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＜＜東北魂＞＞を鼓舞する

電子新聞

創刊2014 年 （平成 26年） 11 月 16日　日曜日

里浜貝塚の縄文人が
今般の大津波対策を笑う
防潮堤は奥松島の景観を破壊し、

他方で自然の驚異を軽んじている

いまから五千年前に出来た松島は

数々の自然災害をくぐりぬけている

縄文人の知恵と過去に学ぶべし！

奥
松
島
、
東
松
島
訪
問

　筆
者
は
、
奇
跡
的
に
被
害
の

少
な
か
っ
た
松
島
地
区
に
は
昨

年
三
月
に
行
っ
て
い
た
（『
東

北
復
興

　第
十
一
号
』
参
照
）

が
、
被
害
の
大
き
か
っ
た
東
松

島
地
区
に
は
行
っ
て
お
ら
ず
、

い
つ
か
そ
の
被
災
状
況
と
復
興

状
況
を
確
認
し
に
行
き
た
い
と

か
ね
が
ね
思
っ
て
い
た
。

　そ
う
し
た
と
こ
ろ
、
奥
松
島

の
縄
文
村
の
こ
と
を
知
り
、
大

震
災
と
縄
文
と
い
う
二
つ
の
接

点
が
交
差
す
る
場
所
と
し
て
今

回
訪
問
す
る
こ
と
に
し
た
。
こ

れ
は
そ
の
リ
ポ
ー
ト
で
あ
る
。

五
千
年
前
に
出
来
た
松
島

　日
本
三
景
の
ひ
と
つ
で
あ
る

松
島
に
は
二
百
六
十
余
り
の

島
々
が
あ
る
が
、
現
在
の
よ東松島市　復興まちづくり計画（平成23年12月26日策定）より

［ 野蒜地域の復興方針図 ］

う
な
多
島
海
に
な
っ
た
の
は
、

二
万
年
か
ら
三
万
年
前
の
氷
河

期
以
降
に
発
生
し
た
地
殻
変
動

で
の
一
部
沈
下
と
、
気
候
温
暖

化
に
伴
う
海
水
面
の
上
昇
に
よ

る
も
の
で
、
五
千
年
く
ら
い
前

と
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ

る
。
あ
る
い
は
七
千
年
前
と
い

う
説
も
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て

も
は
る
か
昔
の
縄
文
時
代
の
こ

と
で
あ
る
。

　ま
た
、
松
島
湾
の
沿
岸
部
に

は
、
お
よ
そ
八
千
年
前
か
ら
人

が
住
ん
で
い
た
よ
う
で
、
あ
ち

ら
こ
ち
ら
に
貝
塚
な
ど
が
た
く

さ
ん
あ
る
。
そ
れ
も
時
代
に
よ

っ
て
何
度
も
移
動
し
て
い
た
。

　こ
の
五
千
年
間
以
上
と
も

八
千
年
間
以
上
と
も
言
わ
れ
る

期
間
中
に
、
東
北
大
震
災
と
同

程
度
か
、
あ
る
い
は
も
っ
と
規

模
の
大
き
な
津
波
に
何
度
見
舞

わ
れ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

　歴
史
的
に
発
生
が
明
ら
か
な

貞
観
津
波
は
今
般
の
大
震
災
関

連
で
そ
の
規
模
が
明
ら
か
に
な

り
つ
つ
あ
る
が
、
そ
の
ク
ラ
ス

の
津
波
に
何
度
も
襲
わ
れ
た
こ

と
で
あ
ろ
う
。

　あ
ら
た
め
て
、
そ
う
し
た
多

く
の
自
然
災
害
が
あ
っ
て
、
い

ま
の
松
島
の
姿
が
あ
る
の
だ
と

思
う
の
だ
。

中
途
半
端
な
高
さ
の
防

潮
堤
は
必
要
か
？

　奥
松
島
へ
の
行
き
帰
り
に
、

野
蒜
（
の
び
る
）
海
岸
脇
の
道

路
を
車
で
走
っ
た
。
そ
の
周
囲

に
は
か
さ
上
げ
し
た
土
地
が
、

次
々
に
林
立
し
、
あ
る
い
は
細

長
く
横
た
わ
り
、
そ
び
え
立
っ

て
い
た
。
そ
の
様
子
は
ま
る
で

人
工
の
ミ
ニ
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
で
あ

り
、
土
で
出
来
た
万
里
の
長
城

の
ミ
ニ
チ
ュ
ア
版
で
あ
っ
た
。

　巨
大
な
津
波
の
記
憶
が
生
々

し
い
状
況
の
な
か
で
、
何
か
に

守
ら
れ
た
い
と
い
う
気
持
ち
は

分
か
ら
な
い
で
は
な
い
。
し
か

し
、
岩
手
県
田
老
町
の
防
潮
堤

の
こ
と
が
あ
る
。

　田
老
町
は
、
リ
ア
ス
式
海
岸

の
湾
の
奥
に
位
置
し
、
幾
度
も

津
波
の
被
害
を
受
け
て
い
る
た

め
、
総
延
長
二
・
五
キ
ロ
に
も

及
ぶ
高
さ
十
メ
ー
ト
ル
の
防
潮

堤
を
建
設
す
る
な
ど
、
津
波
に

対
し
て
強
い
街
づ
く
り
を
進

め
、
日
本
に
あ
る
「
万
里
の
長

城
」
と
ま
で
言
わ
れ
て
、
国
内

外
か
ら
絶
賛
さ
れ
て
い
た
。
建

設
に
は
四
十
五
年
を
要
し
て
完

成
さ
せ
、
町
自
慢
の
防
波
堤
だ

っ
た
。

　非
常
に
分
厚
い
コ
ン
ク
リ
ー

ト
で
作
ら
れ
、
簡
単
に
壊
れ
る

と
は
と
て
も
思
え
な
か
っ
た
。

　そ
こ
で
住
民
は
、
建
設
を
終

え
た
一
九
九
六
年
か
ら
安
心
し

て
家
を
建
て
続
け
て
き
た
。
防

潮
堤
は
車
か
ら
見
上
げ
る
ほ
ど

の
高
さ
に
あ
っ
た
。
当
初
七
メ

ー
ト
ル
だ
っ
た
防
潮
堤
が
十
メ

ー
ト
ル
に
か
さ
上
げ
さ
れ
た

が
、
結
果
的
に
強
度
は
失
わ
れ

た
。　そ

し
て
周
知
の
よ
う
に
、
今

般
の
津
波
で
あ
っ
け
な
く
破
壊

さ
れ
、
安
心
し
き
っ
て
い
た
住

民
に
大
き
な
被
害
を
も
た
ら
し

た
の
で
あ
る
。

　こ
う
し
た
例
が
あ
る
の
に
、

高
さ
七
メ
ー
ト
ル
あ
ま
り
の
防

潮
堤
の
意
味
と
は
何
だ
ろ
う
。

ま
た
こ
の
防
潮
堤
で
す
っ
か
り

松
島
の
景
観
・
美
観
が
失
わ
れ

る
意
味
は
何
だ
ろ
う
と
考
え
込

ん
で
し
ま
っ
た
。

津
波
対
策
は
愚
策

　い
っ
た
い
こ
の
奥
松
島
の
津

波
対
策
は
何
を
意
図
し
て
い
る

の
で
あ
ろ
う
。
意
味
が
よ
く
飲

み
込
め
な
い
。

　巨
大
津
波
は
防
げ
な
い
し
、

第
一
、
松
島
観
光
の
目
玉
で
あ

る
景
観
を
大
い
に
損
な
う
防
潮

堤
と
か
さ
上
げ
し
た
土
地
。
松

島
は
観
光
を
捨
て
る
気
な
の
で

あ
ろ
う
か
。

　そ
れ
に
し
て
も
中
途
半
端
な

高
さ
の
防
潮
堤
で
観
光
資
源
の

魅
力
を
減
殺
す
る
選
択
と
は
何

だ
ろ
う
。

　帰
る
途
中
、
そ
の
選
択
の
理

由
が
理
解
で
き
ず
に
、
車
を
止

め
、
そ
し
て
引
き
返
し
、
防
潮

堤
の
高
さ
を
示
す
標
識
と
か
さ

上
げ
し
た
ミ
ニ
人
工
ピ
ラ
ミ
ッ

ド
と
数
千
年
前
か
ら
存
在
す
る

巨
大
な
岩
と
が
混
在
す
る
光
景

を
写
真
に
収
め
た
。

　一
方
で
、
収
ま
り
き
ら
な
い

筆
者
の
気
持
は
行
き
場
の
な
い

怒
り
に
変
わ
っ
て
い
っ
た
。

生
活
再
建
で
は
な
い
の
か

　震
災
か
ら
三
年
半
以
上
経
過

し
た
現
在
、
も
っ
と
も
必
要
な

こ
と
は
地
元
の
経
済
を
立
て
直

す
こ
と
で
あ
る
。
被
災
者
の
家

計
の
再
建
の
は
ず
で
あ
る
。

　防
潮
堤
建
設
や
大
仰
な
土
地

の
か
さ
上
げ
が
優
先
順
位
の
ト

ッ
プ
で
は
な
い
よ
う
な
気
が
す

る
の
だ
。

　松
島
と
い
え
ば
観
光
だ
が
、

こ
の
ま
ま
で
は
、
日
本
三
景
は

返
上
す
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な

い
と
思
っ
た
。

人工ミニピラミッドのような土地かさ上げが景観を破壊する

防潮堤の想定の高さと走る車の比較
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種
類
の
食
物
を
食
べ
て
い
た
。

