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こ
う
し
た
朝
廷
の
強
引
な
試

み
は
、
あ
る
部
分
で
は
成
功
し

た
か
に
見
え
た
が
、
他
方
で
、

エ
ミ
シ
の
大
き
な
恨
み
を
買
う

こ
と
に
も
な
っ
た
。

　

そ
し
て
、
最
終
的
に
は
、
日

本
で
最
も
長
い
「
三
十
八
年
戦

争
」
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
と

い
う
歴
史
が
あ
る
。

律
令
制
度
導
入

　

往
時
の
朝
廷
の
律
令
制
度
導

入
の
状
況
を
さ
ら
に
詳
し
く
再

現
し
て
み
よ
う
。

　

大
宝
1
年
（701

年
）、「
大

宝
律
令
」
が
制
定
さ
れ
、
地
方

は
国
（
こ
く
）、
郡
（
ぐ
ん
）、

里
（
り
）
と
い
う
単
位
に
分
け

ら
れ
、
国
司
、
郡
司
、
里
長
が

置
か
れ
た
。

　

国
司
は
都
か
ら
派
遣
さ
れ
、

郡
司
は
そ
の
地
方
の
豪
族
が
任

命
さ
れ
、
里
長
に
は
有
力
な
農

民
が
任
命
さ
れ
た
。
こ
う
し
た

命
令
系
統
に
よ
っ
て
税
の
取
り

立
て
が
組
織
的
に
行
わ
れ
た
。

　

ま
た
都
を
中
心
と
す
る
交
通

網
も
敷
か
れ
た
。
加
え
て
、
駅

馬
、
伝
馬
と
い
う
中
央
・
地
方

間
の
情
報
伝
達
シ
ス
テ
ム
も
構

築
さ
れ
た
。
そ
れ
ら
は
軍
事
用

に
用
い
ら
れ
て
強
力
な
武
器
と

な
っ
て
い
っ
た
。

　

徐
々
に
整
備
さ
れ
て
い
っ
た

大
和
中
央
集
権
国
家
は
、
い
よ

い
よ
東
北
の
地
に
「
城
柵
」
を

建
設
し
て
、
国
家
の
版
図
を
拡

大
し
て
い
っ
た
。

　

最
初
は647

年
に
新
潟
の

淳
足
柵
（
ぬ
た
り
の
さ
く
）
を
、

続
い
て648

年
に
同
じ
く
新

潟
に
磐
舟
柵
（
い
わ
ふ
ね
の
さ

く
）
を
、
七
世
紀
後
半
に
は
福

島
の
郡
山
遺
跡
を
、709

年

　

前
記
の
具
体
的
な
史
実
と
は
、

今
か
ら
千
三
百
年
前
の
陸
奥
国

北
部
の
「
入
植
」
と
「
移
配
」

と
い
う
史
実
で
あ
る
。

　

そ
の
時
代
は
奈
良
時
代
で
あ

り
、
朝
廷
は
全
国
的
な
律
令
体

制
浸
透
を
目
指
し
、
ま
た
全
国

統
一
を
目
指
し
て
、
従
わ
な
い

地
域
を
武
力
で
侵
攻
し
よ
う
と

し
て
い
た
時
代
で
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
た
侵
攻
の
な
か
で
も
、

当
時
の
陸
奥
国
北
部
、
現
在
の

宮
城
県
を
中
心
と
し
た
地
域
で

は
、
す
さ
ま
じ
い
戦
い
も
あ
り
、

策
謀
も
あ
り
、
結
果
的
に
、
そ

れ
ま
で
陸
奥
国
で
暮
ら
し
て
い

た
人
々
で
朝
廷
に
反
抗
し
た
が

敗
れ
た
人
々
は
全
国
に
強
制
的

に
移
住
さ
せ
ら
れ
た
。
こ
れ
を

「
移
配
」
と
い
う
。

　

他
方
、
陸
奥
国
北
部
を
実
質

的
に
支
配
し
、
耕
作
地
を
拡
大

し
、
税
収
増
を
目
論
む
朝
廷
は
、

当
時
の
坂
東
地
域
、
現
在
の
関

東
地
方
全
域
か
ら
、
農
民
を
強

制
的
に
陸
奥
国
北
部
に
移
住
さ

せ
た
。
こ
れ
を「
移
植
」と
い
う
。

　

朝
廷
は
、
こ
の
「
移
配
」
に

よ
り
、
陸
奥
国
北
部
以
北
に
暮

ら
し
て
い
た
エ
ミ
シ
の
力
を
弱

体
化
さ
せ
よ
う
と
し
た
。

　
新
年
号
に
あ
た
り
、

あ
ら
た
め
て
「
東
北
人

と
は
何
か
」
を
問
う

　

以
前
、「
東
北
人
と
は
だ
れ

か
」
と
い
う
テ
ー
マ
を
取
り
上

げ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
際
は

総
論
的
か
つ
抽
象
的
な
話
に
終

始
し
た
。

　

最
近
、
た
ま
た
ま
古
代
の
陸

奥
国
の
歴
史
を
調
べ
る
機
会
が

あ
り
、
興
味
深
い
具
体
的
な
史

実
に
巡
り
合
っ
た
の
で
、
新
年

に
あ
た
り
、
あ
ら
た
め
て
こ
の

テ
ー
マ
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に

し
た
。

　

当
新
聞
は
「
東
北
復
興
」
を

掲
げ
る
以
上
、
そ
の
原
点
と
も

い
う
べ
き
「
東
北
と
は
何
か
」、

「
東
北
人
と
は
だ
れ
か
」
と
い

う
基
本
的
な
テ
ー
マ
は
外
せ
な

い
。

　

新
聞
が
継
続
す
る
限
り
、
そ

こ
に
こ
だ
わ
り
続
け
て
い
き
た

い
と
考
え
る
。

今
か
ら
千
三
百
年
前
の

陸
奥
国
北
部
の「
入
植
」

と「
移
配
」を
考
え
る

　

前
記
の
具
体
的
な
史
実
と
は
、

新年号企画【東北人とは何か】を問う
奈良時代の陸奥国北部、黒川以北の「移植」

連載企画　　【東北先史時代学】　⑬

【移植の史実】・・・歴史書の注目すべき記事
霊亀元年(715)5月、相模・上総・常陸・上野・武
蔵・下野六国の富民千戸を移して陸奥に配す。

　

他
方
、
坂
東
の
農
民
を
大
量

に
「
移
植
」
さ
せ
る
こ
と
で
、

陸
奥
国
以
北
を
新
た
に
稲
作
の

地
に
変
え
よ
う
と
し
た
し
、
エ

ミ
シ
人
口
の
割
合
を
相
対
的
に

下
げ
て
、
住
人
分
布
図
を
塗
り

替
え
よ
う
と
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】

に
は
山
形
の
出
羽
柵
（
で
は
の

さ
く
）
を
、
そ
し
て
、
東
北
最

大
の
基
地
で
あ
る
「
多
賀
城
」

を724

年
に
設
置
し
た
。

　

こ
う
し
て
、
も
と
も
と
「
ひ

と
つ
の
く
に
」
で
あ
っ
た
も
の

が
、
西
日
本
を
中
心
と
し
た
中

央
集
権
国
家
と
特
に
東
北
以
北

の
地
域
と
は
完
全
に
別
の
ク
ニ

に
分
裂
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ

は
今
か
ら
約
千
三
百
年
前
の
こ

と
で
あ
っ
た
の
だ
。

　

ま
た
こ
の
間
、
西
日
本
を
中

心
と
し
た
中
央
集
権
、
武
力
を

伴
っ
た
新
国
家
へ
の
急
激
な
変

化
を
東
北
の
地
に
住
む
人
々
・

エ
ミ
シ
た
ち
は
詳
し
く
知
り
え

な
か
っ
た
し
、
た
と
え
一
部
を

知
っ
た
と
し
て
も
、
あ
ま
り
に

も
変
わ
り
す
ぎ
た
そ
の
全
容
を

理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ

た
。
あ
る
い
は
、
そ
の
変
貌
ぶ

り
を
最
初
は
過
小
評
価
し
て
い

た
の
か
も
し
れ
な
い
。

多
賀
城
と
い
う
東
北
侵

攻
の
大
拠
点

　

三
年
余
り
を
費
や
し
て724

年
に
設
置
さ
れ
た
多
賀
城
の
規

模
は
壮
大
で
あ
る
。
収
容
人
員

は
常
時
一
万
人
を
超
え
た
と
も

い
わ
れ
て
い
る
。

　

現
代
の
一
億
二
千
万
人
の
人

口
規
模
か
ら
考
え
る
と
あ
ま
り

多
い
と
は
思
え
な
い
か
も
し
れ

な
い
が
、
千
三
百
年
前
の
総
体

人
口
は
少
な
い
し
、
ま
し
て
陸

奥
国
の
人
口
を
考
え
た
と
き
、

一
万
人
と
い
う
規
模
が
ど
れ
ほ

ど
の
も
の
だ
っ
た
か
を
想
像
し

て
み
れ
ば
よ
い
。

　

加
え
て
、
あ
ま
り
に
も
巨
大

す
ぎ
た
多
賀
城
の
全
容
は
現
在

で
も
そ
の
大
き
さ
が
判
明
し
て

い
な
い
の
で
あ
る
。

　

敷
地
周
辺
に
あ
る
、
あ
ま
り

有
名
で
は
な
い
が
広
大
な
石
畳

の
一
部
や
山
王
遺
跡
、
は
た
ま

た
延
喜
式
内
神
社
、
さ
ら
に
は

敷
地
外
に
存
在
す
る
荒
脛
巾
神

社
も
残
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、
陸
奥
国
府
、
鎮
守
府
、

政
庁
、
寺
院
、
食
料
貯
蔵
庫
、

囲
み
櫓
な
ど
が
あ
っ
た
。

　

