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と
も
に

 
歩
も
う

石
巻
だ
よ
り

知
って
い
る
か
ら
こ
そ

千
年
後
の
命
を
守
る
た
め
に

は
東
松
島
市
の
矢
本
第
二
中
学
校
の
教
頭
。

　

こ
の
日
、
伊
藤
唯
さ
ん
（
仙
台
育
英
）
が

口
火
を
切
っ
た
。「
熊
本
で
何
か
で
き
な
い

か
な
」。
色
白
の
丸
顔
に
え
く
ぼ
が
浮
か
ぶ
。

待
っ
て
い
ま
し
た
と
ば
か
り
に
皆
、
口
々
に

話
し
出
す
。
募
金
か
。
支
援
物
資
か
。

　
「
物
で
は
な
い
気
が
す
る
」
と
言
う
木
村

圭
さ
ん
（
石
巻
）
に
、
鈴
木
元
哉
君
（
同
）

が
「
遊
び
も
大
切
。
集
ま
れ
る
場
が
あ
れ
ば
」。

圭
さ
ん
も
「
友
達
だ
よ
ね
」。

　

そ
こ
で
「
行
く
？
」
と
先
生
。
即
、「
行

こ
う
」
と
唯
さ
ん
が
声
を
上
げ
る
。
交
通
費

は
会
の
貯
金
で
賄
え
る
か
。「
足
り
な
い
分

は
自
腹
」
と
山
下
脩
君
（
石
巻
工
業
）
が
迷

わ
ず
言
い
切
る
。
熊
本
行
き
の
話
に
沸
い
た
。

　

守
る
会
の
活
動
は
、
中
学
1
年
の
社
会

説
く
。
1
年
生
は
六
十
数
人
。
半
年
後
、
皆

で
「
津
波
被
害
を
最
小
限
に
す
る
方
法
」
を

議
論
し
、
1
年
の
最
後
に
作
文
を
書
い
た
。

　

今
野
伶れ

美み

さ
ん
（
石
巻
好
文
館
）
の
作
文

に
先
生
は
息
を
の
ん
だ
。
ま
ず
は
皆
が
津
波

の
こ
と
を
知
る
、
と
書
き
出
す
。
間
違
っ
た

知
識
で
亡
く
な
っ
た
人
が
多
い
か
ら
。
さ
ら

に
「
千
年
後
ま
で
伝
え
る
た
め
に
記
録
に
残

そ
う
」
と
訴
え
る
。
そ
れ
は
、
授
業
の
域
を

越
え
、
ま
る
で
「
祈
り
」
の
よ
う
だ
っ
た
。

　
「
千
年
後
の
命
を
守
る
た
め
に
」
が
活
動

の
合
言
葉
に
な
っ
た
。
た
だ
、
皆
が
す
ぐ
さ

ま
活
動
に
意
気
込
ん
だ
わ
け
で
は
な
い
。
熊

本
地
震
の
被
災
地
へ
の
支
援
を
言
い
出
し
た

伊
藤
唯
さ
ん
も
、
ち
が
っ
た
。

　

あ
の
日
。
坂
を
駆
け
の
ぼ
る
途
中
、
眼
下

の
光
景
に
立
ち
す
く
ん
だ
。
街
は
消
え
、
海

が
渦
巻
く
。
避
難
先
の
体
育
館
で
夜
通
し

響
い
て
い
た
人
々
の
泣
き
声
。
そ
の
記
憶
は

今
こ
の
季
節
も
よ
み
が
え
る
。

　
あ
の
日
は
小
学
6
年
生
だ
っ
た
女
川
町
の

子
ど
も
た
ち
が
、「
女
川
1
0
0
0
年
後
の
い

の
ち
を
守
る
会
」
を
つ
く
り
、
高
校
3
年
生

の
今
も
活
動
を
つ
づ
け
る
。
知
っ
て
い
る
か

ら
こ
そ
、こ
れ
か
ら
も
。
生
涯
つ
づ
け
て
い
く
。

熊
本
地
震

「
何
か
で
き
な
い
か
な
」

　

今
年
4
月
の
土
曜
日
の
夕
刻
。
J
R
女
川

駅
そ
ば
の
会
議
室
に
高
校
生
7
人
が
集
ま
っ

た
。
別
々
の
高
校
に
通
う
3
年
生
た
ち
だ
。

　

