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じ
え
な
い
。

　

監
督
官
庁
が
決
め
た
基
準
を

ク
リ
ア
し
た
か
ら
建
設
し
た
ま

で
で
、
わ
れ
わ
れ
空
港
関
係
者

に
は
責
任
は
な
い
、
悪
い
の
は

台
風
が
想
定
外
の
大
き
さ
だ
っ

た
こ
と
で
あ
り
、
タ
ン
カ
ー
が

衝
突
す
る
と
い
う
ア
ク
シ
デ
ン

ト
が
起
き
た
せ
い
で
あ
り
、
わ

れ
わ
れ
に
責
任
は
な
い
と
い
う

声
が
聞
こ
え
て
き
そ
う
で
あ
る
。

　

そ
し
て
ま
た
、
こ
う
し
た
自

然
災
害
の
後
始
末
の
際
に
必
ず

出
現
す
る
－
「
で
は
い
っ
た
い

誰
の
責
任
な
の
か
？
」
と
い
う

責
任
の
な
す
り
あ
い
の
場
面
が

繰
り
返
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
状
況
は
、
こ
の
国
が
自

然
災
害
の
頻
発
す
る
国
で
あ
る

こ
と
を
忘
れ
、
自
然
の
驚
異
を

見
下
し
た
結
果
が
導
く
も
の
で

あ
る
と
痛
烈
に
思
う
。

害
対
策
は
や
は
り
根
本
か
ら
見

直
す
必
要
が
あ
る
と
の
思
い
を

さ
ら
に
強
く
し
た
。

　

予
報
の
あ
り
方
も
、
自
然
災

害
の
発
生
と
い
う
こ
と
に
対
し

て
の
考
え
方
も
根
本
的
に
見
直

す
必
要
が
あ
る
と
強
く
思
っ
た
。

地
震
に
よ
る
液
状
化
現
象
に
至

っ
て
は
、
そ
も
そ
も
住
宅
地
設

定
を
許
可
し
て
は
な
ら
な
い
場

所
に
許
可
す
る
と
い
う
法
律
が

な
ぜ
ま
か
り
通
る
の
か
、
全
国

で
一
斉
に
見
直
し
が
必
要
だ
と

の
思
い
も
強
く
し
た
。

　

い
っ
た
い
何
度
同
じ
こ
と
を

し
て
後
悔
す
れ
ば
気
が
済
む
の

だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
何
人
の
犠

牲
者
を
出
せ
ば
方
針
を
大
転
換

す
る
の
だ
ろ
う
か
。
あ
ま
り
に

も
腹
立
た
し
く
な
っ
た
た
め
の

連
載
と
な
っ
た
。

関
西
空
港
が
台
風
で
壊

滅
的
被
害

　

九
月
は
じ
め
、
台
風
21
号
が

西
日
本
を
直
撃
し
た
。
た
し
か

に
大
型
の
台
風
と
の
予
報
は
あ

っ
た
。
し
か
し
、
被
害
は
「
予

想
以
上
」
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

関
西
国
際
空
港
は
高
潮
な
ど

の
被
害
で
閉
鎖
に
追
い
込
ま
れ
、

前
号
に
続
い
て
の
自
然

災
害
対
策
続
報

　

前
号
で
【「
未
曽
有
」
と
「
想

定
外
」
は
二
度
と
聞
き
た
く
な

い
―
災
害
予
知
と
気
象
予
報

と
自
然
災
害
対
策
の
大
変
革
提

言
―
「
自
然
は
未
知
で
あ
る
」

と
い
う
大
前
提
に
戻
れ
！
】
と

い
う
記
事
を
掲
載
し
た
ば
か
り

な
の
に
、
前
号
掲
載
の
直
後
に

大
き
な
自
然
災
害
が
二
つ
も
発

生
し
、
今
月
号
で
も
同
様
の
記

事
を
取
り
上
げ
る
と
は
思
い
も

寄
ら
な
か
っ
た
。

　

周
知
の
よ
う
に
、
ひ
と
つ
は

九
月
初
め
の
台
風
二
十
一
号
に

よ
る
関
西
空
港
被
害
で
あ
り
、

も
う
ひ
と
つ
は
、
そ
の
台
風
災

害
直
後
に
北
海
道
を
襲
っ
た
、

震
度
7
の
大
地
震
で
あ
る
。

　

両
災
害
の
被
災
者
の
み
な
さ

ま
に
は
、
こ
の
紙
面
を
借
り
て

こ
こ
ろ
か
ら
お
見
舞
い
申
し
上

げ
た
い
。

　

ま
た
、
た
て
続
け
の
大
自
然

災
害
の
発
生
で
あ
り
、
こ
の
国

が
ど
う
に
か
な
っ
て
し
ま
う
の

で
は
な
い
か
と
心
配
に
な
る
ほ

ど
で
も
あ
っ
た
。

　

同
時
に
、
こ
の
国
の
自
然
災

「未曽有」と「想定外」は二度と聞きたくないーその②
予報関係者は生命を相手にしている臨場感を持て！
福島第一原発の二の舞を危うく引き起こすところだった！

ま
た
タ
ン
カ
ー
が
連
絡
橋
に
衝

突
し
て
、
利
用
客
ら
約
五
千
人

が
孤
立
す
る
事
態
と
な
っ
た
。

　

空
港
は
、
こ
れ
が
空
港
か
と

思
え
な
い
ほ
ど
水
浸
し
と
な
っ

た
。
当
然
な
が
ら
滑
走
路
は
使

用
不
能
で
、
飛
行
機
は
し
ば
ら

く
飛
べ
な
い
状
況
が
続
い
た
。

　

空
港
内
も
浸
水
に
よ
り
水
浸

し
と
な
っ
た
。
そ
の
水
の
高
さ

は
、
最
も
深
い
と
こ
ろ
で
90
セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
も
あ
っ
た
。

そ
し
て
何
よ
り
の
失
態
は
、

こ
の
台
風
被
害
で
、
空
港
内
に

取
り
残
さ
れ
、
孤
立
し
た
約

五
千
人
の
顧
客
が
、
翌
日
ま
で

放
置
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

　

そ
の
理
由
は
、
タ
ン
カ
ー
が

衝
突
し
た
た
め
、
空
港
と
陸
地

を
結
ぶ
連
絡
橋
が
通
れ
な
く
な

っ
た
こ
と
と
説
明
が
あ
る
が
、

な
ぜ
タ
ン
カ
ー
が
衝
突
す
る
よ

う
な
状
況
に
な
る
の
か
理
解
が

で
き
な
い
。

そ
も
そ
も
な
ぜ
？

　

以
上
の
こ
と
は
、
起
き
て
し

ま
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
ど
う
し
て
も
、「
そ

も
そ
も
な
ぜ
？
」
と
い
う
疑
問

が
口
を
つ
い
て
出
る
こ
と
を
禁

【当新聞発行責任者
兼編集長兼記者紹介】
【砂越　豊】

宮城県生まれ、65歳、経
営コンサルタント、趣味は
縄文研究、今年 1 月に『東
北先史時代学』を提唱、東
北から日本を変えることを
標榜する。また放置されて
いる縄文遺跡保存活動とし
て郷里の涌谷町の『長根貝
塚保存活動』開始。

　

そ
れ
と
と
も
に
、
災
害
対
策

へ
の
ど
う
し
よ
う
も
な
い
違
和

感
も
禁
じ
得
な
い
。

　

つ
ま
り
、
災
害
の
発
生
を
予

測
も
し
て
い
な
い
の
だ
か
ら
、

被
害
が
発
生
し
た
と
き
の
対
策

も
立
て
て
い
な
い
と
い
う
こ
と

で
あ
り
、
そ
う
し
た
姿
勢
を
ま

ざ
ま
ざ
と
海
外
か
ら
の
観
光
客

に
対
し
て
見
せ
つ
け
る
結
果
と

な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。

地
震
研
究
と
メ
デ
ィ
ア

は
ま
だ
南
海
ト
ラ
フ
？

　

地
震
研
究
は
相
変
わ
ら
ず
、

南
海
ト
ラ
フ
大
地
震
が
中
心
の

よ
う
で
あ
る
。
マ
ス
メ
デ
ィ
ア

も
そ
の
流
れ
に
追
随
し
て
騒
ぎ

立
て
る
。

　

そ
う
す
る
こ
と
で
予
測
地
域

と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な

い
地
域
は
何
と
な
く
安
全
か
と

関西空港も浸水

関西空港は、海の港か、空港か？

空港に置き去りの客
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あ
の
東
日
本
大
震
災
か
ら
ま

だ
わ
ず
か
に
七
年
半
し
か
経
っ

て
い
な
い
の
に
、
何
ら
教
訓
が

生
か
さ
れ
て
い
な
い
。

教
訓
が
活
か
さ
れ
な
い
国

　

い
か
に
忘
れ
や
す
い
国
民
と

い
え
ど
も
、
あ
の
東
日
本
大
震

災
を
忘
れ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
。

　

な
ら
ば
、
だ
れ
が
あ
の
経
験

を
活
か
さ
な
い
の
か
。
監
督
官

庁
か
、
政
治
家
な
の
か
。

　

あ
れ
だ
け
大
騒
ぎ
し
、
次
の

災
害
時
に
は
二
度
と
同
じ
こ
と

に
な
ら
な
い
よ
う
に
し
よ
う
と

誓
っ
た
は
ず
で
は
な
か
っ
た
か
。

　

し
か
し
、
ま
る
で
デ
ジ
ャ
ブ

の
よ
う
に
同
じ
こ
と
の
繰
り
返

し
が
目
の
前
で
展
開
さ
れ
る
。

　

い
っ
た
い
こ
の
国
は
ど
う
な

っ
て
い
る
の
か
と
叫
び
た
い
と

思
う
の
は
筆
者
だ
け
で
は
あ
る

ま
い
。
し
か
し
、
一
番
怒
り
た

い
の
は
被
災
者
た
ち
で
あ
る
。

自
然
災
害
の
強
さ
が
戻

っ
て
き
た

　

前
号
で
も
触
れ
た
が
、
不
幸

に
も
、
日
本
列
島
内
の
自
然
災

害
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
規
模
が
拡
大

し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

　

自
然
の
観
測
が
開
始
さ
れ
て

か
ら
現
在
ま
で
の
約
百
五
十
年

間
は
、
巨
大
な
自
然
災
害
が
な

か
っ
た
の
で
、
災
害
デ
ー
タ
も

そ
れ
に
呼
応
し
た
も
の
で
あ
る

の
は
当
然
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
仮
に
筆
者
の
考
え

が
正
し
い
と
し
た
ら
、
こ
の
約

百
五
十
年
の
観
測
デ
ー
タ
は
、

少
な
く
と
も
巨
大
災
害
対
策
に

は
役
に
立
た
な
い
と
い
え
る
。

　