ま
た
、
最
近
発
掘
さ
れ
た
山

王
遺
跡
は
高
級
官
僚
の
住
居
群

と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
規

模
も
万
人
単
位
で
の
規
模
と
い

う
こ
と
で
あ
る
が
、
ま
だ
全
容

は
解
明
さ
れ
て
い
な
い
。

　

往
時
の
全
体
規
模
を
想
像
さ

せ
る
よ
う
な
模
型
す
ら
な
い
が
、

想
像
力
で
往
時
の
規
模
を
再
現

す
る
し
か
な
い
。
た
し
か
に
、

そ
こ
に
は
巨
大
な
朝
廷
の
出
先

機
関
が
あ
っ
た
の
だ
。

　

こ
こ
を
拠
点
に
し
て
、
陸
奥

国
北
部
を
侵
攻
し
よ
う
と
い
う

こ
と
で
あ
り
、
同
時
に
、
こ
の

巨
大
施
設
を
背
景
に
し
た
移
植

を
強
引
に
推
進
し
よ
う
と
し
た

の
で
あ
る
。

黒
川
以
北
十
郡
、十
一
郡

　

初
め
に
、
歴
史
書
の
記
述
を

見
て
み
よ
う
。
そ
こ
に
は
「
霊

亀
元
年(715)5

月
、
相
模
・

上
総
・
常
陸
・
上
野
・
武
蔵
・

下
野
六
国
の
富
民
千
戸
を
移
し

て
陸
奥
に
配
す
」
と
あ
る
。【移植の史実】・・・今から1300 年前の陸奥国北部・黒川以北の郡名・

　　　　　　　　   郷名と坂東の郡名・郷名との関係
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千
戸
移
民
と
は
ど
れ
く

ら
い
の
比
重
で
あ
っ
た

か
　

霊
亀
元
年
（715

年
）
の

千
戸
移
民
と
い
う
の
は
、
一
体

ど
の
く
ら
い
の
割
合
、
規
模
の

植
民
で
あ
ろ
う
か
。

　
「
黒
川
以
北
十
郡
」
は710

～720

年
代
に
設
置
さ
れ
た

が
、
そ
れ
は
大
量
の
「
和
人
」

の
植
民
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
わ

け
だ
が
、
当
時
は
五
十
戸
＝
一

　

霊
亀
２
年
（716

）
千
戸
移

民
に
よ
っ
て
黒
川
以
北
十
郡
が

成
立
し
た
と
の
見
方
が
で
き
る
。

　

黒
川
以
北
十
郡
と
は
、
黒
川

郡
、
志
太
郡
、
賀
美
郡
、
色
麻

郡
、
玉
造
郡
、
長
岡
郡
、
富
田

郡
、
新
田
郡
、
小
田
郡
、
牡
鹿

郡
の
十
郡
で
あ
る
。

　

ま
た
、
遅
く
と
も
天
平
11
年

(742)

の
正
月
ま
で
に
は
、
”

黒
川
郡
以
北
の
十
一
郡
”
(

十
郡
プ
ラ
ス
遠
田
郡
)
が
成
立

し
て
い
た
よ
う
だ
。

郷
で
あ
る
か
ら
千
戸
は
二
十
郷

に
あ
た
る
。

　

後
の
九
世
紀
に
、
こ
の
「
黒

川
以
北
十
郡
」
の
地
域
は

三
十
二
郷
で
あ
る
か
ら
、
千
戸

の
植
民
は
そ
の
約
63
％
に
当
た

る
と
い
う
見
方
も
で
き
る
。

　

該
当
す
る
地
域
の
過
半
数
が

移
民
で
占
め
ら
れ
る
と
い
う
状

況
を
想
像
す
る
と
、
も
と
も
と

の
住
民
で
あ
る
エ
ミ
シ
た
ち
が

ど
う
い
う
気
持
ち
に
な
っ
た
か

は
容
易
に
想
像
で
き
る
。

川
以
北
十
郡
だ
っ
た
が
、
後
に

黒
川
以
北
十
一
郡
と
な
る
と
き

に
作
ら
れ
た
「
遠
田
郡
」
だ
け

は
例
外
だ
っ
た
。

　

当
時
の
遠
田
郡
（
今
の
遠
田

郡
で
は
な
い
）
だ
け
は
、
先
ほ

ど
の
流
れ
と
は
別
で
、
他
の
郡

は
す
べ
て
「
公
民
」
で
あ
り
他

の
地
域
か
ら
の
入
植
者
で
税
金

も
納
め
て
い
た
人
た
ち
だ
っ
た

が
、
遠
田
郡
だ
け
は
別
だ
っ
た
。

　
「
海
道
蝦
夷
の
反
乱
」
と
い

う
大
き
な
蝦
夷
の
反
乱
が
集
結

し
た
神
亀
初
年
（724

年
）

に
「
十
郡
」
の
或
る
郡
、
お
そ

ら
く
小
田
郡
か
新
田
郡
を
分
割

し
て
反
抗
蝦
夷
を
強
制
移
住
さ

せ
村
を
建
て
た
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
が
水
田
農
耕
地
帯
の
田

夷
村
と
い
う
村
だ
っ
た
。
こ
れ

が
天
平
九
年
（737

年
）
ま

で
に
「
遠
田
郡
」
の
名
を
得
た
。

　

元
反
抗
エ
ミ
シ
だ
っ
た
と
い

う
こ
と
で
、
負
い
目
の
あ
っ
た

彼
ら
は
、
後
に
改
姓
を
申
し
出

て
、
受
理
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
の
改
姓
人
数
は
、
田
夷
遠

田
郡
人
合
計561

人
も
の
数

に
の
ぼ
っ
た
。

　

そ
し
て
後
に
、
こ
の
元
反
抗

エ
ミ
シ
た
ち
が
、
陸
奥
国
北
部

の
エ
ミ
シ
鎮
圧
、
日
本
初
の
産

金
、
鉄
資
源
開
発
、
さ
ら
に
岩

手
県
南
部
へ
の
朝
廷
の
侵
攻
な

ど
を
支
え
て
い
く
こ
と
に
な
る

の
で
あ
る
。

　

そ
れ
は
ま
た
、
朝
廷
に
よ
る

反
抗
エ
ミ
シ
懐
柔
作
戦
が
成
功

し
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
も
あ

っ
た
。

黒
と
白
と
川
と
河

　

こ
こ
ま
で
原
稿
を
し
た
た
め

て
い
た
ら
、
突
然
「
黒
川
」
と

「
白
河
」
が
重
な
っ
て
見
え
て

き
た
。
東
北
の
歴
史
で
重
要
な

地
名
で
あ
る
「
白
河
」、
そ
し

て
そ
れ
に
千
年
以
上
先
行
す
る

「
黒
川
」、
忘
れ
て
は
な
ら
な

い
地
名
で
あ
る
。　
（
続
く
）

　

そ
れ
で
も
植
民
者
の
数
は
足

り
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
朝
廷

の
見
立
て
の
よ
う
だ
っ
た
。

　

し
た
が
っ
て
、
さ
ら
に
移
植

は
推
進
さ
れ
て
い
っ
た
だ
ろ
う
。

宮
城
北
部
の
地
名
の
由

来
と
移
植
者
と
遠
田
郡

　

さ
ら
に
興
味
深
い
事
実
が
あ

る
。

　

陸
奥
国
北
部
の
黒
川
以
北
十

郡
、
現
在
の
宮
城
県
北
部
の
地

名
は
、
当
然
、
昔
か
ら
あ
っ
て
、

土
地
に
ち
な
む
何
ら
か
の
理
由

で
つ
け
ら
れ
た
地
名
だ
と
思
わ

れ
て
い
る
方
が
ほ
と
ん
ど
で
あ

ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
実
状
は
ま

っ
た
く
違
う
。

　

ま
っ
た
く
別
の
場
所
に
あ
る

地
名
が
移
植
者
と
と
も
に
移
動

し
て
来
た
の
で
あ
り
、
そ
の
こ

と
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
。

そ
れ
を
具
体
的
に
示
し
て
み
よ

う
。

　

一
面
の
対
比
表
に
あ
る
よ
う

に
、
当
時
の
坂
東
地
方
、
現
在

の
関
東
地
方
の
地
名
が
そ
っ
く

り
そ
の
ま
ま
「
移
住
」
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

多
賀
城
と
城
柵
に
守
ら

れ
た
移
植
民

　

大
量
の
移
民
の
入
植
に
よ
り
、

耕
作
地
を
奪
わ
れ
、
ど
ん
ど
ん

追
い
詰
め
ら
れ
て
い
く
エ
ミ
シ

た
ち
も
つ
い
に
立
ち
上
が
る
。

　

養
老
４
年
（720

年
）
の

エ
ミ
シ
の
反
乱
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
そ
の
反
乱
で
打
撃

を
受
け
は
し
た
が
、
二
年
後
の

養
老
六
年
の
改
革
に
よ
っ
て
、

大
崎
平
野
の
東
西
に
３
～
１
３

ｋ
ｍ
間
隔
で
城
柵
型
郡
家
が
設

置
さ
れ
、
十
郡
を
守
る
防
衛
線

が
構
築
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

（
二
面
の
地
図
参
照
）

　

