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と
文
化
を
無
理
や
り
に
埋
め
込

む
の
だ
。

　

そ
う
な
る
と
、
か
ろ
う
じ
て

残
っ
た
わ
ず
か
な
伝
承
は
た
っ

た
一
世
代
で
完
全
に
消
え
る
。

口
伝
に
よ
る
継
承
の
も
ろ
さ
で

あ
る
。

　

ま
し
て
や
、
モ
レ
の
時
代
か

ら
約
千
二
百
年
経
っ
た
い
ま
な

ら
、「
か
け
ら
」
も
残
っ
て
い

る
わ
け
が
な
い
の
で
あ
る
。

　

ア
テ
ル
イ
の
場
合
は
、
か
つ

て
の
英
雄
の
一
人
だ
け
で
も

「
復
元
」
し
よ
う
と
い
う
勢
い

が
あ
っ
て
、
復
元
さ
れ
た
の
で

あ
ろ
う
。
そ
の
勢
い
は
残
念
な

が
ら
モ
レ
に
ま
で
及
ん
で
い
な

い
と
い
う
の
が
現
実
で
あ
る　

モ
レ
の
手
が
か
り

　

筆
者
は
、
そ
う
し
た
モ
レ
を

何
と
か
掘
り
起
こ
し
て
み
よ
う

と
思
い
立
っ
た
。

　

埋
も
れ
て
い
る
モ
レ
を
何
と

か
「
復
元
」
出
来
な
い
も
の
か

と
模
索
を
始
め
た
。

こ
と
だ
け
で
あ
る
。

　

ア
テ
ル
イ
に
は
生
誕
の
地
も

特
定
さ
れ
て
い
る
し
、
往
時
の

顔
を
復
元
し
よ
う
と
し
て
作
ら

れ
た
絵
や
頭
像
も
い
く
つ
か
あ

る
と
い
う
の
に
、
モ
レ
に
は
そ

う
し
た
も
の
は
ま
っ
た
く
存
在

し
な
い
。

か
つ
て
、
モ
レ
の
足
跡

を
訪
ね
て
み
た

　

以
前
、
筆
者
は
岩
手
県
奥
州

市
水
沢
に
わ
ず
か
に
あ
る
と
い

う
モ
レ
の
足
跡
を
追
っ
て
み
た

こ
と
が
あ
る
が
、
唯
一
見
つ
か

っ
た
の
は
、
モ
レ
の
館
跡
で
は

な
い
か
と
い
う
場
所
に
立
つ
看

板
だ
け
だ
っ
た
。

　

そ
れ
も
、
幹
線
道
路
に
道
案

内
は
あ
れ
ど
も
、
左
折
後
し
ば

ら
く
車
を
走
ら
せ
て
も
、
そ
の

場
所
は
な
か
な
か
見
つ
か
ら
な

い
。
普
通
、
史
跡
は
近
く
に
行

け
ば
何
ら
か
の
案
内
板
が
出
て

い
る
は
ず
な
の
に
何
も
な
い
。

　

一
時
間
以
上
、
何
度
も
該
当

箇
所
の
近
辺
を
行
き
つ
戻
り
つ

を
繰
り
返
し
、
近
隣
の
何
人
か

に
そ
の
場
所
を
聞
い
て
み
た
が
、

誰
も
知
ら
な
い
と
い
う
。

　

あ
き
ら
め
か
け
て
、
戻
ろ
う

あ
ま
り
に
も
知
ら
れ
て

い
な
い
母
禮
（
モ
レ
）

　

大
墓
公
阿
弖
利
爲
（
ア
テ
ル

イ
）
に
比
べ
る
と
、
あ
ま
り
に

も
知
名
度
が
低
い
盤
具
公
母
禮

（
い
わ
ぐ
の
き
み 

も
れ
）
は
、

古
代
の
東
北
エ
ミ
シ
で
あ
る
。

　

彼
は
ア
テ
ル
イ
と
同
時
期
の

エ
ミ
シ
の
族
長
の
一
人
で
、
日

本
で
一
番
長
い
戦
争
で
あ
る

「
三
十
八
年
戦
争
」
を
共
に
戦

っ
た
リ
ー
ダ
ー
の
ひ
と
り
で
あ

っ
た
。

　

そ
の
「
三
十
八
年
戦
争
」
と

は
、
大
和
朝
廷
の
東
北
へ
の
一

方
的
で
暴
力
的
な
侵
略
戦
争
そ

の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
最
後

ま
で
抵
抗
し
て
、
古
代
東
北
を

守
ろ
う
と
し
た
エ
ミ
シ
の
リ
ー

ダ
ー
の
ひ
と
り
で
あ
っ
た
の
だ
。

　

し
か
し
、
ア
テ
ル
イ
の
知
名

度
と
比
較
す
る
と
、
あ
ま
り
の

格
差
に
驚
く
ば
か
り
で
あ
る
。

　

ど
こ
を
調
べ
て
も
詳
し
い
経

歴
な
ど
は
出
て
来
な
い
。

　

あ
る
の
は
、
生
年
不
詳
、
活

動
拠
点
不
明
と
い
う
こ
と
と
、

戦
い
に
敗
れ
て
ア
テ
ル
イ
と

五
百
余
名
の
エ
ミ
シ
と
と
も
に

降
伏
し
て
処
刑
さ
れ
た
と
い
う

お盆にあたり1000年以上前の祖先を鎮魂す！
古代東北を守ろうと「38年戦争」を戦ったエミシの
リーダー・「モレ」（盤具公母禮）を掘り起そう！

と
し
た
ら
、
細
い
道
路
か
ら
か

な
り
離
れ
た
場
所
に
よ
う
や
く

看
板
が
見
つ
か
っ
た
。
す
で
に

夕
闇
が
訪
れ
よ
う
と
し
て
い
た
。

　

そ
れ
を
発
見
す
る
に
は
し
た

の
だ
が
、
か
つ
て
の
エ
ミ
シ
の

英
雄
の
ま
こ
と
に
残
念
な
扱
い

に
驚
き
、
ま
た
悲
し
か
っ
た
。

消
さ
れ
た
モ
レ
の
足
跡

　

戦
争
の
後
始
末
に
お
い
て
は
、

勝
者
の
側
の
常
套
路
線
と
し
て

必
ず
採
用
さ
れ
る
共
通
施
策
が

あ
る
。

　

敗
者
の
リ
ー
ダ
ー
た
ち
の
血

族
を
皆
殺
し
に
し
て
、
再
起
を

防
止
す
る
の
は
当
然
だ
が
、
そ

れ
以
上
に
ダ
メ
ー
ジ
を
与
え
る

手
段
が
あ
る
の
だ
。

　

そ
れ
は
、
敗
者
の
側
の
歴
史
、

言
語
、
文
化
を
徹
底
的
に
抹
殺

し
て
、
二
度
と
立
ち
上
が
れ
な

く
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

何
か
も
を
消
し
去
り
、
伝
承

す
る
こ
と
さ
え
消
去
し
、
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
継
承
を
完
全

に
抹
殺
す
る
。

　

そ
し
て
、
先
祖
伝
来
の
歴
史

を
消
し
去
り
、
誇
り
も
消
去
し
、

空
白
と
な
っ
た
部
分
に
、
勝
者

の
側
の
価
値
観
と
歴
史
と
言
語

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】

　

