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＜＜東北魂＞＞を鼓舞する

電子新聞

発行 2021 年（令和 3 年）3 月 16 日　火曜日

消えかける震災の記憶を写真で思い出す
巨額の復興プロジェクトは巨大な防潮堤と
売れ残ったかさ上げ土地を残しただけか？
他方、被災地からの人口流出は止まらず、
被災者復興は置き去りのまま。いったい誰の
ための、何のための10年だったのだろう？

宮城県生まれ、67 歳の新人
歴史映像作家兼プロデュー
サー。3作目の「古代製鉄の
埋もれた歴史を発掘した映
像」の【奪われた古代鉄王国】
の大崎上映会は延期。とは
いえ新型コロナ禍を乗り越
えて４作目制作に向けて奮
闘中。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】

2012・6月石巻取材ー垂幕

2012・6月石巻取材ー家屋撤去

2012・9月岩手沿岸部取材ー鵜住居

2012・9月岩手沿岸部取材ー祭りに集う山田町

2012・6月石巻取材ー復興マルシェ

2012・9月岩手沿岸部取材ーがれきの山

2012・6月石巻取材ー臨時の共同浴場

2012・9月岩手沿岸部取材ー津波の後の団地

2012・6月石巻取材ーがれきの山

2012・9月岩手沿岸部取材ー復興ボランティア
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2012・10 月牡鹿半島取材ーお地蔵さん

2014・3月閖上取材ー見渡す限り被災地

2013・3月石巻取材ー再開した石ノ森萬画館

2014・10 月奥松島取材ー7.2m防潮堤計画

2015・8月福島取材ー除染看板

2012・10 月牡鹿半島取材ーコンテナ

2014・3月閖上取材ー被災した寺

2015・8月福島取材ー放置された倒壊家屋

2013・3月石巻取材ーアニメ電車

2014・3月仙台空港近隣取材ー復旧した空港

2015・8月福島取材ー汚染土の土嚢

2012・10 月牡鹿半島取材ー復興の鐘

2014・3月閖上取材ー基礎だけ残った

2013・7月福島取材ー無人のまちに信号機

2013・3月石巻取材ー石ノ森萬画館イベント

2014・3月仙台空港近隣取材ー倒壊した墓

2013・7月福島取材ー無人となった菓子工房
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郷土料理愛好家　
　　　　松本由美子氏

《牡蠣の

醤油バター焼き》
今が牡蠣の旬。片栗粉の

プリッと感がします

（松本談）

―材料ー　�ー２人分ー�牡蠣　200g�、片栗粉　大1�、オリーブ油　適量、�にんにく　1かけ�ら、
　　　　　バター　8g�、醤油　大2/3�、青味野菜　少々
―料理方法― ①　牡蠣は塩少々を入れ、水で洗います。�②　キッチンタオルの間に挟み水分を
拭きとります。�③　牡蠣に片栗粉を大1をサラッとまぶします。�④　オリーブ油をフライパン
に敷き、ニンニク1かけらを焼き香りをつけます。�⑤　そこへ、バターを落とし片栗粉でまぶし
た牡蠣をいれて焼きます。�⑥　両面に焼き色がついたら、醤油をふりかける。�　　　⑦　プリッ
と焼き色のついた牡蠣を盛りつけて完成。

次回開催未定状態のまま延期してちょうど1年となりまし
た。なかには「家飲み」で東北地酒を味わっている方もおら
れるようです。みんなの顔が目に浮かびます。早くみなさ
んに会いたいですね！そして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、それまでは以前の写
真画像のみで何とか耐えてください。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79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
自粛症候群薬
「10年目
の田老」
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あ
れ
か
ら
一
〇
年
は「
区
切

り
の
一
〇
年
」な
の
か
？

　

二
〇
一
一
年
三
月
一
一
日
に

東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
が
発

生
し
て
か
ら
一
〇
年
と
な
っ
た
。

早
い
も
の
で
あ
る
。
あ
れ
か
ら

一
〇
年
と
い
う
こ
と
で
、
今
年

は
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
等
で
震
災
関

連
の
話
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
る

こ
と
が
、
昨
年
な
ど
よ
り
も
多

い
印
象
が
あ
る
。
そ
れ
は
そ
れ

で
、震
災
の
こ
と
を
振
り
返
り
、

そ
こ
か
ら
得
た
教
訓
を
忘
れ
な

い
た
め
に
有
意
義
で
あ
る
と
思

う
。

　

た
だ
、
よ
く
聞
く
「
節
目
の

一
〇
年
」と
い
う
言
葉
、こ
の
地

に
い
て
あ
の
災
害
で
大
変
な
思

い
を
し
た
人
の
口
か
ら
は
ほ
と

ん
ど
出
て
い
な
い
よ
う
に
思
う
。

大
切
な
人
を
失
っ
た
り
、
大
切

な
故
郷
を
心
な
ら
ず
も
離
れ
た

り
、
あ
の
震
災
で
大
変
な
思
い

を
し
た
人
に
と
っ
て
、
一
〇
年

で
数
字
と
し
て
キ
リ
が
い
い
か

ら
そ
れ
で
節
目
だ
と
思
う
と
か
、

気
持
ち
に
一
区
切
り
つ
く
と
か
、

そ
う
い
う
こ
と
は
少
な
い
の
で

は
な
い
か
。
何
年
経
っ
た
っ
て
、

悲
し
い
も
の
は
悲
し
い
し
、
辛

い
こ
と
は
辛
い
し
、
悔
し
い
こ

と
は
悔
し
い
の
で
あ
る
。

　

一
方
、
復
興
、
そ
れ
も
ハ
ー

ド
面
に
つ
い
て
は
、
明
ら
か
に

一
〇
年
を
目
途
と
し
て
進
め
ら

れ
て
き
た
。
復
興
道
路
、
復
興

支
援
道
路
は
今
年
中
に
完
成
す

る
し
、
仮
設
住
宅
も
今
年
中
に

全
て
な
く
な
る
見
通
し
で
あ
る
。

ハ
ー
ド
面
の
整
備
が
一
段
落
し

た
後
も
、ソ
フ
ト
面
、被
災
地
で

の
心
の
ケ
ア
な
ど
の
予
算
は
残

る
よ
う
で
、
そ
れ
は
一
〇
年
で

完
了
す
る
ハ
ー
ド
と
は
違
っ
て

理
に
か
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

区
役
所
に
飾
ら
れ
た
弟

の
写
真

　

私
は
今
年
も
、
弟
の
最
期
の

地
、
仙
台
市
若
林
区
荒
浜
に
出

掛
け
た
。
三
月
一
一
日
の
こ
の

日
は
、
午
後
に
仕
事
を
休
ん
で

荒
浜
に
向
か
う
。
震
災
の
翌
年

か
ら
ず
っ
と
そ
う
で
あ
る
。

　

