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い
う
イ
メ
ー
ジ
が
無
批
判
に
先

行
し
て
い
る
が
、
お
か
し
い
と

感
じ
て
き
た
。

　

し
か
し
、
不
思
議
な
こ
と
に
、

こ
の
疑
問
に
ス
ト
レ
ー
ト
に
答

え
て
く
れ
る
書
籍
は
意
外
に
少

な
い
。
い
や
な
い
と
い
っ
て
も

過
言
で
は
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。

　

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
稲
作
が
ど

う
や
っ
て
始
ま
っ
た
の
か
、
初

期
の
収
穫
量
は
ど
れ
ほ
ど
だ
っ

た
の
か
、
だ
れ
が
食
べ
て
い
た

の
か
な
ど
に
つ
い
て
記
さ
れ
た

書
籍
が
見
つ
か
ら
な
い
。
あ
っ

て
も
そ
の
記
述
は
ほ
ん
の
わ
ず

か
数
行
と
い
う
も
の
が
ほ
と
ん

ど
だ
っ
た
。

　

米
を
主
食
と
し
て
い
る
日
本

国
民
と
い
う
の
に
、
こ
の
状
況

は
ど
う
し
た
こ
と
だ
ろ
う
。
学

者
の
方
々
の
怠
慢
だ
ろ
う
か
。

　

そ
れ
で
、
セ
ミ
ナ
ー
の
最
後

ジ
ア
地
域
と
比
較
す
る
と
格
段

の
追
加
作
業
を
要
す
る
の
は
当

然
で
あ
る
。

　

南
ア
ジ
ア
に
お
い
て
は
、
種

も
み
を
無
造
作
に
撒
き
、
米
と

ア
ワ
と
ヒ
エ
が
混
じ
り
な
が
ら

成
長
し
て
も
、
米
が
収
穫
で
き

る
の
だ
。

　

日
本
で
は
こ
う
は
い
か
な
い
。

　

ま
ず
は
、
水
田
の
な
い
と
こ

ろ
を
開
墾
し
て
水
田
作
り
か
ら

始
め
、
畦
づ
く
り
を
し
て
、
田

ん
ぼ
の
形
を
つ
く
る
。

　

そ
れ
か
ら
一
番
重
要
な
水
の

確
保
が
あ
る
。
こ
れ
も
大
変
な

イ
ン
フ
ラ
を
必
要
と
す
る
。

　

そ
れ
ら
が
終
わ
っ
た
ら
、
田

植
え
を
す
る
た
め
、
土
を
柔
ら

か
く
す
る
た
め
の
田
起
こ
し
、

し
ろ
か
き
と
続
く
。

　

そ
し
て
人
力
で
は
重
労
働
の

田
植
え
。
そ
れ
が
終
わ
る
と
田

の
草
取
り
、
こ
の
間
の
水
の
確

保
と
管
理
、
そ
し
て
稲
刈
り
、

脱
穀
と
続
く
一
連
の
作
業
は
、

人
力
の
み
で
は
重
労
働
で
あ
る
。

　

し
か
も
、
最
後
は
天
候
次
第

で
あ
る
。
夏
に
冷
害
が
起
き
た

ら
収
穫
は
望
め
な
い
。
秋
に
台

風
が
来
れ
ば
、
せ
っ
か
く
の
稲

穂
も
水
に
浸
か
っ
て
し
ま
う
。

　

先
月
二
十
七
日
、
東
京
自
由

大
学
と
い
う
と
こ
ろ
で
開
催
の

「
米
を
つ
く
る
話　

私
と
東
北

と
世
界
」
と
い
う
セ
ミ
ナ
ー
を

受
講
し
た
。

　

テ
ー
マ
が
面
白
そ
う
だ
と
い

う
こ
と
と
、
講
師
が
宮
城
県
南

三
陸
町
出
身
で
あ
る
こ
と
も
興

味
を
そ
そ
ら
れ
た
の
で
参
加
し

た
。

　

以
前
か
ら
、
日
本
人
の
主
食

で
あ
る
と
い
わ
れ
る
米
は
、
い

つ
ご
ろ
か
ら
主
食
に
な
っ
た
の

か
と
い
う
こ
と
が
ず
っ
と
ひ
っ

か
か
っ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、

ま
た
縄
文
、
弥
生
時
代
と
稲
作

と
の
関
係
に
つ
い
て
も
興
味
が

あ
っ
た
の
で
、
お
あ
つ
ら
え
向

き
の
テ
ー
マ
だ
っ
た
。

水
田
稲
作
は
極
端
な
労

働
集
約
型
産
業

　

日
本
の
水
田
稲
作
に
よ
る
米

作
り
は
基
本
的
に
大
変
な
労
力

を
要
す
る
。

　

な
ぜ
な
ら
、
稲
と
い
う
作
物

は
も
と
も
と
南
方
の
植
物
で
あ

り
、
日
本
の
風
土
に
は
合
わ
な

い
。
そ
れ
を
む
り
や
り
日
本
で
、

水
田
稲
作
と
い
う
形
で
栽
培
し

よ
う
と
い
う
の
だ
か
ら
、
南
ア

いまさらながらの東北再興ビジョン　①
「米作りの東北」イメージを再検証する
東北の米作り政策は結局失敗だったのではない

　

こ
の
水
田
稲
作
と
い
う
極
端

な
労
働
集
約
型
産
業
が
、
こ
の

日
本
で
、
大
昔
か
ら
、
広
範
囲

で
、
い
た
る
と
こ
ろ
で
行
わ
れ

て
い
た
と
い
う
こ
と
に
筆
者
は

疑
問
を
持
っ
て
い
た
。

　

現
代
の
水
田
稲
作
の
よ
う
に

機
械
化
さ
れ
て
い
な
い
時
代
に

水
田
稲
作
を
行
う
こ
と
は
、
基

本
的
に
大
変
な
重
労
働
で
あ
り
、

そ
の
重
労
働
が
、
東
北
・
北
海

道
を
除
い
た
と
し
て
も
、
日
本

の
国
中
い
た
る
場
所
で
行
わ
れ

て
い
た
と
い
う
の
は
考
え
ら
れ

な
い
と
思
っ
て
い
た
。

　

し
た
が
っ
て
、
水
田
稲
作
文

化
浸
透
は
そ
ん
な
に
昔
の
こ
と

で
は
あ
る
ま
い
。
意
外
に
も
か

な
り
新
し
い
の
で
は
な
い
か
、

そ
う
感
じ
て
い
た
。

「
古
く
か
ら
米
が
主
食
」

と
い
う
幻
想

　

し
か
も
、
そ
れ
だ
け
手
間
暇

を
か
け
た
米
だ
が
、
ほ
と
ん
ど

の
日
本
人
の
主
食
に
な
る
ほ
ど

の
量
を
古
代
か
ら
確
保
出
来
た

と
い
う
の
は
思
い
込
み
で
は
な

い
か
、
何
か
の
間
違
い
で
は
な

い
か
と
も
思
い
続
け
て
き
た
。

　

古
い
時
代
か
ら
米
が
主
食
と

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。
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に
質
問
し
て
み
た
。
日
本
で
米

が
主
食
に
な
っ
た
の
は
い
つ
か

ら
か
と
。

米
の
常
食
は
、
江
戸
時
代
か

ら
、
大
都
市
の
商
人
の
み

　

講
師
い
わ
く
、
米
は
戦
後
か

ら
「
主
食
」
と
は
言
わ
ず
、「
常

食
」
と
い
う
こ
と
、
米
が
常
食

と
な
っ
た
の
は
、
江
戸
時
代
か

ら
で
あ
り
、
そ
れ
も
江
戸
や
大

阪
や
名
古
屋
な
ど
の
大
都
市
の

商
人
の
裕
福
な
家
庭
に
限
ら
れ

て
い
た
と
い
う
の
だ
。

　

で
は
、
そ
れ
以
外
の
人
々
は

何
を
常
食
と
し
て
い
た
か
。

　

雑
穀
で
あ
り
、
ア
ワ
や
ヒ
エ
、

ソ
バ
な
ど
で
あ
る
と
の
こ
と
。

　

特
に
地
方
は
そ
う
だ
っ
た
の

で
あ
る
。
ア
イ
ヌ
も
ア
ワ
・
ヒ

エ
を
食
べ
て
い
た
と
い
う
。

　

や
は
り
、
米
の
常
食
、「
白

米
単
食
文
化
」
は
意
外
に
新
し

い
こ
と
が
こ
れ
で
判
明
し
た
。

「
米
の
東
北
」は
戦
後
か
ら

　

前
述
の
セ
ミ
ナ
ー
の
な
か
で

は
、
ほ
か
に
も
何
点
か
特
筆
す

べ
き
点
が
あ
っ
た
。

　

ま
ず
は
、「
東
北
は
米
ど
こ

ろ
」
と
い
う
宣
伝
フ
レ
ー
ズ
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
東
北
が
米
ど

こ
ろ
と
な
っ
た
の
は
、
戦
後
を

過
ぎ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
り
、

昔
か
ら
で
は
な
か
っ
た
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
日
本
全
体
の
米
の

自
給
率
が
百
％
を
超
え
た
の
も
、

戦
後
の
米
増
産
政
策
以
後
の
こ

と
だ
か
ら
当
然
と
い
え
ば
当
然

で
あ
る
。

　

次
に
、
現
代
の
東
北
の
米
産

業
は
、
一
般
的
な
イ
メ
ー
ジ
に

反
し
て
、
非
常
に
近
代
化
が
進

ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
。

　

そ
の
具
体
例
と
し
て
は
、
機

械
化
促
進
で
あ
り
、
そ
の
機
械

の
稼
働
率
向
上
の
た
め
の
田
ん

ぼ
の
区
画
整
理
、
つ
ま
り
大
規

模
田
ん
ぼ
へ
の
転
換
で
あ
る
。

　

最
近
耳
に
す
る
、
田
ん
ぼ
の

大
型
化
と
米
の
大
規
模
栽
培
や
、

そ
れ
に
伴
う
生
産
コ
ス
ト
引
き

下
げ
も
そ
う
し
た
流
れ
の
一
環セミナー：米をつくる話

昔の農作業風景



2018 年（平成 30 年）11 月 16 日（金曜日）　　第 78 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.