黒
川
十
郡
の
南
方
に
ど
っ
し

り
と
構
え
る
多
賀
城
、
そ
し
て

陸
奥
国
北
部
に
再
構
築
さ
れ
た

城
柵
群
は
さ
ら
に
強
固
と
な
り
、

そ
れ
に
守
ら
れ
た
移
植
民
は
、

エ
ミ
シ
た
ち
を
尻
目
に
、
さ
ら

に
活
発
に
入
植
活
動
を
開
始
し

た
で
あ
ろ
う
。

唯
一
の
例
外
だ
っ
た
遠
田

郡
、反
抗
エ
ミ
シ
の
郡

　

こ
う
し
た
経
緯
で
出
来
た
黒

反抗エミシを集めて作った【遠田郡】

「海道蝦夷（かいどうエミシ）の反乱」という大きな蝦夷の
反乱が集結した神亀初年（724年）に、反抗蝦夷を強制移
住させ村を建てた。それが水田農耕地帯の田夷村という
村だった。これが天平9年（737年）までに「遠田郡」の名
を得た。

注）現在の遠田郡ではない

陸奥国北部の郡の分布状況

古代陸奥国北部の城柵と官衙跡
（東北歴史博物館　前今泉館長講座資料）
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郷土料理愛好家　
　　　　松本由美子氏

 《大根で作る 
タラコの子和え》

昔からの冬だから味

わえるタラの和えも

のです

（松本談）

『材料』　�大根 200 ｇ、生タラコ 150 ｇ、出し汁 100CC、 酒 大 1 、みりん大 1 、
砂糖 大 1、 醤油 大 、油 大 1 

『作り方』　①　大根は千切りにします。
　　　　  ②　生タラコは、皮から出します。 　　
　　　　  ③　大根を油で炒め、出し汁、調味料を入れ、10 分程煮ます。
　　　　  ④　そこへ、生タラコを入れ混ぜます。火が通ったら出来上がりです。

水産業再興のための
料理レシピ紹介

第53回 

クジラを食す
日本酒は浦霞
（金ラベル・生酒）
ホヤも旨い
三陸海鮮の店
新宿樽一

スパークリング生酒

新宿　樽一

飲みやすい浦霞金ラベル

日本酒のあてに最高！

ホヤの酢の物

クジラの刺身
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写真でお伝えする 東北の風景（新年） 写真撮影 尾崎匠
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食
べ
物
と
「
想
い
」
を

持
ち
寄
る
カ
フ
ェ 

　

昨
年
四
月
か
ら
「
せ
ん
カ
フ

ェ
」
を
始
め
た
。
毎
月
第
三
火

曜
日
の
午
後
七
時
か
ら
、
仙
台

市
の
中
心
部
、
一
番
町
に
あ
る

公
共
施
設
、
エ
ル
・
パ
ー
ク
仙

台
が
会
場
で
あ
る
。
参
加
す
る

人
に
は
、
食
べ
物
一
品
と
自
分

の「
想
い
」を
持
ち
寄
っ
て
も
ら

う
。
こ
ち
ら
か
ら
は
飲
み
物
を

提
供
し
、
ソ
フ
ト
ド
リ
ン
ク
の

み
の
人
は
五
百
円
、
ア
ル
コ
ー

ル
類
も
飲
む
人
は
千
五
百
円
を

会
費
と
し
て
支
払
っ
て
も
ら
う
。

医
療
や
介
護
の
資
格
の
あ
る

な
し
、
病
気
や
障
害
の
あ
る
な

し
、老
若
男
女
問
わ
ず
、い
ろ
ん

な
人
が「
ご
ち
ゃ
ま
ぜ
」で
自
分

た
ち
の
地
域
の
医
療
や
福
祉
や

ま
ち
づ
く
り
な
ど
に
つ
い
て
自

由
に
語
ら
う
集
い
の
場
で
あ
る
。

今
回
は
こ
の「
せ
ん
カ
フ
ェ
」に

つ
い
て
紹
介
し
た
い
。  

「
地
域
連
携
」
の
変
遷

 　

私
が
仕
事
で
担
当
し
て
い

る
雑
誌
は
、
医
療
側
か
ら
見
た

地
域
連
携
が
テ
ー
マ
で
あ
る
。

　

一
昔
前
ま
で
、
医
療
は
多
く

の
場
合
、
一
病
院
完
結
型
で
提

供
さ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
入

院
し
て
治
療
し
て
リ
ハ
ビ
リ
し

て
完
治
し
て
退
院
、
と
い
う
流

れ
だ
っ
た
。
し
か
し
、
ど
こ
の

病
院
も
そ
の
よ
う
な
体
制
だ
と
、

効
率
が
悪
い
。
そ
れ
で
、
地
域

に
あ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
病
院
が
自

院
の
強
み
を
活
か
し
て
急
性
期

や
回
復
期
、
慢
性
期
な
ど
の
医

療
を
そ
れ
ぞ
れ
担
い
、
連
携
し

て
医
療
を
提
供
す
る
、
地
域
完

結
型
の
医
療
が
進
め
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。
日
常
の
医
療
は

ま
ず
地
域
の
か
か
り
つ
け
医
と

な
っ
て
い
る
診
療
所
で
行
い
、

生
命
の
危
機
に
関
わ
る
疾
病
を

発
症
し
た
場
合
は
そ
こ
か
ら
紹

介
さ
れ
て
急
性
期
の
病
院
に
入

院
、
生
命
の
危
機
を
脱
し
た
後

は
回
復
期
の
病
院
に
移
っ
て
リ

ハ
ビ
リ
な
ど
を
進
め
、
さ
ら
に

療
養
が
必
要
な
患
者
は
慢
性
期

の
病
院
に
移
る
、
と
い
っ
た
流

れ
に
変
わ
っ
た
。 

　

そ
こ
で
必
要
に
な
っ
た
の
が
、

病
院
内
で
対
外
的
な
調
整
を
行

う
た
め
の
部
署
で
、
そ
れ
が
地

域
連
携
室
、医
療
連
携
室
、と
い

っ
た
名
称
の
部
署
だ
っ
た
。
そ

の
よ
う
な
わ
け
で
病
院
の
中
で

は
比
較
的
新
し
い
部
署
だ
が
、

そ
の
連
携
室
が
ま
ず
手
掛
け
た

の
は
地
域
で
患
者
の
か
か
り
つ

け
医
と
な
っ
て
い
る
診
療
所
と

の
連
携
だ
っ
た
。「
病
診
連
携
」

と
言
わ
れ
る
。
病
診
連
携
が
あ

る
程
度
出
来
上
が
っ
て
く
る
と
、

次
の
課
題
は
機
能
の
異
な
る
病

院
同
士
の
連
携
だ
っ
た
。
急
性

期
を
脱
し
た
患
者
が
円
滑
に
次

の
医
療
を
担
う
病
院
に
移
れ

る
た
め
の「
病
病
連
携
」で
あ
る
。

医
療
の
連
携
が
密
に
な
っ
て
も
、

そ
れ
だ
け
で
は
患
者
の
問
題
は

解
決
し
な
い
。
高
齢
化
に
伴
い
、

介
護
が
必
要
な
患
者
も
増
加
し
、

介
護
事
業
者
と
の
連
携
も
必
要

に
な
っ
た
。
そ
こ
で
「
医
療
介

護
連
携
」
の
た
め
の
取
り
組
み

が
進
ん
だ
。 

　

ど
の
よ
う
に
し
て
連
携
を
密

に
し
て
い
く
か
、
ま
ず
顔
を
合

わ
せ
る
機
会
を
つ
く
る
こ
と
が

有
効
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
わ

け
で
、
全
国
各
地
に
医
療
職
同

士
や
医
療
職
と
介
護
職
が
交
流

で
き
る
場
が
で
き
た
。
そ
れ
に

よ
っ
て
医
療
や
介
護
の
連
携
は

大
い
に
進
ん
だ
し
、
そ
れ
に
よ

っ
て
医
療
や
介
護
が
必
要
な
人

に
と
っ
て
も
大
い
に
メ
リ
ッ
ト

が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。 　

　

病
診
連
携
、
病
病
連
携
、
医

療
介
護
連
携
と
進
ん
で
き
た
連

携
は
現
在
、
も
う
一
ス
テ
ッ
プ

先
に
行
き
つ
つ
あ
る
。
医
療
や

介
護
の
専
門
職
で
は
な
い
、
地

域
の
様
々
な
構
成
員
、
例
え
ば

地
元
の
自
治
会
、
民
生
委
員
、

商
工
会
、
学
校
な
ど
と
連
携
す

る
必
要
性
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
本

来
の
意
味
で
の
「
地
域
連
携
」

と
も
言
え
る
が
、
従
来
の
連
携

と
明
確
に
区
別
す
る
た
め
に
こ

う
し
た
専
門
職
同
士
に
依
ら
な

い
連
携
を
「
社
会
連
携
」
と
呼

ぶ
研
究
者
も
い
る
。 

　

と
も
あ
れ
、
医
療
同
士
か
ら

医
療
と
介
護
へ
と
進
ん
だ
連
携

は
、
今
や
医
療
や
介
護
領
域
に

限
ら
な
い
地
域
全
体
と
の
連
携

へ
と
駒
を
進
め
つ
つ
あ
る
わ
け

で
あ
る
。「
せ
ん
カ
フ
ェ
」
も

そ
う
し
た
流
れ
の
中
で
捉
え
る

こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

「
せ
ん
カ
フ
ェ
」の「
言

い
出
し
っ
ぺ
」の
こ
と 

　

