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金取遺跡発掘の石器

第 31 回　東北日本の旧石器を語る会　岩手大会

た
い
と
思
う
。

　

あ
の
大
震
災
か
ら
今
年
の
三

月
十
一
日
で
満
七
年
を
迎
え
る

に
あ
た
っ
て
、
一
年
経
つ
た
び

に
反
復
さ
れ
る
定
型
の
ご
挨
拶

で
は
な
く
、
も
う
一
度
、
震
災

発
生
直
後
に
立
ち
返
っ
て
、
目

指
す
べ
き
被
災
地
復
興
の
形
を

再
確
認
し
た
い
と
考
え
た
上
で

の
、
大
胆
な
切
り
込
み
方
で
あ

る
と
ご
理
解
い
た
だ
き
た
い
。

　

も
う
す
ぐ
七
年
と
い
う
長
い

時
間
が
経
過
し
、
記
憶
の
鮮
明

さ
も
薄
れ
は
じ
め
た
今
だ
か
ら

こ
そ
、
あ
の
と
き
に
口
々
に
言

っ
て
い
た
、
未
曽
有
の
大
災
害

を
乗
り
越
え
る
た
め
の
抜
本
的

な
復
興
の
形
を
思
い
起
こ
さ
ね

ば
な
ら
な
い
と
痛
切
に
思
う
。

　

こ
の
ま
ま
流
れ
の
ま
ま
に
復

旧
作
業
を
続
け
て
い
た
ら
、「
周

回
遅
れ
」
の
復
旧
し
か
獲
得
で

き
な
い
だ
ろ
う
。

　

も
う
一
度
、
被
災
地
復
興
の

根
本
思
想
を
練
り
直
し
、
さ
ら

に
そ
の
ベ
ー
ス
と
し
て
の
東
北

近
隣
諸
国
か
ら
数
多
く
参
加
す

る
本
格
的
な
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で

あ
っ
た
が
、
ア
マ
チ
ュ
ア
愛
好

家
も
参
加
し
て
よ
い
と
い
う
こ

と
で
、
以
前
か
ら
金
取
遺
跡
に

興
味
が
あ
っ
た
筆
者
は
喜
び
勇

ん
で
参
加
し
た
。

　

メ
イ
ン
イ
ベ
ン
ト
は
二
日
目

の
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
金
取

遺
跡
と
東
ア
ジ
ア
前
期
旧
石

器
」
で
あ
っ
た
。

「
東
北
日
本
の
旧
石
器

を
語
る
会
・
岩
手
大

会
」
参
加

　

昨
年
十
二
月
半
ば
、
岩
手
県

遠
野
市
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た

「
第
31
回　

東
北
日
本
の
旧
石

器
を
語
る
会　

岩
手
大
会
」
に
、

こ
の
分
野
の
素
人
の
筆
者
な
が

ら
図
々
し
く
参
加
し
た
。

　

国
内
外
の
前
期
旧
石
器
時
代

の
研
究
者
た
ち
が
全
国
お
よ
び

 新年号企画　「東北アイデンティティー発掘」
【“東北先史時代学”の提唱】

震
災
発
生
七
年
目
の
新

年
に
あ
た
っ
て

　

東
北
の
復
興
を
支
援
す
る
新

聞
の
新
年
号
ト
ッ
プ
紙
面
で
、

唐
突
に
前
期
旧
石
器
時
代
を
語

り
だ
し
、
ま
た
旧
石
器
時
代
の

石
器
写
真
が
た
く
さ
ん
登
場
し

た
こ
と
に
戸
惑
い
を
感
じ
ら
れ

る
読
者
も
お
ら
れ
る
か
も
し
れ

な
い
の
で
、
少
し
言
い
訳
を
し

復
興
の
目
指
す
方
向
を
明
確
に

す
べ
き
で
あ
る
と
思
う
。

あ
ら
た
め
て
東
北
と
は

何
か
を
問
う

　

そ
こ
で
、
根
本
か
ら
考
え
直

す
た
め
の
最
も
ふ
さ
わ
し
い
原

点
中
の
原
点
ま
で
遡
っ
て
み
よ

う
と
い
う
投
げ
か
け
を
行
い
た

い
の
で
あ
る
。

　

被
災
地
の
復
興
、
東
北
の
復

興
と
は
何
か
と
問
わ
れ
て
、
多

く
の
関
係
者
の
合
点
が
い
く
答

え
は
ま
だ
見
つ
か
っ
て
い
な
い

と
筆
者
は
考
え
る
。

　

い
ま
、
東
北
の
近
現
代
か
ら

の
発
想
と
い
っ
て
も
、
そ
の
歴

史
は
勝
者
側
の
論
理
で
塗
り
替

え
ら
れ
て
い
る
し
、
東
北
人
は

何
か
と
問
わ
れ
て
も
、「
混
血
」

と
「
流
入
」
を
重
ね
た
挙
句
、

純
然
た
る
東
北
人
の
名
残
も
存

在
し
な
い
と
こ
ろ
で
、
そ
う
し

た
ア
ン
グ
ル
か
ら
満
足
で
き
る

回
答
な
ど
出
せ
る
わ
け
が
な
い
。

　

ま
た
東
北
文
化
と
い
っ
て
も
、

こ
れ
だ
と
言
え
る
も
の
も
的
確

に
指
し
示
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
れ
ほ
ど
純
粋
な
形
で
東
北
文

化
が
保
持
さ
れ
、
思
想
化
さ
れ

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　

ま
た
、
た
と
え
答
え
を
出
し

た
と
し
て
も
、
東
北
各
県
の
答

え
が
ば
ら
ば
ら
で
は
、
そ
も
そ

も
「
東
北
と
は
？
」
と
い
う
設

問
そ
の
も
の
が
ま
ち
が
い
と
な

る
。

　

こ
う
し
た
問
い
に
対
す
る
答

え
探
し
の
た
め
に
、
い
っ
た
い

ど
こ
に
確
実
に
出
発
で
き
る
原

点
が
あ
る
の
か
、
そ
こ
か
ら
復

興
ビ
ジ
ョ
ン
を
再
構
成
す
る
原

点
は
存
在
し
な
い
の
で
は
な
い

か
と
思
っ
て
い
た
矢
先
、
願
っ

て
も
な
い
原
点
候
補
が
見
つ
か

っ
た
の
で
あ
る
。

　

ま
こ
と
に
唐
突
で
、
い
き
な

り
の
大
飛
躍
で
は
あ
る
が
、
そ

れ
は
東
北
前
期
旧
石
器
時
代
で

あ
る
と
の
主
張
で
あ
る
。

負
け
続
け
で
は
な
い
輝
か

し
い
時
代
を
復
興
基
盤
に

　

筆
者
も
、
大
震
災
以
来
、
東

北
の
歴
史
に
つ
い
て
い
ろ
い
ろ

考
え
て
み
た
。

　

東
北
の
歴
史
で
ま
ず
思
い
浮

か
ぶ
の
が
明
治
維
新
前
夜
で
あ

る
。
し
か
し
、
あ
の
時
点
か
ら

東
北
は
負
け
続
け
て
い
る
。

　

ほ
ぼ
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
お
い

て
、「
白
河
以
北
一
山
百
文
」

が
念
入
り
に
浸
透
し
て
い
る
。

　

こ
れ
を
逐
一
フ
ォ
ロ
ー
し
て

い
く
と
気
が
滅
入
る
ば
か
り
で

あ
る
。

　

ま
た
、
江
戸
時
代
も
恵
ま
れ

て
は
い
な
い
。
中
央
に
搾
取
さ

れ
、
負
け
続
け
、
必
死
に
耐
え

る
場
面
だ
け
が
続
い
て
い
る
。

　

さ
ら
に
時
代
を
遡
っ
て
も
、

平
安
初
期
の
大
和
政
権
に
よ
る

侵
略
以
来
、
東
北
は
ず
っ
と
負

け
続
け
て
い
る
の
だ
。

　

そ
の
負
け
続
け
の
歴
史
を
、

東
北
復
興
ビ
ジ
ョ
ン
の
基
層
に

宮城県生まれ、 64 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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な
い
が
、
確
か
に
存
在
し
た
。

　

そ
の
た
め
に
は
、
歴
史
を
か

な
り
遡
る
必
要
が
あ
る
。

縄
文
時
代
で
は
な
く
前
期

旧
石
器
時
代
開
始
の
東
北

　

縄
文
遺
跡
が
東
北
に
密
集
し

て
い
る
こ
と
は
周
知
の
事
実
で

あ
る
。

据
え
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

　

東
北
の
復
興
に
あ
た
っ
て
は
、

既
存
の
負
け
続
け
の
路
線
を
き

っ
ぱ
り
遮
断
し
た
い
の
で
あ
る
。

　

