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重
の
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
が
あ

る
こ
と
を
思
い
知
ら
さ
れ
た
。

　

ひ
と
つ
は
、
当
然
な
が
ら
目

の
前
の
大
災
害
に
よ
り
も
た
ら

さ
れ
た
惨
憺
た
る
状
況
が
あ
る
。

　

次
は
、
こ
の
東
北
が
、
大
震

災
発
生
前
か
ら
長
期
間
に
亘
っ

て
ず
っ
と
衰
退
し
続
け
て
い
る

と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。

　

さ
ら
に
は
、
明
治
維
新
以
降
、

新
政
府
に
楯
突
い
た
こ
と
に
よ

る
報
復
と
し
て
、
東
北
が
置
か

れ
て
き
た
政
治
的
・
経
済
的
状

況
の
こ
と
も
あ
っ
た
。

　

し
た
が
っ
て
、
他
地
域
よ
り

優
先
的
か
つ
効
果
的
な
諸
施
策

が
実
行
さ
れ
る
可
能
性
に
つ
い

て
も
大
い
に
疑
義
が
生
じ
た
。

　

こ
れ
ら
を
同
時
に
解
決
す
る

こ
と
は
、
現
実
問
題
と
し
て
、

ほ
ん
と
う
に
可
能
な
の
か
と
思

い
始
め
た
。

　

そ
の
結
果
、
出
て
き
た
答
え

が
、
ま
こ
と
に
唐
突
な
が
ら
、

「
東
北
独
立
」
で
あ
っ
た
。

　

東
北
が
、
道
州
制
な
ど
を
フ

ル
に
活
用
し
て
、
徐
々
に
独
立

色
を
強
め
、
ゆ
く
ゆ
く
は
完
全

に
独
立
し
、
か
つ
復
旧
だ
け
で

な
く
、
復
興
も
実
現
し
、
東
北

の
持
つ
あ
ら
ゆ
る
資
源
を
活
用

し
て
独
立
国
と
な
る
と
い
う
夢

の
よ
う
な
主
張
で
あ
る
。

　

言
う
は
易
く
、
行
う
は
難
し

で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
の
気
概

を
持
た
ず
に
、
こ
の
局
面
を
乗

り
越
え
る
の
は
至
難
の
業
と
言

え
た
。

3
・
11
か
ら
1
年
4
ヵ

月
後
当
新
聞
創
刊

　
「
東
北
独
立
」
出
版
の
反
響

は
思
わ
し
く
な
か
っ
た
。
東
北

の
書
店
を
中
心
に
販
売
活
動
も

を
最
大
の
犠
牲
者
を
出
し
た
石

巻
で
送
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
人

一
倍
、
3
・
11
か
ら
の
復
興
で

何
か
出
来
る
こ
と
は
な
い
か
と

ず
っ
と
考
え
て
い
た
。

　

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
も
考
え

た
が
、
筆
者
は
当
時
、
東
京
在

住
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
で
あ
り
、

会
社
を
長
期
間
休
む
訳
に
も
行

か
ず
、
短
期
間
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
に
な
っ
て
貢
献
で
き
る
部
分

は
少
な
い
の
で
、
も
っ
と
他
に
、

自
分
に
し
か
で
き
な
い
貢
献
が

あ
る
は
ず
だ
と
考
え
た
。

半
年
後
に
出
版
を
決
意

　

復
興
へ
の
貢
献
手
段
を
考
え

て
い
く
プ
ロ
セ
ス
の
な
か
で
第

一
に
思
っ
た
こ
と
は
、
き
っ
と

こ
の
復
興
は
こ
の
ま
ま
で
は
う

ま
く
行
か
な
い
。
し
か
し
、
ど

う
し
て
も
う
ま
く
行
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
し
、
ま
だ
そ
の
可

能
性
は
あ
る
が
、
余
程
大
胆
な

取
組
み
と
工
夫
と
粘
り
が
必
要

で
あ
る
と
感
じ
た
。

　

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
こ
の
未
曾

有
の
大
災
害
か
ら
復
興
し
て
い

く
た
め
に
は
、
東
北
に
限
ら
ず
、

国
全
体
の
取
組
み
と
し
て
も
、

既
存
の
政
治
体
制
や
経
済
体
制

　

関
連
す
る
解
説
・
討
論
番
組

も
極
力
か
か
さ
ず
見
た
。

　

そ
の
翌
日
は
、
早
朝
か
ら
長

時
間
の
運
転
を
し
て
仕
事
場
に

向
か
う
毎
日
だ
っ
た
が
、
不
思

議
な
こ
と
に
、
寝
不
足
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
あ
ま
り
眠
気
を
感

じ
な
か
っ
た
。

　

こ
の
大
災
害
の
隅
々
に
至
る

ま
で
、
ひ
と
つ
も
漏
ら
さ
ず
、

記
憶
に
叩
き
込
ま
ず
に
い
ら
れ

な
い
と
い
う
思
い
が
勝
っ
て
い

た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　

人
間
は
、
喉
下
過
ぎ
れ
ば
す

ぐ
に
忘
れ
る
。
し
か
し
こ
の
大

災
害
は
忘
れ
る
こ
と
な
ど
な
い
。

と
は
い
え
、
多
少
記
憶
が
薄
れ

る
こ
と
は
あ
る
だ
ろ
う
と
、
出

来
る
限
り
、
反
復
し
て
記
憶
に

叩
き
込
め
ば
、
か
な
り
の
長
期

間
、
鮮
明
な
記
憶
が
保
持
で
き

る
と
考
え
た
。

次
の
ス
テ
ッ
プ

　

半
年
間
に
亘
る
、
反
復
を
重

ね
た
映
像
記
憶
の
叩
き
込
み
が

終
了
し
て
、
次
は
、
い
よ
い
よ

行
動
に
移
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と

思
っ
た
。

　

宮
城
県
生
ま
れ
で
あ
る
筆
者

で
あ
る
が
、
さ
ら
に
高
校
生
活

当新聞創刊ものがたり
発行5年目を迎えて

創刊からの歴史を振り返る

半
年
間
、
津
波
と
地
震

と
福
島
第
一
原
発
の
映

像
を
見
続
け
た

　

筆
者
は
、
3
・
11
発
生
か
ら

の
約
半
年
間
、
家
族
が
寝
静
ま

っ
た
深
夜
、
ほ
ぼ
毎
晩
の
よ
う

に
、
テ
レ
ビ
で
繰
り
返
し
放
映

さ
れ
る
津
波
と
地
震
の
映
像
を

見
続
け
て
い
た
。

　

当
然
、
福
島
第
一
原
発
関
連

の
映
像
も
見
続
け
た
。

を
も
大
き
く
組
み
替
え
な
け
れ

ば
、
復
興
は
お
ろ
か
復
旧
さ
え

ま
ま
な
ら
な
い
と
感
じ
た
。

　

し
か
し
、
当
時
そ
の
具
体
論

は
、
自
分
か
ら
も
、
政
府
か
ら

も
、
知
識
層
か
ら
も
出
ず
じ
ま

い
だ
っ
た
。

　

お
そ
ら
く
こ
う
し
た
宙
ぶ
ら

り
ん
の
ま
ま
、
時
間
だ
け
が
過

ぎ
て
行
く
の
だ
ろ
う
と
思
っ
た
。

誰
か
が
、
明
確
に
復
興
の
青
写

真
を
描
き
、
そ
れ
を
東
北
だ
け

で
な
く
、
国
中
に
ア
ピ
ー
ル
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
た
。

そ
う
し
な
け
れ
ば
、
い
つ
も
の

如
く
、
騒
ぎ
が
収
ま
れ
ば
、
何

事
も
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
日

常
が
過
ぎ
て
行
く
し
か
な
い
の

だ
。

　

そ
う
し
た
紆
余
曲
折
の
結
果
、

最
終
的
に
絞
り
込
ん
で
や
り
た

い
と
思
っ
た
こ
と
は
、
本
の
執

筆
と
出
版
で
、
自
ら
の
思
い
を

深
く
広
く
ア
ピ
ー
ル
す
る
こ
と

で
あ
っ
た
。

【
東
北
独
立
】
の
出
版

　

