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感
謝
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま

す
。
ま
こ
と
に
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。

　

ま
た
、
さ
ら
に
あ
り
が
た
い

こ
と
に
、
た
く
さ
ん
の
方
か
ら

「
よ
か
っ
た
よ
」
と
声
を
か
け

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

映
画
製
作
も
初
め
て
、
映
画

上
映
も
初
め
て
で
、
上
映
機
材

が
う
ま
く
作
動
す
る
か
、
途
中

で
映
像
が
ス
ト
ッ
プ
し
た
り
し

な
い
か
と
い
う
こ
と
ば
か
り
気

に
し
て
お
り
ま
し
た
の
で
、
そ

う
し
た
お
声
を
か
け
て
い
た
だ

き
、
ま
さ
に
不
意
打
ち
の
喜
び

が
湧
い
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　

同
時
に
、
地
方
の
さ
び
れ
行

く
ま
ち
の
歴
史
掘
り
起
こ
し
は

必
要
な
の
だ
と
あ
ら
た
め
て
感

じ
た
次
第
で
す
。
そ
し
て
ま
ち

に
誇
り
が
持
て
る
こ
と
は
ま
ち

の
活
性
化
に
は
不
可
欠
だ
と
あ

ら
た
め
て
思
い
ま
し
た
。
や
っ

て
よ
か
っ
た
。
こ
れ
か
ら
も
こ

の
路
線
を
継
続
し
て
ま
い
り
た

　

午
前
の
部
、
午
後
の
部
二
回

の
合
計
三
回
の
上
映
で
し
た
。

　

中
学
生
以
下
無
料
と
し
て
、

中
学
生
の
来
場
を
期
待
し
ま
し

た
が
、
ほ
ぼ
全
員
と
い
っ
て
よ

い
ほ
ど
、
大
人
ば
か
り
で
し
た
。

　

と
は
い
え
、
六
五
歳
の
新
人

映
画
監
督
で
あ
る
筆
者
の
第
一

　

宮
城
県
北
部
に
あ
る
涌
谷
町

の
七
千
年
の
歴
史
を
5
つ
の
歴

史
遺
産
（
下
記
の
映
画
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
参
照
）
で
表
現
し
た
映

画
『
涌
谷7000

年
の
歴
史
』

を
、
三
月
二
十
四
日
、
涌
谷
町

公
民
館
で
無
事
上
映
す
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。

『涌谷7000年の歴史』　涌谷で上映（3/24）
一日上映にもかかわらず来場300名を越える

 ５/６には三鷹で東京上映会実施予定

作
で
し
た
が
、
お
か
げ
さ
ま
で
、

一
日
限
定
上
映
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
御
来
場
者
数300

名
を

超
え
ま
し
た
。

　

開
催
者
と
し
て
の
感
想
と
し

て
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が
、
涌
谷
町
民
、
並

び
に
涌
谷
出
身
者
、
関
係
者
の

方
々
の
関
心
の
高
さ
に
は
非
常

に
驚
き
ま
し
た
。　

　

ご
来
場
い
た
だ
い
た
皆
さ
ま

に
は
、
こ
の
紙
面
を
通
し
て
、

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】

い
と
思
っ
た
次
第
で
す
。

　
　
　
　

＊

　

こ
の
涌
谷
町
は
、
奈
良
天
平

時
代
に
日
本
で
最
初
に
金
を
産

出
し
、
東
大
寺
の
廬
舎
那
仏
の

鍍
金
用
に
用
い
ら
れ
た
こ
と
で

知
ら
れ
て
い
る
ま
ち
で
す
が
、

ま
ち
の
古
い
歴
史
で
知
っ
て
い

る
こ
と
と
い
え
ば
、
金
だ
け
と

い
う
ま
ち
で
し
た
。

　

し
か
し
、
こ
の
映
画
で
そ
れ

だ
け
で
な
い
こ
と
を
お
知
ら
せ

で
き
た
こ
と
は
と
て
も
良
か
っ

た
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
日
本
初
の
金
が
出
た

こ
と
だ
け
を
中
心
に
し
た
金
産

出
礼
賛
映
画
に
は
し
ま
せ
ん
で

し
た
。

　

金
の
産
出
を
き
っ
か
け
に
、

古
代
東
北
が
朝
廷
に
侵
攻
さ
れ

て
い
く
過
程
の
緊
迫
し
た
古
代

の
ド
ラ
マ
が
伝
わ
る
よ
う
に
構

成
し
ま
し
た
。

　

製
作
途
中
で
は
、
そ
の
ス
ト

ー
リ
ー
が
ま
ち
の
人
々
に
受
け

入
れ
ら
れ
る
の
か
非
常
に
不
安

で
し
た
が
、
や
は
り
歴
史
の
真

実
は
伝
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
覚
悟
を
決
め
、
知
ら
れ
ざ
る

歴
史
の
一
面
を
真
正
面
か
ら
提

示
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
古
代
、
こ
の
涌
谷
町

近
隣
は
エ
ミ
シ
が
多
数
暮
ら
す

場
所
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
さ
ら
に
は
、
か
つ
て
『
海

道
蝦
夷
の
反
乱
』
と
い
う
エ
ミ

シ
の
蜂
起
が
あ
っ
て
後
に
出
来

た
、
反
乱
エ
ミ
シ
の
町
で
あ
り
、

そ
の
後
涌
谷
町
は
進
ん
で
朝
廷

に
協
力
し
た
と
い
う
こ
と
も
提

示
し
ま
し
た
。

　

そ
の
た
め
、
映
画
視
聴
後
は

ず
っ
し
り
と
し
た
歴
史
の
重
み
、

あ
る
意
味
で
朝
廷
の
手
先
と
な

っ
て
、
朝
廷
に
貢
献
し
た
複
雑

な
対
応
が
焼
き
つ
け
ら
れ
た
と

思
い
ま
す
。

　

映
画
の
企
画
段
階
で
は
ま
っ

た
く
考
え
て
お
ら
ず
、
思
い
も

よ
ら
な
い
展
開
と
な
っ
て
し
ま

い
ま
し
た
。

　
　
　
　

＊

　

ま
た
、
こ
の
映
画
は
、
町
の

教
育
委
員
会
の
全
面
的
な
協
力

を
い
た
だ
き
な
が
ら
完
成
し
ま

し
た
。

　

ま
た
地
元
の
高
校
生
や
た
く

さ
ん
の
町
民
が
出
演
す
る
、
ま

ち
ぐ
る
み
で
作
り
上
げ
た
映
画

で
し
た
。

　

箟
峯
寺
の
貫
主
さ
ん
に
も
、

会場はほぼ満席

『涌谷7000 年の歴史』DVD

『映画パンフレット
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亘
理
家
の
十
八
代
当
主
に
も
ご

出
演
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

各
シ
ー
ン
で
特
筆
す
べ
き
こ

と
の
第
一
は
、
縄
文
遺
跡
で
あ

る
「
長
根
貝
塚
」
の
シ
ー
ン
で

の
未
公
表
の
発
掘
物
を
多
数

「
出
演
」
さ
せ
た
こ
と
で
す
。

　

な
か
な
か
目
に
で
き
な
い
発

掘
物
群
で
し
た
。

　

ま
た
、
追
戸
横
穴
古
墳
の
シ

ー
ン
で
は
、
許
可
を
得
て
、
古

墳
内
部
の
撮
影
か
ら
シ
ー
ン
が

展
開
す
る
と
い
う
構
成
と
し
ま

し
た
。

　

古
代
の
涌
谷
の
た
た
ら
製
鉄

に
つ
い
て
触
れ
た
こ
と
も
意
義

あ
る
こ
と
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
ん
な
こ
と
で
、
涌
谷
町
民

に
も
知
ら
れ
ざ
る
歴
史
を
公
に

で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
っ

て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　

＊

　

上
映
後
、
宮
城
県
涌
谷
町
出

身
者
で
東
京
圏
在
住
の
方
々
の

会
の
方
か
ら
、
映
画
は
、
東
京

で
い
つ
上
映
す
る
の
か
と
ご
質

問
が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。

　

ほ
か
に
も
東
京
で
の
上
映
を

楽
し
み
に
し
て
お
ら
れ
る
方
々

が
お
ら
れ
ま
し
た
。

　

そ
ん
な
に
上
映
が
期
待
さ
れ

る
と
は
思
っ
て
お
り
ま
せ
ん
で

し
た
が
、
と
て
も
う
れ
し
い
こ

と
で
あ
り
、
早
速
会
場
探
し
を

し
ま
し
た
。

　

