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発行2018年（平成30年）10月16日　火曜日

り
、
ス
ピ
ー
ド
を
上
げ
て
、
撮

影
地
を
通
り
過
ぎ
て
い
っ
た
。

　

な
ん
と
か
二
十
四
号
を
や
り

過
ご
し
て
、
ひ
と
安
心
し
て
い

た
ら
、
今
度
は
台
風
二
十
五
号

が
発
生
し
、
進
路
予
想
で
は
、

ま
さ
に
撮
影
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の

ど
真
ん
中
の
来
襲
予
定
と
な
り
、

撮
影
が
で
き
る
の
か
ど
う
か
非

常
に
不
安
だ
っ
た
が
、
次
も
奇

跡
的
に
、
コ
ー
ス
を
逸
れ
て
、

　

な
お
か
つ
秋
と
は
思
え
な
い

よ
う
な
快
晴
に
恵
ま
れ
た
。

　

ま
さ
に
連
続
台
風
来
襲
を
奇

跡
的
に
潜
り
抜
け
た
撮
影
と
な

っ
た
。

撮
影
初
采
配
、
素
人
出
演

者
ば
か
り
と
い
う
無
謀

　

撮
影
に
つ
い
て
も
、
何
度
か

経
験
が
あ
れ
ば
、
お
お
よ
そ
の

目
途
は
つ
く
が
、
企
画
・
プ
ロ

デ
ュ
ー
ス
か
ら
、
撮
影
に
関
す

る
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
含
め
、
何

も
か
も
が
未
体
験
で
、
初
挑
戦

で
あ
り
、
何
も
か
も
が
皆
目
見

当
が
つ
か
な
い
。
そ
れ
は
撮
影

も
同
じ
で
あ
っ
た
。

　

加
え
て
、
撮
影
ス
タ
ッ
フ
も
、

短
い
映
像
経
験
は
あ
る
が
、
映

画
撮
影
は
初
め
て
、
出
演
者
は

奇
跡
的
な
天
候
回
復
で

の
撮
影

　

こ
の
映
画
は
、
企
画
・
プ
ロ

デ
ュ
ー
ス
か
ら
、
撮
影
に
関
す

る
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
含
め
、
何

も
か
も
が
初
挑
戦
で
あ
り
、
撮

影
が
無
事
終
了
し
た
こ
と
は
奇

跡
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
と

あ
ら
た
め
て
い
ま
思
っ
て
い
る
。

ま
ず
、
八
月
に
こ
の
映
画
の
撮

影
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
決
め
て
は

み
た
も
の
の
、
九
月
末
に
は
大

型
の
台
風
二
十
四
号
が
来
襲
す

る
と
い
う
予
想
が
あ
っ
た
。

　

撮
影
ス
タ
ッ
フ
の
ス
ケ
ジ
ュ

ー
ル
、
出
演
者
と
の
ス
ケ
ジ
ュ

ー
ル
等
を
調
整
し
た
も
の
な
の

で
、
よ
ほ
ど
の
こ
と
が
な
い
か

ぎ
り
変
更
は
む
ず
か
し
い
。
ス

ケ
ジ
ュ
ー
ル
調
整
を
や
り
直
す

な
ら
ば
、
そ
れ
も
大
変
な
作
業

と
な
る
。
強
行
突
破
し
か
な
い

と
決
め
、
な
ん
と
か
台
風
が
弱

ま
り
、
雨
天
程
度
な
ら
ば
仕
方

な
い
と
、
雨
天
の
場
合
の
撮
影

場
所
を
確
保
し
て
対
応
す
る
こ

と
を
決
め
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
幸
運
に
も
、
台

風
二
十
四
号
は
、
撮
影
地
に
近

づ
く
と
、
熱
帯
低
気
圧
に
変
わ

映画『涌谷7000年の歴史』 撮影終了
台風連続来襲のなか奇跡的な快晴での撮影

東北先史時代学の実践プロジェクト⑤

全
員
が
素
人
で
あ
り
、
そ
こ
に

素
人
監
督
が
采
配
を
振
る
う
と

な
れ
ば
、
大
混
乱
が
幾
度
も
発

生
す
る
可
能
性
は
当
然
予
想
さ

れ
る
。

　

し
か
し
、
何
が
ど
う
作
用
し

た
の
か
、
結
果
的
に
は
、
撮
影

は
ス
ム
ー
ズ
に
、
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル
通
り
に
進
行
し
て
終
了
し
た
。

　

ト
ラ
ブ
ル
と
い
う
ト
ラ
ブ
ル

は
起
き
な
か
っ
た
。

　

企
画
段
階
か
ら
町
の
全
面
的

な
協
力
が
得
ら
れ
た
こ
と
は
大

き
い
。

　

ま
た
、
出
演
者
の
み
な
さ
ま

も
、
こ
の
映
画
の
た
め
に
入
念

に
準
備
し
て
く
だ
さ
っ
た
。

　

当
然
な
が
ら
、
最
初
は
戸
惑

っ
た
場
面
も
あ
っ
た
が
、
す
ぐ

に
慣
れ
た
。

　

こ
こ
に
も
幸
運
の
女
神
が
来

臨
し
た
と
し
か
思
え
な
い
ほ
ど

で
あ
っ
た
。

歴
史
の
重
み
を
よ
り
深

く
実
感

　
　

撮
影
に
没
入
し
て
い
く
と
、

筆
者
を
は
じ
め
関
係
者
が
、
古

代
の
歴
史
の
な
か
に
没
入
し
て

い
く
よ
う
な
奇
妙
な
感
覚
に
何

度
も
遭
遇
し
た
。

宮城県生まれ、65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。
また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。映像プ
ロデュース事業にも進出。

【当新聞発行責任者
兼編集長兼記者紹介】

【砂越　豊】

砂金採りで砂金が出た！

涌谷歴史遺産からの出土物 涌谷城跡

4000 年前の貝塚
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を
飛
び
越
え
る
感
覚
に
遭
遇
し

て
、
出
演
者
一
同
が
驚
く
。

　

そ
ん
な
場
面
が
何
度
も
あ
っ

た
。

砂
金
と
砂
鉄
の
涌
谷

　

し
か
し
、
何
と
言
っ
て
も
、

こ
の
撮
影
の
中
心
は
、
日
本
初

の
砂
金
の
産
出
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
に
よ
り
、
古
代
の

日
本
の
歴
史
が
大
き
く
変
わ
っ

た
こ
と
が
撮
影
を
通
し
て
よ
り

強
烈
に
認
識
で
き
た
。

　

ま
た
、
単
に
鉱
物
資
源
と
し

て
の
金
が
出
た
だ
け
に
と
ど
ま

ら
ず
、
そ
れ
が
き
っ
か
け
で
仏

教
が
東
北
に
広
ま
り
、
さ
ら
に

は
朝
廷
と
蝦
夷
の
関
係
も
大
き

く
変
化
し
た
こ
と
を
実
感
で
き

た
。

　

し
か
し
、
砂
金
の
陰
に
隠
れ

て
は
い
る
が
、
砂
金
が
出
る
場

所
に
は
ほ
と
ん
ど
の
ケ
ー
ス
で

産
出
す
る
砂
鉄
の
存
在
も
忘
れ

て
は
な
ら
な
い
。

　

鉄
は
、
往
時
、
現
在
の
ダ
イ

ヤ
モ
ン
ド
以
上
に
貴
重
な
鉱
物

で
あ
っ
た
。

　

ま
ず
は
、
鉄
を
応
用
し
た
農

具
が
農
作
地
開
墾
に
非
常
に
大

き
な
役
割
を
果
た
し
た
し
、
そ

れ
に
よ
る
税
収
増
加
も
朝
廷
に

も
た
ら
し
た
。

　

さ
ら
に
は
、
武
器
に
応
用
す

る
こ
と
で
、
よ
り
殺
傷
能
力
が

強
化
さ
れ
、
戦
争
に
よ
る
被
害

者
数
も
拡
大
し
た
と
い
う
影
響

も
見
逃
せ
な
い
。

涌
谷
は
古
代
の
歴
史
で

重
要
な
役
割
を
担
っ
た

　

こ
の
よ
う
に
涌
谷
と
い
う
地

は
、
古
代
の
歴
史
で
非
常
に
重

要
な
役
割
を
担
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
と
と
も
に
、
ず
っ
し
り

と
歴
史
の
重
み
を
実
感
す
る
場

面
が
何
度
も
あ
っ
た
。

　

涌
谷
伊
達
家
の
現
在
の
当
主

の
撮
影
に
お
い
て
も
そ
れ
を
感

じ
た
。
こ
の
方
は
、
関
係
者
の

間
で
は
い
ま
で
も
「
殿
様
」
と

呼
ば
れ
て
い
て
、
涌
谷
伊
達
家

の
関
連
行
事
を
進
め
る
に
は
、

こ
の
方
の
同
意
が
不
可
欠
な
の

で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
涌
谷

町
が
城
下
町
で
あ
り
、
そ
の
伝

統
が
脈
々
と
流
れ
て
い
る
こ
と

を
実
感
し
た
。

　

ま
た
、
箟
岳
に
あ
る
箟
峯
寺

貫
主
さ
ん
の
お
話
を
お
聞
き
し

て
い
る
と
、
こ
の
寺
が
い
ま
で

も
天
皇
家
と
深
い
つ
な
が
り
が

あ
る
こ
と
を
実
感
し
た
し
、
そ

の
た
め
に
非
常
に
格
式
が
高
い

こ
と
も
実
感
し
た
。

　