も
っ
と
輝
か
し
い
時
代
を
探

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

で
は
東
北
に
輝
か
し
い
時
代

は
あ
っ
た
か
と
疑
問
に
思
わ
れ

る
方
々
も
お
ら
れ
る
か
も
し
れ

　

縄
文
時
代
は
一
万
年
以
上
も

の
長
き
に
亘
っ
て
続
い
た
世
界

で
も
稀
有
な
時
代
で
あ
る
が
、

そ
の
時
代
は
、
日
本
の
人
口
が

東
日
本
に
集
中
し
て
お
り
、
な

か
で
も
東
北
に
集
中
し
て
い
た

時
期
が
あ
る
。

　

人
口
が
集
中
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
は
、
最
先
端
文
化
を
も

　

悪
影
響
は
そ
れ
だ
け
で
は
な

く
、
従
来
の
定
説
を
越
え
る
時

代
の
発
見
や
発
掘
成
果
を
認
め

る
こ
と
に
ど
の
研
究
者
も
超
保

守
的
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

　

科
学
的
に
ほ
ぼ
確
実
と
思
わ

れ
る
成
果
に
も
疑
問
符
を
つ
け

て
、
時
代
判
定
論
議
に
及
び
腰

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。

　

特
に
こ
の
金
取
遺
跡
の
年
代

測
定
に
も
大
き
く
現
れ
て
い
る
。

　

さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
の
検

証
作
業
に
よ
り
、
ど
ん
な
に
低

く
見
積
も
っ
て
も
現
在
か
ら

八
万
年
前
の
遺
跡
で
あ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
そ
う
断
言
せ
ず
、

あ
く
ま
で
も
可
能
性
が
あ
る
と

し
か
言
わ
ず
、
石
器
の
年
代
判

定
に
は
も
っ
と
材
料
を
集
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
だ
。

　

そ
の
結
果
、
前
期
旧
石
器
時

代
の
か
く
も
重
要
な
遺
跡
や
発

掘
物
へ
の
注
目
度
が
低
い
ま
ま

な
の
で
あ
る
。

　

こ
の
遺
跡
の
重
要
性
は
、
日

本
国
内
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
。

当
時
の
東
ア
ジ
ア
の
人
類
の
痕

跡
を
ト
レ
ー
ス
す
る
意
味
で
も

か
な
り
重
要
で
あ
り
、
さ
ら
に

は
、
ア
フ
リ
カ
を
出
て
か
ら
の

現
生
人
類
の
足
跡
を
調
べ
る
に

も
重
要
な
側
面
を
有
し
て
い
る
。

　

そ
れ
が
、
東
北
の
岩
手
の
遠

野
に
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

東
北
の
原
点
発
掘
活
動

…
東
北
先
史
時
代
学
の

提
唱

　

し
か
し
、
東
北
復
興
は
前
期

旧
石
器
時
代
と
は
直
接
の
関
係

は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う

批
判
も
聞
こ
え
て
き
そ
う
だ
が
、

け
っ
し
て
そ
う
で
は
な
い
。

　

復
興
ビ
ジ
ョ
ン
立
案
に
関
し

て
、
巨
大
な
自
然
災
害
対
策
を

考
え
る
際
に
も
、
現
代
人
の
近

視
眼
思
考
か
ら
離
れ
て
ロ
ン
グ

ス
パ
ン
の
東
北
の
歴
史
を
語
る

と
き
に
も
、
こ
こ
が
原
点
で
あ

る
と
の
認
識
を
、
少
な
く
と
も

東
北
内
で
共
有
し
た
い
も
の
だ
。

　

ま
た
、
そ
こ
か
ら
東
北
が
始

ま
っ
た
だ
け
で
な
く
、
日
本
が

始
ま
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
後

ど
う
な
っ
て
い
っ
た
の
か
を
、

多
く
の
研
究
家
に
研
究
し
て
も

ら
い
、
復
興
ビ
ジ
ョ
ン
策
定
に

役
立
て
て
欲
し
い
。

　

そ
し
て
、
被
災
地
復
興
に
も
、

東
北
復
興
に
も
、
こ
の
原
点
を

踏
ま
え
た
観
点
を
忘
れ
な
い
で

欲
し
い
と
願
う
。

　

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
、
金
取
遺

跡
は
、
考
古
学
の
対
象
と
し
て

の
遺
跡
だ
け
で
な
く
、
新
た
な

東
北
文
化
の
掘
り
起
こ
し
の
原

点
と
し
て
も
欲
し
い
。

　

そ
し
て
金
取
遺
跡
を
出
発
点

と
し
て
東
北
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
ー
発
掘
に
も
つ
な
げ
て
欲

し
い
。

　

ま
た
、
東
北
復
興
の
基
盤
思

想
と
し
て
位
置
づ
け
て
欲
し
い
。

　

最
後
に
、「
東
北
学
」
と
い

う
東
北
地
方
の
、
文
化
、
地
理
、

歴
史
、
経
済
的
な
学
際
的
総
合

研
究
が
あ
る
が
、
そ
れ
と
は
別

に
、【
東
北
先
史
時
代
学
】
を

新
年
に
あ
た
り
提
唱
し
た
い
と

思
う
。

誕
生
さ
せ
や
す
い
。
い
わ
ば
、

東
北
が
当
時
の
日
本
の
先
駆
け

を
担
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
そ
の
時
代
に
先
行

す
る
前
期
旧
石
器
時
代
が
存
在

し
、
有
名
な
遺
跡
が
あ
る
こ
と

は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
。

　

そ
れ
は
岩
手
県
遠
野
市
宮
守

町
の
「
金
取
遺
跡
」
で
あ
る
。

　

こ
の
遺
跡
は
今
か
ら
八
－

九
万
年
前
の
遺
跡
と
も
い
わ
れ
、

さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
研
究
さ

れ
て
き
た
日
本
最
古
級
の
前
期

旧
石
器
時
代
遺
跡
で
あ
る
。

　

も
っ
と
端
的
に
い
え
ば
、
日

本
の
人
類
痕
跡
の
最
初
で
あ
る
。

石
器
ね
つ
造
事
件
を
越

え
て
の
金
取
遺
跡

　

そ
れ
に
し
て
も
、
こ
の
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
で
も
何
度
も
言
及
さ

れ
た
、
あ
の
有
名
な
「
旧
石
器

ね
つ
造
事
件
」
の
悪
影
響
は
計

り
知
れ
な
い
。
そ
の
せ
い
で
、

日
本
の
前
期
旧
石
器
時
代
研
究

は
大
き
く
遅
れ
た
。

金取遺跡研究発表のひとこま　②

陳列された旧石器時代石器　②

陳列された旧石器時代石器　④

金取遺跡研究発表のひとこま　①

金取遺跡研究発表資料

陳列された旧石器時代石器　①

陳列された旧石器時代石器　③



2018 年 （平成 30 年） 1 月 16 日 （火曜日）　　第 68 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.

郷土料理愛好家　
　　　　松本由美子氏

豪華版サラダ

《白花豆と
サーモン、
ルッコラ
のサラダ》

『材料』　�白花豆 (乾燥 )100g、スモークサーモン�4枚、玉ねぎ�1/4個、ルッコラ�1/2束、

黒オリーブ�(輪切り)15g　　ードレッシング材料ー��粉チーズ�大2、アンチョ

ビ�( たたき刻む )2枚、オリーブ油�大 3、白ワインビネガー大 1、塩�小 1/4、

コショウ、おろしニンニク

『作り方』　
①白花豆は、40 〜 50 分茹でます。�②玉ねぎは千切りにして、水に晒します。③ド

レッシングは分量を合わせます。�④サーモンは半分にカットします。⑤材料を合わ

せ、ドレッシングをかけて黒オリーブとルッコラを載せます。

白花豆にサーモンやオリーブの塩分が合います。とても豪華に見えるサラダです。（松本談）

新年初の開催
第31回　三陸酒海鮮会

2018.2.3 渋谷焚火家

　

新
年
初
の
三
陸
酒
海
鮮
会
は
、

節
分
の
日
の
二
月
三
日
に
開
催

さ
れ
ま
す
。

　

こ
の
会
は
２
０
１
３
年
四
月

を
第
一
回
と
し
て
、
次
回
で

三
十
一
回
目
を
数
え
、
足
掛
け

六
年
に
亘
る
ロ
ン
グ
ラ
ン
の
三

陸
支
援
の
会
と
な
っ
て
お
り
ま

す
。

　

こ
の
間
、
開
催
場
所
の
渋

谷
・
焚
火
家
の
オ
ー
ナ
ー
や
ス

タ
ッ
フ
の
方
々
に
支
え
ら
れ
、

ま
た
数
多
く
の
ご
参
加
い
た
だ

い
た
方
々
に
支
え
ら
れ
て
こ
こ

ま
で
ま
い
り
ま
し
た
。

　

