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お
さ
ら
に
注
目
を
集
め
て
い
た
。

そ
し
て
、
双
方
と
も
巨
大
企
業

で
あ
る
。
一
度
で
も
大
々
的
に
、

し
か
も
合
同
で
発
表
し
た
計
画

を
「
白
紙
」
に
戻
す
な
ど
誰
も

考
え
も
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
あ
り
え
な
い
こ
と
が
起
き

て
し
ま
っ
た
の
だ
。

台
湾
Ｐ
Ｓ
Ｍ
Ｃ
と
日
本
側
パ

ー
ト
ナ
―
の
Ｓ
Ｂ
Ｉ
ホ
ー
ル

デ
ィ
ン
グ
ス
双
方
の
言
い
分

　

双
方
の
言
い
分
も
、
こ
れ
が

巨
大
企
業
同
士
な
の
か
と
あ
き

れ
る
よ
う
な
内
容
で
あ
る
。

　

台
湾
Ｐ
Ｓ
Ｍ
Ｃ
側
は
、「
日

本
国
内
で
の
半
導
体
製
造
事
業

に
つ
い
て
対
応
を
し
て
い
く
こ

と
が
Ｐ
Ｓ
Ｍ
Ｃ
と
し
て
困
難
に

な
っ
た
た
め
、
計
画
を
見
送

り
た
い
」
と
か
、「
日
本
の
補

助
金
の
交
付
を
受
け
る
た
め
に

は
10
年
以
上
に
わ
た
る
長
期
的

も
い
う
べ
き
ニ
ュ
ー
ス
だ
っ
た
。

　

当
新
聞
で
も
、
熊
本
や
北
海

道
に
多
少
遅
れ
を
と
っ
た
が
、

い
よ
い
よ
東
北
も
先
端
半
導
体

開
発
と
製
造
を
中
心
と
し
た

「
先
端
半
導
体
ク
ラ
ス
タ
ー
基

地
形
成
」
に
よ
う
や
く
名
乗
り

を
あ
げ
た
と
の
記
事
を
何
度
か

掲
載
し
た
ば
か
り
で
あ
っ
た
。

　

い
ま
や
、
世
界
各
地
で
の
先

前
代
未
聞
！
台
湾
半
導

体
企
業
の
宮
城
進
出
ド

タ
キ
ャ
ン
劇
発
生

　

先
月
二
十
七
日
、
宮
城
県
に

建
設
を
予
定
し
て
い
た
台
湾
の

先
端
半
導
体
企
業
に
よ
る
生
産

工
場
計
画
を
白
紙
に
戻
す
と
い

う
発
表
が
あ
っ
た
。
ま
さ
に
前

代
未
聞
、
青
天
の
へ
き
れ
き
と

前代未聞！台湾半導体の宮城進出ドタキャン劇
9000億円の宮城工場建設プロジェクト白紙に！
発表前にちゃんと契約した？誠にお粗末すぎ！

端
半
導
体
を
め
ぐ
る
競
争
は
激

化
し
て
お
り
、
ア
メ
リ
カ
も
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
も
、
こ
の
日
本
で
も
、

先
端
半
導
体
生
産
工
場
建
設
計

画
が
発
表
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ

て
も
、
一
度
打
ち
上
げ
た
計
画

を
「
白
紙
」
に
戻
す
な
ど
、
聞

い
た
こ
と
も
な
い
。

　

こ
の
唐
突
な
ニ
ュ
ー
ス
の
内

情
に
触
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

が
、
内
情
を
知
る
と
さ
ら
に
面

食
ら
う
ば
か
り
で
あ
る
。

　

こ
の
先
端
半
導
体
生
産
工
場

建
設
計
画
を
主
と
し
て
推
進
し

て
き
た
の
は
世
界
的
な
企
業
の

二
社
だ
が
、
双
方
の
言
い
分
は

真
っ
向
か
ら
対
立
し
て
、
ま
っ

た
く
か
み
合
わ
な
い
の
だ
。

　

一
方
は
、
半
導
体
フ
ァ
ウ
ン

ド
リ
ー
分
野
で
は
世
界
八
位
の

台
湾
Ｐ
Ｓ
Ｍ
Ｃ
で
あ
り
、
他
方

は
、
日
本
の
金
融
業
界
か
ら
Ｉ

Ｔ
業
界
に
ま
で
進
出
し
よ
う
と

い
う
日
本
側
パ
ー
ト
ナ
―
の
Ｓ

Ｂ
Ｉ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
に
よ

る
提
携
で
あ
る
か
ら
、
も
ち
ろ

ん
世
界
的
に
注
目
さ
れ
た
の
は

当
然
で
あ
る
。

　

ま
し
て
や
、
日
本
が
特
に
力

を
入
れ
て
い
る
先
端
半
導
体
生

産
工
場
建
設
で
あ
る
た
め
、
な

宮城県生まれ、71 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】

な
操
業
が
求
め
ら
れ
る
が
、
Ｐ

Ｓ
Ｍ
Ｃ
が
工
場
の
運
営
に
関
わ

り
長
期
的
な
保
証
を
し
た
場
合
、

台
湾
の
法
律
に
違
反
す
る
こ
と

に
な
る
」
と
い
う
趣
旨
の
釈
明

を
し
た
と
い
う
。（
Ｆ
Ｎ
Ｎ
プ

ラ
イ
ム
オ
ン
ラ
イ
ン
記
事
よ

り
）

　

ま
た
、
当
記
事
に
よ
れ
ば
、

「
Ｐ
Ｓ
Ｍ
Ｃ
と
し
て
は
工
場
の

建
設
、
技
術
移
転
、
人
材
訓
練
、

運
営
の
協
力
ま
で
を
考
え
て
い

て
、
あ
く
ま
で
運
営
に
主
体
的

に
関
わ
る
予
定
は
な
か
っ
た
と

い
う
こ
と
だ
。」
と
の
こ
と
で

あ
る
。　

　

白
紙
撤
回
の
言
い
訳
に
も
な

ら
な
い
言
い
訳
で
あ
る
。

　
「
工
場
の
建
設
、
技
術
移
転
、

人
材
訓
練
、
運
営
の
協
力
」
を

数
年
以
内
で
行
い
、
あ
と
は
日

本
に
任
せ
る
と
い
う
の
で
あ
る

が
、
そ
ん
な
に
簡
単
な
技
術
移

ケ
ー
ス
は
初
め
て
。
あ
ま
り
に

も
不
誠
実
な
会
社
」
と
痛
烈
に

批
判
し
た
。

　

そ
こ
ま
で
言
う
の
で
あ
れ
ば
、

な
ぜ
契
約
書
に
そ
れ
ら
を
き
ち

ん
と
記
載
し
な
か
っ
た
の
だ
ろ

う
？
ま
た
、
契
約
記
載
事
項
を

守
れ
な
か
っ
た
場
合
の
ペ
ナ
ル

テ
ィ
ー
条
項
は
な
か
っ
た
の
か

と
問
い
た
い
。

　

ペ
ナ
ル
テ
ィ
ー
条
項
が
あ
れ

ば
、
一
方
的
に
契
約
を
破
棄
す

れ
ば
、
破
棄
さ
れ
た
側
の
被
害

は
最
小
限
で
済
む
。

　

ま
た
、
契
約
書
に
上
記
の
事

項
を
記
載
で
き
な
い
の
で
あ
れ

ば
、
そ
も
そ
も
契
約
自
体
が
当

初
か
ら
あ
や
ふ
や
な
も
の
で
あ

り
、
事
態
が
悪
化
し
て
も
仕
方

な
い
の
で
は
な
い
か
？

　

そ
れ
以
前
に
、
こ
う
し
た
先

端
半
導
体
の
生
産
提
携
に
関
す

る
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
を
な

転
な
ら
ば
、
世
界
の
ど
の
企
業

も
先
端
半
導
体
の
生
産
が
可
能

だ
ろ
う
が
、
そ
う
な
っ
て
い
な

い
の
だ
か
ら
、
10
年
以
上
の
関

与
は
不
可
避
だ
ろ
う
と
誰
も
が

思
う
。

　

も
う
一
方
の
Ｓ
Ｂ
Ｉ
ホ
ー
ル

デ
ィ
ン
グ
ス
側
は
、
こ
の
記
事

に
よ
れ
ば
、「
し
っ
か
り
と
コ

ミ
ッ
ト
し
て
ジ
ョ
イ
ン
ト
ベ
ン

チ
ャ
ー
（
合
弁
企
業
）
と
し
て

や
っ
て
い
た
だ
け
る
と
い
う
考

え
を
持
っ
て
い
た
」
と
県
に
説

明
し
た
。
さ
ら
に
、
Ｓ
Ｂ
Ｉ
ホ

ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
の
北
尾
会
長

は
自
身
の
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
「
私
共
は

日
本
政
府
か
ら
の
補
助
金
交
付

の
条
件
に
つ
い
て
も
先
方
に
詳

細
な
説
明
を
尽
く
し
た
」
と
経

緯
を
説
明
し
、「
た
く
さ
ん
譲

歩
し
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
ほ
ぼ

一
方
的
と
も
言
え
る
形
で
解
消

に
向
か
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た

記者会見する村井宮城県知事・・日テレNEWS　
2024.10.9より

『白紙に至る経過』・・日経新聞2024.9.30より
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こ
の
「
白
紙
撤
回
」
で
被
害

を
被
っ
た
の
は
、
前
記
の
二
社

だ
け
は
な
い
。

　
『
富
県
宮
城
』
を
掲
げ
県
内

総
生
産
十
兆
円
を
目
指
し
て
い

た
宮
城
県
の
村
井
知
事
は
、
大

台
に
乗
せ
る
矢
先
の
撤
退
に
失

意
を
隠
せ
な
い
よ
う
だ
。

　

ま
た
、
村
井
知
事
は
Ｐ
Ｓ
Ｍ

Ｃ
の
誘
致
に
自
分
が
一
定
の
役

割
を
果
た
し
た
と
誇
ら
し
げ
に

語
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
も
見
事

に
ひ
っ
く
り
返
さ
れ
た
。

　