　現
代
の
漁
法
も
縄
文
時
代
に

ル
ー
ツ
が
あ
り
変
わ
ら
な
い
。

里
浜
貝
塚
に
つ
い
て

　こ
の
奥
松
島
縄
文
村
の
里
浜

貝
塚
は
最
も
古
い
の
が
五
千
年

か
ら
六
千
千
年
前
の
も
の
で
あ

り
、
一
番
新
し
い
の
は
二
千
年

か
ら
三
千
年
前
の
も
の
で
あ
る
。

実
に
三
千
年
か
ら
四
千
年
の
間

使
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

し
か
も
時
代
と
と
も
に
場
所
を

移
し
て
い
る
。

　場
所
を
移
し
た
理
由
は
さ
ま

ざ
ま
言
わ
れ
て
い
る
が
、
筆
者

と
し
て
は
、
縄
文
海
進
や
自
然

災
害
な
ど
の
自
然
環
境
の
変
化

に
対
応
し
て
移
し
た
も
の
だ
と

考
え
た
い
。
け
っ
し
て
ゴ
ミ
捨

て
場
と
し
て
の
貝
塚
に
ゴ
ミ
が

あ
ふ
れ
た
た
め
に
移
し
た
わ
け

で
は
な
い
と
思
う
。

貝
塚
は
ゴ
ミ
捨
て
場
で
は
な
い

　そ
れ
に
、
貝
塚
は
ゴ
ミ
捨
て

場
で
は
な
い
。
ゴ
ミ
捨
て
場
に

人
間
を
埋
葬
す
る
は
ず
が
な
い
。

　貝
塚
は
、
す
べ
て
の
も
の
の

墓
場
で
あ
り
、
供
養
と
再
生
を

5000年～6000年前の貝塚跡から湾を見下ろす、縄文
人が見たまんまの海に現代人は護岸工事を施す

縄文数千年間に貝塚の場所を変えている、それは堆積物が増えた
ためだけだったのか

江戸、明治時代と比べても大した違い
のない生活

ゴミ捨て場の貝塚に人を埋葬したのではない、また貝塚は
ゴミ捨て場ではない

縄文人はマグロもタイもフグもサメもカキもアシカもウミガメ
も食べていた

里浜貝塚散策と東北大震災
縄文人は高度に洗練された文化人だった

われわれは縄文人に何を学ぶべきか

数千年の定住期間中に何度も貝塚の位置

を変えていた

縄
文
文
化
集
積
の
松
島

　筆
者
は
最
近
、
縄
文
に
惹
か

れ
て
い
る
。
縄
文
の
文
化
、
歴

史
、
土
器
、
土
偶
、
世
界
観
な

ど
、
縄
文
と
名
の
つ
く
も
の
す

べ
て
に
惹
か
れ
て
い
る
。

　東
北
の
歴
史
を
、
近
世
か
ら

中
世
へ
、
古
代
へ
、
そ
し
て
さ

ら
に
遡
っ
て
い
っ
た
先
の
先
に

縄
文
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

い
わ
ば
東
北
ル
ー
ツ
さ
が
し
の

結
果
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
東
北

の
歴
史
を
再
構
築
し
、
東
北
の

活
性
化
を
模
索
し
た
い
と
い
う

夢
に
取
り
付
か
れ
て
い
る
。
そ

れ
で
最
近
あ
ち
こ
ち
の
縄
文
遺

跡
め
ぐ
り
を
し
て
い
る
。

　そ
ん
な
こ
と
で
、
以
前
か
ら

訪
問
し
た
い
と
思
っ
て
い
た
奥

松
島
の
縄
文
村
を
訪
ね
た
。

　こ
の
地
域
一
帯
に
は
、
八
千

年
前
か
ら
人
が
住
ん
で
い
た
が
、

こ
こ
に
定
住
し
た
理
由
は
海
の

産
物
も
山
の
産
物
も
入
手
で
き

る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
。

縄
文
人
は
現
代
人
と
同
じ

　縄
文
人
を
知
れ
ば
知
る
ほ
ど
、

現
代
人
の
自
分
と
の
距
離
が
縮

ん
で
い
く
の
を
感
じ
る
。

　よ
く
誤
解
さ
れ
る
が
、
縄
文

人
は
毛
皮
の
パ
ン
ツ
を
は
い
た

未
開
人
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ

と
同
じ
人
間
で
あ
る
。
加
え
て
、

縄
文
人
が
狩
猟
と
採
集
の
移
動

生
活
を
し
て
い
た
と
子
供
の
と

き
か
ら
の
教
育
で
習
っ
た
が
、

け
っ
し
て
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
。

す
で
に
定
住
し
て
い
た
。

　食
生
活
も
現
代
の
日
本
人
と

大
し
た
違
い
は
な
い
。
写
真
に

あ
る
よ
う
に
、
食
べ
る
も
の
も

変
わ
ら
な
い
し
、
さ
ま
ざ
ま
な

奥松島縄文村

願
う
場
で
あ
っ
た
。

　そ
こ
か
ら
縄
文
人
の
世
界
観

が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
食

生
活
も
、
文
化
も
、
あ
ら
ゆ
る

縄
文
が
立
ち
上
が
っ
て
く
る
。

自
然
と
と
も
に
暮
ら
す

　縄
文
人
は
計
り
知
れ
な
い
自

然
の
驚
異
も
恵
み
も
知
り
尽
く

し
て
い
た
と
思
う
。
人
間
と
自

然
と
の
共
存
と
い
う
、
人
間
を

自
然
と
同
レ
ベ
ル
で
考
え
る
発

想
は
な
く
、
あ
く
ま
で
畏
怖
と

感
謝
の
対
象
で
あ
っ
た
。

　し
た
が
っ
て
、
ど
ん
な
護
岸

工
事
も
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

自
然
の
力
を
痛
い
ほ
ど
理
解
し

て
い
た
か
ら
、
自
然
に
対
抗
し
、

自
然
を
制
御
し
よ
う
と
は
思
わ

な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

　現
代
の
津
波
対
策
を
見
た
ら

き
っ
と
笑
う
こ
と
だ
ろ
う
。
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十
一
月
二
日
、
三
日
と
、「
し

ぶ
や
二
〇
一
四
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ

ル
」
が
開
催
さ
れ
た
。
そ
の
な

か
で
、
東
日
本
大
震
災
被
災
地

復
興
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
て
、

東
北
か
ら
伝
統
芸
能
三
団
体
が

招
待
さ
れ
た
。

　

当
新
聞
で
も
、
そ
の
奇
跡
の

復
活
を
取
り
上
げ
た
「
大
室
南

部
神
楽
」（
宮
城
・
石
巻
）
も

招
待
さ
れ
た
の
で
、
関
係
者
に

会
い
に
出
か
け
た
。

　

ほ
か
に
も
初
め
て
見
る
岩

手
・
二
戸
の
「
ナ
ニ
ャ
ト
ヤ
ラ
」

と
い
う
盆
踊
り
、
三
人
で
舞
う

福
島
・
相
馬
市
の
「
獅
子
神
楽
」

も
登
場
し
た
。

　

二
日
の
演
目
は
「
五
条
の

橋
」
で
、
牛
若
丸
は
筆
者
の
同

窓
の
後
輩
・
佐
藤
寛
君
が
演
じ

た
。
感
無
量
で
あ
っ
た
。

　
「
大
室
南
部
神
楽
」
関
係
者

に
は
、
若
手
の
佐
藤
満
利
氏
と

長
老
の
佐
藤
清
吾
氏
に
お
会
い

す
る
こ
と
が
出
来
た
。

　

清
吾
氏
の
コ
メ
ン
ト
が
今
後

の
復
興
へ
の
決
意
を
語
っ
て
い

る
。「
生
業
の
復
活
と
共
に
伝

統
文
化
の
継
承
に
も
力
を
注
ぎ

バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
復
活
を
目

指
し
て
行
く
」
と
。
復
興
に
と

っ
て
伝
統
芸
能
の
力
は
大
き
い
。

第
三
回
目
料
理
の
レ
シ
ピ

正
月
料
理
に
も
最
高
！

日
本
酒
の
肴
に
も
最
高
！

【
手
作
り
鮭
イ
ク
ラ
】

の
作
り
方

【
材　

料
】

生
い
く
ら　

１
キ
ロ

し
ょ
う
ゆ　

１
合 

酒　

１
／
２
合

(

ア
ル
コ
ー
ル
を
と
ば
す)

み
り
ん　

１
／
４
合

【
作
り
方
】

①
い
く
ら
を
ほ
ぐ
し
て
、
必
ず

塩
水
で
あ
ら
い
ま
す
。
何
回

か
薄
皮
な
ど
を
除
い
て
水
を

取
り
替
え
て
き
れ
い
に
し
ま

す
。

②
上
記
の
調
味
料
を
い
く
ら
に

入
れ
ま
す
。

③
一
晩
ね
か
せ
た
ら
、
食
べ
れ

ま
す
。
２
日
ぐ
ら
い
が
も
っ

と
も
美
味
し
い
よ
う
で
す
。

10
日
ぐ
ら
い
は
、
日
持
ち
し

「オラ東京さいぐだ」
in 渋谷くみんフェスティバル

宮城石巻・大室南部神楽

渋谷くみんの広場（11/2）

ナニャトヤラ盆踊り　岩手二戸

ほぐして塩水で洗ったいくら

調味料を入れる前

いくら丼もいい！ 生いくらの完成です！

獅子神楽　相馬市

弁慶

佐藤清吾さま

牛若丸

郷土料理愛好家　
　　　　松本由美子氏

牛若丸と弁慶

【手作りの鮭イクラ】

と【いくら丼】　

水産業再興のための
料理レシピ紹介

第三回目

正月料理にも最高

ま
す
。
簡
単
に
で
き
ま
す
の

で
手
づ
く
り
の
深
み
の
あ
る

味
を
ご
堪
能
下
さ
い
。
冷
凍

保
存
も
出
来
ま
す
の
で
、
お

正
月
な
ど
に
も
利
用
さ
れ
る

と
よ
い
で
し
ょ
う
。

＊
こ
れ
か
ら
日
本
酒
の
お
い
し

い
季
節
で
す
。【
手
作
り
鮭

イ
ク
ラ
】
を
日
本
酒
の
お
供

に
し
て
も
い
い
で
す
ね
。

＊
あ
る
い
は
生
い
く
ら
た
っ
ぷ

り
の
【
い
く
ら
丼
】
で
い
た

だ
い
て
も
た
ま
り
ま
せ
ん
。
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三陸酒海鮮会・日本橋
（10/30）大盛況
満席 21 名ご参加で

被災地・大槌情報共有

次回の渋谷11/15開催予定

参加者の面々

国主館復元図

山王遺跡見学開始の説明

三陸海産物の刺身

発掘現場は復興道路建設地

東北の地酒ラインナップ

　

三
陸
酒
海
鮮
会
・
日
本
橋
開

催
は
十
月
三
十
日
に
、
日
本
橋

水
天
宮
前
に
あ
る
会
場
の
「
さ

さ
や
」
さ
ん
で
、
第
八
回
目
を

開
催
し
ま
し
た
。

　

今
回
も
定
員
二
十
名
の
と
こ

ろ
、
二
十
一
名
の
参
加
で
、
店

内
は
す
し
詰
め
状
態
で
し
た
。

復
興
支
援
に
対
す
る
関
心
が
高

い
多
く
の
参
加
者
に
集
ま
っ
て

い
た
だ
き
、
主
催
側
と
し
て
も

う
れ
し
い
限
り
で
す
。

　

開
催
に
あ
た
り
、
筆
者
が
先

月
訪
問
し
た
岩
手
・
大
槌
の
状

　

前
編
で
山
王
遺
跡
が
古
代
東

北
で
ど
ん
な
役
割
を
持
っ
て
い

た
か
、
ま
た
政
権
と
東
北
蝦
夷

と
の
攻
防
が
非
常
に
厳
し
か
っ

た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

十
月
二
十
五
日
、
総
勢
十
一
名

参
加
の
後
編
で
は
そ
れ
を
実
地

で
確
認
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

見
学
開
始
で
見
た
の
は
陸
前

山
王
駅
す
ぐ
近
く
の
「
国
主
館

況
も
お
話
し
し
ま
し
た
。

　

か
さ
上
げ
用
土
砂
運
搬
の
ダ

ン
プ
は
も
の
す
ご
い
数
で
し
た

が
、
岸
壁
近
く
は
あ
の
震
災
発

生
直
後
の
ま
ま
で
あ
る
こ
と
、

ま
た
被
災
者
の
家
計
が
苦
し
く

な
っ
て
い
る
の
で
、
ま
す
ま
す

支
援
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
お

話
し
し
ま
し
た
。

　

つ
い
で
に
、
筆
者
が
大
槌
復

興
食
堂
に
関
す
る
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
番

組
冒
頭
に
後
ろ
姿
で
出
演
し
た

件
も
お
話
し
し
ま
し
た
が
、
後

ろ
姿
と
い
う
と
こ
ろ
が
受
け
た

復
元
図
」。
多
賀
城
政
庁
か
ら

か
な
り
離
れ
た
場
所
に
あ
る

「
国
主
級
」
の
館
の
復
元
想
像

図
で
あ
り
、
山
王
遺
跡
に
大
和

政
権
か
ら
重
要
人
物
が
派
遣
さ

れ
て
い
た
こ
と
の
証
で
あ
る
。

　

そ
の
後
、
今
回
の
発
掘
の
引

金
と
な
っ
た
復
興
道
路
の
工
事

現
場
を
見
た
。
す
で
に
遺
跡
は

埋
め
戻
さ
れ
て
い
た
。

よ
う
で
し
た
。

　

オ
ー
ナ
ー
か
ら
は
、
特
に
福

島
産
の
地
酒
を
ラ
イ
ン
ア
ッ
プ

に
加
え
た
こ
と
が
案
内
さ
れ
ま

し
た
が
、
い
ち
早
く
飲
ん
平
た

ち
の
胃
袋
に
吸
い
込
ま
れ
て
行

き
ま
し
た
。

　

宮
城
、
岩
手
、
青
森
の
地
酒

も
支
援
が
必
要
で
す
が
、
も
っ

と
必
要
な
の
は
福
島
の
地
酒
で

す
。
こ
の
点
で
、
も
っ
と
福
島

産
の
地
酒
を
い
た
だ
こ
う
と
思

っ
た
次
第
で
し
た
。

　

多
賀
城
政
庁
ま
で
歩
い
た
が
、

山
王
遺
跡
側
か
ら
多
賀
城
政
庁

へ
辿
る
と
結
構
な
行
程
で
あ

り
、
山
王
遺
跡
の
広
大
さ
、
こ

の
地
域
の
広
大
さ
が
実
感
で
き

る
。
ま
た
、
政
庁
南
門
か
ら
政

庁
へ
の
上
り
坂
の
ア
プ
ロ
ー
チ

も
三
百
五
十
メ
ー
ト
ル
も
あ
る
。

　