い
た
。

　

筆
者
の
幼
少
時
は
、
水
害
に

よ
る
水
田
浸
水
も
多
か
っ
た
。

　

台
風
が
来
る
と
、
す
ぐ
に
堤

防
が
決
壊
し
て
、
田
ん
ぼ
は
一

挙
に
一
面
の
水
に
覆
わ
れ
る
。

　

そ
ん
な
こ
と
が
よ
く
あ
っ
た
。

そ
れ
を
防
ぐ
た
め
の
堤
防
工
事

な
ど
が
た
く
さ
ん
あ
っ
た
こ
と

も
思
い
出
し
た
。

　

こ
れ
ら
は
、
東
北
で
米
を
増

産
さ
せ
よ
う
と
の
政
策
の
一
環

で
あ
っ
た
の
だ
。

　

そ
う
し
た
努
力
の
結
果
の
東

北
米
作
り
で
あ
っ
た
。

米
の
品
種
改
良

　

周
知
の
よ
う
に
米
は
南
方
の

作
物
で
あ
る
。

　

こ
れ
を
沖
縄
や
九
州
で
作
る

と
い
う
の
な
ら
と
も
か
く
、
寒

冷
地
の
東
北
で
作
る
と
い
う
こ

で
あ
る
。

　

そ
れ
ぞ
れ
を
個
別
に
見
て
い

こ
う
。

半
世
紀
前
の
東
北
米
作
り

　

セ
ミ
ナ
ー
を
聞
き
な
が
ら
思

い
出
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

　

ひ
と
つ
は
、
筆
者
の
小
学
校

時
代
、
今
か
ら
半
世
紀
以
上
前

の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
と
き

の
教
科
書
に
、
米
の
品
種
改
良

に
貢
献
の
あ
っ
た
人
物
の
成
功

譚
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
記

憶
が
あ
る
。

　

そ
れ
か
ら
、
沼
地
の
埋
め
立

て
に
よ
る
水
田
開
拓
の
話
も
あ

っ
た
。

　

そ
の
よ
う
に
、
今
か
ら
半
世

紀
前
に
、
東
北
を
米
ど
こ
ろ
に

し
よ
う
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
国

家
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
林
立
し
て

い
た
こ
と
を
す
っ
か
り
忘
れ
て

と
は
普
通
は
考
え
ら
れ
な
い
。

　

特
に
江
戸
時
代
で
は
、
や
ま

せ
＝
山
背
と
い
う
、
主
に
東
北

地
方
の
太
平
洋
側
で
春
か
ら
夏

に
か
け
て
吹
く
、
冷
た
く
湿
っ

た
東
よ
り
の
風
が
、
寒
流
の
親

潮
の
上
を
吹
き
渡
っ
て
き
て
、

水
稲
を
中
心
に
農
産
物
の
生
育

と
経
済
活
動
に
大
き
な
影
響
を

与
え
た
。

　

や
ま
せ
が
続
い
た
場
合
、
太

平
洋
側
沿
岸
地
域
で
は
最
高
気

温
が
20
℃
程
度
を
越
え
な
い
日

が
続
く
と
い
っ
た
こ
と
が
あ
り
、

江
戸
時
代
に
は
何
度
も
米
の
大

凶
作
を
招
い
た
。

　

そ
の
せ
い
で
餓
死
者
が
多
数

発
生
し
、
さ
ら
に
多
く
の
百
姓

一
揆
が
頻
発
し
た
歴
史
が
あ
る
。

　

こ
の
寒
さ
に
強
い
品
種
開
発

も
課
題
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ

て
、
寒
冷
地
仕
様
の
米
を
作
り

出
す
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

そ
れ
か
ら
、
台
風
に
も
強
い

茎
を
持
つ
米
づ
く
り
も
あ
っ
た
。

　

最
近
で
は
太
陽
の
陽
が
あ
た

ら
な
く
て
も
発
芽
す
る
米
ま
で

あ
る
と
い
う
。

　

こ
う
し
た
品
種
改
良
の
努
力

も
、
東
北
の
米
作
り
に
貢
献
し

て
き
た
の
で
あ
る
。

区
画
整
理

　

東
北
の
田
ん
ぼ
の
区
画
整
理

は
い
ま
も
続
い
て
い
る
。

　

こ
の
区
画
整
理
の
理
想
形
は
、

秋
田
県
の
八
郎
潟
の
田
ん
ぼ
で

あ
る
。

　

ま
る
で
ア
メ
リ
カ
の
農
業
の

よ
う
な
、
広
大
な
田
ん
ぼ
に
、

と
て
つ
も
な
く
巨
大
な
農
業
機

械
が
稼
働
す
る
姿
が
あ
る
。

　

こ
う
し
た
区
画
整
理
が
始
ま

る
前
ま
で
は
、
田
ん
ぼ
は
不
定

　

輸
出
と
な
る
と
米
の
価
格
は

補
助
金
を
削
ぎ
落
し
た
価
格
と

な
る
が
、
そ
れ
で
は
米
農
家
が

納
得
す
る
は
ず
が
な
い
。

　

米
自
給
率
グ
ラ
フ
が
見
つ
か

ら
な
い
と
い
う
の
は
、
こ
う
し

た
問
題
に
焦
点
を
絞
ら
せ
な
い

意
図
が
隠
さ
れ
て
い
る
の
で
は

な
い
か
と
思
っ
て
し
ま
う
。

お
そ
ら
く
、
減
反
政
策
と
い
う

訳
の
分
か
ら
な
い
政
策
や
、
コ

メ
消
費
の
落
ち
込
み
が
予
測
で

き
な
か
っ
た
こ
と
を
覆
い
隠
そ

う
と
い
う
意
図
か
ら
な
の
か
も

し
れ
な
い
。
そ
の
た
め
の
恣
意

的
な
米
自
給
率100

％
調
整

な
の
か
。

コ
メ
政
策
は
失
敗
続
き

　

こ
う
し
て
見
て
く
る
と
、
戦

後
の
米
増
産
政
策
は
失
敗
だ
っ

た
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

ま
た
米
産
業
で
未
来
は
拓
け

る
か
、
答
え
は
ノ
ー
で
あ
る
。

東
北
は
さ
ら
に
悲
観
的
で
あ
る
。

米
増
産
に
あ
ら
ゆ
る
経
営
資
源

を
投
入
し
て
き
た
。
そ
れ
が
失

敗
だ
っ
た
と
い
わ
れ
て
も
、
い

ま
さ
ら
後
戻
り
す
る
の
は
大
変

だ
。

　

し
か
し
、
米
政
策
を
こ
の
ま

ま
に
し
て
東
北
の
再
興
は
あ
る

の
か
と
問
わ
れ
れ
ば
、
な
い
と

答
え
る
し
か
な
い
。

　

当
紙
で
何
度
も
取
り
上
げ
た

東
北
の
水
産
業
だ
け
で
は
な
く
、

農
業
、
特
に
米
産
業
も
未
来
展

望
が
拓
け
な
い
の
で
あ
る
。

東
北
の
農
業
も
、
水
産
業
も
政

策
の
根
本
的
な
見
直
し
は
不
可

欠
で
あ
る
。
だ
が
、
現
状
で
は

八
方
ふ
さ
が
り
で
あ
る
。

 

大
改
革
の
動
き
も
見
え
な
い
。

補
助
金
漬
け
で
飼
い
殺
し
状
態

で
は
な
い
か
。

原
子
力
と
再
生
可
能
エ
ネ

ル
ギ
ー
集
中
の
六
ケ
所
村

　

こ
う
し
た
政
策
の
失
敗
を
埋

め
合
わ
せ
る
た
め
、
窮
余
の
策

と
し
て
の
東
北
各
地
で
の
原
子

力
発
電
所
設
置
で
は
な
か
っ
た

か
と
今
は
思
う
の
で
あ
る
。

そ
し
て
福
島
第
一
原
発
爆
発
が

起
き
た
。
な
ん
と
も
や
り
切
れ

な
い
。

セ
ミ
ナ
ー
で
は
、
青
森
県
六
ケ

所
村
の
異
様
な
光
景
に
つ
い
て

も
教
え
て
く
れ
た
。

　

周
知
の
よ
う
に
六
ヶ
所
村
に

は
六
ヶ
所
再
処
理
工
場
が
あ
る
。

そ
の
施
設
は
、
日
本
原
燃
が
所

有
す
る
核
燃
料
の
再
処
理
工

場
で
あ
り
、1993

年
か
ら
約

2
兆1,900

億
円
超
の
費
用

を
か
け
て
建
設
さ
れ
た
が
、
い

ま
だ
に
稼
働
し
て
い
な
い
。

　

い
ま
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、

こ
の
六
ケ
所
村
に
は
、
再
生
可

能
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
あ
る
太
陽
光

発
電
、
風
力
発
電
な
ど
の
施
設

が
林
立
し
て
い
て
、
か
つ
て
あ

っ
た
田
園
風
景
は
消
え
た
と
い

う
。

　

し
か
も
、
こ
う
し
た
施
設
が

乱
立
状
態
と
い
う
の
に
人
が
ほ

と
ん
ど
住
ん
で
い
な
い
と
い
う
。

ゴ
ー
ス
ト
タ
ウ
ン
で
あ
る
。

　

こ
れ
が
、
米
を
主
力
し
た
農

業
政
策
失
敗
の
末
路
な
の
で
あ

ろ
う
か
。

　

東
北
大
震
災
被
災
地
で
あ
る

三
陸
沿
岸
部
の
将
来
も
も
ち
ろ

ん
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

並
行
し
て
、
東
北
の
農
業
再
興

も
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

形
の
小
さ
な
田
ん
ぼ
だ
ら
け
で

あ
っ
た
。

　

非
効
率
か
も
し
れ
な
い
が
、

の
ど
か
な
風
景
だ
っ
た
。
今
は

ど
の
田
ん
ぼ
も
長
方
形
を
し
て

い
る
。
そ
し
て
大
き
く
な
っ
た
。

米
自
給
率
は「
七
百
％
」？

　

日
本
の
食
料
自
給
率
が
世
界

の
中
で
も
か
な
り
低
い
と
い
う

嘆
き
は
久
し
く
耳
に
す
る
。

　

し
か
し
、
米
に
関
し
て
は
、

近
年
は
お
お
む
ね
百
％
を
超
え

て
い
る
と
教
え
ら
れ
て
き
た
。

　

前
述
の
米
増
産
政
策
が
成
功

し
た
と
も
い
え
る
。

　

