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＜＜東北魂＞＞を鼓舞する

電子新聞

創刊 2014 年 （平成 26 年） 4 月 16 日　水曜日

復旧 ・ 復興が進展しないのは被災地住民の合意問題

だけのせいなのか？　すぐ近くのほぼ完全に復興した

仙台空港との格差をどう考えたらいいのか？

3 年過ぎた閖上 ( ゆりあげ ) はどうなったか？
宮城県名取市閖上地区の 2014 ・ 3 ・ 21 のいま

吹
雪
の
ち
晴
れ

見渡すかぎり広がる荒れ野

供えられた花

再建された 「閖上港神社」 と 「富主姫神社」

着手したばかりの護岸工事

復興工事中の閖上港

工事用クレーンが林立する閖上港遠景

　

閖
上
取
材
は
３
月
21
日
に
敢

行
し
た
。
東
北
新
幹
線
で
11
時

す
ぎ
に
仙
台
駅
に
到
着
す
る
と

外
は
吹
雪
だ
っ
た
。
東
京
を
出

る
と
き
は
快
晴
だ
っ
た
の
で
、

仙
台
も
晴
れ
だ
ろ
う
と
勝
手
に

思
い
込
み
、
車
外
の
景
色
を
見

て
い
な
か
っ
た
の
で
驚
い
た
。

　

そ
の
日
は
仙
台
市
の
南
に
隣

接
す
る
名
取
市
閖
上
（
ゆ
り
あ

げ
）
地
区
お
よ
び
近
隣
地
区
、

そ
れ
と
、
震
災
時
に
津
波
に
呑

ま
れ
た
仙
台
空
港
を
取
材
す
る

予
定
で
あ
り
、
た
く
さ
ん
の
写

真
を
撮
る
予
定
だ
っ
た
が
、
こ

れ
で
は
吹
雪
の
隙
間
か
ら
わ
ず

か
に
見
え
る
光
景
し
か
望
め
な

い
と
が
っ
か
り
し
て
い
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
仙
台
か
ら
乗
り

換
え
て
名
取
へ
移
動
す
る
30
分

く
ら
い
の
時
間
に
、
徐
々
に
雪

が
小
降
り
と
な
り
、
や
が
て
雪

が
止
み
、
写
真

撮
影
の
と
き
に

は
、
す
っ
か
り

晴
れ
て
き
た
。

幸
運
に
感
謝
し

た
。

　

閖
上
を
訪
れ

る
の
は
初
め
て

で
あ
り
、復
旧
・

復
興
が
な
か
な

か
進
ま
ず
に
い

る
地
区
と
い
う

こ
と
で
、
ど
ん

な
光
景
が
眼
前

に
展
開
す
る
の

だ
ろ
う
と
緊
張

し
て
い
た
。

年
の
６
月
28
日
に
放
映
さ
れ
た

Ｎ
Ｈ
Ｋ
ス
ペ
シ
ャ
ル
番
組
「
津

波
に
の
ま
れ
た
町
・
再
起
へ
密

着
８
０
０
日
」、
副
題
に
「
あ

せ
り
と
怒
号
の
激
論　

住
民
合

意
で
迷
走
」
と
い
う
ド
キ
ュ
メ

ン
タ
リ
ー
Ｔ
Ｖ
番
組
で
よ
く
分

か
っ
た
。

　

名
取
市
長
、
家
族
を
亡
く
し

て
ま
だ
遺
体
が
見
つ
か
っ
て
い

な
い
遺
族
の
男
性
、そ
れ
と「
ゆ

り
あ
げ
港
朝
市
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
」
の
リ
ー
ダ
ー
の
三
名
を
軸

に
し
て
、
行
政
の
側
、
家
族
を

失
っ
た
遺
族
の
側
、
ま
ち
の
再

生
を
願
う
民
間
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

の
側
の
動
き
、
ま
た
そ
れ
ら
を

含
む
閖
上
地
区
の
８
０
０
日
間

の
動
き
の
な
か
で
揺
れ
動
く
住

民
の
動
向
・
思
い
を
捉
え
た
番

組
で
あ
っ
た
。

　

そ
こ
が
い
ま
ど
う
な
っ
て
い

る
の
か
を
現
地
に
赴
き
確
認
し

な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
、

こ
こ
の
取
材
を
決
め
た
の
だ
。

す
る
た
め
、
第
三
者
の
検
証
委

員
会
が
設
置
さ
れ
た
。
そ
の
委

員
会
が
、
こ
の
３
月
25
日
ま
で

に
、
市
の
防
災
体
制
に
問
題
が

あ
っ
た
と
の
最
終
報
告
書
案
を

ま
と
め
た
よ
う
だ
。

　

そ
の
報
告
の
な
か
で
特
に
残

念
に
思
う
こ
と
は
、
防
災
行
政

無
線
の
故
障
で
避
難
を
呼
び
か

け
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ

り
、
委
員
会
も
そ
の
こ
と
を
取

り
上
げ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　

他
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
分
析
・

調
査
が
行
わ
れ
た
よ
う
だ
。
４

月
30
日
に
は
正
式
な
報
告
書
が

提
出
さ
れ
る
と
の
こ
と
で
あ

り
、
そ
れ
を
待
っ
て
当
時
の
状

況
と
問
題
点
を
あ
ら
た
め
て
調

べ
て
み
た
い
と
思
う
。

て
い
る
よ
う
だ
が
、
取
材
当
日

は
金
曜
日
で
あ
っ
た
。

　

そ
こ
で
、
前
も
っ
て
予
約
し

て
い
た
レ
ン
タ
カ
ー
で
、
当
初

予
定
し
た
３
時
間
ほ
ど
の
取
材

に
出
発
す
る
こ
と
に
し
た
。

　

最
初
は
閖
上
港
に
行
っ
た
。

レ
ン
タ
カ
ー
を
借
り
た
「
杜
せ

き
の
し
た
駅
」
近
辺
は
、
津
波

被
害
も
な
か
っ
た
せ
い
で
、
普

通
の
街
並
み
が
展
開
す
る
が
、

閖
上
港
近
く
に
な
る
と
様
相
が

一
変
し
た
。

　

ガ
レ
キ
は
ほ
ぼ
取
り
除
い
て

あ
る
が
、
住
居
跡
、
水
産
加
工

場
跡
と
思
わ
れ
る
む
き
出
し
の

土
台
だ
ら
け
の
荒
地
が
一
面
に

広
が
る
。
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
道
路

は
、
あ
ち
こ
ち
に
穴
が
開
き
走

れ
る
と
こ
ろ
が
と
て
も
狭
い
。

工
事
の
た
め
の
ダ
ン
プ
カ
ー
と

何
度
か
す
れ
違
う
が
、
ダ
ン
プ

カ
ー
が
優
先
だ
。

　

港
に
近
づ
く
に
つ
れ
、
一
面

の
荒
れ
野
の
あ
ち
こ
ち
に
犠
牲

者
を
弔
う
花
が
供
え
ら
れ
て
い

た
。
約
１
メ
ー
ト
ル
角
の
む
き

３
年
目
の
閖
上(

ゆ
り
あ
げ)

第
三
者
の
検
証
委
員
会
の

最
終
報
告
書
案
ま
と
ま
る

閖
上
港 

― 

彼
岸
の
墓
参
り

　

東
北
大
震
災
発
生
か
ら
３
年

経
過
後
の
被
災
地
の
現
状
を
、

現
地
に
直
接
出
向
い
て
確
認
す

る
た
め
に
選
定
し
た
の
が
、
当

新
聞
の
第
14
号
で
も
取
り
上
げ

た
宮
城
県
名
取
市
閖
上
（
ゆ
り

あ
げ
）
地
区
だ
っ
た
。

　

こ
こ
は
、
震
災
発
生
前
に
は

約
５
６
０
０
名

の
住
人
が
い
た

が
、
約
８
０
０

名
が
亡
く
な
ら

れ
た
。

　

数
あ
る
沿
岸

被
災
地
の
な
か

で
、
前
回
こ
の

地
区
を
取
り
上

げ
た
の
は
、
復

興
計
画
に
関
す

る
住
民
合
意
形

成
の
困
難
さ
に

注
目
し
た
か
ら

で
あ
っ
た
。

　

そ
の
生
々
し

い
状
況
は
、
昨

　

ま
た
、
こ
の
地
区
で
多
数
の

犠
牲
者
を
出
し
た
原
因
を
調
査

　

現
在
、
閖
上
地
区
に
行
く
に

は
自
家
用
車
か
、
タ
ク
シ
ー
か

レ
ン
タ
カ
ー
し
か
な
い
。
バ
ス

便
は
乗
客
数
減
少
で
廃
止
に
な

っ
た
よ
う
だ
。日
曜
日
だ
け
は
、

朝
市
へ
の
シ
ャ
ト
ル
バ
ス
が
出
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太平洋からの荒波につい津波を連想してしまう 津波で枯れた松、 倒れた松

津波に破壊された街灯の鉄製支柱 倒壊した墓石と墓参りの人々―隣接の仙台市若葉区

お休みだった有名な 「ゆりあげ港朝市」おそらく遺骨も流されたままの墓場

閖上港神社から閖上港を望む 放置された寺

出
し
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ

ク
が
た
く
さ
ん
集
ま
っ
て
い
る

場
所
に
も
供
え
ら
れ
て
い
た
。

最
初
、
そ
こ
が
か
つ
て
墓
地
で

あ
り
、
む
き
出
し
に
な
っ
て
い

る
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
が

遺
骨
を
収
容
す
る
納
骨
棺
と
は

気
が
つ
か
な
か
っ
た
。き
っ
と
、

遺
骨
も
流
さ
れ
て
い
る
に
違
い

な
い
と
あ
ら
た
め
て
思
う
。

　

遺
骨
ま
で
流
さ
れ
た
こ
と
に

驚
き
、
お
供
え
の
花
の
あ
ま
り

の
数
の
多
さ
を
前
に
し
て
が
く

然
と
し
た
。

　

港
近
く
は
、
一
面
の
平
地
が

ど
こ
ま
で
も
広
が
っ
て
お
り
、

津
波
は
さ
し
た
る
抵
抗
も
な

く
、
そ
こ
に
あ
っ
た
住
宅
や
工

場
を
呑
み
込
み
、
破
壊
し
て
い

っ
た
こ
と
を
想
像
し
た
。

　

一
カ
所
だ
け
、
６
メ
ー
ト
ル

ほ
ど
の
小
高
い
場
所
が
あ
っ

た
。
日
和
山
と
い
う
場
所
で
、

か
つ
て
閖
上
湊
神
社
が
あ
っ
た

が
、
や
は
り
こ
こ
も
津
波
で
流

さ
れ
、震
災
後
に
再
建
さ
れ
た
。

そ
こ
か
ら
周
囲
を
見
渡
す
と
、

津
波
の
被
害
が
一
望
で
き
る
。

言
葉
が
出
な
い
。

で
、
取
材
当
日
は
休
み
で
あ
っ

た
。
そ
れ
で
も
開
い
て
い
る
の

で
は
な
い
か
と
、
ひ
っ
き
り
な

し
に
自
家
用
車
が
訪
れ
て
い
た
。

　

開
催
日
は
さ
ぞ
に
ぎ
や
か
な

の
だ
ろ
う
と
思
っ
た
。

　

