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「
巣
伏
の
戦
い
」
と
は
そ
う

し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
、
こ
の
圧
倒
的
な
兵

力
の
差
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
朝

廷
が
惨
敗
す
る
と
い
う
結
末
を

迎
え
た
の
だ
。

　

こ
の
戦
い
は
日
本
古
代
史
で

は
あ
ま
り
有
名
で
は
な
い
が
、

圧
倒
的
優
勢
の
朝
廷
が
敗
れ
る

と
い
う
常
識
で
は
考
え
ら
れ
な

い
不
名
誉
を
喧
伝
し
た
く
な
い

意
図
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う

と
推
察
で
き
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
戦
い
は
、
東

北
の
歴
史
の
み
な
ら
ず
、
日
本

の
歴
史
に
お
い
て
も
非
常
に
重

要
な
戦
い
で
あ
っ
た
の
だ
。　

戦
い
の
現
場
を
歩
く

　

朝
廷
軍
は
、
紀
古
佐
美
（
き

の
こ
さ
み
）
を
大
将
軍
と
し
て
、

陸
奥
国
の
多
賀
城
を
出
て
、
岩

手
に
入
り
、
北
上
川
沿
い
を
北

上
す
る
。

　

兵
站
部
隊
を
除
く
一
万
の
兵

士
を
、
先
発
隊
六
千
、
中
軍
・

後
軍
四
千
に
分
け
た
。
そ
し
て

先
に
北
上
川
東
岸
に
渡
っ
た
中

こ
こ
が
ア
テ
ル
イ
の
生
誕
の
地

で
あ
り
、
東
北
の
運
命
を
決
め

た
大
き
な
戦
い
の
地
で
あ
り
、

ま
た
英
雄
と
し
て
の
ア
テ
ル
イ

の
足
跡
を
後
代
ま
で
伝
え
よ
う

と
い
う
姿
勢
が
強
く
伝
わ
っ
て

き
た
。

巣
伏
の
戦
い

　

当
時
、
国
内
唯
一
の
未
支
配

地
と
な
っ
た
東
北
の
支
配
を
目

論
む
朝
廷
が
、
兵
站
部
隊
も
含

ん
で
の
五
万
と
も
い
わ
れ
る
大

軍
を
、
ア
テ
ル
イ
ら
エ
ミ
シ
の

拠
点
で
あ
る
水
沢
地
区
を
は
じ

ア
テ
ル
イ
は
今
で
も
水

沢
の
英
雄

　

先
月
末
、
東
北
古
代
史
に
と

っ
て
大
き
な
分
岐
点
と
な
っ
た
、

「
三
十
八
年
戦
争
」
の
頂
点
と

も
い
え
る
「
巣
伏
（
す
ふ
し
）

の
戦
い
」
の
舞
台
と
な
っ
た
岩

手
県
奥
州
市
水
沢
地
区
、
な
か

で
も「
巣
伏
」、現
在
の
四
丑（
し

う
し
）
の
地
を
訪
ね
、
ア
テ
ル

イ
の
足
跡
を
辿
る
こ
と
は
以
前

か
ら
の
課
題
で
あ
っ
た
が
、
よ

う
や
く
そ
の
機
会
が
訪
れ
、
訪

問
し
た
。

　

古
代
東
北
の
英
雄
で
あ
る
ア

テ
ル
イ
の
名
前
は
必
ず
し
も
全

国
的
に
有
名
と
は
言
い
が
た
い
。

　

し
か
し
、
さ
す
が
に
ア
テ
ル

イ
生
誕
の
地
、
水
沢
地
区
で
は

状
況
は
大
き
く
異
な
る
。

　

同
地
区
に
は
、
あ
ち
こ
ち
に

ア
テ
ル
イ
由
縁
の
碑
や
往
時
を

し
の
ば
せ
る
絵
、
モ
ニ
ュ
メ
ン

ト
が
立
ち
、
解
説
の
看
板
等
が

立
っ
て
い
た
。

　

ま
た
奥
州
市
埋
蔵
文
化
財
調

査
セ
ン
タ
ー
に
は
、
ア
テ
ル
イ

に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
資
料
や

映
像
、
ま
た
等
身
大
の
ア
テ
ル

イ
の
想
像
復
元
像
な
ど
が
あ
り
、

古代東北の英雄・アテルイの地探訪

現地で分かる決断力と統率力と勇猛果敢
連載企画　⑫　【東北先史時代学】

め
と
し
た
地
域
に
派
遣
し
た
の

は
、
西
暦
七
百
八
十
九
年
の
こ

と
だ
っ
た
。

　

そ
れ
以
前
の
七
百
八
十
年
に

は
、陸
奥
国
で
伊
治
呰
麻
呂（
こ

れ
は
り
の
あ
ざ
ま
ろ
）
の
乱
が

起
き
、
朝
廷
の
東
北
支
配
の
一

大
拠
点
で
あ
っ
た
多
賀
城
が
焼

き
討
ち
に
あ
っ
て
い
る
。
そ
れ

か
ら
約
二
十
年
後
の
こ
と
で
あ

る
。

　

朝
廷
と
蝦
夷
側
の
勢
力
比
較

で
は
、
朝
廷
側
が
五
万
に
対
し

て
、
エ
ミ
シ
側
は
千
五
百
と
い

う
、
圧
倒
的
な
差
が
あ
っ
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】

軍
・
後
軍
四
千
に
、
ア
テ
ル
イ

軍
は
わ
ず
か
三
百
で
挑
ん
だ
。

　

ゲ
リ
ラ
戦
に
よ
る
奇
襲
攻
撃

で
あ
る
。

　

し
か
し
、
ア
テ
ル
イ
軍
の
作

戦
と
し
て
は
、
こ
の
中
軍
・
後

軍
四
千
を
お
び
き
出
し
て
、
ア

テ
ル
イ
軍
本
軍
に
よ
る
総
攻
撃

を
す
る
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。

　

朝
廷
軍
の
先
発
隊
六
千
も
北

上
川
を
東
に
渡
ろ
う
と
し
た
が
、

ア
テ
ル
イ
軍
は
そ
れ
を
阻
止
し

た
う
え
、
中
軍
・
後
軍
四
千
に
、

伏
兵
八
百
と
背
後
か
ら
の
四
百

の
兵
で
攻
め
立
て
、
北
上
川
の

東
岸
に
追
い
詰
め
、
包
囲
し
、

さ
ら
に
は
ア
テ
ル
イ
軍
の
勢
い

に
負
け
、
北
上
川
の
流
れ
に
な

だ
れ
込
ま
せ
た
の
だ
。

　

結
果
、
中
軍
・
後
軍
四
千
は
、

戦
死
者
二
十
五
名
、
矢
に
あ
た

る
も
の
二
百
四
十
五
名
、
北
上

川
で
溺
死
す
る
も
の
千
三
十
六

名
、
裸
身
で
泳
ぎ
来
る
も
の

千
二
百
五
十
七
名
と
い
う
大
惨

敗
と
な
っ
た
。

　

激
戦
と
な
っ
た
北
上
川
東
岸
、

四
丑
橋
を
渡
っ
た
と
こ
ろ
に

「
巣
伏
古
戦
場
」
碑
が
あ
る
。

　

ま
た
、
戦
い
の
趨
勢
を
見
て
、

戦
略
を
決
断
し
、
そ
こ
か
ら
中

軍
・
後
軍
四
千
に
攻
め
込
ん
で

い
っ
た
、
羽
黒
山
の
出
羽
神
社

の
高
台
か
ら
か
つ
て
の
激
戦
地

を
眺
め
て
み
た
。

　

そ
こ
で
は
ア
テ
ル
イ
軍
の
勇

猛
果
敢
な
姿
と
馬
の
い
な
な
き
、

兵
士
の
声
な
ど
が
蘇
っ
て
く
る

よ
う
で
あ
っ
た
。　

モレ屋敷跡

アテルイイメージ肖像

出羽神社近くの碑誌
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仮
に
い
く
つ
か
の
集
落
が
団

結
し
た
と
し
て
も
、
ぜ
い
ぜ
い

三
百
と
か
四
百
と
か
の
規
模
に

し
か
な
ら
ず
、
し
か
も
す
べ
て

が
壮
年
男
子
と
い
う
わ
け
で
は

な
い
。
朝
廷
軍
の
軍
隊
の
規
模

と
は
比
べ
ら
れ
な
い
集
落
規
模

で
あ
る
。

　

対
す
る
に
、
朝
廷
軍
は
、
兵

糧
部
隊
を
含
め
る
と
は
い
え
、

五
万
の
規
模
で
あ
り
、
い
か
に

ゲ
リ
ラ
戦
で
戦
う
と
は
い
え
、

勝
敗
は
戦
う
前
か
ら
決
ま
っ
て

お
り
、
そ
も
そ
も
戦
う
決
断
そ

の
も
の
が
無
謀
す
ぎ
る
と
思
う

の
だ
。

　

な
の
に
、
現
在
の
岩
手
県
奥

州
市
水
沢
、か
つ
て
の「
巣
伏
」

で
戦
っ
た
の
で
あ
る
。

　

い
っ
た
い
何
が
そ
う
し
た
決

断
を
さ
せ
た
の
か
い
ま
で
も
分

か
ら
な
い
し
、
理
解
で
き
な
い
。

圧
倒
的
な
朝
廷
軍
と
な

ぜ
戦
っ
た
の
か

　