さ
て
、「
せ
ん
カ
フ
ェ
」の「
言

い
出
し
っ
ぺ
」は
、実
は
私
で
は

な
い
。
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ

ー
に
勤
め
る
介
護
支
援
専
門
員

で
、
一
緒
に「
せ
ん
カ
フ
ェ
」の

共
同
代
表
を
務
め
る
荒
井
裕
江

女
史
こ
そ
が
言
い
出
し
っ
ぺ

で
あ
る
。
彼
女
と
は
最
初
、
仙

台
市
内
で
介
護
職
が
集
ま
っ
て

の
飲
み
会
で
普
通
に
名
刺
交
換

を
し
た
の
だ
が
、
そ
の
後
小
学

校
の
時
に
同
じ
ク
ラ
ス
だ
っ
た

こ
と
に
気
づ
い
た
。
ま
た
、
彼

女
と
は
目
指
す
方
向
性
に
似
通

っ
た
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
要
は
、

つ
な
が
る
こ
と
の
重
要
性
、
つ

な
が
れ
る
場
を
つ
く
る
こ
と
の

重
要
性
へ
の
認
識
が
共
通
し
て

い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
そ
れ

以
降
、
医
療
や
介
護
の
関
係
者

が
集
ま
れ
る
イ
ベ
ン
ト
ご
と
を

一
緒
に
企
画
す
る
機
会
が
多
く

あ
っ
た
。 

　

私
は
先
述
の
よ
う
に
、
仕
事

柄
、
地
域
の
医
療
や
介
護
を
成

り
立
た
せ
る
た
め
に
は
関
係
者

間
で
お
互
い
の
顔
が
見
え
る
つ

な
が
り
を
つ
く
る
こ
と
が
重
要

だ
と
、
様
々
な
事
例
を
見
聞
き

す
る
中
で
強
く
感
じ
て
い
た
。

彼
女
は
彼
女
で
、
普
段
の
仕
事

を
通
し
て
、
や
は
り
関
係
職
種

が
つ
な
が
る
こ
と
の
重
要
性
を

実
感
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。 

　

違
う
の
は
、
そ
こ
か
ら
の
行

動
力
で
あ
る
。「
せ
ん
カ
フ
ェ
」

に
は
お
手
本
が
あ
る
。
東
京
の

世
田
谷
で
や
っ
て
い
る
「
せ
た

カ
フ
ェ
」で
あ
る
。そ
の
情
報
を
、

や
は
り「
せ
た
カ
フ
ェ
」を
お
手

本
に
宮
崎
の
日
南
市
で
「
に
ち

な
ん
も
ち
よ
り
カ
フ
ェ
」
を
運

営
し
て
い
た
宮
崎
県
立
日
南
病

院
の
医
師
、
木
佐
貫
篤
氏
か
ら

聞
く
や
否
や
、彼
女
は「
せ
た
カ

フ
ェ
」
を
主
宰
し
て
い
る
ノ
ン

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
ラ
イ
タ
ー
の
中

澤
ま
ゆ
み
氏
に
コ
ン
タ
ク
ト
を

取
り
、
実
際
に「
せ
た
カ
フ
ェ
」

に
参
加
し
た
。
そ
れ
が
、
一
昨

年
の
九
月
下
旬
。
実
際
に
見
て

み
て
「
仙
台
で
も
同
じ
場
を
作

り
た
い
！
」と
思
っ
た
よ
う
で
、

十
一
月
初
め
に
は
「
も
ち
よ
り

カ
フ
ェ
、
仙
台
で
も
開
催
し
な

い
？
」と
連
絡
が
来
た
。彼
女
は
、

医
療
介
護
の
壁
を
超
え
て
、
一

般
の
人
も
気
兼
ね
な
く
集
え
る

会
を
つ
く
り
た
い
、
そ
こ
で
い

ろ
ん
な
人
を
つ
な
ぎ
た
い
、
と

考
え
た
の
で
あ
る
。 

　

私
は
私
で
、
仕
事
柄
、
地
域

の
中
で
の
専
門
職
同
士
の
つ
な

が
る
場
が
で
き
て
、
実
際
に
そ

こ
で
得
た
つ
な
が
り
が
医
療
介

護
の
現
場
で
も
活
か
さ
れ
て
い

る
こ
と
も
見
て
き
た
。
仙
台
市

内
は
も
と
よ
り
、
東
北
の
各
地

域
で
も
活
発
に
活
動
し
て
い
る

連
携
の
会
も
多
く
あ
る
。
た
だ
、

先
述
の
よ
う
に
、
医
療
や
介
護

を
取
り
巻
く
連
携
が
新
た
な
段

階
を
迎
え
つ
つ
あ
る
中
で
地
域

全
体
の
こ
と
を
考
え
た
時
に
、

専
門
職
同
士
が
つ
な
が
る
だ
け

で
は
不
十
分
だ
と
も
感
じ
て
い

た
。
専
門
職
同
士
の
熱
意
あ
る

取
り
組
み
が
地
域
に
見
え
る
た

め
に
は
、
地
域
に
開
か
れ
た
場

も
必
要
な
の
で
は
な
い
か
、
そ

う
考
え
て
い
た
と
こ
ろ
に
、
彼

女
か
ら
そ
の
よ
う
な
相
談
が
あ

っ
た
の
で
、
も
ろ
手
を
挙
げ
て

賛
成
し
て
一
緒
に
や
る
こ
と
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。 

　

木
佐
貫
氏
や
中
澤
氏
の
こ
と

は
私
も
よ
く
存
じ
上
げ
て
い
る

し
、
中
澤
氏
か
ら
は
ぜ
ひ
一
度

せ
た
カ
フ
ェ
に
、
と
の
お
誘
い

も
い
た
だ
い
て
い
た
が
、
日
々

の
バ
タ
バ
タ
に
追
わ
れ
て
行
け

な
い
で
い
た
と
こ
ろ
に
、
彼
女

は
あ
っ
と
い
う
間
に
行
動
に
移

し
て
、「
仙
台
に
も
み
ん
な
が
気

軽
に
集
え
る
場
を
つ
く
る
！
」

と
決
意
し
て
帰
っ
て
き
た
の
で

あ
る
。
そ
の
パ
ワ
ー
た
る
や
、

お
見
事
と
い
う
ほ
か
な
い
。 

　

彼
女
は
会
場
も
み
ん
な
が
集

ま
り
や
す
い
と
こ
ろ
が
い
い
と

い
う
こ
と
で
中
心
部
、
少
な
い

予
算
で
や
り
く
り
す
る
の
で
公

共
の
施
設
と
い
う
こ
と
で
エ

ル
・
パ
ー
ク
仙
台
を
リ
ス
ト
ア

ッ
プ
し
、
出
掛
け
て
い
っ
て
会

の
趣
旨
を
説
明
し
て
協
力
を
依

頼
し
た
。
そ
う
し
た
と
こ
ろ
、

ロ
ッ
カ
ー
や
メ
ー
ル
ボ
ッ
ク
ス

が
使
用
で
き
て
、
会
場
も
一
般

の
貸
出
開
始
日
よ
り
も
前
に
予

約
す
る
こ
と
が
で
き
る
「
ロ
ッ

カ
ー
・
ワ
ー
ク
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

利
用
団
体
」
と
し
て
認
定
し
て

も
ら
え
た
。 

　

ま
た
、
デ
ザ
イ
ン
に
強
い
知

り
合
い
に
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
作
成

を
依
頼
し
、
必
要
部
数
を
印
刷

し
て
、
仙
台
市
内
の
公
共
施
設

に
足
を
運
ん
で
置
い
て
も
ら
え

る
よ
う
依
頼
し
た
り
、
趣
旨
に

賛
同
し
て
協
力
し
て
く
れ
そ
う

な
人
た
ち
に
声
を
掛
け
て
運
営

に
協
力
し
て
も
ら
え
る
仲
間
を

募
っ
た
り
す
る
な
ど
、
と
に
か

く
周
り
を
巻
き
込
ん
で
精
力
的

に
動
き
回
っ
た
。
そ
の
結
果
、

「
せ
た
カ
フ
ェ
」の
視
察
か
ら
わ

ず
か
半
年
後
に「
せ
ん
カ
フ
ェ
」

を
ス
タ
ー
ト
す
る
こ
と
が
で
き

た
。 

　

私
が
こ
だ
わ
っ
た
こ
と
と
言

え
ば
、
毎
月
決
ま
っ
た
日
に
開

催
す
る
よ
う
に
し
た
い
と
い
う

こ
と
で
あ
っ
た
。
皆
、
仕
事
を

持
ち
な
が
ら
手
弁
当
で
の
運
営

と
な
る
の
で
、
準
備
の
大
変
さ

な
ど
を
考
慮
し
て
隔
月
の
開
催

に
し
た
方
が
と
い
う
意
見
も
あ

っ
た
の
だ
が
、
私
と
し
て
は
毎

月
決
ま
っ
た
日
に
そ
こ
に
来
れ

ば
必
ず
み
ん
な
が
い
る
、
と
い

う
場
を
作
り
た
か
っ
た
。
隔
月

の
開
催
だ
と
そ
の
月
は
せ
ん
カ

フ
ェ
が
あ
る
月
か
ど
う
か
参
加

し
た
い
人
が
迷
っ
た
り
す
る
こ

と
も
考
え
ら
れ
た
の
で
、
毎
月

開
催
と
い
う
部
分
は
通
さ
せ
て

い
た
だ
い
た
。
そ
し
て
具
体
的

に
い
つ
が
い
い
か
検
討
し
た
結

果
、
毎
月
第
三
火
曜
日
夜
七
時

か
ら
の
開
催
と
い
う
こ
と
に
な

っ
た
わ
け
で
あ
る
。  

毎
月
第
三
火
曜
日
は

「
せ
ん
カ
フ
ェ
」
の
日 

　

