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開
講
演
１
）　

鉱
山
地
域
の
戦
後
史
と 

３ 

・ 

11 
          

━ 

秋
田
県
大
館
市 

・ 

小
坂
町
の
経
験
か
ら 

━ 

秋
田
大
学　

准
教
授　

�

髙
村
　
竜
平

は
じ
め 

に）
1
（

二
〇
一
一
年
、
大
震
災
と
原
発
事
故
か
ら
少
し
た
っ
た
七
月
、
基
準
を
は
る
か
に
超
え
る
放
射
性
セ
シ
ウ
ム
が

含
ま
れ
た
廃
棄
物
の
焼
却
灰
が
、
千
葉
県
か
ら
秋
田
県
小
坂
町
と
大
館
市
の
最
終
処
分
場
に
向
け
て
運
ば
れ
て
い

た
こ
と
が
分
か
っ
た
（
写
真
１
）。
国
は
原
発
事
故
後
の
放
射
性
物
質
に
よ
る
汚
染
対
策
と
し
て
、
自
治
体
に
廃

棄
物
の
放
射
能
濃
度
を
測
定
さ
せ
、
セ
シ
ウ
ム
134
お
よ
び
137
の
合
計
八
〇
〇
〇
ベ
ク
レ
ル
毎
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
指
定

廃
棄
物
と
す
る
基
準
値
と
し
た）

2
（

（
事
故
前
の
基
準
値
は
一
〇
〇
ベ
ク
レ
ル
）。
し
か
し
七
月
十
一
日
に
、
二
万

八
千
ベ
ク
レ
ル
毎
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
放
射
性
物
質
が
検
出
さ
れ
た
ご
み
焼
却
灰
が
、
千
葉
県
流
山
市
か
ら
搬
出
さ
れ
、

大
館
市
の
中
間
処
理
施
設
エ
コ
シ
ス
テ
ム
秋
田
で
処
理
し
た
後
、
小
坂
町
の
最
終
処
分
場
グ
リ
ー
ン
フ
ィ
ル
小
坂
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●（公開講演１）　

に
埋
め
立
て
ら
れ
る
予
定
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
そ
の
後
、
す
で
に
松
戸
市
か
ら
同
様
の
廃
棄
物
が

グ
リ
ー
ン
フ
ィ
ル
小
坂
に
埋
め
立
て
ら
れ
た
こ
と
、
大
館
市
の
最
終
処
分
場
「
エ
コ
シ
ス
テ
ム
花
岡
」
に
埋
め
立

て
ら
れ
た
も
の
が
あ
る
こ
と
も
明
ら
か
と
な
っ
た
。
小
坂
町
と
大
館
市
は
廃
棄
物
の
受
け
入
れ
を
停
止
し
、
松
戸

市
や
流
山
市
、
Ｄ
Ｏ
Ｗ
Ａ
エ
コ
シ
ス
テ
ム
は
両
市
町
に
謝
罪
し
た）

3
（

。

秋
田
県
は
、
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
東
北
六
県
の
中
で
死
者
が
出
な
か
っ
た
唯
一
の
県
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

大
地
震
と
原
発
事
故
か
ら
数
ヶ
月
た
っ
た
と
こ
ろ
で
、
突
然
こ
う
い
う
事
件
が
起
こ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
直

接
で
は
な
く
、
千
葉
と
い
う

関
東
を
経
由
し
た
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
は
、
日
本
の
各
地

方
が
複
雑
に
構
造
化
さ
れ
た

こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の

点
か
ら
こ
の
事
件
は
、
日
本

に
お
け
る
「
国
土
開
発
」
や

「
地
域
開
発
」
の
歴
史
を
背

景
に
し
て
理
解
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
が
分
か
る
。

本
稿
で
は
、
近
代
日
本
と
く

に
戦
後
の
小
坂
・
大
館
の
地

写真１　�放射性セシウムを含んだ焼却灰の搬入を�
報じた第一報

� � � � （『秋田魁新報』� 2011.07.12）
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域
史
を
通
し
て
、
こ
の
問
題
の
由
来
を
考
え
た
い
。

同
和
鉱
業
と
北
鹿
地
域

こ
の
、
大
館
市
を
中
心
と
し
た
「
北ほ

く

鹿ろ
く

地
域
」
と
よ
ば

れ
る
地
域
を
語
る
と
き
に
は
、
Ｄ
Ｏ
Ｗ
Ａ
グ
ル
ー
プ
は

欠
か
せ
な
い
。
こ
の
企
業
体
は
戦
前
は
藤
田
組
と
な
の
っ

て
お
り
、
戦
後
は
同
和
鉱
業
と
い
う
名
前
で
営
業
し
、

二
〇
〇
六
年
に
持
株
会
社
Ｄ
Ｏ
Ｗ
Ａ
グ
ル
ー
プ
と
な
っ
た
。

図
１
は
一
九
八
五
年
当
時
の
こ
の
地
域
の
同
和
鉱
業
関
係

鉱
山
で
あ
る
。
こ
れ
は
同
社
の
社
史
に
掲
載
さ
れ
た
も
の

な
の
で
、
同
和
鉱
業
関
係
鉱
山
し
か
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、

鹿
角
市
の
尾
去
沢
鉱
山
（
三
菱
）
や
小
坂
町
の
相
内
鉱
山

（
日
東
金
属
鉱
山
）
な
ど
、
ほ
か
の
会
社
が
経
営
す
る
鉱

山
も
こ
の
地
域
に
集
中
し
て
い
た
。
同
和
鉱
業
は
、
鉱
石

な
ど
を
運
ぶ
た
め
の
鉄
道
（
小
坂
鉄
道
）
も
持
っ
て
い
た
。

小
坂
鉄
道
は
大
館
と
小
坂
・
花
岡
の
両
鉱
山
を
つ
な
ぐ
も

の
で
、
一
九
〇
九
年
（
小
坂

－

大
館
間
の
開
通
年
。
花
岡

－

大
館
間
は
一
九
一
四
年
よ
り
）
か
ら
二
〇
〇
九
年
ま
で

図１　1985年当時の同和鉱業関係鉱山
（同和鉱業株式会社社史編纂委員会編『創業百年史』資料編、1985年より）
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●（公開講演１）　

営
業
し
て
い
た
。
鉱
石
や
製
品
な
ど
の
運
搬
の
た
め
に
建
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
一
九
九
四
年
ま
で
は
旅

客
営
業
も
行
っ
て
お
り
、
現
在
は
廃
線
跡
が
レ
ー
ル
バ
イ
ク
コ
ー
ス
に
な
っ
て
い
た
り
、
小
坂
駅
跡
が
観
光
地
に

な
っ
た
り
し
て
い
る
。
ま
た
東
北
自
動
車
道
は
こ
の
時
期
ま
だ
開
通
し
て
い
な
い
。

小
坂
鉱
山
の
開
発
は
、「
元
山
」
と
呼
ば
れ
る
地
域
か
ら
始
ま
っ
た
。
元
山
鉱
床
は
一
八
六
一
年
に
小
坂
村
で

鉛
山
を
経
営
し
て
い
た
人
物
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
、
当
初
は
銀
を
採
取
し
て
い
た）

4
（

。
そ
し
て
明
治
維
新
後
、
南
部

藩
や
南
部
家
の
経
営
お
よ
び
官
営
の
時
期
を
へ
て
、
一
八
八
四
年
に
藤
田
組
が
払
い
下
げ
を
受
け
た
。
こ
れ
は
松

方
正
義
に
よ
る
財
政
再
建
の
一
環
と
し
て
の
官
営
事
業
整
理
の
一
部
で
あ
っ
た）

5
（

。
ま
た
現
在
の
大
館
市
内
に
あ
る

花
岡
鉱
山
は
、
一
八
八
五
年
に
花
岡
の
住
民
が
発
見
し
た
鉱
脈
を
一
九
一
五
年
に
藤
田
組
が
買
収
し
た
も
の
で
あ

る
。
こ
の
鉱
山
は
当
初
大
館
の
人
物
が
経
営
し
て
い
た
が
、
一
九
〇
六
年
か
ら
す
で
に
、
花
岡
鉱
山
で
採
れ
た
銅

鉱
石
を
小
坂
に
売
鉱
し
て
お
り
、
小
坂
鉱
山
と
の
関
係
は
深
い
も
の
が
あ
っ
た
。

こ
の
地
域
と
藤
田
組
の
名
を
挙
げ
た
の
は
、「
黒
鉱
」
と
よ
ば
れ
る
鉱
物
の
製
錬
に
成
功
し
て
か
ら
で
あ
る
。

黒
鉱
は
金
・
銅
・
銀
・
亜
鉛
な
ど
の
硫
化
物
が
複
雑
に
混
合
し
た
鉱
石
で
、
外
見
の
黒
い
も
の
の
総
称
で
、
日
本

列
島
に
独
特
の
も
の
で
あ
る）

6
（

。
北
鹿
地
域
は
黒
鉱
を
豊
富
に
産
出
し
た
が
、
選
鉱
が
難
し
く
活
用
で
き
な
か
っ
た
。

当
初
原
料
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
の
は
、
黒
鉱
が
風
化
し
た
土
鉱
で
あ
っ
た
が
、
明
治
二
十
年
代
に
は
資
源
の

枯
渇
が
懸
念
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
日
清
戦
後
の
不
況
等
の
影
響
も
あ
り
、
藤
田
組
は
一
時
は
出
資
者
か
ら
小

坂
鉱
山
か
ら
の
撤
退
を
求
め
ら
れ
て
い
た）

7
（

。
し
か
し
、
一
八
九
九
年
こ
ろ
黒
鉱
か
ら
銅
を
中
心
と
し
た
製
錬
技
術

の
試
験
を
開
始
し
、
一
九
〇
二
年
に
は
新
し
い
製
錬
所
が
操
業
を
開
始
す
る
こ
と
で
、
黒
鉱
製
錬
の
実
用
化
に
成

功
し
た
。
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も
と
も
と
南
部
藩
に
属
し
て
い
た
小
坂
・
鹿
角
と
秋
田
藩
に
属
し
て
い
た
大
館
は
、
鉱
山
の
開
発
に
よ
っ
て
、

鉱
業
を
中
心
と
し
た
ひ
と
つ
の
地
域
社
会
と
な
っ
て
き
た
。
小
坂
鉄
道
は
小
坂
と
大
館
・
大
館
と
花
岡
を
結
び
、

そ
の
相
互
で
鉱
石
や
製
錬
さ
れ
た
金
属
が
往
復
し
、
大
館
や
小
坂
（
そ
し
て
鹿
角
市
の
尾
去
沢
鉱
山
と
花
輪
周
辺

