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ホヤ飯 ホヤチーズ焼き 焼きホヤ

ホヤファンの面々

非
常
に
海
の
香
り
が
強
く
、
ミ

ネ
ラ
ル
分
が
豊
富
な
水
産
物
で

あ
る
。

　

日
本
で
は
主
に
マ
ボ
ヤ
科
の

マ
ボ
ヤ
と
ア
カ
ボ
ヤ
が
食
用
に

供
さ
れ
て
い
る
。

　

古
く
か
ら
ホ
ヤ
の
食
用
が
広

く
行
わ
れ
、
多
く
流
通
す
る
の

は
主
に
東
北
地
方
北
部
沿
岸
の

三
陸
地
方
。
水
揚
げ
量
の
多
い

石
巻
漁
港
が
あ
る
宮
城
県
で
は

酒
の
肴
と
し
て
一
般
的
で
あ
る
。

ま
た
北
海
道
で
も
一
般
的
に
食

用
の
流
通
が
あ
る
。
多
い
の
は

マ
ボ
ヤ
で
あ
り
、
ア
カ
ボ
ヤ
の

食
用
流
通
は
北
海
道
な
ど
で
あ

る
が
少
な
い
。

　

東
京
圏
で
食
用
が
広
ま
り
多

く
流
通
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の

は
近
年
で
あ
る
。

　

中
部
地
方
以
西
・
西
日
本
各

地
で
は
、
現
在
に
お
い
て
も
な

お
ご
く
少
な
い
。

　

特
に
ワ
タ
と
呼
ば
れ
る
肝
臓

や
腸
に
は
独
特
の
匂
い
が
あ
り
、

こ
れ
を
好
む
者
は
ワ
タ
ご
と
調

理
し
、
苦
手
な
者
は
ワ
タ
を
除

去
す
る
と
独
特
の
匂
い
が
か
な

り
抑
え
ら
れ
る
。
ホ
ヤ
の
中
の

水
（
ホ
ヤ
水
）
に
も
ホ
ヤ
特
有

の
香
り
が
あ
り
、
刺
身
を
作
る

際
は
ホ
ヤ
水
を
使
っ
て
実
を
洗

っ
た
り
、
独
特
の
香
り
を
好
む

も
の
は
、
醤
油
の
代
わ
り
に
ホ

ヤ
水
に
ワ
タ
を
溶
い
た
も
の
を

つ
け
て
食
べ
る
。

　

新
鮮
な
も
の
は
臭
わ
な
い
が
、

鮮
度
落
ち
が
早
く
、
時
間
が
経

つ
に
つ
れ
て
金
属
臭
も
し
く
は

ガ
ソ
リ
ン
臭
と
形
容
さ
れ
る
よ

う
な
独
特
の
臭
い
を
強
く
発
す

る
よ
う
に
な
る
。
冷
た
い
海
水

に
つ
け
て
お
く
と
鮮
度
が
落
ち

に
く
い
。

ま
ま
で
思
い
込
ん
で
い
た
。

　

そ
の
た
め
、
当
新
聞
で
は
こ

れ
ま
で
ホ
ヤ
の
こ
と
を
当
然
皆

が
知
っ
て
い
る
と
い
う
前
提
に

立
ち
記
事
に
し
て
き
た
が
、
よ

く
よ
く
考
え
て
み
る
と
ホ
ヤ
を

よ
く
知
っ
て
い
る
日
本
人
は
ご

く
少
数
で
あ
る
と
い
う
事
実
に

気
が
つ
い
た
。

　

そ
こ
で
、
ホ
ヤ
を
知
ら
な
い

人
に
対
し
て
、
あ
ら
た
め
て
ホ

あ
ら
た
め
て「
ホ
ヤ
」に
つ

い
て
の
基
礎
知
識
か
ら

　

筆
者
は
、
ホ
ヤ
の
水
揚
げ
が

国
内
で
最
も
多
い
石
巻
漁
港
に

近
い
宮
城
県
の
出
身
な
の
で
、

ホ
ヤ
は
小
さ
い
こ
ろ
か
ら
身
近

な
水
産
物
で
あ
っ
た
た
め
、
ホ

ヤ
に
つ
い
て
の
思
い
入
れ
が
特

に
強
く
、
日
本
人
な
ら
だ
れ
で

も
が
ホ
ヤ
を
知
っ
て
い
る
と
い

【ホヤ料理を楽しむ会 8/5】
国内消費を増やすため「ホヤファン」大増殖必須

ヤ
に
つ
い
て
の
基
礎
知
識
を
提

供
す
る
と
こ
ろ
か
ら
こ
の
記
事

を
開
始
し
よ
う
と
思
う
。

　
　
　
　
　

＊

　

ま
ず
、
ホ
ヤ
は
、
ホ
ヤ
貝
と

か
言
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
貝

で
は
な
く
、
尾
索
動
物
に
分
類

さ
れ
、
人
間
な
ど
の
脊
椎
動
物

に
近
い
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
。

日
本
、
韓
国
、
フ
ラ
ン
ス
や
チ

リ
な
ど
で
食
べ
ら
れ
て
い
て
、

　

首
都
圏
で
出
回
る
も
の
は
鮮

度
が
悪
く
全
体
に
独
特
の
匂
い

が
強
ま
っ
て
お
り
、
好
き
嫌
い

が
分
か
れ
る
要
因
の
ひ
と
つ
と

な
っ
て
い
る
。（W

ikipedia

よ
り
抜
粋
、
一
部
筆
者
編
集
）

ホ
ヤ
が
大
量
廃
棄
さ
れ
た

　

こ
の
よ
う
な
ホ
ヤ
で
あ
る
が
、

実
は
、
昨
年
、
水
揚
げ
さ
れ
て

在
庫
さ
れ
て
い
た
も
の
を
大
量

廃
棄
す
る
と
い
う
こ
と
が
あ
っ

た
。

　

そ
し
て
、
昨
年
に
続
き
、
今

年
も
大
量
廃
棄
が
う
わ
さ
さ
れ

て
い
る
。
そ
れ
は
苦
渋
の
決
断

と
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
ど
う
に

も
避
け
ら
れ
な
い
見
通
し
の
よ

う
で
あ
る
。

　

せ
っ
か
く
、
大
震
災
以
降
、

壊
滅
状
態
に
陥
っ
た
ホ
ヤ
養
殖

事
業
を
何
と
か
四
年
も
か
け
て

復
興
す
る
ま
で
に
こ
ぎ
つ
け
た

の
で
は
あ
る
が
、
ま
こ
と
に
残

念
な
が
ら
、
い
ま
す
ぐ
大
量
廃

棄
を
防
ぐ
有
効
な
手
立
て
は
見

つ
か
っ
て
い
な
い
。

　

生
産
者
と
し
て
は
泣
く
に
泣

け
な
い
状
況
で
あ
ろ
う
。

　

こ
う
な
っ
て
し
ま
っ
た
原
因

に
つ
い
て
は
、
当
新
聞
で
何
度

も
取
り
上
げ
て
き
た
よ
う
に
、

大
震
災
以
降
、
輸
出
一
辺
倒
だ

っ
た
ホ
ヤ
出
荷
体
制
が
、
福
島

第
一
原
発
に
よ
る
風
評
被
害
で
、

生
産
量
の
七
割
か
ら
八
割
を
占

め
て
い
た
韓
国
へ
の
輸
出
が
完

全
に
止
ま
っ
た
せ
い
で
あ
る
。

　

い
く
ら
風
評
被
害
で
あ
り
、

品
質
検
査
上
問
題
は
な
い
と
訴

え
て
も
、
聞
き
入
れ
て
く
れ
ず
、

輸
入
再
開
と
は
な
ら
な
い
。

　

他
方
、
国
内
消
費
は
、
大
震

災
以
前
か
ら
長
期
的
に
落
ち
込

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】
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ホヤの酢の物と一夜漬け

ホヤの刺身と他の海鮮 ホヤ干物

東北地酒

念
な
が
ら
日
本
側
の
努
力
の
外

に
あ
り
、
こ
れ
を
い
く
ら
叫
ん

で
も
相
手
国
の
判
断
に
ゆ
だ
ね

る
し
か
な
い
。

　

国
内
で
努
力
で
き
る
の
は
、

国
内
消
費
増
大
策
で
あ
り
、
打

開
策
と
し
て
は
こ
れ
し
か
な
い

と
考
え
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
い
ろ
い
ろ
話
を

聞
い
て
み
る
と
、
東
京
圏
に
は

「
ホ
ヤ
フ
ァ
ン
」
は
少
な
く
、

逆
に
「
ホ
ヤ
嫌
い
」
が
結
構
多

い
こ
と
が
分
か
っ
て
き
た
。

　

し
か
も
、
希
少
価
値
の
「
ホ

ヤ
フ
ァ
ン
」
の
出
身
地
を
聞
く

と
、
ほ
と
ん
ど
が
東
北
の
太
平

洋
沿
岸
部
出
身
で
あ
る
。

そ
の
他
の
貴
重
な
ホ
ヤ
フ
ァ
ン

の
主
な
も
の
は
、
日
本
酒
の
あ

て
と
し
て
の
ホ
ヤ
好
き
で
あ
り
、

か
な
り
人
数
は
限
定
さ
れ
る
。

　
「
ホ
ヤ
嫌
い
」
は
、
過
去
に

あ
ま
り
新
鮮
で
な
い
ホ
ヤ
を
食

べ
た
ケ
ー
ス
も
あ
る
し
、
ま
た
、

好
き
な
人
に
は
た
ま
ら
な
い
強

烈
な
潮
の
香
り
そ
の
も
の
が
最

初
か
ら
好
き
に
な
れ
な
い
と
い

う
人
も
い
る
。

ん
で
お
り
、
大
震
災
後
も
回
復

の
兆
し
は
見
え
な
い
。

　