現
在
こ
う
し
た
学
問
分
野
が

存
在
す
る
か
ど
う
か
知
ら
な
い

思
い
、
対
策
に
必
死
さ
を
欠
く

こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

　

い
っ
た
い
い
つ
ま
で
こ
ん
な

こ
と
を
続
け
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

2009

年
に
発
生
し
た
イ
タ

リ
ア
中
部
地
震
で
は
、
大
地
震

の
兆
候
を
警
告
で
き
な
か
っ
た

と
し
て
、
イ
タ
リ
ア
の
地
裁
は

防
災
庁
付
属
委
員
会
メ
ン
バ
ー

の
地
震
学
者
ら
7
人
に
対
し
、

禁
錮
6
年
の
実
刑
判
決
を
言
い

渡
し
た
と
い
う
例
が
あ
る
。

　

日
本
で
は
考
え
ら
れ
な
い
こ

と
で
は
あ
る
が
、
妙
に
す
っ
き

り
し
た
気
分
に
な
っ
た
こ
と
を

思
い
出
す
。

　

地
震
予
測
と
対
策
に
関
係
す

る
人
た
ち
と
そ
の
所
属
す
る
機

関
か
ら
は
、
警
察
や
消
防
、
自

衛
隊
な
ど
と
異
な
り
、
人
命
を

相
手
に
仕
事
を
し
て
い
る
感
覚

が
伝
わ
っ
て
こ
な
い
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
地
震
が
発
生
し
た

後
に
張
り
切
る
よ
う
に
見
え
る
。

詳
し
く
発
生
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を

説
明
さ
れ
て
も
鼻
白
む
の
だ
。

な
ぜ
発
生
前
に
言
わ
な
い
の

か
。　

北
海
道
大
地
震

　

そ
し
て
、
起
き
て
し
ま
っ
た
。

震
度
7
と
い
う
大
地
震
で
あ
る
。

　

大
規
模
な
山
崩
れ
、
道
路
の

陥
没
、
土
砂
が
流
れ
込
ん
で
の

犠
牲
者
の
発
生
、
家
の
倒
壊
、

お
ま
け
に
、
な
ぜ
か
液
状
化
現

象
が
起
き
て
、
道
路
に
泥
が
あ

ふ
れ
、
道
路
は
ね
じ
れ
、
家
も

大
き
く
傾
く
。

　

そ
し
て
大
規
模
な
停
電
も
発

生
し
た
。

　

物
資
の
供
給
網
は
寸
断
さ
れ
、

生
存
に
不
可
欠
の
飲
料
水
や
食

料
調
達
も
ま
ま
な
ら
な
い
。

が
、
も
と
も
と
自
然
災
害
の
頻

発
す
る
日
本
で
あ
れ
ば
、
こ
う

し
た
研
究
に
費
用
を
投
じ
て
も

だ
れ
も
文
句
は
言
わ
な
い
。

　

も
し
そ
う
し
た
機
関
が
な
い

の
で
あ
れ
ば
早
急
に
立
ち
上
げ

る
べ
き
で
あ
る
。

　

特
に
、
火
山
の
研
究
に
は
も

っ
と
力
を
入
れ
て
欲
し
い
。

　

日
本
国
中
の
火
山
が
活
発
化

し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思

え
る
節
が
あ
る
。

　

な
か
で
も
、
単
体
の
火
山
の

噴
火
の
数
千
倍
も
の
規
模
と
言

わ
れ
る
カ
ル
デ
ラ
噴
火
と
い
う

巨
大
噴
火
の
研
究
に
は
注
力
し

て
欲
し
い
。

　

カ
ル
デ
ラ
噴
火
の
周
期
は
約

七
千
年
と
言
わ
れ
て
お
り
、
該

当
す
る
火
山
も
現
に
存
在
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

原
子
力
発
電
所
の
冷
却

電
源
喪
失
問
題

　

最
後
に
、
あ
ま
り
マ
ス
メ
デ

ィ
ア
も
騒
が
な
か
っ
た
大
き
な

問
題
を
取
り
上
げ
よ
う
。

　

そ
れ
は
、
今
般
の
北
海
道
地

震
に
よ
る
原
子
力
発
電
所
の
冷

却
用
電
源
喪
失
問
題
で
あ
る
。

　

AERA dot. 

編
集
部
・
西
岡

千
史
氏
の
記
事
か
ら
以
下
抜
粋

す
る
。

　

な
か
で
も
驚
か
さ
れ
た
の
が
、

北
海
道
電
力
の
泊
原
発
（
泊

村
）
で
外
部
電
源
が
す
べ
て
失

わ
れ
た
こ
と
だ
。
泊
村
の
震
度

は
2
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現

在
は
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電

機
で
、
燃
料
プ
ー
ル
に
あ
る
使

用
済
み
核
燃
料1527

体
の
冷

却
を
続
け
て
い
る
。
幸
い
に
も
、

3
基
の
原
子
炉
は
運
転
停
止
中

だ
っ
た
。

　

2011

年
の
東
京
電
力
福
島

第
一
原
発
事
故
に
よ
る
大
き
な

教
訓
は
、
大
規
模
災
害
が
起
き

て
も
「
絶
対
に
電
源
を
切
ら
さ

な
い
こ
と
」
だ
っ
た
は
ず
だ
。

そ
れ
が
な
ぜ
、
わ
ず
か
震
度
2

で
電
源
喪
失
寸
前
ま
で
追
い
込

ま
れ
た
の
か
。

  

「
泊
原
発
に
は
3
系
統
か
ら

外
部
電
源
が
供
給
さ
れ
て
い
ま

す
が
、
北
電
の
中
で
3
つ
の
変

電
所
を
分
け
て
い
た
だ
け
と
思

わ
れ
る
。
北
電
全
体
が
ダ
ウ
ン

し
て
し
ま
え
ば
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ

に
な
ら
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

今
回
の
地
震
で
、
揺
れ
が
小
さ

く
て
も
外
部
電
源
の
喪
失
が
起

き
る
こ
と
を
実
証
し
て
し
ま
っ

た
。『
お
粗
末
』
と
言
う
し
か

あ
り
ま
せ
ん
」（
岡
村
氏
）

　

北
電
に
よ
る
と
、
地
震
発
生

直
後
に
同
社
最
大
の
火
力
発
電

所
、
苫
東
厚
真
発
電
所
が
緊
急

停
止
。
電
力
供
給
の
需
要
と
供

給
の
バ
ラ
ン
ス
が
崩
れ
た
こ
と

で
周
波
数
の
低
下
が
起
き
、
他

の
発
電
所
も
運
転
が
止
ま
っ

た
。
苫
東
厚
真
発
電
所
の
復
旧

は
、
少
な
く
と
も
1
週
間
か
か

る
と
い
う
。
泊
原
発
の
非
常
用

デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
は
最
低
7
日

間
稼
働
で
き
る
と
い
う
が
、「
事

故
に
な
ら
な
く
て
よ
か
っ
た
」

で
は
す
ま
さ
れ
な
い
。

「
北
電
だ
け
の
問
題
だ
け
で
は

な
く
、
監
督
官
庁
で
あ
る
経
産

省
や
原
子
力
規
制
委
員
会
に
も

責
任
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事

態
が
起
き
る
こ
と
を
想
定
し
て
、

原
発
施
設
の
電
源
確
保
の
仕
組

み
を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
い
な
か
っ

た
と
い
う
こ
と
。
こ
れ
は
大
問

題
で
す
。
近
づ
く
南
海
ト
ラ
フ

地
震
で
も
、
す
べ
て
の
火
力
発

電
の
ブ
ラ
ッ
ク
ア
ウ
ト
を
想
定

し
て
お
く
べ
き
で
す
」（
岡
村

氏
）

　

現
在
、
発
電
所
の
再
稼
働
に

向
け
て
作
業
が
行
わ
れ
て
い
る

が
、
電
力
復
旧
の
め
ど
は
立
っ

て
い
な
い
。
も
し
、
泊
原
発
で

非
常
用
の
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
が

故
障
な
ど
で
使
え
な
か
っ
た
場

合
は
、“
最
後
の
砦
”
で
あ
る

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
電
源
車
に
頼
ら

ざ
る
を
え
な
か
っ
た
こ
と
に
な

る
。
今
回
の
地
震
は
「
原
発
へ

の
電
源
供
給
」
と
い
う
災
害
対

応
の
“
基
本
中
の
基
本
”
に

問
題
が
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か

に
し
た
。

　

何
た
る
ザ
マ
だ
ろ
う
か
。
こ

の
事
実
が
大
き
く
報
道
さ
れ
な

い
こ
と
に
も
驚
く
ば
か
り
で
あ

る
。
お
そ
ら
く
マ
ス
メ
デ
ィ
ア

に
圧
力
で
も
か
け
て
、
報
道
規

制
を
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

し
か
し
、
実
状
は
、
北
海
道

を
中
心
と
し
て
「
非
常
事
態
」

が
起
き
て
い
た
の
だ
。
福
島
第

一
原
発
の
二
の
舞
で
あ
っ
た
か

も
し
れ
な
い
の
だ
。

　

し
か
も
そ
れ
を
国
民
に
公
開

し
て
、
謝
罪
し
な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
こ
そ
が
、
国
の
一
番
の

災
害
対
策
の
お
粗
末
さ
加
減
を

示
す
も
の
で
あ
る
。

車道崩壊

地盤崩壊 厚真町の土砂崩れ

液状化
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郷土料理愛好家　
　　　　松本由美子氏

 《鮭のフライ》

『材料』　�鮭 ( 生 ) 1 枚 、塩、コショウ、 小麦粉少々 、卵、パン粉 + 黒胡麻 、
　　     揚げ油 適量 
『作り方』　生鮭を洗い、キッチンタオルで水分を取っておきます。�生鮭に塩、
コショウをします。小麦粉、卵、黒胡麻と合わせたパン粉を順につけます。�油
の温度がみながら、中まで火が通るまで、弱火にしじっくり加熱します。揚げ
る直前に高温にし、油切りをよくしてカラッと揚げます。�野菜をつけ合わせ、
熱い内にいただきます。�
まだ、地震の影響で店頭に魚がありませんでした。秋刀魚がいくらかと鮭と干
物魚が多い状況です。低気圧で数日、海も時化ていました。（松本談）�　

第35回
三陸酒海鮮会 

 2018.9.1
ご参加いただいたみ
なさんに感謝申し上

げます
次回は10/20

今回は、北海道地震の被害が
収束する前にもかかわらず、
函館在住の松本さんに、店頭
で食材が大いに不足している
中で料理していただいた上で
ご寄稿いただきました。ほん
とうにありがとうございまし
た。また、地震で被災された
みなさま、お見舞い申し上げ
ます。

水産業再興のための料理レシピ紹介
第49回 
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こ
の
連
載
で
も
、
自
分
の
ブ