し
か
し
、
朝
市
の
周
辺
は
一

転
、
何
も
な
い
一
面
の
荒
地
で

あ
る
。
ま
た
朝
市
の
あ
る
場
所

は
街
か
ら
か
な
り
離
れ
て
い
る

の
で
、
遠
方
か
ら
の
訪
問
客
が

継
続
し
て
訪
れ
て
く
る
こ
と
を

願
う
の
み
で
あ
る
。

　

同
時
に
、
こ
の
朝
市
を
拠
点

に
、
閖
上
港
近
辺
が
復
興
す
る

ま
で
に
は
大
変
な
努
力
が
必
要

で
あ
ろ
う
と
感
じ
た
。

　

朝
市
が
日
曜
日
し
か
開
い
て

い
な
い
と
聞
い
て
が
っ
か
り
し

て
い
た
と
こ
ろ
、「
杜
せ
き
の

し
た
駅
」
か
ら
車
で
数
分
の
と

こ
ろ
に
、
復
興
市
が
あ
る
と
聞

い
た
の
で
行
っ
て
み
た
。
金
曜

日
で
閑
散
と
し
て
い
た
。

引
け
た
が
、
あ
ま
り
に
も
衝
撃

的
な
光
景
で
あ
り
シ
ャ
ッ
タ
ー

を
押
し
た
。

ど
う
し
て
見
た
か
っ
た
。

　

空
港
建
物
内
部
に
は
入
ら
ず
、

滑
走
路
側
近
く
の
川
べ
り
を
数

百
メ
ー
ト
ル
歩
い
た
ら
、
滑
走

路
が
見
え
た
。
も
う
完
全
に
復

旧
し
て
い
る
。
津
波
に
破
壊
さ

れ
た
形
跡
が
消
え
て
い
た
。

　

一
方
で
、
周
辺
の
復
旧
は
ま

だ
ま
だ
で
あ
り
、
交
通
イ
ン
フ

ラ
優
先
の
姿
勢
が
は
っ
き
り
し

て
い
た
。
住
宅
復
旧
と
は
大
き

な
違
い
で
あ
る
。
３
年
経
っ
て

も
そ
の
差
は
埋
ま
ら
な
い
ど
こ

ろ
か
、
ま
す
ま
す
格
差
が
つ
い

て
い
る
印
象
だ
。

　

こ
の
仙
台
空
港
の
復
興
の
早

さ
を
見
る
と
、
つ
い
閖
上
地
区

の
復
興
遅
れ
と
対
比
し
て
み
た

く
な
る
。
閖
上
の
住
宅
高
台
移

転
等
に
関
す
る
住
民
合
意
が
う

ま
く
い
か
な
い
た
め
に
復
興
が

遅
れ
て
い
る
と
い
う
の
が
定
説

だ
が
、
遅
れ
て
い
る
理
由
は
ほ

ん
と
う
に
そ
れ
だ
け
な
の
だ
ろ

う
か
と
い
う
疑
念
が
湧
い
て
く

る
の
を
抑
え
ら
れ
な
い
。

ゆ
り
あ
げ
港
朝
市

仙
台
市
若
林
区
藤
塚

　

朝
市
は
毎
週
日
曜
日
の
開
催

　

閖
上
の
状
況
も
か
な
り
ひ
ど

い
が
、
隣
接
す
る
仙
台
市
若
林

区
は
さ
ら
に
復
旧
し
て
い
な
い

と
聞
い
た
の
で
、
そ
こ
に
も
行

っ
て
み
た
。

　

確
か
に
何
も
な
い
。
閖
上
港

と
異
な
る
の
は
、
草
が
ぼ
う
ぼ

う
と
生
い
茂
っ
て
い
る
た
め

に
、
荒
れ
地
が
隠
さ
れ
て
い
る

こ
と
く
ら
い
で
あ
る
。

　

海
岸
に
近
づ
く
と
、
津
波
で

倒
さ
れ
た
木
々
が
３
年
前
そ
の

ま
ま
に
横
た
わ
っ
て
い
る
。

　

近
く
で
は
、
た
く
さ
ん
の
倒

れ
た
墓
石
に
囲
ま
れ
た
墓
地

を
、
お
彼
岸
も
近
い
の
で
お
参

り
す
る
数
組
の
家
族
に
出
会
っ

た
。
墓
を
撮
影
す
る
の
は
気
が

仙
台
空
港

　

仙
台
空
港
に
も
足
を
伸
ば
し

た
。
滑
走
路
が
す
べ
て
津
波
に

呑
ま
れ
た
映
像
が
記
憶
に
深
く

刻
み
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
こ
は
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復旧した仙台空港隣接の未復旧の地域 当時津波に呑まれ、 現在ほぼ完全に復旧した仙台空港

「閖上さいかい市場」 の店舗群 朝市とは別の 「閖上さいかい市場」 看板

第二回 【とにかく東北を語る会】 の手書き看板

ご参加いただいた面々

第二回　とにかく東北を語る会
　３/ ２１開催、 参加者 9 名、 話題はあちこちに
　他方、 興味深く、 さらに掘り下げが必要な継続
　テーマの可能性あるネタも出現してきた！

次回は 5/25 （日）、 15 ： 00 から、 星港夜にて

　

ど
ん
な
展
開
に
な
る
か
多
少

の
不
安
を
抱
え
た
ま
ま
ス
タ
ー

ト
し
た
『
と
に
か
く
東
北
を
語

る
会
』
で
あ
る
が
、
３
／
21
に

２
回
目
を
開
催
。参
加
者
９
名
。

　

１
回
目
同
様
、
東
北
に
関
し

て
い
ろ
い
ろ
言
い
た
い
こ
と
が

あ
る
人
々
が
集
ま
り
、
そ
れ
ぞ

れ
の
思
い
を
、
分
野
を
問
わ
ず

に
語
っ
て
み
る
と
い
う
ス
タ
ン

ス
は
変
わ
ら
な
い
。

　

語
り
合
っ
た
そ
の
先
に
ど
ん

な
展
開
が
あ
る
か
は
考
え
ず
、

ま
ず
は
「
と
に
か
く
」
語
っ
て

み
る
。
当
面
は
具
体
的
な
テ
ー

マ
を
決
め
ず
、「
入
口
」
を
手

広
く
構
え
て
行
こ
う
と
臨
ん
だ
。

越
氏
。

　

今
回
初
参
加
組
は
、
元
大
学

教
授
・
猪
岡
氏
、
現
役
の
大
学

准
教
授
・
間
瀬
氏
、
そ
し
て
大

学
院
生
・
渡
邉
氏
と
い
う
研
究

畑
の
３
名
と
筆
者
の
高
校
同
級

で
、
震
災
後
に
農
業
を
開
始
し

た
松
氏
と
い
う
１
名
を
加
え

て
、
合
計
９
名
の
会
合
と
な
っ

た
。

ル
語
と
日
本
語
の
共
通
点
、
タ

ミ
ル
人
と
日
本
人
、
三
内
丸
山

遺
跡
、１
万
年
も
続
い
た
縄
文
、

坂
上
田
村
麻
呂
、
ア
テ
ル
イ
と

そ
の
当
時
の
海
外
貿
易
、
伊
勢

神
宮
の
秘
密
、
ア
マ
テ
ラ
ス
か

産
土
神
か
、
ア
ラ
ハ
バ
キ
神
、

富
山
の
縄
文
人
骨
発
見
、
前
方

後
円
墳
北
限
、
な
ど
な
ど
。

　

そ
ん
な
こ
と
で
夕
方
五
時
す

ぎ
か
ら
開
始
し
た
会
は
、
こ
れ

ま
で
の
会
同
様
に
、
七
時
半
ご

ろ
ま
で
、
延
々
と
果
て
し
の
な

い
会
話
が
続
い
た
の
だ
っ
た
。

　

山
ブ
ド
ウ
か
ら
造
っ
た
ワ
イ

ン
で
、
名
前
も
そ
の
も
の
ズ
バ

リ
「
縄
文
ワ
イ
ン
」
が
現
在
販

売
さ
れ
て
い
る
。
機
会
が
あ
れ

ば
飲
ん
で
み
た
い
。

　

東
北
縄
文
人
の
主
食
は
栗

で
、
栗
ク
ッ
キ
ー
を
食
べ
て
い

た
よ
う
だ
。
こ
れ
も
い
つ
か
作

っ
て
食
べ
て
み
た
い
。

幸
い
だ
。
次

回
も
こ
の
話

題
を
提
示
し

よ
う
と
思

う
。

　

も
う
ひ
と

つ
は
縄
文
ワ

イ
ン
と
栗
ク

ッ
キ
ー
に
よ

る
縄
文
体
験

で
あ
る
。
縄

文
時
代
に
は

酒
を
造
り
飲

ん
で
い
た
。

そ
の
素
材
の

ひ
と
つ
が
山

ブ
ド
ウ
。

第
二
回
目
も
９
名
参
加

東
北
を
愛
す
る
参
加
者
達

例
に
よ
っ
て
話
題
は
拡
散

　

簡
単
な
自
己
紹
介
の
後
、
テ

ー
マ
を
決
め
な
い
ま
ま
、
い
き

な
り
の
「
東
北
ト
ー
ク
」
が
ス

タ
ー
ト
し
た
。
す
べ
て
を
列
挙

す
る
の
は
む
ず
か
し
い
が
、
ど

ん
な
内
容
が
出
現
し
た
の
か
、

そ
の
一
端
を
紹
介
す
る
。

そ
も
そ
も
東
北
と
は
な
ん
だ
ろ

う
と
の
問
い
か
け
、
福
島
の
謎

の
宗
教
遺
跡
「
霊
山
寺
」、
東

北
の
反
原
発
運
動
、
沿
岸
被
災

地
の
郷
土
芸
能
復
活
や
住
宅
の

高
台
移
転
に
伴
う
地
質
調
査
か

ら
偶
然
古
代
遺
跡
が
出
現
し
た

こ
と
、
福
島
の
現
況
に
関
す
る

情
報
交
換
、
教
え
ら
れ
て
き
た

日
本
の
歴
史
・
東
北
の
歴
史
の

定
説
へ
の
疑
問
、
青
森
に
あ
る

「
日
本
中
央
の
碑
」、
日
本
と
い

う
名
称
、
東
北
は
６
県
で
あ
る

必
要
は
な
い
、
東
北
と
い
う
名

称
は
そ
の
ま
ま
で
い
い
の
か
、

岡
本
太
郎
と
縄
文
、
縄
文
の
漆

工
芸
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
ア
イ

ル
ラ
ン
ド
・
ケ
ル
ト
、
修
験
道
、

山
伏
神
楽
、
沖
縄
ウ
タ
キ
、
文

字
の
な
い
縄
文
と
歌
の
沖
縄
、

マ
ヤ
文
明
と
文
字
、
弥
生
人
と

縄
文
人
、
米
作
導
入
と
人
口
大

逆
転
、
弥
生
人
と
縄
文
人
の
混

血
、
縄
文
人
ル
ー
ツ
、
南
タ
ミ

継
続
掘
下
げ
テ
ー
マ
出
現

　

今
回
、
特
に
興
味
を
引
い
た

テ
ー
マ
が
ふ
た
つ
あ
る
。

　