皆
あ
の
日
は
女
川
町
の
小
学
6
年
生
。
女

川
中
学
校
を
卒
業
後
こ
う
し
て
休
日
に
集
う
。

「
女
川
1
0
0
0
年
後
の
い
の
ち
を
守
る
会
」

の
会
員
た
ち
だ
。
阿
部
一
彦
先
生
も
一
緒
だ
。

彼
ら
が
中
学
1
年
の
時
の
学
年
主
任
で
、
今

伝
え
た
い
。過
ぎ
去
っ
た
日
々
の
あ
の
笑
顔
を
。

暗
闇
に
立
ち
す
く
ん
だ
時
、

こ
の
記
録
が
足
元
を
照
ら
す
光
と
な
る
よ
う
に
。

そ
し
て
ま
た
明
日
の
朝
を
迎
え
ら
れ
る
よ
う
に
。

朝
日
新
聞
社
員
が
つ
づ
る
。

科
の
初
授
業
で
一
彦
先
生
が
投
げ
か
け
た
言

葉
「
ふ
る
さ
と
の
た
め
に
何
が
で
き
る
か
」

か
ら
始
ま
っ
た
。
そ
の
時
、
先
生
は
目
を
見

張
っ
た
。
生
徒
は
次
々
に
津
波
へ
の
備
え
を

　

中
学
入
学
後
は
「
普
通
に
笑
っ
て
い
よ

う
」
と
心
が
け
た
。
内
心
は
苦
し
い
。
頭
痛

が
や
ま
ず
、
仮
住
ま
い
の
家
で
母
に
あ
た
っ

た
。

　

中
学
2
年
の
冬
、
活
動
を
支
え
る
「
親
の

会
」
が
発
足
し
た
。
母
も
加
わ
り
、
唯
さ
ん

の
背
中
を
押
し
つ
づ
け
た
。

何
人
も
い
た「
伝
え
な
い
と
」

　

活
動
の
第
1
弾
は
、
町
内
21
カ
所
の
浜
の

津
波
到
達
点
に
石
碑
を
建
て
る
こ
と
だ
っ
た
。

　

中
学
3
年
の
秋
。
山
下
脩
君
、
渡
邊
滉あ

き

大と

君
（
石
巻
好
文
館
）、
阿
部
由
季
さ
ん
（
同
）

ら
生
徒
4
人
は
、
1
基
目
の
石
碑
の
制
作

を
見
に
石
材
店
へ
。
自
作
の
文
を
記
し
た
紙

が
高
さ
2
メ
ー
ト
ル
超
の
石
に
貼
っ
て
あ
る
。

　

ま
だ
刻
む
前
。
紙
に
は
「
大
き
な
津
波
が

来
た
ら
、
こ
の
石
碑
よ
り
も
上
へ
逃
げ
て
く

だ
さ
い
」
と
あ
る
。
原
文
は
「
大
き
な
地
震

が
来
た
ら
」
だ
。
修
正
し
た
。

　

次
の
「
逃
げ
な
い
人
が
い
て
も
、
無
理
矢

理
に
で
も
連
れ
出
し
て
く
だ
さ
い
。
家
に
戻

ろ
う
と
し
て
い
る
人
が
い
れ
ば
、
絶
対
に
引

き
止
め
て
く
だ
さ
い
」
は
原
文
通
り
。

　

引
率
の
一
彦
先
生
が
4
人
に
問
う
。「
な

ん
で
引
き
留
め
な
い
と
い
け
な
い
の
」「
戻
っ

て
亡
く
な
っ
た
人
が
い
る
か
ら
」。「
何
人

　
石
巻
だ
よ
り
は
、春
夏
秋
冬
の

季
刊
に
変
わ
り
ま
す
。

　
春
号
で
は「
明
日
の
風
」特
別

編
を
お
届
け
し
、「
子
ど
も
た
ち
」

は
休
載
し
ま
す
。

明日の風
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る
す
べ
を
伝
え
る
本
だ
。
そ
の
た
め
に
女
川

町
誌
や
石
巻
市
史
を
読
み
込
み
、
津
波
発

生
の
仕
組
み
を
学
び
に
東
北
大
学
も
訪
ね
た
。

　

