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島
の
人
口
の
過
半
が
東
日
本
、

な
か
で
に
も
東
北
に
も
多
く
の

人
が
存
在
し
た
が
、
そ
の
ミ
ニ

寒
冷
化
で
、
人
が
東
北
か
ら
集

団
で
南
下
し
て
い
っ
た
。

　

従
来
の
作
物
が
採
れ
な
け
れ

ば
、
採
れ
る
場
所
を
目
指
す
の

は
当
然
で
あ
る
。
生
き
て
い
く

た
め
の
当
然
の
対
応
で
あ
る
。

　

と
は
い
え
、
だ
れ
に
命
令
さ

れ
た
わ
け
で
も
、
強
制
さ
れ
た

わ
け
で
も
な
い
。

　

結
果
、
列
島
の
人
口
分
布
は

大
き
く
変
化
し
た
。

　

東
日
本
や
東
北
に
過
半
以
上

あ
っ
た
人
口
が
減
り
、
西
日
本

の
人
口
が
過
半
と
な
っ
て
い
っ

た
。

　

ミ
ニ
寒
冷
化
が
な
け
れ
ば
、

人
口
分
布
は
変
わ
っ
て
い
た
の

だ
。

朝
廷
の
強
制
移
住
政
策

に
よ
る
人
口
流
出

　

そ
の
後
の
東
北
の
主
な
人
口

流
出
は
、
奈
良
時
代
以
降
平
安

時
代
に
か
け
て
の
こ
と
で
あ
る
。

　

そ
れ
は
、
大
和
朝
廷
と
の
長

い
戦
争
、
と
い
う
よ
り
朝
廷
か

ら
の
一
方
的
な
侵
略
に
よ
っ
て

蹂
躙
さ
れ
た
東
北
か
ら
、
反
乱

分
子
と
さ
れ
た
人
々
が
全
国
に

強
制
的
に
移
住
を
強
い
ら
れ
た

の
が
は
じ
ま
り
で
あ
っ
た
。

　

こ
れ
は
、
い
ま
か
ら
千
三
百

年
前
の
八
世
紀
に
始
ま
り
、
平

安
時
代
中
期
ま
で
、
二
百
年
以

上
続
い
た
。

　

最
初
は
朝
廷
へ
の
反
抗
分
子

だ
っ
た
が
、
そ
の
後
、
移
住
を

強
い
ら
れ
た
人
の
属
性
が
変
わ

っ
た
。

　

す
な
わ
ち
、
往
時
、
列
島
の

製
鉄
最
先
端
地
で
あ
っ
た
東
北

と
し
な
い
東
北
の
政
治
家
た
ち

が
も
し
い
る
と
し
た
ら
、
は
な

は
だ
近
視
眼
的
な
視
点
し
か
持

ち
合
わ
せ
て
い
な
い
と
決
め
つ

け
て
も
許
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

長
期
間
の
人
口
流
出
は
未

来
を
失
う
こ
と
と
同
義

　

当
新
聞
は
こ
れ
ま
で
何
度
も

訴
え
て
き
た
が
、
人
口
が
減
少

し
続
け
る
地
域
に
未
来
は
な
い
。

東
北
の
高
齢
化
が
加
速
的
に
進

み
、
若
い
女
性
が
ど
ん
ど
ん
東

北
か
ら
流
出
し
て
い
け
ば
、
過

疎
な
ど
通
り
越
し
て
、
無
人
地

域
を
目
指
す
こ
と
に
つ
な
が
る

の
だ
。

　

そ
の
こ
と
を
近
年
の
人
口
減

少
だ
け
を
見
ず
に
、
も
っ
と
長

い
時
間
軸
で
見
た
ら
、
小
手
先

だ
け
の
対
応
で
は
な
く
、
根
本

的
な
対
応
を
ひ
ね
り
出
す
勇
気

も
生
ま
れ
て
く
る
の
で
は
な
い

か
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
東
北
の

人
口
流
出
は
ど
こ
か
で
止
め
、

さ
ら
に
、
な
る
べ
く
早
く
流
れ

を
逆
回
転
さ
せ
て
、
人
口
増
大

に
大
き
く
シ
フ
ト
し
て
い
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
だ
れ
が

見
て
も
当
然
の
こ
と
な
の
で
あ

新
型
コ
ロ
ナ
禍
も
視
点
を

変
え
れ
ば
チ
ャ
ン
ス
に

　

唐
突
な
切
り
出
し
で
驚
か
せ

る
よ
う
だ
が
、
日
本
も
世
界
も

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
増

加
で
大
騒
ぎ
の
な
か
、
発
想
を

転
換
す
る
と
ま
っ
た
く
別
の
見

方
が
可
能
に
な
る
と
思
う
の
で

あ
る
。　

　

ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
え
ば
、

こ
の
ピ
ン
チ
を
、
東
北
の
人
口

増
加
に
活
か
す
こ
と
を
目
指
そ

う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

東
北
は
千
三
百
年
と
い
う
途

方
も
な
く
長
い
時
間
を
か
け
て
、

「
人
口
」
と
い
う
何
物
に
も
代

え
が
た
い
資
産
を
、
時
の
権
力

に
奪
わ
れ
続
け
て
き
た
。

　

人
口
を
失
え
ば
、
地
域
の
活

力
と
潜
在
力
は
大
き
く
減
退
す

る
。

　

そ
れ
を
歴
史
に
学
び
、
何
と

か
し
よ
う
と
思
い
続
け
て
い
れ

ば
、
新
型
コ
ロ
ナ
禍
は
チ
ャ
ン

ス
に
も
見
え
よ
う
と
い
う
も
の

で
あ
る
。

　

い
ま
、
人
口
が
減
り
続
け
る

東
北
に
と
っ
て
、
一
挙
に
人
口

大
逆
転
で
き
る
可
能
性
が
見
え

て
い
る
の
に
、
そ
れ
を
見
よ
う

新型コロナ禍を人口大逆転の契機にしよう！
そして1300年ものあいだ流出を続け
いまも減り続ける東北の人口を取り戻せ！

る
。
こ
の
東
北
を
あ
き
ら
め
、

見
捨
て
な
い
限
り
に
お
い
て
で

は
あ
る
が
。

　

筆
者
は
六
十
六
歳
の
高
齢
者

で
は
あ
る
が
、
け
っ
し
て
自
分

の
生
き
て
い
る
間
さ
え
よ
け
れ

ば
東
北
の
次
世
代
、
次
々
世
代

が
ど
う
な
ろ
う
と
構
わ
な
い
と

い
う
考
え
は
け
っ
し
て
採
ら
な

い
。

　

そ
う
し
た
こ
と
に
加
担
し
た

り
、
こ
の
問
題
を
見
て
見
ぬ
ふ

り
を
し
た
な
ら
ば
、
き
っ
と
臨

終
の
床
で
大
後
悔
を
す
る
こ
と

だ
ろ
う
。

　

そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
当
記
事

を
た
わ
ご
と
と
受
け
取
ら
ず
、

か
つ
絵
空
事
の
物
語
と
理
解
し

な
い
で
欲
し
い
の
で
あ
る
。　

　
東
北
の
長
い
人
口
流
出

の
歴
史
を
思
い
起
こ
せ

ま
ず
は
縄
文
時
代
後
期

　

東
北
の
人
口
流
出
が
始
ま
っ

た
の
は
、
数
千
年
単
位
で
考
え

れ
ば
、
縄
文
時
代
後
期
か
ら
で

あ
る
。

　

そ
の
時
代
に
列
島
に
ミ
ニ
寒

冷
化
が
起
き
て
、
か
つ
て
は
列

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】を上映計画中だが、
新型コロナウィルスによる
幾度もの延期を余儀なくさ
れている。趣味は古代史・
縄文文化研究。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】

集団就職　上野駅 出稼ぎ
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の
製
鉄
に
関
係
し
た
人
間
が
対

象
と
な
っ
た
の
だ
。

そ
し
て
こ
の
時
代
に
、
東
北
の

い
た
る
と
こ
ろ
に
存
在
し
た
東

北
の
製
鉄
拠
点
の
製
鉄
技
術
が

製
鉄
技
術
者
と
と
も
に
流
出
し

た
。

　

少
し
後
の
日
本
刀
の
刀
工
た

ち
も
同
じ
道
を
辿
っ
た
。
古
代
、

東
北
は
日
本
刀
の
製
造
拠
点
、

刀
剣
王
国
だ
っ
た
の
だ
。

　

そ
の
ま
ま
、
東
北
の
製
鉄
が

隆
盛
を
き
わ
め
て
い
た
ら
、
ま

た
日
本
刀
の
刀
工
た
ち
が
そ
の

ま
ま
東
北
で
作
刀
を
続
け
て
い

た
ら
歴
史
は
変
わ
っ
て
い
た
で

あ
ろ
う
と
い
う
ほ
ど
、「
略
奪
」

と
強
制
移
住
は
大
規
模
な
も
の

で
あ
っ
た
の
だ
。

　