そ
う
し
た
国
内
消
費
の
長
期

落
ち
込
み
を
カ
バ
ー
す
る
こ
と

を
目
指
し
て
輸
出
に
最
後
の
望

み
を
か
け
励
ん
で
き
た
が
、
そ

の
策
も
出
口
を
塞
が
れ
た
形
と

な
っ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

そ
の
結
果
と
し
て
の
大
量
廃
棄

で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
、
ホ
ヤ
養
殖
事
業

は
、
大
震
災
以
降
、
い
や
そ
れ

以
前
か
ら
現
在
ま
で
、
実
に
何

重
も
の
被
害
に
会
っ
て
き
た
と

も
い
え
る
。

想
像
以
上
に
「
ホ
ヤ
嫌

い
」
が
多
い

　

前
述
の
よ
う
に
筆
者
は
、
こ

と
の
他
ホ
ヤ
に
思
い
入
れ
が
強

い
。
こ
の
ホ
ヤ
が
出
荷
先
を
見

つ
け
ら
れ
ず
に
廃
棄
さ
れ
る
と

い
う
ニ
ュ
ー
ス
を
耳
に
し
た
と

き
は
、
非
常
に
驚
き
、
残
念
で

し
か
た
な
か
っ
た
。

　

何
と
か
解
決
の
手
立
て
や
糸

口
は
な
い
も
の
か
と
、
何
度
も

何
度
も
考
え
た
。

　

ま
ず
輸
出
に
つ
い
て
は
、
残

「
ホ
ヤ
料
理
を
楽
し
む

会
」
企
画
ま
で
の
経
緯

　

こ
の
「
ホ
ヤ
嫌
い
」
を
「
ホ

ヤ
フ
ァ
ン
」
に
転
換
す
る
し
か
、

国
内
消
費
を
増
や
す
手
立
て
は

な
い
が
、
で
は
ど
う
す
る
か
。

　

潮
の
香
り
が
好
き
に
な
れ
な

い
と
い
う
の
は
好
み
の
問
題
な

の
で
、
介
入
余
地
は
少
な
い
が
、

新
鮮
で
な
い
ホ
ヤ
を
食
べ
た
経

験
か
ら
「
ホ
ヤ
嫌
い
」
に
な
っ

た
人
に
は
、
も
う
一
度
新
鮮
な

ホ
ヤ
料
理
を
提
供
す
る
こ
と
で

の
ホ
ヤ
の
お
い
し
さ
を
分
か
っ

て
も
ら
う
し
か
な
い
と
決
め
た
。

　

そ
し
て
、
ホ
ヤ
料
理
を
提
供

す
る
会
場
も
手
配
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
ホ
ヤ
料
理
も
決
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ホ
ヤ
の

調
達
先
も
探
さ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
は
た
く
さ
ん
あ
っ
た
。

　

し
か
も
、
失
敗
し
た
ら
、
さ

ら
に
「
ホ
ヤ
嫌
い
」
が
増
殖
す

る
最
悪
の
事
態
も
引
き
起
こ
し

か
ね
な
い
。
責
任
重
大
で
あ
る
。

念
願
の
「
ホ
ヤ
料
理
を

楽
し
む
会
」
開
催

　

会
場
探
し
で
あ
る
が
、
い
つ

も
三
陸
酒
海
鮮
会
の
会
場
と
な

っ
て
い
る
渋
谷
の
焚
火
家
の
オ

ー
ナ
ー
に
恐
る
恐
る
聞
い
て
み

た
と
こ
ろ
、
協
力
を
申
し
出
て

く
れ
、
い
つ
も
の
焚
火
家
を
使

っ
て
、
料
理
や
酒
も
三
陸
酒
海

鮮
会
の
枠
を
活
用
し
て
は
ど
う

か
と
逆
提
案
い
た
だ
い
た
。

　

こ
れ
で
、
会
場
も
、
料
理
人

も
、
PR
活
動
も
、
従
来
の
三
陸

酒
海
鮮
会
の
枠
組
み
を
活
用
で

き
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

あ
と
は
、
素
材
調
達
と
ホ
ヤ

料
理
の
決
定
で
あ
る
。

　

素
材
調
達
先
は
、
幸
い
知
人

ル
ー
ト
で
確
保
で
き
た
。

　

ホ
ヤ
料
理
は
、
定
番
の
酢
の

物
、
塩
辛
、
干
物
、
焼
き
ホ
ヤ
、

ホ
ヤ
飯
と
い
う
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク

ス
な
内
容
を
中
心
に
、
知
人
の

お
す
す
め
の
チ
ー
ズ
焼
き
を
加

え
る
こ
と
と
し
た
。

　

焼
き
ホ
ヤ
と
ホ
ヤ
飯
は
筆
者

も
食
べ
た
こ
と
が
な
い
の
で
、

事
前
に
料
理
に
ト
ラ
イ
す
る
こ

と
に
し
た
。

　

焼
き
ホ
ヤ
は
、
最
初
殻
ご
と

焼
く
の
か
と
思
っ
て
い
た
が
、

ホ
ヤ
水
等
の
少
量
の
汁
で
軽
く

煮
る
料
理
だ
っ
た
。

　

最
大
の
難
関
が
ホ
ヤ
飯
。
土

鍋
を
探
し
た
が
、
店
頭
に
は
な

く
、
ネ
ッ
ト
で
調
達
し
た
。

　

料
理
な
ど
し
た
こ
と
が
な
い

筆
者
で
あ
っ
た
が
、
何
と
か
複

数
の
レ
シ
ピ
を
比
較
検
討
し
な

が
ら
作
っ
て
み
た
。

　

出
来
上
が
り
は
、
想
像
し
て

い
た
も
の
と
異
な
り
、
ほ
ん
の

り
と
し
た
ホ
ヤ
の
香
り
が
す
る

上
品
な
味
わ
い
の
ホ
ヤ
炊
き
込

み
ご
飯
で
あ
っ
た
。

ホ
ヤ
料
理
は
大
好
評

　

お
店
側
と
下
打
ち
合
わ
せ
も

し
、
素
材
供
給
先
と
も
、
開
催

時
間
に
ギ
リ
ギ
リ
間
に
合
う
よ

う
な
出
荷
で
、
新
鮮
な
ホ
ヤ
供

給
も
お
願
い
し
た
。
当
日
の
挨

拶
も
考
え
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
ど
う
し
た
こ
と

か
、
開
催
時
間
を
一
時
間
間
違

っ
て
大
遅
刻
を
し
て
し
ま
っ
た
。

平
謝
り
に
謝
り
勘
弁
し
て
も
ら

う
事
態
と
な
っ
た
。

　

参
加
者
は
、
当
日
参
加
を
決

め
た
人
も
含
め
て
二
十
四
名
と

い
う
想
定
を
超
え
た
参
加
者
数

だ
っ
た
。

　

料
理
も
お
い
し
く
食
べ
て
も

ら
っ
た
し
、
感
想
も
す
こ
ぶ
る

良
か
っ
た
。

　

田
森
君
の
ミ
ニ
ミ
ニ
ラ
イ
ブ

付
き
で
、
大
遅
刻
を
除
き
、
大

成
功
で
あ
っ
た
。

三
陸
の
現
地
で「
ホ
ヤ
食
べ

れ
ま
す
か
」は
止
め
よ
う
！

　

仙
台
な
ど
の
海
鮮
居
酒
屋
な

ど
、
ホ
ヤ
を
提
供
す
る
お
店
で
、

店
員
が
お
客
に
「
ホ
ヤ
食
べ
れ

ま
す
か
」
と
聞
く
と
い
う
話
を

耳
に
し
た
こ
と
が
あ
る
。

　

お
客
に
「
ホ
ヤ
嫌
い
」
が
多

い
の
で
、
ホ
ヤ
を
提
供
す
る
の

を
た
め
ら
う
こ
と
に
よ
る
も
の

で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
こ
の
遠
慮
が
ち
な

質
問
は
止
め
た
方
が
よ
い
と
思

う
。
何
だ
か
ゲ
テ
モ
ノ
か
何
か

を
提
供
す
る
よ
う
で
、
お
客
の

側
が
ホ
ヤ
を
知
っ
て
い
る
な
ら

と
も
か
く
、
こ
の
言
葉
で
食
べ

る
の
止
め
よ
う
と
い
う
こ
と
に

な
り
は
し
な
い
か
と
懸
念
す
る
。

　
「
ホ
ヤ
嫌
い
」
な
ら
ぬ
「
ホ

ヤ
の
食
べ
ず
嫌
い
」
に
な
っ
て

し
ま
う
。

　

も
っ
と
堂
々
と
、「
ホ
ヤ
と

い
う
珍
味
が
あ
り
ま
す
が
、
ぜ

ひ
食
べ
て
み
て
く
だ
さ
い
」
と

積
極
的
に
勧
め
て
欲
し
い
も
の

だ
。

　

渋
谷
で
の
「
ホ
ヤ
料
理
を
楽

し
む
会
」
成
功
を
踏
ま
え
て
自

信
を
も
っ
て
そ
う
思
え
る
の
だ
。

「
ホ
ヤ
フ
ァ
ン
」
に
な
っ
て
も

ら
え
る
可
能
性
が
あ
る
。

　

そ
こ
で
、東
京
圏
で
、ホ
ヤ
を

取
り
上
げ
た
イ
ベ
ン
ト
や
海
鮮

居
酒
屋
を
探
し
て
み
た
が
、
遠

慮
が
ち
に
ホ
ヤ
料
理
を
提
供
す

る
と
こ
ろ
し
か
見
当
た
ら
な
い
。

　