東
京
上
映
は
五
月
六
日
、
三

鷹
市
に
あ
る
三
鷹
産
業
プ
ラ
ザ

で
上
映
予
定
で
す
。
ゴ
ー
ル
デ

ン
ウ
ィ
ー
ク
の
最
終
日
で
す
。

　

ま
た
、
ノ
ー
カ
ッ
ト
版
の

DVD

も
、
上
映
後
に
数
多
く

注
文
が
寄
せ
ら
れ
て
い
て
、
あ

り
が
た
い
か
ぎ
り
で
す
。

『涌谷7000年の歴史』　東京上映会のお知らせ
宮城県北部の小さな城下町の涌谷町には実に7000年の歴史がありま
す。その歴史を掘り起こした映画『涌谷7000年の歴史』を、ゴールデン
ウイークの最終日の5/6（月）に三鷹産業プラザで上映します。午前一
回、午後二回の合計三回上映します。入場料はワンコイン、税込500円
です。65歳の新人映画監督の砂越が企画し製作した初めての映画とな
ります。過疎化が進行する地方の小さな町の活性化に少しでも役に立
ちたいと思い、映画製作はまったくの未経験でしたが、挑戦しました。
また、涌谷町のたくさんの方々にご出演いただき、またご協力いただき
ながらようやく出来上がった映画です。すでに宮城県涌谷町では3月

24日に上映済みです。たった1日の上映でしたが、予想外の300名超の
方々のご来場をいただきました。詳細は下記要領をご参照ください。た

くさんの方々のご来場をお待ちしております。

記

日程：2019 年 5 月 6 日（月）　一回目　10：20 ～ 12：00　　

　　　　　　　　　　　　　　 　二回目　13：10 ～ 14：50　

                               　　　　　三回目　15：00 ～ 16：40

場所：東京三鷹市　三鷹産業プラザ７F  701 号室　定員等　各回　60 名

ご冥福をお祈りします
涌谷公民館での映画上映の際に来賓のごあいさつをいただいた涌谷町
長さんが亡くなるというニュースが4月初めに飛び込んできました。あ
まりの突然の事態に驚き、悲しみ、事態をどのように受け止めてよいか
戸惑うばかりでしたが、ご冥福をお祈りいたします。
今年１月には、人口減少や少子高齢化に伴って将来的に財政破綻の懸念
があるとして、「財政非常事態宣言」を出したばかりでした。地方のまち
の財政的窮状はまさに待ったなしの状況に至っていることをあらため
て思い知らされました。
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郷土料理愛好家　
　　　　松本由美子氏

《カレイの煮付け》
日常でもなじみの
魚のカレイです。
卵もたくさん！
みなさん、気軽に
挑戦しましょう！

今回は東日本大震災から8年という節目ということもあり、絵本セラピストとしても活躍して	

いる早川さんの絵本読み聞かせも実施しました。岩手県大槌町が舞台の「かぜのでんわ」という

絵本でした。電話線がつながっていない電話ですが亡くなった人と話せる電話なのです。動物

たちが登場する絵本ですが、たくさんの犠牲者の方々を思い起こさせる話です。	 	 	 	

こうした形で東日本大震災の犠牲者の方々を追悼することもいいなと思います。続けていきた

いですね。読み聞かせのときは静まりかえっていましたが、いつものように三陸海鮮と東北地

酒で盛り上がり、二次会直行でした。次回は6月 1日です。	 	 	 	 	 	 	

	

ー第 38 回　三陸酒海鮮会ー

『材料』　�カレイ 2 切れ、 みりん 大 3 、砂糖 大 3、 醤油 大 3、 料理酒 大 3、生姜
少々、ネギ少々、 水 100 ㏄

『作り方』　⑴ カレイに切れ目を入れ、火の通りをよくします。 ⑵水に調味料を
合わせ、ひと煮たちしてから、生姜のスライスとカレイを入れます。 ⑶ 強火で
煮たったら、アルミホイールで落とし蓋をし、中火で煮ます。 ⑷ 後半、煮汁を切
り身に軽く掛け回し、火を止め10分程、味を含ませます。 ⑸ネギなどを煮含め、
添えます。

東北地酒ラインアップ 読み聞かせ・・・「かぜのでんわ」

水産業再興のための
料理レシピ紹介

第56回 
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写真でお伝えする 

東北の風景

春の鹿

写真撮影 尾崎匠
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義
経
の
死
を
題
材
に
し

た
ミ
ス
テ
リ
ー

　

ミ
ス
テ
リ
ー
と
い
う
小
説
の

一
ジ
ャ
ン
ル
が
あ
る
。
謎
が
謎

を
呼
び
、最
後
に
全
て
の
謎
が
解

き
明
か
さ
れ
る
と
い
う
ス
タ
イ

ル
で
あ
る
。
こ
の
ス
タ
イ
ル
を

貫
徹
す
る
た
め
に
、そ
の
舞
台
は

作
者
に
よ
っ
て
隅
か
ら
隅
ま
で

作
り
込
ま
れ
る
。
当
然
、そ
の
舞

台
は
現
実
世
界
と
は
異
な
る
架

空
の
も
の
。
だ
か
ら
、仮
に
そ
の

舞
台
が
歴
史
上
の
一
時
代
の
も

の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、そ
の
舞

台
は
実
際
の
歴
史
と
は
異
な
る

架
空
の
も
の
、で
あ
る
こ
と
が
ほ

と
ん
ど
で
あ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
が
、最
近
読
ん
だ
平
谷

美
樹（
ひ
ら
や
よ
し
き
）の「
義
経

暗
殺
」。
文
庫
書
下
ろ
し
だ
と
い

う
こ
の
小
説
に
は
唸
ら
さ
れ
た
。

歴
史
上
実
際
に
起
こ
っ
た
と
記

録
さ
れ
て
い
る
事
件
を
し
っ
か

り
と
織
り
交
ぜ
な
が
ら
、そ
れ
で

い
て
無
類
の
ミ
ス
テ
リ
ー
に
仕

上
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

私
は
実
は
と
に
か
く
活
字
嫌

い
だ
っ
た
が
、中
学
か
ら
大
学
に

掛
け
て
、ま
と
も
に
読
ん
だ
ほ
と

ん
ど
唯
一
の
活
字
が
コ
ナ
ン
・

ド
イ
ル
の
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ク
ホ
ー

ム
ズ
シ
リ
ー
ズ
だ
っ
た
。
そ
ん

な
活
字
嫌
い
だ
っ
た
私
が
出
版

社
に
勤
務
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、

本
当
に
世
の
中
何
が
起
こ
る
か

分
か
ら
な
い
も
の
だ
が
、活
字
嫌

い
の
唯
一
の
除
外
が
ミ
ス
テ
リ

ー
だ
っ
た
と
い
う
私
か
ら
見
て

も
、こ
の「
義
経
暗
殺
」は
実
に
よ

く
で
き
て
い
る
と
思
っ
た
。

博
覧
強
記
の
実
在
の
人

物
が
主
人
公

　

主
人
公
の
設
定
も
秀
逸
で
あ

る
。
本
書
で
「
謎
解
き
探
偵
」
の

役
を
担
う
の
は
、
こ
れ
ま
た
実

在
の
人
物
で
あ
る
。
そ
の
名
も

清
原
実
俊
。
鎌
倉
幕
府
の
公
文

書
で
あ
る「
吾
妻
鏡
」に
、次
の
よ

う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
と
も
に
登

場
す
る
。
奥
州
藤
原
氏
を
滅
ぼ

し
た
頼
朝
は
、奥
州
藤
原
氏
が
支

配
し
て
い
た
陸
奥
出
羽
両
国
の

台
帳
や
土
地
・
年
貢
を
書
き
出

し
た
田
文
を
取
り
寄
せ
よ
う
と

し
た
が
、そ
れ
ら
が
平
泉
館
と
一

緒
に
焼
失
し
て
し
ま
っ
て
い
た
。

土
地
の
古
老
に
誰
か
知
っ
て
い

る
者
が
い
な
い
か
と
尋
ね
た
と

こ
ろ
、そ
の
古
老
は
豊
前
介
実
俊

と
そ
の
弟
の
橘
藤
五
実
昌
な
ら

知
っ
て
い
る
と
答
え
た
。
そ
こ

で
そ
の
兄
弟
を
呼
び
出
し
て
詳

し
く
尋
ね
た
と
こ
ろ
、二
人
は
確

か
に
そ
の
内
容
を
全
て
記
憶
し

て
お
り
、書
き
出
し
て
頼
朝
に
提

出
し
た
。
余
目
一
か
所
を
書
き

漏
ら
し
た
以
外
に
は
全
く
間
違

い
が
な
か
っ
た
の
で
、頼
朝
は
大

い
に
感
心
し
て
、二
人
を
す
ぐ
に

家
来
と
し
て
仕
え
さ
せ
た
。

　