今
後
も
引
き
続
き
、
こ
の
会

の
存
続
と
三
陸
被
災
地
復
興
支

援
の
た
め
に
、
ぜ
ひ
ご
支
援
の

ほ
ど
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

東北地酒ラインアップ

ほや飯 写楽

豪華なお刺身

水産業再興のため
の料理レシピ紹介

第41回 
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玉
虫
左
太
夫
を
扱
っ
た

小
説

　
「
竜
は
動
か
ず
～
奥
羽
越
列

藩
同
盟
顛
末
」（
上
下
巻
、
上

田
秀
人
、
講
談
社
）
は
、
幕
末

に
活
躍
し
た
仙
台
藩
士
、
玉
虫

左
太
夫
を
描
い
た
小
説
で
あ
る
。

こ
の
歴
史
の
谷
間
に
埋
も
れ
て

し
ま
っ
た
玉
虫
左
太
夫
と
い
う

名
前
を
、
聞
い
た
こ
と
は
あ
る

と
い
う
人
は
仙
台
に
住
ん
で
い

る
人
の
中
に
は
割
と
多
い
の
で

は
な
い
か
と
思
う
が
、
彼
が
為

し
た
業
績
を
言
い
表
せ
る
人
は

そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

　

玉
虫
左
太
夫
に
つ
い
て
は
、

本
紙
第
８
号
で
早
く
も
大
川
真

氏
が
述
べ
て
い
る
。
そ
の
中
で

氏
は
、「
奥
羽
越
列
藩
同
盟
の

『
集
議
』
重
視
の
政
治
シ
ス
テ

ム
は
、
明
治
維
新
の
『
敗
者
』

＝
『
遅
れ
た
』『
敗
れ
た
』
地

域
で
あ
る
東
北
に
も
先
進
的
な

政
治
構
想
が
存
在
し
て
い
る
こ

と
の
証
左
と
言
い
う
る
」
と
指

摘
し
た
上
で
、
玉
虫
左
太
夫
を

そ
の
奥
羽
越
列
藩
同
盟
の
「
中

心
的
な
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
の
一

人
」
と
位
置
付
け
て
い
る
。
そ

し
て
、
玉
虫
左
太
夫
の
書
簡
に

あ
る
「
人
心
ヲ
和
シ
上
下
一
致

ニ
セ
ン
コ
ト
ヲ
論
ス
」
と
い
っ

た
内
容
を
紹
介
し
て
、「
当
時

と
し
て
は
画
期
的
な
内
容
が
盛

り
込
ま
れ
て
い
る
。
そ
し
て
ほ

と
ん
ど
看
過
さ
れ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
先
進
的

な
政
策
が
幕
末
の
東
北
で
提
言

さ
れ
て
い
る
こ
と
は
震
災
後
で

大
き
な
意
味
を
持
つ
と
私
は
信

ず
る
」
と
結
ん
で
い
る
。

小
説
の
中
の
玉
虫
左
太
夫

　

本
書
で
描
か
れ
る
玉
虫
左
太

夫
は
以
下
の
よ
う
な
人
物
で
あ

る
。
―
―
仙
台
藩
の
下
級
武
士

で
、
学
問
を
究
め
る
た
め
に
脱

藩
し
て
江
戸
に
出
奔
。
苦
労
を

重
ね
る
が
、
後
に
幕
府
直
轄
の

教
学
機
関
で
あ
る
昌
平
坂
学
問

所
の
長
官
と
な
る
林
復
斎
に
見

出
さ
れ
、
林
の
紹
介
で
仙
台
藩

の
儒
学
者
・
大
槻
磐
渓
と
邂
逅

し
、
大
槻
の
推
挙
で
仙
台
藩
主

伊
達
慶
邦
と
の
目
通
り
も
叶
う
。

林
の
推
挙
で
堀
織
部
正
の
従
者

と
し
て
蝦
夷
地
を
視
察
し
、
条

約
の
批
准
に
渡
米
す
る
外
国
奉

行
新
見
豊
前
守
の
従
者
と
し
て

太
平
洋
を
渡
っ
て
ア
メ
リ
カ
に

上
陸
し
、
そ
の
後
ア
フ
リ
カ
、

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
を
経
由
し
て
世

界
一
周
し
て
日
本
に
帰
国
。
そ

の
際
に
見
聞
き
し
た
こ
と
の
詳

細
な
記
録
を
「
航
米
日
録
」
と

し
て
ま
と
め
る
。
勝
海
舟
や
坂

本
龍
馬
と
交
流
を
持
ち
、
松
平

春
嶽
や
久
坂
玄
瑞
と
も
接
触
、

仙
台
藩
の
命
で
風
雲
急
を
告
げ

る
京
洛
の
動
静
を
探
る
。
大
政

奉
還
後
、
新
政
府
か
ら
会
津
討

伐
を
命
ぜ
ら
れ
る
に
際
し
て
、

仙
台
藩
を
中
心
に
旧
幕
府
に
匹

敵
す
る
総
石
高
２
６
０
万
石
の

奥
羽
越
列
藩
同
盟
結
成
の
た
め

に
奔
走
、
盟
約
づ
く
り
に
も
関

与
す
る
。
同
盟
崩
壊
、
仙
台
藩

降
伏
後
、
仙
台
藩
の
反
佐
幕
派

に
よ
っ
て
切
腹
さ
せ
ら
れ
る
。

　

小
説
の
中
で
玉
虫
左
太
夫
は
、

「
日
本
は
忠
義
を
芯
と
し
、
礼

節
を
重
ん
じ
、
受
け
た
恩
を
忘

れ
ぬ
国
で
ご
ざ
い
ま
す
る
」
と

主
張
す
る
。
日
本
で
は
手
柄
を

立
て
て
与
え
ら
れ
た
禄
や
庇
護

は
代
を
重
ね
て
子
々
孫
々
ま
で

受
け
継
い
で
い
け
る
と
い
う
保

障
が
あ
る
お
か
げ
で
、
武
士
は

安
心
し
て
戦
場
に
赴
け
た
わ
け

で
、
自
分
が
討
ち
死
に
し
て
も
、

跡
継
ぎ
さ
え
い
れ
ば
家
は
残
り
、

家
族
の
生
活
は
守
ら
れ
た
の
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ア
メ
リ

カ
に
対
し
て
は
、「
国
を
ま
と

め
た
大
統
領
と
い
え
ど
も
、
次

の
入
れ
札
で
負
け
れ
ば
、
た
だ

の
人
に
落
ち
る
。
本
人
で
さ
え
、

そ
う
な
の
で
ご
ざ
る
。
子
や
孫

な
ど
一
顧
だ
に
さ
れ
ま
せ
ぬ
。

こ
れ
で
は
忠
義
な
ど
あ
り
ま
せ

ぬ
」
と
最
初
は
否
定
し
て
見
せ

る
。

　

し
か
し
、
ア
メ
リ
カ
に
つ
い

て
は
一
方
で
、
船
上
で
艦
長
が

一
水
夫
の
死
を
我
が
子
を
亡
く

し
た
よ
う
に
悲
し
む
の
を
見
て
、

「
亜
米
利
加
が
強
い
わ
け
が
わ

か
り
ま
し
た
。
上
の
者
と
下
の

者
が
相
和
す
れ
ば
人
々
の
心
は

自
（
お
の
）
ず
か
ら
良
き
方
向

に
ま
と
ま
り
ま
す
る
。
建
国
以

来
亜
米
利
加
で
謀
反
が
な
い
理

由
も
こ
こ
に
あ
る
の
で
は
」
と
、

そ
の
情
の
深
さ
に
大
い
に
感
じ

入
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、
元
の
身
分
が
低
い
が

た
め
に
、
事
あ
る
ご
と
に
あ
か

ら
さ
ま
な
嫌
が
ら
せ
を
受
け
た

り
、
足
を
引
っ
張
ら
れ
た
り
し

た
た
め
に
、「
馬
鹿
が
上
に
い

な
い
と
い
う
点
は
、
大
い
に
う

ら
や
む
こ
と
で
あ
る
」「
血
筋

と
生
ま
れ
だ
け
で
、
さ
し
た
る

学
も
な
い
連
中
が
、
重
臣
だ
と

幅
を
き
か
せ
る
」
と
嘆
く
。
そ

う
し
た
中
で
孫
が
で
き
た
こ
と

で
、「
能
力
さ
え
あ
れ
ば
、
男

女
に
変
わ
り
な
く
頭
角
を
現
せ

る
世
」
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
の
姿

が
玉
虫
左
太
夫
の
中
で
大
き
く

な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

奥
羽
越
列
藩
同
盟
の
盟
約

　