ホ
ヤ
専
門
店
も
な
し
、
ホ
ヤ

料
理
メ
ニ
ュ
ー
が
ず
ら
り
と
揃

っ
て
い
る
海
鮮
居
酒
屋
も
な
い
。

　

と
す
れ
ば
、
筆
者
自
ら
新
鮮

な
ホ
ヤ
を
厳
選
し
て
調
達
し
て
、

ホ
ヤ
料
理
を
作
り
、「
ホ
ヤ
嫌

い
」
に
食
べ
て
も
ら
い
、
本
当

恒例となった二次会 田森ミニミニライブ
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郷土料理愛好家　
　　　　松本由美子氏

《イワシのフライ》

ー簡単レシピー

【作り方】　
① イワシは、頭とハラワタをとり、ウロコを綺麗に洗い流します。 

② イワシは中骨に沿って、親指で身を剥がしていきます ( 手開き )。中骨

をとったら、腹の部分が外側 ( 黒 ) になりますので包丁で削ぎ落としま

す。 捌いたイワシに軽く、塩・コショウで下味を付けます。　

③ イワシに小麦粉をまぶし、溶き卵をくぐらせ、パン粉を順にまぶします。 

④ イワシは 170 度でキツネ色になるようにサクッと揚げます。　　　

　

今
月
七
日
、
筆
者
が
会
員
と

な
っ
て
い
る
イ
ン
デ
ペ
ン
デ
ン

ト
ク
ラ
ブ
と
い
う
株
式
上
場
に

関
連
す
る
会
合
に
参
加
し
た
際

に
、
非
常
に
興
味
深
く
聞
い
た

経
済
に
関
す
る
講
演
内
容
の
一

部
を
紹
介
し
た
い
。

　

そ
の
話
と
は
、
元
み
ず
ほ
銀

行
常
務
か
ら
、
地
方
の
創
業
支

援
に
力
を
入
れ
て
い
る
第
一
勧

業
信
用
組
合
の
理
事
長
に
転
出

し
た
新
田
信
行
氏
の
地
方
創
生

と
創
業
支
援
に
つ
い
て
の
講
演

だ
っ
た
。

　

そ
の
話
に
よ
れ
ば
、
現
在
は
、

「
人
・
モ
ノ
・
金
」
が
東
京
に

一
極
集
中
し
て
お
り
、
真
に
地

方
創
生
を
目
指
す
な
ら
ば
、
ま

ず
は
、
そ
の
う
ち
の
「
金
」
を

地
方
に
引
き
戻
す
こ
と
が
必
要

だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
ど
う
や
っ
て
そ
れ
を

『地方創生』を東北水産業復
興に活かすための考え方
（東京一極集中を逆利用する）

実
現
す
る
の
か
？

　

地
方
の
産
物
を
東
京
に
持
っ

て
き
て
販
売
し
、
そ
の
代
価
と

し
て
の
「
金
」
を
地
方
に
持
ち

帰
り
、
地
方
で
そ
の
「
金
」
を

回
し
て
活
性
化
を
図
り
、
文
字

通
り
「
地
方
の
創
生
」
を
図
る

と
い
う
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
れ
を
本
気
で
や

る
と
な
る
と
、
東
京
サ
イ
ド
か

ら
み
る
と
、
東
京
が
儲
か
ら
な

い
構
造
で
あ
る
こ
と
が
初
め
か

ら
分
か
っ
て
い
る
の
で
、
本
気

で
は
だ
れ
も
や
ら
な
い
。

　

し
か
し
、
前
述
の
第
一
勧
業

信
用
組
合
が
こ
れ
を
や
る
と
公

に
宣
言
し
た
ら
、
あ
ち
こ
ち
の

地
方
の
金
融
機
関
や
地
方
自
治

体
か
ら
、
い
っ
し
ょ
に
や
り
た

い
と
い
う
申
し
込
み
が
短
期
間

で
殺
到
し
て
お
り
、
さ
ら
に
勢

い
を
増
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
あ
っ
た
。

　

そ
し
て
、
儲
か
ら
な
い
と
思

わ
れ
た
構
造
で
は
あ
る
が
、
小

規
模
の
ア
ナ
ロ
グ
ビ
ジ
ネ
ス
の

「
川
下
」
産
業
育
成
に
注
力
し

て
い
け
ば
、
こ
の
厳
し
い
金
融

の
時
代
で
も
、
何
と
か
儲
か
り

そ
う
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　

＊

　

こ
こ
で
話
は
大
き
く
変
わ
る

が
、
こ
の
考
え
方
を
、
東
北
水

産
業
に
応
用
し
て
み
る
と
す
る

と
、
東
北
の
水
産
物
を
、
ブ
ラ

ン
ド
化
し
て
、
ま
た
付
加
価
値

を
つ
け
て
価
格
を
上
げ
る
な
ど

し
て
東
京
圏
で
売
り
さ
ば
き
、

そ
の
代
価
を
地
方
に
持
ち
帰
る

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
　
　

＊

　

た
し
か
に
、
現
在
、
地
方
は

経
済
的
に
疲
弊
し
、
働
き
手
の

「
人
」
は
東
京
圏
に
吸
収
さ
れ
、

「
モ
ノ
」
も
同
様
で
、
そ
の
結

果
と
し
て
の
「
金
」
も
同
様
に

東
京
に
一
極
集
中
す
る
こ
と
に

な
っ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
構
造
の
な
か
で
、

東
北
水
産
業
の
復
興
を
実
現
す

る
に
は
、
東
北
の
水
産
物
と
い

う
「
モ
ノ
」
を
起
点
に
、
上
記

の
考
え
方
を
推
進
す
る
し
か
方

法
は
な
い
と
思
え
る
。

　

東
北
内
で
、
産
地
直
送
で
消

費
す
る
に
し
て
も
限
界
が
あ
る
。

　

消
費
者
数
も
、
購
入
す
る
金

額
も
限
ら
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
も
東
京
に
頼
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
に
情
け
な
い

思
い
を
抱
か
れ
る
方
々
も
お
ら

れ
る
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
現
実
問
題
と
し
て
、

経
済
活
動
を
行
っ
て
い
る
以
上
、

東
北
内
で
「
人
・
モ
ノ
・
金
」

を
回
そ
う
に
も
、
絶
対
額
が
不

足
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
は
ぐ
っ
と
こ
ら
え
て
、

地
方
創
生
の
波
に
乗
れ
ば
い
い

の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で

あ
る
。

　
　
　
　
　

＊

　

こ
う
し
た
考
え
方
は
、
当
新

聞
が
最
初
か
ら
目
指
し
て
い
た

考
え
方
に
も
通
じ
る
。

い
わ
く
、
三
陸
水
産
業
復
興
は
、

三
陸
現
地
で
行
う
生
産
の
復
興

と
、
そ
の
生
産
物
を
大
都
市
圏

で
消
費
す
る
復
興
と
、
二
つ
に

分
け
て
推
進
す
る
と
い
う
考
え

方
で
あ
る
。

　

た
ま
た
ま
、
前
日
の
講
演
を

聞
い
て
、
当
新
聞
が
以
前
に
打

ち
出
し
た
方
向
が
間
違
っ
て
い

な
か
っ
た
と
意
を
強
く
し
た
次

第
で
あ
る
。

　

ぜ
ひ
、
東
北
水
産
関
係
者
の

方
々
に
耳
を
傾
け
て
欲
し
い
と

思
う
の
で
あ
る
。

東北復興の図式

【完成品】

今、宮城産のイワシが

まるまる太って店頭に

色艶よく並んでいます。

お腹を捌くと白い脂が

入っていて、食べ頃のよ

うです。（松本談）

水産業再興のため
の料理レシピ紹介

第36回 
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仙
台
の
イ
メ
ー
ジ
と
は

　

前
回
は
仙
台
市
の
観
光
に
つ

い
て
、
普
段
あ
ま
り
比
較
さ
れ

る
こ
と
の
な
い
前
橋
市
と
金
沢

市
と
の
比
較
で
考
え
て
み
た
。

今
回
も
引
き
続
き
、
こ
の
両
市

と
の
比
較
で
仙
台
市
の
観
光
を

考
え
て
み
た
い
。

　

ま
ず
、
仙
台
市
の
観
光
に
つ

い
て
考
え
る
材
料
と
し
て
は
、

「
平
成
27
年
度
仙
台
市
観
光
客

動
態
調
査
報
告
書
」
が
参
考
に

な
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
仙

台
市
内
で
の
聞
き
取
り
で
仙
台

市
の
イ
メ
ー
ジ
や
観
光
資
源
の

認
知
状
況
、
来
訪
者
の
動
向
な

ど
を
調
査
し
た
も
の
だ
が
、
こ

れ
を
見
る
と
、
仙
台
が
外
か
ら

ど
の
よ
う
に
見
え
て
い
る
の
か

が
よ
く
分
か
る
。

　