ロ
グ
で
も
、「
平
泉
は
世
界
遺

産
だ
け
の
町
じ
ゃ
な
い
！
」
と

い
う
こ
と
を
再
三
に
亘
っ
て
主

張
し
て
い
る
。「
ほ
ら
、
こ
こ

に
も
、
こ
こ
に
も
あ
る
よ
」
と

紹
介
し
た
私
の
「
世
界
遺
産
以

外
の
平
泉
オ
ス
ス
メ
ス
ポ
ッ
ト

マ
ッ
プ
」

(http s://w
w

w
.google.

com
/m

aps/d/iew
ers?usp

=sharing&
m

id=1O
kM

aB
M

f62-RtjABUHoRQw
9oDv-

cW
xKAv)

に
は
、
現
在
67
箇
所
も
の
オ
ス

ス
メ
ス
ポ
ッ
ト
が
記
載
さ
れ
て

い
る
。

　

こ
れ
だ
け
多
い
と
、「
平
泉

は
世
界
遺
産
だ
け
の
町
じ
ゃ
な

い
！
」
と
い
う
こ
と
は
し
っ
か

り
示
せ
て
い
る
と
し
て
も
、
実

際
に
ど
こ
に
行
け
ば
よ
い
の
か

か
え
っ
て
分
か
り
に
く
い
か
も

し
れ
な
い
。
そ
こ
で
今
回
は
、

そ
の
中
で
も
特
に
オ
ス
ス
メ
の

場
所
を
紹
介
し
た
い
と
思
う
。

私
の
オ
ス
ス
メ
は
「
鎮
守
社
」

と
「
月
山
」
で
あ
る
。

９
つ
あ
る
平
泉
の
鎮
守
社

　

鎮
守
社
と
い
う
の
は
、
そ
の

都
市
を
守
護
す
る
役
割
を
持
っ

た
神
社
の
こ
と
で
あ
る
。
通
常
、

国
府
所
在
地
に
し
か
な
か
っ
た

鎮
守
社
が
平
泉
に
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
は
、
平
泉
が
国
府
所
在

地
と
同
ク
ラ
ス
の
都
市
で
あ
っ

た
証
左
で
も
あ
る
。
そ
の
平
泉

の
鎮
守
社
に
つ
い
て
、
鎌
倉
幕

府
の
公
文
書
「
吾
妻
鏡
」
に

は
、中
央
に
惣
社
（
そ
う
じ
ゃ
）、

東
方
に
日
吉
（
ひ
よ
し
）、
白

山
（
は
く
さ
ん
）
の
両
社
、
南

方
に
祇
園
（
ぎ
お
ん
）
社
、
王

子
（
お
う
じ
）
諸
社
、
西
方
に

北
野
天
神
（
き
た
の
て
ん
じ

ん
）、
金
峯
山
（
き
ん
ぷ
せ
ん
）、

北
方
に
今
熊
野
（
い
ま
く
ま

の
）、
稲
荷
（
い
な
り
）
等
の

社
が
あ
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。

少
な
く
と
も
平
泉
に
は
、
中
央

に
１
つ
、
東
西
南
北
に
２
つ
ず

つ
、
合
計
９
つ
の
鎮
守
社
が
あ

っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

こ
れ
ら
の
鎮
守
社
が
あ
っ
た

場
所
を
順
に
紹
介
し
て
い
こ
う
。

ま
ず
、
東
方
鎮
守
の
日
吉
社
と

白
山
社
で
あ
る
。
平
泉
駅
を
出

て
二
つ
目
の
信
号
、「
毛
越
寺

口
」
の
交
差
点
を
右
に
曲
が
っ

て
県
道300

号
線
を300

ｍ

ほ
ど
北
に
行
く
と
、
右
手
に
白

山
妙
理
堂
（
は
く
さ
ん
み
ょ
う

り
ど
う
）
と
い
う
古
い
お
堂
が

あ
る
。
こ
れ
が
か
つ
て
の
東
方

の
鎮
守
、
日
吉
社
と
白
山
社
で

あ
る
。
以
前
は
こ
れ
ら
両
社
が

並
び
立
っ
て
い
た
ら
し
い
が
、

現
在
は
そ
の
名
の
通
り
白
山
社

の
み
で
あ
る
。
周
辺
の
低
地
は

か
つ
て
あ
っ
た
「
鈴
沢
の
池
」

と
い
う
池
の
跡
で
あ
る
。

　

続
い
て
、
南
方
鎮
守
の
祇
園

社
と
王
子
諸
社
で
あ
る
。
平
泉

駅
か
ら
白
山
妙
理
堂
に
向
か
っ

た
「
毛
越
寺
口
」
交
差
点
を
逆

に
左
に
曲
が
っ
て
県
道300

号
線
を
南
に1.2km

ほ
ど
行

く
と
、
右
手
に
八
坂
神
社
（
や

さ
か
じ
ん
じ
ゃ
）
が
あ
る
。
こ

の
八
坂
神
社
が
あ
る
の
は
平
泉

町
の
祇
園
地
区
で
あ
る
が
、
実

は
、
こ
の
八
坂
神
社
が
明
治
時

代
以
前
ま
で
は
祇
園
宮
と
呼
ば

れ
て
い
た
、
か
つ
て
の
南
方
の

鎮
守
社
、
祇
園
社
で
あ
る
。
疫

病
退
散
の
神
と
し
て
信
仰
さ
れ

て
き
た
そ
う
で
あ
る
。

　

県
道300

号
線
を
挟
ん
で

八
坂
神
社
の
向
か
い
に
細
い
路

地
が
あ
る
。
そ
の
路
地
を
80
ｍ

ほ
ど
進
む
と
、
左
手
に
「
王
子

社
跡
」
と
い
う
案
内
板
が
あ
る
。

現
在
は
た
だ
小
さ
な
祠
が
２
つ

残
っ
て
い
る
だ
け
で
す
が
、
こ

こ
が
か
つ
て
の
王
子
諸
社
で
あ

る
。
２
つ
の
祠
の
う
ち
、
大
き

め
の
方
の
祠
に
は
木
製
の
神
像

が
祀
ら
れ
て
い
る
の
が
外
か
ら

も
見
え
る
。

　

西
方
鎮
守
の
北
野
天
神
に
は
、

平
泉
駅
を
背
に
真
っ
す
ぐ
、
毛

越
寺
に
向
か
う
県
道
31
号
線
を

行
く
。
毛
越
寺
を
通
り
過
ぎ

て
、
上
を
東
北
自
動
車
道
が
走

る
ガ
ー
ド
を
く
ぐ
っ
て160

ｍ
ほ
ど
行
っ
た
、
駅
か
ら
だ
と

1.3km

く
ら
い
来
た
と
こ
ろ

に
あ
る
Ｔ
字
路
を
右
に
曲
が
る
。

そ
こ
か
ら300

ｍ
ほ
ど
登
り

坂
の
道
を
行
く
と
、
正
面
に
長

い
階
段
が
見
え
て
く
る
。
こ
こ

が
か
つ
て
の
西
方
の
鎮
守
社
、

北
野
天
神
社
で
あ
る
。
歩
い
て

１
分
弱
ほ
ど
階
段
を
登
っ
て
い

く
と
、
社
殿
が
あ
る
。

　

も
う
一
つ
の
金
峯
山
に
つ
い

て
は
、
世
界
遺
産
の
一
つ
で
あ

る
金
鶏
山
が
金
峰
山
に
な
ぞ
ら

え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の

山
麓
に
金
峯
山
社
が
あ
っ
た
と

さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
平
泉

文
化
遺
産
セ
ン
タ
ー
の
南
側
に

あ
る
花
立
廃
寺
跡
だ
と
言
わ
れ

て
い
る
。
県
道
31
号
線
を
毛
越

寺
の
手
前
に
あ
る
観
自
在
王
院

の
角
を
右
に
曲
が
っ
て650

ｍ
ほ
ど
坂
を
登
っ
て
い
く
と
平

泉
文
化
遺
産
セ
ン
タ
ー
が
あ
る

が
、
セ
ン
タ
ー
の
南
側
に
芝
生

の
公
園
が
あ
っ
て
、
そ
の
一
画

に
石
で
建
物
跡
が
示
さ
れ
た
花

立
廃
寺
跡
が
あ
る
。

　

北
方
鎮
守
に
つ
い
て
は
、
こ

の
平
泉
文
化
遺
産
セ
ン
タ
ー
の

向
か
い
に
熊
野
三
社
と
い
う
神

社
が
あ
る
。
こ
れ
が
か
つ
て
の

北
方
の
鎮
守
社
、
今
熊
野
社
で

あ
る
。
か
つ
て
は
今
熊
野
社
に

加
え
、
子
守
社
と
勝
手
社
と
い

う
末
社
も
あ
っ
た
そ
う
で
あ
る

が
、
そ
れ
ら
が
合
祀
さ
れ
て
現

在
の
熊
野
三
社
と
な
っ
た
。

　

も
う
一
つ
の
稲
荷
社
だ
が
、

実
は
場
所
が
特
定
さ
れ
て
い
な

い
。
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
話
題

に
な
る
こ
と
も
な
い
よ
う
だ
が
、

江
戸
時
代
の
文
書
な
ど
を
調
べ

て
み
る
と
、
隆
蔵
寺
と
い
う
お

寺
が
別
当
を
務
め
る
西
方
鎮
守

の
稲
荷
社
が
確
か
に
存
在
し
て

い
た
こ
と
が
分
か
る
。
た
だ
、

そ
の
隆
蔵
寺
は
明
治
に
な
っ
て

火
災
で
焼
失
し
て
し
ま
っ
て
い

る
。
恐
ら
く
そ
の
時
に
、
近
く

に
あ
っ
た
稲
荷
社
も
一
緒
に
失

わ
れ
て
し
ま
っ
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。

　

こ
の
隆
蔵
寺
の
あ
っ
た
場
所

は
分
か
っ
て
い
る
。
先
ほ
ど
北

野
天
神
に
行
っ
た
Ｔ
字
路
の
も

う
一
つ
手
前
の
Ｔ
字
路
、
東
北

自
動
車
道
の
ガ
ー
ド
下
か
ら
は

90
ｍ
ほ
ど
の
と
こ
ろ
を
右
に
曲

が
っ
て300

ｍ
ほ
ど
坂
を
登

っ
て
い
く
と
、
毛
越
地
区
の
公

葬
地
（
共
同
墓
地
）
が
あ
る
。

そ
の
下
に
は
一
面
に
田
ん
ぼ
が

広
が
っ
て
い
る
が
、
こ
の
田
ん

ぼ
の
一
画
に
隆
蔵
寺
が
あ
っ
た

と
の
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、

稲
荷
社
も
こ
の
田
ん
ぼ
の
ど
こ

か
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

最
後
に
中
央
の
惣
社
で
あ
る
。

惣
社
と
い
う
の
は
、
そ
の
地
域

の
神
を
す
べ
て
合
祀
し
た
神
社

の
こ
と
だ
が
、
実
は
こ
の
惣
社

が
あ
っ
た
場
所
も
分
か
っ
て
い

な
い
。
い
く
つ
か
の
説
が
あ
っ

て
、
今
の
と
こ
ろ
最
も
有
力
と

思
わ
れ
る
の
が
、
金
峯
山
社
が

あ
っ
た
場
所
に
惣
社
も
あ
っ
た

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、

金
峯
山
社
が
惣
社
も
兼
ね
て
い

た
と
い
う
の
で
は
な
く
、
同
じ

敷
地
に
金
峯
山
社
と
惣
社
が
併

設
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か

と
考
え
ら
れ
る
。
金
峯
山
社
と

見
な
さ
れ
て
い
る
花
立
廃
寺
跡

の
北
に
隣
接
す
る
平
泉
文
化
遺

産
セ
ン
タ
ー
の
玄
関
付
近
か
ら
、

か
つ
て
礎
石
建
物
跡
が
出
土
し

て
い
る
の
で
、
そ
れ
が
あ
る
い

は
惣
社
跡
だ
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
推
測
で
き
る
。

　