ま
た
、
江
戸
時
代
に
起
き
た

岩
手
の
三
閉
伊
一
揆
の
関
係
者

が
、
か
つ
て
の
寺
の
領
内
に
逃

げ
込
ん
で
、
い
ま
で
も
そ
こ
で

暮
ら
し
て
い
る
と
い
う
話
を
聞

く
と
、
か
つ
て
の
歴
史
が
ま
ざ

ま
ざ
と
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る

の
だ
っ
た
。

　

あ
る
い
は
、
横
穴
古
墳
の
内

部
に
入
っ
て
の
撮
影
で
は
、
最

奥
部
の
玄
室
を
彫
り
込
ん
だ
ノ

ミ
の
跡
も
く
っ
き
り
し
て
い
る

し
、
壁
の
一
部
に
は
、
往
時
の

べ
ん
が
ら
塗
布
の
跡
も
分
か
り
、

古
代
の
歴
史
の
手
触
り
感
が
得

ら
れ
た
。

　

あ
る
い
は
、
長
根
貝
塚
石
碑

の
近
く
の
畑
に
は
今
も
た
く
さ

ん
の
貝
殻
や
土
器
破
片
が
剥
き

出
し
に
な
っ
て
い
て
、
そ
れ
が

四
千
年
も
前
の
も
の
で
あ
る
と

教
え
ら
れ
る
と
、
一
挙
に
時
空

　

い
や
、
古
代
だ
け
で
は
な
く
、

先
史
時
代
か
ら
、
こ
の
地
は
重

要
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
。

　

地
理
的
に
は
、
朝
廷
軍
事
拠

点
で
あ
っ
た
多
賀
城
の
北
部
、

朝
廷
と
蝦
夷
の
対
峙
す
る
場
所

で
あ
っ
た
。

　

地
理
的
な
位
置
以
上
に
、
奈

良
時
代
に
は
、
よ
り
朝
廷
寄
り

の
政
治
的
立
ち
位
置
で
あ
っ
た
。

　

ま
た
、
そ
れ
以
前
の
縄
文
時

代
に
も
、
こ
の
地
は
、
重
要
な

地
域
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
地
に
は
、
現
在
判
明
し

て
い
る
だ
け
で
も
、
い
ま
か
ら

七
千
年
前
か
ら
約
四
七
〇
〇
年

間
も
の
間
、
人
が
暮
し
て
い
た
。

　

こ
ん
な
に
長
期
間
に
亘
り
、

人
が
住
み
つ
い
て
い
た
縄
文
遺

跡
を
筆
者
は
知
ら
な
い
。

　

こ
の
町
の
七
千
年
間
の
連
綿

と
続
く
歴
史
を
通
し
て
、
こ
の

地
は
重
要
で
あ
り
続
け
た
の
だ
。

い
ま
は
さ
び
れ
た
町

　

こ
れ
だ
け
の
歴
史
を
持
ち
な

が
ら
、
現
在
の
町
は
、
人
口
減

少
と
急
激
な
高
齢
化
は
言
う
に

及
ば
ず
、
町
の
メ
イ
ン
ス
ト
リ

ー
ト
は
、
シ
ャ
ッ
タ
ー
通
り
を

通
り
越
し
て
、
櫛
の
歯
が
抜
け

落
ち
た
よ
う
な
酷
い
状
況
と
な

っ
て
い
る
。

　

過
去
の
歴
史
の
華
々
し
さ
と

好
対
照
の
現
実
が
存
在
す
る
。

　

筆
者
も
こ
の
ギ
ャ
ッ
プ
に
は

何
度
も
め
ま
い
を
起
こ
し
そ
う

に
な
っ
た
の
も
事
実
だ
。

　

撮
影
の
進
行
と
と
も
に
、
な

ん
と
か
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
何
度
も
思
っ
た
。

　

映
画
だ
け
で
町
が
活
性
化
す

る
わ
け
で
は
な
い
の
は
百
も
承

知
で
あ
る
。

　

何
ら
か
の
き
っ
か
け
に
な
っ

て
欲
し
い
、
こ
の
映
画
で
町
の

魅
力
を
再
発
見
し
て
欲
し
い
、

こ
の
映
画
で
誇
り
を
取
り
戻
し

て
欲
し
い
、
な
ど
な
ど
、
さ
ま

ざ
ま
な
気
持
ち
が
湧
き
上
が
っ

て
き
た
。

再
活
性
化
は
ど
こ
か
ら
？

　

撮
影
終
了
日
に
、
町
の
関
係

者
と
懇
親
会
を
開
催
し
た
。

　

そ
こ
で
の
話
の
中
心
は
、
や

は
り
映
画
の
話
で
は
な
く
、
町

の
活
性
化
の
話
題
中
心
で
あ
っ

た
。
そ
れ
ほ
ど
に
状
況
は
緊
迫

し
て
い
る
と
感
じ
た
。

　

東
北
の
太
平
洋
側
の
内
陸
部

で
、
3
・
11
の
甚
大
な
被
害
は

受
け
な
か
っ
た
が
、
地
震
の
被

害
は
受
け
た
町
の
様
子
に
も
注

目
す
る
こ
と
が
必
要
だ
と
痛
切

に
感
じ
た
。

　

比
較
の
対
象
と
し
て
ふ
さ
わ

し
い
の
か
ど
う
か
、
ま
た
ご
批

判
も
覚
悟
の
上
で
の
比
較
で
あ

る
が
、
あ
る
意
味
で
は
、
沿
岸

部
の
被
災
地
の
方
が
活
性
化
し

て
い
る
現
実
が
あ
る
。

　

再
活
性
化
の
糸
口
を
発
見
す

る
の
も
困
難
で
あ
り
、
道
の
り

も
厳
し
そ
う
で
あ
る
。

　

七
千
年
と
い
う
歴
史
を
、
町

の
消
滅
と
い
う
結
論
で
締
め
く

く
っ
て
は
い
け
な
い
と
思
う
。

　

今
は
、
撮
影
を
終
了
し
て
ひ

と
段
落
と
い
う
気
分
よ
り
も
、

む
し
ろ
こ
れ
か
ら
ど
う
関
わ
る

か
と
い
う
テ
ー
マ
に
主
題
が
移

っ
た
と
感
じ
て
い
る
。

3/24 の上映予定会場

箟峯寺貫主 かわいい仁王様 何が出現するかツナギの沢貝塚

未発掘の長根窯跡
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郷土料理愛好家　
　　　　松本由美子氏

 《さんまのおろしぽん酢 》

『材料』　�さんま一匹、 醤油 18CC 、お酒 18CC 、おろし生姜 2 ｇ、片栗粉 
適量、 大根 おろし 100 ｇ、大葉 一枚 、柚子適量 

『作り方』　①　秋刀魚を三枚におろします　�②　醤油、お酒で秋刀魚に下味を
つけます　�③�　片栗粉をまぶし、油で狐色にあげます。�④　さんまを盛り付
け、大根おろしを添えぽん酢でいただきます。柚子があれば絞ってかけます。

秋の魚といえば秋刀魚ですが、今年は、不漁だった昨年とは比較にならないく
らいの豊漁で、価格もお手頃のようです。（編集長）�　

今回号も、北海道地震被害が
まだ完全に収束していないな
か、函館在住の松本さんにご
寄稿いただきました。ほんと
うにありがとうございまし
た。また、地震で被災された
みなさま、お見舞い申し上げ
ます。（編集長）

水産業再興のための料理レシピ紹介
第50回 
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写真でお伝えする 東北の風景（紅葉の栗駒山）写真撮影 尾崎匠
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J
タ
ウ
ン
研
究
所
が
「
ど
の

都
道
府
県
に
住
ん
で
み
た
い
で

す
か
？
【2018

年
版
・
都
道

府
県
別
調
査
】」
と
題
し
た
ア

ン
ケ
ー
ト
調
査
の
結
果
を
10
月

５
日
に
公
表
し
た
。
こ
の
調
査

は
今
年
の
１
月
11
日
～
10
月

２
日
ま
で
の265

日
間
実
施

し
た
も
の
で
、
全
国
の3,714

人
が
回
答
し
た
。
な
お
、
同
研

究
所
は2015

年
に
も
同
様
の

ア
ン
ケ
ー
ト
を
行
っ
て
い
る
が
、

そ
の
時
の
調
査
期
間
と
今
回
の

調
査
期
間
は
異
な
っ
て
お
り
、

回
答
を
寄
せ
た
人
数
も
全
く
異

な
っ
て
い
る
た
め
、
今
回
は
前

回
の
調
査
結
果
と
の
比
較
は
し

な
い
こ
と
に
す
る
。

住
み
た
い
都
道
府
県
の
上
位
は

　

今
回
の
調
査
で
、
住
ん
で
み

た
い
都
道
府
県
の
第
１
位
と
な

っ
た
の
は
岡
山
県
で
、
全
体
の

6.6

％
に
当
た
る245

票
を
獲

得
し
て
ダ
ン
ト
ツ
の
一
位
だ
っ

た
。
次
い
で
、
第
２
位
が
沖
縄

県
（188

票
、5.1

％
）、
第
３

位
が
東
京
都
（115

票
、3.1

％
）、第
４
位
が
北
海
道
（109

票
、2.9

％
）
第
５
位
が
同
率

で
神
奈
川
県
と
福
岡
県
（107

票
、2.9

％
）
と
い
う
結
果
で

あ
っ
た
。

　

