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ろ
う
か
。

　
こ
こ
か
ら
出
直
す
た
め
に
は
、

「
被
災
地
民
主
主
義
」
と
で
も

名
づ
け
ら
れ
る
よ
う
な
多
数
決

主
義
で
乗
り
越
え
て
い
く
べ
き

で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
徹
底
し
て
話
し
合
っ
た
の
だ

か
ら
、
あ
と
は
多
数
決
で
方
向

を
決
す
る
と
い
う
民
主
主
義
の

基
本
ル
ー
ル
を
再
確
認
す
べ
き

で
は
な
い
か
。
そ
し
て
前
進
し

て
い
く
べ
き
と
考
え
る
。

　
こ
の
四
年
間
で
学
ぶ
べ
き
は

ま
ず
そ
の
こ
と
で
は
な
い
か
。

待
ち
の
姿
勢
転
換

　
こ
の
四
年
間
を
振
り
返
る
と
、

「
待
ち
の
姿
勢
」
に
終
始
し
て

き
た
の
で
は
な
い
か
。

　
被
災
地
も
被
災
者
も
、
政
治

主
導
を
棚
上
げ
す
る
ほ
ど
、
積

極
的
か
つ
自
主
的
に
復
興
を
リ

ー
ド
し
て
き
た
と
は
言
え
な
い
。

　
こ
れ
か
ら
も
「
待
ち
の
姿

勢
」
を
継
続
し

た
ら
、
い
っ
た

い
ど
う
な
っ
て

し
ま
う
だ
ろ
う

か
。
恐
ろ
し
い

事
態
が
見
え
る

だ
け
で
あ
る
。

転
換
が
必
要
で

あ
る
。

復
興
は
人
材

　
こ
れ
以
上
説

教
じ
み
た
こ
と

を
並
べ
立
て
て

も
仕
方
が
な
い

の
で
今
後
の
こ

と
を
考
え
よ
う
。

　
ま
ず
言
い
た

い
こ
と
は
、
こ

れ
か
ら
の
復
興

は
人
材
第
一
優
先
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

　
こ
れ
か
ら
の
厳
し
い
復
興
環

境
を
も
の
と
も
せ
ず
、
チ
ャ
レ

ン
ジ
精
神
で
乗
り
切
っ
て
い
く

よ
う
な
人
材
が
必
要
で
あ
り
、

そ
れ
も
大
勢
必
要
で
あ
る
。

　
そ
う
し
た
人
材
が
各
分
野
に

分
散
し
、
あ
る
い
は
連
携
し
て
、

さ
ま
ざ
ま
な
チ
ャ
レ
ン
ジ
ン
グ

な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
多
数
配
置

し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

わ
か
者
・
よ
そ
者
誘
致

　
あ
る
時
期
に
流
行
っ
た
こ
と

ば
が
あ
る
。『「
わ
か
者
」「
ば

か
者
」「
よ
そ
者
」
が
地
域
を

変
え
る
』
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。

　
ま
さ
に
そ
の
通
り
で
あ
り
、

こ
れ
か
ら
の
東
北
被
災
地
に
ぴ

っ
た
り
で
あ
る
。

　
か
つ
て
、
そ
う
し
た
思
い
を

胸
に
秘
め
、
勇
ん
で
被
災
地
に

飛
び
込
ん
だ
「
わ
か
者
」、「
よ

間
が
過
ぎ
て
い
く
う
ち
に
、
他

に
も
多
く
の
自
然
災
害
が
発
生

し
た
し
、
人
々
の
眼
は
次
第
に

そ
ち
ら
に
向
い
て
い
く
の
を
止

め
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

　
復
興
予
算
も
こ
れ
か
ら
は
減

額
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
す
で
に
そ

の
兆
候
は
出
始
め
て
い
る
。
こ

傾
向
は
ど
ん
ど
ん
加
速
し
て
い

く
だ
ろ
う
。

　
そ
う
し
た
こ
と
で
、
復
興
に

向
け
て
の
環
境
は
ま
す
ま
す
厳

し
く
な
る
。
そ
の
こ
と
は
は
っ

き
り
と
自
覚
す
べ
き
で
あ
り
、

心
に
刻
み
込
む
べ
き
で
あ
る
。

　
弱
音
を
吐
い
て
も
も
う
誰
も

聞
い
て
く
れ
な
い
。
自
分
の
口

や
心
か
ら
出
た
弱
音
は
こ
だ
ま

の
よ
う
に
む
な
し
く
自
分
に
返

っ
て
く
る
だ
け
で
あ
る
。

　
冷
静
に
な
っ
て
周
囲
を
見
渡

せ
ば
、
課
題
が
山
積
し
て
い
る

状
況
が
覆
い
か
ぶ
さ
っ
て
く
る

だ
ろ
う
。

　
何
一
つ
解
決
し
て
い
な
い
と
、

投
げ
や
り
な
気
持
ち
に
傾
く
か

も
し
れ
な
い
。

　
し
か
し
、
投
げ
や
り
に
な
っ

た
と
こ
ろ
で
、
自
分
に
そ
の
ま

ま
返
っ
て
く
る
だ
け
で
あ
る
。

被
災
地
総
意
の
再
形
成

　
こ
の
四
年
間
、
被
災
地
の
多

く
で
、
被
災
者
同
士
の
利
害
が

衝
突
し
て
、
地
域
復
興
の
基
本

方
針
が
漂
流
を
続
け
た
結
果
、

た
だ
で
さ
え
復
興
が
進
ま
な
い

の
に
、
余
計
に
復
興
が
遅
れ
た

状
況
が
あ
る
。
そ
し
て
い
ま
の

現
実
が
あ
る
。
こ
の
ま
ま
で
い

け
ば
、
さ
ら
に
遅
れ
て
い
く
。

　
そ
し
て
政
治
の
無
作
為
に
い

い
よ
う
に
利
用
さ
れ
て
き
た
。

　
ほ
ん
と
に
こ
れ
で
い
い
の
だ

こ
の
四
年
間
の
復
興
総
括

　
も
う
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
四

年
間
、
最
初
か
ら
最
後
ま
で
不

満
足
に
終
始
し
た
復
興
作
業
の

四
年
間
と
い
う
時
間
は
、
ど
ん

な
に
嘆
い
た
と
こ
ろ
で
戻
ら
な

い
。
ま
た
、
過
去
の
足
跡
を
た

だ
反
省
す
る
だ
け
で
は
何
も
生

ま
れ
な
い
し
、
む
し
ろ
後
悔
す

る
こ
と
で
、
前
進
す
る
エ
ネ
ル

ギ
ー
が
減
退
す
る
だ
け
で
あ
る
。

そ
ん
な
こ
と
は
止
め
よ
う
。

　
た
だ
し
、
未
曾
有
の
大
災
害

で
気
が
動
転
し
て
し
ま
い
、
あ

れ
よ
あ
れ
よ
と
い
う
間
に
過
ぎ

た
四
年
間
を
、
こ
れ
か
ら
の
五

年
目
以
降
の
復
興
に
役
立
て
る

た
め
の
総
括
は
必
要
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
す
で
に
五
年
目
に
入

っ
た
こ
と
で
、
大
震
災
直
後
の

勢
い
は
も
う
期
待
で
き
な
い
。

　
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
も
ど
ん
ど
ん

減
少
し
て
い
る
し
、
こ
れ
か
ら

も
減
少
す
る
の
は
確
実
で
あ
る
。

　
同
情
も
期
待
で
き
な
い
。
時

そ
者
」
が
た
く
さ
ん
い
た
。
そ

の
多
く
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
障
害

に
直
面
し
て
、
落
胆
し
、
被
災

地
を
去
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

　
し
か
し
、
も
う
一
度
呼
び
戻

せ
ば
良
い
で
は
な
い
か
。

　
こ
れ
か
ら
の
被
災
地
に
は
、

そ
し
て
東
北
に
は
彼
ら
が
必
要

な
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
快
く
受
け
入
れ
、

彼
ら
の
活
躍
の
場
を
提
供
し
、

実
際
に
活
躍
さ
せ
て
は
ど
う
か
。

　
東
北
に
も
人
材
は
い
る
だ
ろ

う
が
、
そ
れ
だ
け
で
足
り
な
い

こ
と
は
被
災
地
が
い
ち
ば
ん
よ

く
知
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

　
自
分
た
ち
だ
け
で
や
ろ
う
、

手
助
け
は
無
用
だ
と
意
固
地
に

な
っ
た
と
こ
ろ
で
い
っ
た
い
何

の
意
味
が
あ
る
と
い
う
の
だ
ろ

う
か
。
そ
う
し
た
態
度
は
プ
ラ

イ
ド
で
も
な
ん
で
も
な
い
。
無

用
の
も
の
で
あ
る
。

5年目以降の東北復興とは？

東北が自己革新を！
このままでいいはずはない
ではどうすればよいか

5年目以降の方針転換急務 
• 大震災から5年目という厳しい状況を受容せよ 
• 震災直後の勢いを期待できないことを自覚せよ 
• 「東北人は良い人」を止めよう！「良い人」の看板
だけでは復興は出来ないことを自覚せよ 

• 周囲を見渡して課題山積の状況に負けないこと 
• 弱音を吐いても同情してくれないことを受容せよ 
• 周囲が変わったと嘆かないこと、 4年も経てば他
の自然災害と同列視されることを覚悟せよ 

• 待ちの姿勢から積極姿勢へ、自助へ、自ら変わ
れ！動け！ 

• 利害で分裂している場合ではない、被災地の意思
を固めよ！そのための体制組み直し急務  

外部人材獲得と活用 

• 復興は資金優先ではなく、まず人材獲得であり、
人材がすべてであることを基本に据えよ 

• 東北内部人材だけで復興は無理と覚悟せよ 
• よそ者復興プロデューサーを受け容れよ 
• 特に若手流入を促進し、活躍の場を与えよ 
• 復興のポイント、東北の魅力は東北人だけでは分
からない、よそ者による東北の魅力発掘に協力せ
よ、素直にアドバイスを受け入れよ 

