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島
西
側
で
あ
る
。

　

見
慣
れ
な
い
地
図
は
、
一
目

瞭
然
で
、
津
軽
を
拠
点
と
し
た

『
北
方
交
易
圏
』
を
指
し
示
し

て
い
る
。
言
葉
は
無
用
な
ほ
ど

で
あ
る
。

　

い
つ
も
見
慣
れ
た
地
図
は
思

考
の
硬
直
化
を
も
た
ら
す
こ
と

も
あ
る
の
だ
。

十
三
湊
は
東
北
ア
ジ
ア

の
国
際
貿
易
港

　

い
ま
は
知
る
人
も
少
な
い
し
、

津
軽
半
島
の
十
三
湖
は
あ
ま
り

な
じ
み
が
な
い
か
も
し
れ
な
い

が
、
か
つ
て
の
東
北
ア
ジ
ア
の

国
際
貿
易
港
で
あ
っ
た
。

　

そ
れ
が
、
地
元
の
考
古
学
研

究
家
の
地
道
な
発
掘
作
業
で
、

そ
の
全
容
が
明
ら
か
に
な
り
、

同
時
に
、
東
北
ア
ジ
ア
の
国
際

貿
易
港
と
し
て
の
規
模
も
明
ら

か
に
な
っ
た
と
い
う
。

　

同
時
に
、
そ
の
港
の
歴
史
を

調
べ
て
い
く
と
、
さ
ら
に
古
い

歴
史
を
有
す
る
こ
と
が
分
か
っ

て
き
た
の
だ
。

ア
イ
ヌ
と
の
交
易
と
ア

イ
ヌ
の
別
の
側
面

　

ア
イ
ヌ
と
い
う
と
平
和
で
自

然
と
暮
ら
し
て
き
た
民
族
と
い

う
見
方
が
一
般
的
だ
が
、
こ
の

セ
ミ
ナ
ー
で
は
別
の
側
面
を
見

せ
て
く
れ
た
。

　

そ
れ
は
『
北
方
交
易
圏
』
で

交
易
を
行
い
、
莫
大
な
富
を
形

成
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。

　

安
東
家
が
十
三
湊
で
隆
盛
を

極
め
始
め
た
頃
は
、
ア
イ
ヌ
は

北
海
道
の
産
物
で
あ
る
毛
皮
や

鳥
の
羽
、
鮭
加
工
品
な
ど
を
安

東
家
側
に
売
り
、
代
わ
り
に
鉄

　

砂
越
（
さ
ご
し
）
と
筆
者
の

砂
越
（
す
な
こ
し
）
と
読
み
方

は
違
う
が
、
同
じ
字
を
用
い
る

め
ず
ら
し
い
苗
字
で
あ
る
の
で
、

砂
越
家
、
安
東
家
と
は
無
関
係

で
は
な
い
と
信
じ
て
い
る
。

　

そ
う
し
た
こ
と
で
、
安
東
家
、

な
か
で
も
戦
後
期
時
代
の
英

雄
・
安
東
愛
季
に
は
と
く
に
愛

着
が
あ
る
。

　

そ
の
安
東
家
を
取
り
上
げ
た

セ
ミ
ナ
ー
な
ら
ば
行
か
ね
ば
な

ら
な
い
と
、
大
い
に
楽
し
み
に

し
つ
つ
、
混
雑
し
て
い
る
秋
葉

原
に
今
月
初
め
に
出
向
い
た
。

安
東
家
は
わ
が
ル
ー
ツ
？

　

安
東
家
に
格
別
の
興
味
を
抱

い
た
の
は
、
わ
が
先
祖
さ
ま
か

も
し
れ
な
い
、
山
形
県
酒
田
市

砂
越
（
さ
ご
し
）
に
あ
る
砂
越

城
の
か
つ
て
の
主
で
あ
っ
た
砂

越
家
と
関
係
が
あ
る
か
ら
で
あ

る
。

　

戦
国
時
代
の
出
羽
を
治
め
て

い
た
安
東
愛
季
（
あ
ん
ど
う
ち

か
す
え
）
に
、
大
宝
寺
家
家
臣

で
実
力
者
だ
っ
た
砂
越
宗
順

（
さ
ご
し
む
ね
の
ぶ
）
の
娘
が

正
室
と
し
て
輿
入
れ
し
て
い
る
。

東北ー北海道ー大陸の『北方交易圏』の存在
その存在は津軽を治めた日の本将軍・安東家の分

析から確実だがその起源はいつか？

見
慣
れ
な
い
地
図
か
ら
は

『
北
方
交
易
圏
』が
見
え
る

　

セ
ミ
ナ
ー
の
主
題
は
残
念
な

が
ら
安
東
愛
季
で
は
な
か
っ
た
。

　

気
を
取
り
直
し
て
、
セ
ミ
ナ

ー
に
臨
む
と
、
冒
頭
に
出
て
き

た
の
は
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
東

端
か
ら
見
た
日
本
海
と
津
軽
の

地
図
。
ち
ょ
う
ど
い
つ
も
見
る

地
図
を
逆
に
見
た
感
じ
で
あ
る
。

　

朝
鮮
半
島
と
九
州
が
近
い
の

は
周
知
の
こ
と
と
し
て
、
日
本

列
島
北
部
で
は
、
北
海
道
を
除

け
ば
、
最
も
近
い
の
は
津
軽
半

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】

製
品
を
「
輸
入
」
し
た
。

　

輸
入
し
た
鉄
製
品
は
、
自
前

の
交
易
ル
ー
ト
で
、
さ
ら
に
北

方
の
諸
民
族
と
交
易
し
た
。

　

そ
の
交
易
に
よ
る
富
は
莫
大

で
、
大
陸
に
進
出
拠
点
も
設
け

て
進
出
し
、
既
存
集
団
と
軋
轢

を
起
こ
し
た
た
め
、
中
国
王
朝

と
対
立
す
る
に
至
っ
た
こ
と
も

あ
っ
た
。

『
北
方
交
易
圏
』の
ル
ー
ツ

　

し
か
し
、
こ
の
『
北
方
交
易

圏
』、
特
に
日
本
側
の
交
易
は
、

安
東
家
が
独
自
に
開
拓
し
た
の

だ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
が
す
ぐ

に
湧
い
た
。

　

鎌
倉
、
室
町
に
隆
盛
を
極
め

た
安
東
家
だ
が
、
そ
れ
以
前
に

は
、
平
泉
の
奥
州
藤
原
氏
も
こ

の
『
北
方
交
易
圏
』
で
莫
大
な

富
を
得
て
い
た
よ
う
だ
。
富
は

砂
金
だ
け
で
は
な
か
っ
た
の
だ
。

　

で
は
、
さ
ら
に
時
代
を
遡
っ

た
ら
ど
う
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

阿
倍
比
羅
夫
の
時
代
に
は
朝

廷
も
気
づ
い
て
い
た
だ
ろ
う
。

　

お
そ
ら
く
は
も
っ
と
時
代
を

遡
る
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
る
。

　

そ
れ
は
縄
文
時
代
、
い
や
大

陸
か
ら
サ
ハ
リ
ン
を
経
由
し
て
、

北
海
道
に
渡
っ
て
き
た
数
万
年

前
の
遠
い
祖
先
の
時
代
か
ら
連

綿
と
し
て
続
い
て
い
る
の
で
は

な
い
か
。

　

か
つ
て
、
北
海
道
と
サ
ハ
リ

ン
は
陸
続
き
に
近
い
状
態
の
と

き
も
あ
っ
た
。
縄
文
海
進
で
、

海
が
拡
大
し
た
時
代
も
あ
っ
た
。

　

し
か
し
、
一
度
拓
か
れ
た
ル

ー
ト
は
そ
う
簡
単
に
閉
じ
ら
れ

る
も
の
で
は
な
い
と
思
う
。

　

い
ま
、
日
本
の
考
古
学
会
は

大
陸
か
ら
、
台
湾
、
沖
縄
に
至

る
南
方
ル
ー
ト
の
み
に
注
目
し

て
い
る
よ
う
だ
が
、
北
方
ル
ー

ト
は
ほ
と
ん
ど
注
目
さ
れ
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
ル
ー
ト
は
も
っ