出
発
の
地
は
今
年
も
弟
が
勤

務
し
て
い
た
若
林
区
役
所
で
あ

る
。
区
役
所
に
は
今
年
も
献
花

場
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。
一
階

に
あ
る
献
花
場
で
献
花
を
す
る

の
も
毎
年
の
こ
と
で
あ
る
。
そ

う
し
た
ら
、区
役
所
の
入
口
で
、

た
ま
た
ま
両
親
と
顔
を
合
わ
せ

た
。
両
親
も
毎
年
荒
浜
に
足
を

運
ぶ
の
で
、
そ
ち
ら
で
会
う
こ

と
は
多
い
が
、
こ
こ
で
会
う
の

は
初
め
て
の
こ
と
で
あ
る
。

　

初
め
て
知
っ
た
の
だ
が
、
一

階
の
献
花
場
と
は
別
に
、
四
階

に
は
あ
の
日
公
務
中
に
亡
く
な

っ
た
弟
と
も
う
一
人
の
職
員
の

た
め
の
献
花
場
が
設
け
ら
れ
て

い
る
の
だ
と
い
う
。
い
や
、
そ

う
い
う
こ
と
は
も
っ
と
早
く
教

え
て
ほ
し
い
。
そ
の
よ
う
な
わ

け
で
、
両
親
に
案
内
し
て
も
ら

っ
て
初
め
て
そ
ち
ら
の
方
に
も

献
花
し
た
。
弟
の
写
真
も
飾
ら

れ
て
い
た
。

　

モ
ニ
タ
ー
に
は
父
親
が
寄
贈

し
た
震
災
当
時
の
写
真
が
ス
ラ

イ
ド
シ
ョ
ー
形
式
で
映
し
出
さ

れ
て
い
た
。「
記
憶
を
永
く
伝
え

る
た
め
に
」
と
書
か
れ
た
リ
ー

フ
レ
ッ
ト
も
作
成
し
て
く
れ
て

い
た
。
あ
り
が
た
い
こ
と
で
あ

る
。

浄
土
寺
で
感
じ
た
こ
と

　

今
年
も
、区
役
所
を
出
て
、あ

の
日
避
難
の
呼
び
掛
け
に
広
報

車
で
出
掛
け
て
い
っ
た
弟
が
通

っ
た
で
あ
ろ
う
道
を
通
っ
て
荒

浜
に
向
か
っ
た
。
毎
年
の
こ
と

だ
が
、
今
年
も
海
が
近
づ
く
ほ

ど
、風
は
強
く
、冷
た
い
。
そ
れ

で
も
、
地
震
の
後
雪
ま
で
降
り

出
し
た
一
〇
年
前
の
あ
の
日
に

比
べ
れ
ば
は
る
か
に
ま
し
で
あ

る
。

　

あ
の
日
津
波
を
遮
っ
た
仙
台

東
部
道
路
の
近
く
に
、
津
波
で

流
さ
れ
た
荒
浜
地
区
唯
一
の
お

寺
、
浄
土
寺
が
移
転
し
た
。
毎

年
こ
の
日
に
浄
土
寺
で
は
荒
浜

で
亡
く
な
っ
た
人
の
た
め
の
慰

霊
法
要
が
営
ま
れ
る
が
、
そ
れ

は
か
つ
て
お
寺
が
あ
っ
た
場
所

で
営
ま
れ
て
い
た
。
昨
年
、
荒

浜
地
区
で
亡
く
な
っ
た
人
の
名

前
が
書
か
れ
た
慰
霊
碑
が
新
寺

院
の
敷
地
に
移
さ
れ
、
今
年
か

ら
は
そ
ち
ら
で
慰
霊
法
要
が
行

わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
こ

で
ま
た
両
親
と
合
流
。
も
ち
ろ

ん
、
私
も
両
親
も
こ
の
お
寺
の

檀
家
で
は
な
い
が
、
慰
霊
碑
に

は
弟
の
名
前
も
刻
ん
で
い
た
だ

い
て
い
て
、
そ
の
縁
で
毎
年
荒

浜
地
区
の
方
々
と
一
緒
に
参
加

さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
。

　

途
中
、
慰
霊
碑
に
刻
ま
れ
た

一
人
ひ
と
り
の
名
前
を
読
み
上

げ
て
追
善
菩
提
を
祈
る
場
面
が

あ
っ
た
が
、
そ
こ
で
な
ん
と
多

く
の
人
が
こ
の
地
で
命
を
失
っ

た
の
か
ま
ざ
ま
ざ
と
実
感
す
る
。

こ
こ
で
名
前
を
読
み
上
げ
ら
れ

て
い
る
人
全
て
が
、
あ
の
日
突

然
、
自
分
の
人
生
に
強
制
的
に

幕
を
降
ろ
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ

る
。
こ
こ
荒
浜
で
亡
く
な
っ
た

人
の
数
は
一
九
二
人
。
東
日
本

大
震
災
全
体
で
は
お
よ
そ
そ
の

一
〇
〇
倍
の
死
者
・
行
方
不
明

者
数
で
あ
る
。
改
め
て
こ
の
震

災
が
奪
っ
て
い
っ
た
も
の
の
あ

ま
り
の
大
き
さ
に
思
い
至
る
。

　

浄
土
寺
の
ご
住
職
は
何
と
こ

の
三
月
一
一
日
が
誕
生
日
だ
そ

う
だ
。
今
年
で
七
二
歳
と
の
こ

と
だ
が
、
八
〇
ま
で
は
長
生
き

し
て
、
毎
年
こ
の
日
に
は
慰
霊

法
要
を
や
る
の
で
、
ま
た
ぜ
ひ

お
い
で
い
た
だ
き
た
い
、
近
く

に
来
た
ら
こ
の
慰
霊
碑
に
も
手

を
合
わ
せ
て
ほ
し
い
、
と
の
こ

と
だ
っ
た
。
何
度
か
口
に
し
て

い
た「
一
日
一
生
」と
い
う
言
葉

が
と
て
も
印
象
に
残
っ
た
。
一

日
を
一
生
の
つ
も
り
で
生
き
よ
、

と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。
明

日
が
当
た
り
前
の
よ
う
に
来
る

と
思
っ
て
は
い
け
な
い
。
事
実
、

震
災
で
亡
く
な
っ
た
人
た
ち
に

は
明
日
は
来
な
か
っ
た
の
だ
か

ら
。

三
月
一
一
日
の
荒
浜

　

慰
霊
法
要
の
後
、
両
親
と
別

れ
て
私
は
荒
浜
の
海
岸
を
目
指

す
。
こ
の
地
を
襲
っ
た
大
津
波

が
仙
台
東
部
道
路
で
堰
き
止
め

ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
荒
浜
の
よ

り
近
く
を
通
る
県
道
も
か
さ
上

げ
さ
れ
て
堤
防
の
代
わ
り
と
し
、

多
重
防
御
の
一
翼
を
担
う
こ
と

に
な
っ
た
。
そ
の
高
さ
は
六
メ

ー
ト
ル
。
た
だ
、
こ
の
県
道
の

す
ぐ
近
く
に
あ
る
、
現
在
震
災

遺
構
と
し
て
公
開
さ
れ
て
い
る

荒
浜
小
学
校
を
襲
っ
た
津
波
の

高
さ
は
一
〇
メ
ー
ト
ル
。
あ
の

日
と
同
じ
高
さ
の
津
波
が
来
た

ら
こ
こ
を
通
っ
て
い
る
車
は
津

波
に
巻
き
込
ま
れ
て
し
ま
う
。

津
波
を
伴
う
地
震
が
発
生
し
た

場
合
に
は
す
ぐ
こ
の
道
路
を
下

り
て
内
陸
側
に
避
難
す
る
こ
と

が
必
要
で
あ
る
。

　

