
2017 年 （平成 29 年） 7 月 16 日 （日曜日）　　第 62 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.

第 62 号

Ｒｉｓｉｎｇ　ｕｐ　，　ＴＯＨＯＫＵ！

無
料発行所　株式会社遊無有

〒207-0005
東京都東大和市高木 3-315-1-2-2

http://www.yumuyu.com/
e-mail:yumuyu@wj8.so-net.ne.jp

2　0　1　7　年　（　平　成　2　9　年　）　7　月　16　日　　日　曜　日

毎月発行

＜＜東北魂＞＞を鼓舞する

電子新聞

発行 2017 年 （平成 29 年） 7 月 16 日　日曜日

　

そ
し
て
、
つ
い
に
昨
年
は
売

れ
な
い
ホ
ヤ
の
大
量
廃
棄
を
迎

え
る
に
至
っ
た
。
そ
の
量
た
る

や
、
最
大
の
水
揚
げ
地
で
あ

る
宮
城
県
の
年
間
水
揚
げ
量

９
千
ト
ン
を
は
る
か
に
越
え
る

１
万
４
千
ト
ン
ほ
ど
で
あ
っ
た
。

　

さ
ら
に
今
年
も
そ
の
危
機
が

や
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
う
わ

さ
も
あ
る
。

　

こ
こ
ま
で
、
何
重
も
の
苦
難

を
背
負
っ
て
き
た
復
興
し
た
ホ

ヤ
養
殖
で
あ
る
。

　

何
と
か
し
て
や
り
た
い
、
何

か
良
い
方
法
は
な
い
も
の
か
と

ず
っ
と
考
え
て
き
た
。

ホ
ヤ
大
使

　

養
殖
事
業
者
も
ホ
ヤ
流
通
関

係
者
も
、
ホ
ヤ
フ
ァ
ン
も
、
こ

う
し
た
事
態
を
静
観
し
て
い
た

わ
け
で
は
な
い
こ
と
も
承
知
し

て
い
る
。

　

産
地
近
辺
で
、
い
く
つ
か
の

イ
ベ
ン
ト
も
開
催
し
、
ホ
ヤ
PR

に
努
め
て
き
た
こ
と
も
知
っ
て

い
る
。

　

新
た
な
ホ
ヤ
レ
シ
ピ
を
開
発

し
た
こ
と
も
知
っ
て
い
る
。

　

東
京
の
居
酒
屋
と
提
携
し
て
、

ホ
ヤ
料
理
を
提
供
し
、
料
理
勉

強
会
を
行
っ
て
い
る
の
も
知
っ

て
い
る
。

　

し
か
し
、
活
動
の
量
が
圧
倒

的
に
少
な
い
の
で
あ
る
。
ニ
ュ

ー
ス
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と

も
な
い
。

　

し
た
が
っ
て
、
認
知
度
も
低

空
飛
行
を
続
け
た
ま
ま
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
追
い
討
ち
を
か
け
る

の
が
、
前
述
の
ホ
ヤ
の
鮮
度
管

理
上
の
課
題
と
「
ホ
ヤ
嫌
い
」

の
増
殖
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
筆
者
は
考
え
た
。

産
地
か
ら
関
西
方
面
に
輸
送
し

な
い
の
は
、
関
西
に
ホ
ヤ
好
き

が
少
な
い
か
ら
で
は
な
く
、
輸

送
時
間
が
長
時
間
に
及
ぶ
こ
と

と
輸
送
途
上
の
鮮
度
管
理
が
む

ず
か
し
い
と
い
う
理
由
が
メ
イ

ン
で
あ
る
。

　

筆
者
は
、
宮
城
県
の
出
身
で

あ
る
か
ら
、
小
さ
い
頃
か
ら
新

鮮
な
ホ
ヤ
し
か
食
べ
た
こ
と
が

な
い
。
東
京
に
来
る
ま
で
は
、

そ
れ
が
当
然
の
こ
と
だ
と
思
っ

て
き
た
。

　

ず
い
分
昔
の
こ
と
に
な
る
が
、

ホ
ヤ
が
東
京
に
デ
ビ
ュ
ー
し
た

て
の
40
年
近
く
前
、
居
酒
屋
で

め
ず
ら
し
く
ホ
ヤ
の
酢
の
物
が

メ
ニ
ュ
ー
に
出
て
い
た
の
で
注

文
し
て
み
た
。

　

そ
れ
を
食
べ
た
が
、
少
し
鮮

度
の
落
ち
た
ホ
ヤ
の
に
お
い
が

す
る
な
と
は
思
っ
た
が
、
我
慢

し
て
食
べ
て
み
た
。
す
る
と
、

や
は
り
、
か
な
り
鮮
度
の
落
ち

た
ホ
ヤ
を
強
烈
な
薬
味
で
中
和

し
た
よ
う
な
も
の
が
出
て
き
て

閉
口
し
た
記
憶
が
あ
る
。

　

こ
う
い
う
ホ
ヤ
を
食
べ
る
か

ら
ホ
ヤ
フ
ァ
ン
が
増
え
る
ど
こ

ろ
か
、
む
し
ろ
「
ホ
ヤ
嫌
い
」

が
増
加
し
て
い
く
の
だ
し
、
国

ホ
ヤ
は
鮮
度
が
命
！

　

ホ
ヤ
ほ
ど
鮮
度
が
命
と
い
う

海
鮮
を
こ
れ
ま
で
筆
者
は
見
た

こ
と
が
な
い
。
そ
れ
ほ
ど
鮮
度

に
関
し
て
繊
細
な
取
扱
い
が
必

要
な
の
が
ホ
ヤ
で
あ
る
。

　

基
本
は
、
水
揚
げ
し
た
そ
の

日
の
う
ち
に
食
す
る
の
が
ベ
ス

ト
で
あ
る
。

　

翌
日
な
ら
ば
、
食
べ
る
ま
で

の
鮮
度
管
理
を
徹
底
し
て
お
く

べ
き
で
あ
る
。

　

も
っ
と
い
え
ば
、
冷
蔵
庫
に

き
ち
ん
と
保
管
し
て
お
け
ば
鮮

度
が
落
ち
る
こ
と
が
な
い
だ
ろ

う
と
思
う
の
が
一
番
危
険
で
あ

る
。
冷
蔵
庫
で
き
ち
ん
と
保
管

す
る
の
は
当
然
で
は
あ
る
が
、

そ
れ
で
も
な
る
べ
く
早
く
、
遅

く
と
も
翌
日
に
は
食
べ
て
欲
し

い
。

　

こ
う
し
た
事
情
を
よ
く
知
ら

ず
、
他
の
海
鮮
と
同
様
の
扱
い

を
す
る
料
理
人
や
海
鮮
料
理
屋

さ
ん
が
提
供
す
る
鮮
度
の
落
ち

た
ホ
ヤ
を
食
べ
た
経
験
か
ら
、

「
ホ
ヤ
嫌
い
」
に
な
る
人
が
増

え
続
け
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ

る
。

　

ま
た
、
三
陸
な
ど
の
ホ
ヤ
の

来月5日【ホヤ料理を楽しむ会（渋谷）】開催決定

近年は放射能問題で輸出できず、昨年は大量廃棄

ホヤの国内消費拡大への転換のための実験実施

内
消
費
が
増
え
る
ど
こ
ろ
か
、

減
少
の
一
途
を
た
ど
る
こ
と
に

な
る
の
だ
ろ
う
と
思
っ
た
。

　

そ
う
し
た
40
年
近
く
前
の
記

憶
で
あ
る
が
、
現
在
で
も
実
情

は
さ
ほ
ど
変
わ
っ
て
い
な
い
と

感
じ
る
。

国
内
消
費
拡
大
策

　

こ
の
よ
う
な
事
情
か
ら
、
ホ

ヤ
の
国
内
消
費
は
低
落
の
一
途

を
た
ど
る
こ
と
に
な
る
。

　

そ
れ
を
補
完
す
る
措
置
と
し

て
、
韓
国
等
へ
の
輸
出
に
傾
い

て
行
き
、
結
果
的
に
輸
出
依
存

体
質
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ

る
。

　

こ
う
し
た
ホ
ヤ
で
あ
る
が
、

養
殖
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、
あ

の
大
震
災
で
大
打
撃
を
受
け
た
。

養
殖
し
て
出
荷
再
開
ま
で
に
は

4
年
ほ
ど
を
要
し
た
。
そ
の
苦

労
も
並
大
抵
で
は
な
か
っ
た
。

　

筆
者
も
そ
の
出
荷
再
開
を
楽

し
み
に
待
っ
て
い
た
ひ
と
り
で

あ
る
。

　

し
か
し
、
大
震
災
に
伴
う
福

島
第
一
原
発
の
放
射
能
問
題
に

起
因
す
る
風
評
被
害
で
、
そ
の

頼
み
の
綱
の
輸
出
が
ス
ト
ッ
プ

し
て
し
ま
っ
た
。

「
ホ
ヤ
大
使
」
を
量
産
し
て
、

大
都
市
圏
に
大
量
に
派
遣
し
て
、

ホ
ヤ
料
理
の
お
い
し
さ
、
ホ
ヤ

の
鮮
度
管
理
の
ノ
ウ
ハ
ウ
、
ホ

ヤ
イ
ベ
ン
ト
の
企
画
と
実
行
を
、

あ
ち
こ
ち
で
行
う
と
い
う
の
は

ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

　
「
ホ
ヤ
大
使
」
に
任
命
す
る

の
は
、
三
陸
以
北
の
産
地
居
住

者
だ
け
で
な
く
、
大
都
市
圏
の

「
ホ
ヤ
フ
ァ
ン
」
も
含
め
る
こ

と
は
当
然
で
あ
る
。

　

出
来
れ
ば
、
大
都
市
圏
の
複

数
の
海
鮮
系
居
酒
屋
と
連
携
し

て
、「
ホ
ヤ
の
日
」
で
も
設
け
て
、

ホ
ヤ
普
及
に
尽
力
し
て
も
ら
っ

て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

　

