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職
人
か
た
ぎ
に
徹
し
た
２
代
目
森
良
雄
氏

  モリ保険事務所（創業大正７年）第２話

激
動
の
戦
後
、地
域
の
発
展
と
衰
退
の
中
で

百年代理店
かく語りき

昭
和
36
年
、チ
リ

津
波
に
襲
わ
れ
る

　
太
平
洋
戦
争
を
乗
り
越
え

て
き
た
モ
リ
保
険
事
務
所
だ

が
、
初
代
の
庄
治
郎
氏
が
昭

和
36
年
（
１
９
６
１
年
）
、

急
病
に
よ
り
帰
ら
ぬ
人
と
な

っ
た
。
そ
れ
は
、
チ
リ
津
波

で
気
仙
沼
が
壊
滅
的
被
害
を

受
け
た
翌
年
だ
っ
た
。
チ
リ

で
発
生
し
た
津
波
は
約
１
日

か
け
て
気
仙
沼
に
到
達
し

た
。
ほ
ぼ
不
意
打
ち
に
近
い

状
況
だ
っ
た
と
い
う
。

　
当
時
の
様
子
が
「
目
で
見

る
気
仙
沼
の
歴
史
（
気
仙
沼

ラ
イ
オ
ン
ズ
ク
ラ
ブ
）
」
に

記
さ
れ
て
い
る
。
「
鹿
折
地

区
で
は
鹿
折
川
を
逆
流
し
た

津
波
が
、
四
十
㌧
く
ら
い
の

漁
船
を
押
し
上
げ
た
り
、
太

い
丸
太
で
、
工
場
、
住
宅
が

つ
ぶ
さ
れ
た
と
こ
ろ
も
あ

る
」
と
い
う
。
モ
リ
保
険
事

務
所
と
母
体
の
罐
詰
工
場
が

あ
っ
た
鹿
折
地
区
で
は
小
型

の
タ
ン
カ
ー
が
岸
に
押
し
上

げ
ら
れ
た
と
い
う
。
東
日
本

大
震
災
で
も
鹿
折
地
区
に
は

共
徳
丸
と
い
う
巨
大
な
船
舶

が
乗
り
上
げ
、
事
務
所
や
住

宅
を
な
ぎ
倒
し
て
い
る
。
津

波
は
、
幾
度
と
な
く
こ
の
町

を
襲
っ
て
き
た
の
だ
。

　
跡
を
継
い
だ
の
は
、
２
代

目
と
な
る
森
良
雄
氏
だ
っ

た
。
初
代
庄
治
郎
氏
の
急
逝

に
よ
り
代
理
業
を
引
き
継
い

だ
良
雄
氏
だ
が
、
当
時
は
ま

だ
保
険
と
い
う
文
化
の
な
い

時
代
だ
っ
た
。
気
仙
沼
は
モ

ー
タ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
波
も

ま
だ
押
し
寄
せ
て
は
い
な
か

た
た
め
代
理
店
を
断
念
し
た

が
、
火
災
保
険
の
処
理
な
ど

を
良
雄
氏
に
依
頼
し
た
こ
と

が
あ
る
と
い
う
。

　
ま
た
、
良
雄
氏
を
よ
く
知

る
顧
客
の
一
人
で
、
気
仙
沼

で
水
産
加
工
業
を
行
う
傍
ら

画
家
と
し
て
も
活
躍
し
て
い

る
女
性
は
「
良
雄
氏
は
保
険

の
書
き
換
え
を
す
る
た
め
に

頻
繁
に
訪
問
し
て
き
た
。
と

て
も
優
し
い
人
で
信
頼
が
あ

っ
た
。
わ
た
し
の
父
は
何
か

あ
る
と
、
よ
く
良
雄
氏
を
頼

っ
て
い
た
こ
と
を
覚
え
て
い

る
」
と
振
り
返
る
。

　
こ
ん
な
逸
話
も
残
さ
れ
て

い
る
。
昭
和
３
年
（
１
９
２

８
年
）
生
ま
れ
の
良
雄
氏

は
、
戦
争
に
徴
兵
さ
れ
る
か

否
か
の
ぎ
り
ぎ
り
の
世
代
だ

っ
た
。
進
路
を
決
め
る
に
当

た
り
、
良
雄
氏
は
兵
士
よ
り

無
線
士
を
選
ん
だ
。
無
線
士

な
ら
ば
殺
し
合
い
の
最
前
線

に
行
く
こ
と
は
な