こ
う
し
て
ア
テ
ル
イ
軍
の
大

勝
利
に
終
わ
っ
た
巣
伏
の
戦
い

で
は
あ
っ
た
が
、
以
前
か
ら
、

単
純
で
は
あ
る
が
大
き
な
疑
問

を
抱
い
て
い
た
。

　

な
ぜ
ア
テ
ル
イ
や
モ
レ
、
そ

の
仲
間
た
ち
が
、
五
万
と
い
う

朝
廷
軍
を
迎
え
撃
つ
決
断
を
し

た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

最
初
か
ら
戦
わ
ず
、
降
伏
す

る
、
あ
る
い
は
和
睦
を
申
し
込

む
と
い
う
選
択
肢
も
当
然
あ
っ

た
は
ず
で
あ
る
。

　

ま
た
、
こ
う
し
た
戦
い
が
発

生
す
る
以
前
は
、
エ
ミ
シ
の
集

落
は
、
せ
い
ぜ
い
百
名
程
度
の

集
落
が
適
度
な
間
隔
を
置
い
て

点
在
し
て
い
て
、
大
集
団
な
ど

存
在
し
な
か
っ
た
は
ず
だ
っ
た
。

　

そ
こ
ま
で
の
決
断
を
さ
せ
た

も
の
は
何
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

現
地
の
取
材
を
終
え
た
今
も
答

え
は
見
い
だ
せ
な
い
。

一
方
、
朝
廷
軍
は
な
ぜ

数
万
の
軍
隊
を
派
遣
し

た
の
か

　

同
時
に
、
朝
廷
軍
は
、
た
か

だ
か
数
百
人
規
模
の
エ
ミ
シ
勢

力
征
伐
の
た
め
に
な
ぜ
五
万
の

軍
隊
を
送
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

当
時
の
朝
廷
の
財
政
も
か
な

り
き
び
し
い
な
か
で
、
こ
れ
だ

け
の
軍
隊
を
送
る
理
由
は
ど
こ

に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

理
由
の
ひ
と
つ
と
思
わ
れ
る

の
は
、
そ
れ
以
前
の
エ
ミ
シ
反

乱
の
手
痛
い
反
省
を
踏
ま
え
て
、

そ
れ
く
ら
い
の
規
模
で
な
い
と

征
伐
で
き
な
い
と
判
断
し
た
こ

と
も
あ
る
だ
ろ
う
。

げ
る
に
い
た
る
。

　

そ
の
後
は
、
田
村
麻
呂
に
よ

る
さ
ま
ざ
ま
な
エ
ミ
シ
懐
柔
策

が
実
施
さ
れ
た
。

　

そ
し
て
つ
い
に
、
八
百
一
年
、

田
村
麻
呂
は
征
夷
大
将
軍
と
な

り
、
四
万
と
も
い
わ
れ
る
大
軍

を
率
い
て
大
規
模
な
エ
ミ
シ
征

伐
を
行
っ
た
。　

つ
い
に
ア
テ
ル
イ
降
伏

　

八
百
二
年
、
度
重
な
る
朝
廷

の
大
軍
に
よ
る
侵
攻
と
懐
柔
策

に
よ
り
、
さ
す
が
の
ア
テ
ル
イ

軍
も
耐
え
き
れ
ず
に
、
つ
い
に

エ
ミ
シ
兵
士
五
百
と
と
も
に
降

伏
す
る
に
い
た
る
。

　

田
村
麻
呂
は
、
降
伏
し
た
ア

テ
ル
イ
・
モ
レ
ら
の
助
命
を
嘆

願
す
る
も
、
受
け
入
れ
ら
れ
ず
、

つ
い
に
処
刑
さ
れ
る
に
い
た
る
。

　

や
は
り
ゲ
リ
ラ
戦
は
長
期
戦

に
は
向
か
な
い
の
だ
ろ
う
。
打

つ
手
は
限
ら
れ
て
く
る
。
手
の

内
を
読
ま
れ
る
。

　

そ
れ
に
朝
廷
の
兵
糧
や
兵
力

は
、
た
と
え
負
け
て
も
と
め
ど

も
な
く
永
遠
に
、
途
切
れ
な
く

続
く
よ
う
に
見
え
た
で
あ
ろ
う
。

　

そ
う
し
て
、
長
す
ぎ
る
戦
い

で
、
エ
ミ
シ
た
ち
は
疲
労
が
重

な
っ
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
。

東
北
略
奪
の
開
始

　

ア
テ
ル
イ
ら
の
処
刑
後
、
東

北
で
は
散
発
的
な
反
乱
が
あ
っ

た
が
、
徐
々
に
沈
静
化
し
て
い

っ
た
。
そ
し
て
東
北
は
ど
ん
ど

ん
略
奪
さ
れ
て
い
っ
た
の
だ
。

　

そ
う
し
た
流
れ
に
激
変
す
る

直
前
の
華
々
し
い
エ
ミ
シ
の
活

躍
が
「
巣
伏
の
戦
い
」
で
あ
っ

た
の
だ
。

　

さ
ら
に
は
、
当
時
の
国
内
に

は
、
勇
猛
果
敢
な
「
エ
ミ
シ
最

強
伝
説
」
も
あ
っ
た
よ
う
だ
。

そ
の
た
め
に
必
要
以
上
に
エ
ミ

シ
を
恐
れ
た
た
め
で
は
な
い
か

と
も
思
え
る
。

　

し
か
し
、
そ
の
予
想
は
「
巣

伏
の
戦
い
」
で
現
実
と
し
て
証

明
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
朝
廷

の
見
込
み
は
あ
る
意
味
で
当
た

っ
た
の
で
は
あ
る
。

そ
の
後
の
戦
い

　

し
か
し
、
朝
廷
は
引
き
下
が

ら
な
か
っ
た
。

　

七
百
九
十
四
年
に
は
、
大

伴
弟
麻
呂
（
お
お
と
も
の
お

と
ま
ろ
）
が
征
夷
大
使
と
な

り
、
副
将
軍
と
し
て
坂
上
田
村

麻
呂
（
さ
か
の
う
え
の
た
む
ら

ま
ろ
）
を
配
し
て
攻
め
入
っ
た
。

そ
し
て
田
村
麻
呂
は
功
績
を
あ

胆沢城跡鎮守府八幡宮

巣伏の戦いの碑

アテルイ生誕の地

巣伏の戦いの想像図

現在の巣伏合戦場
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郷土料理愛好家　
　　　　松本由美子氏

 《サーモンとブロ
ッコリー、ネギの
軽い煮込みチー

ズ風味》

シャンペンやワイン

に合います。クリス

マスディナーに。

（松本談）

『材料』　�2 人分、 サーモン 150 ｇ、ブロッコリー 1/2(110 ｇ）、ネギ 100 ｇ、 
にんにく 薄切り　1/2 かけ、 塩 小 1/2 、水 1 カップ、 白ワイン大 1 、
カマンベール 1/2 個 (50 ｇ）

『作り方』　①　ブロッコリーは房と茎�を切り分け、房は5㎜厚さの薄切り、茎は
皮を剥いて1㎝角に切る。ネギの白い部分を2㎝長さに切る。チーズは8等分
のくし形に切る。�②　鍋にブロッコリー、茎、ネギ、にんにくを入れ、塩の半量を
ふる。サーモンを並べ、白ワインをふる。③　サーモンに残りの塩をふり、水を
1カップを縁から加えて蓋をし、中火にかける。煮立ったら、弱火にし、8分〜
10分煮て蓋をとり、ブロッコリーの房を散らす。�④　�器に盛り、チーズをのせ
て煮汁を回しかける。

水産業再興のための
料理レシピ紹介

第52回 

ワイン飲み放題と盛り沢山の三陸海鮮で大盛況
第1回三陸酒海鮮会ANNEXE（12/2）赤坂見附で開催
年明けは通常の三陸酒海鮮会（第37回）に戻ります1/26

巨大はまぐり

ナゲットとしめ鯖 肉もある

やはり日本酒も出た

巨大な牡蠣

飲み放題ワインずらり
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道
州
制
を
巡
る
こ
れ
ま

で
の
動
き

　

首
相
の
諮
問
機
関
で
あ
る
第

28
次
地
方
制
度
調
査
会
が
「
道

州
制
の
あ
り
方
に
関
す
る
答

申
」
を
公
表
し
た
の
は2006

年
２
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
い

わ
ゆ
る
「
平
成
の
大
合
併
」
で

市
町
村
合
併
が
進
展
し
た
こ
と

を
踏
ま
え
、
ま
た
都
道
府
県
を

越
え
る
広
域
行
政
課
題
が
増
加

し
て
い
る
と
の
認
識
の
下
、
地

方
分
権
改
革
の
確
か
な
担
い
手

と
し
て
道
州
を
据
え
た
。
単
に

都
道
府
県
制
度
の
改
革
に
留
ま

ら
ず
、「
国
の
か
た
ち
」
の
見

直
し
に
か
か
わ
る
改
革
と
位
置

づ
け
、「
国
と
地
方
双
方
の
政

府
を
再
構
築
し
、
新
し
い
政
府

像
の
確
立
を
目
指
す
」
と
謳
っ

た
。
基
本
的
な
制
度
設
計
と
し

て
は
、
現
在
都
道
府
県
が
実
施

し
て
い
る
事
務
を
大
幅
に
市
町

村
に
移
譲
す
る
と
共
に
、
国
と

り
わ
け
地
方
支
分
部
局
が
実
施

し
て
い
る
事
務
を
で
き
る
限
り

道
州
に
移
譲
し
、
同
時
に
適
切

な
税
源
移
譲
を
実
施
す
る
も
の

と
し
て
い
た
。
そ
の
上
で
、「
道

州
制
の
導
入
が
適
当
」
と
結
論

し
て
い
た
。

　