も
）
は
、
鉱
山
企
業
と
そ
の
労
働
者
が
く
ら
す
都
市
と
し
て
成
長
し
た
。

鉱
山
は
、
た
ん
に
労
働
の
場
を
提
供
す
る
だ
け
で
な
く
、
社
宅
・
病
院
・
購
買
部
・
ま
た
神
社
な
ど
も
も
ち
、

従
業
員
の
衣
食
住
に
深
く
企
業
が
関
わ
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
地
域
を
「
社
宅
街
」
と
よ
ん
で
、
地
域
社
会
の

生
活
過
程
が
鉱
山
と
い
う
産
業
の
な
か
に
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
研
究
者
も
い
る（

８
）。

小
坂
に
お
け
る
そ
の
一
例
と
し
て
、「
電
気
祭
り
」
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
藤
田
組
の
創
設
者
で
あ
る
藤

田
伝
三
郎
は
、
小
坂
鉱
山
の
経
営
に
乗
り
出
す
以
前
の
大
阪
時
代
に
、
す
で
に
水
力
発
電
を
行
っ
て
い
た
。
小
坂

で
は
一
八
九
七
年
に
水
力
発
電
が
は
じ
ま
り
、
製
錬
や
電
灯
利
用
、
電
力
に
よ
る
運
搬
に
使
用
さ
れ
た（

９
）。

そ
れ
だ

け
で
な
く
、
こ
の
電
力
は
社
宅
に
も
供
給
さ
れ
た
。
社
宅
で
は
「
電
力
は
た
と
え
余
っ
て
も
こ
れ
を
蓄
積
で
き
な

い
か
ら
と
言
い
、
ま
た
、
当
時
お
そ
ら
く
高
価
で
あ
っ
た
ろ
う
電
球
を
保
護
す
る
意
味
を
含
め
て
、
電
灯
の
つ
け

っ
ぱ
な
し
と
い
う
習
慣
が
身
に
つ
い
た）

₁₀
（

」
と
い
う
。

社
宅
は
鉱
山
の
従
業
員
に
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
他
の
住
民
も
含
め
て
、
小
坂
鉱
山
の
山
神
社
の
夏

の
例
大
祭
は
、「
電
気
祭
り
」
と
よ
ば
れ
る
地
域
の
行
事
で
も
あ
っ
た
。
山
神
社
は
製
錬
所
中
央
の
高
台
に
あ
る

が
、
祭
り
の
日
に
は
参
道
か
ら
神
社
ま
で
電
球
が
つ
ら
ね
ら
れ
、
麓
の
市
街
地
を
挟
ん
だ
反
対
側
か
ら
で
も
み
え

る
ほ
ど
で
あ
っ
た
と
い
う
。
鉱
山
が
設
置
し
た
近
代
的
な
病
院
な
ど
も
含
め
、
鉱
山
業
は
地
域
社
会
に
と
っ
て
、

生
活
を
変
え
る
「
文
明
」
そ
の
も
の
で
も
あ
っ
た
。
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近
代
の
文
明
化
が
お
し
な
べ
て
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
光
の
面
は
影
を
伴
っ
て
い
た
。
鉱
山
周
辺
地
域
は
ど
こ

で
も
、
煙
や
排
水
に
よ
る
鉱
害
に
な
や
ま
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
の
地
域
も
同
様
で
あ
る
。
黒
鉱
は
硫
化
物
で
あ
り
、

イ
オ
ウ
と
金
属
の
結
合
し
た
も
の
か
ら
金
属
を
取
り
だ
す
た
め
、
そ
の
過
程
で
亜
硫
酸
ガ
ス
が
発
生
す
る
こ
と
に

な
り
、
小
坂
や
大
館
を
は
じ
め
と
す
る
米
代
川
上
流
域
は
、
全
体
が
非
常
に
大
き
な
被
害
を
受
け
た
。

大
正
時
代
に
は
小
坂
鉱
山
の
労
働
組
合
と
農
民
が
手
を
結
び
、
大
争
議
が
お
こ
っ
た
た
め
、
煙
害
は
補
償
の
対

象
と
な
っ
て
い
く
。
煙
害
補
償
の
た
め
に
藤
田
組
は
自
前
の
農
業
試
験
場
を
持
っ
て
お
り
、
亜
硫
酸
ガ
ス
に
よ
る

影
響
、
煙
が
過
ぎ
て
日
が
当
た
ら
な
い
こ
と
に
よ
る
被
害
、
そ
れ
に
よ
る
収
量
減
の
程
度
な
ど
を
試
験
し
て
い
た
。

米
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
稲
わ
ら
も
か
つ
て
は
非
常
に
重
要
な
資
源
で
あ
っ
た
し
、
畑
作
物
と
し
て
大
豆
、
果
樹

園
、
自
家
用
の
果
樹
蔬
菜
、
ス
ギ
な
ど
の
木
材
な
ど
に
つ
い
て
も
毎
年
補
償
額
を
計
算
し
、
農
家
と
の
交
渉
を
行

っ
た
と
い
う）

₁₁
（

。
な
お
、
現
在
、
小
坂
町
の
シ
ン
ボ
ル
と
な
っ
て
い
る
ア
カ
シ
ア
（
ニ
セ
ア
カ
シ
ア
）
は
、
煙
害
に

耐
え
う
る
樹
木
と
し
て
導
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
か
ぎ
ら
ず
、
た
と
え
ば
小
坂
鉱
山
事
務
所
や
芝
居
小

屋
で
あ
る
康
楽
館
ま
た
小
坂
鉄
道
な
ど
、
こ
の
時
代
の
遺
物
が
今
日
の
小
坂
町
で
は
観
光
資
源
と
な
っ
て
い
る
。

も
う
一
つ
、
鉱
山
か
ら
の
排
水
に
有
毒
物
質
が
含
ま
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
農
業
用
水
路
を
つ
く
っ
て

い
た
。
鉱
山
か
ら
の
排
水
が
河
川
に
合
流
す
る
よ
り
も
ず
っ
と
上
流
の
水
を
分
水
し
、
米
代
川
ぞ
い
に
下
流
の
田

ま
で
水
路
を
引
い
た
も
の
で
あ
る
。
煙
害
の
補
償
は
、
一
九
六
八
年
に
亜
硫
酸
ガ
ス
を
硫
酸
と
し
て
回
収
す
る
シ

ス
テ
ム
が
確
立
し
て
終
了
し
た
が
、
農
業
用
水
路
は
現
在
で
も
使
わ
れ
て
い
る
。

被
害
と
補
償
の
範
囲
は
、
小
坂
町
だ
け
で
な
く
大
館
市
や
現
在
の
北
秋
田
市
に
ま
で
及
ぶ
広
範
囲
の
も
の
で
あ

っ
た
。
鉱
山
業
は
、
別
の
意
味
で
も
こ
の
地
域
を
ひ
と
つ
の
地
域
と
し
て
形
成
し
た
と
言
え
よ
う
。
戦
前
の
日
本
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に
お
い
て
、
こ
の
地
域
を
含
む
秋
田
県
は
銅
な
ど
の
非
鉄
金
属
を
中
心
と
し
て
、
石
油
も
含
め
た
鉱
物
資
源
の
貴

重
な
産
地
で
あ
っ
た
が
、
い
っ
ぽ
う
で
そ
れ
ら
の
資
源
を
利
用
し
た
重
工
業
が
さ
か
ん
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

秋
田
市
に
製
造
業
と
し
て
は
銅
な
ど
の
製
錬
は
あ
っ
て
も
、
工
業
地
帯
が
形
成
さ
れ
た
と
ま
で
は
言
え
な
い
だ
ろ

う
。

戦
後
の
「
黒
鉱
ブ
ー
ム
」
と
そ
の
終
焉

戦
時
中
の
一
九
四
四
年
に
は
、
藤
田
組
は
国
策
会
社
と
し
て
の
帝
国
鉱
業
開
発
株
式
会
社
に
吸
収
さ
れ
る
が
、

終
戦
後
は
す
ぐ
に
解
体
し
、
小
坂
・
花
岡
両
鉱
山
は
藤
田
組
の
経
営
に
戻
る
。
こ
の
際
、
商
号
を
「
同
和
鉱
業
」

と
あ
ら
た
め
た
。
敗
戦
直
後
は
、
戦
時
中
の
増
産
強
行）

₁₂
（

に
よ
る
施
設
の
荒
廃
や
ド
ッ
ジ
・
ラ
イ
ン
に
よ
る
不
況
な

ど
の
困
難
な
状
況
が
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
状
況
で
一
九
五
〇
年
か
ら
の
朝
鮮
戦
争
は
、
日
本
経
済
一
般
に
特
需

を
も
た
ら
し
た
が
、
こ
の
地
域
の
鉱
山
の
主
力
で
あ
っ
た
非
鉄
金
属
も
ま
た
同
様
で
あ
っ
た
。
朝
鮮
戦
争
の
休
戦

は
不
況
も
も
た
ら
し
た
が
、
そ
の
後
の
高
度
経
済
成
長
に
よ
っ
て
市
場
は
さ
ら
に
拡
大
し
た
。

こ
れ
に
並
行
し
て
、
こ
の
地
域
で
も
新
た
な
鉱
脈
の
探
索
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
。
同
和
鉱
業
で
は

一
九
五
〇
年
に
小
坂
・
花
岡
お
よ
び
岡
山
の
柵
原
鉱
山
に
つ
い
て
の
新
鉱
床
探
査
作
業
計
画
が
立
て
ら
れ
、
探
鉱

技
術
者
が
配
置
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
日
本
政
府
も
、
一
九
六
三
年
に
金
属
鉱
物
探
鉱
融
資
事
業
団）

₁₃
（

を
組
織
し

た
。
事
業
団
は
銅
・
鉛
・
亜
鉛
・
マ
ン
ガ
ン
の
新
鉱
床
探
鉱
作
業
に
融
資
す
る
と
と
も
に
、
地
質
構
造
調
査
を
お

こ
な
っ
た
が
、
一
九
六
四
年
度
に
最
初
に
調
査
対
象
地
域
に
な
っ
た
の
は
北
鹿
地
域
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、

新
鉱
床
の
開
発
は
、
官
民
を
挙
げ
て
の
事
業
で
あ
っ
た）

₁₄
（

。
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そ
の
結
果
、
小
坂
で
は
一
九
五
九
年
に
「
内
の
岱
」
と
一
九
六
二
年
に
「
上
向
」、
花
岡
で
は
一
九
六
六
年
に

「
松
峰
」
な
ど
の
鉱
床
が
開
発
さ
れ
た
ほ
か
、
日
本
鉱
業
（
日
鉱
）
が
釈
迦
内
鉱
床
を
開
発
す
る
な
ど
、
同
和
鉱

業
以
外
の
企
業
も
新
鉱
床
の
開
発
を
進
め
た
。
一
九
六
〇
年
代
の
北
鹿
地
域
は
「
黒
鉱
ブ
ー
ム
」
に
沸
い
た
。
こ