も
ち
ろ
ん
、
そ
こ
に
は
「
ホ

ヤ
大
使
」
も
派
遣
す
る
。

牡
蠣
小
屋
の
よ
う
に

　

こ
の
点
で
、
大
震
災
以
後
の

養
殖
牡
蠣
の
普
及
活
動
を
見
習

う
の
は
意
味
が
あ
る
。

　

牡
蠣
も
大
震
災
の
被
害
を
受

け
た
し
、
そ
の
後
も
海
温
上
昇

で
の
死
滅
な
ど
の
ピ
ン
チ
が
あ

っ
た
が
、
幸
い
に
し
て
、
牡
蠣

フ
ァ
ン
が
国
内
に
た
く
さ
ん
い

た
。
彼
ら
が
牡
蠣
復
興
を
支
え

た
の
だ
。

　

ま
た
、
震
災
復
興
と
か
ら
め

て
、
カ
キ
小
屋
を
あ
ち
こ
ち
で

営
業
し
た
。
秋
か
ら
冬
に
か
け

て
は
、
い
た
る
と
こ
ろ
で
カ
キ

小
屋
の
看
板
を
見
か
け
る
ほ
ど

だ
っ
た
。

　

ホ
ヤ
に
は
、
牡
蠣
と
は
別
の

ハ
ン
デ
が
あ
る
が
、
カ
キ
小
屋

の
手
法
を
大
い
に
学
ん
で
取
り

入
れ
る
べ
き
と
こ
ろ
が
い
く
つ

も
あ
る
と
思
う
。

ホ
ヤ
単
独
イ
ベ
ン
ト

　

こ
れ
ま
で
、
東
京
圏
の
飲
食

店
で
の
ホ
ヤ
料
理
取
扱
い
は
、

他
の
海
鮮
料
理
に
混
じ
っ
て
の
、

「
め
ず
ら
し
い
も
の
扱
い
」
だ

っ
た
と
感
じ
る
。

　

や
は
り
ホ
ヤ
と
い
う
扱
い
が

な
か
な
か
む
ず
か
し
く
、
消
費

者
に
諸
手
を
挙
げ
て
支
持
さ
れ

て
は
い
な
い
海
鮮
な
の
で
及
び

腰
に
な
る
の
は
理
解
で
き
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
ま
ま
で
は
い

つ
ま
で
経
っ
て
も
、
め
ず
ら
し

い
海
鮮
料
理
と
い
う
位
置
づ
け

か
ら
は
脱
皮
で
き
な
い
。

　

そ
こ
で
、
当
新
聞
が
主
催
で

足
掛
け
5
年
行
っ
て
き
た
「
三

陸
酒
海
鮮
会
」
の
枠
組
み
を
借

り
て
、
ホ
ヤ
料
理
し
か
出
て
こ

な
い
「
ホ
ヤ
料
理
を
楽
し
む

会
」
を
考
え
、「
三
陸
酒
海
鮮

会
」
を
開
催
し
て
い
る
お
店
の

オ
ー
ナ
ー
に
思
い
切
っ
て
相
談

し
て
み
た
。

　

ど
う
な
る
か
心
配
だ
っ
た
が
、

大
賛
成
し
て
く
れ
た
。
ほ
っ
と

胸
を
な
で
お
ろ
し
た
。

　

さ
ら
に
、「
こ
の
店
を
そ
う

し
た
“
実
験
場
”
に
し
て
も

ら
っ
て
も
か
ま
わ
な
い
」
と
ま

で
の
言
葉
も
頂
戴
し
た
。
と
て

も
あ
り
が
た
か
っ
た
。

　

つ
い
で
に
、
そ
の
オ
ー
ナ
ー

か
ら
は
「
焼
き
ホ
ヤ
」
を
食
べ

て
み
た
い
と
の
オ
ー
ダ
ー
も
い

た
だ
い
た
。

8
／
5
に
大
実
験
挙
行

「
ホ
ヤ
料
理
を
楽
し
む
会
」

　

そ
う
し
て
開
催
が
決
ま
っ
た

の
が
、
渋
谷
の
焚
火
家
で
来
月

5
日
の
１
６
：
０
０
ス
タ
ー
ト

の
「
ホ
ヤ
料
理
を
楽
し
む
会
」

で
あ
る
。

　

初
め
て
ホ
ヤ
を
食
べ
る
人
、

ホ
ヤ
フ
ァ
ン
だ
け
で
な
く
、
ホ

ヤ
嫌
い
だ
っ
た
人
た
ち
も
参
加

す
る
。

　

ホ
ヤ
料
理
を
食
べ
た
あ
と
の

参
加
者
の
顔
を
見
る
の
が
い
ま

か
ら
楽
し
み
で
あ
る
。

宮城県生まれ、 63 歳、 経営
コンサルタント、 趣味は、 縄
文文化研究、 この 2 月に株
式上場プロフェッショナルを
養成し、 IPO の経営者教育
も行うスクール 『IPO マスタ
ースクール』 を開校、 校長
就任

【当新聞発行責任者
兼編集長兼記者紹介】

【砂越　豊】



2017 年 （平成 29 年） 7 月 16 日 （日曜日）　　第 62 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.

ホヤの塩辛 ホヤの干物

ホヤ飯 /定番の酢の物 /焼きホヤと日本酒

焼きホヤ

が
、
新
鮮
な
ホ
ヤ
な
ら
ば
、
む

し
ろ
薬
味
な
ど
不
要
で
す
。
む

し
ろ
ホ
ヤ
の
風
味
を
消
し
て
し

ま
う
場
合
も
あ
り
ま
す
。

　

次
は
「
刺
身
」
で
し
ょ
う
か
。

「
刺
身
」
も
わ
さ
び
を
た
っ
ぷ

り
つ
け
て
食
べ
た
ら
、
ホ
ヤ
の

風
味
は
消
え
て
し
ま
い
ま
す
。

　

ホ
ヤ
の
加
工
品
と
し
て
は
、

塩
辛
が
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
で
す
。
塩

漬
け
さ
れ
て
、
酒
の
つ
ま
み
に

は
最
高
で
す
。
な
ん
と
い
っ
て

も
、
瓶
詰
め
に
よ
り
長
持
ち
す

る
の
が
あ
り
が
た
い
で
す
。

　

バ
ク
ラ
イ
と
い
う
加
工
品
も

あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
莫
久
来

と
も
書
き
ま
す
が
、
ホ
ヤ
と
コ

ノ
ワ
タ
(
ナ
マ
コ
の
腸
)
で
作

る
塩
辛
・
珍
味
の
こ
と
で
す

　

こ
れ
も
酒
の
つ
ま
み
に
は
最

高
で
、
お
酒
が
何
杯
も
進
ん
で

し
ま
い
ま
す
。

ホ
ヤ
料
理
の
定
番
は
、
な
ん
と

い
っ
て
も
「
酢
の
物
」
で
し
ょ

う
。
生
の
ホ
ヤ
の
風
味
が
ダ
イ

レ
ク
ト
に
伝
わ
り
ま
す
。

　

居
酒
屋
な
ど
で
は
た
っ
ぷ
り

の
薬
味
が
添
え
ら
れ
て
い
ま
す

　

あ
と
、
干
物
と
い
う
の
も
あ

り
ま
す
。

　

こ
れ
は
当
新
聞
で
も
何
度
も

取
り
上
げ
て
い
ま
す
が
、
東
北

新
幹
線
社
内
で
販
売
さ
れ
て
い

ま
す
。
ホ
ヤ
を
新
鮮
な
う
ち
に

漬
け
込
み
、
乾
燥
珍
味
に
仕
上

げ
た
も
の
で
す
。
30
年
以
上
の

ロ
ン
グ
セ
ラ
ー
商
品
と
い
う
こ

と
で
す
。

　

タ
レ
ン
ト
の
タ
モ
リ
の
大
好

物
と
い
う
こ
と
ら
し
く
、
東
北

新
幹
線
に
乗
る
と
必
ず
購
入
す

る
そ
う
で
す
。

　

ホ
ヤ
料
理
と
し
て
は
、「
焼

き
ホ
ヤ
」
が
あ
り
ま
す
。

　

生
の
ホ
ヤ
を
適
当
な
大
き
さ

に
切
り
、
少
量
の
日
本
酒
と
白

だ
し
で
さ
っ
と
煮
ま
す
。

　

生
の
ホ
ヤ
の
食
感
と
は
少
し

異
な
り
、
新
鮮
な
味
わ
い
で
す
。

　

ホ
ヤ
と
チ
ー
ズ
も
合
う
よ
う

き
ま
す
。
上
品
な
ホ
ヤ
の
風
味

が
味
わ
え
る
一
品
で
す
。

で
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
さ

ま
ざ
ま
な
レ
シ
ピ
が
発
表
さ
れ

て
い
ま
す
の
で
、
ネ
ッ
ト
で
検

索
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

　

最
後
は
「
ホ
ヤ
飯
」
で
す
が
、

作
り
方
を
下
記
に
記
載
し
て
お

ホヤ料理紹介
酢の物/焼きホヤ

ホヤ飯/干物/塩辛

大葉を入れて完成

ホヤ水に水を足した土鍋

炊き上がった米にホヤを混ぜて蒸す

殻をむいたところ

米を入れて炊き上げる

殻つきホヤ

ホヤ飯の作り方

　

最
初
に
、
殻
の
先
端
の
突
起

部
分
を
切
り
落
と
し
、
ホ
ヤ

の
先
端
か
ら
出
て
く
る
「
ホ
ヤ

水
」
を
取
り
出
し
、
保
管
す
る
。

後
ほ
ど
、
米
を
炊
く
と
き
に
水

で
薄
め
て
使
用
す
る
。
勢
い
よ

く
出
て
く
る
の
で
注
意
が
必
要
。

次
に
、
ホ
ヤ
の
殻
を
む
く
。

　

