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な
い
の
で
あ
り
、
他
の
災
害
と

同
列
に
扱
っ
て
は
な
ら
な
い
と

考
え
る
。

　

そ
し
て
『
政
治
家
の
使
命
は

国
民
の
生
命
を
守
る
こ
と
』
な

ど
と
は
も
う
言
わ
な
い
で
欲
し

い
。
そ
う
し
た
気
持
ち
が
な
い

こ
と
が
は
っ
き
り
と
伝
わ
っ
て

き
て
い
る
。

　

し
か
し
、
こ
れ
も
言
う
ま
い
。

い
ま
の
政
治
に
期
待
す
る
の
は

か
な
り
む
ず
か
し
そ
う
で
あ
る
。

必
要
な
復
興
仕
切
り
直
し

　

あ
の
大
震
災
発
生
か
ら
満
九

年
を
過
ぎ
た
い
ま
言
う
こ
と
で

は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
、

ど
う
し
て
も
言
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

　

こ
の
九
年
間
の
、
け
っ
し
て

満
足
と
は
程
遠
い
復
興
作
業
を

棚
上
げ
し
て
、
あ
ら
た
め
て
今

後
の
東
北
の
復
興
と
再
興
を
考

え
て
み
た
い
の
で
あ
る
。
そ
の

た
め
に
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
も
提
案
し
た
い
。

　

東
北
の
歴
史
は
こ
れ
か
ら
も

永
遠
に
続
く
の
だ
か
ら
、
こ
の

九
年
の
方
向
ま
ち
が
い
に
い
つ

ま
で
も
と
ら
わ
れ
て
い
て
は
な

ら
な
い
。
こ
の
先
も
と
ら
わ
れ

て
い
た
ら
、
ま
ち
が
い
は
永
遠

に
続
く
こ
と
に
な
る
。

　

発
生
直
後
は
、
大
災
害
自
体

が
千
年
単
位
の
災
害
と
位
置
づ

け
て
い
た
は
ず
だ
。
な
ら
ば
、

そ
う
し
た
時
間
的
な
も
の
さ
し

で
、
九
年
と
い
う
短
期
間
の
回

り
道
を
棚
上
げ
し
て
、
今
後
の

東
北
の
復
興
と
再
興
を
考
え
る

べ
き
で
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

そ
う
し
た
意
味
で
、
当
新
聞

は
復
興
仕
切
り
直
し
を
提
案
し

た
い
。

　

コ
ロ
ナ
騒
動
に
よ
り
、
各
地

で
、
今
年
の
東
日
本
大
震
災
慰

霊
祭
は
取
り
止
め
と
な
っ
た
。

　

コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
に
感
染
し

て
亡
く
な
ら
れ
た
方
々
に
は
心

か
ら
お
悔
や
み
申
し
上
げ
る
こ

と
と
し
て
、
九
年
前
に
発
生
し

た
東
日
本
大
震
災
で
の
死
者
数
、

行
方
不
明
者
数
、
避
難
者
数
、

い
ま
で
も
避
難
さ
れ
て
い
る

方
々
の
規
模
と
比
較
し
て
は
い

け
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ

の
圧
倒
的
な
違
い
を
あ
ら
た
め

て
思
い
、
そ
し
て
単
純
に
慰
霊

祭
の
「
中
止
」
だ
け
で
良
い
の

か
と
つ
く
づ
く
思
う
。

　

こ
の
よ
う
な
時
代
に
あ
っ
て
、

他
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
や
り
方
が

あ
る
と
思
う
の
に
単
純
な
中
止

と
は
ま
こ
と
に
残
念
で
あ
る
。

ほ
ん
と
に
忘
れ
っ
ぽ
い

マ
ス
メ
デ
ィ
ア

　

当
新
聞
も
メ
デ
ィ
ア
の
端
く

れ
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
忘

れ
て
い
い
こ
と
と
ダ
メ
な
こ
と

は
わ
き
ま
え
て
い
る
つ
も
り
だ
。

　

し
か
し
、
昨
今
の
テ
レ
ビ
を

は
じ
め
と
し
た
マ
ス
メ
デ
ィ
ア

の
一
部
は
、
テ
レ
ビ
の
時
代
劇

に
登
場
す
る
「
か
わ
ら
版
」
に

この9年間で当新聞が到達した最大の　
復興策・最大の再興策・最大の防災策

これから先、たとえ10年をかけても、　
有能なリーダーを東北全体で育成し、
有能なリーダーを選べる政治に変え、
有能なリーダーとともに東北を変える

似
て
、
た
だ
た
だ
騒
ぎ
立
て
る

だ
け
で
、「
伝
え
る
こ
と
の
意

味
、
重
さ
」
な
ど
ど
こ
か
に
置

き
忘
れ
て
し
ま
っ
た
か
の
よ
う

で
あ
る
。

　

次
か
ら
次
に
登
場
す
る
新
し

い
下
世
話
な
話
題
を
追
い
か
け
、

視
聴
率
至
上
主
義
で
、
内
容
の

如
何
を
問
わ
ず
、
こ
れ
が
最
新

の
ニ
ュ
ー
ス
と
押
し
付
け
が
ま

し
く
垂
れ
流
す
。

　

ま
こ
と
に
残
念
な
が
ら
、
知

性
、
教
養
か
ら
は
程
遠
い
と
言

わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

ど
の
テ
レ
ビ
局
も
同
じ
よ
う

な
コ
ロ
ナ
騒
動
を
取
り
上
げ
て

い
た
が
、
今
年
の
慰
霊
祭
中
止

に
反
対
の
意
思
表
明
を
し
た
テ

レ
ビ
メ
デ
ィ
ア
が
あ
っ
た
だ
ろ

う
か
。
筆
者
に
は
そ
の
記
憶
が

な
い
。

今
の
政
治
も
忘
れ
っ
ぽ
い

　

マ
ス
メ
デ
ィ
ア
だ
け
で
は
な

い
。
政
治
の
世
界
も
同
様
で
あ

る
。

　

あ
の
大
震
災
は
、
最
低
限
で

も
、
今
世
紀
中
は
忘
れ
て
は
な

ら
な
い
。
そ
れ
ほ
ど
の
衝
撃
を

与
え
た
出
来
事
で
あ
り
、
い
ま

だ
に
精
神
的
に
克
服
で
き
て
い

宮城県生まれ、66歳、新人の
歴史ドキュメンタリー作家。
現在、日本刀の真のルーツを
発掘した映像【鬼がつくった
日本刀】を制作中。3月から
公開予定。趣味は縄文研究。
埋もれた歴史を発掘するこ
とと東北から日本を変える
ことを標榜。

