
2019 年（令和元年）12 月 16 日（月曜日）　　第 91 号　http://tohoku-fukko.jp/

【東北復興】掲載の記事・写真・図表などの無断転載を禁止します。Copyright YUMUYU INC. All rights reserved.

第91号

Ｒｉｓｉｎｇ　ｕｐ　，　ＴＯＨＯＫＵ！

無
料発行所　株式会社遊無有

〒207-0005
東京都東大和市高木 3-315-1-2-2

http://www.yumuyu.com/
e-mail:yumuyu@wj8.so-net.ne.jp

2　0　1　9　年　（　令　和　元　年　）　12　月　16　日　　月　曜　日

毎月発行

＜＜東北魂＞＞を鼓舞する

電子新聞

発行2019年（令和元年）12月 16日　月曜日

す
と
い
う
の
は
、
そ
の
時
代
に

生
き
た
人
の
息
づ
か
い
ま
で
掘

り
起
こ
す
こ
と
だ
と
気
を
引
き

締
め
た
。

日
本
刀
撮
影
は
長
時
間

　

撮
影
初
日
は
終
日
、
中
鉢
美

術
館
内
で
の
撮
影
。

　

撮
影
隊
は
、
カ
メ
ラ
撮
影
が

特
に
む
ず
か
し
い
と
い
わ
れ
る

日
本
刀
撮
影
に
注
力
し
て
行
く

つ
も
り
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が

え
た
。
プ
ロ
と
し
て
の
プ
ラ
イ

ド
が
感
じ
ら
れ
た
。

　

展
示
さ
れ
て
い
る
日
本
刀
は

光
を
反
射
す
る
こ
と
だ
け
で
撮

影
が
む
ず
か
し
い
の
で
は
な
い
。

複
雑
な
曲
面
を
有
す
る
た
め
、

周
囲
の
も
の
、
人
の
顔
ま
で
が

は
っ
き
り
と
映
り
込
む
。
新
た

な
日
本
刀
の
魅
力
に
触
れ
る
こ

と
が
で
き
た
。

　

し
か
し
そ
れ
以
上
に
む
ず
か

し
い
の
は
、
日
本
刀
の
た
と
え

よ
う
も
な
い
輝
き
を
い
か
に
映

像
に
取
り
込
む
か
で
あ
る
。

　

い
ざ
撮
影
場
所
の
有
備
館
駅

に
向
か
う
電
車
の
な
か
の
ス
ナ

ッ
プ
写
真
で
は
み
な
意
気
揚
々
。

さ
ぞ
や
良
い
撮
影
が
で
き
る
だ

ろ
う
と
の
予
感
を
抱
か
せ
た
。

と
は
い
え
、
み
な
強
烈
な
個
性

の
持
ち
主
で
あ
る
。
ど
う
や
っ

て
束
ね
て
い
け
ば
よ
い
か
多
少

の
不
安
は
あ
っ
た
が
、
こ
こ
ま

で
来
た
ら
ま
な
板
の
上
の
鯉
の

心
境
で
望
ん
だ
。

『
鬼
が
つ
く
っ
た
日
本

刀
』
い
よ
い
よ
撮
影
開
始

　

撮
影
ま
で
の
準
備
に
も
い
ろ

い
ろ
な
細
か
な
ト
ラ
ブ
ル
が
あ

っ
た
が
、
と
に
か
く
十
一
月

十
六
日
と
十
七
日
の
二
日
に
亘

る
筆
者
第
二
弾
の
映
像
企
画
の

撮
影
日
を
何
と
か
迎
え
る
こ
と

が
出
来
た
。

　

集
合
場
所
を
東
北
新
幹
線
古

川
駅
出
口
に
設
定
し
て
、
中
鉢

美
術
館
長
を
除
く
全
員
が
集
合
。

列島文化と歴史を東北から再発掘する映像活動開始
第一弾　「鬼がつくった日本刀」撮影終了

岩
手
県
立
博
物
館
所
蔵
の

鍛
冶
神
像
図
の
鬼
で
制
作

意
図
が
よ
り
明
確
に

　

