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い
。

　

現
代
か
ら
の
歴
史
の
連
続
性

が
手
触
り
感
と
し
て
感
じ
ら
れ

な
が
ら
も
、
東
北
の
今
が
ど
こ

か
ら
変
容
を
開
始
し
た
の
か
が

よ
り
多
く
の
東
北
関
係
者
に
納

得
で
き
る
ポ
イ
ン
ト
を
探
さ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

そ
こ
で
、
思
い
切
っ
て
、

千
三
百
年
前
の
東
北
に
起
点
を

設
定
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
い
。

　

そ
の
選
定
理
由
は
、
東
北
と

し
て
や
り
直
し
が
可
能
な
ら
ば
、

だ
れ
の
目
に
も
納
得
で
き
る

「
画
期
」
が
そ
こ
に
あ
る
と
考

え
る
か
ら
で
あ
る
。　

悲
し
い
が
衰
退
の
始
ま
り

が
千
三
百
年
前
で
も
あ
る

　

千
三
百
年
前
と
い
う
東
北
の

時
代
は
、
ま
こ
と
に
悲
し
く
、

残
念
な
話
で
は
あ
る
が
、
東
北

が
朝
廷
の
侵
攻
に
よ
り
、
支
配

さ
れ
、
搾
取
さ
れ
、
強
権
を
も

っ
て
大
和
朝
廷
の
支
配
下
に
組

み
入
れ
ら
れ
る
ス
タ
ー
ト
ポ
イ

ン
ト
で
も
あ
っ
た
。

　

そ
れ
は
悲
し
い
東
北
の
大
転

換
点
で
あ
っ
た
。

　

そ
れ
ま
で
は
、
だ
れ
に
も
支

配
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
自
由
に

生
き
、
差
別
も
な
く
、
自
然
を

神
と
あ
が
め
、
平
和
に
暮
ら
し

て
い
た
。

　

そ
う
し
た
生
活
、
生
き
方
が
、

こ
の
大
転
換
点
を
境
に
、
暗
転

し
て
し
ま
っ
た
の
だ
。

　

千
三
百
年
以
前
の
生
活
や
生

き
方
を
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
よ
う
に

あ
が
め
る
つ
も
り
は
な
い
が
、

た
し
か
に
そ
こ
に
は
平
和
な
暮

ら
し
が
あ
っ
た
。

　

そ
れ
が
、
千
三
百
年
前
を
境

に
、
争
い
と
文
化
の
喪
失
と
、

続
け
、
地
盤
沈
下
し
続
け
る
東

北
の
現
状
を
基
盤
と
し
た
復
興

策
に
、
大
胆
な
成
果
を
期
待
す

る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
と
考
え

た
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
ん
な
こ
と
で
、
当
新
聞
の

編
集
方
針
に
関
し
て
、
東
北
再

興
へ
と
大
き
く
舵
を
き
る
こ
と

を
決
断
し
た
。
前
号
は
そ
こ
ま

で
だ
っ
た
。

　

で
は
具
体
的
に
は
ど
う
進
め

る
か
。

再
ス
タ
ー
ト
ポ
イ
ン
ト

の
な
い
再
出
発
は
な
い

　

人
生
に
お
い
て
も
、
再
出
発

と
い
う
と
き
、
は
っ
き
り
と
し

た
再
出
発
の
ポ
イ
ン
ト
が
必
ず

あ
る
も
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
か
ら
や
り
直
そ
う
と
す

る
か
ら
で
あ
る
。

　

も
し
く
は
、
消
せ
な
い
過
去

で
は
あ
る
が
精
神
的
に
そ
れ
を

克
服
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

東
北
再
興
も
同
様
で
あ
る
。

　

東
北
の
再
出
発
地
点
を
探
し
、

そ
こ
か
ら
や
り
直
す
の
で
あ
る
。

　

そ
の
再
出
発
地
点
を
精
神
的

に
克
服
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

そ
の
た
め
に
、
東
北
の
歴
史

を
掘
り
起
こ
し
て
い
か
ね
ば
な

東
北
復
興
か
ら
東
北
再

興
へ
の
路
線
変
更

　

前
号
で
当
新
聞
の
路
線
変
更

を
大
胆
に
宣
言
し
た
。

　

す
な
わ
ち
、
東
北
復
興
か
ら

東
北
再
興
へ
の
変
更
で
あ
る
。

　

そ
の
理
由
と
し
て
は
、
あ
の

大
震
災
か
ら
の
東
北
復
興
と
い

う
枠
組
み
の
み
で
は
め
ざ
ま
し

い
東
北
の
復
活
と
か
再
生
は
実

現
で
き
そ
う
も
な
い
。

　

真
の
東
北
活
性
化
を
目
指
す

に
は
、
も
っ
と
奥
深
い
と
こ
ろ

か
ら
東
北
の
改
革
を
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

　

ま
た
、
め
ざ
ま
し
い
東
北
の

復
活
と
か
再
生
、
再
興
の
た
め

の
し
っ
か
り
し
た
ベ
ー
ス
を
ま

ず
作
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

十
年
や
数
十
年
と
い
う
短
期
間

の
ベ
ー
ス
で
は
な
く
、
少
な
く

と
も
向
こ
う
千
年
は
耐
え
ら
れ

る
よ
う
な
ベ
ー
ス
を
作
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

　

そ
の
た
め
に
は
、
地
中
深
く
、

あ
た
か
も
ボ
ー
リ
ン
グ
の
よ
う

に
、
硬
い
岩
盤
で
あ
る
再
出
発

地
点
を
探
し
あ
て
、
確
定
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

他
方
、
じ
り
じ
り
と
衰
退
を

1300年前に遡り東北衰退の開始を再現する
東北の歴史の掘り起こしは東北復活の第一歩

連載企画⑥　【東北先史時代学】

ら
な
い
。

　

こ
れ
ま
で
の
東
北
復
興
活
動

に
は
、
こ
う
し
た
再
出
発
地
点

を
確
定
す
る
と
い
う
試
み
は
な

さ
れ
な
か
っ
た
。

　

す
で
に
あ
る
状
況
を
踏
ま
え
、

そ
れ
を
壊
さ
ず
、
無
難
に
ま
と

め
て
い
こ
う
と
い
う
姿
勢
が
基

本
で
あ
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
え

な
い
。

　

で
は
ど
こ
ま
で
東
北
の
歴
史

を
遡
る
か
。　

東
北
の
歴
史
掘
り
起
こ

し
の
起
点
は
ど
こ
か

　

こ
の
課
題
に
納
得
で
き
る
答

え
を
出
す
の
は
と
て
も
む
ず
か

し
い
。

　

東
北
が
輝
い
て
い
た
時
代
に

起
点
を
設
定
す
べ
き
と
い
う
意

見
も
あ
る
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
輝
い
て
い
た
と
い

っ
て
も
、
い
き
な
り
数
千
年
や

一
万
年
前
の
縄
文
時
代
に
遡
る

の
は
、
連
続
し
た
歴
史
と
い
う

感
覚
か
ら
は
少
し
離
れ
す
ぎ
て

い
る
と
い
う
の
が
大
方
の
見
方

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

ま
た
、
縄
文
人
と
現
代
人
と

の
連
続
性
に
関
し
て
も
、
多
少

の
違
和
感
が
あ
る
か
も
し
れ
な

宮城県生まれ、64 歳、経
営コンサルタント、趣味は
縄文研究、今年 1月に『東
北先史時代学』を提唱、東
北から日本を変えることを
標榜する。また放置されて
いる縄文遺跡保存活動とし
て郷里の涌谷町の『長根貝
塚保存活動』開始。

【当新聞発行責任者
兼編集長兼記者紹介】

【砂越　豊】

蝦夷の地と古代国家 蝦夷と城柵の時代 蝦夷と東北戦争
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る
。

　

ま
た
、
学
者
以
外
で
は
だ
れ

も
そ
う
し
た
歴
史
の
掘
り
起
こ

し
を
し
て
い
な
い
。

　

こ
う
し
た
現
状
を
踏
ま
え
、

出
来
る
こ
と
と
い
え
ば
、
数
少

な
い
東
北
古
代
の
歴
史
学
者
の

狭
い
エ
リ
ア
の
論
文
等
を
張
り

合
わ
せ
、
そ
こ
に
生
き
た
血
を

通
わ
せ
、
想
像
力
を
駆
使
し
て

埋
も
れ
た
歴
史
を
再
現
す
る
し

か
な
い
。

　

か
な
り
つ
ら
い
作
業
で
は
あ

る
が
、
そ
れ
は
非
常
に
大
事
な

作
業
と
な
る
だ
ろ
う
。

　

考
古
学
に
発
掘
と
い
う
重
要

な
作
業
が
あ
る
が
、
ま
さ
に
こ

れ
は
東
北
の
歴
史
の
掘
り
起
こ

し
作
業
で
あ
る
。　

多
賀
城
創
建
が
不
幸
な

起
点
と
な
る

　