玉
虫
左
太
夫
は
そ
う
し
た
中
、

奥
羽
越
列
藩
同
盟
の
軍
務
局
議

事
応
接
頭
取
と
い
う
外
交
官
と

も
い
う
べ
き
役
職
に
就
い
た
。

奥
羽
越
列
藩
同
盟
は
会
津
、
庄

内
へ
の
恩
赦
を
要
望
す
る
嘆
願

を
出
し
、
続
い
て
盟
約
を
作
成

す
る
。
盟
約
の
全
文
は
小
説
中

に
は
出
て
こ
な
い
が
、
実
際
の

盟
約
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　

今
度
、
奥
羽
列
藩
仙
台
に
於

て
会
議
し
、
鎮
撫
総
督
に
告
げ
、

盟
約
を
以
て
公
平
正
大
の
道
を

執
り
、
同
心
協
力
、
上
王
室
を

尊
び
、
下
人
民
を
憮
恤
し
、
皇

国
を
維
持
し
、
而
し
て
宸
襟
を

安
ん
ぜ
ん
と
す
。
仍
て
条
例
左

の
如
し
。

一
、
天
下
の
大
義
を
伸
べ
る
を

以
て
目
的
と
為
し
、
小
節
細
行

に
拘
泥
す
べ
か
ら
ざ
る
事
。

一
、
海
を
渉
る
同
舟
の
如
く
、

信
を
以
て
居
し
義
を
以
て
動
く

べ
き
事
。

一
、
若
し
、
不
慮
危
急
の
事
あ

ら
ば
、
比
隣
の
各
藩
、
速
や
か

に
援
救
し
、
総
督
府
に
報
告
す

べ
き
の
事
。

一
、
強
き
を
負
み
弱
き
を
凌
ぐ

勿
れ
、
私
に
利
を
営
む
勿
れ
、

機
事
を
泄
す
勿
れ
、
同
盟
を
離

す
る
勿
れ
。

一
、
城
堡
を
築
造
し
、
糧
食
を

運
搬
す
る
、
止
む
を
得
ず
と
雖

も
、
漫
り
に
百
姓
を
し
て
労
役

し
、
愁
苦
に
勝
え
ざ
ら
し
む
る

勿
れ
。

一
、
大
事
件
は
列
藩
集
議
、
公

平
の
旨
に
帰
す
べ
し
。
細
緻
は

則
ち
そ
の
宜
し
き
に
随
ふ
べ
き

事
。

一
、
他
国
に
通
諜
し
、
或
ひ
は

隣
境
に
出
兵
す
、
皆
同
盟
に
報

ず
べ
き
事
。

一
、
無
辜
を
殺
戮
す
る
勿
れ
、

金
穀
を
掠
奪
す
る
勿
れ
、
凡
そ
、

事
不
義
に
渉
ら
ば
、
厳
刑
を
加

ふ
べ
き
事
。

右
条
々
、
違
背
あ
る
に
於
て
は
、

則
ち
列
藩
集
議
し
厳
譴
を
加
ふ

べ
き
者
な
り

　

崇
高
な
精
神
が
現
れ
た
見
事

な
盟
約
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
中

で
、
玉
虫
左
太
夫
が
そ
の
権
限

を
使
っ
て
入
れ
込
ん
だ
も
の
が

５
番
目
の
「
や
む
を
え
ず
と
い

え
ど
も
、
み
だ
り
に
百
姓
を
労

役
さ
せ
て
憂
い
苦
し
ま
せ
て
は

な
ら
な
い
」
と
い
う
項
目
で
あ

っ
た
。
東
北
の
百
姓
を
、
ア
メ

リ
カ
で
目
の
当
た
り
に
し
た
奴

隷
に
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う

強
い
思
い
だ
っ
た
。

　

本
紙
第
11
号
で
紹
介
し
た
小

説
「
蒼
茫
の
大
地 

滅
ぶ
」
で
、

野
上
青
森
県
知
事
は
奥
羽
越
列

藩
同
盟
の
敗
因
と
し
て
、「
三

春
藩
・
河
野
広
中
の
裏
切
り
と
、

農
民
の
戦
争
拒
否
に
あ
っ
た
」

と
し
て
、
特
に
「
何
よ
り
も
農

民
の
協
力
拒
否
が
敗
北
に
つ
な

が
っ
た
」
と
指
摘
し
て
い
た
。

し
か
し
、
奥
羽
越
列
藩
同
盟
の

側
に
は
、
元
々
農
民
を
戦
争
に

巻
き
込
ま
な
い
た
め
の
盟
約
が

存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

小
説
中
で
は
逆
に
、
勢
い
づ

い
た
会
津
藩
が
こ
の
盟
約
を
破

っ
て
、
白
河
領
で
密
か
に
農
民

に
食
糧
を
拠
出
さ
せ
、
防
衛
陣

を
構
築
す
る
た
め
の
人
夫
も
徴

発
す
る
が
、
そ
の
た
め
に
農
民

の
恨
み
を
買
い
、
新
政
府
軍
を

手
引
き
し
て
間
道
を
案
内
し
た

結
果
、
立
石
山
の
陣
を
奪
わ
れ

て
形
勢
が
不
利
に
な
る
様
子
が

描
か
れ
て
い
る
。

知
ら
れ
て
い
な
い
理
由

　

白
河
の
関
に
差
し
掛
か
っ
た

玉
虫
左
太
夫
に
、「
こ
こ
を
封

じ
れ
ば
…
…
奥
州
は
独
立
で
き

る
か
」
と
の
思
い
が
脳
裏
を
よ

ぎ
る
。
奥
羽
越
列
藩
同
盟
に
つ

い
て
は
前
述
の
「
蒼
茫
の
大
地 

滅
ぶ
」
で
も
説
明
さ
れ
て
い
る

が
、
元
々
会
津
、
庄
内
両
藩
の

恩
赦
を
嘆
願
す
る
同
盟
だ
っ
た

が
、
こ
の
嘆
願
が
新
政
府
に
拒

絶
さ
れ
た
後
は
、
北
部
政
権
の

樹
立
を
目
指
し
た
軍
事
同
盟
と

な
っ
た
。
こ
の
新
し
い
政
権
の

樹
立
と
い
う
の
は
、
新
政
府
と

は
別
の
政
権
を
創
る
と
い
う
こ

と
で
、
い
わ
ば
新
政
府
か
ら
の

独
立
を
目
指
し
た
も
の
と
言
え

る
の
だ
が
、
敗
北
し
た
こ
と
も

あ
り
こ
の
辺
り
が
過
小
評
価
さ

れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
感

じ
る
。
輪
王
寺
宮
公
現
法
親
王

を
推
戴
し
、「
東
武
皇
帝
」
と

し
て
即
位
し
、
改
元
も
行
っ
た

と
い
う
説
も
あ
る
の
だ
が
、
資

料
が
乏
し
く
、
統
一
し
た
見
解

が
得
ら
れ
て
い
な
い
。

　

玉
虫
左
太
夫
ら
が
日
本
人
と

し
て
初
め
て
世
界
一
周
し
た
万

延
元
年
遣
米
使
節
も
、
あ
ま
り

知
ら
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
、
学

校
教
育
の
中
で
は
い
わ
ゆ
る

「
岩
倉
使
節
団
」
の
方
が
は
る

か
に
著
名
で
あ
る
。
玉
虫
左
太

夫
自
身
の
こ
と
も
あ
ま
り
に
も

知
ら
れ
て
い
な
い
。

　

そ
れ
は
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ

も
「
敗
者
の
歴
史
」
で
あ
る
こ

と
が
理
由
で
あ
る
よ
う
に
思
え

る
。
敗
者
の
歴
史
は
、
勝
者
に

よ
っ
て
書
き
換
え
ら
れ
る
の
が

常
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
新
政

府
に
と
っ
て
は
、
自
分
た
ち
と

は
別
の
政
権
が
一
時
的
に
で
は

あ
っ
て
も
存
在
し
た
と
い
う
事

実
は
、
到
底
認
め
ら
れ
な
い
も

の
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。

　