• 政府資金はあてにできない、よそ者が持ち込む民
間資金とアイディアによる産業創出を目指せ 

• 人口流出防止は、上記転換による働き口創出に
尽きる  

世界の東北へ 
• 東京経由という発想を捨て、いきなり世界へ 
• 東北は過去に何度も世界進出を企てているこ
とを思い出し、先人の勇気を見習え 

• 「世界に紹介したい東北」を再発見せよ 
• グローカル発想で遠隔地間連携を図る 
• 産業で世界進出するよりも、まず「東北文化」
を世界に発信せよ 

•  被災地の心のケアは、世界に誇れる東北新
文化創出で実現せよ 

• 東北が日本から独立するほどの気概を持て 

遠
隔
地
間
連
携

　
つ
い
で
に
、
何
で
も
東
北
内

で
完
結
し
よ
う
と
い
う
頑
な
な

発
想
も
排
除
し
よ
う
。

　
東
北
と
東
京
そ
の
他
の
大
都

市
圏
で
役
割
を
分
担
し
て
、
遠

隔
地
間
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
発
足

さ
せ
る
の
も
面
白
い
。

　
あ
る
い
は
も
っ
と
世
界
規
模

に
発
展
さ
せ
て
、
東
北
と
海
外

を
結
ぶ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
も
い
い

で
は
な
い
か
。

　
柔
軟
に
発
想
し
、
成
果
を
勝

ち
取
れ
れ
ば
い
い
。

東
北
を
世
界
に
！

　
従
来
の
発
想
で
行
く
と
、
産

業
も
文
化
も
、
ま
ず
東
京
な
ど

の
大
都
市
圏
に
進
出
し
、
そ
れ

で
も
勢
い
が
あ
れ
ば
世
界
へ
打

っ
て
出
る
と
い
う
ス
テ
ッ
プ
を

踏
む
こ
と
に
な
る
が
、
果
た
し

て
そ
れ
で
い
い
の
だ
ろ
う
か
。

　
む
し
ろ
、
い
き
な
り
世
界
へ

打
っ
て
出
る
の
が
い
い
の
で
は

な
い
か
。
条
件
は
揃
っ
て
い
る
。

　
か
つ
て
、
東
北
の
雄
、
伊
達

政
宗
は
世
界
を
夢
見
て
、
今
か

ら
四
百
年
前
に
宮
城
の
港
か
ら
、

ス
ペ
イ
ン
に
向
け
、
サ
ン
・
フ

ァ
ン
・
バ
ウ
テ
ィ
ス
タ
号
を
出

航
さ
せ
た
。

　
結
果
は
、
鎖
国
に
よ
り
支
倉

常
長
ら
は
悲
劇
的
な
結
末
を
迎

え
た
が
、
ど
の
武
将
よ
り
も
早

く
、
世
界
に
飛
び
出
し
た
の
だ
。

　
そ
れ
よ
り
遡
れ
ば
、
ア
テ
ル

イ
の
時
代
に
は
、
青
森
や
秋
田

の
港
を
拠
点
に
積
極
的
に
海
外

貿
易
を
行
っ
て
い
た
と
い
う
可

能
性
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
も
っ
と
歴
史
を
遡
れ
ば
、
鉄

伝
来
の
ル
ー
ト
が
、
従
来
教
え

ら
れ
て
い
た
よ
う
な
朝
鮮
半
島

経
由
で
は
な
く
、
カ
ラ
フ
ト
か

ら
北
海
道
経
由
の
東
北
ル
ー
ト

も
あ
り
え
た
と
い
う
話
も
あ
る
。

　
世
界
と
の
交
流
、
通
商
が
先

人
た
ち
に
出
来
て
、
現
代
の
東

北
人
が
出
来
な
い
わ
け
が
な
い
。

東
北
文
化
発
信

　
海
外
進
出
と
い
う
と
す
ぐ
産

業
の
進
出
を
思
い
浮
か
べ
る
が
、

東
北
に
は
世
界
に
誇
れ
る
文
化

が
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
て
い
な

い
東
北
人
が
多
い
。

　
祭
礼
な
ど
、
外
国
人
が
見
た

ら
、
驚
嘆
の
ま
な
ざ
し
で
見
つ

め
る
こ
と
だ
ろ
う
。

　
幕
末
の
戊
辰
戦
争
以
来
し
み

込
ん
だ
硬
直
化
し
た
頭
脳
を
柔

軟
に
し
て
、
東
北
の
魅
力
を
別

ア
ン
グ
ル
か
ら
再
発
見
す
れ
ば
、

新
た
な
復
興
の
道
筋
も
き
っ
と

見
え
て
く
る
に
違
い
な
い
。

　
マ
イ
ナ
ス
思
考
を
徹
底
排
除

し
て
、
究
極
の
プ
ラ
ス
思
考
で

今
後
の
東
北
復
興
を
考
え
直
し

て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
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宗
教
論
議
は 

タ
ブ
ー
な
の
か
？

　
な
ぜ
か
こ
の
国
で
は
、
人
前

で
宗
教
の
話
を
す
る
こ
と
が
た

め
ら
わ
れ
る
よ
う
な
空
気
が
あ

る
。
そ
の
た
め
か
、
み
な
こ
の

話
題
を
避
け
た
が
る
。

　
原
因
は
、
少
し
前
の
カ
ル
ト

教
団
の
許
し
が
た
い
犯
罪
ゆ
え

で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
特

定
宗
教
に
関
わ
る
者
と
い
う
レ

ッ
テ
ル
を
避
け
よ
う
と
し
て
い

る
か
ら
だ
ろ
う
か
。
原
因
は
よ

く
分
か
ら
な
い
が
、
と
に
か
く

面
妖
な
状
態
で
あ
る
。

　
そ
の
一
方
で
た
い
て
い
の

人
々
は
、
積
極
的
に
信
仰
し
て

い
る
わ
け
で
も
な
い
仏
教
の
信

徒
と
言
う
こ
と
に
は
あ
ま
り
抵

抗
が
な
い
。
そ
し
て
た
い
て
い

の
家
に
は
仏
壇
が
あ
り
、
近
く

の
寺
に
は
墓
が
あ
り
、
葬
式
も

仏
式
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
そ

の
所
属
す
る
宗
派
の
教
義
に
つ

い
て
聞
か
れ
て
ま
と
も
に
答
え

ら
れ
る
人
は
少
な
い
だ
ろ
う
。

　
神
道
は
ど
う
か
と
い
え
ば
、

自
ら
神
道
信
奉
者
と
言
お
う
も

の
な
ら
、
大
し
た
根
拠
も
な
く

右
翼
系
の
人
間
と
見
な
さ
れ
る

傾
向
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。

　
筆
者
は
最
近
、
全
国
あ
ち
こ

ち
の
神
社
を
参
拝
し
て
い
る
こ

と
を
何
の
た
め
ら
い
も
な
く
人

に
話
す
が
、
聞
く
側
は
筆
者
の

こ
と
を
右
翼
系
の
思
想
信
条
の

持
ち
主
と
受
け
止
め
て
い
る
か

も
し
れ
な
い
。

　
神
道
に
対
す
る
こ
う
し
た
受

け
止
め
方
の
一
方
で
、
元
旦
の

初
詣
に
は
多
く
の
人
々
が
神
社

に
参
拝
し
、
お
み
く
じ
を
ひ
き
、

各
家
々
に
は
し
め
縄
を
飾
る
。

そ
こ
に
何
の
矛
盾
も
感
じ
な
い
。

宗
教
を
避
け
て
通
れ
な
い

　
現
在
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
中
東
、

北
ア
フ
リ
カ
で
は
、
キ
リ
ス
ト

教
と
イ
ス
ラ
ム
教
、
さ
ら
に
は

イ
ス
ラ
ム
教
各
宗
派
間
で
大
き

な
争
い
が
発
生
し
、
大
規
模
な

殺
人
、
戦
争
ま
で
起
き
て
い
る
。

　
そ
れ
な
の
に
、
日
本
で
は
表

向
き
、
ま
る
で
宗
教
な
ど
不
要

と
で
も
言
わ
ん
ば
か
り
の
建
前

で
す
っ
ぽ
り
覆
わ
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
日
本
に
宗
教
が
な

い
か
と
い
え
ば
、
前
述
の
よ
う

な
「
仏
教
徒
」
は
た
く
さ
ん
存

在
す
る
。

　
ま
た
、
特
定
宗
教
・
宗
派
の

な
か
に
積
極
的
に
参
加
す
る
人
、

し
て
い
る
人
は
確
実
に
い
る
。

熱
心
な
仏
教
徒
、
神
道
者
、
キ

リ
ス
ト
教
徒
、
そ
の
他
宗
教
信

徒
は
存
在
し
て
い
る
の
だ
。

　
な
ぜ
日
本
で
は
こ
う
し
た
珍

妙
な
事
態
が
出
現
し
て
い
る
の

で
あ
ろ
う
か
。
ど
の
よ
う
に
捉

え
る
と
こ
の
事
態
を
理
解
で
き

る
の
だ
ろ
う
か
。

　
こ
の
テ
ー
マ
に
切
り
込
む
こ

と
を
選
択
す
る
の
は
筆
者
な
り

に
か
な
り
の
決
断
が
必
要
だ
っ

た
が
、
東
北
大
震
災
と
こ
の
国

の
矛
盾
だ
ら
け
の
宗
教
の
位
置

づ
け
の
関
係
を
あ
ら
た
め
て
考

え
て
み
た
い
と
思
っ
て
筆
を
執

っ
た
次
第
で
あ
る
。

3
・
11
シ
ョ
ッ
ク
は 

既
存
宗
教
で
救
わ
れ
た
か

　
こ
の
問
い
に
対
し
、
他
の
大

勢
の
人
々
の
思
い
を
推
し
量
る

の
は
困
難
な
た
め
、
特
定
宗
教

か
ら
は
フ
リ
ー
な
状
態
に
あ
る

筆
者
の
経
験
に
絞
っ
て
言
う
が
、

震
災
発
生
以
降
、
あ
の
シ
ョ
ッ

ク
を
何
で
受
け
止
め
た
ら
よ
い

か
答
え
を
探
し
た
が
、
な
か
な

か
見
つ
け
ら
れ
な
か
っ
た
。
い

ま
で
も
見
つ
か
っ
て
い
な
い
。

　
ま
た
既
存
の
宗
教
に
答
え
を

見
つ
け
よ
う
と
し
た
が
、
な
か

な
か
む
ず
か
し
か
っ
た
。
答
え

が
見
つ
か
る
と
い
う
可
能
性
に

賭
け
よ
う
と
い
う
気
持
ち
も
起

き
な
か
っ
た
。

　
葬
式
で
し
か
接
す
る
機
会
の

な
い
仏
教
に
出
口
を
求
め
よ
う

と
い
う
気
持
ち
に
も
な
ら
な
か

っ
た
。
す
で
に
た
く
さ
ん
の
人

が
亡
く
な
ら
れ
て
い
る
状
況
に

対
し
、
葬
式
で
し
か
接
す
る
こ

と
の
な
い
仏
教
が
ど
う
い
う
答

え
を
用
意
し
て
く
れ
る
の
か
、

想
像
が
つ
か
な
か
っ
た
の
だ
。

　
ま
た
お
み
く
じ
や
お
守
り
を

い
た
だ
く
神
社
か
ら
、
3
・
11

シ
ョ
ッ
ク
を
乗
り
越
え
る
教
え

が
も
た
ら
さ
れ
る
姿
も
な
か
な

か
想
像
で
き
な
か
っ
た
と
い
う

の
が
正
直
な
感
想
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
あ
ら
た
め
て
問
い
た

