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と
を
い
い
ま
す
。
現
代
の
我
々

の
感
覚
で
は
極
め
て
不
思
議
な

こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、『
平

家
物
語
』
は
文
字
に
よ
っ
て
成

立
し
た
小
説
の
よ
う
な
読
み
物

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
く
ま
で

も
「
声
の
文
化
」
で
し
た
。
な

ぜ
な
ら
ば
、
盲
人
と
い
う
、
原

理
的
に
「
文
字
の
文
化
」
の
共

有
が
不
可
能
な
人
々
に
よ
っ
て

生
み
だ
さ
れ
、
保
全
さ
れ
た
物

語
だ
か
ら
で
す
。「
文
字
の
文

化
」
を
共
有
で
き
な
い
と
い
う

欠
損
＝
特
殊
性
と
引
き
替
え
に
、

彼
ら
の
肉
声
に
は
死
者
の
魂
が

宿
り
ま
し
た
。
そ
う
い
う
特
殊

技
能
を
保
存
し
て
ゆ
く
た
め
に

は
、
そ
れ
を
受
け
継
ぐ
資
格
を

有
す
る
盲
人
た
ち
だ
け
の
閉
じ

ら
れ
た
社
会
、
彼
ら
だ
け
の
共

同
体
の
丸
ご
と
の
維
持
が
不
可

欠
で
し
た
。
人
間
は
平
等
で
は

な
か
っ
た
の
で
す
。

　

そ
し
て
、
常
人
の
社
会
が
各

種
階
層
で
細
か
く
分
裂
し
て
い

た
の
と
同
様
、
盲
人
社
会
の
内

部
に
も
細
か
な
階
級
差
が
あ
り

ま
し
た
。
盲
人
の
誰
も
が
「
平

曲
」
を
マ
ス
タ
ー
し
て
、「
検

校
」
や
「
別
当
」
に
な
れ
た
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
特
殊
技
能

に
よ
っ
て
権
力
に
よ
る
庇
護
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、

極
少
数
の
天
才
的
な
盲
人
に
限

ら
れ
ま
す
。「
座
頭
」
に
す
ら

な
れ
な
い
盲
人
た
ち
の
多
く
は
、

苦
悩
の
う
ち
に
生
ま
れ
、
社
会

の
余
計
者
と
し
て
差
別
を
受
け
、

各
地
を
流
浪
し
、
そ
し
て
死
ん

で
い
き
ま
し
た
。
盲
人
も
平
等

で
は
な
か
っ
た
の
で
す
。

　

さ
ら
に
は
、
近
代
以
前
は
、

聴
覚
障
が
い
や
四
肢
の
欠
損
な

ど
、
そ
の
他
の
さ
ま
ざ
ま
な
障

っ
た
の
で
す
。

盲
人
と
い
う
異
能
者

　

盲
人
の
保
護
―
―
こ
れ
は
、

障
が
い
者
に
対
す
る
単
な
る
慈

善
事
業
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
彼

ら
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
内
部
に
伝

わ
る
伝
統
芸
能
を
保
全
し
、
そ

れ
を
各
種
の
儀
礼
で
用
い
る
た

め
に
お
こ
な
わ
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
よ
う
な
伝
統
芸
能
の
う

ち
も
っ
と
も
重
要
視
さ
れ
た
の

が
、「
平
曲
」
す
な
わ
ち
盲
目

の
琵
琶
法
師
た
ち
が
語
る
『
平

家
物
語
』
と
そ
の
音
曲
で
す
。

全
部
で
二
〇
〇
句
、
す
べ
て
を

語
り
終
え
る
に
は
、
お
よ
そ
丸

二
日
間
と
も
い
わ
れ
る
長
大
な

時
間
が
必
要
と
な
る
「
平
曲
」

は
、
現
代
の
我
々
の
感
覚
で
は

驚
く
べ
き
こ
と
に
、
盲
人
た
ち

の
身
体
に
よ
っ
て
す
べ
て
が
体

現
さ
れ
ま
し
た
。『
平
家
物
語
』

の
台
詞
の
全
部
は
彼
ら
盲
人
た

ち
の
頭
の
中
に
イ
ン
プ
ッ
ト
さ

れ
て
あ
り
、
歴
代
の
師
匠
か
ら

そ
の
弟
子
へ
と
、
脈
々
と
受
け

継
が
れ
た
の
で
す
。
文
字
化
さ

れ
た
台
本
は
補
助
的
な
も
の
に

過
ぎ
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

そ
の
よ
う
な
「
平
曲
」
の
マ

ス
タ
ー
が
、
盲
人
の
最
高
位
に

す
わ
る
「
検
校
」
た
ち
で
す
。

彼
ら
は
盲
人
の
共
同
体
内
部
で

の
み
な
ら
ず
、
広
く
社
会
的
な

尊
敬
を
集
め
る
こ
と
が
で
き
た

よ
う
で
す
。

　

盲
人
と
「
平
曲
」
と
の
深
い

関
わ
り
に
つ
い
て
は
、
小
泉
八

雲
の『
怪
談
』が
取
材
し
た「
耳

な
し
芳
一
」
の
逸
話
が
最
も
有

名
で
し
ょ
う
。
近
代
以
前
の
日

本
で
は
、
盲
人
に
は
、
常
人
に

政
宗
が
寵
愛
し
た
盲
目
の
芸
能

者
の
屋
敷
が
付
近
に
あ
っ
た
た

め
、
こ
の
地
名
が
生
ま
れ
ま
し

た
。
あ
る
日
、
政
宗
が
偶
然
に

見
か
け
た
盲
人
に
対
し
て
「
お

前
は
何
者
だ
？
」
と
問
い
か
け

た
と
こ
ろ
、「
名
に
一
字　

ち

が
い
あ
り
と
て　

こ
と
ご
と
し

　

君
は
政
宗　

わ
れ
は
政
一
」

と
い
う
狂
歌
が
返
っ
て
き
ま
し

た
。
そ
の
機
知
が
気
に
入
ら
れ
、

屋
敷
が
与
え
ら
れ
た
と
い
う
伝

説
が
今
に
残
り
ま
す
（
菊
地
勝

之
助
『
仙
台
地
名
考
』）。
隻
眼

で
有
名
な
伊
達
政
宗
だ
か
ら
こ

そ
、
自
分
の
境
遇
に
も
通
じ
る

盲
人
の
苦
境
を
お
も
ん
ぱ
か
る

こ
と
が
で
き
た
の
だ
ろ
う
と
い

う
推
測
も
あ
る
よ
う
で
す
。

　

さ
て
、「
勾こ

う

当と
う

」
は
個
人
の

名
前
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
盲も

う

官か
ん

」
す
な
わ
ち
「
盲
人
の
官
職

名
」
の
一
つ
で
す
。
上
か
ら
順

番
に
「
検け

ん

校ぎ
ょ
う」「

別べ
っ

当と
う

」「
勾
当
」、

そ
し
て
「
座ざ

頭と
う

」
と
い
う
四
つ

の
階
級
が
あ
り
ま
し
た
。
映
画

『
座
頭
市
』
の
「
座
頭
」
も
こ

の
「
盲
官
」
の
名
前
の
一
つ
だ

っ
た
と
い
え
ば
、
ピ
ン
と
来
る

方
も
多
い
で
し
ょ
う
。

　

近
代
以
前
、
盲
人
た
ち
の
多

く
は
、
各
家
庭
を
ほ
と
ん
ど
強

制
的
に
出
さ
れ
て
、
当と

う

道ど
う

座ざ

と

い
う
盲
人
だ
け
の
共
同
体
に
所

属
し
、
生
活
を
共
に
し
ま
し
た
。

古
代
、
寺
院
の
周
辺
で
発
生
し

た
と
さ
れ
る
当
道
座
は
、
中
世

以
後
、
近
世
の
終
わ
り
に
至
る

ま
で
、
時
の
武
家
政
権
に
よ
っ

て
手
篤
く
保
護
さ
れ
ま
し
た
。

室
町
幕
府
に
続
い
て
徳
川
幕
府

も
彼
ら
を
保
護
し
ま
し
た
し
、

実
は
仙
台
藩
に
限
ら
ず
、
他
の

藩
の
多
く
も
中
央
の
方
針
に
倣

「
盲
人
た
ち
の
特
殊
技
能
と
東
北

 

～
明
治
思
想
史
の
か
け
ら
・
完
」

東
義
大
学
校
人
文
大
学
助
教
授　

鈴
木
啓
孝
氏
寄
稿

な
の
だ
」
と
い
う
感
覚
の
方
が

当
た
り
前
で
し
た
。

　

こ
の
「
別
種
の
人
間
」
と
い

う
感
覚
に
つ
い
て
さ
ら
に
考
え

る
た
め
に
、
今
回
取
り
あ
げ
た

い
の
は
、
近
代
以
前
に
は
当
然

の
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
た

が
、
現
代
の
我
々
は
す
っ
か
り

忘
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
「
当と

う

道ど
う 

座ざ

」
と
い
う
共
同
体
で
す
。

「
勾
当
」
と
は
？

　

勾こ
う

当と
う

台だ
い

公
園
―
―
地
元
が
仙

台
の
方
な
ら
ば
、
あ
る
い
は
仙

台
に
一
時
期
居
住
し
た
こ
と
が

あ
る
方
な
ら
ば
、
お
そ
ら
く
は

誰
で
も
耳
に
し
た
こ
と
が
あ
る

有
名
な
公
園
で
し
ょ
う
。
宮
城

県
庁
に
隣
接
し
、
市
の
中
心
部

に
あ
る
緑
地
ス
ポ
ッ
ト
は
、
定

禅
寺
通
り
と
と
も
に
「
杜
の

都
・
仙
台
」
を
象
徴
す
る
都
市

景
観
を
形
成
し
、
仙
台
っ
子
に

は
な
じ
み
深
い
場
所
で
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
公
園
の
名

前
が
何
に
由
来
し
て
い
る
の
か

を
知
っ
て
い
る
と
い
う
方
は
、

仙
台
市
民
で
も
意
外
に
少
な
い

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
南
光
台
や

茂
庭
台
な
ど
と
同
様
に
、「
台
」

が
「
高
台
」
を
意
味
し
て
い
る

こ
と
は
わ
か
る
と
し
て
も
、
そ

れ
で
は
「
勾こ

う

当と
う

」
と
は
、
一
体

何
な
の
で
し
ょ
う
か
？

　

答
え
は
、
花は

な

村む
ら

‘
勾こ

う

当と
う

’
政ま

さ

一い
ち

と
い
う
人
物
に
由
来
し
て
い

る
、
で
す
。
仙
台
藩
祖
・
伊
達

な
い
霊
力
が
備
わ
っ
て
い
る
と

広
く
信
じ
ら
れ
ま
し
た
。

　

そ
れ
は
、
死
者
た
ち
の
「
口

寄
せ
」
の
能
力
で
す
。

　

い
く
さ
に
破
れ
、
無
念
の
死

と
一
族
の
滅
亡
を
強
い
ら
れ
た

平
家
の
怨
霊
は
、
し
ば
し
ば
祟た

た

り
を
引
き
起
こ
し
、
生
き
残
っ

た
人
間
、
特
に
現
世
で
権
力
を

握
る
人
々
の
脅
威
と
な
り
ま
し

た
。
祟
り
を
鎮
め
る
に
は
、
ま

ず
、
あ
の
世
に
行
っ
て
し
ま
っ

た
彼
ら
の
声
を
聞
か
ね
ば
な
り

ま
せ
ん
。
そ
の
際
、
必
要
と
さ

れ
た
の
が
盲
人
た
ち
の
身
体
で

す
。
欠
損
の
あ
る
彼
ら
の
身
体

を
通
じ
る
こ
と
で
、
死
者
た
ち

の
声
は
こ
の
世
で
の
再
生
が
可

能
と
な
り
ま
し
た
。

　

武
士
の
世
の
誕
生
時
に
あ
っ

た
平
家
の
滅
亡
と
い
う
悲
劇
を

語
り
継
ぐ
こ
と
は
、
歴
代
の
武

家
政
権
に
と
っ
て
義
務
で
し

た
。
政
権
発
生
の
裏
で
散
っ
て

い
っ
た
死
者
た
ち
の
怨
念
の
声

に
耳
を
傾
け
、
そ
の
供
養
と
慰

霊
、
ひ
い
て
は
国
家
護
持
に
努

め
る
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
た

か
ら
で
す
。「
平
曲
」
は
大
衆

相
手
の
芸
能
と
し
て
で
は
な
く
、

徳
川
将
軍
家
の
式
楽
と
し
て
存

在
し
ま
し
た
（
兵
藤
裕
己
『
物

語
・
オ
ー
ラ
リ
テ
ィ
・
共
同

体
』）。
盲
人
に
よ
っ
て
語
ら
れ

る
「
平
曲
」
は
慣
習
と
し
て
定

着
し
、
武
家
政
権
が
存
続
し
た

あ
い
だ
、
幕
末
期
に
ま
で
及
ぶ

数
百
年
間
の
伝
統
と
な
っ
た
の

で
す
。

人
間
不
平
等
の
本
質

　

典
型
的
な
伝
統
文
化
と
は
、

本
来
、
こ
の
よ
う
な
も
の
の
こ

　