作
者
の
上
田
秀
人
氏
は
、
イ

ン
タ
ビ
ュ
ー
の
中
で
、
こ
の
小

説
を
書
い
た
理
由
に
つ
い
て
、

「
幕
末
は
維
新
を
興
し
た
側
か

ら
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
じ

ゃ
あ
私
は
違
う
方
向
か
ら
、
あ

の
時
代
を
眺
め
て
み
よ
う
と
考

え
ま
し
た
」
と
答
え
て
い
る
。

視
点
を
変
え
る
と
ま
っ
た
く
違

っ
た
歴
史
が
見
え
て
く
る
。
こ

の
小
説
は
そ
の
ま
た
と
な
い
好

例
で
あ
ろ
う
。

も
し
玉
虫
左
太
夫
が
生

き
て
い
た
ら

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
小
説
の
タ

イ
ト
ル
の
「
竜
は
動
か
ず
」
の

「
竜
」
は
何
を
表
し
て
い
る
の

だ
ろ
う
か
。「
竜
」
と
言
え
ば

「
独
眼
竜
」
政
宗
の
こ
と
が
ま

ず
思
い
浮
か
ぶ
。「
竜
は
動
か

ず
」
は
こ
の
「
独
眼
竜
」
政
宗

の
築
い
た
仙
台
藩
が
、
結
局
戊

辰
戦
争
で
は
さ
し
た
る
働
き
が

で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て

い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
小
説

中
で
仙
台
藩
は
、「
か
つ
て
奥

州
に
覇
を
は
っ
た
仙
台
伊
達
も
、

二
百
六
十
年
を
こ
え
る
泰
平
に

戦
を
忘
れ
て
い
た
。
戦
場
で
討

ち
死
す
る
か
も
し
れ
な
い
と
の

恐
怖
は
、
実
戦
経
験
の
な
さ
も

加
わ
っ
て
勝
と
う
と
い
う
強
固

な
意
思
を
奪
っ
た
」
と
書
か
れ

て
い
る
。
奥
羽
を
代
表
す
る
大

藩
で
あ
る
仙
台
藩
が
、
泰
平
に

あ
ぐ
ら
を
か
く
こ
と
な
く
軍
備

や
組
織
の
近
代
化
を
図
っ
て
い

た
と
し
た
ら
、
奥
羽
越
列
藩
同

盟
は
ま
た
違
っ
た
展
開
を
見
せ

て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

あ
る
い
は
、
時
代
の
変
革
を

「
竜
」
に
た
と
え
て
、
結
局
奥

羽
越
列
藩
同
盟
が
目
指
し
た

「
も
う
一
つ
の
日
本
」
が
日
の

目
を
見
な
か
っ
た
こ
と
を
、
こ

の
タ
イ
ト
ル
は
伝
え
て
い
る
の

か
も
し
れ
な
い
。
様
々
な
失
策

が
積
み
重
な
っ
て
奥
羽
越
列
藩

同
盟
は
敗
れ
去
っ
て
し
ま
っ
た

が
、
そ
れ
で
も
盟
約
に
あ
る
よ

う
な
崇
高
な
精
神
は
、
な
く
な

ら
ず
に
今
の
東
北
に
も
伝
わ
り
、

受
け
継
が
れ
て
い
る
よ
う
に
も

思
う
。

　

玉
虫
左
太
夫
、
本
来
は
禁
固

７
カ
月
で
済
む
は
ず
だ
っ
た
が
、

政
敵
に
よ
っ
て
切
腹
さ
せ
ら
れ

て
し
ま
っ
た
。
も
し
本
来
の
禁

固
だ
け
で
済
ん
で
い
た
ら
、
仙

台
は
、
そ
し
て
日
本
は
ど
の
よ

う
に
変
わ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
第

14
号
で
取
り
上
げ
た
会
津
の
山

本
覚
馬
の
業
績
を
見
て
も
、
玉

虫
左
太
夫
も
も
し
生
き
て
い
た

と
し
た
ら
、
相
当
の
こ
と
を
成

し
遂
げ
た
に
違
い
な
い
と
思
う
。

そ
の
山
本
覚
馬
と
玉
虫
左
太
夫

が
も
し
邂
逅
し
て
い
た
ら
、
き

っ
と
意
気
投
合
し
て
、
相
互
に

大
い
に
刺
激
し
合
っ
た
の
で
は

な
い
か
、
な
ど
と
も
夢
想
す
る

の
で
あ
る
。

　

な
お
、
玉
虫
左
太
夫
が
遺
し

た
「
航
米
日
録
」、
７
年
前
に

「
仙
台
藩
士
幕
末
世
界
一
周
」

（
荒
蝦
夷
）
と
い
う
タ
イ
ト
ル

で
玉
虫
左
太
夫
の
子
孫
で
あ
る

山
本
三
郎
氏
の
現
代
語
訳
で
刊

行
さ
れ
て
い
る
。
併
せ
て
読
ん

で
み
た
い
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
「
航
米
日
録
」
に
も
出

て
く
る
が
、
こ
の
世
界
一
周
の

航
海
中
に
玉
虫
左
太
夫
は
ビ
ー

ル
を
飲
ん
で
い
る
。
キ
リ
ン
ビ

ー
ル
の
サ
イ
ト
に
あ
る
「
ビ

ー
ル
を
愛
し
た
近
代
日
本
の

人
々
」
の
中
に
玉
虫
左
太
夫
も

紹
介
さ
れ
て
い
る
。
世
界
を
目

の
当
た
り
に
し
な
が
ら
飲
む
ビ

ー
ル
が
、
玉
虫
左
太
夫
に
と
っ

て
ど
の
よ
う
な
味
だ
っ
た
の
か
、

聞
い
て
み
た
い
も
の
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

　
　

玉
虫
左
太
夫
が
見
た
夢
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さ
る
二
〇
〇
七
年
四
月
、
私

は
約
十
五
年
住
ん
だ
東
京
か
ら

縁
も
知
己
も
な
い
仙
台
へ
移
住

し
た
。
そ
れ
か
ら
震
災
も
経
験

し
な
が
ら
、
十
年
と
少
し
が
経

っ
た
事
に
な
る
。

　

私
の
郷
里
は
隣
県
山
形
の
庄

内
地
方
で
あ
る
が
、
庄
内
と
仙

台
は
朝
日
連
峰
と
奥
羽
山
脈
に

阻
ま
れ
、
元
来
は
あ
ま
り
交
流

の
な
い
地
域
だ
。
二
〇
〇
〇
年

代
に
入
り
高
速
バ
ス
交
通
網
が

東
北
各
地
に
張
ら
れ
て
よ
う
や

く
、
庄
内
と
仙
台
は
近
く
な
り
、

深
い
交
流
が
持
て
る
よ
う
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。

　

私
は
東
京
に
出
て
五
年
ほ
ど

す
る
と
様
々
な
要
因
か
ら
東
北

と
い
う
土
地
を
見
直
す
よ
う
に

な
り
、
今
考
え
れ
ば
所
謂
「
回

帰
」、
再
移
住
を
考
え
始
め
て

い
た
。
そ
れ
も
郷
里
の
実
家
に

戻
る
、
と
い
う
形
で
は
な
く
新

天
地
と
し
て
東
北
の
別
の
地
域

で
の
生
活
を
望
み
、
郷
土
庄
内

と
の
改
善
し
た
ア
ク
セ
ス
や
東

北
一
の
大
都
市
と
は
ど
う
い
う

場
所
か
と
い
う
興
味
か
ら
、
仙

台
へ
の
移
住
を
決
め
る
。
完
全

に
郷
里
へ
戻
る
訳
で
は
な
い
事

で
、
ビ
ジ
ネ
ス
用
語
で
言
う
と

こ
ろ
の
「
J
タ
ー
ン
」
の
一
種

と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

ひ
と
え
に
、「
回
帰
」
と
い

っ
て
も
様
々
な
形
が
あ
る
。
晩

年
に
な
っ
て
郷
里
庄
内
以
外
の

東
北
に
関
心
を
持
ち
、
各
地
を

旅
し
た
作
家
・
藤
沢
周
平
の
よ

う
に
、
東
京
な
ど
に
出
て
仕
事

と
家
族
を
持
ち
長
年
を
暮
ら
し

た
昭
和
の
世
代
に
と
っ
て
は
、

「
回
帰
」
と
は
精
神
的
な
軌
跡

で
あ
り
、東
北
へ
の「
再
移
住
」

と
い
う
形
は
ほ
と
ん
ど
現
実
的

で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
れ

は
平
成
の
若
い
世
代
に
と
っ
て

も
同
様
で
、
決
し
て
多
数
派
の

選
択
肢
で
は
な
い
。
幸
か
不
幸

か
、
結
婚
も
で
き
ず
仕
事
も
続

か
な
い
よ
う
な
私
だ
か
ら
こ
そ
、

一
見
非
現
実
的
な
事
を
実
行
で

き
た
側
面
も
あ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
私
で
さ
え
、
友
人

な
ど
に
は
止
め
ら
れ
た
も
の
だ
。

「
田
舎
に
帰
る
の
は
、
年
を
取

っ
て
か
ら
で
い
い
だ
ろ
う
。」

　

一
旦
大
都
市
に
出
た
若
者
は

そ
こ
で
「
頑
張
る
」
も
の
で
あ

り
、
さ
も
な
く
ば
「
都
落
ち
」

だ
、
と
い
う
観
念
が
、
今
も
根

強
く
残
っ
て
い
る
と
い
う
事
だ

ろ
う
（
だ
が
そ
れ
こ
そ
が
地
方

衰
退
の
遠
因
で
も
あ
る
）。

　