し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
す
っ

か
り
歴
史
の
下
層
に
埋
も
れ
て

し
ま
っ
た
。
も
う
だ
れ
も
そ
の

こ
と
を
知
ら
な
い
。

江
戸
の
大
都
市
化
と
東

北
の
人
口
流
出

　

次
の
人
口
流
出
は
江
戸
時
代
。

徳
川
家
康
が
江
戸
に
来
る
ま
で

は
、
江
戸
は
そ
ん
な
に
大
き
な

ま
ち
で
は
な
か
っ
た
。

　

湿
地
だ
ら
け
の
住
み
に
く
い

土
地
だ
っ
た
。

　

し
か
し
、
家
康
は
大
規
模
な

灌
漑
を
行
い
、
居
住
エ
リ
ア
と

耕
作
地
を
増
や
し
て
、
江
戸
を

大
き
く
し
て
い
っ
た
。

　

そ
こ
に
、
冷
害
な
ど
で
食
え

な
く
な
っ
た
東
北
の
農
民
が
大

量
に
な
だ
れ
込
ん
で
き
た
に
違

い
な
い
。

　

い
わ
ば
、
江
戸
時
代
の
「
東

北
か
ら
の
戻
る
こ
と
の
な
い
出

稼
ぎ
」
で
あ
っ
た
。

　

そ
の
後
、
人
口
が
増
え
て
、

当
時
の
世
界
の
最
大
人
口
を
抱

え
た
大
都
市
の
江
戸
は
、
何
度

も
大
火
を
経
験
し
た
。

　

大
火
で
焼
失
し
た
江
戸
の
ま

ち
の
再
建
の
た
め
、
新
た
な
ま

ち
づ
く
り
の
た
め
の
た
く
さ
ん

の
人
間
が
必
要
と
な
っ
た
。

　

そ
こ
に
東
北
か
ら
さ
ら
に
大

量
の
人
間
が
な
だ
れ
込
む
。

　

再
び
、
東
北
の
食
い
詰
め
た

農
民
が
大
量
に
逃
亡
し
て
き
た

で
あ
ろ
う
。

　

寒
冷
地
に
は
適
さ
な
い
米
作

り
に
縛
ら
れ
た
東
北
の
辿
る
道

で
あ
っ
た
。

奥
羽
列
藩
同
盟
敗
戦
に

よ
る
人
口
流
出

　

そ
れ
か
ら
、
明
治
維
新
の
前

に
起
き
た
幕
府
と
薩
長
勢
力
と

の
争
い
で
、
東
北
は
幕
府
側
に

つ
い
て
敗
戦
し
た
。
い
わ
ゆ
る

奥
羽
越
列
藩
同
盟
の
敗
戦
で
あ

る
。

　

こ
の
敗
戦
に
よ
り
、
新
政
府

は
東
北
各
藩
に
厳
し
い
制
裁
を

科
し
た
。

　

そ
れ
に
耐
え
か
ね
て
、
北
海

道
に
新
天
地
を
求
め
た
人
々
が

い
た
。

　

他
に
も
東
北
を
脱
出
し
た
た

く
さ
ん
の
人
が
い
た
で
あ
ろ
う
。

　

そ
れ
で
ま
た
、
東
北
は
疲
弊

し
、
新
政
府
の
嫌
が
ら
せ
に
逢

い
、
人
口
も
減
少
し
た
。

昭
和
の
出
稼
ぎ
と
集
団

就
職

　

時
代
は
ず
っ
と
下
っ
て
、
昭

和
の
高
度
成
長
期
前
後
の
こ
と
。

　

高
度
成
長
は
大
都
市
圏
だ
け

の
こ
と
で
あ
り
、
一
方
の
東
北

は
相
変
わ
ら
ず
の
停
滞
地
域
で

あ
っ
た
。

　

こ
の
格
差
が
、
東
北
か
ら
大

都
市
圏
へ
の
労
働
力
流
出
を
引

き
起
こ
し
た
。

　

大
都
市
圏
に
は
仕
事
が
あ
る

が
、
東
北
に
は
、
特
に
農
閑
期

は
仕
事
が
な
い
。

　

結
果
、
出
稼
ぎ
と
い
う
短
期

移
住
労
働
力
が
、
一
年
の
半
分
、

東
北
か
ら
流
出
し
た
。

　

ま
た
「
金
の
卵
」
と
い
わ
れ

た
東
北
の
若
い
労
働
者
の
卵
た

ち
は
「
集
団
就
職
」
と
い
う
大

規
模
流
出
列
車
に
乗
せ
ら
れ
て
、

東
北
を
出
て
行
っ
た
。

　

こ
れ
は
表
面
上
は
強
制
さ
れ

た
移
動
で
は
な
か
っ
た
が
、
現

代
の
強
制
移
住
と
い
う
側
面
が

ま
っ
た
く
な
い
と
は
い
え
な
い

の
で
は
な
い
か
。　

他
の
地
域
と
は
異
な
る

　

昭
和
の
出
稼
ぎ
と
集
団
就
職

は
、
東
北
に
限
ら
ず
他
の
地
方

で
も
同
じ
だ
っ
た
が
、
一
連
の

流
れ
を
み
る
と
け
っ
し
て
同
じ

と
は
い
え
な
い
。

　

こ
の
千
三
百
年
の
間
、
一
度

と
し
て
東
北
の
人
口
が
他
地
域

に
比
べ
て
増
加
し
た
と
い
う
史

実
を
筆
者
は
知
ら
な
い
。

　

そ
れ
で
も
何
と
か
東
北
は
人

口
を
維
持
し
て
き
た
が
、
近
年

は
ま
た
流
出
が
加
速
し
て
い
る
。

東
日
本
大
震
災

　

そ
し
て
、
九
年
前
の
東
日
本

大
震
災
で
あ
る
。

　

福
島
第
一
原
発
に
よ
る
人
口

流
出
だ
け
で
は
な
い
。

　

沿
岸
被
災
地
は
ま
だ
流
出
が

止
ま
ら
な
い
。

　

こ
の
ま
ま
で
は
、
イ
ン
フ
ラ

復
旧
し
て
も
、
人
が
い
な
い
被

災
地
が
遅
か
れ
早
か
れ
出
現
す

る
の
で
は
な
い
か
。

い
ま
、
大
都
市
圏
か
ら
地

方
へ
の
移
動
が
始
ま
っ
た

　

こ
う
し
た
歴
史
を
抱
え
た
東

北
に
い
ま
チ
ャ
ン
ス
が
到
来
し

て
い
る
。

　

今
年
は
じ
め
か
ら
始
ま
っ
た

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
防

止
の
た
め
の
自
粛
生
活
で
、
大

都
市
圏
に
住
む
理
由
が
希
薄
と

な
り
、
か
つ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
者

が
格
段
に
少
な
い
地
方
が
見
直

さ
れ
て
き
て
い
る
。

　

し
か
も
、
こ
れ
ま
で
は
地
方

に
は
仕
事
が
な
い
と
い
う
理
由

で
、
地
方
へ
の
回
帰
を
あ
き
ら

め
て
い
た
が
、「
テ
レ
ワ
ー
ク
」

で
、
大
都
市
圏
に
住
ま
な
く
と

も
、
ど
こ
で
も
仕
事
が
で
き
る

よ
う
に
な
り
始
め
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
大
都
市
圏
の
密
集

し
た
環
境
よ
り
、
地
方
の
密
で

は
な
い
、
ゆ
っ
た
り
と
し
た
空

間
、
な
か
で
も
格
段
に
広
い
住

宅
も
見
直
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
の
大
都

市
集
中
一
方
の
流
れ
が
変
わ
る

と
の
予
感
を
抱
か
せ
る
。

人
口
増
大
は
二
段
階
、

三
段
階
で
取
り
組
む

　

で
は
、
人
口
増
大
と
い
う
の

で
、
い
き
な
り
移
住
を
す
す
め

る
と
い
う
方
策
が
容
易
に
受
け

入
れ
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
は
っ

き
言
え
ば
無
理
で
あ
る
。
い
ま

ま
で
の
経
過
で
分
か
る
。
で
は

ど
う
し
た
ら
よ
い
か
。

　

移
住
の
前
に
多
拠
点
生
活
拠

点
と
し
て
の
東
北
を
ア
ピ
ー
ル

す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

移
住
で
い
き
な
り
ハ
ー
ド
ル

を
上
げ
敬
遠
さ
れ
る
の
で
は
な

く
、
ま
ず
は
地
方
の
、
こ
こ
で

は
東
北
の
良
さ
を
味
わ
っ
て
も

ら
う
こ
と
か
ら
始
め
る
の
だ
。

　

左
に
「
多
拠
点
居
住
ー
主
な

メ
リ
ッ
ト
・
デ
メ
リ
ッ
ト
例
」

を
挙
げ
た
が
、
東
北
の
メ
リ
ッ

ト
の
み
を
堪
能
し
て
、
デ
メ
リ

ッ
ト
を
縮
小
す
る
方
策
を
打
ち

立
て
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。

　