取
り
出
し
た
ホ
ヤ
を
食
べ
や

す
い
大
き
さ
に
切
り
、
鍋
に
日

本
酒
と
白
だ
し
を
入
れ
て
ひ
と

煮
立
ち
さ
せ
る
。
ホ
ヤ
と
煮
汁

を
分
け
て
お
く
。
煮
汁
は
後
で

米
を
炊
く
と
き
に
使
う
と
ホ
ヤ

の
風
味
が
さ
ら
に
増
す
。

　

米
を
研
ぎ
、
15
分
ほ
ど
水
に

浸
し
、
ザ
ル
に
あ
げ
て
お
い

た
米
に
、
先
程
の
「
ホ
ヤ
水
」

と
煮
汁
を
入
れ
、
水
を
足
し
て
、

米
を
炊
く
。
炊
く
時
間
は
通
常

の
白
米
と
同
じ
時
間
。

　

ご
飯
が
炊
け
た
ら
、
先
ほ
ど

ひ
と
煮
立
ち
さ
せ
た
後
に
冷
ま

し
た
ホ
ヤ
を
入
れ
、
10
分
ほ
ど

蒸
ら
す
。

　

最
後
に
、
刻
ん
だ
大
葉
を
入

れ
て
か
き
混
ぜ
、「
ホ
ヤ
飯
」

の
出
来
上
が
り
。

　

ほ
ん
の
り
と
し
た
ホ
ヤ
の
風

味
が
味
わ
え
る
。
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郷土料理愛好家　
　　　　松本由美子氏

《タコメシ》

ー簡単レシピー

『材料』 ４人分　　米 2 合、茹でタコ 150g、生姜 15 ｇむき枝豆 50g。、
　　　 醤油 大 2、酒大 1、ほんだし小 2( 山盛り ) 、水適量
【作り方】　

① 米 2 合を洗い、浸水したらザルで水切りします。
② タコを切り、生姜は千切りにします。
③ 調味料を一煮立ちさせ、タコをいれてサッと煮ます。煮汁とタコを分

けます。
④ 米を炊飯器に入れ、調味料と水を目盛りまで入れます。
⑤ 炊き上がりにタコとむき枝豆を入れ、生姜は盛り付けのときに混ぜ合わせます。　　　

　
「
ぎ
ば
さ
（
あ
か
も
く
）」
と

は
、
秋
田
県
で
は
「
ギ
バ
サ
」、

山
形
県
で
は
「
銀
葉
藻
（
ギ

ン
バ
ソ
ウ
）」、
新
潟
県
で
は

「
長
藻
（
ナ
ガ
モ
）」
と
呼
ば

【ぎばさ】って知ってますか？

かつての厄介ものが三陸水産業

復興に貢献した（アカモク）

れ
、
日
本
全
土
の
浅
海
に
分
布

す
る
ホ
ン
ダ
ワ
ラ
科
に
属
す
る

海
藻
で
あ
る
。
郷
土
食
と
し
て
、

東
北
地
方
（
岩
手
県
、
秋
田
県
、

山
形
県
）
や
新
潟
県
、
京
都
府

な
ど
で
好
ま
れ
て
き
た
。

　

浅
海
に
多
く
繁
殖
す
る
こ
と

か
ら
、
漁
船
の
ス
ク
リ
ュ
ー
に

絡
む
厄
介
者
扱
い
を
さ
れ
て
き

た
地
域
も
あ
っ
た
が
、
最
近
、

商
品
価
値
を
持
つ
海
藻
へ
と
評

価
が
変
わ
っ
て
き
た
。

　

特
に
三
陸
地
方
で
は
、
東
日

本
大
震
災
に
よ
る
津
波
被
害
か

ら
の
漁
村
復
興
に
も
一
役
買
っ

て
い
る
。

　

宮
城
県
塩
竈
市
浦
戸
諸
島
で

は
「
渚
の
妖
精
ぎ
ば
さ
ち
ゃ

ん
」
と
い
う
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
ま

で
作
っ
て
、
海
藻
ぎ
ば
さ
（
ア

カ
モ
ク
）
の
販
売
促
進
・
知
名

度
向
上
を
目
指
し
て
い
る
よ
う

だ
。

と
は
い
え
、
知
名
度
は
ま
だ
ま

だ
で
あ
り
、
こ
う
し
て
紙
面
で

ご
紹
介
す
る
こ
と
に
し
た
。

写
真
に
あ
る
よ
う
に
、
と
に
か

く
粘
り
気
が
す
ご
く
て
、
酒
の

つ
ま
み
に
食
べ
よ
う
と
す
る
と
、

器
ご
と
持
ち
上
が
る
ほ
で
あ
り
、

喉
で
切
れ
な
い
と
大
変
な
こ
と

に
な
る
。

　

下
ご
し
ら
え
は
、
ま
ず
ア
カ

モ
ク
を
よ
く
水
洗
い
し
、
真
ん

中
に
あ
る
固
く
長
い
茎
を
上
部

か
ら
下
に
向
か
っ
て
指
で
し
ご

く
よ
う
に
す
る
と
、
節
か
ら
葉

を
含
む
小
さ
な
茎
が
と
れ
る
の

で
、
こ
れ
を
食
用
に
す
る
。
こ

の
し
ご
き
と
っ
た
可
食
部
を
再

度
水
洗
い
し
、
た
っ
ぷ
り
の
熱

湯
で
数
秒
か
ら
数
十
秒
ゆ
が
い

て
、
こ
れ
を
ざ
る
に
あ
け
、
水

道
水
を
か
け
流
し
て
冷
や
す
。

こ
の
段
階
で
多
量
の
ね
ば
ね
ば

が
出
る
。
こ
れ
を
料
理
の
材
料

と
す
る
が
、
こ
こ
ま
で
の
下
処

理
を
お
こ
な
っ
た
市
販
品
も
販

売
さ
れ
て
い
る
。

　

あ
と
は
細
か
く
刻
む
だ
け
。

モ
ズ
ク
や
メ
カ
ブ
同
様
、
ポ
リ

フ
ェ
ノ
ー
ル
や
フ
コ
イ
ダ
ン
、

フ
コ
キ
サ
ン
チ
ン
、
各
種
の
ミ

ネ
ラ
ル
、
食
物
繊
維
を
豊
富
に

含
み
、
健
康
に
良
い
機
能
性
の

高
い
食
品
と
し
て
注
目
を
集
め
、

産
地
以
外
で
も
ス
ー
パ
ー
マ
ー

ケ
ッ
ト
で
販
売
さ
れ
た
り
、
定

食
店
や
居
酒
屋
で
出
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
り
し
て
い
る
。

渚の妖精ぎばさちゃん 驚愕の粘り

【タコメシ完成品】

海藻のぎばさ

最近、「ホヤ料理」で少し
料理が面白くなってきてい
る超初心者の私も作ってみ
たくなります！

美味しいこと

まちがいなし！

水産業再興のため
の料理レシピ紹介

第35回 
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前
橋
、
金
沢
、
仙
台

　

東
北
に
お
け
る
観
光
に
つ
い

て
は
、
本
連
載
で
も
何
度
か
取

り
上
げ
て
い
る
。
そ
の
中
で
は

特
に
、
東
北
各
県
同
士
の
観
光

領
域
に
お
け
る
連
携
の
促
進
に

つ
い
て
書
い
て
来
た
よ
う
に
思

う
。
今
回
は
、
東
北
全
体
と
い

う
こ
と
で
は
な
く
て
、
一
都
市

に
絞
っ
て
見
て
み
よ
う
と
思
う
。

具
体
的
に
は
私
の
住
む
仙
台
市

で
あ
る
。

　

今
年
５
月
に
、
前
橋
市
と
金

沢
市
に
足
を
運
ぶ
機
会
が
あ
っ

た
。
観
光
に
関
し
て
そ
れ
ら
２

都
市
で
感
じ
た
こ
と
は
い
ろ
い

ろ
と
あ
っ
た
。
仙
台
が
何
か
の

領
域
で
比
較
さ
れ
る
場
合
、
比

較
の
対
象
と
な
る
の
は
大
抵
同

じ
政
令
指
定
都
市
で
あ
る
こ
と

が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
観
光
に

つ
い
て
も
し
か
り
で
、
都
市
間

比
較
の
対
象
と
い
う
の
は
仙
台

の
場
合
、
同
じ
政
令
指
定
都
市
、

と
り
わ
け
札
幌
市
、
広
島
市
、

福
岡
市
辺
り
と
比
較
さ
れ
る
こ

と
が
多
か
っ
た
。

　

も
ち
ろ
ん
、
前
橋
市
、
金
沢

市
と
仙
台
市
と
で
は
、
人
口
な

ど
都
市
の
規
模
の
面
で
は
異
な

る
わ
け
で
、
そ
れ
で
今
ま
で
あ

ま
り
比
較
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た

わ
け
だ
が
、
そ
う
し
た
差
異
を

こ
の
際
度
外
視
し
て
見
て
み
る

と
、
仙
台
の
今
後
を
考
え
る
際

に
参
考
に
な
り
そ
う
な
こ
と
が

意
外
に
多
く
あ
る
こ
と
に
気
が

つ
く
。

　

今
回
は
そ
う
し
た
こ
と
に
つ

い
て
取
り
上
げ
て
み
た
い
。

三
都
市
の
比
較

　

ま
ず
三
都
市
の
比
較
で
あ
る
。

前
橋
市
は
人
口
約
33
万
５
千

人
、
金
沢
市
は
約
46
万
６
千

人
、
仙
台
市
は
１
０
８
万
５
千

人
で
あ
る
。
面
積
は
前
橋

市
が
３
１
１
・
５
９
平
方
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
、
金
沢
市
が

４
６
８
・
６
４
平
方
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
、
仙
台
市
が
７
８
６
・
３