ま
ず
、
仙
台
の
「
情
緒
イ
メ

ー
ジ
」
と
し
て
多
く
挙
げ
ら
れ

て
い
る
の
が
、「
歴
史
の
あ
る
」

（
52
・
６
％
）、「
伝
統
が
あ
る
」

（
38
・
０
％
）、「
文
化
的
な
」

（
25
・
６
％
）、「
落
ち
着
い
た
」

（
20
・
８
％
）な
ど
で
あ
る
。
こ

れ
ら
は
同
じ
政
令
指
定
都
市
と

比
べ
て
も
仙
台
が
優
位
な
イ
メ

ー
ジ
で
あ
る
。
例
え
ば
、「
歴
史

の
あ
る
」は
札
幌
20
・
０
％
、名

古
屋
25
・
８
％
、福
岡
21
・
３
％
、

「
伝
統
が
あ
る
」は
札
幌
15
・
６

％
、
名
古
屋
19
・
１
％
、
福
岡

18
・
０
％
、「
文
化
的
な
」は
札

幌
17
・
６
％
、
名
古
屋
13
・
２

％
、福
岡
13
・
４
％
で
あ
る
の
で
、

仙
台
は
こ
れ
ら
の
都
市
よ
り
も

か
な
り「
歴
史
の
あ
る
」、「
伝
統

が
あ
る
」、「
文
化
的
な
」都
市
と

見
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

せ
っ
か
く
他
の
政
令
指
定
都

市
よ
り
も
こ
の
よ
う
な
イ
メ
ー

ジ
で
仙
台
を
捉
え
て
も
ら
っ
て

い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
仙
台
は

そ
の
強
み
を
活
か
し
切
れ
て
い

な
い
よ
う
に
見
え
る
。「
歴
史

の
あ
る
」、「
伝
統
が
あ
る
」、「
文

化
的
な
」
仙
台
に
行
き
た
い
と

思
っ
た
人
が
実
際
に
仙
台
に
来

た
と
し
て
、
仙
台
の
ど
こ
に
行

け
ば
、
こ
れ
ら
を
体
感
で
き
る

の
か
と
考
え
て
み
る
と
、
甚
だ

心
許
な
い
気
が
す
る
の
で
あ
る
。

　

ち
な
み
に
、
金
沢
は
「
歴
史

の
あ
る
」
が
69
・
８
％
、「
伝

統
が
あ
る
」
が
64
・
８
％
、「
文

化
的
な
」
が
45
・
６
％
と
、
い

ず
れ
も
仙
台
の
ポ
イ
ン
ト
を
上

回
っ
て
お
り
、
金
沢
は
こ
う
し

た
情
緒
イ
メ
ー
ジ
が
仙
台
よ
り

も
強
い
こ
と
が
分
か
る
。
金
沢

の
場
合
、
金
沢
城
＆
兼
六
園
、

茶
屋
街
と
い
っ
た
観
光
資
源
が

あ
り
、
足
を
運
べ
ば
歴
史
や
伝

統
を
体
感
で
き
る
。
ま
た
、
金

沢
に
は
「
金
沢
な
ん
で
も
体
験

プ
ロ
グ
ラ
ム
」
と
い
う
、
加
賀

友
禅
、
金
箔
工
芸
、
九
谷
焼
、

加
賀
蒔
絵
と
い
っ
た
金
沢
の
伝

統
工
芸
や
伝
統
芸
能
な
ど
を
気

軽
に
体
験
で
き
る
プ
ロ
グ
ラ
ム

が
用
意
さ
れ
て
お
り
、
ま
さ
に

金
沢
の
文
化
を
体
感
で
き
る
体

制
が
整
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
金
沢
は
、
仙
台

以
上
に
「
歴
史
の
あ
る
」、「
伝

統
が
あ
る
」、「
文
化
的
な
」
と

評
価
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
を
、
実

際
に
体
験
で
き
る
ハ
ー
ド
や
ソ

フ
ト
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
そ

の
こ
と
に
よ
っ
て
さ
ら
に
こ
れ

ら
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
化
さ
れ
る

と
い
う
好
循
環
が
生
ま
れ
て
い

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
仙

台
が
金
沢
に
学
ぶ
べ
き
点
は
ま

ず
こ
こ
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

海
か
ら
山
ま
で
つ
な
が

っ
て
い
る
仙
台

　

ち
な
み
に
、同
報
告
書
で
は
、

「
観
光
資
源
イ
メ
ー
ジ
」に
つ
い

て
も
調
べ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ

れ
ば
、
仙
台
の
観
光
資
源
イ
メ

ー
ジ
と
し
て
、「
美
味
し
い
食
べ

物
・
飲
み
物
が
あ
る
」
が
53
・

８
％
、「
美
し
い
自
然
や
景
勝
地

に
恵
ま
れ
て
い
る
」が
43
・
０
％
、

「
伝
統
的
文
化
が
あ
る
」
が
28
・

５
％
と
高
い
。

　
「
美
味
し
い
食
べ
物
・
飲
み

物
が
あ
る
」は
札
幌（
71
・
０
％
）、

福
岡（
61
・
５
％
）よ
り
は
低
い

が
金
沢（
47
・
６
％
）や
名
古
屋

（
47
・
８
％
）よ
り
は
高
い
。
こ

れ
は
恐
ら
く
、
牛
た
ん
と
海
産

物
が
牽
引
し
て
い
る
も
の
と
思

わ
れ
る
が
、
こ
う
し
た
明
確
な

イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
も
ら
え
る

ア
イ
テ
ム
が
あ
る
の
は
強
み
で

あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

　
「
美
し
い
自
然
や
景
勝
地

に
恵
ま
れ
て
い
る
」
も
、
金
沢

（
49
・
２
％
）や
札
幌（
46
・
８
％
）

よ
り
は
低
い
が
、
名
古
屋（
７
・

８
％
）や
福
岡（
12
・
４
％
）よ

り
は
圧
倒
的
に
高
い
。
こ
れ
は

「
杜
の
都
」の
イ
メ
ー
ジ
や
、
実

際
に
自
然
が
多
く
残
さ
れ
て
い

る
こ
と
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ

る
が
、
こ
の
こ
と
が
体
感
で
き

る
ス
ポ
ッ
ト
が
青
葉
通
り
や
定

禅
寺
通
り
だ
け
と
い
う
の
で
は

や
は
り
不
十
分
で
あ
る
。
あ
ま

り
普
段
意
識
さ
れ
て
い
な
い
こ

と
だ
が
、
仙
台
は
太
平
洋
か
ら

奥
羽
山
脈
ま
で
を
含
む
多
様
な

地
域
で
あ
る
。
太
平
洋
沿
岸
か

ら
山
岳
地
帯
ま
で
が
全
て
あ
る
、

自
然
の
様
々
な
姿
を
見
る
こ
と

の
で
き
る
貴
重
な
地
域
で
あ
る
。

こ
れ
は
大
き
な
強
み
で
あ
る
と

思
う
の
だ
が
、
こ
の
こ
と
を
前

面
に
出
し
た
観
光
案
内
な
ど
は

今
の
と
こ
ろ
な
い
よ
う
に
思
う
。

海
も
平
地
も
山
も
、
全
部
の
自

然
を
体
験
で
き
る
パ
ッ
ケ
ー
ジ

が
で
き
る
と
よ
い
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

　
「
伝
統
的
文
化
が
あ
る
」
は

金
沢
（
55
・
３
％
）
に
は
比
ぶ

べ
く
も
な
い
が
、
札
幌
（
11
・

１
％
）、
福
岡
（
13
・
６
％
）、

名
古
屋
（
19
・
１
％
）
を
上
回

っ
て
い
る
。
先
に
紹
介
し
た

「
金
沢
な
ん
で
も
体
験
プ
ロ
グ

ラ
ム
」
の
よ
う
な
ソ
フ
ト
の
充

実
が
望
ま
れ
る
。

前
橋
に
学
ぶ
伝
え
る
工
夫

　

観
光
に
関
し
て
は
、
ど
う
伝

え
る
か
も
大
変
重
要
で
あ
る
。

せ
っ
か
く
い
い
観
光
資
源
を
持

っ
て
い
て
も
、
そ
の
存
在
や
そ

の
よ
さ
が
伝
わ
ら
な
け
れ
ば
観

光
に
と
っ
て
は
意
味
が
な
い
。

そ
の
点
で
、
前
橋
に
行
っ
た
時

に
手
に
取
っ
た
観
光
パ
ン
フ
レ

ッ
ト
が
実
に
秀
逸
だ
っ
た
。

　

手
書
き
風
の
文
字
で

「kurun

」
と
書
か
れ
、
そ
ば
に

「
ま
え
ば
し 

く
る
ん
」
と
小
さ

く
書
か
れ
て
い
る
が
何
の
こ
と

か
よ
く
分
か
ら
な
い
。
表
紙
は

饅
頭
か
何
か
、
あ
ま
り
見
た
こ

と
の
な
い
食
べ
物
ら
し
き
も
の

を
目
の
と
こ
ろ
に
持
っ
て
き
て

い
る
女
性
の
写
真
で
、
下
の
方

に
は
こ
れ
ま
た
手
書
き
風
の
文

字
で
「Take Free

」
と
書
か
れ

て
い
る
が
、
表
紙
だ
け
見
た
限

り
で
は
、
こ
れ
が
何
の
冊
子
な

の
か
分
か
る
人
は
そ
う
い
な
い

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　

中
を
開
い
て
み
る
と
赤
城
神

社
、
る
な
ぱ
あ
く
、
弁
天
通
り
、

チ
ー
ズ
工
房
、
前
橋
の
地
酒
、

ア
ー
ツ
前
橋
な
ど
が
グ
ラ
フ
雑

誌
の
よ
う
な
感
じ
で
紹
介
さ
れ

て
い
き
、
焼
き
ま
ん
じ
ゅ
う
の

と
こ
ろ
に
来
て
よ
う
や
く
表
紙

の
よ
く
分
か
ら
な
い
食
べ
物
が

焼
き
ま
ん
じ
ゅ
う
と
い
う
前
橋

の
名
物
で
あ
る
こ
と
が
分
か

る
。
他
に
も
、
自
転
車
、
ま
つ

り
、
音
楽
、
文
学
な
ど
の
こ
と

が
書
か
れ
、
裏
表
紙
ま
で
来
て

よ
う
や
く
「
く
る
ん
」
と
い
う

の
が
「
来
る
？
」
の
群
馬
方
言

で
、
か
つ
「
前
橋
市
に
来
た
く

な
る
よ
う
に
作
ら
れ
た
冊
子
」

で
あ
る
こ
と
が
説
明
さ
れ
、「
前

橋
市
観
光
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
」
と

い
う
記
載
を
見
て
よ
う
や
く
こ

れ
が
前
橋
市
の
つ
く
っ
た
観
光

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
で
あ
る
こ
と
が

分
か
る
と
い
う
寸
法
で
あ
る
。

　