い
の
で
あ
る
。

　
被
災
者
や
そ
の
他
の
人
々
は
、

既
存
の
宗
教
に
対
し
て
、
普
段

の
ア
プ
ロ
ー
チ
以
上
に
何
か
関

係
を
強
め
た
で
あ
ろ
う
か
。

　
筆
者
が
聞
く
限
り
に
お
い
て

は
そ
う
し
た
話
は
聞
か
な
い
。

被
災
直
後
に
復
活
し
た 

　
地
域
の
祭
礼
の
意
味

　
当
新
聞
で
も
何
度
か
取
り
上

げ
た
が
、
大
震
災
直
後
の
被
災

地
で
は
、
衣
食
住
も
ま
ま
な
ら

な
い
な
か
で
、
被
災
地
住
民
か

ら
地
域
の
祭
礼
復
活
の
要
望
が

多
数
寄
せ
ら
れ
て
い
た
。

　
祭
礼
と
い
っ
て
も
、
都
市
部

で
の
祭
礼
と
は
ず
い
ぶ
ん
趣
を

異
に
し
て
お
り
、
地
域
の
神
社

の
氏
子
の
み
に
よ
っ
て
継
承
さ

れ
て
き
た
祭
礼
で
あ
る
。

　
被
災
者
か
ら
復
活
要
望
を
告

げ
ら
れ
た
祭
礼
の
担
い
手
た
ち

は
、
被
災
地
の
す
さ
ま
じ
い
状

況
を
見
る
に
つ
け
、
衣
食
住
確

保
を
優
先
す
べ
き
状
況
の
中
で
、

ほ
ん
と
う
に
復
活
し
た
も
の
か

ど
う
か
大
分
迷
っ
た
よ
う
だ
。

　
し
か
し
、
結
局
、
復
活
さ
せ

た
。
そ
れ
が
震
災
で
傷
つ
い
た

被
災
者
た
ち
を
ど
ん
な
に
か
勇

気
づ
け
た
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
う

し
た
状
況
が
あ
ち
こ
ち
で
見
ら

れ
た
。

　
と
は
い
え
、
そ
れ
は
人
と
人

と
を
再
び
結
び
つ
け
、
地
域
の

復
活
に
希
望
を
見
出
し
た
と
い

う
こ
と
だ
け
だ
っ
た
ろ
う
か
。

　
あ
る
い
は
、
被
災
の
す
ご
さ

ゆ
え
に
途
絶
え
そ
う
に
な
っ
て

い
た
地
域
の
祭
礼
を
、
自
分
た

ち
の
代
で
途
切
れ
さ
せ
て
は
な

ら
な
い
と
い
う
使
命
感
だ
け
だ

っ
た
ろ
う
か
。

　
人
や
地
域
の
結
び
つ
き
は
他

の
手
段
で
も
可
能
だ
し
、
何
も

震
災
直
後
に
復
活
さ
せ
ず
と
も
、

途
切
れ
る
こ
と
は
な
い
。
や
は

り
そ
こ
に
は
も
っ
と
深
い
意
味

が
あ
っ
た
と
断
言
で
き
る
。

　
つ
ま
り
、
当
時
は
な
か
な
か

言
い
出
し
に
く
い
こ
と
だ
っ
た

ろ
う
が
、
そ
こ
に
地
域
の
宗
教

が
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

　
平
時
に
は
す
っ
か
り
忘
れ
去

っ
て
い
た
宗
教
、
震
災
で
無
く

し
て
み
て
初
め
て
そ
の
有
難
み

が
分
か
っ
た
宗
教
の
復
活
を
期

し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

生
活
に
溶
け
込
ん
だ
宗
教

　
さ
ら
に
大
胆
に
言
え
ば
そ
れ

は
、
生
活
に
す
っ
か
り
溶
け
込

み
、
宗
教
な
ど
と
意
識
も
し
な

か
っ
た
宗
教
で
は
な
い
か
。

　
現
に
岩
手
南
部
の
し
し
踊
り

は
お
盆
の
季
節
、
位
牌
を
供
養

す
る
た
め
に
各
家
々
を
回
り
、

そ
の
家
の
庭
で
舞
う
の
で
あ
る
。

　
あ
る
い
は
、
一
揆
の
多
か
っ

た
岩
手
に
残
る
鬼
剣
舞
は
、
墓

場
で
舞
う
こ
と
で
亡
く
な
っ
た

人
た
ち
と
魂
の
交
流
を
す
る
の

だ
と
い
う
。

　
こ
う
し
た
宗
教
ら
し
く
な
い

宗
教
、
生
活
に
根
差
し
、
生
活

の
一
部
と
化
し
、
習
慣
化
し
た

祭
礼
と
宗
教
の
合
体
し
た
形
態

が
、
い
ま
で
も
東
北
の
被
災
地
、

あ
る
い
は
そ
の
周
辺
に
残
っ
て

い
る
こ
と
は
発
見
で
あ
っ
た
。

　
東
北
の
こ
う
し
た
様
式
は
一

般
的
な
祭
り
の
様
式
と
は
は
っ

き
り
異
な
る
と
筆
者
は
考
え
る

が
、
な
か
な
か
そ
の
違
い
を
理

解
し
て
も
ら
う
の
は
大
変
な
よ

う
で
あ
る
。

　
そ
れ
は
と
も
か
く
、
そ
の
地

点
か
ら
、
あ
ら
た
め
て
宗
教
と

は
何
か
を
考
え
て
い
く
こ
と
は

重
要
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
の

で
あ
る
。

大震災後の宗教問題を考える
なぜこの問題を避けるのか？

3 ・ 11 は日本と日本人の宗教的
欠落をあぶり出したのではないか

伊勢神宮内宮　拝殿

鹿島神宮　拝殿

香取神宮　拝殿

大神神社　御神体　美輪山

十和田神社　参道の溶岩巨石
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地
域
の
祭
礼
と
修
験
道

　
ま
た
、
こ
れ
ら
地
域
の
祭
礼

の
ル
ー
ツ
を
辿
っ
て
み
る
と
、

最
も
古
い
も
の
で
平
安
初
期
あ

た
り
に
ま
で
遡
る
。

　
そ
し
て
当
時
勃
興
し
つ
つ
あ

っ
た
修
験
道
の
影
響
を
直
接
受

け
て
い
る
。
と
い
う
よ
り
、
修

験
道
の
行
者
が
、
修
験
の
教
義

を
広
め
る
た
め
、
分
か
り
や
す

い
ビ
ジ
ュ
ア
ル
と
し
て
の
神
楽

な
ど
の
祭
礼
様
式
を
用
い
た
と

解
釈
す
べ
き
だ
ろ
う
か
。
そ
の

た
め
、
ほ
と
ん
ど
の
祭
礼
は
神

楽
等
と
し
て
修
験
道
の
教
義
を

織
り
込
ん
だ
よ
う
な
様
式
と
な

っ
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
し
か
し
筆
者
は
最
近
そ
う
し

た
様
式
が
、
修
験
道
と
と
も
に

突
然
出
現
し
た
の
で
は
な
く
、

そ
れ
以
前
の
文
化
と
コ
ラ
ボ
し

た
の
だ
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。

　
つ
ま
り
、
も
と
も
と
そ
う
し

た
様
式
を
受
容
す
る
下
地
が
あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る

よ
う
に
な
っ
た
。

　
例
え
ば
、
古
い
時
代
の
神
楽

の
足
の
運
び
、
鬼
剣
舞
の
足
の

動
き
、
そ
う
し
た
な
か
に
も
っ

と
古
い
時
代
の
宗
教
の
名
残
り

を
感
じ
る
の
で
あ
る
。
相
撲
の

「
四
股
」や
反
閇（
へ
ん
ば
い
）

と
い
う
呪
術
的
な
足
の
運
び
な

ど
が
そ
う
で
あ
る
。

　
言
う
ま
で
も
な
く
、
修
験
道

と
は
山
岳
宗
教
や
古
神
道
に
仏

教
要
素
を
ミ
ッ
ク
ス
し
た
教
え

で
あ
る
が
、
こ
の
山
岳
宗
教
や

古
神
道
が
日
常
的
に
溶
け
込
ん

で
い
る
生
活
と
い
う
下
地
が
あ

っ
た
か
ら
こ
そ
、
こ
う
し
た
神

楽
と
い
う
形
が
可
能
に
な
っ
た

の
で
は
な
い
か
。

　
そ
ん
な
こ
と
で
地
域
の
祭
礼

を
起
点
に
し
て
、
古
神
道
や
山

岳
宗
教
、
さ
ら
に
そ
の
ル
ー
ツ

へ
と
遡
る
旅
に
出
た
と
い
う
次

第
で
あ
る
。

大
同
二
年
の
壁

　
最
初
は
、
東
北
の
古
い
神
社

巡
り
を
実
行
し
た
。

　
そ
う
す
る
と
、
平
安
時
代
の

始
ま
り
で
あ
る
大
同
二
年
（
西

暦
八
百
七
年
）
と
い
う
壁
に
ぶ

ち
当
た
っ
た
。

　
東
北
に
限
ら
ず
、
古
い
神
社

仏
閣
で
大
同
二
年
創
建
と
い
う

も
の
は
多
い
。
そ
れ
以
前
に
存

在
し
て
い
た
は
ず
の
神
社
仏
閣

も
創
建
が
大
同
二
年
で
あ
る
。

　
い
ろ
い
ろ
考
え
た
挙
句
、
当

時
の
政
権
に
よ
る
宗
教
界
徹
底

支
配
確
立
の
影
響
が
考
え
ら
れ

た
。
つ
ま
り
、
バ
ラ
バ
ラ
だ
っ

た
宗
教
を
こ
の
年
に
、
権
力
で

ね
じ
伏
せ
、
統
一
を
図
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
と
す
れ
ば
、
歴
史
の
改
ざ
ん

が
あ
っ
た
と
考
え
る
の
が
条
理

で
あ
り
、
こ
こ
で
ル
ー
ツ
探
し

の
「
旅
」
を
ス
ト
ッ
プ
し
、
別

ル
ー
ト
を
探
す
こ
と
に
し
た
。

最
も
古
い
神
社
探
し

　
そ
ん
な
こ
と
で
、
大
同
二
年

よ
り
古
い
と
い
わ
れ
る
神
社
を

可
能
な
限
り
回
っ
て
み
た
。
そ

の
旅
の
な
か
で
、
神
社
の
ル
ー

ツ
を
考
え
て
み
よ
う
と
思
っ
た
。

同
時
に
ま
た
古
来
有
名
な
神
社

も
参
拝
し
た
。

　
主
な
も
の
は
、
十
和
田
神
社
、

箟
峯
寺
、
伊
勢
神
宮
、
榛
名
神

社
、
弥
彦
神
社
、
鹿
島
神
宮
、

香
取
神
宮
、
息
栖
神
社
の
東
国

三
社
、
諏
訪
大
社
な
ど
で
あ
る
。

　
一
番
古
い
神
社
様
式
は
、
本

殿
が
な
く
、
山
や
巨
石
、
巨
木

を
御
神
体
と
し
て
い
る
。
た
と

え
ば
、
奈
良
の
大
神
神
社
の
御

神
体
は
三
輪
山
で
あ
る
。

　
ま
た
、
諏
訪
神
社
も
古
い
形

式
を
持
つ
。
御
柱
と
い
う
巨
木

を
四
隅
に
立
て
る
方
式
で
有
名

だ
が
、
そ
の
形
は
他
に
も
あ
る
。

　
巨
木
と
い
え
ば
、
秋
田
の
大

湯
環
状
列
石
遺
跡
に
も
巨
木
の

列
柱
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
青
森
の
三
内
丸
山
遺
跡
の
巨

大
な
柱
跡
も
、
何
か
共
通
性
が

感
じ
ら
れ
る
。

　
古
い
神
社
様
式
と
縄
文
遺
跡

と
の
つ
な
が
り
が
見
え
て
く
る
。

　
で
も
そ
こ
ま
で
で
、
遺
跡
発

掘
遅
れ
の
た
め
、
そ
れ
以
上
は

想
像
の
域
を
出
な
い
。
こ
こ
で

も
そ
れ
以
上
進
め
な
い
の
だ
。

　
日
本
人
も
国
も
、
自
国
の
古

い
歴
史
に
は
あ
ま
り
興
味
が
な

い
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
る
。

　
あ
る
い
は
、
何
か
古
い
時
代

に
遡
ら
な
い
よ
う
に
誘
導
す
る

力
が
働
い
て
い
る
の
か
と
勘
繰

り
た
く
な
る
ほ
ど
で
あ
る
。

縄
文
に
辿
り
つ
く

　
そ
こ
で
ま
た
方
向
転
換
し
、

歴
史
を
一
挙
に
飛
び
越
え
、
縄

文
時
代
の
探
索
を
開
始
し
た
。

　
そ
こ
に
は
原
始
人
と
し
て
の

縄
文
人
で
は
な
く
、
現
代
日
本

人
の
直
接
の
祖
先
の
縄
文
人
が

い
た
。
し
か
も
従
来
の
教
育
で

培
わ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
と
は
ま
っ

た
く
異
な
る
縄
文
人
が
い
た
。

　
お
そ
ら
く
そ
の
時
代
に
は
も

っ
と
す
ご
い
自
然
災
害
が
あ
り
、

そ
れ
を
し
っ
か
り
受
け
止
め
た

縄
文
人
の
世
界
観
が
あ
り
、
宗

教
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

　
そ
の
一
部
は
縄
文
土
器
に
刻

ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
解
読
は

開
始
さ
れ
た
ば
か
り
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
先
入
観
を
排
除
す

れ
ば
、
豊
穣
な
世
界
が
広
が
る
。

答
え
は
そ
こ
に
あ
る
だ
ろ
う
。

旅
は
ま
だ
途
中

　
ま
だ
旅
は
終
わ
っ
て
い
な
い
。

分
か
ら
な
い
こ
と
だ
ら
け
で
あ

る
。
で
も
そ
こ
に
求
め
る
答
え

は
確
か
に
存
在
す
る
と
い
う
手

ご
た
え
を
感
じ
る
。
や
は
り
最

後
は
縄
文
で
あ
り
、
縄
文
か
ら

出
発
し
、
そ
こ
に
尽
き
る
と
い

う
感
じ
が
し
て
い
る
。

　
3
・
11
シ
ョ
ッ
ク
か
ら
、
つ

い
に
こ
こ
ま
で
来
て
し
ま
っ
た
。

最
初
と
最
後
だ
け
を
聞
い
た
ら
、

3
・
11
と
何
の
関
係
が
あ
る
の

か
と
い
う
叱
責
が
聞
こ
え
て
き

そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
旅

は
止
め
よ
う
と
は
思
わ
な
い
。

大湯環状列石 　石柱

大湯環状列石 　列柱

縄文土器　井戸尻遺跡

縄文土器　火焔土器

諏訪神社　上社前宮本殿

諏訪神社　上社本宮御柱
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毎
度
お
馴
染
み
と
な
り
ま
し