千
三
百
年
前
の
東
北
の
画
期

と
な
っ
た
時
期
に
い
っ
た
い
何

が
あ
っ
た
か
。

　

そ
れ
は
、
現
在
の
宮
城
県
多

賀
城
市
に
わ
ず
か
な
痕
跡
が
残

る
「
多
賀
城
創
建
」
で
あ
る
。

　

こ
の
「
多
賀
城
創
建
」
の
前

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
喪
失

へ
と
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
の
だ
。

　

不
幸
な
再
出
発
地
点
だ
が
、

ま
ず
は
そ
こ
を
起
点
と
し
よ
う

と
思
う
。　

埋
も
れ
す
ぎ
た
東
北
古

代
の
歴
史

　

そ
う
し
た
考
え
方
で
、
い
ざ

東
北
の
歴
史
を
紐
解
い
て
み
る

と
、
実
に
希
薄
な
の
で
あ
る
。

　

ま
ず
は
東
北
の
側
か
ら
書
か

れ
た
歴
史
が
な
い
。

　

あ
る
の
は
権
力
側
の
歴
史
の

み
で
あ
り
、
し
か
も
非
常
に
短

い
文
章
で
事
実
の
み
が
記
載
さ

れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

　

文
字
資
料
が
な
い
と
い
う
の

な
ら
ば
、
せ
め
て
東
北
に
語
り

継
が
れ
て
き
た
話
が
あ
る
か
と

い
え
ば
、
そ
れ
も
な
い
。

　

歴
史
を
掘
り
起
こ
す
作
業
は
、

最
初
か
ら
途
方
に
暮
れ
る
始
末
。

　

一
部
の
わ
ず
か
な
東
北
古
代

を
専
門
と
す
る
学
者
に
よ
る
研

究
は
あ
る
が
、
や
は
り
、
歴
史

的
事
実
を
掘
り
起
こ
し
て
い
く

た
め
の
記
録
が
少
な
す
ぎ
る
と

の
嘆
き
が
紙
背
か
ら
読
み
取
れ

と
後
で
は
、
東
北
の
あ
り
方
が

が
ら
り
と
変
わ
る
の
だ
。

　

少
し
前
ま
で
は
、
こ
の
多
賀

城
の
存
在
さ
え
す
っ
か
り
忘
れ

ら
れ
、「
多
賀
城
創
建
」
の
石

碑
は
後
代
の
だ
れ
か
の
贋
作
と

ま
で
言
わ
れ
て
い
た
。

　

し
か
し
、
そ
の
後
の
発
掘
に

よ
り
、
確
か
に
多
賀
城
は
存
在

し
た
と
証
明
さ
れ
た
。

　

そ
の
後
、
こ
の
多
賀
城
付
近

に
山
王
遺
跡
と
い
う
、
当
時
の

多
賀
城
の
高
級
官
僚
な
ど
が
暮

ら
す
街
の
遺
跡
が
発
見
さ
れ
た

が
、
多
賀
城
が
巨
大
な
規
模
を

有
す
る
東
北
の
政
治
・
軍
事
的

な
朝
廷
の
大
拠
点
で
あ
っ
た
こ

と
が
分
か
っ
て
き
た
。

　

あ
る
意
味
で
は
、
こ
の
多
賀

城
の
全
容
が
歴
史
の
か
な
た
か

ら
立
ち
現
わ
れ
て
く
る
こ
と
で
、

悲
し
い
東
北
の
「
画
期
」
も
ま

た
立
ち
現
わ
れ
て
く
る
と
い
う

皮
肉
な
こ
と
と
な
っ
た
。

　

と
は
い
え
、
と
に
か
く
、
東

北
の
再
出
発
地
点
が
埋
も
れ
た

歴
史
か
ら
立
ち
現
わ
れ
て
く
る

と
い
う
の
は
、
こ
れ
か
ら
の
東

北
に
と
っ
て
は
、
現
代
の
「
画

（
再
生
、
復
活
）
が
起
き
る
可

能
性
に
か
け
て
い
き
た
い
も
の

だ
。

　

歴
史
は
文
化
で
あ
る
と
言
お

う
。
誤
解
を
恐
れ
ず
に
言
え
ば
、

東
北
に
は
明
確
な
文
化
が
な
か

っ
た
と
も
言
え
る
の
だ
。　

焦
点
の
不
明
確
な
文
化

は
力
強
さ
を
産
ま
な
い

　

今
後
、
力
強
い
東
北
再
興
の

運
動
を
期
待
し
て
、
当
新
聞
と

し
て
は
、
こ
の
歴
史
掘
り
起
こ

し
と
東
北
文
化
掘
り
起
し
を
提

唱
し
て
い
き
た
い
。

　

ど
の
地
域
で
も
、
ど
の
時
代

で
も
、
新
た
な
運
動
が
発
生
す

る
と
き
に
は
こ
う
し
た
動
き
が

あ
る
と
思
う
。

　

焦
点
が
は
っ
き
り
す
れ
ば
す

る
ほ
ど
、
そ
の
運
動
も
力
強
さ

を
増
し
、
よ
り
広
範
囲
の
運
動

に
発
展
し
て
い
く
こ
と
だ
ろ
う
。

　

そ
れ
を
目
指
し
て
当
新
聞
は

活
動
し
て
い
こ
う
と
思
う
。

そ
し
て
映
画
を
作
る

　

具
体
的
な
活
動
と
し
て
は
ま

ず
、
千
三
百
年
前
の
古
代
東
北

の
歴
史
掘
り
起
こ
し
に
よ
り
再

構
築
さ
れ
た
歴
史
と
文
化
を
ベ

ー
ス
に
し
て
、
そ
れ
を
文
字
に

す
る
こ
と
を
目
指
し
た
い
。

　

さ
ら
に
、
文
字
化
を
発
展
さ

せ
、
一
般
に
流
通
す
る
書
籍
に

ま
と
め
て
い
き
、
多
く
の
人
が

見
れ
る
よ
う
に
し
た
い
。

　

さ
ら
に
は
、
そ
の
書
籍
を
ベ

ー
ス
に
し
て
「
歴
史
ド
キ
ュ
メ

ン
タ
リ
ー
映
画
」
に
も
挑
戦
す

る
と
い
う
希
望
を
抱
い
て
い
る
。

　

い
ず
れ
も
無
謀
な
試
み
か
も

し
れ
な
い
が
、
当
新
聞
の
路
線

変
更
を
宣
言
し
た
以
上
、
あ
え

て
困
難
な
試
み
に
挑
ん
で
い
く
。

千
三
百
年
前
は
も
っ
と

深
い
歴
史
の
中
継
点
に

す
ぎ
な
い

　

こ
の
活
動
は
ま
た
、
千
三
百

年
前
の
古
代
東
北
を
再
現
す
る

だ
け
の
活
動
で
終
わ
る
つ
も
り

は
な
い
。

　

そ
れ
以
前
の
時
代
に
も
遡
っ

て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　

い
き
な
り
の
縄
文
時
代
で
は

な
く
、
歴
史
の
中
継
点
と
し
て

の
千
三
百
年
前
を
明
確
に
す
る

こ
と
で
、
そ
れ
以
前
の
時
代
も
、

現
代
と
切
り
離
さ
れ
た
時
代
で

は
な
く
、
現
代
と
直
結
す
る
時

代
で
あ
る
こ
と
を
示
せ
る
と
い

う
予
感
が
あ
る
。

　

そ
う
し
て
東
北
再
興
に
挑
戦

し
て
い
こ
う
と
思
う
。

期
」
と
な
る
こ
と
が
推
測
で
き

る
。

古
代
の
東
北
の
物
語
を

創
作
す
る

　

こ
の
多
賀
城
を
起
点
と
し
た

古
代
東
北
の
物
語
を
創
作
す
る

こ
と
が
重
要
な
作
業
と
な
る
。

　

あ
ら
ゆ
る
資
料
を
か
き
集
め
、

想
像
力
も
フ
ル
回
転
さ
せ
て
、

そ
の
物
語
を
つ
む
ぐ
。

　

あ
ま
り
に
も
足
り
な
さ
す
ぎ

る
資
料
で
は
あ
る
が
、
な
い
こ

と
を
嘆
い
て
い
る
ば
か
り
で
は

一
歩
も
前
に
進
め
な
い
。

　

数
少
な
い
資
料
の
表
題
だ
け

を
見
る
と
、
近
づ
き
が
た
い
書

籍
や
論
文
で
は
あ
る
が
、
そ
れ

を
読
み
こ
な
し
て
、
古
代
東
北

の
歴
史
の
大
枠
組
み
を
再
現
し
、

そ
こ
に
生
き
た
血
を
通
わ
せ
る

作
業
を
す
る
し
か
な
い
。

し
っ
か
り
し
歴
史
観
を
共
有

す
る
こ
と
が
文
化
で
あ
る

　

