
1011

東
北
は
も
は
や
植
民
地
で
は
な
い

│
│
今
回
の
震
災
に
関
す
る
言
論
人
や
メ
デ
ィ
ア
の
発
言
に
つ

い
て
、
吉
田
さ
ん
は
か
な
り
ご
立
腹
の
よ
う
で
す
ね
。

世
の
中
全
体
が
「
脱
原
発
」
一
色
に
転
向
し
ち
ゃ
っ
た
も
ん

だ
か
ら
、
誰
も
が
「
金
太
郎
ア
メ
」
み
た
い
に
な
っ
て
、
サ
ッ

パ
リ
面
白
く
な
い
。
天
変
地
異
の
時
代
は
や
っ
ぱ
「
百
鬼
夜
行

す
」
が
原
則
で
し
ょ
う
。
で
も
そ
の
百
鬼
が
、
ど
こ
に
も
い
な

い
。
同
調
圧
力
が
強
ま
る
一
方
で
す
。
朝
日
新
聞
の
復
興
計
画

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
な
ん
か
「『
ニ
ッ
ポ
ン
前
へ
』
委
員
会
提
言
」

で
す
か
ら
ね
。「
軍
隊
か
、
お
前
は
！
」
て
な
調
子
で
す
か
ら

（
笑
）。
お
ま
け
に
誰
も
が
、「
あ
あ
、
昔
そ
ん
な
反
原
発
の
言
葉
、

言
っ
て
た
り
聞
い
た
り
し
た
よ
な
…
…
」
っ
て
レ
ベ
ル
の
リ
バ

イ
バ
ル
ソ
ン
グ
、
既
存
の
言
説
を
反
復
し
て
い
る
だ
け
で
し
ょ

う
。
そ
う
し
て
「
ひ
と
つ
に
な
ろ
う
」
と
い
う
お
決
ま
り
の
着

地
点
に
落
と
し
込
み
、
安
心
感
を
得
よ
う
と
し
て
い
る
。

た
と
え
ば
、『
望
星
』
七
月
号
の
山
折
哲
雄
さ
ん
と
赤
坂
憲

雄
さ
ん
の
対
談
「「
反
欲
望
」
の
時
代
を
拓
け
る
か
⁉
」
の
中

で
、「
東
北
は
植
民
地
」「
中
央
か
ら
見
下
さ
れ
た
み
ち
の
く
東

北
」
な
ど
の
発
言
が
あ
っ
た
け
れ
ど
、
僕
に
は
そ
れ
も
た
だ
の

東
北
の
収
奪
さ
れ
た
歴
史
を
繰
り
返
し
語
っ
て
い
る
だ
け
に
し

か
聞
こ
え
な
い
。
東
北
が
東
京
を
は
じ
め
と
す
る
関
東
圏
の
電

力
を
担
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
東
北
が
ツ
ケ
ば
か
り
払
わ

さ
れ
て
い
る
と
言
う
の
は
わ
か
り
ま
す
が
、
で
も
「
東
北
国
内

植
民
地
論
」
が
成
立
し
た
の
は
、
バ
ブ
ル
時
代
ま
で
で
す
よ
。

バ
ブ
ル
崩
壊
後
の
デ
フ
レ
の
二
十
年
で
、
日
本
は
〝
漂
流
日

本
〞
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
小
泉
政
権
の
新
自
由
主
義
に
出
会
う

の
で
す
が
、
新
自
由
主
義
、
つ
ま
り
市
場
原
理
主
義
の
日
本
は

多
国
籍
企
業
を
育
て
、
派
遣
労
働
を
生
み
出
し
ま
す
。
そ
れ
は

中
国
（
＝
世
界
の
工
場
）
と
同
レ
ベ
ル
の
低
賃
金
を
実
現
す
る
た

め
で
す
が
、
そ
の
結
果
、
日
本
の
工
場
は
、
国
内
産
業
の
た
め

の
工
場
と
い
う
枠
を
飛
び
越
え
て
、
世
界
を
ま
た
に
か
け
る
工

場
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

い
ま
東
北
に
密
集
し
て
い
る
自
動
車
産
業
を
中
心
と
し
た
半

導
体
と
精
密
部
品
の
物
流
工
場
も
、
実
は
世
界
の
工
場
の
一
端

な
の
で
す
。

│
│
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
東
北
は
い
ま
や
世
界
経
済
に
影
響

力
を
持
っ
て
い
る
と
言
え
る
。

震
災
の
影
響
で
、
ト
ヨ
タ
・
日
産
ば
か
り
か
ア
メ
リ
カ
Ｇ
Ｍ

や
フ
ォ
ー
ド
、
東
南
ア
ジ
ア
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
市
場
に
至
る
ま
で
、

世
界
の
自
動
車
生
産
ラ
イ
ン
が
一
斉
に
ス
ト
ッ
プ
し
て
し
ま
っ

た
こ
と
を
見
て
も
、
よ
く
わ
か
り
ま
す
。
だ
か
ら
東

北
は
、
も
は
や
国
内
植
民
地
と
い
う
枠
組
み
に
収
ま

り
切
る
存
在
で
は
な
い
。
し
か
し
東
北
人
は
、
世
界

経
済
を
ダ
イ
レ
ク
ト
に
混
乱
に
陥
れ
ら
れ
る
力
を
持

っ
て
い
る
と
は
気
づ
か
ず
、
自
分
た
ち
は
奪
わ
れ
る

ば
か
り
だ
と
い
う
視
点
し
か
持
た
な
い
。

震
災
の
あ
っ
た
次
の
日
に
、
ア
メ
リ
カ
が
出
動
要

請
も
な
い
の
に
「
ト
モ
ダ
チ
作
戦
」
を
発
動
し
た
の

も
、
東
北
が
世
界
市
場
だ
か
ら
で
す
。
震
災
に
よ
っ

て
追
い
つ
め
ら
れ
た
日
本
が
、
米
国
債
を
売
ろ
う
と

い
う
姿
勢
を
み
せ
よ
う
も
の
な
ら
、
ド
ル
は
大
暴
落

吉
田 

司
さ
ん
（
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
作
家
）

時
は
乱
世
。出
で
よ
異
論
奇
論
！（
上
）

「
が
ん
ば
ろ
う
東
北
」「
日
本
は
ひ
と
つ
」
は
、
い
ま
や
日
本
人
の
合
言
葉
の
よ
う
な
観
を
呈
し
て
い
る
。
こ
こ
に
異

論
を
投
げ
か
け
る
の
が
吉
田
司
さ
ん
だ
。「
が
ん
ば
ろ
う
」
の
視
点
は
、
と
て
も
簡
単
で
、
お
決
ま
り
の
着
地
点
で
、

安
心
な
視
点
に
す
ぎ
な
い
。
二
回
に
わ
た
っ
て
吉
田
さ
ん
の
東
北
、
日
本
、
そ
し
て
人
間
へ
の
ま
な
ざ
し
を
聞
く
。
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