平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。

人
口
は
仙
台
市
が
最
も
多
く
、

前
橋
市
が
最
も
少
な
い
が
、
仙

台
市
は
面
積
も
大
き
く
、
前
橋

市
は
面
積
も
小
さ
い
の
で
、
人

口
密
度
は
三
都
市
で
そ
れ
ほ

ど
大
き
な
差
は
な
い
。
１
平

方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
当
た
り
前

橋
市
が
１
０
８
０
人
、
金
沢

市
が
９
９
４
人
、
仙
台
市
が

１
３
８
０
人
で
あ
る
。

　

次
に
、
三
都
市
の
特
徴
を
見

て
み
る
。
三
都
市
と
も
県
庁
所

在
地
で
旧
城
下
町
で
あ
る
こ
と

は
共
通
し
て
い
る
が
、
ま
ず
前

橋
市
は
赤
城
山
の
南
麓
に
位
置

す
る
内
陸
の
都
市
で
、
寒
暖
の

差
は
大
き
い
。
冬
は
「
赤
城
お

ろ
し
」
と
呼
ば
れ
る
か
ら
っ
風

が
吹
き
下
ろ
し
、
雪
は
少
な
い
。

市
の
中
心
部
に
あ
る
JR
前
橋
駅

は
上
越
新
幹
線
や
上
越
線
か
ら

は
外
れ
て
お
り
、
高
崎
駅
で
の

乗
り
換
え
が
必
要
で
あ
る
。
こ

の
高
崎
駅
の
あ
る
高
崎
市
は
人

口
で
前
橋
市
を
上
回
っ
て
お
り
、

両
市
は
群
馬
県
内
に
お
い
て

「
ラ
イ
バ
ル
」
と
見
な
さ
れ
る

こ
と
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。
こ

の
辺
り
は
福
島
県
に
お
け
る
県

庁
所
在
地
福
島
市
と
人
口
で
上

回
る
郡
山
市
の
関
係
に
似
て
い

る
か
も
し
れ
な
い
。
仙
台
市
と

同
様
、
戦
災
で
市
街
地
が
焼
け

た
歴
史
を
持
つ
。
仙
台
市
と
同

様
、
ケ
ヤ
キ
が
街
路
樹
と
し
て

植
え
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
街
中

を
「
広
瀬
川
」
が
流
れ
て
い
る
。

農
業
産
出
額
は
全
国
の
市
町
村

中
16
位
で
、
特
に
畜
産
業
の
産

出
額
は
全
国
６
位
で
あ
る
。
豚

と
乳
用
牛
が
突
出
し
て
い
る
が
、

前
橋
市
で
は
「
Ｔ
Ｏ
Ｎ
Ｔ
Ｏ
Ｎ

の
ま
ち
前
橋
」
と
銘
打
っ
て
、

オ
リ
ジ
ナ
ル
豚
肉
料
理
を
売
り

に
し
て
い
る
。

　

金
沢
市
は
、
言
わ
ず
と
知

れ
た
旧
加
賀
藩
百
万
石
の
城

下
町
で
あ
り
、
戦
災
の
被
害

を
受
け
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
今

で
も
江
戸
時
代
以
来
の
街
並
み

が
残
る
。
国
の
出
先
機
関
や
企

業
の
支
社
・
支
店
が
置
か
れ
る

こ
と
が
多
く
、
北
陸
三
県
の
中

の
中
心
的
都
市
で
も
あ
る
。
日

本
海
側
気
候
で
冬
期
の
積
雪
は

多
い
。
元
々
、
日
本
三
名
園
の

一
つ
で
あ
る
兼
六
園
や
市
内
に

３
か
所
あ
る
茶
屋
街
、
長
町
武

家
屋
敷
跡
な
ど
の
歴
史
的
な
建

造
物
、
加
え
て
金
沢
21
世
紀
美

術
館
な
ど
の
観
光
資
源
は
特
に

著
名
だ
っ
た
が
、
北
陸
新
幹
線

が
延
伸
し
た
こ
と
で
首
都
圏
か

ら
の
ア
ク
セ
ス
が
飛
躍
的
に
向

上
し
、
観
光
客
増
に
つ
な
が
っ

て
い
る
。
伝
統
野
菜
で
あ
る
加

賀
野
菜
と
豊
富
な
海
産
物
を
用

い
た
加
賀
料
理
、
老
舗
の
和
菓

子
、
日
本
酒
な
ど
の
評
価
も
高

い
。
最
近
で
は
金
沢
カ
レ
ー
も

有
名
で
あ
る
。
加
賀
友
禅
、
金

沢
箔
な
ど
の
伝
統
工
芸
も
よ
く

知
ら
れ
て
い
る
。

　

最
後
に
仙
台
市
で
あ
る
。
伊

達
六
十
二
万
石
の
城
下
町
と
し

て
栄
え
た
が
、
戦
災
に
よ
っ
て

歴
史
的
建
造
物
は
あ
ま
り
現
存

し
て
い
な
い
。
江
戸
時
代
か
ら

防
風
・
防
火
の
た
め
の
植
林
が

奨
励
さ
れ
た
た
め
に
伝
統
的
に

街
中
に
樹
木
が
多
く
、
そ
の
た

め
に
明
治
時
代
の
終
わ
り
頃
か

ら
「
杜
の
都
」
と
称
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
伝
統
は
戦
災
復
興
の

際
に
も
受
け
継
が
れ
た
。
太
平

洋
側
気
候
で
冬
期
の
積
雪
は
東

北
の
中
で
も
少
な
い
が
、
奥
羽

山
脈
か
ら
乾
燥
し
た
北
西
の
季

節
風
が
吹
き
下
ろ
す
こ
と
が
多

く
体
感
温
度
は
低
く
感
じ
る
。

夏
期
は
海
風
の
影
響
で
気
温
は

あ
ま
り
上
昇
せ
ず
、
真
夏
日
や

熱
帯
夜
は
比
較
的
少
な
い
。
夏

の
「
仙
台
七
夕
ま
つ
り
」
を
始

め
、「
仙
台
青
葉
ま
つ
り
」、」「
Ｓ

Ｅ
Ｎ
Ｄ
Ａ
Ｉ
光
の
ペ
ー
ジ
ェ
ン

ト
」、「
定
禅
寺
ス
ト
リ
ー
ト
ジ

ャ
ズ
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
」、「
み

ち
の
く
Ｙ
Ｏ
Ｓ
Ａ
Ｋ
Ｏ
Ｉ
ま
つ

り
」
な
ど
一
年
を
通
し
て
様
々

な
イ
ベ
ン
ト
が
開
催
さ
れ
る
。

主
な
産
業
は
卸
売
業
・
小
売
業
、

サ
ー
ビ
ス
業
で
、
総
生
産
額
の

約
８
割
を
占
め
る
。
食
で
は
牛

た
ん
、
笹
か
ま
ぼ
こ
、
ず
ん
だ

餅
な
ど
が
有
名
で
、
三
陸
の
魚

介
類
、
仙
台
牛
、
ブ
ラ
ン
ド
米

も
知
ら
れ
る
。

　

私
の
理
解
し
て
い
る
範
囲
で

は
三
都
市
は
だ
い
た
い
以
上
の

よ
う
な
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
を
持
っ

て
い
る
。

観
光
に
関
す
る
三
都
市

の
現
状

　

さ
て
、
そ
れ
で
は
こ
れ
ら
三

都
市
の
観
光
に
つ
い
て
の
現
状

を
見
て
み
よ
う
。

　

前
橋
市
の
観
光
入
込
客
数
は

２
０
１
５
年
に
６
６
８
万
２
千

人
。
群
馬
県
内
か
ら
が

５
２
８
万
９
千
人
で
、
県
外
か

ら
は
１
３
９
万
３
千
人
で
あ
る
。

宿
泊
客
数
は
25
万
９
千
人
で
あ

る
。
群
馬
県
全
体
の
数
字
し
か

見
つ
か
ら
な
か
っ
た
が
、
宿

泊
客
の
う
ち
東
京
都
、
埼
玉

県
、
神
奈
川
県
、
千
葉
県
の
一

都
三
県
で
全
体
の
約
６
割
を
占

め
、
外
国
人
宿
泊
客
の
割
合
は

０
．
８
％
と
な
っ
て
い
る
。
こ

の
割
合
を
前
橋
市
の
宿
泊
客
数

に
当
て
は
め
て
み
る
と
外
国
人

宿
泊
客
数
は
３
千
人
弱
と
際
立

っ
て
少
な
い
。
東
京
が
近
い
こ

と
が
あ
っ
て
、
前
橋
市
に
宿
泊

す
る
と
い
う
外
国
人
は
少
な
い

の
で
あ
ろ
う
。

　

金
沢
市
の
観
光
入
込
客

数
は
北
陸
新
幹
線
が
開

業
し
た
２
０
１
５
年
に

１
０
０
６
万
４
千
人
と
初
め
て

一
千
万
人
を
超
え
た
。
こ
の
う

ち
兼
六
園
に
は
３
０
８
万
９
千

人
、
金
沢
21
世
紀
美
術
館
に
は

２
３
７
万
３
千
人
が
訪
れ
て
い

て
、
こ
の
２
つ
が
金
沢
市
内
で

最
大
の
観
光
資
源
で
あ
る
と
言

え
る
。
一
方
、
金
沢
市
近
郊
の

湯
桶
温
泉
に
は
６
万
４
千
人
と
、

そ
れ
ほ
ど
多
く
の
人
は
訪
れ
て

い
な
い
。
観
光
客
の
発
地
は
、

石
川
県
内
が
３
５
０
万
８
千

人
、
関
東
が
２
５
１
万
５
千
人

で
新
幹
線
開
業
前
の
１
３
９
万

人
か
ら
倍
近
い
伸
び
、
関
西

か
ら
は
１
０
５
万
２
千
人
と

な
っ
て
い
る
。
宿
泊
客
数
は

約
３
４
３
万
６
千
人
で
あ
る
。

若
干
古
い
デ
ー
タ
に
な
る
が
、

２
０
１
３
年
の
外
国
人
宿
泊
客

数
は
１
５
万
６
千
人
で
あ
っ
た
。

　