Ｓ
Ｂ
Ｉ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス

が
、
半
導
体
工
場
の
新
設
に
向

け
て
Ｐ
Ｓ
Ｍ
Ｃ
と
基
本
合
意
し

回
の
計
画
の
白
紙
化
で
「
無
駄

に
な
っ
た
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な

い
」
と
し
た
。

　
「
代
わ
り
」
が
見
つ
か
れ
ば
、

受
け
入
れ
は
ス
ム
ー
ズ
に
い
く

と
い
う
こ
と
だ
。

　

た
だ
し
、
Ｐ
Ｓ
Ｍ
Ｃ
の
技
術

者
ら
を
台
湾
か
ら
受
け
入
れ
る

た
め
に
予
定
し
て
い
た
予
算
約

7
七
千
二
百
万
円
は
ま
だ
執
行

し
て
い
な
い
よ
う
で
、
今
後
、

扱
い
を
検
討
す
る
と
い
う
こ
と

な
の
で
、
逆
に
見
れ
ば
、
資
金

的
に
も
多
少
余
裕
が
あ
る
の
は

心
強
い
。

　

会
見
で
「
時
計
の
針
を
戻
す

ぜ
最
初
か
ら
配
置
し
て
交
渉
に

あ
た
ら
せ
な
か
っ
た
の
か
と
問

い
た
い
。
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ

ル
が
い
れ
ば
、
こ
う
し
た
ケ
ア

レ
ス
ミ
ス
は
防
げ
た
と
思
う
の

は
筆
者
だ
け
で
は
な
い
は
ず
だ
。

そ
う
し
た
対
策
の
不
備
が
、
ま

こ
と
に
お
粗
末
極
ま
り
な
い
結

果
と
し
て
残
っ
た
。

ば
せ
て
か
ら
、
最
終
的
に
「
ド

ス
ン
」
は
一
番
タ
チ
が
悪
い
。

　

国
の
担
当
機
関
も
さ
ぞ
や
が

っ
か
り
し
た
で
あ
ろ
う
。

　

そ
し
て
、
宮
城
県
民
も
オ
ー

ル
東
北
も
、
東
北
大
学
も
さ
ぞ

や
が
っ
か
り
し
た
こ
と
だ
ろ
う
。

　

ま
こ
と
に
罪
作
り
な
事
件
で

あ
っ
た
。

「
東
北
先
端
半
導
体
ク
ラ

ス
タ
ー
基
地
形
成
」の
夢

は
完
全
に
消
え
た
か
？

　

今
回
の
事
件
は
多
く
の
関
係

者
を
非
常
に
が
っ
か
り
さ
せ
る

事
件
で
あ
っ
た
が
、
も
う
立
ち

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
双
方
と

も
に
、「
世
界
的
な
信
用
」
は

大
き
く
棄
損
し
た
の
は
確
実
で

あ
ろ
う
。

被
害
者
は
宮
城
県
、
進

出
先
の
大
衡
村
、
国
の

担
当
機
関
、
そ
れ
に
期

待
し
た
全
東
北

上
が
れ
な
い
ほ
ど
か
と
い
え
ば

そ
う
で
も
な
い
と
思
う
。

　

ま
だ
、「
東
北
先
端
半
導
体

ク
ラ
ス
タ
ー
基
地
形
成
」
の
夢

は
完
全
に
は
消
え
て
い
な
い
。

①
Ｓ
Ｂ
Ｉ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス

　

ま
ず
、
Ｓ
Ｂ
Ｉ
ホ
ー
ル
デ
ィ

ン
グ
ス
で
あ
る
が
、「
宮
城
県

を
半
導
体
ビ
ジ
ネ
ス
の
集
積
地

の
一
つ
と
す
る
べ
く
、
複
数
の

事
業
パ
ー
ト
ナ
ー
候
補
と
協

議
・
検
討
し
て
い
る
」
と
表
明

し
、
Ｐ
Ｓ
Ｍ
Ｃ
の
代
わ
り
を
懸

命
に
探
し
て
い
る
よ
う
だ
。

　

ま
た
Ｓ
Ｂ
Ｉ
は
、「
共
同
事

業
の
解
消
は
非
常
に
残
念
な
結

果
だ
が
、
そ
れ
を
上
回
る
半
導

体
関
連
事
業
を
立
ち
上
げ
る
べ

く
鋭
意
取
り
組
み
を
進
め
る
」

な
ど
と
コ
メ
ン
ト
し
て
い
る
し
、

大
衡
村
で
引
き
続
き
半
導
体
の

後
工
程
工
場
の
展
開
や
、
生
成

Ａ
Ｉ
の
デ
ー
タ
セ
ン
タ
ー
の
立

ち
上
げ
な
ど
半
導
体
関
連
ビ
ジ

ネ
ス
の
集
積
地
と
す
る
取
り
組

み
を
進
め
る
と
し
て
い
る
よ
う

だ
。

②
宮
城
県
サ
イ
ド

　

宮
城
県
の
村
井
知
事
は
「
今

回
の
規
模
の
よ
う
な
半
導
体
製

造
工
場
は
な
か
な
か
難
し
い
」

と
し
つ
つ
「
人
材
育
成
に
つ
い

て
は
、
今
後
と
も
東
北
大
学
と

よ
く
調
整
し
て
止
め
る
こ
と
な

く
続
け
て
い
き
た
い
と
思
っ
て

い
る
。
引
き
続
き
企
業
誘
致
に

は
取
り
組
み
た
い
」
と
し
た
。

さ
ら
に
、
今
年
度
の
当
初
予
算

で
半
導
体
関
連
産
業
を
振
興
す

る
た
め
三
億
二
千
万
円
を
計
上

し
、
九
月
末
時
点
で
は
こ
の
う

ち
約
四
割
を
執
行
し
た
が
、
今

た
と
新
聞
に
発
表
し
た
時
点
で

は
、
工
場
建
設
地
は
決
ま
っ
て

お
ら
ず
、
宮
城
県
が
Ｓ
Ｂ
Ｉ
の

北
尾
会
長
に
ア
プ
ロ
ー
チ
を
し

た
末
に
決
ま
っ
た
の
だ
が
、
Ｐ

Ｓ
Ｍ
Ｃ
の
誘
致
に
名
乗
り
を
上

げ
た
の
は
全
国
三
十
一
自
治
体

だ
っ
た
が
、
手
を
挙
げ
た
中
で

宮
城
県
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と

後
発
組
だ
っ
た
ら
し
い
。
そ
こ

か
ら
「
勝
ち
取
っ
た
」
の
だ
が
、

最
終
的
に
「
白
紙
」
と
な
っ
た
。

ぬ
か
喜
び
に
終
わ
っ
て
し
ま
っ

た
。

　

進
出
先
の
大
衡
村
も
が
っ
か

り
し
た
で
あ
ろ
う
。
最
初
は
喜

こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
で
一

区
切
り
」
と
自
分
に
言
い
聞
か

せ
る
よ
う
に
話
し
た
村
井
知
事

の
言
葉
が
印
象
的
で
あ
る
。

③
Ｐ
Ｓ
Ｍ
Ｃ

　

Ｐ
Ｓ
Ｍ
Ｃ
か
ら
は
謝
罪
の
言

葉
も
あ
っ
た
上
で
「
宮
城
県
と

は
い
い
関
係
を
続
け
た
い
」
と

い
う
話
が
県
側
に
あ
っ
た
よ
う

だ
。

　

こ
れ
だ
け
手
ひ
ど
い
仕
打
ち

な
の
で
、
関
係
修
復
は
む
ず
か

し
い
だ
ろ
う
が
、
好
条
件
の
話

が
あ
れ
ば
断
る
理
由
は
な
い
。

④
東
北
大
学

　

東
北
大
学
は
今
回
の
「
白

紙
」
事
件
に
は
直
接
関
係
な
い
。

引
き
続
き
、
半
導
体
産
業
の
人

材
育
成
は
継
続
す
る
よ
う
だ
し
、

先
端
半
導
体
開
発
も
、
こ
の
事

件
で
影
響
を
受
け
る
こ
と
も
な

い
だ
ろ
う
。

　

桁
違
い
の
投
資
額
、
世
界
で

注
目
さ
れ
る
半
導
体
工
場
だ
っ

た
の
で
、
白
紙
撤
回
の
衝
撃
・

余
波
は
今
も
広
が
っ
て
い
る
。

宮城県大衡村・・日経新聞
2024.9.28より

工場建設予定地の宮城県大衡村（TBS　NEWS　DIG　
2024.9.30より）

SBIHDの北尾吉孝会長兼社長（右から2番目）、PSMCの黄崇仁会長（同3番目）らによる当
時の記者会見がいまとなってはうらめしい・・・朝日新聞　2024.9.27より

ラピダスとTSMCとPSMCを比較【今さら聞けない3社の違い】・・「半導体業界
を知る」2023年 12月 21日・・「はく氏」執筆記事より
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く
か
ら
で
あ
る
。
大
谷
選
手
ひ

と
り
の
成
績
を
抑
え
込
も
う
と

い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
い
の
だ
。

　
　
　
　

＊

　

こ
れ
ら
は
大
谷
選
手
の
今

シ
ー
ズ
ン
の
活
躍
の
ほ
ん
の
一

部
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
も
す

ご
す
ぎ
る
の
で
あ
る
。
も
う
人

間
離
れ
し
て
い
る
と
言
っ
て
も

過
言
で
は
な
い
。

　

そ
う
い
え
ば
、
今
シ
ー
ズ
ン

の
は
じ
め
に
は
、「
通
訳
事
件
」

が
あ
っ
た
。

　

普
通
の
選
手
で
あ
れ
ば
、
と

て
も
平
静
で
は
い
ら
れ
な
い
。

こ
こ
に
お
い
て
も
対
応
が
人
間

離
れ
し
て
い
る
。　
　
　
　
　

野
球
選
手
と
し
て
の
大
谷

選
手
の
足
跡
か
ら
思
う
事

　

こ
う
し
た
大
谷
選
手
の
活
躍

を
少
し
離
れ
た
地
点
か
ら
眺
め

る
と
、
新
た
な
大
谷
翔
平
と
い

う
人
物
像
が
立
ち
現
れ
て
く
る

よ
う
に
思
え
る
。

　

