
相
馬
地
区
は
西
の
白
神
山

地
、
南
の
大
鰐
山
地
か
ら
続

く
丘
陵
・
台
地
と
、
河
川
流

域
の
平
坦
地
か
ら
な
る
凸
凹

し
た
地
域
だ
。
白
神
山
地
が

火
山
の
噴
火
で
堆
積
し
た
火

山
岩
の
地
層
で
あ
る
よ
う
に
、

相
馬
地
区
も
基
礎
地
層
は
火

山
岩
な
ど
か
ら
な
っ
て
い
る
。

だ
か
ら
屏
風
岩
や
沢
田
神
明

宮
の
よ
う
な
奇
岩
が
多
い
。

ま
た
、
凸
凹
し
た
地
形
で
洞

窟
の
よ
う
な
箇
所
も
多
く
、

古
く
か
ら
人
が
住
み
着
い
て

い
た
よ
う
だ
。
そ
の
証
拠
に
、

縄
文
時
代
の
遺
跡
や
遺
物
が

多
数
出
土
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
青
森
圏
域
を

含
む
北
東
北
は
ア
イ
ヌ
文
化

圏
と
し
て
知
ら
れ
る
。
相
馬

に
も
、
津
軽
を
統
括
し
て
い

た
メ
ノ
コ
と
い
う
ア
イ
ヌ
の

女
首
長
の
伝
承
が
残
っ
て
い

る
。
の
ち
の
持
寄
城
跡
に
メ

ノ
コ
の
館
が
あ
っ
た
と
い
わ

れ
る
が
、
持
寄
城
跡
は
凸
凹

を
利
用
し
た
天
然
の
要
害
で
、

市
の
埋
蔵
文
化
財
課
の
人
に

よ
れ
ば
、
か
つ
て
調
査
し
よ
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う
と
し
た
も
の
の
、
あ
ま
り