同
じ
年
の
９
月
に
は
第
一
次

安
倍
内
閣
で
道
州
制
担
当
大
臣

が
配
置
さ
れ
、３
年
以
内
に「
道

州
制
ビ
ジ
ョ
ン
」
を
策
定
す
る

と
い
う
方
針
が
示
さ
れ
、
翌

2007

年
１
月
に
政
府
の
「
道

州
制
ビ
ジ
ョ
ン
懇
談
会
」
が
設

置
さ
れ
た
。
４
月
に
は
道
州
制

特
区
推
進
法
が
施
行
さ
れ
て
、

北
海
道
に
対
し
て
８
つ
の
事
務

が
漸
次
移
譲
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
同
年
６
月
に
は
自
民
党

の
道
州
制
調
査
会
が
「
道
州
制

に
関
す
る
第
２
次
中
間
報
告
」

を
公
表
し
、
そ
の
中
で
「
導
入

時
期
は
、
今
後
８
～
10
年
を
目

途
」
と
す
る
と
明
記
し
た
。
翌

2008

年
３
月
に
は
「
道
州
制

ビ
ジ
ョ
ン
懇
談
会
」
が
中
間
報

告
を
公
表
し
、「2018

年
ま

で
に
道
州
制
に
完
全
移
行
」
す

る
と
し
た
。

　

振
り
返
っ
て
み
る
と
、
こ
の

時
期
が
最
も
道
州
制
に
向
け
て

の
ア
ク
シ
ョ
ン
が
活
発
だ
っ
た

よ
う
に
思
え
る
。
同
じ2008

年
３
月
に
は
経
団
連
も
「
道
州

制
の
導
入
に
向
け
た
第
２
次
提

言
」の「
中
間
と
り
ま
と
め
」を

公
表
、
７
月
に
は
自
民
党
の
道

州
制
推
進
本
部
が
「
道
州
制
に

関
す
る
第
３
次
中
間
報
告
」
を

公
表
、
11
月
に
は
経
団
連
が
第

２
次
提
言
の
最
終
案
を
公
表
す

る
な
ど
、
各
方
面
の
動
き
が
活

発
だ
っ
た
。
一
連
の
動
き
か
ら

は
、
確
か
に
近
い
将
来
道
州
制

が
実
現
す
る
の
で
は
な
い
か
と

感
じ
ら
れ
た
の
も
事
実
で
あ
る
。

　

潮
目
が
変
わ
っ
た
の
は

2009

年
の
政
権
交
代
と

2011

年
に
発
生
し
た
東
日
本

大
震
災
だ
っ
た
よ
う
に
思
え
る
。

ま
ず
政
権
交
代
で
政
権
を
握
っ

た
民
主
党
は
道
州
制
導
入
に
は

反
対
で
、「
道
州
制
ビ
ジ
ョ
ン

懇
談
会
」
も
解
散
さ
れ
た
。
新

た
に
置
か
れ
た
「
地
域
主
権
戦

略
会
議
」
で
は
、「
地
域
の
こ

と
は
地
域
に
住
む
住
民
が
決
め

る
」
と
い
う
趣
旨
か
ら
、
都
道

府
県
で
は
な
く
市
町
村
の
権
限

強
化
が
主
た
る
テ
ー
マ
と
な
っ

た
。2011

年
に
発
生
し
た
東

日
本
大
震
災
の
後
に
は
、
道
州

制
を
導
入
す
る
と
巨
大
地
震
な

ど
日
本
全
体
で
対
応
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
よ
う
な
大
規
模
災

害
へ
の
対
応
能
力
が
低
下
す
る

の
で
は
な
い
か
と
い
っ
た
懸
念

も
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

第
３
次
安
倍
内
閣
以
降
は
、

道
州
制
担
当
大
臣
は
置
か
れ
ず
、

代
わ
っ
て
地
方
創
生
担
当
の
内

閣
府
特
命
担
当
大
臣
が
置
か
れ

た
が
、
少
な
く
と
も
道
州
制
に

関
し
て
目
立
っ
た
動
き
は
見
ら

れ
な
い
。
道
州
制
そ
の
も
の

を
扱
う
部
門
で
は
な
い
が
、
民

主
党
か
ら
政
権
を
奪
還
し
た
第

２
次
安
倍
内
閣
の
肝
い
り
で
つ

く
ら
れ
た
地
方
分
権
改
革
推
進

本
部
も
、
設
置
さ
れ
た2013

年
に
は
４
回
開
催
さ
れ
た
が
、

2016

年
、2017

年
は
１
回
ず

つ
の
開
催
に
留
ま
っ
て
い
る
。

　

今
年
は
ま
さ
に
「
道
州
制
ビ

ジ
ョ
ン
懇
談
会
」
が
中
間
報
告

で「
道
州
制
に
完
全
移
行
」す
る

と
明
記
し
た2018

年
で
あ
る

が
、
道
州
制
に
完
全
移
行
ど
こ

ろ
か
、
道
州
制
に
関
す
る
ア
ク

シ
ョ
ン
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な

い
年
と
な
っ
て
い
る
。2012

年
に「
道
州
制
基
本
法
案
」の
骨

子
案
ま
で
公
表
し
た
自
民
党
の

道
州
制
推
進
本
部
も
、
今
年
10

月
ひ
っ
そ
り
と
廃
止
さ
れ
た
。

道
州
制
に
対
す
る
批
判

　

進
ま
な
い
理
由
は
結
局
の
と

こ
ろ
、
道
州
制
に
対
す
る
慎
重

な
あ
る
い
は
批
判
的
な
見
方
が

根
強
い
こ
と
、
そ
し
て
ま
た
先

の
第
28
次
地
方
制
度
調
査
会
の

答
申
に
盛
り
込
ま
れ
た
よ
う
に
、

道
州
制
移
行
に
は
不
可
欠
と
見

ら
れ
た
事
務
や
税
源
の
移
譲
が

進
ま
な
い
こ
と
の
２
点
に
集
約

さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
福

井
県
知
事
の
西
川
一
誠
氏
は
、

2008

年
に
「
幻
想
と
し
て
の

道
州
制
」
を
中
央
公
論
に
寄
稿

し
て
い
る
。
タ
イ
ト
ル
で
分
か

る
通
り
、
氏
は
道
州
制
反
対
論

者
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
指
摘
さ

れ
て
い
る
こ
と
は
、
今
後
道
州

制
を
考
え
る
上
で
重
要
な
ポ
イ

ン
ト
が
い
く
つ
も
含
ま
れ
て
い

る
よ
う
に
見
え
る
。

　

氏
は
、
道
州
制
論
に
つ
い
て
、

「
全
体
と
し
て
は
理
想
主
義
の

色
彩
を
帯
び
て
い
な
が
ら
も
、

観
念
的
な
期
待
感
に
満
ち
あ
ふ

れ
て
い
る
だ
け
の
議
論
に
終
始

し
て
い
る
」
と
し
て
、
そ
の
例

と
し
て
「
経
済
の
活
性
化
に
つ

い
て
は
、
道
州
制
に
よ
り
区
域

が
自
立
し
、
道
州
間
の
競
争
も

生
ま
れ
て
、
経
済
活
動
が
盛
ん

に
な
る
と
い
っ
た
、
前
提
条
件

を
無
視
し
た『
抽
象
論
』。
ま
た
、

官
僚
制
の
弊
害
の
除
去
に
つ
い

て
は
、
中
央
官
庁
の
権
限
を
道

州
に
大
幅
に
委
譲
で
き
る
と
い

う
極
め
て
単
純
な
『
期
待
論
』。

行
政
改
革
に
つ
い
て
は
、
た
だ

ち
に
規
模
の
経
済
が
動
く
と
い

う
算
術
的
な
『
効
率
論
』。
地

方
分
権
に
つ
い
て
言
う
と
、
導

入
を
機
に
道
州
の
条
例
制
定
権

や
課
税
自
主
権
が
抜
本
的
に
見

直
さ
れ
る
べ
き
と
い
う
『
べ
き

論
』
に
留
ま
っ
て
い
る
」
と
批

判
し
て
い
る
。
確
か
に
、
道
州

制
を
導
入
す
る
だ
け
で
同
時
に

国
か
ら
の
権
限
移
譲
も
進
む
と

い
う
見
方
は
あ
ま
り
に
楽
観
的

に
過
ぎ
る
。
見
か
け
は
道
州
制
、

し
か
し
そ
の
実
単
な
る
都
道
府

県
合
併
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
形

に
な
る
可
能
性
も
大
い
に
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
道
州
制
で
は
確
か

に
意
味
は
な
い
。

　