通
常
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
と
い

う
の
は
、
そ
の
地
域
の
観
光
資

源
に
つ
い
て
の
情
報
を
こ
れ
で

も
か
と
い
う
く
ら
い
に
詰
め
込

ん
で
い
て
、
網
羅
性
は
あ
る
も

の
の
イ
ン
パ
ク
ト
に
欠
け
る
面

が
ど
う
し
て
も
残
る
。
そ
の
結

果
、
読
み
手
の
印
象
に
残
ら
ず
、

実
際
に
足
も
運
ば
れ
な
い
と
い

う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
恐
れ

が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。

　

こ
の
「kurun

」
は
そ
の
点

を
見
事
に
ク
リ
ア
し
て
い
る
。

他
の
地
域
に
は
な
い
、
前
橋
な

ら
で
は
の
観
光
資
源
だ
け
を
ピ

ッ
ク
ア
ッ
プ
し
、
そ
の
魅
力
を

イ
ン
パ
ク
ト
の
あ
る
タ
イ
ト
ル
、

デ
ザ
イ
ン
、
写
真
で
こ
れ
で
も

か
と
い
う
く
ら
い
に
強
調
し
て

お
り
、
そ
れ
ら
を
読
み
手
に
深

く
印
象
付
け
ら
れ
る
構
成
と
な

っ
て
い
る
。

　

観
光
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
と
い
う

の
は
、
そ
の
地
域
の「
名
刺
」と

で
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。

「
私
は
こ
う
い
う
者
で
す
」と
い

う
こ
と
を
初
対
面
の
相
手
に
伝

え
る
役
割
を
持
っ
て
い
る
も
の

で
あ
る
。
ビ
ジ
ネ
ス
で
初
対
面

の
相
手
に
い
か
に
自
分
の
こ
と

を
覚
え
て
も
ら
う
か
が
大
事
で

あ
る
の
と
同
様
に
、
そ
の
地
域

の
こ
と
を
分
か
っ
て
も
ら
い
、

実
際
に
足
を
運
ん
で
も
ら
う
こ

と
が
観
光
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
ミ

ッ
シ
ョ
ン
で
あ
る
と
す
る
な
ら

ば
、そ
の
中
身
に
つ
い
て
は
、名

刺
が
様
々
に
工
夫
さ
れ
て
い
る

の
と
同
様
に
も
っ
と
工
夫
さ
れ

て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
と
思
う
。

　

な
お
、「kurun

」
は
ウ
ェ
ブ

上
で
も
閲
覧
で
き
る
の
で
ぜ
ひ

一
度
見
て
み
て
い
た
だ
き
た
い
。

（http://igoo.info/kurun/

）

金
沢
に
学
ぶ
目
指
す
都

市
像
の
明
確
化

　

一
方
の
金
沢
に
つ
い
て
は
、

観
光
に
つ
い
て
の
戦
略
や
プ
ラ

ン
が
実
に
充
実
し
て
い
る
。
観

光
を
都
市
運
営
の
柱
に
し
よ
う

と
い
う
強
い
意
志
と
意
欲
が
感

じ
ら
れ
る
。
金
沢
市
の
サ
イ
ト

を
見
て
み
る
と
、「
金
沢
魅
力

発
信
行
動
計
画
」（
２
０
１
２

年
２
月
）、「
世
界
の
『
交
流
拠

点
都
市
金
沢
』
を
め
ざ
し
て
」

（
２
０
１
３
年
３
月
）、「
金
沢

市
国
際
交
流
戦
略
プ
ラ
ン
」

（
２
０
１
５
年
３
月
）、「
金

沢
市
観
光
戦
略
プ
ラ
ン
」

（
２
０
１
６
年
３
月
）、「
世
界

の
交
流
拠
点
都
市
金
沢
重
点
戦

略
計
画
」（
２
０
１
７
年
２
月
）

な
ど
、
観
光
や
国
際
交
流
を
強

く
意
識
し
て
、
そ
の
た
め
に
金

沢
と
し
て
何
を
重
視
し
、
何
を

実
践
し
て
い
く
か
を
折
に
触
れ

て
明
確
に
し
て
い
る
そ
の
姿
勢

が
よ
く
表
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
文
書
を
見
て
感
じ

る
の
が
、
金
沢
が
目
指
す
都
市

像
が
、
観
光
政
策
と
い
う
フ
ィ

ル
タ
ー
を
通
し
て
明
確
に
な
っ

て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

　

自
分
た
ち
の
住
む
都
市
が
ど

の
よ
う
な
も
の
で
、
こ
れ
か
ら

何
を
目
指
す
の
か
、
と
い
う
こ

と
は
、
多
く
の
場
合
、
意
外
に

明
確
に
な
っ
て
い
な
い
し
、
そ

こ
に
住
む
人
た
ち
の
間
の
共
通

理
解
に
も
な
っ
て
い
な
い
。
金

沢
で
は
、
観
光
政
策
と
い
う
対

外
的
な
対
応
策
の
立
案
と
い
う

形
を
借
り
て
、
そ
こ
の
部
分
を

明
確
に
し
て
い
る
。
言
っ
て
み

れ
ば
こ
れ
は
、
外
に
向
け
て
い

る
よ
う
で
い
て
、
実
は
内
に
向

け
て
も
発
信
し
て
い
る
よ
う
に

見
え
る
の
で
あ
る
。

　

例
え
ば
、「
金
沢
魅
力
発
信

行
動
計
画
」
で
は
、「
金
沢
が

培
っ
て
き
た
文
化
の
継
承
・
活

用
・
育
成
」
に
つ
い
て
、
真
っ

先
に
「
歴
史
遺
産
・
伝
統
芸
能

等
の
文
化
に
対
す
る
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
の
形
成
」
を
挙
げ
て

い
る
。「
歴
史
遺
産
や
伝
統
芸

能
等
の
文
化
に
よ
る
魅
力
あ
る

ま
ち
づ
く
り
を
進
め
て
い
く
た

め
に
は
、
ま
ず
そ
の
前
提
と
し

て
、
市
民
自
ら
が
金
沢
の
文
化

の
重
要
性
や
固
有
性
を
十
分
認

識
す
る
こ
と
が
不
可
欠
」
と
、

そ
こ
に
は
書
か
れ
て
い
る
。
つ

ま
り
、
観
光
を
通
じ
て
、
自
分

た
ち
が
何
者
な
の
か
、
何
を
大

事
に
す
る
（
し
よ
う
と
し
て
い

る
）
住
民
な
の
か
を
明
確
に
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

　
「
世
界
の
『
交
流
拠
点
都
市

金
沢
』
を
め
ざ
し
て
」
に
は
、

世
界
の
交
流
拠
点
都
市
と
し
て

の
機
能
を
高
め
て
い
く
た
め
に

は
、「
市
民
協
働
に
よ
る
ま
ち

づ
く
り
を
進
め
て
い
く
こ
と
が

重
要
で
す
」
と
あ
る
。
し
て
み

る
と
こ
れ
は
、
一
見
観
光
政
策

の
よ
う
に
見
え
て
、
実
は
ま
ち

づ
く
り
の
こ
と
を
謳
っ
て
い
る

の
だ
と
い
う
こ
と
に
気
づ
く
。

こ
の
、
観
光
と
は
結
局
の
と
こ

ろ
、
自
分
た
ち
が
何
者
な
の
か

を
問
い
直
し
、
明
確
に
し
、
発

信
す
る
一
連
の
プ
ロ
セ
ス
で
あ

る
と
規
定
し
て
、
そ
れ
を
実
際

に
実
践
し
て
い
る
金
沢
の
在
り

方
は
、
大
い
に
参
考
に
す
べ
き

で
あ
る
と
思
う
。

　

そ
の
手
掛
か
り
と
し
て
、
他

か
ら
ど
う
見
え
て
い
る
の
か

を
知
り
、そ
の
強
み
を
活
か
す
、

強
化
す
る
こ
と
は
重
要
で
あ

る
。
そ
の
意
味
で
、
冒
頭
に
紹

介
し
た
よ
う
な
調
査
は
有
用
で

あ
る
と
思
う
が
、
肝
心
な
の
は

そ
の
結
果
を
踏
ま
え
た
対
応
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
金
沢
の
よ

う
に
、
具
体
的
に
何
を
す
る
か

を
平
易
な
言
葉
で
内
外
に
伝
え

よ
う
と
す
る
ア
ク
シ
ョ
ン
で
あ

る
。
金
沢
の
「
金
沢
市
観
光
戦

略
プ
ラ
ン
」に
は「
か
が
や
く
」、

「
ひ
ろ
げ
る
」、「
つ
ど
う
」、「
め

ぐ
る
」、「
も
て
な
す
」、「
そ
だ
て

る
」、「
つ
な
げ
る
」と
い
う
、
分

か
り
や
す
く
書
か
れ
た
７
つ
の

基
本
戦
略
と
そ
れ
に
伴
う
主
要

施
策
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。
観

光
を
通
し
て
、
自
分
た
ち
の
目

指
す
都
市
像
を
自
分
た
ち
で
描

く
努
力
を
す
る
こ
と
が
、
自
分

た
ち
に
と
っ
て
も
重
要
で
あ
る

こ
と
に
気
づ
く
べ
き
で
あ
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
と
は
外
向
き
の