れ
に
連
動
し
て
、
一
九
六
五
年
に
は
、
秋
田
湾
地
区
が
新
産
業
都
市
に
指
定
さ
れ
、
木
材
加
工
と
と
も
に
非
鉄
金

属
の
製
錬
と
加
工
の
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
が
計
画
さ
れ
た
。
こ
の
当
時
の
様
子
を
、
秋
田
県
広
報
協
会
発
行
の
『
あ
き

た
』
は
次
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
。
や
や
長
く
な
る
が
、
紹
介
し
た
い
。

（
前
略
）

数
あ
る
県
北
の
鉱
山
が
、
ヤ
マ
の
有
史
以
来
か
か
っ
て
掘
り
出
し
た
鉱
石
全
部
あ
わ
せ
て
三
千
万
ト
ン
そ
こ
そ

こ
と
い
う
か
ら
、
か
り
に
六
千
万
ト
ン
と
し
て
も
、
そ
の
量
の
ぼ
う
大
を
は
か
り
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ど
ん

な
に
需
要
が
ふ
え
、
ど
ん
な
に
進
歩
し
た
機
械
で
掘
り
出
し
て
も
、
ま
ず
五
十
年
が
と
こ
掘
れ
る
と
は
一
致
し
た

見
方
の
よ
う
で
あ
る
。

（
中
略
）

し
か
し
、
黒
鉱
開
発
と
県
政
と
の
接
点
は
新
産
都
市
建
設
計
画
の
上
に
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な

わ
ち
新
産
の
基
本
計
画
で
は
化
鉱
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
に
よ
っ
て
電
気
銅
、
伸
銅
品
、
電
気
亜
鉛
、
硫
酸
、
硫
安
、
燐

酸
な
ど
の
二
次
、
三
次
製
品
を
生
産
し
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
そ
こ
へ
到
る
第
一
関
門
は
県
内
に
精
練
所
を
設
置

す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い
く
ら
本
県
が
地
下
に
無
尽
蔵
の
宝
の
山
を
抱
え
て
い
る
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
、
掘

り
出
さ
れ
た
も
の
が
宝
に
還
元
さ
れ
る
前
に
他
県
へ
持
ち
運
ば
れ
て
、
残
さ
れ
た
も
の
は
〝
公
害
〟
だ
け
と
い
う
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の
で
は
、
せ
っ
せ
と
や
っ
た
公
共
投
資
の
分
だ
け
マ
イ
ナ
ス
と
い
う
結
果
を
生
む
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
こ

れ
ま
で
小
畑
知
事
は
幾
度
と
な
く
「
共
同
に
よ
る
地
元
精
錬
」
の
実
現
を
鉱
山
側
へ
強
く
働
き
か
け
て
き
た
の
で

あ
る
。

（
中
略
）

こ
れ
で
「
黒
鉱
サ
マ
、
サ
マ
」
の
理
由
が
ほ
ぼ
お
わ
か
り
の
こ
と
と
思
う
。
で
は
、
こ
の
黒
鉱
は
地
元
で
ど
の

よ
う
な
歓
迎
ぶ
り
を
受
け
て
い
る
だ
ろ
う
か
、
そ
の
中
心
と
な
る
大
館
市
を
た
ず
ね
て
み
た
。

同
市
は
人
口
約
六
万
二
千
、
県
内
第
三
の
都
市
だ
が
、
い
ま
に
二
位
の
能
代
市
を
追
い
越
そ
う
勢
い
で
あ
る
。

な
に
し
ろ
県
内
の
各
市
町
村
が
軒
な
み
に
人
口
の
流
出
に
悩
ん
で
い
る
と
き
人
口
増
加
を
示
し
て
い
る
の
は
秋
田

市
と
こ
こ
の
二
市
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
大
館
市
で
も
農
業
人
口
の
減
少
は
例
に
も
れ
ず
、
そ
の
数
は
年
間
三
百
人

と
い
う
か
ら
、
黒
鉱
の
開
発
に
つ
れ
て
ふ
く
れ
上
っ
て
い
る
ブ
ー
ム
の
町
で
あ
る
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
の
で
あ
る
。

（
中
略
）

だ
が
、
こ
の
流
入
人
口
は
、
地
元
で
は
手
放
し
で
よ
ろ
こ
ば
れ
て
は
い
な
い
よ
う
だ
。
日
鉱
で
は
、
こ
と
し
花

岡
工
高
卒
五
人
、
女
子
高
校
卒
六
人
、
中
卒
九
人
、
二
十
歳
前
後
の
抗
内
作
業
員
十
人
を
採
用
し
た
の
だ
が
、
地

元
と
し
て
は
労
働
力
の
吸
収
と
い
う
こ
と
に
は
、
も
っ
と
過
大
な
期
待
を
か
け
て
い
た
フ
シ
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
景
気
と
い
う
面
で
も
、
ア
テ
が
は
ず
れ
た
と
い
う
。
日
鉱
は
選
鉱
場
や
抗
道
な
ど
の
建
設
に
す
で
に

十
六
億
円
を
か
け
、
さ
ら
に
月
産
三
万
ト
ン
体
制
ま
で
に
は
二
十
二
億
円
を
か
け
る
と
い
う
の
だ
が
、
こ
の
投
資

の
大
半
は
大
手
の
会
社
や
系
列
の
業
者
の
請
負
う
と
こ
ろ
と
な
っ
て
「
せ
め
て
一
割
を
」
と
い
う
地
元
の
期
待
す

ら
む
な
し
か
っ
た
か
ら
だ
。
松
峯
に
三
十
五
億
円
を
投
ず
る
と
い
う
同
和
の
場
合
も
そ
の
例
に
も
れ
な
い
よ
う
だ
。
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（
中
略
）

そ
れ
に
し
て
も
鉱
山
は
永
遠
の
も
の
で
は
な
い
。
い
つ
か
廃
山
に
な
っ
た
時
に
、
産
業
都
市
変
じ
て
〝
火
の
消

え
た
町
〟
に
な
ら
ぬ
よ
う
、
秋
田
湾
地
区
ば
か
り
で
は
な
く
、
地
元
に
も
伸
銅
や
電
線
な
ど
の
、
れ
っ
き
と
し
た

工
業
を
お
こ
し
た
い
と
い
う
の
が
、
大
館
市
の
ビ
ジ
ョ
ン
の
よ
う
で
あ
る
。

（
中
略
）

市
企
画
室
長
の
湯
瀬
富
彦
氏
は
『
黒
鉱
開
発
が
、
ム
ー
ド
と
し
て
街
の
景
気
を
刺
戟
し
て
い
る
こ
と
は
事
実
で

す
が
、
実
質
ど
れ
だ
け
の
金
が
も
た
ら
さ
れ
た
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
疑
問
で
す
。
現
代
で
は
、
ヤ
マ
を
中
心

に
町
の
運
命
が
左
右
さ
れ
る
と
い
う
ブ
ー
ム
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
し
、
考
え
て
も
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
に
相
手
は
企

業
で
す
か
ら
、
自
治
体
と
し
て
は
行
政
の
範
囲
に
お
い
て
、
地
域
が
な
る
べ
く
そ
こ
か
ら
多
く
の
利
益
を
享
受
で

き
る
よ
う
に
配
慮
す
る
だ
け
で
す
。（
中
略
）』
と
語
る
。

（
後
略）

₁₅
（

）
こ
こ
で
は
、
新
た
な
鉱
脈
が
五
〇
年
の
寿
命
を
期
待
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
資
源
の
供
給
だ
け
で
な
く
加
工

産
業
を
も
期
待
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
と
も
に
、
そ
の
効
果
が
人
的
に
も
経
済
的
に
も
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ

と
も
同
時
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
と
く
に
印
象
的
な
の
は
、
記
事
の
前
半
で
「
ど
ん
な
に
需
要
が
ふ
え
、
ど
ん
な

に
進
歩
し
た
機
械
で
掘
り
出
し
て
も
、
ま
ず
五
〇
年
が
と
こ
掘
れ
る
と
は
一
致
し
た
見
方
」
と
し
な
が
ら
、
後
半

で
は
「
鉱
山
は
永
遠
の
も
の
で
は
な
い
」
と
あ
っ
さ
り
と
言
い
切
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
予
想
通

り
、
黒
鉱
ブ
ー
ム
は
五
〇
年
ど
こ
ろ
か
二
〇
年
も
続
か
な
か
っ
た
。
一
九
七
一
年
の
ニ
ク
ソ
ン
シ
ョ
ッ
ク
後
の
変
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動
為
替
相
場
制
へ
の
移
行
に
よ
る
円
高
な
ど
に
よ
り
、
海
外
か
ら
の
買
鉱
が
経
済
的
に
ま
さ
る
よ
う
に
な
り
、
鉱

山
企
業
は
次
第
に
国
内
で
の
採
掘
の
規
模
縮
小
を
迫
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

と
く
に
一
九
八
五
年
九
月
の
プ
ラ
ザ
合
意
以
降
の
急
激
な
円
高
の
進
行
は
、
深
刻
な
影
響
を
あ
た
え
た
よ
う
だ
。

そ
の
直
前
、
た
と
え
ば
同
和
鉱
業
創
業
百
周
年
記
念
式
典
（
一
九
八
四
年
九
月
十
四
日
）
で
の
社
長
あ
い
さ
つ
で

は
、「
わ
が
社
と
し
ま
し
て
は
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
す
が
、
ま
ず
第
一
に
強
力
な
効
率
的
な
探
鉱
に
よ
り
高

品
位
黒
鉱
鉱
床
の
倍
増
を
図
る
こ
と
で
あ
り）

₁₆
（

」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
あ
い
さ
つ
を
収
録
す
る
『
創
業
百
年

史
』（
一
九
八
五
年
五
月
刊
）
は
、
オ
ー
ト
メ
ー
シ
ョ
ン
化
や
新
規
事
業
へ
の
進
出
を
打
ち
出
し
て
は
い
る
が
、

公
式
に
は
こ
の
地
域
で
の
採
鉱
を
前
提
と
し
た
経
営
を
進
め
る
姿
勢
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
一
九
八
四

年
の
『
広
報
お
お
だ
て
』
は
、
花
岡
の
稲
荷
沢
鉱
床
で
露
天
掘
り
が
始
ま
っ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る）

₁₇
（

。

し
か
し
一
九
八
六
年
に
は
大
館
市
や
商
工
団
体
な
ど
が
「
大
館
市
鉱
山
緊
急
対
策
本
部
」
を
設
置
し
、
鉱
山
を

存
続
さ
せ
る
た
め
の
運
動
を
展
開
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
を
紹
介
す
る
『
広
報
お
お
だ
て
』
の
記
事
で
は
、