原
稿
を
書
き
進
め
て
行
く
う

ち
に
、
こ
の
東
北
の
太
平
洋
沿

岸
部
を
襲
っ
た
大
災
害
か
ら
再

び
立
ち
上
が
る
に
は
、
二
重
三

行
っ
た
が
芳
し
く
な
か
っ
た
。

も
っ
と
東
北
で
注
目
し
て
く
れ

る
の
で
は
な
い
か
と
内
心
期
待

し
て
い
た
が
、
拍
子
抜
け
し
た
。

そ
れ
で
あ
き
ら
め
ず
に
、
次
の

手
段
を
考
え
た
。

　

出
版
は
一
過
性
だ
が
、
新
聞

な
ら
ば
、
継
続
し
て
発
行
す
る

こ
と
で
、「
主
張
」
が
よ
り
長
く
、

深
く
浸
透
す
る
の
で
は
な
い
か

と
考
え
た
。

　

そ
う
し
て
、　

２
０
１
２
年

7
月
16
日
に
当
新
聞
を
創
刊
し

た
。

　

こ
れ
ま
で
、
創
刊
以
来
足
か

け
五
年
と
い
う
長
期
戦
で
あ
っ

た
。
無
我
夢
中
で
発
行
し
続
け

た
。
当
初
は
10
号
も
継
続
で
き

な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た

が
、
取
材
先
で
逆
に
励
ま
さ
れ
、

ま
た
数
少
な
い
読
者
か
ら
、
あ

の
記
事
が
良
か
っ
た
ね
と
い
わ

れ
る
と
、
調
子
に
乗
っ
て
、
ど

ん
ど
ん
取
材
に
出
か
け
、
記
事

を
書
い
た
。

　

そ
う
し
て
気
が
つ
い
た
ら
、

今
回
号
で
56
号
で
あ
る
。

　

そ
し
て
今
年
の
6
月
号
で
満

五
年
を
迎
え
る
が
、
感
慨
ひ
と

し
お
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
の
新
聞
の
歩

み
を
振
り
返
る

　

新
年
に
あ
た
り
、
こ
れ
ま
で

の
当
新
聞
の
歴
史
を
振
り
返
っ

て
み
た
い
。

　

創
刊
当
初
は
、
あ
ま
り
被
災

地
取
材
を
行
わ
な
か
っ
た
。

　

他
の
メ
デ
ィ
ア
が
被
災
地
報

道
を
活
発
に
行
っ
て
お
り
、
当

新
聞
が
そ
の
路
線
に
追
随
し
た

と
こ
ろ
で
、
カ
バ
ー
範
囲
の
格

差
は
最
初
か
ら
明
ら
か
だ
。

　

そ
れ
よ
り
も
、
ど
う
す
れ
ば

復
興
が
出
来
る
の
か
、
復
興
の

た
め
の
ビ
ジ
ョ
ン
作
り
は
ど
う

か
、
ビ
ジ
ョ
ン
作
り
の
た
め
の

基
本
思
想
は
何
な
の
か
と
い
う

ポ
イ
ン
ト
に
比
重
を
置
い
た
。

　

他
方
で
、
こ
れ
だ
け
多
数
の

犠
牲
者
を
弔
う
こ
と
に
つ
い
て

も
考
え
続
け
た
。
既
存
の
宗
教

だ
け
で
、
こ
の
精
神
的
な
ピ
ン

チ
を
乗
り
切
れ
な
い
の
で
は
な

い
か
と
感
じ
た
か
ら
だ
。

　

歴
史
も
遡
っ
て
み
た
。
現
代

の
日
本
は
、
あ
ま
り
に
も
近
視

眼
的
だ
と
感
じ
た
か
ら
で
あ
る
。

東
北
の
位
置
付
け
が
大
き
く
変

化
し
た
明
治
維
新
、
ず
っ
と
遡

っ
て
、「
も
う
ひ
と
つ
の
別
の

国
で
あ
っ
た
東
北
」
が
大
和
政

権
に
完
全
に
吞
み
込
ま
れ
た
平

安
初
期
、
そ
れ
で
も
満
足
で
き

ず
に
、
縄
文
時
代
ま
で
遡
っ
て

い
っ
た
。

　

東
北
の
虐
げ
ら
れ
た
歴
史
と

そ
の
意
味
を
掘
り
下
げ
た
ら
、

新
た
な
日
本
史
が
出
現
す
る
か

も
し
れ
な
い
と
い
ま
は
思
う
。

当
新
聞
の
こ
れ
か
ら

　

こ
う
し
て
当
新
聞
の
約
五
年

の
歩
み
を
振
り
返
る
と
、
関
心

は
あ
ち
こ
ち
に
分
散
し
、
拡
散

し
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
。

　

も
っ
と
焦
点
を
絞
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
も
思
う
。
他
方
、

拡
散
し
た
ま
ま
で
い
い
の
で
は

な
い
か
と
も
思
っ
た
り
す
る
。

　

ま
た
、
3
・
11
を
取
り
巻
く

状
況
は
確
実
に
変
化
す
る
。
関

心
の
度
合
い
は
、
今
年
の
三
月

に
迎
え
る
満
六
年
の
イ
ベ
ン
ト

後
に
一
挙
に
低
下
す
る
だ
ろ
う
。

そ
し
て
被
災
地
の
こ
れ
か
ら
は

こ
れ
ま
で
以
上
に
変
わ
っ
て
く

る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
当
新
聞
に

も
影
響
を
与
え
る
だ
ろ
う
。

　

そ
れ
に
連
動
し
、
当
新
聞
の

あ
り
方
も
考
え
て
み
た
い
と
思

う
。
従
来
と
ま
っ
た
く
の
同
一

路
線
と
い
う
わ
け
に
は
行
か
な

い
だ
ろ
う
。

　

他
方
、
福
島
相
馬
の
そ
の
後

も
フ
ォ
ロ
ー
す
る
た
め
現
地
取

材
に
も
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

気
仙
沼
に
も
、
大
船
渡
に
も
、

石
巻
に
も
、
大
槌
に
も
行
か
ね

ば
な
ら
な
い
。

　

そ
し
て
、
こ
れ
か
ら
は
新
聞

発
行
と
い
う
形
が
良
い
の
か
ど

う
か
も
考
え
て
み
た
い
。

　

読
者
の
皆
さ
ま
か
ら
も
忌
憚

な
い
ご
意
見
、
ア
ド
バ
イ
ス
を

頂
戴
し
、
よ
り
良
い
紙
面
づ
く

り
に
励
ん
で
行
き
た
い
と
思
っ

て
お
り
ま
す
の
で
、
ど
う
ぞ
よ

ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

弊著 ： 東北独立

宮城県生まれ、 63 歳、 職業
は経営コンサルタント、 趣味
は、 縄文文化研究、 アート
鑑賞、 陶芸など、 注連縄倶
楽部も主宰、 作家活動も近く
再開予定、 最近ジム通いも
開始

【当新聞発行責任者
兼編集長兼記者紹介】

【砂越　豊】
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小岩井の一本桜

両石湾の日の出前

鹿おどりの絵木

雪の松川渓谷 雪のカラマツ林道 両石湾の日の出

鹿おどりの絵

  写真でお伝えする

　　　東北の正月風景（岩手）
　　　　　　　　　　　　　　　写真撮影 : 尾崎匠
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郷土料理愛好家　
　　　　松本由美子氏

【大根と鮭の挟み漬け】

第29回 水産業再興の
ための料理レシピ紹介

ー簡単レシピー

『材　料』　�フィレ半身 (800g)、大根 1本、人参 50ｇ、生姜 40g、麹 1/2、酢酸 (酢で可、
5倍濃縮＋水）、ザラメ 100ｇ

『作り方』　①大根は 2、3日皮を剥いて干す。干しあがったら、カスタネットのよう

に大根に切り込みを入れ輪切りにします。�2・3% の塩で一晩漬ける。②鮭の骨を取

って、スライスして、酢酸水 ( 水で薄め、自分で塩梅のよいとこで ) に一晩浸した

ら冷蔵庫へ。③翌日、大根に鮭を一枚づつ挟む ( 人参、生姜、麹も ) 重ね置きをし

ながら、ザラメを振りかける。( 予め、人参、生姜、麹 ( 温湯でふやかす ) 混ぜてお

く )�( 一晩漬けた大根の水も入れるとよいです )�　④重いしをのせて、10 日ぐらい

したら、食べれます。( 水の上がり具合をみる )�

　

年
明
け
第
一
回
目
の
三
陸
酒

海
鮮
会
・
渋
谷
開
催
は
、
一
月

二
十
一
日
の
十
六
時
か
ら
、
渋

谷
ヒ
カ
リ
エ
近
く
に
あ
る
焚
火

家
で
開
催
さ
れ
ま
す
。

　