い
。
爆
撃

で
死
亡
す
る
危
険
は
あ
っ
た

と
し
て
も
、
人
と
銃
を
向
け

合
う
最
前
線
に
行
く
こ
と
は

な
い
だ
ろ
う
と
。
そ
の
当
時

か
ら
、
保
険
代
理
店
の
本
質

で
あ
る
〝
人
を
守
る
〟
と
い

う
強
い
意
識
が
働
い
て
い
た

の
だ
ろ
う
。

　
そ
う
し
た
温
厚
な
性
格

は
、
保
険
会
社
が
気
仙
沼
で

支
社
を
立
ち
上
げ
る
際
に
も

は
っ
き
り
と
表
れ
る
。
支
社

が
成
り
立
つ
た
め
に
は
あ
る

程
度
の
代
理
店
数
を
確
保
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ

で
良
雄
氏
は
地
域
で
保
険
代

理
店
が
成
り
立
つ
よ
う
、
ほ

か
の
代
理
店
に
自
ら
の
得
意

先
を
提
供
し
た
。
自
社
の
発

展
よ
り
も
、
保
険
の
普
及
を

優
先
し
た
。
人
を
か
き
分
け

て
自
分
が
出
世
し
よ
う
と
は

決
し
て
思
わ
な
い
人
物
だ
っ

た
。
昭
和
30
年
代
、
保
険
は

ま
だ
浸
透
し
て
お
ら
ず
、
顧

客
の
数
が
宝
だ
っ
た
時
代
、

良
雄
氏
は
「
こ
れ
か
ら
絶
対

に
保
険
の
時
代
が
く
る
」

と
、
常
々
、
家
族
に
そ
う
言

っ
て
は
理
解
を
求
め
た
と
い

う
。
親
戚
か
ら
別
の
仕
事
を

勧
め
ら
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た

が
、
断
固
拒
否
し
た
。
そ
れ

ほ
ど
ま
で
に
保
険
を
愛
し
、

保
険
に
一
生
涯
を
傾
け
た
。

自
転
車
で
の
営
業

の
日
々

　
良
雄
氏
は
、
自
転
車
で
営

業
に
走
っ
た
。
最
終
的
に
は

バ
イ
ク
を
利
用
し
た
が
、
自

動
車
を
使
う
こ
と
は
な
か
っ

た
。
雨
の
日
は
か
っ
ぱ
を
着

て
、
さ
ら
に
雨
が
ひ
ど
い
時

は
、
危
険
な
た
め
タ
ク
シ
ー

を
利
用
し
た
。
現
在
で
は
信

じ
ら
れ
な
い
こ
と
だ
が
、
自

動
車
の
免
許
を
取
得
す
る
時

間
が
ま
っ
た
く
な
い
ほ
ど
多

忙
を
極
め
た
か
ら
だ
。
時

折
、
「
免
許
を
売
っ
て
い
る

な
ら
買
い
た
い
ぐ
ら
い
だ
」

と
冗
談
ま
じ
り
に
漏
ら
し
て

い
た
と
い
う
。

　
漁
業
や
水
産
加
工
業
を
中

心
に
発
展
を
遂
げ
て
き
た
気

仙
沼
。
し
か
し
、
そ
の
繁
栄

も
長
く
は
続
か
な
か
っ
た
。

昭
和
48
年
（
１
９
７
３
年
）

の
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
に
よ
る

燃
料
の
高
騰
、
２
０
０
カ
イ

リ
問
題
に
よ
る
漁
獲
量
の
減

少
、
さ
ら
に
、
バ
ブ
ル
経
済

の
崩
壊
や
円
高
不
況
な
ど
が

追
い
打
ち
と
な
り
、
気
仙
沼

の
経
済
の
ピ
ー
ク
は
昭
和
50

年
代
後
半
以
降
下
降
線
を
た

ど
り
、
地
場
産
業
も
衰
退
し

た
。
大
小
多
く
の
企
業
が
経

済
の
荒
波
を
受
け
倒
産
す
る

中
、
モ
リ
保
険
事
務
所
の
保

険
業
に
も
影
響
が
徐
々
に
及

ん
で
い
っ
た
。
良
雄
氏
が
事

務