私
の
意
志
も
実
の
と
こ
ろ
最

初
か
ら
固
か
っ
た
訳
で
は
な
い
。

東
北
回
帰
が
単
な
る
憧
れ
で
、

実
は
大
都
会
に
疲
れ
た
だ
け
で

少
し
田
舎
の
方
へ
移
れ
ば
満
足

で
き
る
も
の
な
の
で
は
な
い
か

と
思
い
、
東
京
の
西
部
郊
外
・

小
平
市
へ
転
居
し
た
。
そ
の
結

果
、
私
の
場
合
は
東
北
移
住
の

意
志
を
固
く
し
た
だ
け
で
あ
っ

た
が
、
身
軽
な
独
り
暮
ら
し
の

身
で
あ
っ
て
も
、
心
身
と
も
に

東
北
へ
「
回
帰
」
す
る
の
は
容

易
な
事
で
は
な
い
の
だ
。

　

地
方
移
住
に
際
し
て
最
も
気

に
な
る
労
働
環
境
に
つ
い
て
は
、

筆
者
は
長
く
季
節
労
働
や
肉
体

労
働
の
現
場
を
渡
り
歩
く
よ
う

な
生
活
を
し
て
い
る
た
め
、
気

候
的
な
面
で
の
過
酷
さ
や
ク
ル

マ
通
勤
必
須
の
職
場
が
多
い
な

ど
の
不
便
さ
、
給
与
が
地
方
で

は
相
対
的
に
低
い
事
な
ど
が
特

に
実
感
で
き
る
の
だ
が
、
仙
台

・
宮
城
で
感
じ
る
顕
著
な
首
都

圏
と
の
違
い
と
い
え
ば
、
雇
用

者
側
と
従
業
員
側
と
の
微
妙
な

感
情
の
応
酬
で
あ
ろ
う
か
。

　

実
は
、
宮
城
県
は
、「
働
く

の
は
辛
い
事
だ
と
思
う
人
が
多

い
県
」
ラ
ン
キ
ン
グ
で
東
北
他

県
を
抜
き
ん
出
て
か
な
り
上
位

で
あ
る
と
、
過
去
の
県
民
意
識

調
査
結
果
で
見
た
事
が
あ
る
。

　

自
ら
の
実
体
験
か
ら
考
え
る

と
、
宮
城
県
人
も
東
北
人
と
し

て
、
震
災
時
に
も
発
揮
さ
れ
た

よ
う
に
忍
耐
強
さ
は
持
っ
て
い

る
の
だ
が
、
そ
れ
に
雇
用
者
が

付
け
込
ん
で
、
あ
る
い
は
「
甘

え
て
」
無
理
を
さ
せ
る
。
そ
し

て
従
業
員
は
義
理
や
人
情
も
交

え
て
が
ん
ば
っ
て
し
ま
う
、
と

い
う
悪
循
環
が
あ
る
。
極
め
て

日
本
的
な
体
質
で
、
全
国
基
本

的
に
似
た
よ
う
な
事
例
は
あ
る

か
も
知
れ
な
い
が
、
首
都
圏
の

よ
う
に
様
々
な
地
方
の
人
が
集

ま
っ
て
い
た
り
、
言
い
た
い
事

を
言
い
合
う
よ
う
な
土
地
柄
で

あ
れ
ば
、
い
い
意
味
で
も
っ
と

ビ
ジ
ネ
ス
ラ
イ
ク
な
の
で
は
な

い
か
と
思
え
る
の
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
な
ぜ
雇
用
者
が
従

業
員
に
無
理
を
さ
せ
る
の
か
と

い
え
ば
、
仙
台
・
宮
城
が
東
京

に
近
い
故
、
つ
ま
り
未
だ
あ
る

支
店
経
済
都
市
と
し
て
の
負
の

側
面
で
、
東
京
に
合
わ
せ
よ
う

と
す
る
あ
ま
り
に
宮
城
側
に
無

理
が
か
か
っ
て
し
ま
う
の
で
は

な
い
か
、
と
推
測
す
る
。

　

例
え
ば
、
東
京
本
店
の
デ
パ

ー
ト
で
あ
る
日
に
始
ま
る
イ
ベ

ン
ト
を
、
仙
台
支
店
で
も
同
じ

日
に
開
催
し
よ
う
と
す
る
。
よ

っ
て
、
宮
城
の
方
が
早
く
動
き

出
し
て
真
夜
中
か
ら
で
も
働
か

ね
ば
な
ら
な
い
。
中
央
の
企
業

の
意
向
に
よ
っ
て
理
不
尽
な
労

働
に
従
事
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ

の
よ
う
な
事
例
は
、
中
央
企
業

が
他
県
に
も
展
開
し
て
い
る
以

上
、
少
な
か
ら
ず
東
北
全
体
に

起
こ
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、

時
に
理
不
尽
な
自
然
を
相
手
に

長
年
培
っ
た
東
北
人
の
忍
耐
力

が
、
い
つ
ま
で
も
中
央
の
都
合

で
使
わ
れ
て
い
い
は
ず
が
な
い
。

　

ご
く
最
近
、
O
タ
ー
ン
と
い

う
言
葉
が
存
在
す
る
事
を
知
っ

た
。
地
方
か
ら
大
都
会
に
出
て
、

望
ん
で
地
方
に
戻
っ
た
の
に
、

あ
ら
た
め
て
地
方
の
現
実
に
絶

望
し
再
び
大
都
会
に
向
か
う
、

と
い
う
意
味
ら
し
い
。
し
か
し

こ
れ
は
U
タ
ー
ン
・
I
タ
ー
ン

が
一
般
的
に
な
っ
て
き
た
今
、

こ
れ
も
ま
た
頻
繁
に
見
ら
れ
る

ケ
ー
ス
に
な
っ
て
き
た
、
と
い

う
事
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
昨
今
言

わ
れ
る
地
方
創
生
だ
と
か
、
地

方
の
活
性
化
を
目
論
む
動
き
か

ら
す
れ
ば
究
極
的
に
ネ
ガ
テ
ィ

ブ
な
話
だ
。
実
際
に
仙
台
と
い

う
大
都
市
で
暮
ら
し
た
私
で
す

ら
そ
の
気
持
ち
が
わ
か
っ
て
し

ま
う
ほ
ど
に
、
事
態
は
深
刻
で

あ
る
気
が
し
て
い
る
。

　

仙
台
は
も
ち
ろ
ん
、
盛
岡
市

や
秋
田
市
な
ど
地
域
の
中
心
都

市
に
は
東
京
が
巨
大
化
し
分
散

化
す
る
事
で
失
っ
た
、
中
心
性

と
い
う
安
心
感
が
あ
る
。
行
き

交
う
見
知
ら
ぬ
人
々
と
も
、
同

じ
街
を
共
有
し
て
い
る
と
い
う

最
低
限
の
連
帯
感
か
も
知
れ
な

い
し
、
自
分
の
居
住
す
る
地
域

が
一
個
の
完
成
さ
れ
た
共
同
体

で
あ
る
事
へ
の
信
頼
感
、
と
い

っ
た
も
の
か
も
知
れ
な
い
。
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
小
さ
な
村
や

町
の
み
な
ら
ず
、
仙
台
を
始
め

と
す
る
東
北
の
中
核
都
市
か
ら

す
ら
尚
人
々
が
流
出
し
そ
の
多

く
を
東
京
へ
と
向
か
わ
せ
る
も

の
、
つ
ま
り
完
結
し
た
循
環
装

置
と
し
て
未
だ
致
命
的
に
欠
け

た
要
素
が
あ
る
の
だ
。

　

極
端
だ
が
、
も
し
東
京
が
突

然
消
滅
し
た
ら
、
仙
台
・
東
北

が
困
る
事
は
何
だ
ろ
う
か
？

　

所
謂
頭
脳
労
働
な
ど
の
職
種

の
人
や
、
映
像
や
音
楽
な
ど
の

趣
味
を
持
つ
人
の
多
く
が
持
つ
、

共
通
の
欲
求
が
思
い
出
さ
れ
る
。

「
東
京
で
一
流
の
仕
事
が
し
た

い
」「
も
っ
と
刺
激
的
な
現
場

や
人
々
に
接
し
て
い
た
い
」

　