ひ
と
つ
は
、
福
島
県
伊
達
市

に
あ
る
「
霊
山
寺
遺
跡
」
で
あ

る
。
こ
こ
は
古
代
か
ら
の
宗
教

遺
跡
で
あ
る
よ
う
だ
が
、
本
格

的
な
発
掘
作
業
も
実
施
さ
れ
て

お
ら
ず
、
そ
の
規
模
・
歴
史
は

な
ぞ
の
ま
ま
で
あ
る
。
こ
の
会

で
遺
跡
訪
問
を
実
施
で
き
た
ら

東
北
再
興
ビ
ジ
ョ
ン
検
討

　

言
葉
で
は
、
復
興
は
イ
ン
フ

ラ
だ
け
で
は
な
い
と
い
う
が
、

そ
の
中
身
は
何
か
と
問
わ
れ
る

と
、
答
え
に
窮
す
る
だ
ろ
う
。

　

そ
の
た
め
に
も
、
一
見
復
興

と
は
方
向
性
が
異
な
る
か
も
し

れ
な
い
が
、東
北
の
歴
史
発
掘
・

東
北
人
に
よ
る
事
業
発
掘
活

動
・
東
北
文
化
掘
り
起
し
・
東

北
の
祭
の
掘
り
起
こ
し
・
東
北

文
化
の
世
界
発
信
・
な
ど
が
大

事
な
の
で
は
な
い
か
。

　

そ
し
て
何
よ
り
東
北
の
誇
り

と
自
信
の
復
活
こ
そ
、
復
興
に

な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

り
、
遠
野
と

映
画
に
深
い

関
心
の
あ

る
「
げ
ん
さ

ん
」（
当
新

聞
の
常
連
寄

稿
者
で
も
あ

る
）、
星
港

夜
の
マ
ス
タ

ー
、
そ
し
て

筆
者
、
第
一

回
目
に
引
き

続
い
て
の
参

加
組
は
、
不

動
産
鑑
定
士

の
佐
藤
氏
、

音
楽
家
の
塚

　

当
初
か
ら
の
メ
ン
バ
ー
で
あ

　

１
面
上
段
の
写
真
を
見
て
分

か
る
よ
う
に
、
閖
上
は
ま
っ
平

ら
な
土
地
が
ど
こ
ま
で
も
広
が

る
地
域
で
あ
る
。
そ
の
平
ら
な

土
地
の
突
端
の
沿
岸
部
に
港
が

あ
る
。
か
つ
て
は
、
水
産
加
工

場
や
そ
の
関
係
者
、
一
般
住
民

買
上
げ
も
困
難
と
の
住
民

合
意
を
優
先
す
べ
き
。（
線

引
き
の
住
民
合
意
不
能
）

 ③

立
地
状
況
か
ら
津
波
の
完

全
防
御
は
む
ず
か
し
い
。

わ
ず
か
の
高
さ
の
土
地
か

さ
上
げ
も
有
効
で
は
な

い
。
他
方
、
高
い
か
さ
上

げ
実
現
は
非
現
実
的
。
結

果
、
津
波
情
報
を
い
ち
早

く
入
手
し
避
難
す
る
方
策

を
優
先
す
べ
き
で
は
な
い

か
。

 ④

高
い
防
潮
堤
よ
り
、
他
の

被
災
地
で
応
急
避
難
場
所

と
し
て
有
効
だ
っ
た
頑
丈

な
中
層
公
共
建
物
を
多
数

建
設
し
て
は
ど
う
か
。

 ⑤

す
べ
て
の
被
災
住
宅
地
の

高
台
移
転
は
非
現
実
的
。

む
し
ろ
中
層
住
宅
用
建
物

を
共
同
で
元
の
住
居
近
く

に
建
設
す
る
方
が
有
効
で

は
な
い
か
。

　

最
後
に
、上
記
諸
点
を
含
め
、

閖
上
被
災
住
民
主
導
で
、
再
度

の
住
民
合
意
に
向
け
努
力
し
な

い
場
合
の
結
果
が
ど
ん
な
も
の

に
な
る
の
か
、
も
う
一
度
考
え

て
み
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な

い
か
と
言
い
た
い
の
で
あ
る
。

閖
上
復
興
で

再
度
検
討
す
べ
き
課
題

の
住
宅
が
あ
っ
た

こ
と
だ
ろ
う
。
こ

う
し
た
地
域
で
あ

る
こ
と
を
十
分
に

念
頭
に
置
い
た
復

興
計
画
は
当
然
の

こ
と
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
現
在

進
行
中
の
閖
上
の

復
興
計
画
と
は
別

に
、
今
回
の
取
材

を
通
し
て
筆
者
な

り
に
考
え
た
検
討

す
べ
き
課
題
が
浮

か
ん
で
き
た
。

 ①

閖
上
港
を
今

後
も
水
産
業

拠
点
と
し
て

活
用
す
る

か
、
し
な
い

の
か
を
明
確

に
決
断
す
べ

き
。
復
興
計

画
の
基
本
は

そ
こ
で
決
ま

る
。

 ②

被
災
し
た
土

地
す
べ
て
の

買
上
げ
は
広

す
ぎ
て
む
ず

か
し
い
、
結

果
、
部
分
的
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執
筆
者
紹
介

大
友
浩
平

（
お
お
と
も
こ
う
へ
い
）

奥
州
仙
臺
の
住
人
。
普
段
は
出

版
社
に
勤
務
。
東
北
の
人
と
自

然
と
文
化
が
大
好
き
。
趣
味
は

自
転
車
と
歌
と
旅
。

「
東
北
ブ
ロ
グ
」

http://blog.livedoor.jp/
anagm

a5/

Ｆ
ａ
ｃ
ｅ
ｂ
ｏ
ｏ
ｋ

https://w
w
w.facebook.

com
/kouhei.ootom

o

そ
う
だ
、
桜
を
見
に
福
島
へ
行
こ
う

東
北
最
大
の

桜
の
名
所
・
福
島
県

福
島
の
桜
は
咲
き
誇
る

桜
の
花
の
真
実
の
姿

　

今
年
も
桜
の
シ
ー
ズ
ン
が
や

っ
て
き
た
。
東
北
で
最
も
桜
が

早
く
咲
く
福
島
県
い
わ
き
市
で

は
４
月
２
日
、
ソ
メ
イ
ヨ
シ
ノ

が
開
花
し
、
桜
前
線
が
東
北
に

到
達
し
た
。

　

聞
く
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
桜

前
線
の
速
度
は
お
よ
そ
時
速

０
・
７
ｋ
ｍ
と
の
こ
と
で
あ
る
。

東
北
の
最
南
端
で
あ
る
福
島
県

い
わ
き
市
の
勿
来
の
関
か
ら
、

東
北
の
最
北
端
で
あ
る
青
森
県

大
間
町
の
大
間
崎
ま
で
は
直
線

距
離
で
約
５
２
０
ｋ
ｍ
で
あ
る

の
で
、
時
速
０
・
７
ｋ
ｍ
で
北

上
す
る
と
約
31
日
掛
か
る
計
算

に
な
る
。
従
っ
て
、
桜
前
線
は

お
よ
そ
１
ヶ
月
か
け
て
東
北
を

北
上
し
、
だ
い
た
い
５
月
の
ゴ

ー
ル
デ
ン
ウ
ィ
ー
ク
期
間
中
に

津
軽
海
峡
を
渡
る
こ
と
に
な
る

わ
け
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
い

わ
き
市
の
標
本
木
は
東
日
本
大

震
災
時
に
津
波
を
被
っ
た
が
、

そ
の
塩
害
に
も
負
け
ず
に
今
年

も
花
を
咲
か
せ
た
そ
う
で
あ
る
。

　

日
本
中
が
こ
れ
だ
け
、
い
つ

咲
く
か
、
い
つ
咲
く
か
と
気
に

す
る
花
は
、
桜
を
措
い
て
他
に

な
い
。
唯
一
対
抗
で
き
る
と
す

れ
ば
、
花
で
は
な
い
が
秋
の
紅

葉
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
言
え

ば
、
ど
ち
ら
も
「
前
線
」
の
動

き
に
注
目
が
集
ま
る
。
と
も
あ

れ
、
そ
れ
だ
け
日
本
人
に
と
っ

て
桜
は
特
別
な
意
味
を
持
っ
た

花
で
、
桜
の
樹
の
下
で
花
見
を

す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
チ
ュ

ー
リ
ッ
プ
の
花
を
見
な
が
ら
花

見
を
す
る
こ
と
は
ま
ず
な
い
。

　

そ
れ
だ
け
に
、
桜
の
名
所
と

呼
ば
れ
る
場
所
、
あ
る
い
は
桜

の
名
木
と
呼
ば
れ
る
樹
は
、
日

本
中
至
る
所
に
あ
る
。
こ
こ
東

北
に
関
し
て
も
そ
う
で
あ
る
。

と
り
わ
け
有
名
な
の
は
「
東
北

桜
三
大
名
所
」
と
呼
ば
れ
る
弘

前
城
（
青
森
県
弘
前
市
）、
角

館
（
秋
田
県
仙
北
市
）、
北
上

展
勝
地
（
岩
手
県
北
上
市
）
の

桜
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
に
も

東
北
に
は
各
地
に
桜
の
名
所
、

名
木
が
存
在
す
る
。

　

こ
の
時
期
、
ウ
ェ
ブ
上
で
も

桜
の
名
所
を
紹
介
し
た
サ
イ
ト

が
多
数
存
在
す
る
。
そ
れ
ら
の

サ
イ
ト
で
東
北
の
桜
の
名
所
を

調
べ
て
み
る
と
、
あ
る
こ
と
が

分
か
る
。
例
え
ば
、
る
る
ぶ
．

ｃ
ｏ
ｍ
の
「
桜
前
線
と
れ
た
て

便
２
０
１
４
」（http://w

w
w
.

ru
ru
b
u
.co
m
/seaso

n
/

spring/sakura/index.aspx

）

で
は
、
東
北
六
県
の
桜
の
名
所

の
数
は
、
青
森
10
、
岩
手
11
、

宮
城
９
、
秋
田
12
、
山
形
14
、

福
島
36
で
あ
る
。
Ｗ
ａ
ｌ
ｋ
ｅ
ｒ

ｐ

ｌ
ｕ
ｓ
の
「
全
国
お
花
見

１
０
０
０
景
」（http://hanam

i.
w
alkerplus.com

/

）
で
は
、
青

森
11
、
岩
手
26
、
宮
城
20
、
秋

田
21
、
山
形
25
、
福
島
47
で
あ

る
。
駅
街
ガ
イ
ド
．
ｊ
ｐ

の

「
お
花
見
ガ
イ
ド
２
０
１
４
」

（http://xn--t8j1jxa1j0176
byui.jp/

）
で
は
、
青
森
21
、
岩

手
24
、
宮
城
23
、
秋
田
25
、
山

形
27
、
福
島
62
で
あ
る
。

　

お
気
づ
き
の
よ
う
に
、
先
に

紹
介
し
た「
東
北
桜
三
大
名
所
」

に
こ
そ
入
っ
て
い
な
い
も
の

の
、福
島
の
桜
の
名
所
の
数
は
、

東
北
の
他
の
５
県
と
比
べ
て
も

突
出
し
て
多
い
の
で
あ
る
。「
東

北
・
夢
の
桜
街
道
〜
復
興
へ
の

祈
り
を
捧
げ
る 

桜
の
札
所
・

八
十
八
カ
所
巡
り
」（http://

w
w
w
.tohoku-sakurakaido.