そ
こ
で
、
日
本
の
米
の
生
産

量
と
消
費
量
の
比
較
を
す
る
た

め
デ
ー
タ
を
検
索
し
て
み
た
。

　

す
る
と
、
こ
ん
な
単
純
比
較

で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
欲

し
い
デ
ー
タ
は
ど
こ
に
も
な
い
。 　

あ
っ
て
も
、
国
全
体
の
生
産

量
と
、
個
人
の
米
消
費
量
の
グ

ラ
フ
ぐ
ら
い
で
あ
る
。
比
較
対

象
と
し
て
は
お
か
し
い
組
み
合

わ
せ
で
あ
る
。
連
動
し
な
い
。

　

何
か
お
か
し
い
。
何
か
を
隠

ぺ
い
し
て
い
る
気
配
が
あ
る
。

　

今
回
の
セ
ミ
ナ
ー
で
、
日
本

の
米
の
自
給
率
は
実
に
七
百
％

と
い
う
こ
と
を
教
え
ら
れ
た
。

　

詳
し
く
聞
け
ば
よ
か
っ
た
が
、

き
っ
と
減
反
政
策
も
加
味
し
て

の
こ
と
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
に
し

て
も
す
ご
い
数
字
で
あ
る
。
消

費
量
の
実
に
七
倍
の
生
産
量
が

あ
る
の
だ
。

　

近
年
の
米
消
費
の
落
ち
込
み

も
あ
る
が
、
要
す
る
に
圧
倒
的

な
米
余
り
な
の
で
あ
る
。
と
て

も
国
内
で
消
費
で
き
る
レ
ベ
ル

で
は
な
い
。
で
は
輸
出
で
あ
ろ

う
か
。

田んぼの区画整理が進んでいる

昔の田んぼ

田んぼになった八郎潟

米の自給率100％になるように調整済み？
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郷土料理愛好家　
　　　　松本由美子氏

 《生鮭の
チャンちゃ焼き》

『材料』　�＜ 2 人分＞　鮭 2 切れ、 白菜 50 g、 玉ねぎ 20g、 ピーマン 10g 、ほ
んしめじ 20g 、　もやし 30 g 、干しシイタケ 1 g 、もろみそ 10g 、
白みそ 10g、 砂糖 10g 、みりん 2g 、醤油 6g 水 20g 　

『作り方』　①　白菜、ピーマン、玉ねぎ、戻した干しシイタケを千切りにします。
もやしと一緒に鍋で軽くだし、醤油で、味付けします。�②�　調味料を合わせ
味を調える。　�③　鮭は骨をとり、鮭の上に水切りをした野菜を置き、調味料
を塗る。オーブンで180度、２０分ほど焼く。�④�　盛り付けます。添え付け
に秋の果物を添えます。もろみその旨みが鮭を美味しくさせます。野菜は、蒸
すより煮た方が柔らかさがありました。（松本談）　

第 36 回
三陸酒海鮮会 
 2018.10.20

次回はワインと
三陸海鮮の組合
せで 12/1、赤坂
見附開催予定！

水産業再興のための
料理レシピ紹介

第51回 

東北地酒ラインアップ

牡蠣は見えないが牡蠣鍋 日本酒に肉も合う！ 刺身最高！
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秋
こ
そ
ビ
ー
ル
の
シ
ー
ズ
ン

　

今
年
も
ビ
ー
ル
の
シ
ー
ズ
ン

が
や
っ
て
き
た
。
…
と
言
う
と
、

「
ビ
ー
ル
の
シ
ー
ズ
ン
は
夏
で

は
な
い
の
か
」
と
い
う
意
見
が

出
る
か
も
し
れ
な
い
。
も
ち
ろ

ん
、
暑
い
時
に
飲
む
ビ
ー
ル
の

美
味
し
さ
を
以
て
夏
を
ビ
ー
ル

の
シ
ー
ズ
ン
と
す
る
意
見
に
も

相
応
の
根
拠
は
あ
る
だ
ろ
う
が
、

こ
と
原
料
の
面
か
ら
見
て
み
る

と
、
ビ
ー
ル
の
シ
ー
ズ
ン
は
間

違
い
な
く
秋
で
あ
る
。

　

ビ
ー
ル
の
醸
造
に
は
い
ろ
い

ろ
な
原
料
が
使
わ
れ
る
が
、
欠

か
せ
な
い
原
料
は
麦
芽
と
ホ
ッ

プ
と
酵
母
と
水
で
あ
る
。
こ
の

う
ち
、
麦
芽
の
原
料
で
あ
る
大

麦
は
６
月
く
ら
い
に
収
穫
さ
れ

る
。
一
方
の
ホ
ッ
プ
は
８
月
く

ら
い
に
収
穫
さ
れ
る
。
そ
の
年

取
れ
た
こ
れ
ら
の
原
料
を
使
っ

て
そ
こ
か
ら
ビ
ー
ル
の
仕
込
み

を
始
め
る
と
、
早
く
て
も
出
来

上
が
る
の
は
９
月
で
あ
る
。

　

オ
ク
ト
ー
バ
ー
フ
ェ
ス
ト
な

ど
ビ
ー
ル
の
大
き
な
イ
ベ
ン
ト

が
こ
の
時
期
に
開
催
さ
れ
る
の

も
、
そ
の
年
の
新
し
い
ビ
ー
ル

の
お
披
露
目
を
兼
ね
て
い
る
こ

と
に
も
よ
る
。
屋
外
で
飲
む
ビ

ー
ル
は
殊
の
外
美
味
し
い
が
、

そ
れ
が
そ
の
年
取
れ
た
原
料
を

使
っ
て
造
っ
た
出
来
立
て
の
ビ

ー
ル
で
あ
れ
ば
、
美
味
し
さ
は

ひ
と
し
お
で
あ
る
。

東
北
産
ホ
ッ
プ
に
よ
る

地
域
づ
く
り

　

今
年
４
月
の
第
71
号
で
も
紹

介
し
た
が
、
ビ
ー
ル
づ
く
り
に

欠
か
せ
な
い
原
料
の
う
ち
、
ホ

ッ
プ
は
国
内
産
の
約
96
％
が
東

北
産
で
あ
り
、
特
に
、
岩
手
県
、

秋
田
県
、
山
形
県
、
青
森
県
が

主
な
産
地
で
あ
る
。
た
だ
、
シ

ェ
ア
は
依
然
高
い
の
だ
が
、
ホ

ッ
プ
農
家
の
高
齢
化
や
後
継
者

不
足
な
ど
に
よ
り
、
栽
培
面
積

は
年
々
減
少
し
て
お
り
、
昭
和

40
年
代
に1,200ha

あ
っ
た

栽
培
面
積
は
、
平
成
22
年
に

は189ha

に
ま
で
減
少
し
て

い
る
。
そ
れ
に
伴
い
生
産
量
も

減
少
し
、
そ
の
傾
向
は
近
年
も

続
い
て
い
た
が
、
東
北
で
も
最

大
の
生
産
量
を
誇
る
岩
手
県
の

デ
ー
タ
を
見
て
み
る
と
、
昨
年

の
生
産
量
は116t

と
前
年
の

101t

よ
り
約
15
％
増
と
な
り
、

回
復
の
兆
し
が
見
え
る
こ
と
は

喜
ば
し
い
こ
と
で
あ
る
。

　

第
71
号
で
は
ホ
ッ
プ
を
地
域

づ
く
り
の
資
源
と
し
て
活
用
す

る
動
き
に
つ
い
て
も
取
り
上
げ

た
が
、
そ
う
し
た
結
果
、
ホ
ッ

プ
産
地
を
自
任
す
る
地
域
同
士

の
競
争
も
起
き
つ
つ
あ
る
よ
う

で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
ホ
ッ
プ
生

産
量
日
本
一
の
市
町
村
は
長
ら

く
岩
手
県
遠
野
市
で
あ
っ
た
が
、

昨
年
こ
れ
を
秋
田
県
横
手
市
が

逆
転
し
、「
生
産
量
日
本
一
」

の
地
で
あ
る
こ
と
を
前
面
に
出

し
て
PR
を
行
っ
て
い
る
。

　

今
年
は
遠
野
の
ホ
ッ
プ
を
通

じ
た
ま
ち
づ
く
り
に
着
目
し
て
、

８
月
25
、
26
日
に
開
催
さ
れ
た

ホ
ッ
プ
の
収
穫
を
祝
う
イ
ベ
ン

ト
で
あ
る
「
ホ
ッ
プ
収
穫
祭
」、

10
月
20
日
に
開
催
さ
れ
た
そ
の

年
取
れ
た
ホ
ッ
プ
で
造
っ
た
ビ

ー
ル
を
楽
し
む
イ
ベ
ン
ト
で
あ

る
「
フ
レ
ッ
シ
ュ
ホ
ッ
プ
フ
ェ

ス
ト
」
に
参
加
し
た
が
、
い
ず

れ
も
大
い
に
盛
り
上
が
っ
て
い

た
。
特
に
「
フ
レ
ッ
シ
ュ
ホ
ッ

プ
フ
ェ
ス
ト
」
は
、
昨
年
ま
で

は
「
遠
野
産
業
ま
つ
り
」
の
中

の
一
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
開
催
さ

れ
て
い
た
が
、
今
年
は
単
独
の

イ
ベ
ン
ト
と
し
て
別
の
日
程
で

開
催
さ
れ
た
。
そ
う
し
た
こ
と

か
ら
も
こ
の
、
ホ
ッ
プ
に
か
け

る
地
元
の
人
た
ち
の
思
い
が
伝

わ
っ
て
き
た
。

　