こ
う
し
て
歴
史
の
掘
り
起
こ

し
作
業
を
し
て
、
し
っ
か
り
し

た
「
古
代
東
北
観
」
を
構
築
で

き
れ
ば
、
そ
れ
は
新
た
な
東
北

文
化
に
も
な
り
う
る
と
考
え
る
。

　

こ
の
意
味
に
お
い
て
、
歴
史

の
掘
り
起
こ
し
は
、
東
北
の
文

化
の
掘
り
起
こ
し
で
も
あ
る
。

　

そ
う
し
た
歴
史
を
東
北
関
係

人
が
共
有
し
て
い
き
、
そ
こ
が

起
点
と
な
る
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス

多賀城中心部復元想像図

多賀城全体図

養老四年の蝦夷の反乱と多賀城の創建
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郷土料理愛好家　
　　　　松本由美子氏

 《レタスと銀鮭のクリームスパゲティ》

『材料』　�2 人分　 レタス 200g 、銀鮭 2 切れ (160g) 、小麦粉 適量 、オリーブ
油 大 2 、　　白ワイン 大 1 、スパゲティ 乾 160g 、生クリーム 1/3C、 
塩、コショウ 少々 ��

『作り方』　①　レタスは、食べやすい大きさに切る。鮭は骨を除き、1㎝厚さのそ
ぎ切りにして小麦粉をまぶす。�②　フライパンにオリーブ油を弱めの中火で熱し、
鮭の両面をこんがりと焼く。白ワインをふって蓋をし、弱火で1分程蒸し焼きにす
る。�③　鍋にたっぷりの湯を沸かし、しお ( 分量外 ) を加えてスパゲティを茹でる。
袋の表示時間より2分前にレタスを加えていっしょにゆで、ザルにあげて湯を切る。
( アスパラがあれば、茹でる )�④　鮭とスパゲティに生クリームを加えてまぜ、塩、
コショウで味をととのえる。

第33回三陸酒海鮮会 2018.5.19
ご参加いただいたみなさんに感謝申し上げます

銀鮭は、三陸産です。油があ
って美味しいです。 このメ
ニューは銀鮭にかぎりますね
　（松下談）

パスタに白ワインか冷えた日
本酒もトライしてみてはどう
でしょうか　（すなこし）

水産業再興のための料理レシピ紹介
第46回 
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写真でお伝えする 
東北の風景

（東北絆まつりとチャグチャグ馬コ）

岩手県
盛岡市

写真撮影
尾崎匠
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気
仙
沼
フ
ァ
ン
ク
ラ
ブ

http://www.kesennum
a.

m
iyagi.jp/li/fukko/040/040/

index.htm
l

　

東
北
に
あ
る
フ
ァ
ン
ク
ラ
ブ

の
第
２
回
、
今
回
は
宮
城
県
の

フ
ァ
ン
ク
ラ
ブ
に
つ
い
て
紹
介

し
よ
う
と
思
う
。
ま
ず
紹
介
し

た
い
の
は
沿
岸
北
部
に
あ
る
気

仙
沼
市
が
運
営
し
て
い
る
「
気

仙
沼
フ
ァ
ン
ク
ラ
ブ
」
で
あ
る
。

市
外
に
住
む
気
仙
沼
フ
ァ
ン
の

人
が
対
象
で
、「
気
仙
沼
を
応

援
し
た
い
と
い
う
気
持
ち
」
が

入
会
条
件
と
な
っ
て
い
る
。

　

会
員
特
典
は
ま
ず
、「
会
員

番
号
を
刻
ん
だ
世
界
に
一
つ
だ

け
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
会
員
証
」
で

あ
る
。
こ
れ
は
、
気
仙
沼
の
ゆ

る
キ
ャ
ラ
「
ホ
ヤ
ぼ
ー
や
」
を

モ
チ
ー
フ
に
し
て
市
民
有
志
が

手
作
り
し
た
会
員
証
で
、
震
災

が
発
生
し
た
平
成
23
年
３
月
11

日
時
点
の
気
仙
沼
市
の
人
口

74,247

人
の
次
の
人
数
で
あ

る74,248

人
目
か
ら
の
会
員

番
号
が
刻
印
さ
れ
て
お
り
、
会

員
が
「
準
」
市
民
で
あ
る
こ
と

を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
気
仙

沼
の
旬
な
情
報
を
発
信
す
る

「
気
仙
沼
フ
ァ
ン
ク
ラ
ブ
通

信
」
も
メ
ー
ル
で
配
信
し
て
い

る
。
復
興
の
様
子
や
地
元
民
し

か
知
ら
な
い
気
仙
沼
の
魅
力
な

ど
の
情
報
を
発
信
し
て
い
る
が
、

会
員
か
ら
の
質
問
や
リ
ク
エ
ス

ト
に
も
応
え
て
く
れ
る
。

気
仙
沼
市
役
所
の
産
業
部
観

光
課
の
窓
口
で
会
員
証
を
提
示

す
る
と
、「
特
製
ホ
ヤ
ぼ
ー
や

ス
ト
ラ
ッ
プ
」
も
も
ら
え
る
他
、

市
内
の
飲
食
店
で
の
飲
食
や
物

販
店
な
ど
で
の
買
い
物
の
際
に

会
員
証
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ

り
様
々
な
特
典
が
受
け
ら
れ
る
。

入
会
金
・
年
会
費
は
無
料
で
あ

る
。

伊
達
な
わ
た
り
フ
ァ
ン

ク
ラ
ブ

http://www.datenawatari.
jp/publics/download/?file=/
files/content_type/type 019/12/
201611011541058823.pdf

沿
岸
南
部
の
亘
理
町
に
あ
る
亘

理
町
観
光
協
会
が
運
営
す
る
フ

ァ
ン
ク
ラ
ブ
で
あ
る
。
年
会
費

は10,000

円
掛
か
る
が
、
入

会
す
る
と
入
会
プ
レ
ゼ
ン
ト
と

フ
ァ
ン
ク
ラ
ブ
加
盟
店
で
使
え

る
会
員
証
、
亘
理
町
の
見
ど
こ

ろ
が
全
て
分
か
る
観
光
ガ
イ
ド

ブ
ッ
ク
が
送
ら
れ
て
く
る
他
、

年
２
回
亘
理
町
の
旬
の
特
産
品

が
届
き
、
亘
理
町
の
最
新
の
観

光
情
報
の
ダ
イ
レ
ク
ト
メ
ー
ル

も
届
く
と
い
っ
た
会
員
特
典
が

あ
る
。

七
ヶ
宿
フ
ァ
ン
ク
ラ
ブ

http://shichikashuku-
m

iyagi.co.jp/fanclub/
　

内
陸
南
部
に
あ
る
七
ヶ
宿
町

の
株
式
会
社
七
ヶ
宿
く
ら
し
研

究
所
が
運
営
す
る
フ
ァ
ン
ク
ラ

ブ
で
あ
る
。
①
七
ヶ
宿
町
が
好

き
な
人
、
②
町
内
外
に
関
わ
ら

ず
七
ヶ
宿
町
を
楽
し
く
応
援
し

た
い
人
、
③
七
ヶ
宿
町
と
の
交

流
を
大
切
に
し
た
い
人
を
対
象

に
、
ま
ち
づ
く
り
の
サ
ポ
ー
タ

ー
と
な
っ
て
地
域
行
事
や
イ
ベ

ン
ト
を
一
緒
に
盛
り
上
げ
て
く

れ
る
人
を
募
集
し
て
い
る
。
入

会
費500

円
、
年
会
費
は
個

人1,000

円
、
団
体10,000

円
で
、
町
民
、
町
内
の
団
体
・

企
業
は
無
料
で
あ
る
。

　

会
員
特
典
と
し
て
は
、
フ
ァ

ン
ク
ラ
ブ
会
員
向
け
イ
ベ
ン
ト

へ
の
参
加
、
イ
ベ
ン
ト
情
報
な

ど
の
い
ち
早
い
お
知
ら
せ
、
会

員
限
定
グ
ッ
ズ
の
プ
レ
ゼ
ン

ト
、
裏
メ
ニ
ュ
ー
的
な
「
な
お

ら
い
」（
神
社
の
お
祭
り
の
最

後
に
お
供
え
し
た
食
べ
物
や
お

酒
を
参
加
者
皆
で
い
た
だ
く
行

事
）
等
へ
の
参
加
、
と
な
っ
て

い
る
。

里
浜
貝
塚
フ
ァ
ン
ク
ラ
ブ

http://w
w

w
.satoham

a-
jom

on.jp/fanclub/index.
htm

l

　

