
　

善
光
寺
地
震
が
発
生
し
た
際
、
被
災
し

て
生
き
残
っ
た
人
々
は
ど
う
し
た
の
で

し
ょ
う
。
地
震
翌
朝
は
お
む
す
び
な
ど
緊

急
食
料
が
近
隣
か
ら
共
助
で
差
し
入
れ
ら

れ
ま
し
た
。
一
週
間
ほ
ど
で
仮
小
屋
の
よ

う
な
避
難
所
を
主
と
し
て
自
助
で
確
保
し

て
い
ま
す
。
こ
の
間
に
、
倒
壊
と
火
災
と

を
運
よ
く
免
れ
た
参
詣
者
は
、
街
道
沿
い

の
住
民
の
援
助
を
受
け
な
が
ら
帰
郷
し
て

い
き
ま
し
た
。
二
週
間
後
に
は
犠
牲
者
鎮

魂
の
た
め
供
養
や
遺
体
収
容
も
行
わ
れ
ま

し
た
。
火
災
に
懲
り
て
道
路
の
拡
幅
提
案

が
住
民
か
ら
上
が
っ
て
く
る
の
も
こ
の
頃

で
す
。
ち
ょ
う
ど
田
植
え
前
の
時
期
だ
っ

た
の
で
、
苗
を
失
っ
た
農
家
に
対
し
て
は

藩
が
籾
米
や
苗
を
手
当
て
し
て
丸
一
年
収

穫
が
皆
無
に
な
ら
な
い
よ
う
手
当
て
も
し

て
い
ま
す
。
し
か
し
被
害
の
大
き
い
世
帯

の
復
興
に
は
や
は
り
十
年
単
位
で
時
間
が

か
か
り
、
震
災
の
痛
手
は
人
口
減
少
と
地

域
経
済
レ
ベ
ル
の
低
下
と
し
て
長
く
影
響

し
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
藩
や
代
官
所
は
被

害
状
況
の
把
握
に
努
め
、
復
興
の
た
め
に

様
々
な
手
を
打
っ
て
い
ま
す
。

　