氏
は
ま
た
、
北
海
道
と
九
州

を
比
較
す
る
。
北
海
道
は
道
州

の
規
模
を
持
つ
が
、
北
海
道
全

体
に
占
め
る
札
幌
市
の
人
口
比

は2005
年
で
約
33
％
、
こ
れ

に
対
し
て
九
州
に
占
め
る
福
岡

市
の
人
口
比
は
約
10
％
で
あ
る

こ
と
を
挙
げ
、「
地
域
が
県
に

分
か
れ
、
七
つ
の
県
都
が
あ
る

九
州
で
は
福
岡
市
へ
の
集
中
は

緩
や
か
で
あ
る
。
一
方
、
広
大

な
地
域
に
県
都
が
一
つ
の
北
海

道
に
お
い
て
は
札
幌
市
へ
の
集

中
が
著
し
い
」
と
指
摘
し
、「
道

州
制
は
結
局
、
道
州
の
中
に
ミ

ニ
東
京
と
周
辺
過
疎
を
作
り
出

す
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
れ
は
ブ

ロ
ッ
ク
内
の
新
た
な
集
権
化
で

あ
る
」
と
主
張
し
て
い
る
。
こ

れ
も
ま
さ
に
そ
の
通
り
で
あ
る
。

東
北
が
一
つ
の
州
に
な
る
と
し

て
も
州
都
を
仙
台
に
し
て
は
い

け
な
い
、
と
い
う
の
が
私
の
持

論
だ
が
、
そ
れ
は
ま
さ
に
こ
う

し
た
こ
と
を
懸
念
し
て
の
こ
と

で
あ
る
。
た
だ
で
さ
え
人
口
が

多
い
仙
台
が
州
都
に
な
る
と
、

ま
さ
に
札
幌
の
よ
う
に
、
一
極

集
中
を
招
く
こ
と
に
な
る
に
違

い
な
い
。

　

氏
は
ま
た
こ
う
も
指
摘
す
る
。

「
州
都
の
道
州
首
長
が
、
何
百

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
も
離
れ
た
各
地

方
の
教
育
や
福
祉
を
、
日
頃
の

行
政
や
選
挙
な
ど
を
通
じ
、
わ

が
こ
と
と
し
て
理
解
す
る
に
は

大
き
な
困
難
が
伴
う
。
こ
の
よ

う
な
組
織
を
持
っ
た
道
州
は
、

住
民
に
と
っ
て
も
身
近
な
自
治

体
と
い
う
よ
り
ほ
と
ん
ど
国
と

同
様
な
政
体
と
な
る
」。
つ
ま

り
、
住
民
に
と
っ
て
道
州
は
都

道
府
県
よ
り
も
遠
い
存
在
に
な

る
と
指
摘
し
て
い
る
わ
け
で
あ

る
。
こ
う
し
た
懸
念
が
あ
る
か

ら
こ
そ
、
道
州
制
は
単
な
る
都

道
府
県
合
併
で
あ
っ
て
は
な
ら

な
い
わ
け
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

こ
れ
ま
で
都
道
府
県
が
担
っ
て

い
た
業
務
を
道
州
が
担
う
の
で

は
な
く
、
国
が
担
っ
て
い
た
業

務
を
道
州
が
担
い
、
都
道
府
県

が
担
っ
て
い
た
業
務
を
市
町
村

が
担
う
と
い
う
よ
う
に
し
て
い

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う

し
た
体
制
が
実
現
で
き
れ
ば
、

国
よ
り
近
い
道
州
、
都
道
府
県

よ
り
近
い
市
町
村
が
で
き
る
。

ま
さ
に
こ
の
部
分
が
道
州
制
の

肝
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。

ま
ず
は
連
携
の
実
績
を

積
み
重
ね
る

　

権
限
移
譲
の
な
い
道
州
制
に

は
さ
ほ
ど
意
味
は
な
い
と
す
れ

ば
、
そ
の
権
限
を
手
放
そ
う
と

し
な
い
中
央
官
庁
を
前
に
し
て
、

道
州
制
を
前
に
進
め
て
い
く
の

は
か
な
り
の
困
難
を
伴
う
こ
と

は
火
を
見
る
よ
り
も
明
ら
か
で

あ
る
。
権
限
の
委
譲
に
関
し
て

は
、「
二
重
行
政
」
の
批
判
が

つ
き
ま
と
う
国
の
出
先
機
関
を

廃
止
し
、
そ
の
業
務
を
都
道
府

県
に
移
管
す
る
と
い
う
の
が
そ

の
端
緒
と
な
る
。
し
か
し
、
こ

の
国
の
出
先
機
関
の
廃
止
に

つ
い
て
も2007

年
か
ら
延
々

議
論
さ
れ
て
き
て
い
る
も
の
の
、

い
ま
だ
に
ほ
と
ん
ど
何
の
成
果

も
上
が
っ
て
い
な
い
。
今
後
も

す
ん
な
り
進
む
よ
う
に
は
到
底

見
え
な
い
。

　

そ
し
て
ま
た
問
題
だ
と
感
じ

る
の
は
、
道
州
制
を
含
む
地
方

分
権
に
関
す
る
地
方
か
ら
の
発

信
が
、
こ
の
と
こ
ろ
少
な
す
ぎ

る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
地
方
が
声
を
上
げ
な

い
も
の
を
中
央
が
あ
え
て
取
り

上
げ
る
こ
と
は
な
い
に
違
い
な

い
。
か
つ
て
の
よ
う
に
地
方
か

ら
も
っ
と
声
を
上
げ
て
い
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、

自
治
体
に
だ
け
任
せ
て
い
れ
ば

よ
い
の
で
は
な
く
、
地
方
に
住

む
我
々
一
人
ひ
と
り
が
事
あ
る

ご
と
に
、
あ
ら
ゆ
る
機
会
を
捉

え
て
声
を
上
げ
て
い
く
こ
と
こ

そ
が
求
め
ら
れ
る
。

　

と
は
言
え
、
声
を
上
げ
た
か

ら
と
い
っ
て
簡
単
に
実
現
す
る

も
の
で
な
い
こ
と
は
、
こ
れ
ま

で
の
経
緯
か
ら
も
明
ら
か
で
あ

る
。
ひ
と
頃
、
道
州
制
導
入
の

旗
振
り
役
の
一
角
で
あ
っ
た
経

団
連
は
、
今
年
「
広
域
連
携
」

の
推
進
を
目
指
す
方
向
に
舵
を

切
っ
た
。
道
州
制
導
入
が
一
足

飛
び
に
進
ま
な
い
こ
と
を
見
越

し
て
の
こ
と
で
あ
る
。
一
見
後

退
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
あ
り
だ
と

思
う
。
ま
ず
連
携
で
き
る
と
こ

ろ
か
ら
連
携
し
て
、
実
績
を
積

み
上
げ
る
こ
と
で
そ
の
先
の
議

論
を
喚
起
す
る
と
い
う
こ
と
も

可
能
で
あ
る
。
東
北
も
、
六
県

で
一
緒
に
取
り
組
む
機
会
を
増

や
し
て
い
く
こ
と
、
そ
の
中
で

自
治
体
職
員
だ
け
で
な
く
、
住

民
同
士
の
交
流
も
活
発
に
し
て

い
く
こ
と
を
ま
ず
は
目
指
し
て

い
く
の
が
よ
い
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
そ
う
し
た
中
で
き
っ

と
、「
や
は
り
同
じ
東
北
だ
」

と
実
感
す
る
機
会
は
多
く
あ
る

は
ず
で
あ
る
。

　

観
光
や
災
害
時
対
応
な
ど
、

六
県
が
一
緒
に
な
る
こ
と
で
大

き
な
メ
リ
ッ
ト
が
得
ら
れ
る
テ

ー
マ
は
数
多
く
あ
る
。
そ
う
し

た
テ
ー
マ
を
取
っ
掛
か
り
に
し

て
、
六
県
の
連
携
を
ま
ず
は
進

め
て
い
ば
よ
い
。
道
州
制
を
導

入
す
る
と
巨
大
地
震
な
ど
日
本

全
体
で
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
よ
う
な
大
規
模
災
害
へ
の

対
応
能
力
が
低
下
す
る
の
で
は

な
い
か
と
い
っ
た
懸
念
が
あ
る

こ
と
を
紹
介
し
た
が
、
逆
に
仮

に
あ
の
時
六
県
の
連
携
体
制
が

確
立
し
て
い
た
な
ら
ば
、
物
資

の
輸
送
や
人
員
の
派
遣
な
ど
で

よ
り
迅
速
な
対
応
が
で
き
た
可

能
性
も
あ
る
。
よ
く
言
わ
れ
る

こ
と
だ
が
、
普
段
で
き
て
い
な

い
こ
と
は
災
害
発
生
時
に
は
で

き
な
い
。
平
時
か
ら
、
緊
急
事

態
発
生
時
に
も
機
能
す
る
連
携

体
制
を
構
築
し
て
お
く
べ
き
で

あ
る
。

　