三
陸
海
鮮
を
食
べ
、
東
北
の

う
ま
い
地
酒
を
飲
み
な
が
ら
、

間
接
的
に
東
北
復
興
を
支
援
す

る
と
い
う
「
ユ
ル
イ
」
会
で
す

が
、
ユ
ル
イ
か
ら
こ
そ
、
長
続

き
す
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

東
北
復
興
支
援
を
声
高
に
叫

び
、
肩
肘
張
っ
た
会
に
は
し
た

く
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
す
で

に
足
掛
け
四
年
に
な
り
ま
す
。

　

気
軽
に
楽
し
む
会
で
す
の
で
、

ど
う
ぞ
お
気
軽
に
ご
参
加
く
だ

さ
い
。

ぜひご参加ください！
おいしい三陸海鮮を食べ、
おいしい東北の地酒を飲み
交流の輪を広げましょう

1/21　三陸酒海鮮会・渋谷

豪華な刺身おいしい海鮮鍋毎回いろんな人が参加します

酢に浸した鮭

完成品

普通のミツカン酢ではなく濃縮酢 （5 倍酢）
を使って、一晩スライスした鮭を浸した方が
よいようです。大根は、割り箸を上下に2 膳
づつセットした上にこの大根を乗せ、カスタ
ネットのように切れ目を入れて挟むと上手く
いきます。 （松本氏談）

大根 挟む

東北地酒ラインアップ
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「
逃
北
」
と
い
う
名
の

エ
ッ
セ
イ

　
「
逃
北
～
つ
か
れ
た
時
は
北

へ
逃
げ
ま
す
」（
能
町
み
ね
子

著
、
文
春
文
庫
）
が
面
白
か

っ
た
。「
逃
北
」
と
い
う
の
は

能
町
氏
の
造
語
で
、「
北
に
逃

げ
た
い
衝
動
」
の
こ
と
で
あ

る
。「
い
つ
で
も
北
に
逃
げ
た

い
。
私
は
」
と
い
う
書
き
出
し

で
始
ま
る
こ
の
エ
ッ
セ
イ
、
氏

の
「
北
」
に
対
す
る
思
い
が
余

す
と
こ
ろ
な
く
披
瀝
さ
れ
て
い

る
。
氏
は
、「
私
は
キ
ツ
い
と

き
こ
そ
北
に
行
き
た
く
な
る
の

だ
。
都
会
で
の
生
活
に
倦
ん
だ

と
き
、
南
に
行
っ
て
気
楽
に
な

ろ
う
と
い
う
方
面
に
考
え
は
進

ま
ず
、
北
に
行
っ
て
し
ま
い
た

く
な
る
」
と
、
そ
の
「
逃
北
」

へ
の
思
い
を
熱
く
語
る
の
で
あ

る
。

ど
こ
が
「
北
」
か

　
「
逃
北
」
と
い
う
言
葉
が
「
東

北
」
と
音
が
同
じ
な
の
は
偶
然

な
の
で
は
な
く
、
氏
の
東
北
に

対
す
る
思
い
と
リ
ン
ク
し
て
い

る
。
実
際
、
本
書
の
中
に
は
、

氏
が
青
森
や
秋
田
や
岩
手
に

「
逃
」
げ
た
時
の
体
験
談
が
生

き
生
き
と
書
か
れ
て
い
る
。
最

初
に
意
識
的
に
「
北
」
に
行
っ

た
大
学
の
卒
業
旅
行
で
氏
は
、

両
親
の
出
身
地
で
あ
る
北
海
道

を
目
指
す
が
、「
途
中
の
青
森

の
こ
と
も
も
も
す
ご
く
気
に
入

っ
て
し
ま
い
」、「
帰
っ
て
き
て

か
ら
は
、
北
海
道
よ
り
も
青
森

の
ほ
う
が
印
象
に
残
っ
て
い
た

く
ら
い
」
で
、「
そ
の
旅
行
以

来
、
日
本
の
『
北
』
で
私
が
も

っ
と
も
惹
か
れ
る
の
は
、
最
北

の
北
海
道
よ
り
も
東
北
地
方
に

な
り
ま
し
た
」
と
の
こ
と
で
あ

る
。 　

ど
ん
な
時
に
「
逃
北
」

が
発
動
す
る
の
か
。
氏
に
よ
れ

ば
、
日
々
東
京
で
仕
事
を
し
て

い
て
、
な
ん
と
な
く
心
身
の
不

調
や
イ
ラ
つ
き
な
ど
が
蓄
積
さ

れ
て
、「
じ
ん
わ
り
じ
ん
わ
り

ネ
ジ
が
巻
か
れ
て
」
い
っ
て
い

る
。
あ
る
瞬
間
に
そ
の
ネ
ジ
の

押
さ
え
が
外
れ
て
「
ぎ
ゅ
る
ん

と
高
速
回
転
す
る
」
と
、
北
に

飛
ん
で
い
る
と
い
う
。「
い
つ

も
私
は
北
を
向
い
た
砲
台
の
中

に
い
る
」
と
い
う
表
現
が
ま
た

ユ
ニ
ー
ク
で
あ
る
。

　

北
に
逃
げ
て
ど
う
す
る
の

か
。「
逃
北
」
と
は
、「
た
だ
単

に
辛
い
気
持
ち
を
寒
い
土
地
で

倍
々
に
ふ
く
ら
ま
せ
る
行
為
」

な
の
で
は
な
い
。「
空
気
が
冷

た
く
張
り
つ
め
た
、
ど
こ
か
殺

伐
と
し
た
場
所
に
自
分
を
追
い

込
む
こ
と
」
が
「
癒
し
」
な
の

だ
と
い
う
。

　

で
は
、「
北
」
と
は
ど
こ
か
。

氏
の
定
義
で
は
、
北
海
道
と
東

北
地
方
全
体
は
「
逃
北
」
の
対

象
で
、
関
東
は
北
ら
し
さ
が
弱

ま
り
、
東
京
近
郊
は
「
北
じ
ゃ

な
い
」。
北
陸
は
「
逃
北
」
の

対
象
と
な
り
そ
う
だ
が
、
福
井

ま
で
く
る
と
「
だ
い
ぶ
も
や
も

や
し
て
い
る
」。
長
野
や
松
本

も
「
北
」
を
感
じ
る
が
、
静
岡

は
「
ぜ
ん
ぜ
ん
北
じ
ゃ
な
い
」。

一
方
、
鳥
取
と
島
根
に
は
「
北

ら
し
さ
が
あ
る
よ
う
に
思
う
」

が
、
福
岡
ま
で
来
る
と
九
州
も

沖
縄
も
「
ま
る
っ
き
り
北
じ
ゃ

な
い
」
と
線
引
き
し
て
い
る
。

　

緯
度
か
ら
見
る
と
か
な
り
南

だ
が
、鳥
取
や
島
根
に
も「
北
」

を
感
じ
る
と
こ
ろ
が
、
氏
の
感

受
性
豊
か
な
と
こ
ろ
で
あ
る
よ

う
に
思
う
。「
炎
立
つ
」
な
ど

東
北
を
舞
台
に
し
た
小
説
を
数

多
く
手
掛
け
て
い
る
高
橋
克
彦

氏
は
、
大
陸
か
ら
渡
っ
て
き
た

ヤ
マ
ト
族
に
敗
れ
て
、
遠
く
東

北
方
面
に
ま
で
逃
れ
た
出
雲
人

が
東
北
人
の
ル
ー
ツ
だ
と
い
う

「
東
北
出
雲
説
」
を
主
張
し
て

い
る
し
、松
本
清
張
の
小
説「
砂

の
器
」
で
は
、秋
田
と
同
じ
「
ズ

ー
ズ
ー
弁
」
を
話
す
地
域
が
島

根
県
に
も
あ
る
こ
と
が
明
ら
か

に
さ
れ
る
。
私
な
ど
も
、
こ
の
、

言
葉
が
近
い
こ
と
や
、
う
ど
ん

が
優
勢
な
西
日
本
に
あ
っ
て
唯

一
そ
ば
が
優
勢
な
地
域
で
あ
る

こ
と
な
ど
か
ら
、
出
雲
周
辺
に

は
親
近
感
を
覚
え
る
の
で
あ
る
。

多
く
の
人
が
逃
れ
て
き

た
東
北

　