ま
ず
、
普
通
は「
不
可
能
」と

思
わ
れ
て
き
た
こ
と
を
平
然
と

成
し
遂
げ
て
き
て
い
る
こ
と
だ
。

　

し
か
も
、普
通
の
選
手
な
ら
ば
、

記
録
は
ひ
と
つ
や
ふ
た
つ
程
度
で
、

ま
あ
こ
ん
な
も
ん
だ
と
満
足
す

る
が
、彼
は
そ
う
し
た
類
の
選
手

で
は
な
い
。
ど
こ
ま
で
も
上
り

詰
め
て
い
く
選
手
で
あ
る
。

　

少
し
前
、
大
谷
選
手
の
母
校

の
花
巻
東
高
の
後
輩
の
佐
々
木

麟
太
郎
選
手
の
高
校
時
代
を

追
っ
た
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
が

あ
っ
た
が
、
そ
の
な
か
で
野
球

部
所
属
の
各
選
手
が
書
き
続
け

て
い
た
ノ
ー
ト
が
あ
っ
た
。

　

そ
こ
に
は
、
将
来
の
目
標
が

詳
細
に
記
さ
れ
て
い
た
。
花
巻

東
高
の
野
球
選
手
た
ち
は
、
み

な
同
じ
よ
う
に
目
標
を
記
載
し

て
い
る
よ
う
だ
。

　

と
す
れ
ば
、
大
谷
選
手
も
か

つ
て
自
分
の
ノ
ー
ト
に
「
将
来

の
目
標
」
を
記
載
し
た
は
ず
で

あ
る
。
そ
こ
に
書
か
れ
た
「
将

来
の
目
標
」
を
ぜ
ひ
の
ぞ
い
て

み
た
い
衝
動
に
か
ら
れ
る
。

　

き
っ
と
野
球
だ
け
で
な
く
、

野
球
以
外
の
こ
と
も
記
載
さ
れ

て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
こ

に
非
常
に
興
味
を
そ
そ
ら
れ
る
。

　

大
谷
選
手
も
い
つ
か
は
野
球

の
現
役
を
退
く
時
が
来
る
。

　

そ
の
と
き
に
当
新
聞
は
ぜ
ひ

彼
に『
東
北
再
興
』の「
支
柱
」に

な
っ
て
欲
し
い
と
願
う
。

　
『
不
可
能
』を『
可
能
』に
す
る
、

ど
こ
ま
で
も
上
を
目
指
す
、
そ

し
て
強
烈
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
、

ど
れ
も
こ
れ
も『
不
可
能
』と
思

わ
れ
て
い
る『
東
北
再
興
』を
実

現
す
る
の
に
不
可
欠
な
要
素
ば

か
り
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
敗
れ
た
悲
劇
の
ア

テ
ル
イ
で
は
な
く
、
成
功
し
た

ア
テ
ル
イ
に
な
っ
て
欲
し
い
。

大谷選手の「地区シリーズ」第一戦でのスリーランホー
ムラン」　NHK　NEWS　2024.10.6より

大谷選手が千賀からヒットで追加点　ABEMA　TIMS　
2024.10.14より

大谷選手の昨年の右ひじ手術後　日経新聞　2024.2.5
より

盗塁する大谷選手　SPREAD 2024 .9.30より

『不可能』を次々に実現していく大谷翔平という人物が将来
野球を離れたら、いまは不可能と思われている『東北再興』も
ありえない手法でけん引する人物になっていくことを切に願う！

大
谷
選
手
は
ど
ん
ど
ん

人
間
離
れ
し
て
き
た

　

最
近
の
大
谷
選
手
の
活
躍
は
、

も
は
や
野
球
選
手
と
し
て
の
尋

常
な
レ
ベ
ル
を
は
る
か
に
越
え

て
い
る
と
思
え
る
の
だ
。

　

ま
ず
、
彼
は
、
昨
年
に
右
の

ヒ
ジ
の
手
術
を
し
て
お
り
、
今

シ
ー
ズ
ン
中
は「
リ
ハ
ビ
リ
中
」

な
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
強

行
出
場
」し
て
、他
の
身
体
的
な

ト
ラ
ブ
ル
を
抱
え
て
い
な
い
天

才
的
な
野
球
選
手
た
ち
の
活
躍

を
は
る
か
に
越
え
て
、
次
々
に

記
録
を
打
ち
立
て
て
い
る
こ
と

を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

　

通
常
で
は
考
え
ら
れ
な
い
こ

と
な
の
だ
が
、
つ
い
忘
れ
さ
せ

て
し
ま
う
の
が
彼
な
の
で
あ
る
。

　

最
近
で
は
、
あ
と
も
う
少
し

で
ナ
シ
ョ
ナ
ル
リ
ー
グ
の
「
三

冠
王
」に
な
り
そ
う
だ
っ
た
。

　

そ
れ
で
も
ホ
ー
ム
ラ
ン
王
で

あ
り
、彼
自
身
の「
シ
ー
ズ
ン
最

高
記
録
」で
も
あ
る
。

　
「
打
点
王
」に
も
な
っ
た
。

　

そ
し
て
残
る「
打
率
」で
あ
る

が
、
終
盤
の
追
い
上
げ
は
す
ご

か
っ
た
。
あ
と
わ
ず
か
で
「
打

率
ト
ッ
プ
」に
躍
り
出
て
、「
三

冠
王
」に
な
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
。

　

し
か
し
、
筆
者
は「
三
冠
王
」

に
な
ら
な
く
て
良
か
っ
た
と

思
っ
て
い
る
。

　

な
ぜ
な
ら
、
次
々
に
記
録
を

塗
り
替
え
て
き
て
、
未
達
の
記

録
が
な
く
な
る
の
が
さ
び
し
い

か
ら
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
自
分
の
記
録
と
戦

い
続
け
る
の
も
か
わ
い
そ
う
な

気
が
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

あ
と
、「
盗
塁
」も
あ
る
。
こ

れ
は
リ
ー
グ
二
位
で
あ
る
。
盗

塁
成
功
率
も
尋
常
で
は
な
い
高

さ
で
あ
る
。

　
　
　
　
　

＊

　

今
期
移
籍
し
た
ド
ジ
ャ
ー
ス

は
、昨
年
も
、一
昨
年
も
、ポ
ス

ト
シ
ー
ズ
ン
に
は
進
ん
だ
が
、

二
年
連
続
で「
地
区
シ
リ
ー
ズ
」

で「
敗
退
」し
て
い
る
。

　

今
年
の
ド
ジ
ャ
ー
ス
は
、
シ

リ
ー
ズ
最
高
勝
率
で
ポ
ス
ト

シ
ー
ズ
ン
入
り
。
大
谷
選
手
が

ず
っ
と
あ
こ
が
れ
て
き
た
ポ
ス

ト
シ
ー
ズ
ン
入
り
を
実
現
し
た
。

最
初
の「
地
区
シ
リ
ー
ズ
」初
戦

の
相
手
は
難
敵
の
パ
ド
レ
ス
。

パ
ド
レ
ス
は
ド
ジ
ャ
ー
ス
を
目

の
敵
に
す
る
チ
ー
ム
で
、
闘
志

む
き
出
し
に
し
て
く
る
チ
ー
ム
。

シ
リ
ー
ズ
後
半
は
投
打
と
も
に

絶
好
調
で
、
ケ
ガ
人
続
出
の
ド

ジ
ャ
ー
ス
は
圧
倒
的
に
不
利
と

言
わ
れ
て
い
た
。

　

一
時
は
一
勝
二
敗
と
後
が
な

い
状
況
に
追
い
込
ま
れ
た
が
、

見
事
に
二
連
勝
し
て
、
三
勝
二

敗
で「
地
区
シ
リ
ー
ズ
」を
勝
ち

抜
い
た
。

　

先
に
三
勝
す
れ
ば
勝
ち
抜
け

の
地
区
シ
リ
ー
ズ
で
、
一
勝
二

敗
と
後
が
な
い
時
点
で
、
取
り

囲
ま
れ
た
記
者
に
対
し
て
大
谷

選
手
は
、「
あ
と
二
勝
す
れ
ば
い

い
だ
け
の
こ
と
」
と
平
然
と
答

え
た
が
、
ど
こ
か
普
通
の
人
で

は
な
い
と
思
わ
せ
た
。
普
通
の

人
な
ら
、
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
を
感

じ
る
と
か
、
何
と
か
頑
張
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
か
返
答
す

る
と
こ
ろ
だ
が
、
い
と
も
あ
っ

さ
り
と
「
あ
と
二
勝
す
れ
ば
い

い
」
な
の
で
あ
る
。
ま
っ
た
く

負
け
を
考
え
て
い
な
い
と
い
う

こ
と
だ
ろ
う
と
思
う
。

　

こ
の「
地
区
シ
リ
ー
ズ
」第
一

戦
で
、
リ
ー
ド
さ
れ
た
場
面
で

の「
ス
リ
ー
ラ
ン
ホ
ー
ム
ラ
ン
」

は「
鳥
肌
も
の
」だ
っ
た
。

　

期
待
さ
れ
て
の
ホ
ー
ム
ラ
ン

と
い
え
ば
そ
れ
ま
で
だ
が
、
あ

の
場
面
で
、
あ
の
ホ
ー
ム
ラ
ン

を
打
つ
か
？

　

こ
れ
で
一
挙
同
点
に
な
り
、

そ
の
後
も
活
躍
し
て
チ
ー
ム
に

初
戦
の
勝
利
を
も
た
ら
し
た
。

　

こ
う
し
た
活
躍
が
、
相
手

チ
ー
ム
か
ら
徹
底
し
て
マ
ー

ク
さ
れ
、
相
手
チ
ー
ム
一
丸
と

な
っ
て
、入
念
に「
調
査
」さ
れ
、

「
対
策
」を
施
さ
れ
て
の
う
え
で

の
活
躍
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て

は
な
ら
な
い
。

　

た
だ
で
さ
え
、
大
谷
選
手
は

昨
年
の
Ｍ
Ｖ
Ｐ
で
あ
り
、
三
冠

王
目
前
の
選
手
で
あ
り
、
フ
ォ

ア
ボ
ー
ル
で
で
も
塁
に
出
れ
ば

盗
塁
す
る
よ
う
な
と
ん
で
も
な

い
選
手
な
の
で
あ
る
。

　