道
州
制
に
関
す
る
動
き
が
活

発
だ
っ
た
頃
の
、
か
な
り
以
前

の
調
査
だ
が
、
財
団
法
人
経
済

広
報
セ
ン
タ
ー
に
よ
る
「
道
州

制
に
関
す
る
意
識
調
査
報
告

書
」（2008

年
７
月
）
で
も
、

「
道
州
制
の
議
論
を
進
め
る
こ

と
」
に
つ
い
て
「
賛
成
」
と
答

え
た
人
の
割
合
は
、
東
北
で
は

43
％
と
、
九
州
・
沖
縄
地
方
と

並
ん
で
全
国
で
最
も
高
く
、
北

海
道
が
42
％
で
そ
れ
に
次
い
で

い
た
。
日
本
世
論
調
査
会
の

2006

年
12
月
の
全
国
世
論
調

査
で
も
、
道
州
制
に
「
賛
成
」

あ
る
い
は
「
ど
ち
ら
か
と
い
え

ば
賛
成
」
と
答
え
た
人
の
割
合

は
北
海
道
、
東
北
、
四
国
で
多

か
っ
た
。
東
北
を
始
め
、
北
海

道
、
四
国
、
九
州
に
共
通
し
て

い
る
の
は
、
地
域
的
に
一
体
感

が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
特
筆
し
た
い
の
は
、

北
海
道
、
四
国
、
九
州
が
海
で

他
の
地
域
と
仕
切
ら
れ
た
地
域

で
あ
る
の
に
対
し
、
東
北
は
本

州
の
一
部
で
他
地
域
と
陸
続
き

で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
一
体
感

が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

東
北
の
一
体
感
と
い
う
の
は
地

理
的
に
つ
く
ら
れ
た
一
体
感
と

い
う
よ
り
は
、
文
化
的
に
あ
る

い
は
心
情
的
に
醸
成
さ
れ
た
一

体
感
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
東
北

に
と
っ
て
の
何
よ
り
の
宝
で
あ

ろ
う
と
思
う
。
そ
の
宝
を
大
事

に
活
用
し
て
い
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

消
え
た
道
州
制
論
議
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今
年
、
久
々
の
「
エ
ミ
シ
」

関
連
書
籍
が
店
頭
に
登
場
し
た
。

　

題
し
て
、『
つ
く
ら
れ
た
エ

ミ
シ
』。
著
者
は
北
海
道
生
ま

れ
で
現
在
東
海
大
学
歴
史
学
科

教
授
の
松
本
建た

け
は
や速

氏
で
あ
る
。

　

松
本
建
速
と
い
う
と
、『
蝦

夷
の
考
古
学
』『
蝦
夷
と
は
誰

か
』（
全
て
同
成
社
）
な
ど
の

著
作
で
既
に
そ
の
分
野
の
書
棚

で
は
馴
染
み
の
書
き
手
で
あ
り
、

専
門
が
蝦え

み
し夷
で
あ
る
と
い
う
ほ

ど
に
そ
の
方
面
の
研
究
に
は
並

々
な
ら
ぬ
情
熱
を
持
っ
て
い
る

様
子
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
は

自
説
を
前
面
に
押
し
出
し
て
き

た
印
象
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
本
書
は
タ
イ
ト

ル
か
ら
し
て
か
な
り
主
張
が
強

く
、
思
い
切
っ
た
自
論
の
展
開

が
な
さ
れ
て
お
り
、
い
さ
さ
か

面
食
ら
う
ほ
ど
で
あ
る
。

　

本
書
の
主
旨
は
ズ
バ
リ
、

「
エ
ミ
シ
は
古
代
大
和
国
家
に

よ
る
完
全
な
創
作
で
あ
り
、
正

史
と
し
て
残
る
関
連
文
書
は
全

て
作
文
で
あ
る
」。

　

氏
に
よ
れ
ば
、
坂
上
田
村
麻

呂
に
よ
る
「
蝦
夷
征
伐
」、
つ

ま
り
ア
ザ
マ
ロ
か
ら
ア
テ
ル
イ

に
至
る
ま
で
の
所
謂
「
三
十
八

年
戦
争
」
な
ど
全
て
は
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
だ
と
い
う
の
だ
。
以
下
、

そ
の
主
張
の
要
点
を
箇
条
書
き

で
挙
げ
て
み
る
。

　
　
　
　
　

＊

一
．
古
代
東
国
・
東
北
住
民
を

「
蝦
夷
」
と
表
記
し
た
史
書
は

『
日
本
書
紀
』
の
み
で
あ
り
、

同
時
代
の
『
古
事
記
』
や
各
地

の
『
風
土
記
』
は
全
て
別
表
記

で
、『
日
本
書
紀
』
に
比
べ
て

極
端
に
記
述
が
少
な
い
。

二
．
蝦
夷
に
は
通
訳
が
必
要
だ

っ
た
と
い
う
記
述
、
六
五
九
年

唐
に
朝
貢
し
献
上
し
た
と
い
う

「
熟に

ぎ
え
み
し

蝦
夷
」
は
中
央
に
最
も
近

い
地
域
の
住
民
だ
っ
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
髭
が
長
い
な
ど
の
異

容
で
皇
帝
の
興
味
を
引
い
た
と

い
う
記
述
は
蝦
夷
が
ア
イ
ヌ
で

あ
っ
た
事
を
示
し
て
い
る
が
、

既
に
当
時
の
東
北
に
は
移
住
者

が
浸
透
し
て
お
り
、
七
世
紀
以

降
の
東
北
に
ア
イ
ヌ
語
を
話
す

住
民
は
い
な
か
っ
た
は
ず
だ
。

三
．
最
も
遠
い
地
方
の
蝦
夷
で

あ
る
「
都
加
留
（
つ
が
る
）」

は
現
在
の
青
森
県
の
事
で
は
な

く
、
ア
イ
ヌ
語
で
ア
ザ
ラ
シ
を

差
す
ト
ッ
カ
ル
の
住
む
オ
ホ
ー

ツ
ク
海
沿
岸
の
事
で
あ
る
。
即

ち
、「
熟
蝦
夷
」「
荒あ

ら
え
み
し

蝦
夷
」　
「
都

加
留
」
は
全
て
現
在
の
北
海
道

の
ア
イ
ヌ
の
事
で
あ
っ
た
。

四
．「
蕨わ

ら
び
て
と
う

手
刀
」
は
蝦
夷
の
武

器
で
あ
っ
た
と
い
う
説
が
あ
る

が
、
実
用
の
武
器
と
し
て
は
刀

身
が
短
す
ぎ
実
戦
で
は
不
利
で

あ
る
上
に
、
当
時
の
北
東
北
に

は
小
規
模
な
鍛
冶
は
存
在
し
て

も
、
蕨
手
刀
を
鍛
造
で
き
る
技

術
な
ど
は
な
か
っ
た
。
北
日
本

に
出
土
す
る
蕨
手
刀
は
、
全
て

交
易
に
よ
っ
て
西
南
地
方
よ
り

入
手
し
た
も
の
で
あ
る
。

五
．
エ
ミ
シ
は
馬
の
民
と
伝
わ

る
が
ア
イ
ヌ
は
馬
を
飼
わ
な
い
。

（
他
、
数
点
あ
る
が
文
字
数
の

関
係
で
省
略
す
る
）

　
　
　
　
　

＊

　

そ
れ
で
は
一
体
な
ぜ
、
古
代

日
本
政
府
は
エ
ミ
シ
と
い
う
存

在
を
捏
造
し
た
の
か
？
そ
れ
は
、

『
日
本
書
紀
』
の
書
か
れ
た
時

代
の
大
和
政
権
が
置
か
れ
て
い

た
、
大
陸
と
の
国
交
が
背
景
と

し
て
あ
っ
た
と
い
う
。
中
国
と

対
等
に
交
渉
し
渡
り
合
う
に
は
、

大
国
と
同
等
の
水
準
に
あ
る
国

家
で
あ
る
事
を
示
す
必
要
が
あ

っ
た
。
日
本
が
か
つ
て
の
「
倭

国
」
で
は
も
は
や
な
く
、
夷
族

が
朝
貢
し
て
く
る
強
大
な
一
国

家
で
あ
る
と
い
う
事
を
。

　

一
連
の
主
張
に
つ
い
て
は
、

い
ろ
い
ろ
と
思
う
と
こ
ろ
が
あ

る
。
も
し
か
す
る
と
、
こ
の
説

に
よ
っ
て
、
今
ま
で
解
け
な
か

っ
た
東
北
の
謎
が
明
ら
か
に
な

る
契
機
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
。

　

例
え
ば
、
坂
上
田
村
麻
呂
は
、

ど
う
し
て
歴
史
上
で
は
到
達
し

て
い
な
い
は
ず
の
青
森
県
で
も

英
雄
と
し
て
「
ね
ぶ
た
」
の
伝

承
で
も
語
ら
れ
て
い
た
か
。
そ

れ
は
も
し
か
す
る
と
田
村
麻
呂

が
本
当
に
青
森
ま
で
来
て
い
て
、

彼
が
相
手
に
し
た
蝦
夷
と
は
、

北
海
道
の
ア
イ
ヌ
だ
っ
た
か
も

知
れ
な
い
と
か
・
・
・

　