実
在
の
人
物
と
し
て
も
、広
大

な
陸
奥
出
羽
両
国
を
管
理
す
る

文
書
の
内
容
を
全
て
そ
ら
ん
じ

て
い
た
博
覧
強
記
の
人
物
と
し

て
記
録
に
残
さ
れ
て
い
る
わ
け

だ
が
、本
書
で
は
こ
の
豊
前
介
実

俊
こ
と
清
原
実
俊
が
探
偵
役
に

抜
擢
さ
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、

小
説
の
中
で
は
、兄
実
俊
は
頭
脳

明
晰
だ
が
剣
の
腕
前
は
か
ら
っ

き
し
、弟
の
実
昌
は
そ
う
し
た
兄

の
弱
点
を
補
う
か
の
よ
う
な
剣

術
の
達
人
と
し
て
描
か
れ
て
い

る
。

　

出
版
社
に
よ
る
紹
介
記
事
は

以
下
の
通
り
で
あ
る
。

「1189

年
、兄
頼
朝
に
追
い
詰
め

ら
れ
、平
泉
に
逃
げ
込
ん
だ
義
経
。

頼
朝
の
圧
力
を
受
け
て
、奥
州
藤

原
氏
・
泰
衡
が
衣
川
で
義
経
を

討
ち
取
っ
た
と
い
う
の
が
歴
史

の
定
説
で
あ
る
―
―
し
か
し
、こ

の
物
語
は
通
説
を
覆
し
、義
経
が

妻
子
と
と
も
に
自
害
し
た
と
こ

ろ
か
ら
始
ま
る
。
た
だ
、
自
害

と
す
る
に
は
現
場
の
状
況
、義
経

の
心
理
面
な
ど
を
洞
察
す
れ
ば

不
自
然
な
こ
と
も
多
い
…
…
こ

の
謎
に
『
吾
妻
鏡
』
に
驚
異
の
博

覧
強
記
と
し
て
そ
の
名
が
上
が

る
、“
頭
脳
の
人
”清
原
実
俊
が

挑
む
。
中
級
の
文
官
で
あ
る
実

俊
だ
が
、た
と
え
泰
衡
相
手
で
も
、

強
気
の
姿
勢
を
崩
さ
な
い
豪
放

な
性
格
で
あ
る
。
そ
れ
を
苦
心

し
て
諫
め
て
い
る
の
が
従
者
の

葛
丸（
男
装
し
て
い
る
が
、
実
は

女
性
）。
泰
衡
、頼
朝
の
刺
客
、弁

慶
、藤
原
一
族
。
実
俊
が
さ
ま
ざ

ま
な
“
容
疑
者
”
を
調
べ
、推

理
し
て
い
く
、傑
作
歴
史
ミ
ス
テ

リ
ー
小
説
」。

　

ミ
ス
テ
リ
ー
が
好
き
で
、か
つ

奥
州
藤
原
氏
や
源
義
経
に
興
味

が
あ
る
人
に
と
っ
て
は
、手
に
取

っ
て
読
ま
ず
に
は
い
ら
れ
な
い

紹
介
文
で
あ
る
。

謎
が
謎
を
呼
ぶ
歴
史
ミ

ス
テ
リ
ー

　

物
語
は
、義
経
が
妻
子
を
殺
害

し
自
害
し
た
姿
で
見
つ
か
る
と

い
う
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
史

実
で
も
そ
う
伝
え
ら
れ
る
が
、小

説
の
中
で
は
、そ
れ
が
起
き
た
と

さ
れ
る1189

年
の
旧
暦
閏
４

月
30
日
の
３
日
前
と
い
う
設
定

で
あ
る
。
奥
州
藤
原
氏
四
代
目

の
御
館
泰
衡
は
、そ
の
現
場
の
状

況
に
不
審
な
点
が
あ
る
と
考
え
、

清
衡
実
俊
に
真
相
究
明
を
命
じ

る
。

　

姿
を
消
し
た
義
経
の
郎
従
常

陸
坊
ら
12
人
の
郎
従
の
謎
。
こ

の
エ
ピ
ソ
ー
ド
も「
常
陸
坊
を
初

め
と
し
て
残
り
十
一
人
の
者
ど

も
、今
朝
よ
り
近
き
あ
た
り
の
山

寺
を
拝
み
に
出
で
け
る
が
、そ
の

ま
ま
帰
ら
ず
し
て
失
せ
に
け
り
」

と
、「
義
経
記
」に
出
て
い
る
。

　

死
ん
だ
義
経
も
妻
子
も
旅
衣

装
だ
っ
た
。
彼
ら
は
い
っ
た
い

ど
こ
に
向
か
お
う
と
し
た
の
か
。

自
害
な
の
か
、自
害
を
装
っ
て
殺

害
さ
れ
た
の
か
。
殺
害
さ
れ
た

と
す
れ
ば
、誰
が
殺
害
し
た
の
か
、

そ
の
理
由
は
何
か
。「
容
疑
者
」も

数
多
い
。
御
館
泰
衡
、そ
の
兄
国

衡
、弟
の
忠
衡
、祖
父
藤
原
基
成
、

姿
を
消
し
た
義
経
の
郎
従
常
陸

坊
の
一
行
、弁
慶
ら
残
さ
れ
た
郎

従
、
頼
朝
が
放
っ
た
細
作（
ス
パ

イ
）…
。
そ
の
誰
に
も
義
経
を
殺

害
す
る
動
機
が
あ
る
よ
う
に
見

え
、真
相
は
な
か
な
か
見
え
て
こ

な
い
。

　

謎
が
謎
を
呼
ぶ
ま
さ
に
ミ
ス

テ
リ
ー
の
王
道
を
行
く
展
開
で

あ
る
。
そ
し
て
ま
た
話
は
義
経

が
平
泉
に
逃
れ
て
半
年
後
に
突

然
亡
く
な
っ
た
先
代
の
秀
衡
の

死
の
真
相
に
も
迫
る
。
そ
し
て

そ
の
翌
年
２
月
に
秀
衡
の
六
男

頼
衡
が
殺
さ
れ
た
そ
の
訳
と
は
。

史
実
通
り
に
事
態
が
展
開
し
て

い
く
中
に
、謎
を
盛
り
込
ん
で
い

く
作
者
の
構
成
力
は
実
に
お
見

事
と
い
う
ほ
か
な
い
。

　

も
ち
ろ
ん
、奥
州
藤
原
氏
と
弁

慶
を
始
め
と
す
る
義
経
郎
従
と

の
合
戦（
衣
川
の
合
戦
）、頼
朝
の

奥
州
侵
攻
と
奥
州
藤
原
氏
の
滅

亡（
文
治
五
年
奥
州
合
戦
）も
、避

け
ら
れ
な
い
現
実
と
し
て
、こ
の

小
説
の
中
で
も
起
こ
る
。
そ
し

て
ま
た
秀
逸
な
の
は
、そ
の
裏
に

あ
っ
た
も
の
に
つ
い
て
、作
者
は

歴
史
ミ
ス
テ
リ
ー
の
形
を
取
り

な
が
ら
、敗
者
の
心
中
を
し
っ
か

り
語
ら
せ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　

清
原
実
俊
の
御
館
泰
衡
に
対

す
る
温
か
い
目
線
や
、泰
衡
が
決

し
て
凡
愚
な
君
主
と
し
て
は
語

ら
れ
て
い
な
い
様
子
に
は
、取
り

も
直
さ
ず
作
者
の
泰
衡
に
対
す

る
目
線
が
表
れ
て
い
る
。
家
督

を
継
げ
な
か
っ
た
長
男
国
衡
に

そ
の
思
い
を
語
ら
せ
て
い
る
と

こ
ろ
も
実
に
面
白
い
。
ま
た
、蝦

夷
を
母
に
持
つ
国
衡
に
は
、そ
れ

だ
け
で
な
く
、奥
州
人
と
し
て
の

思
い
も
語
ら
せ
て
い
る
の
も
興

味
深
い
。

東
北
人
と
し
て
の
叫
び

　