　

こ
と
だ
け
で
は
な
い 

およそ観光パンフレット
とは思われない 「kurun」

の表紙
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最
近
あ
ら
た
め
て
、
自
分
の

住
む
東
北
と
い
う
場
所
に
つ
い

て
考
え
さ
せ
ら
れ
た
一
冊
と
し

て
北
方
謙
三
に
よ
る
『
破
軍
の

星
』
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
。

九
州
出
身
の
ハ
ー
ド
ボ
イ
ル
ド

作
家
が
書
い
た
、
東
北
を
舞
台

と
し
て
始
ま
る
歴
史
小
説
、
と

い
う
点
で
既
に
異
色
だ
が
、
描

か
れ
る
時
代
が
一
見
、
東
北
と

は
関
わ
り
の
薄
そ
う
な
南
北
朝

時
代
と
い
う
の
も
面
白
い
。

　

奥
州
藤
原
氏
に
よ
る
百
年
に

渡
る
云
わ
ば
「
蝦え

み
し夷

（
現
地
住

民
）
に
よ
る
東
北
自
治
」
を
攻

略
し
、
こ
れ
に
終
止
符
を
打
っ

た
源
頼
朝
。
そ
の
彼
が
創
始
し

た
鎌
倉
幕
府
も
ま
た
、
百
五
十

年
の
時
を
経
て
滅
ぶ
。
所
謂
戦

国
時
代
に
入
り
東
北
各
地
の
武

将
が
表
舞
台
に
立
つ
ま
で
に
も

未
だ
二
～
三
百
年
待
た
ね
ば
な

ら
ず
、
蓋
し
鎌
倉
幕
府
が
滅
び
、

室
町
幕
府
が
興
る
、
こ
の
年
代

は
東
北
一
円
に
と
っ
て
は
大
い

な
る
空
白
期
間
、
混
迷
と
忍
従

の
時
代
と
も
未
来
の
私
達
に
は

感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
そ
の
一
見
「
眠

れ
る
獅
子
」
の
状
態
で
あ
る
東

北
を
叩
き
起
こ
し
、
彗
星
の
飛

び
去
る
が
如
き
短
期
間
の
う
ち

に
と
ん
で
も
な
い
事
を
や
っ
て

の
け
た
人
物
が
い
た
。
そ
れ
が
、

北
畠
顕
家
で
あ
る
。

　

顕
家
は
、
一
言
で
い
え
ば
、

稀
代
の
天
才
児
。
麒
麟
児
、
風

雲
児
と
も
形
容
で
き
、
天
草
四

郎
時
貞
に
も
通
じ
る
、
民
衆
を

心
酔
さ
せ
る
も
の
を
持
つ
少
年

戦
士
・
・
と
い
う
風
に
、
イ
メ

ー
ジ
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。

　

南
北
朝
時
代
、
そ
れ
は
武
士

に
よ
る
国
家
統
治
を
見
直
し
、

再
び
天
皇
に
よ
る
政
治
を
目
指

し
た
果
て
に
、
二
つ
の
勢
力
が

決
裂
、
そ
れ
ぞ
れ
が
別
の
天
皇

を
奉
じ
て
争
う
事
に
な
る
、
と

い
う
特
異
な
一
時
代
。
結
局
は

新
た
な
武
士
の
政
府
を
目
指
す

事
に
な
る
足
利
尊
氏
に
対
抗
し
、

後
醍
醐
天
皇
が
東
北
勢
の
押
さ

え
に
と
わ
ず
か
十
六
歳
の
少
年

公
卿
・
顕
家
を
陸
奥
守
と
し
て

多
賀
城
に
派
遣
す
る
。
お
よ
そ

現
代
の
感
覚
で
は
考
え
ら
れ
な

い
事
で
あ
る
が
、
幼
い
頃
か
ら

そ
の
英
邁
ぶ
り
を
知
ら
れ
た
顕

家
は
現
地
の
伊
達
・
南
部
ら
有

力
武
士
を
ま
と
め
上
げ
、
わ
ず

か
三
年
の
う
ち
に
東
北
全
土
の

騒
乱
を
鎮
定
し
て
の
け
る
の
で

あ
る
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
間
髪

置
か
ず
京
で
挙
兵
し
た
足
利
を

倒
す
べ
く
、
東
北
の
兵
総
勢
五

万
を
引
き
連
れ
て
約
六
百
キ
ロ

も
の
距
離
を
怒
涛
の
進
軍
の
末
、

見
事
足
利
軍
を
撃
破
、
尊
氏
を

九
州
へ
敗
走
さ
せ
る
に
至
っ
た
。

そ
の
カ
リ
ス
マ
も
さ
る
事
な
が

ら
、
百
五
十
年
前
の
奥
州
合
戦

に
て
頼
朝
軍
に
あ
っ
け
な
く
敗

れ
た
は
ず
の
奥
羽
の
軍
団
が
、

秀
吉
の
中
国
大
返
し
を
遥
か
に

超
え
る
強
行
軍
に
耐
え
た
上
、

倍
以
上
の
規
模
を
誇
る
「
西
の

軍
勢
」
を
沈
め
た
と
い
う
事
実
。

本
来
あ
る
べ
き
「
東
北
を
守
る

た
め
の
戦
い
」
で
は
な
か
っ
た

の
が
残
念
だ
が
、
そ
の
潜
在
能

力
の
底
知
れ
な
さ
は
、
現
代
の

東
北
人
も
心
に
秘
め
て
お
い
て

よ
い
事
か
と
思
う
。

　

こ
れ
ら
信
じ
難
い
英
雄
譚
の

如
き
出
来
事
は
、
正
史
と
し
て

『
太
平
記
』
に
認
め
ら
れ
る
事

で
あ
り
、
そ
の
概
要
自
体
、
創

作
の
入
り
込
む
余
地
が
な
い
。

つ
ま
り
こ
れ
だ
け
で
も
充
分
、

史
実
と
し
て
は
驚
異
的
な
程
に

小
説
的
、
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン

ト
的
で
す
ら
あ
る
の
だ
が
、
そ

の
主
だ
っ
た
記
録
で
あ
る
『
太

平
記
』
に
お
い
て
も
、
そ
の
存

在
は
主
役
的
で
は
な
く
、
比
較

的
そ
の
詳
細
は
知
ら
れ
て
こ
な

か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
膨

大
な
数
の
人
物
が
登
場
す
る
長

編
文
学
『
太
平
記
』
の
中
で
は
、

二
十
一
歳
で
戦
死
す
る
と
い
う

そ
の
生
涯
は
あ
ま
り
に
瞬
間
的

過
ぎ
た
の
だ
ろ
う
。

　
『
破
軍
の
星
』
は
基
本
的
に

そ
の
史
実
に
は
も
ち
ろ
ん
忠
実

に
、
し
か
し
悲
劇
的
な
だ
け
で

は
な
い
、
現
代
人
の
心
に
も
訴

え
か
け
る
男
た
ち
の
生
き
様
を

描
き
き
り
、
忘
れ
ら
れ
か
け
た

先
人
の
想
い
を
現
代
に
甦
ら
せ

た
一
つ
の
偉
業
と
も
言
え
よ
う
。

　

し
か
し
本
作
に
は
、
も
う
一

つ
重
要
な
、
思
い
が
け
ぬ
「
隠

し
味
」
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
こ
そ
が
、
本
稿
の
主
題
だ
。

　

実
は
、
顕
家
の
奥
羽
平
定
に

は
、
奥
羽
全
土
の
山
中
に
情
報

網
を
張
り
巡
ら
す
、
陰
の
支
配

者
が
一
役
買
っ
て
い
た
・
・
そ

れ
が
「
安
家
（
あ
っ
か
）
一
族

」
で
あ
る
。
安
家
は
地
名
や
洞

窟
名
と
し
て
岩
手
県
北
部
に
実

在
す
る
が
、
一
族
の
ル
ー
ツ
は

「
嘗
て
中
央
か
ら
独
立
し
た
力

と
組
織
を
持
っ
て
い
た
」
つ
ま

り
奥
州
藤
原
氏
で
あ
る
事
を
匂

わ
せ
な
が
ら
、
明
ら
か
に
は
し

て
い
な
い
。
即
ち
こ
れ
は
創
作

で
あ
り
、
本
作
唯
一
に
し
て
重

要
な
小
説
的
脚
色
な
の
だ
。

　

作
品
中
で
は
、
こ
の
安
家
一

族
の
長
・
利と

し
み
ち通
と
、
顕
家
の
対

談
場
面
が
数
度
あ
り
、
長
の
口

か
ら
一
族
代
々
、
奥
羽
を
一
つ

の
国
と
な
す
事
を
夢
見
て
き
た
、

と
い
う
告
白
が
な
さ
れ
る
。
安

家
は
、
未
だ
嘗
て
奥
羽
の
地
に

出
現
し
た
事
の
な
い
顕
家
と
い

う
逸
材
に
、
新
た
な
時
代
の
東

北
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
の
期
待

を
か
け
る
の
だ
。
以
下
、
本
文

か
ら
両
者
の
言
葉
を
抜
粋
す
る
。

「
国
と
は
何
か
を
考
え
た
な
ら
、

白
河
以
北
が
一
つ
の
国
で
あ
っ

て
も
、
不
思
議
は
あ
り
ま
す
ま

い
。」（
利
通
）

「
民
草
（
人
民
）
と
い
う
事
で

考
え
れ
ば
、
白
河
以
北
は
一
つ

の
独
立
し
た
国
で
あ
っ
た
方
が

い
い
」（
顕
家
・
心
中
独
白
）

「
そ
れ
（
朝
廷
）
が
日
本
の
中

心
で
あ
る
事
は
構
い
ま
す
ま
い
。

し
か
し
陸
奥
は
、
古
来
よ
り
の

日
本
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
全
く

別
の
国
で
あ
り
ま
し
た
。」　　

（
利
通
）

　