だ
れ
も
手
掛
け
な
い
こ
と
を

最
初
に
手
掛
け
る
の
が
筆
者
の

生
来
の
性
質
で
あ
る
。

　

し
か
し
、「
モ
レ
復
元
」
の

参
考
に
な
る
資
料
が
ど
こ
に
も

な
い
。

　

資
料
だ
け
で
な
く
、
モ
レ
を

取
り
上
げ
た
歴
史
小
説
も
な
い
。

わ
ず
か
で
も
い
い
か
ら
、
手
掛

か
り
に
な
る
よ
う
な
も
の
が
な

い
か
探
索
し
て
み
た
。

　

あ
き
ら
め
か
け
て
い
た
ら
、

偶
然
、
モ
レ
の
人
物
像
を
「
復

元
」
し
た
も
の
が
見
つ
か
っ
た
。

宝
塚
が
モ
レ
復
元
を
・・

　

ま
っ
た
く
予
想
も
し
て
い
な

か
っ
た
方
向
に
「
そ
れ
」
は
あ

っ
た
。

　

筆
者
に
一
番
遠
い
存
在
で
あ

る
と
思
わ
れ
た
「
宝
塚
歌
劇
」

に
あ
っ
た
。

　

宝
塚
フ
ァ
ン
の
ひ
と
り
の
ブ

ロ
グ
が
そ
れ
で
あ
っ
た
。「
星

組
『
阿
弖
流
為
』
②
（
母
礼
に

つ
い
て
ひ
た
す
ら
語
る
回
）」

が
そ
れ
で
あ
っ
た
。

　

以
下
、
筆
者
の
責
任
に
お
い

て
、
そ
の
ブ
ロ
グ
を
抜
粋
し
、モレの屋敷跡に立つ案内板 水沢にあるアテルイとモレの顕彰の地

屋敷跡とされている地に立つ看板
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紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

（
略
）
と
て
も
佇
ま
い
が
美
し

い
し
、
何
も
言
葉
を
発
さ
ず
に

静
か
に
佇
ん
で
い
て
も
と
て
も

存
在
感
が
あ
る
。
母
礼
っ
て
多

分
蝦
夷
た
ち
に
と
っ
て
そ
う
い

う
人
物
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
な
と

思
う
。
先
頭
に
立
っ
て
蝦
夷
た

ち
を
引
っ
張
っ
て
行
く
の
が
阿

弖
流
為
な
ら
ば
、
母
礼
は
そ
の

策
に
よ
っ
て
皆
を
後
ろ
で
支
え

て
安
心
さ
せ
る
と
い
う
か
。
縁

の
下
の
力
持
ち
で
は
な
い
け
れ

ど
、
母
礼
は
蝦
夷
た
ち
が
「
母

礼
の
策
が
あ
る
限
り
俺
た
ち
は

大
丈
夫
、
勝
ち
続
け
る
こ
と
が

出
来
る
」
と
思
え
る
く
ら
い
安

心
す
る
存
在
だ
っ
た
と
思
う
し
、

本
当
に
大
き
な
存
在
だ
っ
た
と

思
う
ん
で
す
ね
。（
略
）
原
作

で
も
「
俺
は
蝦
夷
全
員
を
子
と

思
っ
て
い
る
」
と
い
う
よ
う
な

母
礼
の
台
詞
が
あ
っ
た
の
で
す

が
、
ま
さ
に
母
礼
は
蝦
夷
全
員

の
親
の
よ
う
な
存
在
だ
っ
た
の

だ
と
。

（
略
）
母
礼
は
と
て
も
熱
い
心

を
持
っ
て
い
る
の
だ
な
と
思
わ

さ
れ
た
。（
略
）

 　

そ
の
こ
と
を
特
に
感
じ
た
の

は
田
村
麻
呂
と
の
戦
い
の
場
面

の
前
、
胆
沢
の
里
で
の
長
た
ち

の
会
合
の
場
面
。

　

全
員
で
歌
っ
て
い
る
時
に
母

礼
が
１
人
後
ろ
を
向
い
て
皆
か

ら
離
れ
て
天
を
仰
ぎ
、
涙
を
堪

え
る
ん
で
す
ね
。
そ
の
母
礼
の

背
中
に
、
母
礼
の
心
の
中
で
燃

え
て
い
る
青
い
炎
を
感
じ
る
。

静
か
に
、
で
も
誰
よ
り
も
熱
く

燃
え
て
い
る
、
母
礼
の
蝦
夷
と

し
て
の
誇
り
が
痛
い
く
ら
い
伝

わ
っ
て
く
る

　

そ
し
て
そ
の
後
の
母
礼
と
阿

弖
流
為
の
２
人
き
り
の
場
面
。

（
略
）「
死
ぬ
日
は
同
じ
と
決

め
て
い
た
」。

映
像
で
埋
も
れ
た
モ
レ

を
復
元
し
て
み
よ
う
・・

　

宝
塚
の
モ
レ
像
で
「
人
物

像
」
は
出
来
た
。

　

筆
者
の
予
想
通
り
、「
参
謀
」

で
あ
る
。
表
に
は
立
た
な
い
が
、

裏
で
し
っ
か
り
組
織
を
支
え
る

人
物
。

　

熱
情
を
表
に
は
出
さ
な
い
が
、

心
の
奥
底
に
秘
め
た
熱
い
思
い

を
保
持
し
続
け
、
奇
想
天
外
な

戦
略
に
転
換
し
て
い
く
人
物
。

　

で
は
、
そ
の
人
物
像
か
ら
モ

レ
の
活
動
を
ど
う
考
え
て
い
け

ば
よ
い
の
か
。

　

映
像
と
し
て
の
「
三
十
八
年

戦
争
」
で
「
復
元
」
か
？
し
か

し
、
駆
け
出
し
の
映
像
作
家
で

あ
る
の
筆
者
の
技
量
と
資
金
で

は
、
モ
レ
を
中
心
人
物
に
据
え

た
「
三
十
八
年
戦
争
」
を
真
正

面
か
ら
は
描
け
な
い
。

　

し
か
し
、
ど
う
し
て
も
モ
レ

を
「
復
元
」
し
た
か
っ
た
。

　

そ
れ
が
次
作
の
映
像
内
容
で

あ
る
が
、
詳
細
紹
介
は
ま
た
の

機
会
に
譲
ろ
う
。

　

き
っ
と
モ
レ
の
思
い
が
伝
わ

る
映
像
に
結
実
す
る
で
あ
ろ
う
。

た
だ
い
ま
、
撮
影
が
終
了
し
て
、

編
集
段
階
に
移
行
し
て
い
る
。

モ
レ
が
乗
り
移
っ
て
き

た
か
の
よ
う
な

　

映
像
に
着
手
す
る
前
は
、
モ

レ
を
中
心
と
し
た
シ
ナ
リ
オ
作

り
に
没
頭
し
た
。

　

没
頭
す
る
あ
ま
り
、
モ
レ
が

乗
り
移
っ
て
き
た
の
か
思
え
る

ほ
ど
入
れ
込
ん
で
し
ま
っ
た
。

　