jp/index.htm
l

）
で
は
、
東
北

の
88
ヶ
所
の
桜
の
名
所（
札
所
）

を
挙
げ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
も

福
島
の
桜
の
札
所
は
全
88
ヶ
所

の
う
ち
21
ヶ
所
に
上
る
。
ち
な

み
に
、
福
島
に
お
け
る
こ
の
桜

の
名
所
の
数
の
多
さ
は
全
国
的

に
見
て
も
、
概
ね
東
京
、
京
都

に
次
ぐ
も
の
と
な
っ
て
い
る
よ

う
で
あ
る
。

る
桜
と
言
え
ば
、
何
と
言
っ
て

も
三
春
町
の
「
滝
桜
」
で
あ
ろ

う
。
日
本
三
大
桜
の
一
つ
に
数

え
ら
れ
る
、
樹
齢
１
０
０
０
年

以
上
と
さ
れ
る
枝
垂
れ
桜
の
巨

木
で
あ
る
。
無
数
に
咲
い
た
花

が
、
ま
さ
に
滝
の
よ
う
に
流
れ

落
ち
る
よ
う
に
見
え
る
。「
滝

桜
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
の
も
む
べ
な
る
か
な
と
い
う

印
象
だ
が
、
実
は
滝
と
い
う
地

名
の
場
所
に
あ
る
桜
だ
か
ら
滝

桜
な
の
だ
そ
う
で
あ
る
。
三
春

町
の
サ
イ
ト
内
に
は
「
滝
桜
ラ

イ
ブ
カ
メ
ラ
」（http://w

w
w
.

tow
n.m
iharu.fukushim

a.
jp/soshiki/7/w

ebcam
era.

htm
l

）
が
あ
り
、
滝
桜
の
現

在
の
様
子
を
リ
ア
ル
タ
イ
ム
に

確
認
で
き
る
。
開
花
し
て
い
る

時
期
に
は
ア
ク
セ
ス
が
集
中
す

る
そ
う
で
あ
る
。

　

福
島
県
内
に
は
、
こ
の
滝
桜

以
外
に
も
大
玉
村
の
馬
場
桜
や

猪
苗
代
町
に
あ
っ
て
会
津
五
桜

の
一
つ
に
数
え
ら
れ
る
大
鹿
桜

な
ど
、
樹
齢
１
０
０
０
年
を
超

え
る
と
さ
れ
る
桜
の
古
木
が
あ

る
。
ま
た
、
樹
齢
５
０
０
年
以

上
と
言
わ
れ
る
桜
も
県
内
各
地

に
点
在
し
て
い
る
。
福
島
の
人

た
ち
が
い
か
に
古
く
か
ら
桜
を

愛
で
て
き
た
か
を
如
実
に
示
し

て
い
る
と
言
え
る
。 

他
に
も
、

小
野
町
に
あ
る
夏
井
川
の
千
本

桜
や
会
津
若
松
市
の
鶴
ヶ
城
公

園
の
桜
、
そ
し
て
東
北
の
「
桃

源
郷
」
と
し
て
知
ら
れ
る
福
島

市
の
花
見
山
、
下
郷
町
の
戸
赤

集
落
の
山
桜
な
ど
は
実
に
見
事

で
あ
る
。

　

郡
山
観
光
交
通
の
サ
イ
ト

（http://yam
aguchi-gr.

co.jp/

）
内
に
は
「
平
成
26
年

春
場
所
枝
垂
れ
桜
花
番
付
表
」

が
あ
る
。
東
西
横
綱
２
本
（
東

の
正
横
綱
は
も
ち
ろ
ん
滝
桜
で

あ
る
）
以
下
、
大
関
６
本
、
関

脇
６
本
、
小
結
６
本
、
前
頭
80

本
の
、
実
に
１
０
０
本
の
枝
垂

桜
が
大
相
撲
の
番
付
表
に
な
ぞ

ら
え
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
他

に
も
枝
垂
れ
桜
を
除
く
「
福
島

の
一
本
桜
ｂ
ｅ
ｓ
ｔ
30
」
と
、

「
福
島
の
お
花
見
名
所
ｂ
ｅ
ｓ

ｔ
30
」
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、

そ
の
充
実
ぶ
り
が
窺
え
る
。

る
。
い
つ
か
ま
た
大
手
を
振
っ

て
足
を
運
べ
る
時
が
来
る
こ
と

を
切
に
願
う
。

　

富
岡
町
の
サ
イ
ト
で
は
、
震

災
後
の
２
０
１
２
年
に
撮
影
し

た
夜
の
森
公
園
の
桜
が
、
写
真

と
動
画
で
紹
介
さ
れ
て
い
る

（http://w
w
w
.tom
ioka-tow

n.
jp/guidance/sakura/000593.
htm
l

）。
ま
た
、
マ
ウ
ス
操
作

に
よ
っ
て
３
６
０
度
の
パ
ノ
ラ

マ
写
真
で
富
岡
町
の
桜
を
鑑
賞

で
き
る
ペ
ー
ジ
も
あ
る
（http://

w
w
w
.tom

ioka-tow
n.jp/

sakura360.htm
l 

）。
こ
れ
ら
の

写
真
、動
画
は
実
に
美
し
い
が
、

こ
の
美
し
い
桜
が
見
ら
れ
な
い

現
実
を
思
う
と
、
本
当
に
や
る
せ

な
い
、
悲
し
い
気
持
ち
に
な
る
。

　

昨
年
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ

「
八
重
の
桜
」
は
、
幕
末
か
ら

明
治
と
い
う
激
動
の
時
代
を
生

き
抜
い
た
新
島
八
重
の
生
涯
を

描
い
た
ド
ラ
マ
だ
っ
た
が
、
そ

の
最
終
回
に
会
津
藩
の
家
老
だ

　

地
元
福
島
県
で
も
、
こ
う
し

た
状
況
を
よ
く
理
解
し
て
い
る

の
で
あ
ろ
う
。
福
島
県
内
の
桜

の
名
所
を
紹
介
し
た
サ
イ
ト
は

実
に
充
実
し
て
い
る
。
ふ
く
し

ま
の
旅
（
福
島
県
観
光
情
報
サ

イ
ト
）
の
「
ふ
く
し
ま 

さ
く

ら
ス
ポ
ッ
ト
」（http://w

w
w
.

tif.ne.jp/jp/spot/sakura.
php

）
に
は
実
に
、
１
９
５
ヶ

所
も
の
桜
の
名
所
が
紹
介
さ

れ
て
い
る
。
福
島
県
の
サ
イ

ト
内
に
あ
る
「
さ
く
ら
回
廊

ふ
く
し
ま
」（http://w

w
w
.

pref.fukushim
a.jp/m

achi/
fukusim

a-all/sakura.htm
l

）

も
、
地
域
ご
と
に
桜
の
名
所
、

名
木
を
詳
し
く
紹
介
し
て
お

り
、
見
応
え
が
あ
る
。

　

そ
う
し
た
中
で
、
東
北
最
大

の
桜
の
名
所
、
福
島
を
代
表
す

っ
た
西
郷
頼
母
と
新
島
八
重
と

の
間
で
、
桜
の
花
を
愛
で
な
が

ら
、
次
の
よ
う
な
や
り
取
り
が

あ
る
。

西
郷
頼
母
「
わ
し
は
な
、
新
政

府
が
な
じ
ょ
な
国
つ
く
ん
の
か
、

見
届
け
ん
べ
と
、
生
ぎ
抜
い
て

き
た
。
…
ん
だ
げ
ん
じ
ょ
、
戊

辰
以
来
、
わ
し
の
眼
に
焼
ぎ
付

い
た
の
は
、
な
ん
ぼ
苦
し
い
時

で
も
、
懸
命
に
生
き
よ
う
と
す

る
人
の
姿
。
笑
お
う
と
す
る
人

の
健
気
さ
。そ
れ
ば
っ
か
り
が
、

俺
の
心
を
、胸
を
揺
さ
ぶ
ん
だ
」

新
島
八
重
「
花
は
、
散
ら
す
風

を
恨
ま
ね
え
。
…
た
だ
、
一
生

懸
命
に
咲
い
で
る
」

西
郷
頼
母
「
八
重
、
に
し
ゃ
桜

だ
。
…
花
は
散
っ
て
も
、
時
が

来
っ
と
、ま
た
花
を
咲
か
せ
る
。

何
度
で
も
、
何
度
で
も
、
花
咲

か
せ
ろ
」

　
「
八
重
の
桜
」
で
作
者
が
一

番
訴
え
た
か
っ
た
こ
と
は
、
ま

さ
に
こ
こ
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う

と
思
う
。

　

桜
は
、
そ
の
散
り
際
の
潔
さ

か
ら
、
か
つ
て
は
戦
場
で
命
を

捨
て
る
兵
士
の
姿
に
な
ぞ
ら
え

ら
れ
た
。
し
か
し
、
そ
う
し
た

桜
の
姿
は
、
桜
の
一
面
の
み
を

見
て
い
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の

だ
と
思
う
。
西
郷
頼
母
の
言
う

通
り
、
桜
は
、
花
を
散
ら
せ
て

終
わ
り
、
で
は
決
し
て
な
い
。

今
年
無
慈
悲
な
風
雨
に
さ
ら
さ

れ
て
そ
の
花
を
散
ら
せ
て
も
、

翌
年
再
び
ま
た
見
事
に
花
を
咲

か
せ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
こ
そ

が
、
桜
の
花
の
真
実
の
姿
で
あ

る
。
そ
し
て
き
っ
と
、
だ
か
ら

こ
そ
、桜
は
日
本
人
に
と
っ
て
、

特
別
な
花
で
あ
り
続
け
た
の
だ

ろ
う
と
も
思
う
。
夜
の
森
公
園

の
桜
も
、
残
念
な
こ
と
に
誰
も

見
る
人
は
い
な
い
に
し
ろ
、
き

っ
と
今
年
も
ま
た
見
事
に
咲
く

に
違
い
な
い
。

　

折
り
し
も
、
ふ
く
し
ま
プ
レ

Ｄ
Ｃ「
福
が
満
開
、福
の
し
ま
。」

と
銘
打
っ
た
福
島
県
観
光
キ
ャ

ン
ペ
ー
ン
特
別
企
画
が
実
施
さ

れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
は
、
福

島
県
２
０
５
の
花
の
名
所
を
巡

る
「
花
の
王
国
ふ
く
し
ま  

キ
ビ

タ
ン
フ
ラ
ワ
ー
ス
タ
ン
プ
ラ

リ
ー
」
も
実
施
さ
れ
て
い
る

（http://hana-fukushim
a.

jp/

）。
サ
イ
ト
か
ら
は
公
式
ガ

イ
ド
ブ
ッ
ク
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

で
き
る
が
、
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
の

中
だ
け
で
も
春
爛
漫
の
花
盛
り

で
、
実
物
は
さ
ぞ
や
と
思
わ
せ

ら
れ
る
。

　

今
年
は
ぜ
ひ
、
福
島
で
咲
き

誇
る
桜
を
見
届
け
に
行
こ
う
と

思
う
。

　