善
光
寺
地
震
が
発
生
し
た
時
、
松
代
藩

の
第
八
代
藩
主
真
田
幸
貫
は
松
代
城
に
居

て
地
震
を
体
験
し
て
い
ま
す
。
幸
貫
は
寛

政
の
改
革
で
有
名
な
松
平
定
信
の
二
男
。

地
震
の
二
十
二
年
前
に
真
田
家
に
養
子
で

入
り
、
天
保
の
改
革
で
は
老
中
も
勤
め
る

な
ど
、
有
能
で
藩
の
運
営
手
腕
に
も
長
け

て
い
ま
し
た
。
こ
の
リ
ー
ダ
ー
の
下
、
松

代
藩
は
地
震
後
迅
速
に
組
織
的
に
対
応
。

備
蓄
米
を
使
っ
た
「
お
救
い
小
屋
」
で
の

緊
急
食
料
供
給
や
、
土
砂
崩
れ
に
よ
る
川

の
せ
き
止
め
に
犀
口
で
の
堤
防
で
対
処
し

よ
う
と
す
る
緊
急
土
木
工
事
（
こ
れ
は
被

災
民
に
手
当
て
を
支
給
す
る
手
段
で
も

あ
っ
た
）
な
ど
の
地
元
で
の
救
済
・
減
災

対
策
に
留
ま
ら
ず
、
被
災
状
況
の
絵
図
を

用
い
て
幕
閣
向
け
に
被
害
の
甚
大
さ
を
ア

ピ
ー
ル
す
る
江
戸
で
の
拝
借
金
獲
得
外
交

活断層の大地震

マグニチュード 〉〉〉7.4（推定）

死者総数 〉〉〉8000 〜 1万人

全壊及び焼失家屋 〉〉〉約 2 万戸

山崩れ 〉〉〉4 万カ所以上

善光寺地震PROFILE

一
八
四
七
年
五
月
八
日
（
弘
化
四
年
三
月
二
十
四
日
）、

御
開
帳
で
賑
わ
っ
て
い
た
善
光
寺
界
隈
を
含
む

長
野
盆
地
西
側
で
発
生
し
た
の
が
善
光
寺
地
震
で
す
。

前
号
で
は
、
地
震
発
生
の
原
因
と
な
っ
た
活
断
層
の
様
子
や

地
震
に
よ
る
被
害
の
状
況
を
報
告
し
ま
し
た
が
、

今
回
は
、
地
震
後
の
人
々
の
対
応
に
つ
い
て
報
告
し
ま
す
。

地
震
翌
朝
か
ら
支
援
は
開
始
さ
れ
た
が
、

復
興
に
は
十
年
単
位
の
時
間
が
か
か
っ
た

過 去 の
災 害 に
学 ぶ ●19

善光寺地震2
そ の

1847年5月8日

文：松浦律子（地震予知総合研究振興会地震調査研究センター解析部）
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所領 藩と被災地域の石高 全損 半損 死人 その他

善光寺 一千 米５升 / 人支給

松代藩 十万
（被災は 2/3 程度）

3 分米 2 斗 5 升
全壊 2 分 1 分 塔婆 1 枚 / 死者 米１俵 / 軒貸与

飯山藩 二万 1 分 1 朱

須坂藩 一万（洪水被害）2 両 3 分 2 朱 2 両 / 
軒貸与

難渋者へ 1 両、
洪水 2 歩

椎谷藩 一万
（内長野は五千） 7 両 2 分 5 両 1 両 難渋者へ 1 分〜 1 両

中野代官所 五万八千
（被災地域は 7 割） 1 両 宿駅は加算有り

上田藩・
塩崎知行所

五万三千・五千
（川中島は両方で 1 万） 1 両程度 半分

松本藩 六万
（被災 2 組は 1 割程度） 米 4 俵と 1 〜 4 両 2 俵 再建に 3 両を

10 年貸与

も
行
い
ま
し
た
。
藩
主
以
下
一
丸
と
な
っ

た
対
応
を
し
た
松
代
藩
で
は
、
公
私
の
記

録
も
後
代
の
た
め
に
と
膨
大
に
残
さ
れ
、

善
光
寺
地
震
の
実
像
を
今
日
の
我
々
に
も

よ
く
伝
え
て
く
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

幸
貫
の
松
代
藩
で
も
こ
の
災
害
に
よ
り
生

じ
た
事
実
上
の
財
政
破
綻
は
幕
末
ま
で
持

ち
越
さ
れ
る
ほ
ど
の
も
の
で
し
た
。

　

椎
谷
藩
は
本
拠
地
が
新
潟
県
柏
崎
で
し

た
が
、
こ
の
時
期
に
は
一
万
石
の
半
分
が

長
野
盆
地
内
に
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
大

き
く
被
災
し
た
の
は
問
御
所
村
（
現
長
野

市
鶴
賀
）
だ
け
で
主
力
の
六
川
陣
屋
周
辺

（
現
小
布
施
町
）
が
被
害
軽
微
で
し
た
。
自

領
の
被
災
者
に
多
額
の
救
援
金
を
支
給
し

た
椎
谷
藩
は
、
当
時
評
判
を
良
く
し
ま
し

た
。
次
に
支
援
金
が
多
か
っ
た
の
は
椎
谷

藩
と
所
領
が
隣
接
し
被
害
も
洪
水
が
殆
ど

で
あ
っ
た
須
坂
藩
（
現
須
坂
市
）
で
す
。

　