前
号
、
前
々
号
と
、
近
世

か
ら
近
代
へ
の
移
行
期
に
お

け
る
「
日
本
人
意
識
」
の
形

成
と
、
そ
の
背
後
で
進
行
し
た

「
過
去
の
記
憶
の
忘
却
」
に
つ

い
て
、
東
北
地
方
の
事
例
を
中

心
に
紹
介
し
て
き
ま
し
た
。
今

号
は
、
こ
の
テ
ー
マ
で
お
届
け

す
る
最
後
の
文
章
に
な
り
ま
す
。

　
「
我
々
は
み
な
同
じ
日
本
人

だ
」
と
い
う
画
一
的
な
意
識
の

共
有
は
、
近
代
以
前
に
お
い
て

不
可
能
で
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、

各
藩
の
併
存
と
士
農
工
商
と
い

う
こ
と
ば
に
表
さ
れ
る
地
域
的

階
層
的
な
断
絶
が
あ
り
、
人
々

は
自
分
が
所
属
し
て
い
る
地
域

と
階
層
以
外
と
の
交
流
を
著
し

く
制
限
さ
れ
て
い
た
か
ら
で

す
。
近
代
以
前
の
日
本
社
会
で

は
、「
俺
（
た
ち
）
と
お
前
（
た

ち
）
は
明
ら
か
に
別
種
の
人
間

が
い
ご
と
の
互
助
組
織
が
併
存

し
て
い
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

当
道
座
へ
の
加
入
は
盲
人
の
み

に
許
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
が
慈

善
事
業
な
ど
で
は
な
く
、
社
会

的
機
能
の
た
め
の
存
在
だ
っ
た

か
ら
で
し
ょ
う
。
障
が
い
者
も

ま
た
、
平
等
で
は
な
か
っ
た
の

で
す
。

東
北
に
消
え
残
る
伝
統

　

そ
ん
な
当
道
座
は
、
国
家
と

社
会
の
近
代
化
に
よ
っ
て
崩
壊

し
ま
す
。
こ
れ
を
決
定
づ
け
た

の
は
、
明
治
新
政
府
が
明
治
四

年
十
二
月
に
下
し
た
「
盲
官
廃

止
令
」
で
し
た
。
盲
人
の
共
同

体
を
廃
止
し
た
政
府
の
基
本
方

針
は
、
①
封
建
的
身
分
制
度
の

全
廃
（
直
前
の
十
月
、
通
称

「
穢え

多た

・
非
人
廃
止
令
」
も
発

布
さ
れ
て
い
ま
す
）、
②
身
分

に
よ
る
職
業
制
限
の
撤
廃
＝
営

業
の
自
由
化
、
③
親
族
扶
養
の

原
則
化
で
し
た
。
要
す
る
に
、

平
等
な
国
民
に
よ
る
近
代
国
家

の
形
成
と
、
自
由
な
資
本
主
義

的
諸
関
係
の
創
出
と
い
う
目
的

が
あ
っ
た
の
で
す
（
加
藤
康
昭

『
日
本
盲
人
社
会
史
研
究
』）。

　

こ
う
み
れ
ば
、
明
治
政
府
が

盲
人
の
特
権
的
立
場
を
認
め
る

わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
の
に

は
理
論
的
背
景
が
あ
り
、
近
代

化
の
流
れ
の
中
で
は
避
け
ら
れ

な
い
、
必
然
の
処
置
だ
っ
た
こ

と
が
わ
か
り
ま
す
。
武
家
政
権

が
崩
壊
し
、
天
皇
の
名
の
下
で
、

い
つ
し
か
「
俺
（
た
ち
）
も
お

前
（
た
ち
）
も
同
じ
日
本
人
じ

ゃ
な
い
か
」
と
い
う
感
覚
が
通

念
化
し
て
い
っ
た
一
方
、「
俺

（
た
ち
）
と
お
前
（
た
ち
）
は

別
種
の
人
間
な
の
だ
」
と
い
う

感
覚
の
方
は
差
別
的
で
不
適
切

で
あ
る
と
退
け
ら
れ
、
各
集
団
、

各
個
人
の
内
心
で
は
ど
う
あ
れ
、

公
的
に
は
認
め
ら
れ
な
い
も
の

に
な
り
ま
し
た
。

　

他
方
、
盲
人
た
ち
は
自
立
と

自
活
の
道
を
失
い
、
一
律
に
、

家
庭
と
社
会
の
庇
護
を
受
け
る

べ
き
存
在
へ
と
変
じ
ま
し
た
。

教
科
書
に
載
ら
な
い
当
道
座
と

盲
官
の
史
実
に
つ
い
て
は
、
今

や
す
っ
か
り
忘
却
の
淵
に
沈
ん

で
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
盲
人
た
ち
が
守
り

育
ん
で
き
た
伝
統
の
痕
跡
は
、

現
在
、
こ
こ
東
北
な
ら
で
は
の

文
化
と
し
て
確
認
で
き
ま
す
。

死
者
が
憑
依
す
る
と
聞
い
て
真

っ
先
に
思
い
浮
か
ぶ
「
恐
山
の

イ
タ
コ
」
と
い
え
ば
、
や
は
り

盲
目
の
女
性
た
ち
で
す
。
そ
し

て
、
今
や
全
国
に
愛
好
者
を
も

つ
「
津
軽
三
味
線
」
は
、
北
日

本
の
各
地
を
流
浪
し
た
盲
人
芸

能
者
た
ち
が
奏
で
て
き
た
音
楽

を
、
津
軽
出
身
で
や
は
り
視
覚

に
障
が
い
の
あ
っ
た
高
橋
竹
山

（
一
九
一
〇
～
一
九
九
八
）
が

磨
き
あ
げ
、
大
成
し
た
も
の
で

し
た
。
彼
ら
が
発
す
る
声
と
音
、

そ
し
て
音
楽
に
は
、
常
人
に
は

決
し
て
出
せ
な
い
独
特
の
凄
み

が
あ
り
ま
す
。

　

中
央
か
ら
押
し
寄
せ
る
近
代

化
の
波
が
及
び
に
く
い
国
家
の

東
北
辺
境
の
地
だ
か
ら
こ
そ
、

こ
う
し
た
過
去
の
記
憶
の
一
部

が
消
え
残
っ
た
と
い
え
る
の
で

す
。 

（
了
）

※
三
号
に
わ
た
っ
て
お
つ
き
あ

い
を
い
た
だ
き
、
ど
う
も
、
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

鈴
木
　
啓
孝 

（
す
ず
き
・
ひ
ろ
た
か
）

東
義
大
学
校
（
韓
国
・
釜

山
市
）
人
文
大
学
日
語
日

文
学
科
助
教
授
。
東
北
大

学
文
学
部
、
東
北
大
学
大

学
院
文
学
研
究
科
卒
業
。

博
士
（
文
学
）。
専
門
は

近
代
日
本
思
想
史
。

執筆者紹介
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連 載
出羽三山修験道について ①

出羽三山とはどういう所か？

そもそも修験道とは何か？

あちこちに雪が残る月山からの眺め羽黒山　五重塔

工事中の出羽神社 （三神合祭殿）

出羽三山地図

の
本
宮
・
新
宮
・
那
智
の
3
社
）

へ
の
信
仰
（
熊
野
信
仰
）
は
、

平
安
時
代
の
中
期
か
ら
後
期
に

か
け
て
、
天
皇
を
は
じ
め
と
す

る
多
く
の
貴
族
た
ち
の
参
詣
を

得
て
、
隆
盛
を
極
め
た
よ
う
だ
。

　

一
方
、
出
羽
三
山
は
、
出

羽
三
山
神
社
の
社
伝
に
よ
れ

加
味
さ
れ
て
確
立
し
た
日
本
独

特
の
宗
教
が
修
験
道
で
あ
る
と

も
言
え
る
。

　

開
祖
は
、
役
小
角
（
え
ん 

の 

お
づ
の
／
お
づ
ぬ
／
お
つ

の
）
で
、
舒
明
天
皇
6
年
（
634

年
）
に
誕
生
し
、
大
宝
元
年
6

月
7
日
（
701
年
7
月
16
日
）
に

亡
く
な
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い

て
、
さ
ま
ざ
ま
な
伝
説
も
多
い

人
物
で
あ
る
が
、
飛
鳥
時
代
か

ら
奈
良
時
代
に
か
け
て
の
実
在

の
呪
術
者
で
あ
る
。

神
奈
備
（
か
む
な
び
）
と
は
：

　

神
道
に
お
い
て
、
神
霊
（
神

や
御
霊
）
が
宿
る
御
霊
代
（
み

た
ま
し
ろ
）・
依
り
代
（
よ
り

し
ろ
）
を
擁
し
た
領
域
の
こ
と

磐
座
（
い
わ
く
ら
）
と
は
：

古
神
道
に
お
け
る
岩
に
対
す
る

信
仰
の
こ
と
。
あ
る
い
は
、
信

仰
の
対
象
と
な
る
岩
そ
の
も
の

の
こ
と
。

修
験
者
ま
た
は
山
伏

　

修
験
道
の
実
践
者
は
、
修
験

者
ま
た
は
山
伏
と
い
い
、
頭
に

頭
巾
（
と
き
ん
）
と
呼
ば
れ
る

多
角
形
の
小
さ
な
帽
子
の
よ
う

な
物
を
付
け
、
手
に
は
錫
杖

（
し
ゃ
く
じ
ょ
う
）
と
呼
ば
れ

る
金
属
製
の
杖
を
持
つ
。
ま
た
、

袈
裟
と
、
篠
懸
（
す
ず
か
け
）

と
い
う
麻
の
法
衣
を
身
に
ま
と

う
独
特
の
装
束
を
身
に
ま
と
い
、

互
い
の
連
絡
や
合
図
の
た
め
に

ホ
ラ
貝
を
吹
く
姿
が
特
徴
的
で

あ
る
。

　

山
岳
信
仰
の
対
象
と
な
る
山

岳
の
ほ
と
ん
ど
は
、
一
般
の

人
々
の
日
常
生
活
か
ら
は
か
け

離
れ
た
「
他
界
」
に
属
す
る
も

の
で
あ
り
、
山
伏
た
ち
は
山
岳

あ
る
。

　

三
つ
目
は
、
東
北
古
代
の
民

衆
文
化
に
は
、
こ
の
修
験
道
に

深
く
影
響
さ
れ
た
も
の
が
あ
り
、

例
え
ば
、
い
ま
も
東
北
各
地
に

残
る
郷
土
芸
能
の
ル
ー
ツ
は
、

ほ
と
ん
ど
が
出
羽
三
山
で
あ
り
、

そ
の
本
山
に
は
ど
ん
な
も
の
が

残
さ
れ
て
い
る
の
か
知
り
た
い

と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
。

　

最
後
に
、
平
安
初
期
に
、
ア

テ
ル
イ
に
代
表
さ
れ
る
蝦
夷

（
え
み
し
）
勢
力
が
大
和
政
権

に
よ
る
度
重
な
る
侵
略
に
よ
り
、

打
ち
滅
ぼ
さ
れ
て
し
ま
っ
た
が
、

そ
の
際
に
、
こ
の
修
験
道
が
陰

で
影
響
を
与
え
た
の
で
は
な
い

か
と
い
う
話
も
あ
り
、
そ
の
真

実
を
追
求
し
て
み
た
い
と
い
う

こ
と
が
あ
っ
た
。

修
験
道
と
は

　

修
験
道
と
は
、
日
本
各
地
の

霊
山
と
呼
ば
れ
る
山
々
を
踏
破

し
、
懺
悔
な
ど
の
厳
し
い
艱
難

苦
行
を
行
な
っ
て
、
山
岳
が
持

つ
自
然
の
霊
力
を
身
に
付
け
、

厳
し
い
修
行
を
行
う
こ
と
に
よ

り
悟
り
を
得
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
日
本
の
古
く
か
ら
の
山
岳

信
仰
が
仏
教
に
取
り
入
れ
ら
れ

た
日
本
独
特
の
混
淆
宗
教
で
あ

る
と
言
え
る
。

　

も
と
も
と
修
験
道
に
先
立

ち
、
日
本
に
は
「
古
神
道
」
と

い
う
も
の
が
存
在
し
て
い
た
と

さ
れ
る
が
、
そ
の
「
古
神
道
」

は
、
森
羅
万
象
に
命
や
神
霊
が

宿
る
と
し
て
、
神
奈
備
（
か
む

な
び
）
や
磐
座
（
い
わ
く
ら
）

を
信
仰
の
対
象
と
し
て
い
た
。

　

そ
う
し
た
信
仰
を
包
括
す
る

山
岳
信
仰
と
仏
教
が
習
合
し
、

さ
ら
に
は
密
教
な
ど
の
要
素
も

古
い
時
代
か
ら
あ
っ
た
山
岳
信

仰
を
取
り
込
ん
で
合
体
さ
せ
て
、

修
験
道
（
し
ゅ
げ
ん
ど
う
）
を

形
成
し
て
い
っ
た
が
、
そ
の
修

験
道
の
東
北
の
一
大
拠
点
が
ど

ん
な
も
の
か
実
際
に
見
て
み
た

い
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
。

　

次
に
、
東
北
に
は
、
出
羽
三

山
と
の
深
い
関
係
が
あ
る
古
い

お
寺
が
た
く
さ
ん
あ
り
、
ど
の

よ
う
な
関
係
が
あ
っ
た
の
か
を

知
り
た
か
っ
た
し
、
そ
の
本
山

に
参
拝
せ
ず
に
議
論
し
て
も
片

手
落
ち
と
考
え
て
い
た
こ
と
が

と
い
う
他
界
に
住
ん
で
山
の
霊

力
を
体
に
吸
収
し
、
他
界
や
現

界
を
つ
な
ぐ
者
と
し
て
の
自
己

を
引
き
上
げ
て
、
そ
れ
ら
の
霊

力
を
人
々
に
授
け
る
存
在
と
さ

れ
て
き
た
。

　

