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る
た
め
の
言
葉
や
概
念
、
言
葉

に
な
る
前
の
生
の
感
情
な
ど
が

必
要
な
の
で
は
な
い
か
。

　

そ
う
し
た
も
の
が
な
け
れ
ば
、

水
や
食
料
が
あ
っ
て
も
人
が
生

き
て
い
る
と
は
言
え
な
い
の
で

は
な
い
か
。

　

何
も
考
え
ず
、
思
わ
ず
、
感

じ
ず
に
人
は
生
き
て
は
い
け
な

い
。

　

考
え
る
た
め
の
、
思
う
た
め

の
言
語
や
概
念
、
ま
た
感
情
は
、

生
活
の
最
深
奥
部
の
「
文
化
」

と
呼
ん
で
も
い
い
と
思
う
。

　

そ
う
し
た
人
間
に
と
っ
て
根

幹
の
「
文
化
の
核
」
を
同
心
円

状
に
く
る
む
よ
う
な
、
生
活
そ

の
も
の
に
根
ざ
し
た
文
化
と
も

い
う
べ
き
社
会
的
な
環
境
の
重

要
部
分
が
あ
の
と
き
大
き
く
棄

損
し
た
の
だ
。

　

物
理
的
に
生
き
て
い
く
こ
と

は
で
き
る
が
、
内
部
が
棄
損
し

た
ま
ま
生
き
て
い
く
の
は
つ
ら

い
。

る
の
に
反
し
て
、
こ
う
し
た
内

面
の
破
壊
・
分
裂
状
態
は
少
し

も
復
旧
し
て
い
な
い
こ
と
に
あ

ら
た
め
て
気
づ
く
。

　

む
し
ろ
、
こ
う
し
た
内
面
の

破
壊
・
分
裂
は
放
置
さ
れ
た
ま

ま
で
は
な
い
か
と
も
思
う
。

す
で
に
七
年
も
経
過
し
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
こ
う
し
た
状
況

が
続
く
の
で
あ
れ
ば
、
今
後
に

期
待
す
る
の
も
む
ず
か
し
い
の

か
と
あ
き
ら
め
か
け
た
こ
と
も

あ
っ
た
。

　

大
震
災
直
後
に
は
、
既
存
の

価
値
観
に
替
わ
る
新
た
な
価
値

観
を
見
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
あ
れ
だ
け
大
騒
ぎ
し
た
の

に
、
そ
う
い
う
声
が
世
の
中
に

圧
倒
的
だ
っ
た
は
ず
な
の
に
、

答
え
が
そ
の
後
も
出
ず
、
そ
し

て
ま
だ
出
て
い
な
い
か
ら
だ
。

　

み
な
あ
き
ら
め
た
の
か
、
あ

る
い
は
も
と
も
と
答
え
を
出
す

の
が
無
理
な
の
か
、
分
か
ら
な

い
ま
ま
時
間
が
経
過
し
た
。

　

破
壊
さ
れ
た
分
離
状
態
の
ま

ま
生
き
て
い
く
の
か
、
根
無
し

草
状
態
の
息
苦
し
さ
を
抱
え
込

ん
だ
ま
ま
生
き
て
い
く
の
か
と

思
い
つ
つ
七
年
が
経
過
し
た
こ

と
だ
け
は
確
か
な
事
実
だ
。

あ
い
ま
い
な
根
無
草
文
化

の
中
に
生
き
る
息
苦
し
さ

　

あ
の
東
北
大
震
災
（
当
新
聞

は
あ
え
て
こ
う
呼
ぶ
）
以
来
、

生
活
に
直
結
し
た
文
化
的
環
境

と
い
う
か
、
さ
ま
ざ
ま
な
情
報

が
形
成
す
る
社
会
環
境
と
い
う

か
、
適
切
な
表
現
が
見
当
た
ら

な
い
が
、
そ
う
し
た
も
の
が
あ

い
ま
い
で
、
モ
ヤ
モ
ヤ
し
て
い

て
、
心
に
し
っ
か
り
根
付
い
て

い
な
い
感
触
が
続
い
て
い
た
。

自
分
の
内
な
る
心
と
そ
う
し
た

環
境
と
の
分
離
状
態
が
ず
っ
と

続
い
て
い
て
、
居
心
地
が
と
て

も
悪
い
の
だ
。

　

単
に
「
違
和
感
」
と
表
現
し

て
は
焦
点
を
外
し
て
い
る
。
も

っ
と
根
本
的
な
と
こ
ろ
で
の
ズ

レ
が
あ
る
と
感
じ
て
い
た
の
だ
。

　

他
の
人
に
確
認
し
た
わ
け
で

は
な
い
が
、
い
ま
で
も
同
じ
思

い
の
人
も
少
な
く
な
い
の
で
は

な
い
か
と
思
っ
て
い
る
。

　

あ
の
大
震
災
で
揺
り
動
か
さ

れ
、
破
壊
さ
れ
た
の
は
、
目
に

見
え
る
家
屋
や
イ
ン
フ
ラ
だ
け

で
は
な
い
こ
と
は
周
知
の
こ
と

だ
が
、
そ
う
し
た
目
に
見
え
る

も
の
が
少
し
ず
つ
復
旧
し
て
い

東北再興モデルは1300年以前に設定
そこに輝いていた東北文化が見える

連載企画⑦　【東北先史時代学】

空
虚
な
既
存
価
値
観
崩
壊

　

人
が
生
き
て
い
く
上
で
必
要

な
も
の
は
、
ま
ず
は
衣
食
住
だ

と
教
え
ら
れ
て
き
た
が
、
本
当

に
そ
う
だ
ろ
う
か
。

　

水
や
食
料
と
同
レ
ベ
ル
で
、

い
や
そ
の
前
に
、
言
葉
が
通
じ

る
環
境
、
意
思
を
伝
え
ら
れ
る

環
境
、
そ
れ
以
前
に
、
心
の
中

で
ブ
ツ
ブ
ツ
と
つ
ぶ
や
く
た
め

の
言
葉
、
頭
の
な
か
で
思
考
す

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】

　

そ
れ
に
し
て
も
、
あ
の
大
震

災
に
よ
る
価
値
観
崩
壊
の
巨
大

な
裂
け
目
は
、
二
度
と
ふ
さ
が

る
こ
と
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。

　

そ
れ
ま
で
は
何
と
か
上
辺
を

と
り
つ
く
ろ
っ
て
生
き
て
き
た

が
、
信
じ
て
き
た
価
値
観
が
空

虚
な
も
の
と
分
か
っ
た
が
た
め

に
、
そ
う
し
た
も
の
が
一
度
壊

れ
て
し
ま
っ
た
ら
、
元
通
り
に

は
な
ら
な
い
と
思
う
。

　

そ
れ
ま
で
は
、
根
本
的
な
根

無
し
草
状
態
で
あ
る
こ
と
に
か

ろ
う
じ
て
フ
タ
を
し
て
生
き
て

き
た
の
だ
。

　

既
存
の
価
値
観
が
空
虚
な
も

の
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
っ
た

以
上
、
元
の
さ
や
に
戻
る
こ
と

は
な
い
。

　

し
た
が
っ
て
、
新
た
な
文
化

的
な
環
境
は
ど
う
し
て
も
必
要

な
の
で
あ
る
。

　

生
活
と
切
り
離
し
た
文
化
で

は
な
く
、
生
活
の
根
幹
に
直
結

し
た
文
化
的
な
環
境
な
し
に
は

人
は
幸
福
に
生
き
て
い
く
こ
と

で
き
な
い
。

壊
れ
た
価
値
観
の
中
か
ら

東
北
文
化
が
復
活
す
る

　

こ
こ
数
か
月
間
は
特
に
、
こ

う
し
た
抽
象
的
な
こ
と
を
理
屈

っ
ぽ
く
、
し
つ
こ
く
、
飽
き
ず

に
考
え
続
け
て
き
た
。

　

そ
う
し
て
気
づ
い
た
の
は
、

前
記
の
破
壊
さ
れ
た
価
値
観
と

は
、
こ
の
日
本
全
体
を
お
お
う
、

少
な
く
と
も
こ
こ
数
十
年
以
上

に
亘
っ
て
浸
透
し
て
き
た
価
値

観
で
あ
っ
た
こ
と
だ
。

　

し
か
し
、
そ
の
共
通
の
価
値

観
の
下
に
は
、
確
か
に
埋
も
れ

た
東
北
独
自
の
文
化
的
環
境
も

あ
る
こ
と
を
あ
の
大
震
災
は
感

じ
さ
せ
た
。

　

そ
れ
は
む
し
ろ
、
こ
の
大
震

災
で
表
に
出
よ
う
と
し
て
い
る

の
で
は
な
い
か
と
感
じ
る
。

　

そ
し
て
、
こ
う
し
た
構
造
に

気
づ
く
の
は
特
に
、
東
北
人
、

東
北
に
関
係
し
て
い
る
人
、
か

つ
て
東
北
で
暮
ら
し
た
人
た
ち

で
あ
り
、
彼
ら
が
鋭
敏
に
感
じ

て
い
る
の
だ
と
思
う
。

　

東
北
の
長
い
長
い
衰
退
と
と

も
に
、「
表
層
」
か
ら
、
か
な

り
深
い
「
基
層
」
へ
と
潜
り
込

ん
だ
東
北
文
化
が
、
大
震
災
を

機
に
表
に
出
よ
う
と
し
て
い
る

の
を
感
じ
る
の
だ
。

　

そ
の
手
ご
た
え
を
無
意
識
的

に
感
じ
て
い
る
。

　