そ
う
し
た
こ
と
が
実
感
で
き

る
拠
点
づ
く
り
を
東
北
全
体
で

作
り
、
大
都
市
圏
の
若
者
た
ち

に
強
烈
に
ア
ピ
ー
ル
す
れ
ば
よ

い
の
だ
。

　

い
ま
は
絶
好
の
機
会
で
あ
る
。

タ
イ
ミ
ン
グ
を
失
し
て
は
な
ら

な
い
。
他
の
地
方
も
す
で
に
動

き
出
し
て
い
る
。

　

こ
こ
で
東
北
が
動
か
な
い
と

い
う
の
は
、
百
年
ど
こ
ろ
か
数

百
年
に
一
度
の
チ
ャ
ン
ス
を
逃

す
と
い
う
こ
と
と
同
じ
だ
。

　

何
と
か
、
い
ち
早
く
、
東
北

の
各
自
自
体
の
首
長
た
ち
が
、

み
な
が
驚
く
よ
う
な
政
策
を
、

協
同
で
打
ち
出
し
て
欲
し
い
も

の
だ
。

完全移住じゃなく多拠点居住ー主なメリット・デメリット例

【多拠点居住のメリット】
①　人間関係に強く縛られず、自由で、かつ多層的になる、
②　やっぱり都会生活の良さはあり、それも楽しめる
③　移動する時はほとんど手ぶらで済む
④　どっちの「良いとこ取り」もできて、二倍楽しめる

【多拠点生活のデメリット】
①　交通費などの移動コストが高い
②　二重拠点のための初期コストもかかる

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】　『移配』

平成 30年の東北 6県の出生者と死亡者数	 		（総務省統計局資料ー筆者抜粋）	 	 	

【
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
。

東
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郷土料理愛好家　
　　　　松本由美子氏

【タイのカルパッチョ】

―材料ー　�鯛の刺身　200g�、飾り花�、水菜�少 �々、醤油ポン酢　大2、�エキストラバー
ジンオイル　大2�、レモン汁　少々、�塩　少々、�黒コショウ　少々

―作り方―　
　　　  ①　鯛の刺身は、スライスしてお皿にのせ冷やしておく。�②　醤油ポン酢、エキス
トラバージンオイル、塩、コショウを混ぜ合わせる。�③　お皿に盛り付けた鯛の刺身に調味
料を振りかけ、黒コショウと食べれる飾り花を真ん中を中心にのせます。　
　　　「鯛の刺身がしっかりしてました。そして、パンにも合いますね。」（松本談）

宅飲みでガマン、東北地酒！飲みたい、呑みたい・・・！　
【依然として第43回三陸酒海鮮会代替日程未定のまま】

延期を余儀なくされた3月14日開催のはずだった第43回目の三陸酒海鮮会から、は
や4か月も経ちましたが、依然として代替日程が未定のまま推移しております。美味し
い東北地酒への恋しさが狂おしいほどに募っておりますが、みなさましばし我慢ですぞ！
以前の写真画像のみで何とか耐えてください。また、可能ならば宅飲みでガマンしてくだ
さい。再びお会いできる日を楽しみに！

水産業再興のための
料理レシピ紹介

第71回�
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写
真
で
お
伝
え
す
る
　
東
北
の
風
景

写真撮影 
尾崎匠

　
新
型
コ
ロ
ナ
禍
自
粛
症
候
群
　「
対
応
薬
②
」



2020 年（令和 2年）7月 16 日（木曜日）　　第 98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.

「
百
年
に
一
度
」
が
毎
年
？

　
「
百
年
に
一
度
の
大
雨
」と
い

う
フ
レ
ー
ズ
を
よ
く
耳
に
す
る

よ
う
に
な
っ
た
。「
百
年
に
一

度
」
を
い
う
フ
レ
ー
ズ
を
百
年

に
一
度
ど
こ
ろ
か
、
毎
年
聞
い

て
い
る
の
が
実
情
で
あ
る
。
も

ち
ろ
ん
、
日
本
中
の
あ
ら
ゆ
る

地
域
が
毎
年
百
年
に
一
度
の
大

雨
に
襲
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
は

な
く
、
あ
ち
こ
ち
の
地
域
が
代

わ
る
代
わ
る
百
年
に
一
度
規
模

の
大
雨
に
見
舞
わ
れ
て
い
る
た

め
に
、
そ
の
フ
レ
ー
ズ
を
し
ょ

っ
ち
ゅ
う
耳
に
す
る
こ
と
に
な

っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ

れ
に
し
て
も
あ
ま
り
に
聞
き
す

ぎ
て
し
ま
っ
て「
百
年
に
一
度
」

の
フ
レ
ー
ズ
が
耳
慣
れ
て
し
ま

っ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ

れ
が
油
断
に
つ
な
が
っ
て
し
ま

っ
て
は
危
険
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
し
て
も
、
で
あ
る
。

近
年
、あ
ま
り
に
も
自
然
災
害
、

と
り
わ
け
豪
雨
に
よ
る
災
害
が

増
え
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
顕
著
な
災
害
を
起
こ
し
た
自

然
現
象
」に
つ
い
て
は
、気
象
庁

が
名
称
を
定
め
て
い
る
。「
防
災

関
係
機
関
等
に
よ
る
災
害
発
生

後
の
応
急
・
復
旧
活
動
の
円
滑

化
を
図
る
と
と
も
に
、
当
該
災

害
に
お
け
る
経
験
や
貴
重
な
教

訓
を
後
世
に
伝
承
す
る
こ
と
を

期
待
す
る
」
た
め
の
措
置
と
さ

れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
大
き

な
自
然
災
害
に
つ
い
て
は
、
気

象
庁
が
特
に
ネ
ー
ミ
ン
グ
を
行

っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

　

こ
の
気
象
庁
が
ネ
ー
ミ
ン

グ
し
た
風
水
害
に
つ
い
て
見

て
み
る
と
、
何
と
言
っ
て
も
死

者
四
六
九
七
名
、
行
方
不
明
者

四
〇
一
名
と
い
う
空
前
の
被
害

を
出
し
た
一
九
五
九
年
の
伊

勢
湾
台
風
が
目
を
引
く
。
そ

の
前
年
の
一
九
五
八
年
に
も

死
者
八
八
八
名
、
行
方
不
明
者

三
八
一
名
と
い
う
被
害
の
狩
野

川
台
風
が
あ
る
。
東
北
で
は
、

北
上
川
の
氾
濫
に
よ
っ
て
岩
手

県
一
関
市
を
中
心
に
死
者
・
行

方
不
明
者
七
〇
〇
名
超
の
犠
牲

者
を
出
し
た
一
九
四
八
年
の
ア

イ
オ
ン
台
風
と
そ
の
前
年
に
や

は
り
同
様
に
一
関
市
な
ど
で
大

き
な
被
害
が
出
た
カ
ス
リ
ー
ン

台
風
が
あ
る
。

　

そ
の
後
、
治
水
事
業
の
進
展

な
ど
も
あ
っ
て
、数
百
人
、数
千

人
と
い
っ
た
規
模
の
犠
牲
者
を

出
す
風
水
害
は
な
く
な
っ
た
。

一
九
八
一
年
か
ら
二
〇
〇
〇
年

の
二
〇
年
で
気
象
庁
が
ネ
ー
ミ

ン
グ
し
た
風
水
害
の
数
は
わ
ず

か
に
三
つ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

二
〇
〇
一
年
か
ら
昨
年
ま
で
の

一
九
年
で
見
て
み
る
と
、
そ
の

数
は
既
に
一
三
に
も
上
る
。
明

ら
か
に
近
年
大
き
な
被
害
を
も

た
ら
す
風
水
害
の
数
が
増
え
て

い
る
の
で
あ
る
。

　

気
象
庁
は
定
期
的
に
「
気
候

変
動
監
視
レ
ポ
ー
ト
」
を
出

し
て
い
る
が
、
昨
年
公
表
し

た
「
気
候
変
動
監
視
レ
ポ
ー
ト

二
〇
一
八
」を
見
る
と
、日
本
の

年
平
均
気
温
は
年
々
上
昇
し
て

お
り
、
一
方
で
大
雨
の
目
安
と

な
る
日
降
水
量
百
ミ
リ
以
上
の

雨
量
と
な
る
年
間
日
数
も
年
々

増
加
し
て
い
る
様
子
が
窺
え
る
。

ま
さ
に「
百
年
に
一
度
の
大
雨
」

が
増
え
て
い
る
と
い
う
実
感
と

も
合
致
し
て
い
る
。

九
州
を
襲
っ
た
今
回
の

豪
雨
災
害

　