桜
の
名
所
と
い
う
こ
と
で
言

え
ば
、
返
す
返
す
も
残
念
だ
っ

た
こ
と
が
あ
る
。
２
ｋ
ｍ
以
上

に
亘
っ
て
道
の
両
側
に
植
え
ら

れ
た
桜
の
ト
ン
ネ
ル
が
続
く
富

岡
町
の
夜
の
森
（
よ
の
も
り
）

公
園
近
く
の
桜
並
木
で
あ
る
。

私
も
大
好
き
で
何
度
も
足
を
運

ん
だ
こ
の
桜
の
名
所
は
、
東
日

本
大
震
災
に
よ
る
福
島
第
一
原

滝桜 （三春町観光協会のサイトより）

発
の
事
故
に
よ

っ
て
今
も
帰
宅

困
難
区
域
と
な

っ
て
お
り
、
震

災
前
に
富
岡
町

に
住
ん
で
い
た

人
が
一
時
立
ち

入
り
す
る
以
外

の
立
ち
入
り
は

認
め
ら
れ
て
い

な
い
。

　

従
っ
て
、
今

ま
で
紹
介
し
た

各
サ
イ
ト
で

も
、
こ
の
見
事

な
夜
の
森
公
園

の
桜
並
木
は
取

り
上
げ
ら
れ
て

い
な
い
の
で
あ

夜の森の桜並木のトンネル （富岡町のサイトより）
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奥お
う

羽う

越え
つ

現げ
ん

像ぞ
う

氏
紹
介 

　

一
九
七
〇
年
山
形
県
鶴
岡
市

生
。
札
幌
、
東
京
を
経
て
、
仙

台
に
移
住
。
市
内
の
ケ
ル
ト
音

楽
サ
ー
ク
ル
に
所
属
し
、
あ
ち

こ
ち
出
没
し
演
奏
す
る
。
フ
ィ

ド
ル
（
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
）
担
当
。

連載

むかしばなし

第十一話

麦湯と珈琲の

ひと時

「
影
武
者
・
・
で
す
っ
て
。」

　

呆
気
に
と
ら
れ
る
長お

さ

里り

国
八

郎
に
、
泰
衡
は
言
う
。

「
兄
は
死
ぬ
気
だ
が
、
そ
う
は

さ
せ
ぬ
。
烏お

ど
が兎

森
の
太
郎
に
か

か
れ
ば
、
欺
か
れ
ぬ
者
は
お
ら

ん
べ
。」

「
烏
兎
森
と
は
・
・
確
か
太た

い

白は
く

山
の
事
で
は
。」

　

仙
台
の
南
か
ら
西
方
に
見
え

る
、
奇
妙
に
目
立
つ
山
。
星
が

落
ち
て
で
き
た
山
と
か
、
巨
人

が
い
た
と
か
、
伝
説
が
多
い
。

「
太
郎
殿
と
は
一
体
・
・
・
」

　

泰
衡
、
腕
を
組
み
、
白
い
歯

を
見
せ
て
し
し
し
、
と
笑
う
。

「
我
が
家
臣
に
し
て
大
天
狗
の

右
腕
、
大
河
兼か

ね

任と
お

の
事
よ
。」

　

長
里
の
目
が
驚
愕
に
見
開
か

れ
た
。
大
河
兼
任
と
い
え
ば
、

泰
衡
が
滅
ぼ
さ
れ
た
後
、
秋
田

北
部
で
挙
兵
す
る
は
ず
の
男
・・

ど
う
い
う
事
な
の
か
。

「
は
っ
！
ま
だ
天
狗
な
ど
と
・
・

気
狂
い
棟
梁
め
が
。」

　

縄
で
ぐ
る
ぐ
る
巻
き
に
さ
れ

た
山
浦
琴
洋
、
袋
叩
き
に
な
っ

た
惨
状
で
尚
も
わ
め
き
散
ら

す
。

「
ど
う
せ
こ
の
陣
は
放
棄
す
る

の
だ
ろ
う
が
。
あ
の
坊
主
の
い

う
石
と
や
ら
を
ち
ゃ
っ
ち
ゃ
と

置
い
て
昭
和
へ
帰
る
べ
よ
。」

「
ん
だ
っ
け
・
・
だ
ど
も
手
元

さ
石
は
ね
え
も
ん
だ
し
。」

　

そ
う
い
う
祝い

わ
な魚

に
、
泰
衡
が

石
と
は
何
か
、と
尋
問
す
る
と
、

代
わ
っ
て
長
里
が
答
え
る
。

「
あ
る
お
方
が
造
成
さ
れ
た
と

い
う
、
特
殊
な
鉱
石
を
こ
の
周

囲
六
地
点
に
配
置
す
る
事
で
、

私
ど
も
が
元
の
時
代
へ
還
る
た

め
の
結
界
を
張
る
の
で
す
。」

　

泰
衡
、
し
ば
し
思
案
す
る
。

「
そ
の
、
六
地
点
の
中
さ
、
も

し
や
あ
れ
が
入
っ
て
い
る
ん
で

あ
ん
め
え
が
。」

　

そ
う
言
っ
て
指
す
の
は
、
西

の
青
葉
山
の
方
で
あ
る
。
山
は

ず
っ
と
見
え
ず
、
何
か
靄
が
か

か
っ
た
よ
う
な
状
態
で
あ
る
。

長
里
が
頷
く
と
、

「
で
は
、
結
界
は
難
し
い
で
あ

ろ
う
な
。
彼
の
崖
の
対
岸
、
別

の
強
力
な
結
界
が
、
大
天
狗
に

よ
っ
て
張
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ

を
外
さ
ぬ
限
り
、
力
が
打
ち
消

し
あ
っ
て
用
を
成
す
め
え
。」

と
、
泰
衡
。
長
里
、
慌
て
て

「
で
、
で
は
そ
の
大
天
狗
と
や

ら
を
退
治
せ
ぬ
限
り
・
・
？
」

「
滅
多
な
事
を
。
と
て
も
無
理

な
話
だ
べ
・
・
」

　

そ
の
時
、
若
が
よ
ろ
め
い
て

祝
魚
と
泰
衡
が
左
右
か
ら
抱
き

止
め
る
。
少
女
の
顔
は
ひ
ど
く

青
ざ
め
て
い
る
。

「
い
け
ね
え
。
こ
い
つ
病
気
持

ち
な
ん
だ
。」

「
あ
す
こ
に
国
分
寺
の
堂
が
見

え
る
べ
。
養
生
さ
せ
る
べ
し
。」

　

丘
の
す
ぐ
南
に
、
寺
ら
し
き

屋
根
が
見
え
る
。屈
強
の
武
人
、

五
郎
六
郎
が
若
の
身
体
を
ひ
ょ

い
と
両
腕
に
抱
え
、
丘
を
降
り

だ
し
た
。
長
里
、
問
う
。

「
退
却
な
さ
れ
ん
の
で
す
か
。」

「
慌
て
る
事
は
ね
え
べ
。」

　

十
数
人
の
手
勢
を
率
い
て
、

長
里
、
祝
魚
含
め
た
一
行
が
林

を
潜
り
抜
け
て
い
く
。
何
軒
か

の
質
素
な
民
家
を
通
り
過
ぎ
る

と
、
周
囲
に
広
大
な
塀
を
巡
ら

せ
た
陸
奥
国
分
寺
が
姿
を
現
し

た
。

　

閉
ざ
さ
れ
た
門
戸
を
叩
く

と
、
す
ぐ
に
恰
幅
の
い
い
青
年

僧
が
顔
を
出
し
、門
を
開
い
た
。

「
こ
れ
は
、
御
館
様
。」

　

老
住
職
が
出
迎
え
る
。

「
急
病
人
が
出
た
。
し
ば
し
介

抱
さ
せ
て
下
さ
れ
。」

　

泰
衡
以
下
、
八
人
が
堂
内
へ

通
さ
れ
る
。
風
通
し
の
良
い
部

屋
に
布
団
が
敷
か
れ
、
若
を
横

た
え
る
と
医
師
ら
し
き
僧
が
入

っ
て
く
る
。
泰
衡
は
襖
の
向
こ

う
で
、
住
職
と
話
し
て
い
る
。

「
大
軍
が
押
し
寄
せ
る
。
寺
の

皆
様
も
避
難
な
さ
れ
よ
。」

「
こ
こ
は
結
界
の
最
前
線
で
す
。

何
人
か
が
こ
こ
を
守
る
所
存
で

お
り
ま
す
。」

「
無
茶
は
な
ら
ね
え
。
ト
ヨ
さ

ん
に
後
は
任
せ
る
べ
え
。」

　

男
達
は
広
い
居
間
へ
通
さ

れ
、
飲
み
物
を
出
さ
れ
た
。
熱

い
が
、
麦
の
香
り
が
す
る
。

「
先
程
お
話
に
あ
っ
た
、
ト
ヨ

さ
ん
と
い
う
お
方
の
事
で
す

が
」

　

長
里
、
尋
ね
る
。

「
あ
あ
、
崖
の
上
の
ト
ヨ
さ
ん

だ
べ
。」

　

泰
衡
の
答
え
に
長
里
と
祝

魚
、
目
を
丸
く
す
る
。

「
大
天
狗
と
広
瀬
川
を
挟
ん
で

向
か
い
合
っ
て
住
ん
で
い
る
」

「
御
婦
人
で
あ
ら
れ
る
か
。」

「
婆
様
だ
。相
当
の
御
歳
で
な
。」

　

泰
衡
、
麦
湯
を
す
す
り
、
深

く
息
を
吐
く
。

「
だ
が
、
あ
れ
は
怖
ろ
し
き
巫

女
よ
。
祖
父
・
基
衡
の
代
よ
り

平
泉
の
発
展
に
も
関
わ
っ
て
い

る
。
老
い
て
尚
、
大
天
狗
と
も

渡
り
合
い
、
あ
あ
し
て
大
河
を

挟
ん
で
対
局
し
て
い
る
。」

「
碁
を
打
っ
て
い
る
、
と
？
。」

「
ま
あ
、
実
際
の
と
こ
ろ
は
わ

か
ら
ん
が
な
・
・
そ
う
、
先
程

の
結
界
の
話
だ
が
。」

　

泰
衡
、
碗
を
置
く
。

「
ト
ヨ
さ
ん
に
、
頼
ん
で
み
て

は
ど
う
か
な
。」

「
頼
む
・
・
と
は
、
つ
ま
り
。」

「
自
分
ら
が
別
の
結
界
を
張
る

間
、
一
時
的
に
で
も
大
天
狗
に

結
界
を
外
し
て
も
ら
え
な
い
か

と
。
ま
あ
、
前
代
未
聞
の
頼
み

ご
と
だ
ろ
う
が
な
・
・
・
」

　

泰
衡
は
そ
う
言
っ
て
、
不
適

な
笑
み
を
浮
か
べ
る
の
だ
っ

た
。

＊

木
喜き

善ぜ
ん

、
今こ

ん

純じ
ゅ
ん
ぞ
う

三
、
そ
し
て
ヤ

エ
ト
は
頭
を
地
に
伏
し
て
や
り

過
ご
す
が
、
独
り
、
サ
ー
カ
ス

の
芸
人
と
い
う
壇だ

ん

憲の
り

家い
え

老
人

の
み
が
、
そ
の
小
柄
な
身
体
を

立
た
せ
た
ま
ま
、
頭
上
を
暴
れ

ま
わ
る
炎
を
見
上
げ
て
い
る
。

腰
を
曲
げ
、
手
を
目
上
に
か
ざ

し
て
眩
し
そ
う
に
し
な
が
ら
、

何
や
ら
口
を
尖
ら
せ
て
犬
の
よ

う
に
吠
え
て
い
る
。
か
と
思
う

と
、
い
き
な
り
駆
け
出
し
て
、

炎
の
後
を
追
い
か
け
る
よ
う

に
、
芭
蕉
の
周
り
を
回
り
始
め

た
。

「
だ
、
壇
さ
ん
、
何
を
し
て
お

ら
れ
る
ん
で
す
。」

　