以
上
が
９
つ
の
鎮
守
社
で
あ

る
。
先
ほ
ど
江
戸
時
代
の
文
書

に
稲
荷
社
が
西
方
鎮
守
と
し
て

記
載
さ
れ
て
い
る
と
書
い
た
が
、

位
置
関
係
か
ら
考
え
て
み
て
も
、

最
初
に
紹
介
し
た
吾
妻
鏡
に
あ

る「
西
方
」の
金
峯
山
社
と「
北

方
」
の
稲
荷
社
は
、
方
角
が
取

り
違
え
ら
れ
て
い
る
可
能
性
が

高
い
。
実
際
に
は
、
北
方
の
今

熊
野
（
熊
野
三
社
）
の
向
か
い

に
あ
る
金
峯
山
社
（
花
立
廃
寺

跡
）
は
西
方
で
は
な
く
北
方
の

鎮
守
、
西
方
の
北
野
天
神
の
近

く
に
あ
っ
た
稲
荷
社
は
北
方
で

は
な
く
西
方
の
鎮
守
で
あ
っ
た

の
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
れ
ら
９
つ
の
鎮
守
社
の
う

ち
、
白
山
妙
理
堂
、
八
坂
神

社
、
王
子
社
跡
、
北
野
天
神

社
、
花
立
廃
寺
跡
は
、「
見
ル

ベ
キ
モ
ノ
ア
リ
」
と
し
て
国
の

特
別
史
跡
に
も
指
定
さ
れ
て
い

る
。
そ
れ
ぞ
れ
に
風
情
の
あ
る

場
所
で
あ
り
、
も
っ
と
も
っ
と

知
ら
れ
て
ほ
し
い
ス
ポ
ッ
ト
で

あ
る
。
な
お
、
鎮
守
社
に
つ

い
て
は
、
前
述
の
マ
ッ
プ
と

別
に
、「
平
泉
の
鎮
守
社
（
五

方
鎮
守
）
マ
ッ
プ
」(https://

w
w

w.google.com
/m

aps/d/
view

er?hl=ja&m
id=

1n3Tx0-USm
BTANU5ow

n
_lX

vJRW
GP9KoBQ

&
ll=3

8.97621699112218%
2

C141.11434645000008
&z=14)

を
作
成
し
た
の
で
、
そ
ち
ら
を

参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

中
尊
寺
の
奥
の
院
・
月
山

　

も
う
一
つ
の
オ
ス
ス
メ
ス
ポ

ッ
ト
は
月
山
で
あ
る
。
と
言
っ

て
も
、
出
羽
三
山
の
一
つ
、
夏

ス
キ
ー
で
有
名
な
山
形
の
月
山

で
は
な
い
。
中
尊
寺
の
あ
る
丘

陵
と
衣
川
を
挟
ん
だ
向
か
い
に

も
月
山
と
い
う
名
前
の
山
が
あ

る
の
で
あ
る
。
厳
密
に
は
平
泉

で
は
な
く
隣
の
奥
州
市
衣
川
区

で
あ
る
が
、
標
高120

ｍ
と

い
う
小
さ
な
山
な
が
ら
、
円
錐

形
の
キ
レ
イ
な
形
を
し
た
山
で

あ
る
。
古
来
、
霊
峰
と
し
て
崇

敬
さ
れ
て
お
り
、
中
尊
寺
や
毛

越
寺
を
開
山
し
た
と
伝
わ
る
慈

覚
大
師
円
仁
が
勧
請
し
た
と
い

う
月
山
神
社
が
山
頂
に
鎮
座
し

て
い
る
。
奥
州
藤
原
氏
初
代
の

清
衡
が
再
興
し
、
か
つ
て
は
毎

年
正
月
に
中
尊
寺
の
僧
が
参
拝

し
、
中
尊
寺
の
奥
の
院
と
し
て

栄
え
た
と
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

　

そ
の
月
山
神
社
を
始
め
、
麓

に
は
三
峯
神
社
、
月
山
神
社
へ

向
か
う
参
道
の
脇
に
は
荒
沢
神

社
、
月
山
神
社
と
同
じ
山
頂
に

は
和
我
叡
登
挙
神
社
と
、
こ
の

小
さ
な
山
に
４
つ
も
の
神
社
が

祀
ら
れ
て
い
る
。
他
に
月
山
神

社
と
三
峯
神
社
と
荒
沢
神
社
に

は
境
内
社
も
あ
り
、
ま
さ
に
神

の
山
で
あ
る
こ
と
を
実
感
す
る
。

　

三
峯
神
社
は
源
頼
義
、
義
家

が
前
九
年
の
役
で
安
倍
氏
に
苦

戦
し
て
い
た
折
、
日
本
武
尊
が

東
夷
征
討
に
際
し
て
武
州
三
峰

山
に
登
っ
て
諾
冊
二
尊
を
奉
祀

し
た
と
い
う
故
事
に
あ
や
か
っ

て
陣
中
で
諾
冊
二
尊
を
奉
祀
し
、

安
倍
氏
を
討
っ
た
後
に
祠
を
立

て
た
と
い
う
の
が
事
の
起
こ
り

で
、
そ
の
後
、
江
戸
時
代
の
享

保
元
年
に
秩
父
に
あ
る
三
峰
神

社
か
ら
改
め
て
分
霊
が
勧
請
さ

れ
た
そ
う
で
あ
る
。
一
つ
の
山

に
奥
州
藤
原
氏
に
関
係
す
る
神

社
と
そ
の
敵
役
と
な
っ
た
源
氏

に
関
係
す
る
神
社
が
共
に
祀
ら

れ
て
い
る
と
い
う
の
も
興
味
深

い
こ
と
で
あ
る
。

　

山
頂
の
月
山
神
社
に
向
か
う

道
は
二
つ
あ
り
、
一
つ
は
山
の

東
側
に
あ
る
こ
の
三
峯
神
社
の

境
内
を
通
っ
て
登
っ
て
い
く
道
、

も
う
一
つ
は
山
の
北
側
に
あ
る

鳥
居
を
く
ぐ
っ
て
階
段
を
登
っ

て
い
く
道
で
、
後
者
の
方
が
本

来
の
参
道
な
の
だ
ろ
う
。
こ
の

鳥
居
の
脇
に
あ
る
階
段
を
少
し

登
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
荒
沢
神

社
は
、
か
つ
て
月
山
神
社
が
女

人
禁
制
だ
っ
た
こ
と
と
関
係
し

て
お
り
、
こ
の
荒
沢
神
社
は
女

性
で
も
参
拝
で
き
た
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
何
よ
り
興
味
深
い

の
は
和
我
叡
登
挙
神
社
で
あ
る
。

月
山
の
山
頂
に
は
ど
ち
ら
の
道

を
行
っ
て
も
お
よ
そ
10
分
も
あ

れ
ば
た
ど
り
着
く
が
、
山
頂
に

あ
る
鳥
居
を
く
ぐ
る
と
正
面
に

月
山
神
社
、
右
手
に
境
内
社
が

あ
る
。
正
面
の
月
山
神
社
を
参

拝
し
た
ら
「
あ
と
は
下
っ
て
い

く
か
」
と
思
う
か
も
し
れ
な
い

が
、
ち
ょ
っ
と
待
っ
て
ほ
し
い
。

鳥
居
の
正
面
に
あ
る
の
は
拝
殿

だ
が
、
そ
の
拝
殿
を
回
り
込
ん

で
後
方
に
行
く
と
、
月
山
神
社

の
本
殿
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、
そ
の
本
殿
の
前
に
は
何

気
な
く
巨
石
が
あ
る
が
、
こ
の

巨
石
こ
そ
が
和
我
叡
登
挙
神
社

で
あ
る
。
東
北
の
土
着
の
神
と

言
わ
れ
る
荒
覇
吐
（
あ
ら
は
ば

き
、荒
吐
（
あ
ら
ば
き
）
と
も
）

の
神
を
祀
っ
て
い
る
。
東
北
で

拝
殿
を
持
た
な
い
巨
石
を
祀
っ

た
神
社
は
概
ね
荒
覇
吐
神
を
祀

っ
た
も
の
で
、
同
じ
衣
川
区
に

あ
る
磐
（
い
わ
）
神
社
、
花
巻

市
東
和
町
に
あ
る
丹
内
山
（
た

ん
な
い
さ
ん
）
神
社
な
ど
が
そ

の
代
表
例
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の

神
社
も
和
我
叡
登
挙
神
社
と
同

様
に
拝
殿
が
な
く
、
巨
石
を
ご

神
体
と
し
て
祀
っ
て
い
る
。

　

中
尊
寺
の
奥
の
院
と
し
て
栄

え
た
月
山
神
社
と
同
じ
敷
地
に

荒
覇
吐
神
を
祀
っ
た
神
社
が
あ

る
こ
と
も
極
め
て
興
味
深
い
。

奥
州
藤
原
氏
の
仏
教
文
化
が
、

実
は
東
北
古
来
の
神
と
も
結
び

つ
い
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て

い
る
と
も
言
え
る
。

　

先
ほ
ど
、
山
頂
に
向
か
う
道

は
２
つ
あ
る
と
書
い
た
が
、
せ

っ
か
く
な
の
で
登
り
と
下
り
と

で
違
う
道
を
通
っ
て
み
る
の
が

よ
い
。
三
峯
神
社
経
由
の
道
の

途
中
に
は
、
眼
下
に
衣
川
や
北

上
川
を
見
下
ろ
せ
る
展
望
ス
ポ

ッ
ト
も
あ
る
。
月
山
と
そ
こ
に

あ
る
神
社
の
場
所
に
つ
い
て
は
、

先
述
の
「
世
界
遺
産
以
外
の
平

泉
オ
ス
ス
メ
ス
ポ
ッ
ト
マ
ッ

プ
」
を
参
考
に
し
て
い
た
だ
き

た
い
。

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://www.facebook.com
/

kouhei.ootom
o

世界遺産だけじゃない！
ならどこへ行く？

平泉観光の穴場スポット
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最
近
、
め
っ
き
り
「
東
北
の