仙
台
市
の
観
光
入
込

客
数
は
２
０
１
５
年
で

２
２
２
９
万
４
千
人
と
初
め
て

二
千
万
人
を
超
え
た
。
宿
泊
客

数
は
５
７
５
万
２
千
人
で
あ
り
、

こ
の
う
ち
外
国
人
宿
泊
客
数
は

11
万
６
千
人
で
あ
る
。
市
内
の

主
要
観
光
地
へ
の
観
光
客
数
は
、

秋
保
温
泉
が
１
１
６
万
１
千

人
、
宮
城
県
総
合
運
動
公
園
に

１
４
７
万
３
千
人
、
楽
天
ｋ

ｏ
ｂ
ｏ
ス
タ
ジ
ア
ム
宮
城
に

１
４
１
万
４
千
人
、
仙
台
城

址
・
瑞
鳳
殿
・
仙
台
市
博
物

館
が
90
万
人
、
定
義
如
来
に

84
万
９
千
人
、
八
木
山
動
物
公

園
等
に
69
万
８
千
人
と
な
っ
て

い
る
。

　

興
味
深
い
の
は
イ
ベ
ン
ト

へ
の
参
加
人
数
で
、
最
も
人

が
多
く
集
ま
る
イ
ベ
ン
ト
は

今
や
「
仙
台
七
夕
ま
つ
り
」
で

は
な
く
「
Ｓ
Ｅ
Ｎ
Ｄ
Ａ
Ｉ
光
の

ペ
ー
ジ
ェ
ン
ト
」
で
３
０
１
万

人
、
次
い
で
「
仙
台
七
夕
ま
つ

り
」
が
２
１
７
万
７
千
人
、
そ

の
次
は
「
み
ち
の
く
Ｙ
Ｏ
Ｓ
Ａ

Ｋ
Ｏ
Ｉ
ま
つ
り
」
で
96
万
７
千

人
、以
下「
仙
台
青
葉
ま
つ
り
」

96
万
人
、「
定
禅
寺
ス
ト
リ
ー

ト
ジ
ャ
ズ
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
」

が
70
万
人
な
ど
と
な
っ
て
い
る
。

　

仙
台
市
は
前
橋
市
の
３
・
３

倍
、
金
沢
市
の
２
・
２
倍
の
観

光
客
が
訪
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、

人
口
比
で
見
る
と
前
橋
市
は
人

口
の
19
・
９
倍
、
金
沢
市
は

21
・
６
倍
、
仙
台
市
は
20
・
５

倍
で
、
さ
す
が
に
金
沢
市
が
若

干
高
い
が
、
三
都
市
で
そ
れ
ほ

ど
大
き
な
違
い
は
な
い
。
際
立

っ
て
異
な
る
の
は
外
国
人
宿
泊

客
数
で
、
前
橋
市
が
極
め
て
少

な
く
、
仙
台
市
は
全
体
の
数
の

割
に
金
沢
市
よ
り
も
外
国
人
宿

泊
客
数
が
少
な
い
。
金
沢
市
が

前
橋
市
、
仙
台
市
よ
り
明
ら
か

に
外
国
人
宿
泊
客
数
が
多
い
の

は
、
歴
史
遺
産
の
数
の
差
で
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
戦
災
で

焼
け
野
原
と
な
っ
た
前
橋
市
と

仙
台
市
は
、
歴
史
を
感
じ
さ
せ

る
建
造
物
や
ス
ポ
ッ
ト
が
金
沢

市
に
比
べ
て
圧
倒
的
に
少
な
い
。

そ
の
差
が
外
国
人
宿
泊
客
数
の

差
と
な
っ
て
現
れ
て
い
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

金
沢
市
を
訪
れ
た
際
に
特
に

印
象
的
だ
っ
た
の
は
、
平
日
だ

っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
観
光
客

の
数
が
非
常
に
多
い
と
い
う
こ

と
で
あ
っ
た
。
兼
六
園
と
そ
れ

に
隣
接
す
る
金
沢
城
は
も
ち
ろ

ん
、
ひ
が
し
茶
屋
街
、
近
江
町

市
場
な
ど
、
ど
こ
に
行
っ
て
も

観
光
客
と
思
し
き
人
た
ち
が
大

挙
し
て
歩
い
て
い
た
。
特
に
目

立
っ
た
の
は
や
は
り
外
国
人
観

光
客
で
あ
っ
た
。

検
討
に
値
す
る
四
ツ
谷

用
水
の
復
活

　

と
こ
ろ
で
、
私
が
金
沢
市
で

い
い
な
と
思
っ
た
の
は
、
街
中

に
江
戸
時
代
か
ら
の
水
路
が
今

も
残
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

表
通
り
か
ら
一
本
路
地
に
入
る

と
そ
こ
に
は
鞍
月
用
水
が
流
れ

て
い
た
。
他
に
も
中
心
部
に
は

辰
巳
用
水
、
大
野
庄
用
水
と
い

う
、
合
わ
せ
て
３
本
の
水
路
が

あ
り
、
こ
れ
が
都
市
景
観
に
文

字
通
り
潤
い
を
与
え
て
い
る
。

前
橋
市
で
も
金
沢
市
ほ
ど
の
規

模
で
は
な
い
が
、
や
は
り
同
様

に
水
路
が
あ
っ
た
。
先
に
書
い

た
「
広
瀬
川
」
が
実
は
江
戸
時

代
に
整
備
さ
れ
た
用
水
で
、
現

在
は
河
畔
緑
地
が
整
備
さ
れ
て

や
は
り
素
晴
ら
し
い
都
市
景
観

を
つ
く
り
出
し
て
い
る
。

　

仙
台
の
広
瀬
川
は
街
中
か
ら

は
や
や
外
れ
た
と
こ
ろ
を
流
れ

て
い
る
た
め
、
街
中
で
こ
う
し

た
「
水
の
あ
る
風
景
」
を
見
る

こ
と
は
な
い
。
実
は
仙
台
に
も

江
戸
時
代
に
造
ら
れ
た
「
四
ツ

谷
用
水
」
と
い
う
用
水
が
あ
り
、

現
在
の
市
街
地
の
至
る
と
こ
ろ

を
流
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、

上
下
水
道
の
整
備
に
よ
っ
て
生

活
用
水
と
し
て
の
利
用
が
減
少

し
た
こ
と
や
、
車
社
会
の
到
来

で
水
路
に
フ
タ
が
さ
れ
た
こ
と

に
よ
っ
て
、
地
上
か
ら
姿
を
消

す
部
分
が
多
く
な
り
、
今
で
は

街
中
で
は
ほ
と
ん
ど
そ
の
姿
を

見
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て

い
る
。

　

一
度
地
上
か
ら
姿
を
消
し
た

用
水
を
復
活
さ
れ
た
事
例
が
仙

台
市
の
隣
の
山
形
市
に
あ
る
。

同
じ
く
旧
城
下
町
で
あ
る
山
形

市
に
も
か
つ
て
山
形
五
堰
と
呼

ば
れ
る
水
路
が
あ
っ
た
が
、
や

は
り
時
代
の
移
り
変
わ
り
と
共

に
暗
渠
と
な
り
、
そ
の
存
在
す

ら
知
ら
な
い
市
民
も
多
か
っ
た

と
い
う
。
そ
う
し
た
現
状
に
対

し
て
、
街
中
に
オ
ア
シ
ス
の
よ

う
な
空
間
を
創
造
す
る
と
い
う

こ
と
で
、
中
心
部
の
七
日
町
商

店
街
の
店
主
ら
が
ま
ち
づ
く
り

会
社
「
七
日
町
御
殿
堰
開
発
株

式
会
社
」を
設
立
、７
年
前
に
五

堰
の
一
つ「
御
殿
堰
」を「
水
の

町
屋
七
日
町
御
殿
堰
」
と
し
て

街
中
に
復
活
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
御
殿
堰
、
新
た
な
観
光
ス

ポ
ッ
ト
と
し
て
市
民
や
観
光
客

の
憩
い
の
場
と
な
っ
て
い
る
。

　

仙
台
で
も
昨
年
、
四
ツ
谷
用

水
の
一
部
で
あ
る
「
桜
川
」
を

歴
史
遺
産
と
し
て
復
活
さ
せ
よ

う
と
い
う
「
仙
台
『
桜
川
』
を

復
活
す
る
市
民
の
会
」
が
立
ち

上
が
っ
た
他
、
仙
台
市
の
環
境

共
生
課
も
６
年
前
か
ら
「
四
ツ

谷
用
水
再
発
見
事
業
」
と
し
て

各
種
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
し
て
い

る
。
こ
う
し
た
官
民
の
動
き
が

う
ま
く
合
わ
さ
れ
ば
、
四
ツ
谷

用
水
の
復
活
も
現
実
味
を
帯
び

て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

現
在
、
戦
災
で
焼
失
し
た
仙

台
城
の
大
手
門
を
復
元
さ
せ
る

動
き
も
出
て
い
る
が
、
合
わ
せ

て
四
ツ
谷
用
水
も
復
活
さ
せ
る

こ
と
で
、
よ
り
旧
城
下
町
に
相

応
し
い
歴
史
を
感
じ
さ
せ
る
街

並
み
と
な
る
に
違
い
な
い
。

　

こ
れ
ま
で「
杜
の
都
」と
し
て

売
っ
て
き
た
仙
台
市
だ
が
、
四

ツ
谷
用
水
を
復
活
さ
せ
て
旧
仙

台
藩
の
時
と
同
様
、
樹
木
が
豊

富
で
水
路
が
巡
る
「
杜
と
水
の

都
」
と
し
て
バ
ー
ジ
ョ
ン
ア
ッ

プ
で
き
れ
ば
、
観
光
都
市
と
し

て
の
仙
台
市
の
魅
力
は
よ
り
高

ま
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

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

　

観
光
都
市
と
し
て
の

　
　

仙
台
を
三
都
市
の

　
　
　

比
較
で
考
え
る 
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こ
こ
に
一
作
の
ま
だ
新
し
い