七
月
三
日
か
ら
熊
本
県
な
ど

九
州
各
地
に
大
き
な
被
害
を
も

た
ら
し
た
豪
雨
は
、「
令
和
二
年

七
月
豪
雨
」
と
ネ
ー
ミ
ン
グ
さ

れ
た
。
過
去
二
〇
年
で
一
四
番

目
の
ネ
ー
ミ
ン
グ
さ
れ
た
風
水

害
で
あ
る
。
七
月
一
二
日
現
在

で
、
熊
本
県
を
中
心
に
六
八
名

が
亡
く
な
り
、
一
名
が
心
肺
停

止
状
態
、
一
二
名
が
い
ま
だ
行

方
不
明
で
あ
る
。

　

昨
年
の
台
風
一
九
号
の
際

に
も
頻
発
し
た
、
河
川
の
本
流

と
支
流
が
ぶ
つ
か
る
地
点
で

越
水
、
あ
る
い
は
堤
防
が
決
壊

す
る
「
バ
ッ
ク
ウ
ォ
ー
タ
ー
現

象
」
が
今
回
も
各
地
で
発
生
し

た
よ
う
で
、
中
で
も
氾
濫
し
た

球
磨
川
沿
い
に
あ
っ
た
特
別
養

護
老
人
ホ
ー
ム
で
一
四
名
の
入

所
者
が
亡
く
な
っ
た
。
高
齢
者

施
設
の
入
所
者
に
大
き
な
被
害

が
出
た
と
い
う
点
で
は
、
岩
手

県
岩
泉
町
の
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム

で
入
所
者
九
名
が
亡
く
な
っ
た

二
〇
一
六
年
の
台
風
一
〇
号
に

よ
る
豪
雨
災
害
を
想
起
さ
せ
る
。

　

こ
の
時
の
災
害
を
受
け
て
、

国
は
浸
水
想
定
地
域
、
土
砂
災

害
警
戒
区
域
内
に
あ
る
福
祉
施

設
に「
避
難
確
保
計
画
」の
作
成

と
訓
練
を
義
務
付
け
た
。
今
回

人
的
被
害
を
出
し
た
特
別
養
護

老
人
ホ
ー
ム
で
ど
の
よ
う
な
対

応
が
さ
れ
て
い
た
か
は
不
明
だ

が
、
今
回
は
熊
本
県
と
鹿
児
島

県
に「
大
雨
特
別
警
報
」が
出
さ

れ
た
の
が
四
日
の
午
前
四
時

五
〇
分
で
あ
り
、
施
設
で
は
夜

勤
帯
で
職
員
数
も
限
ら
れ
、
入

所
者
の
避
難
が
間
に
合
わ
な
か

っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

　

避
難
確
保
計
画
は
、
様
々
な

想
定
の
下
で
機
能
す
る
よ
う
な

実
効
あ
る
も
の
で
あ
る
必
要
が

あ
る
。
避
難
訓
練
も
同
様
で
あ

る
。
深
夜
や
早
朝
の
時
間
帯
で

職
員
だ
け
で
全
て
の
入
所
者
を

避
難
さ
せ
る
の
は
ほ
と
ん
ど
不

可
能
で
あ
る
。
で
は
ど
う
す
る

か
。

　

ま
ず
は
地
域
住
民
と
の
連
携

で
あ
る
。
日
頃
か
ら
地
域
住
民

と
の
良
好
な
関
係
を
築
き
、
避

難
訓
練
も
地
域
住
民
と
合
同
で

行
う
。
い
ざ
と
言
う
時
に
は
入

所
者
の
避
難
に
協
力
も
し
て
も

ら
う
。
そ
の
よ
う
な
体
制
を
つ

く
っ
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。

　

ま
た
、そ
も
そ
も
、浸
水
想
定

地
域
や
土
砂
災
害
警
戒
区
域
に

福
祉
施
設
を
建
設
し
な
い
、
と

い
う
判
断
も
必
要
で
あ
る
。
高

齢
者
や
障
害
者
な
ど
は
「
災
害

弱
者
」で
あ
る
こ
と
が
多
く
、い

ざ
避
難
す
る
と
な
っ
た
場
合
に
、

人
手
も
時
間
も
掛
か
る
。
す
ぐ

に
は
実
現
し
な
い
か
も
し
れ
な

い
が
、
施
設
の
改
築
な
ど
の
タ

イ
ミ
ン
グ
で
、
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ

プ
等
を
確
認
し
て
、
よ
り
安
全

な
場
所
に
移
転
す
る
こ
と
が
求

め
ら
れ
る
。

避
難
所
で
の
感
染
対
策

　

避
難
し
た
ら
終
わ
り
、
で
は

な
い
。
避
難
し
た
先
で
の
対
応

も
必
要
で
あ
る
。
避
難
所
で
の

生
活
が
あ
る
。
こ
の
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
感
染
が
収

ま
っ
て
い
な
い
状
況
下
で
の
避

難
所
の
設
営
に
つ
い
て
は
、
通

常
と
は
ま
た
異
な
る
対
応
が
求

め
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
避
難
所

で
の
感
染
拡
大
を
防
ぐ
対
応
で

あ
る
。
こ
れ
は
高
齢
者
だ
け
で

な
く
、
全
て
の
避
難
者
に
対
し

て
求
め
ら
れ
る
。

　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
内
閣

府
か
ら
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
対
策
に
配
慮
し
た
避

難
所
運
営
の
ポ
イ
ン
ト
」
が
出

さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
基
づ
い

て
各
自
治
体
で
避
難
所
に
お
け

る
感
染
症
へ
の
対
応
策
が
講
じ

ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
関
連
す

る
学
会
で
つ
く
る
「
防
災
学
術

連
携
体
」も
、「
感
染
症
と
自
然

災
害
の
複
合
災
害
に
備
え
て
下

さ
い
」
と
す
る
緊
急
メ
ッ
セ
ー

ジ
を
五
月
に
出
し
て
い
る
。

　
「
緊
急
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
で
は
、

「
感
染
リ
ス
ク
を
考
慮
し
た
避

難
が
必
要
」と
し
て
、避
難
所
の

数
を
増
や
し
、
学
校
で
は
体
育

館
だ
け
で
な
く
教
室
も
使
い
、

避
難
者
間
の
ス
ペ
ー
ス
を
確
保

し
、つ
い
た
て
を
設
置
す
る
、消

毒
液
な
ど
の
備
品
を
整
備
す
る

な
ど
の
対
応
が
必
要
」と
し
、感

染
者
や
感
染
の
疑
い
の
あ
る
人

が
い
る
場
合
に
は
「
建
物
を
分

け
る
な
ど
隔
離
の
た
め
の
対

策
も
必
要
」と
指
摘
し
て
い
る
。

ま
た
、
避
難
場
所
は
必
ず
し
も

公
的
避
難
所
で
あ
る
必
要
は
な

く
、
よ
り
安
全
な
親
戚
や
知
人

の
家
、
そ
の
地
区
の
頑
丈
な
ビ

ル
の
上
層
階
を
避
難
場
所
と
す

る
、
自
宅
で
の
居
住
が
継
続
で

き
る
場
合
は
自
宅
避
難
と
す
る
、

な
ど
の
対
応
も
求
め
て
い
る
。

　

た
だ
、こ
の「
避
難
所
の
数
を

増
や
す
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い

て
は
、
避
難
所
と
な
り
う
る
よ

う
な
学
校
や
公
的
施
設
な
ど
は

既
に
大
方
避
難
所
と
な
っ
て
い

る
で
あ
ろ
う
こ
と
か
ら
、
普
通

に
考
え
る
と
困
難
を
伴
い
そ
う

で
あ
る
。
そ
こ
で
考
え
る
べ
き

な
の
は
、
他
で
も
な
い
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
感
染
拡

大
の
状
況
下
で
進
め
た
、
ホ
テ

ル
や
旅
館
の
活
用
で
あ
る
。
感

染
拡
大
で
医
療
機
関
の
病
床
不

足
が
懸
念
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、

一
部
の
自
治
体
に
お
い
て
、
軽

症
者
と
無
症
状
者
に
つ
い
て
、

宿
泊
療
養
と
す
る
た
め
に
ホ
テ

ル
や
旅
館
を
確
保
し
た
事
例
が

あ
っ
た
。
国
も
災
害
時
の
避
難

所
と
し
て
こ
う
し
た
ホ
テ
ル
や

旅
館
の
活
用
に
向
け
た
準
備
を

進
め
る
よ
う
、
各
都
道
府
県
に

事
務
連
絡
を
出
し
て
お
り
、
こ

う
し
た
対
応
が
進
ん
で
い
け
ば
、

避
難
所
の
数
を
増
や
す
こ
と
が

で
き
る
。

　

ホ
テ
ル
や
旅
館
の
避
難
所
と

し
て
の
活
用
の
メ
リ
ッ
ト
は
、

単
に
数
を
増
や
す
こ
と
だ
け
で

は
な
い
。
ホ
テ
ル
や
旅
館
は
基

本
的
に
個
室
で
あ
る
。
避
難
所

で
よ
く
問
題
に
な
る
避
難
者
の

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
確
保
と
い
う

点
で
も
好
都
合
で
あ
り
、
感
染

者
と
感
染
疑
い
者
の
隔
離
と
い

う
点
で
も
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
が
い
ま
だ
収
束
し
な
い
状
況