中
鉢
美
術
館
入
り
口
に
あ
る

『
鍛
冶
神
像
掛
図
』。
正
式
名

称
は
『
紙
本
着
色
鍛
冶
神
図
』。

撮
影
ま
で
に
所
蔵
先
の
岩
手
県

立
博
物
館
に
撮
影
許
可
を
得
て
、

か
つ
鮮
明
な
デ
ジ
タ
ル
画
像
も

送
っ
て
も
ら
っ
た
。

　

よ
り
精
度
の
高
い
画
像
を
あ

ら
た
め
て
見
て
、
今
回
の
撮
影

か
ら
完
成
ま
で
、
こ
の
『
紙
本

着
色
鍛
冶
神
図
』
に
描
か
れ
て

い
る
鬼
と
さ
れ
た
古
代
奥
州
刀

鍛
冶
た
ち
が
語
り
か
け
て
く
る

の
を
感
じ
、
そ
の
鬼
た
ち
に
導

か
れ
て
の
制
作
で
あ
る
こ
と
を

あ
ら
た
め
て
思
い
起
こ
し
た
。

　

撮
影
月
の
前
月
の
十
月
に
は
、

俘
囚
と
な
っ
て
奈
良
ま
で
連
れ

て
行
か
れ
た
古
代
奥
州
刀
鍛
冶

た
ち
の
こ
と
を
思
い
起
こ
さ
せ

る
と
て
も
不
思
議
で
強
烈
な
体

験
を
し
た
ば
か
り
だ
っ
た
。

　

そ
の
た
め
か
、
単
に
古
代
東

北
の
歴
史
を
探
求
す
る
と
い
う

以
上
の
意
義
が
す
で
に
付
加
さ

れ
て
い
た
。

　

埋
も
れ
た
歴
史
を
掘
り
起
こ

宮城県生まれ、66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】

　

こ
れ
だ
け
は
な
か
な
か
文
章

で
表
現
す
る
の
は
む
ず
か
し
い
。

ま
じ
か
に
見
て
も
、
日
本
刀
の

見
方
を
教
わ
ら
な
け
れ
ば
十
分

に
は
分
か
ら
な
い
。
だ
か
ら
こ

そ
の
日
本
刀
な
の
だ
。

名
刀
が
ぞ
ろ
ぞ
ろ

　

撮
影
の
た
め
に
展
示
ガ
ラ
ス

扉
を
開
け
て
も
ら
っ
た
ら
、
出

て
く
る
日
本
刀
は
み
な
す
ご
い

名
刀
ぞ
ろ
い
と
い
う
こ
と
に
あ

ら
た
め
て
気
づ
く
。
ガ
ラ
ス
越

し
に
見
る
の
と
、
直
に
見
る
の

と
で
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
見

え
る
。
伝
わ
る
迫
力
が
違
う
。

　

当
新
聞
で
何
度
か
紹
介
し
た

「
閑
寂
（
ふ
さ
ち
か
）」。
古
代

東
北
三
大
鍛
冶
集
団
の
舞
草
鍛

冶
が
つ
く
っ
た
舞
草
刀
で
あ
り
、

銘
の
あ
る
最
古
の
日
本
刀
。
こ

の
刀
の
迫
力
も
す
ご
か
っ
た
。

普
通
な
ら
ば
、
簡
単
に
撮
影
が

許
可
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
。

　

次
が
月
山
鍛
冶
に
よ
る
日
本

刀
。
刀
身
だ
け
で
な
く
、
立
派

な
「
こ
し
ら
え
」
が
つ
い
て
お

り
、
重
厚
感
が
周
囲
を
威
圧
す

る
印
象
の
日
本
刀
で
あ
る
。

　

妖
刀
と
い
わ
れ
る
「
村
正
」

も
迫
力
が
あ
っ
た
。

　

徳
川
幕
府
に
反
逆
の
意
思
あ

る
大
名
が
所
蔵
し
て
い
た
た
め
、

幕
府
に
と
っ
て
は
注
意
す
べ
き

日
本
刀
と
い
う
意
味
を
込
め
て

「
妖
刀
」
と
言
わ
れ
た
よ
う
だ
。

　