相
手
チ
ー
ム
は
、
何
が
何
で

も
大
谷
選
手
に
打
た
れ
た
く
な

い
し
、
そ
の
た
め
な
ら
何
で
も

し
て
く
る
中
で
の
活
躍
な
の
で

あ
る
。

　

な
ぜ
な
ら
、
大
谷
選
手
が
活

躍
す
る
と
、
ド
ジ
ャ
ー
ス
が

チ
ー
ム
と
し
て
大
い
に
勢
い
づ
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「
鉄
道
の
日
」

　

一
〇
月
一
四
日
は
「
鉄
道
の

日
」
で
あ
る
。
一
八
七
二
年
の

こ
の
日
、
日
本
で
初
め
て
新
橋

と
横
浜
の
間
を
鉄
道
が
通
っ
た
。

二
年
前
の
二
〇
二
二
年
は
、
そ

こ
か
ら
一
五
〇
年
と
い
う
こ
と

で
、
各
地
で
記
念
の
イ
ベ
ン
ト

が
開
催
さ
れ
た
。

　

上
野
か
ら
仙
台
を
経
由
し
て

塩
釜
ま
で
鉄
道
が
開
通
し
た

の
が
そ
れ
か
ら
一
五
年
後
の

一
八
八
七
年
。
そ
の
当
時
は
仙

台
と
上
野
の
間
は
約
一
二
時
間

掛
か
っ
た
そ
う
だ
が
、
そ
れ
で

も
そ
れ
ま
で
は
馬
車
で
四
日
要

し
て
い
た
の
で
、
大
幅
に
時
間

短
縮
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

　

今
、仙
台
と
東
京
の
間
は
、最

速
時
速
三
二
〇
キ
ロ
で
走
る

「
は
や
ぶ
さ
」に
乗
れ
ば
ち
ょ
う

ど
一
時
間
半
で
、
ま
さ
に
隔
世

の
感
が
あ
る
。

特
急
で
旅
が
し
た
い

　

と
こ
ろ
で
、
特
急
で
旅
が
し

た
い
。
新
幹
線
で
も
普
通
列
車

で
も
な
く
、特
急
で
あ
る
。

　

旅
と
言
う
と
多
か
れ
少
な
か

れ
非
日
常
性
を
求
め
る
と
こ
ろ

が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
新
幹
線

は
仕
事
で
も
使
う
し
、
私
の
い

る
仙
台
だ
と
東
北
新
幹
線
が
行

っ
た
り
来
た
り
す
る
の
を
よ
く

見
掛
け
る
し
、
あ
ま
り
非
日
常

性
を
感
じ
さ
せ
な
い
。
何
よ
り
、

仙
台
か
ら
青
森
に
も
東
京
に
も

ほ
ぼ
一
時
間
半
で
行
け
る
メ
リ

ッ
ト
は
と
て
つ
も
な
く
大
き
い

が
、
あ
ま
り
に
速
す
ぎ
て
途
中

の
旅
を
味
わ
う
暇
す
ら
な
い
。

　

普
通
列
車
は
普
通
列
車
で
、

こ
れ
ま
た
日
常
性
の
最
た
る
も

の
で
、
主
に
通
勤
通
学
の
手
段

で
あ
る
。
普
段
あ
ま
り
足
を
運

ば
な
い
地
域
で
乗
る
普
通
列
車

は
非
日
常
性
を
感
じ
さ
せ
る
し
、

私
も
よ
く
利
用
す
る
。
も
ち
ろ

ん
、
そ
れ
は
そ
れ
で
悪
く
な
い

し
、
車
窓
の
風
景
は
非
日
常
性

を
感
じ
さ
せ
る
が
、
車
内
が
日

常
性
の
塊
で
あ
る
。
ボ
ッ
ク
ス

席
の
あ
る
列
車
は
ま
だ
い
い
が
、

首
都
圏
の
在
来
線
か
ら
の
お
下

が
り
な
の
で
あ
ろ
う
横
一
列
の

座
席
の
列
車
な
ど
は
あ
ま
り
旅

情
を
掻
き
立
て
ら
れ
な
い
。

　

そ
こ
で
特
急
で
あ
る
。
速
達

性
の
あ
る
列
車
は
新
幹
線
、
そ

う
で
な
い
列
車
は
在
来
線
と
い

う
二
極
化
が
進
む
中
、
か
つ
て

あ
っ
た
急
行
は
ほ
ぼ
全
滅
、
特

急
も
絶
滅
危
惧
種
と
言
っ
て
も

差
し
支
え
な
い
状
況
で
は
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
希
少
性
が
非
日

常
性
に
結
び
つ
く
。

希
少
な「
特
急
ひ
た
ち
」

　

仙
台
で
言
う
と
、「
特
急
ひ
た

ち
」一
択
で
あ
る
。
と
言
う
か
、

そ
れ
以
外
特
急
と
名
の
付
く
列

車
は
走
っ
て
い
な
い
。
こ
の
列

車
、
仙
台
を
出
て
、
ち
ょ
っ
と

東
北
本
線
を
走
り
、
岩
沼
か
ら

先
で
宮
城
、福
島
、茨
城
の
沿
岸

を
走
る
常
磐
線
に
入
る
。
終
点

は
、以
前
は
上
野
だ
っ
た
が
、今

は
品
川
ま
で
延
び
て
い
る
。
東

北
新
幹
線
が
走
っ
て
い
る
の
を

見
て
も
特
に
何
と
も
思
わ
な
い

が
、「
特
急
ひ
た
ち
」が
走
っ
て

い
る
の
を
見
る
と
、思
わ
ず「
お

っ
！
」
と
声
が
出
た
り
す
る
こ

と
も
あ
る
。
東
北
新
幹
線
に
比

べ
て
運
行
本
数
も
は
る
か
に
少

な
い
と
い
う「
希
少
性
」が
あ
る

か
ら
か
も
し
れ
な
い
。

　

最
高
速
度
は
時
速
一
三
〇
キ

ロ
。
国
内
最
速
の
新
幹
線
で
あ

る
東
北
新
幹
線
の「
は
や
ぶ
さ
」

や
秋
田
新
幹
線
の「
こ
ま
ち
」の

最
高
速
度
、
時
速
三
二
〇
キ
ロ

と
は
比
ぶ
べ
く
も
な
い
。
仙
台

東
京
間
は
、
さ
っ
き
書
い
た
よ

う
に
、「
は
や
ぶ
さ
」な
ら
最
速

で
ち
ょ
う
ど
一
時
間
半
だ
が
、

「
特
急
ひ
た
ち
」は
最
速
で
も
四

時
間
二
七
分
掛
か
る
。「
特
急
ひ

た
ち
」
が
仙
台
を
出
て
東
京
に

着
く
間
に
、「
は
や
ぶ
さ
」は
仙

台
と
東
京
を
一
往
復
半
で
き
る

わ
け
で
あ
る
。

　

従
っ
て
、
仙
台
か
ら
東
京
方

面
に
向
か
う
人
で
、
移
動
手
段

に「
特
急
ひ
た
ち
」を
選
択
す
る

人
は
ほ
ぼ
皆
無
で
あ
る
。
し
か

し
、「
特
急
ひ
た
ち
」は
車
窓
か

ら
の
見
え
る
海
の
景
色
が
い
い
。

東
北
新
幹
線
か
ら
見
え
る
蔵
王
、

吾
妻
山
、安
達
太
良
山
、那
須
連

山
も
い
い
が
、
い
わ
き
周
辺
や

日
立
周
辺
か
ら
見
え
る
太
平
洋

の
景
色
は
常
磐
線
な
ら
で
は
で

あ
る
。
そ
も
そ
も
、
新
幹
線
で

一
時
間
半
で
行
け
る
目
的
地
に

四
時
間
半
掛
け
て
行
く
と
い
う

行
為
そ
の
も
の
が
非
日
常
で
あ

る
。
車
窓
の
風
景
を
見
な
が
ら

の
ん
び
り
旅
が
で
き
る
と
い
う

の
も
特
急
の
い
い
と
こ
ろ
で
あ

る
。

「
特
急
ひ
た
ち 

」の
歴
史

　

こ
の
「
特
急
ひ
た
ち
」、
歴

史
は
古
い
。
運
行
開
始
は

一
九
六
九
年
で
、
一
九
七
二
年

に
上
野
か
ら
仙
台
ま
で
を
結
ぶ

よ
う
に
な
り
、
以
来
常
磐
線
を

代
表
す
る
特
急
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
「
特
急
ひ
た

ち
」、今
で
は
覚
え
て
い
る
人
は

少
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
一

度
仙
台
か
ら
上
野
ま
で
の
直
通

運
行
を
取
り
止
め
る
話
が
出
た

こ
と
が
あ
る
。
震
災
前
年
の

二
〇
一
〇
年
の
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
時
の
Ｊ
Ｒ
東
日
本
の
発

表
で
は
、「
特
急
ひ
た
ち
」を
仙

台
か
ら
い
わ
き
と
、
い
わ
き
か

ら
上
野
で
別
の
列
車
に
分
割
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
利

用
者
数
の
低
迷
な
ど
が
原
因
だ

ろ
う
が
、こ
れ
に
は
当
時
、と
て

も
残
念
な
思
い
を
し
た
も
の
で

あ
る
。

　

そ
の
翌
年
に
東
日
本
大
震
災

が
発
生
し
、常
磐
線
は「
特
急
ひ

た
ち
」の
分
割
ど
こ
ろ
か
、大
津

波
と
福
島
第
一
原
発
事
故
の
影

響
で
、全
線
が
不
通
と
な
り
、そ

の
後
徐
々
に
運
転
再
開
区
間
が

増
え
て
は
い
っ
た
が
、
福
島
第

一
原
発
至
近
の
浪
江
か
ら
富
岡

の
区
間
は
な
か
な
か
運
転
が
再

開
さ
れ
な
か
っ
た
。

　

二
〇
二
〇
年
、
つ
い
に
こ
の

区
間
も
運
転
が
再
開
さ
れ
る
こ

と
が
発
表
さ
れ
、
震
災
か
ら
九

年
経
っ
て
、
よ
う
や
く
常
磐
線

が
全
線
復
旧
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。
そ
れ
だ
け
で
も
嬉
し
い
ニ