編
集
行
程
に
移
行
し
て
も
、

乗
り
移
り
は
変
わ
ら
な
い
。
い

や
、
む
し
ろ
強
ま
っ
た
よ
う
に

感
じ
る
。

　

あ
る
瞬
間
に
、
生
き
て
い
る

モ
レ
が
見
え
て
く
る
の
だ
。

　

と
て
も
魅
力
的
な
人
物
像
が

形
成
さ
れ
て
き
た
。
喜
ば
し
い

こ
と
で
あ
る
。

最
後
は
鎮
魂

　

し
か
し
、
モ
レ
を
映
像
で
蘇

ら
せ
る
の
は
い
い
が
、
そ
の
ま

ま
で
は
い
け
な
い
。

　

こ
の
世
に
残
し
た
未
練
、
言

い
残
し
た
こ
と
を
思
い
切
り
言

わ
せ
て
、
再
び
あ
の
世
に
戻
っ

て
も
ら
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

そ
こ
で
、
映
像
の
ラ
ス
ト
シ

ー
ン
を
モ
レ
の
鎮
魂
の
場
面
と

す
る
こ
と
に
し
た
。

　

わ
れ
わ
れ
の
世
代
が
、
モ
レ

の
業
績
と
後
世
へ
の
思
い
を
受

け
継
い
で
い
け
ば
よ
い
の
だ
。

そ
う
し
た
場
面
を
設
定
す
れ
ば
、

き
っ
と
モ
レ
の
魂
は
鎮
め
る
こ

と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

す
っ
か
り
忘
れ
去
ら
れ
た
モ

レ
を
、
映
像
で
蘇
ら
せ
、
思
い

の
た
け
を
語
ら
せ
、
そ
れ
を
受

け
取
り
、
す
べ
て
を
確
認
し
た

後
に
、
あ
の
世
に
戻
る
と
い
う

ラ
ス
ト
シ
ー
ン
が
浮
か
ん
だ
。

東
北
再
興
に
は
、
こ
う
し
た
抽

象
的
で
は
な
く
、
具
体
的
な
歴

史
発
掘
が
不
可
欠
な
の
だ
と
改

め
て
思
っ
た
。

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』

巣伏古戦場碑

京都・清水寺のアテルイ・モレの慰霊碑

アテルイ生誕の地・跡呂井（あとろい）

【
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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郷土料理愛好家　
　　　　松本由美子氏

【焼きおにぎりの

　　ルイベ茶漬け】

―材料ー　�焼きおにぎり　1個�、サーモン刺身　3切れ�、三つ葉　2本 (茹でて切る)、�
ポン酢しょうゆ(市販 )ーあればゆずポン酢　大1�水、　150ml

―作り方―　
　　　  ①　冷凍焼きおにぎりは袋の表示通りに加熱し、器に盛る�②　刺身をのせ、きゅう
り漬け (フジッコと梅にくあえ )�、三つ葉をのせ、ごまをふり水とポン酢しょうゆを注ぐ。　　　
「ポン酢しょうゆの香りと焼きおにぎりがよく合う、夏にさっぱりなお茶漬けが楽しめまし
た。」（松本談）

いつになったら再開、再会できるのか？
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】
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5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。みなさま、いましばらく我慢！以前の写真画像のみで何と
か耐えてください。また、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

暑い夏に
最高！

焼きおにぎり
のお茶漬け

第72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③」
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新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

の
感
染
再
拡
大

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
よ

る
感
染
症
が
再
拡
大
し
て
い
る
。

そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
緊
急

事
態
宣
言
が
解
除
さ
れ
て
人
の

往
来
が
再
開
さ
れ
た
こ
と
、
若

年
層
の
感
染
者
が
特
に
増
え
て

い
る
こ
と
か
ら
こ
の
世
代
の
行

動
が
感
染
に
結
び
つ
い
て
い
る

こ
と
、
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
の
実
施
件

数
が
増
え
た
こ
と
、
な
ど
様
々

に
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
う

し
た
事
情
が
複
数
関
与
し
て
い

る
可
能
性
が
あ
る
。
感
染
が
確

認
さ
れ
た
人
の
数
が
増
え
た
割

に
、
重
症
者
や
死
亡
者
が
あ
ま

り
増
え
て
い
な
い
と
い
う
状
況

か
ら
は
、
検
査
対
象
を
自
覚
症

状
が
あ
る
人
以
外
に
、
自
覚
症

状
の
な
い
感
染
者
の
濃
厚
接
触

者
に
も
拡
大
し
、
積
極
的
に
検

査
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
こ
と

な
ど
も
影
響
し
て
い
る
こ
と
が

窺
え
る
。

　

こ
の
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
の
実
施
数

は
都
道
府
県
に
よ
っ
て
け
っ
こ

う
ば
ら
つ
き
が
あ
る
。
も
ち
ろ

ん
、
感
染
者
数
に
も
左
右
さ
れ
、

人
口
に
も
左
右
さ
れ
る
の
で
、

当
然
と
言
え
ば
当
然
な
の
だ
が
、

よ
く
見
て
み
る
と
検
査
数
に
占

め
る
感
染
者
数
の
割
合
も
ま
た
、

都
道
府
県
に
よ
っ
て
随
分
異
な

る
。
検
査
に
対
す
る
都
道
府
県

の
姿
勢
の
違
い
も
あ
る
の
か
も

し
れ
な
い
。
検
査
数
の
多
さ
の

割
に
感
染
者
数
が
少
な
い
県
は
、

積
極
的
に
検
査
を
行
う
方
針
を

掲
げ
て
い
る
こ
と
が
考
え
ら
れ

る
。
一
般
に
、
検
査
数
を
増
や

せ
ば
そ
の
分
、
特
に
無
症
状
の

感
染
者
を
発
見
す
る
ケ
ー
ス
も

増
え
る
の
で
、
感
染
者
数
は
増

え
る
。

都
道
府
県
別
に
感
染
状

況
を
見
て
み
る
と

　

そ
の
よ
う
な
わ
け
で
、
そ
も

そ
も
の
検
査
数
や
そ
れ
に
よ
っ

て
確
認
さ
れ
た
感
染
者
数
に
は

都
道
府
県
に
よ
る
差
異
が
あ
り

そ
う
で
、
な
か
な
か
単
純
な
比

較
は
難
し
い
の
で
あ
る
が
、
と

り
あ
え
ず
八
月
八
日
現
在
の
都

道
府
県
ご
と
の
感
染
の
状
況
を

ま
と
め
て
み
た
。
こ
れ
に
人
口

と
人
口
密
度
も
加
え
て
み
た
。

こ
ち
ら
は
今
年
四
月
一
日
現
在

の
推
計
値
で
あ
る
。

　

ざ
っ
と
見
て
い
た
だ
く
と

す
ぐ
分
か
る
こ
と
だ
が
、
検

査
件
数
に
占
め
る
感
染
確
認

者
の
割
合
も
、
人
口
に
占
め
る

検
査
件
数
の
割
合
も
、
都
道
府

県
に
よ
っ
て
大
き
な
差
が
あ

る
。
も
ち
ろ
ん
、
感
染
確
認
者

の
数
自
体
も
で
あ
る
。
東
京
は

感
染
が
確
認
さ
れ
た
人
の
数
が

一
四
六
四
五
人
と
圧
倒
的
に
多

い
が
、
一
方
で
人
口
も
圧
倒
的

に
多
い
。

　