近
辺
に
未
発
掘
の
場
所
が
あ

る
と
の
こ
と
だ
が
、
お
金
も
労

多賀城南門から政庁まで 350 メー
トルもあった

多賀城は伊治呰麻呂による焼き討ち
後に再建されている

 
第7回 とにかく東北を語る会 

【中鉢美術館で鉄と日本刀の 
ルーツを考える】 

 日時 2014年11月29日（土） 13：30から16：30 

場所 集合場所：中鉢美術館（ＪＲ陸羽東線有備館駅近く） 

〒989-6433 
宮城県大崎市岩出山字上川原町7番地6 

見学場所：中鉢美術館（有備館駅徒歩1分） 

講師 中鉢美術館 館長 中鉢弘氏 

内容 鉄の伝来ルートと日本刀のルーツを考えて
みたいと思います。鉄は朝鮮半島経由で西
日本ルートしかないと言われていますが、
本当でしょうか？他には本当になかったの
でしょうか？また、日本刀のルーツが東北
にあると言ったら驚かれるでしょうか？そ
うしたテーマについて学習する機会にした
いと思います。  

第六回　とにかく東北を語る会

9/21 の 「山王遺跡の話」 はついに発掘現場
まで乗りだしての後編へとつながった。 10/25、
陸前山王駅から多賀城までの遺跡めぐりは、
古代東北における大和政権とエミシの緊張関
係を現代に蘇らせた。

力
も
必
要
で
あ
り
、
大
規
模
公

共
工
事
等
が
な
け
れ
ば
大
分
先

に
な
る
だ
ろ
う
と
感
じ
た
。

　

政
庁
は
幾
度
も
再
建
さ
れ
た

が
、
七
百
八
十
年
の
伊
治
呰
麻

呂
に
よ
る
焼
き
討
ち
後
の
再
建

が
史
実
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い

た
。
歴
史
小
説
の
な
か
の
推
理

で
は
な
く
、
史
実
で
あ
る
こ
と

が
分
か
っ
て
妙
に
納
得
し
た
。

そ
れ
だ
け
東
北
エ
ミ
シ
と
の
勢

力
が
拮
抗
し
て
い
た
証
で
あ
る
。

　

東
北
縄
文
遺
跡
も
今
後
大
い

に
発
掘
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る

が
、
同
じ
運
命
を
辿
ら
せ
る
わ

け
に
は
い
か
な
い
と
思
っ
た
。
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東
北
７
県
医
療
連
携
実

務
者
協
議
会
が
開
催

　

今
回
で
第
６
回
を
迎
え
る
東

北
７
県
医
療
連
携
実
務
者
協
議

会
が
11
月
１
日
、
新
潟
市
内
で

開
催
さ
れ
、
東
北
６
県
と
新
潟
、

そ
の
他
の
地
域
か
ら
お
よ
そ

２
０
０
人
の
医
療
関
係
者
が
参

加
し
た
。

　

一
昔
前
、「
総
合
病
院
」
と

言
え
ば
、
外
来
受
診
、
そ
し
て

入
院
か
ら
退
院
ま
で
一
つ
の
病

院
で
済
ま
せ
ら
れ
る
、
い
わ
ば

百
貨
店
の
よ
う
な
存
在
で
あ
っ

た
。
し
か
し
、
高
齢
化
が
進
み
、

医
療
費
が
高
騰
し
、
効
率
的
な

医
療
が
求
め
ら
れ
る
中
で
、
医

療
機
関
間
の
役
割
分
担
が
求
め

ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
急
性
期

医
療
を
担
う
病
院
、
回
復
期
医

療
を
担
う
病
院
、
長
期
療
養
を

担
う
病
院
な
ど
、
病
院
の
機
能

が
分
化
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

そ
う
す
る
と
当
然
な
が
ら
、

治
療
も
一
つ
の
病
院
で
は
完
結

せ
ず
に
、
別
の
病
院
に
転
院
し

て
治
療
を
続
け
る
と
い
う
ケ
ー

ス
が
多
く
な
る
。
ま
た
、
地
域

の
診
療
所
を
受
診
し
た
患
者

が
、
基
幹
病
院
に
紹
介
さ
れ
て

く
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
う
し
た

際
に
、
病
院
間
な
い
し
病
院
と

診
療
所
と
の
間
で
連
絡
を
密
に

し
、
患
者
や
そ
の
家
族
に
不
利

益
が
生
じ
な
い
よ
う
に
調
整
を

す
る
対
外
的
な
窓
口
が
多
く
の

病
院
で
設
置
さ
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
。そ
れ
が
地
域
連
携
室（
ま

た
は
地
域
医
療
連
携
室
）
で
あ

る
。
地
域
連
携
室
は
、
患
者
の

入
院
や
退
院
に
際
し
て
必
要
な

手
続
き
な
ど
を
一
手
に
引
き
受

け
る
部
署
で
あ
る
。
そ
の
連
携

室
で
実
際
に
連
携
業
務
を
担
当

す
る
職
員
が
連
携
実
務
者
、
連

携
担
当
者
な
ど
と
呼
ば
れ
る
。

　

連
携
業
務
は
、
お
互
い
見
ず

知
ら
ず
の
連
携
実
務
者
同
士
よ

り
も
、
顔
も
名
前
も
分
か
る
連

携
実
務
者
同
士
の
方
が
円
滑
に

進
む
こ
と
が
多
い
の
で
、
各
病

院
の
連
携
実
務
者
は
他
の
病
医

院
を
訪
問
し
て
関
係
づ
く
り
を

し
た
り
す
る
他
、
地
域
で
連
携

実
務
者
同
士
で
集
ま
っ
て
顔
を

合
わ
せ
る
会
を
立
ち
上
げ
る
な

ど
し
て
、「
顔
の
見
え
る
」
連

携
を
進
め
る
べ
く
工
夫
を
し
て

い
る
。

　

連
携
実
務
者
が
集
ま
っ
て
顔

を
合
わ
せ
る
会
は
、
地
域
に
よ

っ
て
名
称
が
異
な
る
が
、
概
ね

連
携
実
務
者
協
議
会
、
連
携
実

務
者
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
な
ど
と
称

さ
せ
る
。
そ
れ
ら
は
概
ね
２
次

医
療
圏
と
い
う
、
医
療
が
そ
の

中
で
完
結
す
る
よ
う
線
引
き
さ

れ
た
範
囲
内
で
集
ま
る
こ
と
が

多
い
。
ま
た
、
そ
れ
ら
２
次
医

療
圏
毎
の
連
携
実
務
者
協
議
会

が
一
堂
に
会
す
る
、
都
道
府
県

単
位
の
連
携
実
務
者
協
議
会
が

つ
く
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。

さ
ら
に
、
そ
れ
ら
と
は
別
に
年

に
１
回
、
全
国
の
連
携
実
務
者

が
集
ま
る
「
全
国
連
携
室
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
連
絡
会
」
と
い
う
集

ま
り
も
あ
り
、
地
域
を
超
え
た

情
報
交
換
の
場
と
し
て
機
能
し

て
い
る
。

　

今
回
の
東
北
７
県
医
療
連
携

実
務
者
協
議
会
は
、
二
次
医
療

圏
の
会
で
も
、
都
道
府
県
の
会

で
も
、
全
国
の
会
で
も
な
い
。

都
道
府
県
の
県
境
を
越
え
た
地

方
の
集
ま
り
で
あ
る
。
東
北
に

は
共
通
す
る
課
題
も
多
い
。
医

療
に
つ
い
て
言
え
ば
、
特
に
医

師
不
足
、
看
護
師
不
足
、
病

床
（
特
に
回
復
期
病
床
や
療
養

病
床
）
不
足
な
ど
が
そ
う
で
あ

る
。
こ
う
し
た
課
題
に
対
す
る

取
り
組
み
に
つ
い
て
情
報
交
換

や
情
報
共
有
を
図
る
の
で
あ
れ

ば
、
必
ず
し
も
都
道
府
県
単
位

に
こ
だ
わ
ら
ず
、
地
域
一
体
と

な
っ
て
よ
り
幅
広
い
情
報
を
集

め
た
方
が
お
互
い
に
と
っ
て
有

益
な
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　

そ
う
し
た
趣
旨
か
ら
、
全
国

で
初
め
て
都
道
府
県
を
超
え
た

連
携
実
務
者
の
集
ま
り
と
し
て

結
成
さ
れ
た
の
が
こ
の
、
東
北

６
県
に
新
潟
を
加
え
た
７
県
の

連
携
実
務
者
で
つ
く
る
東
北
７

県
医
療
連
携
実
務
者
協
議
会
で

あ
る
。
５
年
前
に
第
１
回
の

集
ま
り
を
仙
台
市
内
で
開
催

し
、
以
降
、
盛
岡
、
青
森
、
秋

田
、
山
形
と
進
ん
で
今
年
が
新

潟
、
来
年
は
福
島
で
開
催
さ
れ

る
予
定
で
あ
る
。

共
通
の
課
題
解
決
に
東

北
の
英
知
の
結
集
を

　

さ
て
、
東
北
７
県
医
療
連
携

実
務
者
協
議
会
の
こ
と
を
紹
介

し
て
き
た
が
、
何
が
言
い
た
い

の
か
と
言
う
と
、
東
北
６
県
な

い
し
新
潟
を
含
め
た
７
県
で
共

同
し
て
取
り
組
ん
で
い
け
る
こ

と
は
医
療
以
外
に
も
き
っ
と
少

な
か
ら
ず
あ
る
に
違
い
な
い
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

周
知
の
通
り
、
残
念
な
が
ら

今
の
状
況
、
行
政
レ
ベ
ル
で
は

こ
れ
ら
の
県
が
県
境
を
越
え
て

協
同
し
て
共
通
の
課
題
の
解
決

に
向
け
て
取
り
組
ん
で
い
け
る

状
況
と
は
程
遠
い
。
青
森
、
岩

手
、
秋
田
の
３
県
は
か
つ
て
、

将
来
的
な
合
併
を
も
視
野
に
入

れ
た
取
り
組
み
を
行
っ
て
い
た

が
、
今
は
昔
の
話
と
な
っ
て
し

ま
っ
た
。

　

そ
の
一
方
で
、
明
ら
か
に
こ

の
地
域
に
共
通
す
る
課
題
は
存

在
す
る
わ
け
で
、
そ
の
う
ち
の

一
つ
が
医
療
や
介
護
の
問
題
な

の
で
あ
る
が
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ

以
外
に
も
た
く
さ
ん
の
テ
ー
マ

が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
今
ま
さ

に
関
連
法
案
が
国
会
で
審
議
さ

れ
て
い
る
「
地
域
創
生
」
も
そ

う
で
あ
る
。

　

政
府
が
重
要
課
題
と
掲
げ
る

地
方
創
生
に
、
当
の
地
方
は
ど

う
関
わ
っ
て
い
く
か
、
い
や
ど

う
関
わ
っ
て
い
く
か
な
ど
と
い

う
話
で
は
な
く
、
い
か
に
主
体

的
に
取
り
組
ん
で
い
く
か
を
考

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
既
に

全
国
知
事
会
は
「
地
方
創
生
の

た
め
の
提
言
～
地
方
を
変
え

る
・
日
本
が
変
わ
る
～
」
を
公

表
し
て
い
る
が
、
も
と
よ
り
地

域
創
生
は
全
国
一
律
に
進
む
も

の
で
は
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
地

域
で
そ
の
実
情
に
応
じ
て
ど
う

す
る
か
を
考
え
て
い
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
が
、
そ
こ
で
も
本

来
な
ら
ば
地
域
的
に
近
い
東
北

６
県
な
い
し
新
潟
を
加
え
た
７

県
で
英
知
を
結
集
す
る
と
い
う

ア
プ
ロ
ー
チ
が
あ
っ
て
し
か
る

べ
き
だ
と
思
う
の
で
あ
る
。

　

地
域
創
生
の
み
な
ら
ず
地
域

の
様
々
な
課
題
に
つ
い
て
、
そ

の
解
決
に
向
け
た
知
恵
を
絞
る

の
で
あ
れ
ば
、
よ
り
多
く
の
関

係
者
が
一
堂
に
会
し
て
情
報
交

換
し
た
方
が
得
策
で
あ
る
。
そ

の
た
め
に
は
、
自
治
体
同
士
の

コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
進
展
を

待
つ
の
で
な
く
し
て
、
各
分
野

で
進
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
進

め
て
い
く
姿
勢
が
必
要
と
強
く

感
じ
る
。
い
わ
ば
ト
ッ
プ
ダ
ウ

ン
を
待
つ
の
で
は
な
く
、
ボ
ト

ム
ア
ッ
プ
を
積
み
重
ね
て
い
く

こ
と
が
よ
り
重
要
な
の
で
あ
る

と
思
う
の
で
あ
る
。

　