た
三
陸
酒
海
鮮
会
は
こ
の
ひ
と

月
の
う
ち
に
立
て
続
け
に
渋
谷
、

日
本
橋
開
催
と
続
き
ま
し
た
。

　
渋
谷
開
催
は
三
月
十
四
日
に

第
十
二
回
目
を
迎
え
ま
し
た
。

そ
の
三
日
前
の
三
月
十
一
日
が

東
北
大
震
災
発
生
か
ら
四
年
目

に
あ
た
っ
た
た
め
、
参
加
者
の

提
案
に
よ
り
黙
と
う
か
ら
始
ま

第12回三陸酒海鮮会
渋谷開催 （3/14）

第11回三陸酒海鮮会
　日本橋開催（4/10）

郷土料理愛好家　
　　　　松本由美子氏

渋谷ミニライブ日本橋

渋谷

【塩麹サンマの南蛮漬け】
と

【ぶりのササッと昆布で
〆た酒蒸し焼き】

水産業再興のための
料理レシピ紹介

第８回目

り
ま
し
た
。

　
ま
た
、
前
回
好
評
だ
っ
た
ミ

ニ
ラ
イ
ブ
も
実
施
し
、
初
回
以

上
に
盛
り
上
が
り
ま
し
た
。

　
日
本
橋
開
催
は
四
月
十
日
に

第
十
一
回
目
を
開
催
し
ま
し
た
。

今
回
は
新
人
参
加
も
多
々
あ
り
、

刺
激
的
な
会
と
な
り
ま
し
た
。

　
オ
ー
ナ
ー
か
ら
毎
回
、
当
日

供
さ
れ
る
三
陸
地
酒
の
説
明
が

あ
り
ま
す
が
、
以
前
何
度
か
紹

介
さ
れ
た
、
福
島
の
浪
江
ル
ー

ツ
で
山
形
育
ち
の
地
酒
「
磐
城

寿
（
い
わ
き
こ
と
ぶ
き
）」
が

四
月
十
二
日
の
テ
レ
ビ
で
も
取

り
上
げ
ら
れ
て
お
り
ま
し
た
。

当
三
陸
酒
海
鮮
会
で
も
人
気
の

地
酒
で
、
と
て
も
親
し
み
を
感

じ
ま
し
た
。

ぶりのササッと昆布

塩麹サンマの南蛮漬け

 作り方(ぶりのササッと昆布で〆た酒蒸し焼き） 
 

【作り方】 
ぶりに塩をふり、昆布を濡らして〆ておきます。 
小麦粉を軽く振って、フライパンで焼き、仕上げに 
酒をふります。塩は好みで味付け。 
 

【ポイントアドバイス】 
昆布は４～５時間でした。この昆布の残りは味噌 
汁かお澄ましに・・・ぶりのだしが効いてます。 
水菜も残りの油でサッと炒めると飾りにも映えます 
し、美味しいです。（松本談） 
 
お酒のおかずだけでなく、ご飯のおかずにもいいですね。ご飯のおかわりが進みそうです。 

 
 
 

 材料と作り方(塩麹サンマの南蛮漬け） 
 

【材料】 
サンマ 3枚(塩麹につける)  
人参 /玉ねぎ/ ピーマン/ パセリ /白ごま(仕上げに)  
酢 大4、砂糖大4、醤油大4、みりん大2、水180cc 
(調味料は鍋に入れて火を通す) 
 

 【作り方】 
①フライパンで塩麹で漬けたサンマに片栗粉をまぶし、両面
をきつね色に焼きます。 

② 野菜は千切りにして水にさらして絞る。 
③ バットにサンマを並べ、絞った野菜をのせ、南蛮漬けのタ
レを熱いうちにかける。  

④ 30分程で味をなじませます。仕上げに白ごまをふります。 

たまたま今回はお酒のつまみ
にぴったりのメニューとなり
ましたが、けっして筆者の選
定ではございません。とはい
え、お酒が進みそうなメニュ
ーであることはまちがいない
ようです。
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デ
ス
テ
ィ
ネ
ー
シ
ョ
ン 

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
と
東
北

　

ふ
く
し
ま
デ
ス
テ
ィ
ネ
ー
シ

ョ
ン
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
「
福
が
満

開
、
福
の
し
ま
」
が
４
月
１
日
、

開
幕
し
た
。
デ
ス
テ
ィ
ネ
ー
シ

ョ
ン
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
（
以
下
Ｄ

Ｃ
）
と
は
、
県
、
地
元
自
治
体
、

観
光
事
業
者
等
と
Ｊ
Ｒ
グ
ル
ー

プ
が
連
携
し
て
行
う
国
内
最
大

級
の
大
型
観
光
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

で
、
１
９
７
８
年
の
和
歌
山
県

で
開
催
さ
れ
た
「
き
ら
め
く
紀

州
路
」
以
来
、
今
回
の
福
島
で

94
回
目
と
な
る
。

　

こ
の
う
ち
、
新
潟
を
含
む
東

北
圏
が
対
象
と
な
っ
た
Ｄ
Ｃ
は

計
33
回
と
、
全
体
の
ほ
ぼ
３
分

の
１
を
占
め
て
い
る
。
東
北
は

そ
の
観
光
資
源
の
多
さ
や
、
首

都
圏
か
ら
の
距
離
の
近
さ
な
ど

か
ら
、
観
光
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の

対
象
と
し
や
す
い
面
が
あ
る
の

か
も
し
れ
な
い
。

　

福
島
が
対
象
と
な
る
の
は
、

１
９
８
５
年
（
こ
の
時
は
東
北 

地
方
全
域
）、
１
９
９
５
年
、

１
９
９
８
年
、
２
０
０
１
年
、

２
０
０
５
年
に
続
い
て
６
回
目

で
あ
る
が
、
今
回
は
何
と
言
っ

て
も
東
日
本
大
震
災
後
初
め
て

の
Ｄ
Ｃ
と
あ
っ
て
、
関
係
者
の

間
に
は
期
す
る
も
の
が
あ
る
に

違
い
な
い
。

　

３
月
末
に
東
京
に
行
っ
た
が
、

Ｊ
Ｒ
各
線
の
車
内
広
告
や
駅
の

広
告
で
こ
の
ふ
く
し
ま
Ｄ
Ｃ
を

目
に
し
な
い
こ
と
は
な
か
っ
た
。

い
つ
も
な
が
ら
Ｊ
Ｒ
グ
ル
ー
プ

と
し
て
も
か
な
り
の
力
の
入
れ

よ
う
で
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
。

　

今
回
は
、
６
月
30
日
ま
で
の

期
間
中
、
福
島
の
「
花
」、「
食
」、

「
温
泉
」、
そ
し
て
「
復
興
」

を
柱
と
し
て
、
地
域
の
特
色
で

あ
る
桜
、
歴
史
や
文
化
、
自
然

に
加
え
て
、
福
島
県
内
の
各
地

域
が
準
備
す
る
「
Ｄ
Ｃ
特
別
企

画
」
な
ど
の
イ
ベ
ン
ト
が
目
白

押
し
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
福

島
県
内
の
桜
に
つ
い
て
は
、
昨

年
４
月
の
第
23
号
で
「
そ
う
だ
、

桜
を
見
に
福
島
へ
行
こ
う
」
で

詳
し
く
紹
介
し
た
が
、
福
島
は
、

東
北
は
も
と
よ
り
、
全
国
で
も

屈
指
の
桜
の
名
所
の
多
い
地
域

で
あ
る
。

　

福
島
は
ま
た
、
ス
イ
ー
ツ
が

美
味
し
い
土
地
柄
で
も
あ
る
。

特
に
東
北
で
は
山
形
と
並
ん
で

「
果
樹
王
国
」
と
称
さ
れ
る
通

り
、
地
元
で
取
れ
る
豊
富
な
種

類
の
果
物
を
使
っ
た
ス
イ
ー
ツ

が
多
い
。
そ
こ
に
目
を
つ
け
た

Ｊ
Ｒ
東
日
本
は
今
回
の
Ｄ
Ｃ
に

合
わ
せ
て
、
郡
山
か
ら
会
津
若

松
ま
で
「
フ
ル
ー
テ
ィ
ア
ふ
く

し
ま
」
と
い
う
臨
時
列
車
を
運

行
さ
せ
る
。「
走
る
カ
フ
ェ
」

の
コ
ピ
ー
の
通
り
、
車
内
で
は

コ
ー
ヒ
ー
や
フ
ル
ー
ツ
ジ
ュ
ー

ス
と
共
に
、
福
島
県
産
フ
ル
ー

ツ
な
ど
を
使
用
し
た
オ
リ
ジ
ナ

ル
ス
イ
ー
ツ
が
味
わ
え
る
そ
う

で
あ
る
。

充
実
し
た
内
容
の
ガ
イ

ド
ブ
ッ
ク

　

ふ
く
し
ま
Ｄ
Ｃ
の
開
催
に
合

わ
せ
て
、
Ｊ
Ｒ
の
各
駅
な
ど
で

は
ふ
く
し
ま
Ｄ
Ｃ
総
合
ガ
イ
ド

ブ
ッ
ク
が
入
手
で
き
る
。
見
た

目
は
普
通
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の

よ
う
な
の
だ
が
、
そ
の
実
70
ペ

ー
ジ
に
も
及
ぶ
ボ
リ
ュ
ー
ム
の
、

ま
さ
に
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
と
い
う

よ
り
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
と
呼
ぶ
に

相
応
し
い
代
物
で
あ
る
。

　

内
容
も
実
に
充
実
し
て
い
て
、

こ
れ
が
あ
れ
ば
普
通
の
観
光
ガ

イ
ド
ブ
ッ
ク
は
い
ら
な
い
の
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
く
ら
い
、

福
島
県
内
各
地
の
観
光
物
産
に

つ
い
て
詳
し
く
紹
介
さ
れ
て
い

る
。
し
か
も
、
定
番
の
も
の
を

通
り
一
遍
に
紹
介
す
る
だ
け
に

と
ど
ま
ら
な
い
。、

　

例
え
ば
会
津
の
ま
ん
じ
ゅ
う

の
天
ぷ
ら
や
喜
多
方
の
ラ
ー
メ

ン
バ
ー
ガ
ー
、
福
島
の
イ
カ
人

参
と
い
っ
た
あ
ま
り
知
ら
れ
て

い
な
い
ご
当
地
グ
ル
メ
や
、
船

引
の
お
人
形
様
の
よ
う
な
独
自

の
風
習
、
奥
州
藤
原
氏
と
源
氏

と
の
最
大
の
激
戦
地
と
な
っ
た

阿
津
賀
志
山
防
塁
の
よ
う
な
歴

史
上
の
遺
構
、
相
馬
の
百
尺
観

音
の
よ
う
な
地
元
以
外
に
は
知

ら
れ
て
い
な
い
文
化
財
な
ど
、

あ
る
意
味
マ
ニ
ア
ッ
ク
な
ニ
ー

ズ
に
ま
で
対
応
で
き
そ
う
な
レ

ベ
ル
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

　

ち
な
み
に
、
こ
の
ガ
イ
ド
ブ

ッ
ク
、
ふ
く
し
ま
Ｄ
Ｃ
の
サ
イ

ト
で
も
電
子
ブ
ッ
ク
と
し
て
閲

覧
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る

（http://dc-fukushim
a.jp/

yakudati/dow
nload.htm

l

）。

ま
た
、
総
合
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
だ

け
で
な
く
、
中
通
り
エ
リ
ア
ガ

イ
ド
ブ
ッ
ク
、
会
津
エ
リ
ア
ガ

イ
ド
ブ
ッ
ク
、
い
わ
き
エ
リ
ア

ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
、
相
双
エ
リ
ア

ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
な
ど
も
Ｐ
Ｄ
Ｆ

デ
ー
タ
と
し
て
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
に
載
っ
て

い
な
い
穴
場
的
ス
ポ
ッ
ト

　