奥
松
島
縄
文
村
歴
史
資
料
館

が
運
営
す
る
フ
ァ
ン
ク
ラ
ブ
。

「
縄
文
村
で
遊
ぼ
う
！
」
を
合

言
葉
に
、
会
員
に
は
縄
文
村
の

「
村
び
と
」
に
な
っ
て
も
ら
っ

て
、「
縄
文
村
」
と
い
う
「
村

＝
自
治
体
」
を
、
村
び
と
全
員

参
加
型
の
村
政
で
盛
り
上
げ
て

い
く
と
い
う
趣
旨
で
会
員
が
気

軽
に
イ
ベ
ン
ト
に
参
加
し
、
縄

文
村
を
楽
し
む
こ
と
を
最
大
の

目
標
に
し
て
い
る
。

　
「
村
び
と
」
に
な
る
に
は
一

世
帯
に
つ
き
、
年
会
費
（
村
民

税
）500

円
を
払
う
。
一
世

帯
何
人
で
も
金
額
は
変
わ
ら
な

い
。「
村
び
と
」
に
な
っ
て
縄

文
村
発
行
の
会
員
証
を
提
示
す

る
と
、
一
年
を
通
し
て
入
館
料

が
無
料
に
な
る
他
、
イ
ベ
ン
ト

の
様
子
や
縄
文
コ
ラ
ム
な
ど
縄

文
村
の
情
報
が
詰
ま
っ
た
「
村

報　

縄
文
村
」
が
季
刊
で
届
く
。

松
島
フ
ァ
ン
ク
ラ
ブ

http://www.town.
m

atsushim
a.m

iyagi.jp/index.
cfm

/8,19645,74,htm
l

　

日
本
三
景
の
一
つ
松
島
を
擁

す
る
松
島
町
が
運
営
す
る
フ
ァ

ン
ク
ラ
ブ
で
あ
る
。
松
島
が
好

き
な
人
な
ら
誰
で
も
入
会
で
き

る
の
で
、
町
民
も
入
会
で
き
る
。

年
会
費
は
無
料
で
、
会
員
特
典

は
、
観
瀾
亭
・
福
浦
橋
へ
の
無

料
入
場
、
協
賛
店
で
の
お
得
な

会
員
サ
ー
ビ
ス
、
で
あ
る
。

田
の
浦
フ
ァ
ン
ク
ラ
ブ

http://www.e-tanoura.com
/

　

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
田
の
浦
フ
ァ
ン

ク
ラ
ブ
が
運
営
す
る
フ
ァ
ン
ク

ラ
ブ
。
同
法
人
は
「
南
三
陸
町

歌
津
地
区
田
の
浦
に
お
い
て
、

東
日
本
大
震
災
で
被
災
し
た
地

域
の
再
生
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の

再
生
、
生
業
の
再
生
等
ま
ち
づ

く
り
の
推
進
を
目
指
し
、
田
の

浦
の
歴
史
、
生
活
文
化
、
生
業
、

自
然
環
境
、
人
財
な
ど
の
地
域

資
源
を
活
か
し
、
つ
な
が
り
を

創
造
し
、
地
域
の
未
来
を
育
む

こ
と
を
目
的
と
す
る
団
体
」
で

あ
る
。

　

田
の
浦
フ
ァ
ン
ク
ラ
ブ
は
①

全
国
、
全
世
界
の
田
の
浦
フ
ァ

ン
・
支
援
者
、
②
田
の
浦
の
現

地
で
ま
ち
づ
く
り
活
動
を
推
進

す
る
地
元
の
人
間
で
構
成
さ
れ

た
「
田
の
浦
チ
ー
ム
」、
田
の

浦
チ
ー
ム
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
他

の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
で
構
成
さ
れ
て

い
る
。

　

年
会
費
は
正
会
員6,000

円
、
賛
助
会
員
は
一
口3,000

円
と
な
っ
て
い
る
。
義
援
金

付
き
書
籍
「
宮
城
県
南
三
陸

町　

田
の
浦
漁
師
が
伝
え
る

海
と
人
と
の
暮
ら
し
か
た
」

（1,000

円
）
や
購
入
す
る
と

賛
助
会
員
と
し
て
登
録
さ
れ
る

「3.11Tanoura

（3.11

田

の
浦
の
記
憶
）」（500

円
）

な
ど
の
書
籍
も
刊
行
さ
れ
て
い

る
。

宝
の
都
（
く
に
）・
大

崎
フ
ァ
ン
ク
ラ
ブ

h
ttp

://w
w

w
.city

d
o

.
com

/furusato/m
ain

/
c04215f_5252.htm

l

　

県
中
央
部
に
あ
る
米
ど
こ
ろ

大
崎
市
が
運
営
す
る
フ
ァ
ン

ク
ラ
ブ
で
あ
る
。
寄
附
金
額

5,000

円
以
上
で
会
員
登
録
さ

れ
、
会
員
証
が
発
行
さ
れ
る

他
、
会
員
特
典
と
し
て
、「
広

報
お
お
さ
き
」
の
１
年
間
送
付
、

温
泉
の
無
料
入
浴
券
(
ペ
ア
）、

市
内
施
設
の
入
場
無
料
券
（
ペ

ア
）
の
い
ず
れ
か
１
つ
を
選
べ

る
。

フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
マ
ン
・
ジ
ャ

パ
ン
公
式
フ
ァ
ン
ク
ラ
ブ

「CLUB M
ERM

AN

」

http://fisherm
anjapan.

com
/fanclub

　

一
般
社
団
法
人
フ
ィ
ッ
シ
ャ

ー
マ
ン
ジ
ャ
パ
ン
が
運
営
す
る

フ
ァ
ン
ク
ラ
ブ
。
同
法
人
は

「
漁
師
と
と
も
に
漁
業
を
創

る
」
を
モ
ッ
ト
ー
に
、
三
陸
で

活
躍
す
る
若
い
漁
師
た
ち
を
中

心
に
、
未
来
の
世
代
が
憧
れ
る

水
産
業
の
形
を
目
指
し
て
い
る
。

「CLUB M
ERM

AN

」
は
そ

の
活
動
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
た
め

の
会
員
制
度
で
あ
る
。

　

会
員
制
度
は
、
特
典
の
内
容

に
応
じ
た
４
つ
の
プ
ラ
ン
と
無

料
会
員
プ
ラ
ン
か
ら
選
ぶ
こ
と

が
で
き
る
。
レ
ギ
ュ
ラ
ー
会
員

は
年
会
費5,000

円
で
、
会

員
カ
ー
ド
、
魚
谷
屋
ク
ー
ポ
ン

1,000

円
分
、
EC
ク
ー
ポ
ン

500

円
分
、
会
員
限
定
バ
ッ

ジ
、
限
定
イ
ベ
ン
ト
、
会
報
年

１
回
が
特
典
。
シ
ル
バ
ー
会
員

は
年
会
費15,000

円
で
、
会

員
カ
ー
ド
、
魚
谷
屋
ク
ー
ポ
ン

3,000

円
分
、
EC
ク
ー
ポ
ン

2,000

円
分
、
会
員
限
定
バ
ッ

ジ
か
会
員
限
定
エ
コ
バ
ッ
グ
ど

ち
ら
か
１
つ
、
限
定
イ
ベ
ン
ト
、

会
報
年
１
回
、
商
品
開
発
会
議

参
加
権
、
魚
介
セ
ッ
ト
年
１
回

5,000

円
分
、
公
式
牡
蠣
む
き

ナ
イ
フ
が
特
典
。
ゴ
ー
ル
ド

会
員
は
年
会
費30,000

円
で
、

会
員
カ
ー
ド
、
魚
谷
屋
ク
ー
ポ

ン10,000

円
分
、
EC
ク
ー
ポ

ン5,000

円
分
、
会
員
限
定

バ
ッ
ジ
か
会
員
限
定
エ
コ
バ
ッ

グ
ど
ち
ら
か
１
つ
、
限
定
イ
ベ

ン
ト
、
会
報
年
１
回
、
商
品
開

発
会
議
参
加
権
、
魚
介
セ
ッ
ト

年
１
回5,000

円
分
、
公
式

牡
蠣
む
き
ナ
イ
フ
、
オ
リ
ジ
ナ

ル
T
シ
ャ
ツ
が
特
典
。
プ
ラ
チ

ナ
会
員
は
年
会
費100,000

円
で
、
会
員
カ
ー
ド
、
魚
谷
屋

ク
ー
ポ
ン20,000

円
分
、
EC

ク
ー
ポ
ン10,000

円
分
、
会

員
限
定
バ
ッ
ジ
か
会
員
限
定
エ

コ
バ
ッ
グ
ど
ち
ら
か
１
つ
、
限

定
イ
ベ
ン
ト
、
会
報
年
１
回
、

商
品
開
発
会
議
参
加
権
、
魚
介

セ
ッ
ト
年
４
回5,000

円
分
、

公
式
牡
蠣
む
き
ナ
イ
フ
、
オ
リ

ジ
ナ
ル
T
シ
ャ
ツ
、
名
刺
、
魚

谷
屋
ス
ペ
シ
ャ
ル
特
典
、
漁
師

体
験
ツ
ア
ー
招
待
、
年
度
事
業

報
告
会
招
待
が
特
典
と
な
る
。

無
料
会
員
は
、
ク
ー
ポ
ン
を
は

じ
め
、
お
得
な
情
報
が
載
っ
た

メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
が
届
く
。

南
三
陸
応
縁
団

http://www.minasan-ouen.com/

　