そ
の
折
に
紹
介
し
て
い
た
だ

い
た
が
、
遠
野
に
は
昨
年
２
名

の
若
者
が
ホ
ッ
プ
栽
培
を
志
し

て
首
都
圏
か
ら
移
住
し
た
。
横

手
に
も
同
様
の
事
例
が
あ
る
と

い
う
。
地
元
だ
け
で
な
く
、
遠

野
や
横
手
と
い
う
地
域
、
ホ
ッ

プ
と
い
う
資
源
の
魅
力
に
惹
か

れ
て
他
の
地
域
か
ら
名
乗
り
を

上
げ
る
人
が
出
て
く
る
の
は
と

て
も
あ
り
が
た
い
こ
と
で
あ
る
。

と
り
わ
け
、
昨
今
ク
ラ
フ
ト
ビ

ー
ル
が
注
目
を
集
め
る
に
つ
れ
、

そ
の
風
味
や
香
り
に
決
定
的
な

影
響
を
与
え
る
ホ
ッ
プ
に
も
関

心
が
注
が
れ
て
い
る
。
東
北
が

誇
る
、
華
や
か
な
香
り
を
特
徴

と
す
る
ホ
ッ
プ
を
作
っ
て
み
た

い
、
あ
る
い
は
こ
の
ホ
ッ
プ
を

使
っ
て
独
創
的
な
ビ
ー
ル
を
造

っ
て
み
た
い
、
と
い
う
人
が
こ

れ
か
ら
も
ど
ん
ど
ん
東
北
に
集

ま
っ
て
く
る
と
い
い
な
と
思
う
。

国
内
産
ホ
ッ
プ
だ
か
ら

こ
そ
で
き
る
使
い
方

　

こ
う
し
た
「
ホ
ッ
プ
を
通

じ
た
ま
ち
づ
く
り
」
にCSV

活
動
の
一
環
と
し
て
積
極
的

に
関
与
し
て
い
る
キ
リ
ン
ビ

ー
ル
が
主
催
す
る
「IBUKI 

BREW
ER'S M

EETING

」
が

今
年
も
10
月
29
日
に
キ
リ
ン
ビ

ー
ル
仙
台
工
場
で
開
催
さ
れ
た
。

「IBUKI

」
と
い
う
の
は
遠
野

や
横
手
な
ど
で
キ
リ
ン
ビ
ー
ル

と
の
契
約
で
栽
培
さ
れ
て
い
る

ホ
ッ
プ
の
品
種
で
あ
る
。
同
じ

東
北
で
も
、
青
森
や
岩
手
県
北

で
サ
ッ
ポ
ロ
ビ
ー
ル
と
の
契
約

で
栽
培
さ
れ
て
い
る
ホ
ッ
プ
は

「
ホ
ク
ト
エ
ー
ス
」
と
い
う
別

の
品
種
で
あ
る
。
た
だ
、
国
内

全
体
の
生
産
量
の
う
ち
、
キ
リ

ン
ビ
ー
ル
は
そ
の70.0

％
を

買
い
入
れ
て
お
り
、
次
い
で

サ
ッ
ポ
ロ
ビ
ー
ル
が24.1

％
、

ア
サ
ヒ
ビ
ー
ル
が5.6

％
、
サ

ン
ト
リ
ー
が
１
％
未
満
と
、
国

内
産
ホ
ッ
プ
に
占
め
る
キ
リ
ン

ビ
ー
ル
の
存
在
は
殊
の
外
大
き

い
と
言
え
る
。

　

キ
リ
ン
ビ
ー
ル
は
東
北
で
取

れ
た
こ
の
「IBUKI

」
ホ
ッ
プ
を

100

％
使
っ
た
ビ
ー
ル
を
、
毎

年
秋
に
「
キ
リ
ン
一
番
搾
り
と

れ
た
て
ホ
ッ
プ
」
と
し
て
限
定

発
売
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
国

産
ホ
ッ
プ
な
ら
で
は
の
使
い
方

が
あ
る
。
ホ
ッ
プ
と
い
う
作
物

の
う
ち
、
ビ
ー
ル
に
使
用
す
る

の
は
そ
の
雌
花
だ
が
、
そ
れ
は

放
っ
て
お
く
と
ど
ん
ど
ん
し
ぼ

ん
で
枯
れ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で

普
段
は
乾
燥
さ
せ
て
粉
末
に
し

た
も
の
を
ペ
レ
ッ
ト
と
呼
ば
れ

る
塊
に
し
て
使
用
す
る
の
だ
が
、

乾
燥
の
た
め
に
熱
を
用
い
た
時

点
で
ホ
ッ
プ
に
含
ま
れ
る
数
百

と
言
わ
れ
る
香
り
の
成
分
の
い

く
つ
か
は
揮
発
し
て
し
ま
う
。

　

そ
こ
で
、
東
北
で
取
れ
た
こ

の
「IBUKI

」
ホ
ッ
プ
は
収
穫

と
同
時
に
生
の
ま
ま
す
ぐ
に
急

速
冷
凍
さ
れ
粉
砕
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
こ
う
す
る
こ
と
で
、
新

鮮
な
ホ
ッ
プ
の
香
り
を
そ
の
ま

ま
閉
じ
込
め
る
こ
と
が
可
能
と

な
る
。
ビ
ー
ル
醸
造
時
に
は
こ

の
凍
結
・
粉
砕
さ
せ
た
ホ
ッ
プ

を
使
用
す
る
が
、
そ
う
し
て
出

来
上
が
っ
た
ビ
ー
ル
は
普
通
の

ビ
ー
ル
と
比
べ
て
、
非
常
に
香

り
立
つ
ビ
ー
ル
と
な
る
。
こ
れ

は
、
普
通
の
一
番
搾
り
と
「
一

番
搾
り
と
れ
た
て
ホ
ッ
プ
」
と

を
飲
み
比
べ
て
み
る
と
実
に
よ

く
わ
か
る
。
鼻
に
抜
け
る
香
り

が
全
然
違
う
。
こ
う
し
た
収
穫

し
て
即
冷
凍
と
い
う
工
程
が
取

れ
る
の
も
、
国
内
で
栽
培
し
て

い
る
ホ
ッ
プ
だ
か
ら
こ
そ
で
、

輸
入
ホ
ッ
プ
で
同
じ
よ
う
な
こ

と
を
や
ろ
う
と
し
て
も
コ
ス
ト

の
面
か
ら
と
て
も
不
可
能
と
の

こ
と
で
あ
る
。

　

国
産
ホ
ッ
プ
と
い
う
と
、
こ

れ
ま
で
華
や
か
な
香
り
な
ど
卓

越
し
た
メ
リ
ッ
ト
は
あ
る
も
の

の
、
輸
入
ホ
ッ
プ
に
比
べ
た
場

合
の
価
格
の
高
さ
や
安
定
数
量

の
確
保
の
難
し
さ
な
ど
、
使
用

す
る
点
で
課
題
と
さ
れ
る
面
が

あ
っ
た
の
だ
が
、
現
地
で
そ
の

よ
さ
を
フ
ル
に
活
か
し
た
加
工

が
し
や
す
い
と
い
っ
た
メ
リ
ッ

ト
に
着
目
す
る
こ
と
で
、
こ
れ

ま
で
に
な
い
価
値
を
提
供
す
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た

わ
け
で
あ
る
。

ホ
ッ
プ
に
関
係
す
る
人
た

ち
が
一
堂
に
会
す
る
場

　

第
47
号
で
も
書
い
た
が
、
キ

リ
ン
ビ
ー
ル
の
偉
い
と
こ
ろ
は
、

こ
の
素
晴
ら
し
い
「IBUKI

」

ホ
ッ
プ
を
自
分
の
と
こ
ろ
だ
け

で
使
う
こ
と
を
や
め
、
東
北
を

中
心
と
し
た
ク
ラ
フ
ト
ビ
ー
ル

醸
造
所
に
も
卸
す
こ
と
に
し
た

こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
英
断
と

い
っ
て
も
よ
い
と
思
う
。
同
業

他
社
を
競
争
相
手
と
し
て
排
除

す
る
の
で
は
な
く
、
共
に
ビ
ー

ル
シ
ー
ン
を
盛
り
上
げ
る
「
協

創
」
相
手
と
し
て
コ
ラ
ボ
レ
ー

シ
ョ
ン
す
る
方
向
に
舵
を
切
っ

た
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。

　
「IB

U
K

I B
R

E
W

E
R

'S 
M

EETING

」
は
こ
の
ホ
ッ
プ
を

中
心
に
、生
産
者
、醸
造
者
、提

供
者
、
消
費
者
が
一
堂
に
会

し
て
、「IBUKI

」
ホ
ッ
プ
を
め

ぐ
る
取
り
組
み
に
つ
い
て
共

有
す
る
と
共
に
、
今
年
取
れ
た

「IBUKI
」
ホ
ッ
プ
を
使
っ
て
東

北
の
ク
ラ
フ
ト
ビ
ー
ル
醸
造
所

が
腕
を
競
っ
て
造
っ
た
ビ
ー
ル

を
東
北
の
郷
土
料
理
と
一
緒
に

味
わ
う
、と
い
う
イ
ベ
ン
ト
で
、

昨
年
か
ら
開
催
さ
れ
て
い
る
。

　

今
回
参
加
し
た
の
は
、
横
手

の
大
雄
ホ
ッ
プ
農
協
、
遠
野
ホ

ッ
プ
農
協
、
江
刺
ホ
ッ
プ
組
合

の
方
々
、
遠
野
で
ホ
ッ
プ
を
通

じ
た
ま
ち
づ
く
り
を
手
掛
け
る

「BEER EXPERIENCE

」、
横

手
で
ホ
ッ
プ
を
通
じ
た
ま
ち
づ

く
り
を
手
掛
け
る
「
よ
こ
て
ホ

ッ
プ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
の
方
々
、

「
い
わ
て
蔵
ビ
ー
ル
」
を
造
る

岩
手
県
一
関
市
の
世
嬉
の
一
酒

造
、「
遠
野
麦
酒ZUM

ONA

」

を
造
る
岩
手
県
遠
野
市
の
上
閉

伊
酒
造
、「
あ
く
ら
ビ
ー
ル
」

を
造
る
秋
田
市
の
あ
く
ら
、「
仙

南
ク
ラ
フ
ト
ビ
ー
ル
」
を
造
る

宮
城
県
角
田
市
の
加
工
連
、「
や

く
ら
い
ビ
ー
ル
」
を
造
る
宮
城

県
加
美
町
の
加
美
町
振
興
公
社
、

キ
リ
ン
ビ
ー
ル
系
の
ク
ラ
フ
ト

ビ
ー
ル
醸
造
所
で
あ
る
ス
プ
リ

ン
グ
バ
レ
ー
ブ
ル
ワ
リ
ー
、
仙

台
市
内
で
ク
ラ
フ
ト
ビ
ー
ル
を

提
供
す
る
飲
食
店
９
店
、
そ
し

て
我
々
の
よ
う
な
ビ
ー
ル
好
き

の
消
費
者
50
名
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
ビ
ー
ル
に
関
す

る
様
々
な
立
場
の
人
が
一
堂
に

会
す
る
場
と
い
う
の
も
貴
重
な

場
で
あ
る
。
ビ
ー
ル
の
イ
ベ
ン

ト
に
行
け
ば
醸
造
者
と
は
会
え

る
し
、
飲
食
店
に
行
け
ば
飲
食

店
の
店
主
に
は
会
え
る
。
ホ
ッ

プ
畑
を
訪
ね
て
い
け
ば
生
産
者

に
も
会
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
そ
う
し
た
関
係
す
る

人
た
ち
が
同
時
に
同
じ
場
所
に

集
っ
て
、
ビ
ー
ル
を
飲
み
な
が

ら
互
い
に
話
が
で
き
る
機
会
と

い
う
の
は
、
考
え
て
み
れ
ば
今

ま
で
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

　