し
か
し
、
や
は
り
疑
問
を
拭

う
事
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

二
．
を
読
む
と
わ
か
る
が
、
氏

は
あ
く
ま
で
蝦
夷
は
ア
イ
ヌ
で

あ
り
、
五
世
紀
以
降
の
東
北
に

は
ア
イ
ヌ
は
い
な
か
っ
た
と
断

じ
て
即
ち
蝦
夷
も
い
な
か
っ
た

と
結
論
づ
け
て
い
る
。
し
か
し
、

同
じ
日
本
語
で
も
場
合
に
よ
っ

て
は
現
代
で
も
津
軽
弁
や
薩
摩

弁
に
通
訳
が
必
要
で
あ
る
事
か

ら
、
蝦
夷
が
ア
イ
ヌ
語
を
話
し

て
い
た
と
は
断
言
で
き
な
い
し
、

必
ず
し
も
蝦
夷
＝
ア
イ
ヌ
で
は

な
い
、
と
い
う
認
識
は
既
に
常

識
に
な
っ
て
い
る
。
む
し
ろ
、

唐
の
天
子
に
献
上
し
た
蝦
夷
は

異
民
族
を
強
調
す
る
た
め
に
敢

え
て
ア
イ
ヌ
的
容
貌
の
者
を
選

ん
だ
と
疑
う
べ
き
で
は
な
い
か
。

三
．
の
ツ
ガ
ル
を
北
海
道
の
オ

ホ
ー
ツ
ク
沿
岸
に
当
て
は
め
る

に
至
っ
て
は
、
さ
す
が
に
強
引

な
印
象
が
拭
え
な
い
。
で
は
青

森
の
津
軽
の
地
名
は
ど
こ
か
ら

つ
い
た
の
か
。

　

四
．
五
．
の
蕨
手
刀
は
起
源

は
関
東
・
中
部
で
あ
る
が
東
北
に

伝
わ
っ
て
反
り
の
あ
る
独
自
の

形
状
に
進
化
し
た
と
言
わ
れ
る
。

　

北
東
北
に
鍛
冶
は
な
く
と
も
、

南
東
北
に
は
大
規
模
な
鍛
冶
の

証
拠
が
あ
る
。
交
易
の
品
に
過

ぎ
な
い
と
す
る
に
は
出
土
数
が

膨
大
で
あ
り
、
特
に
戦
闘
用
に

長
く
発
達
し
、
鍛
造
に
も
実
用

向
き
に
合
理
的
処
理
が
為
さ
れ

て
い
る
も
の
が
あ
る
。

　

加
え
て
、
よ
く
知
ら
れ
て
い

る
ア
テ
ル
イ
、
モ
レ
（
モ
ラ
イ
、

モ
タ
イ
と
も
）
は
も
ち
ろ
ん
、

更
に
古
い
時
代
の
ア
ヤ
カ
ス
、

イ
ナ
リ
ム
シ
、
ウ
ク
ハ
ウ
な
ど

奥
羽
人
の
ア
イ
ヌ
語
系
人
名
を

ど
う
考
え
れ
ば
い
い
の
か
。
こ

れ
ら
も
全
て
創
作
だ
と
い
う
の

か
？
い
や
、
彼
ら
は
北
海
道
の

ア
イ
ヌ
で
あ
る
、
と
い
う
な
ら
、

新
た
に
郡
を
開
拓
し
た
い
と
願

い
出
た
「
越
の
蝦
夷
」
イ
コ
キ

ナ
の
出
身
地
は
ど
こ
だ
っ
た
の

か
？

　

更
に
、
平
泉
を
建
設
し
た
藤

原
清
衡
は
自
ら
を
「
東
夷
の
遠

酋
」「
俘ふ

し
ゅ
う囚

の
上
頭
」
と
呼
ん

だ
事
が
、
中
尊
寺
落
慶
願
文
に

明
ら
か
で
あ
る
。

　

確
か
に
、
彼
ら
も
自
ら
を
蝦

夷
と
は
称
し
て
い
な
い
が
、
意

味
は
同
じ
で
あ
る
。
古
代
に
捏

造
さ
れ
た
概
念
を
刷
り
込
ま
れ
、

我
が
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
し

た
の
か
？
そ
う
で
は
な
い
だ
ろ

う
。
列
島
の
東
方
と
そ
の
北
は

「
夷
」
の
地
と
古
代
か
ら
確
か

に
位
置
づ
け
ら
れ
、
実
際
に
戦

い
が
繰
り
返
さ
れ
た
か
ら
こ
そ

平
泉
が
生
ま
れ
た
の
だ
。

　
「
正
史
」
に
は
確
か
に
捏
造

が
あ
り
、
誤
り
が
多
い
か
も
知

れ
な
い
が
、
全
否
定
す
る
に
は

東
北
の
歴
史
は
あ
ま
り
に
も
謎

多
く
、
深
淵
に
過
ぎ
る
よ
う
な

気
が
し
て
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

本
書
を
読
ん
で
い
て
、
思
い

起
こ
さ
れ
る
の
が
、
ユ
ー
ラ
シ

ア
西
の
果
て
の
ケ
ル
ト
民
族
で

あ
る
。
ケ
ル
ト
も
ま
た
、
近
代

に
な
っ
て
創
作
さ
れ
た
概
念
と

断
じ
ら
れ
た
り
、
実
体
が
な
い
、

民
族
で
す
ら
な
い
、
と
言
わ
れ

た
り
し
て
い
る
。
ケ
ル
ト
と
エ

ミ
シ
に
共
通
す
る
の
は
、
と
も

に
文
献
を
残
さ
な
か
っ
た
、
敗

者
の
側
で
あ
る
と
い
う
事
だ
。

　

よ
く
言
え
ば
彼
ら
の
実
態
に

つ
い
て
想
像
を
働
か
せ
る
余
地

が
あ
る
。
し
か
し
、
逆
に
形
成

さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
に
対
し
「
捏

造
」「
虚
像
」
と
い
う
判
定
が

下
さ
れ
、
闇
に
葬
ら
れ
る
可
能

性
も
高
い
と
い
う
事
だ
ろ
う
。

　

松
本
建
速
氏
は
本
書
を
執
筆

す
る
に
当
た
り
、
当
初
こ
れ
ま

で
の
著
作
を
ベ
ー
ス
に
解
り
や

す
い
本
に
ま
と
め
る
予
定
だ
っ

た
の
が
、
あ
る
理
由
で
大
き
な

変
更
を
行
っ
た
と
い
う
。

　

お
そ
ら
く
は
藤
原
不
比
等
の

権
力
を
背
後
に
『
日
本
書
紀
』

に
て
宣
伝
さ
れ
た
「
蝦
夷
」
と

い
う
存
在
が
現
代
の
私
た
ち
に

知
ら
れ
て
い
る
背
景
に
は
、
近

代
国
家
へ
の
道
を
歩
み
始
め
た

明
治
政
府
が
富
国
強
兵
を
推
し

進
め
、
海
外
へ
の
領
土
拡
張
の

機
運
を
高
め
る
た
め
に
古
代
天

皇
国
家
が
成
し
遂
げ
た
「
夷い

て
き狄

征
伐
」
を
教
科
書
で
も
大
々
的

に
謳
い
上
げ
、
国
民
の
意
識
に

刷
り
込
ま
せ
た
過
去
が
あ
っ
た
。

　

つ
ま
り
、「
エ
ミ
シ
」
は
再

び
、
国
家
に
利
用
さ
れ
た
訳
だ
。

　

そ
こ
に
来
て
近
年
の
安
倍
政

権
に
よ
る
右
傾
化
と
、「
戦
争

が
で
き
る
国
家
」
へ
の
強
引
な

舵
取
り
。
松
本
氏
に
と
っ
て
、

歴
史
が
捏
造
さ
れ
、
国
民
の
意

識
操
作
に
利
用
さ
れ
て
き
た
そ

の
事
実
を
伝
え
広
め
る
事
は
、

歴
史
家
と
し
て
の
今
こ
そ
果
さ

ね
ば
な
ら
な
い
使
命
と
も
い
う

べ
き
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
正
直
な
印
象
と
し

て
氏
は
思
い
余
っ
て
極
端
に
走

り
過
ぎ
た
の
で
は
な
い
か
、
と

思
わ
ざ
る
を
得
な
い
と
こ
ろ
が

あ
る
。
あ
く
ま
で
も
政
治
と
史

実
は
別
物
で
あ
り
、
時
の
政
治

に
い
く
ら
危
機
感
を
覚
え
る
か

ら
と
い
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
自

説
に
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
色

合
い
を
持
た
せ
る
た
め
に
脚
色

す
る
事
が
正
し
い
事
な
の
か
。

　

加
え
て
、
時
の
政
府
に
よ
る

情
報
操
作
の
意
図
が
絡
ん
で
い

る
事
柄
は
全
て
嘘
で
、
作
り
話

で
あ
る
、
と
い
う
風
潮
を
作
り

出
す
事
に
加
担
し
て
い
な
い
か
。

　

そ
の
例
が
、
源
義
経
の
北
行

伝
説
で
あ
る
。
大
陸
に
渡
っ
た

義
経
が
ジ
ン
ギ
ス
カ
ン
に
な
っ

た
伝
説
や
、
北
海
道
に
渡
っ
て

ア
イ
ヌ
に
生
活
技
術
を
伝
え
た

話
が
、
日
本
の
領
土
拡
大
を
意

図
し
た
伝
説
の
捏
造
と
政
治
利

用
で
あ
る
と
す
る
事
で
、
義
経

の
北
行
そ
の
も
の
が
架
空
と
片

付
け
ら
れ
、
真
実
追
究
の
可
能

性
が
摘
み
取
ら
れ
て
し
ま
う
。

　