こ
う
し
た
対
話
の
中
、

「
危
険
す
ぎ
る
話
題
だ
。」

「
こ
の
話
題
に
興
味
を
示
し
な

が
ら
、
明
ら
か
に
警
戒
も
し
て

い
る
。」

と
い
っ
た
地
の
文
が
繰
り
返
し

挿
入
さ
れ
る
。
こ
れ
は
勿
論
、

対
談
に
臨
む
顕
家
自
身
が
感
じ

て
い
る
事
で
あ
ろ
う
し
、
ど
こ

か
現
代
を
生
き
る
作
者
自
身
が

読
者
そ
し
て
社
会
に
向
け
た
気

遣
い
、
つ
ま
り
は
他
な
ら
ぬ
現

代
人
が
「
危
険
す
ぎ
る
」
と
「

警
戒
」
す
る
話
題
で
あ
る
事
を

暗
示
し
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
。

　

こ
の
辺
り
、
ま
る
で
ま
さ
に

奥
州
藤
原
氏
の
興
亡
を
描
い
た

『
炎

ほ
む
ら

立
つ
』
の
続
編
を
読
む
か

の
よ
う
で
あ
る
（
実
は
『
破
軍

の
星
』
出
版
の
方
が
二
年
早
い

の
だ
が
）。
そ
の
作
者
・
高
橋

克
彦
は
自
身
東
北
人
の
誇
り
を

賭
け
て
書
き
き
っ
た
と
い
う
が
、

『
破
軍
の
星
』
の
作
者
・
北
方

謙
三
は
九
州
の
佐
賀
県
出
身
で

あ
る
。
小
学
生
時
代
に
神
奈
川

県
に
移
っ
た
と
は
い
え
、
何
故

こ
れ
ほ
ど
東
北
の
歴
史
の
基
層

を
踏
ま
え
た
重
厚
な
描
き
込
み

が
で
き
た
の
か
。
氏
は
、『
武

王
の
門
』『
楠
木
正
成
』
な
ど

歴
史
小
説
と
し
て
は
「
北
方
太

平
記
」
と
ジ
ャ
ン
ル
分
け
さ
れ

る
ほ
ど
に
南
北
朝
時
代
を
取
り

上
げ
た
作
品
が
多
く
、
お
そ
ら

く
の
め
り
込
ん
だ
時
代
の
、
そ

こ
に
生
き
る
様
々
な
人
物
の
立

場
に
成
り
き
り
、
命
を
削
っ
て

書
く
の
で
あ
ろ
う
。『
破
軍
の

星
』
を
書
く
時
、
彼
は
ま
さ
に

顕
家
と
同
じ
よ
う
に
他
地
方
の

人
間
な
が
ら
東
北
を
理
解
し
、

東
北
人
と
な
っ
て
い
た
の
か
も

知
れ
な
い
。

　

た
だ
、
確
か
に
奥
州
藤
原
氏

の
末
裔
の
存
在
は
顕
家
の
活
躍

に
説
得
力
を
、
そ
し
て
物
語
に

は
深
み
を
与
え
て
い
る
の
だ
が
、

私
は
敢
え
て
「
史
実
に
は
安
家

の
存
在
は
無
か
っ
た
で
あ
ろ
う
」

と
思
う
事
に
し
て
い
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
そ
の
部
分
は
創

作
な
の
だ
か
ら
当
然
な
の
だ
が
、

読
者
は
創
作
に
も
事
実
の
可
能

性
を
見
出
し
て
楽
し
む
も
の
で
、

そ
れ
を
否
定
す
る
の
は
辛
い
も

の
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ

う
で
も
し
な
い
と
、
史
実
ど
お

り
に
顕
家
が
二
度
目
の
出
兵
で

戦
死
し
、
結
果
的
に
安
家
一
族

が
、
そ
し
て
そ
の
後
の
奥
羽
・

東
北
が
失
っ
た
も
の
が
大
き
過

ぎ
る
事
に
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
。

　

顕
家
が
安
家
の
求
め
に
応
じ

て
腐
敗
し
た
朝
廷
を
捨
て
、
奥

羽
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
立
っ
て

い
た
ら
、
ど
う
な
っ
て
い
た
か
。

　

顕
家
の
元
で
戦
っ
た
武
将
に

は
伊
達
氏
七
代
目
・
行
朝
も
お

り
、
十
代
後
の
子
孫
・
政
宗
に

よ
る
仙
台
開
府
は
同
じ
く
あ
っ

た
か
も
知
れ
な
い
が
・
・
そ
も

そ
も
、
再
び
奥
羽
が
一
つ
に
統

治
さ
れ
た
な
ら
ば
、
東
北
の
地

に
適
合
し
た
政
策
が
行
わ
れ
て
、

そ
の
後
徳
川
幕
府
に
よ
る
分
割

統
治
に
至
る
ま
で
の
稲
作
の
強

要
、
度
重
な
る
飢
饉
に
よ
る
弱

体
化
も
抑
え
ら
れ
、
戊
辰
戦
争

に
お
け
る
分
断
も
敗
北
も
な
か

っ
た
か
も
知
れ
な
い
・
・
そ
の

よ
う
な
諸
々
を
夢
想
す
れ
ば
、

顕
家
が
自
ら
の
可
能
性
を
振
り

切
っ
て
二
度
目
の
遠
征
を
敢
行

し
、
犬
死
に
に
近
い
最
期
を
遂

げ
る
事
が
い
か
に
無
念
な
事
か
、

そ
の
喪
失
感
は
計
り
知
れ
な
い

の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
こ
で
疑
わ
れ
ね

ば
な
ら
ぬ
事
が
三
つ
は
あ
る
。

一
つ
目
は
、
北
畠
顕
家
が
本
当

に
そ
れ
ほ
ど
の
逸
材
で
あ
っ
た

の
か
、
で
あ
る
。
ま
ず
史
実
か

ら
見
て
顕
家
が
武
略
・
政
略
的

に
優
れ
た
、
類
稀
な
資
質
の
持

ち
主
で
あ
っ
た
事
は
確
か
だ
。

し
か
し
彼
が
後
醍
醐
帝
の
失
政

を
諌
め
た
奏
上
文
に
は
「
身
分

の
低
い
者
に
は
官
位
を
与
え
る

べ
き
で
は
な
い
」
と
の
主
張
が

あ
り
、
貴
族
の
立
場
か
ら
の
差

別
意
識
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の

展
望
の
限
界
を
示
唆
す
る
意
見

が
多
い
。
た
だ
私
に
は
、
帝
が

官
爵
を
乱
発
し
た
軽
率
さ
が
世

の
乱
れ
を
招
い
た
事
か
ら
出
さ

れ
た
諌
奏
で
は
な
い
か
と
も
思

わ
れ
、
こ
れ
だ
け
で
は
顕
家
に

露
骨
な
差
別
意
識
が
あ
っ
た
か

ど
う
か
は
証
明
で
き
な
い
よ
う

に
思
う
。
天
皇
へ
の
怒
り
を
素

直
に
表
明
し
た
奏
上
文
か
ら
は
、

身
分
と
い
う
も
の
を
ど
こ
か
冷

徹
に
見
据
え
て
い
た
側
面
も
読

み
取
れ
る
。
と
は
い
え
、
朝
廷

を
最
上
の
存
在
と
す
る
信
念
が

あ
っ
て
こ
そ
、
東
北
人
の
多
大

な
犠
牲
を
伴
な
う
遠
征
を
二
度

に
渡
り
決
行
で
き
た
の
で
あ
ろ

う
し
、
こ
の
事
か
ら
も
、
東
北

を
一
つ
の
国
と
し
自
ら
が
治
め

る
、
な
ど
と
い
う
ビ
ジ
ョ
ン
は

若
き
公
卿
の
心
に
育
っ
て
は
い

な
か
っ
た
、
と
判
断
す
る
の
が

妥
当
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
だ
。

　

二
つ
目
は
、何
故
、東
北
勢
が

顕
家
に
あ
れ
ほ
ど
心
酔
し
、
従

っ
た
の
か
、
で
あ
る
。（
奥
州
に

も
敵
勢
力
は
根
強
か
っ
た
が
）

ま
ず
、
彼
が
中
央
か
ら
派
遣
さ

れ
た
存
在
で
あ
る
事
。
そ
し
て

当
初
か
ら
、
東
北
全
体
を
見
渡

す
必
要
の
あ
る
立
場
だ
っ
た
事
、

こ
の
二
点
だ
ろ
う
。
た
と
え
逸

材
で
あ
ろ
う
と
、
地
元
人
で
し

か
も
一
地
域
の
主
に
過
ぎ
な
い

伊
達
や
南
部
の
元
で
は
、
東
北

人
は
一
丸
に
は
な
ら
な
い
。
そ

れ
は
現
在
の
、
行
政
が
分
割
さ

れ
た
東
北
で
も
同
様
で
あ
る
。

中
央
か
ら
の
圧
倒
的
な
権
威
に

平
伏
し
、
靡
い
て
い
く
・
・
東

北
人
の
等
閑
な
ら
ざ
る
問
題
点

も
ま
た
、
こ
こ
に
は
浮
き
彫
り

に
な
っ
て
い
る
気
が
す
る
の
だ
。

　