私
に
と
っ
て
も
、
東
北
の
ク

ラ
フ
ト
ビ
ー
ル
の
造
り
手
の

方
々
や
仙
台
市
内
の
飲
食
店
の

方
々
と
は
お
蔭
様
で
顔
見
知
り

だ
が
、
ホ
ッ
プ
を
作
っ
て
い
る

方
々
と
直
接
お
話
を
し
て
、
そ

の
込
め
ら
れ
た
思
い
に
触
れ
る

と
い
う
の
は
本
当
に
貴
重
な
機

会
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
つ
く

づ
く
感
じ
た
の
は
、「
東
北
の
ホ

ッ
プ
で
造
っ
た
ビ
ー
ル
は
実
に

う
ま
い
！
」と
い
う
こ
と
で
あ
っ

た
。
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、東
北
の

ホ
ッ
プ
の
よ
さ
、そ
れ
を
最
大
限

に
引
き
出
す
使
い
方
、ホ
ッ
プ
の

作
り
手
、ビ
ー
ル
の
造
り
手
の
思

い
、そ
れ
ら
が
見
事
に
融
合
し
た

結
果
の
賜
物
で
あ
ろ
う
。

　

会
場
で
は
、
東
北
の
ク
ラ
フ

ト
ビ
ー
ル
醸
造
所
５
社
の
ビ
ー

ル
、
ス
プ
リ
ン
グ
バ
レ
ー
ブ
ル

ワ
リ
ー
の
ビ
ー
ル
、
そ
し
て
キ

リ
ン
の
「
と
れ
た
て
ホ
ッ
プ

一
番
搾
り
」
の
計
７
種
類
の

「IBUKI

」
ホ
ッ
プ
を
使
っ
た

ビ
ー
ル
が
味
わ
え
た
が
、
ど
れ

も
そ
れ
ぞ
れ
に
個
性
が
あ
り
な

が
ら
、
そ
の
ど
れ
も
が
ま
た
美

味
し
か
っ
た
。
こ
う
し
た
ビ
ー

ル
を
味
わ
え
る
の
は
同
じ
東
北

に
い
る
者
と
し
て
、
本
当
に
嬉

し
い
こ
と
で
あ
る
。
個
人
的
に

は
、
東
北
の
ホ
ッ
プ
生
産
量
が

こ
れ
か
ら
も
上
昇
に
転
じ
て
、

こ
の
素
晴
ら
し
い
ホ
ッ
プ
を
使

っ
た
ビ
ー
ル
が
秋
の
一
時
期
だ

け
で
は
な
く
て
、
年
中
飲
め
る

よ
う
に
な
れ
ば
、
そ
の
ビ
ー
ル

を
目
当
て
に
各
地
か
ら
東
北
を

訪
れ
る
ビ
ー
ル
好
き
も
増
え
、

ま
さ
に
ホ
ッ
プ
を
通
じ
た
地
域

づ
く
り
に
も
弾
み
が
つ
く
の
で

は
な
い
か
と
期
待
し
て
い
る
。

「IBUKI

」ホ
ッ
プ
を
使
っ

た
ビ
ー
ル
を
味
わ
う
方
法

　
「IBUKI

」
ホ
ッ
プ
を
使
っ

た
ビ
ー
ル
を
味
わ
う
最
も
簡
単

な
方
法
は
ス
ー
パ
ー
か
酒
屋
で

「
一
番
搾
り
と
れ
た
て
ホ
ッ

プ
」
を
缶
か
瓶
で
購
入
す
る
こ

と
だ
が
、
こ
の
時
期
東
北
の
飲

食
店
で
キ
リ
ン
ビ
ー
ル
を
扱
っ

て
い
る
と
こ
ろ
で
は
こ
の
ビ
ー

ル
を
樽
生
で
提
供
し
て
い
る
こ

と
も
多
い
。
缶
と
瓶
は
全
国
で

購
入
で
き
る
が
、
樽
生
で
飲
め

る
の
は
東
北
だ
け
で
あ
る
。
こ

れ
ま
た
貴
重
で
あ
る
。

　

ま
た
、
東
北
の
地
ビ
ー
ル
醸

造
所
が
造
っ
た
「IBUKI

」
ホ

ッ
プ
を
使
っ
た
ビ
ー
ル
は
、
全

国
各
地
の
ビ
ア
バ
ー
な
ど
で
飲

め
る
。
東
北
で
は
、
青
森
県

弘
前
市
に
あ
る
「
デ
ギ
ュ
ス

タ
」、
青
森
県
十
和
田
市
に
あ

る
「
奥
入
瀬
麦
酒
館
」、
岩
手

県
遠
野
市
に
あ
る
「
遠
野
醸
造

TAPROOM

」、
岩
手
県
平
泉

町
に
あ
る
「
ザ
・
ブ
リ
ュ
ワ
ー

ズ
・
ヒ
ラ
イ
ズ
ミ
」、
秋
田
県

仙
北
市
に
あ
る
「
田
沢
湖
ビ
ー

ル
レ
ス
ト
ラ
ン
」、
仙
台
市
に

あ
る「
ア
ン
バ
ー
ロ
ン
ド
」、「
ク

ラ
フ
ト
マ
ン
仙
台
」、「
ク
ラ
フ

ト
ビ
ア
マ
ー
ケ
ッ
ト
仙
台
国
分

町
店
」、
宮
城
県
加
美
町
に
あ

る
「
レ
ス
ト
ラ
ン
ぶ
な
林
」
な

ど
で
味
わ
え
る
。「IBUKI

」
ホ

ッ
プ
を
使
っ
た
ビ
ー
ル
は
「
一

番
搾
り
と
れ
た
て
ホ
ッ
プ
」
も

含
め
て
い
ず
れ
も
限
定
醸
造
で

あ
り
、
な
く
な
り
次
第
終
了
と

な
る
。「
東
北
の
恵
み
」
で
あ

る
東
北
産
ホ
ッ
プ
を
使
っ
た
ビ

ー
ル
、
ぜ
ひ
今
の
う
ち
に
味
わ

っ
て
み
て
い
た
だ
き
た
い
。

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
の
大
き
な
恵
み

「
ホ
ッ
プ
」
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一
昨
年
に
大
工
事
の
末
デ
ザ

イ
ン
を
一
新
し
た
JR
仙
台
駅

構
内
に
地
元
仙
台
・
宮
城
の
み

な
ら
ず
東
北
各
地
の
名
産
物
を

扱
う
コ
ー
ナ
ー
が
新
た
に
大
き

く
設
け
ら
れ
て
以
来
、
私
は
観

光
客
で
も
な
い
の
に
よ
く
通
っ

て
い
ろ
い
ろ
買
っ
て
帰
る
よ
う

に
な
っ
た
。

　

そ
れ
ま
で
仙
台
で
は
な
か
な

か
見
ら
れ
な
か
っ
た
岩
手
・
花

巻
地
方
の
人
気
の
漬
物
「
青
な

ん
ば
ん
味
噌
っ
こ
胡
瓜
」
や
か

な
り
の
種
類
の
秋
田
名
物
・
い

ぶ
り
が
っ
こ
、
更
に
は
我
が
地

元
・
山
形
県
鶴
岡
市
の
マ
ッ
チ

箱
型
菓
子
そ
の
名
も
「
マ
ッ
チ

お
こ
し
」
な
ど
、
大
胆
か
つ
柔

軟
な
ラ
イ
ン
ナ
ッ
プ
。
仙
台
ま

で
は
来
れ
た
が
そ
れ
か
ら
先
の

東
北
ま
で
は
行
け
な
い
観
光
客

や
、
あ
る
い
は
地
元
が
秋
田
や

岩
手
な
ど
東
北
中
の
人
々
に
と

っ
て
も
楽
し
く
有
難
い
ス
ポ
ッ

ト
で
あ
る
の
は
間
違
い
な
い
。

　

し
か
し
、
実
の
と
こ
ろ
東
京

に
も
か
な
り
以
前
か
ら
全
国
各

県
の
物
産
館
が
存
在
し
、
東
北

各
地
の
ア
ン
テ
ナ
シ
ョ
ッ
プ
が

銀
座
や
池
袋
に
あ
っ
て
早
く
か

ら
地
方
フ
ァ
ン
や
出
身
者
の
拠

り
所
と
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

仙
台
は
従
来
、
東
京
の
マ
ネ

を
す
る
事
ば
か
り
に
熱
心
で
、

ち
っ
と
も
東
北
の
中
心
地
ら
し

い
事
を
し
て
い
な
い
、
と
盛
ん

に
言
わ
れ
て
き
た
の
だ
が
、
近

年
は
山
形
系
列
の
蕎
麦
店
や
青

森
県
出
身
者
に
よ
る
居
酒
屋
も

増
え
、
各
県
を
PR
す
る
イ
ベ

ン
ト
も
度
々
開
催
さ
れ
る
な
ど
、

少
な
く
と
も
仙
台
が
「
東
北
人

が
あ
ち
こ
ち
か
ら
集
ま
っ
て
き

て
何
か
を
や
っ
て
い
く
街
」
に

な
り
つ
つ
あ
る
、
と
い
う
印
象

は
強
ま
っ
て
い
る
気
が
す
る
。

　