漫
画
作
品
が
あ
る
。
震
災
後
の

二
〇
一
二
年
か
ら
、
全
国
誌
に

隔
月
連
載
さ
れ
、
現
在
単
行
本

が
五
巻
ま
で
発
売
中
の
『
ふ
ら

い
ん
ぐ
う
ぃ
っ
ち
』
で
あ
る
。

　

そ
の
タ
イ
ト
ル
通
り
、
箒
に

乗
っ
て
空
を
飛
ぶ
十
五
才
の
魔

女
が
主
人
公
で
、
相
棒
に
黒
猫

を
連
れ
て
い
る
・
・
と
聞
い
て

何
だ
、
ど
こ
か
で
聞
い
た
、
目

新
し
く
も
な
い
設
定
で
は
な
い

か
、
と
思
う
人
は
少
な
く
あ
る

ま
い
。
そ
う
、
お
そ
ら
く
誰
も

が
連
想
す
る
の
は
角
野
栄
子
の

小
説
に
し
て
宮
崎
駿
に
よ
っ
て

映
画
化
さ
れ
た
『
魔
女
の
宅
急

便
』
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

し
か
し
第
一
巻
目
の
帯
に
目

を
通
せ
ば
、
決
定
的
な
驚
く
べ

き
違
い
が
あ
る
事
に
気
づ
く
。

何
と
彼
女
、「
横
浜
か
ら
青
森

県
弘
前
市
に
魔
女
修
行
に
や
っ

て
き
た
」
と
い
う
の
で
あ
る
！

　
『
魔
女
の
宅
急
便
』
と
い
え

ば
、
郷
里
の
田
園
か
ら
大
都
会

へ
と
魔
女
修
行
に
旅
立
つ
物
語

で
あ
っ
た
。
し
か
し
本
作
は
逆

に
、
大
都
会
・
横
浜
か
ら
、
地

方
の
「
中
枢
都
市
」
で
す
ら
な

い
弘
前
に
修
行
な
の
で
あ
る
。

一
体
、
こ
の
設
定
の
逆
転
は
、

何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
？

そ
し
て
こ
こ
か
ら
読
者
は
何
を

受
け
止
め
得
る
の
だ
ろ
う
か
？

　

そ
も
そ
も
、
な
ぜ
主
人
公
の

魔
女
・
真
琴
は
青
森
へ
や
っ
て

き
た
の
だ
ろ
う
か
。
形
と
し
て

は
、
又
従
兄
弟
の
住
む
弘
前
の

リ
ン
ゴ
農
家
に
居
候
し
な
が
ら

地
元
の
高
校
へ
通
う
と
い
う
現

実
的
背
景
を
持
た
せ
て
あ
る
が

真
琴
は
魔
女
が
特
に
東
北
地
方

に
は
多
い
の
だ
、
と
語
る
。

「
自
然
が
多
く
て
資
源
が
豊
富

魔
術
が
使
い
や
す
い
っ
て
新
人

魔
女
に
好
評
な
ん
で
す
。」

　

実
際
、
巻
を
重
ね
る
毎
に
弘

前
周
辺
に
生
息
す
る
魔
女
た
ち

や
異
界
の
住
人
た
ち
が
姿
を
現

し
て
、
作
品
の
不
思
議
な
魅
力

が
徐
々
に
増
し
て
く
る
の
だ
。

　

真
琴
の
簡
潔
な
説
明
は
妙
に

説
得
力
が
あ
り
、
読
者
を
ハ
ッ

と
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
確
か

に
、
魔
術
的
な
資
源
（
薬
草
？

鉱
石
？
）、
自
然
環
境
の
事
を

考
え
れ
ば
、
か
の
ハ
リ
ー
・
ポ

ッ
タ
ー
が
ロ
ン
ド
ン
郊
外
か
ら

北
方
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
（
と
推

定
さ
れ
る
）
の
魔
法
学
校
へ
旅

し
た
よ
う
に
、
大
都
会
よ
り
田

園
や
山
河
の
方
が
断
然
有
利
で

あ
ろ
う
・
・
そ
れ
ば
か
り
か
東

北
、
そ
れ
も
奥
地
と
な
れ
ば
も

は
や
聖
地
と
言
え
る
か
も
し
れ

な
い
場
所
で
は
な
い
か
、
と
す

ら
思
わ
せ
る
。
か
え
っ
て
な
ぜ

『
宅
急
便
』
の
キ
キ
が
大
都
会

な
ど
に
向
か
っ
た
の
だ
ろ
う
？

と
い
う
方
に
疑
問
が
浮
上
し
て

し
ま
う
ほ
ど
で
あ
る
。

　

私
は
ふ
と
、
真
琴
は
も
し
か

す
る
と
、
キ
キ
の
孫
の
よ
う
な

存
在
で
は
な
い
の
か
、
な
ど
と

思
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
弘
前

に
又
従
兄
弟
の
農
家
が
あ
る
、

と
い
う
事
は
真
琴
の
元
々
の
ル

ー
ツ
が
青
森
に
あ
る
可
能
性
が

高
い
か
ら
だ
。
つ
ま
り
、
真
琴

の
先
代
か
先
々
代
は
田
舎
か
ら

大
都
会
へ
魔
女
修
行
へ
出
た
。

『
宅
急
便
』
の
キ
キ
、
そ
の
も

の
で
あ
る
。

　

こ
こ
に
、
私
た
ち
は
時
代
の

変
遷
の
影
を
見
る
事
が
で
き
な

い
だ
ろ
う
か
。『
宅
急
便
』
が

書
か
れ
、
映
画
化
さ
れ
た
の
は

一
九
八
〇
年
代
、
多
く
の
地
方

の
若
者
が
大
都
会
に
憧
れ
、
東

京
へ
出
て
い
く
の
が
当
た
り
前

だ
っ
た
時
代
で
あ
る
。
そ
の
期

間
は
長
く
、
私
自
身
の
叔
父
・

叔
母
た
ち
が
一
斉
に
東
京
を
目

指
し
た
一
九
五
〇
年
代
か
ら
三

十
年
以
上
に
渡
っ
て
続
い
た
。

今
も
盛
ん
に
議
題
に
上
る
東
京

一
極
集
中
の
状
態
は
、
ま
だ
ま

だ
そ
の
動
き
が
続
い
て
い
る
か

の
よ
う
だ
が
、
実
は
現
在
都
心

に
集
中
し
て
い
る
の
は
地
方
か

ら
出
て
行
く
若
者
以
上
に
、
嘗

て
地
方
か
ら
出
て
来
た
世
代
の

二
世
・
三
世
た
ち
で
あ
る
と
い

う
。
私
の
叔
父
・
叔
母
の
子
供

た
ち
、
つ
ま
り
私
の
従
兄
弟
た

ち
が
誰
一
人
東
北
へ
戻
っ
て
く

る
事
な
く
、
首
都
圏
に
住
み
続

け
て
い
る
事
か
ら
も
、
実
感
で

き
る
事
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
し
て
も
、
私
の
叔
父

た
ち
か
ら
私
の
世
代
の
あ
れ
ほ

ど
多
く
が
地
方
に
留
ま
ら
ず
、

東
京
を
目
指
し
動
い
た
の
に
、

な
ぜ
二
世
・
三
世
た
ち
は
首
都

圏
を
離
れ
、
動
こ
う
と
し
な
い

の
だ
ろ
う
か
。

　

一
つ
に
は
、
も
ち
ろ
ん
大
都

市
圏
の
住
み
や
す
さ
が
あ
る
だ

ろ
う
。
東
京
は
人
が
住
む
所
で

は
な
い
、
と
い
う
人
が
地
方
に

は
多
い
が
、
実
際
は
そ
ん
な
事

は
な
い
と
思
う
・
・
な
に
し
ろ

江
戸
の
昔
か
ら
膨
大
な
人
材
が

作
り
上
げ
て
き
た
広
大
な
懐
の

深
い
街
で
あ
り
、
特
に
東
北
人

に
と
っ
て
は
夏
は
暑
い
が
冬
は

雪
に
苦
し
め
ら
れ
ず
、
ま
た
食

文
化
も
近
い
。
二
代
、
三
代
と

住
む
う
ち
に
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
も

定
着
し
、
人
の
繋
が
り
も
あ
っ

て
便
利
な
土
地
を
、
敢
え
て
離

れ
よ
う
と
す
る
人
は
決
し
て
多

く
は
な
い
だ
ろ
う
。

　

二
つ
に
は
、
お
そ
ら
く
明
治

の
昔
か
ら
、
地
方
に
伝
わ
っ
て

く
る
東
京
の
魅
力
や
情
報
は
多

い
が
、
反
対
に
東
京
に
伝
わ
っ

て
く
る
地
方
の
魅
力
や
情
報
は

少
な
い
、
と
い
う
点
が
あ
る
。

そ
の
理
由
は
当
然
な
が
ら
、
情

報
を
伝
え
る
為
の
出
版
・
放
送

に
関
す
る
機
関
や
人
材
の
八
割

以
上
が
東
京
に
集
中
し
て
い
る

事
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
地
方
の

出
版
・
放
送
の
機
関
は
各
地
方

に
あ
る
が
、
そ
の
発
す
る
情
報

の
ほ
と
ん
ど
は
そ
の
地
域
内
で

留
ま
る
も
の
で
あ
り
、
つ
ま
り

中
央
と
地
方
の
情
報
発
信
は
大

半
が
一
方
通
行
な
の
で
あ
る
。

　