既
存
の
破
壊
さ
れ
た
文
化
的

な
環
境
、
空
虚
な
価
値
観
体
系

が
壊
れ
た
た
め
に
、
そ
の
裂
け

目
か
ら
、
あ
た
か
も
マ
グ
マ
が

火
口
の
裂
け
目
か
ら
噴
出
す
る

よ
う
に
外
へ
出
よ
う
と
し
て
い

る
か
の
よ
う
だ
。

　

し
か
し
、
そ
れ
が
具
体
的
な

形
を
取
れ
な
い
。
形
の
な
い
エ

ネ
ル
ギ
ー
の
か
た
ま
り
の
よ
う

に
う
ご
め
い
て
い
る
の
み
だ
。

　

こ
う
し
た
こ
と
も
、
東
北
人
、

東
北
に
関
係
す
る
人
々
は
無
意

東北再興モデルは奈良時代初期にあり！？
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め
た
の
が
「
復
興
」
で
あ
っ
た
。

こ
れ
は
「
内
と
外
の
総
合
」
の

回
復
で
あ
る
。

　

他
方
、
再
興
と
は
、
ど
の
時

代
に
遡
る
の
か
は
別
と
し
て
、

東
北
が
真
に
輝
い
て
い
る
時
代

と
同
じ
よ
う
な
状
況
を
取
り
戻

す
こ
と
と
し
て
い
る
。

　

当
新
聞
も
当
初
は
、
復
旧
を

目
指
す
の
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い

が
、
復
興
を
目
指
す
べ
き
と
主

張
し
て
き
た
。

　

で
は
な
ぜ
「
再
興
」
な
の
か
。

　

そ
れ
は
、ど
ん
な
に「
復
興
」

し
て
も
、
衰
退
し
続
け
て
き
た

東
北
で
あ
り
、
そ
の
衰
退
途
上

に
あ
る
状
態
を
回
復
す
る
こ
と

に
は
変
わ
り
な
い
。

　

そ
れ
が
今
後
数
十
年
を
か
け

て
東
北
が
目
指
す
目
標
な
の
だ

ろ
う
か
と
い
う
疑
問
が
湧
い
て

き
た
。

　

中
長
期
的
な
目
標
と
し
て
、

そ
ん
な
目
標
は
、
嬉
々
と
し
て

立
ち
向
か
え
る
目
標
な
の
だ
ろ

う
か
、
あ
る
い
は
ま
た
、
そ
う

し
た
目
標
実
現
に
果
た
し
て
力

が
入
る
も
の
だ
ろ
う
か
。

　

た
と
え
数
十
年
後
に
目
標
を

達
成
し
た
と
し
て
、
そ
の
と
き

に
、
周
囲
を
見
回
し
た
と
き
、

依
然
と
し
て
、
国
内
の
他
地
域

よ
り
も
遅
れ
て
い
て
、
最
後
尾

近
く
を
歩
ん
で
い
る
東
北
で
あ

る
こ
と
が
分
か
っ
た
と
き
に
は

ど
ん
な
思
い
を
抱
く
の
だ
ろ
う

か
。

　

そ
う
考
え
た
と
き
、「
復
興
」

で
は
や
は
り
だ
め
な
ん
だ
と
思

っ
た
の
で
あ
る
。

　
「
復
興
」
で
は
な
く
、や
は
り
、

東
北
が
輝
く
こ
と
こ
そ
目
標
に

据
え
る
べ
き
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
そ
れ
を
「
東
北
再

識
的
に
気
づ
い
て
い
る
は
ず
だ
。

あ
の
時
か
ら
。

　

だ
が
、
形
が
な
い
の
で
表
現

で
き
な
い
。
し
っ
か
り
と
捕
ま

え
る
こ
と
が
で
き
ず
、
手
か
ら

す
る
り
と
逃
げ
出
し
て
し
ま
う
。

は
っ
き
り
と
捉
え
る
こ
と
が
で

き
ず
、
も
ど
か
し
い
か
ぎ
り
だ
。

東
北
の
「
復
旧
」、「
復

興
」
と
「
再
興
」

　

当
新
聞
は
、東
北
の
「
復
旧
」、

「
復
興
」
と
「
再
興
」
と
を
使

い
分
け
て
い
る
。

　
「
復
旧
」
と
は
、
イ
ン
フ
ラ

や
家
屋
な
ど
を
元
通
り
に
回
復

す
る
か
、
あ
る
い
は
、
も
っ
と

進
め
て
、
七
年
の
空
白
を
埋
め

て
、
現
代
に
追
い
つ
く
よ
う
に

し
て
回
復
す
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は
い
わ
ば
、「
外
側
」
の

回
復
で
あ
る
。

　
「
復
興
」
と
は
、
イ
ン
フ
ラ

や
家
屋
な
ど
を
元
通
り
に
す
る

の
で
は
な
く
、
大
震
災
前
の
東

北
の
す
べ
て
、
経
済
活
動
や

人
々
の
打
ち
ひ
し
が
れ
た
心
を

前
進
す
る
心
に
転
換
し
て
い
く

こ
と
で
あ
る
。

　

で
き
れ
ば
、
七
年
前
を
回
復

す
る
だ
け
で
な
く
、
現
代
に
追

い
つ
く
よ
う
に
し
て
回
復
す
る

こ
と
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
出
来
う
る
な
ら
ば
、

こ
こ
数
十
年
間
で
衰
退
を
続
け

て
き
た
東
北
が
大
震
災
前
の
状

況
よ
り
も
は
る
か
に
回
復
す
る

こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
数
十
年
間
、
さ
ら
に
東

北
は
衰
退
を
続
け
、
人
口
減
少
、

人
口
流
出
、
産
業
衰
退
等
、
さ

ま
ざ
ま
な
課
題
を
新
た
に
背
負

っ
た
が
、
そ
れ
ら
を
少
し
で
も

回
復
し
た
い
と
い
う
思
い
を
込

興
」
と
名
づ
け
よ
う
と
考
え
た

の
だ
。

　

非
現
実
的
だ
、
実
現
な
ど
で

き
る
は
ず
が
な
い
、
夢
物
語
だ

と
批
判
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い

が
、あ
え
て
こ
の「
東
北
再
興
」

を
、
今
後
数
十
年
の
東
北
の
挑

戦
す
べ
き
目
標
に
据
え
よ
う
と

決
め
た
。　

東
北
再
興
モ
デ
ル
は
ど

こ
に
あ
る
？

　

し
か
し
、
な
か
な
か
「
東
北

再
興
」
の
起
点
を
決
め
ら
れ
な

い
。

　

い
ま
の
時
代
の
近
く
に
「
東

北
再
興
モ
デ
ル
」
は
見
つ
か
ら

北
が
中
央
集
権
国
家
日
本
に
よ

る
支
配
が
開
始
さ
れ
た
時
代
で

あ
る
。

　

逆
に
い
え
ば
、
こ
の
時
代
に

は
ま
だ
、
東
北
は
大
和
朝
廷
と

い
う
中
央
集
権
国
家
と
は
異
な

る
地
域
で
あ
っ
た
の
だ
。

　

実
に
千
三
百
年
と
い
う
時
間

を
遡
っ
て
よ
う
や
く
、「
東
北

再
興
」
の
起
点
が
見
え
た
の
だ
。

　

か
く
も
長
い
間
、
東
北
は
衰

退
を
続
け
た
の
だ
。
こ
れ
を
裏

返
し
て
み
れ
ば
、
東
北
に
は
長

期
間
に
亘
っ
て
収
奪
で
き
る
富

が
あ
っ
た
と
も
い
え
る
。

　

当
新
聞
に
お
い
て
、
千
三
百

年
前
に
立
ち
返
っ
て
東
北
を
再

興
し
よ
う
と
い
う
呼
び
か
け
の

根
拠
は
こ
こ
に
あ
る
。

飛
躍
的
な
超
長
期
視
点

　

日
本
に
お
い
て
は
、
こ
う
し

た
超
長
期
的
な
視
点
は
ほ
と
ん

ど
見
か
け
な
い
。
こ
と
に
近
年

は
短
絡
的
思
考
が
ま
ん
延
し
て

い
て
、
長
期
的
な
思
考
に
は
な

じ
ま
な
い
空
気
が
満
ち
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
容
易
に
は
受
け
入

れ
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
他
国
に
は
モ
デ
ル
は

た
く
さ
ん
あ
る
。

　

中
国
の
発
想
も
超
長
期
視
点

で
あ
る
。

　

人
間
一
代
で
は
な
く
、
三
世

代
で
何
か
を
成
し
遂
げ
る
と

か
、
何
世
代
に
も
亘
っ
て
実
現

を
目
指
す
と
い
う
考
え
方
が
あ

る
。
百
年
単
位
で
あ
る
。
き
っ

と
、
も
っ
と
長
い
視
点
も
あ
る

だ
ろ
う
。

　

中
東
で
も
そ
う
で
あ
る
。
あ

ま
り
良
い
例
で
は
な
い
か
も
し

れ
な
い
が
、
宗
教
戦
争
の
原
因

が
千
年
以
上
前
の
恨
み
が
発
端

で
あ
っ
た
り
す
る
。

　

超
長
期
視
点
は
日
本
で
は
め

ず
ら
し
い
か
も
し
れ
な
い
が
、

東
北
で
日
本
初
の
「
千
年
思

考
」
を
押
し
出
し
て
い
き
た
い

と
考
え
る
。

　

そ
う
し
た
発
想
の
飛
躍
が
な

い
と
こ
ろ
に
「
東
北
再
興
」
は

望
め
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、

「
東
北
復
興
」
さ
え
も
望
め
な

い
か
も
し
れ
な
い
。

　