同
様
に
、
エ
ミ
シ
が
政
治
的

に
利
用
さ
れ
た
事
実
が
あ
る
か

ら
と
い
っ
て
、
そ
の
存
在
を
真

っ
向
か
ら
否
定
し
て
し
ま
う
事

で
、
古
来
日
本
列
島
内
に
展
開

し
て
き
た
民
族
の
多
様
さ
を
考

察
す
る
契
機
す
ら
潰
し
兼
ね
な

い
。
そ
れ
は
逆
に
日
本
人
の
意

識
を
画
一
化
し
て
し
ま
う
危
険

を
孕
ん
で
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

だ
が
、果
た
し
て「
エ
ミ
シ
」

は
本
当
に
作
り
話
な
の
か
。

　
『
日
本
書
紀
』
と
同
時
代
に

編
纂
さ
れ
た
各
地
の
国
司
に
よ

る
報
告
書
即
ち
『
風
土
記
』
の

う
ち
、『
陸
奥
国
風
土
記
』
の

残
さ
れ
た
一
部
に
、
現
在
の
福

島
県
南
部
の
住
民
「
土
蜘
蛛
」

が
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
東
征
に
対

し
て
津
軽
の
「
夷
」
に
援
軍
を

得
て
、
彼
ら
は
共
闘
し
て
こ
れ

に
立
ち
向
か
っ
た
と
あ
る
。

　

現
在
の
福
島
県
白
河
郡
八
槻

と
思
わ
れ
る
地
域
か
ら
遠
く
津

軽
に
救
援
を
求
め
る
と
い
う
記

録
に
、
全
く
の
架
空
で
は
語
り

得
な
い
リ
ア
リ
テ
ィ
を
感
じ
る
。

　

こ
の
距
離
を
、
彼
ら
奥
羽
南

北
両
端
の
民
は
い
か
に
し
て
交

信
し
た
か
。
中
路
正
恒
氏
は
、

そ
こ
に
山
頂
を
伝
う
よ
う
に
設

け
ら
れ
た
狼の

ろ
し煙
と
い
う
伝
達
施

設
の
存
在
を
仮
定
す
る
。
映
画

『
ロ
ー
ド
・
オ
ブ
・
ザ
・
リ
ン

グ
』
に
も
描
か
れ
た
、
狼
煙
に

よ
る
遠
方
か
ら
の
受
信
、
そ
し

て
遠
方
へ
の
送
信
の
連
鎖
で
あ

る
。
蝦
夷
の
イ
メ
ー
ジ
を
既
に

こ
こ
で
覆
す
よ
う
な
、
東
北
を

舞
台
と
し
た
壮
大
な
ド
ラ
マ

だ
。

　

結
局
「
蝦
夷
」
と
い
う
表
記

自
体
は
『
日
本
書
記
』
独
自
の

表
現
だ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ

に
相
当
す
る
人
々
は
確
か
に

存
在
し
た
、
と
判
断
す
る
他
な

い
。

　

仮
に
、
古
代
の
蝦
夷
に
関
す

る
記
述
が
全
て
フ
ィ
ク
シ
ョ

ン
だ
っ
た
と
し
て
、
そ
れ
が
現

代
を
生
き
る
東
北
人
に
如
何

ほ
ど
影
響
す
る
だ
ろ
う
か
。
仮

想
の
敵
を
必
要
と
し
た
国
家

に
よ
っ
て
い
ず
れ
に
し
て
も

東
北
は
攻
め
続
け
ら
れ
る
宿

命
を
負
い
、
奥
州
安
倍
氏
は
確

か
に
滅
ぼ
さ
れ
、
後
の
平
泉
も

ま
た
征
服
さ
れ
た
。
そ
の
後
の

長
い
苦
難
の
道
も
、
培
っ
て
き

た
底
力
も
誇
り
も
捏
造
の
入

り
込
む
隙
は
な
く
、
微
塵
も
揺

ら
ぐ
も
の
で
は
な
い
。
東
北
人

に
と
っ
て
、
エ
ミ
シ
と
は
こ
こ

東
北
で
の
生
き
方
そ
の
も
の

で
あ
り
、
先
人
の
生
き
様
を
知

る
事
、
こ
れ
か
ら
の
東
北
で
生

き
る
意
味
を
考
え
る
事
で
、
更

な
る
エ
ミ
シ
の
歴
史
が
重
ね

ら
れ
て
い
く
だ
ろ
う
。

「
エ
ミ
シ
な
ど
い
な
か
っ
た
」

と
言
う
人
に
、
答
え
る
が
い
い
。

「
い
ま
、
俺
た
ち
が
い
る
」
と
。

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
、

全
国
の
旅
の
末
、
仙
台
に
移

住
。ど
の
本
屋
に
入
っ
て
も
、

と
り
あ
え
ず
郷
土
本
の
棚
に

向
か
っ
て
立
ち
読
み
を
始
め

る
東
北
好
き
で
あ
る
。

『
エ
ミ
シ
は
い
な
か
っ
た
』
説
が

東
北
に
も
た
ら
す
も
の
の
事

東北のアイデンティティに
一石を投じるか？『つくられ
たエミシ』
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ツルウメモドキ

初雪と甍

白鳥飛ぶ 早朝の遠野盆地

霜降る町 早朝の白鳥

ナツメ降雪

シリーズ 遠野の自然
「遠野の大雪」
遠野 1000 景より

　

暦
で
は
「
大
雪
」
を
迎
え
た
。

つ
い
に
、
そ
の
文
字
を
見
た
だ

け
で
身
震
い
す
る
季
節
が
や
っ

て
き
た
。

　

つ
い
先
ご
ろ
ま
で
は
暖
か
っ

た
り
肌
寒
か
っ
た
り
を
繰
り
返

し
て
不
安
定
だ
っ
た
天
候
は
、

ま
っ
し
ぐ
ら
に
寒
さ
に
突
き
進

ん
で
き
た
。

　

遠
野
で
は
す
で
に
氷
点
下
二

桁
の
日
も
あ
る
よ
う
だ
。
十
二

月
に
入
っ
た
ば
か
り
で
こ
の
気

温
と
い
う
こ
と
は
、
真
冬
を
迎

え
た
ら
ど
う
な
る
の
だ
ろ
う
と

余
計
な
心
配
を
し
て
し
ま
う
。

　

今
回
号
は
、
初
冬
の
遠
野
の

風
景
写
真
で
あ
る
。

　

降
雪
、
霜
、
白
鳥
、
ど
れ
も

冬
そ
の
も
の
の
風
景
で
あ
る
。

そ
れ
で
も
木
の
実
や
早
朝
の
灯

り
に
鮮
や
か
な
色
彩
が
見
え
て

ほ
っ
と
す
る
季
節
で
も
あ
る
。
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明治以降の悠紀と主基

大嘗祭悠紀殿供饌之儀図

いまさらながらの東北再興ビジョン ②
大
嘗
祭
と
は

　

天
皇
退
位
を
来
年
に
控
え
、

普
段
耳
に
し
た
こ
と
も
な
い
天

皇
に
よ
る
行
事
で
あ
る
「
大
嘗

祭
（
だ
い
じ
ょ
う
さ
い
）」
が

話
題
と
な
っ
て
い
る
。

新
た
な
天
皇
が
即
位
し
て
す
ぐ

に
執
り
行
わ
れ
る
新
嘗
祭
（
に

い
な
め
さ
い
）
が
大
嘗
祭
で
あ

る
。

　
新
嘗
祭
と
は
、
毎
年
11
月
に
、

天
皇
が
行
う
収
穫
祭
で
、
そ
の

年
の
新
穀
を
天
皇
が
神
に
捧
げ
、

天
皇
自
ら
も
食
す
祭
儀
で
あ
る

が
当
初
は
「
大
嘗
祭
」
と
は
こ

の
新
嘗
祭
の
別
名
で
あ
っ
た
。

後
に
、
即
位
後
初
め
て
の
新
嘗

祭
を
一
世
一
度
行
わ
れ
る
祭
と

し
て
、
大
規
模
に
執
り
行
う
こ

と
と
な
り
、
律
令
で
は
こ
れ
を

「
践
祚
大
嘗
祭
」
と
よ
び
、
通

常
の
大
嘗
祭
（
＝
新
嘗
祭
）
と

区
別
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
ウ
イ
キ
ペ
デ
ィ
ア
か
ら
）

天
皇
家
は
「
農
耕
」
を

司
る
一
族

　

大
嘗
祭
も
新
嘗
祭
も
当
然
な

が
ら
、
完
全
非
公
開
で
あ
る
。

十
一
月
二
十
三
日
、
天
皇
が
そ

の
年
の
新
米
を
天
上
地
上
の
す

べ
て
の
神
に
捧
げ
、
自
ら
も
食

す
儀
式
で
あ
る
。

　

天
皇
や
国
王
な
ど
の
国
家
の

リ
ー
ダ
ー
的
な
立
場
に
あ
る
人

が
、
米
の
行
事
を
執
り
行
う
の

は
、
他
の
ア
ジ
ア
諸
国
で
は
存

在
せ
ず
、
日
本
特
有
の
も
の
で

あ
る
と
い
う
。

　