そ
の
よ
う
に
し
て
、「
せ
た
カ

フ
ェ
」
を
視
察
し
て
か
ら
わ
ず

か
半
年
足
ら
ず
の
昨
年
四
月

一
七
日（
火
）に
、第
一
回
の「
せ

ん
カ
フ
ェ
」
開
催
に
こ
ぎ
つ
け

た
。
会
場
の
定
員
ぎ
り
ぎ
り
の

五
十
名
の
方
に
参
加
し
て
い
た

だ
い
た
が
、
医
療
や
介
護
の
専

門
職
は
も
ち
ろ
ん
、
障
害
を
持

っ
た
人
や
家
族
に
障
害
を
持
っ

た
人
が
い
る
人
も
含
め
て
様
々

な
人
に
集
ま
っ
て
い
た
だ
け
た
。

「
せ
ん
カ
フ
ェ
」の
最
重
要
の
キ

ー
ワ
ー
ド
は「
ご
ち
ゃ
ま
ぜ
」だ

と
常
々
荒
井
氏
と
は
話
し
合
っ

て
い
る
の
で
、
そ
の
意
味
で
も

と
て
も
よ
か
っ
た
。 

　

会
で
は
ま
ず
、会
の
趣
旨
を
説

明
し
、参
加
者
に
守
っ
て
い
た
だ

き
た
い
「
三
つ
の
約
束
」
を
読
み

上
げ
た
後
、あ
ら
か
じ
め
お
願
い

し
て
お
い
た
参
加
者
お
一
人
に

「
話
題
提
供
」を
し
て
い
た
だ
く
。

参
加
者
一
人
ひ
と
り
、話
し
て
み

る
と
実
に
多
様
な
バ
ッ
ク
グ
ラ

ウ
ン
ド
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が

分
か
る
。
そ
の
一
端
を
披
歴
し

て
い
た
だ
く
こ
と
は
と
て
も
勉

強
に
な
る
。
そ
の
意
図
通
り
、毎

回
実
に
多
彩
な
話
題
が
提
供
さ

れ
て
い
る
。
そ
の
後
、持
ち
寄
っ

た
食
べ
物
を
食
べ
、用
意
し
た
飲

み
物
を
飲
み
な
が
ら
自
由
に
対

話
し
て
も
ら
う
。
グ
ル
ー
プ
ワ

ー
ク
で
は
な
い
の
で
、テ
ー
マ
も

定
め
な
い
し
、も
ち
ろ
ん
ど
ん
な

話
を
し
た
か
発
表
し
て
も
ら
う

こ
と
も
し
な
い
。
一
人
ひ
と
り

が
自
由
に
食
べ
、飲
み
、話
し
、そ

の
結
果
今
ま
で
つ
な
が
っ
て
い

な
か
っ
た
人
と
つ
な
が
り
、あ
わ

よ
く
ば
そ
こ
か
ら
ま
た
新
た
な

何
か
が
生
ま
れ
れ
ば
、と
考
え
て

い
る
。 

　

第
一
回
か
ら
第
三
回
ま
で
は

毎
回
定
員
ぎ
り
ぎ
り
の
参
加
が

あ
っ
た
の
で
で
き
な
か
っ
た
が
、

参
加
者
数
が
四
十
名
前
後
に
落

ち
着
い
て
き
た
第
四
回
以
降
は
、

一
人
一
分
以
内
の
自
己
紹
介
タ

イ
ム
を
設
け
た
。
そ
れ
に
よ
っ

て
参
加
し
て
い
る
お
互
い
の
こ

と
を
知
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
と

考
え
て
の
こ
と
で
あ
る
。
第
七

回
以
降
は
、
定
員
自
体
を
四
十

名
と
し
て
、
毎
回
自
己
紹
介
タ

イ
ム
を
設
け
て
い
る
。 

　

荒
井
女
史
は
言
う
。「
結
局
、

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
に
せ

よ
、地
域
共
生
社
会
に
せ
よ
、医

療
介
護
の
専
門
職
だ
け
じ
ゃ

ど
う
に
も
で
き
な
く
て
、
そ
の

地
域
に
住
ん
で
い
る
人
が
主

役
、と
言
う
か
、当
事
者
の
わ
け

だ
か
ら
、
そ
の
人
た
ち
と
話
を

し
な
い
と
地
域
は
変
わ
ら
な
い

よ
ね
」と
。
ま
た
、「
仕
事
で
疲

れ
た
時
で
も
フ
ラ
っ
と
参
加
出

来
て
、
志
が
一
緒
の
方
々
に
会

え
た
り
、
繋
が
る
事
で
力
を
貰

え
た
り
。
ホ
ッ
と
し
た
時
間
を

過
ご
せ
る
会
が
出
来
た
ら
い
い

ね
」と
も
。「
せ
ん
カ
フ
ェ
」は
小

さ
な
取
り
組
み
で
は
あ
る
が
、

参
加
し
て
く
れ
る
人
に
と
っ
て

そ
の
よ
う
な
場
で
あ
れ
ば
よ
い

と
私
も
思
う
。 

　
「
毎
月
第
三
火
曜
日
は『
せ
ん

カ
フ
ェ
』の
日
」と
い
う
こ
と
が

定
着
す
る
よ
う
、
今
後
も
地
道

に
、
着
実
に「
せ
ん
カ
フ
ェ
」を

続
け
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い

る
。
も
し
関
心
の
あ
る
人
が
い

れ
ば
、
ぜ
ひ
毎
月
第
三
火
曜
日

夜
七
時
に
エ
ル
・
パ
ー
ク
仙
台

五
階
の
「
創
作
ア
ト
リ
エ
＆
食

の
ア
ト
リ
エ
」
に
来
て
い
た
だ

け
れ
ば
と
思
う
。
そ
こ
に
は
い

つ
も
笑
顔
で
の
対
話
が
た
く
さ

ん
あ
る
は
ず
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

よ
う
こ
そ「
せ
ん
カ
フ
ェ
」へ
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新
た
な
年
が
明
け
た
が
、
巷

で
は
平
成
最
後
と
同
時
に
新
元

号
最
初
の
年
で
あ
る
事
に
加
え
、

翌
年
に
は
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

と
い
う
一
大
国
家
事
業
を
控
え

る
と
い
う
だ
け
あ
っ
て
、
一
種

特
別
な
区
切
り
の
年
越
し
と
感

じ
て
い
る
人
も
多
い
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

　

思
え
ば
前
元
号
・
昭
和
の
時

代
は
私
が
十
八
歳
の
冬
を
過
ご

し
て
い
た
あ
る
日
、
天
皇
の
崩

御
に
よ
り
突
然
に
終
わ
っ
た
。

　

今
回
は
一
年
以
上
前
に
生
前

退
位
が
決
ま
っ
て
お
り
、
平
成

天
皇
は
「
上
皇
」
へ
と
転
身
す

る
と
い
う
、
現
在
生
き
て
い
る

世
代
は
誰
も
見
た
事
の
な
い
、

約
二
百
年
ぶ
り
の
「
天
皇
譲

位
」
を
目
の
当
た
り
に
す
る
訳

で
あ
る
。

　

そ
れ
に
し
て
も
、
天
皇
と
い

う
存
在
は
立
場
に
よ
っ
て
対
す

る
感
情
や
捉
え
方
が
変
わ
っ
て

く
る
も
の
だ
。
英
国
を
は
じ
め

王
を
戴
く
国
々
に
と
っ
て
は
共

通
点
が
見
出
さ
れ
て
親
近
感
が

湧
く
だ
ろ
う
し
、
米
国
な
ど
王

を
持
た
な
い
国
に
と
っ
て
は
ど

こ
か
踏
み
込
み
難
い
領
域
の
あ

る
神
秘
的
な
存
在
と
映
る
か
も

知
れ
な
い
。
一
方
で
韓
国
や
中

国
な
ど
古
代
か
ら
日
本
と
天
皇

の
存
在
を
知
り
、
交
渉
と
軋
轢

を
繰
り
返
し
て
き
た
隣
国
に
と

っ
て
は
複
雑
な
愛
憎
の
感
情
と

と
も
に
、
得
体
の
知
れ
な
さ
へ

の
不
安
を
抱
か
せ
る
存
在
な
の

か
も
知
れ
な
い
。

　

そ
れ
は
古
く
か
ら
同
じ
日
本

列
島
に
住
む
私
た
ち
で
あ
っ
て

も
同
様
だ
。
ア
イ
ヌ
民
族
や
沖

縄
の
人
々
は
も
ち
ろ
ん
、
古
来

よ
り
直
接
の
臣
民
で
あ
る
は
ず

の
「
大
和
民
族
」
の
間
で
す
ら
、

そ
の
気
持
ち
は
一
様
・
一
枚
岩

と
は
到
底
言
え
な
い
だ
ろ
う
。

　

つ
く
づ
く
論
じ
難
い
テ
ー
マ

で
は
あ
る
が
、
当
新
聞
紙
面
だ

か
ら
こ
そ
書
け
る
事
も
あ
る
だ

ろ
う
と
判
断
し
て
、
こ
の
特
別

な
年
明
け
の
機
会
に
東
北
に
と

っ
て
の
天
皇
に
つ
い
て
考
え
て

み
た
い
。

　
　
　
　
　

＊

　