東
北
の
奮
起
を
切
に
願
う　

千
三
百
年
前
の
東
北
文
化

　
「
東
北
再
興
モ
デ
ル
」
を

千
三
百
年
前
の
東
北
に
設
定
し

た
ら
、
次
は
中
身
で
あ
る
。

当
時
の
文
化
、
千
三
百
年
前
の

東
北
の
文
化
は
ど
ん
な
も
の
だ

っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

　

ず
い
分
昔
の
話
な
の
で
、
現

代
の
日
本
の
生
活
か
ら
は
想
像

も
で
き
な
い
と
言
わ
れ
る
か
も

し
れ
な
い
。
時
代
的
に
断
絶
し

な
い
。

　

そ
し
て
時
代
を
ど
ん
ど
ん
遡

っ
て
い
く
。

　

昭
和
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
。

明
治
維
新
後
は
最
悪
で
あ
る
。

あ
の
と
き
か
ら
東
北
の
衰
退
に

拍
車
が
か
か
っ
た
。

　

江
戸
時
代
は
ど
う
か
。
伊
達

政
宗
の
密
か
な
日
本
統
一
の
野

望
は
あ
っ
た
が
、
は
か
な
く
消

え
た
。
飢
饉
も
多
か
っ
た
。

　

こ
の
時
代
も
モ
デ
ル
に
は
な

り
え
な
い
。

　

戦
国
時
代
に
も
、
安
土
桃
山

に
も
、
室
町
時
代
に
も
な
い
。

　

こ
こ
で
す
で
に
五
百
年
以
上

も
時
代
を
遡
っ
た
。
こ
こ
に
至

っ
て
も
モ
デ
ル
が
な
い
と
い
う

の
は
、
い
か
に
長
い
衰
退
期
間

で
あ
る
か
の
証
明
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
遡
っ
て
、
鎌
倉
時
代
。

こ
の
時
代
は
平
泉
が
頼
朝
に
よ

っ
て
滅
ぼ
さ
れ
た
時
代
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
平
安
時
代
。
平
安
初

期
に
は
、
エ
ミ
シ
最
後
の
抵
抗

で
あ
っ
た
ア
テ
ル
イ
・
モ
レ
が

投
降
し
た
時
代
で
あ
る
。

　

こ
こ
ま
で
で
千
二
百
年
遡
っ

た
。

　

奈
良
時
代
は
ど
う
か
。
こ
の

時
代
に
多
賀
城
と
い
う
東
北
侵

攻
の
一
大
拠
点
が
設
置
さ
れ
た

時
代
で
あ
る
。

　

ま
さ
に
、
こ
の
時
代
が
、
東

7 世紀中頃から 9世紀中頃まで約 200 年間の “国境線 ”の北上
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思
い
込
み
と
い
う
の
は
恐
ろ
し

い
。
教
育
と
い
う
の
は
ほ
ん
と

う
に
恐
ろ
し
い
。

　

我
々
は
、
明
治
維
新
以
降
ず

っ
と
教
え
ら
れ
て
き
た
、
い
わ

ば
「
明
治
維
新
史
観
」
と
で
も

名
づ
け
ら
れ
る
歴
史
の
見
方
に

基
づ
く
東
北
古
代
像
を
教
え
ら

れ
続
け
て
き
た
。

　

前
記
の
千
三
百
年
前
の
東
北

の
文
化
に
つ
い
て
も
そ
の
影
響

は
か
な
り
強
烈
で
あ
る
。

　

中
央
集
権
国
家
が
打
ち
立
て

た
歴
史
が
、
反
抗
勢
力
の
文
化

を
素
直
に
認
め
る
わ
け
が
な
い
。

　

か
な
り
長
期
間
に
亘
り
反
抗

し
た
か
つ
て
の
東
北
勢
力
を
良

く
書
く
わ
け
が
な
い
の
で
あ
る
。

江
戸
時
代
ま
で
縄
文
文

化
だ
っ
た

　

か
つ
て
、
作
家
の
夢
枕
獏
氏

が
某
TV
番
組
で
語
っ
て
い
た
こ

と
が
印
象
に
残
っ
て
い
る
。

彼
に
よ
れ
ば
、
江
戸
時
代
ま
で

日
本
に
は
縄
文
文
化
が
生
き
て

い
た
と
い
う
の
だ
。

　

た
ま
た
ま
、
そ
の
場
面
で
取

り
上
げ
ら
れ
て
い
た
の
が
、
河

川
網
を
小
舟
で
往
来
し
て
、
海

と
山
間
部
の
交
易
を
担
っ
て
い

た
海
の
人
た
ち
の
姿
だ
っ
た
。

そ
の
伝
統
は
縄
文
時
代
に
は
じ

ま
り
、
江
戸
時
代
ま
で
続
い
て

い
た
と
い
う
の
だ
。
し
か
も
、

そ
の
形
態
に
は
ほ
と
ん
ど
変
化

が
な
い
と
い
う
。

　

そ
の
交
易
に
よ
っ
て
、
山
間

部
で
足
の
速
い
サ
バ
と
い
う
魚

を
加
工
せ
ず
に
食
べ
る
こ
と
が

出
来
た
と
い
う
の
だ
。

　

こ
う
し
た
こ
と
は
ほ
ん
の
一

例
で
あ
る
。
そ
の
他
に
も
縄
文

文
化
の
伝
統
が
生
き
て
い
た
の

で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
が
つ

い
先
ご
ろ
ま
で
生
き
て
い
た
の

で
あ
る
。

　

そ
う
い
え
ば
、
江
戸
時
代
ど

こ
ろ
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

昭
和
初
期
ま
で
の
東
北
の
習
俗

に
は
縄
文
文
化
の
影
響
が
色
濃

く
残
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

そ
れ
を
「
教
育
」
に
よ
っ
て
否

定
さ
れ
た
た
め
に
見
え
な
く
な

っ
て
し
ま
っ
た
の
か
も
し
れ
な

い
の
だ
。

　

こ
う
し
た
話
を
耳
に
す
る
と
、

わ
れ
わ
れ
現
代
日
本
人
は
、
何

か
幻
影
を
見
せ
続
け
ら
れ
て
い

た
の
で
は
な
い
か
と
の
印
象
を

持
つ
。

　

歴
史
に
つ
い
て
は
全
面
的
な

見
直
し
が
必
要
で
は
な
い
か
と

痛
切
に
思
う
。　

カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
も
ス
コ

ッ
ト
ラ
ン
ド
も
バ
ス
ク

も
文
化
死
守
闘
争
だ

　

世
界
に
目
を
向
け
て
み
よ
う
。

　

い
ま
世
界
で
は
独
立
運
動
が

活
発
化
し
て
い
る
。

　

カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
も
ス
コ
ッ
ト

ラ
ン
ド
も
バ
ス
ク
な
ど
が
そ
う

で
あ
る
が
、
も
っ
と
あ
る
は
ず

で
あ
る
。

　

例
え
ば
、
ス
ペ
イ
ン
か
ら
独

立
し
よ
う
と
い
う
カ
タ
ル
ー
ニ

ャ
で
あ
る
が
、
そ
の
闘
争
の
歴

史
は
千
年
で
あ
る
。

　

そ
の
闘
争
は
言
語
を
は
じ
め

と
し
た
文
化
死
守
闘
争
の
側
面

が
強
い
の
だ
。

　

こ
う
し
た
こ
と
を
東
北
は
見

習
っ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か

と
思
う
の
で
あ
る
。

て
い
て
、
連
続
性
な
ど
微
塵
も

存
在
し
な
い
と
思
わ
れ
る
か
も

し
れ
な
い
。

　

し
か
し
、
こ
こ
に
大
き
な
落

と
し
穴
が
隠
さ
れ
て
い
る
と
考

え
る
。
そ
れ
は
思
い
込
み
に
よ

る
先
入
観
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
、
千
三
百
年
前
の

東
北
に
は
文
化
ら
し
い
も
の
が

存
在
せ
ず
、
野
蛮
な
生
活
で
、

狩
猟
と
採
集
生
活
が
主
体
で
あ

り
、
定
住
な
ど
せ
ず
、
季
節
ご

と
に
移
動
し
て
い
た
と
い
う
も

の
。
自
然
の
運
行
と
と
も
に
生

き
て
お
り
、
他
の
動
物
と
大
し

た
変
わ
り
は
な
い
と
う
の
も
あ

る
。
ま
る
で
原
始
生
活
と
で
も

い
う
べ
き
生
活
を
営
ん
で
い
た

と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
当
時
の
大
和
朝
廷
の

支
配
が
及
ん
で
い
る
地
域
で
進

ん
で
い
た
水
田
稲
作
文
化
の
よ

う
な
文
化
は
ま
っ
た
く
な
か
っ

た
い
う
見
方
も
そ
う
で
あ
る
。

　

そ
う
し
た
先
入
観
は
広
く
、

深
く
浸
透
し
て
い
て
、
容
易
に

切
り
崩
せ
な
い
。
し
か
し
、
い

ず
れ
も
真
実
で
は
な
い
。

　

い
ま
か
ら
千
三
百
年
前
に
先

行
す
る
一
万
年
も
続
い
た
、
世

界
で
も
稀
有
な
縄
文
文
明
と
い

う
文
明
が
あ
っ
た
の
だ
。

　

い
ま
そ
の
全
容
が
解
明
さ
れ

つ
つ
あ
り
、
か
な
り
高
度
な
文

化
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
続
く
千
三
百
年
前
の
東

北
が
、
時
代
に
逆
行
し
て
、
原

始
時
代
に
戻
る
わ
け
が
な
い
。

　　