そ
の
荒
浜
小
学
校
で
は
、
Ｈ

ｏ
ｐ
ｅ 
ｆ
ｏ
ｒ 

ｐ
ｒ
ｏ
ｊ
ｅ

ｃ
ｔ
が
今
年
も
花
の
種
の
入
っ

た
風
船
を
配
っ
て
い
た
。
も
ら

っ
た
風
船
の
写
真
を
撮
っ
て
い

た
ら
、
リ
リ
ー
ス
が
遅
れ
て
し

ま
っ
た
。
慌
て
て
リ
リ
ー
ス
し

た
が
、
一
つ
だ
け
遅
れ
て
飛
ん

で
行
っ
た
。
ど
こ
に
落
ち
て
花

を
咲
か
せ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

海
岸
に
は
荒
浜
慈
聖
観
音
が

立
っ
て
い
て
、
そ
ち
ら
で
手
を

合
わ
せ
る
人
も
多
く
い
る
。
手

を
合
わ
せ
て
い
る
人
一
人
ひ
と

り
が
き
っ
と
大
事
な
誰
か
を
失

っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

　

震
災
前
よ
り
高
く
な
っ
た
防

潮
堤
に
上
っ
て
、
今
年
も
海
を

眺
め
た
。
風
が
強
く
て
時
々
白

波
は
立
っ
て
い
る
が
、
穏
や
か

な
海
で
あ
る
。
あ
の
日
、
こ
の

防
潮
堤
を
易
々
と
越
え
て
い
っ

た
津
波
を
想
像
す
る
の
は
難
し

い
。

　

昨
年
来
た
時
に
は
建
設
の
途

中
だ
っ
た
、
荒
浜
小
学
校
の
南

側
の「
避
難
の
丘
」は
完
成
し
て

い
た
。
仙
台
の
沿
岸
地
域
の

中
で
最
大
規
模
を
誇
る
避
難

の
丘
で
、
い
ざ
と
い
う
時
に
は

五
〇
〇
〇
人
余
り
が
避
難
で
き

る
と
い
う
。
荒
浜
地
区
は
震
災

後
、
災
害
危
険
区
域
に
指
定
さ

れ
た
た
め
、
人
は
住
め
な
く
な

っ
た
が
、
そ
の
跡
地
の
利
活
用

で
、
観
光
農
園
な
ど
人
が
集
ま

る
施
設
が
で
き
る
予
定
と
な
っ

て
い
る
の
で
、
そ
の
想
定
さ
れ

る
最
大
の
人
数
が
避
難
で
き
る

よ
う
、
避
難
の
丘
や
避
難
タ
ワ

ー
な
ど
が
整
備
さ
れ
た
。

　

こ
の
地
を
大
津
波
が
襲
っ
た

の
は
一
四
時
四
六
分
の
地
震
発

生
か
ら
一
時
間
ち
ょ
っ
と
経
過

し
た
一
五
時
五
四
分
。
私
に
と

っ
て
は
、
弟
が
区
役
所
に
い
て

ま
だ
生
き
て
い
た
地
震
発
生
時

刻
よ
り
、
弟
が
こ
の
地
で
命
を

失
っ
た
一
五
時
五
四
分
の
方
が

重
要
な
時
刻
で
あ
る
。
こ
の
時

刻
に
は
、
弟
の
遺
体
が
発
見
さ

れ
た
地
区
内
の
南
長
沼
に
行
っ

て
手
を
合
わ
せ
る
。
水
鳥
の
群

れ
が
水
面
を
す
い
す
い
泳
い
で

い
く
。
あ
の
日
の
惨
状
が
嘘
の

よ
う
な
の
ど
か
な
光
景
で
あ
る
。

「
三
・
一
一
不
忘
の
碑
」

　

来
た
道
を
戻
っ
て
再
び
区
役

所
へ
。
あ
の
日
、
弟
が
通
る
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
道
で
あ
る
。

自
転
車
に
乗
り
な
が
ら
、
あ
の

日
あ
の
場
所
に
こ
の
自
転
車

が
あ
れ
ば
な
、な
ど
と
も
思
う
。

海
上
を
進
む
津
波
は
時
速
数
百

キ
ロ
と
い
う
と
ん
で
も
な
い
ス

ピ
ー
ド
だ
が
、
陸
地
で
は
時
速

三
〇
キ
ロ
程
度
に
ま
で
速
度
が

落
ち
る
。
私
が
乗
っ
て
い
る
自

転
車
は
ペ
ダ
ル
を
踏
む
脚
に
ち

ょ
っ
と
多
く
力
を
込
め
れ
ば
時

速
三
〇
キ
ロ
は
あ
ま
り
苦
も
な

く
出
る
。
一
旦
渋
滞
に
巻
き
込

ま
れ
る
と
身
動
き
が
取
れ
な
く

な
る
車
よ
り
、
自
転
車
の
方
が

避
難
に
有
効
な
の
で
は
な
い

か
、
と
い
う
の
は
あ
の
日
以
来

ず
っ
と
思
っ
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
思
い

な
が
ら
、
あ
の
日
戻
っ
て
こ
れ

な
か
っ
た
弟
に
代
わ
っ
て
区
役

所
に
戻
り
、
昨
年
有
志
の
方
々

が
建
て
て
く
れ
た「
三
・
一
一
不

忘（
わ
す
れ
じ
）の
碑
」に
手
を

合
わ
せ
た
。

　

家
に
帰
る
途
中
に
ホ
ー
ル
ケ

ー
キ
を
買
っ
た
。
あ
の
日
か
ら

一
〇
年
生
き
て
こ
ら
れ
た
こ
と

の
お
祝
い
の
意
味
を
込
め
て
。

た
だ
、
プ
レ
ー
ト
に
何
か
書
い

て
も
ら
う
の
は
ち
ょ
っ
と
気
が

引
け
た
の
で
、
一
と
〇
の
キ
ャ

ン
ド
ル
だ
け
購
入
し
た
。

あ
れ
か
ら
一
〇
年
が
経

っ
て

　
「
節
目
の
一
〇
年
」報
道
で
は
、

一
〇
年
間
の
復
興
の
あ
り
方

の
検
証
も
多
く

あ
り
、
様
々
な

課
題
が
指
摘
さ

れ
て
い
た
。
そ

れ
は
そ
う
だ
ろ

う
。
未
曽
有
の

災
害
に
直
面
し

て
、
お
手
本
も

な
い
中
で
や
っ

て
き
た
結
果
が

一
〇
〇
パ
ー
セ

ン
ト
完
璧
な
も

の
に
な
る
は
ず

も
な
い
。
そ
れ

は
そ
れ
で
今
後

に
活
か
し
て
い

く
こ
と
が
必
要
だ
が
、
一
方
で

震
災
後
に
で
き
た
新
し
い
人
と

人
と
の
つ
な
が
り
、
様
々
な
思

い
に
基
づ
い
た
新
た
な
取
り
組

み
、
そ
う
し
た
も
の
が
も
た
ら

し
た
も
の
の
価
値
は
間
違
い
な

く
存
在
し
て
い
る
。
そ
う
し
た

も
の
に
も
し
っ
か
り
目
を
向
け

て
い
き
た
い
。

　