そ
も
そ
も
天
皇
家
と
農
耕
と

は
非
常
に
関
係
が
深
く
、
一
説

に
は
、
天
皇
家
は
農
耕
を
司
る

一
族
と
い
っ
て
も
よ
い
と
い
う
。

　

な
か
で
も
稲
と
の
関
係
は
注

目
に
値
す
る
。
天
皇
即
位
の
際

の
大
嘗
祭
で
は
稲
が
重
要
で
あ

り
、
稲
は
天
皇
家
の
象
徴
で
も

あ
る
と
い
っ
て
よ
い
と
い
う
の

だ
。

天
孫
降
臨
と
ニ
ニ
ギ
ノ

ミ
コ
ト
と
米

　

こ
う
し
た
こ
と
の
由
来
は
、

天
照
大
神
と
孫
の
ニ
ニ
ギ
ノ
ミ

コ
ト
の
関
係
、
ま
た
天
孫
降
臨

に
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
天
孫
降
臨

の
と
き
、
ニ
ニ
ギ
ノ
ミ
コ
ト
は

天
照
大
神
よ
り
国
民
が
飢
え
る

こ
と
が
な
い
よ
う
に
と
、
高
天

原
に
実
っ
て
い
た
稲
穂
を
お
渡

し
に
な
ら
れ
た
。
そ
れ
を
以
て

毎
年
五
穀
豊
穣
と
な
る
よ
う
言

い
渡
さ
れ
た
。
ニ
ニ
ギ
ノ
ミ
コ

ト
は
し
か
と
そ
の
命
を
受
け
、

代
々
日
本
の
皇
と
な
る
も
の
に

そ
の
命
を
引
き
継
い
だ
。
つ
ま

り
、
日
本
の
神
様
か
ら
渡
さ
れ

た
と
て
も
大
切
な
も
の
で
あ
り
、

五
穀
豊
穣
は
天
皇
に
与
え
ら
れ

た
最
も
重
要
な
役
目
と
い
う
こ

と
に
な
る
の
だ
と
い
う
。

「
悠
紀
」と「
主
基
」・・

大
嘗
祭
で
使
わ
れ
る
米

の
産
地
の
こ
と

　

大
嘗
祭
は
、
悠
紀
殿
と
主
基

殿
で
執
り
行
わ
れ
る
。
そ
こ
で

そ
れ
ぞ
れ
神
饌
（
新
鮮
…
神
社

に
供
え
る
供
物
）
が
供
さ
れ
る
。

　

も
と
も
と
、
悠
紀
殿
と
主
基

殿
で
使
用
さ
れ
る
神
饌
と
し
て

の
米
は
「
卜
定
」（
ぼ
く
じ
ょ

う
）
に
よ
っ
て
選
ば
れ
、
原
則

と
し
て
、
あ
ら
か
じ
め
特
定
さ

れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
平
安
時

代
中
期
以
降
は
、
悠
紀
は
近
江

国
、
主
基
は
丹
波
国
と
備
中
国

が
交
互
に
選
ば
れ
て
き
た
。

　

近
代
に
入
り
、
悠
紀
は
東
日

本
、
主
基
は
西
日
本
か
ら
選
ば

れ
る
の
を
原
則
と
し
、
畿
内
の

国
（
山
城
国
・
大
和
国
・
河
内

国
・
和
泉
国
・
摂
津
国
の
令
制

5
か
国
（
現
在
の
京
都
府
、
奈

良
県
及
び
大
阪
府
））
か
ら
選

ば
れ
た
こ
と
は
一
度
も
な
い
よ

う
だ
。

　

明
治
時
代
以
降
の
悠
紀
と
主

基
の
一
覧
（
左
図
）
を
見
る
と
、

今
上
天
皇
の
選
定
で
驚
く
べ
き

こ
と
が
あ
る
。

歴
史
上
初
、
秋
田
の
米

が
採
用
さ
れ
た

　

大
嘗
祭
に
使
用
さ
れ
る
米
は
、

か
つ
て
は
天
皇
の
支
配
地
域
の

米
で
あ
っ
た
。
そ
の
歴
史
は
古

い
。

だ
か
ら
、
天
皇
家
発
祥
の
地
で

あ
る
畿
内
の
国
（
山
城
国
・
大

和
国
・
河
内
国
・
和
泉
国
・
摂

津
国
の
令
制
5
か
国
（
現
在
の

京
都
府
、
奈
良
県
及
び
大
阪

府
））
か
ら
選
ば
れ
た
こ
と
は

一
度
も
な
い
の
だ
。

つ
ま
り
は
、
新
た
に
支
配
地
と

な
っ
た
地
域
か
ら
選
定
さ
れ
る

と
い
う
こ
と
だ
。

か
つ
て
は
、
近
江
国
、
丹
波
国

と
備
中
国
が
新
た
な
支
配
地
域

と
な
っ
た
の
で
、
そ
こ
か
ら
の

米
が
選
ば
れ
た
の
だ
。

現
在
で
は
、
こ
う
し
た
こ
と
が

象
徴
的
な
意
味
し
か
持
ち
得
ず
、

実
際
に
天
皇
が
支
配
す
る
と
か

で
は
な
い
が
、
非
常
に
興
味
深

い
。

か
つ
て
の
枠
組
み
を
あ
て
は
め

る
と
す
る
と
、
今
上
天
皇
の
即

位
の
年
、
千
九
百
九
十
年
（
平

成
二
年
）
の
大
嘗
祭
で
は
、
秋

田
県
南
秋
田
郡
五
城
目
町
の
米

が
悠
紀
に
選
ば
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
秋

田
、
な
い
し
東
北
の
地
が
、
は

じ
め
て
天
皇
の
支
配
地
域
と
な

っ
た
の
で
、
そ
こ
か
ら
収
穫
さ

れ
た
米
を
選
定
し
た
と
い
う
意

味
に
な
る
。

　

大
嘗
祭
に
秋
田
産
の
米
が
使

わ
れ
た
こ
と
は
、
歴
史
上
初
め

て
の
こ
と
で
あ
り
、
東
北
の
米

と
い
う
問
題
を
考
え
て
い
く
上

で
も
非
常
に
興
味
深
い
。

さ
て
、
来
年
の
大
嘗
祭
で
は
ど

こ
の
産
地
の
米
が
使
わ
れ
る
の

で
あ
ろ
う
か
。
非
常
に
興
味
深

い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

東
北
の
米
問
題
を
多
角

的
に
見
る

　

前
号
で
も
東
北
の
米
問
題
を

取
り
上
げ
た
。

　

そ
こ
で
は
、
戦
後
の
米
不
足

を
何
と
か
す
る
た
め
に
、
東
北

の
地
が
選
ば
れ
、
増
産
政
策
が

採
ら
れ
た
。

　

東
北
で
育
つ
米
の
品
種
改
良

も
行
わ
れ
た
。
耕
作
地
拡
大
の

た
め
に
、
沼
地
の
干
拓
も
大
々

的
に
行
わ
れ
た
。

　

そ
し
て
東
北
の
米
は
戦
後
の

短
期
間
で
大
増
産
と
な
っ
た
。

そ
こ
ま
で
は
良
か
っ
た
の
だ
。

　

し
か
し
、
今
で
は
ど
う
な
の

だ
ろ
う
。
国
民
が
米
を
食
べ
な

く
な
っ
た
一
方
で
、
ま
す
ま
す

高
能
率
化
し
、
高
度
に
機
械
化

さ
れ
た
田
ん
ぼ
で
、
さ
ら
に
増

産
と
な
り
、
自
給
率
が
七
百
パ

ー
セ
ン
ト
と
い
う
異
様
な
米
余

り
と
な
っ
た
。

あ
ま
り
に
も
余
り
す
ぎ
た
の
で
、

今
度
は
そ
れ
を
調
整
す
る
た
め

に
減
反
政
策
が
採
ら
れ
た
。

　

こ
の
一
連
の
米
政
策
は
や
は

り
失
敗
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

そ
う
し
た
と
き
に
、
今
上
天

皇
の
大
嘗
祭
で
秋
田
の
米
が
選

ば
れ
た
。

　

な
ん
と
い
う
め
ぐ
り
あ
わ
せ

で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
れ
ら
の
東
北
米
問
題
検
討

ア
ン
グ
ル
だ
け
で
な
く
、
も
っ

と
多
角
的
に
東
北
の
米
政
策
を

検
討
す
べ
き
時
期
が
到
来
し
て

い
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

「米作りの東北」イメージを再検証する
天皇の大嘗祭と東北の米との関係を考える

天皇 大嘗祭が
行われた年

悠紀 主基 

明治天皇
1871 年
（明治 4 年）

山梨県巨摩郡上石田村（現・

甲府市）（甲斐国）

花房県長狭郡北小町村（現・

千葉県鴨川市）（安房国）

大正天皇 1915 年
（大正 4 年）

愛知県碧海郡六ツ美村大字中

島字上丸ノ内（現・岡崎市）

（三河国）

香川県綾歌郡山田村大字山

田上（現・綾川町）（讃岐国）

昭和天皇
1928 年
（昭和 3 年）

滋賀県野洲郡三上村（現・野

洲市）（近江国）

福岡県早良郡脇山村（現・

福岡市早良区）（筑前国） 

今上天皇 1990 年
（平成 2 年）

秋田県南秋田郡五城目町（羽

後国）

大分県玖珠郡玖珠町大字小

田（豊後国） 