と
注
目
を
浴
び
て
も
良
い
の
で

は
な
い
か
と
思
う
。

600 名収容の会場がほぼ満杯・・・安
東氏は人気者か？

大陸側から日本海を挟んで津軽を見る

セミナー案内
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東
北
の
鉄
製
造
探
索
の

旅
は
中
鉢
美
術
館
か
ら

開
始

　

当
新
聞
に
よ
る
東
北
の
鉄
製

造
探
索
の
旅
は
、
宮
城
県
の
岩

出
山
に
あ
る
『
中
鉢
美
術
館
』

か
ら
始
ま
る
。
い
ま
か
ら
六
年

以
上
前
の
こ
と
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
は
、
現
在
の
日
本
で

は
ほ
と
ん
ど
の
人
が
い
ぶ
か
し

が
る
に
ち
が
い
な
い
日
本
刀
の

ル
ー
ツ
が
東
北
に
あ
る
説
を
取

り
上
げ
た
。

　

ほ
と
ん
ど
の
日
本
人
が
、
刀

と
鉄
の
技
術
は
、
朝
鮮
半
島
経

由
で
も
た
ら
さ
れ
た
と
思
い
込

ん
で
い
る
か
ら
、こ
の「
異
説
」

を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
な
い
か

ら
で
あ
る
。

　

全
国
に
散
ら
ば
る
日
本
刀
鍛

冶
の
ル
ー
ツ
も
東
北
に
あ
る
こ

と
を
そ
の
と
き
に
知
っ
た
。
加

え
て
、
な
ぜ
全
国
に
刀
鍛
冶
が

ル
ー
ツ
は
忘
れ
去
ら
れ
、
あ
た

か
も
朝
鮮
半
島
か
ら
、
西
日
本

へ
と
鉄
と
日
本
刀
技
術
が
伝
わ

っ
た
か
の
よ
う
に
ず
っ
と
教
え

ら
れ
て
き
た
。

　

こ
と
日
本
刀
に
関
し
て
は
、

歴
史
教
育
の
東
北
軽
視
に
静
か

な
憤
り
を
感
じ
た
こ
と
を
、
い

ま
当
時
の
紙
面
を
見
な
が
ら
思

い
出
す
。

　

と
は
い
え
、
そ
の
と
き
は
依

然
と
し
て
、
日
本
刀
の
素
材
加

工
技
術
で
あ
る
鉄
の
加
工
技
術

が
ど
こ
か
ら
、
い
つ
も
た
ら
さ

れ
た
の
か
は
依
然
と
し
て
不
明

で
あ
っ
た
。

　

そ
れ
が
、
の
ど
に
刺
さ
っ
た

小
骨
の
よ
う
に
忘
れ
ら
れ
ず
に

時
間
が
経
過
し
て
い
っ
た
。

『
涌
谷
７
０
０
０
年
の

歴
史
』
で
鉄
技
術
を
思

い
出
し
た

　

表
の
意
識
か
ら
は
消
え
て
い

た
東
北
の
鉄
で
あ
っ
た
が
、
ひ

ょ
ん
な
こ
と
か
ら
思
い
出
し
た
。

　

そ
れ
は
昨
年
制
作
し
、
今

年
上
映
し
た
映
画
―
『
涌
谷

７
０
０
０
年
の
歴
史
』
が
発
端

で
あ
る
。

　

中
央
か
ら
伝
え
ら
れ
た
タ
ラ

製
鉄
技
術
が
、
確
か
に
宮
城
県

北
部
の
八
世
紀
の
涌
谷
町
に
そ

の
痕
跡
を
残
し
て
い
た
の
だ
。

　

そ
し
て
、
涌
谷
町
の
た
た
ら

技
術
と
は
『
別
の
技
術
』
が
周

辺
地
域
に
あ
っ
た
ら
し
い
の
だ
。

　

と
い
う
こ
と
は
、
中
央
政
府

の
方
式
と
は
異
な
る
た
た
ら
技

術
が
、
当
時
の
宮
城
北
部
に
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
。

「
ミ
ッ
シ
ン
グ
リ
ン
ク
」
が
繋

が
っ
て
き
た
。

そ
し
て
い
く
つ
か
の
発

見
、
岩
手
県
立
博
物
館

へ
　

岩
手
県
立
博
物
館
は
、
盛
岡

か
ら
バ
ス
で
三
十
分
以
上
か
か

る
場
所
に
あ
る
。
ず
い
分
離
れ

た
場
所
に
あ
る
の
で
、
来
場
者

も
少
な
い
。　

し
か
し
『
古
・
ク
ロ
ガ
ネ
』
展

と
い
う
名
前
に
惹
か
れ
て
先
月

末
に
訪
れ
た
。

思
っ
た
よ
り
小
さ
な
ス
ペ
ー
ス

だ
っ
た
が
、
た
く
さ
ん
の
パ
ネ

ル
が
並
べ
て
あ
っ
た
。

　

そ
の
な
か
の
当
紙
面
に
あ
る

パ
ネ
ル
か
ら
、
筆
者
な
り
に
い

く
つ
か
の
発
見
を
し
た
。

　

鉄
製
造
の
素
材
は
、
現
在
で

は
鉄
鉱
石
だ
が
、
日
本
列
島
で

の
鉄
製
造
の
ス
タ
ー
ト
は
砂
鉄

と
い
う
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
素
材
を

用
い
た
。

　

た
た
ら
製
鉄
と
は
、
こ
の
砂

鉄
を
用
い
た
日
本
独
自
の
鉄
製

造
技
術
で
あ
り
、
朝
鮮
半
島
伝

来
の
方
法
で
は
な
い
。

　

そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
こ
と
か

ら
筆
者
は
考
え
た
。

　

朝
鮮
半
島
か
ら
鉄
鉱
石
に
よ

る
製
鉄
が
伝
わ
る
以
前
に
も
、

原
始
的
な
鉄
製
造
技
術
が
存
在

し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

　

ま
た
、
砂
鉄
と
炭
の
組
合
せ

で
銑
鉄
（
不
純
物
を
多
く
含
む

鉄
塊
）
は
簡
単
に
作
れ
る
な
ら

ば
、
遥
か
以
前
か
ら
日
本
列
島

に
は
原
始
的
な
た
た
ら
製
鉄
が

存
在
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

　

筆
者
の
想
像
は
と
ど
ま
る
こ

と
を
知
ら
な
い
。

散
ら
ば
っ
て
い
る
の
か
に
つ
い

て
も
そ
の
と
き
に
知
っ
た
。

　

日
本
刀
が
東
北
で
誕
生
し
て
、

後
に
俘
囚
（
ふ
し
ゅ
う
）
と
し

て
中
央
権
力
に
よ
り
全
国
に
強

制
移
住
さ
せ
ら
れ
た
刀
鍛
冶
た

ち
、
ま
た
時
代
が
下
り
、
鎌
倉

幕
府
な
ど
に
よ
り
強
制
移
住
、

あ
る
い
は
拉
致
さ
れ
た
刀
鍛
冶

た
ち
が
、
全
国
各
地
で
日
本
刀

づ
く
り
を
開
始
し
た
の
だ
。

　

な
ぜ
こ
の
説
に
納
得
し
た
か

と
い
え
ば
、
日
本
刀
の
緩
や
か

に
湾
曲
す
る
形
状
は
、
技
術
的

に
直
刀
か
ら
は
作
れ
な
い
こ
と
、

最
初
か
ら
湾
曲
し
て
い
る
こ
と
、

朝
鮮
半
島
経
由
の
刀
は
す
べ
て

直
刀
で
あ
る
こ
と
が
具
体
的
に

示
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　

ま
た
全
国
の
著
名
な
刀
鍛
冶

の
名
前
と
出
身
地
を
調
べ
た
結

果
、
東
北
に
行
き
着
く
ケ
ー
ス

が
大
半
で
あ
る
か
ら
で
あ
っ
た
。

し
か
し
元
々
の
日
本
刀
の
東
北

東北の鉄を追いかけて
【古・クロガネ】展（岩手県立博物館）

中鉢美術館、『涌谷7000年の歴史』につながってきた

たたら製鉄は日本オリジナルだった

現在の日本列島への鉄の伝播ルート定説図

鉄の北方伝播ルート図（中鉢美術館）

砂鉄が日本の製鉄の始まりではないのか

【古・クロガネ】展

砂鉄による鉄製造工程
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郷土料理愛好家　
　　　　松本由美子氏