朝
廷
側
の
資
料
に
、
こ
う
し

た
先
入
観
に
つ
な
が
る
記
述
が

あ
る
が
、
そ
れ
を
鵜
呑
み
に
し

た
先
入
観
に
す
ぎ
な
い
と
結
論

付
け
ら
れ
る
の
だ
。

消滅した道州制・・・東北は広大だ！

カタルーニャ歴史（紀元前１０世紀〜西暦２００６年）：カタルーニャ州は、歴史
的にカタラン人意識と独立心の強い地方です。

約５０００年前：　この地方に多くの先住民の「イベリア人」が住んでいた。

紀元前７世紀：　ギリシャ人が交易を目的に住みついて海岸沿いにアンプリアス市 を作る。

紀元前３世紀〜西暦５世紀：　ローマ人に征服され、この地方はローマの植民地になる。タラゴナは、イベリア半

島の一つの首都になる。

西暦５世紀〜７世紀：　ローマ帝国が滅亡した後、西ゴート王国が建設されて、バルセロナは西ゴートの首都になる。

西暦７世紀〜：　イスラム教徒が、イベリア半島を侵略。

西暦７３２年：　イスラム教徒は、フランク王国（現在：フランス）西部のプアティエ市まで侵略。イスラムによる支配。

西暦８世紀：　フランク国王は、フランク王国を守る為、ピレネー山脈に辺境領（辺境領とは、国境付近に防備の

必要上置いた軍事的領地）を作った後、ピレネー東南部は、カタルーニャになっていく。

西暦９８８年：　辺境領を統治していたバルセロナ公爵によって、辺境領はフランク王国から独立。

西暦１１３７年：　政略結婚で、カタルーニャとアラゴンが連合。バルセロナ公爵の称号がアラゴン国王に変わる。

西暦１２世紀〜１５世紀：　バレンシア州、アラゴン州、バレアレス諸島、南イタリア、南ギリシャ、シシリア島、

サルデーニャ島などが、カタルーニャの植民地になり、カタルーニャは、地中海の貿易で栄える。

黒いエリア：カタルーニャ領地西暦１５世紀の終わり頃：　カトリック両王の政略結婚でカタルーニャ、アラゴン、

レオンとカスティヤが連合。アラゴン国王：ジャウマ１世１７００年〜１７１５年：　スペイン継承戦争を負けた

カタルーニャは自治権を奪われ、スペイン王国の州になる。カタルーニャ政府がなくなり、カタルーニャ語使用は

公衆の場で禁止となる。

１７１５年〜１９世紀中ごろまで：カタルーニャは衰退。

１９７５年：　フランコ独裁者死亡。

１９７７年：　カタルーニャ自治州政府「ラ・ジェネラリタット」が復活。

１９８８年：　カタルーニャの誕生、１０００周年。

２００６年：　カタルーニャ州議会がカタルーニャ自治憲章を改正。
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郷土料理愛好家　
　　　　松本由美子氏

 《牡蠣の炊き込みご飯》

『材料』　 米 2 合、 牡蠣 ( 剥き身 )300g 、ベビーホタテ 100g 、アサリ剥き身
50 グラム 、　あさつき 適量 、白胡麻 少々、千切り生姜 、かつおだし 
400CC、 みりん 大 2、 醤油 大 2 、酒 大 1 、水飴 小 1    

『作り方』　①　牡蠣は、塩を振って優しく揉み、流水でしっかり洗い、キッチンペー
パーでふきとります。 ② 　鍋に調味料を合わせ、上記の海鮮を入れ、ひと煮した
ら火を止めます。 ③　 米を洗って水気を切り、煮汁とアサリのみを一緒にし、普
通に炊きます。蒸らし時に千切り生姜と牡蠣、ホタテを並べ蓋をして蒸らします。 
④　全体をさっくりと混ぜ、 器にもり小口のあさつきを散らします。( 好みで白胡麻
など ) 

第34回三陸酒海鮮会 2018.6.30
ご参加いただいたみなさんに感謝申し上げます

☆ (季節により )牡蠣や
ホタテの冷凍を使うの
もよいです。（松本談）

牡蠣いっぱいの炊き込みご
飯です。牡蠣がプリプリし
てます。美味そう！

水産業再興のための料理レシピ紹介
第47回 
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写真でお伝えする 
東北の風景

（初夏の山と花々）

岩手県
写真撮影
尾崎匠
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東
北
に
あ
る
フ
ァ
ン
ク
ラ
ブ

の
第
３
回
、
今
回
は
山
形
県
の

フ
ァ
ン
ク
ラ
ブ
に
つ
い
て
紹
介

し
よ
う
と
思
う
。
山
形
県
に
も

多
く
の
フ
ァ
ン
ク
ラ
ブ
が
あ
る
。

特
に
、
県
南
部
の
置
賜
地
方
を

中
心
と
し
て
、
自
治
体
、
並
び

に
そ
の
関
連
団
体
が
運
営
す
る

フ
ァ
ン
ク
ラ
ブ
が
多
い
の
が
特

徴
で
あ
る
。

西
川
の
ま
ち
づ
く
り
応
援
団

http://w
w

w.tow
n.

nishikaw
a.yam

agata.
jp/chosei/02/
chom

in190100011.htm
l

　

山
形
県
の
ほ
ぼ
中
央
に
位
置

し
、
出
羽
三
山
の
う
ち
月
山
と

湯
殿
山
を
擁
す
る
西
川
町
が
運

営
し
て
い
る
、
西
川
町
出
身
の

人
、
西
川
町
を
ふ
る
さ
と
と
思

う
人
、
西
川
町
に
関
心
を
持
っ

て
い
る
人
が
対
象
の
、「
西
川

町
の
ま
ち
づ
く
り
を
考
え
な
が

ら
、
西
川
町
を
側
面
か
ら
応
援

す
る
（
応
援
し
て
も
ら
う
）
た

め
」
の
会
で
あ
る
。
年
会
費
は

3,000

円
で
、加
入
す
る
と「
団

員
」
と
な
っ
て
、
毎
月
西
川
町

か
ら
応
援
団
会
報
や
町
広
報
誌
、

資
料
、
観
光
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
、

イ
ベ
ン
ト
の
案
内
な
ど
が
送
ら

れ
て
く
る
。
ま
た
、
毎
年
「
関

東
ブ
ロ
ッ
ク
総
会
」、「
東
北
ブ

ロ
ッ
ク
総
会
」、「
仙
台
七
夕
交

流
会
」、「
ふ
る
さ
と
植
樹
祭
・

交
流
会
」
と
い
っ
た
交
流
イ
ベ

ン
ト
に
参
加
で
き
る
。

　

団
員
と
し
て
の
活
動
は
、
①

「
自
分
の
ふ
る
さ
と
西
川
町
は

こ
ん
な
と
こ
ろ
で
す
」（
友
人
・

知
人
へ
の
西
川
町
の
PR
）、
②

「
こ
ん
な
こ
と
を
都
会
の
人
は

期
待
し
て
い
ま
す
」（
都
会
の

ニ
ー
ズ
調
査
）、
③
「
こ
ん
な

こ
と
を
す
れ
ば
西
川
町
は
も
っ

と
よ
く
な
る
の
で
は
？
」（
町

へ
の
提
言
）、
④
「
西
川
町
に

住
み
た
い
人
を
知
っ
て
い
る
の

で
紹
介
し
ま
す
」（IJUW

タ

ー
ン
希
望
者
の
紹
介
）、⑤
「
西

川
町
の
特
産
品
を
友
人
に
贈
ろ

う
」（
特
産
品
の
購
入
）、⑥
「
西

川
町
の
特
産
品
は
こ
ん
な
店
で

扱
っ
て
も
ら
え
る
の
で
は
？
」

（
販
売
店
等
の
紹
介
）、⑦
「
自

分
の
周
り
に
は
同
郷
の
人
が
い

ま
す
。
今
度
遊
び
に
行
っ
て
み

よ
う
！
」（
西
川
町
へ
の
観
光

旅
行
）、
⑧
「
ふ
る
さ
と
西
川

町
へ
寄
付
を
し
ま
す
」（
ふ
る

さ
と
納
税
）、
を
で
き
る
範
囲

内
で
し
て
、
西
川
町
を
応
援
す

る
、
と
な
っ
て
い
る
。1997

年
（
平
成
９
年
）
発
足
と
い
う
、

山
形
県
内
は
も
と
よ
り
、
東
北

地
方
全
体
の
同
種
の
会
の
中
で

も
屈
指
の
歴
史
を
持
つ
。

な
が
い
フ
ァ
ン
倶
楽
部

http://jibasan.com
/fan/

　

山
形
県
の
南
部
に
あ
っ
て
、

桜
、
白
つ
つ
じ
、
あ
や
め
、
萩

な
ど
の
花
で
知
ら
れ
る
長
井
市

の
（
一
財
）
置
賜
地
域
地
場
産

業
振
興
セ
ン
タ
ー
が
運
営
す

る
、
長
井
市
内
に
住
ん
で
い
る

人
、
全
国
各
地
の
長
井
に
ゆ
か

り
の
あ
る
人
ほ
か
、
誰
で
も
入

会
で
き
る
「
山
形
県
長
井
市

を
応
援
す
る
み
な
さ
ん
の
交

流
の
場
」
で
あ
る
。
年
会
費

無
料
の
無
料
会
員
の
他
、
年

会
費1,000

円
の
「
一
般
会

員
」、5,000

円
の
「
特
別
会

員
」、10,000

円
の
「
プ
ラ
チ

ナ
会
員
」、30,000

円
の
「
ダ

イ
ヤ
モ
ン
ド
会
員
」
が
あ
る
こ

と
が
特
徴
で
あ
る
。

　