一
般
社
団
法
人
南
三
陸
町
観

光
協
会
が
南
三
陸
町
か
ら
の
委

託
を
受
け
、
運
営
す
る
事
業
で

あ
る
。
今
ま
で
の
「
支
援
」
か

ら
「
協
働
」
へ
、
そ
し
て
「
交

流
」
へ
の
発
展
を
目
指
し
、
支

援
者
と
町
民
を
つ
な
ぐ
架
け
橋

と
な
っ
て
様
々
な
「
ご
縁
」
を

育
む
交
流
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
あ

る
。
団
員
特
典
と
し
て
は
、
ウ

ェ
ブ
サ
イ
ト
と
メ
ー
ル
マ
ガ
ジ

ン
に
よ
る
団
員
向
け
の
南
三
陸

町
情
報
の
発
信
、
応
縁
団
員
を

対
象
と
し
た
交
流
イ
ベ
ン
ト
の

開
催
、
農
業
や
漁
業
の
「
お
で

っ
て
」（
お
手
伝
い
、
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
）、
限
定
ツ
ア
ー
や
団

員
限
定
の
ポ
イ
ン
ト
カ
ー
ド
な

ど
団
員
限
定
コ
ン
テ
ン
ツ
へ
の

参
加
、
な
ど
が
あ
る
。

さ
と
う
み
フ
ァ
ン
ク
ラ
ブ

http://satoum
ifarm

.org/
m

em
ber/

　

南
三
陸
町
歌
津
に
あ
る
一
般

社
団
法
人
さ
と
う
み
フ
ァ
ー

ム
が
運
営
す
る
フ
ァ
ン
ク
ラ

ブ
。
同
法
人
で
は
、
羊
の
飼
育

を
手
掛
け
て
お
り
、「
育
て
る

こ
と
、
食
べ
る
こ
と
、
活
か
す

こ
と
。『
共
生
』
を
体
験
す
る

牧
場
」
を
目
指
し
て
い
る
。
フ

ァ
ン
ク
ラ
ブ
は
、
運
営
方
針
に

賛
同
す
る
人
、
南
三
陸
の
地
域

活
性
化
を
応
援
し
た
い
人
が
対

象
で
、
年
会
費
は2,000

円
、

会
員
特
典
と
し
て
は
、
季
刊
誌

「
さ
と
う
み
通
信
」
に
よ
る
活

動
報
告
、
各
種
イ
ベ
ン
ト
へ
の

招
待
な
ど
が
あ
る
。

東
北
復
興
支
援
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
「
希
望
の
環
」

サ
ポ
ー
タ
ー

https://www.kibounowa.jp/

　
「
希
望
の
環
」
は
、
一
般
社

団
法
人
希
望
の
環
が
運
営
す
る
、

生
産
者
同
士
、
小
売
店
、
消
費

者
、
そ
の
他
支
援
者
と
の
東
北

復
興
支
援
の
環
を
広
げ
る
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
。
サ
ポ
ー
タ
ー
に
登

録
す
る
と
、
定
期
的
に
「
希
望

の
環
通
信
」
と
し
て
、
生
産

者
の
日
々
の
活
動
や
復
興
へ
の

想
い
、
ま
た
被
災
さ
れ
た
町
の

復
興
に
関
す
る
明
る
い
希
望
を

感
じ
る
ニ
ュ
ー
ス
な
ど
が
メ
ー

ル
マ
ガ
ジ
ン
と
し
て
届
く
。
サ

ポ
ー
タ
ー
か
ら
の
生
産
者
へ
の

応
援
メ
ッ
セ
ー
ジ
も
届
け
て
く

れ
る
。

登
米
市
観
光
の
ま
ち
づ

く
り
応
援
団

http://www.tome-city.com/wp-
content/uploads/2015/07/
machidukuriouendan-bosyu.pdf

　

内
陸
北
部
に
あ
る
登
米
市
の

「
観
光
の
ま
ち
づ
く
り
」
を
推

進
す
る
た
め
、
全
国
か
ら
登
米

市
の
PR
と
観
光
物
産
の
振
興
発

展
を
応
援
し
て
く
れ
る
団
員
を

募
集
し
て
い
る
。
対
象
は
①
登

米
市
民
、
②
登
米
市
に
ゆ
か
り

の
あ
る
人
、
③
登
米
市
の
フ
ァ

ン
で
、
活
動
内
容
と
し
て
は
、

特
設
サ
イ
ト
に
よ
る
登
米
市
の

情
報
の
発
信
、
団
員
に
よ
る
レ

ア
な
情
報
や
気
づ
き
な
ど
の
発

信
、
新
た
な
魅
力
を
発
見
・
創

設
す
る
企
画
の
提
案
、
登
米
市

見
学
ツ
ア
ー
な
ど
へ
の
参
加
、

講
演
会
・
イ
ベ
ン
ト
の
案
内
、

会
報
の
発
行
、
会
員
証
の
発
行

な
ど
で
あ
る
。

日
本
酒
サ
ポ
ー
タ
ー
ズ

倶
楽
部
・
宮
城

http://w
w

w.m
iyagisake.jp/

supoclub/info_00.htm
l

　

宮
城
県
酒
造
組
合
が
運
営
す

る
日
本
酒
愛
好
家
の
方
々
の
集

い
。
20
歳
以
上
な
ら
誰
で
も
入

会
で
き
、
入
会
金
・
年
会
費
も

無
料
。
登
録
す
る
と
各
種
イ
ベ

ン
ト
の
案
内
が
メ
ー
ル
で
届
く

他
、
会
員
限
定
イ
ベ
ン
ト
や

セ
ミ
ナ
ー
に
も
招
待
さ
れ
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://www.facebook.com
/

kouhei.ootom
o

「
フ
ァ
ン
ク
ラ
ブ
」
活
用　

の
ス
ス
メ

①～

宮
城
編～
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秋
田
市
在
住
の
漫
画
家
・
こ

ば
や
し
た
け
し
氏
が
地
元
を
モ

デ
ル
に
し
て
、
女
子
高
生
ら
を

主
人
公
に
据
え
地
方
の
問
題
に

わ
か
り
や
す
く
切
り
込
ん
だ
と

数
年
前
か
ら
話
題
の
『
地
方
は

活
性
化
す
る
か
否
か
』。
そ
の

フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
ペ
ー
ジ
で
も

紹
介
さ
れ
た
あ
る
若
者
の
記
事

が
、
こ
の
春
ネ
ッ
ト
上
で
物
議

を
醸
し
、
今
も
新
た
な
意
見
や

反
論
が
様
々
な
執
筆
者
か
ら
掲

示
さ
れ
続
け
て
い
る
。

　

そ
の
記
事
、
題
し
て
『「
底

辺
校
」
出
身
の
田
舎
者
が
、
東

大
に
入
っ
て
絶
望
し
た
理
由
』。

　

筆
者
は
北
海
道
の
釧
路
市
出

身
、
東
京
大
学
文
学
部
・
大
学

院
を
経
て
現
在
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー

ク
州
立
大
学
の
博
士
課
程
に
籍

を
置
く
、
と
い
う
秀
才
で
あ
る
。

　

地
方
都
市
か
ら
遠
い
東
京
、

そ
れ
も
知
の
最
高
峰
・
東
大
へ

入
学
し
、「
都
内
名
門
校
出
身

者
を
始
め
と
す
る
『
サ
ラ
ブ
レ

ッ
ド
』
た
ち
に
出
会
い
、
い
た

く
驚
か
さ
れ
た
」
と
い
う
の
が

当
記
事
の
発
端
だ
。
書
き
出
し

は
多
く
の
地
方
在
住
者
を
ガ
ツ

ン
と
殴
り
つ
け
る
よ
う
な
一
文

で
読
者
を
惹
き
つ
け
る
。

「
田
舎
者
は
、
田
舎
に
住
ん
で

い
る
と
い
う
だ
け
で
、
想
像
以

上
の
ハ
ン
デ
を
背
負
わ
さ
れ
て

い
る
。」

　

要
約
す
れ
ば
以
下
の
通
り
だ
。

　