そ
れ
で
も
、
東
京
の
東
北
ア

ン
テ
ナ
シ
ョ
ッ
プ
で
は
手
に
入

る
の
に
、
仙
台
で
は
な
ぜ
か
な

か
な
か
見
当
た
ら
な
い
、
な
ど

と
い
う
盲
点
の
よ
う
な
産
物
も

あ
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
東
京
に

あ
っ
て
仙
台
に
な
い
か
？
そ
れ

は
仙
台
に
と
っ
て
あ
ま
り
に
も

身
近
な
隣
県
山
形
の
、
あ
ま
り

に
も
地
味
で
広
告
力
の
な
い
産

物
だ
か
ら
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で

本
稿
で
は
、
そ
ん
な
ま
さ
に
東

北
ら
し
さ
の
塊
と
も
言
え
る
、

我
が
地
元
の
菓
子
に
迫
ろ
う
。

　
　
　
　
　

＊

　

以
前
拙
稿
の
中
で
紹
介
し
た
、

い
ま
最
も
北
海
道
を
、
も
と
い

今
や
北
海
道
を
越
え
て
更
な
る

北
方
世
界
を
深
く
過
激
に
描
き

出
す
漫
画
『
ゴ
ー
ル
デ
ン
カ
ム

イ
』
に
、
秋
田
マ
タ
ギ
出
身
の

退
役
軍
人
・
谷
垣
源
次
郎
が
大

活
躍
し
て
い
る
。
そ
の
い
か
に

も
東
北
人
ら
し
い
純
朴
で
生
真

面
目
な
人
柄
か
ら
作
品
中
で
も

人
気
の
高
い
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
だ

が
、
彼
が
作
中
で
披
露
す
る
狩

猟
始
め
と
す
る
山
で
生
き
抜
く

知
恵
の
数
々
は
か
つ
て
マ
タ
ギ

を
描
い
た
矢
口
高
雄
の
作
品
以

上
の
イ
ン
パ
ク
ト
を
も
っ
て
、

多
く
の
読
者
の
間
で
認
知
さ
れ

る
事
と
な
っ
た
。

　

そ
の
中
で
も
、
物
語
上
に
そ

の
特
性
が
上
手
く
生
か
さ
れ
、

強
烈
な
印
象
を
残
し
た
も
の
に
、

「
カ
ネ
モ
チ
」
と
呼
ば
れ
る
マ

タ
ギ
の
携
行
食
が
あ
る
。

　

カ
ネ
モ
チ
は
マ
タ
ギ
関
連
の

書
物
に
は
必
ず
登
場
し
て
き
た
、

山
中
の
長
期
活
動
に
お
い
て
極

め
て
重
要
な
ア
イ
テ
ム
で
あ
る
。

　

予
測
不
能
な
山
で
の
狩
猟
行

程
の
中
、
食
糧
難
と
い
う
緊
急

事
態
に
陥
っ
た
際
の
最
後
の
命

綱
に
な
る
「
非
常
食
」
の
究
極

の
形
が
、
カ
ネ
モ
チ
な
の
だ
。

　

太
陽
を
表
す
丸
型
、
月
を
表

す
楕
円
型
を
セ
ッ
ト
で
作
る
と

い
う
カ
ネ
モ
チ
。
そ
の
製
法
と

し
て
は
以
下
の
と
お
り

・
米
粉
に
水
を
加
え
て
味
噌
か

塩
を
混
ぜ

・
よ
く
こ
ね
て
葉
っ
ぱ
に
包
み

・
囲
炉
裏
の
灰
の
下
で
蒸
し
焼

き
に
す
る

と
、
い
う
も
の
（『
ゴ
ー
ル
デ

ン
カ
ム
イ
』
第
８
巻
よ
り
）
だ

が
、
実
は
山
形
県
人
の
私
は
以

前
か
ら
気
づ
い
て
い
た
。

「
こ
れ
は
、
く
ぢ
ら
餅
な
の
で

は
な
い
か
」
と
。

　

く
ぢ
ら
餅
と
聞
い
て
、
鯨
肉

の
入
っ
た
餅
か
と
思
う
人
が
多

い
ら
し
い
。
仙
台
に
来
て
、
宮

城
の
人
の
多
く
が
そ
の
存
在
を

知
ら
な
い
事
に
隣
県
の
出
身
者

と
し
て
は
愕
然
と
し
た
も
の
だ
。

　

く
ぢ
ら
餅
、
そ
の
名
を
冠
す

る
物
産
は
山
形
県
と
、
青
森
県

に
存
在
す
る
。
山
形
県
で
は　

　
「
久
持
良
餅
」、
青
森
県
で
は

　
「
久
慈
良
餅
」
と
当
て
字
し
、

共
通
の
製
法
を
持
つ
。

・
も
ち
米
と
う
る
ち
米
の
粉
を

水
で
練
り
、
箱
の
中
で
の
ば
す

・
剥
い
た
胡
桃
と
砂
糖
水
を
加

え
る

・
せ
い
ろ
で
蒸
し
て
完
成

　

カ
ネ
モ
チ
と
の
違
い
は
、
胡

桃
や
砂
糖
を
加
え
る
事
、
せ
い

ろ
で
蒸
す
、
と
い
う
仕
上
げ
で

あ
る
。『
ゴ
ー
ル
デ
ン
カ
ム
イ

』
の
谷
垣
は
自
分
な
り
の
工
夫

と
し
て
、
カ
ネ
モ
チ
に
胡
桃
を

加
え
て
お
り
、
お
そ
ら
く
『
く

ぢ
ら
餅
』
に
よ
り
近
い
味
わ
い

に
な
っ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ

る
が
、
葉
っ
ぱ
で
包
ん
で
灰
の

中
で
蒸
し
焼
き
に
す
る
、
と
い

う
製
法
は
実
際
に
試
し
た
と
い

う
料
理
研
究
家
が
ネ
ッ
ト
上
に

公
開
し
て
い
た
内
容
に
よ
れ
ば
、

「
葉
に
包
ん
で
蒸
し
焼
き
に
し

た
独
特
の
食
感
と
風
味
が
他
の

製
法
で
は
得
ら
れ
な
い
」

と
の
事
で
あ
っ
た
。（
梅
本
ゆ

う
こ
「
マ
ン
ガ
食
堂
」
よ
り
）

　

加
え
て
、
か
な
り
の
寒
冷
状

態
で
も
凍
ら
な
い
と
い
う
カ
ネ

モ
チ
の
特
性
は
塩
や
味
噌
の
塩

分
に
秘
密
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

山
形
県
内
の
く
ぢ
ら
餅
と
し

て
は
、
最
上
地
方
の
も
の
が
市

場
に
最
も
広
く
出
回
る
も
の
と

し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、

他
に
も
庄
内
の
湯
田
川
温
泉
で

作
ら
れ
て
き
た
も
の
も
あ
る
。

（
こ
ち
ら
は
現
在
、
週
一
日
し

か
製
造
し
て
お
ら
ず
、
よ
り
貴

重
な
存
在
に
な
っ
て
い
る
）

　

尾
花
沢
市
の
「
明
友
」
製
作

の
く
ぢ
ら
餅
、
そ
の
古
風
で
趣

あ
る
帯
に
、
解
説
が
記
さ
れ
る
。

「
く
ぢ
ら
餅
は
昔
、
狩
り
や
戦

に
出
掛
け
る
時
に
携
帯
食
べ
物

（
久
し
く
持
ち
歩
い
て
も
良
い
、

変
質
し
な
い
餅
＝
久
持
良
餅
）

と
し
て
、
農
民
や
武
士
な
ど
多

く
の
人
々
に
愛
さ
れ
て
い
た
」

　

こ
れ
を
読
む
と
、
く
ぢ
ら
餅

と
は
ま
さ
し
く
カ
ネ
モ
チ
と
同

様
の
存
在
に
他
な
ら
な
い
事
が

わ
か
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
こ
の
く
ぢ
ら
餅
に
は
、

い
く
つ
も
の
謎
が
あ
る
。

　

な
ぜ
、
青
森
県
と
山
形
県
に

限
ら
れ
た
産
物
な
の
か
。

　

な
ぜ
、
く
じ
ら
の
名
が
冠
さ

れ
て
い
る
の
か
。

　

そ
し
て
い
つ
頃
か
ら
、
作
ら

れ
始
め
た
の
か
、
で
あ
る
。

　

カ
ネ
モ
チ
と
の
関
連
も
、
気

に
な
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、

製
法
・
用
途
が
酷
似
し
て
お
り

青
森
―
秋
田
―
山
形
と
出
現
地

が
連
続
し
て
い
る
事
か
ら
、
全

く
の
無
関
係
と
考
え
る
の
も
不

自
然
と
思
え
る
。
秋
田
の
マ
タ

ギ
が
よ
く
言
わ
れ
る
よ
う
に
、

縄
文
時
代
の
古
く
か
ら
の
狩
猟

文
化
の
継
承
者
で
あ
る
と
す
る

と
、
そ
の
生
活
文
化
に
も
早
く

か
ら
カ
ネ
モ
チ
に
つ
な
が
る
携

行
食
が
存
在
し
て
い
た
可
能
性

が
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　

明
友
と
同
じ
く
最
上
地
方
の

「
新
庄
の
菓
匠
た
か
は
し
」
に

よ
る
と
、「
く
ぢ
ら
」
な
ら
ぬ

「
く
じ
ら
餅
」
の
名
称
が
文
献

に
初
め
て
登
場
す
る
の
は
天
和

三
年
（
一
六
八
三
年
）
の
料
理

書
に
て
。
点
心
（
お
や
つ
）
と

し
て
「
う
い
ろ
う
」
と
と
も
に

く
じ
ら
餅
の
名
が
載
っ
て
い
る
、

と
あ
る
。
こ
の
料
理
書
と
い
う

の
が
、
ど
の
よ
う
な
も
の
か
は

不
明
で
、
例
え
ば
江
戸
で
書
か

れ
た
書
で
あ
れ
ば
、
く
じ
ら
餅

が
奥
羽
地
方
の
み
な
ら
ず
外
ま

で
知
ら
れ
た
存
在
で
あ
っ
た
と

い
う
事
に
な
る
。
ち
な
み
に
、

「
う
い
ろ
う
」
に
つ
い
て
で
あ

る
が
、
こ
れ
も
材
料
・
製
法
と

も
に
く
ぢ
ら
餅
に
似
て
お
り
、

そ
の
名
の
由
来
は
室
町
時
代
に

ま
で
遡
る
と
し
な
が
ら
も
、
現

在
と
同
様
の
菓
子
に
な
っ
た
の

は
や
は
り
江
戸
期
で
、
現
在
名

古
屋
名
物
と
さ
れ
な
が
ら
そ
の

発
祥
は
博
多
、
も
し
く
は
京
都

で
あ
る
、
と
言
わ
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
う
い
ろ
う
が
柔
ら