「
長
期
に
わ
た
る
金
属
価
格
の
低
迷
で
鉱
山
は
赤
字
経
営
を
続
け
て
お
り
、
休
廃
止
す
る
鉱
山
も
出
て
い
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
昨
年
十
一
月
当
市
で
「
金
属
鉱
業
危
機
突
破
全
国
大
会
」
を
開
き
、
国
な
ど
へ
陳
情
運
動
を
し
て
き
ま

し
た
。
さ
ら
に
昨
年
十
二
月
頃
か
ら
は
価
格
の
低
迷
に
加
え

て
円
高
の
誘
導
政
策
に
よ
り
金
属
価
格
が
大
幅
に
下
落
し
、

鉱
山
経
営
は
最
悪
の
事
態
に
直
面
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る）

₁₈
（

。

そ
の
後
一
九
八
七
年
に
は
日
鉱
の
釈
迦
内
鉱
山
が
閉
山
し
、

さ
ら
に
「
黒
鉱
ブ
ー
ム
」
の
象
徴
で
あ
っ
た
小
坂
の
内
の
岱

年度 1963 1966 1969 1972 1975 1978 1981 1986 1991 1999 2001 2004
農林水産業 706 607 271 296 269 736 238 326 160 319 135
鉱業 2,054 2,462 2,802 2,524 1,971 1,539 1,613 896 397 46 17 16
建設業 1,866 3,173 4,329 4,060 3,950 4,340 4,192 3,542 3,675 3,797 3,483 3,212
製造業 3,385 4,058 4,537 4,221 4,268 4,484 4,931 5,310 6,985 5,061 4,614 4,488
卸小売業 5,932 6,723 7,868 9,003 9,322 9,754 10,478 9,769 9,475 9,335 9,547 9,239
金融・保険業 539 798 734 839 661 756 923 1,022 1,004 849 790 652
不動産業 44 68 154 163 183 241 234 245 228 254 193 210
運輸通信業 2,480 3,213 2,941 1,331 1,285 1,340 2,769 1,724 2,130 1,894 1,918 1,704
電気ガス水道業 216 303 152 152 123 131 157 134 108 90 132 65
サービス業 3,747 4,566 5,257 4,260 4,442 4,693 7,359 5,614 5,997 6,706 8,694 7,304
合計 20,263 26,070 29,381 26,824 26,501 27,547 33,392 28,494 30,325 28,192 29,707 27,025
鉱業従事者の割合 10.1% 9.4% 9.5% 9.4% 7.4% 5.6% 4.8% 3.1% 1.3% 0.2% 0.1% 0.1%
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鉱
床
は
一
九
九
〇
年
に
、
花
岡
の
松
峰
鉱
床
は
一
九
九
四
年

に
採
掘
を
中
止
し
、
こ
の
地
域
の
鉱
山
は
す
べ
て
閉
山
と
な

っ
た
。
た
だ
し
、
小
坂
に
お
け
る
製
錬
事
業
は
継
続
し
、
金

属
リ
サ
イ
ク
ル
の
拠
点
と
な
る
。

閉
山
の
影
響

一
九
八
五
年
に
お
け
る
、
大
館
市
の
経
済
に
与
え
る
鉱
山

の
影
響
を
、
先
に
紹
介
し
た
『
広
報
お
お
だ
て
』
は
次
の
よ

う
に
説
明
す
る
。

当
市
の
基
幹
産
業
で
あ
る
鉱
業
は
、
現
在
四
鉱
山
か
ら
月

産
約
十
万
ト
ン
の
鉱
石
を
採
掘
し
、
工
業
出
荷
額
は
二
百

二
十
八
億
円
で
、
地
元
関
連
企
業
へ
の
発
注
額
は
四
十
二
億

円
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
鉱
山
関
係
人
口
は
約
四
千

四
百
人
で
、
大
館
市
の
全
人
口
の
六
％
に
当
た
り
ま
す
。

（
中
略
）

鉱
山
不
況
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
地
域
経
済
に
影
響
し

て
い
ま
す
。
銅
の
価
格
が
ピ
ー
ク
で
あ
っ
た
五
十
四
年

（大館市『第６回大館市の調査資料（昭和49年、50年分）』1975、同『第８回大館市の統計資料（昭和53・54・
55年分）』1986、大館市『第13回大館市の統計（平成３・４・５年分）』1994、および「e-Stat」（https://www.
e-stat.go.jp/）中の「事業所・企業統計調査」より筆者作成）
注記：大館市は1967年に、花岡鉱山が立地していた花矢町を編入している。本表では1967年から2004年まで
の大館市域を対象とするために、「1963」および「1966」の列には編入前の大館市と花矢町の数値を合計した
ものを記した。なお2005年には比内町・田代町が大館市に編入されているが、両町の範囲は含まれていない。

表１　旧大館市の産業分類別従業者数（単位：人）

年度 1963 1966 1969 1972 1975 1978 1981 1986 1991 1999 2001 2004
農林水産業 706 607 271 296 269 736 238 326 160 319 135
鉱業 2,054 2,462 2,802 2,524 1,971 1,539 1,613 896 397 46 17 16
建設業 1,866 3,173 4,329 4,060 3,950 4,340 4,192 3,542 3,675 3,797 3,483 3,212
製造業 3,385 4,058 4,537 4,221 4,268 4,484 4,931 5,310 6,985 5,061 4,614 4,488
卸小売業 5,932 6,723 7,868 9,003 9,322 9,754 10,478 9,769 9,475 9,335 9,547 9,239
金融・保険業 539 798 734 839 661 756 923 1,022 1,004 849 790 652
不動産業 44 68 154 163 183 241 234 245 228 254 193 210
運輸通信業 2,480 3,213 2,941 1,331 1,285 1,340 2,769 1,724 2,130 1,894 1,918 1,704
電気ガス水道業 216 303 152 152 123 131 157 134 108 90 132 65
サービス業 3,747 4,566 5,257 4,260 4,442 4,693 7,359 5,614 5,997 6,706 8,694 7,304
合計 20,263 26,070 29,381 26,824 26,501 27,547 33,392 28,494 30,325 28,192 29,707 27,025
鉱業従事者の割合 10.1% 9.4% 9.5% 9.4% 7.4% 5.6% 4.8% 3.1% 1.3% 0.2% 0.1% 0.1%
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（
一
九
七
九
年
─
引
用
者
注
）
ご
ろ
に
は
鉱
産
税
は
二
億
円
を
超
え
て
い
ま
し
た
が
、
年
々
下
が
り
、
六
一
年
度

予
算
案
で
は
一
億
八
〇
〇
万
円
と
な
り
大
幅
な
ダ
ウ
ン
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
鉱
山
を
取
り
巻
く
鉄
工
、
土

建
、
運
輸
業
な
ど
に
も
大
き
な
影
響
が
出
て
お
り
、
一
部
の
会
社
で
は
従
業
員
を
解
雇
す
る
と
い
う
最
悪
の
事
態

も
で
て
い
ま
す）

₁₉
（

。

こ
こ
で
い
う
「
四
鉱
山
」
は
、
同
和
鉱
業
の
松
峰
・
深
沢
・
餌
釣
の
各
鉱
床
と
、
日
鉱
の
釈
迦
内
鉱
山
を
さ
す）

₂₀
（

。

鉱
山
関
係
人
口
が
大
館
市
の
人
口
の
約
六
％
と
し
て
い
る
が
、
産
業
大
分
類
別
従
業
者
数
で
い
え
ば
、
一
九
八
一

年
の
大
館
市
内
の
事
業
所
の
全
従
業
者
三
万
三
三
九
二
人
の
う
ち
鉱
業
従
事
者
は
一
六
一
三
人
で
、
約
五
％
と
な

る）
₂₁
（

。
表
1
は
、「
事
業
所
・
企
業
統
計
調
査
」
の
結
果
に
よ
る
大
館
市
に
お
け
る
従
業
者
数
の
推
移
で
あ
る
が
、

「
黒
鉱
ブ
ー
ム
」
の
時
期
で
あ
っ
た
六
〇
年
代
か
ら
七
〇
年
代
初
め
に
は
鉱
業
事
業
所
の
従
業
員
が
お
お
む
ね

一
〇
％
弱
で
推
移
し
て
い
た
も
の
の
、
七
〇
年
代
に
入
る
と
次
第
に
下
降
し
、
九
〇
年
代
に
は
ほ
と
ん
ど
い
な
く

な
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
上
記
の
記
事
に
あ
る
よ
う
に
、
建
設
業
や
卸
小
売
業
な
ど
の
大
き
な
部
分
が
鉱
山
に
も

か
か
わ
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
鉱
山
の
経
営
危
機
の
影
響
は
こ
の
パ
ー
セ
ン
テ
ー
ジ
よ
り
も
は
る
か
に
大
き
な
も

の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

市
長
や
議
会
は
、
鉱
山
の
維
持
だ
け
で
な
く
雇
用
確
保
を
目
的
と
し
た
代
替
産
業
の
確
保
を
要
求
す
る
よ
う
に

な
り
、
一
九
八
七
年
に
は
同
和
鉱
業
が
所
有
す
る
花
岡
地
区
の
土
地
に
工
業
団
地
を
造
成
す
る
こ
と
を
き
め
、
製

造
業
の
誘
致
に
乗
り
出
し
た
。
ま
た
同
和
鉱
業
も
新
た
な
事
業
に
転
換
し
は
じ
め
た
が
、
そ
れ
が
リ
サ
イ
ク
ル
と

廃
棄
物
処
理
業
で
あ
っ
た
。



21

●（公開講演１）　

リ
サ
イ
ク
ル
産
業
と
廃
棄
物
処
理
業

小
坂
鉱
山
で
は
、
一
九
八
〇
年
か
ら
使
用
済
み
電
子
基
板
の
処
理
を
開
始
し
た）

₂₂
（

。
ま
た
一
九
八
七
年
に
は
花
岡

に
産
業
廃
棄
物
処
理
会
社
「
同
和
ク
リ
ー
ン
テ
ッ
ク
ス
」
が
設
立
さ
れ
た
。
さ
ら
に
一
九
九
九
年
以
降
の
同
和
鉱

業
で
は
、「
製
錬
」「
電
子
材
料
」「
金
属
加
工
」「
熱
処
理
」「
環
境
・
リ
サ
イ
ク
ル
」
を
ビ
ジ
ネ
ス
の
中
心
に
据

え
、
二
〇
〇
六
年
に
は
持
ち
株
会
社
「
Ｄ
Ｏ
Ｗ
Ａ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
」
と
し
て
、
こ
の
五
分
野
ご
と
に
分
社
化

し
た
体
制
を
取
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
う
ち
「
Ｄ
Ｏ
Ｗ
Ａ
エ
コ
シ
ス
テ
ム
」
に
よ
る
リ
サ
イ
ク
ル
製
錬
は
、