執
筆
者
の
郷
・
釧
路
市
で
は

優
秀
な
学
生
で
す
ら
大
学
へ
進

む
と
い
う
選
択
肢
が
想
像
し
難

い
。
田
舎
の
教
育
現
場
で
は
親

も
学
校
も
、
文
化
や
教
育
に
大

金
を
投
入
す
る
と
い
う
発
想
が

な
く
、
学
生
も
ま
た
そ
の
想
像

力
を
培
え
ず
、
東
京
や
一
流
大

学
、
そ
し
て
世
界
に
勇
躍
で
き

る
は
ず
の
者
ま
で
が
そ
の
可
能

性
を
奪
わ
れ
て
い
る
。
自
分
が

東
大
へ
進
め
た
の
は
た
ま
た
ま

そ
の
情
報
を
得
た
と
い
う
偶
然

に
過
ぎ
ず
、
そ
れ
が
な
か
っ
た

ら
ど
う
な
っ
て
い
た
か
と
寒
気

を
覚
え
る
ほ
ど
だ
と
い
う
。

　

文
化
と
教
育
の
地
域
格
差
は

都
市
・
田
舎
両
方
が
気
づ
か
ぬ

う
ち
に
大
き
く
な
り
、
多
く
の

人
が
気
づ
か
な
い
状
態
で
あ
る
。

　

自
分
の
よ
う
に
偶
然
性
に
翻

弄
さ
れ
る
田
舎
の
子
供
た
ち
に

彼
ら
が
潜
在
的
に
持
つ
選
択
肢

と
権
利
を
想
像
さ
せ
、
且
つ
東

京
な
ど
大
都
市
の
人
々
に
は
田

舎
の
実
態
を
想
像
さ
せ
る
事
が

必
要
だ
、
と
結
ん
で
い
る
。

　

一
見
、
至
極
真
っ
当
な
問
題

提
起
の
よ
う
で
あ
り
、
事
実
、

指
摘
さ
れ
る
通
り
の
「
田
舎
」

は
存
在
し
、
な
か
な
か
誰
も
書

か
な
い
事
を
よ
く
ぞ
告
発
し
た

と
い
う
賛
同
も
得
ら
れ
て
い
る

と
い
う
。
一
方
で
何
故
今
回
そ

れ
ほ
ど
の
物
議
や
批
判
を
巻
き

起
こ
し
た
の
か
と
い
う
と
、
執

筆
者
の
地
元
で
あ
る
釧
路
市
に

つ
い
て
「
若
者
が
集
ま
る
場
所

と
い
え
ば
ジ
ャ
ス
コ
し
か
選
択

肢
が
な
い
」「
大
学
も
美
術
館

も
身
近
に
無
い
」
果
て
は
「
田

舎
者
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の

使
い
方
も
ろ
く
に
知
ら
な
い
人

が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
」
な
ど
と

い
う
、
事
実
と
は
か
け
離
れ
た

誇
張
・
脚
色
が
為
さ
れ
た
た
め

で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
執
筆
者

自
身
は
実
際
は
よ
り
恵
ま
れ
た

環
境
に
い
た
が
、
記
事
の
イ
ン

パ
ク
ト
、
宣
伝
力
を
狙
っ
て
の

事
か
、
お
そ
ら
く
地
方
で
も
最

低
（
と
想
像
さ
れ
る
）
の
環
境

を
演
出
す
る
為
に
「
嘘
を
書
い

た
」
と
判
断
さ
れ
て
し
ま
っ
た

訳
で
あ
る
。

　

実
の
と
こ
ろ
、
自
身
十
代
の

多
感
な
年
頃
を
山
形
県
の
日
本

海
側
で
悶
々
と
過
ご
し
た
私
と

し
て
も
よ
く
わ
か
る
話
で
は
あ

る
が
、
一
方
で
非
常
に
唖
然
と

さ
せ
ら
れ
た
記
事
で
も
あ
っ
た
。

　

当
時
八
十
年
代
、
現
在
よ
り

も
ま
だ
「
陸
の
孤
島
」
の
イ
メ

ー
ジ
が
強
か
っ
た
庄
内
地
方
で

も
、
確
か
に
都
市
部
の
文
化
や

情
報
に
飢
え
る
事
は
多
い
と
は

言
え
、
高
校
生
が
東
京
へ
の
大

学
進
学
の
選
択
肢
が
想
像
つ
か

な
い
な
ど
と
い
う
ま
る
で
『
ア

メ
リ
カ
人
の
半
分
は
ニ
ュ
ー
ヨ

ー
ク
の
場
所
を
知
ら
な
い
』
の

よ
う
な
極
端
な
事
は
さ
す
が
に

考
え
ら
れ
な
か
っ
た
か
ら
だ
。

　

よ
く
近
年
、
電
子
書
籍
や
ネ

ッ
ト
通
販
に
よ
っ
て
紙
の
書
籍

と
そ
れ
を
扱
う
街
の
書
店
が
衰

退
し
、
地
方
都
市
と
そ
の
学
術

文
化
の
退
行
を
危
惧
す
る
声
が

聞
か
れ
る
の
だ
が
、
で
は
実
際

の
、
例
え
ば
私
の
郷
・
鶴
岡
市

の
場
合
ど
う
な
っ
て
い
る
か
と

い
う
と
、
昔
か
ら
の
繁
華
街
は

シ
ャ
ッ
タ
ー
通
り
と
な
っ
て
街

の
書
店
は
激
減
、
多
様
さ
を
失

っ
た
が
、
イ
オ
ン
（
大
型
商
業

施
設
）
な
ど
の
書
店
で
従
来
と

同
等
の
情
報
は
入
手
で
き
る
。

一
方
、
公
立
大
学
が
増
設
さ
れ
、

市
民
が
自
由
に
利
用
で
き
る
個

性
的
な
図
書
館
が
出
現
し
た
。

つ
ま
り
、
失
っ
た
も
の
が
あ
る

一
方
で
、
新
た
に
地
方
が
得
た

文
化
的
財
産
が
あ
る
の
だ
。

　

し
か
し
当
記
事
の
執
筆
者
か

ら
す
れ
ば
、「
田
舎
に
も
あ
る
、

と
い
う
の
は
東
京
に
あ
る
、
と

い
う
事
と
は
次
元
が
違
う
」
と

一
蹴
さ
れ
て
し
ま
う
レ
ベ
ル
の

も
の
な
の
で
あ
る
。「
私
は
格

差
に
怒
っ
て
い
る
」
と
書
く
執

筆
者
だ
が
、
で
は
釧
路
か
ら
優

秀
な
若
者
が
世
界
へ
出
て
行
け

ば
そ
れ
で
い
い
の
か
、
釧
路
に

は
ど
う
な
っ
て
も
ら
い
た
い
の

か
、
全
く
示
さ
れ
て
い
な
い
。

　

同
じ
東
大
大
学
院
に
在
籍
し

て
い
た
と
い
うbonotake

氏

の
意
見
が
印
象
深
い
。

「
ぶ
っ
と
ん
だ
天
才
・
秀
才
に

囲
ま
れ
な
が
ら
、
果
て
無
き
青

天
井
へ
挑
戦
し
続
け
る
途
上
で

も
が
き
苦
し
ん
で
い
る
と
、
そ

れ
以
外
の
も
の
が
全
然
見
え
な

く
な
る
。」
つ
ま
り
、
東
大
を

頂
点
と
す
る
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
の

中
に
囚
わ
れ
て
、
そ
の
外
に
も

世
界
が
あ
る
事
が
、
執
筆
者
に

は
見
え
て
い
な
い
、
と
い
う
の

だ
。
穿
っ
た
見
方
を
す
れ
ば
、

周
囲
の
英
才
た
ち
と
の
差
別
化

を
無
意
識
に
望
む
が
故
に
、
自

分
が
い
か
に
特
別
な
境
遇
か
ら

這
い
上
が
っ
た
か
を
表
現
し
た

い
欲
求
に
駆
ら
れ
た
の
で
は
な

い
か
、
と
す
ら
思
え
る
。

　

極
端
に
「
田
舎
」
で
あ
る
場

所
か
ら
は
、
東
京
は
想
像
し
難

い
が
、
東
京
か
ら
も
「
田
舎
」

は
幻
想
で
し
か
な
い
。
ま
た
、

田
舎
か
ら
い
き
な
り
東
京
の
、

東
大
と
い
う
特
殊
な
環
境
に
飛

び
込
め
ば
、
ほ
ん
の
一
握
り
の
、

恵
ま
れ
た
層
の
若
者
し
か
知
り

得
ず
、
実
際
に
は
東
京
に
存
在

す
る
大
勢
の
決
し
て
恵
ま
れ
て

る
と
は
言
え
な
い
人
々
の
事
へ

思
い
が
至
ら
な
い
の
だ
。

　

た
だ
、
今
回
の
一
件
に
は
近

年
な
ら
で
は
の
要
因
も
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
嘗
て
、
そ
れ