こ
の
「
逃
北
」
と
い
う
言
葉
、

実
に
秀
逸
で
あ
る
と
思
う
。
第

38
号
で
書
い
た
こ
と
が
あ
る

が
、
元
々
東
北
は
神
話
時
代
以

来
、
様
々
な
人
が
逃
れ
て
き
た

地
で
あ
る
。
逃
れ
て
き
た
と
い

う
く
ら
い
だ
か
ら
、
中
央
で
の

様
々
な
争
い
事
に
敗
れ
た
結
果
、

こ
の
東
北
の
地
ま
で
や
っ
て
き

た
の
で
あ
る
。
そ
う
、
中
央
を

追
わ
れ
た
逃
亡
者
た
ち
は
古
来
、

な
ぜ
か
東
北
を
目
指
す
の
で
あ

る
。

　

神
話
の
時
代
か
ら
そ
う
し
た

例
に
は
事
欠
か
ず
、
神
武
天
皇

東
征
の
折
に
殺
さ
れ
た
と
さ
れ

る
長
脛
彦
の
兄
、
安
日
彦
が
津

軽
に
逃
れ
て
き
た
と
い
う
伝
承

に
始
ま
り
、
山
形
の
出
羽
三
山

の
開
祖
は
、
父
崇
峻
天
皇
を
蘇

我
氏
に
弑
逆
さ
れ
て
出
羽
に
逃

れ
た
蜂
子
皇
子
で
あ
る
。
同
じ

聖
徳
太
子
の
時
代
に
は
や
は
り

蘇
我
氏
と
の
争
い
に
敗
れ
た
物

部
氏
が
秋
田
に
逃
れ
て
い
る
。

平
氏
全
盛
の
時
代
に
源
義
経
が

奥
州
藤
原
氏
を
頼
っ
て
平
泉
に

逃
れ
、
そ
の
義
経
に
よ
っ
て
滅

ぼ
さ
れ
た
平
氏
の
平
貞
能
が
逃

れ
て
き
た
仙
台
市
郊
外
に
定
義

如
来
が
で
き
、
兄
頼
朝
に
追
わ

れ
た
義
経
が
再
度
平
泉
に
逃
れ

て
き
た
。
奥
州
藤
原
氏
自
体
も

元
々
関
東
に
根
を
張
っ
て
い
た

と
こ
ろ
、
関
東
で
起
こ
し
て
敗

れ
た
乱
の
戦
後
処
理
で
亘
理
に

逃
れ
て
き
た
と
さ
れ
る
。
頼
朝

の
死
後
殺
さ
れ
た
梶
原
景
時
の

兄
影
實
も
、
気
仙
沼
に
近
い
唐

桑
に
逃
れ
て
き
て
い
る
。
元
寇

の
折
に
は
元
の
残
党
が
や
は
り

仙
台
に
逃
れ
て
き
て
い
る
。
織

田
信
長
に
よ
っ
て
滅
ぼ
さ
れ
た

武
田
勝
頼
の
子
信
勝
も
東
北
に

逃
れ
た
と
さ
れ
る
。

　
「
真
田
丸
」
で
も
描
か
れ
た

が
、
主
人
公
の
真
田
信
繁
の
娘

や
息
子
は
伊
達
政
宗
の
庇
護
の

下
、
白
石
に
逃
れ
て
き
て
い
る
。

関
ヶ
原
の
合
戦
で
死
ん
だ
と
さ

れ
る
石
田
三
成
や
、
主
人
公
の

真
田
幸
村
さ
え
も
、
秋
田
に
逃

れ
て
き
た
と
い
う
伝
承
が
残
る
。

江
戸
幕
府
の
禁
教
を
逃
れ
た
キ

リ
シ
タ
ン
た
ち
は
東
北
に
移
り

住
ん
で
い
た
。
幕
末
の
上
野
戦

争
で
敗
れ
た
輪
王
寺
宮
も
東
北

に
逃
れ
た
。

　

こ
れ
ほ
ど
時
代
を
問
わ
ず
、

争
い
に
敗
れ
た
者
が
逃
げ
延
び

た
と
い
う
話
が
伝
わ
る
地
域
は
、

日
本
全
国
他
に
例
を
見
な
い
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
東
北
は

古
よ
り
、
そ
の
よ
う
な
地
で
あ

っ
た
わ
け
で
あ
る
。

東
北
は
一
度
も
「
勝
っ

て
」
い
な
い
。

　

た
く
さ
ん
の
人
が
逃
れ
て
き

た
と
書
い
た
が
、
こ
れ
ら
の
逃

れ
た
人
は
、
単
に
命
を
長
ら
え

る
た
め
に
東
北
に
逃
れ
て
き
た

の
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
そ

れ
が
最
重
要
で
あ
っ
た
こ
と
は

確
か
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
だ
け
で

は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

推
測
す
る
。
中
央
か
ら
距
離
が

あ
り
、
そ
の
支
配
が
届
き
に
く

い
こ
の
東
北
の
地
は
、
中
央
で

敗
れ
た
人
た
ち
に
と
っ
て
、
再

出
発
の
で
き
る
新
天
地
だ
っ
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
だ
か

ら
こ
そ
、
蜂
子
皇
子
は
出
羽
三

山
を
興
し
、
藤
原
清
衡
は
東
北

の
地
に
浄
土
を
造
ろ
う
と
し
、

奥
羽
越
列
藩
同
盟
は
江
戸
幕
府

で
も
薩
長
政
府
で
も
な
い
新
し

い
国
を
造
ろ
う
と
し
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

　

そ
し
て
、
東
北
が
敗
れ
た
者

の
新
天
地
た
り
得
た
の
は
、
ひ

と
え
に
こ
の
地
に
住
む
人
々
が

そ
う
し
た
敗
れ
た
者
に
対
す
る

温
か
い
視
線
を
持
っ
て
い
た
こ

と
が
大
き
い
。
な
ぜ
そ
う
し
た

視
線
を
持
ち
得
た
か
と
言
え

ば
、
他
な
ら
ぬ
東
北
人
こ
そ
が
、

敗
れ
た
者
だ
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
神
話
時
代
の
日
本
武
尊
以

来
、
阿
倍
比
羅
夫
に
よ
る
蝦
夷

征
討
、
坂
上
田
村
麻
呂
と
阿
弖

流
為
の
戦
い
、
安
倍
氏
が
滅
ん

だ
前
九
年
の
役
、
清
原
氏
が
滅

ん
だ
後
三
年
の
役
、
奥
州
藤
原

氏
が
滅
ん
だ
文
治
五
年
奥
州
合

戦
、
豊
臣
秀
吉
の
奥
州
仕
置
と

九
戸
正
実
の
乱
、
そ
し
て
戊
辰

戦
争
と
、
東
北
は
攻
め
込
ん
で

き
た
中
央
の
軍
に
対
し
て
一
度

も
勝
利
し
た
こ
と
が
な
い
。
唯

一
の
例
外
は
、
建
武
の
新
政
の

折
に
、
後
醍
醐
天
皇
に
反
旗
を

翻
し
た
足
利
尊
氏
に
対
し
て
北

畠
顕
家
が
奥
州
の
軍
を
率
い
て

上
京
し
、
こ
れ
を
打
ち
破
っ
た

と
い
う
豊
島
河
原
合
戦
の
み
で

あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
中
央

か
ら
攻
め
込
ま
れ
た
わ
け
で
は

な
く
、
中
央
か
ら
陸
奥
守
と
し

て
下
向
し
て
い
た
北
畠
顕
家
が

上
京
し
て
い
る
わ
け
で
、「
本

拠
地
」
で
あ
る
東
北
で
勝
利
し

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　

能
町
氏
も
い
み
じ
く
も
書
い

て
い
る
。「
私
は
む
り
や
り
に

で
も
逃
げ
る
べ
き
故
郷
を
作
り

た
い
の
で
す
。
や
る
せ
な
さ
や

空
虚
感
に
満
た
さ
れ
て
逃
げ
帰

っ
た
と
き
に
、
な
ぜ
か
落
ち
つ

く
心
の
故
郷
。
そ
れ
が
私
に
と

っ
て
の
北
で
す
。私
は
北
へ『
旅

立
つ
』の
で
は
な
く『
逃
げ
る
』

の
で
あ
り
、あ
る
い
は『
帰
る
』

の
で
あ
り
、
そ
れ
は
希
望
に
あ

ふ
れ
た
気
持
ち
で
は
な
い
。
何

ら
か
の
理
由
で
現
在
の
地
に
い

ら
れ
な
い
か
ら
逃
げ
る
の
で
す
。

勝
敗
で
い
う
な
ら
敗
。
逃
北
は

敗
北
に
つ
な
が
っ
て
い
る
」
と
。

　