無
料
会
員
は
、
長
井
市
の
旬

の
話
題
を
届
け
る
メ
ー
ル
マ
ガ

ジ
ン
の
配
信
、
協
賛
店
で
の
会

員
特
典
サ
ー
ビ
ス
、「
道
の
駅 

川
の
み
な
と
長
井 

オ
ン
ラ
イ

ン
シ
ョ
ッ
プ
」
で
の
購
入
の
ポ

イ
ン
ト
進
呈
な
ど
の
特
典
が
得

ら
れ
る
。
有
料
会
員
は
入
会
・

更
新
時
に
プ
レ
ゼ
ン
ト
が
あ
る

他
、
オ
ン
ラ
イ
ン
シ
ョ
ッ
プ
で

の
進
呈
ポ
イ
ン
ト
の
割
増
、「
道

の
駅 

川
の
み
な
と
長
井
」
で

の
購
入
時
の
割
引
、
プ
ラ
チ
ナ

会
員
に
は
年
１
回
、
ダ
イ
ヤ
モ

ン
ド
会
員
に
は
年
４
回
長
井
市

が
誇
る
特
産
品
が
届
く
。
ま
た
、

交
流
ツ
ア
ー
な
ど
の
催
事
の
案

内
が
届
く
他
、
都
市
圏
で
行
う

物
販
の
案
内
と
プ
レ
ゼ
ン
ト
引

換
券
も
も
ら
え
る
。

い
い
で"Fun"Club

http://www.iikanjini.com/fun/

　

山
形
県
の
南
部
、
飯
豊
連
峰

の
ふ
も
と
に
あ
る
飯
豊
町
の

飯
豊
町
観
光
協
会
が
運
営
す
る
、

「
心
身
を
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
す
る

と
と
も
に
、
そ
こ
に
住
む
『
い

い
で
人
』
も
活
力
を
見
出
し
な

が
ら
共
に
『
め
ざ
み
の
里
』
を

体
感
で
き
る
、
飯
豊
町
を
愛
す

る
人
た
ち
の
組
織
」。
ち
な
み

に
、「
め
ざ
み
」
と
は
、
フ
ラ

ン
ス
語
の"M

ESAM
IES"

（「
親

し
い
友
達
・
仲
間
」
の
意
）
で
、

「
み
ん
な
で
仲
良
く
明
日
へ
の

町
づ
く
り
を
め
ざ
す
、
ま
た
は

め
ざ
め
る
と
い
う
希
望
」
が
込

め
ら
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ

る
。

　

年
会
費1,000
円
の
「
ト

ク
ト
ク
情
報
コ
ー
ス
」
と
、
年

会
費3,000

円
の
「
特
選
旬

の
味
コ
ー
ス
」
が
あ
る
。
５
年

間
有
効
会
員
パ
ス
ポ
ー
ト
が
発

行
さ
れ
て
、
年
４
回
飯
豊
町
の

情
報
紙
が
届
き
、
町
内
の
提
携

施
設
で
特
典
が
受
け
ら
れ
る

他
、
年
１
回
会
員
を
対
象
と
し

た
「
こ
れ
ぞ
飯
豊
町
と
言
え
る

"
お
楽
し
み
ツ
ア
ー
"
」
に
参

加
で
き
、
来
町
に
際
し
て
目
的

や
季
節
に
応
じ
た
モ
デ
ル
コ
ー

ス
を
提
案
し
て
も
ら
え
る
会
員

相
談
窓
口
も
利
用
で
き
る
。「
特

選
旬
の
味
コ
ー
ス
」
は
さ
ら
に

飯
豊
町
の「
旬
の
食
材
」が
届
く
。

い
ま
っ
と
フ
ァ
ン
ク
ラ
ブ

http://w
w

w
.sgic.jp/test1/

im
atto/index.htm

l

　

山
形
県
の
中
部
に
あ
っ
て
、

「
隠
れ
そ
ば
の
里
」、
鮎
、
そ

れ
に
ホ
ッ
プ
の
産
地
と
し
て
も

知
ら
れ
る
白
鷹
町
の
白
鷹
町
観

光
協
会
が
運
営
す
る
フ
ァ
ン
ク

ラ
ブ
。「
い
ま
っ
と
」
は
「
も

っ
と
」
や
「
も
う
少
し
」
と

い
う
意
味
で
、「
い
ま
っ
と
白

鷹
を
好
き
に
な
っ
て
ほ
し
い
」

「
い
ま
っ
と
白
鷹
に
興
味
を
も

っ
て
ほ
し
い
」「
い
ま
っ
と
白

鷹
の
暮
ら
し
を
体
験
し
て
ほ
し

い
」
と
い
う
願
い
が
込
め
ら
れ

て
い
る
。
白
鷹
町
外
の
人
が
入

会
で
き
、
ネ
ッ
ト
会
員
は
年
会

費
無
料
、
一
般
会
員
は
年
会
費

1,000

円
で
あ
る
。

　

入
会
す
る
と
「
特
製
会
員
パ

ス
ポ
ー
ト
」
が
発
行
さ
れ
、
来

町
時
会
員
証
の
提
示
で
協
賛
店

か
ら
サ
ー
ビ
ス
が
受
け
ら
れ
る

他
、
白
鷹
町
の
旬
の
情
報
が
毎

月
郵
送
で
届
く
（
ネ
ッ
ト
会
員

に
は
メ
ー
ル
で
届
く
）。
年
１

回
、「
白
鷹
町
体
感
の
交
流
会
」

が
開
催
さ
れ
る
他
、
白
鷹
町
に

来
町
す
る
際
に
は
同
フ
ァ
ン
ク

ラ
ブ
が
相
談
窓
口
と
な
る
な
ど

の
特
典
が
あ
る
。

ふ
な
が
た
フ
ァ
ン
ク
ラ
ブ

http://funagata.info/
funclub

　

山
形
県
の
北
部
に
あ
っ
て
、

や
は
り
鮎
で
知
ら
れ
る
舟
形
町

の
ふ
な
が
た
観
光
物
産
協
会
が

運
営
す
る
フ
ァ
ン
ク
ラ
ブ
。
舟

形
町
出
身
の
人
も
そ
れ
以
外
の

出
身
の
人
で
も
、
舟
形
町
に
興

味
が
あ
る
、
暮
ら
し
た
い
、
訪

れ
て
み
た
い
と
い
う
人
の
フ
ァ

ン
ク
ラ
ブ
で
あ
る
。
入
会
費
・

年
会
費
は
無
料
で
、
舟
形
の
旬

の
情
報
や
イ
ベ
ン
ト
情
報
な
ど

が
満
載
の
メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
の

配
信
サ
ー
ビ
ス
が
受
け
ら
れ
る
。

今
後
、
会
員
限
定
イ
ベ
ン
ト
、

協
賛
店
で
の
お
得
な
サ
ー
ビ
ス

な
ど
様
々
な
企
画
を
展
開
す
る

予
定
だ
と
の
こ
と
で
あ
る
。

鳥
海
山
・
飛
島
ジ
オ
パ
ー

ク
八
幡
フ
ァ
ン
ク
ラ
ブ

https://w
w

w
.city.sakata.

lg.jp/sangyo/geopark/
geofanclub.htm

l

　

山
形
県
の
沿
岸
庄
内
地
方
に

あ
っ
て
、「
平
成
の
大
合
併
」

で
酒
田
市
と
合
併
し
た
旧
八
幡

町
に
あ
る
酒
田
市
八
幡
総
合
支

所
が
運
営
す
る
、
鳥
海
山
や
ジ

オ
パ
ー
ク
の
魅
力
を
広
く
伝
え

る
た
め
の
フ
ァ
ン
ク
ラ
ブ
で
あ

る
。
庄
内
地
方
と
秋
田
県
の
県

境
に
あ
る
鳥
海
山
と
、
日
本
海

に
浮
か
ぶ
飛
島
を
含
む
地
域
は

「
鳥
海
山
・
飛
島
ジ
オ
パ
ー

ク
」
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。

　
「
鳥
海
山
と
八
幡
地
域
が
大

好
き
な
方
」
な
ら
誰
で
も
入
会

で
き
、
入
会
す
る
と
オ
リ
ジ
ナ

ル
会
員
バ
ッ
ジ
が
進
呈
さ
れ
、

そ
の
バ
ッ
ジ
の
提
示
で
協
賛
店

で
サ
ー
ビ
ス
が
受
け
ら
れ
る
他
、

ジ
オ
パ
ー
ク
関
連
イ
ベ
ン
ト
の

情
報
が
届
き
、
フ
ァ
ン
ク
ラ
ブ

ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
な
ど
ジ
オ
パ
ー

ク
イ
ベ
ン
ト
に
も
参
加
で
き
る
。

川
西
フ
ァ
ン
倶
楽
部

h
ttp

://sam
id

are.jp
/

kaw
afan/

　

山
形
県
の
南
部
に
あ
り
、
ダ

リ
ヤ
で
知
ら
れ
る
川
西
町
が
運

営
す
る
フ
ァ
ン
ク
ラ
ブ
で
あ
る
。

登
録
す
る
と
、
川
西
町
内
の
店

舗
、
事
業
所
な
ど
の
新
商
品
、

限
定
品
、
割
引
商
品
、
ラ
ン
チ

の
情
報
な
ど
が
メ
ー
ル
で
届
く
。

山
形
フ
ァ
ン
ク
ラ
ブ

http://oishii-yam
agata.jp/

fanclub/

　

山
形
県
ア
ン
テ
ナ
シ
ョ
ッ
プ

「
お
い
し
い
山
形
プ
ラ
ザ
」
が

運
営
す
る
、「『
山
形
を
知
っ
て

い
た
だ
く
』『
山
形
県
産
品
を

買
っ
て
い
た
だ
く
』『
山
形
に

来
て
い
た
だ
く
』
な
ど
、
山
形

の
魅
力
を
堪
能
し
て
い
た
だ

く
」
た
め
の
フ
ァ
ン
ク
ラ
ブ
で

あ
る
。

　