６
県
な
い
し
７
県
を
ひ
と
ま

と
め
に
す
る
の
は
並
大
抵
の
こ

と
で
は
な
い
、
と
思
う
向
き
も

あ
る
に
違
い
な
い
。
確
か
に
東

北
全
域
は
広
い
。
新
潟
を
加
え

れ
ば
さ
ら
に
で
あ
る
。
し
か
し
、

先
に
紹
介
し
た
東
北
７
県
医
療

連
携
実
務
者
協
議
会
も
、
最
初

は
た
っ
た
１
人
の
連
携
実
務
者

の
「
同
じ
東
北
同
士
で
交
流
を

し
て
い
ろ
い
ろ
な
話
を
し
て
一

緒
に
課
題
解
決
に
取
り
組
ん
で

い
け
る
よ
う
な
場
が
あ
っ
た

ら
」
と
い
う
「
妄
想
」
か
ら
始

ま
っ
た
。
そ
の
１
人
が
そ
の
こ

と
を
親
し
か
っ
た
他
の
県
の
２

人
の
連
携
実
務
者
に
話
し
た
と

こ
ろ
賛
同
を
得
て
、
一
緒
に
開

催
に
向
け
て
の
た
た
き
台
と
な

る
案
を
つ
く
り
、
さ
ら
に
他
県

の
連
携
実
務
者
に
声
を
掛
け
て

い
っ
て
輪
を
広
げ
、
最
終
的
に

７
県
合
同
の
会
を
作
り
上
げ
た

の
で
あ
る
。

　

な
ぜ
そ
の
よ
う
に
県
を
越
え

て
各
連
携
実
務
者
の
賛
同
が
得

ら
れ
た
か
と
言
え
ば
、
他
の
人

も
同
様
の
こ
と
を
考
え
て
い
た

か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
い
わ
ば

地
域
全
体
の
ニ
ー
ズ
に
合
致
し

て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
う
し

た
地
域
に
共
通
す
る
ニ
ー
ズ
に

合
致
し
て
い
れ
ば
必
ず
や
事
は

進
む
。
東
北
６
県
、
新
潟
を
加

え
た
７
県
は
思
い
の
外
近
く
に

あ
る
の
で
あ
る
。

　

か
つ
て
、
新
潟
を
含
む
東
北

７
県
に
本
社
ま
た
は
活
動
拠
点

を
持
つ
主
要
企
業
・
団
体
で
つ

く
る
東
北
経
済
連
合
会
が
、「
ほ

く
と
七
星
」
構
想
を
掲
げ
た
こ

と
が
あ
っ
た
。
基
本
目
標
と
し

て
「
ゆ
と
り
と
美
し
さ
に
満
ち
、

自
立
す
る
東
北
広
域
連
携
圏
の

形
成
」
を
掲
げ
、「
自
立
と
連

携
を
支
え
る
社
会
資
本
の
整

備
」、「
地
域
主
権
に
よ
る
分
権

社
会
の
構
築
」、「
行
政
の
枠
組

み
を
超
え
た
広
域
連
携
」
を
謳

い
、
７
県
の
自
治
体
間
の
連
携

を
進
め
る
と
共
に
、「
東
北
７

県
連
携
推
進
会
議
」
を
立
ち
上

げ
て
連
携
推
進
の
エ
ン
ジ
ン
と

す
る
こ
と
な
ど
が
謳
わ
れ
て
い

た
。
し
か
し
そ
の
後
、
残
念
な

が
ら
こ
の
東
北
７
県
推
進
会
議

が
立
ち
上
が
っ
て
当
初
の
役
割

を
果
た
し
た
痕
跡
は
な
い
。

　

機
能
し
な
い
会
議
を
つ
く
る

よ
り
も
、
各
分
野
で
７
県
連
携

の
実
績
を
作
り
上
げ
て
い
き
、

そ
れ
を
エ
ン
ジ
ン
に
し
て
さ
ら

に
７
県
の
連
携
を
進
め
て
い
く

と
い
う
の
が
、
実
効
性
の
あ
る

連
携
の
あ
り
方
な
の
で
は
な
い

か
と
思
う
。

列
藩
同
盟
に
端
を
発
す

る
「
奥
羽
越
」
の
連
携

　

古
来
、
現
在
の
東
北
地
方
は

陸
奥
国
と
出
羽
国
、
一
方
新
潟

は
越
後
国
と
し
て
、
越
前
、
越

中
な
ど
と
共
に
北
陸
道
を
構
成

し
て
い
た
。
こ
の
東
北
と
新
潟

が
一
体
と
な
っ
て
地
域
の
課
題

解
決
に
当
た
ろ
う
と
し
た
最
初

の
例
は
、
恐
ら
く
戊
辰
戦
争
に

お
け
る
か
の
奥
羽
越
列
藩
同
盟

で
あ
る
。
当
初
、
会
津
藩
、
庄

内
藩
の
朝
敵
赦
免
の
嘆
願
と
い

う
「
課
題
解
決
」
を
目
的
と
し

て
結
ん
だ
同
盟
で
あ
っ
た
が
、

そ
れ
が
新
政
府
側
に
拒
絶
さ
れ

た
後
は
、
輪
王
寺
宮
・
北
白
川

宮
能
久
親
王
を
盟
主
と
擁
き
、

新
た
な
政
権
（
北
部
政
権
）
の

樹
立
を
目
的
と
し
た
軍
事
同
盟

へ
と
変
化
し
た
。
結
果
は
敗
戦

で
あ
っ
た
が
、
一
時
は
ア
メ
リ

カ
公
使
が
本
国
に
、「
今
、
日

本
に
は
二
人
の
帝
が
い
る
。
現

在
、
北
方
政
権
の
ほ
う
が
優
勢

で
あ
る
」
と
伝
え
る
ほ
ど
の
存

在
感
を
示
し
て
い
る
。

　

東
北
と
新
潟
の
７
県
が
一

体
と
な
っ
た
取
り
組
み
に
関

す
る
少
し
前
の
事
例
と
し
て

は
、
産
学
官
の
連
携
で
こ
の
地

域
を
独
創
的
な
科
学
技
術
開
発

の
拠
点
に
し
よ
う
と
１
９
８
７

年
に
立
ち
上
が
っ
た
「
東
北
イ

ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ト
・
コ
ス
モ
ス

構
想
」
や
、
東
北
地
域
が
新
た

な
事
業
活
動
を
創
出
し
て
日
本

経
済
を
リ
ー
ド
す
る
活
力
あ
る

地
域
経
済
社
会
と
な
る
こ
と
を

目
指
し
て
や
は
り
産
学
官
が
連

携
し
て
１
９
９
５
年
に
始
め
た

「
東
北
ベ
ン
チ
ャ
ー
ラ
ン
ド
運

動
」
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
０
０
７
年
に
設
立
さ
れ
た
東

北
観
光
推
進
機
構
も
東
北
６
県

と
新
潟
の
７
県
を
そ
の
エ
リ
ア

と
し
て
い
る
。
奥
羽
越
列
藩
同

盟
以
来
今
日
に
至
る
ま
で
、
こ

の
７
県
で
一
致
協
力
し
て
取
り

組
ん
だ
こ
と
が
何
度
か
あ
っ
た

わ
け
で
あ
る
。

　

そ
し
て
こ
う
し
た
取
り
組
み

は
、
こ
れ
か
ら
の
こ
と
に
つ
い

て
も
言
え
る
。
何
か
の
課
題
を

解
決
し
よ
う
と
す
る
際
に
、
当

事
者
だ
け
で
な
く
、
周
囲
を
見

渡
し
て
よ
り
広
く
仲
間
を
求
め
、

情
報
を
交
換
す
る
。
そ
の
中
で

は
、
直
接
の
当
事
者
に
は
思
い

も
よ
ら
な
か
っ
た
ヒ
ン
ト
や
解

決
の
糸
口
が
得
ら
れ
る
か
も
し

れ
な
い
。
ま
た
、
同
様
の
取
り

組
み
を
す
る
者
同
士
が
コ
ラ
ボ

レ
ー
ト
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
ら

の
取
り
組
み
が
さ
ら
に
充
実
し

た
も
の
と
な
る
こ
と
も
あ
る
か

も
し
れ
な
い
。
そ
う
し
た
受
け

皿
と
し
て
東
北
６
県
な
い
し
新

潟
を
加
え
た
７
県
の
枠
組
み
は

ち
ょ
う
ど
よ
い
広
が
り
を
持
っ

て
有
効
に
機
能
す
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

　

自
治
体
同
士
が
す
ぐ
に
連
携

し
よ
う
と
い
う
雰
囲
気
で
は
な

い
の
だ
と
し
て
も
、
そ
の
姿
勢

を
我
々
ま
で
踏
襲
す
る
必
要
な

ど
全
く
な
い
。
む
し
ろ
、
我
々

の
方
で
同
じ
地
域
同
士
と
し
て

連
携
を
深
め
、
共
同
し
て
何
か

を
成
し
得
る
体
験
を
重
ね
、
そ

の
積
み
重
ね
を
基
に
自
治
体
に

対
し
て
連
携
を
促
す
、
と
い
う

方
が
、
意
外
に
東
北
圏
域
の
連

携
実
現
の
た
め
の
近
道
な
の
で

は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。

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

地
域
共
通
の
課
題
解
決
に

県
境
を
越
え
た
取
り
組
み
を
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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