し
か
し
、「
と
は
い
え
」
と

氏
は
続
け
る
。「『
逃
北
』や『
敗

北
』
は
、
私
に
と
っ
て
必
ず
し

も
後
退
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む

り
や
り
す
べ
て
を
ゼ
ロ
に
戻
す

こ
と
で
あ
り
、
原
点
に
帰
る
と

い
う
こ
と
で
す
。
北
ら
し
い
空

虚
で
荒
涼
と
し
た
風
景
も
、
何

も
な
い
原
点
だ
と
思
え
る
か
ら

こ
そ
、
と
て
も
親
し
み
が
湧

き
ま
す
」
と
。
古
来
、
東
北
の

地
に
逃
れ
て
き
た
多
く
の
人
々

に
も
、
似
た
よ
う
な
思
い
が
あ

っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
敗
北
し

て
逃
げ
て
き
た
人
に
と
っ
て
は
、

決
し
て
希
望
に
満
ち
た
再
出
発

で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
だ

が
、
そ
れ
は
こ
れ
ま
で
の
地
で

の
敗
北
を
ゼ
ロ
に
戻
し
、
原
点

に
帰
し
て
く
れ
る
も
の
で
あ
っ

た
こ
と
は
間
違
い
な
か
っ
た
は

ず
で
あ
る
。

い
つ
で
も
逃
げ
て
こ
れ

る
地
域
を
目
指
す

　

能
町
氏
の
「
逃
北
」、
東
北

の
今
後
の
方
向
性
を
考
え
る
上

で
大
い
に
ヒ
ン
ト
を
与
え
て
く

れ
る
と
思
う
。
こ
れ
ま
で
、
観

光
振
興
で
は
、
い
か
に
東
北
各

地
の
観
光
資
源
を
掘
り
起
こ
し
、

そ
れ
を
発
信
し
て
い
く
か
と
い

う
点
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
た
。

そ
れ
は
そ
れ
で
そ
の
よ
う
な
ニ

ー
ズ
に
応
え
る
た
め
に
必
要
な

こ
と
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な

い
が
、
そ
れ
ば
か
り
に
傾
倒
す

る
必
要
は
な
か
っ
た
の
で
は
な

い
か
。
日
常
に
疲
れ
た
人
が
、

周
囲
の
状
況
に
が
ん
じ
が
ら
め

に
な
っ
て
い
る
人
が
、
こ
れ
ま

で
の
生
活
を
一
旦
リ
セ
ッ
ト
し

た
い
人
が
、
い
つ
で
も
逃
げ
て

く
る
こ
と
の
で
き
る
地
域
、
そ

れ
は
必
ず
し
も
定
住
す
る
こ
と

を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
能

町
氏
の
よ
う
に
ネ
ジ
の
お
さ
え

が
外
れ
た
時
に
何
度
で
も
来
ら

れ
る
よ
う
な
、
東
北
は
そ
う
し

た
地
域
で
あ
れ
ば
よ
い
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

　

氏
は
「
北
」
に
つ
い
て
、「
旅

先
で
の
客
を
『
な
し
て
（
ど
う

し
て
）
こ
ん
な
と
こ
ま
で
来
た

ん
だ
か
』
と
い
う
、
少
し
卑
屈

な
態
度
で
迎
え
て
く
れ
る
。
ち

ょ
っ
と
最
初
だ
け
と
っ
か
か
り

に
く
い
け
ど
、
少
し
ず
つ
、
ま

さ
に
雪
が
溶
け
る
よ
う
に
、
わ

ざ
わ
ざ
来
て
く
れ
た
こ
と
へ
の

感
謝
を
前
面
に
出
し
て
歓
待
し

て
く
れ
る
。
私
に
と
っ
て
、
北

は
こ
う
い
う
イ
メ
ー
ジ
」
と
書

く
。
確
か
に
そ
の
よ
う
な
面
は

大
い
に
あ
る
よ
う
に
思
う
。
来

る
人
を
も
て
な
す
、
受
け
入
れ

る
、
そ
れ
は
東
北
人
に
脈
々
と

受
け
継
が
れ
て
い
る
資
質
の
よ

う
に
も
思
う
。
そ
う
で
な
く
し

て
東
北
は
、
神
代
か
ら
近
世
に

至
る
ま
で
多
く
の
人
が
逃
れ
て

く
る
地
と
は
な
り
得
な
か
っ
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

ま
た
、
氏
は
、
旅
の
中
で
観

光
ス
ポ
ッ
ト
を
あ
ま
り
メ
イ
ン

に
し
な
い
と
書
い
て
い
る
。「
観

光
地
よ
り
は
地
元
の
土
着
の
臭

い
の
す
る
街
の
方
が
好
き
」
で
、

「
そ
の
街
に
観
光
ス
ポ
ッ
ト
が

あ
る
と
か
な
い
と
か
、
根
本
的

に
は
関
係
な
い
」
そ
う
で
、「
む

し
ろ
目
立
っ
た
観
光
ス
ポ
ッ
ト

が
な
い
街
の
方
に
興
味
が
湧
い

て
し
ま
う
」
ら
し
い
。「
わ
ざ

わ
ざ
都
会
で
作
っ
て
る
本
に
ガ

イ
ド
し
て
も
ら
お
う
な
ん
て
思

い
ま
せ
ん
。
地
元
の
情
報
は
地

元
の
人
に
聞
い
て
判
断
し
た
い

し
、
で
き
れ
ば
自
力
で
探
し
た

い
よ
ね
、
と
思
う
」
と
い
う
お

人
な
の
で
あ
る
。

　

実
は
こ
れ
、
私
も
同
様
な
の

で
あ
る
。
知
ら
な
い
地
に
行
く

時
も
ほ
と
ん
ど
事
前
に
下
調
べ

を
し
た
り
し
な
い
。
む
し
ろ
先

入
観
な
く
、
自
分
の
足
で
そ
の

地
を
歩
き
回
っ
て
、
そ
こ
で
感

じ
る
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
の
方
を

重
視
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
そ

の
地
に
あ
る
様
々
な
情
報
を
見

聞
き
し
て
、
さ
ら
に
行
き
た
い

と
思
う
と
こ
ろ
に
行
っ
て
み
る
、

だ
い
た
い
い
つ
も
そ
ん
な
感
じ

で
あ
る
。

　

そ
の
よ
う
な
ス
タ
イ
ル
の
旅

を
全
て
の
人
が
志
向
し
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
し

か
し
一
定
の
ニ
ー
ズ
は
あ
る
は

ず
で
あ
る
。
何
か
あ
っ
た
ら
ぶ

ら
っ
と
来
て
、
日
常
と
異
な
る

環
境
に
身
を
置
い
て
、
そ
こ
で

得
た
も
の
を
持
っ
て
ま
た
日
常

の
場
に
帰
っ
て
い
く
、
そ
の
よ

う
な
旅
が
で
き
る
東
北
で
あ
る

と
、
な
お
い
い
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

「
逃
北
」
の
ス
ス
メ
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烏
兎
森
の
麓
、
郡
山
の
川
岸

に
は
、
頼
朝
の
工
兵
ら
が
総
出

で
伐
り
出
し
作
り
上
げ
た
、
幾

十
艘
も
の
小
舟
が
並
ぶ
。
し
か

し
深
ま
る
闇
の
中
、
漕
ぎ
出
す

べ
き
川
面
は
消
え
て
そ
の
太
い

流
れ
の
跡
に
は
月
夜
に
白
銀
の

輝
き
を
閃
か
す
、
巨
大
な
龍
が

横
た
わ
っ
て
い
る
の
だ
っ
た
。

「
こ
の
怪
物
は
・
・
大
天
狗
め

に
よ
る
幻
。
さ
よ
う
現
実
の
は

ず
が
な
い
。
背
後
に
狂
っ
た
青ア

オ

猪シ
シ

ど
も
が
迫
っ
て
い
る
・
・
越

え
る
他
は
な
し
！
」

　