仙
台
に
移
住
す
る
前
に
住
ん

だ
小
平
市
の
よ
う
な
東
京
の
中

心
部
よ
り
外
の
エ
リ
ア
と
、
仙

台
市
を
比
較
す
る
と
、
大
き
な

差
異
が
あ
り
な
が
ら
、
基
本
的

な
と
こ
ろ
で
は
共
通
し
た
一
面

が
あ
る
。
そ
れ
は
例
え
ば
、
オ

ペ
ラ
や
バ
レ
エ
、
大
き
な
コ
ン

サ
ー
ト
な
ど
の
イ
ベ
ン
ト
の
時

は
東
京
都
心
へ
行
く
、
と
い
う

事
例
に
代
表
さ
れ
る
性
格
、

「
東
京
に
行
け
ば
あ
る
か
ら
、

地
元
に
は
な
く
て
も
い
い
」
と

い
う
論
理
で
あ
る
。
こ
れ
は
東

京
の
内
側
で
い
え
ば
、
散
在
す

る
高
円
寺
や
経
堂
な
ど
の
町
で
、

「
新
宿
や
渋
谷
に
あ
る
か
ら
こ

こ
に
は
な
く
て
も
い
い
」
と
い

う
の
と
同
じ
で
あ
る
。
そ
れ
ら

小
さ
な
町
は
、
暮
ら
し
や
す
く

一
応
生
活
に
必
要
な
物
は
手
に

入
る
反
面
、
悪
く
言
え
ば
多
く

が
中
途
半
端
で
あ
る
。
近
郊
で

あ
る
杉
並
区
や
小
平
市
な
ど
は

と
も
か
く
、
仙
台
の
よ
う
な
遠

方
地
域
の
中
心
地
で
も
同
様
の

姿
勢
で
あ
る
事
が
望
ま
し
い
事

な
の
か
ど
う
か
。

　

仙
台
は
よ
く
、
東
北
他
県
の

人
か
ら
「
発
展
し
て
い
て
羨
ま

し
い
」
と
言
わ
れ
る
。
け
れ
ど

も
、
出
身
地
に
か
か
わ
ら
ず
住

ん
で
い
る
人
々
の
口
か
ら
は

「
ま
だ
足
り
な
い
。
こ
れ
で
満

足
し
て
い
て
は
い
け
な
い
。」

あ
る
い
は

「
仙
台
は
方
向
性
自
体
が
間
違

っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。」

と
い
う
声
が
多
く
聞
か
れ
る
。

方
向
性
と
い
う
の
は
、
発
展
す

る
事
と
東
京
の
真
似
を
す
る
事

と
は
違
う
と
い
う
意
味
だ
ろ
う
。

　

地
方
都
市
が
全
て
東
京
と
同

様
の
水
準
を
持
つ
、
な
ど
と
い

う
事
は
甚
だ
非
現
実
的
と
思
わ

れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、

伊
達
政
宗
の
築
い
た
仙
台
を
始

め
多
く
の
城
下
町
が
、
そ
も
そ

も
江
戸
な
し
で
も
全
く
問
題
の

な
い
都
市
だ
っ
た
事
を
思
え
ば
、

そ
の
理
念
が
む
し
ろ
本
来
の
も

の
だ
っ
た
事
に
気
づ
か
さ
れ
る

の
で
は
な
い
か
。

　

明
治
以
降
の
仙
台
の
発
展
の

裏
に
は
中
央
政
府
、
地
元
行
政

両
者
の
思
惑
が
絡
み
合
っ
て
い

た
事
だ
ろ
う
。
中
央
に
し
て
み

れ
ば
東
北
を
新
生
大
日
本
帝
国

の
北
の
要
と
し
て
確
実
に
支
配

す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
点
仙

台
は
中
央
と
の
接
続
も
よ
く
東

北
全
体
へ
の
睨
み
を
利
か
せ
る

の
に
好
都
合
で
あ
っ
た
。
逆
に

仙
台
側
か
ら
す
れ
ば
こ
の
中
央

の
思
惑
に
便
乗
し
て
発
展
し
、

東
京
に
負
け
ぬ
都
市
に
な
ろ
う

と
い
う
政
宗
譲
り
の
野
望
が
見

え
隠
れ
し
て
い
た
か
も
知
れ
な

い
。

　

太
宰
治
の
小
説
『
惜
別
』
で

は
、
冒
頭
に
明
治
期
仙
台
市
街

の
詳
細
な
描
写
が
あ
る
。

「
東
一
番
丁
の
夜
の
に
ぎ
わ
い

は
格
別
」

「
東
京
に
あ
っ
て
仙
台
に
な
い

も
の
は
市
街
鉄
道
く
ら
い
」

　

太
宰
は
後
年
空
襲
で
焼
失
す

る
前
の
仙
台
を
実
地
取
材
し
て

お
り
、
現
在
の
そ
れ
と
は
明
ら

か
に
異
質
な
、
北
の
都
の
活
況

を
描
き
き
っ
て
い
る
。
当
時
は

も
ち
ろ
ん
Ｔ
Ｖ
も
な
く
最
先
端

の
情
報
や
流
行
は
東
京
な
ど
の

大
都
市
に
集
中
・
滞
留
し
て
い

た
が
、
全
国
の
人
々
が
東
京
を

目
指
す
よ
う
な
一
極
集
中
は
ま

だ
見
ら
れ
ず
、
仙
台
の
よ
う
な

都
市
の
み
な
ら
ず
各
町
村
も
そ

れ
ぞ
れ
の
文
化
と
社
会
を
保
ち

活
気
を
持
っ
て
い
た
。
私
の
郷

里
・
湯
野
浜
温
泉
を
例
に
と
っ

て
も
、
明
治
か
ら
昭
和
中
期
に

か
け
て
は
映
画
館
や
路
面
電
車

ま
で
備
え
、
山
中
の
中
学
校
に

は
交
響
楽
団
ま
で
あ
っ
た
と
い

う
。
私
の
時
代
に
は
そ
の
全
て

が
失
わ
れ
て
お
り
、
既
に
時
代

は
地
方
の
衰
退
化
に
向
か
っ
て

い
た
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
、
移

動
手
段
の
発
達
が
「
こ
こ
に
な

い
の
な
ら
、
作
れ
ば
い
い
」
か

ら
、「
こ
こ
に
な
い
の
な
ら
、

あ
る
所
に
行
け
ば
い
い
」
に
な

っ
て
し
ま
い
、
結
果
、
な
い
所

に
は
ま
す
ま
す
な
く
な
っ
て
し

ま
う
悪
循
環
が
生
ま
れ
て
し
ま

っ
た
の
で
あ
る
。

　

最
近
の
U
・
I
タ
ー
ン
の
傾

向
と
し
て
、
田
舎
よ
り
都
市
部

へ
の
移
住
が
多
く
な
っ
て
き
た

と
い
う
。
多
様
な
自
治
体
と
文

化
が
存
在
す
る
東
北
に
お
い
て
、

決
し
て
喜
ば
し
い
流
れ
と
は
言

え
ま
い
が
、
あ
く
ま
で
東
北
へ

の
移
住
に
こ
だ
わ
ろ
う
と
し
て

い
る
人
々
が
い
る
事
を
見
逃
し

て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。「
ほ

ど
ほ
ど
都
会
な
の
が
良
い
」
と

評
価
さ
れ
て
き
た
仙
台
も
、
単

に
「
ほ
ど
ほ
ど
」
で
は
済
ま
な

く
な
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

東
京
の
真
似
で
は
な
く
、
且
つ

東
京
が
な
く
な
っ
て
も
問
題
な

い
ほ
ど
高
水
準
な
、
し
か
も
東

北
な
ら
で
は
の
世
界
を
構
築
す

る
事
が
で
き
る
か
。
無
い
者
ね

だ
り
で
は
な
く
遠
望
す
べ
き
理

想
に
掲
げ
、
私
は
何
度
で
も
東

北
に
回
帰
し
た
い
と
思
っ
て
い

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
に
回
帰
す
る
、

    
と
い
う
事

昭和初期頃、湯野浜の活況 （伝・筆者の祖父による撮影）
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冬晴れの荒神様

冬晴れの日

ツララ

地吹雪」

赤お六

雪の狛犬 氏神野生動物の痕跡

シリーズ 遠野の自然

「遠野の小寒」

遠野 1000 景より

　

北
極
圏
を
覆
っ
た
大
寒
気
団

の
お
か
げ
で
、
北
半
球
が
寒
波

に
見
舞
わ
れ
、
米
国
で
は
凍
っ

た
ワ
ニ
の
写
真
で
大
騒
ぎ
だ
。

　

日
本
も
寒
波
に
襲
わ
れ
、　

北
海
道
か
ら
九
州
ま
で
の
日
本

海
側
で
大
雪
が
降
り
、
電
車
が

十
時
間
以
上
も
立
往
生
し
た
と

こ
ろ
も
あ
っ
た
。

　

遠
野
は
冬
は
厳
し
い
寒
さ
で

有
名
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
ニ

ュ
ー
ス
に
す
っ
か
り
か
き
消
さ

れ
て
し
ま
っ
た
。

　
　
　
　
　