【当新聞発行責任者
兼編集長兼記者紹介】

【砂越　豊】

埋もれた歴史を発掘するドキュメンタリー【鬼がつくった日本刀①】

【
鬼
が
つ
く
っ
た
日
本
刀
】

約
千
三
百
年
前
、
東
北
の
地
か
ら
全
国
に
連
れ
去
ら
れ
た

多
く
の
奥
州
刀
鍛
冶
た
ち
が
い
た
。
し
か
し
「
鬼
」
と
蔑

ま
れ
、
苛
酷
な
労
働
を
強
い
ら
れ
な
が
ら
も
、
数
々
の
名

刀
を
つ
く
り
続
け
た
。
だ
が
古
代
か
ら
中
世
に
か
け
て
の

日
本
刀
の
名
工
と
い
わ
れ
た
刀
工
の
ほ
と
ん
ど
が
奥
州
刀

鍛
冶
の
流
れ
を
汲
ん
で
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
後

す
っ
か
り
忘
れ
去
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
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九
年
間
の
「
成
果
？
」

　

こ
の
九
年
間
の
復
興
事
業
の

成
果
総
括
は
、
最
近
、
コ
ロ
ナ

騒
動
の
陰
で
わ
ず
か
に
話
題
に

な
っ
て
い
る
程
度
だ
が
、
冷
静

に
判
定
す
べ
き
で
あ
る
。

　

ま
ず
は
被
災
地
の
人
口
減
少

で
あ
る
。
ど
ん
ど
ん
人
が
減
っ

て
い
る
。
と
ど
ま
る
こ
と
が
な

く
、
高
齢
化
し
た
被
災
地
と
い

う
事
情
も
逆
シ
ナ
ジ
ー
と
な
っ

て
こ
の
先
ど
う
な
っ
て
い
く
の

だ
ろ
う
か
。

　

膨
大
な
資
金
と
時
間
を
投
入

し
て
か
さ
上
げ
し
た
土
地
に
元

の
住
民
が
戻
ら
な
い
の
だ
。

　

ま
た
、
巨
大
な
防
潮
堤
が
あ

ち
こ
ち
で
林
立
し
て
い
る
が
、

そ
の
防
潮
堤
は
か
え
っ
て
海
の

様
子
を
見
え
な
く
し
て
し
ま
い
、

海
を
遮
断
し
て
し
ま
っ
た
。

　

さ
ら
に
防
潮
堤
で
囲
ま
れ
た

地
域
に
も
住
民
が
戻
ら
な
い
の

だ
。

　

こ
れ
ら
を
見
た
だ
け
で
、
い

っ
た
い
何
の
た
め
の
復
興
事
業

だ
っ
た
の
か
が
自
然
に
分
か
る
。

九
年
間
と
い
う
冷
静
に
な
る
時

期
を
経
過
し
て
、
こ
の
復
興
事

業
を
評
価
す
る
と
、
あ
ま
り
に

も
滑
稽
な
「
成
果
」
と
結
論
づ

け
ざ
る
を
得
な
い
。

　

決
め
つ
け
は
良
く
な
い
か
も

し
れ
な
い
が
、
一
番
得
し
た
の

は
だ
れ
な
の
だ
ろ
う
。
無
理
な

く
絞
り
込
め
そ
う
だ
。

　

被
災
者
、
被
災
地
な
ど
は
ど

う
で
も
良
か
っ
た
の
で
あ
る
。

最
大
の
復
興
策
・
最
大
の

再
興
策
・
最
大
の
防
災
策

は
良
き
リ
ー
ダ
ー
選
び
！

　

ず
ば
り
と
結
論
を
言
お
う
。

こ
の
九
年
間
で
は
っ
き
り
と
分

か
っ
た
こ
と
は
、

『
最
大
の
復
興
策
・
最
大
の
再

興
策
・
最
大
の
防
災
策
は
良
き

リ
ー
ダ
ー
選
び
』

だ
と
い
う
こ
と
だ
。

　

い
ま
さ
ら
そ
れ
を
言
っ
て
も

仕
方
が
な
い
、
あ
た
り
ま
え
の

こ
と
を
い
ま
さ
ら
言
っ
て
何
に

な
る
と
い
う
よ
う
な
批
判
が
す

ぐ
に
も
聞
こ
え
て
き
そ
う
で
あ

る
が
、
筆
者
は
こ
れ
以
外
に
、

こ
の
九
年
を
端
的
に
ま
と
め
る

言
葉
を
知
ら
な
い
。

　

復
興
に
お
い
て
も
、
再
興
に

お
い
て
も
、
次
な
る
防
災
対
策

に
お
い
て
も
、
良
き
リ
ー
ダ
ー

不
在
で
は
同
じ
こ
と
の
繰
り
返

し
し
か
見
え
て
こ
な
い
。

リ
ー
ダ
ー
た
ち
の
足
跡

を
振
り
返
れ

　

こ
の
結
論
に
同
意
し
た
く
な

く
と
も
、
現
実
の
推
移
は
そ
う

で
は
な
か
っ
た
か
。

　

大
震
災
が
発
生
し
て
す
ぐ
の

対
応
を
思
い
起
こ
し
て
み
よ
う
。

　

そ
し
て
福
島
第
一
原
発
か
ら

の
避
難
誘
導
も
思
い
起
こ
し
て

み
よ
。

　

そ
し
て
当
座
の
生
命
維
持
の

た
め
の
対
応
も
思
い
出
せ
。

　

復
興
計
画
策
定
が
ど
う
進
ん

だ
の
か
も
思
い
出
せ
。

　

そ
し
て
復
興
計
画
を
取
り
ま

と
め
る
と
き
に
き
ち
ん
と
方
針

を
示
し
た
か
。

　

だ
ら
だ
ら
と
長
引
く
復
興
事

業
の
と
き
に
、
と
き
ど
き
の
き

ち
ん
と
納
得
で
き
る
経
過
説
明

が
あ
っ
た
か
。

　

そ
し
て
結
果
を
見
よ
。

　

こ
れ
ら
の
節
目
で
リ
ー
ダ
ー

た
ち
は
何
を
し
た
か
、
し
な
か

っ
た
か
。

　

そ
う
し
て
、
こ
れ
か
ら
先
を

考
え
て
み
よ
。

　

こ
れ
ま
で
の
リ
ー
ダ
ー
た
ち

で
ほ
ん
と
う
に
よ
い
の
か
。
東

北
の
未
来
を
託
せ
る
の
か
。

　