【タコとアボカドの

ぜいたくキムチ丼】

アボカドが旨みを

引き出しますね。（松本談）

。

電子タブロイド新聞【東北復興】が主催させていただく第 40 回目の被災地復興支援企画【お
いしい復興支援（9/21）開催）】のお知らせです。あの 3 月 11 日の東日本大震災発生から満
8 年以上を経過しました。最近はメディアに登場する機会もめっきり減少してまいりまし
た。しかし被災地はまだまだ復興しているとはいえない状況でございます。そしてまた、今
後 10 年、20 年という長期スパンで 復興を考える必要があると考えております。そのため、
支援する側もそれに呼応 し、従来の援助的な支援とは異なった、日常生活にしっかりと立脚
し、肩肘張らずに比較的容易に出来る息の長い支援の形が求められていることと思います。  
      記
１．日時　令和元年 9 月 21 日（土）　16：00 ～ 19：00  
２．場所　焚火家渋谷店　　渋谷区渋谷 1-15-19 東口二葉ビル 1F     
 

次回の【第40回　三陸酒海鮮会】ご案内

『材料』　�タコ 150 ｇ、アボカド １個 、めんみ 小 1/2、 ごま油 小 1/2 、キムチ 40 ｇ
『作り方』　①　タコは 7㎜の薄切りにする。アボカドは皮をむき、種を除いて 2㎝
の角切りにする。キムチはあらく刻む。 ②　ボールにタコ、アボカド、めんみ、ご
ま油を入れてあえる。 ③　丼にご飯を盛り、②をのせ青味を添える。
タコとクリーミィなアボカドをキムチの辛味と旨みが包み込んで、美味しいです。

（松本談）

東北地酒ラインアップ 三陸海鮮

水産業再興のための
料理レシピ紹介

第59回 
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地
方
と
東
京
の
関
係
性

　

地
方
の
こ
と
を
論
じ
る
際

に
無
視
で
き
な
い
の
が
、
地

方
と
東
京
並
び
に
そ
の
周
辺

地
域
と
の
関
係
で
あ
る
。
東

京
と
そ
の
周
囲
に
あ
る
神
奈

川
、
埼
玉
、
千
葉
を
合
わ
せ
て

「
東
京
（
都
市
）
圏
」
と
言
う

が
、
東
京
圏
の
人
口
は
実
に
三
、

五
四
四
万
人
。
日
本
の
人
口
の

三
割
弱
が
居
住
し
て
い
る
計
算

に
な
る
。
こ
れ
は
世
界
の
都
市

圏
の
中
で
も
文
句
な
し
に
最
多

で
あ
り
、
一
つ
の
都
市
圏
に
三
、

〇
〇
〇
万
人
を
超
え
る
人
が
住

ん
で
い
る
地
域
は
、
東
京
圏
以

外
に
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
ジ
ャ

カ
ル
タ
（
三
、二
二
八
万
人
）

が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。

　

東
京
圏
一
都
三
県
の
人
口
は
、

日
本
全
体
の
人
口
が
減
少
す
る

中
で
も
さ
ら
に
増
え
て
い
る
。

国
勢
調
査
の
結
果
に
よ
れ
ば
、

東
京
都
の
人
口
は
、
二
〇
一
〇

年
か
ら
二
〇
一
五
年
の
五
年
間

で
三
五
万
六
千
人
増
加
し
て
い

る
。
ち
な
み
に
、
東
京
都
の
合

計
特
殊
出
生
率（
以
下
、出
生
率

と
略
す
）
は
全
国
最
低
の
一
・

二
〇
で
あ
る
が
、
に
も
か
か
わ

ら
ず
人
口
が
増
加
し
て
い
る
の

は
、
低
い
出
生
率
に
よ
る
自
然

減
を
は
る
か
に
上
回
る
、
地
方

か
ら
東
京
へ
の
人
の
移
動
に
よ

る
社
会
増
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

東
北
に
お
け
る
人
の
出
入
り

　

で
は
、
こ
の
人
口
の
移
動
に

よ
る
社
会
増
減
は
ど
れ
く
ら
い

あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
国
立
社
会

保
障
・
人
口
問
題
研
究
所
の「
第

八
回
人
口
移
動
調
査
」
の
結
果

か
ら
見
て
み
よ
う
。
ま
ず
宮
城

県
を
見
て
み
る
。
二
〇
一
七

年
に
は
東
北
各
地
か
ら
四
、

九
五
六
人
の
転
出
が
あ
っ
た
が
、

そ
れ
を
上
回
る
五
、三
五
七
人

が
東
京
圏
に
転
出
し
て
お
り
、

差
し
引
き
四
〇
一
人
の
社
会
減

で
あ
る
。
こ
れ
を
見
る
と
、
宮

城
県
に
お
け
る
東
京
圏
へ
の
人

口
流
出
を
堰
き
止
め
る
防
波
堤

の
役
割
は
、
残
念
な
が
ら
限
定

的
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

東
北
の
各
県
に
つ
い
て
も
見

て
み
る
。
青
森
県
は
二
〇
一
七

年
に
東
北
他
県
（
恐
ら
く
大
半

は
宮
城
と
思
わ
れ
る
）
に
一
、

一
七
二
人
の
転
出
が
あ
る
が
、

東
京
圏
に
は
そ
の
三
倍
超
の
三
、

七
五
六
人
が
転
出
し
て
い
る
。

岩
手
県
は
東
北
他
県
に
八
七
七

人
が
転
出
、
東
京
圏
に
は
や
は

り
そ
の
三
倍
近
い
二
、六
一
一

人
が
転
出
し
て
い
る
。
福
島
県

は
東
北
他
県
に
は
九
五
八
人
が

転
出
し
、
東
京
圏
に
は
そ
の
五

倍
超
の
四
九
七
五
人
が
転
出

し
て
い
る
。
秋
田
県
は
東
北

他
県
に
は
一
、一
三
五
人
が
転

出
、
東
京
圏
に
は
そ
の
倍
の
二
、

二
八
八
人
が
転
出
し
て
い
る
。

山
形
県
は
東
北
他
県
に
八
一
四

人
が
転
出
、
東
京
圏
に
は
そ
の

三
倍
近
い
二
、四
〇
〇
人
が
転

出
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
宮
城

を
除
く
東
北
五
県
は
、
エ
リ
ア

内
へ
の
転
出
の
二
倍
か
ら
五
倍

の
数
の
人
が
東
京
圏
に
転
出
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
自
然
減
に

加
え
て
こ
の
社
会
減
に
よ
っ
て
、

人
口
減
に
一
層
拍
車
が
掛
か
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。

　

日
本
全
体
の
人
口
が
減
少
す

る
中
で
東
京
圏
の
人
口
だ
け
が

増
加
し
続
け
、
一
方
で
東
北
な

ど
地
方
の
人
口
は
社
会
減
に
よ

っ
て
一
層
人
口
が
減
る
、
と
い

う
状
況
が
続
い
て
い
る
限
り
、

東
京
の
一
極
集
中
の
解
消
な
ど

絵
空
事
で
し
か
な
い
。

震
災
復
興
に
対
す
る
全

国
か
ら
の
支
援

　