 

＊

　

今
回
は
、
冬
本
番
を
迎
え
た

遠
野
の
い
く
つ
か
の
風
景
写
真

を
取
り
上
げ
た
。

　

雪
の
上
に
野
生
動
物
が
歩
い

た
足
跡
が
点
々
と
続
く
。
何
の

足
跡
だ
ろ
う
か
。

　

狛
犬
も
雪
ま
み
れ
だ
。
氏
神

さ
ま
も
雪
の
中
だ
。

　

地
吹
雪
の
写
真
は
見
て
い
る

だ
け
で
も
、
寒
が
り
の
筆
者
は

身
震
い
す
る
。

　

晴
れ
た
日
に
は
、
荒
神
さ
ま

も
田
ん
ぼ
も
澄
み
切
っ
た
空
気

の
な
か
で
き
れ
い
だ
。

　

ツ
ラ
ラ
は
ま
だ
小
さ
い
方
か
。

　

火
焔
山
の
よ
う
に
赤
く
染
ま

っ
た
六
角
牛
山
は
美
し
い
。
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株
式
会
社
ヤ
マ
ウ
チ
（
本

社
：
宮
城
県
南
三
陸
町
、
取
締

役
：
山
内 

淳
平
、
以
下 

山
内

鮮
魚
店
）、
株
式
会
社 

及
善
商

店
（
本
社
：
宮
城
県
南
三
陸

町
、
専
務
取
締
役
：
及
川 

善
弥
、

以
下
：
及
善
蒲
鉾
店
）、
公
立

大
学
法
人
宮
城
大
学
（
所
在

地
：
宮
城
県
黒
川
郡
、
教
授
：

藤
原 

正
樹
、
以
下
、
藤
原
ゼ

ミ
ナ
ー
ル
）
の
3
者
は
、「
ほ

や
鍋
具
材
4
点
セ
ッ
ト
」
を
共

同
で
開
発
し
、
２
０
１
８
年
1

月
10
日
（
水
）
に
山
内
鮮
魚
店

が
運
営
す
る
、
山
内
鮮
魚
店
オ

ン
ラ
イ
ン
シ
ョ
ッ
プ
に
て
、
販

売
を
開
始
い
た
し
ま
し
た
。

（http://w
w

w
.yam

auchi-f.
com

/

）

　

ま
た
、廃
棄
さ
れ
て
い
る「
ホ

ヤ
」
の
消
費
拡
大
に
繋
げ
る
た

め
、
南
三
陸
町
内
の
飲
食
店
で

も
「
ほ
や
鍋
」
の
同
時
提
供
を

開
始
い
た
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
　

＊

【
ほ
や
鍋 

開
発
エ
ピ
ソ
ー
ド
】

　

株
式
会
社
ヤ
マ
ウ
チ
で
は
震

災
後
の
「
ホ
ヤ
大
量
廃
棄
」
を

受
け
、
２
０
１
３
年
よ
り
ホ
ヤ

の
消
費
拡
大
と
可
能
性
を
広
げ

た
い
と
の
想
い
で
、「
海
鞘
エ

ー
ル
（
ホ
ヤ
の
煮
汁
を
使
っ
た

発
泡
酒
）」
や
、「
ホ
ヤ
の
粉
末

を
使
っ
た
ポ
テ
ト
チ
ッ
プ
ス
」

な
ど
の
製
品
を
開
発
し
て
き
た
。

そ
の
想
い
に
共
感
し
た
、
宮
城

大
学 

藤
原
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
と
南

ま
す
。

■
ほ
や
鍋
「
具
材
」
の
特
徴

【
1
】
夏
の
ホ
ヤ
（
急
速
冷
凍

生
ホ
ヤ
）

旬
の
生
ホ
ヤ
を
剥
き
身
に
し
急

速
冷
凍
し
ま
し
た
。
お
刺
身
で

楽
し
め
る
鮮
度
の
た
め
、
本
場

な
ら
で
は
の
甘
み
が
あ
り
、
食

感
も
新
鮮
な
ホ
ヤ
そ
の
も
の
で

す
。

【
2
】
ボ
イ
ル
ホ
ヤ
（
殻
付
き

蒸
し
ホ
ヤ
）

　

南
三
陸
産
の
真
ホ
ヤ
を
殻
付

き
の
ま
ま
蒸
し
て
い
る
た
め
、

驚
く
ほ
ど
ジ
ュ
ー
シ
ー
な
旨
味

が
特
徴
。
独
特
な
ク
セ
が
抜
け
、

と
て
も
食
べ
や
す
い
味
わ
い
も

特
徴
で
す
。

【
3
】
海
鞘
蒸
し
団
子
（
ホ
ヤ

む
し
だ
ん
ご
）

　

南
三
陸
産
の
真
ホ
ヤ
を
ざ
く

切
り
に
し
、
た
っ
ぷ
り
と
練
り

込
ん
だ
蒸
し
ホ
ヤ
団
子
。
ふ
っ

く
ら
と
仕
上
げ
た
蒲
鉾
と
、
海

鞘
の
相
性
は
抜
群
で
す
。

【
4
】
海
鞘
揚
げ
団
子
（
ホ
ヤ

あ
げ
だ
ん
ご
）

　

南
三
陸
産
の
真
ホ
ヤ
を
ざ
く

切
り
に
し
、
た
っ
ぷ
り
と
練
り

込
み
、
油
で
揚
げ
た
揚
げ
ホ
ヤ

団
子
。
揚
げ
か
ま
ぼ
こ
の
甘
み

と
ゴ
ロ
ゴ
ロ
と
入
っ
た
ホ
ヤ
の

風
味
が
格
別
で
す
。

三
陸
の
株
式
会
社
及
善
商
店
の

協
力
を
得
て
、
鍋
具
材
と
し
て

利
用
で
き
る
「
蒸
し
ホ
ヤ
だ
ん

ご
」
と
「
揚
げ
ホ
ヤ
だ
ん
ご
」

の
開
発
と
、
そ
れ
ら
を
使
っ
た

鍋
の
レ
シ
ピ
作
り
に
着
手
。
さ

ま
ざ
ま
な
試
行
錯
誤
と
試
食
を

重
ね
、
全
国
の
ホ
ヤ
フ
ァ
ン
に

向
け
、
ホ
ヤ
の
風
味
を
存
分
に

楽
し
め
る
、
冬
の
「
ほ
や
鍋
具

材
セ
ッ
ト
」
を
開
発
し
ま
し
た
。

【「
宮
城
大
学 

事
業
構
想
学
部 

藤
原 

正
樹
研
究
室
」
か
ら
の

コ
メ
ン
ト
】

　

ホ
ヤ
の
現
状
を
山
内
さ
ん
か

ら
聞
い
た
時
、
ホ
ヤ
好
き
の
私

た
ち
は
驚
き
ま
し
た
。
同
時
に

私
た
ち
に
何
か
で
き
る
こ
と
は

な
い
か
と
考
え
、
試
行
錯
誤
を

繰
り
返
し
ほ
や
鍋
の
開
発
に
至

り
ま
し
た
。
刺
身
の
イ
メ
ー
ジ

が
強
い
ホ
ヤ
で
す
が
、「
鍋
」

と
の
相
性
は
抜
群
で
寒
い
冬
に

は
ぴ
っ
た
り
で
す
。
こ
の
商
品

を
通
し
て
今
ま
で
ホ
ヤ
を
食
べ

た
こ
と
が
な
か
っ
た
人
に
も
虜

に
な
っ
て
も
ら
い
た
い
で
す
。

■
ほ
や
鍋
の
味

　

か
つ
お
出
汁
を
ベ
ー
ス
に
、

急
速
冷
凍
し
た
「
生
の
ホ
ヤ
」

や「
殻
付
き
の
蒸
し
ホ
ヤ
」、「
ホ

ヤ
団
子
」
と
い
っ
た
ホ
ヤ
か
ら

出
る
濃
厚
な
出
汁
味
が
特
徴
で

す
。
最
後
に
残
っ
た
汁
で
作
る

「
お
じ
や
」
も
ホ
ヤ
の
風
味
が

格
別
。
通
常
は
夏
が
旬
の
ホ
ヤ

で
す
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
志
向
の

ホ
ヤ
製
品
を
使
う
こ
と
で
、
冬

で
も
美
味
し
く
楽
し
め
る
南
三

陸
発
の
新
し
い
鍋
に
な
っ
て
い

ほや消費拡大運動のご紹介
冬でもほやを食べよう！

「ほや鍋具材4点セット」販売開始

宮城南三陸町の（株）ヤマウチ、（株）
及善商店、および公立大学法人宮城

大学のコラボ
（プレスリリース配信：＠Pressより）