年
会
費
は
無
料
で
、
会
員
に

な
る
と
、
メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
で

山
形
県
の
旬
の
情
報
が
届
く
他
、

ア
ン
テ
ナ
シ
ョ
ッ
プ
で
の
購
入

や
飲
食
の
金
額
に
よ
る
ポ
イ
ン

ト
特
典
で
山
形
県
産
品
が
プ
レ

ゼ
ン
ト
さ
れ
る
。
ま
た
、
協
賛

店
で
の
サ
ー
ビ
ス
や
割
引
が
あ

る
他
、「
お
い
し
い
山
形 

料
理

教
室
」
な
ど
会
員
限
定
イ
ベ
ン

ト
や
「
フ
ァ
ン
ク
ラ
ブ
会
員
限

定
！
モ
ニ
タ
ー
ツ
ア
ー
」
な
ど

に
も
参
加
で
き
る
。

ペ
ロ
リ
ン
フ
ァ
ン
ク
ラ
ブ

http://w
w

w
.yam

agata.
nm

ai.org/funclub/index.
htm

l

　

山
形
県
農
林
水
産
部
６
次
産

業
推
進
課
内
に
あ
る
「
お
い
し

い
山
形
推
進
機
構
事
務
局
」
が

運
営
す
る
フ
ァ
ン
ク
ラ
ブ
で
あ

る
。「
ペ
ロ
リ
ン
」
と
は
、
山

形
県
産
農
産
物
な
ど
の
統
一
シ

ン
ボ
ル
マ
ー
ク
で
あ
る
。
山
形

県
産
農
林
水
産
物
の
フ
ァ
ン
な

ど
誰
で
も
入
会
可
能
で
、
入
会

す
る
と
、
メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
に

て
山
形
県
産
農
林
水
産
物
の
情

報
や
イ
ベ
ン
ト
・
キ
ャ
ン
ペ
ー

ン
情
報
が
届
く
。

伝
国
の
杜
フ
ァ
ン
ク
ラ
ブ

http://w
w

w
.denkoku-no-

m
ori.yonezaw

a.yam
agata.

jp/fc.htm

　
「
米
沢
市
上
杉
博
物
館
」
と

「
置
賜
文
化
ホ
ー
ル
」
を
含
む

「
伝
国
の
杜
」を
運
営
す
る（
公

財
）
米
沢
上
杉
文
化
振
興
財
団 

が
運
営
す
る
フ
ァ
ン
ク
ラ
ブ
で

あ
る
。
年
会
費
は
一
般2,500

円
で
、
米
沢
市
上
杉
博
物
館
の

常
設
展
示
室
・
企
画
展
示
室
に

何
度
で
も
自
由
に
入
館
で
き

（
同
伴
者
１
名
は
団
体
割
引
で

入
場
可
）、
置
賜
文
化
ホ
ー
ル

自
主
事
業
チ
ケ
ッ
ト
の
先
行
予

約
・
割
引
販
売
（
会
員
１
名
に

つ
き
２
枚
ま
で
）、
年
７
回
程

度
「
伝
国
の
杜
だ
よ
り
」
や
フ

ァ
ン
ク
ラ
ブ
会
報
、
各
種
事
業

チ
ラ
シ
の
送
付
、
フ
ァ
ン
ク
ラ

ブ
会
員
向
け
の
講
座
・
イ
ベ
ン

ト
へ
の
参
加
、
募
集
制
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
へ
の
無
料
参
加
（
１

回
無
料
券
の
進
呈
）、
ミ
ュ
ー
ジ

ア
ム
シ
ョ
ッ
プ
で
の
展
覧
会
図

録
・
オ
リ
ジ
ナ
ル
商
品
10
％
割

引
、
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
カ
フ
ェ
で

の
10
％
割
引
（
同
伴
者
３
名
ま

で
）
な
ど
の
特
典
が
得
ら
れ
る
。 

庄
内
み
ど
り
フ
ァ
ン
倶
楽
部

http://m
idorinet.or.jp/

fanclub/04.htm
l

　

JA
庄
内
み
ど
り
が
運
営
す
る

フ
ァ
ン
ク
ラ
ブ
。
入
会
金
・
年

会
費
と
も
無
料
で
、
フ
ァ
ン
倶

楽
部
通
信
が
届
く
他
、
厳
選
し

た
旬
の
食
材
の
頒
布
会
（
定
期

宅
配
）
の
申
込
が
で
き
、
購
入

時
に
貯
ま
る
ポ
イ
ン
ト
を
各
種

商
品
と
交
換
で
き
る
な
ど
の
特

典
が
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
フ
ァ
ン
ク
ラ
ブ

以
外
に
も
、
今
年
度
は
寒
河

江
市
が
運
営
す
る
「
寒
河
江

フ
ァ
ン
ク
ラ
ブ
」
が
創
設
さ

れ
る
予
定
で
あ
る
他
、
小

国
町
に
も
「
小
国
フ
ァ
ン

ク
ラ
ブ
」
を
創
設
す
る
計
画

が
あ
る
と
の
こ
と
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://www.facebook.com
/

kouhei.ootom
o

「
フ
ァ
ン
ク
ラ
ブ
」
活
用　

　
　
　
　
　
　
　
　

の
ス
ス
メ

③　

山
形
編～

ペロリンファンクラブ
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昨
年
晩
夏
、
私
も
昔
か
ら
愛

好
し
て
止
ま
な
い
岩
手
県
盛
岡

市
の
「
さ
わ
や
書
店
」
が
河
北

新
報
と
の
共
同
企
画
と
し
て
、

　
『
東
北
の
道
し
る
べ
』
と
な

っ
て
き
た
、
そ
し
て
こ
れ
か
ら

な
る
で
あ
ろ
う
図
書
百
冊
を

「
本
の
目
利
き
」
で
あ
る
店
員

ら
が
厳
選
し
て
特
設
コ
ー
ナ
ー

に
紹
介
す
る
と
い
う
面
白
い
催

し
が
為
さ
れ
た
。
そ
の
百
冊
の

中
に
は
『
東
北
―
つ
く
ら
れ
た

異
郷
』（
河
西
英
通
）
や
『
共

同
幻
想
論
』（
吉
本
隆
明
）
な

ど
東
北
と
直
接
的
・
間
接
的
問

わ
ず
関
連
す
る
往
年
の
研
究
書

か
ら
、『
火
怨
』（
高
橋
克
彦
）『
邂

逅
の
森
』（
熊
谷
達
也
）
や
『
蒼

茫
の
大
地
、
滅
ぶ
』（
西
村
寿

行
）
な
ど
の
小
説
、そ
し
て
『
こ

ど
も
東
北
学
』（
山
内
明
美
）『
都

市
と
地
方
を
か
き
ま
ぜ
る
』（
高

橋
博
之
）『
銀
河
鉄
道
の
父
』（
門

井
慶
喜
）
と
い
っ
た
近
年
の
名

著
ま
で
多
彩
な
顔
ぶ
れ
が
あ
る
。

面
白
い
と
こ
ろ
で
は
邪
馬
台
国

は
岩
手
に
あ
っ
た
、
と
い
う
主

張
に
驚
か
さ
れ
る
『
邪
馬
台
国

は
ど
こ
で
す
か
？
』（
鯨
統
一

郎
）、
秋
田
出
身
の
昆
虫
学
者

が
そ
の
人
間
的
魅
力
を
以
っ
て

野
生
の
大
地
を
勇
躍
す
る
『
バ

ッ
タ
を
倒
し
に
ア
フ
リ
カ
へ
』

（
前
野
ウ
ル
ド
浩
太
郎
）
な
ど

が
挙
げ
ら
れ
、
様
々
な
視
点
か

ら
東
北
の
良
さ
、
凄
さ
を
感
じ

ら
れ
る
選
書
に
な
っ
て
い
る
と

思
っ
た
。

　

特
に
、
個
人
的
に
も
外
せ
な

い
の
が
征
服
者
側
か
ら
で
は
な

い
現
地
か
ら
の
視
点
で
の
東
北

の
発
見
と
日
本
史
の
再
構
築
を

宣
言
し
た
赤
坂
憲
雄
の
『
東
北

学
』
関
連
で
あ
る
。
記
念
す
べ

き
一
冊
め
『
東
北
学
へ
１　

も

う
ひ
と
つ
の
東
北
か
ら
』（
一

九
九
六
年
）
は
東
京
に
数
年
住

ん
だ
私
が
東
北
に
今
一
度
想
い

を
馳
せ
始
め
た
ち
ょ
う
ど
そ
の

頃
に
出
現
し
た
書
で
、
ま
さ
に

衝
撃
の
作
品
で
あ
っ
た
。
私
ご

と
き
者
と
言
え
ど
一
東
北
人
、

そ
の
人
生
を
動
か
し
た
事
が
、

こ
れ
ら
一
冊
一
冊
の
本
の
、
陰

な
が
ら
少
し
ず
つ
東
北
を
変
え

て
い
く
力
を
証
明
す
る
も
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

今
度
の
百
選
に
は
選
ば
れ
て

い
な
い
が
、
遠
野
の
リ
ア
ル
な

説
話
や
宮
澤
賢
治
の
霊
感
体
質

な
ど
『
東
北
学
へ
』
に
先
駆
け

て
私
に
強
い
印
象
を
残
し
た
内

藤
正
敏
の
『
遠
野
物
語
の
原
風

景
』、
他
に
も
大
胆
に
蝦
夷
観

を
揺
さ
ぶ
る
久
慈
力つ

と
むの
『
蝦

夷
・
ア
テ
ル
イ
の
戦
い
』
や
、

旅
行
ガ
イ
ド
の
枠
を
越
え
て
読

者
に
歴
史
認
識
と
多
角
的
視
点

を
叩
き
込
む
『
ひ
と
り
歩
き
の

東
北
』（
二
〇
〇
二
年
）
な
ど
、

個
人
的
に
入
れ
て
欲
し
か
っ
た

本
は
少
な
く
な
い
。

　