体
験
も
記
す
。
高
校
1
年
の
冬
に
十
数

人
で
合
宿
。
各
自
、
黙
々
と
パ
ソ
コ
ン
を
た

た
く
。
木
村
圭
さ
ん
は
手
を
止
め
、
鼻
を
か

み
、
息
を
つ
い
た
。
画
面
の
文
字
は
「
町
が

真
っ
黒
に
な
っ
て
い
ま
し
た
」。
あ
れ
か
ら
3

日
後
の
描
写
だ
。
そ
の
日
、
県
外
へ
避
難
。

小
学
校
の
卒
業
式
は
出
ら
れ
な
か
っ
た
。

　

高
校
2
年
の
冬
も
十
数
人
で
合
宿
。
渡

邊
滉
大
君
は
女
川
町
観
光
協
会

の
震
災
前
の
冊
子
を
参
考
に
開

き
、
釘
付
け
に
な
る
。「
光
太
郎

の
碑
」
と
声
に
出
す
。
山
下
脩

君
が
明
る
く
「
高
村
光
太
郎
の

碑
あ
っ
た
な
」。
鈴
木
元
哉
君
も

顔
を
寄
せ
て
「
穴
釣
り
や
ん
な

か
っ
た
？
」。
滉
大
君
が
「
岸
壁

の
穴
？
」。「
そ
う
。
穴
か
ら
風
く

る
の
。
ぴ
ゅ
ー
っ
て
」「
く
せ
え

の
」「
懐
か
し
く
ね
え
、
こ
れ
」。

今
は
な
い
街
を
思
い
出
す
。

　

守
る
会
は
、
高
校
2
年
の
秋

か
ら
冬
に
か
け
て
相
次
ぎ
表
彰

を
受
け
た
。
東
京
で
「
社
会
貢

献
支
援
財
団
」
か
ら
。
さ
ら
に

神
戸
市
で
「
1
・
17
防
災
未
来

賞
『
ぼ
う
さ
い
甲
子
園
』」
に
て
。

表
彰
式
に
出
向
く
機
会
に
、
近

隣
の
中
学
校
と
も
交
流
を
深
め
る
。

　

今
年
1
月
。
滉
大
君
と
脩
君

は
神
戸
市
の
長
田
中
学
校
に
生

徒
会
役
員
を
訪
ね
た
。
守
る
会
を
紹
介
し
、

「
中
学
生
が
で
き
る
こ
と
は
い
っ
ぱ
い
あ
る
と

思
う
」
と
声
援
を
送
る
。
そ
れ
か
ら
一
緒
に

長
田
区
役
所
の
資
料
室
も
見
学
し
た
。
阪
神

大
震
災
の
大
火
災
で
焼
け
残
っ
た
硬
貨
が
あ

る
。
私
の
目
に
は
広
島
平
和
記
念
資
料
館
に

重
な
っ
た
。
炎
の
勢
い
を
物
語
る
品
々
を

そ
っ
と
手
に
す
る
。

　

そ
の
晩
、
私
は
尋
ね
て
み
た
。「
ど
う
映
っ

た
か
な
」。
滉
大
君
と
脩
君
は
し
ば
ら
く
押

し
黙
る
。
脩
君
が
ぽ
つ
り
と
「
残
っ
て
い
る

な
ら
い
い
じ
ゃ
な
い
っ
て
思
っ
た
」。

　

滉
大
君
の
家
は
全
壊
。
残
っ
て
い
た
の
は

浴
槽
だ
け
。
幼
い
頃
の
背
丈
を
記
し
た
柱
も

な
い
。
脩
君
の
家
も
。
大
切
に
し
て
い
た
ミ

ニ
カ
ー
、
財
布
、
そ
し
て
枕
も
消
え
て
し

ま
っ
た
。
巨
大
な
喪
失
感
を
抱
き
し
め
る
。

　

こ
の
春
の
始
め
。
守
る
会
の
阿
部
由
季
さ

ん
と
木
村
圭
さ
ん
は
J
R
女
川
駅
に
い
た
。

　

新
し
い
駅
前
商
店
街
を
見
つ
め
て
由
季
さ

ん
は
「
前
の
形
な
く
な
っ
ち
ゃ
っ
た
ね
」
と

漏
ら
す
。
圭
さ
ん
は
「
も
う
思
い
出
せ
な
い

な
」
と
言
い
か
け
た
言
葉
を
の
み
こ
ん
だ
。

　

思
い
は
複
雑
だ
。
街
が
き
れ
い
に
な
る
の

は
良
い
こ
と
。
で
も
、
そ
れ
は
震
災
が
あ
っ

た
か
ら
。
震
災
が
な
け
れ
ば
命
を
落
と
す
こ

と
は
な
か
っ
た
1
人
ひ
と
り
を
思
う
。

　