最
も
貧
弱
だ
っ
た
の
は
飯
山
藩
。
松
代

藩
が
地
震
後
の
活
動
も
活
発
だ
っ
た
の
に

比
較
し
、
飯
山
藩
は
注
目
さ
れ
ま
せ
ん
で

し
た
。
飯
山
で
は
、
城
下
の
町
は
火
災
、

西
側
山
間
地
は
倒
壊
と
土
砂
災
害
と
藩
全

体
が
被
災
し
、
人
的
・
物
的
損
害
も
甚
大

だ
っ
た
の
に
、
最
近
の
飯
山
市
史
編
纂
ま

で
地
元
で
も
善
光
寺
地
震
の
被
害
や
教
訓

は
忘
れ
ら
れ
て
い
た
感
が
あ
り
ま
す
。
地

震
の
十
九
日
後
の
震
生
湖
決
壊
に
よ
る
洪

水
の
際
は
、
警
戒
し
て
い
た
見
張
り
藩
士

が
増
水
を
察
知
し
て
的
確
に
避
難
さ
せ
た

の
で
、
飯
山
領
内
で
の
人
的
損
失
は
防
い

で
い
ま
す
。
し
か
し
元
々
財
政
基
盤
が
脆

弱
な
た
め
か
、
復
興
も
自
助
中
心
で
長
期

間
後
遺
症
に
苦
し
ん
だ
よ
う
で
す
。

　

上
田
藩
は
稲
荷
山
で
火
災
、
川
中
島
領

が
洪
水
被
害
を
受
け
ま
し
た
。
松
本
藩
は

北
東
部
の
大
町
組
と
池
田
組
に
山
崩
れ
の

被
害
が
生
じ
、
さ
ら
に
震
生
湖
決
壊
ま
で

は
湛
水
に
よ
る
水
没
被
害
が
加
わ
り
ま
し

た
。
し
か
し
ど
ち
ら
も
被
災
地
域
は
一
部

で
あ
り
、
藩
の
規
模
も
中
程
度
で
あ
っ
た

の
で
救
援
に
も
余
裕
が
あ
っ
た
の
で
す
。

中
野
代
官
所
管
轄
地
で
は
、
西
半
分
に
あ

た
る
牟
礼
等
、
西
側
山
間
地
部
分
が
土
砂

崩
壊
、
千
曲
川
沿
い
が
洪
水
の
被
害
を
受

け
ま
し
た
。
当
時
の
高
田
代
官
は
復
興
に

尽
力
し
た
の
で
、
地
元
民
が
後
代
彼
を
顕

彰
す
る
祭
り
を
行
う
ほ
ど
感
謝
さ
れ
た
そ

う
で
す
。

　

各
藩
は
被
災
者
へ
援
助
し
た
者
を
表
彰

す
る
な
ど
共
助
を
奨
励
し
ま
し
た
。
公
助

に
限
度
が
あ
っ
た
か
ら
で
す
。
復
興
資
金

の
多
寡
は
今
日
で
も
大
問
題
で
す
。
震
災

が
発
生
す
る
毎
に
義
捐
金
は
そ
れ
な
り
に

集
ま
り
ま
す
。
人
口
が
少
な
い
地
域
が
被

災
し
た
場
合
は
、
一
人
当
た
り
復
興
に
明

ら
か
に
効
果
が
あ
る
金
額
と
な
り
え
ま
す
。

し
か
し
、
被
災
者
数
が
百
倍
・
千
倍
と
な

る
都
市
人
口
密
集
地
に
被
害
が
生
じ
た
場

合
、
義
捐
金
は
せ
い
ぜ
い
数
倍
に
し
か
増

加
し
な
い
の
で
、
個
々
人
に
と
っ
て
の
効

果
は
非
常
に
低
く
な
り
ま
す
。
大
都
市
が

被
災
し
た
場
合
、
復
興
に
お
け
る
公
助
の

比
率
が
必
然
的
に
高
く
な
り
ま
す
。
分
業

が
進
み
便
利
な
都
市
に
生
活
す
る
者
は
、

災
害
時
に
は
相
当
の
自
助
の
覚
悟
と
、
地

縁
・
血
縁
で
は
な
い
共
助
の
涵
養
が
必
要

と
な
り
ま
す
。

真田宝物館所蔵の「信州地震大絵図」。これは松
代藩で作成された善光寺地震の被害の様子の絵
図である。他藩の部分も書かれており、実際の距
離とは山間部分でゆがんではいるが、土砂崩れや
洪水被害の分布がよく表現されている。

各藩の支給金等（内閣府「1847善光寺地震報告書」より作成）。
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