岡
山
県
の
人
気
ぶ
り
は
、
移

住
者
の
多
さ
に
も
現
れ
て
い
る
。

同
研
究
所
の
記
事
の
中
で
も
紹

介
さ
れ
て
い
る
が
、
山
陽
新
聞

に
よ
る
と
、
16
年
度
に
県
外
か

ら
岡
山
県
に
移
住
し
た
人
は
前

年
度
比919

人
増
の1845

世
帯
、2773

人
で
あ
り
、
こ

れ
は
３
年
連
続
で
増
加
し
て
い

る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

　

岡
山
県
へ
の
移
住
が
多
い
理

由
に
つ
い
て
は
、
県
内
の
各
市

町
村
窓
口
が
転
入
者
向
け
に
行

っ
た
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
、「
災

害
が
少
な
い
」
や
「
気
候
が
温

暖
」
を
挙
げ
る
回
答
が
多
か
っ

た
と
い
う
。
ま
た
、
特
徴
的
な

の
は
、
県
庁
所
在
地
で
あ
る
岡

山
市
に
だ
け
移
住
者
が
偏
る
の

で
は
な
く
、
他
の
都
市
に
も
分

散
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
転
入
者
数
は
岡
山
市
が

396

人
で
最
も
多
い
が
、
倉

敷
市
に
も307

人
、
井
原
市

に
も217

人
が
移
住
し
て
い
る

こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。

　

岡
山
県
に
次
ぐ
２
位
の
沖
縄

県
、
３
位
の
東
京
都
、
４
位
の

北
海
道
は
、
他
の
調
査
で
も
た

い
て
い
上
位
に
顔
を
出
す
「
常

連
」
の
都
道
府
県
で
あ
る
。
５

位
に
は
神
奈
川
県
と
福
岡
県
が

同
票
数
で
並
ん
で
い
る
が
、
こ

の
両
県
は
い
ず
れ
も
大
都
市
を

擁
す
る
県
の
強
み
が
現
れ
て
い

る
よ
う
に
見
え
る
。

東
北
の
４
つ
の
県
が

　

同
研
究
所
の
記
事
で
は
上
位

５
つ
と
下
位
５
つ
の
都
道
府

県
の
み
が
紹
介
さ
れ
て
い
る

が
、
逆
に
住
ん
で
み
た
い
都
道

府
県
の
ワ
ー
ス
ト
を
見
て
み
る

と
、第
42
位
が
和
歌
山
県（
22
票
、

0.6

％
）、
第
43
位
が
同
率
で
青

森
県
、岩
手
県
、群
馬
県（
19
票
、

0.5

％
）、
第
46
位
が
同
率
で
秋

田
県
と
山
形
県（
18
票
、0.5
％
）

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
、
下
位

５
県
の
中
に
何
と
、
東
北
の
４

県
が
ラ
ン
ク
イ
ン
し
て
い
る
と

い
う
残
念
な
結
果
に
な
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
い
っ
た

い
ど
う
し
た
こ
と
だ
ろ
う
か
。

　

同
記
事
で
は
、「
沖
縄
県
や

北
海
道
と
い
っ
た
自
然
環
境
で

強
み
を
持
ち
県
が
人
気
を
集
め

る
一
方
、
都
心
か
ら
の
近
さ
や

交
通
ア
ク
セ
ス
の
便
利
が
『
住

み
た
い
』
と
思
わ
せ
る
大
き

な
要
因
な
の
か
も
し
れ
な
い
」、

「
10
位
ま
で
に
は
大
阪
府
や
埼

玉
県
、
千
葉
県
も
あ
る
こ
と
か

ら
、
自
身
の
就
業
状
況
を
踏
ま

え
た
現
実
的
な
考
え
か
ら
、
大

都
市
の
近
郊
を
選
択
し
た
読
者

が
多
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な

い
」
と
分
析
し
て
い
る
。
回
答

し
た3,714

人
の
属
性
は
不

明
な
の
で
、
確
か
に
こ
の
よ
う

に
推
測
す
る
ほ
か
は
な
い
の
だ

ろ
う
し
、
こ
の3,714

人
が

統
計
的
に
日
本
全
国
の
全
人
口

の
忠
実
な
サ
ン
プ
ル
と
な
っ
て

い
る
わ
け
で
も
な
い
の
で
、
あ

ま
り
深
刻
に
真
に
受
け
る
必
要

も
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
、

少
な
く
と
も
と
あ
る
集
団
が
投

票
し
た
中
で
、
東
北
六
県
の
う

ち
４
つ
も
の
県
が
下
位
に
沈
ん

だ
と
い
う
の
は
や
は
り
そ
れ
な

り
に
気
に
な
る
結
果
で
は
あ
る
。

福
島
県
の
奮
闘
ぶ
り

　

残
り
の
２
県
、
宮
城
県
と
福

島
県
で
あ
る
が
、
記
事
中
で
は

ど
こ
に
ラ
ン
ク
イ
ン
し
て
い
る

か
不
明
だ
っ
た
の
で
、
得
票
数

の
デ
ー
タ
を
基
に
、
全
都
道
府

県
の
ラ
ン
キ
ン
グ
を
表
に
し
て

み
た
。
そ
の
結
果
、
宮
城
県
は

京
都
府
と
並
ぶ
13
位
、
福
島
県

は
新
潟
県
、
徳
島
県
と
並
ん
で

28
位
に
ラ
ン
ク
イ
ン
し
て
い
る

こ
と
が
分
か
っ
た
。

　

宮
城
県
が
上
位
に
ラ
ン
ク
イ

ン
し
て
い
る
理
由
は
、
そ
の
前

後
に
京
都
府
や
兵
庫
県
や
愛
知

県
や
埼
玉
県
千
葉
県
が
ラ
ン
ク

イ
ン
し
て
い
る
の
と
同
じ
理
由

で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
い
ず

れ
も
政
令
指
定
都
市
と
い
う
大

都
市
を
擁
す
る
府
県
で
あ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

福
島
県
が
28
位
に
入
っ
て
い

る
の
は
、
東
北
の
他
の
４
県
が

最
下
位
周
辺
に
あ
る
中
で
健
闘

と
言
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
か

と
思
う
。
そ
し
て
、
こ
の
結
果

か
ら
は
、
少
な
く
と
も
今
回
投

票
し
た3,714

人
の
中
で
は
、

と
い
う
限
定
付
き
で
は
あ
る
が
、

「
住
み
た
い
」
都
道
府
県
を
考

え
た
場
合
に
、
福
島
県
に
対
す

る
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
見
方
は
概
ね

解
消
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。

　

言
わ
ず
も
が
な
の
こ
と
だ
が
、

東
日
本
大
震
災
に
伴
う
福
島
第

一
原
発
事
故
の
負
の
影
響
に
福

島
県
は
こ
れ
ま
で
嫌
と
言
う
ほ

ど
苦
し
め
ら
れ
て
き
た
。
そ
の

影
響
は
も
ち
ろ
ん
今
も
色
濃
く

残
っ
て
は
い
る
が
、
今
回
の
調

査
結
果
か
ら
は
そ
の
負
の
影
響

が
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
な
く
な
っ

て
き
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

こ
れ
は
朗
報
に
違
い
な
い
。

　

も
ち
ろ
ん
、
現
在
で
も
福
島

第
一
原
発
の
立
地
し
て
い
た
大

熊
町
、
双
葉
町
は
依
然
帰
還
困

難
区
域
で
あ
る
。
避
難
指
示
が

解
除
さ
れ
た
自
治
体
で
も
住
民

の
帰
還
が
思
う
よ
う
に
進
ん
で

い
な
い
現
実
も
厳
然
と
し
て
あ

る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
福
島

県
に
「
住
み
た
い
」
と
推
す
票

は
、
全
都
道
府
県
の
中
で
中
位

に
あ
る
の
で
あ
る
。
東
北
の
４

県
が
下
位
に
沈
ん
だ
の
は
残
念

だ
っ
た
が
、
こ
の
福
島
県
の
こ

と
だ
け
は
今
回
の
調
査
で
よ
か

っ
た
と
言
え
る
こ
と
で
あ
る
。

　

で
は
、
何
が
福
島
県
と
他
の

４
県
の
間
を
分
け
た
の
か
。
も

ち
ろ
ん
、
福
島
県
は
東
北
で
は

最
南
端
で
、
関
東
地
方
に
接
し

て
い
て
、
東
北
の
中
で
も
首
都

圏
と
最
も
近
い
距
離
に
あ
る
と

い
う「
地
の
利
」は
あ
る
に
違
い

な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で

原
発
事
故
に
よ
る
負
の
イ
メ
ー

ジ
を
乗
り
越
え
る
こ
と
は
不
可

能
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。
福
島

県
に
あ
っ
た
の
は
、
こ
れ
以
上

な
い
危
機
意
識
と
そ
れ
に
基
づ

く
具
体
的
な
ア
ク
シ
ョ
ン
だ
っ

た
の
だ
ろ
う
。「
ま
ち
お
こ
し
」

ど
こ
ろ
か「
ま
ち
の
こ
し
」か
ら

始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

震
災
後
。
福
島
県
の
人
た
ち
は

自
分
た
ち
の
故
郷
を
残
す
た
め

に
必
死
の
努
力
を
し
た
。
そ
し

て
そ
の
こ
と
を
全
国
に
向
け
て

一
生
懸
命
発
信
し
た
。
良
く
も

悪
く
も
福
島
県
は
震
災
後
注
目

を
集
め
た
が
、
そ
れ
は
そ
れ
だ

け
た
く
さ
ん
の
情
報
が
全
国
に

向
け
て
発
信
さ
れ
た
と
い
う
こ

と
で
も
あ
る
。
故
郷
の
た
め
に

粉
骨
砕
身
の
努
力
を
続
け
る
現

地
の
人
々
、海
の
幸
、山
の
幸
の

豊
富
な
恵
み
、
変
化
に
富
ん
だ

豊
か
な
自
然
、
そ
う
し
た
情
報

が
他
の
都
道
府
県
に
比
べ
て
多

く
発
信
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て

他
地
域
の
人
た
ち
の
福
島
県
に

対
す
る
親
近
感
が
増
し
、
そ
れ

が「
住
み
た
い
」と
い
う
票
の
上

積
み
に
つ
な
が
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

岡
山
県
の
取
り
組
み
に
学
ぶ

　