守
る
会
の
会
長
を
務
め
る
由
季
さ
ん
に
私

は
尋
ね
た
。「
由
季
ち
ゃ
ん
、
会
は
い
つ
ま
で

つ
づ
け
ま
す
か
」。「
い
や
、
限
り
は
な
い
で

す
よ
」
と
即
答
し
、
照
れ
た
よ
う
に
笑
っ
た
。

1
人
で
も
多
く
の
命
を
救
う
に
は
人
任
せ
で

な
く
自
分
も
。
生
涯
つ
づ
け
た
い
。

知
っ
て
い
る
」
と
畳
み
か
け
、
答
え
を
待
た

ず
に
「
俺
も
知
っ
て
い
る
。
俺
が
戻
れ
と
言

え
ば
助
か
っ
て
い
た
。
碑
だ
け
で
は
だ
め
な

ん
だ
。
こ
の
奥
に
あ
る
こ
と
を
伝
え
な
い
と
」。

先
生
の
目
が
潤
む
。
山
の
上
の
中
学
校
へ
娘

の
無
事
を
確
認
に
来
た
母
親
が
山
を
下
り

る
あ
の
時
、
引
き
留
め
て
い
た
ら
…
…
。

　

脩
君
、
滉
大
君
、
由
季
さ
ん
た
ち
も
思
い

出
し
て
い
た
。
そ
れ
ぞ
れ
が
知
る
人
々
を
。

　

今
、
石
碑
は
9
基
立
つ
。
守
る
会
は
そ
の

つ
ど
浜
の
人
々
を
招
い
て
除
幕
式
を
開
く
。

　

高
校
2
年
の
夏
、
野
々
浜
で
も
式

が
あ
っ
た
。
守
る
会
か
ら
は
脩
君
が

出
席
し
た
。

　

式
前
に
岸
壁
で
避
難
訓
練
を
行
う
。

脩
君
が
「
震
災
前
の
地
形
だ
と
想
定

し
て
、
石
碑
に
は
行
か
ず
、
地
元
の

人
に
も
聞
か
ず
に
避
難
し
て
下
さ

い
」
と
説
明
し
、
震
度
7
の
地
震
発

生
を
告
げ
る
。

　
「
親
の
会
」
の
父
親
が
車
椅
子
で

待
機
。
土
地
勘
の
な
い
参
加
者
が
父

親
を
連
れ
て
山
道
へ
。
そ
の
後
、
石

碑
前
で
浜
の
人
の
解
説
を
聞
く
。
山

道
に
も
津
波
は
達
し
た
と
知
る
。

　

参
加
者
が
問
う
。「
石
碑
を
め
ざ

せ
ば
助
か
り
ま
す
か
」。
脩
君
は

「
こ
れ
よ
り
高
い
所
に
逃
げ
て
も
ら

え
れ
ば
」。「
こ
こ
で
は
だ
め
で
す

か
」
と
の
再
度
の
問
い
に
も
、
き
っ

ぱ
り
と
「
実
際
の
津
波
が
来
た
時
に

ど
う
な
る
か
わ
か
ら
な
い
の
で
」。

　

最
後
に
一
彦
先
生
が
浜
の
長
老
へ

話
を
促
す
。
あ
の
日
、
引
き
留
め
る
声
を
聞

か
ず
に
山
を
下
り
た
こ
と
を
語
っ
た
。「
自

信
過
剰
に
な
ら
な
い
で
人
の
話
を
聞
い
て
下

さ
い
。
自
信
過
剰
に
な
り
ま
す
と
ね
、
必
ず

命
は
離
れ
て
し
ま
う
」。
参
加
者
も
涙
を
ぬ

ぐ
っ
た
。

「
残
って
い
る
な
ら

 

い
い
じ
ゃ
な
い」

　

守
る
会
は
今
、「
い
の
ち
の
教
科
書
」
制

作
に
も
取
り
組
む
。
小
中
学
生
へ
命
を
守
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震
災
時
、
花
菜
さ
ん
は
雄