一
般
に
、
東
北
と
い
え
ば
「

蝦え
み
し夷

」
で
あ
り
、
少
し
歴
史
を

か
じ
っ
た
人
間
な
ら
ば
古
代
か

ら
「
天
皇
を
戴
く
国
家
」
に
従

わ
ず
叛
乱
を
繰
り
返
し
た
『
ま

つ
ろ
わ
ぬ
民
』
と
い
う
イ
メ
ー

ジ
を
持
つ
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
の

系
譜
は
、
戊
辰
戦
争
に
て
、「
賊

軍
」
の
烙
印
を
不
当
に
押
さ
れ

な
が
ら
も
ど
こ
か
「
上
等
だ
！

甘
ん
じ
て
そ
の
汚
名
受
け
よ
う

ぞ
」
と
い
う
よ
う
な
、
も
は
や

体
質
的
に
「
ま
つ
ろ
わ
ぬ
」
様

が
板
に
つ
い
て
し
ま
う
ま
で
続

く
、
因
果
な
地
域
性
と
も
言
え

る
。

　

と
こ
ろ
が
、
近
年
こ
の
概
念

を
全
く
覆
し
て
し
ま
う
論
説
に

出
会
っ
た
。
以
前
、
拙
稿
で
紹

介
し
た
独
学
の
古
代
史
研
究
家

・
関
裕
二
氏
の
著
作
『
新
・
古

代
史
謎
解
き
紀
行　

消
え
た
蝦

夷
た
ち
の
謎　

東
北
編
』
に
よ

れ
ば
、
蝦
夷
は
始
め
の
時
代
、

「
天
皇
に
信
頼
さ
れ
て
い
た
」

上
に
、
天
皇
に
と
っ
て
の
「
数

少
な
い
味
方
だ
っ
た
」
と
い
う

の
で
あ
る
。
一
体
、
ど
う
い
う

事
な
の
だ
ろ
う
か
？

　

そ
も
そ
も
、
天
皇
と
は
一
体

何
者
だ
っ
た
の
か
。

　

か
つ
て
私
は
天
皇
の
始
祖
が

大
陸
よ
り
渡
来
し
て
、
先
住
の

出
雲
系
勢
力
を
屈
服
さ
せ
た
の

だ
と
単
純
に
考
え
て
い
た
の
で
、

天
皇
と
先
住
の
勢
力
、
つ
ま
り

蝦
夷
を
含
む
土
着
の
人
々
と
は

始
め
か
ら
対
立
し
て
い
た
の
だ

と
思
い
込
ん
で
い
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
関
氏
の
説
で
は

思
い
も
か
け
ぬ
展
開
を
見
せ
る
。

天
皇
の
祖
は
も
と
も
と
出
雲

系
つ
ま
り
先
住
民
側
の
出
身
で

あ
り
、
出
雲
を
下
し
制
圧
し
た

側
で
あ
る
「
大
和
政
権
」
に
迎

え
入
れ
ら
れ
て
天
皇
に
な
っ
た
、

と
い
う
事
ら
し
い
の
だ
。

　

な
ぜ
こ
の
よ
う
な
事
に
な
っ

た
か
と
い
う
と
、
ま
ず
関
説
に

よ
れ
ば
九
州
に
あ
っ
た
と
い
う

邪
馬
台
国
が
瀬
戸
内
海
の
吉
備

・
日
本
海
の
出
雲
・
そ
し
て
畿

内
の
ヤ
マ
ト
の
連
合
軍
と
戦
い
、

出
雲
の
ト
ヨ
（
神
功
皇
后
）
に

よ
っ
て
滅
ぼ
さ
れ
る
。
し
か
し

邪
馬
台
国
を
乗
っ
取
り
力
を
つ

け
る
出
雲
を
怖
れ
た
吉
備
が
、

今
度
は
ト
ヨ
を
抹
殺
し
に
掛
か

っ
た
、
と
い
う
の
だ
。
ト
ヨ
は

九
州
南
部
に
落
ち
延
び
る
が
、

ヤ
マ
ト
に
君
臨
し
た
吉
備
は
や

が
て
祟
り
を
怖
れ
て
ト
ヨ
の
子

孫
を
司
祭
王
、
即
ち
後
の
天
皇

と
し
て
迎
え
入
れ
た
、
と
い
う

顛
末
で
あ
る
。

　

こ
の
祟
り
と
い
う
の
は
具
体

的
に
は
、
ヤ
マ
ト
に
蔓
延
し
た

疫
病
で
あ
っ
た
ろ
う
と
し
、
こ

れ
が
出
雲
神
で
あ
る
奈
良
・
三

輪
山
の
大
物
主
神
に
よ
る
「
ト

ヨ
の
末
裔
を
迎
え
よ
」
と
い
う

託
宣
と
さ
れ
た
の
だ
と
す
る
。

こ
れ
に
よ
り
出
雲
の
末
裔
は
ヤ

マ
ト
の
実
権
な
き
王
と
な
っ
た

が
、
本
来
は
敵
で
あ
っ
た
領
域

に
単
独
で
赴
く
破
目
に
な
っ
た

彼
は
古
く
か
ら
信
用
の
お
け
る

存
在
を
身
辺
の
警
護
役
と
し
て

側
に
置
い
た
。
そ
れ
が
出
雲
と

同
様
先
住
民
側
の
、
九
州
の
隼

人
で
あ
り
、
東
国
・
奥
羽
の
蝦

夷
で
あ
っ
た
、
と
い
う
事
な
の

だ
。
荒
唐
無
稽
な
創
作
の
よ
う

だ
が
、
初
期
の
天
皇
が
蝦
夷
達

を
警
護
に
置
い
た
の
は
事
実
で

あ
り
、
こ
の
よ
う
な
背
景
な
し

で
は
辻
褄
が
合
わ
な
い
、
と
す

る
の
も
頷
け
る
。

　

関
氏
に
よ
れ
ば
、
朝
廷
の
蝦

夷
へ
の
対
応
が
ガ
ラ
リ
と
変
わ

っ
た
の
が
世
に
言
う
「
大
化
の

改
新
」
直
後
か
ら
だ
と
い
う
。

　

そ
れ
以
前
の
天
皇
と
は
、
司

祭
王
か
ら
の
脱
却
を
図
っ
た
か

の
よ
う
な
雄
略
、
継
体
ら
実
力

行
使
型
の
王
に
始
ま
り
推
古
や

聖
徳
太
子
に
連
な
る
流
れ
で
あ

る
。
彼
ら
を
背
後
か
ら
支
え
た

の
が
蘇
我
氏
で
あ
り
、
そ
し
て

東
国
・
東
北
の
蝦
夷
だ
っ
た
。

　

し
か
し
後
の
天
智
天
皇
と
中

臣
鎌
足
の
ク
ー
デ
タ
ー
に
よ
っ

て
政
局
は
ひ
っ
く
り
返
り
、
新

政
権
、
特
に
鎌
足
の
子
孫
・
藤

原
一
族
に
と
っ
て
蝦
夷
は
敵
で

あ
り
、
討
伐
の
対
象
に
変
わ
っ

て
し
ま
っ
た
・
・
そ
れ
が
関
氏

の
思
い
描
く
、
歴
史
の
真
相
で

あ
る
。
そ
れ
以
後
、
桓
武
天
皇

を
代
表
と
し
て
蝦
夷
を
侵
略
し
、

強
制
移
住
さ
せ
、
処
刑
す
る
ヤ

マ
ト
の
王
は
完
全
に
東
北
の
敵

と
な
っ
た
は
ず
で
あ
っ
た
。

　

で
は
一
体
い
つ
か
ら
東
北
人

は
天
皇
を
再
び
自
ら
の
王
と
し

て
受
け
入
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

の
だ
ろ
う
か
。

　

思
い
起
こ
さ
れ
る
の
は
、
南

北
朝
時
代
の
、
北
畠
顕
家
に
従

っ
て
畿
内
ま
で
進
軍
し
た
奥
州

勢
（
一
度
目
・
五
万
人
、
二
度

目
・
十
万
人
）
で
あ
る
。
南
朝

勢
力
維
持
の
た
め
に
奥
羽
へ
派

遣
さ
れ
た
中
央
貴
族
・
顕
家
の

打
倒
足
利
の
た
め
の
出
撃
で
、

何
故
東
北
人
は
困
難
極
め
る
強

行
軍
に
二
度
も
参
戦
し
た
の
か
。

　

鍵
は
そ
の
時
代
、
南
朝
・
北

朝
と
い
う
二
人
の
天
皇
が
存
在

し
た
事
に
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

　

東
北
の
人
々
の
運
命
の
分
か

れ
目
は
、
天
皇
を
称
す
る
者
が

二
人
存
在
す
る
瞬
間
。
東
北
人

の
心
の
深
層
に
、
政
権
の
入
れ

替
わ
っ
た
古
代
の
記
憶
が
残
っ

て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

と
こ
ろ
が
、
そ
れ
で
終
わ
り

で
は
な
か
っ
た
。
南
北
朝
時
代

の
五
百
年
も
後
の
徳
川
時
代
の

末
期
、
ま
た
も
天
皇
が
二
人
並

立
す
る
時
が
や
っ
て
き
た
の
だ
。

　

戊
辰
の
東
北
戦
争
で
あ
る
。

　

奥
羽
越
列
藩
同
盟
は
「
東
武

皇
帝
」
と
し
て
も
う
一
人
の
天

皇
を
擁
立
し
、
薩
長
軍
の
掲
げ

る
、
こ
ち
ら
も
急
拵
え
の
「
錦

の
御
旗
」
に
対
抗
し
た
の
で
あ

る
（
た
だ
し
、
こ
れ
に
つ
い
て

は
異
論
あ
り
定
説
に
は
な
っ
て

い
な
い
が
）。　

　