独
立
」
と
い
う
事
を
私
は
言
わ

な
く
な
っ
た
な
、
と
思
う
。

　

初
め
て
東
北
の
独
立
、
な
ど

と
い
う
事
を
考
え
た
の
は
今
か

ら
二
十
数
年
前
、
二
十
六
、七

歳
の
頃
だ
っ
た
と
思
う
が
、
二

〇
一
一
年
の
震
災
と
原
発
事
故

の
後
、
道
州
制
や
独
立
に
つ
い

て
共
通
す
る
考
え
を
持
つ
仲
間

に
会
い
、
話
す
機
会
を
得
て
盛

り
上
が
っ
た
。
そ
の
後
、
二
〇

一
四
年
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
独

立
に
関
す
る
住
民
投
票
が
強
烈

な
刺
激
に
な
り
、
あ
ら
た
め
て

こ
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
る
良

い
契
機
と
な
っ
た
。
結
果
的
に

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
が
独
立
を
選

択
し
な
か
っ
た
事
が
、
以
来
私

の
「
独
立
熱
」
を
あ
る
意
味
冷

ま
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

先
月
、
沖
縄
県
知
事
・
翁
長

雄
志
氏
が
亡
く
な
ら
れ
た
。
翁

長
知
事
と
い
え
ば
、
宜
野
湾
市

の
普
天
間
か
ら
名
護
市
辺
野
古

へ
の
米
軍
基
地
移
設
に
対
す
る

「
い
か
な
る
手
段
を
用
い
て
も

阻
止
す
る
」
と
い
う
強
い
表
明

で
知
ら
れ
る
。
沖
縄
と
い
え
ば

琉
球
独
立
論
だ
、
と
勝
手
に
親

近
感
を
抱
き
、
独
立
を
目
指
す

同
志
だ
な
ど
と
捉
え
て
い
た
が
、

実
際
は
遠
方
で
何
が
起
こ
ろ
う

と
対
岸
の
火
事
の
よ
う
な
認
識

で
、
翁
長
知
事
を
巡
る
評
価
や

批
判
も
雑
多
に
飛
び
交
っ
て
訳

が
わ
か
ら
な
く
な
り
、
情
報
収

集
も
敬
遠
気
味
だ
っ
た
の
が
正

直
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

し
か
し
今
、
日
本
は
中
央
と

地
方
の
関
係
の
み
な
ら
ず
民
族

と
民
族
の
問
題
が
現
実
に
こ
こ

に
存
在
す
る
の
だ
と
い
う
事
を

強
烈
に
示
し
た
、
一
人
の
反
骨

の
カ
リ
ス
マ
を
失
っ
た
の
だ
。

　

今
一
度
、
彼
と
い
う
存
在
と

沖
縄
と
い
う
「
国
な
ら
ぬ
国
」

の
真
実
の
姿
に
迫
り
、
あ
ら
た

め
て
日
本
列
島
に
お
け
る
、
民

族
の
自
立
に
つ
い
て
考
え
て
み

た
い
、
と
思
う
。

　
　
　
　
　

＊

　

ま
ず
、
前
述
の
よ
う
に
私
を

困
惑
さ
せ
て
き
た
、
翁
長
知
事

を
巡
る
批
判
と
は
ど
の
よ
う
な

も
の
だ
っ
た
か
、
を
洗
っ
て
み

よ
う
。
と
り
あ
え
ず
、
各
項
番

号
を
つ
け
て
並
べ
、
浅
学
な
が

ら
自
分
な
り
の
見
解
も
沿
え
る
。

一
．「
翁
長
知
事
の
考
え
と
沖

縄
県
民
の
考
え
は
必
ず
し
も
一

緒
で
は
な
い
」

二
．「
米
軍
も
自
衛
隊
も
出
て

行
け
、
お
金
は
く
れ
、
と
い
う

事
で
は
極
東
の
安
定
を
乱
す
」

三
．「
不
正
が
す
ご
く
多
い
。

中
国
の
工
作
員
も
多
い
。」

　

以
上
は
作
家
・
百
田
尚
樹
氏

の
「
沖
縄
二
紙
は
つ
ぶ
せ
」
発

言
で
有
名
な
会
合
に
も
名
を
連

ね
る
と
い
う
ケ
ン
ト
・
ギ
ル
バ

ー
ト
氏
の
言
。

　

詳
細
を
調
べ
る
と
、
一
．
は

お
そ
ら
く
翁
長
知
事
が
支
持
母

体
「
オ
ー
ル
沖
縄
」
と
と
も
に

『
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
よ
り
、
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
』
即
ち
あ
ら
ゆ

る
政
治
信
条
を
越
え
た
沖
縄
人

と
し
て
の
団
結
を
標
榜
す
る
事

か
ら
。
確
か
に
基
地
移
設
容
認

派
も
半
数
近
く
存
在
す
る
が
、

反
対
派
は
過
半
数
で
あ
り
、
民

主
主
義
的
に
も
民
意
で
あ
る
事

に
は
変
わ
り
な
い
。

二
．
は
容
認
派
の
理
由
に
も
つ

な
が
る
の
だ
が
、
日
本
政
府
か

ら
基
地
関
係
の
膨
大
な
補
助
金

が
こ
れ
ま
で
降
り
て
き
た
事
か

ら
基
地
地
主
や
自
治
体
の
「
貰

っ
て
当
た
り
前
」
の
ゆ
す
り
た

か
り
体
質
は
深
刻
と
も
言
わ
れ

る
が
、
こ
れ
も
云
わ
ば
原
発
村

と
同
様
の
政
府
の
罠
で
あ
り
、

基
地
に
よ
る
被
害
と
引
き
換
え

に
金
を
出
す
か
ら
黙
っ
て
い
ろ
、

と
い
う
論
理
と
も
取
れ
る
。

三
．
の
不
正
に
つ
い
て
は
、
政

治
資
金
規
定
法
違
反
、
談
合
、

癒
着
、
果
て
は
敵
対
候
補
者
ポ

ス
タ
ー
へ
の
落
書
き
だ
の
図
書

カ
ー
ド
を
配
っ
た
だ
の
様
々
な

話
が
飛
び
交
い
、
正
直
よ
く
わ

か
ら
な
い
。
安
倍
官
邸
が
情
報

部
や
公
安
を
使
い
ス
キ
ャ
ン
ダ

ル
を
探
さ
せ
、
デ
マ
を
流
す
事

す
ら
加
担
し
た
と
も
聞
く
が
、

中
国
の
工
作
員
、
と
い
う
話
も

そ
う
し
た
デ
マ
に
関
連
す
る
。

　

そ
も
そ
も
翁
長
氏
の
中
国
へ

の
接
近
に
は
、
中
国
と
の
友
好

な
関
係
を
築
く
事
に
よ
っ
て
、

米
軍
基
地
の
必
要
を
な
く
し
て

い
く
狙
い
が
あ
っ
た
。
し
か
し

こ
れ
が
沖
縄
独
立
を
中
国
に
支

援
し
て
も
ら
う
為
の
交
渉
だ
と

か
、
実
娘
の
夫
が
中
国
共
産
党

員
だ
と
か
全
く
の
作
り
話
が
こ

れ
で
も
か
と
流
さ
れ
た
の
だ
。

　

己
の
正
当
性
を
主
張
す
る
者

が
、
わ
ざ
わ
ざ
デ
マ
を
作
り
、

流
す
必
要
な
ど
な
い
は
ず
で
、

私
は
い
ず
れ
に
も
無
批
判
に
な

る
事
に
は
注
意
し
な
が
ら
も
、

中
央
政
府
側
へ
の
不
信
感
を
募

ら
せ
て
い
く
の
だ
っ
た
。

　　

平
成
二
十
七
年
、
翁
長
知
事

が
ス
イ
ス
・
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
の
国

連
人
権
理
事
会
に
出
席
し
、「
沖

縄
の
人
権
・
自
己
決
定
権
が
な

い
が
し
ろ
に
さ
れ
て
い
る
」
と

訴
え
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
、

当
会
に
は
「
県
知
事
」
の
立
場

で
は
参
加
資
格
が
な
い
事
（
氏

は
日
本
のNGO

演
説
枠
を
提

供
さ
れ
て
の
ス
ピ
ー
チ
）、
渡

航
中
の
交
通
・
宿
泊
費
な
ど
が

公
費
で
賄
わ
れ
た
事
な
ど
が
以

下
の
よ
う
に
批
判
さ
れ
た
。「
県

民
の
為
に
仕
事
す
べ
き
だ
ろ
う
。

県
民
の
為
と
は
程
遠
い
活
動
に
、

県
民
の
税
金
が
使
わ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
」

　

知
事
が
行
っ
た
事
が
、
県
民

の
為
と
は
程
遠
い
か
ど
う
か
は

疑
問
な
の
だ
が
、
公
費
の
使
い

方
は
ど
う
な
の
か
、
は
私
に
は

判
断
し
兼
ね
る
。
県
知
事
と
し

て
の
参
加
資
格
が
な
い
、
と
い

う
事
も
重
々
承
知
で
行
っ
た
の

だ
ろ
う
し
、
世
界
に
現
状
を
知

っ
て
も
ら
う
と
い
う
、
僅
か
な
、

そ
し
て
重
大
な
チ
ャ
ン
ス
を
参

加
資
格
が
云
々
で
逃
す
訳
に
は

い
か
な
い
、
と
考
え
た
の
か
も

知
れ
な
い
。
同
じ
状
況
下
な
ら
、

私
も
そ
う
し
た
可
能
性
は
あ
る
。

　

も
う
一
つ
、
ど
う
し
て
も
看

過
で
き
な
い
文
言
が
あ
る
。

「
翁
長
知
事
は
県
外
移
設
が
不

可
能
で
あ
る
事
を
知
り
な
が
ら
、

そ
の
実
現
を
公
約
に
掲
げ
当
選

し
た
。
県
民
を
騙
し
た
の
だ
」

　

こ
こ
で
前
提
と
な
っ
て
い
る

「
県
外
移
設
が
不
可
能
」
と
は

何
が
根
拠
な
の
か
。
民
主
党
政

権
で
防
衛
相
を
務
め
た
森
本
敏

氏
が
在
任
中
の
二
〇
一
二
年
、

「
軍
事
的
に
は
沖
縄
で
な
く
と

も
良
い
が
、
政
治
的
に
は
沖
縄

が
最
適
で
あ
る
。」
と
述
べ
た
。

　