と
て
も
老
体
と
は
思
え
ぬ
走

り
だ
が
、
さ
す
が
に
炎
の
速
力

に
は
及
ば
ず
、
す
ぐ
に
追
い
つ

か
れ
、
背
後
か
ら
襲
い
か
か
ら

れ
る
よ
う
な
形
に
な
る
。

　

と
こ
ろ
が
壇
老
人
は
炎
の
直

撃
を
や
り
過
ご
し
て
転
倒
し
た

か
と
思
う
と
ク
ル
リ
と
起
き
上

が
り
、再
び
炎
を
追
い
か
け
る
。

ま
る
で
猿
な
の
だ
が
、
よ
く
聴

く
と
そ
の
吠
え
る
声
も
、
犬
で

は
な
く
猿
の
も
の
の
よ
う
だ
。

　

再
び
炎
に
背
後
を
取
ら
れ
る

と
、
今
度
は
懐
か
ら
何
か
つ
か

み
出
し
て
、
投
げ
つ
け
た
。
豆

粒
の
よ
う
な
も
の
が
炎
の
鼻
面

へ
、
散
弾
の
よ
う
に
撃
ち
込
ま

れ
る
。
俄
か
に
炎
の
飛
行
が
不

安
定
に
な
っ
た
か
と
思
う
と
、

破
裂
音
が
し
て
火
の
粉
が
散
ら

ば
り
、
と
う
と
う
墜
落
し
た
。

炭
の
破
片
が
四
散
し
、
弱
ま
っ

た
火
の
奥
に
黒
い
正
体
が
見
え

隠
れ
す
る
。
そ
れ
が
四
足
で
立

ち
上
が
っ
て
、
尚
も
芭
蕉
と
綱

引
き
を
続
け
る
。
火
を
絶
や
す

ま
い
と
す
る
よ
う
に
、
樹
々
に

燃
え
広
が
っ
た
炎
を
吸
い
込
み

集
め
始
め
た
が
、
勢
い
は
戻
ら

ず
、
や
が
て
脚
も
折
れ
て
、
巨

大
な
獣
の
姿
が
崩
壊
し
た
。

「
亜
炭
で
す
な
。
亜
炭
の
狗
な

の
で
す
な
。」

　

目
の
前
に
落
ち
て
き
た
破
片

に
顔
を
近
づ
け
、
賢
治
が
言
っ

た
。
本
体
は
最
早
動
か
ず
、
既

に
火
が
燻
っ
て
い
る
状
態
だ
。

芭
蕉
と
亜
炭
の
塊
を
繋
ぐ
紅
い

紐
は
、
い
つ
の
間
に
か
青
か
緑

の
色
に
変
化
し
て
い
る
。

「
何
と
か
・
・
瓢

ひ
ょ
う

箪た
ん

に
封
じ
込

め
ら
れ
た
よ
う
で
す
な
。」

　

突
然
、
亜
炭
の
塊
が
ぱ
っ
く

り
と
割
れ
、
中
か
ら
３
人
の
男

達
、
大
寺
、
横
野
、
柏
が
煤
だ

ら
け
に
な
っ
て
現
れ
、
倒
れ
込

ん
だ
。

「
何
と
い
う
事
で
す
か
・
・
」

　

今
純
三
、
呆
気
に
と
ら
れ
る

ば
か
り
だ
。
芭
蕉
が
尋
ね
る
。

「
壇
さ
ん
、
何
を
な
さ
っ
た
の

で
す
か
。」

「
宮
澤
さ
ん
、
犬
が
お
嫌
い
ら

し
い
ど
も
、
わ
し
は
逆
に
犬

に
、
と
い
う
よ
り
い
ろ
ん
な
物

に
逃
げ
ら
れ
る
の
だ
わ
。
ど
う

も
、
何
か
憑
い
て
お
る
ら
し
く

て
な
。
サ
ー
カ
ス
で
そ
れ
は
う

ま
く
ね
え
か
ら
、
豆
に
ま
じ
な

い
を
か
け
て
も
ら
っ
て
、
そ
れ

で
餌
付
け
し
と
る
の
だ
わ
。
尤

も
、今
の
は
餌
付
け
ど
こ
ろ
か
、

胃
の
中
で
爆
発
し
と
っ
た
よ
う

だ
が
。」

「
僕
ぁ
未
だ
に
信
じ
ら
れ
ん
の

で
す
よ
。」

　

半
刻
後
、
大
寺
太た

能の
り

が
広
瀬

川
の
水
で
体
中
の
煤
を
洗
い
流

し
な
が
ら
、
ぼ
や
く
よ
う
に
話

し
て
い
る
。
昭
和
に
は
牛う

し

越ご
え

の

橋
が
架
か
っ
て
い
る
は
ず
の
岸

辺
で
、一
行
は
休
息
し
て
い
た
。

　

亜
炭
の
狗
を
鎮
め
た
後
、
芭

蕉
は
森
の
中
に
若
い
杉
の
巨
樹

を
見
つ
け
、
そ
の
根
元
深
く
に

石
を
埋
め
た
。
山
を
降
り
な
が

ら
、
盲
目
の
ヤ
エ
ト
が
し
き
り

に
、
つ
い
に
狗
を
降く

だ

し
た
、
つ

い
に
降
し
た
、と
呟
い
て
い
た
。

「
僕
の
若
い
頃
、
村
に
円え

ん

了り
ょ
うさ

ん
と
い
う
人
が
巡
業
講
演
か
何

か
で
回
っ
て
き
て
。
そ
の
人
は

妖
怪
博
士
と
呼
ば
れ
て
い
た
ん

だ
け
ど
、
開
口
一
番
『
迷
信
は

捨
て
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
』

と
言
っ
た
ん
で
、
皆
び
っ
く
り

し
た
。
つ
ま
り
、
妖
怪
と
は
自

然
現
象
や
人
の
心
が
生
み
出
す

幻
だ
と
。
日
本
が
近
代
化
す
る

に
は
、
国
民
全
て
が
妖
怪
の
正

体
を
理
論
的
に
解
明
す
る
心
を

持
っ
て
迷
信
か
ら
脱
却
す
べ
き

だ
と
。」

　

横
野
と
柏
が
ま
だ
川
に
入
っ

て
い
る
中
、
先
に
上
が
っ
て
き

た
大
寺
は
、
話
を
止
め
ず
に
背

嚢
か
ら
飯は

ん

盒ご
う

や
ら
珈
琲
豆
や

ら
、道
具
を
出
し
始
め
た
。佐
々

木
喜
善
が
口
を
開
く
。

「
井
上
円
了
先
生
で
す
ね
。
私

は
先
生
の
建
て
ら
れ
た
哲
学
館

と
い
う
学
校
に
い
た
の
で
す
。

妖
怪
と
い
う
の
か
、
そ
う
し
た

怪
異
の
研
究
が
で
き
る
と
も
思

っ
て
ね
・
・
で
も
、
微
妙
に
目

指
す
と
こ
ろ
が
違
う
と
い
う
か

な
。」

　

賢
治
が
遠
慮
が
ち
に
呟
く
。

「
妖
怪
は
決
し
て
幻
で
は
あ
り

ま
せ
ん
か
ら
。」

「
そ
う
で
す
。
円
了
先
生
も
、

本
当
は
科
学
的
に
解
明
で
き
な

い
、
真
の
怪
異
を
見
極
め
た
か

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
・
・
邪

推
す
る
の
で
す
け
ど
ね
。」

　

大
寺
は
反
論
す
る
。

「
い
や
、
僕
は
全
て
幻
と
思
い

た
い
。そ
う
思
い
な
が
ら
今
日
、

三
つ
の
山
に
同
行
し
て
き
た
の

で
す
。
常
識
的
に
は
あ
り
得
な

い
事
ば
か
り
起
こ
っ
て
い
る
。

何
か
仕
掛
け
が
・
・
例
え
ば
こ

こ
は
誰
か
の
夢
の
中
と
か
。
皆

ア
ヘ
ン
か
何
か
吸
引
し
た
と

か
。」

「
は
は
あ
、
こ
れ
が
そ
の
、
ア

ヘ
ン
で
す
か
。」

「
冗
談
は
お
よ
し
な
さ
い
、
今

さ
ん
。
こ
れ
は
珈
琲
豆
で
す
。

博
覧
会
で
、
盛
岡
の
焙
煎
技
術

の
高
さ
を
披
露
す
る
企
画
で
、

使
う
つ
も
り
だ
っ
た
の
で
す

が
」

　

水
に
火
を
か
け
、
香
り
立
つ

黒
い
豆
を
自
作
だ
と
い
う
金
属

の
道
具
で
砕
い
て
い
く
。

「
芭
蕉
さ
ん
、
向
こ
う
岸
っ
て

ど
う
な
っ
て
い
る
の
で
し
ょ

う
。」

　

賢
治
が
指
差
す
、
青
葉
山
の

聳
え
る
は
ず
の
対
岸
が
、
黒
い

霧
の
よ
う
な
も
の
に
覆
わ
れ
て

い
る
。
ヤ
エ
ト
が
言
う
。

「
こ
こ
か
ら
先
は
大
天
狗
の
結

界
。
川
を
渡
っ
て
戻
っ
た
者
は

お
ら
ぬ
。
覚
悟
の
な
い
者
は
本

当
に
や
め
て
お
く
事
だ
。」

　

掌
中
の
小
さ
な
瓢
箪
を
見
つ

め
て
何
や
ら
思
案
す
る
芭
蕉
を

よ
そ
に
、
飯
盒
の
湯
が
音
を
立

て
始
め
る
の
だ
っ
た
。

―
次
回
予
告
―

　

祝
魚
が
会
い
に
行
く
、
崖
の

上
の
ト
ヨ
と
は
ど
ん
な
婆
様
な

の
か
？
一
方
、
名
取
川
に
は
い

よ
い
よ
、「
あ
の
男
」
登
場
！

「
い
か
ん
、
森

が
燃
え
て
し
ま

う
。
狗い

ぬ

殿
、
お

鎮
ま
り
下
さ

れ
。
お
鎮
ま
り

下
さ
れ
。」

　

ま
る
で
猛
犬

の
散
歩
に
引
っ

張
ら
れ
る
飼
い

主
の
よ
う
に
、

芭
蕉
は
必
死
で

紅
い
紐
の
先

の
、
回
転
す
る

炎
の
塊
と
格
闘

し
て
い
た
。
宮

澤
賢
治
、
佐
々
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シリーズ　遠野の自然

「遠野の春」

遠野 1000 景より

陽春の川

芽出たい　バッケ （フキノトウ）膨らむ　モクレン

芽出たい　クロッカス岩根橋　宮沢賢治の銀河鉄道のイメージ橋

マンサク開花

フクジュソウ開花

　

今
年
の
冬
は
、
全
国
的
に
と

て
も
寒
く
、
か
つ
雪
が
多
か
っ

た
。
そ
れ
が
三
月
な
か
ば
ご
ろ

ま
で
続
い
た
。
な
か
に
は
三
月

末
ま
で
続
い
た
地
域
も
あ
っ
た

よ
う
だ
。

　