川
に
は
一
滴
の
水
も
残
っ
て

い
な
い
。
小
舟
を
置
い
た
兵
ど

も
は
雄
叫
び
を
上
げ
な
が
ら
、

龍
の
横
腹
め
が
け
て
一
斉
に
押

し
寄
せ
る
。
兵
の
上
に
兵
が
昇

り
そ
の
上
に
ま
た
兵
が
昇
っ
て

瞬
く
間
に
十
尺
は
あ
ろ
う
か
と

い
う
龍
の
背
ま
で
迫
る
。

　

し
か
し
そ
の
鎧
の
よ
う
な
皮

膚
が
微
か
に
震
え
、
波
打
っ
た

・
・
か
と
思
っ
た
次
の
瞬
間
、

怪
物
は
全
身
で
暴
れ
始
め
た
。

兵
ら
数
百
人
が
ば
ら
ば
ら
に
跳

ね
飛
ば
さ
れ
、
空
中
に
舞
う
。

「
退
避
！
退
避
い
い
い
！
」

　

龍
に
し
て
み
る
と
、
少
し
寝

返
り
を
打
っ
た
だ
け
な
の
か
も

知
れ
な
い
が
・
・
凄
ま
じ
い
砂

埃
や
飛
び
散
る
樹
の
枝
が
頼
朝

た
ち
に
降
り
か
か
る
。

「
弓
隊
、
矢
を
番
え
よ
！
化
け

物
に
狙
い
を
定
め
ぃ
！
」

　

千
を
越
え
る
長
弓
隊
の
放
つ

矢
が
夜
空
を
横
殴
り
の
雨
の
よ

う
に
飛
ぶ
。
鎧
の
よ
う
な
鱗
は

伊
達
で
は
な
く
、
大
半
の
鏃
は

跳
ね
返
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

「
幻
な
ど
で
は
な
い
・
・
実
体

だ
。
こ
ん
な
も
の
を
ど
う
し
た

ら
討
ち
果
た
せ
よ
う
か
！
」

　

頼
朝
は
叫
び
出
し
そ
う
に
な

る
の
を
ぐ
っ
と
堪
え
て
、
周
辺

を
固
め
る
重
臣
ら
に
「
い
か
に

し
て
あ
れ
を
退
け
る
か
」
と
質

す
が
、
誰
も
が
返
答
に
窮
し
て

い
る
。
こ
れ
は
ダ
メ
だ
・
・
い

よ
い
よ
打
つ
手
な
し
か
。
背
後

か
ら
は
猛
牛
の
群
れ
が
押
し
寄

せ
、
兵
ら
の
阿
鼻
叫
喚
が
轟
く
。

大
天
狗
め
！
相
対
す
る
事
も
叶

わ
ぬ
と
い
う
の
か
。
我
が
兄
・

雷
神
悪
源
太
は
何
処
に
？

　

そ
の
時
だ
っ
た
。

「
や
あ
や
あ
！
方
々
、
ど
う
や

ら
苦
戦
さ
れ
て
お
出
で
で
。」

と
、
や
け
に
威
勢
の
い
い
男
の

声
が
近
づ
い
て
く
る
。
見
る
と
、

大
柄
な
僧
兵
風
の
男
が
頼
朝
の

方
へ
走
っ
て
く
る
の
だ
っ
た
。

　

お
や
？
あ
の
若
僧
、
見
覚
え

が
・
・
頼
朝
は
首
を
捻
る
。

「
鎌
倉
殿
！
拙
僧
が
参
り
ま
し

た
か
ら
に
は
ご
心
痛
の
刻
は
過

ぎ
去
っ
た
と
思
し
召
さ
れ
よ
」

　

大
男
は
膝
を
折
っ
て
髪
の
伸

び
か
け
た
頭
を
垂
れ
る
。

「
貴
様
は
・
・
確
か
、
足
利
」

　

藤
原
姓
足
利
氏
・
忠
綱
・
・

平
清
盛
に
従
っ
て
戦
う
も
恩
賞

を
不
服
と
し
て
東
国
へ
戻
り
、

頼
朝
の
下
に
付
い
た
か
と
思
え

ば
裏
切
っ
た
り
と
迷
走
を
繰
り

返
し
、
信
用
な
ら
ぬ
男
だ
。

「
い
や
い
や
！
御
館
様
、
足
利

と
い
え
ば
御
側
に
控
え
て
お
出

で
の
、
上
総
介
義
兼
殿
が
お
ら

れ
ま
し
ょ
う
、
拙
僧
が
家
は
既

に
衰
亡
し
、
足
利
の
名
乗
り
は

諦
め
申
し
た
・
・
今
は
出
家
し
、

そ
う
・
・
藤と

う
い
ん胤

、
と
で
も
号
し

仕
り
ま
し
ょ
う
。」

「
お
前
が
仏
門
？
笑
わ
せ
る
」

　

源
姓
足
利
氏
・
義
兼
が
脇
か

ら
鼻
を
鳴
ら
す
。

「
笑
っ
て
い
る
場
合
で
は
ご
ざ

り
ま
せ
ぬ
ぞ
上
総
介
殿
！
青
猪

の
群
れ
が
ほ
れ
！
そ
こ
に
」

　

家
臣
団
が
頼
朝
も
ろ
と
も
う

ろ
た
え
た
が
又
太
郎
は
高
笑
い

し
て
手
を
振
っ
た
。

「
心
配
御
無
用
！
我
が
僕
・
護

法
韋
駄
天
丸
が
大
牛
返
し
は
お

引
き
受
け
賜
っ
た
・
・
」

　

振
り
返
っ
て
一
同
、
驚
愕
し

た
。
状
況
は
一
転
、
宙
に
放
り

上
げ
ら
れ
る
の
が
巨
大
な
カ
モ

シ
カ
の
方
に
な
っ
て
い
た
の
だ
。

「
報
告
！
青
鹿
の
群
れ
が
何
者

か
怖
ろ
し
く
脚
の
早
い
者
に
投

げ
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
極
め
て

強
い
力
士
か
何
か
で
す
！
」

「
護
法
・
・
韋
駄
天
、
丸
？
」

　

鎌
倉
の
武
者
ど
も
は
呆
然
と

し
て
い
る
。
頼
朝
は
そ
れ
で
も

傲
然
と
言
い
放
っ
た
。

「
貴
様
の
助
け
な
ど
不
要
だ
ぞ
、

又
太
郎
忠
綱
よ
。
こ
の
頼
朝
、

東
国
最
強
の
神
を
味
方
に
付
け

て
参
っ
た
故
な
。」

「
あ
い
や
、
そ
れ
は
兄
君
・
悪

源
太
義
平
さ
ま
で
は
・
・
真
に

申
し
開
き
も
ご
ざ
ら
ぬ
が
、
拙

僧
ら
日
中
に
愛
島
に
て
悪
源
太

さ
ま
と
相
撲
を
取
ら
さ
せ
給
い

て
土
を
ば
付
け
さ
せ
奉
り
？
も

う
よ
く
わ
か
ら
ん
・
・
」

「
な
、
何
だ
と
！
」

「
征
し
奉
っ
た
と
い
う
の
か
・

・
雷
神
さ
ま
を
！
？
」

「
故
に
、
悪
源
太
様
に
成
り
代

わ
り
、
拙
僧
が
妖
怪
ど
も
を
調

伏
し
こ
れ
よ
り
北
の
道
を
開
い

て
ご
覧
に
入
れ
ま
し
ょ
う
。」

　

一
体
、
ど
う
い
う
事
だ
・
・

日
和
見
の
若
侍
が
雷
神
で
あ
る

兄
を
討
ち
果
た
し
、
尚
も
大
天

狗
を
向
こ
う
に
回
す
な
ど
と
豪

語
す
る
と
は
。

「
結
構
だ
。
海
道
軍
を
率
い
る

千
葉
の
親
父
殿
が
強
力
な
使
者

を
遣
わ
す
と
言
っ
て
き
た
。
知

っ
て
い
る
だ
ろ
う
が
、
千
葉
は

平
将
門
公
の
意
を
継
ぐ
一
族
・

・
貴
様
ら
秀
郷
流
と
は
最
も
相

容
れ
ぬ
存
在
で
あ
ろ
う
が
。」

　