で
あ
る
が
、
自
然
災
害
は
そ
の

よ
う
な
事
情
お
構
い
な
し
に
襲

い
来
る
。
風
水
害
だ
け
で
な
く
、

地
震
や
火
山
噴
火
な
ど
が
こ
の

よ
う
な
状
況
下
で
発
生
し
な
い

と
誰
が
断
言
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

今
回
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
と
大
雨
被
害
の
「
複
合

災
害
」で
あ
っ
た
が
、今
後
ま
た

別
の「
複
合
災
害
」が
起
き
る
可

能
性
も
あ
る
。
早
急
に
そ
れ
を

見
越
し
た
対
策
を
講
じ
て
お
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

「
複
合
災
害
」
に

  　
　

ど
う
対
応
す
る
か

日降水量

日本の年平均気温偏差
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ガクアジサイ

七夕飾り

ミズチドリ

シリーズ	遠野の自然

「遠野の小暑」
遠野 1000 景より

た
く
さ
ん
の
人
ご
み
に
入
る
と

気
疲
れ
も
す
る
が
、
そ
れ
だ
け

で
は
な
い
。
感
染
を
異
常
に
恐

れ
る
人
と
遭
遇
し
て
ト
ラ
ブ
ル

に
巻
き
込
ま
れ
な
い
か
に
神
経

を
使
う
か
ら
だ
ろ
う
。

　

そ
れ
な
ら
と
、
東
京
圏
か
ら

脱
出
し
て
自
然
の
な
か
で
過
ご

　

い
つ
に
な
っ
た
ら
新
型
コ
ロ

ナ
禍
の
軟
禁
状
態
か
ら
解
放
さ

れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
精
神
的
に

も
大
分
疲
れ
て
き
て
い
る
。

　

最
近
、
た
ま
に
外
出
ら
し
い

外
出
を
す
る
と
と
て
も
疲
れ
る
。

　

運
動
不
足
も
あ
る
し
、
自
宅

に
閉
じ
こ
も
り
状
態
の
た
め
に

し
た
い
と
思
う
が
、
感
染
者
が

再
び
増
加
し
始
め
た
東
京
圏
は

他
県
か
ら
忌
み
嫌
わ
れ
て
い
る

の
で
、
旅
行
も
む
ず
か
し
い
。

　

せ
め
て
遠
野
の
動
物
や
花
々

を
見
て
心
鎮
め
よ
う
と
思
う
。

ホタルブクロ

子ギツネ カモシカの親子

栗の花 オニノヤガラ
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も
は
や
日
本
が
世
界
に
誇
る

（
こ
の
言
い
回
し
も
使
い
古
さ

れ
過
ぎ
て
恥
ず
か
し
く
も
あ
る

が
）
漫
画
の
古
典
の
一
つ
に
、

い
つ
の
間
に
か
な
っ
て
し
ま
っ

た
で
あ
ろ
う
、
松
本
零
士
の
名

作
『
銀
河
鉄
道
９
９
９
』（
少

年
誌
連
載
一
九
七
七
～
八
一
年

）
は
今
で
も
私
の
最
も
愛
読
す

る
作
品
の
一
つ
で
あ
る
。
松
本

氏
は
「
よ
く
寝
る
男
は
大
物
に

な
る
」
と
か
、「
銃
は
黒
色
火

薬
を
使
っ
て
い
た
西
部
開
拓
時

代
の
も
の
に
限
る
」
と
か
、
し

ば
し
ば
格
言
め
い
た
、
趣
味
的

な
こ
だ
わ
り
を
感
じ
さ
せ
る
セ

リ
フ
が
多
く
、
そ
れ
が
前
時
代

的
で
あ
れ
、
カ
ッ
コ
い
い
大
人

へ
の
憧
れ
の
源
泉
と
も
い
う
べ

き
魅
力
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
松
本
氏
な
ら
ず

と
も
、
戦
後
大
人
と
な
っ
た
漫

画
黄
金
期
の
立
役
者
に
は
、
食

べ
物
や
、
食
べ
る
シ
ー
ン
を
非

常
に
美
味
そ
う
に
描
く
作
家
が

多
い
。
当
然
、
戦
中
戦
後
の
貧

し
さ
か
ら
、
憧
れ
だ
っ
た
食
べ

物
が
徐
々
に
手
の
届
く
も
の
に

な
っ
て
ゆ
く
時
代
ま
で
の
、
食

へ
の
感
情
の
起
伏
を
知
り
尽
く

す
が
故
の
事
で
あ
ろ
う
。
中
で

も
本
作
と
い
え
ば
コ
レ
！
と
読

者
に
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
ほ
ど
、

作
品
と
切
り
離
せ
な
い
食
べ
物

が
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
が
「
ラ
ー

メ
ン
ラ
イ
ス
」
で
あ
る
。

　

大
宇
宙
を
駆
け
巡
り
、
多
数

の
異
星
人
・
生
物
と
渡
り
合
う

作
品
に
し
て
は
意
外
な
取
り
合

わ
せ
の
よ
う
だ
が
、
実
の
と
こ

ろ
物
語
の
中
で
も
宇
宙
は
機
械

化
人
が
幅
を
利
か
せ
、
ラ
ー
メ

ン
は
絶
滅
が
危
ぶ
ま
れ
て
い
る
。

　

ラ
ー
メ
ン
に
憧
れ
な
が
ら
、

食
べ
た
事
が
な
い
主
人
公
の
少

年
・
鉄
郎
は
あ
る
惑
星
で
初
め

て
ラ
ー
メ
ン
ラ
イ
ス
を
食
べ
、

涙
し
な
が
ら
こ
う
言
う
の
だ
。

「
こ
、
こ
れ
が
・
・
・
人
類
の

口
の
永
遠
の
友
と
謳
わ
れ
た
、

ラ
ー
メ
ン
の
味
！
！
」

　

実
は
、
私
の
郷
・
山
形
県
は

全
国
平
均
の
三
倍
以
上
ラ
ー
メ

ン
に
支
出
す
る
ラ
ー
メ
ン
好
き

日
本
一
の
県
ら
し
い
（
Ｎ
Ｔ
Ｔ

タ
ウ
ン
ペ
ー
ジ
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

他
よ
り
）。
子
供
の
頃
は
当
た

り
前
過
ぎ
て
特
段
好
き
な
食
べ

物
と
意
識
す
る
事
も
な
か
っ
た

が
、
成
人
し
上
京
な
ど
す
る
と

年
々
あ
の
「
人
類
の
口
の
永
遠

の
友
」
と
い
う
セ
リ
フ
が
丼
の

一
杯
を
前
に
す
る
度
に
身
に
沁

み
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
今
回
は
、
山
形
県
の

み
な
ら
ず
福
島
・
岩
手
・
秋
田

な
ど
も
軒
並
み
ラ
ン
ク
イ
ン
す

る
と
い
う
ま
さ
に
ラ
ー
メ
ン
大

国
・
東
北
に
お
け
る
ラ
ー
メ
ン
、

ひ
い
て
は
「
麺
」
文
化
に
つ
い

て
思
い
を
馳
せ
て
み
た
い
。

　
　
　
　
　

＊

  『
都
道
府
県
別
統
計
と
ラ
ン
キ

ン
グ
で
見
る
県
民
性
』
に
よ
る

と
、
二
〇
一
六
年
度
の
ラ
ー
メ

ン
外
食
費
用
ラ
ン
キ
ン
グ
に
は

か
の
札
幌
ラ
ー
メ
ン
を
擁
す
る

北
海
道
、
豚
骨
ラ
ー
メ
ン
の
世

界
へ
の
勇
躍
に
情
熱
を
燃
や
す

九
州
各
県
も
十
位
に
ラ
ン
ク
イ

ン
せ
ず
、
全
国
の
ご
当
地
ラ
ー

メ
ン
が
群
雄
割
拠
す
る
は
ず
の

東
京
に
至
っ
て
は
む
し
ろ
最
下

位
の
方
に
近
い
、
と
い
う
。
こ

れ
は
東
北
以
外
の
地
域
に
お
い

て
、
ラ
ー
メ
ン
が
食
卓
上
多
く

の
選
択
肢
の
一
つ
に
過
ぎ
な
い

事
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

　