つ
ま
り
「
政
治
的
に
」
と
は
、

「
本
土
日
本
人
の
大
半
の
意
思

で
米
軍
基
地
を
置
い
て
い
る
の

に
、
い
ざ
『
本
土
に
』
移
設
し

よ
う
と
す
る
と
反
対
が
強
い
の

で
『
政
治
的
に
』
難
し
い
」
と

い
う
意
味
な
の
だ
。
こ
れ
は
、

本
土
に
住
む
私
た
ち
全
員
の
責

任
で
も
あ
る
。

　

か
つ
て
、
翁
長
氏
と
同
じ
よ

う
に
沖
縄
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

を
主
張
し
、
基
地
の
県
外
移
設

を
公
約
に
し
た
前
任
の
仲
井
眞

弘
多
氏
は
、
当
選
後
に
一
転
し

て
辺
野
古
埋
め
立
て
を
承
認
、

県
民
の
信
頼
を
失
う
。

　

一
体
い
か
な
る
困
難
が
仲
井

眞
氏
を
襲
い
、
県
民
を
裏
切
る
、

と
い
う
苦
渋
の
決
断
に
至
ら
し

め
た
の
か
は
同
じ
立
場
に
立
っ

た
者
以
外
に
知
る
由
も
な
い
。

「
差
別
さ
れ
て
い
る
と
か
、
自

分
の
考
え
た
ス
ト
ー
リ
ー
だ
け

を
訴
え
て
い
る
。」

「
辺
野
古
反
対
だ
け
が
仕
事
で

は
な
い
だ
ろ
う
。」

　

仲
井
眞
氏
が
翁
長
知
事
の
行

動
を
何
か
と
非
難
す
る
中
で
、

「
沖
縄
独
立
論
な
ど
、
笑
い
話
、

酒
飲
み
話
に
過
ぎ
な
い
。」

と
口
に
し
た
の
は
気
に
な
っ
た
。

　

笑
い
話
、
と
い
う
の
は
い
く

ら
何
で
も
突
き
放
し
過
ぎ
で
は

な
い
か
、
と
思
っ
た
の
だ
が
、

実
は
意
外
な
事
に
、
当
の
翁
長

氏
は
「
沖
縄
独
立
論
」
に
は
反

対
の
考
え
だ
っ
た
の
だ
。

　

翁
長
氏
と
親
交
の
深
か
っ
た

作
家
で
沖
縄
に
ル
ー
ツ
を
持
つ

佐
藤
優
氏
に
よ
れ
ば
、
も
と
も

と
沖
縄
自
民
党
の
重
鎮
だ
っ
た

翁
長
氏
の
一
貫
し
た
理
念
と
し

て
、「
沖
縄
の
過
重
負
担
を
減

ら
す
事
で
沖
縄
と
日
本
の
関
係

を
正
常
化
す
る
」
と
い
う
不
変

の
目
標
が
あ
っ
た
の
だ
と
い
う
。

　

つ
ま
り
自
己
決
定
権
を
強
化

す
る
目
的
は
決
し
て
沖
縄
の
独

立
で
は
な
く
、
逆
に
沖
縄
を
日

本
か
ら
分
離
す
る
よ
う
な
流
れ

に
追
い
込
ま
な
い
為
な
の
だ
と
。

　

徹
底
し
て
「
日
本
の
中
の
沖

縄
」
を
意
識
し
、
日
米
安
保
も

否
定
す
る
ど
こ
ろ
か
い
か
に
安

定
的
に
維
持
で
き
る
か
常
に
考

え
て
い
た
点
で
、
最
後
ま
で
保

守
の
中
の
保
守
だ
っ
た
・
・
そ

う
佐
藤
氏
は
語
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　

＊

　

こ
こ
ま
で
書
い
て
き
て
、
私

は
こ
の
沖
縄
が
置
か
れ
て
き
た

状
況
が
も
し
東
北
に
降
り
か
か

っ
て
い
た
ら
と
思
い
戦
慄
す
る

と
と
も
に
、「
東
北
の
独
立
」

の
あ
る
べ
き
形
と
は
ど
う
い
う

も
の
か
と
考
え
さ
せ
ら
れ
た
。

　

こ
こ
で
、
再
び
ス
コ
ッ
ト
ラ

ン
ド
の
独
立
運
動
に
想
い
を
移

そ
う
。
そ
も
そ
も
あ
れ
ほ
ど
イ

ン
グ
ラ
ン
ド
に
よ
る
長
年
の
、

差
別
的
な
統
合
支
配
を
憎
み
、

脱
却
を
望
ん
で
き
た
誇
り
高
き

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
人
が
、
独
立

を
選
択
し
な
か
っ
た
の
は
何
故

だ
っ
た
か
。
そ
の
背
景
に
は
こ

の
住
民
投
票
よ
り
十
五
年
前
、

ト
ニ
ー
・
ブ
レ
ア
政
権
下
で
実

現
し
た
、
三
百
年
ぶ
り
の
独
自

の
議
会
の
復
活
と
、
司
法
・
教

育
な
ど
多
く
の
決
定
権
の
委
譲

と
い
う
極
め
て
劇
的
な
出
来
事

が
あ
っ
た
。

　

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
人
々
の

多
く
に
と
っ
て
重
要
だ
っ
た
の

は
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
が
独
立

国
家
に
な
る
事
よ
り
も
、
自
分

た
ち
が
独
自
の
民
族
と
し
て
の

尊
厳
を
取
り
戻
し
、
自
ら
の
基

本
的
な
事
を
自
ら
決
め
ら
れ
る

事
。
そ
し
て
何
よ
り
も
そ
れ
を
、

他
の
誰
で
も
な
く
、
イ
ン
グ
ラ

ン
ド
含
む
全
英
国
に
認
め
て
も

ら
う
事
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
彼
ら
は
既

に
必
要
な
も
の
を
手
に
入
れ
て

い
た
。
そ
れ
は
沖
縄
の
翁
長
知

事
が
、
日
本
と
の
本
当
の
良
い

関
係
を
築
く
為
に
絶
対
に
欲
し

か
っ
た
も
の
で
も
あ
る
の
だ
。

　

思
え
ば
、
十
二
世
紀
奥
羽
に

お
よ
そ
百
年
経
営
さ
れ
た
平
泉

を
首
都
と
す
る
北
方
社
会
も
ま

た
、
形
式
上
天
皇
を
頂
点
と
す

る
中
央
政
府
に
従
属
し
て
い
た

が
、
そ
の
内
実
に
は
完
成
さ
れ

た
行
政
と
、
自
国
領
の
資
源
で

隣
国
・
遠
国
と
交
易
が
で
き
る

経
営
能
力
を
備
え
、
構
造
的
に

は
事
実
上
の
独
立
国
家
だ
っ
た

可
能
性
が
高
い
と
言
わ
れ
る
。

　

こ
こ
で
も
奥
州
藤
原
氏
が
重

要
視
し
た
の
は
、
形
式
的
な
国

家
と
し
て
の
独
立
で
は
な
く
、

「
隣
国
」
の
要
求
に
い
か
に
応

え
て
安
全
を
図
る
か
、
そ
し
て

そ
の
上
で
い
か
に
奥
羽
自
身
の

利
益
を
作
り
出
す
か
（
即
ち
、

奥
羽
人
と
し
て
の
誇
り
・
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
確
保
で
き
る

か
）
で
あ
っ
た
は
ず
だ
。

　

し
か
し
、
平
泉
を
中
心
と
し

た
奥
羽
の
国
は
失
わ
れ
、
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
破
壊
さ
れ
て

分
断
さ
れ
、
ま
た
再
編
さ
れ
た
。

　

六
百
年
を
過
ぎ
、
奥
羽
越
列

藩
同
盟
で
再
び
一
つ
と
な
る
も
、

長
く
分
断
さ
れ
た
ア
イ
デ
ン
テ

ィ
テ
ィ
が
、
敵
に
隙
を
突
か
れ

瓦
解
す
る
の
に
時
間
は
か
か
ら

な
か
っ
た
。

　

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
い
う

概
念
が
、
繊
細
で
危
う
く
、
扱

い
に
く
い
も
の
だ
と
い
う
事
も
、

沖
縄
の
多
く
の
人
、
そ
し
て
も

し
か
す
る
と
東
北
人
の
何
割
か

も
、
認
識
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

　

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
現
代
、

同
じ
地
域
に
住
ん
で
い
る
人
同

士
で
も
微
妙
に
違
う
、
極
め
て

多
様
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

一
つ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に

固
執
し
た
活
動
が
主
流
に
な
れ

ば
、
必
ず
脱
落
す
る
も
の
、
反

感
を
抱
く
者
が
現
れ
る
。
今
の

『
オ
ー
ル
沖
縄
』
主
導
の
運
動

に
も
、
そ
の
溝
や
亀
裂
に
政
府

が
付
け
込
み
、
分
裂
さ
せ
よ
う

と
目
論
む
、
そ
の
危
機
が
指
摘

さ
れ
て
い
る
の
だ
。
そ
れ
は
多

く
の
前
例
を
経
験
し
た
東
北
人

に
と
っ
て
も
、
政
府
の
言
う
中

国
の
脅
威
よ
り
も
確
実
な
危
機

に
思
え
る
。

　

沖
縄
出
身
の
ラ
イ
タ
ー
・
島

袋
寛
之
氏
は
書
く
。

「
か
つ
て
こ
の
島
で
は
、『
オ

ー
ル
沖
縄
』
と
い
う
便
利
な
言

葉
を
作
ら
な
け
れ
ば
、
分
断
を

乗
り
越
え
手
を
取
り
合
う
事
が

で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
今
僕

た
ち
は
、『
沖
縄
』
そ
の
も
の

を
受
け
止
め
、
許
し
、
慈
し
み
、

そ
の
未
来
を
育
ま
な
け
れ
ば
い

け
な
い
の
だ
。」

　

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
も
な
く
、

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
で
も
な
い
。

　

そ
れ
ら
を
越
え
て
、
私
た
ち

は
強
く
な
れ
る
の
か
。「
東
北
」

そ
の
も
の
を
受
け
止
め
る
事
が

で
き
る
の
か
。
沖
縄
を
こ
れ
ま

で
に
な
く
近
く
に
感
じ
な
が
ら
、

こ
こ
で
戦
っ
て
い
き
た
い
。

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
。

イデオロギーより
アイデンティティ
という事
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キツネノカミソリ

祭りの日

落雷痕 ししとさんさ

ミズアオイ

駒形神社

鳥居の表裏

石塔（月三）

シリーズ 遠野の自然
「遠野の白露」
遠野 1000 景より

　

今
年
の
夏
は
、
ま
る
で
天
変

地
異
で
も
起
き
た
か
の
よ
う
で

あ
り
、
季
節
を
じ
っ
く
り
楽
し

む
余
裕
は
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
。

　

針
路
予
想
が
つ
か
な
い
大
型

台
風
は
た
て
続
け
に
来
襲
し
、

大
地
震
も
来
た
し
、
暑
す
ぎ
た

り
、
急
に
冷
え
込
ん
だ
り
し
た
。 　

そ
ん
な
あ
わ
た
だ
し
さ
の
な

か
で
、
い
つ
の
ま
に
か
夏
が
終

わ
っ
て
い
た
。

　

遠
野
で
も
激
し
い
雷
が
あ
っ

た
よ
う
で
、
大
木
が
落
雷
の
跡

を
残
し
て
い
る
。

　

他
方
、
季
節
の
花
や
鳥
居
、

石
塔
な
ど
の
写
真
を
見
る
と
ほ

っ
と
す
る
。

　

ま
た
、
夏
祭
り
の
次
は
い
よ

い
よ
秋
祭
り
を
迎
え
ら
れ
る
と
、

再
び
落
ち
着
い
た
季
節
の
進
行

を
感
じ
ら
れ
て
、
心
の
安
定
を

取
り
戻
せ
る
の
で
あ
る
。



2018 年（平成 30 年）9 月 16 日（日曜日）　　第 76 号　http://tohoku-fukko.jp/

【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.