ま
た
「
政
宗
」
も
す
ご
い
。

か
つ
て
伊
達
政
宗
所
蔵
の
脇
差
。

え
も
い
わ
れ
ぬ
魅
力
を
放
っ
て

い
る
。

　

日
本
刀
に
至
る
ま
で
の
系
譜

を
形
成
す
る
蕨
手
刀
、
毛
抜
型

太
刀
、
直
刀
と
日
本
刀
の
比
較
、

さ
ら
に
は
中
東
に
ル
ー
ツ
を
持

つ
ロ
シ
ア
ア
ル
タ
イ
系
の
ア
キ

ナ
ケ
ス
剣
な
ど
、
次
々
に
撮
影

し
た
。
貴
重
な
体
験
で
あ
っ
た
。

撮
影
隊
が
日
本
刀
に
魅

力
に
取
り
つ
か
れ
る

　

実
は
、
日
本
刀
の
魅
力
に
最

も
は
ま
っ
た
の
は
撮
影
班
だ
っ

た
。
展
示
ガ
ラ
ス
を
開
け
て
の

撮
影
に
と
ど
ま
ら
ず
、
別
室
に

日
本
刀
を
移
動
し
て
、
日
本
刀

の
魅
力
を
全
部
引
き
出
そ
う
と

し
て
、
あ
ら
ゆ
る
角
度
か
ら
撮

影
し
、
結
果
数
時
間
を
要
し
た
。

　

途
中
、
中
鉢
館
長
か
ら
は
日

本
刀
は
切
っ
先
が
命
と
切
っ
先

を
机
に
触
れ
た
こ
と
を
注
意
さ

れ
た
。
な
る
ほ
ど
、
日
本
刀
の

切
っ
先
と
は
日
本
刀
の
命
な
の

で
あ
る
。

　

中
鉢
館
長
の
解
説
が
加
わ
る

と
、
日
本
刀
の
魅
力
が
よ
り
深

く
理
解
で
き
る
。

　

最
後
に
、
許
可
が
出
た
の
で

筆
者
も
日
本
刀
を
持
っ
て
み
た
。

ズ
シ
リ
と
重
い
の
か
と
思
い
き

や
、
軽
い
の
だ
。

　

し
か
し
、
歴
史
の
重
み
だ
け

で
な
く
、
昨
刀
時
の
刀
鍛
冶
の

神
が
か
っ
た
思
い
の
重
さ
が
伝

わ
っ
た
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
。

中鉢美術館

撮影場所に向かう面々

出演者と撮影陣、筆者
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二
日
目
は
剣
神
社
か
ら

　

撮
影
二
日
目
は
外
で
の
撮
影

だ
っ
た
。

　

最
初
は
、
古
川
駅
か
ら
三
十

分
ほ
ど
の
距
離
に
あ
る
剣
神
社
。

こ
こ
に
は
、
三
条
小
鍛
冶
宗
近

と
い
う
著
名
な
刀
工
が
昨
刀
し

た
と
い
う
場
所
で
あ
る
。

　

も
と
も
と
は
奥
州
刀
鍛
冶
で

あ
っ
た
が
、
京
都
に
連
れ
て
行

か
れ
て
後
、
時
の
天
皇
に
昨
刀

を
命
じ
ら
れ
た
と
い
う
三
条
小

鍛
冶
宗
近
ゆ
か
り
の
身
洗
池
跡
、

つ
ま
り
昨
刀
の
前
に
身
を
清
め

た
場
所
跡
か
ら
ス
タ
ー
ト
。

　

す
ぐ
近
く
に
は
後
に
な
っ
て

建
て
ら
れ
た
剣
神
社
が
あ
っ
た
。

最
初
は
宗
近
の
こ
と
を
い
ろ
い

ろ
調
べ
て
も
京
都
の
刀
鍛
冶
と

い
う
こ
と
し
か
出
て
こ
な
い
。

　