か
く
、
さ
っ
ぱ
り
し
た
菓
子
で

あ
る
の
に
対
し
て
、
く
ぢ
ら
餅

は
非
常
に
コ
シ
が
あ
っ
て
噛
み

ご
た
え
が
あ
る
。
こ
う
し
た
特

徴
も
『
ゴ
ー
ル
デ
ン
カ
ム
イ
』

で
の
カ
ネ
モ
チ
の
描
写
と
共
通

し
て
い
る
。
こ
の
事
は
、
カ
ネ

モ
チ
に
通
じ
る
携
行
食
は
古
く

か
ら
あ
っ
た
が
、
西
南
か
ら
う

い
ろ
う
の
技
術
が
渡
っ
て
き
た

事
に
よ
り
、
土
地
が
よ
り
必
要

と
す
る
保
存
に
強
い
う
い
ろ
う
、

即
ち
く
ぢ
ら
餅
や
カ
ネ
モ
チ
が

誕
生
し
た
可
能
性
を
示
唆
す
る

も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

次
に
く
ぢ
ら
と
い
う
名
だ
が
、

久
し
く
持
ち
歩
い
て
も
良
い
餅
、

と
い
う
の
は
も
ち
ろ
ん
当
て
字

と
い
う
か
こ
じ
つ
け
で
、
や
は

り
実
際
の
鯨
の
姿
、
あ
る
い
は

そ
の
食
用
の
切
り
身
に
な
ぞ
ら

え
て
名
づ
け
ら
れ
た
可
能
性
を

追
究
し
て
み
た
い
。「
菓
匠
た

か
は
し
」
に
よ
る
と
、
く
ず
米

を
使
っ
て
作
っ
た
事
か
ら
「
く

ず
ら
餅
」
が
転
じ
て
く
ぢ
ら
に

な
っ
た
と
い
う
転
訛
説
と
と
も

に
、
か
つ
て
の
く
ぢ
ら
餅
が
実

は
「
一
升
一
本
」
と
い
わ
れ
た
、

重
さ
２
キ
ロ
以
上
あ
る
大
き
な

も
の
だ
っ
た
事
か
ら
、「
鯨
の

よ
う
な
巨
大
な
餅
」
と
い
う
意

味
で
名
づ
け
ら
れ
た
と
い
う
説

が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
こ
で
ま
た
新
た
な
疑
問
が

沸
く
。
な
ぜ
、
く
ぢ
ら
餅
は
巨

大
だ
っ
た
の
か
？
似
て
い
る
か

ら
く
ぢ
ら
餅
と
呼
ば
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
の
で
は
な
く
、
始
め

か
ら
鯨
に
似
せ
て
作
ら
れ
た
の

で
は
な
い
か
？
そ
ん
な
仮
説
が

思
い
浮
か
ぶ
。
菓
匠
た
か
は
し

は
こ
う
も
解
説
す
る
。

「
山
に
囲
ま
れ
た
新
庄
・
最
上

地
方
で
は
、
塩
漬
け
の
鯨
肉
が

重
要
な
た
ん
ぱ
く
源
だ
っ
た
時

代
も
あ
り
ま
し
た
。」

　

鯨
へ
の
信
仰
心
、
強
い
憧
れ

の
よ
う
な
感
情
が
、
菓
子
の
造

形
に
反
映
さ
れ
た
、
と
い
う
事

だ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　

＊

　

二
〇
一
八
年
現
在
、
宮
城
県

内
で
自
ら
確
認
し
た
と
こ
ろ
で

は
、
山
形
県
産
の
く
ぢ
ら
餅
が

常
時
入
手
で
き
る
場
所
は
大
崎

市
岩
出
山
の
「
あ
・
ら
・
伊
達

な
道
の
駅
」
の
み
（
ち
な
み
に

こ
の
道
の
駅
、
二
〇
一
六
年
度

道
の
駅
ラ
ン
キ
ン
グ
東
北
編
の

堂
々
一
位
、
冬
季
の
イ
ル
ミ
ネ

ー
シ
ョ
ン
に
も
定
評
の
あ
る
名

所
で
あ
る
）。

　

仙
台
市
内
で
は
未
だ
見
当
た

ら
ず
、
近
年
定
着
し
て
き
た
定

期
的
な
青
空
市
場
「
伊
達
美
味

マ
ー
ケ
ッ
ト
」
に
て
よ
り
小
規

模
の
個
人
店
が
製
作
す
る
く
ぢ

ら
餅
に
お
目
に
か
か
れ
る
く
ら

い
で
あ
る
（
し
か
し
、
こ
ち
ら

の
く
ぢ
ら
餅
も
非
常
に
美
味
し

い
）。

　

今
や
日
本
、
い
や
世
界
の
ど

こ
に
い
て
も
、
何
で
も
ネ
ッ
ト

で
手
に
入
る
時
代
で
は
な
い
か
、

と
言
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。

　

し
か
し
ネ
ッ
ト
と
は
そ
の
商

品
を
探
し
て
い
る
人
に
は
い
い

の
だ
が
、
そ
の
商
品
を
知
ら
な

い
人
を
新
た
な
顧
客
に
呼
び
込

む
事
が
難
し
い
。
売
る
側
と
買

う
側
と
の
出
会
い
や
や
り
取
り

が
な
い
の
で
偶
然
に
よ
る
顧

客
の
開
拓
率
が
低
い
の
だ
。

　

く
ぢ
ら
餅
の
主
な
産
地
は

過
疎
化
の
激
し
い
山
形
県
の

最
上
地
方
で
あ
る
が
、
実
際
は

こ
の
地
域
に
来
な
け
れ
ば
決

し
て
お
目
に
か
か
れ
な
い
、
多

く
の
菓
子
店
の
自
家
製
で
あ

る
多
彩
な
く
ぢ
ら
餅
が
存
在

す
る
の
も
確
か
で
あ
る
。
東

京
に
は
お
そ
ら
く
代
表
的
な

く
ぢ
ら
餅
し
か
行
く
事
が
で

き
な
い
が
、
同
じ
東
北
で
運
送

エ
ネ
ル
ギ
ー
が
少
な
く
て
済

む
仙
台
な
ら
ば
、
よ
り
頻
繁

に
、
豊
富
な
種
類
の
く
ぢ
ら
餅

を
知
ら
し
め
る
機
会
が
持
て

る
は
ず
だ
。
埋
も
れ
行
く
東
北

を
掘
り
起
こ
し
、
光
を
当
て
て

共
に
「
復
興
」
す
る
事
。
仙
台

と
い
う
都
市
の
使
命
は
重
い
。

　

ち
な
み
に
、
現
代
の
秋
田
県

内
の
マ
タ
ギ
た
ち
の
間
で
は
、

携
行
食
は
自
作
の
カ
ネ
モ
チ

よ
り
も
も
っ
ぱ
ら
秋
田
名
物

と
し
て
有
名
な
「
バ
タ
ー
餅
」

な
の
だ
と
い
う
。
今
こ
そ
、
東

北
の
魂
の
如
き
食
・
カ
ネ
モ
チ

を
、
仙
台
で
焼
い
て
発
信
す
る

の
も
面
白
い
か
も
知
れ
な
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
。

東
北
の
隠
れ
た
国
民
菓
子
・

く
ぢ
ら
餅
を
仙
台
で
買
う
事

筆者が実家から贈ってもらった、
くぢら餅（明友・中央）
とちのみかりんとう（左）、
しなべきゅうり赤とうがらし（右）
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重湍渓秋色

高清水からの夕景

お六と月 錦

石塔群 ニシキギ

重湍渓秋色重湍渓秋色

シリーズ 遠野の自然
「遠野の立冬」
遠野 1000 景より

　

暦
で
は
立
冬
を
迎
え
た
。
確

実
に
冬
に
向
か
っ
て
い
る
の
を

肌
身
に
感
じ
る
。
寒
が
り
の
筆

者
は
、
来
る
べ
き
冬
に
備
え
て

心
身
と
も
に
硬
直
化
さ
せ
、
い

ま
か
ら
寒
さ
に
身
構
え
て
い
る
。

　

そ
う
し
た
な
か
で
、
こ
の
季

節
の
光
景
に
は
、
一
年
の
最
後

に
あ
た
り
、
残
る
エ
ネ
ル
ギ
ー

を
爆
発
さ
せ
よ
う
と
す
る
自
然

の
勢
い
を
感
じ
る
。
こ
の
先
は

モ
ノ
ト
ー
ン
の
景
色
の
み
と
な

る
が
、
そ
の
前
に
、
あ
り
た
っ

け
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
放
出
す
る

の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
光
景
は
、
高
齢
者

の
仲
間
入
り
を
し
た
筆
者
に
、

し
み
じ
み
と
し
た
感
慨
を
呼
び

込
む
。

　

今
回
号
の
遠
野
の
写
真
に
、

そ
う
し
た
思
い
が
掻
き
立
て
ら

れ
て
く
る
。
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『歴史の話』　網野善彦 /鶴見俊輔対談

網野善彦 /鶴見俊輔プロフィール

網野善彦／鶴見俊輔対談から

導
か
れ
る
よ
う
に
購
入

　

本
と
の
出
会
い
と
い
う
も
の

は
不
思
議
だ
。
こ
の
本
も
ま
た

不
思
議
な
縁
を
感
じ
る
。

　

哲
学
者
だ
っ
た
鶴
見
俊
輔
氏

の
著
作
と
出
会
っ
た
の
は
い
ま

か
ら
四
十
年
以
上
前
の
こ
と
だ

っ
た
が
、
こ
の
た
び
歴
史
と
い

う
テ
ー
マ
で
再
会
で
き
る
と
は

思
い
も
寄
ら
な
か
っ
た
。

　

網
野
善
彦
氏
は
日
本
史
研
究

に
革
命
を
も
た
ら
し
た
歴
史
家

で
あ
り
、
最
近
ど
ん
ど
ん
引
き

込
ま
れ
つ
つ
あ
っ
た
。

　

こ
の
二
人
の
対
談
な
ど
誰
が

予
想
で
き
た
だ
ろ
う
か
。

　

そ
し
て
、
こ
う
し
た
対
談
本

に
筆
者
が
出
合
う
こ
と
な
ど
思

い
も
し
な
か
っ
た
。
ま
さ
に
幸

運
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
。

「
千
三
百
年
前
」
と
い

う
キ
ー
ワ
ー
ド

　