こ
れ
ら
歴
史
の
節
目
節
目
に

見
ら
れ
る
東
北
の
動
向
は
何
を

意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

東
北
人
に
と
っ
て
天
皇
と
は

単
純
に
敵
方
の
大
将
と
い
う
も

の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
内
奥
に

「
天
皇
は
我
ら
の
も
の
」
と
い

う
意
識
を
絶
や
せ
ず
に
い
た
。

　

だ
か
ら
こ
そ
、
天
皇
が
二
人

に
な
っ
た
り
、
中
央
政
府
で
は

な
く
天
皇
自
身
が
困
窮
し
た
時

に
放
っ
て
お
け
な
か
っ
た
り
す

る
歴
史
が
続
い
て
き
た
の
で
は

な
か
っ
た
か
。

　

そ
も
そ
も
東
北
人
に
と
っ
て

「
王
」
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

　

例
え
、
大
化
の
改
新
以
前
の

天
皇
が
蝦
夷
と
信
頼
関
係
に
あ

り
東
北
の
人
々
に
敬
わ
れ
慕
わ

れ
て
い
た
と
し
て
も
、
天
皇
が

東
北
に
居
住
し
た
過
去
は
ほ
と

ん
ど
な
い
。
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド

国
王
ジ
ェ
ー
ム
ス
六
世
が
イ
ン

グ
ラ
ン
ド
に
迎
え
ら
れ
、
英
国

王
ジ
ェ
ー
ム
ス
一
世
に
な
っ
た

事
が
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
人
を
失

望
さ
せ
た
よ
う
に
、
東
北
に
居

住
し
て
い
な
け
れ
ば
東
北
の
王

と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。

　

そ
の
意
味
で
か
つ
て
東
北
の

王
と
称
さ
れ
た
人
物
と
い
え
ば
、

「
悪
路
王
」
ま
た
は
彼
と
し
ば

し
ば
同
一
視
さ
れ
る
ア
テ
ル
イ
、

平
泉
を
中
心
に
東
北
全
域
を
支

配
し
た
と
言
わ
れ
る
奥
州
藤
原

氏
、
そ
し
て
支
配
は
一
時
的
に

南
東
北
の
か
な
り
広
い
範
囲
に

達
し
、
そ
の
策
略
と
武
力
、
そ

し
て
飽
く
な
き
野
心
に
よ
っ
て

自
他
共
に
「
奥
州
王
」
の
異
名

を
揮
っ
た
伊
達
政
宗
で
あ
ろ
う

か
。
お
そ
ら
く
、
ア
テ
ル
イ
に

関
し
て
は
「
東
北
全
域
の
リ
ー

ダ
ー
と
は
言
え
な
い
」、
奥
州

藤
原
氏
に
お
い
て
は
「
独
立
国

家
を
敷
い
た
訳
で
は
な
く
、
あ

く
ま
で
朝
廷
の
臣
下
だ
っ
た
」、

伊
達
政
宗
に
至
っ
て
は
「
ひ
た

す
ら
天
下
人
に
へ
つ
ら
っ
て
保

身
に
徹
し
た
姿
は
到
底
王
者
の

名
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
」
と
、

い
く
ら
で
も
否
定
す
る
事
は
で

き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
藤
原
氏

や
伊
達
氏
の
去
就
は
、
表
立
っ

た
抵
抗
を
続
け
れ
ば
結
局
は
滅

ぼ
さ
れ
る
事
を
、
ア
テ
ル
イ
や

奥
州
安
倍
氏
の
結
末
に
学
ん
で

の
事
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

　

彼
ら
の
、
自
ら
の
地
元
に
理

想
郷
を
作
ろ
う
と
い
う
心
意
気
、

外
敵
か
ら
の
侵
攻
を
徹
底
的
に

防
ご
う
と
い
う
覇
気
こ
そ
は
、

彼
ら
が
こ
こ
奥
羽
東
北
の
王
者

で
あ
っ
た
証
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
そ
の
意
味
で
は
、
沖
縄
で

戦
い
続
け
た
故
・
翁
長
雄
志
氏

や
そ
の
遺
志
を
継
ぐ
玉
城
デ
ニ

ー
氏
も
、
ま
さ
に
現
代
の
琉
球

王
と
言
え
る
か
も
知
れ
な
い
。

　

さ
て
し
か
し
、
現
代
の
東
北

に
は
六
県
範
囲
全
域
の
視
野
を

示
す
リ
ー
ダ
ー
は
見
当
た
ら
ず
、

王
と
ま
で
呼
べ
る
人
物
は
非
常

に
長
い
年
月
に
渡
っ
て
存
在
し

て
い
な
い
、
と
言
え
る
。
政
宗

の
時
代
も
東
北
は
津
軽
・
南
部

・
葛
西
・
最
上
ら
強
豪
武
家
が

群
雄
割
拠
し
政
治
も
文
化
も
多

様
で
あ
り
、
稀
代
の
英
傑
以
っ

て
し
て
も
単
独
で
ひ
と
ま
と
め

に
す
る
な
ど
途
方
も
な
い
事
だ

と
、
覚
悟
し
て
い
た
事
だ
ろ
う
。

　

南
北
朝
時
代
以
来
の
時
を
超

え
、
歴
史
の
表
舞
台
に
返
り
咲

い
た
天
皇
と
い
う
存
在
。
し
か

し
そ
の
概
念
は
、
明
治
政
府
が

近
代
国
家
創
設
に
利
用
す
る
た

め
に
脚
色
し
、
演
出
し
て
き
た

も
の
で
あ
る
と
い
う
の
も
、
ま

た
間
違
い
な
い
事
で
あ
る
。
百

五
十
年
と
い
う
長
き
に
渡
る
学

校
教
育
と
社
会
的
流
布
が
、
そ

の
概
念
や
存
在
自
体
を
危
う
く

し
た
戦
争
を
も
乗
り
越
え
て
、

現
代
に
も
続
く
天
皇
・
皇
室
へ

の
愛
着
あ
る
い
は
執
着
へ
と
国

民
の
多
く
を
根
付
か
せ
て
い
る

と
い
う
の
は
驚
く
べ
き
影
響
力

と
い
う
他
な
い
。

　
　
　
　
　

＊

　

私
個
人
と
し
て
は
、
長
年
に

渡
り
天
皇
を
「
隣
の
王
様
」
と

考
え
て
き
た
。
東
北
人
と
し
て

の
立
場
か
ら
、
東
北
の
繁
栄
を

ま
ず
第
一
に
、
そ
れ
を
東
北
自

身
の
力
で
実
現
し
よ
う
と
し

た
平
泉
藤
原
氏
と
い
う
王
を

失
っ
て
か
ら
は
、
東
北
は
「
王

な
き
国
」
に
な
っ
た
の
だ
、
と

二
十
代
後
半
の
頃
に
学
ん
だ

か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
今
回
、

実
は
当
初
は
天
皇
と
蝦
夷
が

信
頼
関
係
に
あ
り
、
蝦
夷
は
天

皇
を
自
ら
の
王
と
認
め
て
い

た
、
と
い
う
仮
説
を
正
し
い
と

し
て
も
変
わ
る
事
は
な
い
。
い

か
に
天
皇
が
東
北
を
巡
幸
し

そ
の
民
草
を
愛
し
て
も
、
東
北

の
人
々
が
彼
を
敬
い
慕
っ
て

も
、
天
皇
が
東
北
の
王
に
な
る

事
は
、
そ
し
て
現
在
彼
が
「
日

本
の
象
徴
」
で
あ
る
と
し
て
も

「
東
北
の
象
徴
」
に
な
る
事
は

決
し
て
な
い
の
だ
。

　

だ
か
ら
こ
れ
か
ら
の
東
北

人
は
、
天
皇
に
敬
意
を
表
し
な

が
ら
も
、
東
北
と
い
う
国
の
象

徴
は
自
ら
決
め
、
そ
し
て
王
が

な
く
と
も
復
興
し
て
み
せ
る

の
だ
と
高
ら
か
に
宣
言
し
よ

う
。
そ
れ
が
骨
の
髄
ま
で
『
ま

つ
ろ
わ
ぬ
民
』
と
成
り
果
て

た
、
蝦
夷
の
末
裔
の
心
意
気
で

あ
る
。

奥お
う

羽う

越え
つ

現げ
ん

像ぞ
う

氏
紹
介 

　

一
九
七
〇
年
山
形
県
鶴
岡

市
生
。
札
幌
、東
京
を
経
て
、

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
。

「
王
な
き
国
」
と
し
て
の

　
　
　
　
　
　
　
　
東
北
の
事

天皇の意外な正体に迫る！
関裕二『消えた蝦夷たちの謎』
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石塔（蠶霊塔）

赤い鳥居

初冬の堤にて 冬のタンポポ

朝日を浴びる二郷山 ４日月

明けましておめでとうございます冬の稲荷社

シリーズ 遠野の自然
「遠野の小寒」

遠野 1000 景より
　

今
回
は
、
遠
野
の
年
末
年
始

の
風
景
か
ら
お
届
け
し
ま
す
。

　

昨
年
は
、
世
界
中
で
既
存
の

枠
組
み
が
壊
れ
て
、
何
も
か
も

が
流
動
化
し
て
、
あ
ち
こ
ち
で

争
い
も
多
発
し
て
、
と
て
も
落

ち
着
か
な
い
気
分
が
長
く
続
い

て
お
り
ま
し
た
。

　

そ
う
し
た
昨
年
を
振
り
返
り
、

今
年
を
展
望
す
る
と
き
、
遠
野

の
落
ち
着
い
た
風
景
を
見
る
と
、

穏
や
か
な
気
分
に
な
り
ま
す
。

　