ま
た
こ
れ
に
付
随
し
て
、
地

方
か
ら
の
魅
力
や
情
報
を
発
信

す
る
立
場
の
人
々
自
身
が
地
元

の
魅
力
の
引
き
出
し
方
、
魅
力

自
体
を
把
握
し
て
い
な
い
と
い

う
ケ
ー
ス
も
少
な
く
な
い
気
が

す
る
。
例
え
ば
、
以
前
赤
坂
憲

雄
氏
が
山
形
市
の
東
北
芸
術
工

科
大
学
の
仙
台
校
に
つ
い
て

「
東
北
発
の
コ
ン
テ
ン
ツ
を
発

信
す
る
と
い
う
理
念
で
始
ま
っ

た
の
で
す
が
（
中
略
）
映
画
の

脚
本
の
レ
ビ
ュ
ー
を
見
た
ら
浅

草
が
舞
台
な
ん
で
す
よ
。
学
生

た
ち
は
、
仙
台
は
映
画
の
舞
台

に
な
ら
な
い
と
思
い
込
ん
で
い

る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。」

（
芸
工
大
発
行
誌
『
ま
ん
だ
ら
』

三
十
一
号　

二
〇
〇
七
年
）

と
語
っ
て
い
る
。
も
う
十
年
前

の
対
談
だ
が
、
状
況
は
果
た
し

て
改
善
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　

＊

　

あ
る
一
つ
の
場
所
へ
多
く
の

人
を
惹
き
つ
け
る
、
大
き
な
力

と
な
っ
て
き
た
の
が
、
小
説
・

漫
画
・
映
画
と
い
っ
た
物
語
を

扱
う
所
謂
「
時
間
芸
術
」
で
あ

る
。
そ
の
物
語
の
舞
台
と
な
っ

た
場
所
が
い
か
に
効
果
的
に
使

わ
れ
て
い
る
か
、
そ
れ
は
た
っ

た
一
本
の
作
品
に
よ
っ
て
そ
の

土
地
の
人
々
の
流
れ
が
変
わ
っ

た
り
、
風
景
が
激
変
し
た
り
と

そ
の
影
響
力
は
決
し
て
侮
れ
な

い
も
の
な
の
で
あ
る
。

　

地
方
に
お
け
る
顕
著
な
例
と

し
て
は
、
八
十
年
代
に
舞
台
と

な
っ
た
北
海
道
・
富
良
野
地
方

に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
長
編

Ｔ
Ｖ
ド
ラ
マ
『
北
の
国
か
ら
』

が
あ
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
ロ
ケ

撮
影
に
よ
る
町
興
し
の
成
功
例

の
代
表
と
し
て
、
ド
ラ
マ
が
重

要
な
観
光
資
源
と
な
っ
た
事
で

知
ら
れ
る
が
、
日
本
全
国
で
最

も
長
年
に
渡
り
、
多
く
の
物
語

の
舞
台
に
な
っ
て
き
た
の
は
、

お
そ
ら
く
他
な
ら
ぬ
東
京
で
あ

る
。
東
京
の
一
極
集
中
の
吸
引

力
が
唯
で
さ
え
強
力
で
あ
る
為

に
あ
ま
り
人
々
は
意
識
し
な
い

が
、
明
治
以
来
、
小
説
・
漫
画

・
映
画
各
分
野
に
お
い
て
紹
介

さ
れ
て
き
た
東
京
の
様
子
は
地

方
の
若
者
を
魅
了
し
続
け
、
上

京
し
た
彼
ら
の
力
を
も
得
て
更

に
大
都
市
は
変
貌
し
続
け
て
き

た
。
そ
の
反
面
、
地
方
が
描
か

れ
る
ケ
ー
ス
は
Ｎ
Ｈ
Ｋ
朝
の
連

続
ド
ラ
マ
の
よ
う
に
決
し
て
少

な
く
な
い
と
は
い
え
、『
北
の

国
か
ら
』
な
ど
に
比
べ
れ
ば
そ

の
影
響
力
は
一
過
性
の
も
の
が

ほ
と
ん
ど
で
あ
る
為
、
時
間
芸

術
の
影
響
力
と
い
う
の
は
ど
ち

ら
か
と
い
う
と
軽
視
さ
れ
て
き

た
と
言
え
る
か
も
知
れ
な
い
。

　

ひ
と
つ
、
気
に
な
る
事
が
あ

る
。
私
が
映
画
『
魔
女
の
宅
急

便
』
を
観
た
の
は
ま
さ
に
東
京

へ
出
た
い
と
夢
を
膨
ら
ま
せ
る

高
校
生
の
頃
で
、
キ
キ
の
旅
を

自
分
の
将
来
に
重
ね
合
わ
せ
て

胸
躍
ら
せ
た
も
の
で
あ
る
。
一

方
で
、
大
都
会
か
ら
地
方
へ
向

か
う
真
琴
の
物
語
は
、
現
代
の

若
者
た
ち
を
わ
く
わ
く
さ
せ
る

も
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
事
だ
。

　
『
ふ
ら
い
ん
ぐ
う
ぃ
っ
ち
』

の
作
者
・
石
塚
千
尋
氏
は
弘
前

市
出
身
。
漫
画
の
学
校
へ
通
う

為
に
上
京
し
て
い
た
が
、
何
と

現
在
は
地
元
弘
前
に
在
住
の
ま

ま
、
漫
画
制
作
を
続
け
て
い
る

ら
し
い
。
出
版
元
の
講
談
社
編

集
部
に
よ
れ
ば
、「
作
家
も
編

集
部
も
『
青
森
推
し
』
を
積
極

的
に
は
し
て
い
ま
せ
ん
」
と
い

う
。
作
者
は
わ
ざ
と
ら
し
く
な

る
事
を
大
変
気
に
し
て
お
り
、

自
然
な
感
じ
で
弘
前
を
い
い
な

あ
と
思
っ
て
も
ら
い
た
い
、
と

考
え
て
い
る
ら
し
い
の
だ
。
そ

の
物
語
は
と
い
う
と
、『
北
の

国
か
ら
』
ど
こ
ろ
か
、『
魔
女

の
宅
急
便
』
ほ
ど
の
少
年
少
女

の
成
長
の
ド
ラ
マ
も
あ
る
訳
で

は
な
い
。
真
琴
が
通
う
高
校
の

学
食
の
ト
ン
カ
ツ
が
美
味
い
と

い
う
の
で
、
相
棒
の
黒
猫
た
ち

が
学
校
に
忍
び
込
ん
だ
り
と
い

っ
た
他
愛
な
い
日
常
？
が
ユ
ー

モ
ラ
ス
に
、
且
つ
淡
々
と
綴
ら

れ
る
の
だ
が
、
そ
れ
を
き
っ
か

け
に
学
内
の
先
輩
魔
女
と
出
会

っ
た
り
も
す
る
。
霊
界
の
客
人

を
二
百
年
も
迎
え
続
け
て
き
た

喫
茶
店
と
か
、
砂
浜
を
守
る
精

霊
、
雨
を
司
る
「
雨
師
」
の
子

な
ど
、
気
が
つ
け
ば
『
宅
急
便

』
も
ハ
リ
ー
・
ポ
ッ
タ
ー
も
凌

ぐ
ほ
ど
の
魅
力
的
な
存
在
が
弘

前
中
に
溢
れ
て
い
る
。
あ
り
得

な
い
は
ず
な
の
だ
が
、
東
北
な

ら
ば
あ
っ
て
も
違
和
感
は
な
い

・
・
大
正
期
の
仙
台
の
詩
人
・

石
川
善
助
は
、
の
ち
に
東
京
に

住
ん
だ
時
の
感
覚
を
、
こ
う
表

現
し
た
。

「
も
う
何
も
か
も
混
沌
と
し
て

自
然
に
遠
く
、
土
俗
に
遠
く
、

霊
界
に
遠
く
、『
数
奇
に
身
を

や
つ
す
』
こ
と
す
ら
で
き
な
く

な
り
ま
し
た
」

　

百
年
前
は
仙
台
と
い
う
都
市

で
す
ら
も
、
何
か
霊
的
な
、
魔

術
的
な
世
界
と
常
に
隣
接
し
て

い
た
、
そ
の
実
感
が
、
そ
こ
に

あ
る
。
東
北
と
は
元
来
、
ど
う

い
う
場
所
で
あ
る
か
を
、「
魔

女
た
ち
が
集
ま
っ
て
く
る
人
気

の
エ
リ
ア
」
と
表
現
す
る
事
で

『
ふ
ら
い
ん
ぐ
う
ぃ
っ
ち
』
は

軽
や
か
に
「
東
北
復
権
」
宣
言

を
成
し
遂
げ
て
い
る
と
は
言
え

な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
こ
そ
が

そ
の
場
所
を
物
語
の
舞
台
と
し

て
据
え
る
意
味
で
あ
り
、
そ
れ

は
嘗
て
全
国
の
若
者
た
ち
を
引

き
寄
せ
た
東
京
の
物
語
に
対
す

る
、
地
方
か
ら
の
、
東
北
か
ら

の
答
え
な
の
か
も
知
れ
な
い
。

　

こ
れ
か
ら
日
本
は
人
口
が
減

少
し
て
い
き
、
な
か
ん
ず
く
東

北
は
、
多
く
の
町
村
が
消
滅
の

危
機
に
瀕
す
る
と
い
う
。
魔
女

た
ち
は
、
こ
れ
か
ら
も
東
北
を

目
指
す
だ
ろ
う
か
？
そ
れ
と
も

再
び
大
都
市
を
目
指
す
の
だ
ろ

う
か
？

　

生
ま
れ
育
っ
た
の
が
都
市
に

せ
よ
田
園
に
せ
よ
、
そ
こ
に
安

住
せ
ず
新
天
地
を
求
め
る
な
ら

ば
彼
ら
の
胸
を
躍
ら
せ
る
土
地

は
彼
ら
の
心
の
数
だ
け
あ
る
。

大
き
な
波
に
飲
ま
れ
る
事
な
く

軽
や
か
に
そ
の
決
意
を
行
動
に

移
す
個
々
人
の
輝
き
が
、
ま
た

多
く
の
人
々
に
感
銘
を
与
え
る

時
代
に
な
っ
て
い
く
な
ら
・
・

こ
の
世
界
に
、
希
望
は
あ
る
、

と
私
は
思
う
。

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
。

東
北
を
舞
台
と
す
る
事
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モミジイチゴ （バライチゴ）