に
広
す
ぎ
て
断
念
し
た
経
緯

が
あ
る
と
い
う
か
ら
、
メ
ノ

コ
の
居
館
と
い
う
伝
承
も
あ

な
が
ち
作
り
話
と
は
言
い
切

れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

ア
イ
ヌ
と
い
う
と
い
っ
け

ん
す
ご
く
古
い
人
々
や
文
化

と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
か

も
し
れ
な
い
が
、
ア
イ
ヌ
文

化
が
成
立
し
た
の
は
中
央
で

い
う
鎌
倉
時
代
以
降
で
、
ま

た
ひ
と
口
に
ア
イ
ヌ
と
い
っ

て
も
地
域
に
よ
っ
て
成
り
立

ち
や
文
化
は
さ
ま
ざ
ま
だ
。

津
軽
の
ア
イ
ヌ
も
き
っ
と
独

自
の
文
化
を
も
っ
て
い
た
に

違
い
な
い
。

平
安
時
代
に
大
和
朝
廷
軍

に
征
伐
さ
れ
て
メ
ノ
コ
も
討

ち
取
ら
れ
て
中
央
の
文
化
に

飲
み
込
ま
れ
て
し
ま
っ
た
。

湯
口
の
石
戸
神
社
に
は
メ
ノ

コ
の
首
を
埋
葬
し
た
と
伝
わ

る
石
塚
が
あ
る
。
「
黒
岩
の

滝
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
討
ち

取
ら
れ
た
が
、
死
後
も
生
首

が
呻
き
声
を
あ
げ
続
け
た
の

で
首
を
土
中
に
埋
め
、
何
枚

も
の
石
を
積
み
上
げ
て
閉
じ

込
め
た
と
伝
わ
る
。
似
た
よ

う
な
話
は
全
国
に
け
っ
こ
う

あ
っ
て
、
有
名
な
と
こ
ろ
で

は
平
将
門
、
桃
太
郎
伝
説
の

モ
デ
ル
と
な
っ
た
温
羅
伝
説

な
ど
だ
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
、

中
央
が
征
伐
し
た
相
手
を
恐

ろ
し
い
存
在
と
印
象
付
け
る

た
め
の
常
と
う
手
段
だ
っ
た

の
だ
ろ
う
。

今
も
行
わ
れ
て
い
る

ア
イ
ヌ
の
慰
霊
儀
式

あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い

よ
う
だ
が
、
石
戸
神
社
に
は

メ
ノ
コ
の
七
人
の
部
下
を

葬
っ
た
と
さ
れ
る
場
所
も
あ

る
。
毎
年
六
月
に
ア
イ
ヌ
民

族
団
体
の
方
々
が
メ
ノ
コ
と

こ
の
七
人
の
部
下
た
ち
の
霊

を
慰
め
る
た
め
に
石
戸
神
社

に
や
っ
て
き
て
慰
霊
の
儀
式

を
行
っ
て
い
る
そ
う
だ
。

な
に
ぶ
ん
文
献
が
残
っ
て

い
な
い
の
で
こ
う
し
た
伝
承

が
本
当
か
ど
う
か
は
確
認
の

し
よ
う
が
な
い
（
裏
面
に
続

く
）
。

相
馬
の
歴
史
を
探
求
す
る
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今年６月に供えられたアイヌの祭具。イナウと呼ばれるものか？

石
戸
神
社
に
伝
わ
る

メ
ノ
コ
の
伝
説

相馬凸凹学会のメンバー大募集！
相馬の歴史を研究し、語り合うメンバーを大募集して
います。入会資格は一切問いません。相馬が好き、歴
史が好き、相馬のことをもっと知りたいという人なら
誰でもOK。学会といってもサークル的な集まりで、と
くに規約もありませんので、趣味の延⾧として相馬の
歴史や地形などを一緒に研究してみませんか。