作
中
で
は
、主
人
公
清
原
実
俊

は
景
迹
（
き
ょ
う
じ
ゃ
く
＝
推

理
）の
達
人
と
し
て
描
か
れ
て
い

る
。
特
に
、初
対
面
の
相
手
に
対

し
て
、
実
俊
は「
プ
ロ
フ
ァ
イ
リ

ン
グ
」を
行
う
。
御
館
泰
衡
に
対

し
て
は
こ
う
で
あ
る
。

　
「
国
の
た
め
な
ら
己
を
滅
す
る
。

己
の
感
情
よ
り
も
、ま
ず
国
の
利

益
に
な
る
か
ど
う
か
を
考
え
て
、

あ
る
べ
き
御
館
の
姿
を
演
じ
て

い
る
」、「
度
量
が
大
き
く
何
事
に

も
動
じ
な
い
。
威
厳
が
あ
り
な

が
ら
も
偉
ぶ
る
こ
と
を
せ
ず
、腹

の
立
つ
態
度
を
と
る
お
れ
の
よ

う
な
者
の
言
葉
も
辛
抱
強
く
聞

き
、目
ま
ぐ
る
し
く
頭
を
回
し
て
、

相
手
の
真
意
を
読
み
と
ろ
う
と

す
る
。
己
が
賢
し
い
こ
と
を
知

っ
て
い
る
が
、そ
の
限
界
も
知
っ

て
い
る
ゆ
え
、お
れ
に
相
談
し
に

来
た
か
。
う
む
。
確
か
に
お
れ

の
方
が
汝
よ
り
賢
し
い
」

　

泰
衡
は
そ
の
言
葉
を
実
俊
の

景
迹
の
通
り
笑
っ
て
聞
く
が
、そ

れ
以
外
の
登
場
人
物
は
例
外
な

く
怒
る
。
し
か
し
、そ
の
登
場
人

物
も
極
め
て
魅
力
的
に
描
か
れ

て
い
る
。御
館
泰
衡
は
も
ち
ろ
ん
、

国
衡
、
忠
衡
、
家
臣
の
長
崎
太
郎

（
こ
れ
ま
た
義
経
記
に
登
場
し
て

い
る
）、
そ
し
て
最
初
は
主
人
公

に「
帝
に
仕
え
る
よ
り
も
平
泉
藤

原
家
と
結
ん
だ
方
が
美
味
い
汁

を
吸
え
る
と
思
っ
た
狡
っ
辛
い

男
」と
け
ち
ょ
ん
け
ち
ょ
ん
に
酷

評
さ
れ
た
藤
原
基
成
さ
え
も
、最

終
場
面
で
は
主
人
公
清
原
実
俊

に
対
し
て
温
か
い
ま
な
ざ
し
を

向
け
、的
確
な
ア
ド
バ
イ
ス
を
送

る
人
物
と
し
て
描
か
れ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
頼
朝
、
梶
原

景
時
の
描
か
れ
方
と
言
っ
た
ら

…
。作
者
の
平
泉
に
対
す
る
並
々

な
ら
ぬ
シ
ン
パ
シ
ー
が
感
じ
ら

れ
る
。

　

作
中
で
実
俊
は
陸
奥
出
羽
両

国
の
未
来
に
つ
い
て
こ
う
予
測

す
る
。

　
「
平
泉
藤
原
家
が
源
九
郎
を
匿

っ
た
こ
と
を
理
由
に
、源
二
位
が

攻
め
て
く
る
。
そ
し
て
、平
泉
藤

原
家
は
滅
び
る
。
庇
護
者
を
失

っ
た
出
羽
、
陸
奥
国
は
、
俘
囚
の

国
よ
と
さ
げ
す
ま
れ
、
常
に
搾

取
さ
れ
る
ば
か
り
と
な
る
。
百

年
、
二
百
年
、
千
年
た
っ
て
も
そ

れ
は
変
わ
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
平

泉
は
、出
羽
、陸
奥
国
は
、衰
退
し
、

い
ず
れ
鎌
倉
に
劣
る
田
舎
と
な

る
。
た
だ
た
だ
米
を
、馬
を
牛
を
、

都
へ
送
る
た
め
に
存
在
す
る
国

と
な
り
、住
む
者
た
ち
は
奴
婢
と

同
様
に
扱
わ
れ
る
の
だ
」。

　

そ
し
て
、「
考
え
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
の
は
、
こ
れ
か
ら
先
、
当
来

（
未
来
）の
こ
と
だ
」、「
出
羽
、
陸

奥
の
民
が
こ
れ
か
ら
歩
ま
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
修
羅
の
道
に
は
、灯

り
が
必
要
だ
」と
強
調
す
る
。

　

そ
の
「
灯
り
」
が
何
だ
っ
た
の

か
は
本
書
を
読
ん
で
い
た
だ
く

と
し
て
、そ
の
主
人
公
の
叫
び
は
、

作
者
そ
の
も
の
の
叫
び
だ
っ
た

の
だ
ろ
う
。
作
者
の
平
谷
氏
は

岩
手
県
久
慈
市
の
出
身
で
あ
る
。

　

同
じ
東
北
に
住
む
一
人
と
し

て
、
奥
州
藤
原
氏
を
滅
ぼ
し
、
奥

羽
を
我
が
も
の
と
し
た
頼
朝
に

対
す
る
モ
ヤ
モ
ヤ
し
た
感
情
は

あ
る
。
他
に
も
東
北
に
住
む
少

な
か
ら
ぬ
人
が
恐
ら
く
、
多
か

れ
少
な
か
れ
同
じ
思
い
を
持
っ

て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

本
書
で
も
、奥
州
藤
原
氏
の
滅
亡

を
目
の
当
た
り
に
し
た
主
人
公

に
そ
う
し
た
思
い
を
持
た
せ
て

い
る
こ
と
に
も
共
感
が
持
て
る
。

そ
し
て
、そ
の
張
本
人
で
あ
る
頼

朝
の
最
期（
そ
れ
も
記
録
に
残
っ

て
い
る
内
容
だ
）が
、
そ
う
し
た

主
人
公
の
復
讐
心
の
結
果
だ
っ

た
の
で
は
と
想
像
さ
せ
る
記
述

に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
、東
北

人
と
し
て
は
溜
飲
が
下
が
る
思

い
も
し
た
。

　

本
書
の
裏
表
紙
の
記
載
は
、

「
百
年
の
平
和
と
映
画
を
誇
る
奥

州
平
泉
に
と
っ
て
、落
ち
の
び
て

き
た
源
義
経
は
ま
る
で
疫
病
神

で
あ
っ
た
。
新
た
に
派
遣
を
握

っ
た
源
頼
朝
が
、追
討
令
が
出
て

い
る
義
経
を
口
実
に
、奥
州
藤
原

氏
を
潰
し
に
か
か
る
は
必
定
―

―
。
対
応
を
巡
っ
て
意
見
が
対

立
す
る
中
、突
如
と
し
て
義
経
は

死
ん
だ
。
あ
た
か
も
妻
子
を
伴

っ
て
の
自
害
に
見
え
る
が
…
…
。

平
泉
の
天
才
文
官
・
清
原
実
俊

が
、従
者
の
葛
丸
ら
と
と
も
に
真

相
解
明
に
乗
り
出
す
。
運
命
に

翻
弄
さ
れ
る
者
た
ち
の
熱
誠
が

胸
を
打
ち
、恐
る
べ
き
真
実
が
結

末
に
待
ち
受
け
る
、歴
史
ミ
ス
テ

リ
ー
の
傑
作
が
こ
こ
に
誕
生
！
」

　

こ
の
文
章
に
そ
そ
ら
れ
た
人

に
は
ぜ
ひ
、ご
一
読
を
お
勧
め
し

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

平
谷
美
樹「
義
経
暗
殺
」

が
面
白
い
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新
年
の
始
ま
り
か
ら
少
し
経

っ
た
小
正
月
、
私
は
今
年
も
大

崎
八
幡
宮
の
「
ど
ん
と
祭
」
を

訪
れ
て
い
た
。
全
国
的
に
も
知

ら
れ
る
と
い
う
当
社
に
お
け
る

ど
ん
と
祭
の
魅
力
は
、
役
目
を

終
え
た
多
く
の
正
月
飾
り
を
焚

き
上
げ
る
大
き
な
火
の
山
の
暖

に
当
た
る
悦
び
の
他
に
、
境
内

に
ず
ら
り
と
並
ん
だ
珍
し
い
出

店
群
が
醸
し
出
す
幻
惑
的
な
雰

囲
気
、
ま
た
暗
い
寒
空
の
下
精

一
杯
楽
し
む
大
勢
の
参
拝
者
た

ち
の
姿
に
見
る
、
北
国
の
気
概

と
風
情
で
あ
る
。

　