も
う
一
つ
、
こ
れ
を
見
て
分

か
る
の
は
、
二
〇
一
一
年
以
降

の
状
況
で
あ
る
。
青
森
、岩
手
、

宮
城
、福
島
、秋
田
、山
形
、そ
れ

ぞ
れ
に
特
徴
が
あ
る
こ
と
が
分

か
る
。
宮
城
県
を
見
て
み
る
と
、

二
〇
一
一
年
は
東
京
圏
に
六
、

三
九
六
人
が
転
出
し
て
い
る
が
、

こ
れ
は
言
う
ま
で
も
な
く
震
災

か
ら
の
避
難
行
動
で
あ
る
。
こ

れ
に
対
し
て
翌
二
〇
一
二
年
以

降
は
東
北
以
外
か
ら
の
転
入
者

が
多
い
。
東
京
圏
へ
の
転
出

も
二
〇
一
二
年
は
一
転
し
て

一
八
八
八
人
と
減
少
し
て
い

る
。
こ
の
グ
ラ
フ
は
転
入
と
転

出
の
差
を
見
て
い
る
の
で
、
こ

れ
は
単
に
宮
城
県
か
ら
東
京
圏

へ
の
転
出
が
減
っ
た
と
い
う
こ

と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な

く
、
東
京
圏
か
ら
か
な
り
の
数

の
人
が
転
入
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
つ
ま

り
、震
災
を
機
に
、他
地
域
か
ら

宮
城
県
内
へ
の
転
入
が
大
き
く

増
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ

は
言
う
ま
で
も
な
く
、
他
地
域

か
ら
、
被
災
地
の
復
興
支
援
の

た
め
に
、住
民
票
を
移
し
て
、す

な
わ
ち
一
時
的
な
来
県
と
い
う

形
で
は
な
く
来
て
く
れ
た
人
が

大
勢
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

私
た
ち
は
こ
の
こ
と
を
決
し
て

忘
れ
て
は
い
け
な
い
と
思
う
。

　

青
森
を
見
る
と
、
二
〇
一
一

年
は
東
北
他
県
へ
の
移
動
数
が

ほ
と
ん
ど
な
い
。
こ
れ
は
青
森

か
ら
東
北
他
県
に
転
出
し
た
の

と
ほ
ぼ
同
数
の
転
入
者
が
あ
っ

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ

は
恐
ら
く
岩
手
、
宮
城
、
福
島

か
ら
の
避
難
で
あ
ろ
う
。
岩
手

を
見
る
と
、
二
〇
一
一
年
は
東

北
他
県
か
ら
、
二
〇
一
二
年
以

降
は
他
地
域
か
ら
の
転
入
が
増

え
、
東
京
圏
へ
の
転
出
が
減
っ

て
い
る
。
震
災
の
年
は
東
北
各

県
か
ら
、
翌
年
以
降
は
他
地
域

か
ら
の
、
復
興
支
援
の
た
め
の

転
入
が
増
え
た
こ
と
が
窺
え
る
。

秋
田
も
青
森
と
同
様
の
傾
向

で
、
二
〇
一
一
年
は
東
北
他
県

か
ら
の
転
入
が
プ
ラ
ス
に
な
っ

て
い
て
、
被
災
地
か
ら
の
避
難

者
が
秋
田
に
転
入
し
た
こ
と
が

窺
え
る
。
山
形
は
そ
の
傾
向
が

さ
ら
に
顕
著
で
、
二
〇
一
一
年

の
東
北
他
県
か
ら
の
転
入
が
一
、

七
七
〇
人
に
上
り
、
翌
年
も
転

出
者
数
を
打
ち
消
す
く
ら
い
の

転
入
者
が
あ
っ
た
。
恐
ら
く
は

隣
県
の
福
島
か
ら
の
避
難
者
が

山
形
を
頼
っ
た
と
い
う
こ
と
な

の
だ
ろ
う
。

　

福
島
の
グ
ラ
フ
に
は
そ
の

苦
難
が
如
実
に
表
れ
て
い
る
。

二
〇
一
一
年
の
転
出
者
は
三
万

人
を
超
え
、
転
出
先
も
全
国
各

地
に
及
ん
で
い
る
。
二
〇
一
二

年
も
東
北
他
県
に
三
、五
二
五

人
、東
京
圏
に
六
、〇
八
五
人
が

転
出
し
て
い
る
。
二
〇
一
三
年

以
降
は
傾
向
が
ガ
ラ
リ
と
変
わ

り
、
他
地
域
か
ら
の
転
入
が
増

え
、
東
京
圏
へ
の
転
出
者
数
も

減
っ
て
見
え
る
。
こ
こ
か
ら
は
、

他
地
域
か
ら
の
支
援
者
が
岩
手
、

宮
城
よ
り
も
遅
れ
て
福
島
入
り

し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
原

発
事
故
で
出
さ
れ
て
い
た
避
難

指
示
が
順
次
解
除
さ
れ
た
タ
イ

ミ
ン
グ
と
も
重
な
っ
て
見
え
る
。

東
京
で
は
子
ど
も
を
産

み
育
て
ら
れ
な
い

　

東
京
の
出
生
率
が
低
い
と

い
う
こ
と
は
、
統
計
的
に
見

て
、
東
京
に
住
む
と
子
ど
も

が
生
ま
れ
な
い
（
生
め
な
い
）

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
端
的
に

言
え
ば
、
出
生
率
を
上
げ
た
い

の
な
ら
、
東
京
に
住
む
人
の
数

を
減
ら
せ
ば
よ
い
、
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
実
際
、
地
方
の
方

が
出
生
率
が
高
い
傾
向
が
あ

る
。
子
ど
も
を
生
み
、
育
て
た

か
っ
た
ら
地
方
に
住
も
う
、
と

い
う
こ
と
が
言
え
そ
う
な
の
だ

が
、
こ
こ
で
困
っ
た
こ
と
が
あ

る
。
地
方
と
言
っ
て
も
、
東
北

は
東
京
ほ
ど
で
は
な
い
に
せ

よ
、
出
生
率
が
そ
れ
ほ
ど
高
く

な
い
の
で
あ
る
。
宮
城
の
一
・

三
〇
が
最
低
だ
が
、
秋
田
も

一
・
三
三
、
岩
手
一
・
四
一
、
青

森
一
・
四
三
、
山
形
一
・
四
八
と

な
っ
て
い
る
。
唯
一
福
島
だ
け

が
一
・
五
三
と
、
一
・
五
を
超
え

て
い
る
が
、
西
日
本
、
特
に
九

州
と
比
べ
る
と
特
に
高
い
と
い

う
わ
け
で
も
な
い
。
九
州
は
沖

縄
の
一
・
八
九
を
筆
頭
に
、
宮

崎
一
・
七
二
、
鹿
児
島
一
・
七
〇
、

熊
本
一
・
六
九
、
長
崎
一
・
六
八

な
ど
、
軒
並
み
高
い
。

　

東
京
圏
は
、
東
京
以
外
は
埼

玉
と
千
葉
が
一
・
三
四
、
神
奈

川
が
一
・
三
三
な
の
で
、
東
北

で
言
え
ば
秋
田
並
で
、
宮
城
よ

り
む
し
ろ
高
い
。「
地
方
に
住

め
ば
子
ど
も
を
生
み
育
て
ら
れ

る
」
と
い
う
の
は
、
少
な
く
と

も
宮
城
や
秋
田
に
関
し
て
は
あ

ま
り
言
え
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

　

不
思
議
な
の
は
、
こ
の
東
北

の
出
生
率
の
低
さ
で
あ
る
。
東

京
圏
に
比
べ
て
保
育
園
待
ち
が

深
刻
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
、

同
居
や
近
居
の
親
世
代
が
い
る

割
合
も
高
い
、
地
域
と
の
つ
な

が
り
も
大
都
市
圏
に
比
べ
れ
ば

残
っ
て
い
る
、
と
い
っ
た
環
境

は
、
東
北
も
九
州
も
共
通
し
て

い
る
の
だ
が
、
に
も
か
か
わ
ら

ず
な
ぜ
出
生
率
が
こ
れ
だ
け
違

う
の
か
、
納
得
で
き
る
よ
う
な

説
明
は
な
か
な
か
困
難
で
あ
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

先
進
国
を
見
て
み
る
と
、
や

は
り
日
本
と
同
様
に
少
子
化

が
進
ん
で
い
る
が
、
そ
の
中
で

も
北
欧
や
フ
ラ
ン
ス
は
比
較
的

高
い
出
生
率
を
維
持
し
て
い
る
。

そ
の
背
景
に
は
福
祉
政
策
全
般

に
対
す
る
信
頼
感
や
、出
産
・
子

育
て
に
関
す
る
手
厚
い
支
援
の

存
在
な
ど
が
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
が
、
日
本
国
内
に
お
い
て
は