語る高衡

　阿
古
耶
と
い
う
娘
が
、
自
分

に
取
り
憑
き
、
こ
の
身
体
を
守

護
し
て
い
る
・
・
確
か
に
、
そ

れ
を
感
じ
る
事
が
で
き
る
。
馬

を
降
り
た
時
も
、
若
は
背
中
の

痛
み
を
感
じ
な
く
な
っ
て
い
た
。

「
阿
古
耶
さ
ん
も
、
太
郎
さ
ん

も
・
・
ず
っ
と
昔
の
人
な
の
で

す
ね
。」

　安あ
さ
か積

丸
を
伴
っ
た
高
衡
と
若

を
、
多
く
の
奥
州
兵
が
迎
え
入

れ
、
取
り
囲
ん
で
い
く
。

　夕
焼
け
も
深
ま
り
、
冷
え
て

き
た
の
で
高
衡
は
屋
外
に
く
べ

て
あ
る
火
の
元
へ
少
女
を
座
ら

せ
、
暖
を
取
ら
せ
た
。

「
ど
こ
か
ら
話
せ
ば
い
い
で
し

ょ
う
か
・
・
長
い
話
に
な
り
ま

す
。
遠
い
昔
、
そ
う
で
す
ね
、

も
う
八
百
年
近
い
昔
と
言
わ
れ

て
ま
す
が
」

　高
衡
は
若
と
そ
う
年
の
変
わ

ら
な
い
少
年
で
あ
る
。
病
の
為

ほ
と
ん
ど
学
校
に
行
け
な
く
な

り
、
同
年
代
の
男
子
と
話
す
機

会
も
す
っ
か
り
少
な
く
な
っ
て

い
た
若
だ
が
、
八
百
年
と
い
え

ば
こ
ち
ら
も
高
衡
と
は
同
様
の

年
月
の
隔
た
り
が
あ
る
の
で
話

題
が
合
う
と
も
思
え
な
い
。
言

葉
も
所
謂
東
北
弁
で
は
あ
る
が
、

か
な
り
昭
和
の
そ
れ
と
は
違
う

部
分
が
あ
り
や
っ
と
大
ま
か
な

意
味
が
わ
か
る
ぐ
ら
い
な
の
だ
。

「
こ
の
名
取
の
地
に
、
星
が
落

ち
た
の
で
す
。
奥
羽
中
か
ら
、

人
が
集
ま
っ
て
き
ま
し
た
。
す

る
と
、
物
凄
い
高
い
樹
が
、
天

高
く
生
え
て
い
た
の
で
す
。
あ

の
、
烏
兎
森
か
ら
。」

　信
じ
て
い
い
話
な
も
の
か
。

「
私
の
時
代
に
は
、
太
白
山
と

呼
ば
れ
て
い
る
の
。」

「
そ
う
、
そ
の
た
い
は
く
さ
ん
、

か
ら
。
も
う
、
天
辺
が
見
え
な

い
く
ら
い
、
高
か
っ
た
そ
う
で

す
。
そ
れ
で
、
天
界
へ
の
使
者

が
選
ば
れ
て
、
登
っ
て
い
く
事

に
な
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
が
名

取
太
郎
、
つ
ま
り
大
河
太
郎
で

し
た
。」

「
名
取
・
・
太
郎
。」

「
登
っ
て
い
っ
た
太
郎
は
、
何

と
三
百
年
も
、
降
り
て
こ
な
か

っ
た
そ
う
で
す
。
普
通
、
死
ん

だ
と
思
い
ま
す
が
、
そ
う
で
は

な
か
っ
た
。
そ
の
う
ち
朝
廷
の

命
令
で
樹
は
切
り
倒
さ
れ
て
し

ま
い
、
太
郎
は
星
が
堕
ち
て
き

た
時
の
よ
う
に
、
落
下
し
ま
し

た
。
人
間
の
世
界
の
外
へ
行
っ

た
太
郎
は
、
も
は
や
化
け
物
と

な
っ
て
、
怒
り
狂
い
暴
れ
回
っ

た
そ
う
で
す
。」

　段
々
少
年
の
語
り
は
興
奮
を

帯
び
て
き
た
。
父
・
喜
善
も
こ

ん
な
風
に
な
る
・
・
若
は
思
っ

た
。
話
は
や
は
り
荒
唐
無
稽
だ

が
、
鬼
気
迫
る
話
振
り
は
、
作

り
話
と
も
思
え
な
く
さ
せ
る
迫

力
が
あ
る
の
だ
。

「
そ
れ
は
・
・
大
変
で
す
ね
」

「
は
い
。
そ
れ
で
、
樹
を
切
り

倒
し
た
張
本
人
が
、
綾
糟
と
い

う
当
時
の
こ
の
地
の
蝦
夷
の
長

で
、
こ
れ
が
名
取
太
郎
を
見
事

退
治
し
た
そ
う
で
。」

「
あ
っ
、
退
治
さ
れ
た
ん
で
す

か
。」

「
え
え
。
と
い
っ
て
も
殺
さ
れ

た
訳
で
は
な
く
て
、
出
羽
の
方

へ
一
旦
退
散
し
た
よ
う
で
す
。

最
上
の
地
に
千
歳
の
名
を
冠
す

山
あ
り
、
こ
こ
に
籠
も
っ
て
い

る
時
、
阿
古
耶
に
出
会
っ
た
と

い
う
の
で
す
。」

　若
の
胸
が
不
思
議
に
高
鳴
る
。

見
も
知
ら
ぬ
古
代
の
女
が
、
自

分
の
中
に
い
る
・
・
今
、
ま
さ

に
そ
の
彼
女
の
物
語
を
聞
い
て

い
る
の
だ
。

「
阿
古
耶
姫
は
、
藤
原
の
巫
女

で
す
。
つ
ま
り
、
某
ら
と
根
は

同
族
。
も
と
中な

か
と
み臣

で
、
神
と
人

の
仲
立
ち
を
す
る
人
物
を
輩
出

し
て
き
た
家
系
で
す
」

「
な
ぜ
、
そ
の
方
が
出
羽
に
」

「
お
父
上
が
出
羽
守
と
し
て
赴

任
し
た
か
ら
、
と
言
わ
れ
ま
す

が
、
実
は
姫
自
身
が
朝
廷
よ
り

特
別
な
任
務
を
授
か
っ
て
い
た

と
い
う
話
で
す
。」

　ひ
そ
ひ
そ
話
を
す
る
よ
う
に

こ
ち
ら
に
顔
を
近
づ
け
て
く
る

の
で
、
若
は
可
笑
し
く
な
っ
て

し
ま
う
。

「
任
務
っ
て
・
・
・
」

「
女
王
抹
殺
、
で
す
。」

　若
は
後
ろ
へ
引
い
た
。

「
何
で
す
か
・
・
女
王
っ
て
」

　さ
す
が
に
、
そ
れ
は
父
の
昔

語
り
に
も
出
て
こ
な
い
。

「
や
は
り
・
・
若
ど
の
の
時
代

に
は
伝
わ
っ
て
お
ら
ぬ
か
」

　高
衡
、
膝
を
叩
く
。

「
昔
、
昔
・
・
奥
羽
に
は
、
女

王
の
国
が
ご
ざ
っ
た
。
女
王
は

不
死
で
・
・
朝
廷
の
脅
威
で
あ

り
続
け
た
の
で
す
。」

　呆
気
に
と
ら
れ
た
若
の
様
子

を
察
し
た
ら
し
い
高
衡
、

「
ま
あ
、
こ
の
辺
に
し
と
き
ま

し
ょ
う
か
・
・
」

と
言
っ
て
席
を
立
と
う
と
す
る
。

「
あ
、
待
っ
て
下
さ
い
、
あ
ま

り
に
も
話
が
大
き
す
ぎ
て
」

　若
は
少
年
の
手
甲
を
掴
ん
で

引
き
留
め
た
。

「
し
か
し
私
は
語
り
部
の
娘
で

す
・
・
し
か
と
聞
い
て
お
く
責

務
が
あ
り
ま
す
。」

「
そ
う
で
す
か
・
・
で
も
ま
ず
、

皆
で
夕
餉
と
い
き
ま
し
ょ
う
。」

＊

　同
じ
頃
、
そ
こ
か
ら
わ
ず
か

四
、五
里
程
南
。
源
頼
朝
を
総

大
将
と
す
る
大
軍
団
も
ま
た
敵

の
大
将
・
国
衡
を
倒
し
た
白
石

川
の
畔
を
境
に
群
居
し
、
銘
々

に
休
息
を
取
り
始
め
て
い
た
。

　頼
朝
の
目
の
前
に
は
、
今
し

が
た
届
け
ら
れ
た
国
衡
の
首
が

距
離
を
置
い
て
向
き
合
う
形
で

あ
っ
た
。
和
田
義
盛
と
、
畠
山

重
忠
が
国
衡
を
討
っ
た
の
は
我

ぞ
と
争
っ
て
い
る
が
、
ど
う
や

ら
和
田
の
放
っ
た
矢
で
手
負
い

に
な
っ
た
国
衡
を
、
後
か
ら
畠

山
が
追
っ
て
首
を
上
げ
た
よ
う

だ
。
そ
れ
よ
り
も
、
頼
朝
に
は

国
衡
の
首
が
ど
う
に
も
ま
だ
生

き
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
仕
方

が
な
か
っ
た
。
ま
る
で
じ
っ
と

こ
ち
ら
の
目
を
見
据
え
、
心
の

内
を
覗
い
て
い
る
よ
う
で
、
時

折
笑
っ
て
い
る
よ
う
な
形
で
固

ま
っ
た
口
元
が
ぴ
く
り
と
動
く

よ
う
に
も
感
じ
る
。

「
殿
。」

　首
級
が
よ
う
や
く
目
の
前
か

ら
下
げ
ら
れ
る
と
、
梶
原
景
時

が
前
に
出
る
。

「
泰
衡
で
ご
ざ
る
が
、
ど
う
も

報
せ
の
真
偽
が
不
確
か
で
、
所

在
は
不
明
で
す
。
川
向
こ
う
の

す
ぐ
先
、
名
取
の
高
舘
に
砦
が

あ
り
、
敵
軍
が
集
ま
り
て
あ
る

と
か
。
だ
が
泰
衡
が
そ
こ
に
い

る
か
ど
う
か
は
。」
　

　頼ち
か
よ
し朝
の
側
近
・
藤
原
親
能
が

落
ち
着
い
た
調
子
で
言
っ
た
。

「
む
か
し
、
実さ

ね
か
た方
が
阿
古
耶
姫

の
伝
説
を
追
っ
た
道
中
、
死
ん

だ
所
で
あ
る
な
。」

「
な
、
何
の
お
話
で
ご
ざ
る
。」

　景
時
は
不
意
を
つ
か
れ
、
戸

惑
っ
た
。
頼
朝
に
向
き
直
る
と

親
能
は
進
言
す
る
。

「
お
気
を
つ
け
な
さ
い
ま
せ
。

高
舘
の
手
前
に
鎮
座
す
る
佐さ

ぐ具

叡え

な
る
社
は
賞
罰
明
ら
か
な
る

霊
験
強
き
祠
と
か
。
か
の
実
方

中
将
の
落
馬
し
た
る
も
、
か
の

神
を
顧
み
ざ
る
事
に
よ
る
も
の

で
ご
ざ
る
。」

　頼
朝
は
思
い
出
し
て
い
た
。

平
清
盛
に
よ
っ
て
伊
豆
に
蟄
居

を
強
い
ら
れ
た
若
き
日
々
、
心

の
空
と
闇
を
埋
め
る
よ
う
に
読

み
耽
っ
た
膨
大
な
書
の
中
の
、

藤
原
実
方
の
物
語
・
・
都
を
追

わ
れ
る
よ
う
に
奥
州
へ
や
っ
て

き
た
歌
人
実
方
が
、
強
く
魅
か

れ
た
阿
古
耶
姫
と
い
う
古
の
女

性
。
だ
が
村
人
の
「
こ
の
地
の

神
を
拝
し
た
後
に
行
か
れ
よ
」

と
い
う
忠
告
を
無
視
し
、
そ
の

結
果
な
の
か
、
命
を
落
と
し
た

と
い
う
。
己
の
祖
・
源
頼
義
が

泰
衡
の
祖
・
藤
原
経
清
を
討
つ

よ
り
少
し
前
、
今
か
ら
二
百
年

も
昔
の
事
だ
。

「
か
つ
て
奥
羽
を
蹂
躙
せ
し
め

た
我
が
祖
・
頼
義
、
義
家
は
そ

の
神
に
対
し
、
ど
う
対
処
さ
れ

た
か
。
わ
し
は
そ
れ
に
倣
う
。」

　頼
朝
は
毅
然
と
し
て
応
え
た

が
、
内
心
に
は
ず
っ
と
抱
え
て

き
た
疑
問
が
あ
っ
た
。
実
方
が

魅
か
れ
た
阿
古
耶
姫
と
は
何
者

か
？
そ
の
問
い
は
、
奥
州
と
い

う
土
地
に
対
し
て
抱
く
、
源
氏

の
末
裔
と
し
て
の
宿
命
的
な
心

の
焦
燥
に
連
な
っ
て
い
る
よ
う

だ
っ
た
。

　俺
も
ま
た
、
実
方
の
よ
う
に

な
る
の
だ
ろ
う
か
。
埒
も
な
い

空
想
を
頭
か
ら
振
り
払
う
が
、

代
わ
り
に
思
い
浮
か
ぶ
の
が
た

っ
た
今
眼
前
か
ら
消
え
た
は
ず

の
国
衡
の
死
に
顔
・
・
そ
の
血

を
吹
く
口
元
の
笑
み
が