考
え
て
み
る
と
冬
の
労
働
者

の
激
務
を
考
慮
し
た
塩
分
と
脂

の
豊
富
な
北
海
道
の
ラ
ー
メ
ン

も
、
あ
く
ま
で
「
酒
の
締
め
」

と
し
て
の
軽
食
と
い
う
雰
囲

気
が
強
い
九
州
の
ラ
ー
メ
ン

も
、
決
し
て
日
常
的
に
毎
日
普

通
に
誰
で
も
食
べ
る
と
い
う
感

じ
で
は
な
い
。
よ
く
、「
毎
日

で
も
食
べ
ら
れ
る
」
と
形
容
さ

れ
る
ラ
ー
メ
ン
と
は
、
鶏
ガ
ラ

や
煮
干
か
ら
出
汁
を
取
っ
た
、

チ
ャ
ー
シ
ュ
ー
数
枚
と
メ
ン
マ
、

ネ
ギ
の
み
と
い
っ
た
あ
っ
さ
り

し
た
醤
油
・
塩
味
の
も
の
で
、

山
形
県
に
お
け
る
酒
田
や
米
沢
、

ま
た
福
島
県
に
お
け
る
喜
多
方
、

そ
し
て
白
河
の
ラ
ー
メ
ン
が
こ

れ
に
該
当
す
る
。
も
と
も
と
明

治
末
期
に
浅
草
『
来
々
軒
』
を

発
祥
と
し
、
恵
比
寿
ラ
ー
メ

ン
、
荻
窪
ラ
ー
メ
ン
な
ど
に
派

生
し
て
い
っ
た
東
京
ラ
ー
メ
ン

が
ル
ー
ツ
と
思
わ
れ
る
が
、
福

岡
県
出
身
の
松
本
零
士
氏
が
漫

画
に
描
い
た
の
も
白
濁
ス
ー
プ

の
地
元
・
博
多
ラ
ー
メ
ン
で
は

な
く
、
お
そ
ら
く
上
京
後
夢
に

燃
え
る
生
活
を
共
に
し
た
で
あ

ろ
う
、
こ
の
東
京
ラ
ー
メ
ン
で

あ
っ
た
。

　

ラ
ー
メ
ン
消
費
量
全
国
平
均

の
三
倍
と
い
う
驚
異
的
な
数
字

は
、
い
か
に
ラ
ー
メ
ン
を
毎
日

の
よ
う
に
食
べ
て
い
る
か
と
い

う
証
左
で
も
あ
り
、
そ
れ
だ
け

県
民
が
ラ
ー
メ
ン
を
日
常
的
な

も
の
へ
と
変
化
成
長
さ
せ
て
き

た
と
い
う
事
な
の
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
ラ
ー
メ
ン

と
い
う
食
べ
物
が
日
本
人
に
馴

染
み
と
な
っ
た
の
は
前
述
の
通

り
そ
う
昔
の
事
で
は
な
く
、
明

治
以
来
の
支
那
そ
ば
・
中
華
そ

ば
と
し
て
広
ま
り
、
戦
後
即
席

麺
で
あ
る
チ
キ
ン
ラ
ー
メ
ン
の

ヒ
ッ
ト
か
ら
ラ
ー
メ
ン
の
呼
称

が
定
着
し
て
い
っ
た
と
い
う
。

　

何
故
、
そ
の
よ
う
な
歴
史
の

浅
い
食
べ
物
が
、
こ
れ
ほ
ど
ま

で
に
日
常
的
な
も
の
と
な
っ
た

の
か
。
そ
の
ヒ
ン
ト
は
「
中
華

そ
ば
」
と
い
う
呼
び
方
に
あ
る

の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
る
。

　

そ
う
、「
そ
ば
」
で
あ
る
。

　

実
は
、
外
見
的
に
も
内
容
的

に
も
酷
似
し
て
い
る
山
形
や
福

島
の
あ
っ
さ
り
系
醤
油
味
と
、

東
京
ラ
ー
メ
ン
に
は
ル
ー
ツ
上

の
共
通
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
、

「
蕎
麦
店
か
ら
の
転
業
」
で
あ

り
、
山
形
県
の
場
合
は
更
に
、

「
蕎
麦
店
と
の
兼
業
」
と
い
う

か
、
つ
ま
り
今
に
至
る
ま
で
「

蕎
麦
屋
の
ラ
ー
メ
ン
」
な
の
で

あ
る
。
こ
の
、
日
本
古
来
の
蕎

麦
と
中
国
ル
ー
ツ
で
あ
る
ラ
ー

メ
ン
と
の
関
連
の
深
さ
、
距
離

の
近
さ
こ
そ
が
、
特
に
東
北
に

お
い
て
ラ
ー
メ
ン
を
他
地
域
以

上
に
日
常
的
な
も
の
に
し
て
い

る
秘
密
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

蕎
麦
と
は
言
わ
ず
と
知
れ
た

東
・
北
日
本
中
心
に
栽
培
さ
れ

る
、
痩
せ
た
土
地
と
冷
涼
な
気

候
に
適
し
飢
饉
に
強
い
作
物
。

　

現
在
「
そ
ば
」
と
い
う
と
細

長
い
麺
の
事
の
よ
う
に
認
識
さ

れ
る
が
、
蕎
麦
が
細
長
く
伸
ば

し
、
す
す
る
よ
う
に
食
べ
る
形

と
な
っ
た
の
は
室
町
時
代
以
降

の
事
と
言
わ
れ
て
い
る
。
特
に

東
北
に
お
い
て
、
決
し
て
庶
民

の
主
食
と
し
て
万
能
で
は
な
か

っ
た
コ
メ
に
対
し
て
、
多
く
の

雑
穀
料
理
の
中
で
も
完
成
さ
れ

た
形
と
個
性
を
獲
得
し
つ
つ
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
蕎
麦
と
い
う

存
在
。
こ
の
蕎
麦
へ
の
信
頼
感

こ
そ
が
、
東
北
に
お
け
る
そ
の

後
の
ラ
ー
メ
ン
に
対
す
る
他
の

追
随
を
許
さ
ぬ
愛
着
の
強
さ
に

結
び
つ
い
て
い
っ
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
と
推
測
さ
れ
る
。

　

で
は
何
故
本
来
の
地
元
の
麺

料
理
で
あ
る
蕎
麦
よ
り
、
ラ
ー

メ
ン
が
よ
り
一
般
的
で
馴
染
み

な
も
の
と
し
て
広
ま
っ
た
の
か
。

　

そ
れ
に
も
い
く
つ
か
の
要
因

が
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
ま
ず

は
明
治
・
大
正
と
時
代
が
移
っ

て
い
く
に
従
い
、
飢
饉
か
ら
救

っ
て
く
れ
る
食
べ
物
と
い
う
イ

メ
ー
ジ
の
あ
っ
た
蕎
麦
と
相
対

す
る
、
新
た
な
時
代
の
華
や
か

な
印
象
を
持
つ
食
と
し
て
の
強

み
。
そ
し
て
既
に
江
戸
期
以
来

の
伝
統
を
持
ち
、
冒
険
し
難
い

業
種
で
あ
っ
た
蕎
麦
に
対
す
る
、

未
開
拓
で
自
由
・
開
放
的
な
外

来
の
文
化
で
あ
っ
た
事
の
強
み

で
あ
る
。
丼
一
杯
に
完
結
し
な

が
ら
、
そ
の
内
側
に
無
限
の
選

択
肢
を
投
入
し
開
発
で
き
る
錬

金
術
の
よ
う
な
魅
力
と
、
そ
れ

に
出
会
う
客
側
の
所
謂
ワ
ク
ワ

ク
感
こ
そ
が
、
ラ
ー
メ
ン
を
広

め
定
着
さ
せ
て
い
っ
た
原
動
力

だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

さ
て
、
蕎
麦
が
登
場
し
た
と

こ
ろ
で
、
他
に
も
東
北
に
お
い

て
ラ
ー
メ
ン
と
と
も
に
愛
さ
れ

て
き
た
多
彩
な
麺
類
を
あ
げ
て

み
る
と
、
秋
田
県
の
稲
庭
う
ど

ん
や
山
形
県
鶴
岡
市
の
麦
切
り
、

岩
手
県
盛
岡
市
の
じ
ゃ
じ
ゃ
麺

と
い
っ
た
「
う
ど
ん
勢
」、
青

森
県
の
黒
石
つ
ゆ
焼
き
そ
ば
や

秋
田
県
の
横
手
焼
き
そ
ば
、
宮

城
県
の
石
巻
や
き
そ
ば
、
更
に

は
福
島
県
の
会
津
カ
レ
ー
焼
き

そ
ば
と
い
っ
た「
焼
き
そ
ば
勢
」、

ま
た
岩
手
県
の
「
盛
岡
冷
麺
」、

宮
城
県
の
高
級
素
麺
で
あ
る

「
白
石
温
麺
」
な
ど
が
思
い
つ

く
。
特
に
、
岩
手
県
の
ラ
ー
メ

ン
消
費
量
が
東
北
の
中
で
は
低

い
水
準
に
留
ま
っ
て
い
る
の
は
、

じ
ゃ
じ
ゃ
麺
や
冷
麺
、
蕎
麦
な

ど
他
に
も
日
常
的
に
食
べ
ら
れ

る
麺
類
が
豊
富
だ
か
ら
と
も
考

え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を

言
っ
た
ら
山
形
県
に
も
ま
さ
に

「
そ
ば
街
道
」
が
あ
り
、
巨
大

な
下
足
天
や
近
年
仙
台
で
も
出

店
が
相
次
い
で
い
る
「
冷
た
い

鶏
そ
ば
」
な
ど
ラ
ー
メ
ン
に
引

け
を
取
ら
な
い
人
気
を
誇
り
な

が
ら
の
ラ
ー
メ
ン
日
本
一
な
の

だ
か
ら
、
や
は
り
手
前
味
噌
な

が
ら
山
形
県
の
ラ
ー
メ
ン
好
き

は
只
事
で
は
な
い
な
と
感
嘆
な

ど
致
す
の
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
ラ
ー
メ
ン

消
費
量
上
位
と
は
決
し
て
誇
ら

し
い
、
良
い
事
ば
か
り
と
も
言

い
切
れ
な
い
。
大
き
な
問
題
の

一
つ
は
、
健
康
で
あ
る
。
ラ
ー

メ
ン
を
主
食
と
す
る
際
に
必
ず

言
及
さ
れ
る
の
が
そ
の
過
多
な

塩
分
、
偏
っ
た
栄
養
素
だ
。
同

じ
く
塩
分
の
濃
い
つ
ゆ
を
使
う

蕎
麦
や
う
ど
ん
と
比
べ
て
も
、

不
健
康
な
イ
メ
ー
ジ
は
強
い
。

　