日の出 雲海

キツネ 定番の水鏡場所

シリーズ 遠野の自然

「遠野の小暑」

遠野 1000 景より

　

七
月
は
じ
め
は
、
二
十
四
節

季
の
小
暑
に
あ
た
り
、
暑
さ
が

本
格
化
す
る
季
節
で
す
。

　

と
は
い
え
、
例
年
、
梅
雨
明

け
宣
言
は
少
し
先
の
は
ず
で
す
。

　

し
か
し
、
関
東
圏
で
は
、
雨

不
足
で
山
間
部
に
あ
る
ダ
ム
の

水
か
さ
が
急
低
下
す
る
一
方
で
、

九
州
北
部
で
は
集
中
豪
雨
に
よ

る
痛
ま
し
い
被
害
を
出
し
て
い

ま
す
。
北
海
道
で
は
こ
の
季
節

に
は
め
ず
ら
し
く
三
十
度
を
越

え
る
日
も
あ
り
ま
し
た
。

　　

遠
野
も
真
夏
日
が
続
い
て
い

る
よ
う
で
す
。

　

早
朝
の
山
か
ら
見
た
雲
海
、

日
の
出
も
夏
の
気
配
で
す
。
朝

日
を
浴
び
た
小
さ
な
お
社
も
夏

模
様
で
す
。

　

ニ
ッ
コ
ウ
キ
ス
ゲ
、
ヤ
マ
シ

ャ
ク
ヤ
ク
、
サ
ラ
サ
ド
ウ
ダ
ン

ツ
ツ
ジ
は
目
に
鮮
や
か
で
す
。

　

モ
ミ
ジ
イ
チ
ゴ
（
バ
ラ
イ
チ

ゴ
）
は
数
十
年
に
一
度
の
豊
作

だ
そ
う
で
、
子
別
れ
し
た
小
熊

も
食
べ
物
に
窮
し
て
里
に
降
り

て
く
る
こ
と
が
き
っ
と
少
な
く

な
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

サラサドウダンツツジ ニッコウキスゲヤマシャクヤク
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東北の事業家たちが参加したセミナーセミナーには余興も ・ ・ ・ ドローン

事業家とサポーター

福島川内村地ビール　　蕎麦ガルデン

大きく育った気仙沼の牡蠣

二次会は岩手の AKABU

東北の事業家たちとの交流　②
福島川内村、宮城気仙沼の事業家

あずさ監査法人有志たちの仲介

な
る
。

　

轟
氏
は
現
在
、
大
手
会
計
事

務
所
に
勤
務
さ
れ
て
お
り
、
今

回
は
そ
の
事
務
所
の
セ
ミ
ナ
ー

に
東
北
の
事
業
家
た
ち
が
招
待

さ
れ
た
の
だ
。

　

そ
し
て
、
セ
ミ
ナ
ー
後
の
二

次
会
・
三
次
会
で
じ
っ
く
り
お

話
し
よ
う
と
い
う
企
画
で
あ
っ

た
。

二
次
会
で
対
面

　

当
然
な
が
ら
、
セ
ミ
ナ
ー
を

終
え
て
の
立
ち
話
の
み
で
終
わ

る
わ
け
が
な
い
。

　

セ
ミ
ナ
ー
終
了
後
の
懇
親
会

を
経
て
、
そ
の
後
の
二
次
会
は
、

別
会
場
で
開
催
。
そ
こ
で
ふ
た

り
の
東
北
事
業
家
と
対
面
し
た
。

　

そ
の
う
ち
の
ひ
と
り
は
、
福

島
県
川
内
村
で
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ

セ
ン
タ
ー
を
運
営
さ
れ
て
い
る

北
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
発
想
で
、
ま

っ
た
く
異
な
る
も
の
、
文
化
を

発
信
す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
で

大
い
に
盛
り
上
が
っ
た
。

＊
や
は
り
、
東
北
の
復
興
に
あ

た
っ
て
は
、
多
く
の
関
係
者
と

連
携
し
て
進
め
て
い
く
の
が
い

か
に
大
切
か
が
実
感
さ
れ
た
歓

談
の
機
会
で
あ
っ
た
。
今
後
も
、

こ
う
し
た
会
に
積
極
的
に
参
加

し
て
行
こ
う
と
あ
ら
た
め
て
思

っ
た
。
三
次
会
は
岩
手
の
Ａ
Ｋ

Ａ
Ｂ
Ｕ
を
み
な
に
勧
め
た
。

「
か
わ
う
ち
屋
」
の
渡
辺
正
氏
。

　

も
う
ひ
と
り
は
、
宮
城
県
気

仙
沼
で
Ｗ
Ｅ
Ｂ
構
築
を
中
心
に

事
業
展
開
さ
れ
て
い
る
佐
々
木

和
元
氏
。

　

他
に
も
二
次
会
で
お
話
し
た

方
は
た
く
さ
ん
い
た
が
、
筆
者

の
東
北
復
興
の
話
題
に
無
理
や

り
引
き
ず
り
込
ん
だ
格
好
と
な

っ
て
し
ま
っ
た
。

三
次
会
で
本
格
的
議
論

―「
蕎
麦
畑（
そ
ば
ガ
ル
デ
ン
）」

　

そ
れ
か
ら
、
二
次
会
を
途
中

で
抜
け
出
し
、
三
次
会
へ
移
動
。

　

そ
こ
で
は
、
川
内
村
の
渡
辺

氏
と
地
ビ
ー
ル
談
義
。

　

川
内
村
に
は
「
蕎
麦
畑
（
そ

ば
ガ
ル
デ
ン
）」
と
い
う
地
ビ

ー
ル
が
あ
る
と
い
う
。

　

当
新
聞
の
創
刊
以
来
の
寄
稿

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う

話
で
盛
り
上
が
っ
た
。

　

大
震
災
後
は
、
少
し
で
も
売

上
を
上
げ
よ
う
と
必
死
だ
っ
た

漁
業
者
た
ち
を
説
得
す
る
苦
労

は
並
大
抵
で
は
な
か
っ
た
は
ず
。

漁
業
者
た
ち
が
牡
蠣
棚
を
減
ら

す
こ
と
に
よ
く
同
意
し
た
も
の

だ
と
思
う
。

　

関
係
者
の
労
苦
に
エ
ー
ル
を

送
り
た
い
。

若
手
で
何
と
か
し
よ
う

東
京
に
追
随
す
る
な

　

筆
者
と
同
郷
の
事
務
所
所
属

の
千
葉
氏
も
、
三
陸
酒
海
鮮
会

以
来
の
知
り
合
い
で
あ
る
。

た
ま
た
ま
近
く
に
陣
取
っ
て
い

た
の
で
、
こ
の
論
議
に
加
わ
っ

て
き
た
。

　

や
は
り
若
手
の
勢
い
あ
る
話

は
面
白
い
し
、
刺
激
で
あ
る
。

　

ぷ
っ
く
り
し
た
養
殖
牡
蠣
を

全
国
レ
ベ
ル
で
PR
す
る
先
陣
を

佐
々
木
氏
に
切
っ
て
欲
し
い
と

要
請
し
た
。

　

話
は
ど
ん
ど
ん
大
き
く
な
っ

て
、
東
北
が
今
後
真
の
意
味
で

復
興
す
る
に
は
、
東
京
に
追
随

す
る
姿
勢
で
は
い
け
な
い
。
東

者
で
あ
る
大
友
氏
の
地
ビ
ー
ル

好
き
を
話
題
に
し
て
し
ば
し
地

ビ
ー
ル
話
題
。

　

ネ
ー
ミ
ン
グ
に
も
一
工
夫
し

て
、
ガ
ー
デ
ン
と
い
う
と
こ
ろ

を
「
ガ
ル
デ
ン
」
と
し
た
と
の

い
き
さ
つ
も
お
聞
き
し
た
。

　

当
然
、
あ
と
で
大
友
氏
に
も

飲
ん
だ
こ
と
が
あ
る
か
ど
う
か

聞
い
て
み
た
。
結
果
、
な
い
と

の
こ
と
だ
っ
た
。
大
友
氏
の
東

北
地
ビ
ー
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に

ま
た
新
た
に
ひ
と
つ
加
わ
っ
た
。

大
き
く
育
っ
た
牡
蠣
発
信

　

気
仙
沼
の
佐
々
木
氏
と
は
、

気
仙
沼
湾
の
牡
蠣
養
殖
の
お
話

を
し
た
。

　

大
震
災
後
、
養
殖
用
の
牡
蠣

棚
の
数
を
減
ら
し
た
と
こ
ろ
、

こ
れ
ま
で
よ
り
大
き
く
育
ち
、

ぷ
っ
く
り
し
た
牡
蠣
が
水
揚
げ

東
北
の
事
業
家
た
ち
と

の
懇
親
会
参
加

　

当
新
聞
主
催
の
「
三
陸
酒
海

鮮
会
」
の
常
連
と
な
っ
た
轟
氏

か
ら
、
第
二
回
目
の
「
東
北
の

事
業
家
た
ち
と
の
懇
親
会
」
へ

の
お
誘
い
が
あ
っ
た
。
当
然
な

が
ら
、
二
つ
返
事
で
参
加
で
あ

る
。

　

轟
氏
は
、
以
前
か
ら
三
陸
で

復
興
支
援
活
動
を
さ
れ
て
お
り
、

そ
う
し
た
ご
縁
で
、
三
陸
酒
海

鮮
会
で
も
よ
く
お
話
を
す
る
よ

う
に
な
っ
た
。

　

そ
の
な
か
で
、
轟
氏
が
三
陸

被
災
地
で
交
流
の
あ
る
東
北
の

事
業
家
た
ち
を
都
内
に
呼
ぶ
際

に
、
そ
う
し
た
事
業
家
た
ち
と

話
を
し
て
み
な
い
か
と
以
前
か

ら
お
誘
い
が
あ
っ
た
。

今
回
の
お
声
が
け
は
二
回
目
と