ほ
ん
と
う
に
あ
き
ら
め
て
し

ま
っ
て
よ
い
の
か
。

【
こ
れ
か
ら
先
、
た
と
え
10
年

を
か
け
て
も
、
有
能
な
リ
ー
ダ

ー
を
東
北
全
体
で
育
成
し
、
有

能
な
リ
ー
ダ
ー
を
選
べ
る
政
治

に
変
え
、
有
能
な
リ
ー
ダ
ー
と

と
も
に
東
北
を
変
え
る
】

　

遠
回
り
と
い
わ
れ
よ
う
が
何

と
言
わ
れ
よ
う
が
、
こ
の
先
十

年
以
上
を
か
け
て
、
ま
ず
は
有

望
な
リ
ー
ダ
ー
候
補
を
育
成
し

て
い
こ
う
。
一
人
で
は
だ
め
だ
。

複
数
必
要
だ
。
そ
れ
も
組
織
の

大
き
さ
に
応
じ
て
階
層
的
に
複

数
候
補
を
配
置
す
る
必
要
が
あ

る
。

　

国
か
ら
の
天
下
り
で
は
な
く
、

よ
そ
者
で
も
良
い
し
、
東
北
全

体
で
、
有
望
な
若
者
を
選
抜
し

て
、
育
成
し
て
い
こ
う
。

　

同
時
に
、
そ
う
し
た
リ
ー
ダ

ー
を
選
べ
る
政
治
風
土
も
育
て

て
い
こ
う
。

　

新
た
な
政
治
グ
ル
ー
プ
を
作

れ
ば
い
い
で
は
な
い
か
。

　

結
果
と
し
て
、
何
年
先
に
な

る
か
分
か
ら
な
い
が
、
良
き
リ

ー
ダ
ー
を
選
ぼ
う
で
は
な
い
か
。

　

あ
き
ら
め
、
絶
望
、
放
棄
は
、

結
局
の
と
こ
ろ
、
膨
大
な
負
の

遺
産
と
し
て
自
分
た
ち
に
還
っ

て
く
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
こ

の
九
年
で
学
ん
だ
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

　

だ
か
ら
、
ど
ん
な
に
遠
回
り

に
見
え
よ
う
が
、
も
し
こ
の
リ

ー
ダ
ー
選
び
に
成
功
す
れ
ば
、

九
年
と
い
う
短
期
間
の
回
り
道

は
許
せ
る
。

　

逆
に
、
こ
こ
で
方
向
転
換
し

な
い
こ
と
を
考
え
る
と
空
恐
ろ

し
い
。
そ
の
道
に
は
中
長
期
の

東
北
没
落
し
か
見
え
な
い
。

【
パ
ニ
ッ
ク
】
は
リ
ー

ダ
ー
不
在
が
招
く

　

コ
ロ
ナ
騒
動
に
お
い
て
発
生

し
た
パ
ニ
ッ
ク
は
、
別
な
ア
ン

グ
ル
か
ら
見
れ
ば
、
リ
ー
ダ
ー

不
在
と
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
不
在

が
引
き
起
こ
し
た
社
会
災
害
で

あ
る
と
も
言
え
る
。

　

き
ち
ん
と
し
た
リ
ー
ダ
ー
が

い
て
、
状
況
と
対
策
を
き
ち
ん

と
説
明
す
れ
ば
パ
ニ
ッ
ク
は
発

生
し
な
か
っ
た
。

　

今
回
の
コ
ロ
ナ
パ
ニ
ッ
ク
は

リ
ー
ダ
ー
不
在
が
引
き
起
こ
し

た
社
会
パ
ニ
ッ
ク
の
典
型
例
と

記
憶
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　

あ
の
大
震
災
も
同
じ
で
は
な

か
っ
た
か
。

鈴
木
北
海
道
知
事

　

有
望
な
若
手
の
政
治
家
と
い

え
ば
鈴
木
北
海
道
知
事
。
元
々

は
東
京
都
庁
の
職
員
で
あ
っ
た

が
、
破
綻
し
た
北
海
道
夕
張
市

の
市
長
に
立
候
補
し
て
当
選
し
、

政
治
家
に
転
身
し
、
見
事
、
瀕

死
状
態
の
夕
張
再
建
を
果
た
し

た
三
十
代
の
若
手
政
治
家
。

　

ど
こ
か
の
ピ
ン
ト
外
れ
の
二

世
、
三
世
議
員
で
は
な
い
。
た

た
き
上
げ
の
実
戦
派
で
あ
る
。

　

与
党
に
近
い
と
か
、
コ
ロ
ナ

騒
動
で
は
政
府
の
実
験
道
具
に

さ
れ
た
と
か
い
ろ
い
ろ
噂
さ
れ

て
い
る
が
、
素
直
に
夕
張
市
再

建
の
実
力
は
評
価
で
き
る
。

　

本
物
の
若
手
政
治
家
不
在
の

時
代
に
は
稀
有
な
存
在
で
あ
る
。

夕
張
市
か
ら
北
海
道
知
事
に
転

身
し
た
さ
ば
き
も
見
事
で
あ
る
。

　

学
歴
社
会
に
あ
っ
て
は
め
ず

ら
し
く
高
校
卒
と
い
う
経
歴
も

興
味
深
い
。
次
世
代
の
リ
ー
ダ

ー
と
し
て
大
い
に
期
待
で
き
る
。

　

で
き
れ
ば
、
道
州
制
復
活
の

折
に
は
、
東
北
・
北
海
道
州
の

リ
ー
ダ
ー
候
補
に
名
を
連
ね
て

欲
し
い
も
の
だ
。

大
災
害
時
に
お
け
る
リ

ー
ダ
ー
と
は

　

最
後
に
、
つ
た
な
い
筆
者
の

緊
急
時
の
リ
ー
ダ
ー
像
を
披
歴

し
て
、
こ
の
記
事
を
締
め
く
く

り
た
い
と
思
う

　

ま
ず
、
緊
急
時
の
リ
ー
ダ
ー

は
評
論
家
で
は
な
い
。
評
論
家

タ
イ
プ
の
リ
ー
ダ
ー
は
不
適
任

ど
こ
ろ
か
、
メ
ン
バ
ー
の
生
命

も
そ
の
優
柔
不
断
さ
で
脅
か
す
。

　