そ
れ
ほ
ど
支
援
制
度
に
大
き
な

差
が
な
い
と
考
え
ら
れ
る
中
で

出
生
率
に
こ
れ
だ
け
差
が
生
じ

て
い
る
の
は
、
何
か
別
の
要
因

が
関
係
し
て
い
る
に
違
い
な
い
。

　

こ
の
点
に
つ
い
て
、
ニ
ッ
セ

イ
基
礎
研
究
所
の
天
野
馨
南
子

氏
は
興
味
深
い
レ
ポ
ー
ト
を
公

表
し
て
い
る
。
各
都
道
府
県
に

お
け
る
第
一
子
出
産
時
の
父
親

の
年
齢
、
母
親
の
年
齢
と
そ
の

都
道
府
県
の
出
生
率
と
の
間
に

は
強
い
負
の
相
関
が
あ
る
と
い

う
の
で
あ
る
。
父
親
の
年
齢
と

出
生
率
の
間
の
相
関
係
数
は
マ

イ
ナ
ス
〇
・
七
四
、
母
親
の
年

齢
と
出
生
率
の
間
の
相
関
係
数

は
マ
イ
ナ
ス
〇
・
七
一
と
の
こ

と
で
、
父
親
・
母
親
と
も
第
一

子
出
産
時
の
年
齢
が
高
い
都
道

府
県
ほ
ど
出
生
率
が
低
い
と
い

う
こ
と
が
言
え
る
と
い
う
わ
け

で
あ
る
。

　

と
す
れ
ば
、
少
子
化
の
重
要

な
解
決
策
の
一
つ
は
、
な
る
べ

く
第
一
子
出
産
時
の
年
齢
を
下

げ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
で

は
、
な
ぜ
第
一
子
出
産
時
の
年

齢
が
高
く
な
っ
て
い
る
か
と
言

え
ば
、
晩
婚
化
が
進
ん
で
い
る

か
ら
で
あ
る
。
晩
婚
化
の
理
由

と
し
て
は
、
仕
事
と
の
関
係
な

ど
様
々
あ
る
だ
ろ
う
が
、
若
く

し
て
子
ど
も
を
持
つ
傾
向
が
低

い
の
に
は
、
経
済
的
な
不
安
が

あ
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
。
子

育
て
に
掛
か
る
費
用
が
高
額
で

あ
る
こ
と
は
広
く
知
ら
れ
て
い

る
が
、
一
般
的
に
若
い
と
給
与

水
準
も
低
い
た
め
、
そ
の
給
与

水
準
で
子
ど
も
を
持
つ
こ
と
に

躊
躇
が
生
ま
れ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
そ
こ
で
出
産
を
後
押
し
す

る
た
め
に
は
、
若
く
し
て
生
む

ほ
ど
、
高
い
子
育
て
支
援
金
を

支
給
す
る
と
い
う
仕
組
み
が
必

要
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

今
の
議
論
は
第
一
子
で
い
く
ら
、

第
二
子
で
い
く
ら
、と
い
う
も
の

だ
が
、若
く
し
て
生
む
ほ
ど
経
済

的
な
負
担
が
相
対
的
に
大
き
い

の
だ
か
ら
、若
い
人
ほ
ど
手
厚
い

支
援
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

　

国
際
関
係
ア
ナ
リ
ス
ト

の
北
野
幸
伯
氏
に
よ
れ
ば
、

一
九
九
九
年
当
時
の
ロ
シ
ア

の
出
生
率
は
今
の
日
本
を
も

下
回
る
一
・
一
六
だ
っ
た
が
、

二
〇
一
五
年
に
は
何
と
一
・

七
五
ま
で
回
復
し
た
と
い
う
。

そ
れ
を
可
能
に
し
た
政
策
の
一

つ
が
「
母
親
資
本
（
マ
テ
リ
ン

ス
キ
ー
・
カ
ピ
タ
ル
）」
と
い

う
制
度
で
、
こ
れ
は
子
ど
も
が

二
人
生
ま
れ
た
ら
、
ロ
シ
ア
に

お
け
る
平
均
年
収
の
倍
ほ
ど
に

も
な
る
支
援
金
が
支
給
さ
れ
て
、

住
宅
の
購
入
や
修
繕
、
教
育
な

ど
に
使
え
る
と
い
う
も
の
だ
そ

う
で
あ
る
。
先
ほ
ど
、
挙
げ
た

フ
ラ
ン
ス
も
同
様
に
や
は
り
子

ど
も
が
二
人
以
上
生
ま
れ
た
家

庭
へ
の
手
厚
い
経
済
的
保
護
を

実
施
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ

る
。

　

こ
う
し
た
ロ
シ
ア
や
フ
ラ
ン

ス
の
支
援
策
か
ら
見
る
と
、
つ

い
先
日
閣
議
決
定
さ
れ
た
「
ま

ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
基

本
方
針
二
〇
一
九
」
を
見
て

も
、
実
に
小
粒
な
印
象
で
、
こ

れ
で
人
口
が
増
え
る
に
違
い
な

い
、
と
の
実
感
に
乏
し
い
の
が

現
状
で
あ
る
。
少
子
高
齢
化
の

最
先
端
を
行
っ
て
い
る
日
本
だ

か
ら
こ
そ
、
ロ
シ
ア
や
フ
ラ
ン

ス
並
み
か
そ
れ
ら
を
上
回
る
レ

ベ
ル
で
の
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な

出
産
・
子
育
て
支
援
を
行
わ
な

け
れ
ば
、
出
生
率
に
関
し
て
の

大
き
な
改
善
は
期
待
で
き
な
い

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

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
人
口
減
少
を

ど
う
す
る
か

上から青森、岩手、宮城県
秋田、山形、福島各県は 8面参照
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奥
羽
と
中
央
。
そ
の
古
代
か

ら
の
因
縁
の
関
係
は
、
現
代
の

東
北
と
東
京
と
の
関
係
に
ま
で

連
な
っ
て
、
無
論
切
っ
て
も
切

れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
の
関

係
の
形
は
個
人
で
も
異
な
り
な

が
ら
、
各
々
の
心
の
中
に
自
分

の
姿
に
重
ね
ら
れ
る
、
あ
る
い

は
指
針
と
な
る
先
人
や
模
範
と

な
る
人
物
が
存
在
す
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

　

筆
者
に
と
っ
て
も
、
郷
里
よ

り
上
京
す
る
際
、
そ
し
て
東
北

回
帰
と
称
し
て
仙
台
へ
移
住
す

る
際
、
常
に
心
の
中
に
二
人
の

人
物
の
影
が
あ
っ
た
。
そ
の
二

人
と
は
、
現
・
青
森
県
弘
前
市

出
身
の
今こ

ん
わ
じ
ろ
う

和
次
郎
。
そ
し
て

現
・
岩
手
県
遠
野
市
出
身
の

佐
々
木
喜き

ぜ
ん善

。
と
も
に
明
治
生

ま
れ
で
今
和
次
郎
が
二
歳
だ
け

年
下
の
、
全
く
の
同
時
代
人
で

あ
る
。

　

実
は
彼
ら
に
は
、
同
時
代
を

生
き
た
東
北
人
で
あ
る
他
に
い

く
つ
か
の
共
通
点
が
あ
る
。
既

成
の
職
業
概
念
に
当
て
は
ま
ら

な
い
な
が
ら
し
ば
し
ば
「
民
俗

研
究
者
」
の
一
言
で
表
現
さ
れ

る
そ
の
生
き
方
、
そ
し
て
共
に

そ
う
呼
ば
れ
る
理
由
で
も
あ
る

共
通
の
「
師
」
柳
田
國
男
と
い

う
「
知
の
巨
人
」
の
存
在
。
加

え
て
そ
の
師
に
対
し
て
見
せ
た

静
か
な
る
反
骨
精
神
で
あ
る
。

　

