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衰
退
す
る
村

　

温
泉
や
有
名
な
史
跡
が
あ
る
わ
け
で
も
な
く
、
大

き
な
工
場
が
あ
る
わ
け
で
も
な
い
山
あ
い
の
集
落
と

い
う
と
、
現
代
で
は
過
疎
化
が
進
行
し
、
地
域
の
活

力
が
徐
々
に
失
わ
れ
る
典
型
的
な
パ
タ
ー
ン
と
言
え

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
明
治
・
大
正
時
代

は
そ
う
し
た
地
域
も
「
豊
か
な
む
ら
」
に
成
り
得
る

可
能
性
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。

　

仙
台
市
太
白
区
の
南
西
部
に
位
置
す
る
生お
い
で出

地
区

も
そ
う
し
た
「
豊
か
な
山
村
」
と
し
て
全
国
的
に
知

ら
れ
た
場
所
だ
っ
た
の
で
す
。
明
治
時
代
後
半
に
そ

こ
で
行
わ
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
は
、「
模
範

村
」、
と
高
く
評
価
さ
れ
た
の
で
す
。

　

か
つ
て
名
取
郡
生
出
村
と
呼
ば
れ
た
そ
の
場

所
は
、
名
取
川
の
上
流
域
に
あ
り
、
明
治
二
十
一

（
一
八
八
八
）
年

時
点
で
二
四
三
戸
、

人
口
二
二
〇
〇
人

と
い
う
小
さ
な
村

で
し
た
。
山
間
部

に
位
置
し
て
い
る

た
め
、
耕
地
の
面

積
は
狭
く
、
仙
台

へ
供
給
す
る
薪し
ん
た
ん炭

の
生
産
や
、
村
内

を
通
る
仙
台
と
山

形
を
結
ぶ
羽う
ぜ
ん前
街

道
（
二ふ
た
く
ち口
街
道
・

笹
谷
街
道
）
で
の

物
資
輸
送
な
ど
が
村
人
の
貴
重
な
収
入
源
と
な
っ
て

い
た
の
で
す
。

　

し
か
し
、
明
治
十
五
年
に
関
山
ト
ン
ネ
ル
が
完
成

す
る
と
、
通
過
す
る
物
資
の
量
や
人
の
流
れ
が
大
き

く
減
少
し
ま
し
た
。
村
人
の
収
入
は
減
り
、
村
の

財
政
も
収
入
減
と
な
っ
て
厳
し
い
状
況
に
な
る
な
ど
、

生
出
は
経
済
的
に
疲
弊
し
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

若
き
村
長
の
取
り
組
み

　

こ
う
し
た
閉
塞
状
況
を
打
破
し
よ
う
と
立
ち
上

が
っ
た
人
物
が
い
ま
し
た
。
生
出
村
の
村
長
・
長
尾

四し
ろ
う
え
も
ん

郎
右
衛
門
で
す
。
村
内
の
旧
家
に
生
ま
れ
、
村
の

役
場
に
勤
務
し
た
四
郎
右
衛
門
は
、
そ
の
仕
事
ぶ
り

や
人
格
を
認
め
ら
れ
、
三
〇
歳
に
し
て
戸こ
ち
ょ
う長

（
明
治

二
十
二
年
に
制
度
改
正
後
は
村
長
）
に
推
さ
れ
た
の

で
す
。
衰
退
し
つ
つ
あ
る
村
を
再
生
さ
せ
る
切
り
札

と
し
て
、
若
い
手
腕
に
期
待
が
寄
せ
ら
れ
た
の
で
す
。

　

四
郎
右
衛
門
が
打
ち
出
し
た
施
策
は
多
岐
に
わ

た
り
ま
し
た
。
倹
約
や
貯
蓄
と
い
っ
た
生
活
改
善
の

指
導
、
学
校
教
育
の
振
興
、
成
人
を
対
象
と
し
た
社

会
教
育
の
推
進
と
い
っ
た
ソ
フ
ト
面
の
政
策
と
共
に
、

産
業
振
興
や
社
会
資
本
の
充
実
と
い
っ
た
ハ
ー
ド
面

で
の
取
り
組
み
が
急
速
に
進
め
ら
れ
た
の
で
す
。

　