も
ま
だ
二
十
～
三
十
年
し
か
昔

で
は
な
い
が
、
東
京
、
例
え
ば

大
学
な
ど
学
校
の
現
場
で
も
現

在
よ
り
地
方
出
身
者
の
比
率
が

大
き
か
っ
た
。
ま
さ
に
全
国
の

地
方
色
豊
か
な
若
者
と
の
出
会

い
が
あ
っ
た
訳
で
、
家
庭
環
境

も
様
々
な
、
多
様
な
価
値
観
の

ぶ
つ
か
り
合
い
が
あ
っ
た
は
ず

で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
今
回
、
執

筆
者
が
東
大
と
い
う
学
園
に
お

い
て
、
途
方
も
な
く
恵
ま
れ
た

環
境
に
生
ま
れ
育
っ
た
英
才
た

ち
の
群
れ
の
中
に
溺
れ
る
よ
う

な
状
況
が
見
て
取
れ
る
。
全
体

的
に
見
て
も
東
京
の
大
学
の
入

学
者
の
首
都
圏
出
身
者
の
割
合

は
七
割
を
越
え
る
所
も
あ
る
。

　

つ
ま
り
、
東
京
に
出
て
き
た

地
方
の
若
者
の
視
野
を
狭
く
す

る
要
因
は
、
や
は
り
東
京
の
現

状
に
も
あ
る
か
も
知
れ
な
い
、

と
い
う
事
だ
。

　

地
方
か
ら
若
者
が
流
出
し
、

首
都
圏
を
目
指
す
流
れ
自
体
は

昔
と
変
わ
ら
な
い
か
も
知
れ
な

い
が
、
嘗
て
は
若
者
に
と
っ
て

不
安
以
上
に
希
望
に
溢
れ
て
い

た
「
上
京
」
が
一
転
、
苦
痛
や

不
安
の
要
素
の
強
い
も
の
に
な

っ
て
い
る
可
能
性
は
、
既
に
様

々
な
場
面
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
場
合
ど
の
よ
う
な
事
が

解
決
策
と
し
て
考
え
ら
れ
る
か
。

　

多
様
さ
を
失
い
地
方
へ
の
共

感
を
失
い
つ
つ
あ
る
首
都
圏
と
、

中
央
志
向
を
減
退
さ
せ
「
内
向

き
」
傾
向
を
増
す
地
方
と
の
相

互
理
解
、
融
和
は
如
何
に
し
て

深
め
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

首
都
圏
か
ら
は
東
日
本
大
震

災
な
ど
を
機
に
地
方
へ
の
視
点

に
目
覚
め
、
実
際
に
現
地
へ
向

か
う
人
々
も
現
れ
た
。
再
び
地

方
へ
の
共
感
と
理
解
を
取
り
戻

し
た
人
々
が
帰
っ
て
い
く
事
で

東
京
は
少
し
ず
つ
変
わ
っ
て
い

く
の
か
。
い
や
、
洪
水
の
よ
う

な
巨
大
な
混
沌
の
流
れ
の
中
、

個
人
の
想
い
は
掻
き
消
さ
れ
て

い
く
だ
ろ
う
。
変
わ
る
の
は
あ

く
ま
で
も
そ
の
人
自
身
な
の
だ
。

　

そ
も
そ
も
東
北
に
い
る
私
た

ち
に
と
っ
て
も
、
東
京
の
奔
流

を
変
え
る
事
が
で
き
る
と
思
う

の
は
幻
想
だ
ろ
う
。
そ
れ
が
私

た
ち
に
と
っ
て
不
毛
で
あ
り
、

無
意
味
な
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、

せ
め
て
東
北
か
ら
、
足
元
の
世

界
だ
け
で
も
変
え
て
い
く
他
は

あ
る
ま
い
。

　

皮
肉
に
も
、
当
記
事
を
拡
散

し
た
『
地
方
は
活
性
化
す
る
か

否
か
』
の
発
信
元
で
あ
る
秋
田

県
に
こ
そ
、
そ
の
ヒ
ン
ト
が
隠

れ
て
い
る
よ
う
に
私
に
は
思
え

て
な
ら
な
い
の
だ
。

　
「
田
舎
」
の
象
徴
と
し
て
、

地
元
出
身
者
に
よ
っ
て
絶
望
的

な
貧
困
の
地
と
断
じ
ら
れ
た
北

海
道
に
対
し
、
云
わ
ば
隣
国
と

も
言
え
る
東
北
か
ら
強
烈
な　

「
NO
」
が
突
き
つ
け
ら
れ
て
い

る
よ
う
な
現
象
を
、
秋
田
に
見

る
事
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

　

文
部
科
学
省
が
二
〇
〇
七
年

よ
り
実
施
し
て
い
る
「
全
国
学

力
テ
ス
ト
」
に
て
、
秋
田
県
の

小
学
生
が
近
年
毎
年
に
渡
っ
て

全
科
目
で
首
位
の
成
績
を
維
持

し
て
い
る
事
は
、
教
育
の
分
野

で
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

　

実
は
元
来
秋
田
県
は
昭
和
三

〇
年
代
、
全
国
学
力
テ
ス
ト
に

お
い
て
四
〇
位
台
を
低
迷
し
て

お
り
、
県
教
育
関
係
者
ら
が　

「
こ
れ
で
は
県
出
身
者
が
秋
田

に
誇
り
を
持
て
な
い
」
と
危

機
感
を
持
ち
、
現
状
打
破
を
誓

っ
た
の
だ
と
言
う
。
と
は
い
え
、

秋
田
は
学
習
塾
も
教
育
サ
ー
ビ

ス
も
充
実
さ
せ
た
訳
で
は
な
い
。

所
謂
「
ガ
リ
勉
」
的
な
、
長
時

間
学
習
を
さ
せ
る
訳
で
も
な
い
。

　

子
供
た
ち
に
日
々
の
早
寝
早

起
き
と
朝
食
の
習
慣
を
つ
け
さ

せ
、
全
国
平
均
で
は
三
時
間
以

上
と
い
う
学
習
時
間
に
反
し
て
、

勉
強
の
時
間
は
２
時
間
未
満
。

　

常
識
的
に
考
え
れ
ば
、
一
体
、

秋
田
で
何
が
起
こ
っ
て
い
る
の

か
、
と
頭
を
抱
え
る
が
、
そ
の

秘
密
は
「
秋
田
県
式
学
習
法
」

に
あ
る
、
と
い
う
の
だ
。

　

全
て
の
生
徒
が
持
つ
「
家
庭

学
習
ノ
ー
ト
」
は
児
童
が
自
ら

考
え
、
自
ら
学
ぶ
力
を
身
に
つ

け
ら
れ
る
よ
う
考
え
ら
れ
た
。

　

好
き
な
事
、
苦
手
な
事
、
何

を
学
習
す
る
か
は
本
人
の
自
由

で
あ
り
、
保
護
者
と
担
任
教
師

が
コ
メ
ン
ト
を
寄
せ
る
事
で
や

る
気
と
興
味
を
増
幅
さ
せ
る
と

い
う
、
云
わ
ば
学
校
と
家
庭
が

連
携
し
て
取
り
組
む
家
庭
学
習

な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
人
が

学
習
す
る
上
で
何
が
必
要
な
の

か
、
本
当
の
ど
ん
詰
ま
り
の
中
、

原
点
に
立
ち
返
っ
て
編
み
出

し
た
究
極
の
学
習
法
と
言
え

る
だ
ろ
う
。

　

釧
路
出
身
の
執
筆
者
か
ら
す

れ
ば
、
東
京
に
最
も
優
れ
た
も

の
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
遠
く
離

れ
た
場
所
は
絶
望
的
で
あ
る
。

　

そ
の
考
え
に
即
せ
ば
、
嘗
て

の
秋
田
の
教
育
現
場
は
、
絶
望

す
る
し
か
な
か
っ
た
と
い
う
事

に
な
る
が
、
秋
田
の
人
々
は
決

し
て
絶
望
し
な
か
っ
た
の
だ
。

　

そ
こ
に
は
、
東
京
だ
の
東
大

だ
の
い
う
、
他
所
の
価
値
観
に

捉
わ
れ
ず
、
助
け
も
求
め
な
い
、

自
ら
の
足
で
立
つ
場
所
で
教

育
の
根
源
に
迫
る
と
い
う
、
真

に
独
立
的
な
精
神
が
あ
る
。
人

口
減
少
が
全
国
一
深
刻
だ
と

さ
れ
る
一
方
で
、
地
域
で
子

供
を
育
て
る
と
い
う
愛
情
と

結
束
力
、
人
間
を
常
に
原
点

に
回
帰
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
大

自
然
の
力
に
も
裏
打
ち
さ
れ

た
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
が
あ
れ

ば
、
東
大
を
頂
点
と
す
る
窮
屈

な
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
か
ら
、
ま

ず
は
東
北
が
解
放
さ
れ
い
つ

か
こ
こ
か
ら
新
し
い
「
一
流
」

の
定
義
が
生
み
出
さ
れ
な
い

と
も
言
い
切
れ
ま
い
。

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
。

『「
地
方
の
危
機
」
を

演
出
す
る
者
、覆
す
者
の
事
』

『わが道を行く』秋田、最良の結晶
が地方を変える？
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春のお社