し
か
し
そ
れ
ら
の
中
で
も
今

回
特
に
取
り
上
げ
て
み
た
い
の

が
、
東
北
好
き
と
い
う
よ
り
は

歴
史
好
き
、
そ
れ
も
古
代
史
寄

り
の
読
者
に
と
っ
て
は
長
年
一

定
の
存
在
感
を
保
持
し
て
き
た

で
あ
ろ
う
「
独
学
の
歴
史
作

家
」、
関
裕
二
の
著
作
で
あ
る
。

　

関
氏
は
、
一
種
ア
ク
の
強
い

古
代
史
マ
ニ
ア
で
あ
る
。
そ
の

著
書
と
の
個
人
的
な
出
会
い
は

『
謎
と
き
古
代
日
本
列
島
』（

二
〇
〇
〇
年
）
で
、
こ
れ
は
東

北
だ
け
で
な
く
全
国
を
舞
台
と

し
た
古
代
考
察
だ
っ
た
の
だ
が
、

一
〇
年
後
に
は
『
新
・
古
代
史

謎
解
き
紀
行　

東
北
編
（
消
え

た
蝦
夷
た
ち
の
謎
）』
を
著
し
、

蝦
夷
と
い
う
古
代
東
北
住
民
の

実
態
と
、
日
本
創
生
や
天
皇
家

と
の
深
い
関
わ
り
を
明
ら
か
に

し
よ
う
と
試
み
て
い
る
。

　

千
葉
県
出
身
の
関
氏
の
テ
ー

マ
は
決
し
て
東
北
に
偏
る
事
な

く
、
そ
の
得
意
分
野
は
縄
文
時

代
か
ら
邪
馬
台
国
関
連
、
そ
し

て
聖
徳
太
子
や
藤
原
不
比
等
が

活
躍
す
る
大
化
の
改
新
前
後
に

渡
る
全
国
規
模
の
古
代
史
で
あ

る
が
、
特
に
彼
の
面
白
い
の
は

「
東
大
寺
の
暗
号
」「
物
部
氏

の
正
体
」
と
い
っ
た
ミ
ス
テ
リ

ー
仕
立
て
の
タ
イ
ト
ル
で
読
者

を
引
き
込
む
ロ
マ
ン
性
、
好
き

嫌
い
の
激
し
さ
か
ら
来
る
歴
史

的
視
点
・
立
場
の
一
貫
さ
で
、

数
冊
を
読
み
通
し
て
わ
か
る
よ

う
に
「
藤
原
氏
」
一
族
に
対
す

る
徹
底
的
な
反
感
・
嫌
悪
感
が

強
烈
な
「
関せ

き
ぶ
し節

」
を
醸
し
出
す
。

　

な
ぜ
関
氏
が
藤
原
氏
を
批
判

し
、
嫌
悪
す
る
の
か
と
い
え
ば
、

戦
乱
と
民
族
潰
し
合
い
に
明
け

暮
れ
る
朝
鮮
半
島
か
ら
の
渡
来

人
で
あ
る
藤
原
鎌
足
・
不
比
等

父
子
の
策
謀
に
よ
っ
て
、
日
本

の
歴
史
は
縄
文
以
来
の
調
和
の

社
会
か
ら
、
中
国
・
朝
鮮
式
の

圧
政
・
侵
略
型
の
社
会
に
な
っ

て
い
っ
た
と
い
う
歴
史
観
が
、

氏
の
強
い
信
念
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
の
為
、
彼
の
中
で
は
聖
徳

太
子
ら
の
時
代
ま
で
は
生
き
て

い
た
縄
文
の
気
質
が
長
く
残
り

続
け
て
き
た
、
他
な
ら
ぬ
東
北

へ
の
共
感
が
強
い
事
も
多
く
の

著
作
か
ら
見
て
取
れ
る
の
だ
。

　

彼
の
新
作
『
古
代
日
本
人
と

朝
鮮
半
島
』（『
な
ぜ
日
本
と

朝
鮮
半
島
は
仲
が
悪
い
の
か
』

の
文
庫
化
）
は
氏
の
長
年
の
主

張
が
世
界
レ
ベ
ル
に
展
開
し
な

が
ら
も
違
和
感
な
く
収
束
し
て

お
り
、
関
作
品
の
入
門
編
と
も

言
え
る
、
よ
く
ま
と
ま
っ
た
集

大
成
的
な
一
冊
に
な
っ
て
い
る
。

　

タ
イ
ト
ル
だ
け
見
る
と
嫌
韓

や
日
本
礼
賛
に
偏
っ
た
本
か
と

勘
ぐ
っ
て
し
ま
う
が
、
全
く
そ

う
い
う
類
の
も
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
日
本
列
島
と
は
ア
フ
リ

カ
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
中
央
ア

ジ
ア
、
そ
し
て
中
国
方
面
へ
と

散
ら
ば
り
、
幾
多
の
戦
い
を
敗

北
し
、
あ
る
い
は
避
け
な
が
ら

逃
げ
て
逃
げ
て
逃
げ
ま
く
っ
た

果
て
の
、
最
も
弱
い
人
々
が
流

れ
着
い
た
場
所
で
あ
り
、
故
に

あ
る
意
味
で
は
世
界
で
最
も
劣

っ
た
民
族
が
こ
こ
に
集
ま
っ
た

の
だ
と
結
論
づ
け
る
。
つ
ま
り

幾
多
の
民
族
が
入
り
乱
れ
、
生

き
残
り
の
為
の
熾
烈
な
戦
争
を

繰
り
返
す
中
国
大
陸
や
朝
鮮
半

島
と
、
戦
い
を
避
け
て
逃
避
し

た
人
々
が
集
ま
り
、
互
い
に
共

存
す
る
事
を
是
と
し
て
き
た
日

本
列
島
で
は
根
本
的
に
人
間
性

が
異
な
る
の
だ
、
と
い
う
主
張

で
あ
り
、
曖
昧
・
お
人
好
し
と

い
う
日
本
人
の
短
所
と
言
わ
れ

が
ち
な
側
面
を
改
め
て
見
直
し
、

受
け
入
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
、

極
め
て
公
平
で
平
和
的
な
、
縄

文
的
日
本
の
肯
定
論
な
の
だ
。

　

本
書
に
は
言
及
さ
れ
て
い
な

い
が
、
こ
の
よ
う
な
人
類
の
大

移
動
の
果
て
に
「
追
い
詰
め
ら

れ
た
」
人
々
の
行
き
着
い
た
場

所
即
ち
『
聖
地
（
ア
ジ
ー
ル
）』

と
し
て
の
日
本
が
あ
る
と
す
れ

ば
、
そ
の
中
の
更
に
奥
地
で
あ

り
、
い
わ
ば
ア
ジ
ー
ル
の
中
の

ア
ジ
ー
ル
と
し
て
の
東
北
が
存

在
す
る
事
を
、
関
氏
は
間
違
い

な
く
認
識
し
て
い
る
は
ず
で
あ

る
。
何
故
な
ら
、
日
本
と
い
う

ア
ジ
ー
ル
も
ま
た
藤
原
氏
と
い

う
「
憎
し
み
と
い
が
み
合
い
を

生
み
出
す
元
凶
」
に
よ
っ
て
後

の
戦
国
期
に
代
表
さ
れ
る
長
い

混
乱
期
に
陥
れ
ら
れ
る
事
に
な

る
の
で
あ
り
、
も
は
や
逃
げ
る

場
所
の
な
い
日
本
列
島
に
お
い

て
、
最
後
の
ア
ジ
ー
ル
と
な
っ

た
の
が
東
北
で
あ
る
事
は
、
蝦

夷
の
国
と
し
て
の
、
こ
の
地
の

歴
史
が
雄
弁
に
物
語
っ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。

　

た
だ
、
私
は
一
つ
心
に
ど
う

し
て
も
引
っ
か
か
る
も
の
が
あ

る
。
確
か
に
藤
原
氏
は
他
の
有

力
な
氏
族
を
排
斥
し
て
中
央
の

要
職
を
一
族
で
独
占
し
、
長
屋

王
や
菅
原
道
真
に
代
表
さ
れ
る
、

策
謀
で
陥
れ
た
政
敵
の
恨
み
を

買
っ
て
祟
り
殺
さ
れ
た
と
い
う

噂
も
多
い
。
東
北
侵
略
を
推
し

進
め
た
と
い
う
点
で
は
完
全
に

「
蝦
夷
の
敵
」
で
あ
る
し
、
藤

原
氏
の
子
孫
が
沈
み
行
く
今
の

日
本
の
中
枢
に
も
多
数
根
を
張

っ
て
い
る
、
と
な
れ
ば
「
呪
わ

れ
た
一
族
」「
日
本
を
不
幸
に

す
る
一
族
」
と
関
氏
が
罵
倒
し

た
く
な
る
の
も
仕
方
が
な
い
。

　

実
は
、
か
く
言
う
私
も
そ
の

ル
ー
ツ
に
広
島
地
方
に
土
着
し

て
い
た
、
と
あ
る
藤
原
氏
一
族

の
存
在
が
あ
る
。

　