現
代
の
山
伏
は
、
神
仏
習
合

の
影
響
が
強
く
残
る
神
社
仏
閣

に
所
属
す
る
僧
侶
や
神
職
が
な

る
こ
と
が
多
い
ほ
か
、
普
段
は

社
会
人
と
し
て
働
く
在
家
の
信

者
が
、「
講
」
を
組
織
し
て
修

行
の
時
だ
け
山
伏
と
な
る
こ
と

も
多
い
よ
う
で
あ
る
。

出
羽
三
山
の
歴
史

　

修
験
道
の
盛
ん
な
と
こ
ろ
と

し
て
は
、
日
本
古
来
の
山
岳
信

仰
の
対
象
で
あ
っ
た
大
峰
山

（
奈
良
県
）や
白
山（
石
川
県
）

な
ど
、「
霊
山
」
と
さ
れ
た
山
々

で
あ
っ
た
。

　

中
で
も
、
熊
野
三
山
（
熊
野

い
ま
な
ぜ
出
羽
三
山
を�

�

取
り
上
げ
る
か

　

ず
っ
と
以
前
か
ら
、
出
羽
三

山
に
は
ぜ
ひ
参
拝
し
た
い
と
思

っ
て
い
た
。

　

出
羽
三
山
と
は
、
い
う
ま
で

も
な
く
、
山
形
県
に
あ
る
羽
黒

山
、
湯
殿
山
、
月
山
の
三
山
で

あ
る
。（
地
図
参
照
）

　

理
由
は
い
く
つ
か
あ
る
。

　

ま
ず
、
第
一
に
は
、
新
宗
教

な
い
し
新
文
化
と
し
て
渡
来
し

た
仏
教
が
、
も
と
も
と
日
本
に

ば
、
崇
峻
天
皇
の
皇
子
、
蜂
子

皇
子
（
欽
明
天
皇
23
年
?
（
562

年
?
） 

―
舒
明
天
皇
13
年
10
月

20
日
?（

641
年
11
月
28
日
?
））

が
開
山
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
。

　

崇
峻
天
皇
が
蘇
我
氏
に
弑
逆

さ
れ
た
時
、
蜂
子
皇
子
は
難
を

逃
れ
て
出
羽
国
に
入
っ
た
。
そ

こ
で
、
3
本
足
の
霊
烏
の
導
き

に
よ
っ
て
羽
黒
山
に
登
り
、
苦

行
の
末
に
羽
黒
権
現
の
示
現
を

拝
し
、
さ
ら
に
月
山
・
湯
殿
山

も
開
い
て
三
山
の
神
を
祀
っ
た

こ
と
に
始
ま
る
と
伝
え
ら
れ
て

い
る
。
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【最終回】

自己肯定感という大きな課題
里親養育の中から

あるべき家庭教育の姿を垣間見る

「子どもの村東北」　村長が語る　その⑤

高校生の心と体の健康に関する調
査報告書（一ツ橋文芸教育振興会・日本青少年研究所）

問い 米国 中国 韓国 日本

価値ある人間
だと思う

９０％ ８８％ ７５％

先生に優秀と
認められている

８２％ ５５％ ４０％

努力すれば大
体できる

８９％ ８９％ ８４％

できることは
いっぱいある

９０％ ８１％ ７０％

自分が優秀だ
と思う

８８％ ６７％ ４７％

３６％

１８％

４４％

３７％

１５％

「子どもの村東北」 村長

今野和則氏

前宮城県立石巻支
援学校長。宮城県
行政職を経て公立
小学校教員。宮城
県教育庁特別支援
教育室長補佐、気
仙沼支援学校長、
宮城教育大学付属
特別支援学校副校長を歴任。東北福祉大学
で後進を指導中。石巻市出身。

て
は
、
一
緒
に
考
え
て
行
こ
う

と
語
り
か
け
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
そ
こ
に
も
、
少
々
の
コ
ツ

が
あ
る
よ
う
で
す
。

　

例
え
ば
子
ど
も
を
叱
る
と
き

に
、「
何
で
お
前
は
遅
刻
し
た

ん
だ
」
で
は
な
く
、「
私
は
お

前
が
な
か
な
か
来
な
か
っ
た
か

ら
心
配
し
た
ん
だ
よ
」
と
話
し

ま
す
。
こ
れ
は
、「
ユ
ー
（
Ｙ

ｏ
ｕ
）
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
で
は
な

く
、「
ア
イ
（
Ｉ
）
メ
ッ
セ
ー

ジ
」
を
使
う
と
い
う
こ
と
。
さ

ら
に
、「
廊
下
を
走
る
な
」
で

は
な
く
、「
廊
下
は
静
か
に
歩

き
ま
し
ょ
う
」
と
い
う
、
肯
定

語
を
使
う
と
い
う
こ
と
。
そ
し

て
、
褒
め
ら
れ
る
体
験
を
増
や

す
こ
と
。
究
極
の
褒
め
言
葉
の

ひ
と
つ
が
、後
で
出
て
く
る「
あ

り
が
と
う
」
と
い
う
言
葉
で
し

ょ
う
か
。

自
己
肯
定
感
を
育
む
と�

�

言
う
こ
と

　

す
で
に
お
話
を
し
た
よ
う
に
、

「
子
ど
も
の
村
東
北
」
に
は
、

開
村
以
来
、
す
で
に
二
千
名
を

超
え
る
見
学
者
が
訪
れ
て
い
ま

す
。
そ
の
方
々
に
時
間
が
許
せ

ば
、
こ
れ
ま
で
こ
の
新
聞
上
で

お
知
ら
せ
し
た
よ
う
な
事
柄
を

説
明
し
ま
す
。

　

そ
の
際
の
締
め
く
く
り
の
お

話
を
、「
自
己
肯
定
感
」
と
い

う
こ
と
に
さ
せ
て
い
た
だ
い
て

い
ま
す
。
使
う
資
料
が
、「
高

校
生
の
心
と
体
の
健
康
に
関
す

る
調
査
報
告
書
」
で
す
。
多
く

の
方
々
が
、
日
本
の
子
ど
も
た

ち
の
「
自
己
肯
定
感 

」
の
低

さ
に
驚
か
れ
ま
す
。

　

ア
メ
リ
カ
の
子
ど
も
た
ち
は
、

「
お
前
は
、
我
が
家
の
誇
り
で

あ
る
」
と
褒
め
ら
れ
て
育
ち
ま

す
。
日
本
の
子
ど
も
た
ち
は
、

「
お
前
は
橋
の
下
か
ら
拾
っ
て

き
た
」
と
言
わ
れ
て
育
ち
ま
す
。

そ
ん
な
話
題
を
話
す
と
、
来
村

者
は
苦
笑
し
ま
す
。
そ
も
そ
も

昔
の
日
本
に
は
、
自
分
の
子
ど

も
が
丈
夫
に
育
っ
て
ほ
し
い
と

い
う
願
い
を
込
め
て
、
親
が
一

旦
橋
の
下
や
川
辺
に
子
ど
も
を

置
い
て
、
近
所
の
人
に
拾
っ
て

き
て
も
ら
う
と
い
う
儀
式
が
あ

っ
た
よ
う
で
す
が
、
現
代
で
は

本
来
の
意
味
が
忘
れ
去
ら
れ
て

し
ま
っ
た
よ
う
で
す
。
こ
の
こ

と
が
、
日
本
の
子
ど
も
た
ち
の

自
己
肯
定
感
に
直
接
結
び
つ
い

て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
こ
の
自
己
肯
定
感
を
育
て

る
養
育
が
、
里
子
養
育
だ
け
の

課
題
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か

で
す
。

究
極
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

　

里
子
た
ち
が
自
己
肯
定
感
を

持
つ
た
め
に
、
私
た
ち
が
心
が

け
て
い
る
こ
と
が
大
き
く
五
つ

あ
り
ま
す
。

①
大
切
に
さ
れ
た
経
験

② 

そ
の
ま
ま
の
姿
を
受
け
と
め

ら
れ
た
経
験

③
ほ
め
て
も
ら
っ
た
経
験

④ 

安
定
し
た
リ
ズ
ム
で
の
規
則

正
し
い
生
活
、
同
じ
リ
ズ
ム

の
繰
り
返
し
の
大
切
さ

⑤
自
他
を
大
切
に
思
え
る
環
境

　

社
会
的
養
護
分
野
の
大
先
輩

で
あ
る
国
立
武
蔵
野
学
院
の
相

澤
仁
院
長
先
生
の
論
文
の
中
に
、

「
子
ど
も
の
「
あ
た
り
ま
え
の

里
親
養
育
の
特
徴

　
「
里
親
養
育
と
は
、
家
庭
と

い
う
私
的
な
場
に
、
子
ど
も
を

迎
え
入
れ
る
公
的
な
営
み
で
あ

り
、
社
会
的
養
育
で
あ
る
（
横

堀
昌
子
氏
２
０
１
３
年
）」
と

い
う
定
義
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
里
親
養
育
と
は
、「
ご

く
当
た
り
前
の
家
庭
生
活
」

に
専
門
性
が
必
要
と
さ
れ
ま

す
。
こ
の
専
門
性
に
つ
い
て

「
Ｓ
Ｏ
Ｓ
子
ど
も
の
村
」
で
は
、

「
家
庭
教
育
」
と
言
っ
て
お

り
、
庄
司
順
一
氏
は
、
Ｓ
Ｏ
Ｓ

を
出
す
力
と
定
義
し
て
い
ま
す
。

（
２
０
１
０
年
）。

　

さ
ら
に
里
親
養
育
の
基
本
的

な
専
門
性
を
詳
し
く
見
て
い
く

と
、

⑴ 

社
会
的
養
護
の
基
本
を
理
解

す
る

⑵ 

子
ど
も
の
養
育
に
つ
い
て
理

解
す
る

　

① 

里
子
特
有
の
特
徴
を
理
解

し
て
養
育
す
る
こ
と

　

② 

話
を
聴
い
て
気
持
ち
を
汲

む
（
感
情
を
大
切
に
）

　

③ 

自
尊
心
（
自
己
肯
定
感
）

を
育
て
る
養
育

　

④ 

し
つ
け
の
ポ
イ
ン
ト
を
お

さ
え
る

⑶ 

里
親
自
身
の
心
の
健
康
に
留

意
す
る

が
、
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

Ｓ
Ｏ
Ｓ
を
出
す
力

　

自
分
が
子
育
て
に
困
っ
た
時
、

ま
わ
り
の
人
や
専
門
機
関
に
、

助
け
て
欲
し
い
と
願
い
出
ら
れ

る
力
。
こ
の
こ
と
が
Ｓ
Ｏ
Ｓ
を

出
す
力
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
が
、
こ
れ
が
難
し
い
。
自
分

の
力
の
な
さ
や
、
弱
音
を
恥
じ

て
し
ま
い
、
子
ど
も
の
問
題
を

背
負
い
込
ん
で
し
ま
い
が
ち
に

な
る
か
ら
で
す
。

　

通
常
の
子
育
て
で
も
同
様
の

こ
と
が
大
切
に
さ
れ
る
必
要
が

あ
り
ま
す
が
、
里
子
と
い
う
課

題
の
あ
る
子
ど
も
を
育
て
る
場

合
は
、
特
に
必
要
な
養
育
者
の

資
質
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か

と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
の
支
援
者

の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
多
け
れ
ば

多
い
ほ
ど
、
里
親
の
力
量
は
高

ま
る
こ
と
に
な
り
ま
す
し
、
里

親
た
ち
が
「
里
親
会
」
に
加
入

し
て
活
動
を
行
な
っ
た
り
、「
子

ど
も
の
村
東
北
」
に
セ
ン
タ
ー

ハ
ウ
ス
が
あ
る
の
も
、
そ
の
た

め
で
す
。

　

そ
し
て
こ
の
こ
と
が
、
里
親

自
身
の
心
の
健
康
に
も
繋
が
る

こ
と
に
な
る
の
で
し
ょ
う
。

里
子
特
有
の
特
徴

　

さ
て
、
里
子
の
特
徴
の
中
で
、

私
が
強
く
印
象
に
残
る
の
は
、

「
自
分
を
責
め
て
い
る
」
と
い

う
こ
と
で
す
。

　

震
災
で
生
き
残
っ
た
子
ど
も

た
ち
の
中
に
、「
私
を
助
け
る

た
め
に
親
や
家
族
が
犠
牲
に
な

っ
た
」
と
考
え
て
い
る
子
は
決

し
て
少
な
く
な
い
と
言
わ
れ
ま

す
し
、
直
接
そ
の
よ
う
な
言
葉

を
聞
い
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

里
子
の
中
に
は
、
多
く
の
割

合
で
、
親
か
ら
虐
待
を
受
け
た

経
験
の
あ
る
子
ど
も
が
い
ま
す
。

そ
し
て
、
そ
の
う
ち
多
数
が
、

「
親
か
ら
暴
力
を
受
け
た
の
は
、

自
分
が
悪
い
か
ら
で
、
親
は
悪

く
な
い
」
と
考
え
て
い
る
と
言

わ
れ
ま
す
。

　

親
を
失
っ
た
り
、
親
と
暮
ら

せ
な
い
、
そ
の
こ
と
だ
け
で
も

大
き
な
重
荷
を
背
負
っ
て
い
る

子
ど
も
た
ち
が
、
さ
ら
に
自
分

を
責
め
て
い
る
と
い
う
構
図
。

想
像
す
る
だ
け
で
、
せ
つ
な
く

な
り
ま
す
。

気
持
ち
を
汲
む

　

そ
ん
な
子
ど
も
た
ち
と
の
日

常
の
中
で
、
特
に
子
ど
も
に
声

掛
け
す
る
時
に
私
た
ち
が
大
切

に
し
て
い
る
こ
と
の
ひ
と
つ
が
、

「
気
持
ち
を
汲
む
」
と
い
う
こ

と
で
す
。

　