勝
中
学
1
年
生
。
雄
勝
町

中
心
部
の
味
噌
作

の
家
は
流
さ
れ
た
。

中
学
の
3
階
建

て
校
舎
は
屋
上
ま

で
津
波
を
か
ぶ
り
、

約
15
キ
ロ
内
陸
の
高
校
の

空
き
教
室
で
再
開
す
る
こ
と
に

な
っ
た
。

　
〈
お
じ
い
さ
ん
の
介
護
と
花
菜

た
ち
の
面
倒
を
み
る
こ
と
に

時
間
を
と
ら
れ
て
、
自

分
の
時
間
を
も
て

な
か
っ
た
と
思
う

け
ど
、
こ
れ
か
ら

は
、
協
力
を
で
き
る
だ
け
し
て
お
父

さ
ん
の
負
担
を
減
ら
せ
た
ら
い
い
な

あ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
な
ん
と
か
な

る
で
生
き
て
き
た
花
菜
の
背
中
を
い

つ
も
押
し
て
く
れ
て
あ
り
が
と
う
。〉

　

同
じ
く
町
中
心
部
、
上
雄
勝
の
幸

手
司
さ
ん
の
家
も
流
さ
れ
、
一
緒
に

2
L
D
K
の
仮
住
ま
い
へ
。
そ
れ
ま

で
自
転
車
に
も
乗
っ
て
い
た
幸
手
司

さ
ん
だ
が
、
あ
っ
と
い
う
間
に
足
腰

が
弱
ま
り
、
要
介
護
度
3
に
。

　

手
紙
は
、
こ
う
結
ぶ
。

　
〈
大
学
は
も
う
少
し
勉
強
を
が
ん

ば
っ
て
、
ね
る
時
間
を
へ
ら
そ
う
と

思
い
ま
す
。（
笑
）
お
父
さ
ん
と
お

母
さ
ん
は
、
世
界
1 

◇
◇ 

こ
れ
か

ら
も
2
人
で
見
守
っ
て
下
さ
い
。
18

年
間
あ
り
が
と
う
。
そ
し
て
こ
れ
か

ら
も
よ
ろ
し
く
お
ね

が
い
し
ま
す
。
か
な

よ
り
。〉

　

読
み
終
え
た
勇
人

さ
ん
は
「
お
母
さ
ん
は

居
る
ん
で
す
ね
」。

　

10
日
後
の
11
日
。

　

帰
省
し
て
い
た
文
教

大
2
年
生
の
春
香
さ
ん

は
、
ア
ル
バ
イ
ト
先
の

レ
ス
ト
ラ
ン
の
ブ
ロ
グ
に
、

5
年
前
の
こ
と
を
記
し
た
。

　

母
か
ら
の
メ
ー
ル
に

「
帰
っ
た
ら
あ
り
が
と
う
と
言

え
ば
よ
い
と
思
い
、
私
は
返
信
し

ま
せ
ん
で
し
た
」。
そ
の
直
後
の
震

災
発
生
だ
っ
た
。「
今
も
母
に
あ
り

が
と
う
と
伝
え
ら
れ
な
い
ま
ま
で
す
」。

ず
っ
と
抱
い
て
き
た
悔
い
を
書
き
留

め
た
。

　

午
後
。
春
香
さ
ん
と
花
菜
さ
ん
と

長
男
の
大
輔
君
は
雄
勝
町
へ
向
か
っ

た
。
冬
枯
れ
の
色
が
残
る
山
す
そ
の

味
噌
作
の
家
の
跡
地
に
、
立
水
栓
が
、

ひ
し
ゃ
げ
な
が
ら
も
、
立
っ
て
い
た
。

　

そ
こ
か
ら
車
で
約
5
分
先
、
雄
勝

病
院
の
跡
地
へ
。
3
人
の
母
、
弘
江

さ
ん
は
、
病
院
の
主
任
栄
養
士
だ
っ

た
。
先
に
着
い
て
い
た
弘
江
さ
ん
の

後
輩
の
栄
養
士
が
駆
け
寄
っ
て
き
て

明
る
い
声
を
上
げ
た
。

　
「
大
ち
ゃ
ん
、大
き
く
な
っ
た
ね
ー」

　

あ
の
日
、
4
歳
だ
っ
た
大
輔
君
は
、

こ
の
春
、
小
学
4
年
生
に
な
っ
た
。

　

6
度
目
の
春
。

　

3
月
最
後
の
週
末
。
佐
々
木
勇
人

さ
ん
は
引
っ
越
し
に
追
わ
れ
た
。

　

石
巻
市
中
心
部
、
大
橋
の
た
も
と

に
あ
る
長
屋
か
ら
、
仙
台
市
郊
外
に

新
築
し
た
一
戸
建
て
へ
。

　