こ
の
よ
う
に
、
感
染
が
確

認
さ
れ
た
人
の
数
だ
け
見
て

い
て
も
、
そ
の
都
道
府
県
で

感
染
者
が
多
い
の
か
少
な
い
の

か
分
か
ら
な
い
の
で
、
人
口

一
〇
万
人
当
た
り
の
感
染
確
認

者
数
を
出
し
て
み
た
。
す
る

と
、
東
京
は
人
口
一
〇
万
人
当

た
り
で
見
て
も
一
〇
五
・
〇
人

と
、
他
の
道
府
県
と
比
べ
て
や

は
り
感
染
者
数
が
突
出
し
て
多

い
こ
と
が
分
か
る
。
他
に
、
大

阪
は
五
八
・
三
人
、
福
岡
が

四
八
・
五
人
、
埼
玉
が
三
六
・
六

人
、
京
都
が
三
五
・
〇
人
、
愛

知
が
三
三
・
六
人
、
神
奈
川
が

三
二
・
一
人
、
千
葉
が
三
一
・
八

人
と
大
都
市
圏
を
抱
え
る
府
県

が
や
は
り
軒
並
み
一
〇
万
人
当

た
り
の
感
染
確
認
者
が
多
い
こ

と
が
分
か
る
。
沖
縄
も
最
近
感

染
が
急
拡
大
し
た
こ
と
を
受
け

て
、
人
口
一
〇
万
人
当
た
り
の

感
染
確
認
者
数
が
五
三
・
九
人

と
、
急
増
し
て
い
る
。

　

こ
の
人
口
一
〇
万
人
当
た
り

の
感
染
確
認
者
数
を
見
て
い
く

と
気
づ
く
の
が
、
東
北
六
県
に

お
け
る
そ
の
少
な
さ
で
あ
る
。

最
近
ま
で
感
染
者
が
確
認
さ
れ

て
い
な
か
っ
た
岩
手
県
を
始
め
、

六
県
全
て
で
人
口
一
〇
万
人
当

た
り
の
感
染
確
認
者
数
が
一
ケ

タ
台
と
、
一
〇
〇
人
を
超
え
て

い
る
東
京
は
も
ち
ろ
ん
、
二
ケ

タ
台
の
他
の
多
く
の
道
府
県
と

比
べ
て
も
そ
の
少
な
さ
が
際
立

っ
て
い
る
。
そ
の
地
方
を
構
成

す
る
全
て
の
都
道
府
県
が
揃
っ

て
感
染
確
認
者
数
が
少
な
い
と

い
う
地
方
は
他
に
な
い
。
敢
え

て
言
え
ば
、
中
部
地
方
の
中
の

新
潟
、
長
野
（
信
越
）、
中
国

地
方
の
中
の
鳥
取
、
島
根
（
山

陰
）
も
少
な
い
が
、
そ
れ
ら
が

目
に
つ
く
く
ら
い
で
、
東
北
六

県
の
よ
う
な
広
い
地
域
で
同
じ

よ
う
に
感
染
確
認
者
数
が
少
な

く
抑
え
ら
れ
て
い
る
地
方
は
他

に
日
本
の
ど
こ
に
も
存
在
し
な

い
の
で
あ
る
。

東
北
に
も
「
フ
ァ
ク
タ

ー
Ｘ
」
が
？

　

こ
う
書
く
と
、
こ
う
い
う

見
方
が
出
て
く
る
か
も
し
れ

な
い
。
東
北
地
方
は
面
積
は

広
い
が
人
口
は
少
な
い
。
人
口

密
度
が
低
く
、
自
ず
と
ソ
ー
シ

ャ
ル
デ
ィ
ン
ス
タ
ン
ス
が
確
保

で
き
て
い
る
の
で
、
感
染
確
認

者
数
が
少
な
い
の
で
は
な
い
か

と
。
そ
れ
で
人
口
密
度
も
表

に
加
え
て
お
い
た
の
で
あ
る

が
、
こ
れ
を
見
て
み
る
と
、
例

え
ば
百
万
都
市
仙
台
を
抱
え
て

東
北
の
中
で
は
感
染
確
認
者
数

が
多
め
の
宮
城
県
の
人
口
密
度

は
、
こ
れ
ま
た
東
北
で
は
最
も

高
い
三
一
六
・
二
七
人
で
あ
る
。

同
じ
よ
う
な
数
値
の
県
と
比
べ

て
み
る
と
、
同
様
に
百
万
都
市

広
島
市
を
抱
え
、
人
口
密
度
が

三
三
一
・
一
四
人
の
広
島
は
人

口
一
〇
万
人
当
た
り
の
感
染
確

認
者
数
は
一
三
・
八
人
で
あ
る

し
、
同
様
の
人
口
密
度
で
あ
る

栃
木
、
群
馬
、
三
重
、
滋
賀
、

奈
良
、
佐
賀
、
長
崎
な
ど
と
比

べ
て
み
て
も
、
や
は
り
宮
城
は

低
く
抑
え
ら
れ
て
い
る
。

　

大
都
市
圏
を
抱
え
る
都
府
県

の
感
染
確
認
者
数
が
多
い
た
め

に
人
口
密
度
が
高
い
と
感
染
確

認
者
数
も
多
く
な
る
よ
う
に
見

え
、
事
実
そ
の
傾
向
は
あ
り
そ

う
だ
が
、
個
別
に
見
て
み
る
と

そ
の
中
で
も
か
な
り
ば
ら
つ
き

が
あ
る
。
例
え
ば
、
宮
城
を
除

く
東
北
五
県
並
み
に
人
口
密
度

が
低
い
高
知
が
、
人
口
密
度
が

高
い
他
の
四
国
三
県
よ
り
も
人

口
一
〇
万
人
当
た
り
の
感
染
確

認
者
数
が
か
な
り
多
か
っ
た
り

と
い
う
こ
と
も
見
て
取
れ
る
。

　