人
間
の
行
動
を
大
き
く
「
感

情
」
と
「
行
動
」
に
分
け
、
出

来
る
だ
け
そ
れ
を
区
分
け
し
て
、

混
同
し
な
い
こ
と
に
努
め
て
い

ま
す
。

　

そ
し
て
、
心
の
中
に
わ
き
あ

が
る
「
感
情
」
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
は
ど
う
し
よ
う
も
な
い
こ

と
と
認
め
て
い
き
ま
す
。
ど
ん

な
負
の
感
情
や
、
悪
い
感
情
も

同
様
で
す
。
そ
う
い
う
気
持
ち

は
我
々
が
い
い
と
か
悪
い
と
か

評
価
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
い
ろ
ん
な
気
持
ち
が
あ
る

の
は
１
０
０
％
Ｏ
Ｋ
。
こ
れ
が

気
持
ち
を
汲
む
と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
す
。

　

そ
の
上
で
、
そ
の
気
持
ち
を

「
行
動
」
で
表
し
た
時
に
は
、

そ
の
結
果
と
責
任
が
つ
い
て
く

る
こ
と
に
な
る
の
で
、
表
に
現

れ
る
行
動
の
善
し
悪
し
に
つ
い

こ
と
」・「
ふ
つ
う
の
こ
と
」
に

対
す
る
感
謝
と
称
賛
」
と
い
う

一
項
が
あ
り
ま
し
た
。

　
『
日
常
生
活
の
中
で
、
子
ど

も
た
ち
は
筆
者
に
対
し
て
も
挨

拶
を
し
て
く
れ
る
。
そ
う
い
う

時
に
は
挨
拶
を
交
わ
し
た
後
に

「
元
気
を
も
ら
っ
た
よ
、
あ
り

が
と
う
」
と
い
っ
た
言
葉
で
子

ど
も
の
挨
拶
に
対
し
て
感
謝
し
、

称
賛
す
る
よ
う
に
し
て
い
る
。

ま
た
、
子
ど
も
た
ち
は
毎
日
掃

除
を
し
て
く
れ
る
の
で
あ
る
が
、

そ
の
後
に
は
「
き
れ
い
に
な
っ

た
ね
、
あ
り
が
と
う
。
今
日
も

気
持
ち
よ
く
生
活
で
き
る
ね
」

と
い
っ
た
感
謝
と
賞
賛
を
す
る

よ
う
に
し
て
い
る
。』

　

あ
た
り
ま
え
の
こ
と
、
ふ
つ

う
の
こ
と
を
大
事

に
し
、
そ
れ
に
感

謝
と
称
賛
で
応
え

て
い
く
。
出
来
そ

う
で
、
と
こ
ろ
が

難
し
い
。
上
記
の

自
己
肯
定
感
を
育

て
る
た
め
の
五
つ

の
心
が
け
が
、
ま

さ
に
集
約
さ
れ
た

よ
う
な
相
澤
先
生

の
何
気
な
い
日
常

の
指
導
に
感
銘
を

覚
え
る
と
こ
ろ
で

す
。

　

そ
し
て
、
そ
の

ベ
ー
ス
に
あ
る
子

ど
も
た
ち
へ
の
究

極
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

は
、「
あ
な
た
の

存
在
は
か
け
が
え

の
な
い
も
の
」
で

あ
る
こ
と
を
伝
え

る
こ
と
。

負
の
財
産
を
復
興
の
礎
に

　

里
子
を
は
じ
め
、
社
会
的
養

護
と
い
う
重
い
課
題
を
担
う
子

ど
も
た
ち
の
「
自
己
肯
定
感
」

を
育
て
る
こ
と
が
出
来
た
な
ら
、

そ
れ
は
通
常
の
子
ど
も
た
ち
の

自
己
肯
定
感
の
育
成
に
使
え
る

ス
キ
ル
と
な
る
の
で
は
な
い
か
、

と
私
た
ち
は
考
え
ま
す
。
そ
の

一
環
と
し
て
、
５
月
か
ら
６
月

に
か
け
、「
Ａ
Ｃ
Ｔ
す
こ
や
か

子
育
て
講
座
」
を
毎
週
１
回
２

時
間
７
回
シ
リ
ー
ズ
で
開
催
し

ま
し
た
。
こ
の
講
座
は
、
ア
メ

リ
カ
心
理
学
会
（
Ａ
Ｐ
Ｔ
）
が

長
期
に
わ
た
る
調
査
を
も
と
に

開
発
し
た
、
暴
力
・
虐
待
防
止

の
意
図
を
こ
め
た
子
育
て
支
援

講
座
を
、
日
本
の
子
育
て
に
合

う
よ
う
に
改
変
し
た
も
の
で
す
。

村
の
ス
タ
ッ
フ
の
み
な
ら
ず
、

地
域
の
里
親
や
一
般
の
母
親
に

も
参
加
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

秋
に
は
、
英
国
の
「
里
親
の

た
め
の
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
」
の
学

習
会
も
計
画
し
て
い
ま
す
。

　

私
た
ち
の
行
っ
て
い
る
東
日

本
大
震
災
で
家
族
を
失
っ
た
子

ど
も
た
ち
を
メ
イ
ン
と
し
た
里

親
養
育
が
、
多
く
の
里
親
や
一

般
の
家
庭
教
育
で
も
お
役
に
立

つ
こ
と
が
出
来
る
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
負
の
財
産
を
プ
ラ
ス
の

復
興
に
変
換
さ
せ
る
事
実
に
な

る
と
信
じ
つ
つ
…
…
。
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【イカと梅干しのさっぱり和え ・ ・ ・ 完成】

郷土料理愛好家　
　　　　松本由美子氏

【イカと梅干し

のさっぱり和え】

第23回 水産業再興の

ための料理レシピ紹介

ー簡単レシピー

『材　料』　�イカ�200g�　もやし�120g�　ベイリーフ (ミョウガ )�　梅干し�2 個�　

正油�小 1、砂糖�小 2、サラダ油 .小 2、酢�大 1�　青しそ 3枚�

『作り方』
①�イカは輪切りにし、もやしをさっと茹でます。残り湯でイカを１分茹でます。

②梅干しを叩き、調味料と混ぜます。�

③�野菜、イカ、調味料を混ぜ合わせたら、青しそを千切って飾ります。ミョウ

ガは千切りにして合わせます。　

鞘
エ
ー
ル
」
の
小
瓶
を
個
々
人

に
一
本
ず
つ
、
計
2
種
類
も
ご

用
意
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

参
加
者
の
評
判
は
す
こ
ぶ
る

良
く
、
図
々
し
く
お
願
い
し
て

ほ
ん
と
に
良
か
っ
た
で
す
。

　
「
銀
河
高
原
ビ
ー
ル
」
は
、

特
に
泡
が
ク
リ
ー
ミ
ー
で
あ
り
、

こ
れ
が
ビ
ー
ル
な
の
か
と
思
う

ほ
ど
の
な
め
ら
か
さ
で
あ
り
、

他
方
、「
海
鞘
エ
ー
ル
」
の
方
は
、

「
ホ
ヤ
」
が
苦
手
な
方
も
い
て
、

お
っ
か
な
び
っ
く
り
で
味
見
し

ついに東北地ビール登場
銀河高原ビールと海鞘エールの 2 種

うまい東北地酒と三陸海鮮の会

第 21 回　三陸酒海鮮会の渋谷開催

て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
と
て

も
お
い
し
い
と
い
う
評
判
を
い

た
だ
き
ま
し
た
。

　

地
ビ
ー
ル
が
ひ
と
通
り
出
回

っ
た
後
、
あ
る
参
加
者
か
ら
は
、

日
本
酒
は
当
然
出
る
だ
ろ
う
ね

と
い
う
暖
か
い
「
ご
催
促
」
の

言
葉
も
頂
戴
い
た
し
ま
し
た
。

　

そ
ん
な
こ
と
で
、
地
ビ
ー
ル

は
出
る
は
、
地
酒
も
出
る
は
で
、

大
変
豪
華
な
回
と
な
り
ま
し
た

し
、
東
北
地
ビ
ー
ル
の
ご
紹
介

も
出
来
て
と
て
も
良
か
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

当
然
な
が
ら
、
次
回
も
地
ビ

ー
ル
を
お
願
い
し
て
お
り
ま
す

の
で
、
ど
う
ぞ
ふ
る
っ
て
ご
参

加
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

例
年
、
夏
場
に
は
参
加
者
が

減
少
す
る
傾
向
が
あ
り
ま
す
が
、

こ
う
し
た
新
た
な
試
み
を
取
り

入
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
時
間
経

過
と
と
も
に
、
忘
れ
去
ら
れ
て

行
き
が
ち
な
東
北
復
興
支
援
の

流
れ
が
順
調
に
続
い
て
い
く
こ

と
を
願
う
ば
か
り
で
す
。

参加者の一部海鞘エール

東北地酒ラインアップ

銀河高原ビール樽

　

今
回
で
第
21
回
目
を
迎
え
た

三
陸
酒
海
鮮
会
渋
谷
開
催
は
、

久
し
ぶ
り
の
18
名
と
い
う
大
人

数
の
参
加
で
、
し
か
も
若
手
の

参
加
で
大
い
に
盛
り
上
が
り
ま

し
た
。

　

ま
た
前
号
で
も
予
告
し
た
よ

う
に
、
東
北
の
地
酒
だ
け
で
な

く
、
東
北
地
ビ
ー
ル
の
ご
提
供

を
も
、
開
催
場
所
の
焚
火
家
さ

ん
に
特
別
に
お
願
い
し
て
お
り

ま
し
た
が
、
な
ん
と
、
東
北
地

ビ
ー
ル
で
は
特
に
有
名
な
「
銀

河
高
原
ビ
ー
ル
」
の
樽
と
「
海

夏に梅干しがさっぱ

りとして、 イカとよく

合います。 （松本談）

これからの暑い季節に、 冷や

した日本酒や白ワインが似合

う料理ですね。
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東
北
は
南
北
約
５
３
０
㎞
、

東
西
は
最
大
約
１
８
０
㎞
に
及

ぶ
広
大
な
地
域
で
あ
る
。
南
北

に
長
い
こ
と
か
ら
、
東
北
の
南

端
に
近
い
福
島
県
い
わ
き
市
の

小
名
浜
で
は
桜
の
開
花
が
平
年

値
で
４
月
６
日
な
の
に
対
し
、

北
端
の
手
前
に
あ
る
青
森
県
む

つ
市
で
は
平
年
値
が
４
月
29
日

と
、
桜
前
線
が
東
北
を
縦
断
す

る
の
に
は
１
か
月
近
い
期
間
を

要
す
る
。

　

日
本
の
東
西
南
北
端
の
場
所

は
有
名
で
、
最
東
端
は
南
鳥
島
、

最
西
端
は
与
那
国
島
、
最
南
端

は
沖
ノ
鳥
島
、
最
北
端
は
択
捉

島
の
カ
モ
イ
ワ
ッ
カ
岬
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
各
地
方
の
東

西
南
北
端
は
と
聞
か
れ
て
す
ぐ

に
答
え
ら
れ
る
人
は
ほ
と
ん
ど

い
な
い
に
違
い
な
い
。
こ
と
東

北
に
関
し
て
言
え
ば
、
最
北
端

の
下
北
半
島
・
大
間
崎
は
有
名

で
あ
る
。
大
間
崎
は
東
北
の
最

北
端
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
本

州
の
最
北
端
で
も
あ
る
こ
と
か

ら
あ
る
程
度
知
名
度
が
あ
る
の

か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
東

北
の
最
東
端
で
あ
る
岩
手
県
宮

古
市
の
魹
ヶ
埼
（
と
ど
が
さ

き
）
も
本
州
の
最
東
端
で
あ
る

に
も
関
わ
ら
ず
、
知
名
度
は
今

ひ
と
つ
で
あ
る
。
最
南
端
や
最

西
端
に
至
っ
て
は
恐
ら
く
ほ
と

ん
ど
の
人
が
知
ら
な
い
に
違
い

な
い
。
そ
こ
で
今
回
は
東
北
の

「
端
っ
こ
」
を
紹
介
し
て
み
た

い
。

最
北
端
・
大
間
崎

　

大
間
崎
は
、
青
森
県
の
北

東
、
マ
サ
カ
リ
の
よ
う
な
形
を

し
た
下
北
半
島
の
最
北
端
に
あ

る
。
大
間
崎
を
抱
え
る
大
間
町

は
、
マ
グ
ロ
の
一
本
釣
り
で
有

名
な
漁
業
の
町
で
あ
る
。
大
間

の
マ
グ
ロ
は
東
京
・
築
地
の
セ

リ
で
高
値
が
つ
く
こ
と
で
も
よ

く
知
ら
れ
る
。

　

地
図
を
よ
く
見
る
と
分
か
る

こ
と
だ
が
、
北
海
道
の
最
南
端

よ
り
も
大
間
崎
の
方
が
北
に
位

置
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
れ

っ
き
と
し
た
東
北
の
一
部
な
の

だ
が
、
下
北
半
島
で
見
ら
れ
る

景
色
は
東
北
の
他
の
地
域
と
は

明
ら
か
に
異
な
る
。
北
海
道
に

も
通
じ
る
よ
う
な
雄
大
さ
と
お

お
ら
か
さ
を
兼
ね
備
え
た
よ
う

な
景
色
で
あ
る
。
な
に
せ
県
庁

所
在
地
の
青
森
市
か
ら
下
北
半

島
の
中
心
都
市
む
つ
市
ま
で
は

約
１
０
０
㎞
も
あ
る
。
同
じ
青

森
県
内
で
も
、
津
軽
や
三
八
上

北
と
も
違
う
、
下
北
な
ら
で
は

の
風
景
が
こ
こ
に
は
あ
る
。

　