生
き
て
い
く
に
は
、
い
つ
も

自
分
が
ど
こ
に
い
る
の
か
を
確

認
で
き
る
状
況
が
必
要
で
す
。

　

そ
れ
が
確
認
で
き
な
い
と
前

進
力
も
気
力
も
湧
い
て
こ
な
い

の
で
す
。

　

筆
者
の
場
合
に
は
、
遠
野
の

風
景
群
が
そ
の
ひ
と
つ
と
な
っ

て
い
ま
す
。
今
年
も
よ
ろ
し
く

お
願
い
い
た
し
ま
す
。
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『先住民族と縄文人』というセミナー看板

ふたりの講師

大勢のセミナー受講者

縄文土偶

「縄文」を単なるブームで
終わらせて良いのか？

縄
文
と
名
の
付
く
セ
ミ

ナ
ー
は
キ
ャ
ン
セ
ル
待

ち
の
大
人
気

　

昨
年
の
ク
リ
ス
マ
ス
イ
ブ
開

催
予
定
で
、
知
人
が
講
師
を
務

め
る
『
先
住
民
族
と
縄
文
人
』

と
い
う
セ
ミ
ナ
ー
に
十
一
月
に

事
前
に
申
し
込
も
う
と
し
た
ら
、

な
ん
と
す
で
に
満
席
と
い
う
こ

と
だ
っ
た
。

　

開
催
ま
で
一
か
月
以
上
あ
る

と
い
う
の
に
満
席
と
は
、
正
直

な
と
こ
ろ
、
非
常
に
驚
い
て
し

ま
っ
た
。

　

こ
ん
な
セ
ミ
ナ
ー
な
ど
め
っ

た
に
お
目
に
か
か
ら
な
い
。

　

あ
と
で
よ
く
よ
く
考
え
て
み

た
ら
、
今
は
「
縄
文
」
と
名
が

つ
く
だ
け
で
大
人
気
に
な
る
と

い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
た
め

の
満
席
だ
っ
た
の
か
と
何
と
か

納
得
し
た
。

　

キ
ャ
ン
セ
ル
待
ち
に
し
て
待

っ
て
い
た
ら
、
定
員
を
五
割
以

上
増
や
し
て
の
開
催
で
受
講
資

格
が
取
れ
た
。

　

当
日
、
会
場
に
行
く
と
、
た

く
さ
ん
の
受
講
者
が
い
た
。

　

知
り
合
い
同
士
が
多
い
ら
し

く
、
筆
者
は
妙
な
孤
立
感
を
抱

い
た
。

　

さ
ま
ざ
ま
な
縄
文
イ
ベ
ン
ト

で
顔
見
知
り
の
参
加
者
が
多
か

っ
た
よ
う
だ
。
交
わ
さ
れ
る
言

葉
も
、
別
世
界
の
如
く
に
感
じ

て
し
ま
っ
た
。

　

そ
ん
な
こ
と
で
、
お
そ
ろ
し

い
ほ
ど
の
『
縄
文
ブ
ー
ム
』
が

い
ま
日
本
中
に
湧
き
お
こ
っ
て

い
る
の
を
感
じ
た
。

　

そ
う
い
え
ば
と
思
い
出
す
こ

と
が
あ
っ
た
。

　

上
野
の
博
物
館
で
、
縄
文
に

関
す
る
映
画
を
上
映
し
た
と
き

も
そ
う
だ
っ
た
。

　

受
付
す
る
ま
で
長
蛇
の
列
で
、

一
時
間
以
上
待
っ
た
。

　

映
画
開
催
側
の
あ
い
さ
つ
で

も
、
こ
ん
な
に
観
客
が
集
ま
る

と
は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
、　

会
場
の
せ
い
ぜ
い
三
分
の
一
も

埋
ま
れ
ば
い
い
と
思
っ
て
い
た

が
、
急
遽
、
後
ろ
の
席
も
用
意

す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
。

　

ま
だ
あ
る
。
縄
文
の
土
器
・

土
偶
展
の
と
き
も
そ
う
だ
っ
た
。

　

な
ん
で
こ
ん
な
に
長
蛇
の
列

に
な
る
の
か
と
て
も
不
思
議
だ

っ
た
。

　

会
場
内
で
は
、
あ
ま
り
の
人

だ
か
り
で
、
め
っ
た
に
一
堂
に

会
す
る
こ
と
の
な
い
国
宝
の
土

器
・
土
偶
を
満
足
に
見
る
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
。

　

こ
れ
が
ブ
ー
ム
と
い
う
こ
と

な
の
だ
ろ
う
。

　

ほ
ん
の
少
し
前
ま
で
は
、
こ

う
し
た
状
況
は
予
想
さ
え
で
き

な
か
っ
た
。

　

縄
文
が
趣
味
と
い
う
だ
け
で

変
わ
り
者
扱
い
さ
れ
て
い
た
の

は
ほ
ん
の
少
し
前
の
こ
と
だ
。

　

し
か
し
、
か
く
い
う
筆
者
も
、

こ
の
縄
文
ブ
ー
ム
を
支
え
る
一

人
と
み
な
さ
れ
て
い
る
の
か
も

し
れ
な
い
。

縄
文
研
究
者
が
違
和
感
を

覚
え
る
ほ
ど
の
ブ
ー
ム

　

な
に
も
筆
者
だ
け
が
驚
い
て

い
る
の
で
は
な
い
。

　

一
番
驚
い
て
い
る
の
は
、
縄

文
研
究
者
た
ち
で
あ
ろ
う
。

　

現
に
、
縄
文
研
究
者
で
あ
り
、

い
ま
も
発
掘
調
査
を
し
て
い
る

前
記
の
セ
ミ
ナ
ー
講
師
も
言
っ

て
い
た
。

　

い
ま
の
「
縄
文
ブ
ー
ム
」
に

違
和
感
が
あ
る
と
…

　

そ
れ
に
続
け
て
、
遠
慮
が
ち

に
、
縄
文
と
は
こ
う
だ
、
あ
あ

だ
と
決
め
つ
け
る
の
は
好
ま
し

く
な
い
と
も
言
っ
て
い
た
。

　

確
か
に
、に
わ
か
作
り
の「
縄

文
ブ
ー
マ
ー
」
が
、
ほ
ん
の
わ

ず
か
な
知
識
を
拡
大
応
用
し
て
、

縄
文
時
代
の
文
化
や
遺
物
等
の

す
べ
て
を
理
解
し
た
か
の
よ
う

に
言
う
と
き
の
決
ま
り
文
句
を

連
想
し
て
し
ま
う
。

　

ブ
ー
ム
に
は
、
に
わ
か
専
門

家
が
多
数
出
現
す
る
の
が
常
で

あ
る
。

縄
文
か
ら
何
を
学
べ
ば

よ
い
の
か

　

こ
う
し
た
中
に
あ
っ
て
、
縄

文
か
ら
何
を
学
べ
ば
よ
い
の
だ

ろ
う
か
。

　

講
師
が
言
っ
て
い
た
よ
う
に
、

縄
文
に
つ
い
て
、
あ
ま
り
決
め

つ
け
を
せ
ず
に
、
か
つ
て
縄
文

人
が
ど
う
生
き
た
か
、
厳
し
い

環
境
の
な
か
で
ど
う
生
き
抜
い

て
い
っ
た
か
を
学
ぶ
こ
と
で
あ

ろ
う
。

　

そ
う
す
る
こ
と
で
、
縄
文
人

の
末
裔
で
あ
る
現
代
日
本
人
が
、

こ
の
混
迷
し
た
時
代
を
生
き
抜

く
た
め
の
ヒ
ン
ト
を
得
ら
れ
れ

ば
よ
い
の
だ
と
思
う
。

変
え
て
よ
い
も
の
と
変

わ
ら
ぬ
も
の
、
未
来
を

想
定
し
た
生
き
方

　

ま
た
、
筆
者
な
り
の
解
釈
で

は
あ
る
が
、
縄
文
人
と
言
わ
れ

る
人
々
は
、
伝
統
と
い
う
伝
統

の
何
も
か
も
を
後
生
大
事
に
守

っ
て
生
き
た
の
で
は
な
く
、
環

境
や
状
況
に
合
わ
せ
て
、
変
え

て
良
い
も
の
は
ど
ん
ど
ん
変
え

て
い
く
。

　

逆
に
、
変
え
て
は
な
ら
な
い

も
の
は
長
期
間
に
亘
っ
て
変
え

な
い
。

　

そ
の
ひ
と
つ
の
例
と
し
て
、

縄
文
集
落
が
あ
る
と
い
う
の
だ
。

　

後
世
の
現
代
人
は
、
こ
の
集

落
が
一
時
期
に
、
一
挙
に
出
来

た
と
思
い
込
ん
で
い
る
が
、
実

は
何
世
代
に
も
亘
っ
て
形
成
さ

れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を

忘
れ
て
い
る
。

　

つ
ま
り
は
、
縄
文
人
は
、
一

世
代
に
、
集
落
に
一
つ
か
二
つ

の
家
し
か
作
ら
な
い
が
、
あ
ら

か
じ
め
、
未
来
の
集
落
構
成
員

が
建
て
る
家
の
場
所
を
予
測
し

た
か
の
よ
う
に
、
家
を
建
て
る

場
所
を
迷
い
な
く
建
て
て
い
る

と
い
う
の
だ
。

　

現
代
人
の
短
す
ぎ
る
時
間
軸

を
大
い
に
反
省
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
思
っ
た
次
第
で
あ
る
。