今
年
、
こ
こ
で
の
あ
る
不
思

議
な
光
景
が
私
の
心
を
捉
え
た
。

　

社
殿
に
近
い
参
道
の
階
段
で
、

数
羽
の
鶏
（
矮チ

ャ
ボ鶏
）
が
幟
や
枝

に
と
ま
っ
て
い
る
の
を
、
参
拝

客
た
ち
が
珍
し
が
っ
て
写
真
に

撮
っ
た
り
し
て
賑
わ
っ
て
い
た

の
で
あ
る
。
何
故
こ
こ
に
鶏
が

居
る
の
か
・
・
不
思
議
に
思
い

な
が
ら
場
を
後
に
し
た
が
、
そ

の
後
参
拝
に
訪
れ
る
度
に
彼
ら

に
出
喰
わ
す
事
に
な
っ
た
。

　

神
社
に
鳥
と
い
う
と
、
半
ば

当
然
な
が
ら
神
域
の
境
界
を
示

す
門
「
鳥
居
」
を
想
起
す
る
。

　

鳥
居
に
つ
い
て
は
、
そ
の
起

源
と
し
て
天
照
大
神
を
天
岩
戸

か
ら
誘
い
出
す
為
に
鳴
か
せ
た

鶏
の
止
ま
り
木
と
す
る
説
が
知

ら
れ
、
現
在
も
伊
勢
神
宮
や
石

上
神
宮
な
ど
「
神
使
」
と
し
て

境
内
に
鶏
を
放
し
飼
い
に
し
て

い
る
お
社
も
少
な
く
な
い
よ
う

だ
。
八
幡
宮
を
象
徴
す
る
鳥
と

し
て
知
ら
れ
る
の
は
鳩
で
、
特

に
、
鳥
居
の
扁
額
に
彫
ら
れ
た

「
八
幡
宮
」
の
「
八
」
の
字
が

二
羽
の
鳩
に
描
か
れ
て
い
る
八

幡
社
は
多
い
と
言
わ
れ
る
。
他

に
も
八
幡
宮
と
い
え
ば「
戌
亥
」

年
生
ま
れ
の
守
護
神
と
さ
れ
る

事
が
多
く
、
様
々
な
動
物
と
の

関
わ
り
が
見
ら
れ
る
の
だ
が
、

当
社
の
場
合
、
鶏
と
の
所
縁
は

ど
う
も
一
般
と
は
違
う
よ
う
な

の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
一
見
あ

ま
り
に
も
有
名
な
大
社
に
秘
め

ら
れ
た
謎
に
焦
点
を
当
て
、
東

北
の
神
社
が
持
つ
知
ら
れ
ざ
る

反
骨
の
記
憶
に
迫
っ
て
み
た
い
。

　
　
　
　
　

＊

　

実
は
大
崎
八
幡
宮
の
鎮
座
す

る
丘
陵
下
の
広
瀬
川
沿
い
に
は

「
鶏
橋
」「
鶏
沢
」
と
い
う
場

所
が
あ
る
。
昔
、
滝
の
よ
う
に

流
れ
落
ち
る
沢
に
か
か
る
こ
の

橋
の
欄
干
に
、
夜
な
夜
な
金
色

の
鶏
が
と
ま
っ
て
高
ら
か
に
鳴

い
て
は
飛
び
去
っ
て
い
く
と
い

う
事
が
あ
っ
た
。
何
か
不
吉
な

前
兆
か
と
大
崎
八
幡
宮
を
訪
れ

た
町
の
人
々
は
、
そ
の
頃
奉
納

さ
れ
て
い
た
見
事
な
鶏
の
絵
馬

か
ら
、
あ
る
夜
に
鶏
だ
け
が
抜

け
出
し
て
橋
を
目
指
し
飛
ん
で

い
く
の
を
目
撃
。
こ
れ
は
い
か

ん
と
金
網
で
絵
馬
を
封
じ
た
が
、

そ
の
後
未
曾
有
の
大
雨
か
ら
洪

水
が
起
き
て
死
者
も
出
た
事
か

ら
、
人
々
は
鶏
が
災
害
を
警
告

す
る
為
出
現
し
た
八
幡
神
の
化

身
だ
っ
た
の
だ
と
知
り
、
深
く

反
省
し
た
の
だ
と
い
う
。

　

こ
の
よ
う
な
不
思
議
な
話
が

実
際
に
あ
っ
た
の
か
？
そ
う
で

な
い
と
す
る
と
、
こ
の
伝
説
の

裏
に
何
ら
か
の
意
味
が
隠
さ
れ

て
い
る
の
だ
ろ
う
か
？

　

塩
竃
神
社
の
元
宮
司
・
押
木

耿
介
は
「
神
の
降
臨
を
仰
ぐ
場

所
は
元
々
何
ら
か
の
聖
域
で
あ

っ
た
は
ず
で
あ
る
」
と
書
い
た
。

　

ま
た
、
日
本
地
名
研
究
会
の

三
文
字
孝
司
は
主
張
す
る
。

「
大
崎
八
幡
宮
は
、
以
前
は
ニ

ワ
タ
リ
神
の
神
域
だ
っ
た
に
違

い
な
い
」
と
。

　

突
如
登
場
し
て
き
た
、
聞
き

慣
れ
な
い
神
の
名
前
。
実
は
、

宮
城
の
み
な
ら
ず
周
囲
の
東
北

・
北
関
東
各
県
に
広
く
分
布
す

る
、
そ
の
名
も
『
に
わ
た
り
神

社
』
と
い
う
、
謎
め
い
た
社
の

主
神
な
の
で
あ
る
。

　

東
北
や
関
東
で
謎
の
神
社
と

い
え
ば
ア
ラ
ハ
バ
キ
神
社
が
思

い
浮
か
ぶ
。
偽
書
と
さ
れ
て
い

る
『
東
日
流
外
三
郡
誌
』
に
取

り
上
げ
ら
れ
、
高
橋
克
彦
が
小

説
で
題
材
に
し
て
い
る
事
で
も

有
名
に
な
っ
た
が
、「
に
わ
た

り
神
社
」
は
ほ
ぼ
全
く
メ
デ
ィ

ア
に
注
目
さ
れ
ず
、
関
連
書
籍

も
な
く
、
各
地
の
地
元
民
が
ひ

っ
そ
り
と
信
仰
し
て
き
た
、
そ

れ
で
い
て
そ
の
正
体
は
ほ
と
ん

ど
知
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
不

思
議
な
存
在
で
あ
る
。
し
か
し

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
は
各
地

で
強
い
関
心
を
示
し
、
研
究
を

続
け
て
い
る
人
々
の
存
在
が
確

認
で
き
る
。
そ
れ
ら
様
々
な
識

見
の
中
か
ら
、
興
味
深
い
点
を

摘
み
上
げ
て
み
よ
う
。

　

宮
城
県
多
賀
城
市
で
は
『
仁

和
多
利
神
社
』
と
書
く
。
祭
神

は
武
内
宿す

く
ね祢
命
。

　

縁
結
び
で
知
ら
れ
る
仙
台
市

泉
区
の
二
柱
神
社
は
、
別
名
を

　
「
仁
和
多
利
大
権
現
」と
い
い
、

祭
神
を
イ
ザ
ナ
ギ
・
イ
ザ
ナ
ミ

の
夫
婦
神
と
す
る
。

　

山
形
県
村
山
市
で
は
『
荷
渡

神
社
』
と
書
く
。
祭
神
は
猿
田

彦
命
。
同
県
米
沢
市
で
は
『
庭

渡
神
社
』
と
書
く
。
祭
神
は

倉う
か
の
み
た
ま

稲
魂
命
。

　

福
島
県
相
馬
郡
で
は
『
二
羽

渡
神
社
』
と
書
く
。
祭
神
は
、

　
「
二
羽
渡
権
現
」
と
い
う
二

羽
の
白
い
雀
と
伝
わ
る
。
同
県

い
わ
き
市
で
は
鬼
渡
神
社
。
祭

神
は
大
和
多
津
見
命
ほ
か
。

　

