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大
火
と
復
興

八
日
市
場
を
歩
く

　

市
内
に
は
大
火
に
見
舞
わ

れ
た
集
落
が
何
カ
所
か
あ
り

ま
す
。
そ
の
中
で
最
大
の
も

の
は
村
全
体
の
約
７
割
、
３

０
０
軒
ほ
ど
が
焼
失
し
た
１

８
４
０
（
天
保
11
）
年
の
「
八

日
市
場
村
の
大
火
」
で
し
ょ

う
。

　

２
月
１
日
夜
８
時
ご
ろ
田

町
か
ら
出
火
、
田
町
坂
下
に

類
焼
し
、
お
そ
ら
く
強
い
西

風
に
あ
お
ら
れ
た
の
で
し
ょ

う
、
本
町
、
横
町
、
天
王
宮

（
八
重
垣
神
社
）
や
見
徳
寺
、

門
前
（
万
町
）
な
ど
も
焼
失
、

町
中
商
家
の
土
蔵
40
ほ
ど
焼

け
た
「
誠
に
近
年
め
ず
ら
し

き
大
火
災
な
り
」
と
記
録
に

あ
り
ま
す
。

　

大
火
か
ら
数
年
た
っ
て
も

「
焼
け
出
さ
れ
た
村
人
は
住

む
家
も
無
く
困
り
果
て
た
」

状
況
を
村
の
支
配
者
に
訴
え

て
い
ま
す
。
そ
の
一
方
で
当

時
の
八
日
市
場
村
は
１
８
０

４
（
文
化
元
）
年
の
記
録
で
、

屋
号
か
ら
商
家
と
み

ら
れ
る
も
の
が
50
軒

余
り
あ
り
、
取
引
の

あ
る
近
隣
の
商
家
な

ど
か
ら
の
見
舞
い
な

ど
も
あ
っ
て
か
早
期

に
再
建
で
き
た
も
の

も
あ
り
ま
し
た
。

　

昨
年
末
に
閉
店
し

た
多
田
屋
の
建
物
は

何
度
か
の
改
装
を
経

て
い
ま
す
が
、
本
体

の
骨
組
み
は
大
火
後
、

約
１
年
半
で
上
棟
し

ま
し
た
。
写
真
に
見

ら
れ
る
よ
う
に
「
棟

上
げ
天
長
地
久
大

吉
」
と
力
強
い
文
字
で
墨
書

き
さ
れ
た
梁は

り

に
は
、
１
８
４

１
（
天
保
12
）
年
９
月
上
棟

と
あ
り
ま
す
。

　

現
在
で
も
中
央
地
区
の
家

並
み
に
残
る
土
蔵
な
ど
は
同

様
に
大
火
後
、
時
を
経
ず
し

て
建
て
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
。

　

そ
れ
か
ら
20
年
後
の
１
８

６
３
（
文
久
３
）
年
、
九
十

九
里
地
方
を
舞
台
に
１
４

０
人
ほ
ど
の
集
団
が
「
世
直

し
」
を
掲
げ
、
地
域
の
裕
福

な
商
家
や
農
家
を
襲
っ
た

「
真し

ん

忠ち
ゅ
う

組ぐ
み

騒
動
」
や
同
様
に

豪
商
が
狙
わ
れ
た
１
８
６
６

（
慶
応
２
）
年
の
八
日
市
場

村
の
「
打
ち
こ
わ
し
」、
１

８
６
８
（
明
治
元
）
年
の
水

戸
藩
天
狗
党
の
乱ら

ん

暴ぼ
う

狼ろ
う

藉ぜ
き

な

ど
の
被
害
か
ら
も
復
興
し
ま

し
た
。

　

商
店
街
を
中
心
と
し
た

八
日
市
場
村
は
、
明
治
10
年

代
に
は
人
口
の
多
さ
で
県

下
11
位
の
「
名め

い

邑ゆ
う

」
に
も
上

げ
ら
れ
、
大
正
時
代
の
「
初

市
の
売
出
し
の
に
ぎ
わ
い
」

な
ど
も
広
く
知
ら
れ
て
い

ま
し
た
。

（
市
文
化
財
審
議
会
委
員
・
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年
が
明
け
、
早
い