　　　　歴史の常識を疑え！
歴
史
見
直
し
論
議
の
核

心
に
迫
っ
て
き
た

　

こ
の
シ
リ
ー
ズ
も
、
今
回
で

九
回
目
で
あ
る
。

　

連
載
の
回
数
が
進
む
に
連
れ

て
、
徐
々
に
論
点
が
明
確
に
絞

れ
て
き
て
、
い
よ
い
よ
歴
史
見

直
し
論
議
の
核
心
に
迫
っ
て
き

て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
自
負

し
て
い
る
。

　

今
回
は
、
そ
う
し
た
背
景
も

あ
り
、
一
挙
に
核
心
に
迫
る
た

め
、
少
々
理
屈
っ
ぽ
く
迫
っ
て

い
き
た
い
と
思
う
。

　

ま
ず
、
こ
の
問
題
は
簡
単
で

は
な
い
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
要
因

が
複
雑
に
絡
ん
で
い
て
、
最
初

か
ら
や
や
こ
し
い
こ
と
を
お
断

り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

だ
か
ら
、
最
初
か
ら
簡
単
な

答
え
は
存
在
し
な
い
と
あ
き
ら

め
て
い
た
だ
き
た
い
。

　

し
た
が
っ
て
、
ど
う
し
て
も

理
屈
っ
ぽ
く
、
複
雑
な
理
屈
に

な
る
こ
と
を
お
許
し
い
た
だ
き

た
い
。

　

歴
史
の
軽
い
読
み
物
の
よ
う

に
、
リ
ズ
ム
よ
く
展
開
す
る
こ

と
は
な
い
こ
と
を
最
初
に
お
断

り
し
て
お
く
。　

人
は
「
前
提
」
だ
ら
け

で
生
き
て
い
る

　

お
そ
ら
く
す
べ
て
の
人
は
、

何
か
も
の
を
考
え
る
と
き
、
そ

の
出
発
点
と
し
て
、
さ
ま
ざ
ま

な
「
前
提
条
件
」
を
再
確
認
す

る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
る
こ
と
は

け
っ
し
て
な
い
。

　

そ
ん
な
こ
と
を
し
て
い
た
ら
、

い
く
ら
時
間
が
あ
っ
て
も
結
論

に
辿
り
着
く
こ
と
は
む
ず
か
し

い
。
い
や
、
永
遠
に
辿
り
着
く

こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。

　

そ
の
理
由
は
、
確
実
で
、
科

学
的
に
証
明
で
き
る
「
前
提
」

な
ど
こ
の
世
の
ど
こ
に
も
存
在

し
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
「
前
提
」
の
正
し
さ
を
厳
密

に
証
明
す
る
に
は
、
た
く
さ
ん

の
障
害
が
存
在
し
、
し
か
も
ど

れ
ひ
と
つ
と
っ
て
も
、
容
易
に

乗
り
越
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

第
一
、
こ
の
世
界
に
絶
対
の
正

し
さ
な
ど
存
在
し
な
い
こ
と
は

優
秀
な
哲
学
者
や
科
学
者
で
あ

れ
ば
み
な
知
っ
て
い
る
。

　

そ
れ
で
も
「
正
し
い
前
提
条

件
」
に
こ
だ
わ
り
続
け
る
人
間

は
、
単
に
理
屈
っ
ぽ
い
人
間
と

い
う
評
価
を
軽
く
飛
び
越
え
、

か
な
り
の
変
人
か
狂
人
と
位
置

づ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　

だ
か
ら
こ
そ
、
通
常
は
、
各

人
が
そ
れ
ま
で
生
き
て
き
た
わ

ず
か
な
経
験
か
ら
導
き
出
し
た
、

不
完
全
な
さ
ま
ざ
ま
な
「
前

提
」、
あ
る
い
は
「
常
識
」
と

言
い
換
え
て
も
い
い
が
、
そ
う

し
た
も
の
を
身
に
ま
と
っ
て
生

き
て
お
り
、
そ
れ
を
疑
い
よ
う

も
な
い
出
発
点
と
し
て
考
え
て

い
く
の
で
あ
る
。

　

そ
の
際
、
す
べ
て
の
人
に
正

し
い
の
か
、
証
明
で
き
る
か
な

ど
は
問
わ
な
い
の
で
あ
る
。
自

分
が
正
し
い
と
思
え
ば
い
い
の

で
あ
る
。

　

人
は
そ
う
や
っ
て
、
い
ま
も

過
去
も
未
来
も
生
き
て
い
る
の

で
あ
る
。

集
団
の
前
提
と
常
識

　

二
番
目
の
要
因
と
し
て
、
社

会
集
団
の
問
題
が
あ
る
。

人
間
は
社
会
集
団
を
形
成
し
な

い
と
生
き
て
い
け
な
い
動
物
で

あ
る
。

　

そ
こ
で
、
個
人
を
越
え
た
、

集
団
の
「
前
提
」
や
「
常
識
」

が
必
要
に
な
る
。

　

し
か
も
、
そ
れ
ら
を
集
団
の

構
成
員
に
、
有
無
を
言
わ
せ
ず

強
制
す
る
の
で
あ
る
。

　

そ
う
し
な
い
と
集
団
が
な
か

な
か
形
成
さ
れ
な
い
し
、
維
持

で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

当
然
で
あ
る
。
み
な
バ
ラ
バ

ラ
の
「
前
提
」
と
「
常
識
」
を

持
っ
て
い
た
ら
、
第
一
、
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
取
れ
な
い

だ
ろ
う
し
、
協
同
生
活
も
維
持

で
き
な
い
し
、
協
同
作
業
な
ど

望
む
べ
く
も
な
い
。

　

他
の
社
会
集
団
と
の
競
争
に

も
敗
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　

結
果
、
そ
の
集
団
は
維
持
が

非
常
に
困
難
に
な
り
、
状
況
に

よ
っ
て
は
生
存
で
き
な
く
な
る

か
ら
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
ど
の
社
会
集

団
も
、
構
成
員
に
「
前
提
」
と

「
常
識
」
の
「
教
育
」
を
強
制

す
る
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
を
完
全
に
拒
否
す
れ
ば
、

そ
の
社
会
集
団
か
ら
は
排
除
さ

れ
る
危
険
性
が
高
ま
る
。
い
や
、

き
っ
と
排
除
さ
れ
る
に
ち
が
い

な
い
。

　
「
強
制
」
は
強
烈
で
あ
り
、

い
つ
し
か
構
成
員
の
ほ
と
ん
ど

は
、そ
の
社
会
集
団
の「
前
提
」

や
「
常
識
」
に
同
化
し
、
一
体

化
し
て
い
く
。

　

ま
る
で
最
初
か
ら
自
分
で
考

え
つ
い
た
か
の
よ
う
に
、
自
分

の
も
の
と
し
て
疑
問
に
も
思
わ

な
く
な
る
の
が
常
で
あ
る
。

時
代
の
前
提
と
常
識

　

し
か
も
、
こ
の
「
前
提
」
や

「
常
識
」
は
、
時
代
と
と
も
に

変
化
す
る
の
も
常
で
あ
る
。

　

確
実
で
、
科
学
的
に
証
明
で

き
る
「
前
提
」
な
ど
存
在
し
な

い
の
だ
か
ら
、
不
動
で
は
な
い

の
は
当
然
で
あ
る
。

　

時
代
の
経
過
に
つ
れ
、
ま
た
、

科
学
や
技
術
の
進
歩
に
よ
っ
て
、

あ
る
い
は
そ
れ
ま
で
出
会
っ
た

こ
と
の
な
い
他
民
族
と
出
会
う

こ
と
な
ど
で
、そ
れ
ま
で
の「
前

提
」
や
「
常
識
」
が
覆
さ
れ
、

新
た
な
「
前
提
」
や
「
常
識
」

が
形
成
さ
れ
、
そ
れ
を
硬
く
定

着
さ
せ
る
た
め
に
、
社
会
集
団

に
新
た
な
「
教
育
」
と
い
う
強

制
が
繰
り
返
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
う
や
っ
て
、
人
類
の
歴
史

は
連
綿
と
し
て
形
成
さ
れ
て
き

た
。
そ
れ
は
、
社
会
思
想
の
歴

史
と
い
っ
た
形
で
残
さ
れ
て
い

る
。

　

そ
れ
を
あ
ら
た
め
て
眺
め
て

み
る
と
、
い
か
に
人
間
は
愚
か

な
存
在
な
の
だ
ろ
う
と
思
う
。

　

こ
の
地
上
で
一
番
賢
い
と
お

ご
り
高
ぶ
っ
て
い
る
が
、
ま
こ

と
に
お
粗
末
な
も
の
で
あ
る
。

　

そ
う
し
た
お
ご
り
は
、
単
な

る
人
間
だ
け
の
思
い
込
み
と
断

言
し
て
も
許
さ
れ
る
と
思
う
。

勝
者
側
と
敗
者
側
の
前

提
と
常
識

　

さ
ら
に
、
組
み
合
わ
せ
を
複

雑
に
す
る
も
の
に
、
ど
の
社
会

で
も
、
ど
の
時
代
で
も
発
生
す

る
勝
者
と
敗
者
の
「
前
提
」
や

「
常
識
」
の
問
題
が
あ
る
。

　

い
つ
の
時
代
の
、
ど
の
程
度

の
勝
ち
と
負
け
な
の
か
に
よ
っ

て
も
、
そ
れ
ら
の
「
前
提
」
や

「
常
識
」
が
、
ど
う
い
う
関
係

に
変
化
し
て
い
く
が
読
み
に
く

い
の
で
余
計
に
分
か
り
に
く
い
。

　