約
四
百
年
前
に
現
地
よ
り
氏

神
で
あ
る
春
日
社
を
勧
請
し
て

出
羽
の
港
町
に
定
着
さ
せ
る
ほ

ど
の
云
わ
ば
コ
テ
コ
テ
な
藤
原

一
派
で
あ
っ
た
事
に
な
る
。
赤

坂
憲
雄
が
私
の
一
族
の
総
本
家

に
取
材
し
て
『
山
野
河
海
ま
ん

だ
ら
』（
一
九
九
九
年
）
に
そ

の
記
録
を
収
め
て
い
る
が
、
中

央
を
離
れ
て
久
し
い
一
介
の
武

家
藤
原
氏
の
末
裔
に
と
っ
て
も

「
藤
原
は
悪
」
と
決
め
付
け
ら

れ
る
の
は
ど
こ
か
腑
に
落
ち
な

い
も
の
が
あ
る
の
だ
。

　

こ
こ
で
私
は
敢
え
て
関
氏
と

は
立
場
を
違
え
、
藤
原
氏
の
末

裔
の
一
人
と
し
て
藤
原
と
い
う

一
族
が
目
指
し
た
も
の
、
そ
の

遺
伝
子
に
ま
で
刻
ま
れ
た
執
念

の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
と
し
て
、

そ
の
本
当
の
役
割
や
存
在
の
意

義
を
考
え
て
み
た
い
。

　

関
氏
が
書
く
よ
う
に
、
百
済

の
王
族
の
末
裔
で
あ
る
と
し
た

ら
、
お
そ
ら
く
藤
原
氏
の
潜
在

的
な
欲
求
は
、
行
政
の
上
層
に

あ
っ
て
こ
れ
を
動
か
す
事
で
あ

る
。
ヤ
マ
ト
の
国
、
所
謂
中
央

の
世
界
で
は
、
常
に
彼
ら
は
天

皇
の
影
に
い
て
こ
れ
を
操
る
形

で
国
を
動
か
す
役
割
に
徹
し
た

が
、
そ
の
数
あ
る
末
裔
・
分
派

の
中
で
唯
一
、
あ
ら
た
め
て
本

当
に
「
王
者
」
に
な
っ
て
し
ま

っ
た
一
族
が
い
た
。
言
う
ま
で

も
な
く
、
藤
原
清
衡
に
始
ま
る

東
北
の
平
泉
藤
原
氏
で
あ
る
。

　

云
わ
ば
、
本
来
は
水
と
油
の

関
係
と
さ
え
言
え
る
は
ず
の
、

因
縁
の
敵
関
係
で
あ
る
蝦
夷
と

藤
原
が
、
こ
こ
で
融
合
し
た
と

い
う
未
曾
有
の
事
件
だ
っ
た
。

　

さ
て
、
一
体
そ
こ
で
は
何
が

起
こ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
？

　

平
泉
の
成
功
は
、
そ
れ
ま
で

の
「
蝦
夷
」
の
み
の
血
の
力
で

は
為
し
得
な
か
っ
た
事
か
も
知

れ
な
い
。
藤
原
と
い
う
渡
来
系

血
脈
が
持
つ
戦
略
的
側
面
、
敵

を
陥
れ
、
時
に
は
欺
き
蹴
落
と

す
ほ
ど
の
狡
猾
さ
・
冷
徹
さ
が

あ
っ
て
こ
そ
の
、
東
北
支
配
の

中
央
政
府
か
ら
の
奪
還
と
、
前

代
未
聞
の
独
立
国
家
と
し
て
の

完
成
が
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な

い
の
だ
。

「
夷
を
以
っ
て
夷
を
征
す
」

が
蝦
夷
を
征
服
す
る
有
効
な
セ

オ
リ
ー
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、

平
泉
の
場
合
は
ま
さ
に
「
藤
を

以
っ
て
藤
を
征
す
」
つ
ま
り
初

代
清
衡
が
己
の
し
た
た
か
な
る

藤
原
の
血
を
自
覚
し
た
上
で
そ

の
姓
に
敢
え
て
復
し
、
野
心
深

き
源
義
家
を
奥
州
か
ら
締
め
出

し
、
更
に
摂
関
藤
原
家
の
支
配

す
る
内
裏
ま
で
を
手
玉
に
取
る

策
で
見
事
奥
羽
両
国
を
経
営
し

き
っ
た
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う

か
、
と
い
う
事
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
関
氏
も
き
っ
と
認

め
る
で
あ
ろ
う
と
こ
ろ
の
「
東

洋
最
後
の
ア
ジ
ー
ル
」
で
あ
る

東
北
に
お
い
て
、
お
そ
ら
く
初

め
て
統
一
国
家
の
構
造
を
備
え

た
地
域
組
織
を
、
他
な
ら
ぬ
藤

原
氏
が
築
き
上
げ
た
、
と
い
う

事
の
意
味
を
、
ど
う
捉
え
れ
ば

良
い
の
か
、
と
考
え
る
。

　

日
本
は
渡
来
人
・
藤
原
に
と

っ
て
も
ア
ジ
ー
ル
で
あ
っ
た
が
、

藤
原
は
渡
来
人
の
気
質
を
変
え

ず
、
む
し
ろ
ア
ジ
ー
ル
を
破
壊

す
る
方
向
へ
動
い
た
。
し
か
し
、

東
北
は
そ
の
藤
原
を
す
ら
変
え
、

遂
に
は
究
極
の
平
和
国
家
―
即

ち
、
ア
ジ
ー
ル
の
完
成
形
―
を

実
現
さ
せ
る
ま
で
に
な
る
の

だ
。

　

ま
さ
に
そ
こ
に
こ
そ
、
東
北

と
い
う
土
地
の
特
殊
性
、
凄
さ

が
あ
る
。
蝦
夷
を
脅
か
し
た
最

悪
の
敵
を
、
逆
に
取
り
込
ん
で

蝦
夷
と
融
合
さ
せ
、
東
北
最
大

の
武
器
―
戦
わ
ず
し
て
勝
つ
、

と
い
う
最
強
の
武
器
―
に
変

え
て
し
ま
う
。
高
橋
富
雄
氏
に

よ
れ
ば
、
平
泉
藤
原
氏
の
夢
は

そ
の
祖
先
・
藤
原
秀
郷
が
滅

ぼ
し
た
平
将
門
の
関
東
独
立

の
夢
を
引
き
継
い
だ
も
の
で

あ
り
、
そ
う
考
え
れ
ば
平
泉
の

滅
亡
は
史
上
最
強
の
祟
り
神
・

将
門
の
、
も
は
や
粋
と
も
言
え

る
藤
原
へ
の
究
極
の
復
讐
だ

っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
呪
わ

れ
た
一
族
も
、
こ
こ
ま
で
来
れ

ば
立
派
と
言
う
他
な
い
が
、
東

北
と
い
う
ア
ジ
ー
ル
に
藤
原

が
遺
し
た
し
た
た
か
な
る
種

は
、
今
も
こ
の
地
に
ま
だ
見
ぬ

新
た
な
可
能
性
を
眠
ら
せ
、
育

て
て
い
る
に
違
い
な
い
。
な
ら

ば
そ
れ
こ
そ
が
藤
原
氏
一
族

の
、
朝
鮮
半
島
よ
り
渡
っ
て
き

た
本
当
の
役
割
だ
っ
た

の
で
は
な
い
か
・
・
そ
ん
な
風

に
も
、
思
い
至
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
。

『
究
極
の
ア
ジ
ー
ル
・
東
北
』

  
で
藤
原
氏
に
起
こ
っ
た
事

日本の日本たる所以は、
『縄文』にある！　

ならばその中の、東北とは・・
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あ～　さるぼぼがぁ～

シャクナゲ

フサスグリモウセンゴケ

イトトンボ

馬馬馬

コバイケイソウ

我が家の庭に現れたニホンカモシカ

シリーズ 遠野の自然
「遠野の小暑」
遠野 1000 景より

　

い
ま
、
日
本
の
南
か
ら
北
ま

で
観
測
史
上
初
と
も
い
え
る
大

豪
雨
に
見
舞
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

東
北
大
震
災
か
ら
ま
だ
七
年
、

ま
た
想
定
を
超
え
た
自
然
の
猛

威
を
体
験
し
て
い
ま
す
。

　

日
本
は
自
然
災
害
が
身
近
で

あ
り
、
常
に
備
え
を
し
て
置
く

べ
き
だ
と
い
う
論
調
も
よ
く
見

聞
き
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た

が
、
自
然
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
噴
出

と
人
間
の
生
活
と
は
別
個
の
も

の
だ
と
思
い
知
る
こ
の
頃
で
す
。

　
　
　
　
　
　

＊

　

さ
て
、
今
回
号
の
遠
野
は
動

物
が
い
っ
ぱ
い
で
す
。

　

放
牧
さ
れ
た
た
く
さ
ん
の
馬

が
楽
し
そ
う
で
す
し
、
ニ
ホ
ン

カ
モ
シ
カ
が
民
家
の
敷
地
内
に

ま
で
入
り
込
ん
で
い
ま
す
が
驚

き
で
す
。

　

最
近
め
っ
き
り
少
な
く
な
っ

た
イ
ト
ト
ン
ボ
も
な
つ
か
し
い
。

　

サ
ル
ボ
ボ
と
い
う
の
は
猿
の

赤
ん
坊
と
い
う
こ
と
で
す
が
初

め
て
見
ま
し
た
。

　

遠
野
の
小
暑
の
草
花
、
フ
サ

ス
グ
リ
の
赤
、
食
虫
植
物
の
モ

ウ
セ
ン
ゴ
ケ
、
コ
バ
イ
ケ
イ
ソ

ウ
の
白
が
ま
ぶ
し
い
。