と
て
も
驚
き
、
背
筋
に
電
気

が
走
っ
た
よ
う
な
衝
撃
が
あ
っ

た
の
は
、
以
下
の
よ
う
な
文
章

に
出
く
わ
し
た
時
だ
っ
た
。

「
日
本
」
と
は
、
七
世
紀
以
降
、

小
帝
国
を
志
向
し
、
東
北
・
南

九
州
を
含
む
周
囲
の
地
域
に
対

し
て
侵
略
に
よ
っ
て
版
図
を
ひ

ろ
げ
る
こ
と
に
つ
と
め
た
、
い

わ
ゆ
る
「
律
令
国
家
」
の
確
立

し
た
と
き
、
そ
の
王
の
称
号

「
天
皇
」
と
セ
ッ
ト
で
定
め
ら

れ
た
国
号
で
あ
る
こ
と
は
、
研

究
者
の
多
く
に
ほ
ぼ
認
め
ら
れ

た
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ

の
事
実
に
も
と
づ
き
、
そ
れ
以

前
の
日
本
列
島
に
は
「
日
本
」

も
「
日
本
人
」
も
存
在
し
な
か

っ
た
、
と
私
が
言
っ
た
と
た
ん
、

主
と
し
て
研
究
者
・
教
育
者
か

ら
さ
ま
ざ
ま
な
ご
批
判
を
い
た

だ
く
こ
と
に
な
っ
た
。

　

当
新
聞
で
は
以
前
か
ら
、

千
三
百
年
前
と
い
う
ポ
イ
ン
ト

が
、
こ
の
国
の
分
岐
点
で
あ
る

と
述
べ
て
き
た
が
、
ま
さ
に
こ

の
文
章
と
合
致
し
た
。

　
「
日
本
」
の
誕
生
も
、
ま
さ

に
こ
の
時
で
あ
る
と
の
思
い
が

あ
っ
た
が
、
歴
史
研
究
の
大
家

と
同
じ
思
い
と
い
う
の
が
何
よ

り
う
れ
し
い
。
と
て
も
意
を
強

く
し
た
。

「
日
本
の
誕
生
」
は

千
三
百
年
前

　

や
は
り
「
日
本
」
は
千
三
百

年
前
に
誕
生
し
た
の
で
あ
り
、

そ
れ
以
前
に
は「
日
本
」も「
日

本
人
」
も
な
か
っ
た
と
い
う
の

は
、
大
方
の
人
々
に
と
っ
て
は

衝
撃
だ
ろ
う
。

　

ず
っ
と
昔
か
ら
、
日
本
列
島

は
「
日
本
」
で
あ
り
、
そ
こ
に

暮
ら
し
て
き
た
の
は
「
日
本

人
」
で
あ
る
と
思
い
込
ま
さ
れ

て
き
た
の
だ
か
ら
当
然
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
新
た
な
疑
問
が
生

じ
る
。

　

で
は
七
世
紀
以
前
、
す
な
わ

ち
千
三
百
年
前
以
前
の
日
本
列

島
は
ど
う
な
っ
て
い
た
の
か
。

　

少
な
く
と
も
、
東
北
や
九
州

は
中
央
か
ら
の
侵
略
を
受
け
な

い
エ
リ
ア
だ
っ
た
。

　

そ
れ
ま
で
は
律
令
体
制
は
存

在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
中

央
と
そ
れ
以
外
と
い
う
区
分
も

存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

複
数
の
地
方
集
団
が
併
存
し

て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

そ
れ
で
も
日
本
史
の
大

改
革
は
起
き
な
い

　

そ
こ
ま
で
明
確
に
な
っ
て
い

る
の
で
あ
れ
ば
、
日
本
の
歴
史

は
書
き
換
え
ら
れ
て
し
か
る
べ

き
な
の
に
、
そ
う
な
っ
て
い
な

い
の
は
ど
う
し
て
だ
ろ
う
か
。

　

さ
ら
に
次
か
ら
次
へ
と
疑
問

が
湧
い
て
く
る
。

　
「
日
本
」
の
開
始
が
誤
り
な

ら
ば
、
そ
れ
を
ベ
ー
ス
に
す
る

歴
史
研
究
は
す
べ
て
誤
り
と
は

言
わ
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

　

ま
ち
が
い
が
は
っ
き
り
し
て

い
る
の
に
、
そ
れ
を
保
留
し
て
、

あ
い
ま
い
な
ま
ま
に
し
た
ま
ま

の
歴
史
研
究
な
の
で
あ
る
。

　

前
述
の
よ
う
に
、「
日
本
誕

生
」
の
事
実
と
、
そ
れ
以
前
に

は
「
日
本
」
も
「
日
本
人
」
も

な
い
と
い
う
一
連
の
関
係
が
遮

断
さ
れ
る
と
い
う
奇
妙
な
日
本

史
研
究
が
大
勢
を
占
め
て
い
る
。

　

ま
こ
と
に
奇
妙
な
現
象
と
言

わ
ざ
る
を
得
な
い
。

農
本
主
義
輸
入
で
日
本
の

歴
史
が
誤
っ
た
道
を
辿
る

　

さ
ら
に
、
日
本
国
家
が

千
三
百
年
前
か
ら
中
国
の
文
明

を
学
ぶ
と
こ
ろ
か
ら
出
発
す
る

の
だ
が
、
中
国
文
明
が
「
農
本

主
義
」
を
基
礎
と
し
た
文
明

で
あ
り
、
そ
の
「
農
本
主
義
的

な
考
え
方
」
を
導
入
し
て
か
ら
、

日
本
の
文
化
を
千
三
百
年
間
も

間
違
っ
て
リ
ー
ド
し
て
き
た
と

い
う
指
摘
も
合
点
が
い
っ
た
。

　

こ
れ
を
ひ
っ
く
り
返
す
の
は

大
変
で
あ
り
、
千
三
百
年
間
の

日
本
の
歴
史
を
相
手
に
し
な
く

て
は
な
ら
な
い
と
い
う
。

　
「
農
本
主
義
」
と
は
農
業
を

中
心
に
歴
史
を
考
え
る
考
え
方

で
あ
り
、
確
か
に
中
国
は
そ
う

か
も
し
れ
な
い
が
、
日
本
の
場

合
、
大
昔
か
ら
農
業
中
心
と
は

考
え
に
く
い
。

狭
い
日
本
列
島
で
ず
っ
と
農
業

中
心
に
歴
史
を
刻
ん
で
来
た
と

い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
狩
猟
や

漁
業
や
林
業
そ
の
他
が
中
心
で

あ
っ
た
。

　

し
か
し
、
そ
の
こ
と
を
無
視

し
て
、
農
本
主
義
的
観
点
か
ら

日
本
の
歴
史
を
位
置
づ
け
て
き

た
と
い
う
の
だ
。

だ
か
ら
、
日
本
は
大
昔
か
ら
農

業
中
心
の
国
で
あ
る
と
い
う
大

前
提
が
支
配
し
て
き
て
お
り
、

実
態
と
か
け
離
れ
て
い
る
と
い

う
珍
妙
な
状
況
が
千
三
百
年
も

続
い
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
狩
猟
や
漁
業
、
林

業
は
実
際
に
は
主
た
る
文
化
だ

っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ほ
と

ん
ど
研
究
さ
れ
て
来
な
か
っ
た
。

中
国
の
農
本
主
義
だ
け
で
は
な

い
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
も
農
本
主
義

で
あ
り
、
日
本
の
よ
う
に
漁
業

や
林
業
が
中
心
と
い
う
の
は
世

界
で
も
め
ず
ら
し
い
か
ら
、
輸

入
学
問
を
専
門
と
す
る
学
者
た

ち
は
、
本
来
の
日
本
の
流
れ
に

注
目
し
て
来
な
か
っ
た
と
い
う

の
で
あ
る
。

　

日
本
史
研
究
は
何
だ
か
非
常

に
理
解
し
に
く
い
世
界
の
よ
う

で
あ
る
。

「
百
姓
」
は
農
民
で
は
な
い

　

そ
れ
か
ら
「
百
姓
」
と
い
う

定
義
の
変
化
も
興
味
深
か
っ
た
。

　

い
ま
で
は
「
百
姓
」
と
い
え

ば
農
民
の
こ
と
と
誰
も
が
疑
わ

な
い
が
、
も
と
も
と
は
農
民
と

い
う
意
味
で
は
な
か
っ
た
と
い

う
の
だ
。

　

農
民
も
含
ま
れ
て
い
た
が
、

漁
民
、
林
業
を
生
業
と
す
る
人

た
ち
す
べ
て
を
包
含
す
る
と
い

う
意
味
だ
っ
た
と
い
う
の
だ
。

　
「
百
姓
」
の
本
来
の
意
味
に

立
ち
返
っ
て
の
日
本
史
が
網
野

史
学
で
あ
る
。

　

既
存
の
歴
史
学
に
大
胆
に
切

り
込
ん
だ
新
た
な
網
野
史
学
が

も
っ
と
も
っ
と
注
目
さ
れ
る
こ

と
を
願
う
し
、
継
承
者
が
た
く

さ
ん
出
現
す
る
こ
と
を
願
う
。

歴
史
改
革
は
日
本
改
革

　

ど
う
し
て
千
三
百
年
間
も
誤

っ
た
考
え
方
を
正
さ
ず
に
き
た

の
だ
ろ
う
か
。

ど
う
し
て
、
網
野
史
学
が
主
流

に
な
ら
な
い
の
か
不
思
議
で
あ

る
。　
　
　

　

真
実
を
追
及
す
る
の
が
学
問

の
は
ず
だ
が
、
日
本
史
に
関
し

て
は
そ
う
で
は
な
い
よ
う
だ
。

　

歴
史
の
定
説
が
国
家
権
力
と

結
び
つ
い
て
い
る
か
ら
こ
う
な

っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

か
つ
て
、
皇
室
の
尊
厳
を
冒

涜
し
た
と
し
て
処
分
さ
れ
た
津

田
左
右
吉
事
件
な
ど
が
学
者
た

ち
を
臆
病
に
し
て
い
る
か
ら
で

あ
ろ
う
か
。

　

日
本
の
歴
史
研
究
の
病
は
根

深
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

「日本誕生」は 7世紀以降、1300年前だった
連載企画　⑪　【東北先史時代学】