私
の
好
き
な
ビ
ー
ル
を
例
に

挙
げ
れ
ば
、
東
北
の
地
ビ
ー
ル

醸
造
所
で
つ
く
る
「
東
北
魂
ビ

ー
ル
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」が
あ
る
。

一
〇
年
前
、 

震
災
で
全
国
か
ら

い
た
だ
い
た
支
援
へ
の
恩
返
し

に
、
品
質
の
高
い
ビ
ー
ル
で
恩

返
し
し
よ
う
、
そ
の
た
め
に
皆

で
力
を
合
わ
せ
て
ビ
ー
ル
の
品

質
を
高
め
よ
う
と
い
う
こ
と
で

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
立
ち
上
が
っ

た
。
そ
し
て
、
お
互
い
の
経
験

知
や
技
術
を
出
し
合
っ
て
、
一

緒
に
美
味
し
い
ビ
ー
ル
を
造
っ

て
い
る
。
い
わ
ば
ラ
イ
バ
ル
同

士
が
そ
れ
ぞ
れ
の「
企
業
秘
密
」

を
オ
ー
プ
ン
に
し
て
一
緒
に
ビ

ー
ル
を
造
る
な
ど
、
普
通
あ
ま

り
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
だ
が
、

震
災
を
機
に
そ
れ
を
続
け
て
い

る
の
で
あ
る
。
毎
年
ど
こ
か
の

醸
造
所
に
参
加
す
る
醸
造
所
皆

が
集
ま
っ
て
一
緒
に
独
創
的
な

ビ
ー
ル
を
醸
造
し
て
い
た
が
、

今
年
は
こ
の
新
型
コ
ロ
ナ
禍
で

集
ま
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た

た
め
に
、「
地
域
の
お
米
と
ホ
ッ

プ
を
使
用
し
た
ビ
ー
ル
を
提
供

す
る
こ
と
」を
条
件
と
し
て
、今

回
参
加
し
た
東
北
の
一
一
の
醸

造
所
が
そ
れ
ぞ
れ
特
別
な
ビ
ー

ル
を
醸
造
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。
そ
の
結
果
、
今
回
参
加
し

た
一
一
の
醸
造
所
そ
れ
ぞ
れ
が

力
の
入
っ
た
ビ
ー
ル
を
造
っ
て

く
れ
た
。
こ
れ
ら
の
ビ
ー
ル
は

仮
に
震
災
が
な
か
っ
た
と
し
た

ら
こ
の
世
に
は
存
在
し
な
か
っ

た
ビ
ー
ル
で
あ
る
。

　

震
災
か
ら
こ
の
方
、日
本
中
、

世
界
中
か
ら
様
々
な
支
援
を
い

た
だ
い
た
。
そ
の
お
蔭
で
一
〇

年
経
っ
た
今
も
こ
う
し
て
生
き

て
い
ら
れ
る
。一
〇
回
目
の
三
・

一
一
は
、
ま
ず
は
何
よ
り
も
そ

の
こ
と
に
感
謝
す
る
日
と
し
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

   
一
〇
回
目
の

            

三
・
一
一
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雪の日の参道 氷の観音様

しぶき氷

カケス

芽出度い

しぶき氷

East-iD

白鳥飛

シリーズ  遠野の自然

「遠野の啓蟄」
遠野 1000 景より

る
。

　

田
ん
ぼ
の
残
り
雪
も
、
日
差

し
の
せ
い
か
、
ど
こ
と
な
く
春

の
暖
か
さ
を
感
じ
さ
せ
る
。

　

植
物
の
芽
も
出
始
め
た
。
動

物
た
ち
の
活
動
も
活
発
化
し
て

い
く
。

　

昨
年
か
ら
今
年
に
か
け
て
、

国
中
が
「
四
季
で
は
な
い
冬
」

だ
っ
た
。

　

実
際
の
冬
か
ら
春
に
変
化
す

る
と
と
も
に
、
心
に
も
「
春
」

が
訪
れ
て
欲
し
い
と
願
う
。
そ

し
て
、
土
中
の
虫
が
這
い
出
す

よ
う
に
、
人
々
も
元
気
に
外
に

出
て
欲
し
い
も
の
だ
。

　

三
月
初
め
は
二
十
四
節
季
で

は
「
啓
蟄
」
で
あ
る
。

　

遠
野
の
二
月
末
ま
で
は
冬
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、
今
回
の
遠

野
の
写
真
は
、
ま
さ
に
、
厳
し

い
冬
の
季
節
が
終
わ
り
、
春
が

そ
こ
ま
で
来
て
い
る
こ
と
を
告

げ
る
経
過
を
辿
れ
る
よ
う
で
あ

る
。

　

と
は
い
え
、
例
年
の
よ
う
に
、

「
氷
筍
」
や
「
し
ぶ
き
氷
」
な

ど
を
見
な
い
と
冬
が
来
て
、
ま

た
冬
が
過
ぎ
て
い
く
こ
と
を
実

感
で
き
な
い
が
、
今
年
は
見
れ

て
よ
か
っ
た
。
こ
れ
で
し
っ
か

り
と
季
節
の
移
動
が
実
感
で
き
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「
蝦
夷
の
国
」
と
い
え
ば
、

東
北
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、

本
誌
上
で
は
そ
う
断
言
し
て
も

否
定
さ
れ
る
事
は
な
い
だ
ろ
う

し
、
事
実
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上

で
検
索
を
掛
け
て
も
そ
の
認
識

を
逸
脱
す
る
よ
う
な
記
事
は
見

ら
れ
な
い
よ
う
に
思
う
。

　