む
つ
市
郊
外
に
は
恐
ら
く
下

北
半
島
で
最
も
有
名
と
思
わ
れ

る
、
日
本
三
大
霊
山
、
日
本
三

大
地
獄
の
一
つ
、
恐
山
（
お
そ

れ
ざ
ん
）
が
あ
る
。
火
山
ガ
ス

が
噴
き
出
す
荒
涼
と
し
た
風
景

が
ま
さ
に
地
獄
を
彷
彿
と
さ
せ
、

お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
い
イ
メ
ー
ジ

が
つ
き
ま
と
う
恐
山
だ
が
、
隣

接
す
る
宇
曽
利
湖
（
う
そ
り

こ
）
は
波
静
か
で
極
楽
浄
土
に

比
せ
ら
れ
る
。
つ
ま
り
こ
こ
は

地
獄
だ
け
で
な
く
、
極
楽
も
体

験
で
き
る
ス
ポ
ッ
ト
な
の
で
あ

る
。
ち
な
み
に
、恐
山
の「
恐
」

と
宇
曽
利
湖
の
「
宇
曽
利
」
は

元
々
同
じ
読
み
。
こ
こ
は
地
獄

と
極
楽
が
同
居
す
る
稀
有
な
地

な
の
で
あ
る
。

　

下
北
半
島
に
は
薬
研
（
や
げ

ん
）
温
泉
や
下
風
呂
（
し
も
ふ

ろ
）
温
泉
な
ど
、
名
湯
が
あ
る
。

が
、
せ
っ
か
く
東
北
最
北
端
の

地
に
来
た
の
で
あ
れ
ば
、
ぜ
ひ

東
北
最
北
端
、
す
な
わ
ち
本
州

最
北
端
の
温
泉
に
入
っ
て
み
て

ほ
し
い
。
そ
れ
が
大
間
温
泉
で

あ
る
。
お
お
ま
温
泉
海
峡
保
養

セ
ン
タ
ー
が
所
有
す
る
温
泉
で
、

宿
泊
も
で
き
る
。

　

マ
グ
ロ
で
有
名
と
書
い
た
が
、

実
は
大
間
町
に
は
「
陸
（
お

か
）
マ
グ
ロ
」
と
称
さ
れ
る
も

の
が
あ
る
。
そ
れ
は
大
間
町
で

肥
育
さ
れ
て
い
る
大
間
牛
の
こ

と
で
、
こ
れ
が
ま
た
大
間
の
本

マ
グ
ロ
に
も
負
け
な
い
最
高
等

級
の
牛
肉
な
の
で
あ
る
。
ち
な

み
に
、
お
お
ま
温
泉
海
峡
保
養

セ
ン
タ
ー
で
は
大
間
マ
グ
ロ
と

こ
の
陸
マ
グ
ロ
の
食
べ
比
べ
コ

ー
ス
も
あ
る
。

　

大
間
町
に
は
以
前
紹
介
し
た

こ
と
が
あ
る
が
、
本
州
最
北
端

の
地
ビ
ー
ル
が
あ
る
。
梅
香
山

崇
徳
寺
（
ば
い
こ
う
ざ
ん
し
ゅ

う
と
く
じ
）
と
い
う
江
戸
時
代

か
ら
続
く
お
寺
が
つ
く
る
、
全

国
で
も
恐
ら
く
唯
一
の
地
ビ
ー

ル
「
卍
麦
雫
（
ま
ん
じ
む
ぎ
し

ず
く
）」
で
あ
る
。
境
内
に
は

こ
れ
ま
た
全
国
で
も
唯
一
と
思

わ
れ
る
こ
の
地
ビ
ー
ル
の
自
動

販
売
機
も
あ
る
。
こ
れ
も
ぜ
ひ

味
わ
っ
て
み
て
ほ
し
い
。

　

本
州
最
北
端
の
大
間
崎
、
対

岸
の
北
海
道
が
間
近
に
見
ら
れ

る
こ
と
で
有
名
だ
が
、
南
側
以

外
ぐ
る
っ
と
海
に
囲
ま
れ
た
ロ

ケ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

実
は
海
か
ら
昇
る
朝
日
と
海
に

沈
む
夕
日
が
両
方
見
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
ス
ポ
ッ
ト
と
い
う

の
は
日
本
中
探
し
て
も
あ
ま
り

な
い
と
思
う
の
だ
が
、
そ
の
こ

と
自
体
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な

い
よ
う
で
あ
る
。
こ
こ
は
も
っ

と
ア
ピ
ー
ル
す
べ
き
ポ
イ
ン
ト

で
あ
る
。

最
東
端
・
魹
ヶ
埼

　

最
東
端
の
魹
ヶ
埼
は
、
岩
手

県
の
三
陸
沿
岸
、
宮
古
市
の
重

茂
半
島
に
あ
る
岬
で
あ
る
。
先

に
も
紹
介
し
た
よ
う
に
、
本
州

最
東
端
の
地
で
も
あ
る
の
だ
が
、

知
名
度
は
最
北
端
の
大
間
崎
に

遠
く
及
ば
な
い
。
そ
の
理
由
は

何
か
と
考
え
て
み
る
と
、
①
地

名
が
読
め
な
い
、
②
辿
り
着
く

の
が
大
変
、
と
い
う
こ
と
が
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
①
に
つ

い
て
言
え
ば
、「
と
ど
」
と
い

う
漢
字
自
体
が
ま
ず
読
め
な
い
。

パ
ソ
コ
ン
で
も
環
境
依
存
文
字

で
、
正
し
く
表
示
さ
れ
る
か
ど

う
か
は
パ
ソ
コ
ン
次
第
で
あ
る
。

②
に
つ
い
て
は
、
宮
古
市
の
中

心
部
か
ら
入
口
ま
で
車
で
約
50

分
も
か
か
る
だ
け
で
な
く
、
駐

車
場
に
車
を
止
め
て
か
ら
「
山

道
」
を
約
１
時
間
ほ
ど
歩
か
な

く
て
は
辿
り
着
け
な
い
と
い
う

こ
と
が
あ
る
。
な
ぜ
海
の
そ
ば

な
の
に
山
な
の
か
と
言
う
と
、

三
陸
海
岸
は
昔
習
っ
た
よ
う
に

「
リ
ア
ス
海
岸
」
で
あ
る
か
ら

で
、
海
の
す
ぐ
そ
ば
ま
で
山
な

の
で
あ
る
。

　

往
復
２
時
間
と
考
え
る
と
訪

れ
る
の
に
二
の
足
を
踏
ん
で
し

ま
い
そ
う
に
な
る
が
、
こ
こ
は

行
っ
て
損
の
な
い
ス
ポ
ッ
ト
で

あ
る
。
眼
前
に
は
太
平
洋
が
遮

る
も
の
な
く
茫
洋
と
広
が
り
、

三
陸
沿
岸
屈
指
の
ビ
ュ
ー
ポ
イ

ン
ト
で
あ
る
。

　

知
る
人
ぞ
知
る
、
映
画
「
喜

び
も
悲
し
み
も
幾
年
月
」
の
舞

台
と
な
っ
た
魹
ヶ
埼
灯
台
も
あ

る
。
映
画
の
当
時
は
灯
台
守
が

海
の
安
全
を
守
っ
て
い
た
が
、

今
は
無
人
で
あ
る
。
市
街
地
か

ら
遠
く
離
れ
た
「
陸
の
孤
島
」

で
あ
る
こ
の
灯
台
で
灯
台
守
の

夫
婦
が
ど
の
よ
う
に
生
活
し
て

い
た
の
か
と
考
え
る
と
、
先
人

た
ち
の
苦
労
が
偲
ば
れ
る
。

　

最
東
端
と
い
う
こ
と
で
、
と

ど
ヶ
埼
は
東
北
で
最
も
早
く
朝

日
が
昇
る
ス
ポ
ッ
ト
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
緯
度
の
関
係
で
本

州
全
体
で
最
も
早
く
朝
日
が
昇

る
の
は
千
葉
県
の
犬
吠
埼
で
あ

る
。

最
南
端
・
矢
祭
町

　

東
北
の
最
南
端
は
福
島
県
い

わ
き
市
で
あ
る
と
思
っ
て
い
る

人
も
多
い
に
違
い
な
い
。
冒
頭

で
紹
介
し
た
よ
う
に
、
い
わ
き

市
は
東
北
で
最
も
早
く
桜
が
開

花
す
る
地
で
あ
る
。
し
か
し
、

緯
度
上
の
最
南
端
は
い
わ
き
市

で
は
な
い
。
も
っ
と
南
に
存
在

す
る
の
が
矢
祭
町
（
や
ま
つ
り

ま
ち
）
で
あ
る
。
こ
の
矢
祭
町

の
国
道
３
４
９
号
線
沿
い
に
あ

る
明
神
峠
が
東
北
最
南
端
の
地

で
あ
る
。

　

矢
祭
町
は
人
口
７
０
０
０
人

弱
の
小
さ
な
町
だ
が
、
い
わ
ゆ

る
「
平
成
の
大
合
併
」
の
折
に

小
規
模
自
治
体
が
切
り
捨
て
ら

れ
る
こ
と
に
反
発
し
て
、「
合

併
し
な
い
宣
言
」
を
採
択
し
て

話
題
と
な
っ
た
。
宣
言
を
出
し

た
だ
け
で
な
く
、
小
規
模
自
治

体
が
財
政
的
に
自
立
で
き
る
よ

う
、
行
財
政
改
革
を
徹
底
し
て

行
っ
て
成
果
を
上
げ
て
お
り
、

全
国
の
自
治
体
か
ら
視
察
が
ひ

っ
き
り
な
し
に
行
わ
れ
て
い
る

町
と
し
て
も
有
名
で
あ
る
。

　

観
光
ス
ポ
ッ
ト
と
し
て
は
、

町
の
中
心
に
あ
る
矢
祭
山
と

そ
の
そ
ば
を
流
れ
る
久
慈
川

の
周
辺
が
中
心
と
な
る
。
矢
祭

山
は
町
全
体
が
見
下
ろ
せ
る
ビ

ュ
ー
ス
ポ
ッ
ト
で
あ
る
と
同
時

に
、
山
つ
つ
じ
の
名
所
と
し
て

も
知
ら
れ
て
い
る
。
久
慈
川
流

域
は
「
東
北
の
耶
馬
渓
」
と
称

さ
れ
る
四
季
折
々
の
景
観
で
知

ら
れ
る
。
個
人
的
な
お
ス
ス
メ

は
「
阿
武
隈
の
秘
境
」
と
呼
ば

れ
る
滝
川
渓
谷
で
、
全
長
３
㎞

の
散
策
路
内
に
四
十
八
滝
が
あ

る
。
渓
谷
を
上
り
切
っ
た
先
に

あ
る
「
滝
川
の
里
」
で
食
べ
ら

れ
る
そ
ば
粉
十
割
の
手
打
ち
そ

ば
も
美
味
し
い
。

　

矢
祭
町
の
特
産
品
は
ゆ
ず
で
、

香
り
高
い
こ
と
で
知
ら
れ
て
い

る
。
町
内
で
は
、
ゆ
ず
シ
ャ
ー

ベ
ッ
ト
な
ど
、
こ
の
ゆ
ず
を
使

っ
た
加
工
品
が
あ
る
。

最
西
端
・
御
積
島
（
お

し
ゃ
く
じ
ま
）

　

東
北
の
最
西
端
に
つ
い
て
知

っ
て
い
る
人
は
ほ
と
ん
ど
い
な

い
に
違
い
な
い
。
日
本
海
側
に

突
き
出
た
半
島
が
そ
う
な
の
で

は
な
い
か
と
考
え
る
人
も
い
る

か
も
し
れ
な
い
が
、
恐
ら
く
東

北
の
日
本
海
側
で
最
も
有
名
な

半
島
と
思
わ
れ
る
、
ナ
マ
ハ
ゲ

で
有
名
な
男
鹿
半
島
は
東
北
の

最
西
端
で
は
な
い
。
岩
木
山
が

海
に
浮
か
ん
だ
よ
う
に
見
え
る
、

津
軽
半
島
の
小
泊
半
島
も
最
西

端
で
は
な
い
。

　

離
島
を
含
め
る
か
ど
う
か
で

も
違
っ
て
く
る
の
だ
が
、
離
島

ま
で
含
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
山

形
県
酒
田
市
に
あ
る
御
積
島
が

東
北
最
西
端
で
、
離
島
を
含
め

な
い
の
で
あ
れ
ば
、
山
形
県
鶴

岡
市
の
鼠
ヶ
関
が
最
西
端
で
あ

る
。
御
積
島
を
知
っ
て
い
る
人

は
東
北
の
人
で
あ
っ
て
も
な
か

な
か
い
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、

酒
田
市
に
属
す
る
離
島
で
、
ト

ビ
ウ
オ
で
知
ら
れ
る
飛
島
（
と

び
し
ま
）
の
西
約
２
㎞
に
位
置

す
る
無
人
島
で
あ
る
。
ス
キ
ュ

ー
バ
ダ
イ
ビ
ン
グ
の
ス
ポ
ッ
ト

と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の

御
積
島
の
西
に
位
置
す
る
岩
礁
、

カ
ラ
カ
サ
ノ
イ
ボ
の
経
度
は
東

経
１
３
９
度
31
分
13
秒
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
離
島
を
含