二
〇
〇
八
年
に
小
坂
に
Ｔ
Ｓ
Ｌ
炉
と
呼
ば
れ
る
新
型
の
製
錬
設
備
を
導
入
し
て
本
格
化
す
る
。
ま
た
こ
れ
よ
り
ま

え
の
一
九
九
八
年
か
ら
は
、
通
産
省
（
当
時
）
と
環
境
省
が
す
す
め
る
エ
コ
タ
ウ
ン
計
画
の
一
つ
と
し
て
、
家
電

リ
サ
イ
ク
ル
と
リ
サ
イ
ク
ル
製
錬
拠
点
形
成
事
業
が
「
秋
田
北
部
エ
コ
タ
ウ
ン
事
業
」
と
し
て
承
認
さ
れ
る
。
以

下
の
文
章
は
、
こ
の
事
業
の
趣
旨
説
明
の
一
部
で
あ
る
。

秋
田
県
の
北
部
地
域
は
、
か
つ
て
世
界
有
数
の
鉱
山
地
域
で
、
そ
こ
で
採
掘
さ
れ
て
い
た
黒
鉱
と
呼
ば
れ
る
複

雑
硫
化
鉱
の
処
理
技
術
に
つ
い
て
は
、
世
界
の
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
で
、
こ
れ
ら
の
技
術
を
確
立
さ
せ
た
鉱
山
や
製
錬

所
を
活
用
し
た
金
属
リ
サ
イ
ク
ル
の
事
業
化
を
進
め
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
秋
田
ス
ギ
の
産
地
と
し
て
木
材
産
業

も
盛
ん
な
ほ
か
、
農
業
に
お
い
て
も
沿
岸
部
は
秋
田
県
有
数
の
野
菜
産
地
と
な
っ
て
い
て
、
こ
れ
ら
の
産
業
か
ら

出
る
廃
棄
物
の
処
理
に
つ
い
て
も
各
方
面
で
検
討
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
背
景
の
中
で
、
米
代
川
流
域

を
構
成
す
る
九
の
市
町
村
が
、
お
互
い
に
連
携
を
深
め
な
が
ら
廃
棄
物
対
策
に
取
り
組
み
、
資
源
循
環
型
産
業
へ
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の
転
換
を
図
り
、
豊
か
な
自
然
環
境
と
調
和
し
た
ま
ち
づ
く
り
を
目
指
し
て
、
エ
コ
タ
ウ
ン
の
計
画
づ
く
り
を
進

め
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た）

₂₃
（

。

こ
の
Ｈ
Ｐ
で
は
、「
秋
田
県
北
部
エ
コ
タ
ウ
ン
計
画
策
定
に
至
る
経
緯
」
と
し
て
年
表
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
の
冒
頭
は
「
平
成
6
年
3
月　

秋
田
県
内
の
非
鉄
金
属
鉱
山
閉
山
（
松
峰
鉱
山
、
深
沢
鉱
山
、
温
山
鉱
山
閉

山
）」
で
あ
り
、
そ
れ
に
つ
づ
い
て
「
平
成
7
年　

秋
田
県
、
鉱
山
代
替
産
業
促
進
事
業
開
始
／
通
商
産
業
省
、

リ
サ
イ
ク
ル
マ
イ
ン
パ
ー
ク
構
想
策
定
着
手
」
が
記
さ
れ
て
い
る
。
エ
コ
タ
ウ
ン
計
画
は
鉱
山
閉
山
に
伴
う
代
替

産
業
で
あ
り
、
ま
た
製
錬
技
術
を
応
用
し
た
と
い
う
点
で
鉱
山
業
を
引
き
継
ぐ
も
の
で
も
あ
っ
た
。

先
に
み
た
よ
う
に
、
花
岡
の
場
合
は
鉱
山
の
閉
山
に
伴
っ
て
工
業
団
地
を
造
成
し
た
が
、
そ
の
際
に
は
廃
棄
物

処
理
場
が
お
な
じ
団
地
内
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
誘
致
の
際
に
有
利
に
働
く
と
い
う
事
情
も
あ
っ
た
。『
広
報
お

お
だ
て
』
で
は
、
市
民
記
者
に
よ
る
同
和
ク
リ
ー
ン
テ
ッ
ク
ス
社
長
へ
の
取
材
記
事
を
一
面
全
体
を
使
っ
て
掲
載

し
て
い
る
が
、
そ
こ
で
の
社
長
の
こ
と
ば
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

（
前
略
）

小
坂
の
場
合
は
精
錬
所
が
あ
り
、
海
外
か
ら
の
原
料
入
手
に
よ
っ
て
生
き
延
び
ら
れ
る
で
し
ょ
う
が
、
花
岡
は

採
掘
だ
け
で
し
た
の
で
、
何
に
よ
っ
て
生
き
延
び
る
か
を
検
討
し
て
き
ま
し
た
。
そ
の
答
え
の
一
つ
が
「
ク
リ
ー

ン
テ
ッ
ク
ス
」
な
の
で
す
。
／
産
業
廃
棄
物
処
理
の
工
程
は
略
図
の
通
り
で
す
が
、
鉱
山
の
作
業
と
似
通
っ
て
い

る
の
が
わ
か
る
と
思
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
ご
く
自
然
に
取
り
組
め
る
、
こ
れ
が
答
え
の
第
一
の
理
由
で
す
。
ま
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た
、
出
鉱
は
減
っ
て
も
人
は
残
り
ま
す
し
、
人
は
技
術
を
持
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
人
た
ち
が
活
躍
で
き
る
事
業
で

あ
る
こ
と
が
二
つ
目
の
理
由
で
す
。

（
中
略
）

ま
た
、
今
や
産
業
構
造
に
お
い
て
も
ハ
イ
テ
ク
産
業
が
占
め
る
割
合
は
高
く
、
仮
に
大
館
に
こ
の
種
の
産
業
誘

致
を
考
え
て
も
、
産
業
廃
棄
物
処
理
場
が
近
く
に
あ
る
こ
と
は
進
出
企
業
に
と
っ
て
コ
ス
ト
が
安
く
な
る
と
い
う

メ
リ
ッ
ト
を
も
た
ら
す
は
ず
で
す
。

（
後
略
）

こ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
は
、
以
上
に
加
え
て
廃
棄
物
処
理
業
の
営
業
範
囲
と
し
て
「
や
は
り
五
〇
％
程
度
は
関

東
圏
、
残
り
を
東
北
圏
で
ま
か
な
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
」
と
述
べ
、
ま
た
イ
ン
タ
ビ
ュ
ア
ー
の
Ｐ
・
Ｃ
・
Ｂ

や
水
銀
を
取
り
扱
う
の
か
、
と
い
う
質
問
に
対
し
、
両
方
と
も
取
り
扱
わ
な
い
こ
と
、
建
設
・
土
木
作
業
に
よ
る

廃
土
処
理
を
例
に
と
っ
て
説
明
し
な
が
ら
「
重
金
属
は
化
学
分
解
し
て
、
物
質
本
来
の
性
質
に
戻
し
、
流
出
し
な

い
よ
う
固
体
化
し
て
埋
め
立
て
、
鉱
山
（
や
ま
）
に
あ
っ
た
状
態
に
近
く
し
て
、
自
然
へ
返
し
て
や
り
ま
す
」
と

説
明
し
て
い
る）

₂₄
（

。
鉱
山
と
の
連
続
性
の
ほ
か
、
こ
の
時
点
か
ら
（
産
業
廃
棄
物
に
つ
い
て
で
あ
る
が
）
関
東
圏
か

ら
の
受
け
入
れ
を
予
測
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
後
、
花
岡
と
小
坂
で
は
、
二
〇
〇
五
年
に
は
最
終
処
分
場
で
あ
る
グ
リ
ー
ン
フ
ィ
ル
小
坂
の
開
業
、

二
〇
〇
六
年
に
は
Ｄ
Ｏ
Ｗ
Ａ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
の
子
会
社
と
し
て
廃
棄
物
処
理
と
リ
サ
イ
ク
ル
を
あ
つ
か
う

Ｄ
Ｏ
Ｗ
Ａ
エ
コ
シ
ス
テ
ム
が
設
立
さ
れ
、
同
和
ク
リ
ー
ン
テ
ッ
ク
ス
は
エ
コ
シ
ス
テ
ム
秋
田
と
な
っ
て
廃
棄
物
処
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市町村・組合名
さいたま市
川口市
加須市・騎西町衛生施設組合
杉戸町
伊奈町
羽生市
上尾・桶川・伊奈衛生組合
志木地区衛生組合
東埼玉資源環境組合
小 計
松戸市
習志野市
市川市
柏・白井・鎌ヶ谷環境衛生組合
袖ケ浦市、木更津市、君津市
成田市
流山市
八街市
八千代市
我孫子市
船橋市
長生郡市広域市町村圏組合
鋸南地区衛生組合
佐倉、酒々井町清掃組合
かずさクリーンシステム
小 計
小山広域保健衛生組合
江戸崎地方衛生土木組合
多摩川衛生組合
大和市
小田原市
秦野市伊勢原市環境衛生組合
弘前地区環境整備事務組合
西北五環境整備組合
志太広域事務組合
長野市
穂高広域施設組合
松塩地区広域施設組合
木曽広域連合
不破郡垂井町
各務原市
犬山市
尾張旭市
白山石川広域事務組合
峡北広域行政事務組合
小 計
男鹿地区衛生処理一部事務組合
鹿角広域行政組合
エコシステム秋田
エコシステム小坂
大仙美郷環境事業組合
小 計
合 計

県名

栃木県
茨城県
東京都

静岡県

石川県
山梨県

愛知県

秋田県

埼玉県

干葉県

神奈川県

青森県

長野県

岐阜県

2013・2014は加須市

越谷市・草加市・八潮市・三郷市・吉川市・松伏町

南房総市・鋸南町

2013は弘前市

藤枝市・焼津市

2013は白山野々市広域事務組合

（小坂町役場町民課生活環境班資料より筆者作成。2014年度のみ計画。）

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 備考

1,839
282
156

1,383
6,023
9,683

732
5,872

891

894
696

1,227
496

6,811
1,783

166
545

1,893
14,511

479
3394
292

1,579

9,768
309

1,936
744
497
590
398

136
43

513
2,177

43
894

2,568
30

1,095
4,630

31,001

9,243 9,238 9,421 13,850 13,568 3,506 1,288 1,288
998 4,600 4,218 4,300 4,200 1,463 1,257 1,762

968 1,067 1,043 973 1,000 940 283 260
503 387 399 415 560 477 77
503 387 419 450 450 19 84

462 528
2 2

914
5,210

968 12,134 15,655 15,430 20,479 20,248 5,748 2,545 9,595
4,832 6,212 7,305 7,624 9,600 9,600 2,197
1,761 1,704 1,026 790 810 850 256 113 650