か
つ
て『
日
本
書
紀
』に「
東

の
夷ひ

な

の
中
に
日
高
見
国
あ
り
」、

『
古
事
記
』
に
「
東
夷
の
う
ち
、

蝦
夷
が
最
も
手
強
い
」
と
語
ら

れ
た
内
容
か
ら
は
、
こ
の
日
高

見
国
が
ど
の
よ
う
な
「
国
」
な

の
か
、
単
な
る
「
郷
」
の
集
ま

り
だ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
国

家
的
な
体
裁
を
整
え
た
も
の
だ

っ
た
の
か
は
明
ら
か
で
な
く
、

国
境
や
民
族
構
成
も
こ
と
ご
と

く
不
明
と
い
う
有
様
だ
。

　
「
蝦
夷
の
国
」
を
示
唆
す
る

文
献
は
決
し
て
少
な
く
な
く
、

前
記
に
あ
る
「
東
の
夷
」
と
は

東
海
・
中
部
・
北
陸
以
東
を
指

し
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
東
征
と

い
う
記
述
で
い
え
ば
、『
古
事

記
』
で
は
相
模
国
、『
日
本
書

紀
』
で
は
駿
河
国
に
賊
、
即
ち

蝦
夷
が
い
て
、
戦
い
が
繰
り
広

げ
ら
れ
た
と
い
う
話
に
な
っ
て

い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
在

の
静
岡
県
・
神
奈
川
県
の
人
々

が
自
ら
の
故
地
を
蝦
夷
の
国
と

呼
ん
で
誇
る
姿
と
い
う
の
は
ピ

ン
と
こ
な
い
。
無
論
、
関
東
の

人
々
の
、
関
西
・
近
畿
と
い
っ

た
西
国
の
人
々
や
歴
史
的
権
威

に
対
す
る
反
骨
は
、
東
国
と
し

て
討
伐
を
受
け
た
過
去
に
も
由

来
す
る
も
の
だ
ろ
う
が
、
東
国

の
人
々
に
と
っ
て
「
蝦
夷
」
と

い
う
名
称
は
あ
く
ま
で
東
北
に

向
け
た
も
の
で
あ
り
、
彼
ら
の

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
む
し
ろ

ず
っ
と
後
代
の
坂
東
武
者
と
し

て
の
、
つ
ま
り
中
世
以
降
の
武

家
政
権
の
時
代
に
立
脚
す
る
も

の
な
の
で
は
な
い
か
、
と
思
わ

れ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
考
え
る

と
、
東
国
と
言
わ
れ
た
地
の

人
々
は
蝦
夷
で
あ
っ
た
か
も
知

れ
ぬ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の

歴
史
と
事
績
が
明
確
に
残
っ
て

い
な
い
事
も
あ
っ
て
、
そ
れ
を

誇
れ
な
い
矛
盾
を
内
包
し
て
い

る
と
思
え
な
く
も
な
い
。

　

一
方
で
、
蝦
夷
と
し
て
の
長

い
抵
抗
の
歴
史
が
知
ら
れ
、
近

年
徐
々
に
見
直
さ
れ
て
き
た
だ

け
で
な
く
、
平
泉
藤
原
氏
が
構

築
し
た
奥
羽
一
円
の
独
自
政
権

―
こ
の
ほ
ぼ
独
立
的
な
準
国
家

と
も
い
う
べ
き
行
政
形
態
が
、

明
ら
か
に
そ
れ
以
前
の
蝦
夷
と

し
て
の
歴
史
に
深
く
根
ざ
し
、

そ
の
血
脈
を
強
く
意
識
し
た
も

の
で
あ
っ
た
事
が
認
め
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
東
北
は
、
日
本

で
唯
一
「
蝦
夷
の
国
」
を
堂
々

と
誇
る
事
が
で
き
る
地
域
で
あ

り
、
そ
の
事
こ
そ
が
東
北
の
多

く
の
人
々
が
気
づ
か
な
い
、
こ

の
地
の
強
み
で
あ
る
と
も
言
え

る
か
も
知
れ
な
い
と
私
は
考
え

て
い
る
の
で
あ
る
。

　

さ
て
最
近
、
そ
ん
な
東
北
関

連
の
古
代
史
に
纏
わ
る
、
あ
る

古
風
な
テ
ー
マ
が
復
活
し
た
か

の
よ
う
な
、
度
重
な
る
出
版
が

東
北
史
好
き
を
惹
き
つ
け
た
。

　

そ
の
テ
ー
マ
と
は
、
ズ
バ
リ

「
ア
イ
ヌ
語
地
名
」
で
あ
る
。

　

東
北
に
、
い
や
下
手
？
を
す

れ
ば
関
東
は
お
ろ
か
近
畿
や
四

国
に
ま
で
ア
イ
ヌ
語
で
解
釈
で

き
る
地
名
が
存
在
す
る
と
い
う

話
を
か
つ
て
聞
い
た
者
か
ら
す

れ
ば
、
何
だ
今
更
か
、
と
い
う

感
覚
か
も
知
れ
な
い
。
東
北
に

お
け
る
蝦
夷
の
問
題
と
切
っ
て

も
切
れ
な
い
深
い
関
係
が
あ
る

の
が
、
北
海
道
ア
イ
ヌ
の
存
在
。

　

蝦
夷
が
見
直
さ
れ
る
、
云
わ

ば
「
復
権
」
の
動
き
は
ア
イ
ヌ

民
族
の
復
権
の
そ
れ
と
も
常
に

連
動
し
て
き
た
の
だ
が
、
今
回
、

こ
の
所
謂
ア
イ
ヌ
語
地
名
論
争

に
終
止
符
を
打
た
ん
が
如
き
書

が
立
て
続
け
に
登
場
し
た
の
だ

・
・
と
は
言
っ
て
も
、
そ
の
著

者
は
た
だ
一
人
。
四
国
の
漂
泊

民
・
サ
ン
カ
の
研
究
で
知
ら
れ

る
民
俗
研
究
家
・
筒
井
功
が
世

に
問
う
た
そ
の
書
は
『
ア
イ
ヌ

語
地
名
と
日
本
列
島
人
が
来
た

道
』（
２
０
１
７
）
お
よ
び
『
ア

イ
ヌ
語
地
名
の
南
限
を
探
る
』

（
２
０
２
０
）
の
二
冊
、
内
容

は
ほ
ぼ
同
様
と
言
っ
て
良
い
も

の
で
あ
る
。

　

両
書
は
東
北
始
め
日
本
本
土

に
お
け
る
ア
イ
ヌ
語
研
究
の
第

一
人
者
で
あ
っ
た
故
・
山
田
秀

三
氏
同
様
の
徹
底
し
た
現
地
調

査
主
義
の
下
、
執
筆
さ
れ
た
。

　

現
在
の
と
こ
ろ
、
他
に
対
抗

論
者
が
見
当
た
ら
ぬ
故
に
最
新

に
し
て
最
有
力
と
目
さ
れ
る
ア

イ
ヌ
語
地
名
論
だ
が
、
二
点
で

興
味
深
い
展
開
が
見
ら
れ
た
。

　

一
つ
は
、
ア
イ
ヌ
語
地
名
は

北
陸
や
中
部
、
関
東
に
は
全
く

存
在
せ
ず
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
南

東
北
に
す
ら
ほ
と
ん
ど
な
く
、

宮
城
県
北
部
か
ら
北
東
北
三
県

に
ほ
ぼ
限
ら
れ
る
、
と
い
う
研

究
成
果
。
二
つ
は
、
そ
の
背
景

に
古
代
に
お
け
る
あ
る
一
定
の

長
い
時
期
に
現
在
の
北
海
道
か

ら
の
「
ア
イ
ヌ
系
種
族
」
の
、

北
東
北
へ
の
移
住
と
南
下
と
い

う
所
謂
民
族
大
移
動
が
あ
っ
た
、

と
す
る
主
張
で
あ
る
。

　