岡
山
県
の
取
り
組
み
も
参
考

に
な
る
。
岡
山
県
へ
の
移
住
者

の
多
さ
は
決
し
て
、「
自
然
災

害
が
少
な
い
」
と
い
っ
た
理
由

か
ら
来
る
だ
け
で
は
な
い
。
岡

山
県
は
も
ち
ろ
ん
、
岡
山
市
、

和
気
町
な
ど
県
内
の
自
治
体
の

サ
イ
ト
で
も
移
住
・
定
住
支
援

の
ペ
ー
ジ
が
か
な
り
充
実
し
て

い
る
。
岡
山
県
は
東
京
都
内
の

み
な
ら
ず
大
阪
市
内
に
も「IJU

（
い
じ
ゅ
う
）
ア
ド
バ
イ
ザ

ー
」
と
い
う
専
門
の
相
談
員
を

常
駐
さ
せ
、
岡
山
県
内
へ
の
移

住
を
検
討
し
て
い
る
人
に
対
し

て
フ
ェ
イ
ス
ト
ゥ
フ
ェ
イ
ス
で

相
談
に
乗
っ
て
い
る
。
移
住
・

定
住
に
関
す
る
イ
ベ
ン
ト
も
定

期
的
に
開
催
し
て
い
る
。
こ
の

こ
と
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、

力
の
入
れ
具
合
が
他
の
都
道
府

県
に
比
べ
て
際
立
っ
て
い
る
よ

う
に
見
え
る
。

　

そ
し
て
、
先
ほ
ど
も
少
し
紹

介
し
た
が
、
岡
山
県
へ
の
移
住

は
決
し
て
都
市
部
だ
け
で
進
ん

で
い
る
の
で
は
な
い
。
こ
れ
も

す
ご
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
例
え

ば
山
陰
地
方
と
の
境
に
あ
る
山

あ
い
の
村
、
西
粟
倉
村
な
ど
は

既
に
人
口
の
約
１
割
が
全
国
各

地
か
ら
や
っ
て
き
た
移
住
者
と

そ
の
家
族
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て

子
ど
も
の
数
が
増
え
て
き
て
い

る
と
い
う
。

　

同
村
で
は
、周
辺
自
治
体
と
の

合
併
を
し
な
い
選
択
を
し
、面
積

の
約
95
％
を
占
め
る
森
林
を「
誇

れ
る
財
産
」と
位
置
付
け
て
、
森

に
興
味
を
持
つ
人
の
移
住
を
募

っ
た
。
移
住
者
の
多
く
は
村
内

で
起
業
し
、
地
域
内
に
お
金
を

落
と
す
仕
組
み
も
回
り
始
め
た
。

そ
の
よ
う
な
情
報
を
全
国
に
発

信
す
る
こ
と
で
さ
ら
に
移
住
を

希
望
す
る
人
に
訴
求
す
る
と
い

う
循
環
も
で
き
て
き
た
。

　

こ
の
よ
う
な
取
り
組
み
は
、

同
様
の
山
間
地
を
多
く
抱
え
る

東
北
各
県
で
も
大
い
に
参
考
に

で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
る
。
こ
の
連
載
で
何
度
も
触

れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
が
、
や

は
り
基
本
は
自
分
た
ち
の
地
域

の
強
み
は
何
か
、
魅
力
は
何
か
、

を
探
し
、
見
つ
け
、
磨
い
て
、

そ
れ
を
果
敢
に
発
信
し
て
い
く

こ
と
で
あ
る
。

移
住
・
定
住
促
進
に
向
け

た
県
の
役
割
の
大
き
さ

　

加
え
て
、
県
の
役
割
も
重
要

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
岡
山
県

で
は
自
ら
を
、
県
全
体
で
降
水

量
が
少
な
く
日
照
時
間
が
長
い

こ
と
か
ら
「
晴
れ
の
国
お
か
や

ま
」
と
呼
び
、
そ
れ
に
則
っ
て

上
手
に
イ
メ
ー
ジ
づ
く
り
を
し

て
い
る
。
そ
の
「
晴
れ
の
国
お

か
や
ま
」
の
下
で
、
そ
れ
ぞ
れ

の
市
町
村
が
特
色
あ
る
魅
力
を

PR
し
て
い
る
と
い
う
構
図
で
あ

る
。
移
住
・
定
住
促
進
を
考
え

る
際
に
、
個
々
の
市
町
村
の
取

り
組
み
だ
け
で
は
な
く
、
都
道

府
県
が
統
一
さ
れ
た
全
体
の
イ

メ
ー
ジ
を
つ
く
っ
て
い
く
こ
と

が
求
め
ら
れ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
東
北
各
県
は
自

然
環
境
の
豊
か
な
土
地
柄
で
は

あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
に
イ
メ
ー

ジ
を
つ
く
る
と
い
っ
た
場
合
に

も
、
そ
の
こ
と
に
頼
り
過
ぎ
る

き
ら
い
が
あ
る
。
そ
れ
は
そ
れ

と
し
て
当
然
PR
し
て
い
く
必
要

は
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
の
魅
力

を
PR
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

　

例
え
ば
、
秋
田
県
は
よ
く
知

ら
れ
て
い
る
こ
と
だ
が
、
小
中

学
校
の
全
国
学
力
テ
ス
ト
で
１

位
も
含
め
上
位
に
ラ
ン
ク
イ
ン

す
る
常
連
県
で
あ
る
。
17
年
度

の
調
査
で
は
小
中
学
生
の
自
己

肯
定
率
も
全
国
一
高
い
。
ま
た
、

刑
法
犯
認
知
件
数
や
重
要
犯
罪

認
知
件
数
、
性
犯
罪
認
知
件
数

な
ど
は
い
ず
れ
も
全
都
道
府
県

中
最
も
低
い
。
こ
う
し
た
こ
と

か
ら
、
秋
田
県
は
安
心
し
て
子

育
て
が
で
き
る
、
し
か
も
子
ど

も
の
学
力
を
伸
ば
せ
る
県
だ
と

PR
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
こ

の
よ
う
に
、
様
々
な
デ
ー
タ
か

ら
、
他
の
都
道
府
県
に
な
い
魅

力
を
抽
出
す
る
こ
と
は
ま
だ
ま

だ
可
能
な
は
ず
で
あ
る
。

　

そ
の
意
味
で
言
う
と
、
東
北

六
県
の
中
で
一
番
心
配
な
の
は
、

実
は
宮
城
県
で
あ
る
。
今
回
の

ラ
ン
キ
ン
グ
で
も
上
位
に
ラ
ン

ク
イ
ン
し
、
実
際
、
震
災
後
東

北
各
県
か
ら
の
移
住
が
増
え
て

仙
台
圏
を
中
心
に
人
口
が
増
加

し
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
東

北
の
他
県
よ
り
も
危
機
感
が
薄

い
の
で
は
な
い
か
と
危
惧
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、

宮
城
県
の
弱
み
は
仙
台
市
の
知

名
度
頼
み
の
部
分
が
大
き
い
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
仙
台
市
を

除
い
て
考
え
た
場
合
に
宮
城
県

に
ど
ん
な
魅
力
が
あ
る
の
か
、

今
の
う
ち
に
も
っ
と
真
剣
に
考

え
た
方
が
よ
い
。
そ
し
て
、
仙

台
市
な
し
で
も
宮
城
県
の
他
に

な
い
魅
力
を
PR
し
て
い
け
る
よ

う
、
今
の
う
ち
か
ら
準
備
し
て

お
く
べ
き
で
あ
る
。

　

当
然
な
が
ら
、
宮
城
県
も
手

を
こ
ま
ね
い
て
見
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
。
宮
城
県
で
も
東
京

都
内
に
み
や
ぎ
移
住
サ
ポ
ー
ト

セ
ン
タ
ー
を
設
置
し
、
移
住
を

検
討
し
て
い
る
人
の
相
談
に
乗

っ
て
い
る
。
県
の
サ
イ
ト
で
は
、

県
内
各
市
町
村
の
該
当
ペ
ー
ジ

に
も
リ
ン
ク
も
張
っ
て
い
る
。

移
住
・
定
住
推
進
広
報
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
や
移
住
定
住
支
援
ハ
ン