本
稿
で
は
、
中
央
に
よ
っ
て

そ
の
真
価
を
見
出
さ
れ
な
が
ら

奥
羽
人
独
特
の
試
練
に
晒
さ
れ

た
二
人
の
生
き
様
に
焦
点
を
当

て
、
東
北
に
生
ま
れ
た
者
に
こ

の
先
の
未
来
に
も
問
わ
れ
る
で

あ
ろ
う
存
在
意
義
に
つ
い
て
考

え
て
み
た
い
。

　
　
　
　
　

＊

　

筆
者
が
今
和
次
郎
を
知
っ
た

の
は
高
校
時
代
に
映
画
『
帝
都

物
語
』
を
観
た
事
に
始
ま
る
。

　

博
覧
強
記
で
知
ら
れ
る
作
家

・
荒
俣
宏
に
よ
る
小
説
の
映
画

化
で
、
明
治
か
ら
昭
和
に
渡
る

東
京
を
舞
台
に
、
当
地
の
鎮
守

で
あ
り
怨
霊
と
し
て
も
知
ら
れ

る
平
将
門
の
力
で
都
市
の
破
壊

を
目
論
む
魔
人
の
暗
躍
を
描
く

異
色
の
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
で
あ
る
。

　

各
時
代
東
京
に
活
躍
し
た
実

在
の
人
物
が
登
場
す
る
の
も
見

ど
こ
ろ
で
、
幸
田
露
伴
、
寺
田

寅
彦
、
渋
沢
栄
一
な
ど
多
彩
な

顔
ぶ
れ
と
と
も
に
描
き
出
さ
れ

た
の
が
今
和
次
郎
で
あ
る
。
こ

の
決
し
て
知
名
度
の
高
く
な
い

人
物
が
短
時
間
な
が
ら
銀
幕
に

登
場
し
た
事
は
今
考
え
て
も
極

め
て
ユ
ニ
ー
ク
な
試
み
だ
っ
た
。

　

巨
大
都
市
東
京
を
そ
れ
ま
で

に
な
い
視
点
で
掘
り
下
げ
た
、

　
『
帝
都
物
語
』
は
筆
者
の
よ

う
な
田
舎
者
の
多
く
を
上
京
に

駆
り
立
て
た
作
品
だ
っ
た
に
違

い
な
い
が
、
上
京
四
年
目
に
筆

者
は
郷
の
母
の
病
気
で
一
時
帰

郷
す
る
事
に
な
る
。
そ
の
間
、

町
の
図
書
館
で
借
り
読
み
耽
っ

て
い
た
本
が
ど
う
い
う
訳
か
今

和
次
郎
、
そ
し
て
佐
々
木
喜
善

の
関
連
書
で
あ
り
、
筆
者
は
彼

ら
の
姿
を
通
し
て
い
つ
の
間
に

か
東
北
人
で
あ
る
自
分
を
意
識

し
直
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　

今
和
次
郎
と
い
う
名
は
、
一

般
に
は
「
考
現
学
」
を
始
め
た

一
風
変
わ
っ
た
学
者
と
し
て
記

憶
さ
れ
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
。

　

事
実
、
考
現
学
と
は
「
考
古

学
」
と
い
う
古
代
を
研
究
す
る

学
問
に
対
し
て
、
現
代
の
風
俗

習
慣
を
究
明
す
る
も
の
と
し
て

創
始
さ
れ
た
が
、
興
味
深
い
事

に
現
在
、「
考
現
学
」
は
学
問

と
し
て
体
系
づ
け
ら
れ
て
は
お

ら
ず
、
大
学
に
学
科
が
あ
る
わ

け
で
も
、
専
門
誌
や
専
門
家
が

存
在
す
る
わ
け
で
も
な
い
。

　

実
の
と
こ
ろ
今
自
身
が
特
に

考
現
学
の
発
展
に
努
力
し
た
跡

す
ら
な
く
、
も
と
も
と
美
術
学

校
出
身
と
い
う
異
色
の
経
歴
を

持
つ
彼
の
職
業
自
体
が
、
大
学

建
築
科
の
教
授
を
肩
書
き
と
し

な
が
ら
地
方
の
民
家
や
服
飾
な

ど
生
活
全
般
の
多
岐
に
渡
る
研

究
と
デ
ザ
イ
ン
を
手
が
け
た
と

い
う
、
到
底
型
に
嵌
め
る
事
の

で
き
な
い
人
物
で
あ
っ
た
。

　

一
方
の
佐
々
木
喜
善
は
柳
田

國
男
に
と
っ
て
民
俗
学
・
文
学

両
方
面
に
お
け
る
初
期
最
大
の

成
果
と
さ
れ
る
『
遠
野
物
語
』

へ
の
重
要
な
題
材
提
供
者
と
し

て
多
く
の
人
に
知
ら
れ
て
い
る

が
、
彼
自
身
が
何
を
生
業
と
し

ど
う
生
き
た
か
に
つ
い
て
関
心

を
持
つ
人
は
お
そ
ら
く
少
な
い
。

　

農
商
務
省
の
若
手
の
高
等
官

僚
だ
っ
た
柳
田
と
出
会
い
、
郷

土
の
昔
話
を
語
っ
て
衝
撃
を
与

え
た
当
時
の
喜
善
は
新
進
の
作

家
と
し
て
活
動
す
る
も
一
介
の

大
学
生
で
あ
っ
た
。
後
に
病
に

よ
っ
て
遠
野
へ
帰
郷
す
る
と
大

学
出
の
経
歴
を
買
わ
れ
て
性
格

に
合
わ
な
い
村
の
役
職
に
就
か

さ
れ
、
行
政
に
失
敗
し
て
生
活

は
困
窮
を
極
め
る
事
に
な
る
。

　

し
か
し
そ
の
合
間
に
も
東
北

各
地
の
民
話
収
集
や
研
究
を
続

け
、『
紫
波
郡
昔
話
』『
老
翁
夜

譚
』
な
ど
数
冊
の
貴
重
な
昔
話

集
を
世
に
遺
し
た
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
以
上
の
よ
う
に
今
和

次
郎
と
佐
々
木
喜
善
が
各
々
全

く
異
な
る
人
生
を
歩
み
な
が
ら

も
「
民
俗
研
究
者
」
と
し
て
紹

介
さ
れ
る
事
が
多
い
の
は
ひ
と

え
に
巨
人
・
柳
田
國
男
の
存
在

故
で
あ
る
と
も
言
え
、
ま
た
彼

の
存
在
な
し
に
は
両
者
の
名
は

現
在
の
よ
う
に
残
っ
て
い
な
か

っ
た
と
思
わ
れ
る
一
方
で
、
両

者
の
名
声
が
今
に
伝
わ
る
の
は
、

逆
に
、
こ
の
巨
人
に
あ
る
意
味

　
「
抗
っ
た
」
が
故
で
あ
る
事

も
ま
た
事
実
と
思
わ
れ
る
の
だ
。

　