ア
イ
ヌ
語
地
名
が
北
東
北
三

県
に
特
に
集
中
し
て
い
る
事
は

研
究
当
初
か
ら
認
識
さ
れ
て
い

る
事
で
あ
っ
た
が
、
ア
イ
ヌ
民

族
（
正
確
に
は
、
後
代
の
ア
イ

ヌ
民
族
に
連
な
る
人
々
）
の
東

北
の
南
下
と
い
う
視
点
は
比
較

的
新
し
い
も
の
で
あ
る
。
江
戸

・
明
治
以
来
長
く
支
配
的
で
あ

っ
た
、
蝦
夷
＝
ア
イ
ヌ
説
が
戦

後
覆
り
、
蝦
夷
＝
日
本
人
説
が

主
流
に
な
っ
て
、
二
十
一
世
紀

の
今
、
故
・
工
藤
雅
樹
氏
始
め

広
く
主
張
し
た
「
ど
ち
ら
と
も

言
え
な
い
」
ア
イ
ヌ
・
大
和
両

民
族
の
成
立
過
程
で
あ
っ
た
と

す
る
論
調
に
落
ち
着
い
て
き
た

か
と
思
い
き
や
、
こ
こ
に
来
て

あ
ら
た
め
て
堂
々
た
る
「
蝦
夷

＝
ア
イ
ヌ
」
宣
言
の
復
活
か
、

と
い
う
様
相
で
あ
る
。
本
稿
で

は
、
未
だ
決
着
の
着
か
な
い
東

北
の
「
民
族
問
題
」、
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
の
在
り
処
で
あ
る

基
層
の
正
体
に
迫
る
べ
く
、
ア

イ
ヌ
語
地
名
の
「
南
限
線
」
と

蝦
夷
の
謎
に
フ
ォ
ー
カ
ス
し
て

み
た
い
。

　
　
　
　
　

＊

　

両
著
に
お
い
て
ま
ず
私
が
注

目
し
た
点
は
、
我
が
地
元
で
も

あ
る
日
本
海
側
で
の
研
究
成
果

で
あ
る
。
現
在
の
秋
田
県
・
山

形
県
境
に
当
た
る
鳥
海
山
や
背

後
の
山
地
を
境
に
、
長お

さ
な
い内

、

毛け
ま
な
い

馬
内
、
笑

お
か
し
な
い内

な
ど
、
小
川
を

意
味
す
る
「
ナ
イ
」
が
付
く
も

の
の
他
、
ア
イ
ヌ
語
に
特
徴
的

な
地
名
が
不
思
議
な
程
に
ぱ
っ

た
り
と
消
え
て
し
ま
う
、
と
い

う
の
だ
。
確
か
に
、
そ
の
通
り

な
の
だ
ろ
う
。
庄
内
地
方
に
ア

イ
ヌ
語
的
地
名
な
ど
、
現
地
人

で
あ
る
筆
者
自
身
も
あ
ま
り
記

憶
が
な
い
。
庄
内
と
い
う
地
域

名
自
体
を
「
ソ
・
ナ
イ
（
滝
・

川
―
急
流
最
上
川
か
ら
）」
と

い
う
ア
イ
ヌ
語
由
来
で
解
釈
す

る
研
究
者
も
あ
る
が
、
定
説
と

し
て
は
平
安
期
か
ら
栄
え
た
大

荘
園
・
大
泉
荘
を
そ
の
由
来
と

す
る
説
が
圧
倒
的
主
流
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
し
て
も
、
一
体
こ
の

地
域
に
何
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う

か
？
鳥
海
山
を
何
ら
か
の
目
印

と
し
て
、
こ
こ
よ
り
南
へ
は
異

文
化
・
異
民
族
が
踏
み
こ
む
ま

い
、
踏
み
込
ま
せ
ま
い
、
と
す

る
取
り
決
め
か
何
か
が
両
地
域

に
あ
っ
た
と
で
も
言
う
の
か
。

　

更
に
わ
か
ら
な
い
の
は
、
念

珠
関
（
鼠
ヶ
関
）・
白
河
関
・

勿
来
関
の
所
謂
古
代
に
設
け
ら

れ
た
奥
羽
三
関
の
存
在
で
あ
る
。

　

こ
ち
ら
は
よ
く
知
ら
れ
る
よ

う
に
山
形
と
新
潟
の
県
境
、
福

島
と
栃
木
・
茨
城
県
境
に
置
か

れ
、
現
在
の
東
北
と
い
う
領
域

を
ほ
ぼ
完
全
に
一
般
に
認
識
さ

せ
る
大
き
な
指
標
に
も
な
っ
て

い
る
が
、
両
書
の
主
張
す
る
ア

イ
ヌ
語
地
名
の
南
限
線
よ
り
も

こ
れ
ら
は
遥
か
南
に
位
置
す
る
。

　

著
者
は
蝦
夷
の
主
体
は
ア
イ

ヌ
系
で
あ
る
、
と
し
な
が
ら
も

こ
の
点
に
お
い
て
は
蝦
夷
と
呼

ば
れ
た
人
々
が
必
ず
し
も
ア
イ

ヌ
系
種
族
だ
け
を
指
す
も
の
で

は
な
か
っ
た
と
す
る
「
蝦
夷
＝

政
治
的
概
念
」
説
に
譲
っ
た
形

で
説
明
し
て
い
る
。

　

素
朴
な
疑
問
と
し
て
、「
東

の
夷
の
中
の
最
も
手
強
い
蝦

夷
」
と
言
わ
れ
た
の
が
ア
イ
ヌ

系
種
族
と
し
て
、
彼
ら
は
ア
イ

ヌ
で
あ
っ
た
が
故
に
強
か
っ
た

の
か
、
そ
れ
と
も
他
種
族
と
の

混
交
が
あ
っ
て
強
く
な
っ
た
の

か
、
と
い
う
事
が
あ
る
。
ア
イ

ヌ
は
所
謂
「
縄
文
人
」
と
共
通

す
る
身
体
的
特
徴
が
あ
る
と
さ

れ
る
が
、
こ
の
縄
文
人
は
周
知

の
よ
う
に
東
北
の
み
な
ら
ず
関

東
、
中
部
、
北
陸
、
ど
こ
ろ
か

日
本
列
島
全
土
に
住
ん
で
い
た
。

と
こ
ろ
が
、
本
書
で
は
東
北
に

は
先
住
民
と
し
て
後
の
日
本
語

に
連
な
る
言
語
を
用
い
る
人
々

が
お
り
、
縄
文
晩
期
か
ら
の
寒

冷
化
に
よ
る
彼
ら
の
南
へ
の
移

住
に
よ
り
人
口
が
減
少
し
た
東

北
に
、
現
在
の
北
海
道
に
当
た

る
島
か
ら
ア
イ
ヌ
系
種
族
が
南

下
し
て
住
み
始
め
た
と
主
張
し

て
お
り
、
か
な
り
や
や
こ
し
い

事
に
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
。

　

で
は
ア
イ
ヌ
に
似
て
い
た
縄

文
人
は
、
い
つ
ど
こ
へ
消
え
た

の
か
？
ア
イ
ヌ
と
、
縄
文
人
と

の
連
続
性
は
、
ア
イ
ヌ
語
地
名

が
東
北
北
部
に
限
定
さ
れ
て
い

る
事
実
と
完
全
に
矛
盾
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
秋
田
・
山
形
県
境
よ

