
し
た
。
市
全
体
で
は

2
割
減
災
で
き
る
の

に
、
大
谷
地
区
は
東
日

本
大
震
災
の
浸
水
域
と

災
害
危
険
区
域
は
ほ
ぼ

重
な
っ
て
い
る
。

リ
ア
ス
式
海
岸
特
有

の
入
り
組
ん
だ
地
形
と

害
で
済
み
、
修
復
し
て

家
族
5
人
で
生
活
し
て

いる。新
し
い
堤
防
が
で
き

れ
ば
、
浸
水
面
積
が
減

る
も
の
と
思
っ
て
い

た
。
し
か
し
、
津
波
シ

ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
1

り
、
廃
墟
に
な
っ
て
し

ま
う
」
と
高
橋
さ
ん
は

心
配
す
る
。

「
新
し
い
境
防
も
整

備
す
る
の
に
、
な
ぜ
、

実
際
の
津
波
よ
り
も
シ

ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
方

が
高
く
な
る
の
か
分
か

団
移
転
を
行
い
、
防
潮

林
も
植
栽
。
そ
の
3
7
年

後
の
昭
和
三
陸
矧
震
地

震
に
よ
る
約
3
㍍
の
津

波
で
は
、
低
地
に
再
建

し
た
2
7
戸
が
流
失
し
た

も
の
の
、
高
台
移
転
し

た
集
落
に
被
害
は
な

高
さ
へ
の
疑
問
拭
え
ず

大
谷
地
区

堤
防
整
備

説
明
不
足
で
進
ま
ぬ
理
解

天
然
の
岸
壁
に
よ
っ

て
、
明
治
三
陸
津
波
の

浸
水
被
害
が
比
較
的
少

な
か
っ
た
地
域
で
も
あ

り
、
堤
防
計
画
へ
疑
問

を
抱
く
住
民
は
多
い
。

震

　

災

　

よ

　

り

高
い
浸
水
高

国
道
4
5
号
沿
い
に
民

家
が
建
ち
並
ぶ
大
谷
東

地
区
で
先
祖
代
々
暮
ら

し
て
き
た
高
橋
和
志
さ

ん
（
5
5
）
。
自
宅
は
5
0

舛
ン
ほ
ど
の
津
波
浸
水
被

～
2
㍍
浸
水
す
る
と
い

う
結
果
が
出
た
た
め
、

居
住
が
制
限
さ
れ
る
災

害
危
険
区
域
に
指
定
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

ほ
か
に
も
修
復
し
て

残
っ
た
家
が
あ
り
、
地

域
は
騒
然
と
な
っ
た
。

津
波
対
策
を
施
し
て
市

長
が
認
定
し
た
家
は
建

築
で
き
る
が
、
「
鉄
骨

3
階
建
て
の
家
を
建
て

て
住
む
と
い
う
の
は
現

実
的
に
難
し
い
。
ど
ん

ど
ん
人
が
い
な
く
な

ら
ず
、
納
得
で
き
る
説

明
も
な
い
。
こ
れ
で
は

住
民
の
権
利
の
侵
害

だ
」
。
住
民
説
明
会
に

何
度
も
足
を
運
ん
だ

が
、
疑
問
は
解
消
さ
れ

な
い
ま
ま
だ
と
い
う
。

新
た
な
被
害

を
呼
ぶ
例
も

大
谷
地
区
は
明
治
三

陸
地
震
で
約
5
㍍
の
津

波
に
襲
わ
れ
た
た
め
、

当
時
の
大
谷
村
が
高
台

に
敷
地
を
造
成
し
て
集

か
っ
た
。

明
治
と
昭
和
の
教
訓

を
生
か
し
、
新
た
に
築

い
た
の
が
、
高
橋
さ
ん

た
ち
が
暮
ら
す
国
道
沿

い
の
集
落
な
の
だ
。

こ
う
し
た
過
去
の
経

験
か
ら
、
明
治
三
陸
級

の
津
波
に
備
え
て
新
た

に
整
備
す
る
堤
防
が
、

実
際
の
明
治
三
陸
津
波

よ
り
5
㍍
ほ
ど
高
く
な

る
こ
と
へ
の
疑
問
が
生

じた。高
台
集
落
に
住
む
人

た
ち
に
と
っ
て
は
、
東

日
本
級
の
津
波
を
防
げ

ず
、
明
治
三
陸
級
の
津

波
に
は
高
す
ぎ
る
堤
防

高
が
、
巨
額
の
税
金
で

自
然
を
壊
し
て
ま
で
整

備
す
る
必
要
性
が
分
か

ら
な
い
の
だ
。

三
陸
新
報
社
の
取
材

に
対
し
、
行
政
の
答
え

は
明
確
だ
っ
た
。

県
河
川
課
に
よ
る
と
、

明
治
時
代
は
堤
防
が
な

か
っ
た
た
め
、
津
波
の

流
れ
を
妨
げ
る
も
の
が

な
か
っ
た
。
し
か
し
、
壌

防
整
備
に
よ
っ
て
津
波

の
流
れ
が
変
わ
り
、
ぶ

つ
か
っ
た
り
、
せ
り
上

が
っ
た
り
す
る
こ
と
で
、

同
じ
規
模
の
津
波
で
も

被
害
が
集
中
す
る
場
所

が
あ
る
の
だ
と
い
う
。

つ
ま
り
、
人
が
造
る

墟
防
に
よ
っ
て
、
「
過

去
に
津
波
被
害
を
受
け

な
か
っ
た
の
に
浸
水

し
、
被
害
が
大
き
く
な

■
ぇ
飽
域
が
出
る
可
能
性

か
あ
る
」
と
い
う
こ
と

〝
に
な
る
。

一
こ
う
し
た
現
象
は
麿

衰
半
島
、
気
仙
沼
内
湾

で
も
確
認
で
き
た
。
明

治
三
陸
津
波
の
痕
跡
が

2
・
8
㍍
だ
っ
た
気
仙

沼
内
湾
に
は
、
5
～

7
・
2
㍍
の
堤
防
が
計

画
さ
れ
て
い
る
i
。



計画堤防高T．P9・針㍍を示す看板
（大谷地区）
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