リ
ー
ダ
ー
の
本
領
は
大
ピ
ン

チ
の
と
き
に
現
れ
る
。
あ
ら
か

じ
め
用
意
さ
れ
た
答
え
は
な
い
。

ぶ
っ
つ
け
本
番
で
あ
り
、
じ
っ

く
り
考
え
て
い
る
余
裕
は
な
い
。

即
断
即
決
の
世
界
。
日
頃
の
生

き
方
、
考
え
方
が
そ
の
ま
ま
出

て
く
る
。

　

そ
し
て
リ
ー
ダ
ー
は
す
べ
て

結
果
で
判
断
さ
れ
る
。
良
い
面
、

悪
い
面
両
方
あ
る
の
が
当
た
り

前
で
、
そ
の
悪
い
面
ば
か
り
を

重
箱
の
隅
を
つ
つ
く
よ
う
に
批

判
す
る
評
論
家
に
よ
る
責
任
の

な
い
評
価
は
あ
ま
り
気
に
す
る

こ
と
は
な
い
。
言
わ
せ
て
お
け

ば
よ
い
。

　

こ
う
し
た
頼
も
し
い
リ
ー
ダ

ー
候
補
の
登
場
を
切
に
願
っ
て

い
る
。

埋もれた歴史を発掘するドキュメンタリー【鬼がつくった日本刀②】

埋もれた歴史発掘ドキュメンタリー
【鬼がつくった日本刀】のお知らせ

東大和市会館ハミングホール　「小ホール」

（〒 207-0013　東京都東大和市向原６－１）

　         西武拝島線「東大和市駅」より徒歩 7 分

2020 年 4 月 11 日（土）　上映開始１０：００

2020 年 5 月 27 日（水）　上映開始１９：００

埼玉県 SKIP CITY 彩の国ビジュアルプラザ  

映像ホール

（〒 333 － 0844  埼 玉 県 川 口 市 上 青 木 ３-

１２- ６３ )　     JR 西川口駅よりバス９分

2020 年４月１日（水）　 上映開始１９：００

順次、宮城県での上映会開催予定

上映時間：約６０分

入場料：５００円（税込）　  全席自由席

DVD ー 3 月下旬販売開始
3300 円（税込）　送料無料
解説本（カラー）ー 4 月販売予定

問合せ先：株式会社遊無有　　

　　mail ： y.s.yumuyu@ozzio.jp
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郷土料理愛好家　
　　　　松本由美子氏

【柔らかめの簡単
ナマコ酢】

美味い日本酒が

飲みたくなる！！

今回は動画を見てナマコ酢を作ってみました。いろんな作り方がありますが、お酒を使
い少し柔らかめのナマコ酢に仕上がるようにしてみました。ポン酢で6時間程浸し、ポッ
カレモンを数滴たらしました。生姜とあさつきを添えて簡単ナマコ酢です。結構、コリ
コリ感があり生姜が爽やかでした。（松本談）

【第 43 回　三陸酒海鮮会延期】
ギリギリまで事態の好転を待ち望んでおりましたが、残念ながら、3 月 14 日の三陸酒海鮮会は延期
とさせていただきました。延期後の日程は未定です。またみなさまと再会できるのを楽しみにしつつ、
事態のなりゆきを見守りたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

＝＝＝＝ DVD 広告　【涌谷 7000 年の歴史】＝＝＝＝
宮城県北部にある小さな田舎町である涌谷町。しかしこの町は
古代史研究にとって非常に興味深い町でもある。日本古代史の
激動の時代の痕跡がいくつも残っている。それを再発掘した映
像の DVD を紹介。

【涌谷 7000 年の歴史】
涌谷町には実に 7000 年の
歴史がある。この長い歴史を
代表的な 5 つの歴史遺産であ
らわし、地元涌谷高校生 4 人
が文化財保護職員のリードで
学習していくプロセスを撮っ
た映像。深く学習していくに
つれ町の歴史という枠組みを
飛び越え、日本という国家が
出来ていく古代の激動の真っ
ただ中にタイムスリップして
いく。映像は 117 分の長編。
DVD 販売中　3300 円（税込）　　
送料無料　問合先：株式会社遊無
有　mail ： y.s.yumuyu@ozzio.jp

水産業再興のための
料理レシピ紹介

第67回 

長根貝塚

横穴古墳

日本初の産金 DVD－涌谷 7000 年の歴史
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写真でお伝えする
東北の風景

写真撮影 尾崎匠

えんぶり
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別
に
こ
の
日
だ
け
が
震
災
の

こ
と
を
振
り
返
る
日
と
い
う
わ

け
で
も
な
い
の
だ
が
、
毎
年
こ

の
日
だ
け
は
や
は
り
い
つ
も
と

同
じ
心
持
ち
で
は
い
ら
れ
な
い

気
が
す
る
。
心
に
さ
ざ
波
が
立

っ
て
い
る
よ
う
な
、
居
て
も
立

っ
て
も
居
ら
れ
な
い
よ
う
な
感

じ
な
の
が
自
分
で
も
分
か
る
。

　

そ
の
よ
う
な
わ
け
で
、
毎
年

こ
の
日
は
午
後
仕
事
を
休
ん
で
、

弟
の
最
期
の
地
、
仙
台
市
の
沿

岸
、
荒
浜
地
区
へ
出
掛
け
て
い

っ
て
い
る
が
、
今
年
も
足
を
運

ん
で
き
た
。

　

荒
浜
へ
の
出
発
地
は
、
毎
年

同
じ
若
林
区
役
所
で
あ
る
。
入

ろ
う
と
し
た
ら
、
知
り
合
い
と

す
れ
違
っ
た
。
と
っ
さ
に
「
献

花
し
に
」
と
伝
え
た
が
、「
献

花
」
っ
て
言
葉
、
普
段
言
い
慣

れ
て
な
い
の
で
、
発
音
が
お
か

し
く
て
「
ケ
ン
カ
し
に
」
っ
て

聞
こ
え
て
た
ら
ど
う
し
よ
う
か

と
、
ち
ょ
っ
と
思
っ
た
。

　

今
年
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル

ス
の
感
染
拡
大
の
影
響
で
、
震

災
関
連
の
行
事
が
軒
並
み
中
止

か
規
模
縮
小
を
余
儀
な
く
さ
れ

て
い
る
。
仙
台
市
内
で
も
、
今

年
は
宮
城
の
体
育
館
で
開
催
予

定
だ
っ
た
「
東
日
本
大
震
災
仙

台
市
追
悼
式
」
は
規
模
を
縮
小

し
て
、
献
花
の
み
の
開
催
と
な

っ
た
。

　