千
葉
介
常つ

ね
た
ね胤

・
・
古
代
、
将

門
と
と
も
に
坂
東
独
立
の
為
戦

っ
た
平
良よ

し
ふ
み文

の
末
裔
。
彼
の
後

ろ
盾
あ
っ
て
初
め
て
自
分
は
坂

東
武
者
勢
の
上
に
立
ち
今
こ
こ

に
在
る
・
・
頼
朝
は
よ
く
承
知

し
て
い
た
。

「
あ
い
や
、
そ
の
使
者
と
は
、

ま
さ
に
拙
僧
の
事
な
り
。」

　

頼
朝
は
仰
け
反
る
。

「
千
葉
介
殿
は
逢
隈
川
河
口
付

近
よ
り
、
北
岸
へ
渡
る
手
筈
で

ご
ざ
る
が
、
あ
ち
ら
は
何
し
ろ

相
馬
と
の
地
縁
あ
り
、
特
に
抵

抗
に
は
遭
い
ま
す
ま
い
・
・
そ

こ
で
拙
僧
に
、
も
し
大
手
軍
の

鎌
倉
殿
苦
戦
の
折
は
助
太
刀
申

し
上
げ
よ
、
と
遣
わ
さ
れ
ま
し

た
次
第
。」

　

脱
力
し
た
身
体
を
家
臣
ら
に

支
え
ら
れ
る
頼
朝
に
、
尚
も
又

太
郎
は
言
い
放
つ
。

「
拙
僧
、
己
が
国
を
失
っ
た
者
。

せ
め
て
、
こ
の
河
向
こ
う
、
国

分
が
原
な
る
土
地
だ
け
で
も
頂

戴
で
き
ま
す
か
な
。」

　

上
総
介
義
兼
が
返
す
。

「
大
天
狗
の
統
べ
る
物
の
怪
の

地
ぞ
。
呪
わ
れ
た
い
の
か
？
」

「
我
は
端
く
れ
の
若
輩
な
が
ら

高
野
山
の
密
教
僧
也
。
至
極
望

む
と
こ
ろ
で
ご
ざ
る
。」

　

も
は
や
何
者
も
止
め
る
理
由

は
な
く
、
藤
胤
と
号
し
た
若
僧

は
横
た
わ
る
怪
物
の
元
へ
大
股

に
歩
み
寄
っ
て
い
く
。

「
お
う
、
お
う
、
広
瀬
の
龍
よ

・
・
拙
僧
、
藤
胤
は
伊
達
小
次

郎
泰
衡
殿
の
遠
縁
に
し
て
旧
き

友
、
こ
の
度
、
戦
の
仲
裁
役
を

受
け
賜
っ
た
次
第
で
あ
る
ぞ
」

　

龍
は
横
腹
の
鱗
を
震
わ
せ
じ

ゃ
ら
じ
ゃ
ら
と
鳴
ら
し
た
。

　

又
太
郎
は
、
ち
ら
り
と
左
の

空
の
方
向
を
見
た
。
そ
ち
ら
に

龍
の
頭
が
あ
っ
て
、
あ
の
鎧
を

着
け
た
奇
妙
な
巫
女
が
向
か
い
、

怪
物
と
話
を
つ
け
る
、
と
言
っ

て
い
た
の
だ
が
・
・
果
た
し
て
。

　
　
　
　
　

＊

　

一
方
、
大
河
次
郎
兼
任
は
対

す
る
広
瀬
川
の
北
岸
に
い
た
。

　

休
戦
が
決
ま
っ
た
後
、
河
田

次
郎
守
継
が
「
泉
様
が
、
作
戦

を
講
じ
た
い
と
仰
せ
だ
。」
と

い
う
の
で
、
密
か
に
川
を
渡
っ

た
の
で
あ
る
・
・
尤
も
、
河
田

の
術
で
渡
る
道
に
は
水
が
な
か

っ
た
し
、
渡
り
終
え
振
り
向
く

と
、
そ
こ
に
は
既
に
見
事
な
白

銀
の
龍
が
横
た
わ
っ
て
い
た
。

　

泉
三
郎
忠
衡
は
腕
を
組
み
、

相
変
わ
ら
ず
超
然
と
し
た
佇
ま

い
で
南
の
方
角
を
睨
ん
で
い
る
。

「
大
河
次
郎
で
は
な
い
か
・
・

身
体
が
戻
っ
た
の
だ
な
。
か
と

思
え
ば
休
む
間
も
持
た
ず
・
・

ご
苦
労
な
事
で
あ
る
。」

「
泉
さ
ま
・
・
ま
だ
こ
の
よ
う

な
所
に
？
こ
こ
は
某
ど
も
蛮
兵

に
お
任
せ
あ
れ
。」

「
敵
が
退
く
と
思
う
か
。」

「
・
・
思
い
ま
せ
ぬ
。」

「
で
は
、
こ
こ
が
死
に
場
所
と

定
め
た
の
だ
ろ
う
が
、
見
当
違

い
と
い
う
も
の
だ
な
。」

「
と
、
申
さ
れ
ま
す
と
」

「
其
方
は
出
羽
で
軍
勢
を
集
め

て
体
制
を
立
て
直
せ
。
こ
こ
は

我
ら
天
狗
一
家
に
一
任
せ
よ
」

「
し
か
し
、
泉
さ
ま
は
既
に
」

「
さ
よ
う
、
自
分
は
兄
・
泰
衡

の
画
策
で
、
義
経
殿
に
与
し
た

為
に
誅
殺
さ
れ
た
と
い
う
事
に

な
っ
て
い
る
か
ら
、
正
体
を
知

ら
れ
る
事
は
罷
り
な
ら
ん
・
・

そ
こ
で
だ
。」

　

忠
衡
は
天
狗
の
目
と
歯
を
閃

か
せ
、
笑
っ
た
。

「
大
河
兼
任
の
名
、
借
り
受
け

申
す
ぞ
。
一
日
だ
け
な
」

　
　
　
　
　
　

＊

「
こ
こ
だ
・
・
光
原
社
。
こ
ん

な
名
前
を
、
俺
以
外
の
人
間
が

つ
け
る
だ
ろ
う
か
？
」

　

遠
い
未
来
の
奥
州
の
廃
墟
都

市
、
仙
臺
に
そ
の
建
物
は
確
か

に
存
在
し
て
い
た
。
賢
治
は
ほ

と
ん
ど
蔓
植
物
に
覆
わ
れ
た
二

階
建
て
だ
っ
た
ら
し
い
残
骸
に

両
手
で
抱
く
よ
う
に
触
れ
る
。

　

喜
善
も
ま
た
蔦
の
葉
を
摘
み

撫
で
な
が
ら
考
え
て
い
る
。

「
偶
然
か
な
・
・
奥
州
街
道
、

つ
ま
り
国
分
町
通
南
側
に
位
置

し
て
い
る
が
、
何
か
意
図
的
な

配
置
な
の
だ
ろ
う
か
。」

　

建
物
の
中
か
ら
は
欅
が
生
え

て
内
側
か
ら
建
材
を
圧
し
、
巨

樹
に
成
ら
ん
と
門
か
ら
窓
か
ら

四
方
に
枝
を
伸
ば
し
て
い
る
。

「
放
射
線
値
と
や
ら
が
低
い
と

は
い
え
・
・
こ
こ
も
や
は
り
長

ら
く
無
人
の
よ
う
だ
な
。」

　

ト
ヨ
ハ
は
左
腕
に
巻
い
た
計

測
器
を
凝
視
し
な
が
ら
、
国
分

町
通
を
は
ず
れ
て
西
へ
、
東
へ

と
て
く
て
く
移
動
し
て
い
く
。

「
こ
の
真
っ
直
ぐ
な
通
り
・
・

こ
こ
が
一
番
値
が
低
い
。
こ
の

道
を
外
れ
る
と
急
に
高
く
な

る
」

　

女
操
縦
士
は
脇
腹
に
下
げ
た

手
鏡
の
よ
う
な
機
器
を
掲
げ
る
。

そ
の
表
面
は
磨
い
た
黒
曜
石
の

よ
う
で
、
ど
う
い
う
仕
掛
け
か

仙
臺
の
も
の
ら
し
き
地
図
が
浮

か
び
上
が
っ
て
く
る
の
だ
っ
た
。

　

賢
治
が
飛
び
つ
い
て
、
言
う
。

「
ち
ょ
、
ち
ょ
っ
と
い
い
か
い

！
こ
れ
が
今
い
る
、
奥
州
街
道

・
・
こ
こ
が
仙
臺
東
照
宮
、
そ

し
て
東
昌
寺
青
葉
社
・
・
・
」

　