り
北
に
は
ア
イ
ヌ
系
種
族
が
多

く
住
み
、
南
側
に
は
ほ
と
ん
ど

住
ん
で
い
な
か
っ
た
と
い
う
話

が
真
実
だ
と
す
る
と
、
秋
田
県

人
と
山
形
県
人
は
遺
伝
学
的
に

か
な
り
違
わ
な
け
れ
ば
お
か
し

い
事
に
な
る
。
秋
田
・
岩
手
以

北
の
ア
イ
ヌ
系
種
族
が
北
海
道

へ
退
却
し
た
り
、
朝
廷
側
に
よ

っ
て
西
国
諸
国
へ
強
制
移
住
さ

せ
ら
れ
た
り
し
て
ほ
と
ん
ど
い

な
く
な
っ
た
と
い
う
話
な
ら
ば

わ
か
る
が
、
そ
う
い
う
訳
で
は

な
く
ア
イ
ヌ
系
種
族
は
現
地
で

和
人
に
同
化
し
た
、
と
し
て
い

る
の
だ
か
ら
余
計
問
題
で
あ
る
。

　

更
な
る
疑
問
は
、
山
形
県
内

に
も
確
か
に
存
在
す
る
ア
イ
ヌ

語
地
名
を
全
く
無
視
す
る
よ
う

に
「
皆
無
で
あ
る
」
と
断
じ
る

強
引
さ
で
あ
る
。
山
形
県
内
で

何
と
い
っ
て
も
有
名
な
の
は
、

広
域
名
で
あ
る
「
置お

き
た
ま賜
」
で
あ

り
、
こ
れ
は
ア
イ
ヌ
語
の
「
優

嗜
曇
（
う
き
た
む
）」
が
変
化

し
た
も
の
と
思
わ
れ
、
日
本
書

紀
に
「
陸
奥
国
優
嗜
曇
郡
の
城

養
の
蝦
夷
」
で
あ
る

「
脂し

り

こ

の

お

ま

ろ

利
古
男
麻
呂
」
が
仏
門
に

入
り
た
い
と
願
い
出
た
記
録
が

あ
る
。

　

も
う
一
つ
の
例
は
、
現
在
は

残
っ
て
い
な
い
が
、
確
か
に
存

在
し
た
地
名
で
あ
る

「
都つ

き

さ

ら

岐
沙
羅
」
柵
で
あ
る
。
こ

れ
は
現
在
の
新
潟
県
中
部
・
北

部
の
柵
に
続
い
て
朝
廷
が
設
置

し
た
対
蝦
夷
用
の
軍
事
施
設

で
、
山
形
県
の
海
岸
側
の
何
処

か
に
置
か
れ
た
可
能
性
が
濃
厚

で
あ
る
。
問
題
は
そ
れ
が
厳
密

に
ど
こ
な
の
か
と
い
う
よ
り
も
、

存
在
し
た
地
名
が
消
さ
れ
て
い

る
、
と
い
う
一
点
に
あ
る
。
何

故
、
消
さ
れ
た
の
か
。
所
謂
大

和
語
で
は
な
い
、
蝦
夷
語
地
名

だ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
か
。
そ
の

理
由
は
記
録
に
な
く
、
全
く
不

明
で
あ
る
。

　

し
か
し
こ
の
一
つ
の
地
名
が

消
さ
れ
た
事
実
は
、
お
そ
ら
く

こ
の
例
が
一
つ
で
は
な
く
、
周

辺
の
地
名
に
も
同
様
の
動
き
が

あ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
推
測

を
容
易
に
引
き
出
せ
よ
う
。
つ

ま
り
、
山
形
県
の
庄
内
地
方
に

も
ア
イ
ヌ
語
地
名
は
数
多
く
あ

っ
た
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
大

和
語
地
名
に
置
き
換
わ
っ
た
可

能
性
が
高
い
、
と
い
う
事
だ
。

　

そ
し
て
そ
う
い
う
中
に
あ
っ

て
も
後
代
に
ま
で
残
っ
た
置
賜

や
福
島
県
の
圧
樫
山
（
阿
津
賀

志
山
）
な
ど
の
数
少
な
い
ア
イ

ヌ
語
由
来
と
思
わ
れ
る
地
名
は
、

何
か
特
別
な
計
ら
い
や
、
働
き

か
け
が
あ
っ
て
そ
こ
に
あ
る
の

で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ
る
の

で
あ
る
。
例
え
ば
、
蝦
夷
た
ち

の
何
ら
か
の
努
力
に
よ
っ
て

モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
的
に
遺
さ
れ

た
地
名
で
あ
る
、
と
い
う
仮
説

も
可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　

＊

　

蝦
夷
＝
ア
イ
ヌ
説
は
今
、
俄

か
に
息
を
吹
き
返
し
、
ま
た
も

私
た
ち
の
内
に
燃
え
る
イ
メ

ー
ジ
を
塗
り
替
え
よ
う
と
し

て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
し

か
し
、
か
の
阿あ

て

る

い

弖
流
為
始
め
と

す
る
奥
羽
の
蝦
夷
が
馬
と
鉄

を
駆
使
し
、
騎
射
を
得
意
と
し

て
そ
の
技
術
が
後
に
坂
東
武

者
に
伝
わ
っ
た
な
ど
の
話
を

思
い
出
す
と
、
そ
の
特
徴
が
北

海
道
の
ア
イ
ヌ
に
全
く
継
承

さ
れ
な
か
っ
た
事
が
不
思
議

で
、
や
は
り
単
純
な
図
式
に

は
、
蝦
夷
は
嵌
ま
っ
て
く
れ
な

い
な
・
・
と
い
う
想
い
を
強
く

す
る
の
で
あ
る
。

　

東
北
に
お
け
る
蝦
夷
の
謎

は
、
尽
き
る
事
が
な
い
ど
こ
ろ

か
、
研
究
が
重
ね
ら
れ
る
毎
に

ま
す
ま
す
深
ま
る
ば
か
り
の

よ
う
に
す
ら
思
え
る
。
私
も
ま

た
、「
ア
イ
ヌ
語
地
名
の
南
限

線
」
の
す
ぐ
南
に
生
ま
れ
た
蝦

夷
の
一
人
と
し
て
、
こ
の
謎
に

生
涯
向
き
合
っ
て
い
き
た
い

の
で
あ
る
。

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
。

む
し
ろ
『
ア
イ
ヌ
語
地
名
の
南
限

線
』
よ
り
南
の
蝦
夷
の
国
の
事

『アイヌ語地名と日本列島人が
来た道』2017年
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新
型
コ
ロ
ナ
禍
に
対
す
る
有

効
な
施
策
が
一
年
経
っ
て
も
な

か
な
か
見
い
だ
せ
な
い
状
況
下
、

原
則
と
し
て
不
要
不
急
の
外
出

を
控
え
ろ
、
会
社
に
は
行
か
ず

に
テ
レ
ワ
ー
ク
で
対
応
し
ろ
、

夜
の
飲
酒
は
厳
禁
だ
、
昼
で
も

不
要
不
急
の
用
事
が
な
け
れ
ば

出
歩
く
な
と
い
う
よ
う
な
「
自

粛
」ば
か
り
求
め
ら
れ
て
、多
く

の
国
民
の
不
満
が
く
す
ぶ
っ
て

い
る
の
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。

　