例
年
で
あ
れ
ば
、
梅
の
花
も

二
月
終
わ
り
ご
ろ
か
ら
咲
き
始

め
、
三
月
に
な
れ
ば
、
た
ま
に

寒
い
と
き
も
あ
る
が
、
一
方
で

春
の
暖
か
さ
も
感
じ
る
と
い
う

季
節
に
な
っ
て
い
る
は
ず
で
あ

っ
た
。
そ
れ
が
雪
と
寒
さ
で
、

梅
の
枝
も
折
れ
た
り
、
咲
い
て

も
雪
に
埋
も
れ
て
い
た
り
し
て
、

春
の
訪
れ
を
実
感
す
る
状
態
に

は
な
か
な
か
な
れ
な
か
っ
た
。

　

そ
ん
な
な
か
、
も
う
春
は
来

な
い
の
か
と
思
っ
て
い
た
と
こ

ろ
に
、
三
月
半
ば
以
降
、
急
に

気
温
が
上
昇
し
て
、
い
き
な
り

の
春
と
な
っ
た
。
気
温
は
四
月

を
飛
び
越
し
、
五
月
を
先
取
り

し
た
よ
う
な
温
度
ま
で
上
昇
す

る
日
も
あ
っ
た
。

　

外
の
環
境
が
激
変
す
る
年
で

あ
り
、
切
り
替
わ
り
が
ま
こ
と

に
忙
し
い
。
そ
う
し
た
環
境
変

化
に
つ
い
て
い
け
ず
、
体
調
不

良
と
な
っ
た
方
も
多
か
っ
た
の

で
は
な
い
か
。◇

　

遠
野
も
ご
多
分
に
も
れ
ず
、

三
月
中
は
積
雪
が
多
か
っ
た
よ

う
だ
。

　

し
か
し
、
三
月
も
終
わ
り
ご

ろ
に
な
る
と
、
雪
も
融
け
は
じ

め
、
花
が
咲
き
始
め
た
。

　

筆
者
は
東
北
育
ち
な
の
で
よ

く
分
か
る
が
、寒
い
地
方
で
は
、

春
の
訪
れ
は
と
て
も
待
ち
遠
し

い
も
の
だ
。

　

凍
り
つ
い
て
い
る
の
は
外
の

景
色
だ
け
で
な
く
、
身
体
中
が

収
縮
し
て
、
冬
の
寒
さ
を
や
り

過
ご
し
て
い
た
の
が
、
急
に
収

縮
が
弱
ま
り
、
柔
軟
性
が
回
復

し
、
身
体
の
芯
か
ら
思
い
切
り

伸
び
を
し
た
く
な
る
季
節
と
い

う
の
が
春
で
あ
る
。

◇

　

今
回
の
写
真
は
、
そ
う
し
た

北
国
の
春
を
実
感
さ
せ
る
写
真

を
集
め
て
み
た
。名
づ
け
て「
遠

野
の
春
」
と
す
る
。

◇

　

ま
ず
は
雪
融
け
の
写
真
。
小

川
の
両
側
に
積
も
っ
た
雪
が
春

の
日
差
し
で
融
け
は
じ
め
て
い

る
。
周
囲
の
雪
も
融
け
は
じ
め

て
、
小
川
の
流
れ
を
勢
い
づ
か

せ
て
い
る
。
日
差
し
も
冬
と
は

ま
っ
た
く
異
な
り
暖
か
そ
う

で
、
き
ら
き
ら
と
ま
ぶ
し
い
。

春
の
訪
れ
を
告
げ
る
よ
う
な
せ

せ
ら
ぎ
の
音
が
写
真
か
ら
聞
こ

え
て
く
る
よ
う
で
あ
る
。

◇

　

ま
た
、
春
は
芽
吹
き
の
季
節

で
あ
る
。
融
け
は
じ
め
て
太
陽

の
光
が
差
し
込
む
よ
う
に
な
っ

た
雪
の
下
か
ら
徐
々
に
植
物
の

芽
が
成
長
し
、
や
が
て
雪
が
融

け
る
と
頭
を
も
た
げ
て
く
る
。

す
ご
い
生
命
力
で
あ
る
。

　

人
間
も
見
習
わ
な
く
て
は
い

け
な
い
。「
逆
境
」
に
負
け
て

は
い
け
な
い
。
い
つ
か「
逆
境
」

も
変
化
し
て
、「
逆
境
」
で
は

な
く
な
る
。
そ
の
時
を
粘
り
強

く
待
ち
、
変
化
を
感
じ
た
ら
、

頭
を
も
た
げ
る
の
だ
。
そ
ん
な

こ
と
を
感
じ
さ
せ
る
芽
吹
き
の

写
真
で
あ
る
。◇

　

遠
野
で
バ
ッ
ケ
と
は
フ
キ
ノ

ト
ウ
の
こ
と
で
あ
る
。
フ
キ
ノ

ト
ウ
は
旬
の
食
材
と
し
て
も
知

ら
れ
て
い
る
。
な
か
で
も
天
ぷ

ら
料
理
は
有
名
で
あ
る
。

　

ク
ロ
ッ
カ
ス
も
春
到
来
と
と

も
に
咲
く
。
筆
者
は
ム
ラ
サ
キ

色
の
が
昔
か
ら
好
き
で
あ
る
。

こ
の
写
真
は
何
色
の
花
が
咲
く

の
だ
ろ
う
か
。

　

モ
ク
レ
ン
も
い
ま
に
も
咲
き

そ
う
な
ほ
ど
に
膨
ら
ん
で
い

る
。鮮
や
か
な
紫
で
あ
ろ
う
か
。

楽
し
み
で
あ
る
。◇

　

咲
い
た
花
も
良
い
。
冬
の
白

黒
の
世
界
も
墨
絵
の
世
界
で
良

い
が
、
い
ろ
ど
り
が
あ
る
と
ま

た
に
ぎ
や
か
に
な
る
。
自
然
と

ウ
キ
ウ
キ
し
て
く
る
。

　

フ
ク
ジ
ュ
ソ
ウ
の
花
の
黄
色

も
良
い
。
茎
と
葉
の
緑
と
の
コ

ン
ト
ラ
ス
ト
で
ま
こ
と
に
鮮
や

か
で
、
気
分
を
高
揚
さ
せ
る
。

　

春
の
青
空
を
背
景
に
し
た
マ

ン
サ
ク
の
花
も
く
っ
き
り
し
て

い
て
と
て
も
い
い
。

◇

　

最
後
は
釜
石
線
を
走
る
Ｓ
Ｌ

銀
河
で
あ
る
。
撮
り
鉄
た
ち
で

に
ぎ
わ
っ
て
い
る
そ
う
だ
。

◇

　

冬
か
ら
春
へ
の
変
化
は
、
ま

こ
と
に
心
浮
き
立
た
せ
る
も
の

が
あ
る
。解
放
感
を
も
た
ら
す
。

　

都
会
で
は
季
節
の
変
わ
り
目

を
強
烈
に
意
識
す
る
機
会
は
減

少
し
て
い
る
。
よ
り
自
然
の
豊

富
な
地
域
で
は
、
は
っ
き
り
と

し
た
季
節
の
変
わ
り
目
が
あ

る
。
そ
れ
で
時
の
経
過
を
教
え

て
く
れ
る
の
だ
。◇

　
「
３
・
11
」
か
ら
三
年
一
カ

月
が
経
過
し
た
。
あ
の
と
き
も

寒
か
っ
た
。雪
が
降
っ
て
い
た
。

　

三
年
後
の
こ
れ
か
ら
が
、「
大

震
災
の
冬
」
か
ら
「
春
」
に
転

じ
る
季
節
と
考
え
て
は
ど
う
だ

ろ
う
か
。
そ
ん
な
こ
と
も
考
え

た
遠
野
の
春
で
あ
る
。
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笑
い
仏
さ
ん

福
島
へ
の
行
脚

第
十
三
回

静岡県袋井市　尊永寺　から

ＭＯＮＫフォーラム代表　長谷川稔氏寄稿

遠州三山のひとつである尊永寺は御前崎の浜岡原発から 20 キロ圏内
そのため福島への関心も高い

愛知県豊田市　増福寺　へ

引っ越し先の増福寺 （別名 「風鈴寺」） には 4 月いっぱいの逗留予定

　（静岡県からから少し戻りました）

引っ越しをお手伝いいただいた内山田さんと笑い仏さん

引っ越し先の増福寺の佐藤住職ご夫妻と笑い仏さん

　

東
日
本
大
震
災
か
ら
三
年
を

迎
え
た
三
月
十
一
日
か
ら
三
日

経
っ
て
、福
島
県
を
目
指
す「
笑

い
仏
」
さ
ん
は
、
静
岡
県
袋
井

市
の
尊
永
寺
を
離
れ
、
少
し
西

に
戻
っ
て
愛
知
県
豊
田
市
の
増

福
寺
に
お
引
っ
越
し
さ
れ
ま
し

た
。

◇

　

尊
永
寺
は
、
遠
州
三
山
の
一

つ
と
し
て
知
ら
れ
、
平
日
で
も

参
拝
客
が
絶
え
な
い
名
刹
で

す
。
茶
畑
を
抜
け
た
高
台
に
あ

り
、
本
殿
ま
で
は
か
な
り
の
道

の
り
と
な
り
ま
す
。
出
立
の
日

は
晴
天
。
気
温
が
低
く
、
空
気

が
澄
ん
で
い
る
の
か
、
空
が
深

い
藍
色
に
見
え
ま
し
た
。

　
「
長
か
っ
た
よ
う
で
、
あ
っ

と
い
う
間
の
滞
在
で
し
た
ね
。」

　

引
っ
越
し
を
手
伝
っ
て
く
だ

さ
っ
た
内
山
田
さ
ん
が
声
を
か

け
ま
す
。

　
「
参
拝
さ
れ
た
方
々
も
、『
メ

ッ
セ
ー
ジ
を
書
い
て
お
い
た

よ
』
と
声
を
か
け
て
く
だ
さ
っ

て
。
静
岡
の
人
間
に
と
っ
て
福

島
は
遠
い
け
れ
ど
、
関
心
は
ま

だ
ま
だ
高
い
ん
で
す
よ
。」

　

芳
名
帳
に
は
、
多
く
の
方
の

名
前
が
記
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

本
当
に
あ
り
が
た
い
こ
と
で

す
。
そ
し
て
、
こ
こ
静
岡
県
袋

井
市
も
、
福
島
と
は
無
縁
で
は

な
い
の
で
す
。
内
山
田
さ
ん
が

話
し
て
く
れ
ま
し
た
。

　
「
こ
こ
は
（
御
前
崎
市
に
あ

る
）
浜
岡
原
発
か
ら
二
〇
キ
ロ

圏
内
な
ん
で
す
よ
。
も
し
も
の

こ
と
が
起
こ
っ
た
ら
…
と
思
う

と
ね
。」

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
調
べ
て

み
る
と
、こ
の
名
刹
は
確
か
に
、

原
発
か
ら
二
〇
キ
ロ
圏
内
に
位

置
し
て
い
ま
す
。
二
〇
キ
ロ
圏

内
と
い
え
ば
、
福
島
の
原
発
事

故
の
際
に
、
政
府
が
「
警
戒
地

域
」
に
指
定
し
、
強
制
退
去
を

実
施
し
た
エ
リ
ア
に
な
り
ま
す
。

加
え
て
浜
岡
原
発
は
、
福
島
以

上
に
、
南
海
地
震
や
東
海
地
震

の
危
険
が
叫
ば
れ
て
き
た
と
こ

ろ
で
す
。
そ
れ
だ
け
に
、「
も
し
も

大
き
な
地
震
が
起
こ
っ
た
と
き

は
…
」
と
、
住
民
の
関
心
が
高

い
こ
と
を
、今
回
知
り
ま
し
た
。

　