喜
善
や
賢
治
が
例
の
石
を
置

い
て
き
た
場
所
を
順
々
に
指
差

し
て
い
く
。
未
だ
置
け
て
い
な

い
所
も
含
め
全
て
て
六
地
点
。

「
ほ
ぼ
円
形
・
・
そ
し
て
奥
州

街
道
は
ち
ょ
う
ど
真
ん
中
を
上

下
に
通
る
、
ま
る
で
背
骨
の
よ

う
に
だ
。」

　

賢
治
は
女
の
胸
元
に
ぴ
し
り

と
指
先
を
向
け
る
。

「
君
の
持
つ
そ
の
石
！
こ
れ
で

は
っ
き
り
し
た
な
・
・
と
は
い

え
、
ま
だ
仮
説
だ
け
れ
ど
。」

　
『
光
原
社
』
の
方
へ
戻
り
な

が
ら
ぶ
つ
ぶ
つ
と
何
か
言
う
。

「
な
ん
な
の
？
」

「
つ
ま
り
ト
ヨ
ハ
さ
ん
。
君
は

こ
れ
か
ら
の
こ
の
仙
臺
に
必
要

だ
・
・
確
か
に
こ
の
土
地
の
放

射
線
値
と
や
ら
は
低
い
け
ど
、

そ
れ
は
君
が
今
、
こ
こ
に
降
り

た
か
ら
で
、
も
と
も
と
低
い
訳

じ
ゃ
な
い
。」

「
何
で
す
っ
て
。
じ
ゃ
あ
全
然
、

安
全
な
土
地
で
は
な
い
・
・
」

「
ト
ヨ
ハ
さ
ん
が
い
れ
ば
大
丈

夫
さ
。
そ
の
胸
の
石
と
、
僕
ら

が
置
い
た
六
つ
の
石
が
反
応
し

合
っ
て
、
ど
う
や
ら
こ
の
領
域

を
清
浄
化
し
て
い
る
・
・
」

「
ど
う
し
て
、
そ
ん
な
事
が
」

「
さ
あ
、
僕
が
石
に
最
後
に
混

ぜ
た
成
分
の
作
用
だ
ろ
う
か
」

　

黒
曜
石
、
水
晶
、
電
気
石
、

そ
し
て
瑠る

り璃
・
・
賢
治
は
そ
の

石
た
ち
に
様
々
な
要
素
を
合
成

し
た
が
、
最
後
の
成
分
と
は
何

だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

「
と
も
あ
れ
、
全
部
の
サ
イ
ド

の
人
々
を
こ
こ
へ
降
ろ
し
て
、

こ
こ
か
ら
ま
た
・
・
始
め
る
事

が
で
き
る
ん
じ
ゃ
な
い
の
か
」

「
そ
う
上
手
く
い
く
か
し
ら
」

　

喜
善
は
『
光
原
社
』
の
中
に

踏
み
込
み
、
欅
の
幹
に
触
れ
る
。

「
さ
て
・
・
ど
う
し
た
ら
元
の

世
界
へ
戻
れ
る
か
。」

「
あ
れ
・
・
・
喜
善
さ
ん
。」

　

不
思
議
に
思
っ
て
、
賢
治
は

声
を
か
け
近
づ
い
た
。

「
背
が
縮
ん
で
い
な
い
？
」

　

ト
ヨ
ハ
の
言
う
通
り
、
六
尺

も
あ
る
は
ず
の
喜
善
の
背
丈
が
、

今
や
賢
治
の
肩
辺
り
ま
で
し
か

な
い
よ
う
に
見
え
た
。

「
始
ま
っ
た
か
！
」

　

叫
ぶ
が
早
い
か
、
賢
治
も
『

光
原
社
』
に
飛
び
込
み
、
同
じ

よ
う
に
巨
樹
に
触
れ
る
。

「
待
っ
て
！
宮
澤
さ
ん
、
こ
れ

を
持
っ
て
行
っ
て
」

　

状
況
を
悟
っ
た
ト
ヨ
ハ
が
腿

の
大
き
な
ポ
ケ
ッ
ト
か
ら
硝
子

の
筒
の
よ
う
な
物
を
出
し
、
賢

治
に
渡
し
た
。
そ
こ
に
は
、
黄

金
色
に
輝
く
稲
で
も
麦
で
も
な

い
、
穀
類
ら
し
き
も
の
の
穂
が

透
け
て
見
え
る
の
だ
っ
た
。

「
貴
方
は
結
局
、
こ
れ
を
使
う

事
は
し
な
い
だ
ろ
う
け
ど
・・
」

　

少
し
ず
つ
、
欅
の
樹
や
廃
墟

の
建
物
、
そ
し
て
ト
ヨ
ハ
が
巨

大
化
し
て
い
く
。
だ
が
そ
れ
は

錯
覚
で
、
二
人
は
遂
に
元
の
世

界
へ
向
け
て
縮
小
を
始
め
て
い

た
の
だ
っ
た
。

　
　

―
次
回
予
告
―

遂
に
取
り
払
わ
れ
る
か
最
後
の

壁
！
？
「
小
天
狗
」
忠
衡
と
「

暴
僧
」
忠
綱
の
勝
敗
や
如
何
に
。

そ
し
て
賢
治
た
ち
、
こ
ん
な
所

に
帰
っ
て
き
て
大
丈
夫
か
！
？

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

 銀鱗の壁を
　　　　退けよ

第四十四話
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冬のウバユリ つらら

夕日と六角牛山頂上

初冬の曲家

仙人池

冬のナンテン

ハクチョウ

ヤマユリに雪

シリーズ 遠野の自然

「遠野の小寒」

遠野 1000 景より

　

昨
年
後
半
か
ら
、
世
界
的
に

さ
ま
ざ
ま
な
ニ
ュ
ー
ス
が
乱
れ

飛
び
、
と
て
も
落
ち
着
か
な
い

年
末
年
始
と
な
り
ま
し
た
。

そ
こ
に
加
え
、
新
年
を
迎
え
た

ら
急
に
寒
く
な
り
ま
し
た
。

身
体
も
心
も
本
格
的
な
冬
を
迎

え
る
準
備
が
必
要
な
よ
う
で
す
。

そ
こ
で
今
回
号
は
小
寒
の
遠
野

の
風
景
を
お
届
け
し
ま
す
。

氷
の
中
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
ナ

ン
テ
ン
や
つ
ら
ら
が
遠
野
の
寒

さ
を
伝
え
て
き
ま
す
。
六
角
牛

山
頂
に
積
も
っ
た
雪
も
同
様
で

す
が
、
夕
日
に
映
え
て
と
て
も

き
れ
い
で
す
。

有
名
な
南
部
曲
り
家
に
も
う
っ

す
ら
雪
が
積
も
っ
て
い
ま
す
。

ハ
ク
チ
ョ
ウ
の
飛
来
も
冬
な
ら

で
は
で
す
。

ま
た
、
仙
人
池
に
も
氷
が
張
り

始
め
た
よ
う
で
す
。

冬
枯
れ
た
ヤ
マ
ユ
リ
に
積
も
っ

た
ふ
ん
わ
り
雪
が
本
物
の
綿
の

よ
う
に
柔
ら
か
そ
う
で
す
。

最
後
に
、
ウ
バ
ユ
リ
は
ま
る
で

他
の
星
の
生
物
の
よ
う
で
す
。
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山田ー巨大なガレキ撤去機械

大槌ーガレキの山

支援物資配給の列

『復興を目指して！頑張ろう石巻』 という垂れ幕

山田ー折れ曲がった岸壁の街灯

破壊されたままの大槌町役場

何もかも流された海辺

道路上の赤い船

写真でたどる被災地のあの時
（宮城県石巻市）

当新聞第２号　2012.7.16 発行

写真でたどる被災地のあの時
（岩手県大槌町 /山田町）
当新聞第5号　2012.10.16 発行
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放置された家

小高のまちはゴーストタウン

小網倉浜　無残に破壊されたままの港

津波が去った直後の石巻市十三浜 ・ 大室

小高地区の有名なお菓子屋さんの垂れ幕

ここから先は許可証必要ー福島第一原発数キロ地点

打ち上げられたコンテナ

鮎川　打ち捨てられたホエールランド

写真でたどる被災地のあの時
（宮城県沿岸部）

当新聞第６号　2012.11.16 発行

写真でたどる被災地のあの時
（福島県相馬地区）

当新聞第15号　2013.8.16 発行