平
均
寿
命
全
国
最
下
位
（
最

新
二
〇
一
五
年
の
厚
生
労
働
省

発
表
資
料
よ
り
）
の
青
森
県
で

は
、
漁
師
な
ど
の
第
一
次
産
業

現
場
の
従
事
者
の
間
に
安
く
手

軽
な
ラ
ー
メ
ン
を
外
食
・
即
席

問
わ
ず
常
食
し
て
い
る
人
が
多

い
と
度
々
話
題
に
さ
れ
る
。
た

だ
し
当
地
で
は
こ
の
他
に
野
菜

不
足
や
喫
煙
、
過
度
の
飲
酒
も

問
題
に
な
っ
て
お
り
、
必
ず
し

も
ラ
ー
メ
ン
が
不
健
康
の
主
要

因
と
は
断
定
で
き
な
い
。

　

一
方
の
山
形
県
も
男
女
と
も

に
二
九
位
と
中
の
下
程
度
だ
が
、

東
北
の
中
で
は
高
い
水
準
と
い

え
る
。
そ
の
要
因
を
考
え
る
時
、

長
野
県
の
例
を
見
る
と
か
な
り

参
考
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
。

　

信
州
・
長
野
県
は
風
土
的
に

東
北
各
県
と
共
通
し
た
点
が
多

い
が
、
七
〇
年
代
半
ば
以
降
、

平
均
寿
命
が
上
昇
し
、
八
〇
年

代
で
一
桁
台
、
二
〇
一
〇
年
に

一
位
と
な
っ
て
以
降
、
首
位
を

守
っ
て
い
る
。
元
来
、
塩
分
を

多
く
摂
る
事
に
か
け
て
は
東
北

同
様
で
あ
っ
た

が
、
喫
煙
率
や

肥
満
率
が
低
く
、

野
菜
を
豊
富

に
摂
取
す
る
土

地
柄
で
も
あ
っ

た
事
に
加
え
、

六
十
年
代
か
ら

既
に
減
塩
運
動

を
開
始
し
て
「

味
噌
汁
は
一
日

一
杯
」「
ラ
ー

メ
ン
・
蕎
麦
な

ど
の
汁
は
半
分

残
す
」
と
い
っ
た
具
体
的
な
例

を
あ
げ
て
県
民
に
広
く
実
施
さ

せ
た
事
が
、
確
実
に
数
年
後
の

結
果
に
結
び
つ
い
て
い
っ
た
と

い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
元

来
芋
煮
な
ど
野
菜
を
多
く
摂
る

事
に
か
け
て
は
決
し
て
引
け
を

取
ら
な
い
山
形
県
に
お
い
て
も
、

充
分
追
随
の
チ
ャ
ン
ス
が
あ
る

事
を
意
味
す
る
話
だ
と
思
う
。

　

実
は
、
私
は
昔
か
ら
ラ
ー
メ

ン
や
蕎
麦
の
汁
は
美
味
し
い
と

思
え
ば
全
部
か
、
そ
れ
に
近
い

分
量
飲
ん
で
し
ま
う
性
質
で
あ

る
。
こ
れ
は
、
山
形
県
民
の
性

格
と
言
い
訳
で
き
な
い
か
も
知

れ
な
い
が
、
単
純
に
「
も
っ
た

い
な
い
」
と
い
う
意
識
も
あ
る
。

「
そ
こ
に
あ
る
の
に
頂
か
な
い

の
は
矛
盾
で
は
な
い
か
」
と
い

う
訳
で
あ
る
。
排
水
溝
に
捨
て

る
と
汚
れ
や
す
い
と
い
う
の
も

あ
る
・
・
こ
れ
は
、
ど
う
し
て

も
汁
に
浸
さ
な
い
と
成
り
立
た

な
い
と
い
う
、「
か
け
蕎
麦
式
」

の
宿
命
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
、

命
を
取
る
か
好
き
な
も
の
を
取

る
か
、
最
終
的
に
は
自
己
判

断
・
管
理
に
委
ね
ら
れ
る
と
い

う
事
か
も
知
れ
な
い
。

　
　
　
　
　

＊

　

昨
年
、
仙
台
で
五
年
ほ
ど
営

業
し
た
私
の
地
元
庄
内
の
酒
田

ラ
ー
メ
ン
店
支
店
が
閉
店
し
、

今
年
東
京
・
三
鷹
に
出
店
し
た
。

　

実
は
酒
田
ラ
ー
メ
ン
は
東
京

ラ
ー
メ
ン
に
似
て
い
る
が
故
か
、

過
去
東
京
進
出
に
失
敗
し
た
前

例
を
知
っ
て
い
る
の
で
懸
念
し

て
お
り
、
加
え
て
出
店
早
々
に

東
京
が
コ
ロ
ナ
禍
に
見
舞
わ
れ

た
為
心
配
で
も
あ
っ
た
が
、
店

を
構
え
た
街
も
良
か
っ
た
の
か
、

概
ね
盛
況
の
よ
う
で
あ
る
。

　

今
の
時
代
、
敢
え
て
山
形
県

の
一
見
地
味
な
ラ
ー
メ
ン
が
東

京
へ
乗
り
込
ん
で
ゆ
く
意
味
は

ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

「
こ
れ
が
日
本
一
の
ラ
ー
メ
ン

好
き
県
人
の
ラ
ー
メ
ン
だ
！
」

と
い
う
新
た
な
誇
り
と
い
う
味

を
、
今
こ
そ
広
く
知
ら
し
め
る

事
だ
ろ
う
か
。

「
東
北
人
の
口
の
永
遠
の
友
」

が
、
い
つ
の
間
に
か
本
当
に
「

世
界
人
類
の
口
の
永
遠
の
友
」

に
な
っ
て
い
る
日
が
来
な
い
と

も
限
る
ま
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
、

全
国
の
旅
の
末
、
仙
台
に
移

住
。ど
の
本
屋
に
入
っ
て
も
、

と
り
あ
え
ず
郷
土
本
の
棚
に

向
か
っ
て
立
ち
読
み
を
始
め

る
東
北
好
き
で
あ
る
。

「
東
北
人
の
口
の
永
遠
の
友
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
事

蕎麦つゆと中華麺の融合・鶏中華は、近年
仙台進出も目覚しい山形名物
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歴史ドキュメンタリー『鬼がつくった日本刀』ようやく上映

二度の延期、あきらめかけて、当日は雨降りのなか、三度目でようやく実現した映像上映

よ
う
や
く
上
映
実
現

　

新
型
コ
ロ
ナ
禍
の
な
か
、
七

月
四
日
、
何
と
か
三
度
目
で
よ

う
や
く
上
映
が
実
現
し
た
。

　

当
然
な
が
ら
入
念
な
感
染
防

止
対
策
を
施
し
た
上
映
で
あ
る
。

　

映
像
完
成
後
、
約
四
か
月
も

待
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　

し
か
し
、
も
う
一
か
所
の
上

映
予
定
は
残
念
な
が
ら
中
止
と

決
断
し
た
。

　

他
の
映
像
が
上
映
延
期
で
は

な
く
、
完
全
に
中
止
さ
れ
て
い

る
ケ
ー
ス
も
あ
る
こ
と
を
考
え

る
と
、
実
現
で
き
た
こ
と
を
喜

ぶ
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

ま
さ
か
の
二
度
上
映
延
期

　