当
初
予
定
し
て
い
た
勾
当
台

公
園
市
民
広
場
で
の
中
継
放

送
も
中
止
と
な
っ
た
。「
せ
ん

だ
い3.11

メ
モ
リ
ア
ル
交
流

館
」
も
３
月
い
っ
ぱ
い
の
休
館

が
決
ま
っ
て
お
り
、
当
初
予
定

し
て
い
た
献
花
場
の
設
置
は
取

り
や
め
と
な
っ
た
。

　

あ
の
日
弟
が
た
ど
っ
た
で
あ

ろ
う
道
を
通
っ
て
一
路
荒
浜
へ
。

　

事
前
の
雨
予
報
が
外
れ
て
、

例
年
通
り
風
は
強
か
っ
た
も
の

の
、
晴
れ
の
い
い
天
気
に
な
っ

た
。
こ
の
日
を
除
い
て
普
段
、

荒
浜
に
足
を
運
ぶ
こ
と
は
ほ
と

ん
ど
な
い
の
で
、
１
年
前
と
の

違
い
も
よ
く
分
か
る
。
街
中
か

ら
荒
浜
に
向
か
う
県
道
荒
浜
原

町
線
に
は
、
津
波
か
ら
避
難
す

る
方
向
を
示
し
た
標
識
が
で
き

て
い
た
。

　

あ
の
日
、
大
津
波
は
、
遮
る

も
の
の
な
い
仙
台
平
野
に
容
赦

な
く
襲
い
掛
か
っ
た
。
海
岸
線

か
ら
実
に
３
km
以
上
も
内
陸
ま

で
押
し
寄
せ
、
全
て
を
押
し
流

し
、
盛
土
構
造
の
仙
台
東
部
道

路
に
至
っ
て
よ
う
や
く
堰
き
止

め
ら
れ
た
。

　

こ
の
時
の
教
訓
か
ら
、
海
岸

に
沿
っ
て
走
る
県
道
塩
釜
亘
理

線
は
、
同
様
の
防
潮
堤
機
能
を

持
た
せ
る
た
め
に
高
さ
６
ｍ
か

さ
上
げ
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て

い
た
が
、
そ
の
工
事
も
終
わ
り
、

昨
年
10
月
か
ら
「
東
部
復
興
道

路
」
と
し
て
供
用
さ
れ
て
い
る
。

　

今
日
も
車
が
頻
繁
に
行
き
来

し
て
い
た
。

　
「
東
部
復
興
道
路
」
を
越
え

て
荒
浜
地
区
に
入
る
。

　

こ
の
地
域
唯
一
の
寺
院
だ
っ

た
浄
土
寺
の
跡
地
で
は
、
今
年

も
慰
霊
法
要
が
営
ま
れ
、
今
は

災
害
危
険
区
域
と
な
っ
て
し
ま

っ
た
こ
の
地
域
に
か
つ
て
住
ん

で
い
た
方
々
が
た
く
さ
ん
訪
れ

て
手
を
合
わ
せ
て
い
た
。

　

寺
院
自
体
は
既
に
４
年
前
に

仙
台
東
部
道
路
近
く
の
内
陸
に

移
転
し
、
新
本
堂
も
完
成
し
て

い
る
。
来
年
か
ら
は
そ
ち
ら
の

新
寺
院
の
方
で
法
要
が
営
ま
れ

る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
地
域
の
人
た
ち
が
あ
の

日
避
難
し
て
助
か
っ
た
仙
台
市

立
荒
浜
小
学
校
の
校
舎
は
、
震

災
遺
構
と
し
て
大
津
波
に
襲
わ

れ
た
ま
ま
の
当
時
の
状
況
を
伝

え
て
く
れ
て
い
る
。
校
舎
は
館

内
の
修
繕
工
事
の
た
め
に
１
月

14
日
か
ら
３
月
３
日
ま
で
休
館

と
な
っ
て
い
た
が
、
修
繕
工
事

が
終
わ
っ
た
後
も
３
月
末
ま
で

休
館
が
延
長
さ
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
。

　

こ
の
荒
浜
小
学
校
に
加
え
て

昨
年
８
月
、
こ
の
地
域
に
も
う

一
つ
震
災
遺
構
が
誕
生
し
た
。

　
「
仙
台
市
荒
浜
地
区
住
宅
基

礎
」
と
名
付
け
ら
れ
た
こ
の
新

し
い
震
災
遺
構
は
、
大
津
波
で

基
礎
だ
け
が
残
っ
た
住
宅
跡
６

戸
と
津
波
に
よ
る
浸
食
地
形
が

保
存
さ
れ
、
エ
リ
ア
内
は
見
学

用
通
路
が
整
備
さ
れ
て
い
る
。

写
真
や
証
言
を
掲
載
し
た
説
明

看
板
も
設
置
さ
れ
て
お
り
、
大

津
波
の
恐
る
べ
き
破
壊
力
と
共

に
、
か
つ
て
こ
こ
に
あ
っ
た

人
々
の
暮
ら
し
の
営
み
の
痕
跡

も
伝
え
て
く
れ
て
い
る
。

　

荒
浜
地
区
の
海
岸
は
、
か
つ

て
深
沼
海
水
浴
場
と
し
て
知
ら

れ
て
い
た
場
所
だ
が
、
い
ま
だ

海
水
浴
場
は
再
開
し
て
い
な
い
。

こ
の
日
も
風
が
強
か
っ
た
せ
い

も
あ
っ
て
波
も
高
か
っ
た
が
、

当
然
な
が
ら
あ
の
日
の
よ
う
に

防
潮
堤
を
越
え
て
く
る
よ
う
な

こ
と
は
な
い
。

　

防
潮
堤
か
ら
仙
台
市
街
の
方

向
を
見
て
み
る
と
、
建
物
が
立

ち
並
ぶ
中
心
地
と
大
津
波
に
よ

っ
て
な
に
も
か
も
な
く
な
っ
た

こ
の
地
域
と
が
あ
ま
り
に
対
照

的
に
映
る
。

　

荒
浜
小
学
校
以
外
に
は
ど
こ

に
も
逃
げ
場
が
な
か
っ
た
あ
の

日
の
反
省
か
ら
、「
東
部
復
興

道
路
」
の
西
側
に
は
津
波
避
難

タ
ワ
ー
が
、
海
に
近
い
東
側
に

は
「
避
難
の
丘
」
が
整
備
さ
れ

て
い
る
。
荒
浜
小
学
校
の
南
側

に
で
き
る
予
定
の
一
番
規
模
の

大
き
な
避
難
の
丘
は
未
完
成
だ

っ
た
が
、
荒
浜
小
学
校
の
北
側

に
完
成
し
た
「
海
岸
公
園
」
の

一
角
に
は
、高
さ
約
10
ｍ
の「
避

難
の
丘
」
が
で
き
て
い
た
。

　