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
詳
細
な

ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
を
作
ら
れ
て
し

ま
う
と
、
私
の
出
る
幕
な
ど
な

い
、
…
の
だ
が
、
ガ
イ
ド
ブ
ッ

ク
に
載
っ
て
い
る
以
外
に
も
ま

だ
、
私
の
知
っ
て
い
る
穴
場
的

な
ス
ポ
ッ
ト
が
あ
る
の
で
、
以

下
紹
介
し
て
い
き
た
い
。

・
医
王
寺

　

福
島
市
の
飯
坂
温
泉
に
向
か

う
途
中
に
あ
る
奥
州
藤
原
氏
を

支
え
た
信
夫
佐
藤
氏
の
菩
提
寺
。

源
義
経
に
付
き
従
っ
て
戦
死
し

た
佐
藤
継
信
・
忠
信
兄
弟
の
墓

碑
も
あ
る
。
瑠
璃
光
殿
と
い
う

宝
物
殿
に
は
佐
藤
氏
ゆ
か
り
の

品
々
が
展
示
さ
れ
て
い
る
が
、

義
経
一
行
に
関
わ
る
も
の
も
数

多
い
。

　

佐
藤
兄
弟
追
善
法
会
の
時
書

か
れ
た
弁
慶
筆
の
下
馬
札
、
佐

藤
兄
弟
が
旗
竿
に
用
い
た
二
股

の
竹
、
佐
藤
継
信
・
忠
信
所
用

の
鐙
、
佐
藤
継
信
所
用
の
鞍
、

芭
蕉
の
句
に
も
詠
ま
れ
て
知
ら

れ
て
い
る
弁
慶
所
用
の
笈
、
旗

揚
げ
の
折
り
に
佐
藤
基
治
と
別

れ
る
に
臨
み
形
見
に
与
え
た
と

い
う
義
経
が
着
用
し
た
直
垂
の

断
片
、
佐
藤
兄
弟
の
追
悼
の
た

め
書
い
た
と
い
う
弁
慶
筆
の
紺

紙
金
泥
大
般
若
経
、
屋
島
の
合

戦
に
お
い
て
自
分
の
身
代
わ
り

と
な
っ
た
継
信
か
ら
義
経
自
ら

抜
き
取
り
「
恨
の
矢
の
根
」
と

名
付
け
て
基
治
に
贈
っ
た
と
い

う
能
登
守
教
経
所
用
の
矢
の
根
、

義
経
書
状
な
ど
、
義
経
一
行
に

関
わ
る
遺
品
は
平
泉
よ
り
も
は

る
か
に
多
い
の
で
は
な
い
か
と

思
う
。
戦
前
ま
で
は
義
経
の
太

刀
も
所
蔵
さ
れ
て
い
た
そ
う
で

あ
る
。

　

近
く
に
は
、
信
夫
佐
藤
氏
の

居
城
と
伝
わ
る
大
鳥
城
跡
が
公

園
と
し
て
整
備
さ
れ
て
お
り
、

こ
ち
ら
も
見
晴
ら
し
の
よ
い
オ

ス
ス
メ
ス
ポ
ッ
ト
で
あ
る
。

・
霊
山

　

中
通
り
の
福
島
市
か
ら
浜
通

り
の
相
馬
市
に
向
か
う
国
道
115

号
線
沿
い
に
あ
る
標
高
825
ｍ
の

山
。
直
立
す
る
柱
状
節
理
が
印

象
的
な
岩
山
で
あ
る
。
あ
ま
り

知
ら
れ
て
い
な
い
が
、
南
北
朝

動
乱
期
の
一
時
期
、
多
賀
城
の

陸
奥
国
府
が
、
南
朝
方
の
鎮
守

大
将
軍
北
畠
顕
家
に
よ
っ
て
、

攻
め
る
に
難
く
守
る
に
易
い
こ

の
霊
山
山
頂
に
移
さ
れ
た
こ
と

が
あ
っ
た
。
切
り
立
っ
た
絶
壁

を
下
か
ら
見
上
げ
る
と
、
こ
こ

を
攻
め
な
け
れ
ば
い
け
な
く
な

っ
た
北
朝
方
は
さ
ぞ
や
難
儀
し

た
の
で
は
な
い
か
と
実
感
す
る
。

　

現
在
は
遊
歩
道
が
整
備
さ
れ
、

そ
の
よ
う
な
見
か
け
と
は
裏
腹

に
、
登
り
や
す
い
山
と
な
っ
て

い
る
。
頂
上
か
ら
の
見
晴
ら
し

も
よ
く
、
ま
た
秋
の
紅
葉
の
名

所
と
し
て
も
地
元
で
は
よ
く
知

ら
れ
て
い
る
。

・
日
山
・
麓
山

　

こ
れ
ま
た
あ
ま
り
知
ら
れ
て

い
な
い
が
、
富
士
山
が
見
え
る

北
限
の
地
は
福
島
県
で
あ
る
。

現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
、
二
本
松

市
に
あ
る
富
士
山
か
ら
２
９
９

㎞
離
れ
た
標
高
１
０
５
７
ｍ
の

日
山
、
２
９
８
㎞
離
れ
た
標
高

８
９
７
ｍ
の
麓
山
（
羽
山
と

も
）
が
、
富
士
山
を
遠
望
で
き

る
北
限
の
地
と
さ
れ
て
い
る
。

ち
な
み
に
、
２
つ
の
山
を
挙
げ

た
理
由
は
、
富
士
山
か
ら
の
距

離
と
い
う
点
で
は
日
山
の
方
が

麓
山
よ
り
も
１
㎞
離
れ
て
い
る

が
、
緯
度
は
麓
山
の
方
が
日
山

よ
り
も
高
く
（
つ
ま
り
よ
り

北
）、
甲
乙
が
付
け
に
く
い
か

ら
で
あ
る
。

　

な
お
、
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン

上
は
、
川
俣
町
と
飯
舘
村
の
間

に
あ
り
、
富
士
山
か
ら
３
０
８

㎞
離
れ
た
標
高
９
１
８
ｍ
の
花

塚
山
が
本
当
の
北
限
で
あ
る
よ

う
だ
が
、
今
の
と
こ
ろ
花
塚
山

か
ら
の
富
士
山
の
撮
影
に
は
成

功
し
て
い
な
い
。

・
Ｕ
Ｆ
Ｏ
の
里

　

福
島
市
の
南
西
部
、
飯
野
町

地
区
は
地
元
で
は
「
Ｕ
Ｆ
Ｏ

の
里
」
と
し
て
知
ら
れ
て
い

る
。
地
区
の
北
部
に
あ
る
標
高

４
６
２
ｍ
の
千
貫
森
周
辺
で
は
、

古
く
か
ら
発
光
物
体
の
目
撃
例

が
多
数
あ
る
そ
う
で
、
地
区
に

あ
る
Ｕ
Ｆ
Ｏ
ふ
れ
あ
い
館
で
は

Ｕ
Ｆ
Ｏ
に
関
す
る
資
料
の
展
示

や
３
D
シ
ア
タ
ー
で
の
映
像
の

上
映
が
行
わ
れ
て
い
る
。
Ｕ
Ｆ

Ｏ
と
は
何
の
関
係
も
な
い
が
、

展
望
風
呂
や
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
も

あ
る
。
ま
た
、
隣
接
す
る
Ｕ
Ｆ

Ｏ
物
産
館
で
は
地
元
の
物
産
品
、

民
芸
品
の
他
に
宇
宙
や
Ｕ
Ｆ
Ｏ

に
か
か
わ
る
グ
ッ
ズ
な
ど
も
販

売
さ
れ
て
い
る
。
物
産
館
と
同

じ
建
物
の
パ
ノ
ラ
マ
食
堂
で
は
、

Ｕ
Ｆ
Ｏ
と
は
何
の
関
係
も
な
い

が
、「
ダ
ブ
ル
地
鶏
ラ
ー
メ
ン
」

と
「
飛
び
魚
ラ
ー
メ
ン
」
が
人

気
で
あ
る
。

　

Ｕ
Ｆ
Ｏ
の
里
の
サ
イ
ト

（http://ufonosato.com
/

）

に
は
「
Ｕ
Ｆ
Ｏ
カ
メ
ラ
」
と
い

う
ラ
イ
ブ
カ
メ
ラ
も
あ
り
、
居

な
が
ら
に
し
て
Ｕ
Ｆ
Ｏ
探
索
が

で
き
る
。

・
妖
精
美
術
館

　

会
津
の
金
山
町
の
沼
沢
湖
の

ほ
と
り
に
は
、
妖
精
を
テ
ー
マ

に
し
た
珍
し
い
美
術
館
が
あ
る
。

こ
こ
に
は
世
界
中
の
妖
精
に
関

す
る
絵
画
、
絵
本
、
文
学
資
料
、

人
形
、
妖
精
を
と
り
入
れ
た
小

道
具
な
ど
が
た
く
さ
ん
揃
っ
て

い
る
。
た
だ
し
、
雪
が
深
い
冬

季
は
休
館
し
て
お
り
、
今
年
の

オ
ー
プ
ン
は
４
月
28
日
の
予
定

で
あ
る
。

・
地
ビ
ー
ル

　

ふ
く
し
ま
Ｄ
Ｃ
総
合
ガ
イ
ド

ブ
ッ
ク
で
は
、
福
島
県
内
の
地

酒
に
つ
い
て
は
紹
介
さ
れ
て
い

る
も
の
の
、
地
ビ
ー
ル
に
つ
い

て
紹
介
さ
れ
て
い
な
い
の
が
残

念
で
あ
る
。
福
島
県
内
の
地
ビ

ー
ル
に
つ
い
て
は
以
前
「
東
北

地
ビ
ー
ル
紀
行
」
の
中
で
紹
介

し
た
が
、
福
島
市
の
「
み
ち

の
く
福
島
路
ビ
ー
ル
」、
猪
苗

代
町
の
「
猪
苗
代
地
ビ
ー
ル
」、

二
本
松
市
の
「
な
な
く
さ
ビ
ー

ヤ
」が
あ
る
。み
ち
の
く
福
島
路

ビ
ー
ル
と
猪
苗
代
地
ビ
ー
ル
に

は
直
営
の
レ
ス
ト
ラ
ン
も
あ
る

の
で
、
出
来
立
て
の
地
ビ
ー
ル

を
樽
生
で
飲
む
こ
と
が
で
き
る
。

・
名
誉
猫
駅
長
「
ば
す
」

　

会
津
鉄
道
の
芦
ノ
牧
温
泉

駅
に
は
猫
の
名
誉
駅
長
が
い

る
。
元
は
近
所
の
子
供
達
が

拾
っ
て
き
た
野
良
猫
だ
っ
た
が
、

そ
れ
以
来
芦
ノ
牧
温
泉
駅
に
住

み
、
２
０
０
８
年
に
名
誉
駅
長

に
任
命
さ
れ
、
乗
降
客
の
見
送

り
、
出
迎
え
、
駅
構
内
外
の
巡

回
な
ど
に
活
躍
中
で
あ
る
。

　

昨
年
に
は
子
猫
の
「
ら
ぶ
」

が
見
習
い
駅
員
と
し
て
就
任
、

修
行
中
で
あ
る
。

福
島
滞
在
に
補
助

　

以
上
、
ふ
く
し
ま
Ｄ
Ｃ
総

合
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
に
は
載
っ

て
い
な
い
、
私
の
知
っ
て
い

る
福
島
県
の
穴
場
ス
ポ
ッ
ト
に

つ
い
て
紹
介
し
て
み
た
。
震
災

に
よ
っ
て
、
東
北
を
訪
れ
る
観

光
客
数
は
減
少
し
た
。
福
島
県

で
は
震
災
の
あ
っ
た
２
０
１
１

年
は
前
年
比
で
６
１
・
６
％
の

３
５
２
１
万
人
に
ま
で
観
光
入

込
客
数
が
減
少
し
た
。
そ
の
後

２
０
１
２
年
に
４
４
４
６
万
人
、

２
０
１
３
年
に
は
４
８
３
１
万

人
と
観
光
入
込
客
数
は
着
実
に

回
復
し
て
き
て
い
る
。

　