、
頼
朝

の
鬱
屈
を
深
め
る
の
だ
っ
た
。

＊

　阿
古
耶
姫
に
つ
い
て
、
敵
将

泰
衡
の
兄
弟
た
ち
が
そ
の
時
論

じ
て
い
る
と
は
、
頼
朝
も
想
像

だ
に
し
な
か
っ
た
。
広
瀬
川
の

崖
上
に
て
忠
衡
は
阿
古
耶
姫
の

危
険
を
説
き
、
仲
介
者
・
若
の

所
在
を
問
う
て
い
た
が
、
兄
・

泰
衡
は
口
を
閉
ざ
し
て
い
た
。

　ふ
っ
と
、
渦
中
の
少
女
ト
ヨ

が
男
た
ち
の
間
を
す
り
抜
け
て

草
庵
の
外
に
出
た
。
い
つ
の
間

に
か
、
宮
澤
賢
治
が
独
り
崖
の

縁
に
立
ち
、
川
の
向
か
い
、
青

葉
山
の
あ
る
は
ず
の
深
い
霧
の

中
を
見
つ
め
て
い
た
。
ト
ヨ
が

歩
い
て
い
っ
て
、
賢
治
の
傍
ら

に
立
ち
、
同
じ
よ
う
に
霧
の
中

を
見
る
。

　賢
治
は
少
女
の
存
在
に
気
づ

き
、
そ
の
幼
く
も
ど
こ
か
超
然

と
し
た
無
表
情
な
横
顔
を
見
る

と「
私
は
行
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
」

と
言
っ
た
。
少
女
は
、
若
い
坊

主
の
よ
う
な
青
年
の
、
切
れ
長

の
目
を
見
返
し
、
そ
れ
か
ら
目

の
前
の
崖
の
下
に
広
が
る
灰
色

の
雲
海
に
眼
を
凝
ら
す
よ
う
に

す
る
。
賢
治
も
そ
の
視
線
を
追

う
と
、
一
瞬
霧
に
切
れ
目
が
生

ま
れ
、
不
思
議
に
も
、
他
な
ら

ぬ
金
色
の
穂
が
絨
毯
の
よ
う
に

覆
う
段
々
畑
が
見
え
た
気
が
し

た
。
賢
治
は
眼
を
輝
か
せ
、
そ

れ
で
も
次
に
は
苦
笑
い
を
浮
か

べ
な
が
ら
呟
い
た
。

「
お
誘
い
の
、罠
で
し
ょ
う
か
。」

　ト
ヨ
を
追
う
よ
う
に
歩
い
て

き
た
泰
衡
に
、
賢
治
は
頭
を
下

げ
る
。

「
伊
達
様
、
ど
う
か
お
許
し
下

さ
い
・
・
私
ど
も
は
、
ど
う
し

て
も
元
の
時
代
へ
、
帰
ら
ね
ば

な
り
ま
せ
ん
。」

　泰
衡
は
静
か
に
返
し
た
。

「
貴
殿
も
、
大
き
な
務
め
を
背

負
っ
た
の
で
ご
ざ
る
な
。」

　賢
治
が
少
し
、
こ
の
古
代
の

奥
州
王
に
笑
い
か
け
た
よ
う
に

見
え
た
・
・
と
、
次
の
瞬
間
に

は
踵
を
返
し
て
、
そ
の
身
を
崖

の
横
腹
へ
躍
ら
せ
て
い
た
。

「
け
、
賢
治
さ
ん
！
」

　喜
善
が
驚
い
て
駆
け
寄
る
。

他
の
男
た
ち
、
武
者
た
ち
も
慌

て
て
や
っ
て
く
る
。
少
女
も
目

を
見
開
い
て
、
岩
壁
の
木
々
に

し
が
み
つ
く
賢
治
の
姿
を
見
下

ろ
し
た
。

「
失
礼
し
ま
す
。
し
か
し
速
や

か
に
行
動
し
な
け
れ
ば
。」

　賢
治
は
ず
ん
ず
ん
崖
を
降
り

て
い
く
。
武
者
す
ら
ぞ
っ
と
し

た
よ
う
に
後
ず
さ
り
を
始
め
た

程
だ
っ
た
。
忠
衡
が
怒
鳴
る
。

「
信
じ
ら
れ
ん
。
大
天
狗
が
怖

ろ
し
く
ね
え
の
か
！
」

「
大
天
狗
様
、
何
な
さ
る
者
ぞ
。

奥
羽
の
人
々
が
生
き
る
に
窮
す

る
事
こ
そ
が
怖
ろ
し
い
の
で

す
」　そ

の
時
、
少
女
が
ぱ
っ
と
狩

衣
を
閃
か
せ
て
賢
治
の
後
に
続

い
た
。
ト
ヨ
殿
！
と
忠
衡
が
思

わ
ず
叫
ぶ
。

「
ど
こ
ま
で
も
お
供
し
ま
し
ょ

う
。」　喜

善
も
半
ば
叫
ぶ
よ
う
な
宣

言
と
と
も
に
進
み
出
た
。

「
ど
、
ど
う
し
た
の
だ
・
・
」

　大
の
男
達
の
無
謀
な
行
動
に

マ
タ
ギ
少
年
が
呆
気
に
と
ら
れ

る
の
を
横
目
に
、
今
純
三
も
意

を
決
し
た
よ
う
に
後
に
続
く
。

芭
蕉
が
祝
魚
に
呼
び
か
け
る
。

「
祝
魚
君
、
夜
が
近
い
。
車
両

の
皆
さ
ん
も
心
配
だ
か
ら
、
ま

た
戻
っ
て
見
て
や
っ
て
く
れ
ぬ

か
。」

「
は
あ
・
・
ど
こ
ま
で
も
使
い

っ
走
り
な
ん
だ
な
、
俺
は
。」

　盲
目
の
ヤ
エ
ト
が
進
ん
で
崖

に
脚
を
か
け
る
の
を
助
け
な
が

ら
、
芭
蕉
も
ま
た
降
り
て
い
き
、

最
後
に
小
柄
だ
が
屈
強
な
老
人

が
ニ
ヤ
リ
と
藤
原
兄
弟
へ
笑
い

か
け
て
、
崖
の
下
へ
消
え
て
い

く
と
、
静
寂
が
訪
れ
た
。

「
ト
ヨ
殿
・
・
も
う
俺
の
事
な

ど
憶
え
て
お
ら
ん
の
だ
ろ
う

な
。」　忠

衡
が
す
ね
た
少
年
の
よ
う

な
横
顔
を
、
兄
に
見
せ
た
。

「
ト
ヨ
さ
ん
は
聞
か
ん
坊
の
お

前
を
一
頭
気
に
か
け
て
い
た
か

ら
な
。」

「
ふ
ん
、
別
れ
は
言
っ
て
あ
っ

た
。
も
う
亡
く
な
ら
れ
た
も
同

じ
よ
。」

　泰
衡
は
し
か
し
、
し
ば
し
思

案
し
た
後
、
弟
に
言
っ
た
。

「
三
郎
、
こ
の
少
年
さ
、
ぬ
し

の
弓
ば
授
け
よ
。」

　七
百
年
後
の
マ
タ
ギ
だ
と
い

う
、
見
知
ら
ぬ
小
僧
に
愛
用
の

弓
を
渡
せ
、
と
い
う
の
だ
。

「
な
、
な
し
て
だ
。」

―
次
回
予
告
―

高
衡
の
語
り
が
、
藤
原
兄
弟
の

出
自
の
秘
密
に
迫
る
・
・
広
瀬

川
、
名
取
川
、
白
石
川
。
芋
煮

会
が
盛
り
上
が
る
の
は
ど
こ
で

し
ょ
う
！
（
？
）

第十八話
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夕
暮
れ
ど
き

　夕
暮
れ
ど
き
と
い
う
の
は
と

て
も
さ
び
し
い
も
の
で
あ
る
。

　明
る
い
光
あ
ふ
れ
る
時
間
か

ら
、
光
が
消
え
る
時
間
へ
移
動

す
る
境
目
で
あ
る
と
と
も
に
、

活
発
に
活
動
す
る
昼
間
の
時
間

か
ら
、
活
動
を
抑
制
し
、
あ
る

い
は
静
止
す
る
夜
の
時
間
へ
の

移
動
の
境
界
線
で
も
あ
る
。

　筆
者
は
幼
少
の
頃
か
ら
、
夕

暮
れ
ど
き
が
苦
手
で
あ
っ
た
。

活
発
に
遊
び
歩
く
こ
と
が
で
き

な
く
な
る
時
間
で
あ
り
、
そ
れ

は
遊
び
を
中
断
し
て
の
帰
宅
の

時
間
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　そ
の
た
め
、
大
人
に
な
っ
た

今
で
も
夕
暮
れ
ど
き
に
な
る
と

い
つ
も
落
ち
着
か
な
く
な
り
、

飲
み
に
出
か
け
て
「
魔
の
時
」

を
や
り
過
ご
し
た
く
な
る
。

晩
秋
は
い
つ
も
寂
し
い

　特
に
晩
秋
の
夕
暮
れ
ど
き
は

つ
と
に
さ
び
し
く
感
じ
る
。

　に
ぎ
や
か
な
盛
夏
の
時
を
過

ぎ
、
実
り
の
秋
を
く
ぐ
り
抜
け

る
。
そ
の
時
点
を
境
に
晴
れ
が

ま
し
い
行
事
も
終
わ
り
、
か
す

か
な
足
音
だ
が
、
確
実
に
大
き

く
な
っ
て
近
づ
い
て
く
る
冬
の

足
音
を
聞
く
季
節
と
な
る
。

　そ
の
前
触
れ
が
紅
葉
で
あ
り
、

紅
葉
し
た
葉
が
散
り
始
め
る
と
、

も
う
冬
を
迎
え
る
心
構
え
を
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　凍
え
る
ほ
ど
寒
い
冬
、
雪
も

降
る
冬
。
実
際
に
冬
が
到
来
す

れ
ば
あ
き
ら
め
も
す
る
が
、
晩

秋
と
は
、
到
来
す
る
冬
の
厳
し

さ
を
想
像
し
て
身
も
心
も
身
構

え
、
緊
張
す
る
時
節
で
あ
る
。

　ま
た
、
こ
の
季
節
は
物
悲
し

く
、
遠
野
人
に
と
っ
て
は
、
冬

を
迎
え
る
準
備
風
景
も
何
処
か

寂
し
い
と
の
こ
と
で
あ
る
。

自
分
の
年
齢
を
重
ね
る

　筆
者
も
還
暦
を
過
ぎ
て
二
年

目
と
な
っ
た
。
こ
う
し
た
年
齢

に
な
る
と
晩
秋
は
特
別
の
意
味

を
帯
び
て
く
る
。

　言
わ
ば
、
自
分
の
年
齢
的
な

状
況
と
晩
秋
の
光
景
が
重
な
り

合
っ
て
く
る
奇
妙
な
感
覚
に
陥

る
こ
と
が
あ
る
。

　落
日
、
紅
葉
、
枯
れ
落
ち
葉
、

な
ど
は
、
ま
さ
に
老
境
の
入
口

に
立
っ
た
自
分
の
こ
と
で
は
な

い
か
と
思
っ
て
し
ま
う
。

　し
か
し
、
ま
だ
枯
れ
切
っ
て

し
ま
う
に
は
時
間
が
あ
る
。
無

駄
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
放
出
し
な

い
で
、
一
点
集
中
で
燃
焼
さ
せ

る
こ
と
が
出
来
る
と
思
わ
な
け

れ
ば
、
人
生
に
も
冬
が
到
来
し

て
し
ま
う
。
そ
れ
に
種
子
と
な

り
、
次
世
代
に
引
き
継
ぐ
こ
と

も
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

稲刈り

六角牛山夕景

夕暮れの池

ススキ 落陽 ツタの紅葉

お通り

シリーズ 遠野の自然

「遠野の初秋」

遠野 1000 景より
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仙
台
を
観
光
で
訪
れ
た
方
も

多
い
と
思
う
が
、
楽
し
み
は
何

と
言
っ
て
も
、
食
材
王
国
・
宮

城
の
旬
の
料
理
を
目
で
楽
し
み
、

舌
で
味
わ
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

某
星
取
り
料
理
ガ
イ
ド
本
に
掲

載
さ
れ
る
よ
う
な
、
敷
居
の
高

い
一
流
店
は
生
憎
存
じ
あ
げ
な

い
が
、
食
べ
歩
き
を
趣
味
と
す

る
中
で
私
が
見
つ
け
た
、
庶
民

的
な
料
金
で
も
小
さ
な
感
動
が

見
つ
け
ら
れ
る
料
理
店
を
、
こ

こ
で
是
非
紹
介
し
た
い
と
思
う
。

結
果
と
し
て
、
冷
酒
が
合
う
店

ば
か
り
集
ま
っ
て
し
ま
っ
た

が
、
そ
こ
は
筆
者
の
個
人
的
趣

向
と
い
う
こ
と
で
勘
弁
願
い
た

い
（
そ
れ
だ
け
宮
城
の
地
酒
は

美
味
し
い
の
で
す
！
）。

　