ュ
ー
ス
だ
っ
た
が
、
そ
し
て
そ

こ
に「
特
急
ひ
た
ち
」が
運
行
を

再
開
と
の
発
表
も
付
け
加
わ
っ

て
、嬉
し
さ
も
倍
増
で
あ
っ
た
。

し
か
も
、か
つ
て
発
表
さ
れ
た
、

分
割
さ
れ
た「
特
急
ひ
た
ち
」で

は
な
く
、
仙
台
か
ら
上
野
を
越

え
て
、
さ
ら
に
品
川
ま
で
直
通

運
転
さ
れ
る
と
い
う
。

　

こ
れ
は
、
か
つ
て
分
割
運
転

を
計
画
し
て
い
た
Ｊ
Ｒ
東
日
本

に
と
っ
て
は
英
断
だ
っ
た
に
違

い
な
い
。
恐
ら
く
は
、
地
域
の

復
興
を
盛
り
上
げ
た
い
と
い
う

意
図
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ

の
お
陰
で
、「
特
急
ひ
た
ち
」は

今
も
毎
日
、
仙
台
と
品
川
の
間

を
走
り
続
け
て
い
る
。

「
特
急
ひ
た
ち
」の
存
在

意
義

　

新
幹
線
よ
り
時
間
の
掛
か
る

特
急
の
存
在
意
義
が
ど
こ
に
あ

る
の
か
、
と
い
う
意
見
が
あ
る

か
も
し
れ
な
い
。
仙
台
や
首
都

圏
に
い
る
と
そ
う
見
え
る
か
も

し
れ
な
い
が
、
福
島
県
の
浜
通

り
に
住
ん
で
い
る
人
に
と
っ
て

は
、
乗
り
換
え
す
る
こ
と
な
く

仙
台
や
首
都
圏
に
移
動
で
き
る

貴
重
な
交
通
手
段
で
あ
る
。

  

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
そ
の

新
幹
線
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
に
も

な
る
と
い
う
こ
と
が
、
つ
い
最

近
起
き
た
出
来
事
で
も
明
ら
か

に
な
っ
た
。

　

先
月
九
月
一
九
日
、
古
川
と

仙
台
の
間
を
連
結
運
転
で
走
っ

て
い
た
東
北
新
幹
線
「
は
や
ぶ

さ
」
と
秋
田
新
幹
線
「
こ
ま
ち
」

の
間
の
連
結
が
外
れ
て
緊
急
停

止
す
る
と
い
う
ト
ラ
ブ
ル
が
あ

っ
た
。
こ
の
影
響
で
東
北
新
幹

線
は
全
線
で
ス
ト
ッ
プ
し
、
再
開

の
見
込
み
が
立
た
な
い
状
況
に

な
っ
た
が
、こ
の
時
に
、本
来
い
わ

き
か
ら
品
川
を
走
る
「
特
急
ひ

た
ち
」
を
仙
台
ま
で
延
長
し
て
一

往
復
走
ら
せ
た
の
で
あ
る
。

　

青
森
や
秋
田
と
首
都
圏
な
ら
、

新
幹
線
が
ス
ト
ッ
プ
し
て
も
航

空
機
と
い
う
手
段
が
取
れ
る
が
、

仙
台
と
首
都
圏
の
新
幹
線
以
外

の
交
通
手
段
は
、
あ
と
は
高
速

バ
ス
が
あ
る
く
ら
い
で
あ
る
。

新
幹
線
に
何
か
あ
っ
た
時
に
代

替
手
段
と
し
て
活
用
で
き
る
と

い
う
、「
特
急
ひ
た
ち
」は
そ
の

よ
う
な
役
割
も
あ
っ
た
の
で
あ

る
。
ち
な
み
に
、
東
北
新
幹
線

と
並
行
し
て
走
る
東
北
本
線
は
、

現
在
は
そ
の
よ
う
な
直
通
の
列

車
を
走
ら
せ
る
こ
と
は
で
き
な

く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

「
特
急
ひ
た
ち
」で
ど
こ

へ
行
く
？

　

こ
の「
特
急
ひ
た
ち
」、
お
得

に
乗
る
方
法
が
あ
る
。
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
で
Ｊ
Ｒ
東
日
本
の

「
え
き
ね
っ
と
」
か
ら
「
在
来
線

チ
ケ
ッ
ト
レ
ス
特
急
券
（
ト
ク

割
）」を
予
約
す
る
と
、
特
急
券

が
三
五
パ
ー
セ
ン
ト
オ
フ
に
な

る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
を
使
う
と
、
在
来
線
と

比
べ
て
も
そ
う
高
く
な
い
金
額

で「
特
急
ひ
た
ち
」の
指
定
席
に

乗
れ
る
。
…
の
だ
が
、
さ
す
が

に
人
気
で
、
週
末
の
列
車
な
ど

で
は
予
約
で
き
な
い
こ
と
も
ま

ま
あ
る
。
早
め
の
予
約
が
肝
心

で
あ
る
。

　

ト
ク
割
で
指
定
席
が
取
れ
て

「
特
急
ひ
た
ち
」に
乗
っ
て
ど
こ

へ
行
く
か
。
私
は
い
わ
き
を
目

指
し
た
い
。
い
わ
き
ま
で
で
も
、

仙
台
か
ら
二
時
間
二
〇
分
。
仙

台
か
ら
東
北
新
幹
線
で
東
京
に

行
く
よ
り
も
の
ん
び
り
旅
が
で

き
る
。

　

朝
八
時
四
八
分
仙
台
発
の

「
特
急
ひ
た
ち
」が
い
わ
き
に
着

く
の
は
一
一
時
八
分
。
海
の
幸

の
美
味
し
い
店
で
昼
食
を
取
っ

て
、
目
的
に
応
じ
て
い
ろ
い
ろ

行
け
る
と
こ
ろ
が
あ
る
い
わ
き

市
内
を
散
策
で
き
る
。
最
終
の

仙
台
行
き
の「
特
急
ひ
た
ち
」は

い
わ
き
発
一
九
時
一
七
分
発
な

の
で
、
半
日
使
え
る
。
夕
食
は

い
わ
き
市
内
の
居
酒
屋
な
ど
で

地
元
の
料
理
に
舌
鼓
を
打
つ
の

も
い
い
が
、「
う
に
弁
」を
始
め

美
味
し
い
駅
弁
の
多
い
い
わ
き

駅
で
駅
弁
を
買
っ
て
「
特
急
ひ

た
ち
」
の
車
内
で
食
べ
る
の
も

楽
し
そ
う
で
あ
る
。

　

一
泊
で
き
る
な
ら
、「
特
急
ひ

た
ち
」
だ
と
い
わ
き
の
次
の
湯

本
ま
で
行
っ
て
、
湯
本
温
泉
の

ど
こ
か
に
宿
を
取
っ
て
の
ん
び

り
温
泉
街
を
散
策
す
る
の
も
よ

さ
そ
う
で
あ
る
。

　

逆
に
首
都
圏
方
面
か
ら
来
る

場
合
で
も
、
茨
城
県
内
は
あ
ま

り
日
常
か
ら
離
れ
た
感
じ
が
し

な
い
だ
ろ
う
し
、
か
と
言
っ
て

仙
台
ま
で
東
北
新
幹
線
の
三
倍

の
時
間
を
掛
け
て
来
よ
う
と
い

う
人
も
あ
ま
り
い
な
い
だ
ろ
う

か
ら
、
や
は
り
い
わ
き
を
始
め

福
島
の
浜
通
り
を
目
的
地
に
す

る
の
が
よ
い
と
思
う
。

  

そ
の
よ
う
な
わ
け
で
、「
特
急

ひ
た
ち
」
に
乗
っ
て
の
日
常
か

ら
離
れ
る
旅
、
ぜ
ひ
お
勧
め
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

  
　「
特
急
ひ
た
ち
」の
旅
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今
年
も
岩
手
県
遠
野
市
の
祭

事
に
合
わ
せ
小
さ
な
旅
へ
出
掛

け
る
九
月
が
や
っ
て
き
て
、
私

は
東
北
本
線
の
鈍
行
列
車
で
早

朝
に
仙
台
駅
を
発
ち
、
小こ

ご

た
牛
田

駅
、
一
関
駅
と
乗
り
継
い
で
岩

手
県
に
入
り
、
花
巻
駅
で
一
旦

移
動
を
止
め
て
町
へ
出
る
。

　

ち
ょ
う
ど
昼
前
に
花
巻
に
着

い
て
昼
食
と
食
後
に
宮
澤
賢
治

ゆ
か
り
の
喫
茶
室
付
民
芸
品
店

『
林
風
舎
』
に
て
極
上
の
珈
琲

を
戴
い
て
か
ら
釜
石
線
に
乗
り

込
む
―
と
い
う
毎
年
恒
例
の
流

れ
が
自
分
の
中
に
あ
る
の
だ
。

　

常
々
恨
め
し
く
残
念
な
の
が

乗
り
継
い
で
く
る
仙
台
か
ら
花

巻
ま
で
の
鈍
行
列
車
が
全
て
ロ

ン
グ
シ
ー
ト
客
車
で
あ
る
事
で

こ
の
所
謂
通
勤
電
車
型
の
客
席

配
置
で
は
景
色
を
見
る
事
も
ろ

く
に
出
来
ず
、
ま
た
駅
弁
は
お

ろ
か
菓
子
す
ら
食
べ
る
事
も
、

周
囲
の
乗
客
ら
に
丸
見
え
な
状

況
下
、
非
常
に
憚
ら
れ
る
訳
で

Ｊ
Ｒ
の
セ
ン
ス
の
悪
さ
に
は
呆

れ
果
て
る
ば
か
り
だ
（
こ
の
事

は
多
く
の
旅
人
ら
が
全
国
の
鉄

道
に
つ
い
て
指
摘
・
主
張
し
続

け
て
い
る
）。
基
本
的
に
安
価

で
ゆ
っ
く
り
と
し
た
旅
が
好
き

な
私
だ
が
、
年
々
こ
の
客
車
で

の
移
動
が
苦
痛
に
な
っ
て
お
り

近
々
観
念
し
て
新
幹
線
に
乗
り

換
え
る
か
も
知
れ
な
い
（
ち
な

み
に
花
巻
ま
で
の
高
速
バ
ス
は

毎
日
午
後
一
本
し
か
出
て
お
ら

ず
具
合
が
良
く
な
い
）。

　