あ
の
日
の
大
津
波
で
、
江
戸

時
代
、
仙
台
藩
祖
伊
達
政
宗
が

命
じ
て
植
林
さ
れ
た
「
潮
除
須

賀
松
林
（
し
お
よ
け
す
か
ま
つ

り
ん
）」
は
ほ
と
ん
ど
根
こ
そ

ぎ
倒
さ
れ
、
流
さ
れ
て
し
ま
っ

た
。
政
宗
は
慶
長
６
年（1601

年
）
に
仙
台
入
り
し
た
が
、
そ

の
10
年
後
の
慶
長
16
年（1611

年
）
に
慶
長
三
陸
地
震
に
遭
遇

し
て
い
る
。

　

仙
台
平
野
は
こ
の
地
震
で
今

回
同
様
広
い
範
囲
が
浸
水
し
た

と
見
ら
れ
、
そ
れ
を
受
け
て
政

宗
は
こ
の
「
潮
除
須
賀
松
林
」

を
整
備
し
、
沿
岸
に
貞
山
堀
を

掘
り
、今
で
言
う「
多
重
防
護
」

の
備
え
を
つ
く
っ
た
。
同
時
に
、

奥
州
街
道
を
内
陸
寄
り
に
移
し
、

城
下
町
も
海
岸
か
ら
離
れ
た
内

陸
寄
り
に
構
え
た
と
さ
れ
る
。

　

荒
浜
地
区
を
始
め
仙
台
市
の

沿
岸
で
は
、
も
う
一
度
防
災
林

を
復
活
さ
せ
よ
う
と
、
植
樹
作

業
が
続
い
て
い
る
。
再
び
植
え

ら
れ
た
黒
松
も
着
々
と
育
っ
て

い
る
の
が
分
か
る
。

　

弟
が
見
つ
か
っ
た
南
長
沼
で

今
年
も
手
を
合
わ
せ
た
。

　

私
に
と
っ
て
は
弟
が
間
違
い

な
く
生
き
て
い
た
、
地
震
発
生

時
刻
14
時
46
分
よ
り
も
、
こ
の

地
に
大
津
波
が
押
し
寄
せ
た
15

時
54
分
の
方
が
重
要
で
あ
る
。

　

帰
ろ
う
と
し
た
ら
入
れ
替
わ

り
に
や
っ
て
き
た
人
が
い
た
。

き
っ
と
こ
の
人
も
こ
の
地
で
大

切
な
誰
か
を
失
っ
た
の
に
違
い

な
い
。

　

荒
浜
を
離
れ
、
再
び
若
林
区

役
所
へ
。

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

あの日から９年

荒浜の海

不忘の碑

ビールとやきとり缶

南長沼
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海岸公園の避難の丘

建設中の避難の丘

津波避難方向標識

仙台市荒浜地区住宅基礎

献花台

法要の模様

案内板

防潮堤から市街を望む

若林市役所

浄土寺跡地

東部復興道路

植林された松

　

あ
の
日
こ
こ
ま
で
戻
っ
て
こ

れ
な
か
っ
た
弟
を
悼
ん
で
有
志

の
方
々
が
中
庭
に
つ
く
っ
て
く

れ
た
「3.11
不
忘
の
碑
」
に
は
、

た
く
さ
ん
の
花
が
手
向
け
て
あ

っ
た
。

　

普
段
飲
み
歩
い
て
い
る
こ
と

の
多
い
私
だ
が
、
こ
の
日
だ
け

は
何
が
あ
ろ
う
と
大
人
し
く
家

に
帰
る
。

　

子
ど
も
の
頃
、
よ
く
弟
と
食

べ
た
や
き
と
り
の
缶
詰
、
今
日

は
特
大
サ
イ
ズ
の
も
の
を
取
り

寄
せ
て
み
た
。
内
容
総
量
、
実

に1750

ｇ
、
通
常
サ
イ
ズ
が

１
缶
85
ｇ
な
の
で
、
そ
の
20
缶

分
を
超
え
る
分
量
で
あ
る
。
１

Ｌ
缶
の
ビ
ー
ル
が
小
さ
く
見
え

る
。

　

１
缶
は
い
つ
も
あ
っ
と
い
う

間
に
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
、

20
缶
分
く
ら
い
楽
勝
と
思
っ
た

が
、
思
い
の
ほ
か
食
べ
応
え
が

あ
っ
た
。
当
た
り
前
で
あ
る

（
笑
）。

　

あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
こ

と
だ
が
、
や
き
と
り
の
缶
詰
の

中
で
元
祖
で
あ
り
、
最
も
有
名

と
思
わ
れ
る
こ
の
缶
詰
、
実
は

気
仙
沼
で
造
ら
れ
て
い
る
。

　

と
も
あ
れ
、
こ
の
よ
う
な
バ

カ
な
こ
と
が
で
き
る
の
も
、
生

き
て
い
れ
ば
こ
そ
の
こ
と
で
あ

る
。
何
年
経
っ
て
も
、
あ
の
日

の
痛
み
が
消
え
る
こ
と
は
な
い

の
だ
ろ
う
。

　

そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
抱
え
つ

つ
、
ま
た
明
日
か
ら
日
々
、
気

の
向
く
ま
ま
、
足
の
向
く
ま
ま
、

生
き
て
い
こ
う
と
思
う
。
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早池峰山

冬晴れの下の六角牛山

フクジュソウ開花

コケの花

モクレンの芽 冬の三光坊 落陽

開花を待つ

シリーズ 遠野の自然

「遠野の啓蟄」
遠野 1000 景より

た
だ
た
だ
不
思
議
で
あ
る
。

　

人
間
と
い
う
種
は
、
大
自
然

と
い
う
不
動
の
基
盤
を
忘
れ
、

人
工
的
な
環
境
ば
か
り
に
い
る

と
、
パ
ニ
ッ
ク
に
踊
ら
さ
れ
る

と
い
う
典
型
的
な
見
本
で
あ
る
。

　

こ
う
い
う
時
は
ゆ
っ
く
り
旅

行
で
も
し
て
、
浮
世
の
騒
ぎ
を

　