福
島
県
は
、
観
光
入
込
客
数

の
一
層
の
回
復
を
図
る
た
め

に
、
今
回
の
ふ
く
し
ま
Ｄ
Ｃ
に

合
わ
せ
て
、
宿
泊
代
の
一
部
を

補
助
す
る
「
福
が
満
開
、
福
の

し
ま
。」
旅
行
券
事
業
を
始
め

る
こ
と
に
し
て
い
る
。
福
島
県

内
に
滞
在
す
る
観
光
客
を
対
象

に
、
ホ
テ
ル
や
旅
館
で
使
用
で

き
る
１
万
円
分
の
宿
泊
ク
ー
ポ

ン
券
を
、
宿
泊
予
約
サ
イ
ト
や

コ
ン
ビ
ニ
端
末
を
通
じ
て
半
額

の
５
０
０
０
円
で
購
入
で
き
る

の
で
、
５
０
０
０
円
分
お
得
な

わ
け
で
あ
る
。
事
業
開
始
は
ど

う
や
ら
ふ
く
し
ま
Ｄ
Ｃ
の
最
後

の
月
で
あ
る
６
月
か
ら
に
な
り

そ
う
だ
が
、
福
島
を
訪
れ
る
際

に
活
用
し
て
み
て
は
ど
う
だ
ろ

う
か
。

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

ふ
く
し
ま

　
　
デ
ス
テ
ィ
ネ
ー
シ
ョ
ン

　
　
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
が
開
幕
！

「私が訪れた時ばす名誉

駅長はお疲れでお昼寝中

だった」
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己
が
一
族
、
平
泉
藤
原
家
が

阿あ

つ

か

し

津
賀
志
山
に
張
っ
た
、
蝦え

み
し夷

の
国
と
内
裏
の
国
の
「
境
界

線
」。
そ
れ
と
、
ト
ヨ
の
存
在

が
、
ど
う
関
連
す
る
と
い
う
の

か
。
そ
れ
に
つ
い
て
、
何
故
遠

い
七
百
年
も
の
未
来
の
人
間
で

あ
る
石
川
善
助
が
、
知
っ
て
い

る
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。

「
石
川
殿
・
・
も
し
や
、
ト
ヨ

殿
に
会
わ
れ
ま
し
た
か
。」

　

善
助
は
笑
み
を
漏
ら
し
、
頷

く
。

「
伊い

勢せ

堂ど
う

山さ
ん

だ
。
君
が
来
た
時

に
隠
れ
潜
ん
だ
、
台

だ
い
の
は
ら原

の
近
く

で
さ
。
昨
年
、
そ
こ
で
林
間
学

校
が
あ
っ
た
。
彼
女
は
、
そ
こ

の
師
範
で
あ
っ
た
の
だ
さ
。」

「
り
ん
か
ん
・
・
・
が
っ
こ
？
」

「
街
の
子
供
ら
が
、
山
や
川
で

学
ぶ
と
い
う
新
し
い
企
画
で
ね
。

だ
が
宮
澤
さ
ん
・
・
賢
治
さ
ん

は
独
自
に
、
既
に
始
め
て
お
ら

れ
た
が
ね
。」

　

善
助
は
話
し
な
が
ら
、
不
自

由
な
片
足
を
杖
も
突
か
ず
、
最

大
限
に
活
動
さ
せ
な
が
ら
忠
衡

が
登
っ
て
来
た
山
道
へ
進
ん
で

い
く
。

「
今
夜
は
暖
か
い
な
・
・
こ
ち

ら
は
秋
だ
か
ら
、
当
然
か
。
三

郎
さ
ん
、
山
を
降
り
ら
れ
る
か
。

宿
は
い
い
の
で
、
野
営
の
備
え

な
ど
お
借
り
で
き
な
い
か
ね
。」

「
野
営
で
す
と
。」

　

善
助
は
、
ど
ん
ど
ん
降
り
て

い
く
。
興
奮
し
て
い
る
せ
い
か
、

口
か
ら
は
止
む
事
な
く
、
明
る

い
声
が
飛
び
出
し
続
け
て
い
た
。

「
お
お
、
こ
こ
か
ら
仙
臺
は
よ

く
見
え
る
・
・
昔
も
今
も
同
じ

だ
な
。
何
と
い
う
、
原
野
だ
。

こ
こ
に
か
の
街
を
現
出
さ
せ
る

と
は
、
何
と
い
う
力
か
！
文
明

か
！
」

　

向
山
の
麓
、
広
瀬
川
向
か
い

の
暗
い
草
原
が
、
月
明
か
り
で

淡
く
照
ら
し
出
さ
れ
て
い
た
。

「
な
ぜ
・
・
そ
の
女
人
が
ト
ヨ

殿
と
わ
か
っ
た
の
で
す
か
。」

　

忠
衡
が
、
話
を
戻
す
。

「
あ
あ
・
・
幼
い
頃
に
、
見
た

事
の
あ
る
顔
だ
と
思
っ
た
。
そ

れ
で
ピ
ン
と
き
て
、
わ
か
っ
た

ん
だ
。」

「
何
で
す
と
！
？
」

　

そ
の
時
、
善
助
が
大
き
く
転

倒
し
て
忠
衡
を
慌
て
さ
せ
た
。

し
か
し
た
ち
ま
ち
起
き
上
が
り
、

何
事
も
な
い
よ
う
に
背
筋
を
伸

ば
し
て
今
一
度
、
眼
下
の
原
野

を
眺
め
渡
す
の
だ
っ
た
。

「
伊
勢
堂
山
の
あ
る
あ
の
西
北

の
丘
陵
か
ら
、
こ
の
愛
宕
の
向

山
を
結
ぶ
線
が
、
僕
ら
が
馬
で

駆
け
た
国
分
町
通
り
。
仙
臺
の

背
骨
と
も
言
え
る
、
僕
が
生
ま

れ
育
っ
た
奥
州
大
街
道
な
の
だ

さ
・
・
お
お
っ
と
、
三
郎
さ
ん
、

あ
れ
を
ご
覧
け
さ
い
！
」

　

北
西
寄
り
の
方
向
を
指
し
て

い
た
善
助
の
指
が
、
扇
形
に
右

に
動
い
て
北
東
に
直
る
。

「
あ
す
こ
に
灯
り
の
群
れ
が
見

え
な
い
か
。
仙
臺
駅
の
近
く
に

当
た
る
な
・
・
お
そ
ら
く
、
汽

車
だ
よ
。
時
空
間
を
越
え
て
き

た
。
三
郎
さ
ん
の
張
っ
た
、
結

界
の
壁
に
乗
っ
て
い
る
。」

　

忠
衡
は
溜
息
を
つ
き
、
首
を

小
さ
く
振
っ
た
。
相
変
わ
ら
ず

の
調
子
だ
、
こ
の
人
は
・
・
。

芝
居
が
か
っ
た
言
葉
、
そ
の
不

思
議
な
気
迫
に
い
つ
し
か
圧
倒

さ
れ
乗
せ
ら
れ
て
し
ま
う
。

　

あ
の
時
も
そ
う
だ
っ
た
。
今

か
ら
八
年
前
、
元
服
し
た
ば
か

り
の
自
分
が
、
青
葉
山
で
突
如

「
神
隠
し
」
に
あ
っ
た
時
・
・
・
。

　

十
五
歳
の
忠
衡
が
、
馬
で
単

身
宮
城
野
を
南
下
し
駆
け
て
い

た
の
は
、
西
国
源
氏
の
御
曹

司
・
九
郎
義
経
の
一
行
を
追
っ

て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

　

義
経
は
、
忠
衡
が
七
歳
の
頃

か
ら
仇
敵
平
家
の
監
視
を
逃
れ

て
平
泉
に
身
を
寄
せ
、
少
年
忠

衡
は
才
気
溢
れ
る
武
人
義
経
を

兄
の
よ
う
に
慕
っ
て
育
っ
た
。

し
か
し
八
年
後
、
義
経
の
兄
・

頼
朝
が
平
家
打
倒
を
掲
げ
て
伊

豆
に
て
挙
兵
、
弟
は
呼
応
し
て

平
泉
を
発
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

義
経
は
そ
の
身
を
預
か
っ
て
き

た
平
泉
の
主
・
秀
衡
の
許
可
を

得
て
発
っ
た
訳
で
は
な
く
、
忠

衡
の
追
跡
行
も
ま
た
父
に
無
断

の
行
動
で
あ
っ
た
。
忠
衡
に
は

義
経
を
平
泉
へ
連
れ
戻
す
気
は

な
く
、
彼
に
従
い
平
家
打
倒
を

助
け
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
が
そ
の
途
上
の
夕
暮

れ
時
、
宮
城
野
の
原
野
に
至
っ

た
忠
衡
は
、
青
葉
山
方
面
よ
り

押
し
寄
せ
た
霧
に
包
ま
れ
、
気

が
つ
く
と
見
た
事
も
な
い
不
思

議
な
景
色
を
も
つ
都
市
の
中
に

立
っ
て
い
た
・
・
そ
れ
が
、
遥

か
未
来
、
大
正
と
い
う
時
代
に

そ
の
地
に
存
在
す
る
と
い
う
町
、

仙
臺
だ
っ
た
。
彼
は
、
突
如

七
百
年
も
の
時
間
を
未
来
へ
向

け
跳
躍
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ

る
。

　

忠
衡
は
、
そ
の
幻
惑
の
都
市

の
大
き
な
十
字
路
の
中
に
、
馬

上
に
跨
っ
た
ま
ま
呆
然
と
し
て

い
た
。
右
に
見
た
事
も
な
い
異

国
風
の
塔
が
天
高
く
聳
え
、
左

の
豪
奢
な
建
築
は
瓦
屋
根
の
頂

き
に
龍
の
彫
刻
が
踊
っ
て
い
る
。

夜
明
け
前
な
の
か
、
ひ
と
気
の

な
い
時
間
帯
ら
し
く
、
朝
の
散

歩
中
ら
し
き
青
年
が
一
人
、
こ

ち
ら
を
興
味
深
げ
に
見
上
げ
て

い
る
。
そ
れ
が
石
川
善
助
だ
っ

た
。

　

こ
こ
は
ど
こ
か
？
仙
臺
だ
。

君
は
ど
こ
の
も
ん
だ
、
平
泉
の

泉
三
郎
だ
・
・
と
し
ば
し
必
然

的
な
問
答
の
果
て
、
善
助
が
言

う
。
こ
こ
は
ま
ず
い
な
、
ど
こ

か
郊
外
へ
隠
れ
ま
し
ょ
う
。
そ

う
で
す
な
、
北
が
よ
ご
ざ
ん
し

ょ
う
・
・
。
不
自
由
な
片
足
を

も
の
と
も
せ
ず
、
勝
手
に
忠
衡

の
背
後
へ
飛
び
乗
る
と
、
国
分

町
通
り
と
い
う
直
線
の
道
を
カ

ッ
ポ
カ
ッ
ポ
と
二
人
乗
り
で
北

上
す
る
。

　

何
人
か
起
き
出
し
て
き
た
町

の
人
ら
に
驚
か
れ
る
も
、
何
と

か
北
山
へ
至
る
。
瓦
を
焼
く
工

場
が
多
い
ら
し
く
暗
い
う
ち

か
ら
煙
の
香
り
が
し
て
い
た
。

七
百
年
前
か
ら
、
確
か
に
こ
の

地
は
瓦
の
産
地
で
あ
り
、
忠
衡

は
間
違
い
な
く
こ
こ
が
国
分
ヶ

原
で
あ
る
と
確
信
し
た
。
青
葉

と
い
う
名
の
境
内
に
馬
を
繋
ぐ

と
、
そ
こ
で
善
助
は
話
し
始
め

た
。

　

こ
の
境
内
が
、
こ
の
都
を
作

っ
た
男
を
神
と
し
て
祀
っ
て
い

る
事
。
青
葉
山
に
は
、
そ
の
男

が
作
っ
た
城
の
跡
が
あ
る
事
。

平
泉
は
、
七
百
年
も
昔
に
滅
び

て
寒
村
と
化
し
て
い
る
事
・
・
。

　