と
こ
ろ
で
駅
弁
は
滅
多
に
買

わ
な
い
私
だ
が
、
菓
子
は
行
く

先
々
で
い
ろ
い
ろ
買
い
込
み
、

結
局
駅
弁
一
箱
よ
り
も
多
く
の

額
を
使
っ
て
し
ま
う
事
も
し
ば

し
ば
で
あ
る
。
自
分
は
適
度
な

甘
党
だ
と
思
っ
て
い
る
が
、
お

そ
ら
く
あ
る
程
度
の
年
齢
と
な

っ
て
洋
菓
子
か
ら
和
菓
子
へ
と

趣
向
が
移
っ
て
き
た
の
も
関
係

し
て
、
且
つ
地
域
を
背
負
っ
た

菓
子
店
の
意
匠
や
製
品
に
込
め

る
愛
情
や
遊
び
心
に
感
動
を
覚

え
、
手
に
取
ら
ず
に
は
い
ら
れ

な
い
の
だ
―
本
稿
で
は
、
基
本

的
に
よ
く
訪
れ
る
岩
手
や
地
元

山
形
・
宮
城
の
話
に
は
な
る
け

れ
ど
も
、
東
北
の
食
の
魅
力
の

一
角
を
構
え
る
菓
子
た
る
も
の

・
・
和
菓
子
と
言
わ
ず
、
敢
え

て
「
蝦
夷
菓
子
」
と
呼
ぼ
う
か

―
の
楽
し
み
に
つ
い
て
、
ま
た

注
目
す
べ
き
銘
柄
、
こ
れ
か
ら

ヒ
ッ
ト
す
る
か
も
知
れ
ぬ
隠
れ

た
名
品
な
ど
も
手
前
勝
手
な
趣

味
な
が
ら
語
っ
て
み
た
い
。

　
　
　
　
　

※

　

菓
子
と
い
え
ば
、
随
分
以
前

拙
稿
で
地
元
山
形
県
の
「
く
ぢ

ら
餅
」
を
紹
介
し
た
が
、
そ
の

際
く
ぢ
ら
餅
の
仙
台
を
含
む
広

域
で
の
普
及
を
希
望
す
る
と
し

な
が
ら
、
そ
の
後
の
状
況
は
ど

う
か
と
言
え
ば
変
わ
ら
ず
極
め

て
地
味
な
存
在
で
あ
り
、
あ
ま

り
新
た
な
展
開
は
見
ら
れ
な
い

よ
う
だ
。
く
ぢ
ら
餅
は
秋
田
の

伝
統
的
狩
猟
集
団
マ
タ
ギ
の
携

行
非
常
食
・
カ
ネ
モ
チ
同
様
い

ざ
と
い
う
場
合
の
非
常
食
・
保

存
食
と
い
う
目
的
で
生
ま
れ
た

も
の
で
、
そ
も
そ
も
菓
子
と
い

う
食
べ
物
の
起
源
に
も
通
じ
る

存
在
と
も
思
わ
れ
る
の
だ
が
、

実
は
く
ぢ
ら
餅
と
比
較
に
な
ら

ぬ
程
の
知
名
度
で
、
同
じ
よ
う

な
起
源
を
持
つ
東
北
の
菓
子
が

あ
る
―
最
早
書
く
ま
で
も
な
い

よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、「
南
部

せ
ん
べ
い
」
が
そ
れ
で
あ
る
。

　

南
部
の
名
の
通
り
、
旧
南
部

藩
域
即
ち
現
青
森
県
東
部
か
ら

岩
手
県
北
部
に
か
け
て
生
産
さ

れ
る
銘
菓
で
あ
る
南
部
せ
ん
べ

い
は
ヤ
マ
セ
（
春
か
ら
初
夏
に

か
け
て
東
北
太
平
洋
側
に
吹
く

冷
た
く
湿
っ
た
風
）
の
も
た
ら

す
冷
害
に
も
耐
え
る
稗
や
粟
、

蕎
麦
、
小
麦
を
栽
培
し
粉
に
挽

く
風
土
が
生
ん
だ
究
極
の
非
常

食
で
あ
り
、
南
北
朝
時
代
奥
州

に
身
を
置
い
た
南
朝
・
長
慶
天

皇
の
飢
え
を
癒
し
た
と
の
説
が

知
ら
れ
る
。
南
部
せ
ん
べ
い
の

周
辺
他
県
に
ま
で
渡
る
そ
の
普

及
率
は
高
く
、
隣
県
宮
城
の
ス

ー
パ
ー
な
ど
で
も
置
い
て
い
な

い
所
は
ほ
と
ん
ど
な
い
程
で
あ

る
。
か
な
り
あ
り
ふ
れ
た
存
在

で
あ
る
為
、
産
地
で
わ
ざ
わ
ざ

買
う
必
要
も
な
い
か
と
思
っ
た

ら
と
ん
で
も
な
い
事
で
、
盛
岡

な
ど
で
し
か
買
え
な
い
銘
柄
も

多
く
、
特
に
発
祥
地
と
さ
れ
る

八
戸
地
域
で
は
定
番
の
ご
ま
、

豆
入
り
は
勿
論
プ
レ
ー
ン
で
あ

る
白
を
始
め
、
バ
タ
ー
、
コ
ー

ヒ
ー
味
に
イ
カ
入
り
、
更
に
は

最
中
の
よ
う
に
水
飴
を
挟
ん
だ

も
の
や
赤
飯
を
挟
ん
だ
お
こ
わ

せ
ん
べ
い
、
少
し
有
名
に
な
っ

た
せ
ん
べ
い
汁
の
他
に
も
天
ぷ

ら
や
ピ
ザ
な
ど
の
料
理
に
し
た

り
と
想
像
を
絶
す
る
食
べ
方
が

展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

一
方
、
岩
手
県
は
新
旧
の
菓

子
展
開
に
積
極
的
、
も
し
く
は

非
常
に
上
手
な
印
象
が
あ
る
。

　

奥
州
市
の
旧
江
刺
市
に
当
た

る
地
を
拠
点
と
す
る
回
進
堂
は

岩
谷
堂
羊
羹
で
知
ら
れ
マ
ッ
チ

箱
大
の
一
口
サ
イ
ズ
で
羊
羹
を

売
り
出
し
て
重
厚
な
名
前
も
含

め
い
か
に
も
「
東
北
の
羊
羹
」

た
る
古
臭
い
イ
メ
ー
ジ
を
一
新

し
て
客
層
を
広
げ
て
み
せ
た
。

　

大
船
渡
市
の
さ
い
と
う
製
菓

は
何
と
言
っ
て
も
『
か
も
め
の

玉
子
』
で
有
名
だ
が
、
こ
の
商

品
は
こ
れ
ま
で
ブ
ル
ー
ベ
リ
ー

味
、
み
か
ん
味
の
他
に
栗
、
さ

つ
ま
芋
（
商
品
名
『
お
芋
わ
か

き
も
か
も
め
の
玉
子
』
！
）、

リ
ン
ゴ
、
い
ち
ご
、
チ
ョ
コ
ば

な
な
、
紅
茶
な
ど
多
彩
な
バ
ー

ジ
ョ
ン
を
次
々
に
繰
り
出
し
飽

き
さ
せ
な
い
上
に
県
外
の
土
産

店
か
ら
ス
ー
パ
ー
に
至
る
ま
で

そ
の
販
路
も
広
い
。

　

地
元
大
船
渡
市
に
は
『
か
も

め
テ
ラ
ス
』
と
い
う
美
し
く
広

々
と
し
た
直
営
店
が
あ
っ
て
、

さ
い
と
う
製
菓
が
か
も
め
の
玉

子
だ
け
の
菓
子
屋
で
は
な
い
事

を
知
る
事
が
で
き
る
。
中
で
も

「
こ
ろ
柿
」
や
「
柿
羊
羹
」
な

ど
と
い
っ
た
柿
を
利
用
し
た
珍

し
い
菓
子
は
個
人
的
に
い
た
く

気
に
入
っ
て
し
ま
い
県
外
で
は

仙
台
な
ど
で
も
な
か
な
か
手
に

入
ら
な
い
が
お
薦
め
で
あ
る
。

　

昨
今
は
ど
ん
な
遠
方
で
も
オ

ン
ラ
イ
ン
販
売
に
対
応
し
て
い

れ
ば
購
入
で
き
る
の
で
、
販
売

者
側
が
敢
え
て
販
路
拡
大
に
力

を
入
れ
る
必
要
は
な
い
の
か
も

知
れ
な
い
。
が
、
そ
う
は
言
っ

て
も
、
や
は
り
書
店
と
同
じ
よ

う
に
ま
ず
は
実
際
の
土
地
や
店

舗
に
行
き
、
現
物
を
目
に
し
て

手
に
取
ら
ぬ
事
に
は
そ
の
品
物

を
知
る
事
す
ら
で
き
な
い
。

　

実
際
の
購
入
は
い
つ
で
も
、

ど
こ
で
も
良
い
と
思
う
け
れ
ど

も
ま
ず
は
旅
を
し
て
、
そ
の
菓

子
の
存
在
を
知
る
事
だ
―
遠
野

の
「
明
が
ら
す
」
や
「
松
焼
」

は
今
も
そ
う
し
て
初
め
て
出
会

う
事
が
で
き
る
地
味
な
が
ら
侮

れ
な
い
菓
子
た
ち
で
あ
る
。

　

基
本
的
に
現
地
の
店
舗
の
み

で
見
ら
れ
る
（
明
が
ら
す
は
、

か
ろ
う
じ
て
花
巻
近
辺
の
Ｓ
Ａ

な
ど
で
も
入
手
可
能
）
こ
れ
ら

は
二
つ
と
も
、
私
が
遠
野
へ
行

く
と
必
ず
買
っ
て
く
る
も
の
。

　