い
ま
、
日
本
も
世
界
も
コ
ロ

ナ
パ
ニ
ッ
ク
で
大
騒
ぎ
。
パ
ニ

ッ
ク
は
だ
ん
だ
ん
巨
大
化
し
、

も
と
も
と
形
な
き
も
の
が
「
実

害
」
ま
で
包
含
す
る
ま
で
と
な

っ
た
が
、
あ
ら
た
め
て
い
っ
た

い
何
の
た
め
の
騒
ぎ
な
の
か
と

立
ち
止
ま
っ
て
考
え
て
み
る
と

忘
れ
た
い
と
思
う
が
、
不
要
不

急
の
外
出
は
遠
慮
せ
よ
と
い
う
。

　

な
ら
ば
、
遠
野
の
景
色
を
み

て
心
慰
め
る
と
し
よ
う
。
こ
の

時
期
は
、
三
寒
四
温
で
、
寒
と

温
の
両
方
の
景
色
が
見
ら
れ
る
。
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かつてはふたつのクニだった砂越豊著ー【東北独立】

東北の未来展望は『1300年前までの東北』にあり！
あの大震災が千年単位の災害というなら、1300年前までの東北を思い起こしてみようか！
それまでの東北は、大和朝廷とはまったく別の「クニ」だった、そこに戻ってみるか？

　
千
三
百
年
前
の
東
北

　

筆
者
は
、
こ
こ
二
年
ほ
ど
、

東
北
の
埋
も
れ
た
古
代
史
の
発

掘
作
業
を
映
像
で
表
現
す
る
作

業
を
行
っ
て
い
る
。

　

そ
う
す
る
と
、
い
ま
か
ら

千
三
百
年
前
ま
で
は
、
大
和
朝

廷
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
独
自

の
文
化
や
経
済
、
宗
教
を
持
っ

て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　

そ
し
て
経
済
的
に
も
豊
か
で

あ
っ
た
し
、
海
外
と
の
独
自
交

流
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

そ
の
海
外
交
流
と
は
、
お
そ

ら
く
縄
文
時
代
か
ら
存
在
し
て

い
た
で
あ
ろ
う
「
北
方
交
流

圏
」
で
行
わ
れ
て
い
た
も
の
で

あ
る
。

　

こ
の
時
代
の
東
北
は
、
往
時

の
大
和
朝
廷
の
中
央
集
権
国
家

と
は
ま
っ
た
く
逆
の
、
あ
ち
こ

ち
に
分
散
す
る
中
小
の
集
落
が
、

そ
れ
ぞ
れ
の
得
意
分
野
を
活
か

し
て
、
広
範
囲
な
分
業
を
行
っ

て
い
た
よ
う
だ
。

　

現
代
、
地
方
分
権
と
騒
い
で

い
る
が
、
す
で
に
そ
れ
を
実
践

し
て
い
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
形
態
を
「
国
家
」

と
呼
ぶ
の
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。

「
国
家
」と
区
分
す
る
た
め「
ク

ニ
」
と
い
う
の
が
適
切
と
考
え
、

こ
の
言
葉
を
用
い
て
い
る
。

千
三
百
年
と
い
う
視
点

　

わ
れ
わ
れ
現
代
の
東
北
人
、

あ
る
い
は
も
っ
と
範
囲
を
広
げ

て
東
北
に
縁
の
あ
る
も
の
は
、

江
戸
時
代
や
明
治
以
降
の
東
北

の
衰
退
ば
か
り
見
て
い
る
よ
う

に
思
う
。
そ
し
て
落
胆
ば
か
り

し
て
い
る
よ
う
に
映
る
。

　

し
か
し
、
東
北
の
中
長
期
の

未
来
を
考
え
る
と
き
、
そ
の
視

点
は
ま
こ
と
に
不
十
分
で
あ
り
、

東
北
の
歴
史
の
ほ
ん
の
一
面
し

か
見
て
い
な
い
と
言
わ
ね
ば
な

ら
な
い
。

　

東
北
が
す
っ
か
り
変
容
し
て

し
ま
っ
た
千
三
百
年
前
を
想
起

す
る
こ
と
を
提
案
し
た
い
。

　

千
三
百
年
と
い
う
歴
史
は
何

も
京
都
や
奈
良
の
専
売
特
許
で

は
な
い
。
む
し
ろ
東
北
に
こ
そ

ふ
さ
わ
し
い
。
し
か
も
東
北
の

歴
史
は
も
っ
と
も
っ
と
古
い
。

　

あ
る
意
味
で
は
、
京
都
や
奈

良
の
方
が
た
か
が
千
三
百
年
し

か
な
い
と
い
う
視
点
さ
え
成
立

す
る
。
茶
化
す
わ
け
で
は
な
い

が
、
長
い
日
本
の
歴
史
か
ら
見

た
ら
、
京
都
や
奈
良
は
新
興
集

落
、
新
興
都
市
に
す
ぎ
な
い
と

も
い
え
る
の
だ
。

東
北
は
千
三
百
年
か
け

て
衰
退
し
て
き
た

　

し
か
し
、
こ
の
千
三
百
年
前

に
、
大
和
朝
廷
に
大
規
模
に
侵

略
さ
れ
て
以
降
、
東
北
の
富
の

奪
取
が
始
ま
り
、
人
も
奪
わ
れ

て
き
た
。

　

そ
れ
が
千
三
百
年
間
も
休
ま

ず
続
い
て
い
る
。

　

そ
し
て
い
ま
、
東
北
は
こ
の

ま
ま
で
は
衰
退
ど
こ
ろ
で
は
な

く
、果
て
し
な
く
続
く「
消
滅
」

へ
の
道
を
転
が
っ
て
い
る
と
い

う
見
方
さ
え
現
実
味
を
帯
び
て

き
て
い
る
と
思
え
る
。

　

そ
の
兆
候
は
、
と
ど
ま
る
こ

と
の
な
い
人
口
減
少
に
現
れ
て

い
る
。

　

東
北
か
ら
の
人
口
流
出
は
、

千
三
百
年
前
か
ら
始
ま
っ
た
。

　

そ
れ
は
強
制
的
な
移
住
で
あ

り
、
大
和
朝
廷
に
よ
る
大
規
模

な
侵
略
に
よ
っ
て
「
俘
囚
」
と

な
っ
た
エ
ミ
シ
が
、
全
国
に
強

制
移
住
を
強
い
ら
れ
た
と
こ
ろ

か
ら
、
こ
の
人
口
流
出
の
流
れ

が
始
ま
っ
た
。

　

そ
の
後
、
千
三
百
年
間
、
幾

度
と
な
く
、
人
口
流
出
は
続
き
、

現
代
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
。

　

こ
う
し
た
視
点
か
ら
、
東
北

の
復
興
や
再
興
を
考
え
て
み
る

の
は
意
義
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

沖
縄
は
独
立
志
向
、
東

北
も
見
習
う
か
？

　