忠
衡
は
何
を
話
す
べ
き
か
、

迷
っ
た
。
何
も
か
も
変
貌
し
て

し
ま
っ
た
こ
の
世
界
で
、
一
体

何
を
為
せ
と
い
う
の
か
。
そ
も

そ
も
、
な
ぜ
自
分
は
こ
こ
へ
来

た
の
か
。
何
者
か
が
仕
向
け
た
、

性た

ち質
の
悪
い
魔
術
な
の
か
。

　

実
は
元
服
の
際
、
初
め
て
忠

衡
は
、
父
秀
衡
か
ら
自
分
が
熊

野
の
大
天
狗
よ
り
授
か
っ
た
特

別
の
生
命
で
あ
る
事
を
明
か
さ

れ
た
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、

幼
い
時
分
よ
り
そ
れ
と
な
く
、

お
前
は
鬼
っ
子
さ
、
そ
こ
ら
の

子
ら
と
は
訳
が
違
う
、
と
仄
め

か
し
て
い
た
者
が
い
た
・
・
そ

れ
こ
そ
、
育
て
役
の
不
思
議
な

老
婆
、
ト
ヨ
に
他
な
ら
な
か
っ

た
。

　

そ
う
だ
・
・
ト
ヨ
だ
。
あ
の

奇
妙
な
婆
様
、
自
分
は
死
ぬ
と 

十
三
歳
の
お
ぼ
こ
に
還
っ
て
、

何
も
か
も
忘
れ
て
甦
る
の
だ
、

そ
う
や
っ
て
幾
百
年
、
も
し

く
は
千
年
以
上
こ
の
世
に
存
在

し
て
き
た
の
だ
、
な
ど
と
語
っ

て
い
た
。
な
ら
ば
・
・
あ
の
話

が
本
当
な
ら
ば
、
ト
ヨ
は
こ
の

未
来
世
界
に
も
存
在
す
る
は
ず
。

い
や
・
・
大
天
狗
に
、
ト
ヨ
。

今
回
の
件
に
こ
の
奇
怪
な
面
々

が
絡
ん
で
い
る
可
能
性
は
高
い
、

と
も
思
わ
れ
た
。

　

躊
躇
わ
れ
た
が
、
こ
の
石
川

善
助
な
る
男
に
ト
ヨ
の
話
を
す

る
。
善
助
は
当
然
な
が
ら
驚
愕

の
色
に
面
を
染
め
た
が
、
ト
ヨ

の
名
を
、
ど
う
い
う
訳
か
し
き

り
に
繰
り
返
し
呟
く
の
だ
。

「
も
し
や
、
心
当
た
り
が
？
」

「
い
や
、
い
や
。
ま
さ
か
、
で

が
ん
す
。
人
が
出
て
き
た
、
森

へ
移
っ
た
方
が
い
い
や
も
。」

　

は
ぐ
ら
か
さ
れ
た
。
こ
の
男
、

何
か
知
っ
て
い
る
の
か
。

　

台
原
と
い
う
高
台
の
森
で
、

忠
衡
は
平
泉
滅
亡
の
詳
細
を
善

助
か
ら
聞
き
出
そ
う
と
し
た
が
、

そ
れ
は
お
知
り
に
な
ら
ぬ
方
が

よ
い
の
で
は
、
と
や
ん
わ
り
拒

絶
さ
れ
る
の
だ
っ
た
。

　

そ
の
後
忠
衡
は
善
助
か
ら
こ

の
時
代
の
着
物
を
借
り
て
、
馬

は
荷
馬
車
を
引
く
町
の
運
送
業

者
へ
預
け
、
自
分
は
市
民
の
顔

を
し
て
街
へ
繰
り
出
し
た
。
砂

金
を
懐
に
持
っ
て
い
た
の
で

宿
に
も
不
自
由
し
な
い
の
だ

が
、
善
助
は
自
ら
の
家
に
彼
を

泊
め
、
仕
事
を
休
ん
で
ま
で
側

を
離
れ
ず
し
つ
こ
く
付
い
て
回

る
。
鉄
道
に
驚
き
、
自
動
車
に

驚
き
、
自
転
車
に
驚
き
、
ガ
ス

灯
に
、
活
動
写
真
に
、
珈
琲
に
、

電
話
に
、
そ
し
て
女
た
ち
の
姿

に
驚
く
う
ち
に
時
は
過
ぎ
る
が
、

図
書
館
な
る
荘
厳
な
施
設
に
興

味
を
示
す
も
、
善
助
は
そ
こ
に

は
ど
う
し
て
も
行
か
せ
な
い
の

だ
。
こ
の
時
代
の
文
字
が
い
か

に
読
み
難
く
と
も
、
平
泉
の
事

は
解
っ
て
し
ま
う
と
判
断
し
た

の
だ
ろ
う
。

　

あ
る
日
、
忠
衡
は
善
助
の
前

か
ら
姿
を
消
し
、
独
り
図
書
館

へ
の
潜
入
を
図
っ
た
が
、
善
助

は
門
の
前
で
執
念
深
く
待
ち
構

え
て
い
た
。
彼
は
言
っ
た
。

「
ど
う
し
て
も
、
知
り
た
い
か
。

平
泉
の
、
最
期
に
つ
い
て
！
」

　
　
　
　
　

＊

　

眠
り
続
け
る
嘗
て
ヤ
エ
ト
だ

っ
た
身
体
を
今こ

ん

純
じ
ゅ
ん

三ぞ
う

に
託
し

て
、
芭
蕉
ら
は
青
葉
山
の
奥
へ

分
け
入
っ
て
い
っ
た
。
と
い
っ

て
も
傾
斜
は
ま
だ
緩
く
、
山
岳

の
ま
だ
手
前
の
よ
う
で
あ
る
。

「
追お

い

廻ま
わ
しで

し
ょ
う
か
・
・
沼
が

あ
り
ま
す
。
こ
こ
を
上
が
っ
た

所
が
、三
の
丸
だ
っ
た
か
と
。」

　

芭
蕉
の
声
を
聞
き
つ
つ
、
賢

治
は
林
の
中
を
見
回
す
。

「
地
理
的
に
は
畑
な
ど
あ
っ
て

も
い
い
所
で
す
が
・
・
な
い
と

す
る
と
二
の
丸
が
で
き
る
、
山

の
北
側
で
し
ょ
う
か
。
こ
こ
で

一
旦
の
、
お
別
れ
・
・
・
・
」

　

そ
こ
で
一
同
、
凍
り
つ
い
た
。

賢
治
の
発
し
た
言
葉
の
後
ろ
が

突
然
、
聞
い
た
事
も
な
い
言
語

に
変
わ
っ
た
の
で
あ
る
。

「
○
▲
◇
♂
×
〒
⇔
＋
≒
！
」

「
●
∵
■
♀
‐
＄
%
＠
￡
？
」

　

互
い
が
互
い
、
全
く
理
解
不

能
な
言
葉
に
聞
こ
え
、
意
思
疎

通
が
で
き
な
い
。

「
エ
ス
タ
ス
・
ウ
ル
ガ
・
・
」

　

そ
の
時
、
賢
治
が
発
し
た
一

言
に
、
喜
善
が
反
応
し
て
自
ら

も
た
ど
た
ど
し
く
怪
し
げ
な
言

葉
を
発
す
る
。

「
チ
ュ　

ヴ
ィ　

ポ
ー
ヴ
ァ
ス

　

パ
ロ
ー
リ
・
・
ラ　

エ
ス
ペ

ラ
ン
タ
」

「
・
・
た
ま
げ
だ
ご
ん
だ
。」

　

壇
老
人
が
呟
い
て
、
最
初
の

罠
が
解
け
た
事
が
わ
か
っ
た
。

「
今
の
は
、
も
し
や
。」

「
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
で
す
・
・
」

「
そ
う
で
す
。
喜
善
さ
ん
、
ご

存
知
で
し
た
か
、流
石
で
す
。」

「
し
か
し
、
な
ぜ
解
け
た
の
で

し
ょ
う
。」

「
お
そ
ら
く
、
こ
の
時
代
に
は

存
在
し
な
い
言
語
だ
か
ら
で
し

ょ
う
・
・
世
界
共
通
語
と
し
て
、

考
案
さ
れ
た
新
造
言
語
で
す
か

ら
。」

「
世
界
共
通
語
・
・
で
す
か
。

壮
大
な
夢
で
ご
ざ
る
な
。」

　

芭
蕉
が
し
み
じ
み
と
言
っ
た
。

「
か
の
、
ア
ル
バ
の
古
老
が
言

っ
て
お
っ
た
・
・
我
ら
の
話
す

ガ
エ
リ
ッ
ク
こ
そ
、
古
代
バ
ベ

ル
の
塔
で
分
離
さ
れ
た
、
幾
百

の
言
語
を
再
び
つ
な
ぎ
合
わ
せ

た
、至
高
の
結
晶
な
の
だ
と
。」

　

喜
善
が
目
を
剥
く
。

「
バ
ベ
ル
の
塔
・
・
で
す
と
。

ガ
エ
リ
ッ
ク
と
は
、
一
体
。」

「
貴
殿
方
の
時
代
で
い
う
ス
コ

ッ
ト
ラ
ン
ド
の
、
古
き
言
語
で

す
。
拙
僧
の
身
に
降
り
か
か
っ

た
、
今
に
至
る
永
き
旅
の
宿
命
、

そ
の
始
ま
り
の
地
、
そ
れ
が
ア

ル
バ
な
の
で
す
。」

　

賢
治
が
、
言
い
添
え
る
。

「
地
球
の
裏
側
ま
で
・
・
跳
躍

さ
れ
た
の
で
す
よ
ね
。」

「
宮
澤
殿
の
お
話
に
も
あ
り
ま

し
た
ろ
う
・
・
合
成
さ
れ
た
黒

曜
石
を
用
い
て
の
、
時
空
間
を

超
越
す
る
旅
。
拙
僧
は
・
・
遥

か
、
遥
か
昔
の
、
津
軽
の
た
だ

の
山
男
で
す
。
己
が
生
ま
れ
落

ち
た
時
代
の
寒
き
、
荒
き
故
地

へ
還
り
た
い
だ
け
の
、
凡
庸
な

る
一
人
の
蝦
夷
な
の
で
す
。」

　

話
し
な
が
ら
、
芭
蕉
は
賢
治
、

喜
善
の
元
か
ら
離
れ
て
い
く
。

「
早
く
も
、
大
天
狗
に
目
を
つ

け
ら
れ
ま
し
た
な
・
・
何
卒
お

気
を
抜
か
れ
ず
に
。」

　

怪
僧
の
姿
は
、
た
ち
ま
ち
の

う
ち
に
夜
霧
に
紛
れ
、
沼
の
向

こ
う
に
消
え
て
い
く
。

「
ひ
っ
ひ
っ
・
・
ヂ
ー
ス
・
レ

ヴ
ィ
ー
ド
、
お
二
人
さ
ん
！
」

　

エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
で
別
れ
を
告

げ
ら
れ
驚
く
賢
治
と
喜
善
を
残

し
、
壇
老
人
は
芭
蕉
の
後
を
小

走
り
に
追
っ
て
い
っ
た
。

―
次
回
予
告
―

次
回
今
純
三
、
森
の
中
に
い
る

は
ず
の
な
い
、「
あ
の
二
人
」

の
姿
を
見
る
・
・
ち
な
み
に
善

助
、
忠
衡
の
行
っ
た
台
原
に
、

作
者
は
八
年
も
住
ん
で
い
る
の

だ
っ
た
―（
そ
れ
が
ど
ー
し
た
）

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

泉少年の神隠し

第二十三話
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シリーズ 遠野の自然

「遠野の清明」

遠野 1000 景より

マンサク

ハシバミ

ユキワリソウ

雪とフクジュソウ 雪解け水

アズマイチゲ 除雪

清
明
（
せ
い
め
い
）

　
清
明
と
い
っ
て
も
安
倍
晴
明

の
こ
と
で
は
な
い
。
文
字
も
違

う
。
こ
れ
は
二
十
四
節
の
五
番

目
、
今
年
で
い
え
ば
四
月
五
日

か
ら
四
月
二
十
日
あ
た
り
ま
で

の
時
節
を
指
す
。

　
万
物
が
す
が
す
が
し
く
明
る

く
美
し
い
こ
ろ
と
い
う
意
味
で

あ
り
、
こ
の
時
期
に
は
様
々
な

花
が
咲
き
乱
れ
、
お
花
見
シ
ー

ズ
ン
に
も
な
る
。

　
お
花
見
と
い
え
ば
、
今
年
の

東
京
圏
の
桜
の
開
花
は
予
想
以

上
に
早
か
っ
た
。
三
月
下
旬
に

開
花
し
て
、
末
頃
に
は
満
開
と

な
っ
た
。
四
月
に
入
り
桜
は
散

り
始
め
た
。
葉
桜
状
態
に
な
っ

た
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
。

　
こ
の
号
が
発
行
さ
れ
る
時
期

に
は
、
桜
の
花
は
跡
形
も
な
く

消
え
て
い
る
だ
ろ
う
。

雪
の
な
か
の
開
花

　
こ
の
新
聞
発
行
時
に
は
遠
野

で
も
桜
が
咲
き
始
め
て
い
る
だ

ろ
う
が
、
四
月
初
め
で
は
ま
だ

で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
完
全
に
雪

が
解
け
て
な
く
な
っ
て
い
る
わ

け
で
は
な
く
、
降
雪
も
ま
だ
ま

だ
油
断
は
で
き
な
い
。
除
雪
機

も
出
番
が
あ
り
、
倉
庫
に
格
納

す
る
に
は
ま
だ
早
か
っ
た
。

と
は
い
え
、
前
号
で
は
ま
だ
ほ

ん
の
気
配
に
す
ぎ
な
か
っ
た
春

は
確
実
に
到
来
し
た
。

融
け
た
雪
の
下
か
ら
フ
ク
ジ
ュ

ソ
ウ
が
顔
を
出
す
。
一
面
の
雪

の
白
か
ら
鮮
や
か
な
黄
色
が
出

現
し
て
、
待
ち
に
待
っ
た
春
の

到
来
を
告
げ
る
の
で
あ
る
。

雪
融
け
と
花
々

　
雪
融
け
を
合
図
に
遠
野
で
は

一
斉
に
開
花
が
始
ま
る
。

　
ユ
キ
ワ
リ
ソ
ウ
の
白
い
小
さ

な
花
が
か
わ
い
い
。
撮
影
さ
れ

た
こ
の
ユ
キ
ワ
リ
ソ
ウ
は
、
昨

年
、
一
昨
年
と
、
蕾
の
う
ち
に

カ
モ
シ
カ
に
食
べ
ら
れ
て
し
ま

い
、
開
花
に
こ
ぎ
つ
け
な
か
っ

た
と
い
う
。
三
年
目
に
し
て
よ

う
や
く
開
花
し
た
。

　
キ
ン
ポ
ウ
ゲ
科
イ
チ
リ
ン
ソ

ウ
属
の
多
年
草
の
ア
ズ
マ
イ
チ

ゲ
も
白
く
華
や
か
な
花
び
ら
を

開
い
た
。

　
ブ
ナ
目
カ
バ
ノ
キ
科
に
分
類

さ
れ
る
被
子
植
物
の
ハ
シ
バ
ミ

の
花
は
か
な
り
変
わ
っ
て
い
る
。

花
と
言
わ
れ
る
ま
で
花
と
は
気

づ
か
な
い
だ
ろ
う
。

　
雌
雄
異
株
で
、
こ
の
写
真
に

あ
る
の
は
雄
花
で
あ
る
。

　
マ
ン
サ
ク
の
花
も
か
な
り
形

状
が
変
わ
っ
て
い
る
。
同
時
に

ま
た
名
前
の
由
来
も
変
わ
っ
て

い
る
。

　
マ
ン
サ
ク
の
語
源
は
、
春
最

初
に
先
ず
咲
く
「
マ
ヅ
サ
ク
」

か
ら
来
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

加
速
す
る
春

　
遠
野
に
と
っ
て
、
長
い
冬
の

後
の
春
は
待
ち
遠
し
か
っ
た
と

思
う
。
そ
し
て
冬
に
比
べ
れ
ば

春
は
短
い
。
こ
の
短
い
春
に
一

斉
に
開
花
す
る
。
ま
さ
に
開
花

ラ
ッ
シ
ュ
で
あ
る
。
雪
融
け
の

小
川
の
水
の
勢
い
も
す
ご
い
。

　
開
花
ラ
ッ
シ
ュ
と
雪
融
け
が

シ
ン
ク
ロ
す
る
の
が
遠
野
の
清

明
と
い
う
時
節
で
あ
る
。
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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

＊
【
訂
正
と
お
詫
び
】

先
月
三
月
十
一
日
で
東
北
大
震

災
か
ら
ち
ょ
う
ど
満
四
年
で
あ

り
、
質
問
は
過
去
四
年
間
、
今

後
の
こ
と
は
五
年
目
以
降
と
す

べ
き
と
こ
ろ
、
そ
れ
ぞ
れ
過
去

三
年
間
、
四
年
以
降
と
記
載
し

て
し
ま
い
ま
し
た
。
訂
正
し
て

お
詫
び
す
る
と
と
も
に
、
ア
ン

ケ
ー
ト
に
は
そ
こ
を
読
み
替
え

て
ご
回
答
い
た
だ
い
た
も
の
と

解
釈
し
、
そ
の
ま
ま
掲
載
い
た

し
ま
す
。
謹
ん
で
お
詫
び
い
た

し
ま
す
。

　

今
回
は
【
あ
ら
た
め
て
震
災

復
興
の
あ
り
方
を
問
う
】。
回

答
者
数
は
女
性
多
く
、
二
十
名
。

　
「
過
去
3
年
間
の
復
興
総

括
」
は
「
不
満
は
あ
る
が
許
容

で
き
る
」
と
「
大
い
に
不
満
」

が
接
戦
で
そ
れ
ぞ
れ
40
％
、
35

％
。「
過
去
3
年
間
の
復
興
関
連

報
道
」は「
大
い
に
不
満
」と「
不

満
は
あ
る
が
許
容
で
き
る
」
が

接
戦
で
そ
れ
ぞ
れ
40
％
、
35
％
。

　
「
過
去
3
年
間
の
最
大
の
復

興
課
題
」
は
「
人
材
不
足
」、「
リ

ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
」、「
予
算
」
が

そ
れ
ぞ
れ
30
％
、
25
％
、
15
％
。

　
「
4
年
目
以
降
の
復
興
枠
組

み
」
は
「
多
少
変
え
る
必
要
あ

り
」
が
ト
ッ
プ
で
50
％
、「
全
面

組
換
え
必
要
」
が
35
％
で
し
た
。

「
4
年
目
以
降
で
復
興
枠
組
み

を
変
え
る
と
し
た
ら
?
」は「
地

域
経
済
重
視
」
が
ト
ッ
プ
で
50

％
、「
心
の
ケ
ア
」
が
25
％
。

　
「
4
年
目
以
降
の
復
興
の
ス
ピ

ー
ド
」は「
減
速
す
る
」が
45
％
、

「
こ
れ
ま
で
と
同
じ
」
が
40
％
。

　
「
4
年
目
以
降
の
復
興
へ
の

期
待
」は「
あ
ま
り
期
待
で
き
な

い
」
が
圧
倒
的
で
65
％
で
し
た
。

　

今
回
の
新
聞
で
は

思
い
切
っ
て
大
震
災

と
宗
教
と
の
関
係
に

切
り
込
ん
で
み
ま
し

た
。

　

こ
の
問
題
は
、
な

か
な
か
微
妙
な
問
題
を
含
み
、

か
つ
取
り
上
げ
方
に
よ
っ
て

は
、
新
聞
の
継
続
問
題
に
も
発

展
し
か
ね
な
い
問
題
で
し
た
の

で
、
読
者
の
反
応
が
気
に
な
る

と
こ
ろ
で
は
あ
り
ま
す
。

　

端
的
に
言
え
ば
、当
新
聞
が
、

東
北
復
興
を
具
体
的
な
宗
教
活

動
の
方
に
誘
導
し
て
い
く
た
め

の
手
段
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

な
い
か
懸
念
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
す
。
そ
ん
な
こ
と
は
け

っ
し
て
ご
ざ
い
ま
せ
ん
の
で
、

ご
安
心
く
だ
さ
い
。

　

し
か
し
、ど
う
し
て
も
こ
の
問

題
を
避
け
て
通
る
こ
と
は
で
き

な
い
と
い
う
思
い
も
大
き
く
な

っ
て
い
た
こ
と
は
事
実
で
す
。

　

宗
教
問
題
と
言
う
と
、
戦
争

責
任
と
か
歴
史
問
題
か
ら
、
靖

国
神
社
参
拝
問
題
が
す
ぐ
に
思

い
浮
か
び
、
筆
者
の
最
近
の
神

社
通
い
も
同
類
だ
と
思
わ
れ
か

ね
な
い
と
思
い
つ
つ
の
決
断
で

し
た
。
で
も
記
事
を
執
筆
し
て

す
っ
き
り
し
ま
し
た
。
い
ま
ま

で
こ
の
問
題
の
周
囲
を
グ
ル
グ

ル
回
っ
て
い
た
と
今
で
は
思
え

ま
す
。

　

最
近
で
は
日
常
が
縄
文
文
化

探
索
に
熱
中
し
て
い
ま
す
。
そ

し
て
、
注
連
縄
（
し
め
な
わ
）

に
も
興
味
が
湧
い
て
、
挙
句
、

自
分
で
注
連
縄
を
作
っ
て
し
ま

い
ま
し
た
。
注
連
縄
は
縄
文
や

古
代
宗
教
の
名
残
り
を
と
ど
め

て
い
る
と
ま
じ
め
に
考
え
て
お

り
ま
す
。

第 34 号　ネットアンケート集計結果

【あらためて震災復興のあり方を問う】

（１）東北被災地

（２）被災地以外の東北

（３）東北以外

（１）男性

（２）女性

（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

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

（４）いずれでもない

（４）いずれでもない

（１）満足

（２）不満はあるが許容できる

（３）大いに不満

（４）いずれでもない

（１）満足

（２）不満はあるが許容できる

（３）大いに不満

（１）いままで通りでよい

（２）多少変える必要あり

（３）全面組換え必要

（４）いずれでもない

（１）期待できる

（２）あまり期待できない

（３）まったく期待できない

（４）いずれでもない

（１）地域経済重視

（２）雇用拡大策

（３）心のケア

（１）予算問題

（２）人材不足問題

（３）リーダーシップ問題

（４）いずれでもない

（１）加速する

（２）これまでと同じ

（３）減速する

（４）いずれでもない

NO. 質問と選択肢 回答数

① 住所

（１） 東北被災地 5

（２） 被災地以外の東北 4

（３） 東北以外 11

② 性別

（１） 男性 13

（２） 女性 7

③ 年齢

（１） 20 歳未満 0

（２） 20 歳以上 40 歳未満 6

（３） 40 歳以上 60 歳未満 10

（４） 60 歳以上 4

④ 過去 3 年間の復興総括

（１） 満足 1

（２） 不満はあるが許容できる 8

（３） 大いに不満 7

（４） いずれでもない 4

⑤ 過去 3 年間の復興関連報道

（１） 満足 2

（２） 不満はあるが許容できる 7

（３） 大いに不満 8

（４） いずれでもない 3

⑥ 過去 3 年間の最大の復興課題 

（１） 予算問題 3

（２） 人材不足問題 6

（３） リーダーシップ問題 5

（４） いずれでもない 6

⑦ 4 年目以降の復興枠組み

（１） いままで通りでよい 1

（２） 多少変える必要あり 10

（３） 全面組換え必要 7

（４） いずれでもない 2

⑧ 4 年目以降で復興枠組みを変えるとしたら ? 

（１） 地域経済重視 10

（２） 雇用拡大策 1

（３） 心のケア 5

（４） いずれでもない 4

⑨ 4 年目以降の復興のスピード 

（１） 加速する 3

（２） これまでと同じ 8

（３） 減速する 9

（４） いずれでもない 0

⑩ 4 年目以降の復興への期待

（１） 期待できる 4

（２） あまり期待できない 13

（３） まったく期待できない 2

（４） いずれでもない 1