ド
ブ
ッ
ク
も
作
成
し
て
い
る
。

た
だ
、
そ
の
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー

ズ
が
、「
す
べ
て
に
『
ち
ょ
う

ど
い
い
』
と
感
じ
ら
れ
る
」
い

う
こ
と
で
の
「
ち
ょ
う
ど
い
い
、

宮
城
県
。」
で
は
イ
ン
パ
ク
ト

に
欠
け
る
感
が
あ
る
。
も
ち
ろ

ん
、
情
報
発
信
は
や
り
な
が
ら
、

反
応
を
見
な
が
ら
ブ
ラ
ッ
シ
ュ

ア
ッ
プ
し
て
い
く
べ
き
も
の
で

あ
る
わ
け
で
、
今
後
に
期
待
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

東
北
に
は
住
み
た
く
な
い
？
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仙
台
の
、
あ
る
行
き
つ
け
の

書
店
に
行
く
と
必
ず
ふ
ら
り
と

立
ち
寄
っ
て
し
ま
う
「
郷
土
関

連
」
の
書
棚
の
隣
に
、
ほ
ぼ
ひ

と
棚
全
て
覆
う
ほ
ど
の
「
縄
文

関
連
」
の
本
た
ち
が
並
べ
ら
れ
、

店
の
名
物
コ
ー
ナ
ー
の
よ
う
に

迫
力
と
魅
力
を
放
っ
て
い
る
。

　

主
な
も
の
を
挙
げ
て
み
る
と

『
は
じ
め
て
の
土
偶
』

『
と
き
め
く
縄
文
図
鑑
』

『
ジ
ャ
ズ
る
縄
文
人
』

『
縄
文
人
に
相
談
だ
』

『
縄
文
力
で
生
き
残
れ
』

　

雑
誌
と
し
て
も
、

『
別
冊
太
陽
・
縄
文
』

『
東
京
人
・
東
京
縄
文
散
歩
』

『
デ
ィ
ス
カ
バ
ー
・
ジ
ャ
パ
ン

・
縄
文
人
は
ど
う
生
き
た
か
』

『
ユ
リ
イ
カ
総
特
集
・
縄
文
』

な
ど
な
ど
目
白
押
し
。
こ
れ
ら

新
参
の
華
や
か
な
書
籍
群
を
、

『
縄
文
人
に
な
る
！
』

『
月
と
蛇
と
縄
文
人
』

『
縄
文
と
ケ
ル
ト
』

な
ど
の
名
著
重
鎮
が
支
え
る
。

　

こ
れ
は
ど
う
い
う
現
象
か
と

思
い
、
特
に
気
に
な
る
新
興
雑

誌
ら
し
き
『
縄
文ZINE
』
を

手
に
取
る
と
、
な
ん
で
も
昨
年

辺
り
か
ら
、
東
北
よ
り
も
む
し

ろ
東
京
の
方
か
ら
や
け
に
縄
文

が
盛
り
上
が
り
始
め
、
今
や
縄

文
の
当
た
り
年
と
ま
で
言
わ
れ

る
状
況
な
の
だ
と
い
う
事
が
わ

か
っ
て
き
た
。
と
い
う
よ
り
、

そ
も
そ
も
の
火
付
け
役
と
い
う

の
が
当
の
雑
誌
ら
し
く
、
縄
文

を
ネ
タ
に
様
々
な
視
点
か
ら
の

思
考
実
験
的
記
事
、
例
え
ば
縄

文
的
価
値
観
か
ら
現
代
の
ビ
ジ

ネ
ス
の
矛
盾
を
捉
え
た
り
、
現

代
の
遺
物
が
未
来
で
発
掘
さ
れ

た
ら
ど
う
解
釈
さ
れ
る
か
考
察

し
た
り
と
、
遊
び
心
満
載
の
内

容
に
な
っ
て
い
る
。

　

東
京
国
立
博
物
館
で
は
先
月

ま
で
『
縄
文
・
一
万
年
の
美
の

鼓
動
』
と
称
し
た
特
別
展
が
盛

況
の
よ
う
だ
っ
た
し
、
巷
で
は

こ
け
し
を
愛
で
る
よ
う
に
土
偶

を
求
め
る
「
土
偶
女
子
」
な
る

女
性
が
増
え
て
い
る
と
か
、
更

に
は
『
縄
文
に
ハ
マ
る
人
々
』

な
る
映
画
ま
で
公
開
さ
れ
る
な

ど
、「
縄
文
熱
」
は
明
ら
か
に

只
な
ら
ぬ
様
相
を
呈
し
て
い
る
。

　

一
体
こ
の
縄
文
ブ
ー
ム
、
今

日
本
中
を
巻
き
込
む
そ
の
要
因

は
何
な
の
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　

＊

　

そ
う
い
え
ば
、
数
年
前
か
ら

何
か
の
き
っ
か
け
で
知
っ
て
気

に
な
っ
て
い
て
、
今
年
の
始
め

に
遂
に
ネ
ッ
ト
通
販
で
購
入
し

た
、
あ
る
一
冊
の
本
が
あ
る
。

　

そ
の
名
も
『
縄
文
物
語
』。

　

な
ん
と
、
一
九
九
〇
年
に
刊

行
さ
れ
た
も
の
の
、
二
〇
〇
七

年
に
復
刻
さ
れ
た
、
と
い
う
、

や
や
大
き
め
の
コ
ミ
ッ
ク
で
あ

る
。
復
刻
か
ら
も
既
に
一
〇
年

が
過
ぎ
て
お
り
、
店
頭
に
は
も

は
や
よ
ほ
ど
の
マ
ニ
ア
ッ
ク
な

店
で
も
な
か
な
か
見
か
け
る
事

の
で
き
な
い
レ
ア
本
な
の
だ
。

　

考
え
て
み
る
と
、
貧
し
く
原

始
的
な
生
活
と
い
う
、
日
本
人

の
長
年
の
縄
文
時
代
イ
メ
ー
ジ

を
覆
し
た
、
か
の
青
森
県
三
内

丸
山
遺
跡
が
知
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
は
一
九
九
四
年
以
降
。

　

こ
の
作
品
は
そ
れ
以
前
の
も

の
だ
が
、
描
か
れ
た
縄
文
の
世

界
は
極
め
て
魅
力
的
で
あ
る
。

　

舞
台
は
な
ん
と
、
現
在
の
岩

手
県
遠
野
市
に
当
た
る
地
域
だ
。

　

当
然
な
が
ら
、
遠
野
は
縄
文

時
代
の
中
心
地
と
も
言
う
べ
き

北
東
北
に
あ
る
の
だ
か
ら
、
全

く
不
思
議
で
は
な
い
設
定
な
の

だ
が
、
意
外
に
も
遠
野
は
縄
文

の
イ
メ
ー
ジ
を
観
光
の
売
り
に

は
し
て
い
な
い
。
あ
く
ま
で
も
、

『
遠
野
物
語
』
の
遠
野
な
の
だ
。

　

物
語
は
、
当
時
湖
だ
っ
た
遠

野
盆
地
の
周
囲
に
あ
る
集
落
の

娘
た
ち
を
主
人
公
に
、
季
節
ご

と
の
生
活
や
祭
式
を
描
写
し
な

が
ら
進
む
。
特
に
、
冬
の
間
、

少
女
た
ち
だ
け
で
隣
村
ま
で
旅

を
し
て
、
大
き
な
宿
泊
施
設
で

珍
し
い
食
や
蒸
し
風
呂
を
楽
し

む
な
ど
の
話
が
面
白
い
。

　

作
者
で
あ
る
高
室
弓き

み生
は
岩

手
県
生
ま
れ
の
女
性
。
な
ん
と
、

学
生
時
代
は
岩
手
県
内
で
遺
跡

発
掘
の
ア
ル
バ
イ
ト
を
し
て
い

た
と
い
う
変
わ
っ
た
経
歴
が
あ

り
、
そ
の
体
験
を
元
に
、
独
自

の
観
察
・
調
査
か
ら
本
作
の
世

界
を
練
り
上
げ
て
い
っ
た
ら
し

い
。
既
存
の
概
念
に
捉
わ
れ
な

い
、
斬
新
な
縄
文
イ
メ
ー
ジ
が

生
ま
れ
た
秘
密
は
、
こ
う
し
た

背
景
に
あ
っ
た
の
か
と
納
得
な

の
だ
が
、
高
室
は
寡
作
な
漫
画

家
で
あ
り
、
縄
文
テ
ー
マ
の
作

品
は
他
に
一
冊
描
い
て
い
る
の

み
で
あ
る
。
今
回
の
「
縄
文
ブ

ー
ム
」
の
中
で
掘
り
起
こ
さ
れ
、

あ
ら
た
め
て
注
目
さ
れ
て
い
る

様
子
は
特
に
見
ら
れ
な
い
の
が
、

何
と
も
残
念
で
あ
る
。

　

九
〇
年
代
以
降
、
そ
の
民
族

構
成
の
多
彩
さ
、
稲
作
や
遠
洋

航
海
技
術
な
ど
の
存
在
が
研
究

に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
り
、
縄

文
の
イ
メ
ー
ジ
は
次
々
に
塗
り

替
え
ら
れ
て
い
る
。
是
非
、
高

室
弓
生
に
は
『
新
（
真
？
）
縄

文
物
語
』
で
更
な
る
驚
異
の
縄

文
世
界
を
創
出
し
、
あ
ら
た
め

て
縄
文
の
先
駆
け
且
つ
代
表
ク

リ
エ
イ
タ
ー
と
し
て
復
活
し
て

ほ
し
い
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　

＊

　