た
だ
、
凸
凹
地
形
だ
か
ら

こ
そ
生
ま
れ
た
、
相
馬
独
特

の
歴
史
・
文
化
と
い
う
も
の

は
少
な
か
ら
ず
あ
る
は
ず
だ
。

言
葉
は
悪
い
が
、
隠
れ
住

み
や
す
い
地
域
だ
っ
た
た
め

に
平
家
の
落
ち
武
者
も
落
ち

延
び
て
き
て
、
そ
こ
か
ら

「
沢
田
ろ
う
そ
く
ま
つ
り
」

と
い
う
有
名
な
お
祭
り
が
伝

え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

鎌
倉
時
代
に
は
、
蒙
古
が
襲

来
し
た
い
わ
ゆ
る
文
永
・
弘

安
の
役
（
一
二
七
四
・
一
二

八
一
年
）
の
際
に
現
在
の
長

崎
県
の
対
馬
の
人
た
ち
が
多

数
避
難
し
て
き
た
と
い
う
。

「
早
く
寝
ね
ば
山
が
ら
モ
ッ

コ
が
く
る
ど
」
と
幼
子
に
諭

し
た
こ
と
の
あ
る
人
も
多
い

か
と
思
う
が
、
こ
の
モ
ッ
コ

と
は
蒙
古
の
こ
と
だ
と
い
う
。

中
世
に
は
多
田
玄
蕃
と
い

う
武
士
が
主
君
で
あ
る
津
軽

為
信
に
反
旗
を
翻
し
、
藍
内

に
隠
れ
住
ん
だ
と
い
う
。
最

終
的
に
は
藍
内
の
沢
筋
で
討

ち
取
ら
れ
る
の
だ
が
、
そ
の

沢
に
は
「
玄
蕃
沢
」
と
の
名

が
今
も
地
図
に
記
さ
れ
て
い

る
。
肝
心
な
の
は
、
そ
う

や
っ
て
避
難
し
て
き
た
人
な

ど
を
相
馬
の
人
々
は
常
に
温

か
く
迎
い
入
れ
、
守
っ
て
き

た
と
い
う
こ
と
だ
。

先
述
し
た
持
寄
城
も
、
鎌

倉
幕
府
崩
壊
の
お
り
に
、
こ

こ
に
立
て
籠
も
っ
た
軍
勢
の

た
め
に
食
料
や
武
器
な
ど
を

持
ち
寄
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ

の
名
が
つ
い
た
と
も
い
わ
れ

る
。
外
部
か
ら
来
た
人
や

困
っ
た
人
を
地
域
で
助
け
る

と
い
う
土
壌
が
、
相
馬
に
は

根
付
い
て
い
る
の
だ
と
思
う
。

そ
れ
は
、
東
北
全
体
に
い

え
る
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。

世
界
文
化
遺
産
に
な
っ
た

青
森
市
の
三
内
丸
山
遺
跡
は
、

家
族
ご
と
や
小
集
落
ご
と
の

暮
ら
し
が
一
般
的
だ
っ
た
と

さ
れ
る
縄
文
時
代
に
お
い
て

多
く
の
人
が
寄
り
添
っ
て
く

ら
し
て
い
た
大
規
模
集
落
跡

が
見
つ
か
っ
た
こ
と
で
注
目

さ
れ
た
。
都
市
と
も
い
え
る

よ
う
な
大
規
模
集
落
は
他
に

類
を
見
な
い
こ
と
か
ら
、
東

北
が
縄
文
時
代
の
最
先
端
の

地
域
だ
っ
た
と
称
さ
れ
る
理

由
の
ひ
と
つ
に
な
っ
て
い
る
。

助
け
合
い
な
が
ら
生
活
す
る

と
い
う
概
念
が
東
北
で
は
い

ち
早
く
根
付
い
て
い
た
。

た
集
落
の
こ
と
で
、
弥
生
時

代
の
代
表
的
な
集
落
形
態
だ
。

諸
説
あ
る
も
の
の
、
他
集
落

か
ら
の
襲
撃
に
備
え
防
御
性

を
高
め
た
も
の
だ
と
考
え
ら

れ
て
い
る
。

そ
の
環
濠
集
落
が
な
い
と

い
う
こ
と
は
、
集
落
間
の
激

し
い
争
い
ご
と
が
な
か
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

相
馬
も
ま
た
、
前
述
し
た

よ
う
に
外
部
の
人
や
困
っ
た

人
を
温
か
く
迎
い
入
れ
る
争

い
の
な
か
っ
た
地
域
だ
っ
た

と
想
像
す
る
。

し
か
し
、
坂
上
田
村
麻
呂

軍
に
よ
る
征
伐
で
中
央
権
力

の
支
配
が
及
ぶ
よ
う
に
な
る

と
、
凸
凹
地
形
ゆ
え
に
合
戦

が
行
わ
れ
る
こ
と
も
増
え
て

い
っ
た
。

環
濠
集
落
が
な
い

そ
の
意
味
と
は
？

縄
文
時
代
の
次
は
弥
生
時

代
だ
と
学
校
で
習
っ
た
。
し

か
し
、
北
海
道
と
沖
縄
、
そ

し
て
北
東
北
は
弥
生
時
代
と

は
呼
ば
な
い
。
弥
生
文
化
三

点
セ
ッ
ト
ー
ー
水
田
稲
作
・

弥
生
式
土
器
・
鉄
器―

―

が

普
及
し
な
か
っ
た
か
ら
で
、

弥
生
時
代
に
相
当
す
る
時
代

を
続
縄
文
時
代
と
い
う
。
青

森
圏
域
は
一
部
で
水
田
稲
作

の
跡
が
見
つ
か
っ
て
い
る
が
、

弥
生
式
土
器
と
鉄
器
は
確
認

さ
れ
て
い
な
い
。

さ
ら
に
特
筆
す
べ
き
は
、

環
濠
集
落
が
見
つ
か
っ
て
い

な
い
こ
と
だ
。
環
濠
集
落
と

は
濠
や
土
塁
、
柵
で
囲
ま
れ

弥生時代の環濠集落（吉野ケ里遺跡）

激
し
い
戦
い
が

行
わ
れ
た
場
所
を

「
が
ん
じ
ゃ
こ
」

と
い
う
そ
う
で
、

相
馬
地
区
内
に
も

い
く
つ
か
あ
る
。

凸
凹
地
形
に
守

ら
れ
、
と
き
に
翻

弄
さ
れ
、
相
馬
の

人
々
は
歴
史
を
積

み
重
ね
て
き
た
。

そ
の
歴
史
を
知
る

こ
と
が
、
地
域
を

知
る
た
め
の
第
一

歩
だ
と
思
っ
て
い

る
。
そ
ん
な
思
い

の
も
と
、
凸
凹
学

会
を
設
立
し
た
。

※本記事は、郷土史家の澤田建雄さんにうかがったお話をもと
に、地域おこし協力隊の加賀新一郎が独自の調査と考察を加え
作成しました。文責はすべて加賀新一郎。

相馬地区の航空写真。丘陵台地の先端に広がる凸凹した地形だということがわかる
（ｃ Google earth）

●相馬凸凹学会とは
津軽平野の南端に位置し、台地と平地が入り組んだ凸凹地
形の相馬の歴史を地形・地理・地名といった新たな視点も
加えて調査・研究・記録するサークル。
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