松
焼
は
そ
の
名
の
通
り
、
松

の
枝
ぶ
り
の
姿
を
焼
き
上
げ
た

よ
う
な
緑
色
の
美
し
い
菓
子
。

　

小
麦
と
卵
を
主
体
に
、
胡
麻

を
全
体
に
ま
ぶ
し
餡
を
詰
め
た

も
の
で
、
手
は
込
ん
で
い
る
が

決
し
て
高
級
と
い
う
訳
で
は
な

い
の
で
、
地
元
ス
ー
パ
ー
の
総

菜
コ
ー
ナ
ー
で
も
買
う
事
が
で

き
る
。
し
か
し
「
明
が
ら
す
」

と
な
る
と
こ
れ
は
か
な
り
洗
練

さ
れ
た
、
他
に
類
の
な
い
個
性

的
な
も
の
で
、
明
ら
か
に
只
の

菓
子
で
は
な
い
・
・
遠
野
に
通

い
始
め
た
若
い
頃
は
、
何
や
ら

淡
白
な
甘
さ
で
地
味
な
菓
子
だ

な
、
と
特
に
魅
力
を
感
じ
な
か

っ
た
も
の
だ
が
、
年
々
そ
の
味

と
食
感
が
恋
し
く
な
り
、
ま
さ

に
大
人
を
虜
に
す
る
菓
子
、
遠

野
を
象
徴
す
る
よ
う
な
菓
子
で

あ
る
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。

　

米
粉
に
砂
糖
と
胡
麻
そ
し
て

胡
桃
を
使
っ
た
も
の
で
元
祖
で

あ
る
「
ま
つ
だ
松
林
堂
」
の
解

説
を
借
り
れ
ば
「
餅
と
ら
く
が

ん
の
中
間
の
よ
う
な
食
感
」。

明
治
期
「
く
る
み
糖
」
と
い
う

名
で
こ
れ
を
作
っ
て
い
た
初
代

が
遠
野
へ
馬
産
視
察
に
訪
れ
た

時
の
馬
政
局
次
長
で
あ
る
子
爵

に
献
上
す
る
際
「
明
が
ら
す
」

と
改
名
（
か
ま
ぼ
こ
型
の
断
面

に
、
夜
明
け
の
空
を
飛
ぶ
烏
の

姿
が
浮
か
ぶ
事
か
ら
）、
そ
の

後
も
代
々
天
皇
御
来
県
の
際
も

献
上
さ
れ
た
他
、
表
千
家
の
茶

事
で
の
用
命
を
受
け
、
Ｊ
Ａ
Ｌ

国
内
線
フ
ァ
ー
ス
ト
ク
ラ
ス
の

デ
ザ
ー
ト
に
採
用
さ
れ
る
な
ど

実
は
と
ん
で
も
な
い
実
績
に
彩

ら
れ
た
和
菓
子
界
も
と
い
蝦
夷

菓
子
界
の
エ
ー
ス
で
あ
っ
た
の

だ
。

 　

翻
っ
て
、
旅
先
で
は
な
く
地

元
や
現
居
住
地
の
菓
子
に
目
を

向
け
て
み
よ
う
―
山
形
県
内
陸

部
の
銘
菓
と
し
て
は
、『
の
し

梅
』
や
『
ふ
う
き
豆
』
な
ど
の

伝
統
的
な
も
の
か
ら
『
樹
氷
ロ

マ
ン
』『
お
し
ど
り
ミ
ル
ク
ケ

ー
キ
』
始
め
ラ
フ
ラ
ン
ス
な
ど

の
名
産
を
使
用
し
た
洋
菓
子
が

知
ら
れ
る
が
、
一
方
我
が
地
元

庄
内
と
い
え
ば
や
は
り
だ
だ
ち

ゃ
豆
を
使
っ
た
新
手
も
多
い
な

が
ら
羽
黒
山
の
御
神
体
で
あ
る

「
鏡
池
」
よ
り
出
土
し
た
古
代

の
鏡
を
象
っ
た
特
製
餡
と
求
肥

餅
が
味
わ
い
深
い
『
古
鏡
』
や

栗
を
使
っ
た
贅
沢
な
パ
イ
『
マ

ロ
ン
』
と
い
っ
た
高
級
な
も
の

か
ら
『
と
ち
の
実
か
り
ん
と

う
』『
き
つ
ね
め
ん
（
お
き
つ

ね
は
ん
）』『
オ
ラ
ン
ダ
せ
ん

べ
い
』
な
ど
手
軽
な
も
の
ま
で

地
元
民
自
慢
の
菓
子
ば
か
り
で

あ
る
。
古
鏡
や
マ
ロ
ン
は
製
造

元
の
木
村
屋
が
藤
崎
百
貨
店
に

出
店
し
た
為
、
仙
台
で
も
常
時

入
手
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
が

個
人
的
に
は
地
味
な
が
ら
原
料

自
体
が
希
少
で
あ
る
と
ち
の
実

か
り
ん
と
う
が
イ
チ
オ
シ
で
、

帰
省
の
度
に
買
っ
て
く
る
の
は

く
ぢ
ら
餅
か
、
こ
れ
で
あ
る
。

 　

し
か
し
、
旅
の
楽
し
み
と
い

う
付
加
価
値
無
し
で
自
分
が
現

在
住
ん
で
い
る
地
域
の
銘
菓
、

と
い
う
も
の
も
常
に
気
に
な
る

の
が
、
菓
子
好
き
と
い
う
も
の

か
も
知
れ
な
い
―
ま
た
、
誰
も

が
知
る
定
番
の
他
に
知
る
人
ぞ

知
る
地
域
の
名
産
と
い
う
も
の

を
身
近
に
探
す
楽
し
み
が
あ
る

の
も
良
い
と
こ
ろ
だ
。

　

地
元
庄
内
に
帰
省
す
る
際
や

東
京
の
親
族
や
旧
友
に
会
う
際

私
は
随
分
時
間
を
か
け
て
土
産

菓
子
を
物
色
し
、
ま
た
そ
れ
を

楽
し
む
為
に
か
な
り
仙
台
の
菓

子
に
つ
い
て
知
る
よ
う
に
な
っ

た
。
全
国
に
模
倣
品
を
生
み
、

北
海
道
の
『
白
い
恋
人
』
と
並

び
二
十
世
紀
を
代
表

す
る
土
産
品
と
謳
わ

れ
る
『
萩
の
月
』
は

無
論
素
晴
ら
し
い
が
、

現
地
の
友
人
が
そ
れ

以
上
に
推
す
の
が
同

じ
菓
匠
三
全
の
和
洋

小
型
バ
ウ
ム
ク
ー
ヘ

ン
『
伊
達
絵
巻
』
で

あ
る
。
仙
台
随
一
の

高
級
菓
子
『
支は

せ
く
ら倉

焼
』
は
ふ
じ
や
千
舟
が
こ
の
商

品
一
本
で
勝
負
す
る
逸
品
で
、

友
人
の
弔
事
や
恩
師
に
会
う

時
な
ど
大
切
な
場
面
で
用
い

て
き
た
。
そ
し
て
『
白
松
が
モ

ナ
カ
』
は
亡
き
父
が
大
の
お
気

に
入
り
で
、
帰
省
の
度
に
買
っ

て
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　

そ
の
他
各
社
『
ず
ん
だ
餅
』

や
仙
台
味
噌
・
塩
竈
藻
塩
を

使
用
し
た
ラ
ス
ク
『
和
ら
す
』、

ず
ん
だ
餡
と
仙
台
い
ち
ご
で

か
つ
て
の
仙
台
名
所
復
活
を

狙
う
？
『
芭
蕉
の
辻
銘
菓
・
仙

臺
サ
ン
ド
』
な
ど
新
し
い
も
の

も
続
々
生
ま
れ
て
い
る
様
子

だ
。

　
　
　
　
　

※

　

そ
れ
に
し
て
も
、
仙
台
市
の

土
産
菓
子
売
り
場
の
様
相
は

贅
沢
で
あ
る
。
ふ
と
、
東
北
の

菓
子
開
発
に
か
け
る
情
熱
は

全
国
的
に
見
て
も
度
を
越
し

て
い
る
の
で
は
な
い
か
・
・
と

私
は
疑
う
。
く
ぢ
ら
餅
や
南
部

せ
ん
べ
い
の
よ
う
な
「
兼
非
常

食
」
的
存
在
は
別
と
し
て
、
菓

子
と
い
う
も
の
は
煙
草
や
珈

琲
の
よ
う
に
そ
れ
が
な
け
れ

ば
命
に
関
わ
る
も
の
で
は
な

い
「
嗜
好
品
」
で
あ
り
、
こ
の

多
彩
で
華
や
か
な
展
開
は
海

外
の
人
々
な
ど
の
目
に
は
相

当
豊
か
で
余
裕
が
あ
る
民
族
な

の
だ
な
、
と
映
る
か
も
知
れ
な

い
。
あ
る
い
は
、
土
産
菓
子
は

会
う
人
を
気
遣
う
、
喜
ば
せ
る
、

驚
か
せ
る
と
い
う
心
の
表
現
で

も
あ
り
、
対
人
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
を
重
視
し
な
が
ら
も
、

直
接
的
な
言
葉
で
は
な
い
気
持

ち
の
伝
え
方
を
模
索
す
る
奥
深

い
民
族
性
を
読
み
取
れ
る
か
も

し
れ
な
い
。

　

い
や
、
単
純
に
美
味
い
米
、

美
味
い
豆
、
美
味
い
果
実
が
生

ま
れ
る
東
北
だ
か
ら
こ
そ
、
美

味
い
菓
子
を
追
究
し
た
く
な
る

―
そ
れ
だ
け
の
事
な
の
か
も
知

れ
な
い
。

　