と
こ
ろ
で
、
縄
文
時
代
に
ま

つ
わ
る
近
年
の
ニ
ュ
ー
ス
と
い

う
と
、
二
〇
〇
二
年
に
小
学
校

の
歴
史
の
教
科
書
か
ら
縄
文
時

代
の
記
述
が
無
く
な
り
、
日
本

の
歴
史
が
弥
生
時
代
か
ら
始
ま

っ
た
か
の
よ
う
書
き
換
え
ら
れ

た
事
が
思
い
出
さ
れ
る
。

「
ゆ
と
り
教
育
」
に
伴
な
う
学

習
指
導
要
領
の
改
訂
と
い
う
事

で
、
最
も
古
い
時
代
の
記
述
は

「
農
耕
の
始
ま
り
・
古
墳
に
つ

い
て
調
べ
、
大
和
朝
廷
に
よ
る

国
土
の
統
一
の
様
子
が
わ
か
る

事
」
と
規
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
そ
れ
に
反
発
し
た
の

が
日
本
考
古
学
協
会
だ
っ
た
。

　

一
人
の
小
学
校
教
諭
か
ら
、

日
本
史
が
弥
生
時
代
か
ら
始
ま

っ
て
い
る
事
へ
の
疑
問
を
提
示

さ
れ
、
教
科
書
問
題
小
委
員
会

を
設
置
、
多
く
の
総
会
参
加
者

は
そ
の
実
態
に
驚
愕
し
た
と
言

わ
れ
て
い
る
。
二
〇
〇
七
年
に

中
央
教
育
審
議
会
が
文
科
相
に

答
申
し
、
二
〇
一
一
年
度
に
は

よ
う
や
く
教
科
書
に
縄
文
時
代

が
甦
る
事
と
な
っ
た
の
だ
っ
た
。

　

そ
れ
に
し
て
も
、
現
在
で
は

（
否
、
当
時
と
し
て
も
）
信
じ

難
い
文
部
省
の
判
断
で
あ
る
。

特
に
、
縄
文
時
代
が
見
直
さ
れ

た
事
で
長
年
の
劣
等
意
識
が
覆

っ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な

か
っ
た
我
が
東
北
に
と
っ
て
は

ま
さ
に
暴
挙
で
あ
り
、
再
び
東

北
が
否
定
さ
れ
た
、
と
感
じ
た

人
も
少
な
く
な
か
っ
た
は
ず
だ
。

　

一
部
で
は
、
縄
文
時
代
の
記

述
を
教
科
書
か
ら
抹
消
し
た
の

は
「
日
教
組
」
だ
と
い
い
、
こ

れ
は
在
日
朝
鮮
人
が
深
く
関
わ

っ
て
い
て
、
日
本
が
朝
鮮
半
島

よ
り
先
に
優
れ
た
文
明
を
有
し

て
い
た
事
を
示
す
縄
文
時
代
の

記
述
を
抹
殺
す
る
事
に
よ
っ
て
、

稲
作
・
農
耕
を
始
め
る
事
、
即

ち
朝
鮮
半
島
か
ら
の
文
化
の
恩

恵
に
よ
っ
て
日
本
が
始
ま
る
と

い
う
図
式
を
確
立
さ
せ
た
か
っ

た
の
だ
・
・
と
い
う
、
い
わ
ゆ

る
陰
謀
論
で
あ
る
。

　

し
か
し
調
べ
て
い
く
と
、
全

く
正
反
対
の
「
陰
謀
論
」
も
あ

り
、
何
や
ら
や
や
こ
し
い
事
に

な
っ
て
い
る
。
紙
屋
高こ

う
せ
つ雪

と
い

う
方
の
ブ
ロ
グ
（
自
身
は
共
産

主
義
を
標
榜
）
に
よ
れ
ば
―

　

文
化
財
保
存
協
議
会
の
勅て

し使

河が
わ
ら
あ
き
ら

原
彰
氏
曰
く
、
九
八
年
改
訂

の
土
台
で
あ
る
八
九
年
の
改
訂

に
お
け
る
指
導
要
領
に
は
、

「
天
皇
へ
の
理
解
と
敬
愛
の
念

を
深
め
る
よ
う
に
す
る
事
」

と
あ
っ
て
、
日
の
丸
・
君
が
代

の
強
制
と
合
わ
せ
て
小
学
校
の

段
階
で
国
民
の
思
想
統
合
を
図

っ
た
、
政
府
の
意
図
が
見
え
て

く
る
、
と
の
事
で
あ
る
。

　

前
出
の
学
習
指
導
要
領
の
、

「
大
和
朝
廷
に
よ
る
統
一
の
様

子
が
わ
か
る
事
」
の
後
に
は
、

「
そ
の
際
、
神
話
・
伝
承
を
調

べ
、
国
の
形
成
に
関
す
る
考
え

方
な
ど
に
関
心
を
持
つ
こ
と
」

と
あ
る
と
い
う
。

　

縄
文
時
代
の
記
述
を
抹
消
し
、

「
神
話
・
伝
承
と
絡
ま
せ
な
が

ら
、
コ
メ
作
り
を
歴
史
の
始
ま

り
と
印
象
づ
け
る
事
で
、
日
本

人
は
歴
史
の
始
ま
り
か
ら
コ
メ

を
作
り
祭
を
営
み
、
そ
こ
に
は

『
天
皇
』
が
常
に
い
た
、
と
い

う
歴
史
観
を
形
成
す
る
」

の
が
、
政
府
の
究
極
の
狙
い
だ
、

と
い
う
訳
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
、
一
体
何
だ
ろ
う
。

片
や
日
本
を
貶
め
よ
う
と
い
う

連
中
が
縄
文
を
抹
殺
し
た
と
言

い
、
片
や
天
皇
中
心
国
家
・
日

本
を
磐
石
に
し
た
い
者
ら
が
縄

文
を
抹
殺
し
た
の
だ
と
い
う
。

　

も
う
、
ど
っ
ち
で
も
い
い
の

だ
が
、
当
の
縄
文
に
と
っ
て
は

い
い
迷
惑
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
こ
に
は
要
す
る
に
、
縄
文

の
捉
え
方
に
よ
る
民
族
意
識
の

倒
錯
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
、
問
題
と
さ
れ
る
朝

鮮
側
に
と
っ
て
は
、
縄
文
は
日

本
の
基
礎
で
あ
り
、
優
れ
た
文

明
で
あ
る
が
、
当
の
日
本
の
、

所
謂
天
皇
側
の
人
々
に
と
っ
て

は
、
縄
文
は
「
黒
歴
史
」
で
あ

り
、
消
し
て
し
ま
い
た
い
過
去

な
の
だ
。
朝
鮮
の
人
々
に
し
て

み
れ
ば
理
解
に
苦
し
む
だ
ろ
う
。

「
一
体
、
日
本
人
の
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
は
縄
文
、
天
孫
の
ど

ち
ら
に
あ
る
の
か
？
」
と
。

　
　
　
　
　

＊

　

縄
文
が
教
科
書
に
復
活
し
た

ど
こ
ろ
か
、
ブ
ー
ム
の
只
中
に

あ
る
と
い
う
現
在
の
日
本
に
お

い
て
、
縄
文
が
朝
鮮
の
人
々
が

考
え
る
と
さ
れ
る
よ
う
に
、

「
縄
文
こ
そ
は
日
本
の
基
礎
で

あ
り
、
優
れ
た
文
明
な
の
だ
」

と
捉
え
ら
れ
て
い
る
事
は
論
を

待
た
な
い
だ
ろ
う
。
縄
文
時
代

と
い
う
の
は
関
東
や
信
州
に
か

け
て
人
口
も
多
く
文
化
も
成
熟

し
た
の
で
、
東
京
か
ら
ブ
ー
ム

が
起
き
る
の
も
頷
け
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
縄
文
の
素

晴
ら
し
さ
は
、
ど
こ
よ
り
も
東

北
の
素
晴
ら
し
さ
に
つ
な
が
る

も
の
で
あ
り
、
最
も
縄
文
を
理

解
し
、
現
在
も
そ
の
エ
ッ
セ
ン

ス
を
内
包
し
て
、
い
つ
で
も
体

現
で
き
る
の
は
東
北
で
あ
る
・

・
そ
う
い
う
思
い
を
胸
に
秘
め

て
い
る
東
北
人
に
と
っ
て
は
、

縄
文
と
い
う
名
声
を
東
京
に
取

ら
れ
て
い
い
様
に
弄
ば
れ
て
い

る
、
と
い
う
歯
痒
い
よ
う
な
感

覚
が
な
い
と
も
言
え
な
い
か
も

知
れ
な
い
。

　

し
か
し
、
一
方
で
こ
う
も
思

う
の
で
あ
る
。
日
本
中
の
人
々

が
今
、
縄
文
を
自
ら
の
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
と
捉
え
る
か
の
よ

う
に
夢
中
に
な
る
背
景
に
は
、

日
教
組
に
し
ろ
、
政
府
に
し
ろ
、

確
か
に
自
分
の
基
盤
に
あ
る
真

実
を
無
い
も
の
の
よ
う
に
扱
う

者
へ
の
無
意
識
の
怒
り
、
そ
し

て
そ
の
代
わ
り
に
彼
ら
が
提
示

す
る
、
稲
作
民
だ
の
、
天
皇
を

崇
め
従
う
民
族
だ
の
と
い
う
の

っ
ぺ
り
し
た
、
つ
ま
ら
な
い
ビ

ジ
ョ
ン
に
対
す
る
強
い
反
発
が

あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
。

　