め
な
い
場
合
は
鶴
岡
市
の
南
端

に
あ
っ
て
、
出
羽
と
越
後
の
境

で
あ
っ
た
鼠
ヶ
関
が
最
南
端
と

な
る
。
鼠
ヶ
関
の
弁
天
島
の
す

ぐ
西
に
あ
る
岩
礁
の
経
度
は
東

経
１
３
９
度
32
分
18
秒
で
、
ほ

ん
の
わ
ず
か
な
差
で
は
あ
る
が
、

御
積
島
の
方
が
西
で
あ
る
。

　

御
積
島
の
あ
る
飛
島
に
は
、

酒
田
港
か
ら
定
期
船
「
と
び
し

ま
」
で
75
分
で
あ
る
。
ち
ょ
っ

と
書
い
た
よ
う
に
ト
ビ
ウ
オ
が

多
く
取
れ
る
。
ト
ビ
ウ
オ
の
焼

干
し
や
つ
ゆ
は
特
産
品
と
し
て

有
名
で
あ
る
。
海
藻
も
い
ろ
い

ろ
取
れ
、
特
に
イ
ギ
ス
や
ア
ラ

メ
、
ホ
ン
ダ
ワ
ラ
な
ど
は
他
地

域
の
も
の
に
比
べ
て
美
味
し
い

と
評
判
で
あ
る
。
飛
島
か
ら
は

御
積
島
も
回
る
遊
覧
船
が
出
て

い
る
。

　

一
方
の
鼠
ヶ
関
は
、
江
戸
時

代
に
は
念
珠
ヶ
関
と
も
表
記
さ

れ
、
福
島
県
白
河
市
に
あ
る
白

河
関
と
い
わ
き
市
に
あ
る
勿
来

関
と
共
に
、
奥
羽
三
関
の
一
つ

と
し
て
東
北
へ
の
玄
関
口
と
し

て
知
ら
れ
る
。
ち
な
み
に
、
現

在
の
鼠
ヶ
関
の
史
跡
は
「
近
世

念
珠
関
址
」
と
呼
ば
れ
、
移
転

さ
れ
た
事
情
は
定
か
で
は
な
い

も
の
の
、
古
代
の
鼠
ヶ
関
が
あ

っ
た
場
所
か
ら
北
方
に
約
１
㎞

移
動
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し

て
元
々
鼠
ヶ
関
が
あ
っ
た
場
所

は
「
古
代
鼠
ヶ
関
址
」
と
し
て
、

石
標
が
建
て
ら
れ
て
い
る
。
そ

の
西
端
で
あ
る
弁
天
島
へ
は
現

在
は
遊
歩
道
が
整
備
さ
れ
、
地

続
き
で
あ
る
。
源
義
経
が
兄
頼

朝
に
追
わ
れ
て
平
泉
に
逃
れ
た

際
に
上
陸
し
た
地
と
し
て
伝
わ

る
（
新
潟
の
村
上
か
ら
当
地
ま

で
は
船
に
乗
っ
た
と
の
伝
承

が
あ
る
）。
飛
島
も
鼠
ヶ
関
も
、

日
本
海
沿
岸
と
い
う
こ
と
で
、

言
う
ま
で
も
な
い
が
海
に
沈
む

夕
日
の
絶
景
ス
ポ
ッ
ト
で
あ
る
。

ぜ
ひ
「
東
北
端
っ
こ
ツ

ア
ー
」
を

　

以
上
紹
介
し
た
東
北
の
東
西

南
北
端
を
巡
る
ツ
ア
ー
な
ど
は

今
の
と
こ
ろ
な
い
が
、
個
人
的

に
は
や
っ
て
み
た
ら
面
白
い
の

で
は
な
い
か
と
思
う
。
そ
れ
ぞ

れ
全
く
異
な
る
雰
囲
気
が
あ

り
、
東
北
の
多
様
さ
を
体
感
で

き
る
ツ
ア
ー
に
な
る
に
違
い
な

い
。
本
州
の
東
西
南
北
端
に
つ

い
て
は
、「
本
州
四
端
踏
破
ラ

リ
ー
」
が
あ
る
。
こ
れ
ま
で
に

紹
介
し
た
、
本
州
最
北
端
で
あ

る
大
間
町
、
最
東
端
で
あ
る
宮

古
市
、
そ
れ
に
最
西
端
で
あ
る

山
口
県
下
関
市
、
最
南
端
で
あ

る
和
歌
山
県
串
本
町
で
構
成
す

る
本
州
四
端
協
議
会
が
、
地
域

活
性
化
の
た
め
に
協
力
し
て
実

施
し
て
い
る
取
り
組
み
で
、
す

べ
て
踏
破
し
た
人
に
は
、
本
州

四
端
踏
破
証
明
書
と
本
州
四
端

オ
リ
ジ
ナ
ル
記
念
品
が
贈
ら
れ

る
。
平
成
16
年
に
始
ま
っ
て
以

来
、
こ
れ
ま
で
に
１
７
９
２
人

が
踏
破
者
と
し
て
カ
ウ
ン
ト
さ

れ
て
い
る
。
手
始
め
に
、
同
様

の
取
り
組
み
を
東
北
で
も
や
っ

て
み
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

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://w
w

w.facebook.
com

/kouhei.ootom
o

「
東
北
端
っ
こ
ツ
ア
ー
」

の
ス
ス
メ
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大
天
狗
の
森
の
前
に
横
た
わ

る
大
峡
谷
に
、
今
や
無
数
の
烏

の
群
れ
が
飛
び
交
っ
て
い
た
。

「
大
天
狗
め
・
・
我
ら
を
牽
制

す
る
つ
も
り
か
。」

　

烏
ど
も
の
う
ち
少
な
か
ら
ぬ

個
体
が
、
崖
の
上
に
集
結
し
た

頼
朝
の
兵
た
ち
へ
飛
び
か
か
っ

て
脅
し
を
か
け
、
中
に
は
突
撃

し
傷
さ
え
負
わ
せ
て
い
く
も
の

も
い
る
。

「
打
ち
落
し
ま
す
か
？
」

　

葛
西
清
重
の
質
し
に
、
頼
朝

は
少
し
考
え
て
か
ら
答
え
た
。

「
ま
ず
は
無
闇
に
殺
す
な
。
叩

き
追
い
払
う
に
留
め
よ
。」

　

そ
れ
に
し
て
も
凄
ま
じ
い
数

だ
。
空
が
烏
で
真
っ
黒
に
な
り

そ
う
な
程
で
あ
る
。

　

そ
の
時
、
梶
原
景
季
が
腕
を

ま
っ
す
ぐ
に
対
岸
へ
伸
ば
し
た
。

「
何
か
が
お
り
ま
す
。
向
か
い

の
崖
の
上
に
・
・
」

「
詳
細
が
わ
か
る
か
。」

「
は
っ
き
り
顔
が
見
え
ま
す
。

若
輩
で
す
・
・
某
の
目
を
見
て

い
る
。
だ
が
装
束
は
・
・
山
伏

の
よ
う
、
だ
が
尋
常
な
彩
色
で

は
あ
り
ま
せ
ぬ
。」

「
山
の
主
・
・
天
狗
、
い
や
大

天
狗
か
。
こ
の
烏
ど
も
を
統
べ

る
力
・
・
間
違
い
な
い
な
。」

　

案
内
の
老
人
が
進
言
す
る
。

「
こ
の
峡
谷
は
越
え
ら
れ
ま
せ

ぬ
。
向
か
い
側
は
彼
岸
・
・
こ

の
世
の
場
所
に
あ
ら
ず
。」

「
真
の
敵
は
泰
衡
か
、
そ
れ
と

も
大
天
狗
か
？
い
ず
れ
を
も
倒

さ
ね
ば
、
こ
の
地
の
征
服
は
果

た
さ
れ
そ
う
に
な
い
な
。」

「
殿
、
天
狗
な
ど
を
・
・
妖
怪

を
敵
に
回
し
て
、
戦
な
さ
る
お

つ
も
り
か
？
」

「
も
う
夜
が
来
る
。
平
地
へ
戻

ろ
う
・
・
烏
兎
森
へ
出
向
い
た

隊
に
も
知
ら
せ
よ
。」

＊

「
こ
れ
が
伊
達
の
阿
津
賀
志
山

か
・
・
や
れ
や
れ
、
頼
朝
の
烏

合
の
軍
団
め
。
奴
ら
が
通
っ
た

後
は
草
も
生
え
ん
な
。」

　

十
万
人
に
も
上
ろ
う
と
い
う
、

「
異
国
」
の
軍
隊
が
北
上
し
通

り
過
ぎ
た
伊
達
の
荒
野
を
、
奇

妙
な
二
人
連
れ
が
こ
れ
も
北
を

目
指
し
歩
い
て
い
た
。
一
人
は

六
尺
を
越
え
る
巨
漢
だ
が
ま
だ

三
十
に
歳
届
か
ぬ
若
者
。
毬
栗

頭
の
僧
形
だ
が
、
背
に
太
刀
を

下
げ
て
、
ど
こ
か
無
頼
な
風
を

漂
わ
せ
な
が
ら
前
を
行
く
。
も

う
一
人
は
対
照
的
に
五
尺
に
も

届
か
ぬ
小
柄
な
が
ら
、
何
故
か

こ
ち
ら
は
厳
し
く
豪
壮
な
鎧
と

兜
に
身
を
包
み
、
顔
は
俯
い
て

よ
く
判
ら
な
い
。
太
刀
や
槍
な

ど
は
一
切
携
え
ず
、
黙
々
と
巨

漢
の
後
ろ
を
付
か
ず
離
れ
ず
追

随
し
て
い
く
の
だ
っ
た
。

　
「
奥
州
に
は
二
つ
の
国
境
が

あ
る
・
・
西さ

い

行
ぎ
ょ
う

殿
が
言
っ
て

い
た
な
、
護
法
よ
。
一
つ
は
昨

日
越
え
て
き
た
白
河
の
関
、
も

う
一
つ
が
平
泉
の
関
山
・
・
だ

が
伊
達
の
小
次
郎
は
そ
の
中
間

に
ま
た
一
つ
、
第
三
の
国
境
を

置
い
た
訳
か
・
・
。
さ
て
も
見

事
な
大
要
害
よ
な
、護
法
よ
。」

　

目
前
に
聳
え
る
阿
津
賀
志
山

の
、
逢
隈
川
を
挟
ん
だ
南
東
に

見
晴
る
か
す
修
験
の
地
・
霊

り
ょ
う

山ぜ
ん

は
平
泉
が
支
配
す
る
奥
羽
を
睥

睨
す
る
朝
廷
の
北
限
・
・
だ
が

そ
の
時
代
も
終
わ
り
が
近
づ
い

て
い
る
の
だ
ろ
う
。

「
霊
山
に
寄
れ
ば
窟
の
道
が
見

つ
か
る
だ
ろ
う
と
も
、
西
行
殿

は
言
っ
て
お
っ
た
が
・
・
こ
れ

は
見
当
外
れ
だ
っ
た
よ
う
だ
」

　

つ
ま
り
は
一
瞬
の
う
ち
に
遠

方
ま
で
到
達
で
き
る
魔
窟
と
い

う
も
の
が
、
奥
州
に
は
あ
る
と

の
話
だ
っ
た
の
だ
が
、
そ
う
易

々
と
異
国
の
門
外
が
見
つ
け
出

せ
る
代
物
で
も
あ
る
ま
い
。
そ

れ
で
も
驚
く
べ
き
健
脚
の
徒
ど

も
は
、
忽
ち
の
う
ち
に
白
石
の

地
へ
達
し
た
。

　

十
万
の
軍
団
は
も
は
や
影
も

な
く
、
嵐
の
過
ぎ
る
の
を
待
っ

て
い
た
よ
う
に
地
元
の
里
人
た

ち
が
ぽ
つ
ぽ
つ
と
姿
を
見
せ
、

村
落
の
修
繕
に
奔
走
し
て
い
る
。

二
人
の
異
形
な
武
装
道
中
を
目

に
す
る
と
、
多
く
が
慌
て
て
逃

げ
惑
う
が
、
巨
漢
は
苦
笑
し
て

頭
を
掻
く
ば
か
り
。

「
俺
は
頼
朝
の
手
下
で
は
ね
え

・
・
と
い
っ
て
、
平
泉
を
救
う

と
い
う
訳
で
も
ね
え
が
。
な
あ

護
法
よ
。」

　

ど
こ
か
ら
か
、
矢
が
飛
ん
で

き
た
。
四
方
八
方
か
ら
、
狙
っ

て
い
る
ら
し
い
・
・
こ
れ
程
や

ら
れ
た
後
な
の
に
、
な
か
な
か

気
骨
の
あ
る
風
土
だ
な
。

　

奇
妙
な
事
に
、
雨
の
よ
う
に

降
っ
て
く
る
矢
が
、
一
本
も
二

人
に
は
当
た
ら
な
い
。
ま
る
で
、

矢
の
方
が
彼
ら
を
避
け
て
い
る

よ
う
な
の
だ
。
巨
漢
が
叫
ぶ
。

「
無
駄
だ
。
こ
の
甲
冑
、
目
に

入
ら
ね
え
か
。
こ
れ
即
ち
、
我

が
祖
・
藤
原
秀
郷
公
が
龍
王
よ

り
賜
り
し
避ひ

来ら
い

矢し

が
鎧
ぞ
。」

　

そ
の
威
厳
あ
る
声
は
轟
き
渡

り
、
降
り
か
か
る
矢
は
夕
立
の

よ
う
に
静
ま
っ
た
。

「
も
う
日
も
暮
れ
る
・
・
メ
シ

を
分
け
て
た
も
う
せ
。」

　