中
鉢
館
長
に
教
え
て
も
ら
う

ま
で
な
ぜ
京
都
の
刀
鍛
冶
が
宮

城
の
こ
の
場
所
に
来
て
昨
刀
し

た
の
か
分
か
ら
な
か
っ
た
。

　

館
長
の
説
明
で
納
得
で
き
た
。

宗
近
も
俘
囚
な
の
で
あ
る
。
奥

州
刀
鍛
冶
な
の
で
あ
る
。
そ
れ

が
京
都
に
連
れ
て
行
か
れ
て
、

ま
た
奥
州
に
戻
っ
て
昨
刀
を
命

じ
ら
れ
た
と
い
う
の
が
真
実
で

あ
る
。

美
豆
の
小
島

　

美
豆
の
小
島
は
ま
っ
た
く
知

ら
な
か
っ
た
。
知
ら
ず
に
い
き

な
り
の
撮
影
と
な
っ
た
。

　

美
豆
の
小
島
と
は
、
川
の
真

ん
中
に
あ
る
ほ
ん
の
小
さ
な
小

島
な
の
だ
が
、
古
今
和
歌
集
に

も
詠
わ
れ
、
後
代
に
芭
蕉
も
訪

れ
る
ほ
ど
風
光
明
媚
な
場
所
と

い
う
の
が
表
向
き
の
和
歌
の
意

味
で
、
裏
に
こ
の
一
帯
の
製
鉄

の
こ
と
を
い
ち
早
く
都
に
知
ら

せ
な
け
れ
ば
と
い
う
意
味
が
隠

さ
れ
て
い
る
と
い
う
。

　

和
歌
を
詠
ん
だ
人
は
き
っ
と

密
偵
の
よ
う
な
役
割
を
担
っ
て

い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

恐
ろ
し
気
な
死
人
山

　

す
ぐ
近
く
に
は
「
死
人
（
し

び
と
）
山
」
が
あ
っ
た
。
小
さ

な
山
だ
っ
た
。

　

死
人
が
い
る
場
所
だ
か
ら
近

づ
い
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
意

味
で
、
わ
ざ
わ
ざ
死
人
と
い
う

ば
、
も
っ
と
も
っ
と
製
鉄
や
日

本
刀
に
関
連
し
た
遺
跡
や
遺
物

が
地
中
か
ら
出
現
す
る
の
は
ま

ち
が
い
な
い
。

埋
も
れ
た
歴
史
の
宝
庫

―
東
北

　

わ
ず
か
二
日
間
の
撮
影
だ
っ

た
が
、
い
ろ
い
ろ
な
も
の
を
詰

め
込
み
す
ぎ
て
消
化
し
き
れ
る

か
ど
う
か
不
安
な
と
こ
ろ
も
あ

る
。

　

し
か
し
、
何
よ
り
も
、
撮
影

す
る
ま
で
は
予
想
も
し
な
か
っ

た
よ
う
な
、
隠
さ
れ
て
き
た
多

く
の
歴
史
、
埋
も
れ
て
し
ま
っ

た
歴
史
が
筆
者
に
語
り
か
け
て

来
る
の
を
ひ
し
ひ
し
と
感
じ
る
。

　

表
層
の
歴
史
が
真
実
の
歴
史

を
お
お
い
隠
し
て
い
る
が
、
そ

の
真
実
の
歴
史
を
垣
間
見
た
以

上
、
す
べ
て
を
さ
ら
け
出
す
努

力
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を

強
く
感
じ
た
二
日
間
の
撮
影
だ

っ
た
。

言
葉
を
山
の
名
前
に
し
た
の
だ

が
、
実
は
こ
こ
で
製
鉄
を
行
っ

て
い
て
、
誰
も
見
て
は
な
ら
な

い
と
い
う
意
味
で
名
づ
け
た
と

知
ら
さ
れ
た
。

ア
ラ
ハ
バ
キ
神
社

　