時
代
的
に
古
い
の
で
あ
れ
ば
、

忘
れ
や
す
い
人
間
の
こ
と
だ
か

ら
、
時
間
が
経
つ
に
つ
れ
、
両

者
間
の
差
異
は
ほ
と
ん
ど
な
く

な
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

勝
ち
と
負
け
が
あ
ま
り
決
定

的
で
な
く
、
双
方
に
遺
恨
を
残

さ
な
い
形
の
も
の
で
な
け
れ
ば
、

こ
れ
も
時
間
経
過
と
と
も
に
す

ぐ
に
も
忘
れ
去
ら
れ
て
し
ま
う

か
も
し
れ
な
い
。

　

ま
た
、勝
者
の
側
か
ら
の「
教

育
」
が
行
き
届
く
こ
と
で
、
い

つ
し
か
敗
者
の
側
の
「
前
提
」

や
「
常
識
」
も
完
全
に
忘
れ
去

ら
れ
、勝
者
の
「
前
提
」
や
「
常

識
」
に
入
れ
替
わ
っ
て
い
く
か

も
し
れ
な
い
。

「
歴
史
教
育
」
の
恐
ろ
し
さ

　

よ
く
、
歴
史
教
育
は
恐
ろ
し

い
と
言
わ
れ
る
。

　

し
か
し
、
そ
の
本
当
の
恐
ろ

し
さ
は
想
像
以
上
で
あ
る
。

　

日
本
国
内
の
勝
者
と
敗
者
だ

と
さ
ま
ざ
ま
な
反
論
や
異
論
が

出
る
だ
ろ
う
か
ら
、
海
外
の
国

と
の
比
較
に
し
て
、
分
か
り
や

す
い
構
造
に
し
て
み
よ
う
。

そ
こ
で
、
先
の
戦
争
の
勝
者
で

あ
る
ア
メ
リ
カ
と
敗
者
の
日
本

の
関
係
か
ら
考
察
す
る
こ
と
に

し
て
み
よ
う
。

　

歴
史
教
育
の
恐
ろ
し
さ
が
明

瞭
に
理
解
で
き
る
広
島
と
長
崎

に
投
下
さ
れ
た
原
爆
に
つ
い
て
、

ア
メ
リ
カ
の
学
校
で
は
ど
う
教

え
ら
れ
て
き
た
か
を
考
え
て
み

よ
う
。

　

ア
メ
リ
カ
の
学
校
で
は
次
の

よ
う
に
教
え
ら
れ
て
き
た
。
今

も
そ
う
で
あ
る
。

原
爆
投
下
は
歓
迎
す
べ
き
こ
と

で
は
な
い
が
、
ア
メ
リ
カ
人
の

犠
牲
者
が
そ
れ
以
上
増
え
な
い

よ
う
に
す
る
た
め
投
下
さ
れ
た

と
教
え
ら
れ
て
き
た
の
だ
。

　

そ
し
て
、
日
本
国
民
な
ら
み

な
知
っ
て
い
る
よ
う
に
、
多
く

の
子
供
た
ち
、
女
性
た
ち
を
含

め
た
非
戦
闘
員
が
一
瞬
に
し
て

殺
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て

生
き
延
び
た
被
爆
後
も
苦
し
み

な
が
ら
死
ん
で
い
っ
た
の
で
あ

る
。

　

ア
メ
リ
カ
人
は
、
実
際
に
日

本
の
広
島
や
長
崎
の
原
爆
資
料

館
を
見
な
け
れ
ば
、
そ
の
原
爆

投
下
の
実
態
は
理
解
せ
ず
、
学

校
で
教
え
ら
れ
た
通
り
の
こ
と

を
信
じ
続
け
る
の
で
あ
る
。

　

多
く
の
、
原
爆
投
下
に
関
す

る
学
校
教
育
を
う
の
み
に
す
る

ア
メ
リ
カ
人
と
、
ほ
と
ん
ど
の

日
本
人
の
間
に
は
、
両
極
端
の

見
解
が
対
峙
す
る
。

　

こ
れ
が
歴
史
教
育
の
恐
ろ
し

さ
で
あ
る
。

日
本
の
歴
史
教
育

　
　

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
歴
史

教
育
ほ
ど
で
は
な
い
が
、
日
本

の
古
代
、
大
和
朝
廷
が
東
北
に

侵
攻
し
た
と
き
の
様
子
を
想
像

し
て
み
る
と
き
、
ほ
と
ん
ど
大

差
な
い
よ
う
な
強
引
な
「
歴
史

教
育
」
が
な
さ
れ
た
と
考
え
て

も
そ
う
大
き
く
外
れ
て
い
な
い

だ
ろ
う
。

　

つ
ま
り
、
攻
め
て
い
く
朝
廷

側
で
は
、
蝦
夷
（
え
み
し
）
は

野
蛮
人
で
、
文
化
を
持
た
ず
、

粗
暴
で
、
人
に
迷
惑
ば
か
り
か

け
て
い
る
。
蝦
夷
の
乱
暴
狼
藉

に
困
っ
て
い
る
人
も
た
く
さ
ん

い
る
か
ら
、
攻
め
殺
し
て
も
当

然
な
の
だ
、
と
い
う
よ
う
な
教

育
が
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。

　

こ
う
し
た
教
育
に
よ
り
、
実

際
に
、
平
和
で
無
防
備
な
蝦
夷

の
多
く
を
殺
害
し
た
で
あ
ろ
う
。

　

そ
れ
は
単
な
る
想
像
で
は
な

く
、
か
な
り
事
実
に
近
い
だ
ろ

う
。

　

し
か
し
、
だ
れ
も
そ
れ
を
書

か
な
い
。
な
ぜ
だ
ろ
う
。　

千
三
百
年
前
の
敗
者
の

前
提
と
常
識
は
継
承
さ

れ
て
き
た
か

　

こ
う
し
た
歴
史
教
育
に
関
す

る
複
雑
な
要
因
を
念
頭
に
し
て
、

あ
ら
た
め
て
、
千
三
百
年
前
の

敗
者
の
前
提
と
常
識
は
継
承
さ

れ
て
い
る
か
、
と
問
い
た
い
。

　

い
う
ま
で
も
な
く
、
千
三
百

年
前
の
敗
者
と
は
、
当
時
の
東

北
に
暮
ら
し
て
い
た
住
民
、
朝

廷
側
か
ら
は
「
蝦
夷
（
え
み

し
）」
と
呼
ば
れ
て
い
た
人
々

で
あ
る
。

　

彼
ら
は
、
そ
の
時
代
に
、
確

か
に
朝
廷
に
負
け
た
の
で
あ
る
。

　

戦
い
に
負
け
て
、
自
分
た
ち

の
領
地
へ
の
侵
攻
を
許
し
、
支

配
さ
れ
、
蝦
夷
と
さ
げ
す
ま
れ

た
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
は
、
自
分
た
ち
の
独

自
の
文
化
も
奪
わ
れ
た
し
、
長

い
年
月
を
か
け
て
構
築
し
て
き

た
社
会
シ
ス
テ
ム
も
破
壊
さ
れ
、

同
じ
く
長
い
時
間
を
か
け
て
培

っ
て
き
た
宗
教
も
宗
教
儀
式
も
、

宗
教
意
識
も
失
っ
た
の
で
あ
る
。

　

い
わ
ば
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ

ィ
ー
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
を
失

っ
た
の
で
あ
る
。

　

喜
ん
で
そ
う
し
た
支
配
と
変

化
に
従
っ
た
わ
け
で
は
な
い
こ

と
は
容
易
に
理
解
で
き
る
だ
ろ

う
が
、
そ
の
と
き
何
を
失
い
、

ど
の
よ
う
な
思
い
を
抱
い
た
で

あ
ろ
う
こ
と
は
す
っ
か
り
忘
れ

去
ら
れ
て
い
る
。

　

あ
ま
り
に
も
時
間
が
経
ち
す

ぎ
て
、
し
か
も
そ
の
後
の
勝
者

側
の
「
教
育
」
に
よ
っ
て
、
も

う
だ
れ
も
明
瞭
に
思
い
出
せ
な

い
の
で
あ
る
。
か
つ
、
だ
れ
も

そ
の
思
い
を
継
承
し
て
い
な
い

の
で
あ
る
。

　

い
や
、
も
は
や
、
そ
う
し
た

こ
と
を
思
い
出
す
必
要
も
な
い

と
思
っ
て
い
る
人
も
多
い
と
思

う
し
、
ほ
と
ん
ど
が
そ
う
で
あ

ろ
う
。

　

し
か
し
、
そ
れ
で
ほ
ん
と
う

に
い
い
の
だ
ろ
う
か
。

自
分
の
思
考
の
基
盤
を

疑
っ
て
み
よ

言
い
た
い
こ
と
は
、
自
分
た
ち

が
受
け
て
き
た
、
東
北
古
代
史

に
関
す
る
歴
史
教
育
を
疑
い
、

再
度
、
日
本
史
を
掘
り
返
し
て

み
よ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
部
分
だ
け
は
、「
前
提
」

や
「
常
識
」
を
疑
っ
て
み
よ
、

何
の
疑
問
も
な
く
受
け
入
れ
る

の
で
は
な
く
、
よ
く
よ
く
検
証

し
て
み
よ
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。

　

歴
史
教
育
を
振
り
返
り
、
学

校
で
教
え
ら
れ
て
き
た
「
歴

史
」
は
本
当
に
真
実
だ
っ
た
の

か
、
単
に
勝
者
の
側
の
強
引
な

押
し
付
け
教
育
の
成
果
を
疑
う

こ
と
な
く
、
唯
一
の
真
実
と
思

い
込
ん
で
い
な
い
か
を
考
え
て

み
よ
う
と
の
呼
び
か
け
で
あ
る
。

　

筆
者
が
、
こ
こ
し
ば
ら
く
の

間
、
東
北
の
古
代
史
を
調
べ
て

み
た
と
こ
ろ
、
や
は
り
、
ど
う

も
勝
者
の
側
の
歴
史
観
の
押
し

付
け
と
思
え
る
部
分
が
頻
発
し

て
く
る
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
か
ら
、
ひ
ょ
っ
と
し
た

ら
、
千
三
百
年
前
の
東
北
の
歴

史
は
す
べ
て
嘘
で
塗
り
固
め
ら

れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
の
疑

念
が
ふ
つ
ふ
つ
と
湧
い
て
く
る

の
を
止
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

東
北
再
興
の
再
出
発
点

　

筆
者
と
し
て
は
、
こ
の
東
北

古
代
史
の
再
発
掘
こ
そ
が
、
東

北
復
興
な
ら
ぬ
、
東
北
再
興
の

再
出
発
点
と
信
じ
る
。
ま
た
、

そ
の
再
発
掘
で
掘
り
起
こ
さ
れ

た
真
実
を
見
る
と
き
、
東
北
再

興
の
方
向
性
も
見
え
る
と
信
じ

る
。

そうすれば、これまで、いかに間違った前提で　
ものを考えてきたかがよく分かる
連載企画　⑨　【東北先史時代学】