三
つ
目
は
、
そ
も
そ
も
「
稀

代
の
リ
ー
ダ
ー
」
の
出
現
を
、

私
た
ち
は
待
ち
続
け
る
だ
け
で

良
い
の
か
、
そ
れ
し
か
な
い
の

か
、
と
い
う
事
で
あ
る
。
安
家

一
族
は
、
何
代
に
も
渡
っ
て
培

っ
た
組
織
力
と
、
伊
達
や
南
部

に
は
な
い
東
北
全
体
を
把
握
し

た
世
界
観
を
持
っ
て
い
た
。
に

も
関
わ
ら
ず
、
彼
ら
は
顕
家
レ

ベ
ル
の
逸
材
の
出
現
を
待
ち
続

け
て
い
た
。
も
し
彼
ら
が
実
在

し
て
い
た
な
ら
、
そ
の
よ
う
な

途
方
も
な
い
年
月
を
浪
費
し
て

終
わ
る
よ
う
な
、
不
毛
な
道
を

選
ぶ
だ
ろ
う
か
？　

　
『
破
軍
の
星
』
を
読
み
、
東

北
人
が
気
づ
か
ね
ば
な
ら
な
い

の
は
、「
安
家
一
族
は
既
に
、

必
要
な
も
の
を
全
て
持
っ
て
い

た
」
と
い
う
事
だ
。
東
北
全
体

を
見
据
え
る
視
点
と
、
独
立
の

為
の
豊
か
な
人
材
と
国
土
。
そ

れ
に
気
づ
か
な
い
よ
う
に
山
に

隠
れ
て
い
る
・
・
ま
る
で
現
代

の
東
北
人
を
映
す
鏡
の
よ
う
だ
。

　

も
は
や
、
北
畠
顕
家
の
出
現

を
待
つ
必
要
な
ど
な
い
。
そ
れ

は
、
現
代
の
私
た
ち
東
北
人
も
、

実
は
同
じ
な
の
で
は
な
い
か
？

そ
う
問
う
て
み
た
い
気
が
、
私

は
し
て
い
る
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
、
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
ひ
と
つ
の
国
と
な
す
事
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花と蝶

ヒカリゴケ

SL 銀河　平倉　足ヶ瀬間 神楽衆

蛇滝 オオバギボウ

ギンリョウソウ

小金が増えそう

シリーズ 遠野の自然

「遠野の立秋」

遠野 1000 景より

　

今
年
の
夏
は
、
振
れ
幅
の
大

き
な
天
候
激
変
に
振
り
回
さ
れ

た
。
七
月
か
ら
八
月
に
か
け
て

の
猛
暑
か
ら
、
そ
の
後
は
一
転
、

全
国
的
に
大
雨
が
続
き
、
い
つ

の
間
に
か
涼
し
い
夏
に
変
化
し

て
い
っ
た
。

　

八
月
七
日
は
二
十
四
節
季
で

は
立
秋
で
は
あ
る
が
、
あ
ま
り

に
も
早
す
ぎ
る
変
化
で
あ
る
。

　

遠
野
も
例
外
で
は
な
い
。
つ

い
先
ご
ろ
ま
で
三
十
度
越
え
が

続
い
た
が
、
一
転
し
て
最
高
で

も
二
十
度
台
前
半
、
最
低
は
十

度
台
の
秋
模
様
と
な
っ
て
い
る
。

　

今
回
号
の
写
真
は
テ
ー
マ
が

さ
ま
ざ
ま
で
に
ぎ
や
か
で
あ
る
。

　

ユ
リ
に
留
ま
っ
た
蝶
の
羽
の

色
が
鮮
や
か
で
あ
り
、
ヒ
カ
リ

ゴ
ケ
も
妖
し
く
光
っ
て
い
る
。

　

ギ
ン
リ
ョ
ウ
ソ
ウ
や
オ
オ
バ

ギ
ボ
ウ
シ
の
形
状
が
面
白
い
。

　

夏
祭
り
な
の
か
、
神
楽
衆
の

子
供
た
ち
が
愛
ら
し
い
。
コ
ガ

ネ
ム
シ
の
つ
が
い
の
シ
ョ
ッ
ト

も
か
わ
い
ら
し
い
。

　

SL
銀
河
と
煙
の
色
と
ひ
ま
わ

り
の
黄
色
が
好
対
照
だ
。

　

蛇
滝
の
曲
が
り
く
ね
っ
た
流

れ
が
涼
し
さ
を
伝
え
て
い
る
。
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遠野祭り―鹿踊り

遠野祭り―南部踊り

　

東
北
の
祭
り
と
い
え
ば
、
青

森
ね
ぶ
た
、
秋
田
竿
灯
、
仙
台

七
夕
が
有
名
で
す
。
あ
る
い
は
、

こ
の
三
大
祭
り
に
、
岩
手
の
さ

ん
さ
踊
り
と
山
形
の
花
笠
ま
つ

り
、
福
島
の
わ
ら
じ
祭
り
を
加

え
た
六
大
祭
り
が
す
べ
て
と
思

わ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
、
東
北
の
祭
り
は
そ

れ
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
他

に
も
多
く
の
祭
り
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
記
事
で
は
そ
の
ほ
ん
の
一

部
だ
け
を
お
伝
え
し
ま
す
。

　

青
森
ね
ぶ
た
の
影
に
隠
れ
た

感
の
あ
る
弘
前
ね
ぷ
た
は
、
筆

者
の
好
き
な
夏
祭
り
で
す
。

　

青
森
ね
ぶ
た
の
よ
う
な
巨
大

な
山
車
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
よ

り
地
域
に
密
着
し
た
ア
ッ
ト
ホ

ー
ム
な
祭
り
で
す
。

　

相
馬
野
馬
追
は
勇
壮
な
祭
り

で
す
。
祭
り
と
い
う
よ
り
、
神

事
的
要
素
が
強
く
、
ま
た
、
戦

国
時
代
の
騎
馬
武
者
姿
が
凛
々

し
い
祭
り
で
す
。

　

石
巻
川
開
き
祭
り
は
花
火
が

有
名
で
す
が
、
も
と
も
と
は
、

供
養
祭
や
川
施
餓
鬼
供
養
祭
な

ど
の
祭
典
行
事
か
ら
ス
タ
ー
ト

し
た
祭
り
で
あ
り
、
東
北
大
震

災
後
の
再
開
に
あ
た
っ
て
は
、

ま
さ
に
犠
牲
者
供
養
の
祭
り
と

な
り
ま
し
た
。

　

北
上
み
ち
の
く
芸
能
ま
つ
り

は
、
近
隣
の
郷
土
芸
能
百
団
体

以
上
が
一
堂
に
会
す
る
見
ご
た

え
の
あ
る
祭
り
で
す
。

　

こ
れ
ら
は
、
残
念
な
が
ら
、

こ
の
新
聞
発
行
時
に
は
終
了
し

て
お
り
ま
す
が
、
遠
野
祭
り
は

九
月
中
旬
開
催
で
す
。
遠
野
市

民
の
大
半
が
参
加
す
る
町
ぐ
る

み
の
祭
り
で
あ
り
、
一
度
は
見

て
お
く
べ
き
祭
り
で
す
。

東北の夏・秋祭り情報

これから間に合う秋祭り
来年夏に予定する夏祭り

ねぶた / 七夕 / 竿灯だけではない

見ごたえある祭りが盛りだくさん

それらのほんの一部だけご紹介

遠野祭り 9 月 16/17 日（2017）

【アクセス】東北新幹線花巻駅→釜石線・遠野駅
【時間】9/16（土）10：30 ～ 21：00　
　　　9/17（日）12：00 ～ 16：30　

【会場】9/16（土）遠野市街地／ 9/17（日）遠野郷

八幡宮　＊詳細は遠野市 HP 参照

遠野市の郷土芸能（神楽、太神楽、田植え

踊り、南部ばやし、しし踊り、さんさ踊り

等）が各地区から集まり、見ごたえ抜群

弘前ねぷた 8 月 1 〜 7 日（2017）

【アクセス】　東北新幹線新青森駅→奥羽本線・
弘前駅　

【時間】8/1 〜 6 は 7：00PM 〜、
　　　  8/7 は 10：00AM 〜　

【会場】青森県弘前市内

三国志や水滸伝などの武者絵を題材と
した大小約 80 台の勇壮華麗なねぷた
が、城下町弘前を練り歩く夏まつり。青
森ねぶたとは一味違う地域に密着した
アットホームな祭り。

相馬野馬追 7 月 29/30/31 日
（2017）

【アクセス】　JR 福島駅→相馬方面行きバス 90 分
【時間】早朝からの催しもあるがほぼ 9：30AM から　　

【会場】福島県南相馬市原ノ町各所、その周辺

主な神事としては、雲雀ヶ原祭場地にお
いて行われる ｢ 甲冑競馬 ｣ と ｢ 神旗争
奪戦 ｣、街を騎馬武者が行進する ｢ お行
列 ｣、馬を追って素手で捕らえる ｢ 野馬
懸 ｣ からなります。

石巻川開き祭り 7/31/8/1
（2017）

【アクセス】　JR 仙台駅→仙石線・石巻駅
【時間】7/31 の供養花火は 7：45PM 開始　

【会場】供養花火は北上川河口「中瀬」

花火等のイベントを前に、供養祭や川施
餓鬼供養祭などの祭典行事が厳粛にと
り行われ、川の恵みに感謝するととも
に、ご先祖様の供養のために始まったお
祭りです。

北上みちのく芸能まつり
 8/4・5・6 日（2017）

【アクセス】　東北新幹線北上駅
【時間】8/4：18：00 ～ 20：30、
　　　  8/5：11：00 ～ 20：30
　　　  8/6：10：00 ～ 20：45　

【会場】北上駅前など

日本の民俗芸能を代表する「鬼剣舞」「鹿
踊」をはじめ「神楽」「田植踊」など 100
余団体が一堂に会し、街のあちらこちら
で芸能を見ることができます。
　　