クマガイソウ

石塔

ヒメシャガと稲荷社

流鏑馬

水鏡２

コウモリ

目の前からノスリが

シリーズ 遠野の自然
「遠野の芒種」
遠野 1000 景より

　

今
年
の
六
月
六
日
頃
は
、

二
十
四
節
季
で
は
「
芒
種
」。

「
芒
種
」
と
は
、
そ
れ
ま
で
の

初
夏
ら
し
さ
か
ら
蒸
し
暑
さ
を

感
じ
る
時
期
に
な
り
、
同
時
に

梅
雨
入
り
も
す
る
頃
を
指
す
。

　

確
か
に
、
こ
こ
の
と
こ
ろ
夏

の
よ
う
な
暑
さ
だ
っ
た
。

　

し
か
し
、
急
に
台
風
が
来
て

雨
模
様
が
続
く
。
や
は
り
暦
通

り
の
芒
種
か
。

　
　
　
　
　

＊

　

遠
野
の
芒
種
は
、
動
物
が
活

発
に
活
動
す
る
季
節
か
。

　

コ
ウ
モ
リ
を
こ
れ
だ
け
接
近

し
て
見
る
の
は
、
写
真
で
も
初

め
て
だ
ろ
う
。

　

大
型
の
野
鳥
の
ノ
ス
リ
も
突

然
目
の
前
に
出
現
し
た
ら
び
っ

く
り
す
る
に
ち
が
い
な
い
。

　

流
鏑
馬
の
ス
ピ
ー
ド
感
が
写

真
か
ら
伝
わ
っ
て
く
る
。

　

ヒ
メ
シ
ャ
ガ
の
き
ゃ
し
ゃ
で

可
憐
な
姿
は
小
さ
な
お
姫
さ
ま

の
よ
う
だ
。

　

ク
マ
ガ
イ
ソ
ウ
の
幾
何
学
的

な
美
し
さ
も
好
み
だ
。

　

花
に
囲
ま
れ
た
社
や
石
塔
も

華
や
か
で
い
い
。
朝
日
を
浴
び

た
荒
神
様
は
も
っ
と
い
い
。
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定番のほや刺身とナメロウ

ほやネギ塩だれ

ほやと昆布の炙り

ど辛　純米

会津中将　夏限定吟醸

墨廼江　大辛口

akabu natsu kasumi

秀鳳　超辛口

日高見　80超辛純米

伯楽星　特別純米

まぼ屋看板

ほやチャンジャ

ホヤ、静かなブーム
仙台まぼ屋取材
2018.6.12

 

ホ
ヤ
の
静
か
な
ブ
ー
ム

到
来

　

最
近
あ
ち
こ
ち
で
ホ
ヤ
が
静

か
な
ブ
ー
ム
と
な
っ
て
い
る
。

　

六
月
と
い
え
ば
、
ホ
ヤ
の
旬

で
も
あ
り
、
静
か
な
ブ
ー
ム
で

は
な
く
、
に
ぎ
や
か
な
ブ
ー
ム

と
な
る
よ
う
心
か
ら
祈
っ
て
い

る
。

　

こ
う
し
た
ブ
ー
ム
の
立
役
者

の
ひ
と
つ
が
「
ほ
や
ほ
や
学

会
」
で
あ
り
、
そ
の
活
躍
を
い

ろ
ん
な
場
面
で
見
聞
き
す
る
機

会
が
多
く
な
っ
て
い
る
。

　

こ
れ
ま
で
ホ
ヤ
に
ほ
と
ん
ど

縁
の
な
か
っ
た
関
西
に
も
進
出

し
て
い
る
と
の
こ
と
で
、
ホ
ヤ

の
国
内
消
費
を
推
奨
し
て
き
た

当
新
聞
と
し
て
も
ま
こ
と
に
う

れ
し
い
か
ぎ
り
だ
。
さ
ら
な
る

活
躍
を
祈
り
つ
つ
応
援
し
て
い

き
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

仙
台
駅
前
『
ま
ぼ
屋
』

訪
問

　

今
月
十
二
日
何
度
か
お
じ
ゃ

ま
し
た
仙
台
駅
前
の
ホ
ヤ
専
門

居
酒
屋
『
ま
ぼ
屋
』
を
訪
問
。

　

旬
の
ホ
ヤ
尽
く
し
料
理
と
東

北
地
酒
を
飲
み
放
題
で
た
ら
ふ

く
い
た
だ
こ
う
と
ワ
ク
ワ
ク
し

な
が
ら
そ
の
日
を
待
っ
て
い
た
。

ホ
ヤ
料
理
ラ
イ
ン
ア
ッ
プ

　

ま
ず
は
お
通
し
の
ホ
ヤ
の
冷

製
ス
ー
プ
。
写
真
は
掲
載
し
て

い
な
い
が
冷
た
く
て
お
い
し
い
。

次
は
定
番
の
「
ホ
ヤ
の
刺
身
」。

大
ぶ
り
の
ホ
ヤ
な
の
で
、
写
真

の
よ
う
に
お
皿
を
は
み
出
し
そ

う
な
ボ
リ
ュ
ー
ム
。
新
鮮
。

　

さ
ら
に
「
ホ
ヤ
の
ナ
メ
ロ

ウ
」。
日
本
酒
の
あ
て
に
は
最

高
。
ど
ん
ど
ん
お
酒
が
進
む
。

　
「
ほ
や
ネ
ギ
塩
だ
れ
」
も
「
ほ

や
ネ
ギ
塩
だ
れ
」
も
最
高
。

　

お
な
か
も
満
ち
足
り
て
き
た

の
で
、「
ホ
ヤ
チ
ャ
ン
ジ
ャ
」

を
注
文
。
さ
ら
に
お
酒
が
進
む
。

　

締
め
に
ほ
や
飯
セ
ッ
ト
。
写

真
を
撮
り
忘
れ
て
し
ま
っ
た
。

東
北
地
酒
―
夏
酒

　

六
月
を
迎
え
て
の
夏
酒
シ
リ

ー
ズ
は
、
酒
好
き
に
は
た
ま
ら

な
い
ラ
イ
ン
ア
ッ
プ
。

　

よ
り
多
く
の
銘
柄
を
飲
み
た

い
呑
兵
衛
筆
者
は
、
小
さ
な
グ

ラ
ス
二
杯
分
だ
け
に
し
て
ど
ん

ど
ん
次
か
ら
次
へ
と
移
り
変
わ

ろ
う
と
思
っ
て
い
た
。

　

し
か
し
最
初
の
「AKABU

NATSU KASUM
I

」
で
当
初

の
方
針
も
崩
れ
て
一
合
も
い
た

だ
き
ま
し
た
。
す
っ
き
り
し
た

飲
み
口
。

　
「
日
高
見　

超
辛
純
米
」
も

超
辛
と
い
う
だ
け
あ
っ
て
旨
い
。

冷
や
し
加
減
が
絶
妙
。

　
「
会
津
中
将　

夏
限
定
吟

醸
」
は
店
長
お
す
す
め
の
お
酒
。

店
の
奥
か
ら
わ
ざ
わ
ざ
持
っ
て

き
て
い
た
だ
い
た
。
美
味
い
。

　
「
伯
楽
星　

特
別
純
米
」
も

す
っ
き
り
し
た
味
わ
い
。

　
「
墨
廼
江　

大
辛
口
」
も
ギ

ン
ギ
ン
に
冷
え
て
い
て
、
さ
ら

に
酒
が
進
む
。

　
「
秀
鳳　

超
辛
口
」
は
あ
る

お
客
が
甘
口
と
言
っ
た
と
い
う

が
辛
口
で
あ
る
。

　

最
後
は
「
ど
辛　

純
米
」。

ど
辛
と
い
う
だ
け
あ
っ
て
超
辛

口
。

　

と
い
っ
た
具
合
に
、
夏
酒
オ

ン
パ
レ
ー
ド
の
七
銘
柄
。
次
回

は
も
っ
と
飲
も
う
。

東
京
進
出
に
期
待
し
た
い

　

筆
者
の
わ
が
ま
ま
が
最
大
の

理
由
で
は
あ
る
が
、
こ
う
し
た

お
店
が
東
京
に
も
あ
る
と
い
い

と
思
っ
た
の
で
、
店
長
に
尋
ね

て
み
た
ら
、
そ
う
し
た
話
も
あ

る
と
の
こ
と
、
う
れ
し
い
。
ぜ

ひ
期
待
し
た
い
。