ま
さ
か
、
ま
さ
か
の
二
度
の

延
期
だ
っ
た
。
最
初
の
延
期
は

あ
る
程
度
仕
方
が
な
い
と
受
け

止
め
が
、
そ
れ
な
ら
と
約
二
か

月
も
の
時
間
を
空
け
て
延
期
を

す
る
も
、
ま
た
ま
た
不
要
不
急

の
上
映
の
自
粛
が
解
け
ず
、
公

営
の
施
設
の
た
め
、
施
設
そ
の

も
の
が
休
館
と
な
り
、
二
回
目

の
延
期
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。

ポ
ス
タ
ー
も
チ
ラ
シ
も
印
刷
し

て
準
備
万
端
と
臨
ん
だ
が
、
何

も
か
も
が
無
駄
に
な
っ
て
し
ま

っ
た
。

　

上
映
に
お
誘
い
し
た
方
々
に

も
、
結
局
、
二
度
も
お
詫
び
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　

そ
ん
な
な
か
、
雨
降
り
に
も

か
か
わ
ら
ず
当
日
に
会
場
に
来

ら
れ
た
み
な
さ
ん
に
は
心
か
ら

感
謝
申
し
上
げ
た
い
。

二
作
目
の
映
像
に
高
評
価

　

こ
う
し
た
状
況
下
で
の
上
映

で
は
あ
っ
た
が
、
映
像
鑑
賞
後

に
は
口
々
に
良
い
映
像
だ
っ
た
、

印
象
に
残
っ
た
と
の
言
葉
を
頂

戴
し
た
。
ま
こ
と
に
制
作
者
冥

利
に
尽
き
る
。

　

そ
の
言
葉
で
、
準
備
や
制
作

時
の
苦
労
が
一
挙
に
吹
き
飛
ん

だ
。
作
っ
て
良
か
っ
た
と
心
か

ら
思
え
た
次
第
で
あ
る
。

　

作
る
側
は
、
な
か
な
か
客
観

的
な
評
価
を
下
す
の
が
む
ず
か

し
い
。
強
い
思
い
入
れ
が
あ
る

か
ら
粘
り
強
く
頑
張
れ
る
の
で

は
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
に
突
き

放
し
て
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

ま
し
て
や
、
ま
だ
二
作
目
で

あ
る
。
到
底
、
客
観
視
な
ど
出

来
る
わ
け
が
な
い
。
今
後
も
た

だ
た
だ
精
進
す
る
し
か
な
い
。

あ
ら
た
め
て
東
北
古
代

の
の
刀
鍛
冶
を
思
う

　

上
映
前
に
二
度
、
あ
ら
た
め

て
通
し
で
映
像
を
見
た
。

　

上
映
の
た
め
の
最
終
確
認
の

つ
も
り
だ
っ
た
が
、
途
中
か
ら
、

古
代
東
北
刀
鍛
冶
の
境
遇
に
同

化
し
て
い
っ
た
た
め
な
の
か
、

身
体
の
奥
底
が
ど
ん
ど
ん
熱
く

な
っ
て
い
く
の
を
感
じ
た
。

　

制
作
直
後
は
そ
れ
ほ
ど
感
じ

な
か
っ
た
が
、
完
成
か
ら
約
四

か
月
経
過
し
て
見
た
の
に
、
こ

の
変
化
は
い
っ
た
い
何
だ
ろ
う

と
不
思
議
に
思
っ
た
。

　

自
分
が
作
っ
た
映
像
で
は
あ

る
が
、
い
つ
し
か
、
取
り
上
げ

た
古
代
の
東
北
刀
鍛
冶
が
乗
り

移
っ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

言
い
よ
う
の
な
い
怒
り
と
悲

し
み
が
何
度
も
こ
み
あ
げ
て
き

て
仕
方
が
な
か
っ
た
。

埋
も
れ
さ
せ
て
は
い
け

な
い
歴
史

　
「
鍛
冶
神
像
図
」
に
鬼
と
し

て
描
か
れ
た
古
代
東
北
刀
鍛
冶

は
、
埋
も
れ
た
歴
史
テ
ー
マ
と

し
て
は
申
し
分
な
い
と
考
え
た

か
ら
映
像
を
作
っ
た
の
だ
が
、

上
映
前
の
視
聴
で
、
あ
ら
た
め

て
、
こ
の
史
実
は
絶
対
に
埋
も

れ
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
と
強
く

感
じ
た
。

　

多
く
の
人
に
、
広
く
知
ら
し

め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
強
く
思
っ
た
。

　

そ
れ
に
し
て
も
、
往
時
の
大

和
朝
廷
は
何
と
い
う
酷
い
こ
と

を
し
た
の
だ
ろ
う
。

　

そ
し
て
そ
の
史
実
を
覆
い
隠

し
て
、
彼
ら
を
鬼
と
蔑
ん
だ
の

で
あ
る
。

日
本
刀
に
は
高
い
精
神

性
が
宿
る

　

そ
う
し
た
ひ
ど
い
仕
打
ち
を

受
け
な
が
ら
も
、
か
つ
故
郷
か

ら
引
き
離
さ
れ
て
も
、
名
刀
を

作
り
続
け
た
古
代
東
北
刀
鍛
冶

は
真
に
敬
服
に
値
す
る
存
在
で

あ
る
。

　

苛
酷
な
境
遇
に
負
け
る
こ
と

な
く
、
そ
れ
を
乗
り
越
え
、
見

事
な
高
い
精
神
性
を
日
本
刀
に

宿
し
て
い
る
の
だ
。

　

い
っ
た
い
、
そ
の
内
的
な
転

換
は
ど
の
よ
う
に
し
て
な
さ
れ

た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

今
後
、
二
度
と
、
日
本
刀
を

武
器
と
し
て
扱
わ
な
い
こ
と
を

誓
お
う
。

　

日
本
刀
は
ま
た
単
な
る
芸
術

作
品
で
も
な
い
し
、
単
な
る
高

級
な
刀
剣
で
も
な
い
。

む
き
出
し
の
高
い
精
神
そ
の
も

の
が
形
を
帯
び
た
も
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
に
受
け
取
る
べ
き
存

在
で
あ
る
。

だ
か
ら
こ
そ
多
く
の
人
の
心
を

打
つ
の
だ
。

東
北
各
地
で
上
映

　

単
な
る
宣
伝
と
受
け
取
ら
れ

て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
が
、

こ
れ
は
ま
ず
、
東
北
の
人
々
に

見
て
も
ら
い
た
い
。

　

そ
し
て
古
代
東
北
刀
鍛
冶
の

辿
っ
た
道
を
思
い
起
こ
し
て
も

ら
い
た
い
と
切
に
願
う
。

　

彼
ら
が
、
現
代
の
東
北
人
の

祖
先
で
あ
り
、
日
本
刀
作
刀
に

あ
た
っ
て
発
揮
し
た
高
い
精
神

性
の
持
ち
主
で
あ
る
こ
と
を
誇

り
に
思
う
べ
き
で
あ
る
と
思
う
。

ま
た
、
東
北
に
は
そ
う
し
た
歴

史
が
あ
り
、
精
神
が
あ
り
、
い

ま
で
も
基
層
に
流
れ
て
い
る
こ

と
を
あ
ら
た
め
て
感
じ
て
欲
し

い
と
願
う
。

　

そ
し
て
、
こ
う
し
た
こ
と
を

日
本
刀
を
見
る
際
に
は
必
ず
思

い
起
こ
し
て
欲
し
い
と
願
う
。

今
後
も
東
北
の
埋
も
れ

た
歴
史
発
掘
継
続

　

東
北
は
こ
れ
ま
で
、
基
本
的

に
非
戦
を
貫
き
、
自
ら
他
地
方

に
攻
め
込
む
こ
と
を
し
な
か
っ

た
た
め
に
、
常
に
敗
者
の
側
に

立
た
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
に
そ

の
歴
史
は
消
さ
れ
、
最
終
的
に

は
埋
も
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

今
般
の
映
像
制
作
で
、
そ
れ
ら

を
再
発
掘
す
る
作
業
に
よ
り
大

き
な
意
義
を
見
出
し
た
気
が
す

る
。

　

東
北
に
は
埋
も
れ
た
歴
史
に

関
す
る
テ
ー
マ
も
ま
だ
ま
だ
沢

山
あ
る
は
ず
だ
。

　

そ
れ
ら
を
再
発
掘
し
て
い
こ

う
と
思
う
。

　

そ
れ
を
残
さ
れ
た
時
間
で
追

い
か
け
て
行
こ
う
と
思
う
。

　

さ
ら
に
い
え
ば
、
東
北
は
や

は
り
千
三
百
年
前
か
ら
再
出
発

し
て
、
新
た
な
歴
史
を
創
造
す

べ
き
だ
と
思
っ
た
。

2020・7・4　東大和市ハミングホール

新型コロナ禍のなか、三度目でようやく上映実現

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】の上映日程
3 度目の延期のお知らせ

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 7 月 4 日（土）　上映開始１０：００

2020 年 7 月 22 日（水）　上映開始１９：００

＊ 5 月 27 日の三度目の延期での代替日程

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

当面の間、上映未定

年内に、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 5 月販売予定

問合せ先：株式会社遊無有　　

　　mail ： y.s.yumuyu@ozzio.jp