先
ず
は
、
東
北
随
一
の
繁
華

街
「
国
分
町
」
の
裏
手
に
あ
る

『
都
留
野
』。
こ
こ
の
売
り
は
何

と
言
っ
て
も
地
元
名
物
の
牛
タ

ン
で
あ
る
。
牛
タ
ン
に
関
し
て

は
、
発
祥
の
地
『
太
助
』
や
急

速
に
チ
ェ
ー
ン
店
網
を
拡
大
し

て
い
る
『
利
久
』
等
が
観
光
客

に
人
気
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
店

の
お
陰
で
仙
台
牛
タ
ン
が
全
国

ブ
ラ
ン
ド
へ
と
伸
し
上
っ
た
事

実
は
否
定
し
な
い
が
、
各
店
を

食
べ
比
べ
る
中
で
、
私
が
個
人

的
に
、
王
国
・
仙
台
の
地
で
、

頂
点
に
君
臨
す
る
牛
タ
ン
と
し

て
賛
辞
を
惜
し
ま
な
い
の
が
こ

の
『
都
留
野
』
の
一
品
で
あ
る
。

ま
ず
炭
火
で
炙
っ
た
、
仙
台
牛

タ
ン
お
馴
染
み
の
「
焼
き
」
か

ら
し
て
、
厚
切
肉
が
プ
リ
プ
リ

と
し
た
食
感
で
、
も
う
堪
り
ま

せ
ん
。
そ
し
て
、
こ
の
店
の
極

め
付
け
は
、
や
は
り
牛
タ
ン
の

「
た
た
き
」
と
「
刺
身
」。
生
の

牛
タ
ン
は
マ
グ
ロ
の
大
ト
ロ
よ

り
く
ど
い
感
じ
が
せ
ず
、
ま
た

馬
刺
し
よ
り
も
口
解
け
感
が
強

い
…
。
そ
ん
な
不
思
議
な
食
感

を
舌
先
で
味
わ
い
つ
つ
、
二
杯

目
、
三
杯
目
か
ら
が
味
わ
い
を

増
す
と
言
う
“
食
中
酒
”
と
い

う
ジ
ャ
ン
ル
の
地
酒
、「
伯
楽

星
」
の
冷
で
キ
ュ
ー
っ
と
締
め

れ
ば
、
日
頃
の
苦
労
も
忘
れ
る

至
福
の
ひ
と
時
が
、
き
っ
と
あ

な
た
を
包
み
込
む
は
ず
で
あ
る
。

こ
の
『
都
留
野
』、
以
前
は
知

る
人
ぞ
知
る
隠
れ
た
名
店
で
あ

っ
た
が
、
グ
ル
メ
サ
イ
ト
全
盛

の
昨
今
、
ふ
ら
っ
と
立
ち
寄
っ

て
も
「
す
み
ま
せ
ん
、
今
日
は

満
席
な
ん
で
す
…
」
と
入
店
を

断
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
近
く

て
遠
い
存
在
と
な
っ
て
し
ま
っ

た
こ
と
が
、
つ
く
づ
く
悔
や
ま

れ
る
。

　

続
い
て
紹
介
す
る
の
は
、
日

本
酒
好
き
の
地
元
民
に
は
超
有

名
店
で
も
あ
る
『
一
心
』。
店

の
入
口
に
は
「
宮
城
県
産
酒
は

宮
城
県
民
の
宝
で
す
」
と
郷
土

愛
剥
き
出
し
の
標
語
が
掲
げ
ら

れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
地
酒
と
、

酒
の
肴
で
あ
る
地
元
産
食
材
に

自
信
が
あ
る
こ
と
の
裏
返
し
と

し
て
温
か
く
受
け
止
め
て
頂
き

た
い
。
店
の
中
は
実
に
落
ち
着

い
た
良
い
雰
囲
気
で
あ
る
。
こ

の
店
で
、
席
に
着
く
と
先
ず
出

て
く
る
の
が
、
付
き
出
し
刺
身

三
種
盛
（
千
五
百
円
也
）。
在

り
来
り
の
よ
う
に
も
見
え
る
が
、

こ
れ
を
口
に
運
ん
だ
瞬
間
、
訪

れ
た
客
は
、
こ
の
店
が
一
品
の

料
理
に
、
ど
れ
だ
け
心
血
を
注

い
で
い
る
か
を
理
解
す
る
で
あ

ろ
う
。「
名
店
」
の
評
判
は
伊

達
で
は
無
い
。
季
節
物
の
夏
の

ガ
ゼ
ウ
ニ
や
冬
の
吉
次
焼
・
白

子
料
理
は
、
文
句
な
し
に
絶
品

で
あ
る
。
ま
た
、
珍
味
と
し
て

知
ら
れ
る
莫
久
来
（
ば
く
ら
い

…
「
ほ
や
」
と
ナ
マ
コ
の
内
臓

で
あ
る
「
こ
の
わ
た
」
の
塩

辛
）
も
、
半
解
凍
の
ま
ま
出
し

て
く
れ
る
た
め
、
口
の
中
で
じ

ゅ
わ
っ
と
旨
み
が
広
が
る
仕
掛

け
と
な
っ
て
お
り
、「
日
高
見
」

「
宮
寒
梅
」
等
の
地
酒
と
も
実

に
良
く
合
う
。
酒
好
き
を
泣
か

せ
る
こ
と
、
こ
の
上
な
い
。
な

お
、
こ
の
『
一
心
』
に
は
、「
逸

品
銘
酒
」
と
い
う
天
上
の
マ
ジ

カ
ル
・
ワ
ー
ル
ド
が
存
在
し
、

般
若
湯
に
痺
れ
た
脳
髄
を
、
高

嶺
（
高
値
？
）
の
花
咲
き
誇
る

桃
源
郷
へ
と
誘
う
。
磨
き
込
ま

れ
た
、
破
格
の
一
品
は
、
注
文

し
た
こ
と
を
決
し
て
後
悔
さ
せ

な
い
が
、『
一
心
』
の
ラ
ス
ボ

ス
、「
伯
楽
星
」
を
生
み
だ
し

た
新
澤
醸
造
店
の
最
高
峰
「
残

響
」（
四
合
瓶
四
万
円
也
）
だ

け
は
、
ど
ん
な
に
理
性
が
薄
れ

て
も
、
私
は
、
頼
め
る
勇
気
を

未
だ
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
…
。

　

そ
し
て
最
後
に
案
内
す
る
の

が
、
昭
和
の
佇
ま
い
を
残
す
横

丁
街
（
文
化
横
丁
）
の
隅
で
、

ひ
っ
そ
り
と
営
業
を
続
け
る

『
源
氏
』。
細
い
路
地
を
曲
が
っ

て
、
行
き
着
い
た
そ
の
店
の
雰

囲
気
は
、
ま
さ
に
戦
後
の
面
影

を
、
そ
こ
だ
け
切
り
取
っ
て
運

ん
で
き
た
か
の
よ
う
な
異
空
間

で
あ
る
。
創
業
一
九
五
〇
年
で
、

カ
ウ
ン
タ
ー
し
か
な
い
店
構
え

か
ら
は
、
歴
史
の
重
み
だ
け
で

は
な
く
、
そ
こ
は
か
と
な
い
温

か
さ
が
滲
み
出
て
お
り
、
白
割

烹
着
姿
で
き
び
き
び
動
く
女
将

さ
ん
が
そ
の
風
景
に
溶
け
込
ん

で
い
る
。
塵
一
つ
無
い
清
潔
感
。

そ
し
て
Ｂ
Ｇ
Ｍ
の
無
い
静
寂
の

世
界
。
こ
の
店
の
暖
簾
を
初
め

て
潜
っ
た
客
は
、
当
初
は
、
巷

間
の
喧
騒
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
に
驚

き
、
戸
惑
う
が
、
創
業
時
か
ら

守
り
抜
い
た
糠
床
よ
り
取
り
出

し
た
、
芳
し
き
糠
漬
け
を
ポ
リ

ポ
リ
齧
り
な
が
ら
、
飲
み
口

軽
や
か
な
地
酒
「
純
米 

浦
霞
」

を
啜
る
う
ち
に
、
日
本
酒
だ
け

で
は
な
く
、
こ
の
店
に
た
ゆ
た

う
豊
か
な
時
の
流
れ
に
も
酔
う

は
ず
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
今
日
も
ま
た
、
仙

台
の
夜
は
静
か
に
更
け
て
ゆ
く

…
。

＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊

　

地
酒
が
旨
い
の
は
、
そ
の
土

地
な
ら
で
は
の
肴
に
合
う
よ
う
、

地
元
の
蔵
が
精
魂
傾
け
、
原
材

料
・
酵
母
・
製
法
等
に
こ
だ
わ

り
、
酒
造
り
を
追
究
し
て
い
る

か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
宮

城
を
含
む
被
災
地
の
酒
蔵
に
関

し
て
言
え
ば
、
そ
の
探
究
心
は
、

東
日
本
大
震
災
以
降
、
一
段
高

い
次
元
へ
と
進
ん
で
い
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

私
に
日
本
酒
の
飲
み
方
を
教

え
て
く
れ
る
師
匠
は
、
国
分
町

の
最
奥
部
、
本
櫓
荘
と
い
う
木

賃
ア
パ
ー
ト
の
１
階
に
店
を
構

え
る
『
酔
亭
よ
っ
ち
ゃ
ん
』
の

親
方
で
あ
る
。
私
よ
り
も
一
回

り
は
若
い
こ
の
親
方
、
最
近
で

は
一
緒
に
働
く
奥
さ
ん
の
指
導

故
か
、
だ
い
ぶ
丸
く
は
な
っ
た

が
、以
前
は
、一
杯
目
か
ら
「
伯

楽
星
」
を
頼
も
う
も
の
な
ら
、

ま
ず
一
言
、
口
を
挟
ま
ず
に
は

お
れ
な
い
性
質
の
人
で
あ
っ

た
。
そ
の
親
方
曰
く
、
今
の
季

節
、
地
酒
と
肴
で
最
高
の
組
合

せ
は
、名
取
市
閖
上
の
地
酒「
宝

船
浪
の
音
（
ほ
う
せ
ん
・
な
み

の
お
と
）」
と
、
炊
い
た
御
飯

の
上
に
鮭
と
イ
ク
ラ
を
ま
ぶ
し

た
郷
土
料
理
「
は
ら
こ
飯
」
で

は
な
い
か
と
。
で
も
、
閖
上
の

旧
市
街
地
っ
て
、
あ
の
津
波
被

害
で
、
造
り
酒
屋
が
残
る
ど
こ

ろ
か
、
街
一
つ
壊
滅
し
て
い
る

の
で
は
…
？
と
い
ぶ
か
る
私
に
、

親
方
は
「
浪
の
音
」
の
蔵
元
で

あ
る
佐
々
木
酒
造
店
は
、
名
取

市
下
余
田
の
復
興
工
業
団
地
内

に
あ
る
仮
設
工
場
で
、
震
災
後

に
酒
造
り
を
再
開
し
て
い
た
こ

と
を
教
え
て
く
れ
た
。「
若
い

後
継
者
が
、
宮
城
県
産
業
技
術

セ
ン
タ
ー
っ
て
と
こ
の
先
生
の

言
う
こ
と
を
素
直
に
聞
い
て
造

っ
て
い
る
か
ら
、
結
果
的
に
旨

い
酒
が
で
き
た
っ
て
こ
と
な
の

か
も
な
」
と
親
方
は
言
う
。
し

か
し
、
後
に
佐
々
木
酒
造
店
の

こ
と
を
調
べ
た
と
こ
ろ
、
孟
夏

が
続
く
中
で
、
仮
設
工
場
で
暑

さ
対
策
を
行
い
な
が
ら
、
全
国

の
酒
造
会
社
か
ら
寄
贈
を
受
け

た
機
械
を
用
い
て
酒
造
り
を
行

う
こ
と
が
、
ど
れ
だ
け
大
変
な

こ
と
な
の
か
が
分
か
っ
た
。
震

災
を
機
に
廃
業
し
た
蔵
元
も
あ

る
中
で
、
資
金
面
に
も
不
安
を

抱
え
な
が
ら
、
再
出
発
を
果
た

す
た
め
に
、
若
き
後
継
者
は
、

自
分
の
中
の
酒
造
り
へ
の
“
情

熱
”
と
改
め
て
向
き
合
う
必
要

も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。「
そ
れ
じ

ゃ
、
そ
の
旬
の
組
合
せ
、
出
し

て
貰
え
ま
す
か
」
と
頼
む
私
に
、

親
方
が
つ
れ
な
く
答
え
る
。「
ご

め
ん
な
ざ
い
、
今
『
浪
の
音
』

切
ら
し
て
ま
し
て
…
」。
悲
し

い
哉
、
私
の
師
匠
は
食
え
な
い

人
で
も
あ
る
。

　