今
和
次
郎
は
若
き
日
に
民
家

研
究
で
全
国
を
周
り
調
査
す
る

「
白
茅
会
」
に
参
加
し
、
主
催

の
柳
田
に
そ
の
画
才
と
観
察
眼

を
認
め
ら
れ
た
。『
帝
都
物
語
』

に
登
場
し
た
和
次
郎
は
、
関
東

大
震
災
後
の
荒
廃
し
た
東
京
で

人
々
が
各
々
仮
の
住
居
や
店
舗

を
自
作
し
立
ち
上
が
っ
て
い
く

姿
に
魅
か
れ
、
町
と
人
々
の
現

在
を
研
究
す
る
為
、
日
々
街
角

で
ス
ケ
ッ
チ
を
続
け
る
。
こ
の

一
見
奇
矯
な
行
動
こ
そ
が
、　

「
考
現
学
」
に
発
展
し
、
新
た

な
学
問
と
し
て
旗
揚
げ
さ
れ
る

の
だ
が
、
こ
の
事
が
師
・
柳
田

の
逆
鱗
に
触
れ
る
。
こ
れ
が
今

和
次
郎
を
知
る
人
々
の
間
で
は

有
名
な「
破
門
」事
件
な
の
だ
が
、

和
次
郎
が
し
ば
し
ば
「
先
生
に

破
門
さ
れ
た
」
と
自
嘲
気
味
に

話
す
一
方
で
柳
田
自
身
は
「
破

門
し
た
憶
え
は
な
い
」
と
弁
明

し
て
い
た
事
も
ま
た
、
よ
く
知

ら
れ
た
逸
話
な
の
で
あ
る
。

　

一
方
、
佐
々
木
喜
善
に
対
し

柳
田
は
『
遠
野
物
語
』
以
後
も

民
話
の
提
供
を
催
促
し
て
い
た
。

　

実
際
に
は
喜
善
自
身
が
文
学

者
と
し
て
身
を
立
て
、
自
分
な

り
の
民
話
集
を
出
版
し
よ
う
と

考
え
て
い
た
が
、
彼
の
文
才
を

否
定
す
る
よ
う
に
柳
田
は
彼
の

原
稿
に
朱
筆
を
入
れ
、
文
体
や

内
容
の
訂
正
を
さ
せ
た
だ
け
で

な
く
、
無
駄
と
判
断
し
た
昔
話

自
体
を
削
除
さ
せ
た
。
柳
田
は

東
京
に
数
多
く
の
民
俗
学
研
究

者
を
弟
子
と
し
て
抱
え
た
が
、

喜
善
や
彼
に
協
力
す
る
仙
台
始

め
東
北
各
地
の
民
俗
関
係
者
を

そ
の
中
に
は
含
ま
な
か
っ
た
。

　

遠
野
物
語
研
究
所
の
石
井
正

己
は
『
聴
耳
草
紙
』（
筑
摩
書

房
）
の
解
説
に
書
く
。

「
柳
田
の
中
に
は
地
方
の
『
蒐

集
』『
採
集
』
と
中
央
の
『
研

究
』
と
い
う
分
担
が
あ
っ
た
に

違
い
な
い
。」

　

そ
の
中
央
・
地
方
の
格
差
、

差
別
的
扱
い
に
喜
善
は
徐
々
に

息
苦
し
さ
と
反
感
を
募
ら
せ
て

い
っ
た
の
で
は
な
い
か
・
・
と

石
井
氏
は
言
う
の
で
あ
る
。

　

二
人
に
共
通
す
る
の
は
、
柳

田
國
男
と
い
う
知
の
巨
人
が
己

の
民
俗
学
を
国
家
事
業
と
位
置

づ
け
る
が
故
に
「
避
け
て
通
り

続
け
た
」
部
分
に
着
目
し
た
点

で
あ
っ
た
。

　

自
ら
が
創
始
し
た
と
も
言
え

る
日
本
民
俗
学
を
新
た
な
「
国

学
」
と
す
べ
く
柳
田
が
目
指
し

た
の
は
西
洋
諸
国
と
対
等
の
近

代
国
家
・
日
本
の
形
成
に
不
可

欠
な
「
単
一
民
族
」
と
し
て
の

国
民
の
意
識
的
統
一
化
で
あ
っ

た
。
柳
田
國
男
は
生
来
の
歴
史

学
・
民
族
学
へ
の
純
粋
な
興
味

趣
向
と
、
上
流
社
会
や
行
政
機

関
に
参
加
で
き
る
エ
リ
ー
ト
資

質
と
が
備
わ
っ
た
類
稀
な
人
物

で
あ
り
、
自
ら
の
肩
書
き
・
能

力
を
駆
使
し
て
前
人
未
到
の
学

問
開
拓
に
力
を
注
ぐ
事
が
で
き

た
。
と
こ
ろ
が
、
彼
の
学
問
は

そ
の
理
想
と
す
る
民
族
国
家
の

形
成
作
業
の
前
に
大
き
な
矛
盾

を
孕
む
要
素
と
し
て
立
ち
は
だ

か
る
事
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

始
め
、
柳
田
は
九
州
・
椎
葉

村
や
東
北
・
遠
野
郷
の
研
究
で

日
本
民
俗
の
深
遠
さ
、
未
開
拓

の
魅
力
に
取
り
付
か
れ
る
が
、

彼
は
徐
々
に
日
本
風
土
に
横
た

わ
る
重
大
な
事
実
に
気
づ
き
、

自
ら
の
学
問
の
進
展
に
警
戒
心

を
抱
き
、
慎
重
に
な
ら
ざ
る
を

得
な
く
な
っ
て
い
く
。

　

柳
田
が
避
け
て
通
っ
た
点
と

は
、
民
俗
学
に
お
い
て
む
し
ろ

不
可
避
的
に
思
え
る
性
的
な
、

あ
る
い
は
反
道
徳
的
・
反
体
制

的
な
話
題
や
、
日
本
列
島
が
稲

作
で
画
一
的
に
語
れ
る
風
土
で

は
な
い
と
い
う
実
態
―
狩
猟
・

雑
穀
栽
培
に
生
き
る
民
や
漂
白

民
、
被
差
別
民
、
国
家
以
前
に

存
在
す
る
民
俗
な
ど
、
日
本
が

極
め
て
多
様
な
ル
ー
ツ
と
歴
史

を
持
つ
集
団
か
ら
成
り
立
つ
土

地
で
あ
る
と
い
う
事
実
だ
っ
た
。

　

彼
は
民
俗
学
を「
高
尚
な
る
」

国
学
に
育
て
る
為
に
、
意
識
的

に
そ
の
学
問
と
著
書
か
ら
猥
雑

な
、
し
か
し
な
が
ら
重
要
な
真

実
の
多
く
を
除
外
し
て
し
ま
っ

た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　

＊

　

さ
て
、
柳
田
は
今
和
次
郎
を

破
門
し
た
憶
え
は
な
い
と
言
っ

た
が
、
そ
れ
が
事
実
だ
と
す
る

と
、
和
次
郎
が
敢
え
て
破
門
さ

れ
た
と
言
っ
た
の
は
何
故
だ
っ

た
の
だ
ろ
う
か
。
彼
は
考
現
学

に
つ
い
て
こ
う
定
義
す
る
。

「
考
現
学
は
、
時
間
的
に
は
考

古
学
と
対
立
し
、
空
間
的
に
は

民
族
学
と
対
立
す
る
」

　

注
目
し
た
い
の
は
、
和
次
郎

の
視
点
に「
本
流
に
対
立
す
る
」

と
い
う
意
識
が
強
く
働
い
て
い

た
事
だ
。
本
流
、
即
ち
権
威
あ

る
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
は
現
代
か
ら

古
代
、
都
市
か
ら
辺
境
と
い
う

距
離
を
置
い
た
、
一
段
高
い
視

線
か
ら
研
究
が
為
さ
れ
る
が
、

和
次
郎
の
フ
ィ
ー
ル
ド
は
常
に

己
の
生
き
る
時
代
と
場
所
で
あ

っ
た
。
日
本
人
と
い
う
己
自
身

を
知
る
為
の
学
問
に
は
、
肝
腎

の
現
代
の
都
市
に
生
き
る
自
ら

を
研
究
対
象
と
し
て
自
ら
丸
裸

に
な
る
覚
悟
が
必
要
な
の
で
は

な
い
か
。
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
出
身

で
な
い
彼
自
身
、
考
現
学
が
柳

田
國
男
と
い
う
巨
人
の
事
績
に

対
等
に
渡
り
合
う
も
の
と
見
做

さ
れ
る
事
は
到
底
な
い
だ
ろ
う

と
自
覚
し
て
い
た
に
違
い
な
い
。

　