仮
住
ま
い
の
長
屋
で
は
父
の
幸さ

手て

司じ

さ
ん
と
3
人
の
子
と
5
人
暮
ら
し
。

テ
ー
ブ
ル
を
置
く
ス
ペ
ー
ス
は
な
く
、

小
さ
な
卓
袱
台
を
囲
ん
だ
。

　

新
居
で
は
テ
ー
ブ
ル
も
ソ
フ
ァ
も

購
入
。
そ
れ
な
の
に
、
仮
住
ま
い
か

ら
持
ち
出
す
荷
物
は
「
な
ん
と
多
く

び
っ
く
り
ポ
ン
で
す
」。
N
H
K
連
続

テ
レ
ビ
小
説
の
ヒ
ロ
イ
ン
の
口
癖
を

ま
ね
る
言
葉
に
喜
び
が
に
じ
む
。
文

教
大
学
の
湘
南
キ
ャ
ン
パ
ス
（
神
奈

川
県
茅
ケ
崎
市
）
に
通
う
長
女
の
春

香
さ
ん
も
手
伝
い
に
帰
っ
て
き
た
。

　

そ
の
最
中
だ
。
勇
人
さ
ん
の
携
帯

電
話
が
鳴
っ
た
。
こ
と
し
88
歳
の
幸

手
司
さ
ん
の
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
先
か

ら
だ
。
便
通
が
な
い
の
で
病
院
へ
連

れ
て
い
け
な
い
か
と
の
打
診
。
今
は

無
理
だ
。「
水
を
飲
ま
せ
て
み
て
下

さ
い
」
と
頼
む
。
綱
渡
り
は
つ
づ
く
。

　

4
月
最
初
の
月
曜
日
。

　

次
女
の
花
菜
さ
ん
は
宮
城
学
院
女

子
大
学
（
仙
台
市
）
の
入
学
式
へ
。

春
香
さ
ん
も
そ
う
し
た
よ
う
に
、
1

人
で
臨
ん
だ
が
、
高
校
と
は
ま
る
で

異
な
る
雰
囲
気
に
圧
倒
さ
れ
た
。

　

勇
人
さ
ん
は
、
そ
の
日
は
仕
事

だ
っ
た
。
勤
務
先
の
石
巻
市
役
所
ま

で
片
道
約
50
キ
ロ
。
マ
イ
カ
ー
で
通

う
。
電
車
な
ら
ば
時
間
は
倍
か
か
る
。

通
勤
に
は
不
便
で
も
、
子
ど
も
た
ち

の
将
来
を
考
え
て
選
ん
だ
地
だ
。

　

勇
人
さ
ん
に
宛
て
て
花
菜
さ
ん
が

石
巻
西
高
校
（
東
松
島
市
）
の
3
年

生
の
時
に
し
た
た
め
た
手
紙
が
あ
る
。

　

卒
業
式
を
目
前
に
し
た
総
合
学
習

の
時
間
。
便
箋
が
1
枚
ず
つ
配
ら
れ

　
〈
3
年
前
の
入
学
式
か
ら
も
う
卒

業
式
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
高

校
受
験
で
ど
こ
の
高
校
を
受
け
る
か
、

と
て
も
喧
嘩
を
し
た
け
ど
、
西
高
に

し
て
本
当
に
よ
か
っ
た
と
思
っ
て
い

ま
す
。〉

　

そ
う
。
学
力
が
及
ば
な
い
と
ひ
る

ん
だ
時
に
叱
咤
し
た
。
西
高
な
ら
中

学
時
代
の
仲
良
し
の
先
輩
と
一
緒
に

好
き
な
テ
ニ
ス
が
出
来
る
。
大
丈
夫

だ
か
ら
受
け
て
み
ろ
―
―
。

　
〈
震
災
か
ら
も
う
す
ぐ
5
年
。
自

分
た
ち
以
上
に
お
父
さ
ん
が
一
番
大

変
で
つ
ら
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ

ん
な
中
、
住
む
家
を
探
し
て
く
れ
て

あ
り
が
と
う
。
中
学
で
は
出
来
な

か
っ
た
テ
ニ
ス
で
の
優
勝
を
最
後
の

地
区
高
総
体
で
お
父
さ
ん
の
前
で
出

来
て
よ
か
っ
た
で
す
。
部
活
用
品
も

全
て
、
欲
し
い
と
言
っ
た
も
の
を
買
っ

て
く
れ
た
り
、
送
り
迎
え
、
大
変
な

中
で
も
し
て
く
れ
て
あ
り
が
と
う
。〉

石
巻
市
雄
勝
町
の
港
そ
ば
に
あ
っ
た

雄
勝
病
院
の
家
族
の
話
を
続
け
よ
う
。

第
2
章

大
学
の
入
学
式
へ
ひ
と
り
緊
張
し
て

た
。
式
当
日
に
保
護
者
へ
渡
す
手
紙

を
書
く
よ
う
に
と
言
わ
れ
た
。

　