山
形
・
宮
城
・
福
島
そ
し
て

栃
木
・
茨
城
を
中
心
と
し
て
北

限
は
岩
手
県
閉
夷
郡
（
二
渡
神

社
）、
南
限
は
千
葉
県
八
日
市

（
根
渡
神
社
）
に
至
る
ま
で
実

に
百
社
以
上
の
同
名
異
字
の
社

が
存
在
す
る
。
大
体
共
通
し
て

子
供
の
無
病
息
災
が
祈
願
さ
れ
、

ま
た
蛇
神
な
ど
水
を
司
る
神
で

も
あ
る
名
残
を
示
し
て
い
る
。

　

以
上
で
わ
か
る
と
お
り
、
同

名
で
い
な
が
ら
異
字
で
あ
る
だ

け
で
な
く
、
祭
神
ま
で
が
バ
ラ

バ
ラ
に
異
な
っ
て
い
る
と
い
う

極
め
て
異
例
な
神
社
で
あ
る
。

　

推
測
で
き
る
事
は
、
多
彩
で

脈
絡
が
な
い
祭
神
名
は
、
基
本

的
に
後
付
け
さ
れ
た
存
在
で
あ

り
、
も
と
は
何
ら
か
の
共
通
し

た
信
仰
対
象
で
あ
っ
た
可
能
性

が
高
い
と
い
う
事
。

　

青
森
・
秋
田
両
県
に
は
見
ら

れ
な
い
な
が
ら
、
岩
手
県
か
ら

千
葉
県
ま
で
の
広
範
囲
に
分
布

（
特
に
福
島
県
内
に
集
中
）
す

る
事
か
ら
、
蝦
夷
関
連
（
そ
れ

も
朝
廷
に
対
応
し
た
経
験
の
あ

る
地
域
）
の
土
着
信
仰
が
関
係

し
て
い
る
線
が
濃
厚
で
あ
る
事
。

　

つ
ま
り
、
ア
ラ
ハ
バ
キ
と
は

違
う
形
で
そ
の
正
体
を
隠
し
、

土
着
信
仰
を
守
っ
た
神
社
で
あ

る
、
と
い
う
事
だ
ろ
う
か
。

　

東
北
で
鶏
と
い
え
ば
、
も
う

一
つ
思
い
当
た
る
事
が
あ
る
。

　

か
つ
て
の
奥
羽
の
都
・
平
泉

に
お
い
て
、
無
量
光
院
の
背
後

に
聳
え
た
と
い
う
金
鶏
山
。

　

奥
州
藤
原
氏
三
代
・
秀
衡
が

山
を
人
工
的
に
築
き
上
げ
、
平

泉
の
守
護
を
祈
願
し
雌
雄
一
対

の
金
製
の
鶏
を
埋
め
た
と
伝
わ

る
。
こ
れ
は
藤
原
氏
に
よ
る
仏

国
土
と
し
て
の
平
泉
の
重
要
な

装
置
と
解
釈
さ
れ
る
が
、
実
は

こ
の
「
金
鶏
を
埋
め
る
」
と
い

う
行
為
は
特
殊
な
も
の
で
は
な

く
、
長
野
、
岐
阜
、
奈
良
、
三

重
ほ
か
全
国
に
あ
る
金
鶏
伝
説

に
見
ら
れ
る
。
山
や
塚
に
埋
め

ら
れ
た
金
鶏
が
元
旦
な
ど
に
地

中
か
ら
鳴
く
と
い
う
も
の
だ
が
、

特
に
東
北
で
は
宮
城
県
北
部
・

金
成
の
畑
地
区
に
て
、
砂
金
で

富
を
得
た
「
炭
焼
藤
太
」
が
山

に
金
の
鶏
を
埋
め
た
と
い
う
伝

説
が
知
ら
れ
て
い
る
。

　

炭
焼
藤
太
は
源
義
経
の
奥
州

入
り
で
手
引
き
を
し
た
金
売
り

吉
次
の
父
と
言
わ
れ
る
人
物
で
、

平
泉
と
の
関
わ
り
も
深
い
の
だ

が
、
実
は
後
年
秀
衡
が
埋
め
た

と
い
う
金
鶏
は
発
掘
さ
れ
ず
、

金
鶏
山
は
経
文
が
埋
め
ら
れ
た

経
塚
で
あ
っ
た
事
が
判
明
し
た
。

　

そ
の
反
面
、
伝
説
と
思
わ
れ

た
炭
焼
藤
太
の
金
鶏
は
現
実
に

発
掘
さ
れ
、
し
か
も
藤
太
伝
説

は
宮
城
だ
け
で
な
く
全
国
各
地

に
あ
っ
て
、
隣
県
山
形
の
寒
河

江
市
で
も
金
鶏
が
発
掘
さ
れ
た

と
い
う
の
で
あ
る
。
何
や
ら
、

途
轍
も
な
い
ミ
ス
テ
リ
ー
の
迷

宮
に
嵌
ま
り
そ
う
で
は
な
い
か
。

　

さ
ら
に
、
こ
の
炭
焼
藤
太
と

い
う
名
は
、
俵
藤
太
と
呼
ば
れ

た
と
伝
わ
る
藤
原
秀
郷
が
モ
デ

ル
で
は
な
い
か
と
い
う
説
が
あ

る
。
言
わ
ず
と
知
れ
た
、
平
泉

藤
原
氏
や
信
夫
佐
藤
氏
の
祖
で

も
あ
る
が
、
ま
さ
か
平
泉
よ
り

五
代
も
前
の
秀
郷
か
ら
既
に
陸

奥
の
黄
金
に
関
わ
っ
て
い
た
と

い
う
事
だ
ろ
う
か
？

　

金
成
の
畑
と
い
う
地
名
は
渡

来
氏
族
で
あ
る
秦
氏
に
関
係
す

る
可
能
性
が
あ
る
が
、
実
は
秀

郷
も
秦
氏
の
娘
を
妻
に
し
て
い

る
。
秦
氏
と
い
え
ば
、
炭
焼
藤

太
の
子
・
金
売
り
吉
次
の
京
都

で
の
屋
敷
が
あ
っ
た
「
首か

ど
で途
八

幡
宮
」
は
西
陣
地
区
に
あ
り
、

秦
氏
が
伝
え
た
西
陣
織
で
知
ら

れ
た
地
で
あ
る
・
・
等
々
と
考

え
て
い
た
ら
ま
す
ま
す
わ
か
ら

な
く
な
る
の
で
、
話
を
戻
そ
う
。

　

そ
も
そ
も
「
金
鶏
」
と
は
天

上
に
住
む
と
さ
れ
る
想
像
上
の

鶏
で
あ
り
、
こ
れ
が
天
上
で
暁

を
知
ら
せ
る
事
に
呼
応
し
て
、

地
上
の
鶏
が
鳴
く
、
と
さ
れ
た
。

　

つ
ま
り
鶏
信
仰
は
、
古
代
東

北
の
黄
金
文
化
あ
っ
て
こ
そ
と

い
う
事
だ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。

　

し
か
し
、
ま
だ
ま
だ
腑
に
落

ち
な
い
。
そ
も
そ
も
、「
に
わ

た
り
」
と
は
鶏
の
事
で
は
な
く
、

ア
イ
ヌ
語
か
何
か
で
別
の
意
味

を
持
つ
名
詞
で
は
な
い
の
か
。

　

そ
う
い
え
ば
、
ア
ラ
ハ
バ
キ

神
社
は
境
内
の
主
神
の
座
を
奪

わ
れ
、
末
社
な
ど
に
祀
ら
れ
る

例
が
多
い
が
、
に
わ
た
り
の
場

合
は
二
柱
神
社
の
よ
う
に
あ
く

ま
で
主
神
の
ま
ま
で
名
を
変
え
、

別
名
・
旧
名
と
し
て
記
憶
さ
れ

て
い
る
。
つ
ま
り
、
祭
神
の
み

な
ら
ず
神
社
名
す
ら
も
重
要
で

は
な
い
、
と
い
う
事
な
の
か
。

　