5,288 11,574 10,742 8,460 9,180 2,193 1,081 2,502
1,542 1,448 1,409 1,390 1,480 546 541

2,743 1,421 799
360 360 450

1,000 2,100 46 720
850 850 60 782
90 90

226
2,588

804
77

530
1,269

6,593 14,746 21,353 26,427 27,874 25,309 5,191 1,750 9,420
999 2,194 2,048 2,563 2,271 604
585 809 850 900 1,000 280 268

2,572 1,078 948 300 300 73 63 429
149 100 100 39 1,007

20
12,105 11,175 11,091 12,000 12,000 9,683 10,082

2,472 2,807 2,765 3,345 3,345 854 1,844
3,100 3,100 229

2,690
60 75 87 103 117

250 300 134 197 196
2,177

360 360 185 298 409

0 18,733 18,063 17,851 25,753 25,028 12,148 700 14,352
57 53 44 43

890 884 911 947
7,748 4,773 3,559 3,552

200 314 127 149
3,000

0 0 0 0 0 8,894 9,023 4,642 4,692
7,561 45,613 55,071 59,708 74,106 79,479 32,111 9,637 38,059

グリーンフィル小坂搬入分（単位：��t��／�年）
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理
の
一
環
を
担
う
。

グ
リ
ー
ン
フ
ィ
ル
小
坂
へ
の
一
般
廃
棄
物
搬
入
状
況
を
、
小
坂
町
役
場
の
受
け
入
れ
資
料
か
ら
み
る
と
（
表

２
）、
開
設
当
初
の
二
〇
〇
五
年
に
搬
入
し
て
い
る
の
は
千
葉
県
松
戸
市
（
四
八
三
二
ト
ン
）、
同
習
志
野
市

（
一
七
六
一
ト
ン
）、
埼
玉
県
加
須
市
・
騎
西
町
衛
生
施
設
組
合
で
、
い
ず
れ
も
東
京
の
近
郊
都
市
で
あ
る
。
そ
の

後
も
、
さ
い
た
ま
市
（
二
〇
〇
六
〜
）、
千
葉
県
市
川
市
（
二
〇
〇
六
〜
）
な
ど
埼
玉
・
千
葉
両
県
か
ら
の
搬
入

市町村・組合名
さいたま市
川口市
加須市・騎西町衛生施設組合
杉戸町
伊奈町
羽生市
上尾・桶川・伊奈衛生組合
志木地区衛生組合
東埼玉資源環境組合
小 計
松戸市
習志野市
市川市
柏・白井・鎌ヶ谷環境衛生組合
袖ケ浦市、木更津市、君津市
成田市
流山市
八街市
八千代市
我孫子市
船橋市
長生郡市広域市町村圏組合
鋸南地区衛生組合
佐倉、酒々井町清掃組合
かずさクリーンシステム
小 計
小山広域保健衛生組合
江戸崎地方衛生土木組合
多摩川衛生組合
大和市
小田原市
秦野市伊勢原市環境衛生組合
弘前地区環境整備事務組合
西北五環境整備組合
志太広域事務組合
長野市
穂高広域施設組合
松塩地区広域施設組合
木曽広域連合
不破郡垂井町
各務原市
犬山市
尾張旭市
白山石川広域事務組合
峡北広域行政事務組合
小 計
男鹿地区衛生処理一部事務組合
鹿角広域行政組合
エコシステム秋田
エコシステム小坂
大仙美郷環境事業組合
小 計
合 計

県名

栃木県
茨城県
東京都

静岡県

石川県
山梨県

愛知県

秋田県

埼玉県

干葉県

神奈川県

青森県

長野県

岐阜県

2013・2014は加須市

越谷市・草加市・八潮市・三郷市・吉川市・松伏町

南房総市・鋸南町

2013は弘前市

藤枝市・焼津市

2013は白山野々市広域事務組合

（小坂町役場町民課生活環境班資料より筆者作成。2014年度のみ計画。）

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 備考

1,839
282
156

1,383
6,023
9,683

732
5,872

891

894
696

1,227
496

6,811
1,783

166
545

1,893
14,511

479
3394
292

1,579

9,768
309

1,936
744
497
590
398

136
43

513
2,177

43
894

2,568
30

1,095
4,630

31,001

9,243 9,238 9,421 13,850 13,568 3,506 1,288 1,288
998 4,600 4,218 4,300 4,200 1,463 1,257 1,762

968 1,067 1,043 973 1,000 940 283 260
503 387 399 415 560 477 77
503 387 419 450 450 19 84

462 528
2 2

914
5,210

968 12,134 15,655 15,430 20,479 20,248 5,748 2,545 9,595
4,832 6,212 7,305 7,624 9,600 9,600 2,197
1,761 1,704 1,026 790 810 850 256 113 650

5,288 11,574 10,742 8,460 9,180 2,193 1,081 2,502
1,542 1,448 1,409 1,390 1,480 546 541

2,743 1,421 799
360 360 450

1,000 2,100 46 720
850 850 60 782
90 90

226
2,588

804
77

530
1,269

6,593 14,746 21,353 26,427 27,874 25,309 5,191 1,750 9,420
999 2,194 2,048 2,563 2,271 604
585 809 850 900 1,000 280 268

2,572 1,078 948 300 300 73 63 429
149 100 100 39 1,007

20
12,105 11,175 11,091 12,000 12,000 9,683 10,082

2,472 2,807 2,765 3,345 3,345 854 1,844
3,100 3,100 229

2,690
60 75 87 103 117

250 300 134 197 196
2,177

360 360 185 298 409

0 18,733 18,063 17,851 25,753 25,028 12,148 700 14,352
57 53 44 43

890 884 911 947
7,748 4,773 3,559 3,552

200 314 127 149
3,000

0 0 0 0 0 8,894 9,023 4,642 4,692
7,561 45,613 55,071 59,708 74,106 79,479 32,111 9,637 38,059

� 表２　一般廃棄物の搬入量
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は
、
自
治
体
・
組
合
数
も
搬
入
量
も
増
加
し
て
い
る
。
震
災
直
前
の
二
〇
一
〇
年
で
み
る
と
、
千
葉
県
は
一
一
市

一
組
合
か
ら
約
二
万
五
〇
〇
〇
ト
ン
、
埼
玉
県
は
五
市
町
二
組
合
か
ら
約
二
万
ト
ン
の
一
般
廃
棄
物
を
搬
入
し
て

お
り
、
こ
れ
ら
を
合
わ
せ
る
と
こ
の
年
の
一
般
廃
棄
物
搬
入
量
（
約
七
万
ト
ン
）
の
六
〇
％
ち
か
く
に
の
ぼ
る
。

こ
の
よ
う
な
状
態
で
起
こ
っ
た
の
が
、
大
震
災
と
福
島
原
発
事
故
で
あ
っ
た
。
原
発
事
故
は
、
も
ち
ろ
ん
福
島

県
に
大
き
な
被
害
を
与
え
た
が
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
埼
玉
や
千
葉
と
い
っ
た
、
ま
さ
に
グ
リ
ー
ン
フ
ィ
ル
小
坂
が

廃
棄
物
を
受
け
入
れ
て
い
た
地
域
に
も
、
放
射
線
量
の
高
い
地
域
、
い
わ
ゆ
る
「
ホ
ッ
ト
ス
ポ
ッ
ト
」
を
生
み
出

し
た
。
そ
こ
で
、
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
松
戸
市
や
流
山
市
か
ら
の
廃
棄
物
焼
却
灰
に
、
放
射
性
物
質
が
含
ま
れ

る
と
い
う
事
件
が
起
こ
っ
た
の
で
あ
る
。

北
鹿
地
域
に 
３ 
・ 
11 

が
も
た
ら
し
た
も
の

こ
の
事
件
の
あ
と
、
大
館
市
と
小
坂
町
は
い
っ
た
ん
首
都
圏
か
ら
の
廃
棄
物
受
け
入
れ
を
停
止
す
る
が
、

二
〇
一
二
年
に
再
開
す
る
。
再
開
に
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
反
対
が
あ
っ
た
。
小
坂
町
の
「
放
射
性
物
質
の
受
け

入
れ
を
反
対
す
る
町
民
の
会
」（
以
下
「
町
民
の
会
」）
や
、
こ
の
「
町
民
の
会
」
を
含
み
隣
接
す
る
大
館
市
や
鹿

角
市
な
ど
の
市
民
も
参
加
す
る
、「
米
代
川
の
清
流
と
い
の
ち
を
守
る
流
域
連
絡
会
」
が
組
織
さ
れ
、
小
坂
町
人

口
の
半
数
を
超
え
る
反
対
署
名
を
町
に
提
出
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
町
は
当
初
は
二
〇
一
一
年
内
に
受
け
入
れ
を

再
開
す
る
予
定
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
よ
り
一
年
遅
く
二
〇
一
二
年
末
か
ら
受
け
入
れ
を
再
開
す
る
よ
う
に
な
っ
た

の
で
あ
る
。

再
開
は
や
は
り
さ
い
た
ま
市
、
市
川
市
、
流
山
市
と
い
っ
た
、
埼
玉
・
千
葉
両
県
か
ら
始
ま
っ
た
。
松
戸
市
は
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ま
だ
再
開
し
て
い
な
い
が
、
二
〇
二
〇
年
度
以
降
に
受
け
入
れ
を
再
開
す
る
方
針
で
あ
る
と
い
う）

₂₅
（

。
特
筆
す
べ
き

こ
と
は
、
二
〇
一
三
年
か
ら
東
埼
玉
資
源
環
境
組
合
か
ら
の
廃
棄
物
を
あ
ら
た
に
受
け
入
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
組
合
は
、
越
谷
市
・
草
加
市
・
八
潮
市
・
三
郷
市
・
吉
川
市
・
松
伏
町
と
い
う
、
埼
玉
県
の
東
端
五
市
町
に

よ
る
一
部
事
務
組
合
で
、
処
理
場
は
越
谷
市
内
に
あ
る
。
県
境
を
は
さ
ん
で
、
先
ほ
ど
の
千
葉
県
松
戸
市
・
流
山

市
に
隣
接
し
て
い
る
。

実
は
こ
の
東
埼
玉
資
源
環
境
組
合
は
、
二
〇
一
一
年
よ
り
前
は
花
岡
に
廃
棄
物
を
搬
入
し
て
い
た
。
し
か
し
流

山
や
松
戸
か
ら
放
射
性
廃
棄
物
が
発
見
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
て
、
大
館
市
が
受
け
入
れ
を
拒
否
し
た
た
め
、

受
け
入
れ
先
を
探
し
た
あ
げ
く
小
坂
に
搬
入
す
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る）

₂₆
（

。
大
館
市
は
現
在
に
至
る
ま
で
、

首
都
圏
か
ら
の
廃
棄
物
を
受
け
入
れ
て
い
な
い
が
、
小
坂
町
は
二
〇
一
二
年
か
ら
受
け
入
れ
を
再
開
し
た
と
い
う