級
友
は
下
書
き
せ
ず
に
書
き
出
す
。

な
ら
ば
自
分
も
。
40
分
か
け
て
そ
の

場
で
考
え
た
約
4
5
0
文
字
を
つ

づ
っ
た
。

　

式
当
日
の
3
月
1
日
朝
は
晴
天
。

　

街
は
う
っ
す
ら
雪
に
お
お
わ
れ
て

い
る
。
8
時
に
な
っ
て
も
気
温
は
氷

点
下
。
路
面
は
凍
結
し
、
石
巻
市
内

の
幹
線
道
路
は
大
渋
滞
に
陥
っ
た
。

　

早
め
に
家
を
出
た
勇
人
さ
ん
は
開

式
の
1
時
間
以
上
前
に
到
着
。
受
付

で
渡
さ
れ
た
手
紙
を
、
3
年
5
組
の

保
護
者
席
で
読
み
始
め
た
。

　
「
お
父
さ
ん
へ
」。
端
整
な
楷
書
の

文
面
に
目
を
落
と
す
。 ［

第
1
回
］

「
お
父
さ
ん
と
お
母
さ
ん
は
世
界
1
」

※「石巻だより」のバックナンバーは羽鳥書店 HP（www.hatorishoten.co.jp）で閲覧できます。
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　女川町議会は2014年夏、福島県の福島
第一原発事故の被災地を訪ねた。「廃墟」
と化した街を目にした衝撃を思い起こしな
がら「そういう現実を踏まえて女川をどう
するか悩んでいるんです」と木村公雄議長
（79）は語る。東北電力がめざす女川原発
の再稼働にどう向き合うか。議長のインタ
ビューの最終回を記す。

原発なく町経済は破綻
　木村氏は、町の15年度一般会計当初予
算の数字を説く。
　歳入のうち、町税は約30億4千万円。そ
のうち約26億7千万円が固定資産税。その
9割が原発関係分だ。
　基金残高は、15年度末の見込みで約122
億5千万円。同規模の自治体ではトップク
ラス。これはいわば貯金残高だ。原発があ
るからこその貯金だ。
　木村氏は、原発が廃炉もしくは再稼働し
ない場合の減収分も説く。町役場の調べで
は、年間約36億円（13年度ベース）だ。
　内訳は、国からの電源三法交付金約7億
3千万円と、機械や装置など原発の償却資
産の固定資産税分約18億7千万円、さらに
民宿代など民間への発注分約10億円。「も
ろに町経済が破綻する。町財政が成り立た
ないということになるんです」と指摘した上
で、こう続ける。
　「福島の現状だけを見ますと、再稼働に
は反対が多いと思う。希望のない生活に
なってしまうんです。けれども、我々は生き
ていかなくてはならない。きれいごとばかり
ではいかないような気もする」
　耐用年数が過ぎて廃炉になるまでの間、
原発は「動かさざるをえないと私は思う」。
そう結ぶ木村氏に尋ねた。
　――動かせば使用済み燃料が増えます。
　「そう。問題はそこなの」とうなずく。「そ
こを解決しないで再稼働することはありえ
ない。ありえないんですけれども、いつ解
決しますと日本中の科学者が誰も言ってい
ない。解決まで待つとなれば、その間に、
町自体、立ちゆかなくなる」
　――自分たちが解決できないものを先送
りし、子どもたちに委ねるのはあまりに酷。
地方交付税（自治体が一定の水準を維持で
きるように国が再配分する国税）もある。
あるいは、合併もありえるかもしれない。
　「交付税をもらうなり、合併するなり、非
常に簡単なことですが」と返した後、切り