経
済
に
与
え
る
影
響
も
大
き

く
、
飲
食
業
や
観
光
業
は
特
に

痛
手
が
大
き
い
。

　

今
は
、
国
の
支
援
制
度
で
何

と
か
食
い
つ
な
い
で
い
る
が
、

こ
の
春
す
ぎ
か
ら
、
い
よ
い
よ

会
社
存
続
に
赤
信
号
が
点
灯
す

る
企
業
が
続
出
す
る
だ
ろ
う
。

そ
う
し
た
な
か
、こ
の
と
こ
ろ
、

政
府
の
新
型
コ
ロ
ナ
対
策
に
関

し
て
、
全
国
知
事
会
や
個
々
の

知
事
た
ち
か
ら
、
不
満
や
反
対

が
表
明
さ
れ
た
り
、
あ
る
い
は

政
府
と
は
異
な
る
施
策
が
打
ち

出
さ
れ
た
り
す
る
ケ
ー
ス
が
続

出
し
て
い
る
。

　

一
番
の
話
題
と
な
っ
た
の
は
、

島
根
県
知
事
の
東
京
オ
リ
ン
ピ

ッ
ク
聖
火
リ
レ
ー
の
中
止
検
討

表
明
で
あ
っ
た
。

　

大
会
前
イ
ベ
ン
ト
に
過
ぎ
な

い
リ
レ
ー
に
七
千
二
百
万
円
の

県
予
算
を
つ
ぎ
込
む
よ
り
新
型

コ
ロ
ナ
対
策
に
全
力
を
尽
く
す

べ
き
で
は
な
い
か
と
の
正
論
に

賛
意
の
声
が
多
数
寄
せ
ら
れ
た
。

さ
ら
に
、
こ
の
意
見
表
明
に
対

し
、
島
根
選
出
の
国
会
議
員
が

高
飛
車
な
発
言
を
し
て
、
さ
ら

に
火
に
油
を
注
ぐ
結
果
と
な
っ

た
。

　

政
府
は
全
国
一
律
の
施
策
を

押
し
付
け
よ
う
と
す
る
し
、
他

方
、
各
県
は
県
民
に
よ
り
近
い

こ
と
も
あ
り
、
県
の
実
情
に
合

わ
せ
た
施
策
を
採
用
し
よ
う
と

し
て
、
施
策
や
方
針
が
一
致
し

な
い
。

　

政
府
も
思
い
切
っ
て
「
各
県

の
自
主
性
」
を
認
め
れ
ば
い
い

も
の
を
、
相
変
わ
ら
ず
の
全
国

一
律
の
方
針
を
変
え
よ
う
と
し

な
い
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、

も
う
限
界
で
あ
ろ
う
。

　

そ
れ
ぞ
れ
の
権
限
と
責
任
範

囲
を
明
確
に
し
て
、
県
に
任
せ

る
べ
き
は
任
せ
、
国
の
す
べ
き

こ
と
の
輪
郭
を
明
確
に
す
る
時

期
が
到
来
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　

＊

　

話
は
変
わ
る
が
、最
近
、入
省

し
た
ば
か
り
の
若
手
官
僚
が
ど

ん
ど
ん
辞
め
て
い
る
と
い
う
。

い
ま
の
硬
直
し
た
官
僚
制
度
に

嫌
気
が
さ
し
た
た
め
だ
ろ
う
か
。

　

そ
れ
と
、
中
堅
ど
こ
ろ
の
官

僚
が
知
事
選
挙
に
出
て
く
る
現

象
も
よ
く
目
に
す
る
よ
う
に
な

っ
た
。

　

国
会
議
員
を
目
指
す
よ
り
知

事
の
方
が
し
が
ら
み
が
少
な
く
、

思
う
存
分
働
け
る
と
い
う
こ
と

な
の
だ
ろ
う
か
。

　

そ
う
で
あ
れ
ば
、
地
方
自
治

は
ま
す
ま
す
強
化
さ
れ
て
い
く

こ
と
で
喜
ば
し
い
こ
と
だ
。

　

筆
者
と
し
て
は
、
い
つ
の
間

に
か
立
ち
消
え
と
な
っ
た
「
道

州
制
」
が
別
の
形
を
と
っ
て
出

現
す
る
の
か
と
秘
か
に
期
待
を

寄
せ
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
先
進
国
の
中
で
も

珍
し
い
、
何
で
も
中
央
で
決
め

る
と
い
う
や
り
方
を
大
き
く
変

え
て
欲
し
い
と
願
っ
て
い
る
。

全国知事会（会長・飯泉嘉門徳島県知事）
２月２７日、新型コロナウイルス対策についてテレビ

会議を開き、政府への提言をまとめた。政府が関西・

東海・福岡の６府県を対象に緊急事態宣言を今月末で

解除すると決めたことに関し、解除後の感染再拡大を

防ぐため、モニタリングのためのＰＣＲ検査の支援な

どを要請。人の移動が増える年度末や年度初めの時期

の対策も検討するよう求めた。ワクチン接種をめぐっ

ては、いつまでに国民の何割に対して接種を目指すの

かを明示するよう主張。自治体への財政支援なども働

き掛けた。

岡山県知事・伊原木隆太氏
2 月 27日、新型コロナウイルス対策に関し、地域

によって政府からの支援差が大きいとして疑問を呈し

た。「（感染対策を）頑張れば頑張るほど支援が少なく

なるのでは切ない。地域によって差が大きすぎるので

はないか」と指摘した。「事業者からすれば死活問題

だ。」とも発言。

和歌山県知事・仁坂吉伸氏
昨年5月、「国には感染症対策の専門家がいるはずな

のに、専門知識のない政治家でも考えつきそうな自粛

ばかりが報じられている」と指摘。ただひたすら自粛

の協力を仰ぐばかりの政府や大都市に、「私も思わず

うらみ節をいいたくなるのです」と不満をもらした。

投稿の最後には「行政当局が行うべき感染症対策の面

で成功させ、それを補完するものとして住民に自粛の

不自由さを耐えしのんでもらえるのではないか」と説

いた。国民の自粛と政府の適切な対策が両輪となるべ

きと述べた。

島根県知事・丸山達也氏
知事は２月１７日、政府や東京都の新型コロナへの対

策に不満を訴え、５月に県内１４市町村を通る聖火リ

レーの中止検討を表明。大会前イベントに過ぎないリ

レーに7200万円の県予算をつぎ込むよりも新型コ

ロナ対策に全力を尽くすべきではないかと。また、政

府や東京都の新型コロナウイルス感染症への対応につ

いて「今のところ改善の兆しはない」として、解決に

向け関係省庁や地元選出の国会議員に要望書を提出す

る考えを示した。

茨城県知事・大井川和彦氏
茨城県は 2月 22日、新型コロナウイルスの感染拡

大に伴う県独自の緊急事態宣言について、23日付で

解除すると発表した。先月18日に発令し、28日ま

で延長していたが、新規の陽性者数や入院患者数が

基準を下回り、市中感染の可能性が低いとして、前

倒しで解除した。県全域に出されていた不要不急の

外出自粛要請や飲食店への時短営業の要請が終了す

る。大井川和彦知事は「経済への大きな影響を考慮

した」と説明。