ノ
ー
ベ
ル
賞
受
賞
者
の
山

中
伸
弥
氏
は
、
日
本
人
に
新

型
コ
ロ
ナ
死
亡
者
が
少
な
い

背
景
に
あ
る
何
ら
か
の
隠
れ
た

要
因
を
「
フ
ァ
ク
タ
ー
Ｘ
」
と

呼
ん
だ
が
、
こ
う
し
て
見
て
み

る
と
、
さ
ら
に
東
北
に
は
人
口

一
〇
万
人
当
た
り
の
感
染
確
認

者
数
が
他
地
域
よ
り
も
少
な
い

「
フ
ァ
ク
タ
ー
Ｘ
」
が
存
在
す

る
よ
う
に
も
思
え
る
。
も
ち
ろ

ん
、
東
北
だ
け
が
他
の
地
域
よ

り
も
こ
と
さ
ら
に
人
の
移
動
を

自
粛
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
は

考
え
ら
れ
な
い
。
で
は
、
そ
の

「
フ
ァ
ク
タ
ー
Ｘ
」
が
あ
る
と

し
た
ら
そ
れ
は
何
な
の
か
、
遺

伝
的
な
形
質
な
の
か
、
気
質
な

の
か
、
生
活
習
慣
な
の
か
、
摂

取
し
て
い
る
食
物
に
よ
る
の
か
、

あ
る
い
は
何
か
複
合
的
な
要
因

が
あ
る
の
か
、
現
段
階
で
は
皆

目
分
か
ら
な
い
が
、「
三
密
」

を
避
け
る
、
手
指
の
清
潔
を
保

つ
、
マ
ス
ク
を
着
用
す
る
、
な

ど
の
こ
れ
ま
で
の
対
策
は
こ
れ

か
ら
も
し
っ
か
り
継
続
し
つ
つ
、

少
な
く
と
も
東
北
の
域
内
の
移

動
や
交
流
は
大
い
に
増
や
し
て

い
く
べ
き
と
考
え
る
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
は
確

か
に
怖
い
。
い
ま
だ
分
か
ら
な

い
こ
と
も
少
な
か
ら
ず
あ
り
、

特
に
発
症
し
て
回
復
し
た
人
の

中
に
後
遺
症
と
も
言
う
べ
き
症

状
が
残
る
ケ
ー
ス
が
あ
る
こ
と

も
気
掛
か
り
で
あ
る
。
感
染
に

対
す
る
備
え
は
怠
り
な
く
続
け

つ
つ
、
必
要
な
交
流
に
つ
い
て

は
こ
の
東
北
は
、
こ
の
よ
う
な

状
況
下
だ
か
ら
こ
そ
し
っ
か
り

行
っ
て
い
く
べ
き
で
あ
り
、
か

つ
今
の
東
北
は
そ
れ
が
可
能
な

状
況
だ
と
い
う
こ
と
を
大
い
に

訴
え
た
い
と
思
う
。

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

な
ぜ
に
少
な
い
東
北
の
感

染
者
数
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ホツツジ

ナンテンの花とハチ

トチバニンジンの実

シリーズ 遠野の自然

「遠野の立秋」
遠野 1000 景より

ぎ
の
な
か
、
季
節
の
推
移
を

す
っ
か
り
忘
れ
て
い
ま
し
た

が
、
も
う
夏
の
盛
り
は
過
ぎ
て
、

二
十
四
節
季
で
は
「
立
秋
」。

　

筆
者
は
、
夏
の
夕
暮
れ
に
ヒ

グ
ラ
シ
が
一
斉
に
鳴
く
状
況
に

何
と
も
言
え
ぬ
郷
愁
を
覚
え
ま

す
が
、
ぜ
ひ
遠
野
の
ヒ
グ
ラ
シ

　

ず
っ
と
ゼ
ロ
行
進
を
続
け
て

い
た
岩
手
も
つ
い
に
コ
ロ
ナ
ウ

ィ
ル
ス
陽
性
者
が
出
た
よ
う
で

す
。
い
つ
ま
で
も
ゼ
ロ
継
続
は

少
し
異
様
な
感
じ
だ
っ
た
の
で
、

あ
る
意
味
で
ほ
っ
と
さ
れ
た
の

で
は
な
い
か
と
推
察
。

　

国
中
、
世
界
中
の
コ
ロ
ナ
騒

の
声
を
聞
き
た
い
も
の
で
す
。

　

い
つ
の
ま
に
か
も
う
秋
は
目

の
前
、
早
く
「
騒
動
」
が
終
息

し
て
、
元
の
日
常
を
取
り
戻
し

た
い
思
い
が
日
増
し
に
募
っ
て

い
る
こ
の
頃
で
す
。

ヒグラシ 雨上がりのナツズイセン 猫神社と社務ネコ

石塔群とマリーゴールド キノコの杯
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東
日
本
大
震
災
後
に
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
上
に
配
信
さ
れ
、
誰

で
も
観
る
事
の
で
き
る
東
北
発

の
、
と
あ
る
動
画
が
あ
る
。

　
『
ん
め
ち
ゃ
！
』
と
題
す
る

そ
の
一
〇
分
強
程
の
動
画
は
、

所
謂
シ
ョ
ー
ト
ス
ト
ー
リ
ー
仕

立
て
に
な
っ
て
お
り
、
二
〇
一

三
年
に
一
作
目
が
、
そ
し
て
翌

二
〇
一
四
年
に
続
編
が
公
開
さ

れ
二
話
合
計
で
再
生
数
約
十
三

万
回
を
記
録
す
る
と
い
う
な
か

な
か
の
人
気
作
な
の
で
あ
る
。

「
ん
め
ち
ゃ
」
と
は
、
東
北
六

県
の
人
な
ら
大
抵
意
味
が
わ
か

る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
だ

が
、
こ
れ
は
私
の
郷
・
山
形
県

庄
内
地
方
に
お
い
て
「
美
味
し

い
な
！
」
を
意
味
す
る
言
葉
だ
。

　

そ
う
、
こ
の
動
画
は
他
な
ら

ぬ
庄
内
地
方
・
酒
田
市
に
て
製

作
さ
れ
た
、
酒
田
市
を
舞
台
と

し
た
ド
ラ
マ
な
の
だ
。
こ
れ
ま

で
、
手
前
味
噌
的
な
ネ
タ
だ
と

判
断
し
本
誌
に
掲
げ
る
事
を
憚

っ
て
き
た
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、

実
は
地
元
民
と
し
て
恥
ず
か
し

な
が
ら
、
知
ら
ず
の
う
ち
に
二

〇
一
八
年
、
最
新
作
の
三
本
目

が
発
表
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
内

容
に
少
な
か
ら
ず
揺
さ
ぶ
ら
れ

た
部
分
が
あ
っ
た
為
、
今
回
よ

う
や
く
本
作
に
つ
い
て
書
い
て

み
た
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
『
ん
め
ち
ゃ
！
』
と
は
一
体

何
な
の
か
。
何
の
為
に
、
何
故

庄
内
で
作
ら
れ
た
の
か
。
そ
の

切
実
な
背
景
を
追
い
、
庄
内
の

み
な
ら
ず
東
北
全
体
に
発
せ
ら

れ
た
と
も
見
ら
れ
る
そ
の
熱
い

メ
ッ
セ
ー
ジ
に
迫
ろ
う
と
思
う
。

　
　
　
　
　

＊

　

と
、
大
真
面
目
に
切
り
出
し

て
お
い
て
何
な
の
だ
が
、
ま
ず

最
初
に
書
い
て
お
く
と
、『
ん

め
ち
ゃ
！
』
と
は
、
と
あ
る
有

名
な
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
の
パ
ロ
デ

ィ
で
あ
る
。
そ
の
物
語
は
―

「
か
つ
て
、
故
郷
を
捨
て
て
東

京
へ
出
て
行
っ
た
女
性
が
娘
を

連
れ
て
酒
田
へ
戻
っ
て
き
た
。

そ
の
娘
・
ア
キ
ち
ゃ
ん
は
酒
田

の
人
が
話
す
言
葉
を
全
く
理
解

で
き
ず
困
惑
す
る
。
謎
め
い
た

女
性
・
ユ
イ
ち
ゃ
ん
に
出
会
う

も
、
そ
の
口
か
ら
繰
り
出
す
マ

シ
ン
ガ
ン
の
如
き
凄
ま
じ
い
庄

内
弁
に
、
と
う
と
う
ア
キ
ち
ゃ

ん
は
逃
げ
出
し
て
し
ま
う
の
で

あ
っ
た
・
・
・
」

―
そ
う
、
東
京
か
ら
母
と
と
も

に
東
北
へ
回
帰
し
た
少
女
・
ア

キ
ち
ゃ
ん
と
、
地
元
に
生
き
る

新
た
な
友
達
・
ユ
イ
ち
ゃ
ん
の

物
語
。
こ
れ
は
紛
れ
も
な
く
、

震
災
後
にNHK

朝
の
連
続
テ

レ
ビ
小
説
と
し
て
製
作
さ
れ
大

ヒ
ッ
ト
を
記
録
し
た
『
あ
ま
ち

ゃ
ん
』
で
は
な
い
か
！
人
物
の

名
前
ま
で
同
じ
で
、
全
く
隠
そ

う
と
い
う
素
振
り
も
見
せ
な
い
。

　