違
い
が
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
受
け
入
れ
て
な
か
っ
た
と
こ
ろ
も
受
け
入
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

二
〇
一
一
年
の
こ
の
事
件
に
つ
い
て
、『
秋
田
魁
新
報
』
は
次
の
よ
う
に
書
く
。「
ご
み
の
焼
却
灰
ま
で
県
北
に

流
入
し
て
い
た
。
放
射
性
セ
シ
ウ
ム
に
汚
染
さ
れ
た
灰
が
。
人
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
食
料
、
部
品
ま
で
供
給
し
大
都

市
の
繁
栄
を
支
え
て
き
た
東
北
。
そ
の
一
方
で
、
首
都
圏
の
最
終
処
分
ご
み
を
引
き
受
け
て
い
る
現
実
。
割
り
切

れ
な
さ
ま
で
抱
い
て
し
ま
う）

₂₇
（

」。

た
だ
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
こ
で
『
秋
田
魁
新
報
』
が
「
ご
み
の
焼
却
灰
ま
で
県
北
に
流
入
し

て
い
た
」
と
、
は
じ
め
て
知
っ
た
よ
う
な
口
ぶ
り
で
語
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。「
大
都
市
の
繁
栄
を
支
え
て
き

た
東
北
」
と
、「
大
都
市
」
と
「
東
北
」
を
対
立
さ
せ
た
上
で
「
東
北
」
の
立
場
か
ら
語
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
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る
こ
の
コ
ラ
ム
で
あ
る
が
、
お
な
じ
「
東
北
」
の
お
な
じ
県
内
に
あ
っ
て
、
首
都
圏
か
ら
大
館
・
小
坂
に
廃
棄
物

が
入
っ
て
き
て
い
る
こ
と
に
、
い
ま
ま
で
気
づ
か
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
秋
田
県
の
中

心
と
し
て
の
秋
田
市
と
北
鹿
地
域
の
あ
い
だ
に
も
、「
大
都
市
」
と
「
東
北
」
の
関
係
に
並
行
す
る
よ
う
な
中
心

と
周
縁
の
関
係
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
。

と
は
い
え
こ
の
コ
ラ
ム
に
は
、
本
稿
で
述
べ
て
き
た
こ
の
地
域
の
歴
史
が
凝
縮
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
も

確
か
で
あ
る
。
明
治
以
降
一
九
八
〇
年
代
ま
で
、
北
鹿
地
域
は
銅
を
は
じ
め
と
す
る
加
工
原
料
を
首
都
圏
や
工
業

地
帯
に
供
給
し
て
き
た
（
そ
の
ほ
か
、
木
材
や
米
、
あ
る
い
は
出
稼
ぎ
や
移
住
と
い
う
形
で
労
働
力
も
供
給
し
て

き
た
）。
北
鹿
地
域
は
、
そ
の
地
質
学
的
な
特
徴
ゆ
え
に
、
日
本
経
済
に
銅
を
中
心
と
す
る
非
鉄
金
属
を
供
給
す

る
役
割
を
担
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
役
割
は
、
戦
争
を
挟
ん
で
も
変
わ
る
こ
と
な
く
、
高
度
経
済
成

長
期
に
も
続
い
た
。
こ
の
よ
う
な
、
戦
前
と
戦
後
の
連
続
性
は
、
黒
鉱
と
い
う
資
源
が
豊
か
で
あ
っ
た
こ
と
と
、

そ
の
処
理
技
術
が
こ
の
地
域
に
蓄
積
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
日
本
経
済
に
と
っ
て
の
そ
の
必
要
性
が
戦
前
と
戦
後
で

変
わ
り
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

状
況
が
変
化
し
た
の
は
七
〇
年
代
か
ら
八
〇
年
代
に
か
け
て
で
、
黒
鉱
の
採
掘
と
製
錬
が
為
替
レ
ー
ト
や
金
属

価
格
の
下
落
の
よ
う
な
外
的
な
要
因
に
よ
っ
て
経
済
的
に
立
ち
ゆ
か
な
く
な
っ
た
と
き
、
そ
の
技
術
と
土
地
は
廃

棄
物
処
理
に
活
用
さ
れ
た
。
そ
こ
で
処
理
さ
れ
る
の
は
、
や
は
り
首
都
圏
か
ら
の
廃
棄
物
が
中
心
で
あ
っ
た
。

３
・
11
が
こ
の
地
域
に
も
た
ら
し
た
も
の
の
一
つ
は
、
外
部
か
ら
は
み
え
に
く
か
っ
た
、
首
都
圏
の
廃
棄
物
の

受
け
入
れ
場
所
と
い
う
こ
の
地
域
の
役
割
が
あ
ら
わ
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
効
果
は
、
福

島
県
の
沿
岸
部
が
首
都
圏
に
電
気
を
供
給
し
て
い
た
こ
と
が
原
発
事
故
に
よ
っ
て
日
本
中
に
知
れ
渡
っ
た
よ
う
に
、
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北
鹿
地
域
に
か
ぎ
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
さ
ま
ざ
ま
な
場
所
で
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
が
ど
の
よ
う
な
位
置
づ
け
で
開

発
と
な
っ
て
き
た
の
か
が
、
３
・
11
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
に
な
っ
た
は
ず
な
の
で
あ
り
、
い
ま
注
視
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
は
、
震
災
と
原
発
事
故
後
に
そ
の
よ
う
な
地
域
の
役
割
が
ど
の
よ
う
に
再
編
成
さ
れ
て
き
て
い
る
か
、

で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
こ
の
問
題
を
め
ぐ
る
秋
田
県
知
事
の
あ
る
発
言
で
あ
る
。
知
事
は
二
〇
一
二
年
八

月
六
日
の
定
例
記
者
会
見
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

（
前
略
）
十
分
や
は
り
小
坂
町
当
局
と
、
い
わ
ゆ
る
企
業
側
が
意
志
疎
通
を
図
っ
て
、
ま
た
、
住
民
の
方
々
、
あ

る
い
は
議
会
に
対
し
て
様
々
な
説
明
を
重
ね
た
結
果
、
あ
の
よ
う
な
四
〇
〇
〇
ベ
ク
レ
ル
と
い
う
水
準
以
下
の
も

の
と
い
う
こ
と
で
、
独
自
基
準
で
と
い
う
こ
と
で
、
我
々
と
し
て
は
何
と
い
い
ま
す
か
、
あ
そ
こ
全
体
が
リ
サ
イ

ク
ル
エ
リ
ア
で
あ
り
ま
す
の
で
、
企
業
活
動
が
今
後
存
続
す
る
た
め
に
も
で
す
ね
、
ひ
と
つ
の
そ
う
い
う
こ
と
も

必
要
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
小
坂
町
さ
ん
の
決
定
、
あ
る
い
は
企
業
の
対
応
に
つ
い
て
は
、
私
は
県
と
し
て
は
評

価
い
た
し
た
い
と
。（
後
略）

₂₈
（

）

こ
の
発
言
で
は
、「
小
坂
町
当
局
と
、
い
わ
ゆ
る
企
業
側
が
意
志
疎
通
を
図
っ
て
」「
小
坂
町
さ
ん
の
決
定
、
あ

る
い
は
企
業
の
対
応
に
つ
い
て
は
、
私
は
県
と
し
て
は
評
価
い
た
し
た
い
」
と
あ
る
よ
う
に
、「
意
思
疎
通
」「
決

定
」「
対
応
」
な
ど
主
体
的
に
動
く
と
想
定
さ
れ
て
い
る
の
は
町
当
局
と
企
業
だ
け
で
あ
っ
て
、
住
民
と
議
会
は

説
明
の
客
体
（「
住
民
の
方
々
、
あ
る
い
は
議
会
に
対
し
て
様
々
な
説
明
を
重
ね
た
」）
に
過
ぎ
な
い
。
引
用
部
の
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註（
１
）

本
稿
は
す
で
に
発
表
し
た
髙
村
竜
平
「
被
災
地
な
ら
ざ
る
被
災
地
─
秋
田
県
大
館
市
・
小
坂
町
の
３
・
11
─
」（
中
田
英
樹
・
髙
村
竜

平
編
『
復
興
に
抗
す
る
─
地
域
開
発
の
経
験
と
東
日
本
大
震
災
後
の
日
本
』
有
志
舎
、
二
〇
一
八
年
所
収
）
の
補
論
と
し
て
の
性
格
を

持
っ
て
い
る
た
め
、
内
容
の
一
部
が
重
複
し
て
い
る
ほ
か
、
逆
に
そ
の
際
に
活
用
で
き
な
か
っ
た
資
料
も
一
部
用
い
て
い
る
こ
と
を
記

し
て
お
く
。
ま
た
、
総
合
研
究
大
学
院
大
学
日
本
歴
史
研
究
専
攻
に
よ
る
公
開
講
演
会
で
の
発
表
の
際
、
コ
メ
ン
ト
し
て
く
だ
さ
っ
た

方
々
と
く
に
吉
葉
恭
行
先
生
と
柴
崎
茂
光
先
生
・
渡
辺
英
夫
先
生
に
は
深
く
感
謝
し
た
い
。
本
稿
の
た
め
の
調
査
に
あ
た
っ
て
は
ト
ヨ

タ
財
団
研
究
助
成
課
題
番
号D
-12-R-0796

お
よ
び
科
学
研
究
費
補
助
金
（
基
盤
（
Ｃ
）
課
題
番
号16K

03036

）
の
助
成
を
受
け
て

い
る
こ
と
も
付
け
加
え
て
お
く
。

（
２
）

環
境
省
大
臣
官
房
廃
棄
物
・
リ
サ
イ
ク
ル
対
策
部
／
廃
棄
物
対
策
課
／
産
業
廃
棄
物
適
正
処
理
・
不
法
投
棄
対
策
室
「
一
般
廃
棄
物
施

設
に
お
け
る
焼
却
灰
の
測
定
お
よ
び
当
面
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」（
関
係
都
県
廃
棄
物
行
政
主
管
部
（
局
）
あ
て
通
知
）、
二
〇
一
一
年

六
月
二
十
八
日
。
つ
づ
い
て
、「
平
成
23
年
3
月
11
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
り

放
出
さ
れ
た
放
射
性
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染
へ
の
対
処
に
関
す
る
特
別
措
置
法
」（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
一
一
〇
号
）
お
よ
び

「
特
措
法
」
施
行
規
則
を
定
め
、
お
な
じ
く
八
〇
〇
〇
ベ
ク
レ
ル
を
基
準
値
と
し
た
。

（
３
）

こ
の
事
件
の
詳
細
は
、
髙
村
竜
平
著
前
掲
論
文
お
よ
び
原
山
浩
介
「
消
費
社
会
の
な
か
の
ゴ
ミ
─
問
題
の
忘
却
の
構
造
」
鳥
越
皓
之
編