最
後
に
、
近
年
出
会
っ
た
仙

台
で
は
な
い
宮
城
県
内
の
菓
子

を
紹
介
し
締
め
よ
う
―
角か

く
だ田

市

出
身
の
職
場
関
係
の
方
の
一
周

忌
に
皆
で
墓
参
り
し
た
と
こ
ろ

御
母
堂
が
出
し
て
下
さ
っ
た
地

元
の
菓
子
が
感
動
的
な
美
味
さ

だ
っ
た
の
だ
―
ア
ー
モ
ン
ド
ス

ラ
イ
ス
を
鎧
の
よ
う
に
纏
っ
た

洋
風
せ
ん
べ
い
、「
お
菓
子
の

さ
さ
も
り
」
に
よ
る
『
あ
ぶ
く

ま
山
景
』
が
そ
れ
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
知
ら
れ
ざ
る
素

晴
ら
し
い
蝦
夷
菓
子
と
出
会
う

べ
く
、
今
後
も
東
北
の
旅
を
深

め
て
い
き
た
い
も
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
。

秋
の
甘
味
欲
に
い
ざ
な
わ
れ
―
　
　
　
　

「
蝦え
み
し夷
菓
子
」を
探
す
旅
の
事

知られざる角田銘菓『
あぶくま山景』
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神楽を待つ 勢組みこし

シリーズ　遠野の自然
「遠野の寒露」

遠野 1000 景より

　

い
つ
の
ま
に
か
、
遠
野
は
秋

祭
り
の
季
節
を
迎
え
て
い
た
。

　

今
年
を
含
め
て
こ
こ
数
年
、

こ
の
季
節
に
野
暮
用
が
重
な
り
、

な
か
な
か
時
間
を
取
れ
ず
、
遠

野
に
お
じ
ゃ
ま
す
る
こ
と
は
で

き
な
か
っ
た
。
ま
こ
と
に
残
念

で
あ
っ
た
。

　

特
に
残
念
な
の
は
、
今
回
号

で
取
り
上
げ
た
夜
の
神
楽
で
あ

り
、
ぜ
ひ
見
た
か
っ
た
。

　

昼
間
の
祭
り
も
も
ち
ろ
ん
い

い
が
、
な
ぜ
か
夜
の
祭
り
は
こ

と
さ
ら
に
ワ
ク
ワ
ク
す
る
。

　

ま
た
し
し
踊
り
の
乱
舞
も
見

た
か
っ
た
。
こ
れ
も
夜
の
乱
舞

は
格
別
で
、
真
っ
暗
な
な
か
の

舞
は
神
秘
的
で
あ
る
。

　

来
年
こ
そ
は
ぜ
ひ
お
じ
ゃ
ま

し
よ
う
。
一
年
先
に
な
る
が
、

い
ま
か
ら
時
間
を
確
保
し
て
お

こ
う
と
思
う
。

神楽（鶏舞）

しし踊り

三番叟

頭食われる

恵比須舞

狙うカメラマン
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は
、
日
々
の
衣
食
住
に
も
困
窮

し
て
い
る
の
に
、
郷
土
芸
能
の

復
活
を
強
く
望
ん
だ
と
い
う
の

で
あ
る
。

　

そ
う
な
る
と
、
各
集
落
に
伝

わ
る
郷
土
芸
能
は
単
な
る
娯
楽

的
な
祭
り
で
は
な
く
、
あ
る
意

味
で
地
域
住
民
の
宗
教
で
あ
り
、

震
災
か
ら
の
復
興
を
精
神
面
で

強
く
支
え
る
地
域
の
文
化
で
あ

る
と
い
う
こ
と
だ
。

　

そ
こ
か
ら
、
被
災
地
域
の
文

化
に
興
味
が
湧
き
、
当
新
聞
で

も
毎
号
紹
介
す
る
こ
と
に
つ
な

が
っ
て
い
る
。

　

訪
問
時
の
大
震
災
の
一
年
半

後
に
は
そ
の
建
物
は
ま
だ
存
在

し
て
い
た
。

　

海
岸
か
ら
は
大
分
距
離
が
あ

る
場
所
に
立
っ
て
い
る
建
物
に

も
大
津
波
が
押
し
寄
せ
て
き
た

の
か
と
思
う
と
、
津
波
の
恐
ろ

し
さ
が
実
感
で
き
た
。

　

ま
た
、
建
物
の
正
面
か
ら
見

た
だ
け
で
は
、
そ
ん
な
に
損
傷

が
な
い
よ
う
に
見
え
る
が
、
左

斜
め
か
ら
み
る
と
、
コ
ン
ク

リ
ー
ト
壁
に
大
き
な
穴
が
あ
い

て
お
り
、
津
波
に
よ
る
損
傷
は

甚
大
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が

想
像
で
き
た
。

　
　
　
　
　

＊

　

町
の
は
ず
れ
に
は
、
大
津
波

に
よ
る
ガ
レ
キ
が
山
の
よ
う
に

積
ま
れ
、
重
機
が
見
え
な
く
な

る
ほ
ど
の
高
さ
に
な
っ
て
い
た
。

　

こ
の
ガ
レ
キ
の
山
を
見
て
、

あ
ら
た
め
て
大
津
波
と
地
震
の

被
害
の
す
ご
さ
を
感
じ
た
。

　

同
じ
く
、
大
槌
港
の
大
津
波

の
痕
跡
を
見
た
と
き
も
、
大
津

波
の
破
壊
力
の
す
ご
さ
が
伝

わ
っ
て
き
た
。
か
な
り
分
厚
い

防
波
堤
が
破
壊
さ
れ
て
、
寸
断

さ
れ
て
い
た
。

　

ま
た
、
町
に
入
る
場
所
で
見

た
三
階
建
て
の
集
合
住
宅
に
は

三
階
部
分
ま
で
津
波
に
よ
る
漂

流
物
が
そ
の
と
き
も
残
っ
て
い

た
の
で
、
そ
ん
な
高
さ
ま
で
の

津
波
が
襲
っ
て
き
た
の
だ
と
理

解
で
き
た
。

　
　
　
　
　

＊

　

こ
の
大
槌
町
に
は
震
災
後
に

知
り
合
い
が
出
来
た
。

　

東
京
で
開
催
さ
れ
た
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
で
出
会
っ
た
人
物
で
あ

り
、
大
槌
町
の
郷
土
芸
能
で
あ

る「
大
槌
町
虎
舞
」の
団
体
の
役

員
だ
っ
た
。

　

東
日
本
大
震
災
後
に
は
、
郷

土
芸
能
を
研
究
し
て
い
る
研
究

者
さ
え
ま
っ
た
く
そ
の
存
在
を

知
ら
な
か
っ
た
郷
土
芸
能
が
数

多
く
知
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、

震
災
で
破
壊
さ
れ
た
郷
土
芸
能

に
用
い
ら
れ
る
祭
具
類
の
修
繕

に
援
助
資
金
を
提
供
す
る
と
い

う
関
連
団
体
か
ら
の
申
し
出
が

あ
り
、
そ
れ
ま
で
ま
っ
た
く
知

ら
れ
て
い
な
か
っ
た
郷
土
芸
能

が
資
金
援
助
を
要
請
し
た
た
め

に
、
結
果
的
に
知
ら
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
と
い
う
事
情
で
あ
る
。

　

そ
れ
ま
で
は
、
小
さ
な
集
落

内
で
し
か
知
ら
れ
ず
、
表
に
は

出
て
こ
な
か
っ
た
た
め
に
研
究

者
も
知
ら
な
か
っ
た
の
だ
。

　
　
　
　
　

＊

　

筆
者
も
そ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

で
、
あ
ら
た
め
て
郷
土
芸
能
が

地
域
で
果
た
す
重
要
な
役
割
に

つ
い
て
学
ん
だ
。

　

震
災
被
災
地
で
は
、
そ
れ
ま

で
地
域
で
継
承
さ
れ
て
き
た
郷

土
芸
能
の
担
い
手
が
震
災
で
亡

く
な
っ
た
り
、
郷
土
芸
能
の
祭

具
類
が
失
わ
れ
た
り
し
た
。

　

し
か
し
、
そ
の
地
域
の
住
民

すでに取り壊された大槌町役場（正面）

すでに取り壊された大槌町役場（左側）

重機が見えなくなるほどのガレキの山

破壊されたままの防波堤 津波直後のままの集合住宅

大槌町簡易地図・・・
朝日新聞デジタルより

新シリーズ【東北を再発見する旅】…⑬　震災1年半後の「大槌」
東日本大震災の傷跡が生々しく残る釜石沿岸部から北上する旅②

　

前
号
で
取
り
上
げ
た
の
は
釜

石
市
北
部
の『
鵜
住
居（
う
の
す

ま
い
）地
区
』だ
っ
た
。
大
槌
町

は『
鵜
住
居
地
区
』の
さ
ら
に
北

に
位
置
す
る
。

　

そ
う
い
え
ば
、
先
日
何
気
な

く
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
東
日
本
大
震
災
関

連
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
番
組
を

見
て
い
た
ら
、こ
の『
鵜
住
居
地

区
』が
登
場
し
て
い
た
。

　

た
ま
た
ま
だ
と
は
思
う
が
、

こ
の
地
域
が
当
新
聞
と
ほ
ぼ
同

じ
タ
イ
ミ
ン
グ
で
取
り
上
げ
ら

れ
て
い
た
の
で
驚
い
た
。

　

他
に
も
、
当
新
聞
と
同
じ
タ

イ
ミ
ン
グ
で
取
り
上
げ
ら
れ
る

事
案
が
何
度
か
あ
っ
た
の
で
、

Ｎ
Ｈ
Ｋ
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
部

門
に
は
何
か
と
親
近
感
が
湧
く
。

　
　
　
　
　

＊

　

岩
手
県
の
大
槌
町
と
い
え
ば
、

町
役
場
建
物
に
逃
げ
込
ん
だ
た

く
さ
ん
の
職
員
が
大
津
波
に
襲

わ
れ
て
亡
く
な
ら
れ
た
こ
と
で

知
ら
れ
た
町
で
あ
る
。

　

そ
の
町
役
場
の
建
物
を
「
震

災
遺
構
」と
し
て
残
す
か
、そ
れ

と
も
、
遺
族
に
と
っ
て
は
つ
ら

い
震
災
の
記
憶
を
思
い
起
こ
さ

せ
る
も
の
な
の
で
取
り
壊
す
か

で
町
中
で
議
論
さ
れ
た
こ
と
で

全
国
に
知
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ

た
町
で
も
あ
る
。
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「10 月の

鹿たち」
写真撮影　
尾崎匠

写真で
お伝えする

東北の風景 