出した。「1967年9月30日、女川町議会が
原発誘致を決議した時、私は町役場に勤め
ていたんです」
　町議会が満場一致で誘致を可決した時、
木村氏自身は町総務課職員だった。当時の
木村主税町長が「自主財源を確保しなけれ
ば町はいずれ消滅する。だから何としても
原発は誘致しなければならない」と唱えて
いたことが記憶に残る、と話す。
　工場を誘致しようにも水産加工業しか呼
べない海辺の小さな町で、84年6月、女川
原発1号機が営業運転を始めた。「幸か不幸
か東北で最初の原発が出来た。そのおかげ
で、単独の町で生き続けられたのも事実」
　そして今。「この震災で人口減少率も一
番大きく高齢化率も高い。我々町民に再稼
働の選択を委ねるということが、酷な気が
するんだよね」

核のごみは国が答えを
　――国に委ねれば、使用済み燃料の問
題は先送りして再稼働するでしょう。将来
も女川町で持ち続けることになりませんか。
　「どうなるか、誰も分からないわけです。
核のごみをどうするのか、国に答えを出し
てもらわない限り、町民に答えを出せと言っ
ても、難しいんですよ」
　――ごみ問題の解決が先だと声を上げ
なければ、押し付けられてしまうのでは。
　「国に反対の声を上げて、果たして、こ
の町に住み続けることができるのかという
と、これもまた非常に難しい問題なんで
す」。首を横に振る。
　「『国からの援助』とあえて言いますけど、
小さい町は援助を頂かなければ成り立たな
い現状もある。高齢化しているでしょ。若
い人がいないでしょ。働く場所もないで
しょ。ここに住む人に、国に『反対』と言
い続けるだけのエネルギーがあるのか。私
はないような気がする」
　――閣僚や官僚は東京に身を置いてい
れば、女川町の日常を視界に入れずに済
む。そう考えると、女川の将来は、沖縄の
現在に重なってみえる。日本国土の0・6％
しかない沖縄に、日本国内の米軍専用施設
の74％が集中する。その日常を沖縄が何度
訴えても、国は一顧だにしない。
　「今もそうだもの」
　――今もそう。米軍施設が原発に代わ
り、同じことが女川にも起きるのでは。福
島の事故の記憶が残る今なら国民は耳を傾

ける。事故のこの余韻を逃すと、誰も顧み
なくなるのでは。
　「福島の後にね、九州電力の川内原発に
も視察に行ってきたんです」。2015年8月に
川内原発1号機が再稼働し、約2年間続い
た「原発ゼロ」に終止符を打った。その前
に、女川町議会は川内原発がある鹿児島県
薩摩川内市を訪ねた。
　「市議会も再稼働に前向きなんです。同
じ原発立地自治体でも非常に考え方が違う」
　――使用済み燃料について市議会は。
　「そこまでは議論していないようでした。
国に任せておけばいいんだ、というようで。
薩摩川内市のように再稼働を容認する自治
体がある一方で、再稼働に反対できるのか」
　――「国の言うことを聞かないなら交付税
をあげません」と言われる心配がありますか。
　「『あげません』となると思うわけ。『協力
するほうにはあげますよ』と」
　――一方には飴がきて。
　「うん。『協力しないほうには鞭だよ』と。
そういう政策をされるんではないかなと、私
も危惧しているところがあるわけです。だ
から非常に難しいんだ」
　――再稼働反対に踏み切ると鞭が来る
可能性が大きいと。
　「大きいと私は思う。今の自民党政権で
ある限り。政権が変われば、また別ですけ
どもね」

国へ反対貫く情熱ない
　――安倍政権は再稼働を推進しています。
　「推進です。再稼働しないとなると、国の
方針に相反するということになると思う。
まさに今、沖縄が非常に厳しい状況になっ
ていると思う。そこがね」
　――やがて沖縄になる恐れもあるが、一
方で、その恐れを払拭しようと闘うには、
今の沖縄になる覚悟が必要になる。
　「そう。その覚悟を町民が持てるか。先
ほど言った通り、老齢化が進んでいる。若
者は職がなく町を出て行く。果たして反対
を貫くだけの情熱を出しきれるか。かつて、
原発賛成か反対か、町を二分して争ったこ
ともあった。あの時も最終的には、漁業権
は東北電力に売却した。だから、私は、原
子力に頼らないエネルギー政策を国家プロ
ジェクトとして考えてほしい」
　木村氏は「原発なしに町が生きていける
か。その答えが私は欲しい」と繰り返す。
　女川には3基の原子炉がある。

再稼働へ舵切る国　反対すれば鞭が来そう

協力：ASA 石巻中央、がんも大二、羽鳥書店、フロッグキングスタジオ　　執筆：小野
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