そ
も
そ
も
が
、
タ
イ
ト
ル
の

『
ん
め
ち
ゃ
！
』
そ
の
も
の
が
、

『
あ
ま
ち
ゃ
ん
』
の
転
化
に
他

な
ら
な
い
訳
で
、
明
ら
か
に
「

狙
っ
て
い
る
」。
何
だ
、
こ
の

し
た
た
か
さ
は
？
と
、
ま
ず
は

引
き
込
ま
れ
て
し
ま
う
の
だ
。

　

し
か
し
、
実
は
『
あ
ま
ち
ゃ

ん
』
に
酷
似
し
て
い
る
の
は
、

こ
こ
ま
で
だ
。
元
ネ
タ
の
主
人

公
二
人
は
女
子
高
生
と
い
う
設

定
だ
っ
た
が
、
本
作
で
は
二
人

と
も
大
人
の
女
性
で
あ
る
。
ア

キ
ち
ゃ
ん
を
演
じ
る
の
は
本
作

の
脚
本
・
監
督
を
務
め
る
新
潟

県
在
住
の
演
劇
人
・
鈴
木
ナ
ナ

子
で
あ
り
、
一
方
の
ユ
イ
ち
ゃ

ん
を
演
じ
る
の
は
何
と
驚
愕
す

べ
き
事
に
、
平
成
時
代
初
期
「

上
々
颱
風
」
の
メ
ン
バ
ー
と
し

て
活
躍
し
た
酒
田
市
出
身
の
白

崎
映
美
。
東
北
の
震
災
後
に
『

白
崎
映
美
＆
東
北
６
県
ろ
～
る

シ
ョ
ー
！
！
』
な
ど
を
結
成
、

東
北
の
方
言
や
民
謡
な
ど
独
自

の
文
化
を
取
り
入
れ
た
「
東
北

人
と
し
て
の
表
現
」
で
知
ら
れ

た
彼
女
が
関
わ
っ
て
い
る
事
で
、

本
企
画
が
只
な
ら
ぬ
背
景
を
持

っ
た
も
の
で
あ
る
事
を
、
観
る

者
は
知
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
白
崎
演
じ
る
ユ
イ
ち
ゃ

ん
の
出
で
立
ち
が
、『
東
北
６

県
ろ
～
る
シ
ョ
ー
！
！
』
そ
の

ま
ま
の
、
極
彩
色
の
鹿
踊
り
の

よ
う
な
奇
抜
な
装
束
で
シ
ュ
ー

ル
と
い
う
か
、
実
に
笑
わ
せ
て

く
れ
る
の
だ
が
、
一
方
の
逃
げ

出
し
た
ア
キ
ち
ゃ
ん
は
祖
母
の

家
に
辿
り
着
き
、
そ
こ
で
庄
内

名
物
・
芋
煮
を
食
べ
る
事
で
突

如
、
難
解
だ
っ
た
庄
内
弁
が
理

解
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
、

こ
れ
も
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
展
開
を

見
せ
る
。
こ
れ
を
機
に
、
己
の

ル
ー
ツ
庄
内
に
つ
い
て
強
い
好

奇
心
に
駆
ら
れ
た
ア
キ
ち
ゃ
ん

は
ユ
イ
ち
ゃ
ん
と
和
解
？
し
、

酒
田
の
街
へ
繰
り
出
し
て
い
く

の
で
あ
る
。

　

続
く
二
作
目
で
は
、
祖
母
や

ユ
イ
ち
ゃ
ん
が
携
わ
る
民
謡
集

会
に
、
ア
キ
ち
ゃ
ん
に
騙
さ
れ

て
連
れ
て
こ
ら
れ
た
ロ
ッ
ク
青

年
が
、
ア
キ
ち
ゃ
ん
手
製
の
「

塩
納
豆
サ
ン
ド
」
に
衝
撃
を
受

け
、
地
元
民
謡
を
大
胆
に
ア
レ

ン
ジ
し
た
新
し
い
音
楽
を
生
み

出
す
・
・
と
い
う
話
。

こ
こ
ま
で
見
て
き
て
、
通
底

す
る
の
は
地
元
文
化
の
継
承
と

革
新
へ
の
思
い
の
強
さ
で
あ
り
、

そ
の
情
熱
と
執
念
は
元
ネ
タ
の

『
あ
ま
ち
ゃ
ん
』
を
凌
ぐ
か
と

思
わ
れ
る
程
で
あ
る
。
特
に
全

編
に
渡
っ
て
強
調
さ
れ
る
庄
内

弁
は
本
作
の
肝
で
あ
り
、
製
作

目
的
の
骨
子
と
も
い
う
べ
き
も

の
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
感
覚
は
、

続
く
最
新
の
三
作
目
で
更
に
確

信
へ
と
変
わ
る
の
で
あ
る
。

『
ん
め
ち
ゃ
』
三
作
目
の
冒
頭

は
、
こ
れ
ま
で
と
は
一
味
違
う

も
の
に
な
っ
て
い
る
。
何
と
、

前
作
の
革
新
的
な
音
楽
ラ
イ
ヴ

の
成
功
に
よ
り
、
日
本
中
に
庄

内
弁
ブ
ー
ム
が
起
こ
っ
て
東
京

言
葉
即
ち
標
準
語
が
衰
退
し
、

危
機
感
を
抱
い
た
中
央
政
府
が

庄
内
弁
の
徹
底
的
な
弾
圧
に
踏

み
切
っ
た
、
と
い
う
前
置
き
が

ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
伝
え

ら
れ
る
の
だ
。
無
論
、
コ
メ
デ

ィ
を
建
前
と
す
る
本
作
の
ス
パ

イ
ス
の
効
い
た
ジ
ョ
ー
ク
で
あ

り
、
物
々
し
く
も
ユ
ニ
ー
ク
な

舞
台
設
定
で
あ
る
。
さ
て
、
こ

う
し
て
庄
内
弁
を
話
す
者
は
監

視
さ
れ
た
上
で
捕
ら
え
ら
れ
、

標
準
語
に
矯
正
さ
れ
る
世
の
中

と
な
る
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
地

元
の
言
葉
と
文
化
を
守
ろ
う
と

す
る
者
は
酒
田
市
大
沢
地
区
の

山
中
に
籠
り
、「
バ
ル
バ
ロ
イ

」
と
呼
ば
れ
て
忌
み
怖
れ
ら
れ

る
存
在
と
な
る
。
こ
の
地
独
特

の
鹿
踊
り
の
面
を
被
っ
て
神
前

で
（
井
戸
端
）
会
議
し
、
ま
た

や
は
り
こ
の
地
独
自
の
大
沢
太

鼓
を
響
か
せ
る
の
で
あ
る
。
そ

こ
へ
我
ら
が
ア
キ
ち
ゃ
ん
、
バ

ル
バ
ロ
イ
の
リ
ー
ダ
ー
と
な
っ

た
ユ
イ
ち
ゃ
ん
を
探
し
て
山
中

へ
迷
い
込
む
、
と
い
う
話
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
バ
ル
バ

ロ
イ
」
と
は
何
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
言
葉
に
つ
い
て
調
べ
る