局
を
務
め
て
い
た
組
合
が

存
続
で
き
な
く
な
り
、
良
雄

氏
も
本
人
の
意
思
に
か
か
わ

り
な
く
、
保
険
業
一
本
で
い

く
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ

た
。

　
保
険
に
全
精
力
を
傾
け
た

良
雄
氏
も
病
気
に
は
勝
て
な

か
っ
た
。
平
成
４
年
（
１
９

９
２
年
）
、
肝
臓
が
ん
の
た

め
、
こ
の
世
を
去
っ
た
。
ま

さ
に
急
逝
だ
っ
た
。
し
か

し
、
そ
の
時
点
で
ま
だ
モ
リ

保
険
事
務
所
に
後
継
者
は
い

な
か
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　（
つ
づ
く
）

　【
参
考
文
献
】
『
気
仙
沼

町
誌
』
（
気
仙
沼
町
）
、

『
気
仙
沼
市
史
』
（
気
仙
沼

市
）
、
『
目
で
見
る
気
仙
沼

の
歴
史
』
（
気
仙
沼
ラ
イ
オ

ン
ズ
ク
ラ
ブ
）
、
『
け
せ
ん

ぬ
ま
写
真
帖
』
（
気
仙
沼
商

工
会
議
所
）

っ
た
。

　
気
仙
沼
市
史
で
気
仙
沼
の

自
動
車
の
歴
史
を
振
り
返
る

と
、
こ
の
町
に
自
動
車
が
出

現
し
た
の
は
明
治
末
期
ご
ろ

だ
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
ド

イ
ツ
式
散
歩
用
二
人
乗
り
自

動
車
の
試
験
運
転
が
開
始
さ

れ
、
い
っ
た
ん
は
成
功
し
た

も
の
の
、
次
の
試
運
転
で
故

障
し
、
当
時
は
気
仙
沼
で
修

理
が
で
き
ず
失
敗
に
終
わ
っ

た
と
い
う
。

　
大
正
期
に
入
っ
て
乗
合
自

動
車
が
導
入
さ
れ
る
が
、
初

期
の
段
階
で
は
そ
の
数
は
、

ま
だ
１
～
２
台
程
度
で
運
賃

が
高
く
、
事
業
は
結
局
失
敗

し
て
い
る
。
事
業
と
し
て
動

き
出
す
の
は
大
正
末
期
ご
ろ

か
ら
で
、
本
格
的
に
自
動
車

が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
の

は
、
昭
和
４
年
（
１
９
２
９

年
）
の
大
船
渡
線
気
仙
沼
駅

の
開
業
で
交
通
運
輸
ニ
ー
ズ

が
増
し
た
こ
と
に
よ
る
。
し

か
し
、
自
動
車
は
タ
ク
シ
ー

会
社
や
運
輸
会
社
の
事
業
が

中
心
で
、
個
人
が
自
動
車
を

本
格
的
に
保
有
す
る
に
は
相

当
の
歳
月
を
経
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
。

　
同
市
史
に
よ
る
と
、
昭
和

29
年
（
１
９
５
４
年
）
の
気

仙
沼
市
内
の
自
動
車
数
は
８

３
３
台
。
内
訳
は
、
貨
物
自

動
車
96
台
、
乗
用
車
は
わ
ず

か
31
台
だ
っ
た
。
昭
和
35
年

（
１
９
６
０
年
）
の
段
階
で

も
総
数
２
７
１
７
台
で
、
貨

物
用
は
９
７
８
台
と
10
倍
に

拡
大
し
て
い
る
が
、
乗
用
車

は
86
台
に
と
ど
ま
っ
て
い

る
。

　
２
代
目
の
良
雄
氏
が
跡
を

継
い
だ
当
時
は
、
火
災
保
険

が
増
え
た
。
自
動
車
保
険
を

付
保
し
て
い
た
契
約
者
の