産
業
面
で
四
郎
右
衛
門
が
最
も
力
を
入
れ
た
の
は
、

養
蚕
と
製
糸
業
で
し
た
。
こ
れ
に
協
力
し
た
の
が
仙

台
の
豪
商
で
あ
る
佐
々
木
重
兵
衛
。
四
郎
右
衛
門
の

志
に
共
感
し
た
重
兵
衛
は
多
額
の
資
金
を
提
供
し
、

こ
れ
に
よ
っ
て
村
人
は
無
利
子
で
桑
の
苗
を
購
入
で

き
る
よ
う
に
な
り
、
大
規
模
に
養
蚕
が
始
ま
っ
た
の

で
す
。そ
の
結
果
、明
治
十
七
年
に
は
僅
か
一
石
だ
っ

た
繭ま

ゆ

の
生
産
は
、
明
治
末
に
は
五
千
八
百
石
に
ま
で

増
加
し
た
の
で
す
。

　

さ
ら
に
四
郎
右
衛
門
は
、
生
糸
の
原
料
繭
を
産
出

す
る
だ
け
で
な
く
、
生
糸
そ
の
も
の
を
生
産
し
た
方

が
収
益
が
大
き
い
と
考
え
、
村
営
の
製
糸
工
場
を
建

設
し
ま
し
た
。
当
時
の
生
出
村
に
は
事
業
を
興
せ
る

だ
け
の
資
産
家
が
い
な
か
っ
た
た
め
、
村
が
民
間
企

業
的
な
役
割
も
果
た
し
た
の
で
す
。

　

養
蚕
・
製
糸
と
共
に
四
郎
右
衛
門
は
林
業
に
も

力
を
入
れ
ま
し
た
。
従
来
の
薪
炭
生
産
だ
け
で
な
く
、

将
来
的
に
材
木
を
産
出
で
き
る
よ
う
に
植
林
を
進

め
た
の
で
す
。
養
蚕
・
製
糸
は
短
期
的
に
大
き
な
収

入
増
を
も
た
ら
し
ま
し
た
が
、
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、

長
期
的
な
経
済
資
源
を
村
に
備
え
よ
う
と
い
う
の
が
、

こ
の
植
林
事
業
の
狙
い
だ
っ
た
の
で
す
。

模
範
村

　

長
尾
四
郎
右
衛
門
の
取
り
組
み
は
、
着
実
に
成
果

を
挙
げ
、
村
人
た
ち
も
こ
れ
に
協
力
し
、
村
内
の
沈

滞
し
た
空
気
は
一
掃
さ
れ
ま
し
た
。
道
路
や
橋
梁
の

整
備
、
役
場
や
学
校
な
ど
の
建
設
も
進
め
ら
れ
、
そ

の
成
果
は
県
や
国
の
機
関
に
ま
で
知
れ
渡
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。

　

明
治
三
十
六
年
、
国
の
内
務
省
は
市
町
村
の
取
り

組
み
の
模
範
と
な
る
も
の
と
し
て
、
千
葉
県
源
み
な
も
と

村
・

静
岡
県
稲い
な
と
り取
村
と
生
出
村
を
全
国
に
紹
介
し
ま
し
た
。

さ
ら
に
は
英
文
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
が
作
成
さ
れ
、
三

つ
の
村
は
、
日
本
の
地
方
自
治
の
優
れ
た
事
例
と
し

て
外
国
に
ま
で
紹
介
さ
れ
た
の
で
す
。

　

明
治
四
十
三
年
九
月
、
執
務
中
に
倒
れ
た
四
郎
右

衛
門
は
、
五
八
歳
で
こ
の
世
を
去
り
ま
し
た
。

　
「
ま
ち
づ
く
り
」「
地
域
お
こ
し
」
が
叫
ば
れ
る
現

在
、
四
郎
右
衛
門
の
よ
う
な
実
業
的
感
覚
を
備
え
た

リ
ー
ダ
ー
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
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明治時代の仙台　近代化とそのくらし

好評発売中

青葉区折立と太白区茂庭を結ぶ馬越石トンネルは、明治38年（1905）に建設された。現在、仙台市
西部の重要路線となって大きく拡幅されたトンネルを、多くの自動車が行きかっている。
（写真左（個人蔵）：明治39年　写真右：平成19年）
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生出村の製糸工場　明治39（1906）年撮影　個人蔵