そ
の
上
で
尚
、
静
か
に
、
し

か
し
確
実
に
己
の
反
骨
を
示
さ

ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

佐
々
木
喜
善
も
ま
た
、
柳
田

ら
中
央
の
研
究
者
と
は
決
定
的

な
視
点
の
違
い
を
有
し
て
い
た
。

　

前
出
の
石
井
正
己
は
書
く
。

「
佐
々
木
に
は
、
昔
話
は
な
く

な
っ
て
い
く
ば
か
り
で
は
な
く
、

こ
れ
か
ら
も
生
ま
れ
て
く
る
と

い
う
未
来
へ
の
志
向
が
あ
っ
た
。

し
か
し
、
そ
れ
は
昔
話
を
神
話

の
零
落
と
考
え
る
柳
田
と
は
相

容
れ
な
い
も
の
だ
っ
た
」

　

死
の
二
年
前
に
喜
善
が
完
成

さ
せ
た
『
聴
耳
草
紙
』
は
、
東

北
各
地
の
昔
語
り
を
集
め
た
生

涯
の
大
作
で
あ
っ
た
が
、
初
め

て
師
・
柳
田
國
男
の
添
削
や
意

見
を
介
入
さ
せ
ず
、
性
の
話
題

や
不
道
徳
な
部
分
も
隠
さ
ぬ
地

方
か
ら
の
生
々
し
い
且
つ
ダ
イ

ナ
ミ
ッ
ク
な
発
信
で
あ
り
、
ま

た
以
前
柳
田
に
削
除
さ
れ
た
昔

話
さ
え
も
改
め
て
収
録
し
て
み

せ
た
、
文
字
通
り
の
反
骨
の
書

と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

佐
々
木
喜
善
は
定
職
に
も

就
け
ぬ
困
窮
の
中
、
仙
台
で

没
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
き
た

が
、『
聴
耳
草
紙
』
の
他
、
民

話
の
ラ
ジ
オ
放
送
な
ど
独
自

の
活
動
は
、
遠
野
で
も
、
そ
し

て
お
そ
ら
く
は
東
京
で
も
実

現
で
き
な
い
事
で
は
な
か
っ

た
だ
ろ
う
か
。

　

私
は
、
何
故
か
そ
の
よ
う
な

喜
善
の
事
績
に
魅
か
れ
て
仙
台

に
や
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
決

し
て
「
本
流
」
の
よ
う
に
表
舞

台
に
は
立
て
ず
と
も
、
彼
ら
が

取
り
こ
ぼ
し
た
真
に
描
く
べ
き

「
本
質
」
を
掴
む
生
き
方
。
東

北
人
の
、
哀
し
く
も
誇
り
高
き

そ
の
一
面
は
、
こ
れ
か
ら
生
き

る
こ
の
地
の
人
々
に
と
っ
て
も

決
し
て
意
義
を
失
わ
ぬ
宝
と
し

て
輝
き
続
け
る
に
違
い
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
、

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
。

「
巨
人
」
へ
静
か
に
立
ち
向
か

っ
た
二
人
の
東
北
人
の
事

早稲田大学建築学科教授時代の今和次郎
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カマツカ（ウシコロシ） エゴのハナ

コバイケイソウ

ハナショウブ

雨上がりのサルナシ

マイズルソウ

ミズチドリ

モウセンゴケ

シリーズ 遠野の自然
「遠野の小暑」
遠野 1000 景より

　

暦
で
は
「
小
暑
」
だ
が
、
こ

の
季
節
の
気
温
と
は
と
て
も
思

え
な
い
よ
う
な
肌
寒
さ
が
続
い

て
い
る
。

　

大
騒
ぎ
が
大
好
き
な
メ
デ
ィ

ア
の
一
部
か
ら
は
、
今
か
ら

二
十
六
年
前
の
冷
夏
と
の
類
似

を
指
摘
す
る
声
が
聞
こ
え
て
く

る
。

　

あ
の
と
き
の
冷
夏
は
米
の
大

不
況
を
も
た
ら
し
、
タ
イ
米
の

輸
入
で
人
々
の
記
憶
に
ま
だ

生
々
し
く
残
っ
て
い
る
。
異
常

に
寒
い
夏
だ
っ
た
。

　

そ
れ
に
し
て
も
こ
の
頃
の
不

安
定
な
気
候
は
、
身
体
へ
の
影

響
も
あ
る
が
、
そ
れ
以
上
に
精

神
的
に
憂
う
つ
に
な
っ
て
く
る
。

そ
う
し
た
と
き
に
安
定
を
も
た

ら
し
て
く
れ
る
の
が
花
々
で
あ

る
。
気
候
変
動
を
乗
り
越
え
、

き
れ
い
な
花
を
咲
か
せ
、
人
々

の
心
を
落
ち
着
か
せ
る
。
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涌谷　おぼろ豆腐

三陸魚介の刺身

岩ガキ

外ヶ濱 雄町 50 ひと夏の恋 阿部勘

東北地酒ラインアップ

ホヤ

牛タン

【海鮮屋】
仙台国分町
三陸海鮮と
東北地酒堪能

　

先
月
末
の
東
北
ミ
ニ
旅
行
の

つ
い
で
に
訪
ね
た
宮
城
県
仙
台

市
の
海
鮮
と
東
北
地
酒
の
居
酒

屋
『
海
鮮
屋
』
を
紹
介
す
る
。

き
っ
か
け
は
、
仙
台
市
に
在
住

の
筆
者
の
従
弟
と
会
食
す
る
機

会
が
あ
り
、
従
弟
の
馴
染
み
の

居
酒
屋
に
出
か
け
る
こ
と
に
な

っ
て
訪
れ
た
店
で
あ
る
。

　

お
店
の
選
定
に
あ
た
っ
て
は
、

美
味
い
海
鮮
と
美
味
い
東
北
地

酒
と
指
定
し
て
あ
っ
た
の
で
、

店
名
も
そ
の
ま
ん
ま
の
『
海
鮮

屋
』。
歓
楽
街
で
有
名
な
国
分

町
に
あ
る
お
店
で
あ
る
。

　

店
員
さ
ん
に
勧
め
ら
れ
る
ま

ま
に
頼
ん
だ
海
鮮
は
、
ま
ず
は

旬
の
ホ
ヤ
、
三
陸
の
魚
介
の
刺

身
、
岩
ガ
キ
、
そ
し
て
仙
台
と

い
え
ば
牛
タ
ン
。

　

ど
れ
も
ボ
リ
ュ
ー
ム
満
点
で
、

し
か
も
美
味
い
。

　

そ
れ
か
ら
筆
者
の
故
郷
の
涌

谷
の
お
ぼ
ろ
豆
腐
。
こ
の
メ
ニ

ュ
ー
が
あ
る
こ
と
に
も
、
そ
こ

で
食
べ
ら
れ
る
こ
と
に
も
驚
い

た
。

　

東
北
地
酒
は
、
ラ
イ
ン
ア
ッ

プ
を
眺
め
て
、
こ
れ
ま
で
味
わ

っ
た
こ
と
の
な
い
銘
柄
を
選
ん

だ
。

　

ま
ず
は
、宮
城
の
『
阿
部
勘
』。

し
っ
か
り
し
た
日
本
酒
の
印
象
。

　

次
は
同
じ
宮
城
の
『
ひ
と
夏

の
恋
』。
ネ
ー
ミ
ン
グ
が
し
ゃ

れ
て
い
る
。
さ
わ
や
か
な
夏
の

酒
。

　

さ
ら
に
は
、
メ
ニ
ュ
ー
に
載

っ
て
い
な
い
新
潟
の
『
雄
町

50
』。す
っ
き
り
し
た
風
味
の
酒
。

　

最
後
は
、青
森
の
『
外
ヶ
濱
』。

ど
れ
も
美
味
い
。

　

た
っ
ぷ
り
と
三
陸
海
鮮
と
東

北
地
酒
を
い
た
だ
き
大
満
足
。

　

ま
た
出
か
け
た
い
お
店
だ
。

5 面記事
付属グラフ
左から
秋田県
山形県
福島県