中

で
、
資
金
に
余
裕
の
あ
る
人

が
積
立
保
険
を
契
約
す
る
よ

う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

事
故
対
応
な
ど
き

ち
ょ
う
め
ん
な
性

格
で
信
頼
得
る

　
２
代
目
の
良
雄
氏
は
き
ち

ょ
う
め
ん
な
性
格
で
知
ら

れ
、
保
険
書
類
に
埋
も
れ
な

が
ら
職
人
技
と
も
い
え
る
丁

寧
な
仕
事
を
追
究
し
た
。
事

故
処
理
で
は
、
い
か
に
素
早

く
効
率
的
に
状
況
の
聴
取
や

図
面
取
り
が
で
き
る
か
が
、

腕
の
見
せ
ど
こ
ろ
で
も
あ
っ

た
。
い
っ
た
ん
、
顧
客
か
ら

事
故
の
連
絡
が
入
る
と
、
路

上
で
使
用
す
る
巻
尺
を
持
っ

て
出
掛
け
、
現
場
を
綿
密
に

測
定
し
て
戻
り
、
製
図
用
具

な
ど
を
駆
使
し
て
詳
細
な
図

面
に
落
と
し
込
ん
だ
。
ま
さ

に
魂
を
込
め
た
職
人
技
の
事

故
対
応
だ
っ
た
。
「
帳
簿
も

１
文
字
間
違
え
る
と
最
初
か

ら
書
き
直
す
ほ
ど
正
確
さ
に

こ
だ
わ
っ
た
人
物
だ
っ
た
」

と
、
現
社
長
の
雅
志
氏
は
述

懐
す
る
。

　
良
雄
氏
が
よ
く
相
談
に
行

っ
た
と
い
う
元
保
険
代
理
店

の
90
歳
代
の
女
性
は
、
良
雄

氏
に
つ
い
て
、
こ
う
語
る
。

「
温
厚
で
と
て
も
優
し
い
人

だ
っ
た
」
。
こ
の
女
性
は
、

自
宅
の
商
売
が
忙
し
く
な
っ

の
意
識
も
高
く
な
く
、
保
険

だ
け
で
生
活
で
き
る
状
況
で

は
な
か
っ
た
。
そ
う
し
た
時

代
だ
け
に
、
良
雄
氏
は
保
険

代
理
店
を
経
営
す
る
傍
ら
、

気
仙
沼
の
造
船
場
や
鉄
工
所

な
ど
が
加
入
す
る
気
仙
沼
船

舶
鉄
工
協
同
組
合
の
事
務
局

も
務
め
て
い
た
。
こ
の
こ
と

が
幸
い
し
、
そ
の
後
、
気
仙

沼
の
主
要
産
業
で
あ
る
造
船

業
や
鉄
工
業
の
顧
客
が
得
意

先
に
な
っ
た
。

　
昭
和
40
年
（
１
９
６
５

年
）
に
入
る
と
、
モ
ー
タ
リ

ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
影
響
も
あ

り
、
気
仙
沼
市
内
の
乗
用
車

数
は
１
５
９
０
台
と
、
５
年

前
の
約
18
倍
に
伸
び
た
。
自

動
車
が
地
元
の
人
の
足
と
な

り
、
こ
の
こ
ろ
か
ら
自
動
車

保
険
も
伸
び
る
よ
う
に
な

る
。
そ
の
後
、
昭
和
50
年
代

に
入
る
と
高
金
利
時
代
の
波

に
乗
っ
て
積
立
保
険
の
契
約

2代目の森良雄氏

大正期の乗合自動車
『けせんぬま写真帖』

（気仙沼商工会議所）より

昭和27年ごろの気仙沼港
『けせんぬま写真帖』（気仙沼商工会議所）より

昭和40年代の気仙沼の町
『けせんぬま写真帖』（気仙沼商工会議所）より

気仙沼における自動車台数の変化（気仙沼市史のデータを基に編集）
単位：台

貨物用自動車 乗用車 総数※
1954年（昭和29年） 96 31 833
1960年（昭和35年） 987 86 2,717
1965年（昭和40年） 1,590 1,590 7,557
1993年（平成5年） 4,333 16,517 34,212
※貨物自動車、乗用車含む