と
、
バ
ル
バ
ロ
イ
と
は
古
代
ギ

リ
シ
ア
人
が
異
民
族
を
指
し
た

呼
称
で
あ
る
ら
し
い
。
単
数
形

「
バ
ル
バ
ロ
ス
」
の
複
数
形
で

あ
り
、
英
語
で
野
蛮
人
を
指
す

「
バ
ー
バ
リ
ア
ン
」
の
語
源
で

も
あ
る
と
い
う
。
そ
の
意
味
は

「
聞
き
辛
い
言
葉
を
話
す
者
」

「
醜
い
言
語
を
用
い
る
者
」
で
、

具
体
的
に
は
ギ
リ
シ
ア
人
の
耳

に
は
彼
ら
の
言
葉
が
「
バ
ル
バ

ル
バ
ル
・
・
」
と
聞
こ
え
た
事

か
ら
で
き
た
と
い
う
話
で
あ
る
。

　

強
烈
に
思
い
当
た
る
の
は
、

古
代
東
北
に
お
け
る
蝦
夷
の
言

語
も
ま
た
、
中
央
の
人
々
の
耳

に
は
鳥
の
さ
え
ず
り
の
よ
う
に

し
か
聞
こ
え
な
か
っ
た
、
と
す

る
記
録
で
あ
る
（
何
の
史
料
・

文
献
で
あ
っ
た
か
は
失
念
し
た

）。
蝦
夷
と
い
う
古
代
東
北
人

を
指
し
た
呼
称
は
、
よ
く
知
ら

れ
る
よ
う
に
古
代
中
華
思
想
に

い
う
周
辺
異
民
族
「
東
夷
・
南

蛮
・
西
戎
・
北
狄
」
が
由
来
で

あ
る
が
、
本
作
で
は
敢
え
て
云

わ
ば
生
々
し
い
東
洋
的
表
現
を

避
け
、
西
洋
の
類
似
し
た
概
念

の
中
か
ら
バ
ル
バ
ロ
イ
を
採
用

す
る
事
で
、
よ
り
ユ
ー
モ
ラ
ス

で
フ
ァ
ン
タ
ジ
ッ
ク
な
味
わ
い

を
持
た
せ
る
事
に
成
功
し
て
い

る
と
言
え
よ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
東
北
と
バ
ル
バ

ロ
イ
を
結
び
つ
け
る
表
現
に
つ

い
て
は
岩
手
県
北
上
市
出
身
の

詩
人
・
斎
藤
彰
吾
に
よ
る
詩
論

集
『
真
な
る
バ
ル
バ
ロ
イ
の
詩

想
』（
二
〇
一
五
年
）
が
先
ん

じ
て
い
た
よ
う
だ
。
解
説
に
お

い
て
「
現
代
詩
の
ア
テ
ル
イ
」

と
形
容
さ
れ
た
斎
藤
の
、
東
北

の
詩
に
対
す
る
論
考
は
黒
川
純

に
よ
っ
て
こ
う
評
さ
れ
て
い
る
。

「
戦
後
か
ら
現
代
を
見
据
え
る

拠
点
と
し
て
き
た
『
化
外
』
の

思
想
、
あ
る
い
は
バ
ル
バ
ロ
イ

（
異
民
族
）
の
視
点
か
ら
、
中

央
に
モ
ノ
申
す
こ
と
を
恐
れ
な

い
反
骨
の
パ
ト
ス
の
な
せ
る
も

の
だ
と
思
う
。」

　

詩
人
が
敢
え
て
バ
ル
バ
ロ
イ

の
名
称
を
用
い
た
意
図
は
何
だ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
己
の
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
拠
り
所
で
あ

る
だ
ろ
う
、
蝦
夷
と
い
う
存
在

が
、
決
し
て
特
殊
な
も
の
で
は

な
く
、
世
界
基
準
と
し
て
、
巨

大
な
国
家
権
力
の
あ
る
と
こ
ろ

に
、
人
類
史
上
に
普
遍
的
な
も

の
で
あ
る
事
を
示
す
為
だ
っ
た

か
も
知
れ
な
い
。
も
し
、
蝦
夷

の
よ
う
な
「
ま
つ
ろ
わ
ぬ
民
」

が
世
界
史
中
に
存
在
し
て
い
た

の
だ
と
す
れ
ば
、
今
ま
で
お
そ

ら
く
ほ
と
ん
ど
海
外
に
は
知
ら

れ
て
こ
な
か
っ
た
、
日
本
列
島

東
北
の
蝦
夷
に
つ
い
て
の
世
界

的
な
認
知
と
理
解
が
深
ま
る
足

掛
か
り
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
よ
う
や
く
、『
ん
め

ち
ゃ
！
』
の
製
作
さ
れ
た
経
緯

を
紐
解
い
て
み
よ
う
。
ま
ず
発

起
人
は
酒
田
市
出
身
で
、
東
京

で
二
十
年
近
い
サ
ラ
リ
ー
マ
ン

生
活
の
後
、
地
域
起
こ
し
協
力

隊
と
し
て
帰
郷
し
た
と
い
う
阿

部
彩
人
で
あ
る
。
上
京
後
、
郷

土
庄
内
の
魅
力
を
再
認
識
し
た

と
い
う
彼
は
同
郷
の
白
崎
に
接

触
し
て
庄
内
弁
の
衰
退
な
ど
に

つ
い
て
の
問
題
意
識
を
深
め
る

と
、
帰
郷
後
に
大
学
の
同
期
で

あ
っ
た
鈴
木
ナ
ナ
子
ら
新
潟
の

演
劇
団
体
に
声
を
か
け
、
庄
内

弁
の
復
興
を
テ
ー
マ
と
す
る
映

像
作
品
の
発
信
に
踏
み
切
っ
た

の
で
あ
る
。
特
に
最
新
の
三
作

目
は
、
ネ
ッ
ト
上
で
資
金
を
募

り
、
一
箇
月
で
目
標
を
上
回
っ

た
制
作
費
で
実
現
へ
漕
ぎ
着
け

た
。
阿
部
は
書
い
て
い
る
。

「
改
め
て
、
庄
内
弁
を
話
す
子

供
た
ち
が
少
な
く
な
っ
て
き
て

い
る
状
況
を
感
じ
て
お
り
、
庄

内
弁
が
消
滅
し
て
し
ま
う
の
で

は
な
い
か
と
い
う
危
機
感
を
新

た
に
募
ら
せ
て
い
る
と
こ
ろ
で

す
。」

　