か
の
震
災
で
、
宮
城
の
酒
造

所
は
、
ど
こ
で
あ
っ
て
も
、
大

な
り
小
な
り
の
被
害
を
受
け
て

い
る
。
気
仙
沼
の「
蒼
天
伝（
男

山
本
店
）」、
石
巻
の
「
日
高
見

（
平
孝
酒
造
）」「
墨
廼
江
（
墨

廼
江
酒
造
）」
は
言
う
に
及
ば

ず
、
内
陸
側
で
も
仕
込
み
・
貯

蔵
タ
ン
ク
の
倒
壊
や
、
建
物
・

機
械
の
破
損
に
よ
り
生
産
手
段

を
奪
わ
れ
た
蔵
元
が
あ
り
、
何

百
・
何
千
本
単
位
で
商
品
の
酒

が
失
わ
れ
た
と
も
聞
く
。
し
か

し
、
そ
の
蔵
元
達
が
、
最
近
に

な
っ
て
極
上
の
地
酒
を
次
々
と

世
に
送
り
出
し
て
い
る
こ
と
は
、

地
元
民
と
し
て
は
嬉
し
い
限
り

で
あ
る
。
こ
の
原
稿
を
書
き
始

め
た
十
月
下
旬
に
も
、
出
品
数

世
界
一
を
誇
る
市
販
日
本
酒
の

利
き
酒
大
会
「
サ
ケ
・
コ
ン
ペ

テ
ィ
シ
ョ
ン
二
〇
一
四
」
の
場

で
、
加
美
町
の
若
き
蔵
元
・
山

和
酒
造
店
の
「
山
和
」
が
純
米

大
吟
醸
部
門
で
全
国
１
位
と
な

る
グ
ラ
ン
プ
リ
を
受
賞
し
た
ほ

か
、新
澤
醸
造
店
「
伯
楽
星
」
は
、

純
米
酒
の
部
門
で
会
津
の
「
寫

樂
」
に
続
き
、
第
２
位
の
評
価

を
受
け
た
と
い
う
ニ
ュ
ー
ス
が

飛
び
込
ん
で
き
た
。
実
直
な
人

間
性
と
厳
し
い
自
然
が
織
り
な

す
地
酒
の
多
様
性
は
、
東
北
が

誇
る
伝
統
文
化
の
一
つ
で
あ
り
、

人
の
生
活
を
豊
か
に
す
る
源
で

も
あ
る
。
新
た
な
担
い
手
の
下

で
、
震
災
以
降
、
日
進
月
歩
の

進
化
を
遂
げ
る
宮
城
の
地
酒
を
、

あ
な
た
も
ぜ
ひ
御
賞
味
あ
れ
！

【東北復興】 掲載の記事 ・ 写真 ・ 図表などの無断転載を禁止します。 Copyright YUMUYU INC. All rights reserved.

佐さ

藤と
う

紀の
り
ひ
こ彦
氏
紹
介 

仙
台
市
在
住
。不
動
産
鑑
定
士
。

出
身
は
県
北
の
田
園
地
帯
・
涌

谷
町
。
趣
味
は
家
内
と
の
温
泉

巡
り
。

非
寛
容
・
排
他
主
義
が
は
び
こ

る
時
勢
を
憂
う
。

Facebook
https://w

w
w

.facebook.
com

/norihiko.sato.509

仙
台
「
食
の
探
訪
記
二
〇
一
四
」

  　

～
そ
し
て
宮
城
の
地
酒
考

佐
藤
紀
彦

『都留野』 牛タンのたたき

静寂が支配する 『源氏』 の店内

『一心』 逸品銘酒の 「伯楽星 
純米大吟醸 29％磨き」 と付き出
し

国分町の隠れ家的存在 『酔亭よっ
ちゃん』

『一心』 莫久来

『よっちゃん』 親方から見せて貰っ
た新澤醸造店からの感謝品 （箱の
み）。
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ＮＯ． 質問と選択肢 回答数
① 住所

7地災被北東）１（
4北東の外以地災被）２（
6外以北東）３（

② 性別
41性男）１（
3性女）２（

③ 年齢
0満未歳02）１（
2満未歳04上以歳02）２（
9満未歳06上以歳04）３（
6上以歳06）４（

④ 「大震災を忘れない」ことの意味づけ
61るじ感）１（

0いなわ思はうそ）２（

1いなもでれずい）３（
⑤ マチマチだとしたらその理由は?

（１）大震災への関与度合のちがい 11

（２）大震災への関心度合のちがい 3

3いなもでらちど）３（

⑥ 「大震災を忘れない」ということの定義
4きべるめ決ひぜ）１（

（２）特に決める必要はない 12
1いなもでれずい）３（

⑦ 定義は誰が決めるか?
4くなもと誰に然自）１（

（２）マスメディアが決めていく 3
（３）インターネットで個々人が発信する 1

9いなもでれずい）４（

⑧ 「大震災を忘れない」とはどういうことか?

（１）きちんと記録を残すこと 4

8とこぐ継り語を憶記）２（
（３）定期的に慰霊祭等を行うこと 0

5いなもでれずい）４（

⑨ 「大震災を忘れない」ための工夫

（１）思い出すものを身近に配置する 5
6くいてし憶記く長く細）２（

（３）定期的な慰霊祭等を開催する 1

5いなもでれずい）４（
⑩ 「大震災を忘れない」ためのあなたの心がけ

（１）大震災関係の催しに参加している 4

（２）大震災関連のニュースをなるべく読む 6

2いないてしも何に特）３（

5いなもでれずい）４（

（１）東北被災地

（２）被災地以外の東北

（３）東北以外

①

（１）男性

（２）女性

②

（１）20歳未満

（２）20歳以上40歳未満

（３）40歳以上60歳未満

（４）60歳以上

③

（１）感じる

（２）そうは思わない

（３）いずれでもない

④

（１）大震災への関与度合のちがい

（２）大震災への関心度合のちがい

（３）どちらでもない

⑤

（１）ぜひ決めるべき

（２）特に決める必要はない

（３）いずれでもない

⑥

（１）自然に誰ともなく

（２）マスメディアが決めていく

（３）インターネットで個々人が発信する

（４）いずれでもない

⑦

（１）きちんと記録を残すこと

（２）記憶を語り継ぐこと

（３）定期的に慰霊祭等を行うこと

（４）いずれでもない

⑧

（１）思い出すものを身近に配置する

（２）細く長く記憶していく

（３）定期的な慰霊祭等を開催する

（４）いずれでもない

⑨

（１）大震災関係の催しに参加している

（２）大震災関連のニュースをなるべく読む

（３）特に何もしていない

（４）いずれでもない

⑩

編集後記

「東北を世界に！」プロジェクト募集

• 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

「東北を世界に！」プロジェクト募集

• 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
は
【「
大
震
災
を
忘
れ

な
い
」
こ
と
に
つ
い
て
考
え

る
】
で
し
た
。
震
災
を
忘
れ
な

い
と
言
い
ま
す
が
、
内
容
は
人

に
よ
っ
て
違
う
の
に
同
じ
言
葉

を
使
う
こ
と
に
ひ
っ
か
か
り
が

あ
り
、
こ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
と
な

り
ま
し
た
。回
答
者
数
は
17
名
。

　
「「
大
震
災
を
忘
れ
な
い
」
こ

と
の
意
味
づ
け
が
人
に
よ
っ
て

マ
チ
マ
チ
だ
と
感
じ
る
か
？
」

は
圧
倒
的
に
約
94.1
％
が
「
感
じ

る
」
で
し
た
。「
マ
チ
マ
チ
だ

と
し
た
ら
そ
の
理
由
は
？
」は
、

「
大
震
災
へ
の
関
与
度
合
の
ち

が
い
」
が
約
64.7
％
で
あ
り
、「
関

心
度
合
い
の
違
い
」
は
わ
ず
か

で
し
た
。「「
大
震
災
を
忘
れ
な

い
」
と
い
う
こ
と
の
定
義
を
決

め
る
べ
き
か
？
」
は
、「
特
に

決
め
る
必
要
は
な
い
」
が
約

70.6
％
で
、「
ぜ
ひ
決
め
る
べ
き
」

を
大
き
く
引
き
離
し
ま
し
た
。

「
定
義
は
誰
が
決
め
る
か
？
」

は
約
52.9
％
が
「
誰
で
も
な
い
」

で
設
問
が
ダ
メ
で
、「
自
然
に

誰
と
も
な
く
」
と
「
マ
ス
メ
デ

ィ
ア
が
決
め
て
い
く
」
が
２
割

程
度
で
し
た
。

　
「「
大
震
災
を
忘
れ
な
い
」
と

は
ど
う
い
う
こ
と
か
？
」
は

「
記
憶
を
語
り
継
ぐ
こ
と
」
が

約
47.1
％
、「
き
ち
ん
と
記
録
を

残
す
こ
と
」
約
23.5
％
と
続
き
ま

す
。「「
大
震
災
を
忘
れ
な
い
」

た
め
の
工
夫
」
は
「
細
く
長
く

記
憶
」
が
約
35.3
％
、「
思
い
出

す
も
の
を
身
近
に
配
置
」
が
約

29.4
％
。「「
大
震
災
を
忘
れ
な

い
」
た
め
の
心
が
け
」
は
「
大

震
災
関
連
の
ニ
ュ
ー
ス
を
な
る

べ
く
読
む
」
が
約
35.3
％
、「
大

震
災
関
係
の
催
し
に
参
加
し
て

い
る
」
が
約
23.5
％
で
し
た
。

　

最
近
、
い
ろ
ん
な

こ
と
が
あ
り
ま
し

た
。

　

ま
ず
は
宮
城
県
石

巻
の
大
室
南
部
神
楽

の
み
な
さ
ん
に
お
会

い
で
き
た
こ
と
。
そ
し
て
奇
跡

の
復
活
を
遂
げ
た
神
楽
を
渋
谷

で
拝
見
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。心
の
交
流
と
い
い
ま
す
が
、

ほ
ん
と
う
に
会
え
て
よ
か
っ
た

と
し
み
じ
み
思
い
ま
し
た
。

　

そ
れ
か
ら
、
岩
手
の
大
槌
の

こ
と
を
考
え
る
と
胸
が
痛
み
ま

す
。
三
年
半
も
経
過
す
る
と
、

被
災
地
経
済
以
上
に
被
災
者
の

家
計
が
よ
り
厳
し
く
な
っ
て
き

て
い
る
の
が
分
か
り
ま
す
。
復

興
支
援
は
ま
さ
に
こ
れ
か
ら
な

の
で
す
。
大
震
災
を
忘
れ
て
い

る
場
合
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ

こ
か
ら
が
本
格
支
援
の
開
始
だ

と
言
い
た
い
の
で
す
。

　

奥
松
島
の
防
潮
堤
は
憤
り
を

感
じ
ま
し
た
。
引
き
返
し
て
そ

の
姿
を
何
度
も
確
認
し
た
ほ
ど

で
す
。
中
途
半
端
な
高
さ
の
防

潮
堤
が
い
っ
た
い
何
の
役
に
立

つ
と
い
う
の
で
し
ょ
う
か
。
む

し
ろ
観
光
事
業
を
壊
滅
状
態
に

追
い
込
ん
で
い
く
障
害
に
も
な

り
か
ね
ま
せ
ん
。

　

あ
ま
り
の
腹
立
ち
に
耐
え
か

ね
て
い
た
と
こ
ろ
、
ふ
と
つ
い

今
し
が
た
見
学
し
た
ば
か
り
の

里
浜
縄
文
遺
跡
の
住
人
た
ち
が

笑
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
て
、

憤
る
の
を
止
め
ま
し
た
。

　

縄
文
人
の
方
が
多
く
の
大
震

災
と
そ
こ
か
ら
の
復
活
を
体
験

し
て
い
る
は
ず
で
す
。

　

過
去
に
学
ぶ
と
い
う
こ
と
を

真
剣
に
考
え
る
べ
き
と
き
で

す
。
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　【「大震災を忘れない」 ことについて考える 】