も
の
で
も
う
２
月
で

す
。
寒
さ
が
ま
だ
残

り
ま
す
が
、
立
春
を

迎
え
る
と
少
し
だ
け

冬
の
終
わ
り
、
そ
し

て
春
の
訪
れ
を
感
じ

ら
れ
る
よ
う
に
な
る

と
思
い
ま
す
。
最
近

は
春
が
待
ち
遠
し
い

の
で
桜
の
つ
ぼ
み
を

眺
め
な
が
ら
、
春
に

向
け
て
の
準
備
と
新

年
度
の
予
算
編
成
に

追
わ
れ
る
今
日
こ
の

頃
で
す
。

　

さ
て
、
昨
年
の
民
法
改
正
に
よ
り
、
成

年
（
成
人
）
年
齢
が
18
歳
に
引
き
下
げ

ら
れ
ま
し
た
が
、
匝
瑳
市
で
は
成
人
式

を
「
二
十
歳
の
つ
ど
い
」
へ
名
称
変
更
し
、

こ
れ
ま
で
通
り
20
歳
の
皆
さ
ま
を
対
象

と
し
た
式
典
を
開
催
し
ま
し
た
。
当
日

は
、
天
候
に
も
恵
ま
れ
、
華
や
か
な
着

物
や
ス
ー
ツ
姿
の
皆
さ
ま
が
、
同
窓
生

と
旧
交
を
温
め
る
光
景
に
接
し
、
晴
れ

や
か
な
気
持
ち
に
な
り
ま
し
た
。
コ
ロ

ナ
禍
を
は
じ
め
と
す
る
変
革
の
時
代
の

中
で
、
若
さ
あ
ふ
れ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
と

柔
軟
な
発
想
力
、
そ
し
て
困
難
を
撃
ち

破
る
突
破
力
を
存
分
に
発
揮
さ
れ
、
目

指
す
分
野
に
お
い
て
さ
ら
な
る
飛
躍
を

遂
げ
ら
れ
る
よ
う
エ
ー
ル
を
送
ら
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

ま
た
、
先
月
18
日
に
は
岸
田
首
相
が
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
症
法
上
の
分

類
見
直
し
に
つ
い
て
協
議
し
、
今
春
を
視

野
に
現
在
の
「
２
類
相
当
」
か
ら
「
５
類
」へ

引
き
下
げ
る
方
針
を
固
め
ま
し
た
。
こ
れ

を
お
読
み
に
な
る
頃
に
は
、
引
き
下
げ
に

向
け
た
具
体
的
な
検
討
結
果
や
マ
ス
ク
着

用
の
緩
和
方
針
が
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
こ

と
と
思
い
ま
す
。
引
き
下
げ
は
、
医
療
や

社
会
活
動
に
関
す
る
制
限
措
置
が
緩
和
さ

れ
、
従
来
の
感
染
対
策
か
ら
大
き
く
転
換

す
る
節
目
と
な
り
ま
す
が
、
医
療
現
場
を

は
じ
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
の
混
乱
な
ど

を
避
け
る
た
め
に
も
、
段
階
的
に
移
行
し

て
い
く
こ
と
が
重
要
で
は
な
い
か
と
考
え
ま

す
。

　

も
う
一
つ
ご
報
告
で
す
が
、
皆
さ
ま
の

ご
協
力
に
よ
り
、
市
内
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ

ー
ド
申
請
率
が
65
％
、
交
付
率
も
50
％
を

そ
れ
ぞ
れ
超
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

引
き
続
き
窓
口
で
の
申
請
受
け
付
け
と
と

も
に
、
市
職
員
が
企
業
や
地
域
団
体
の
指

定
す
る
会
場
に
訪
問
す
る
出
張
申
請
受
け

付
け
や
日
曜
日
の
申
請
・
交
付
窓
口
の
開

設
を
行
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

　

年
頭
所
感
で
も
申
し
上
げ
ま
し
た
が
、

市
長
就
任
以
来
、
ま
も
な
く
１
年
が
経
過

し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
皆
さ
ま
か
ら

の
信
頼
と
期
待
に
応
え
る
べ
く
「
粉
骨
砕

身
」
力
の
限
り
市
政
発
展
に
取
り
組
ん
で

ま
い
り
ま
す
の
で
、
今
後
と
も
ご
協
力
を

よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

 

匝
瑳
市
長
　

宮
内
康
幸

コロナ２類相当から
５類へ

No.10

広報そうさ 2023.2月号 12