そ
の
震
災
、
そ
し
て
原
発
事

故
か
ら
三
年
が
過
ぎ
ま
し
た
。

政
府
は
、「
そ
ろ
そ
ろ
記
憶
も

風
化
し
た
だ
ろ
う
…
」
と
言
わ

ん
ば
か
り
に
、
原
発
再
稼
働
の

動
き
を
急
ぎ
ま
す
。
浜
岡
原
発

も
そ
の
一
つ
で
す
。

　

我
々
も
「
笑
い
仏
」
を
通
じ

て
、
福
島
が
直
面
す
る
困
難
な

実
情
に
つ
い
て
知
っ
て
も
ら
お

う
と
考
え
活
動
し
て
い
ま
す
。

そ
れ
が
結
局
は
、
自
ら
の
生
活

の
見
直
し
に
つ
な
が
っ
て
い
る

こ
と
を
知
っ
て
も
ら
え
れ
ば
幸

い
で
す
。

◇

　

さ
て
、
高
速
道
路
を
乗
り
継

い
で
三
河
地
方
に
向
か
い
ま

す
。
愛
知
県
豊
田
市
の
矢
作
川

（
や
は
ぎ
が
わ
）
に
沿
い
、
ぐ

ね
ぐ
ね
し
た
道
を
し
ば
ら
く
行

け
ば
、
こ
ぢ
ん
ま
り
と
し
た
旅

館
街
が
現
わ
れ
ま
す
。
そ
し

て
、
突
如
響
き
渡
る
妙
な
る
音

色
…
。
風
鈴
で
す
。
こ
れ
に
関

し
て
は
後
述
し
ま
す
ね
。

　

こ
こ
増
福
寺
は
、
愛
知
県
三

河
地
方
の
奥
に
位
置
し
ま
す
。

少
し
行
け
ば
岐
阜
県
で
す
。
山

深
い
と
こ
ろ
だ
け
に
風
光
明
媚

の
地
と
し
て
知
ら
れ
、
温
か
く

な
れ
ば
多
く
の
観
光
客
が
押
し

寄
せ
ま
す
。

　

で
は
、
少
し
話
を
戻
し
ま
し

ょ
う
。
な
ぜ
お
寺
か
ら
風
鈴
の

音
が
聞
こ
え
て
く
る
の
で
し
ょ

う
か
？

　

こ
の
お
寺
は
、「
風
鈴
寺
」

と
も
呼
ば
れ
親
し
ま
れ
て
い
ま

す
。
一
〇
年
ほ
ど
前
に
、
町
お

こ
し
の
一
環
で
「
何
か
で
き
な

い
か
？
」
と
話
し
合
い
が
持
た

れ
た
と
き
、「
こ
こ
は
風
が
吹

く
だ
け
だ
か
ら
な
ぁ
…
」
と
腕

を
組
む
人
が
多
か
っ
た
と
か
。

そ
れ
を
逆
手
に
取
っ
た
の
が
、

こ
と
の
始
ま
り
で
す
。

　
「
風
が
吹
く
な
ら
、
風
鈴
を

飾
れ
ば
い
い
じ
ゃ
な
い
か
！
」

　

境
内
に
は
、
参
拝
客
が
奉
納

し
た
風
鈴
が
、
涼
し
げ
な
音
色

を
奏
で
て
い
ま
す
。
七
月
に
は

「
風
鈴
祭
り
」
が
行
わ
れ
、
大

い
に
賑
わ
う
そ
う
で
す
。

◇

　

増
福
寺
に
行
く
に
は
、
名

鉄
・
豊
田
市
駅
か
ら
「
と
よ

た
お
い
で
ん
バ
ス
」
に
て
小

渡
（
お
ど
）
で
下
車
。
所
要
時

間
は
約
六
〇
分
で
す
。
お
寄
り

の
際
に
は
、
お
電
話
を
入
れ
て

も
ら
え
れ
ば
確
実
で
す
（
電
話

０
５
６
５
・
６
８
・
２
６
１
５
）。

　

笑
い
仏
さ
ん
は
、
暖
か
い
佐

藤
住
職
夫
妻
に
ご
面
倒
を
お
か

け
し
な
が
ら
、
四
月
い
っ
ぱ
い

は
逗
留
予
定
で
す
。
多
く
の

方
々
に
、
お
手
を
合
わ
せ
て
い

た
だ
け
る
と
幸
い
で
す
。

（
Ｍ
Ｏ
Ｎ
Ｋ
フ
ォ
ー
ラ
ム

長
谷
川　

稔
）
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編集後記

• プロジェクト募集要領

① 東北の復興、活性化、再興を目的としたプロ

ジェクト企画であれば、何でも可

② 応募資格は特に定めず、 被災地、被災地以外

の居住も問わず、国籍・年齢・性別を問わず

③ 企画書のようなものがあれば可---形式自由

（プロジェクト名、プロジェクト期間、目的、どう

やって実現するかの手段、仲間などを明記して

いただきたいと思います）

④ 〆切はとくに設けません

• 連絡先／企画提出先
（郵送） 〒207-0005

東京都東大和市高木3-315-1
ホームタウン宮前2-2
電子タブロイド新聞【東北復興】 宛

（メール） yumuyu@wj8.so-net.ne.jp

• ご提案いただいた企画については、当新聞で責任をもって検
討させていただいた上で、企画開始に向けてのしかるべき方
法・手段をご提案するなり、企画実現のための仲間を募って
まいりたいと考えております。また、当新聞でご紹介させてい
ただきたいと思います。（氏名公表か非公表かはご相談）

• たくさんのご提案をお待ちしています

　

今
回
の
テ
ー
マ
は
【
３
年
目

か
ら
の
東
北
二
段
階
復
興
論
】

で
し
た
。
３
・
11
か
ら
３
年
が

過
ぎ
、
風
化
が
懸
念
さ
れ
る
昨

今
で
す
が
、
復
興
は
む
し
ろ
こ

れ
か
ら
で
あ
り
、
具
体
論
を
前

号
の
Ｔ
Ｏ
Ｐ
紙
面
で
さ
ま
ざ
ま

提
言
し
ま
し
た
が
、
そ
れ
に
関

す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
で
し
た
。
回

答
者
数
は
20
名
。

　

３
年
目
が
大
き
な
節
目
と
言

わ
れ
ま
す
が
、「
復
興
熱
は
３

年
目
で
息
切
れ
す
る
か
」
は
、

見
事
に
三
分
し
て
、「
息
切
れ

す
る
こ
と
は
な
い
」
が
少
し
リ

ー
ド
で
40
％
、「
息
切
れ
す
る
」

が
35
％
、「
ど
ち
ら
と
も
い
え

な
い
」
が
25
％
。「
復
興
遅
れ

の
主
因
は
何
か
？
」
は
、「
公

的
資
金
活
用
の
硬
直
化
」
が

40
％
、「
住
民
合
意
が
で
き
な

い
こ
と
」
と
「
そ
の
他
」
が
同

数
の
25
％
。
い
ま
さ
ら
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が
「
復
興
体
制
の
大

幅
組
換
は
可
能
か
？
」
は
「
困

難
だ
が
可
能
」
が
60
％
と
リ
ー

ド
し
、「
組
換
は
困
難
」は
25
％
。

「
被
災
地
住
民
合
意
や
り
直
し

が
可
能
か
？
」
は
「
困
難
で
も

や
り
直
す
べ
き
だ
」
が
65
％
、

「
や
り
直
し
は
不
可
能
だ
」
が

25
％
。
震
災
前
か
ら
衰
退
し
て

い
た
東
北
を
再
興
す
る
た
め

の
、
実
現
可
能
な
プ
ラ
ン
作
成

は
可
能
か
ど
う
か
は
、「
作
る

方
法
は
あ
る
」
が
70
％
、「
非

常
に
困
難
」
が
20
％
。
最
終
的

に
「『
３
年
目
か
ら
の
東
北
復

興
二
段
階
復
興
論
』
は
実
現
可

能
か
？
」
は
、「
可
能
」
が
75
％
、

「
ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い
」
が

20
％
と
な
り
ま
し
た
。

　

本
格
復
興
へ
の
希
望
が
感
じ

ら
れ
、
心
強
く
思
い
ま
し
た
。

　

こ
こ
の
と
こ
ろ
ず

っ
と
体
調
不
良
で
あ

る
。
加
え
て
体
調
不

良
か
ら
発
し
た
精
神

的
モ
ヤ
モ
ヤ
状
態
に

も
陥
っ
て
い
る
。

　

ま
ず
、
年
明
け
の
二
度
の
大

雪
で
の
雪
か
き
で
腰
を
痛
め
た

の
が
最
初
。
最
初
の
雪
は
何
と

か
こ
な
し
た
が
、
二
度
目
、
勤

務
先
に
降
っ
た
１
メ
ー
ト
ル
の

雪
で
ぎ
っ
く
り
腰
に
な
っ
た
。

　

そ
し
て
寒
さ
が
苦
手
な
筆
者

に
寒
さ
が
ず
っ
と
続
い
た
の
も

効
い
た
。
冬
は
通
常
３
カ
月
を

限
度
に
耐
え
て
い
る
が
、
今
年

は
４
カ
月
以
上
続
い
て
、
身
体

の
硬
直
が
続
い
た
。
そ
れ
で
身

体
が
ほ
ぐ
れ
ず
、
冬
バ
ー
ジ
ョ

ン
の
体
重
も
元
に
戻
ら
な
い
。

結
果
、
身
体
が
重
く
て
硬
い
の

だ
。（
も
と
も
と
重
い
の
で
は

な
い
か
と
の
批
判
も
あ
る
が
）

　

あ
と
は
あ
わ
た
だ
し
い
こ
と
。

最
近
、
さ
ま
ざ
ま
な
案
件
が
、

未
決
状
態
の
ま
ま
押
し
寄
せ
て

き
て
い
る
。
身
体
と
精
神
が
あ

ま
り
充
実
し
て
い
な
い
せ
い
で

処
理
が
迅
速
と
は
い
え
な
い
。

そ
の
た
め
、
課
題
が
ど
ん
ど
ん

蓄
積
し
て
き
て
い
る
こ
と
も
モ

ヤ
モ
ヤ
の
一
因
で
あ
る
。

　

そ
う
い
え
ば
昨
年
還
暦
を
迎

え
た
。
加
齢
に
よ
る
老
化
や
、

そ
れ
に
伴
う
精
神
的
な
不
調
だ

け
で
な
く
、
周
囲
の
総
合
的
環

境
が
大
変
化
し
て
い
る
こ
と
も

影
響
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

乗
り
越
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
ま
た
記
事
に
体
調
不
良
が

影
響
し
て
は
な
ら
な
い
と
肝
に

銘
じ
る
現
在
だ
が
、
春
が
来
た

こ
と
で
、
も
っ
と
明
る
く
行
こ

う
と
思
う
次
第
で
あ
る
。