面
白
い
の
は
、
今
作
が
庄
内

勢
だ
け
の
力
で
は

実
現
せ
ず
、
東
北

の
仲
間
に
加
わ
る

事
に
つ

い
て
常
に
賛
否
の

あ
る
新
潟
の
協
力

が
キ
ー
に
な
っ
て

い
る
事
だ
。
鈴
木

ナ
ナ
子
は
庄
内
弁

を
「
親
密
な
仲
間

同
士
だ
け
の
暗
号

の
よ
う
に
思
わ
れ

て
羨
ま
し
さ
に
ド

キ
ド
キ
し
た
」
と

語
り
、
白
崎
映
美

に
つ
い
て
も
「
内
側
と
外
側
を

繋
ぐ
最
高
の
ア
イ
コ
ン
で
あ
り
、

こ
ん
な
に
愛
さ
れ
る
人
を
庄
内

が
擁
し
て
い
る
な
ん
て
、
他
県

民
か
ら
し
た
ら
歯
ぎ
し
り
す
る

ほ
ど
羨
ま
し
い
事
」
と
書
い
て

い
る
。
地
方
同
士
が
、
互
い
の

持
た
な
い
も
の
、
持
っ
て
い
る

の
に
気
づ
か
な
か
っ
た
も
の
を

交
流
に
よ
っ
て
知
り
、
新
た
な

も
の
を
作
り
出
す
熱
源
を
そ
こ

に
生
ん
で
い
る
、
そ
の
事
実
に

興
奮
を
覚
え
る
。

　
　
　
　
　

＊　

　

庄
内
弁
の
衰
退
に
つ
い
て
は
、

私
自
身
も
実
感
す
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。
庄
内
と
い
う
土
地
は
仙

台
や
盛
岡
な
ど
、
早
く
か
ら
新

幹
線
が
通
っ
た
地
域
と
比
べ
か

な
り
近
年
ま
で
全
世
代
に
渡
っ

て
方
言
が
残
っ
て
い
た
と
こ
ろ

で
、
そ
の
変
化
が
顕
著
に
表
れ

た
の
は
月
山
に
高
速
道
路
が
開

通
し
た
一
九
九
九
年
以
降
で
は

な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

　

英
国
ウ
ェ
ー
ル
ズ
や
本
国
ア

イ
ヌ
民
族
の
言
語
復
興
運
動
を

見
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
言
語

は
民
族
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

の
拠
り
所
で
あ
る
。
言
語
の
消

滅
は
民
族
意
識
の
衰
退
に
平
行

す
る
と
言
わ
れ
、
今
世
紀
中
に

現
在
世
界
に
七
千
程
存
在
す
る

言
語
の
半
数
が
話
者
を
失
う
と

い
う
予
測
も
あ
る
が
、
そ
の
予

測
に
お
そ
ら
く
東
北
の
言
葉
は

含
ま
れ
て
い
な
い
だ
ろ
う
。

　

東
北
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ

ィ
が
、
そ
の
言
語
と
と
も
に
今
、

失
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ

ぞ
、
と
い
う
警
告
を
そ
の
勇
ま

し
げ
な
呼
称
に
込
め
て
い
る
の

だ
と
す
れ
ば
、
バ
ル
バ
ロ
イ
の

存
在
を
標
榜
す
る
事
は
そ
の
真

意
の
公
言
を
躊
躇
わ
せ
る
社
会

へ
の
挑
戦
で
あ
り
、
ま
さ
し
く

東
北
か
ら
の
民
族
宣
言
に
他
な

ら
ぬ
。
だ
が
、
こ
こ
ま
で
浸
透

し
自
在
に
扱
え
る
標
準
語
を
否

定
す
る
の
で
は
な
く
、
共
存
さ

せ
常
に
対
比
さ
せ
る
事
で
古
の

言
語
と
民
族
意
識
を
際
立
た
せ

続
け
る
事
は
で
き
な
い
か
？

　

私
も
ま
た
、
誇
り
を
持
っ
て

こ
の
「
異
民
族
の
言
語
」
を
如

何
に
し
て
発
信
で
き
る
か
、
模

索
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。

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
。

「
バ
ル
バ
ロ
イ
」
棲
む
誇
り
を

謳
う
東
北
の
事

第三作『んめちゃ！～LOCAL　HEROES～』の
一場面



2020 年（令和 2 年）8 月 16 日（日曜日）　　第 99 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.

東北よ！誤ったコロナ扇動情報に惑わされるな！
新型コロナウィルスと対応薬・ワクチン等に関する情報

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

上映会場：宮城県大崎市生涯学習センター　

（パレットおおさき）多目的ホール

（〒 989-6136 宮城県大崎市古川穂波三丁目 4

番 20 号）

（TEL:0229-91-8611 FAX:0229-91-8264）

上映日時：2020 年 9 月 26 日（土）　

上映時間：約６０分

入場料：５００円（税込）　  

全席自由席

DVD ー 3 月下旬販売開始済
3300 円（税込）　送料無料
解説本（カラー）ー 9 月販売予定

問合せ先：株式会社遊無有　　

　　mail ： y.s.yumuyu@ozzio.jp

ワクチンやコロナ対応薬の開発と使用の主な
状況

①　日本が導入を決定したイギリスのアストロゼネ
カ社のワクチンの副作用については、企業は責
任を負わないと表明

②　抗インフルエンザ薬「アビガン」・・・新型コロ
ナに効くという明確な科学的根拠（エビデンス）
はまだ示されていない

③　レムデシビル・・・感染症の治療薬として超スピー
ド承認されたが、副作用大きい

④　ロシア開発ワクチン・・・最終治験未完
⑤　血栓症対応薬・・・ヒドロクシクロロキン HCQ

とアジスロマイシン AZM の臨床試験レポート
があるが、はっきりと効果があることが分かる
しかし、国は使用に消極的

＊　血栓症は、新型コロナウィルスに感染して
　　死亡した患者の直接の死因のかなりの割合、
　　最低でも 1/3 か、もっと多いという見解もある

【正しい用語の定義】

＊医師ではないが、「菌」を専門に取り扱っている企業の代表者で、PCR検査を頻繁に実施している方が、マスメディアに「用語」

の誤用を訴えた書き込みからの抜粋（当新聞の責任抜粋）

＊ PCR検査で判明するのは陽性か否かということ、感染か否かではない

＊陽性者を感染者と混同し、陽性者を感染者と呼ぶケースが頻繁に見られる

＊コロナウィルスが細胞に侵入したら「感染」なのだが、その前に、ほとんどが自然免疫で処理されてしまう。更に「感染」して

も普通は T細胞が細胞ごと破壊する。だから、ここまで「曝露者」と「感染者」の 98％が「自然免疫」で片付いてしまう。

1、陽性反応者

単にウイルスが「曝露」（ばくろ・体の中に入る）しただけで、「感染」（細胞の中に入って増殖する）には至っていない人。

免疫にやっつけられて破壊されたウイルスの残骸が出てきただけの人

2、感染者

ウイルスが細胞内に侵入した人。無自覚、無症状多数。

3、患者

発症してる人。

「陽性者」を「感染者」
と呼ぶことで不安を
あおる構造出現