縄
文
時
代
の
、
想
像
を
超
え

る
実
態
が
明
ら
か
に
な
る
事
で
、

日
本
人
は
こ
れ
ま
で
与
え
ら
れ

て
き
た
既
存
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
を
見
直
し
、
そ
の
多
く
は

天
皇
を
否
定
し
な
い
な
が
ら
も
、

こ
れ
ま
で
と
は
違
う
「
大
和
民

族
」
と
し
て
の
概
念
を
再
構
築

し
つ
つ
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

　

ブ
ー
ム
と
い
う
一
時
の
流
れ

が
去
っ
た
時
、
日
本
人
が
ど
う

な
っ
て
い
る
か
。
国
家
の
思
想

統
合
工
作
な
ど
に
惑
わ
さ
れ
ぬ
、

よ
り
強
靭
に
し
て
柔
軟
な
民
族

と
し
て
在
り
続
け
る
事
を
、
祈

る
ば
か
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
　

　

と
、
他
人
事
の
よ
う
に
書
く

け
れ
ど
も
、
東
北
に
住
む
私
た

ち
は
思
考
実
験
と
し
て
で
も
、

ま
ず
は
日
本
人
と
し
て
よ
り

東
北
人
と
し
て
「
彼
ら
」
を
眺

望
し
、
東
北
は
東
北
で
い
か
に

自
ら
の
新
た
な
「
縄
文
」
に
臨

む
べ
き
か
を
、
考
え
て
み
よ
う
。

　

東
北
人
に
と
っ
て
、
縄
文
と

は
そ
も
そ
も
倒
錯
す
る
ま
で

も
な
い
、
元
々
の
ア
イ
デ
ン
テ

ィ
テ
ィ
そ
の
も
の
で
は
な
か

っ
た
か
。
よ
り
正
確
に
い
え

ば
、
天
皇
の
臣
民
で
あ
る
東
北

人
も
、
○
○
藩
士
で
あ
る
東
北

人
も
、
全
て
後
付
け
に
過
ぎ
な

い
。
元
は
誰
も
が
「
何
者
で
も

な
い
」
こ
の
列
島
に
辿
り
着
い

た
、
人
間
と
い
う
存
在
な
の
だ
。

　

そ
の
原
点
に
、
ど
の
日
本
人

よ
り
も
素
直
に
立
ち
戻
る
事

が
で
き
る
、
自
由
な
精
神
こ
そ

が
、
東
北
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
。

　

そ
れ
が
、
私
た
ち
の
縄
文
な

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

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
。

縄
文
ブ
ー
ム
で
東
北
が

覚
醒
す
る
か
否
か
と
い
う
事

縄文の見直しを先取りした斬新
なデザイン『縄文物語』
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高清水からの夕景

夕焼け

スイレン ヒガンバナ

リンドウ 雲海に斜陽

朝日とススキアキアカネ

シリーズ 遠野の自然
「遠野の寒露」
遠野 1000 景より

　

今
年
の
夏
は
、
天
候
激
変
と

台
風
と
地
震
と
が
次
々
に
起
き
、

落
ち
着
く
暇
も
な
く
、
あ
わ
た

だ
し
く
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
。

　

気
が
つ
く
と
、
い
つ
の
間
に

か
、
す
っ
か
り
秋
の
す
ず
し
さ

が
定
着
し
て
い
て
、
と
て
も
奇

妙
な
感
覚
が
あ
る
。

　

こ
の
ま
ま
静
か
な
ま
ま
で
い

て
欲
し
い
も
の
だ
。

　
　
　
　
　
　

＊

　

さ
て
、
遠
野
も
す
っ
か
り
秋

に
変
わ
っ
た
よ
う
だ
。

　

雲
も
、
も
う
夏
の
雲
で
は
な

い
。
朝
日
も
夕
日
の
光
も
同
様

だ
。
あ
の
激
し
い
夏
の
陽
は
ど

こ
か
へ
行
っ
て
し
ま
っ
た
。

　

ア
キ
ア
カ
ネ
、
秋
の
夕
暮
れ
、

花
々
も
す
っ
か
り
秋
を
告
げ
て

い
て
、
秋
の
景
色
に
変
わ
っ
た
。

　

少
し
さ
び
し
い
秋
だ
が
、
じ

っ
く
り
味
わ
い
た
い
。
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　歴史の多様性の新発見
歴
史
は
ひ
と
つ
で
は
な

く
て
良
い
？

　

最
近
、
歴
史
と
い
う
も
の
は

ひ
と
つ
で
は
な
く
て
も
よ
い
と

思
う
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

　

昔
の
あ
る
時
代
に
生
き
た

人
々
は
数
多
く
存
在
し
、
さ
ま

ざ
ま
な
立
場
を
持
ち
、
一
様
で

は
な
い
。
思
想
も
考
え
方
も
、

宗
教
も
、
み
な
異
な
る
。
民
族

さ
え
異
な
る
。

　

な
の
に
、
そ
う
し
た
人
々
が

同
じ
歴
史
観
を
持
ち
、
同
じ
歴

史
認
識
を
共
有
し
て
い
る
な
ど

と
い
う
こ
と
は
幻
想
に
す
ぎ
な

い
。

　

そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
の
歴

史
観
が
あ
り
、
歴
史
認
識
が
あ

っ
て
当
然
で
は
な
い
か
。

　

こ
れ
は
、
現
代
と
い
う
時
代

に
も
当
然
あ
て
は
ま
る
。

　

現
代
観
、
現
代
に
つ
い
て
の

認
識
も
共
有
で
き
な
い
こ
と
は
、

大
し
た
困
難
も
な
く
理
解
で
き

る
だ
ろ
う
。

　

な
ら
ば
、
昔
の
こ
と
で
も
同

じ
で
は
な
い
か
。

　

現
代
が
そ
う
で
あ
っ
て
、
過

去
が
そ
う
で
は
な
い
と
い
う
の

は
明
ら
か
な
矛
盾
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
だ
れ
も
が
受
け
る

学
校
の
歴
史
教
育
は
そ
う
は
教

え
な
い
。
だ
か
ら
、
歴
史
は
ひ

と
つ
と
い
う
幻
想
を
抱
く
の
だ
。

　

明
ら
か
な
誤
り
を
教
え
て
い

る
の
で
あ
り
、
時
の
政
権
の
思

惑
に
よ
っ
て
、
誤
っ
た
、
し
か

も
恣
意
的
に
捻
じ
曲
げ
ら
れ
、

統
一
さ
れ
た
歴
史
認
識
を
、
義

務
教
育
そ
の
他
歴
史
教
育
の
あ

ら
ゆ
る
場
面
を
通
し
て
教
え
る

こ
と
も
可
能
な
の
だ
。

　

こ
う
し
た
観
点
か
ら
す
れ
ば
、

自
発
的
で
個
人
的
興
味
か
ら
開

始
さ
れ
る
歴
史
の
掘
り
起
し
作

業
は
非
常
に
有
意
義
な
作
業
と

な
る
。

　

な
ぜ
な
ら
掘
り
起
し
の
都
度
、

新
た
な
歴
史
が
蘇
っ
て
く
る
可

能
性
が
高
い
し
、
歴
史
の
定
説

支
持
サ
イ
ド
か
ら
は
新
た
な
歴

史
認
識
が
出
現
す
る
可
能
性
は

非
常
に
小
さ
い
か
ら
で
あ
る
。

東
北
の
歴
史
の
多
様
性

　

大
胆
に
言
わ
せ
て
も
ら
え
る

な
ら
、
歴
史
の
多
様
性
と
は
、

こ
う
し
た
歴
史
の
再
発
掘
作
業

か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
と
考
え
る
。

　

利
害
が
反
し
て
い
る
両
サ
イ

ド
か
ら
、
別
々
の
歴
史
認
識
が

示
さ
れ
、
そ
れ
ら
を
対
峙
さ
せ

る
こ
と
で
、
よ
り
立
体
的
で
、

生
々
し
く
、
ま
る
で
歴
史
が
活

き
て
い
る
か
の
よ
う
に
蘇
る
可

能
性
が
広
が
る
と
思
う
。

　

そ
れ
こ
そ
が
歴
史
の
醍
醐
味

で
あ
る
と
思
う
。

　

こ
う
し
た
見
方
を
東
北
の
古

代
の
歴
史
に
当
て
は
め
て
み
る

と
、
東
北
の
歴
史
も
例
外
で
は

な
く
、
よ
り
立
体
的
で
、
生
々

し
い
歴
史
が
立
ち
上
が
っ
て
く

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
れ
ま
で
は
、
東
北
の
歴
史

と
い
う
も
の
は
、
朝
廷
サ
イ
ド

の
歴
史
観
が
中
心
で
あ
っ
た
よ

う
に
思
え
る
。

　

そ
こ
で
、
朝
廷
と
対
峙
し
た

側
か
ら
の
歴
史
を
再
発
掘
す
る

こ
と
を
推
奨
し
た
い
。

　

負
け
続
け
の
東
北
の
歴
史
に

関
す
る
記
述
は
、
歴
史
の
潮
流

か
ら
す
れ
ば
、
負
け
る
こ
と
が

自
然
な
流
れ
で
あ
っ
た
よ
う
に

語
ら
れ
る
場
面
が
多
い
よ
う
に

感
じ
る
。

　