『
環
境
の
日
本
史
５　

自
然
利
用
と
破
壊
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
三
年
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
４
）

同
和
鉱
業
株
式
会
社
社
史
編
纂
委
員
会
編
『
創
業
百
年
史
』
一
九
八
五
年
、
三
二

－

三
三
頁
。

（
５
）

払
い
下
げ
前
の
時
期
に
小
坂
鉱
山
に
近
代
的
な
製
錬
技
術
を
導
入
し
た
の
が
、
岩
手
県
釜
石
の
製
鉄
所
の
基
礎
を
築
い
た
こ
と
で
も
有

名
な
大
島
高
任
で
あ
る
。

冒
頭
と
末
尾
で
同
様
の
位
置
づ
け
を
繰
り
返
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
単
な
る
言
葉
の
ア
ヤ
と
は
言
え
な
い

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
言
葉
は
、
地
域
の
役
割
の
再
編
成
─
そ
れ
を
「
復
興
」
と
呼
ん
で
も
よ
い
だ
ろ

う
─
が
、
住
民
を
客
体
と
し
た
ま
ま
進
ん
で
い
る
現
状
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
、
少
な
く
も
そ
れ
を
注
意
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
、
と
い
え
よ
う
。
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●（公開講演１）　

（
６
）

同
和
鉱
業
社
史
編
纂
委
員
会
編
前
掲
書
八
七

－

八
八
頁
。
山
下
智
司
「
20
世
紀
後
半
に
お
け
る
非
鉄
金
属
製
錬
技
術
の
変
遷
調
査
─
技

術
の
継
承
に
向
け
て
─
」
特
定
領
域
研
究
「
日
本
の
技
術
革
新
─
経
験
蓄
積
と
知
識
基
盤
化
─
」
総
括
班
編
『
日
本
の
技
術
革
新
大

系
』
二
〇
一
〇
年
、
一
六
七

－

一
七
七
頁
。

（
７
）
同
和
鉱
業
社
史
編
纂
委
員
会
編
前
掲
書
一
〇
五
頁
。

（
８
）
社
宅
研
究
会
編
『
社
宅
街
─
企
業
が
育
ん
だ
住
宅
地
─
』
学
芸
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
。
小
坂
に
つ
い
て
は
第
４
章
を
参
照
の
こ
と
。

（
９
）

同
和
鉱
業
社
史
編
纂
委
員
会
編
前
掲
書
、
七
七
、

九
六
、

一
四
六

－

一
四
七
頁
。

（
10
）

小
坂
町
『
小
坂
町
史
』
一
九
七
五
年
、
四
五
四
頁
。

（
11
）

煙
害
と
そ
れ
に
対
す
る
闘
争
、
お
よ
び
そ
の
補
償
に
つ
い
て
は
研
究
が
多
い
が
、
鉱
山
側
の
当
事
者
が
記
し
た
も
の
と
し
て
宮
館
弘

「
小
坂
鉱
山
煙
害
と
賠
償
の
沿
革
と
し
て
」『
郷
土
研
究
』（
小
坂
町
立
総
合
博
物
館
郷
土
館
研
究
報
告
）
第
５
号
、
一
九
九
四
年
。

（
12
）

こ
の
過
程
で
、
花
岡
で
は
花
岡
事
件
（
一
九
四
五
年
）
と
七
ツ
館
事
件
（
一
九
四
四
年
）
が
発
生
す
る
。
花
岡
事
件
は
、
第
二
次
大
戦

末
期
に
起
こ
っ
た
、
強
制
連
行
さ
れ
た
中
国
人
の
集
団
脱
走
事
件
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
七
ツ
館
事
件
は
、
坑
道
の
崩
壊
に
よ

り
日
本
人
・
朝
鮮
人
労
働
者
二
二
人
が
死
亡
し
た
事
故
で
あ
る
。

（
13
）

の
ち
金
属
鉱
物
探
鉱
促
進
事
業
団
、
金
属
鉱
業
事
業
団
を
経
て
、
二
〇
〇
四
年
よ
り
石
油
天
然
ガ
ス
・
金
属
鉱
物
資
源
機
構
（
Ｊ
Ｏ
Ｇ

Ｍ
Ｅ
Ｇ
）
と
な
る
。

（
14
）

吉
田
国
夫
「
金
属
鉱
物
探
鉱
融
資
事
業
団
に
つ
い
て
」『
鉱
山
地
質
』
14
（
六
五

－

六
六
）、
一
九
六
四
年
。
志
賀
美
英
『
鉱
物
資
源

論
』
九
州
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
三
年
、
二
一
七

－

二
二
四
頁
。

（
15
）

「
新
産
成
否
の
カ
ギ
握
る
黒
鉱
」『
あ
き
た
』
通
巻
四
八
号
、
一
九
六
六
年
五
月
一
日
。

（
16
）

同
和
鉱
業
社
史
編
纂
委
員
会
編
前
掲
書
、
七
五
九
頁
。

（
17
）

「
花
岡
鉱
業
所
稲
荷
沢
鉱
床　

黒
鉱
の
露
天
掘
り
始
ま
る
」『
広
報
お
お
だ
て
』
一
九
八
四
年
十
月
十
六
日
号
。

（
18
）

「
み
ん
な
で
鉱
山
の
灯
を
守
ろ
う
─
大
館
市
鉱
山
緊
急
対
策
本
部
─
を
設
置
」『
広
報
お
お
だ
て
』
一
九
八
六
年
三
月
十
六
日
号
。

（
19
）

同
右
記
事

（
20
）

大
館
市
編
『
第
９
回　

大
館
市
の
統
計
資
料　
（
昭
和
56
、
57
、
58
年
分
）』
一
九
八
四
の
う
ち
「
鉱
業
」
よ
り
。

（
21
）

大
館
市
編
『
第
８
回　

大
館
市
の
統
計
資
料　
（
昭
和
53
、
54
、
55
年
分
）』
一
九
八
一
の
う
ち
「
産
業
中
分
類
別
事
業
所
数
、
従
業
者

数
（
民
営
）」
よ
り
。

（
22
）

「
中
央
環
境
審
議
会
循
環
型
社
会
部
会
（
第
21
回
）」（
二
〇
一
七

・

六

・

六
）
中
「
資
料
３
株
式
会
社
Ｄ
Ｏ
Ｗ
Ａ
エ
コ
シ
ス
テ
ム
発
表

資
料
」
よ
り
。http://w

w
w
.env.go.jp/press/104115.htm

l

（
最
終
確
認
日
二
〇
一
八
年
三
月
一
日
）。
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（
23
）

「
あ
き
た
エ
コ
タ
ウ
ン
セ
ン
タ
ー
」
Ｈ
Ｐ
（http://w

w
w
.akita-ecotow

n.com
/ecotow

n.htm
l

（
二
〇
一
四
年
十
月
十
一
日
参
照
）。

（
24
）

「
広
報
市
民
リ
ポ
ー
タ
ー
だ
よ
り
⑨　

鉱
山
（
や
ま
）
の
技
術
を
生
か
せ
」『
広
報
お
お
だ
て
』
一
九
八
八
年
三
月
一
日
号
。

（
25
）

「
東
日
本
大
震
災
・
福
島
第
１
原
発
事
故　

セ
シ
ウ
ム
焼
却
灰
問
題　

小
坂
町
方
針
、
受
け
入
れ
再
開
へ　

11
年
に
合
意
破
棄
、
松
戸

市
か
ら
」『
秋
田
魁
新
報
』
二
〇
一
七
年
八
月
十
一
日
。

（
26
）
東
埼
玉
資
源
環
境
組
合
と
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
猪
瀬
浩
平
「
中
心
の
な
か
の
辺
境
─
埼
玉
県
越
谷
市
の
３
・
11
─
」、
中
田
英

樹
・
髙
村
竜
平
編
前
掲
書
所
収
、
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
27
）

コ
ラ
ム
「
北
斗
星
」『
秋
田
魁
新
報
』
二
〇
一
一
年
七
月
二
十
三
日
。

（
28
）

「
知
事
記
者
会
見
（
平
成
二
四
年
八
月
六
日
）」
七
頁
（「
美
の
国
あ
き
た
ネ
ッ
ト
」「
会
見
録　

平
成
二
四
年
度
」http://w

w
w
.pref.

akita.lg.jp/pages/archive/21166

よ
り
）。
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●（公開講演１）　

追
記本

稿
は
執
筆
に
あ
た
り
公
開
講
演
後
収
集
し
た
資
料
を
も
と
に
大
幅
に
改
稿
し
た
た
め
、
コ
メ
ン
ト
の
う
ち
特

に
吉
葉
氏
に
よ
る
、
筆
者
が
紹
介
し
た
語
り
が
ベ
ク
レ
ル
（
放
射
能
）
と
シ
ー
ベ
ル
ト
（
放
射
線
量
）
を
混
同
し

て
い
な
い
か
確
認
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
発
言
（
本
書
六
三
頁
）
に
対
応
す
る
部
分
が
省
略
さ
れ
て
い
る
。

公
開
講
演
で
紹
介
し
た
の
は
、
小
坂
町
の
焼
却
灰
受
け
入
れ
再
開
に
反
対
す
る
一
人
が
、
か
つ
て
原
発
内
の
労

働
に
携
わ
っ
た
経
験
を
述
べ
つ
つ
、「（
指
定
基
準
値
が
）
一
〇
〇
ベ
ク
レ
ル
の
時
で
も
そ
れ
だ
け
厳
し
い
二
重
三

重
の
チ
ェ
ッ
ク
し
た
も
の
で
す
よ
。
そ
れ
で
あ
の
三

・

一
一
あ
っ
た
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
一
晩
に
し
て
八
〇
〇
〇

に
な
っ
た
で
し
ょ
。」
と
述
べ
た
発
言
で
あ
る
。
吉
葉
氏
の
指
摘
に
つ
い
て
そ
の
後
当
人
に
確
認
し
た
結
果
、
両

者
の
区
別
を
し
た
上
で
の
発
言
で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
こ
こ
で
話
者
は
自
身
の
経
験
を
語
る
こ
と

に
よ
り
科
学
的
で
客
観
的
に
み
え
る
数
値
の
政
治
性
を
指
摘
し
て
お
り
、
も
し
単
位
の
混
同
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、

こ
の
指
摘
の
意
義
は
そ
こ
な
わ
れ
な
い
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。
事
故
前
に
基
準
値
が
一
〇
〇
ベ
ク
レ
ル
で
あ
っ

た
こ
と
、
そ
の
時
代
に
こ
の
話
者
が
原
発
内
で
厳
重
な
管
理
を
う
け
た
こ
と
は
事
実
だ
か
ら
で
あ
る
。