周
囲
か
ら
、
秀
郷
だ
と
？
ひ

ら
い
し
だ
と
？
と
ひ
そ
ひ
そ
言

い
合
う
声
が
聞
こ
え
て
く
る
。

「
案
ず
る
な
！
こ
こ
ら
一
帯
は

こ
の
俺
、
足
利
又
太
郎
忠
綱
が

貰
い
受
け
て
や
る
か
ら
な
！
」

＊

　

目
が
覚
め
る
と
、
そ
こ
は
昭

和
三
年
の
花
巻
で
は
な
い
が
、

文
治
五
年
の
宮
城
野
な
ど
で
も

な
く
、
ま
し
て
異
音
の
響
く
金

属
で
で
き
た
「
宇
宙
船
」
の
中

で
も
な
か
っ
た
。

「
は
あ
・
・
お
か
し
な
夢
を
見

た
。」

　

賢
治
は
身
体
を
起
こ
し
た
。

見
知
ら
ぬ
こ
ざ
っ
ぱ
り
し
た
洋

室
で
、
ど
こ
か
都
会
の
宿
・
・

ホ
テ
ル
と
い
っ
た
所
ら
し
い
。

　

は
て
、
ど
こ
を
旅
行
中
だ
っ

た
か
な
・
・
？
昨
夜
は
記
憶
が

飛
ぶ
く
ら
い
、
酒
を
飲
ん
だ
り

し
た
だ
ろ
う
か
。
飾
り
気
の
な

い
機
能
的
な
ベ
ッ
ド
、
美
し
い

壁
に
額
の
西
洋
絵
画
・
・
・
狭

い
け
れ
ど
見
事
な
設
備
だ
。

　

部
屋
を
出
る
と
、
驚
い
た
事

に
昇
降
機
が
あ
っ
た
。
そ
う
い

え
ば
、
日
本
に
も
エ
レ
ベ
ー
タ

ー
の
会
社
が
で
き
た
と
、
最
近

新
聞
で
読
ん
だ
な
・
・
・
。

　

そ
う
そ
う
、
新
聞
。
一
階
に

降
り
る
と
窓
口
に
朝
刊
が
あ
っ

た
。
お
や
？
し
か
し
日
付
を
見

て
、
賢
治
は
眼
を
疑
う
。

「
平
成
二
十
×
年
」・
・
・

　

平
成
？
い
つ
の
時
代
だ
。
い

や
・
・
こ
れ
が
現
実
な
ら
ば
、

明
ら
か
に
未
来
だ
。
と
い
う
事

は
・
・

「
何
も
、
終
わ
っ
て
い
な
い
」

　

賢
治
は
ホ
テ
ル
の
外
へ
飛
び

出
し
た
。
駐
車
場
に
は
見
た
事

も
な
い
流
線
型
を
持
つ
自
動
車

が
並
ん
で
い
る
。
道
路
が
見
え

た
の
で
早
足
で
進
む
と
、
ホ
テ

ル
の
看
板
が
あ
っ
て
、
そ
こ
に

「
仙
台
」
の
文
字
が
見
え
た
。

　

こ
こ
は
、
未
来
の
仙
臺
か
・・

道
路
へ
出
て
左
右
を
見
渡
す
と
、

何
気
な
く
歩
道
を
左
側
に
歩
い

て
、
す
ぐ
足
を
止
め
た
。

再
び
、
我
が
目
を
疑
う
。

「
光
原
社
」・
・
・

　

な
ぜ
、
こ
こ
に
光
原
社
が
？

　

い
や
何
か
の
偶
然
に
過
ぎ
な

い
か
も
知
れ
な
い
・
・
数
年
前
、

自
ら
の
作
品
集
を
出
す
た
め
に

盛
岡
に
作
っ
た
「
出
版
社
」・・

そ
れ
が
光
原
社
だ
っ
た
。

　

見
る
と
そ
の
建
物
は
背
後
の

ホ
テ
ル
な
ど
と
は
違
い
、
白
壁

に
ツ
タ
の
絡
ま
っ
た
古
風
に
し

て
洒
落
た
雰
囲
気
で
、
窓
の
奥

に
は
陶
器
や
置
物
、
人
形
な
ど

が
見
え
る
。
俺
と
は
無
関
係
か

・
・
で
な
い
と
す
る
と
、
未
来

に
自
分
が
仙
台
へ
出
店
す
る
か
、

共
同
創
業
の
近
森
君
か
及
川
君

が
手
引
き
す
る
か
、
だ
ろ
う
。

そ
れ
に
し
て
も
、
仙
臺
に
店
を

出
す
な
ん
て
、
な
か
な
か
に
わ

く
わ
く
す
る
話
で
は
な
い
か
？

　

あ
の
本
は
、
ま
る
で
売
れ
な

か
っ
た
け
れ
ど
な
・
・
。

「
や
あ
、
宮
澤
さ
ん
で
は
な
い

で
す
か
。
お
早
い
事
で
す
な
」

　

光
原
社
と
名
打
つ
店
に
向
か

っ
て
左
か
ら
、
誰
か
が
声
を
か

け
て
き
た
。
見
る
と
、
不
気
味

な
ほ
ど
場
違
い
な
人
物
だ
。

「
ば
・
・
芭
蕉
さ
ん
で
は
な
い

で
す
か
・
・
」

　

旅
僧
姿
に
、
大
き
な
ラ
ジ
オ

を
背
負
っ
た
髭
面
の
男
・
・
い

や
、
場
違
い
な
ど
で
は
な
い
。

こ
の
仙
臺
の
為
に
、
そ
れ
こ
そ

必
死
な
仕
事
を
し
て
い
る
。
だ

が
、
何
の
仕
事
だ
っ
た
っ
け
。

「
青
葉
山
の
本
丸
か
ら
の
眺
め

・
・
言
葉
に
な
り
ま
せ
ん
な
」

　

怪
僧
は
笑
っ
て
言
う
。

「
何
の
何
の
・
・
榴
ヶ
岡
の
桜
、

ご
覧
に
な
り
ま
し
た
か
、
賢
治

さ
ん
。」

　

背
後
か
ら
ま
た
違
う
声
が
し

た
の
で
振
り
向
く
と
、
こ
れ
も

知
っ
た
顔
で
あ
る
。

「
あ
れ
、
貴
方
は
・
・
石
川
善

助
さ
ん
で
す
ね
、
お
久
し
い
」

　

片
足
を
引
き
ず
っ
た
、
細
面

の
魂
熱
き
青
年
詩
人
。

「
ま
た
逢
え
ま
し
た
ね
・
・
芭

蕉
の
辻
で
。」

　

旅
僧
が
言
う
と
、
詩
人
は
や

ん
わ
り
と
否
定
す
る
。

「
い
や
あ
、
こ
こ
は
だ
い
ぶ
南

で
し
ょ
う
。芭
蕉
の
辻
か
ら
は
」

「
ま
あ
、
そ
の
辺
で
珈
琲
で
も

飲
も
う
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
か
」

「
芭
蕉
さ
ん
、
珈
琲
で
す
か
・

・
ハ
イ
カ
ラ
で
す
な
。」

　

そ
こ
で
、
急
に
目
前
が
霞
ん

で
き
た
。

「
あ
れ
、
皆
さ
ん
の
お
姿
が
見

え
な
く
な
っ
て
い
き
ま
す
が
」

「
い
け
ま
せ
ん
、
宮
澤
さ
ん
。

眠
り
に
集
中
す
る
ん
で
す
。」

「
そ
う
で
す
、
賢
治
さ
ん
。
そ

う
す
れ
ば
、
わ
し
が
仙
台
最
高

の
珈
琲
を
ご
馳
走
差
し
上
げ
・

・
・
」

　

そ
こ
で
、
目
が
覚
め
た
。
昭

和
三
年
の
花
巻
で
も
、
文
治
五

年
の
宮
城
野
で
も
な
く
・
・
そ

こ
は
異
音
の
響
く
金
属
で
で
き

た
「
宇
宙
船
」
の
中
。
そ
れ
が

紛
れ
も
な
い
現
実
世
界
で
あ
る

事
が
、
賢
治
に
は
わ
か
っ
た
。

「
全
く
、な
ん
と
い
う
夢
だ
。」

　

朝
な
の
か
夜
な
の
か
、
ま
る

で
見
当
も
つ
か
な
い
が
、
起
き

抜
け
の
「
宇
宙
茶
」
を
飲
み
な

が
ら
賢
治
は
溜
息
を
つ
い
た
。

　

向
か
い
合
っ
て
座
る
喜
善
が

同
じ
形
の
器
を
傾
け
て
言
う
。

「
夢
か
い
。
実
は
、
僕
も
見
て

ね
。
全
く
、
不
思
議
な
夢
だ
っ

た
よ
・
・
平
成
と
い
う
時
代
の

仙
臺
に
、
光
原
社
と
い
う
店
が

あ
っ
て
さ
」

　

驚
い
た
事
に
、
内
容
が
ま
る

で
自
分
の
見
た
夢
と
一
緒
だ
っ

た
。
つ
ま
り
、
同
じ
夢
で
違
う

二
人
が
同
一
人
物
と
し
て
存
在

し
て
い
た
の
だ
・
・
・

「
こ
れ
は
・
・
宮
澤
く
ん
、
何

か
深
い
意
味
が
あ
る
ね
。」

「
確
か
に
。
あ
の
場
所
が
重
要

な
カ
ギ
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
」

　

青
葉
山
か
ら
芭
蕉
が
、
榴
ヶ

岡
か
ら
善
助
が
来
た
。あ
の『
光

原
社
』
は
芭
蕉
の
辻
の
南
、
と

言
っ
て
い
た
・
・
つ
ま
り
。「
あ

の
地
球
に
戻
っ
て
、
ま
さ
に
そ

の
場
所
へ
立
て
ば
、
私
ど
も
は

帰
る
事
が
で
き
る
か
も
」

＊

　

雨
は
小
降
り
に
な
っ
て
き
て

い
た
。
し
か
し
榴
ヶ
岡
か
ら
芭

蕉
の
辻
に
当
た
る
二
地
点
は
結

構
な
距
離
だ
。
一
面
原
野
と
湿

地
の
上
、
こ
の
暗
闇
の
中
を
行

く
の
は
元
々
病
弱
な
娘
と
片
足

の
悪
い
青
年
に
と
っ
て
楽
し
い

道
中
で
は
な
い
は
ず
だ
っ
た
。

　

し
か
し
二
人
と
も
、
泰
衡
に

同
行
す
る
と
言
っ
て
聞
か
な
い
。

　

仕
方
な
く
泰
衡
は
せ
め
て
自

分
の
馬
に
若
を
乗
せ
、
善
助
に

も
面
白
い
話
を
聞
か
せ
て
辛
さ

を
紛
ら
し
て
や
る
事
に
し
た
。

　

面
白
い
話
と
い
っ
た
ら
、
二

人
が
し
つ
こ
く
懇
願
し
て
く
る
、

あ
の
話
題
し
か
な
い
。

「
牛
若
・
・
遮
那
王
は
才
気
漲

る
少
年
で
な
。
鞍
馬
の
夜
、
森

へ
誘
い
出
し
て
剣
術
や
忍
術
を

仕
掛
け
、
そ
の
性
質
と
器
を
見

定
め
た
も
の
よ
。」

　

義
経
が
鞍
馬
山
で
、
天
狗
ら

に
よ
る
修
行
を
受
け
戦
術
を
身

に
つ
け
た
と
は
伝
承
で
聞
い
て

は
い
た
が
、
ま
さ
か
そ
の
天
狗

団
の
中
に
泰
衡
が
い
た
と
は
。

　

少
女
は
馬
上
か
ら
問
う
。

「
そ
も
そ
も
、
何
故
平
泉
は
九

郎
さ
ま
を
招
き
入
れ
ら
れ
た
の

で
す
か
。」

　

そ
の
時
、
善
助
が
激
し
く
転

倒
し
た
。
皆
驚
い
て
駆
け
寄
っ

た
が
、
青
年
は
何
食
わ
ぬ
顔
で

忽
ち
立
ち
上
が
り
、
歩
き
続
け

る
の
だ
っ
た
。
顔
も
服
も
、
濡

れ
て
し
ま
っ
た
の
に
気
に
す
る

素
振
り
も
見
せ
な
い
。
少
女
が

馬
を
譲
ろ
う
と
呼
び
か
け
る
が
、

泰
衡
が
そ
れ
を
押
し
留
め
た
。

「
男
た
る
も
の
、
そ
の
申
し
出

は
喜
び
ま
す
ま
い
。」

　

不
安
定
な
が
ら
堂
々
た
る
歩

み
を
見
せ
る
そ
の
後
姿
を
、
一

同
は
し
ば
し
眺
め
た
。
そ
の
彼

ら
を
ま
た
後
ろ
か
ら
一
匹
の
狼

が
見
つ
め
て
い
る
の
だ
っ
た
。

　
　

―
次
回
予
告
―

ま
た
義
経
の
話
題
の
腰
を
折
り

お
っ
て
か
ら
に
、
と
お
憤
り
の

皆
様
何
卒
気
長
に
お
待
ち
下
さ

い
・
・
次
回
、
足
利
又
太
郎
の

独
り
言
癖
が
輝
き
を
増
す
！
？

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
、
仙

台
に
移
住
。
市
内
の
ケ
ル
ト
音

楽
サ
ー
ク
ル
に
所
属
し
、
あ
ち

こ
ち
出
没
し
演
奏
す
る
。
フ
ィ

ド
ル
（
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
）
担
当
。

連載

むかしばなし

伝説の鎧の男

第三十八話



2016 年 （平成 28 年） 7 月 16 日 （土曜日）　　第 50 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.