実
は
、
現
存
す
る
国
内
の
神

社
は
大
き
く
「
氏
神
型
信
仰
」

と
「
勧
請
型
信
仰
」
に
分
け
る

事
が
で
き
る
。
氏
神
型
は
古
来

の
伝
統
形
式
で
、
血
縁
や
地
縁

に
よ
る
組
織
で
氏
神
・
地
主
神

を
祀
る
型
で
あ
る
。
も
と
も
と

神
社
と
は
個
人
的
な
祈
願
を
す

る
場
所
で
は
な
く
、
五
穀
豊
穣

な
ど
の
為
の
共
同
体
祭
祀
の
場

で
、
祭
神
の
名
や
霊
験
・
ご
利

益
な
ど
は
あ
ま
り
視
野
に
な
か

っ
た
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。

　

個
人
的
祈
願
や
ご
利
益
は
個

人
救
済
を
唱
え
る
仏
教
の
影
響

と
さ
れ
、
ま
た
そ
う
し
た
霊
験

を
持
つ
大
社
の
分
霊
を
行
い
、

全
国
に
同
名
・
同
系
統
の
神
社

を
広
め
て
い
っ
た
の
が
現
在
主

流
と
も
い
え
る
勧
請
型
で
あ
る
。

　

ま
た
、
明
治
維
新
後
の
廃
仏

毀
釈
に
よ
り
各
地
に
散
在
す
る

「
雑
多
な
」
神
社
の
統
廃
合
が

行
わ
れ
、
地
方
独
自
の
社
が
国

家
の
認
め
る
神
話
上
の
神
に
す

り
替
え
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の
歴

史
的
要
素
か
ら
、
に
わ
た
り
神

社
の
謎
も
あ
る
程
度
解
け
て
く

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
、
各
地
の
「
に
わ
た

り
神
社
」
の
祭
神
が
一
定
で
な

く
バ
ラ
バ
ラ
な
の
は
国
家
に
よ

る
押
し
付
け
、
あ
る
い
は
神
社

側
の
方
便
で
あ
り
、
逆
に
そ
れ

だ
け
祭
神
名
に
こ
だ
わ
ら
な
い

側
面
は
、
こ
の
神
社
が
古
来
の

「
氏
神
型
信
仰
」
を
維
持
し
て

き
た
事
を
示
し
て
い
る
。
し
か

し
尚
も
残
る
謎
は
、
国
家
に
対

す
る
方
便
と
し
て
祭
神
を
据
え

な
が
ら
も
、
神
社
名
そ
の
も
の

は
当
て
字
を
異
に
し
な
が
ら
、

　
「
に
わ
た
り
」
を
守
り
続
け

て
き
た
、
そ
の
一
点
で
あ
る
。

そ
こ
に
は
、
祭
神
・
霊
験
に
こ

だ
わ
ら
な
い
縄
文
信
仰
を
基
に

し
な
が
ら
、
何
か
蝦
夷
的
土
着

結
束
のDNA

を
感
じ
さ
せ
る

も
の
が
あ
る
。
に
わ
た
り
神
社

の
謎
は
調
べ
れ
ば
調
べ
る
ほ

ど
深
ま
る
ば
か
り
で
あ
り
、
そ

の
究
明
の
旅
は
始
ま
っ
た
ば

か
り
の
よ
う
に
も
思
え
る
の

で
あ
る
。

　
　
　
　
　

＊

　

私
が
現
在
の
「
地
元
の
神
」

と
し
て
愛
着
を
深
め
る
大
崎

八
幡
宮
、
そ
の
境
内
に
住
む
鶏

た
ち
は
何
を
語
り
か
け
よ
う

と
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
伊
達
政

宗
に
よ
る
創
建
時
、
臨
機
応
変

た
る
ニ
ワ
タ
リ
の
神
と
の
、
何

ら
か
の
約
束
が
交
わ
さ
れ
た

可
能
性
を
、
そ
の
伝
説
や
境
内

に
遊
ぶ
鶏
た
ち
の
姿
に
見
る

の
で
あ
る
。

　

明
治
政
府
に
よ
る
地
方
独

自
の
神
社
へ
の
破
壊
行
為
は
、

地
方
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
自

立
性
を
崩
壊
さ
せ
、
現
代
に
も

続
く
中
央
へ
の
依
存
体
質
と

「
地
域
の
衰
退
」
の
遠
因
と
も

な
っ
て
き
た
。
な
ら
ば
今
こ
そ

ニ
ワ
タ
リ
の
復
権
が
、
東
北
復

興
の
鍵
と
な
ら
ぬ
と
も
限
る

ま
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
、

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
。

『
鶏
と
東
北
の
不
可
思
議
な

関
係
の
事
』

大崎八幡宮、冬の夜の祭で人々を見守る鶏たち
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淡雪 芝焼き

キネズミ（リス）

ニホンカモシカご夫婦で

雪中クロッカス

ユキワリソウ

春雪 雪中フキノトウ

シリーズ 遠野の自然
「遠野の清明」
遠野 1000 景より

　

こ
れ
か
ら
咲
こ
う
と
し
て
い

る
桜
の
つ
ぼ
み
に
雪
が
積
も
る

景
色
は
め
っ
た
に
な
い
が
、
今

年
は
あ
ち
こ
ち
で
見
ら
れ
た
。

　

遠
野
で
は
、
氷
点
下
の
日
も

あ
っ
た
よ
う
だ
。

　

写
真
の
よ
う
に
、
こ
れ
か
ら

　

四
月
に
な
っ
た
と
い
う
の
に

全
国
的
に
雪
に
見
舞
わ
れ
た
。

　

気
温
も
冬
に
逆
戻
り
で
、
東

京
で
も
一
桁
の
寒
い
日
々
と
な

っ
た
。

　

当
然
な
が
ら
、
北
国
の
桜
前

線
は
突
然
停
滞
し
て
し
ま
っ
た
。

咲
き
ほ
こ
ろ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、

突
然
雪
に
埋
も
れ
た
花
々
は
き

っ
と
驚
い
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。

　

他
方
、
春
に
な
り
動
物
た
ち

も
姿
を
見
せ
る
。
ニ
ホ
ン
カ
モ

シ
カ
の
夫
婦
や
リ
ス
た
ち
は
春

が
待
ち
遠
し
い
で
あ
ろ
う
。
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て
、
三
万
年
以
上
続
い
て
い
る

歴
史
が
あ
る
の
に
、
そ
れ
は
現

代
と
は
無
関
係
の
人
間
で
あ
り
、

無
関
係
の
歴
史
と
考
え
て
い
る

か
ら
だ
。
そ
の
こ
と
に
気
が
つ

い
て
、
き
ち
ん
と
先
祖
と
長
い

歴
史
を
正
し
く
位
置
づ
け
た
ら
、

世
界
で
も
稀
有
な
民
族
に
な
る

こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。

　

し
か
も
、
歴
史
的
孤
立
か
ら

脱
出
す
れ
ば
、
孤
独
で
は
な
く

な
る
。
短
絡
思
考
か
ら
も
解
放

さ
れ
る
。
一
挙
に
視
野
が
拡
大

す
る
。
超
長
期
視
点
か
ら
も
の

ご
と
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
な
る
。

【
目
指
す
理
想
的
な
文
化
】

壮
大
な
近
代
の
幻
想
で
あ
る
進

歩
思
想
を
捨
て
、
三
万
年
を
越

え
る
歴
史
と
連
綿
と
続
く
祖
先

か
ら
の
命
の
継
承
を
考
え
て
み

る
。

一作目の映画のエンディング画像

2 作目の映画 企画開始 
もう復興を目指す段階ではない

『東北再興』のひとつの可能性提示
　

一
作
目
の
映
画
が
完
成
し
て
、

三
月
末
に
上
映
し
た
ば
か
り
で

あ
り
、
ま
た
、
東
京
上
映
会
を

五
月
六
日
に
予
定
し
て
い
る
状

況
で
は
あ
る
が
、
ど
う
し
て
も

次
の
作
品
を
製
作
し
た
い
気
持

ち
を
抑
え
る
こ
と
が
出
来
な
く

な
っ
て
き
た
。

　

左
の
画
像
に
も
あ
る
よ
う
に
、

一
作
目
の
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
は
、

大
和
朝
廷
が
さ
ら
に
北
上
し
て
、

ま
さ
に
支
配
地
域
を
拡
大
し
よ

う
と
い
う
場
面
で
あ
っ
た
。

　

そ
う
な
れ
ば
、
次
の
展
開
を

考
え
る
の
は
当
然
で
あ
り
、
そ

の
た
め
、
二
作
目
で
、
北
上
後

を
描
く
映
画
製
作
は
自
然
の
流

れ
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　

＊

　