十
年
以
上
前
に
な
る
が
、
沖

縄
旅
行
に
行
っ
た
際
に
、
強
烈

な
思
い
出
と
し
て
、
い
ま
で
も

忘
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
出
来

事
が
あ
っ
た
。

　

た
ま
た
ま
オ
フ
シ
ー
ズ
ン
に

沖
縄
に
行
っ
た
こ
と
も
あ
り
、

観
光
用
の
バ
ス
に
は
わ
ず
か
な

観
光
客
し
か
い
な
か
っ
た
。

　

そ
こ
で
、
若
い
バ
ス
ガ
イ
ド

か
ら
、
通
常
の
観
光
案
内
で
は

な
く
、
突
然
、
沖
縄
は
独
立
で

き
る
と
い
う
話
が
始
ま
っ
た
。

　

沖
縄
は
今
す
ぐ
に
で
も
独
立

で
き
る
。
独
立
国
家
と
し
て
十

分
に
や
っ
て
い
け
る
。
何
も
日

本
の
、
鹿
児
島
県
の
一
部
に
甘

ん
じ
て
い
な
く
て
も
い
い
と
。

　

ま
だ
十
代
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
る
バ
ス
ガ
イ
ド
か
ら
の
突

然
の
話
に
筆
者
は
驚
い
て
し
ま

い
、
言
葉
が
出
な
か
っ
た
。

　

こ
の
出
来
事
は
、
ず
っ
と
頭

の
片
隅
に
残
っ
て
い
て
、
最
近

で
は
、
東
北
の
未
来
を
考
え
る

と
き
に
い
つ
も
思
い
出
す
。

大
震
災
後
に
書
い
た

『
東
北
独
立
』

　

下
に
あ
る
書
籍
の
画
像
は
、

筆
者
が
大
震
災
発
生
後
に
執
筆

し
た
書
籍
で
あ
る
。

　

大
震
災
後
の
東
北
の
未
来
を

考
え
た
と
き
、
上
辺
は
と
も
か

く
、
東
北
は
大
し
た
支
援
も
な

く
、
利
用
さ
れ
る
だ
け
利
用
さ

れ
て
衰
退
し
て
い
く
。
そ
れ
に

抵
抗
す
る
に
は
「
東
北
の
独

立
」
し
か
な
い
。
そ
の
足
掛
か

り
と
し
て
「
道
州
制
」
を
活
用

す
る
と
い
う
骨
子
だ
っ
た
。

　

そ
し
て
、
具
体
的
か
つ
資
金

的
に
「
東
北
の
独
立
」
を
実
現

す
る
た
め
の
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ

ン
ま
で
展
開
し
た
。

　

ま
っ
た
く
出
来
な
い
こ
と
で

は
な
い
の
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
当
然
な
が
ら
、
国

の
資
金
な
ど
あ
て
に
は
出
来
な

い
。「
東
北
人
」
の
資
金
拠
出

が
不
可
欠
な
の
は
言
う
ま
で
も

な
い
。

　

と
は
い
え
、
一
人
一
人
が
莫

大
な
資
金
を
拠
出
せ
よ
と
い
う

こ
と
で
は
な
く
、
わ
ず
か
な
資

金
拠
出
で
、
東
北
で
の
政
治
的

独
立
基
盤
を
実
現
で
き
る
と
い

う
提
案
で
あ
っ
た
。

　

残
念
な
が
ら
、
過
激
に
思
わ

れ
た
タ
イ
ト
ル
に
読
者
が
恐
れ

を
な
し
た
の
か
、
大
手
出
版
社

の
本
で
は
な
か
っ
た
せ
い
な
の

か
、
低
コ
ス
ト
本
の
見
栄
え
の

良
く
な
い
本
の
せ
い
か
、
ま
っ

た
く
売
れ
な
か
っ
た
。

未
来
を
考
え
る
東
北
の

視
座
と
は
何
か
？

　

時
代
の
転
換
点
で
は
、
よ
く

歴
史
に
学
べ
と
言
わ
れ
る
。　

こ
の
言
葉
は
、
い
ま
の
東
北
に

こ
そ
ふ
さ
わ
し
い
。

　

百
年
や
数
百
年
規
模
で
は
な

く
、
千
年
単
位
の
大
災
害
だ
と

い
う
な
ら
ば
、
千
年
単
位
の
発

想
に
切
り
替
え
て
み
て
は
ど
う

な
の
か
。

　

実
際
に
そ
う
し
て
み
た
ら

「
時
代
の
景
色
」
は
ず
い
分
と

違
っ
て
見
え
る
。

　

と
て
も
新
鮮
だ
し
、
い
ま
の

時
代
も
良
く
見
え
て
く
る
。

　

一
番
重
要
な
の
は
、
東
北
の

未
来
へ
の
道
筋
が
見
え
て
く
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

現
代
に
復
活
さ
せ
る

千
三
百
年
前
ま
で
の
東
北

　

東
北
は
争
い
に
ず
い
分
負
け

続
け
て
き
た
。

　

物
理
的
な
戦
争
、
紛
争
、
侵

略
だ
け
で
は
な
い
。
経
済
的
な

搾
取
も
あ
り
、
人
口
の
奪
取
も

あ
る
。

　

し
か
し
誇
り
に
思
え
ば
い
い
。

東
北
か
ら
戦
争
や
争
い
を
仕
掛

け
た
こ
と
は
い
ま
だ
か
つ
て
な

い
。
そ
れ
ほ
ど
平
和
を
愛
す
る

地
域
で
あ
り
、
そ
の
伝
統
は
千

年
単
位
以
上
の
長
さ
で
継
承
さ

れ
て
き
て
い
る
。

　

だ
か
ら
、
争
い
に
負
け
続
け

た
こ
と
を
嘆
く
必
要
は
な
い
。

　

し
か
も
、
閉
鎖
的
な
東
北
で

は
な
か
っ
た
。
ユ
ー
ラ
シ
ア
対

立
東
岸
、
シ
ベ
リ
ア
、
樺
太
、

そ
し
て
千
島
列
島
な
ど
で
形
成

す
る
「
北
方
交
流
圏
」、
し
か

も
北
陸
地
方
ま
で
包
含
し
た
交

流
圏
で
活
発
に
、
し
か
も
平
和

に
交
流
し
て
き
た
の
だ
。

　

こ
う
し
た
千
三
百
年
前
ま
で

の
東
北
は
未
来
の
モ
デ
ル
に
は

な
ら
な
い
も
の
だ
ろ
う
か
。