馬 まがって見る

薬師岳落陽

SL銀河 （馬と併走） 荒谷前　岩手二日町間

ニッコウキスゲ

アカゲラ

シリーズ 遠野の自然

「遠野の小暑」

遠野 1000 景より

ご神木

小さなお祭り

　

二
十
四
節
季
で
は
、
七
月
七

日
ご
ろ
は
「
小
暑
」
で
す
。
暑

さ
が
本
格
的
に
な
る
こ
ろ
の
こ

と
を
い
い
ま
す

　

六
月
二
十
一
日
の
夏
至
を
過

ぎ
て
、
七
月
の
二
十
二
日
に
迎

え
る
大
暑
の
真
ん
中
の
節
季
で

あ
り
、
ま
た
、
暑
中
見
舞
い
は

小
暑
か
ら
立
秋
ま
で
に
出
す
も

の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

＊

　

五
月
、
六
月
と
二
カ
月
に
亘

り
、
た
く
さ
ん
の
花
を
取
り
上

げ
て
き
た
遠
野
の
自
然
で
し
た

が
、
今
回
号
は
趣
向
を
変
え
て
、

樹
木
や
祭
り
、
動
物
や
風
景
も

取
り
込
ん
で
み
ま
し
た
。

＊

　

や
は
り
遠
野
と
い
え
ば「
祭
」 

で
す
。「
小
さ
な
お
祭
り
」
は
、

大
き
な
祭
り
と
は
異
な
り
、
村

の
小
さ
な
森
で
開
く
秘
密
め
い

て
い
る
集
ま
り
で
あ
り
、
謎
め

い
て
い
て
、
子
ど
も
時
代
の
わ

く
わ
く
し
た
探
検
を
思
い
出
さ

せ
ま
す
。

　
「
ご
神
木
」
は
ま
こ
と
に
見

事
で
す
。
さ
さ
く
れ
だ
っ
た
よ

う
な
む
き
出
し
の
木
肌
が
、
も

の
す
ご
い
樹
齢
と
歴
史
を
感
じ

さ
せ
ま
す
。

　

地
元
の
人
の
お
話
し
で
は
、

以
前
落
雷
で
幹
が
割
れ
た
そ
う

で
、
凸
凹
の
木
肌
は
そ
の
名
残

だ
そ
う
で
す
。
そ
れ
に
し
て
も
、

圧
倒
的
な
存
在
感
の
あ
る
ご
神

木
で
す
。

　

Ｓ
Ｌ
銀
河
が
二
頭
の
馬
と
併

走
し
て
い
る
の
が
見
え
ま
す
。

馬
の
疾
走
す
る
姿
が
小
さ
く
て

見
に
く
い
で
す
が
、Ｓ
Ｌ
銀
河
の

窓
か
ら
は
さ
ぞ
や
パ
ワ
フ
ル
な

併
走
が
見
え
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

　
「
ニ
ッ
コ
ウ
キ
ス
ゲ
」。
筆
者

は
先
日
、
山
形
の
月
山
で
、
突

然
の
悪
天
候
で
遭
難
し
か
け
つ

つ
、
大
風
に
揺
れ
る
ニ
ッ
コ
ウ

キ
ス
ゲ
を
何
度
も
見
ま
し
た
。

あ
の
光
景
は
け
っ
し
て
忘
れ
な

い
で
し
ょ
う
。

　
「
薬
師
岳
落
陽
」。
夕
暮
れ
の

空
気
に
夏
の
気
配
を
感
じ
ま
す
。

　
「
ま
が
っ
て
見
る
」。
あ
ー
懐

か
し
い
言
葉
。「
ま
が
っ
て
み

る
」
は
「
覗
い
て
見
る
」
と
い

う
こ
と
で
す
。
む
か
し
、
じ
い

さ
ん
、
ば
あ
さ
ん
が
し
ゃ
べ
っ

て
い
た
の
を
思
い
出
し
ま
す
。

　

子
ど
も
な
ら
、
こ
う
し
た
光

景
に
出
く
わ
せ
ば
、
中
に
何
か

い
る
か
も
し
れ
な
い
と
ド
キ
ド

キ
し
な
が
ら
、
必
ず
中
を
覗
い

て
見
た
も
の
で
す
。

　
「
ア
カ
ゲ
ラ
」
が
こ
ん
な
に

鮮
明
に
写
っ
て
い
る
の
は
貴
重

な
ん
だ
と
思
い
ま
す
。

　

く
ち
ば
し
で
木
を
つ
つ
く
音

が
聞
こ
え
て
き
そ
う
で
す
。

　

最
後
は
馬
。
牧
草
地
で
放
牧

さ
れ
た
馬
。
ノ
ビ
ノ
ビ
し
て
い

ま
す
。
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編集後記

「東北を世界に！」プロジェクト募集

• プロジェクト募集要領

① 東北の復興、活性化、再興を目的としたプロ

ジェクト企画であれば、何でも可

② 応募資格は特に定めず、 被災地、被災地以外

の居住も問わず、国籍・年齢・性別を問わず

③ 企画書のようなものがあれば可---形式自由

（プロジェクト名、プロジェクト期間、目的、どう

やって実現するかの手段、仲間などを明記して

いただきたいと思います）

④ 〆切はとくに設けません

「東北を世界に！」プロジェクト募集

• 連絡先／企画提出先
（郵送） 〒207-0005

東京都東大和市高木3-315-1
ホームタウン宮前2-2
電子タブロイド新聞【東北復興】 宛

（メール） yumuyu@wj8.so-net.ne.jp

• ご提案いただいた企画については、当新聞で責任をもって
検討させていただいた上で、企画開始に向けてのしかるべ
き方法・手段をご提案するなり、企画実現のための仲間を
募ってまいりたいと考えております。また、当新聞でご紹介さ
せていただきたいと思います。（氏名公表か非公表かはご相
談）

• たくさんのご提案をお待ちしています

東
北
水
産
業
に
企
業
参
入

を
認
め
て
も
い
い
！
？

　

今
回
は
【
も
う
か
る
東
北
水

産
業
は
実
現
で
き
る
か
?
】
で

あ
っ
た
。
東
北
水
産
業
の
行
く

末
に
つ
い
て
様
々
な
論
議
が
な

さ
れ
て
き
た
が
、
こ
う
し
た
質

問
の
方
が
端
的
で
い
い
の
で
は

な
い
か
？
回
答
者
数
は
十
七
名
。

　

④
「
東
北
水
産
業
に
企
業
参

入
を
認
め
る
か
?
」
は
「
認
め

て
も
い
い
」
が
約
76.5
％
で
圧
倒

的
。
も
っ
と
保
守
的
な
回
答
か

と
思
っ
た
が
、
結
果
に
は
少
々

驚
い
た
。

　

⑤
「
東
北
に
漁
業
後
継
者
は

増
え
る
か
?
」
は
、
予
想
通
り

「
増
え
な
い
」
が
約
52.9
％
。

　

⑥
「
東
北
漁
業
従
事
者
年
収

が
600
万
円
以
上
に
な
っ
た
ら
?
」

は
、「
漁
業
従
事
者
に
な
り
た

い
と
思
わ
な
い
」
が
約
35.2
％
で
、

「
な
り
た
い
」
の
約
23.5
％
を
リ

ー
ド
し
た
。
何
が
理
由
な
の
か

追
求
し
て
み
た
い
。

　

⑦
「
北
欧
漁
業
を
東
北
漁
業

改
革
モ
デ
ル
に
す
る
こ
と
に
つ

い
て
」
は
、「
冷
静
に
分
析
し

て
か
ら
判
断
す
べ
き
」
が
大
き

く
リ
ー
ド
し
約
64.7
％
。
冷
静
な

判
断
で
あ
る
。

　

⑧
「
店
に
並
ぶ
魚
の
種
類
が 

も
っ
と
増
え
た
ら
ど
う
す
る
?
」

は
、
や
は
り
「
ど
ん
ど
ん
買
っ

て
食
べ
た
い
」
が
約
47.1
％
。

　

⑨
「
縄
文
時
代
に
ど
ん
な
魚

を
食
べ
て
い
た
か
?
」
は
、
予

想
外
で
「
あ
る
程
度
知
っ
て
い

る
」
が
約
47.1
％
。

　

⑩
最
終
的
に
「
も
う
か
る
東

北
水
産
業
は
実
現
で
き
る
か
?
」

は
「
困
難
を
克
服
し
て
実
現
可

能
」
が
最
多
で
約
70.6
％
。

　

今
回
号
は
、
ひ
と

つ
の
区
切
り
目
の

五
十
号
だ
っ
た
。

　

よ
く
何
と
か
こ
こ

ま
で
来
た
な
と
い
う

感
じ
で
あ
り
、
た
ま

に
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
全
部
を
振

り
返
る
時
、
企
画
編
集
当
時
の

状
況
を
一
部
忘
れ
て
い
る
号
も

出
て
き
て
い
る
。

　

発
刊
か
ら
四
年
以
上
も
経
て

ば
、
忘
却
の
彼
方
に
忘
れ
去
ら

れ
る
号
が
出
て
き
て
も
当
然
で

あ
る
。

　

し
か
し
、
何
事
も
ま
ず
は
最

初
の
一
歩
か
ら
と
は
よ
く
言
っ

た
も
の
で
、
一
歩
一
歩
の
積
み

重
ね
で
こ
こ
ま
で
来
れ
た
。

　

多
く
の
読
者
の
方
々
、
無
償

で
ご
寄
稿
い
た
だ
い
た
方
々
に

あ
ら
た
め
て
感
謝
申
し
上
げ
ま

た
い
と
思
う
。＊

　

さ
て
、
二
面
に
も
書
い
た
よ

う
に
、
今
月
初
め
、
山
形
の
月

山
に
登
っ
た
。

　

山
登
り
は
一
歩
一
歩
地
面
を

踏
み
し
め
て
登
る
。

　

筆
者
は
還
暦
を
過
ぎ
て
か
ら

始
め
た
こ
と
も
あ
り
、
山
登
り

の
一
歩
一
歩
が
、
人
生
の
一
歩

一
歩
に
感
じ
ら
れ
る
。

　

特
に
初
心
者
の
一
歩
は
、
歩

幅
も
小
さ
く
、
こ
れ
か
ら
先
の

後
半
生
の
歩
み
に
お
い
て
も
、

慎
重
に
小
さ
な
一
歩
を
進
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。

　

そ
の
プ
ロ
セ
ス
を
継
続
し
て

初
め
て
山
の
頂
上
に
至
る
。

　

ま
た
、
後
半
生
で
の
ラ
イ
フ

ワ
ー
ク
に
も
そ
れ
な
り
の
足
跡

を
残
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う

も
の
だ
。
ま
さ
に
一
歩
に
は
じ

ま
り
一
歩
に
終
わ
る
、
で
あ
る
。

第 49 号　ネットアンケート集計結果

【もうかる東北水産業は実現できるか？】

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

NO. 質問と選択肢 回答数

① 住所

（１） 東北被災地 8

（２） 被災地以外の東北 3

（３） 東北以外 6

② 性別

（１） 男性 15

（２） 女性 2

③ 年齢

（１） 20 歳未満 0

（２） 20 歳以上 40 歳未満 2

（３） 40 歳以上 60 歳未満 9

（４） 60 歳以上 6

④ 東北水産業に企業参入を認めるか ?

（１） 認めてもいい 13

（２） 認めるべきではない 1

（３） 何ともいえない 2

（４） いずれでもない 1

⑤ 東北に漁業後継者は増えるか ?

（１） 増えると思う 3

（２） 増えないと思う 9

（３） 何ともいえない 5

（４） いずれでもない 0

⑥ 東北漁業従事者年収が 600 万円以上になったら ?

（１） 漁業従事者になりたい 4

（２） 漁業従事者になりたいと思わない 6

（３） 何ともいえない 5

（４） いずれでもない 2

⑦ 北欧漁業を東北漁業改革モデルにすることについて

（１） 賛成 3

（２） 冷静に分析してから判断すべき 11

（３） 反対 2

（４） いずれでもない 1

⑧ 店に並ぶ魚の種類がもっと増えたらどうする ?

（１） どんどん買って食べたい 8

（２） 料理方法が分からないと買わない 4

（３） 今と変わらない 5

（４） いずれでもない 0

⑨ 縄文時代にどんな魚を食べていたか ?

（１） ある程度知っている  8

（２） まったく知らない 7

（３） 興味がない 1

（４） いずれでもない 1

⑩ もうかる東北水産業は実現できるか ?

（１） 困難を克服して実現可能 12

（２） やはりむずかしい 1

（３） 何ともいえない 4

（４） いずれでもない 0

■ （１）認めてもいい

■ （２）認めるべきではない

■ （３）何ともいえない

■ （４）いずれでもない

■ （１）漁業従事者になりたい

■ （２） 漁業従事者になりたいと
思わない

■ （３）何ともいえない

■ （４）いずれでもない

■ （１）どんどん買って食べたい

■ （２） 料理方法が分からないと
買わない

■ （３）今と変わらない

■ （４）いずれでもない

■ （１）困難を克服して実現可能

■ （２）やはりむずかしい

■ （３）何ともいえない

■ （４）いずれでもない

■ （１）ある程度知っている 

■ （２）まったく知らない

■ （３）興味がない

■ （４）いずれでもない

■ （１）賛成

■ （２） 冷静に分析してから判断
すべき

■ （３）反対

■ （４）いずれでもない

■ （１）増えると思う

■ （２）増えないと思う

■ （３）何ともいえない

■ （４）いずれでもない

■ （１）20歳未満

■ （２）20歳以上40歳未満

■ （３）40歳以上60歳未満

■ （４）60歳以上

■ （１）東北被災地

■ （２）被災地以外の東北

■ （３）東北以外

■ （１）男性

■ （２）女性