一
作
目
の
映
画
上
映
後
に
新

聞
の
取
材
を
受
け
た
が
、
そ
こ

で
二
作
目
の
構
想
を
話
し
た
。

　

有
言
し
て
実
行
と
い
う
こ
と

で
、
外
部
に
宣
言
し
た
以
上
、

や
る
し
か
な
い
と
い
う
立
場
に

自
分
を
追
い
込
ん
だ
。（
新
聞

記
事
参
照
）

　
　
　
　
　
　

＊

　
　

そ
こ
で
、
岩
手
県
南
部
を

主
な
舞
台
と
し
た
2
作
目
の
映

画
企
画
第
一
弾
を
ま
と
め
て
み

た
。

　

ま
だ
た
た
き
台
の
段
階
で
あ

り
、
公
表
は
出
来
な
い
が
、
一

作
目
の
舞
台
が
宮
城
県
北
部
の

涌
谷
町
、
二
作
目
で
北
上
し
て

古
代
激
戦
の
地
で
あ
る
岩
手
県

南
部
に
移
動
す
る
こ
と
に
な
る
。

中
身
は
ま
だ
こ
れ
か
ら
で
あ
る

が
、
古
代
の
歴
史
に
関
連
は
す

る
が
、
現
代
の
課
題
に
も
思
い

切
り
斬
り
込
ん
で
行
き
た
い
と

思
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　

＊

　

一
作
目
の
完
成
目
途
が
つ
き

始
め
て
か
ら
、
徐
々
に
二
作
目

の
構
想
に
取
り
か
か
っ
て
い
っ

た
の
だ
が
、
単
な
る
歴
史
だ
け

を
取
り
上
げ
る
も
の
で
は
な
く
、

こ
れ
か
ら
の
東
北
、
復
興
後
の

東
北
を
前
面
に
押
し
出
し
た
映

画
に
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　

そ
う
し
た
壮
大
な
構
想
で
は

あ
る
が
、
実
現
は
そ
う
簡
単
で

は
な
い
と
覚
悟
し
て
い
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
あ
え
て
挑

戦
し
て
い
く
こ
と
と
し
た
。

　
　
　
　
　
　

＊

　

二
作
目
で
表
現
し
た
い
こ
と

は
以
下
の
諸
点
で
あ
る
。

【
東
日
本
大
震
災
に
関
連
し
て
】

東
日
本
大
震
災
シ
ョ
ッ
ク
か
ら

脱
出
も
で
き
て
い
な
い
し
、
克

服
も
し
て
い
な
い
。「
大
き
な

宿
題
」
は
未
解
決
の
ま
ま
で
あ

る
。
あ
の
と
き
に
内
面
が
一
挙

に
空
白
と
な
り
、
従
来
の
価
値

観
が
跡
形
も
な
く
消
滅
し
た
が
、

あ
れ
か
ら
八
年
間
、
そ
の
答
え

を
求
め
続
け
て
き
た
が
、
い
ま

だ
に
何
一
つ
見
つ
か
っ
て
い
な

い
。
あ
の
と
き
の
無
力
感
、
精

神
的
空
白
、
価
値
観
喪
失
、
あ

れ
を
簡
単
に
忘
れ
る
よ
う
で
は

こ
の
国
の
未
来
は
危
う
い

【
現
代
日
本
の
文
化
と
生
き
方

に
つ
い
て
】

い
ま
の
日
本
の
浮
き
草
の
よ
う

に
浮
つ
い
て
い
て
、
漂
っ
て
ば

か
り
で
、
根
っ
こ
を
下
ろ
さ
ず
、

地
に
足
の
つ
い
て
い
な
い
文
化

は
空
虚
だ
。
そ
し
て
そ
の
中
で

暮
ら
す
人
々
も
落
ち
着
き
な
く
、

漂
っ
て
い
て
、
生
き
て
い
る
実

感
が
薄
い
。

　

日
本
列
島
に
暮
ら
し
て
き
た

か
つ
て
の
人
間
た
ち
か
ら
は
じ

ま
っ
て
、
い
ま
も
暮
ら
す
人
間

に
至
る
連
続
性
の
な
か
に
継
承

さ
れ
て
き
た
“
根
っ
こ
の
な

か
の
根
っ
こ
”
に
あ
る
も
の

の
こ
と
を
考
え
た
い
。
精
神
の

底
流
と
し
て
の
基
層
で
あ
る
。

　

い
ま
の
日
本
は
、
き
ち
ん
と

し
た
方
向
性
が
見
え
な
い
た
め

に
、
目
先
の
こ
と
ば
か
り
に
こ

だ
わ
り
す
ぎ
て
い
る
こ
と
。
ま

た
官
僚
的
な
発
想
が
は
び
こ
っ

て
い
て
息
苦
し
い
。
そ
の
た
め

か
、
若
い
人
の
挑
戦
す
る
姿
勢

が
希
薄
に
な
っ
て
い
る
。

【
中
央
集
権
的
発
想
は
国
を
亡

ぼ
す
】

い
ま
の
日
本
は
、
国
も
地
方
公

共
団
体
も
規
制
だ
ら
け
だ
が
、

そ
の
発
想
は
古
く
て
時
代
に
そ

ぐ
わ
な
い
だ
け
で
な
く
、
人
の

自
由
を
奪
い
、
が
ん
じ
が
ら
め

に
し
て
最
終
的
に
国
を
亡
ぼ
す
。

そ
れ
は
世
界
の
歴
史
を
見
れ
ば

す
ぐ
分
か
る
。
そ
れ
な
の
に
、

こ
う
し
た
傾
向
を
強
化
す
る
愚

を
犯
し
て
い
る
の
が
現
代
で
あ

る
。

【
歴
史
的
な
再
出
発
起
点
】

東
日
本
大
震
災
に
よ
り
、
今
か

ら
千
年
以
上
前
の
貞
観
大
地
震

と
貞
観
津
波
が
話
題
に
な
っ
た

が
、
も
う
少
し
時
代
を
遡
る
と
、

具
体
的
に
は
い
ま
か
ら1300

年
前
後
、
い
ま
か
ら1400

年

か
ら1200

年
前
ま
で
の200

年
間
が
こ
の
国
の
分
岐
点
で
あ

る
。
そ
こ
で
大
き
く
誤
っ
た
針

路
選
択
が
見
え
て
く
る
は
ず
で

あ
る
。
長
期
ス
パ
ン
で
歴
史
を

眺
め
て
い
る
と
、
こ
の
国
が
犯

し
た
大
き
な
過
ち
が
は
っ
き
り

見
え
て
く
る
。
そ
の
過
ち
は
一

つ
で
は
な
い
し
、
け
っ
し
て
小

さ
な
規
模
の
も
の
で
は
な
い
。

そ
こ
か
ら
再
出
発
し
な
け
れ
ば
、

未
来
も
な
い
。
そ
の
大
き
な
過

ち
の
主
た
る
も
の
は
、
戦
争
の

導
入
と
、
そ
の
戦
い
を
支
え
る

文
化
の
導
入
だ
っ
た
。

【
明
治
維
新
と
日
本
の
歴
史
に

つ
い
て
】

こ
の
国
の
開
始
が
、
渡
来
人
の

大
量
移
住
と
水
耕
稲
作
と
そ
れ

に
伴
う
諸
々
の
文
化
が
輸
入
さ

れ
た
時
代
か
ら
始
ま
っ
た
と
い

う
ム
ー
ド
が
こ
の
百
年
以
上
に

亘
り
支
配
し
て
い
る
。
そ
れ
は

ま
っ
た
く
の
誤
り
だ
。
こ
の
国

の
文
化
は
も
っ
と
も
っ
と
古
い
。

【
こ
れ
か
ら
の
地
方
】

地
方
の
衰
退
が
言
わ
れ
て
い
る

が
、
過
疎
と
は
、
逆
に
迅
速
に

変
化
が
可
能
と
い
う
こ
と
だ
。

少
人
数
の
移
住
で
過
疎
化
の
町

や
村
を
改
革
で
き
る
。

さ
ら
に
、
IT
革
命
は
住
む
場
所

を
問
わ
な
い
。
ど
こ
か
ら
で
も

ビ
ジ
ネ
ス
が
で
き
る
。

【
現
代
日
本
人
の
歴
史
的
孤

立
】

い
ま
の
日
本
人
は
、
あ
る
意
味

で
、
歴
史
か
ら
孤
立
し
て
い

る
。
ち
ゃ
ん
と
し
た
先
祖
が
い

大崎タイムスの上映後記事