し
か
し
、
ほ
ん
と
う
に
そ
う

で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。

　

歴
史
に「
も
し
」と「
た
ら
」

は
存
在
し
な
い
と
い
う
が
、
東

北
に
限
っ
て
、
そ
の
「
も
し
」

と
「
た
ら
」
を
復
活
さ
せ
て
み

る
試
み
は
許
さ
れ
な
い
だ
ろ
う

か
。

縄
文
文
化
解
釈
へ
の
疑
問

　

最
近
の
縄
文
ブ
ー
ム
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
縄
文
文
化
の
中
心

部
に
切
り
込
ん
で
い
く
よ
う
な

新
解
釈
が
見
当
た
ら
な
い
。

　

珍
し
い
文
物
を
外
国
の
文
物

の
よ
う
に
眺
め
る
視
点
だ
け
が

目
に
付
く
。

　

火
炎
土
器
の
形
状
に
つ
い
て

驚
く
と
か
、
土
偶
は
何
の
た
め

に
作
ら
れ
た
の
か
と
い
う
地
点

で
立
ち
止
ま
っ
て
お
り
、
そ
こ

か
ら
先
の
切
り
込
み
が
見
ら
れ

な
い
の
は
残
念
で
あ
る
。

　

か
つ
て
の
日
本
に
あ
っ
た
異

端
の
流
れ
を
部
外
者
と
し
て
眺

め
る
よ
う
な
姿
勢
で
あ
り
、
自

分
た
ち
の
祖
先
で
あ
る
と
の
姿

勢
は
と
て
も
汲
み
取
れ
な
い
。

　

こ
の
理
由
の
ひ
と
つ
は
、
縄

文
文
化
を
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
流
の

考
古
学
か
ら
無
理
や
り
解
釈
し

よ
う
と
す
る
か
ら
で
は
な
い
か

と
考
え
て
い
る
。

　

目
の
前
に
あ
る
も
の
を
そ
の

ま
ま
受
け
容
れ
ら
れ
ず
に
、
わ

ざ
わ
ざ
遠
く
迂
回
し
て
、
ま
っ

た
く
の
異
文
化
の
網
を
無
理
や

り
く
ぐ
ら
せ
て
理
解
し
よ
う
と

す
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。

　

現
代
が
西
欧
流
の
経
済
に
支

配
さ
れ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、

縄
文
文
化
ま
で
、
西
欧
流
の
枠

組
み
を
通
し
て
理
解
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
道
理
は
な
い
。

　

も
っ
と
ス
ト
レ
ー
ト
に
、
縄

文
人
の
文
化
、
縄
文
人
の
心
に

迫
っ
て
い
く
こ
と
は
出
来
な
い

の
だ
ろ
う
か
。

縄
文
人
は
分
か
ら
な
い

と
言
い
続
け
る
専
門
家

　

あ
る
い
は
、
縄
文
考
古
学
の

専
門
家
の
ひ
と
り
で
、
縄
文
人

の
心
は
現
代
人
に
は
分
か
ら
な

い
か
ら
、
い
ろ
い
ろ
な
想
像
を

膨
ら
ま
せ
て
も
の
を
言
っ
て
は

い
け
な
い
と
い
う
人
が
い
た
。

　

理
屈
を
こ
ね
る
よ
う
だ
が
、

現
代
人
で
あ
る
他
人
の
心
の
中

さ
え
理
解
で
き
な
い
の
に
、
歴

史
上
の
人
物
が
何
を
考
え
て
い

た
の
か
分
か
る
は
ず
は
な
い
し
、

ま
し
て
や
縄
文
を
や
、
で
あ
る
。

　

そ
う
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、

人
は
生
き
て
い
く
こ
と
さ
え
で

き
な
い
。
確
実
な
こ
と
以
外
は

言
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
に
な

る
が
、
そ
も
そ
も
人
間
に
確
実

に
理
解
で
き
る
こ
と
な
ど
あ
り

は
し
な
い
の
だ
。
そ
し
て
、
蓋

然
性
を
頼
り
に
す
る
学
問
は
す

べ
て
廃
止
に
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
く
な
る
。

　

結
果
、
す
べ
て
は
懐
疑
の
な

か
に
あ
る
と
い
う
懐
疑
主
義
に

陥
る
。

　

だ
か
ら
、
縄
文
人
だ
け
が
理

解
で
き
な
い
の
で
は
な
い
の
だ
。

そ
こ
ま
で
確
実
な
ポ
イ
ン
ト
に

固
執
す
る
な
ら
ば
、
縄
文
考
古

学
は
た
だ
ち
に
止
め
に
す
べ
き

で
あ
り
、
発
掘
の
事
実
の
み
に

限
定
す
べ
き
で
あ
る
。

　

誤
解
を
恐
れ
ず
に
い
え
ば
、

日
本
考
古
学
が
、
縄
文
時
代
を

土
器
分
類
に
の
み
縛
り
つ
け
て

き
た
そ
も
そ
も
の
考
え
方
が
そ

こ
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

　

そ
し
て
縄
文
人
の
文
化
に
迫

ら
ず
に
立
ち
止
ま
っ
て
い
る
の

で
は
な
い
か
。

新
た
な
日
本
縄
文
考
古

学
樹
立
を
！

　

こ
れ
ら
を
併
せ
て
考
え
る
と
、

筆
者
が
考
え
る
縄
文
考
古
学
が

導
き
出
さ
れ
る
。

　

ひ
と
つ
は
、
西
欧
流
の
解
釈

に
頼
り
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と

で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
、
縄

文
人
の
心
の
核
心
に
直
線
的
に

迫
っ
て
行
く
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。

　

何
も
、
現
代
科
学
も
遠
ざ
け

よ
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。

　

む
し
ろ
積
極
的
に
取
り
込
ん

で
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
歴
史
認

識
に
左
右
さ
れ
な
い
観
点
か
ら
、

先
史
時
代
の
ひ
と
つ
の
文
化
の

可
能
性
、
つ
ま
り
日
本
の
縄
文

と
い
う
ユ
ニ
ー
ク
な
文
化
の
核

心
に
迫
っ
て
い
こ
う
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

　

特
に
、
日
本
列
島
は
大
昔
か

ら
巨
大
な
自
然
災
害
の
多
い
地

域
で
あ
り
、
そ
れ
が
縄
文
人
の

文
化
形
成
に
多
大
な
影
響
を
与

え
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。

　

そ
う
な
る
と
、
火
山
学
、
地

震
学
、
地
殻
学
、
気
象
学
、
植

物
学
等
の
自
然
科
学
を
フ
ル
に

動
員
す
る
日
本
独
自
の
縄
文
考

古
学
を
構
築
し
て
欲
し
い
も
の

だ
。

今
回
の
映
画
撮
影
で
見

つ
け
た
日
本
仏
教
史
の

別
の
断
面

　

と
こ
ろ
で
、
今
般
の
映
画
撮

影
で
新
た
な
仏
教
史
の
断
面
が

見
え
た
よ
う
な
気
が
し
た
こ
と

が
あ
る
。

　

そ
れ
は
天
台
宗
と
天
皇
家
の

関
係
で
あ
る
。

涌
谷
町
の
箟
峯
寺
の
紋
章
は
天

台
宗
の
も
の
で
あ
る
が
、
十
六

菊
の
中
央
に
3
つ
の
星
を
あ
し

ら
っ
た
紋
（
三
諦
章
）
を
宗
章

と
し
て
い
る
。

　

写
真
で
み
る
と
一
見
し
て
天

皇
家
の
紋
章
に
似
て
い
る
。

　

ど
ち
ら
が
先
な
の
だ
ろ
う
か

と
疑
問
に
思
っ
た
が
、
箟
峯
寺

貫
主
が
明
快
に
答
え
て
く
れ
た
。

　

天
台
宗
が
先
で
あ
り
、
天
皇

家
が
後
で
あ
る
と
。

　

驚
き
で
あ
る
。
し
か
も
驚
き

は
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
な
い
。

　

京
都
に
あ
る
青
蓮
院
と
い
う

天
台
宗
の
寺
院
が
あ
り
、
開
基

は
伝
教
大
師
最
澄
で
、
多
く
の

法
親
王
・
入
道
親
王
（
皇
族
出

身
で
親
王
の
称
号
を
与
え
ら
れ

た
僧
侶
）
が
門
主
（
住
職
）
を

務
め
、
格
式
を
誇
っ
て
き
た
と

い
う
の
だ
。
し
か
も
現
代
に
お

い
て
も
そ
う
だ
と
い
う
。

　

驚
き
の
あ
ま
り
腰
を
抜
か
し

そ
う
に
な
っ
た
。

　

こ
の
一
事
か
ら
考
え
る
に
、

日
本
の
仏
教
と
い
う
も
の
は
ひ

と
く
く
り
で
は
収
ま
り
切
れ
な

い
事
実
が
あ
ち
こ
ち
に
転
が
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

や
は
り
歴
史
は
多
様
性
を
必

要
と
し
て
い
る
と
実
感
し
た
。

　

無
理
や
り
一
本
化
す
る
の
は

不
自
然
で
あ
り
、
事
実
に
も
反

し
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な

い
。

　

東
北
の
古
代
史
に
は
ど
ん
な

断
面
が
潜
ん
で
い
る
の
だ
ろ
う

か
。
探
索
が
楽
し
み
で
あ
る
。

歴史はひとつじゃない、多様性が理解できた
連載企画　⑩　【東北先史時代学】