そ
の
後
、
ア
ラ
ハ
バ
キ
神
社

に
行
っ
た
。
多
賀
城
の
ア
ラ
ハ

バ
キ
神
社
に
は
行
っ
た
こ
と
が

あ
る
が
、
大
崎
市
の
方
の
こ
の

神
社
に
来
て
、
説
明
看
板
を
見

て
、
ア
ラ
ハ
バ
キ
信
仰
と
い
う

も
の
が
大
分
理
解
で
き
た
。

　

以
前
か
ら
知
っ
て
い
た
ア
ラ

ハ
バ
キ
神
社
と
製
鉄
と
の
深
い

結
び
つ
き
を
重
ね
合
わ
せ
、
や

は
り
こ
こ
ら
一
帯
が
製
鉄
に
関

連
し
た
地
域
で
あ
っ
た
こ
と
の

証
で
あ
る
こ
と
が
納
得
で
き
る
。

玉
造
と
い
う
地
名

　

こ
の
一
帯
は
、
古
代
で
も
今

で
も
「
玉
造
」
と
呼
ば
れ
て
い

る
。
鉄
に
関
連
す
る
地
名
で
あ

る
。
玉
と
い
う
こ
と
で
玉
鋼
に

通
ず
る
。

　

日
本
刀
の
昨
刀
に
必
要
な
製

鉄
、
鍛
冶
技
術
、
鍛
冶
た
ち
が

居
住
し
て
い
た
場
所
な
の
で
あ

る
。
近
く
に
は
「
鍛
冶
谷
沢
」

と
い
う
地
名
も
残
っ
て
い
る
。

　

何
か
の
き
っ
か
け
さ
え
あ
れ

東北の埋もれた文化と歴史発掘が始まる
想像以上に東北にはたくさんの埋もれた歴史が
眠っているー掘り起こさなければならない

アラハバキ神社

死人（しびと）山

美豆の小島

剣神社 三条小鍛冶宗近ゆかりの身洗池跡

古今和歌集　美豆の小島
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郷土料理愛好家　
　　　　松本由美子氏

【トマトスープパス

タ（あさり）】
福今日の試作は、タイムの香り

を使った、サバのトマトソース

のせ。オリーブオイルでニン

ニクとトマトを炒めたソース

が美味です。とても手軽に出

来ました。（松本談）

―材料（2人分）ー　�乾スパゲティ　200g、�トマトスープの素　80g�、殻つきアサリ　
100g�、ニンニク　1/2片�、パセリ　少 �々、ベーコン　40g�、しめ
じ�40g�、トマトカット　大2�、水　240CC 

―作り方―　①　オリーブオイルでニンニクのみじん切りと鷹の爪1個 (香りを
移す程度 )に炒める。�②　ベーコンを入れて炒め、続いて殻つきアサリ、しめじ、
トマトスープの素、水を入れます。③　次にトマトのカットしたものを入れて蒸
し煮をします。�④　7、8分茹でた麺を蒸し煮にしたトマトスープとボールで合
わせからめます。この時に生クリームを入れる。　⑤　盛り付けにオリーブオイ
ルをプラス(香り付けと照り)します。�パセリをふって出来上がりです。�＊麺は、
好みですが硬めに茹でると美味しいです。�アサリ真空パックの冷凍品もありま
すので、利用するのも楽です。最近は、チリ産の魚介類が多いですね。（松本談）

55魚種

49魚種 22魚種

Honda釣り倶楽部提供 「つくる楽しみ」提供

『つくる楽しみ』
魚の捌き方一覧

『魚のさばき方、
刺身の作り方』

ケンズキッチン提供

釣り倶楽部というだけあっ
て、釣った魚の捌き方が出て
いる。解説画面が大きく見や
すい。すぐにでもさばきが出
来そう。

数種類の貝類、さらにはホヤ
のさばき方まで掲載されてい
る。日常料理はこれで大丈夫

魚のさばき方にはじまり、刺
身の作り方、盛り付け方に至
るまでを解説している

https://www.honda.co.jp/fishing/
picture-book/clean/

https://ws-plan.com/gyokairui/
sabakikata.html

URLは長すぎるので別途検索願い
ます

水産業再興のための
料理レシピ紹介

第64回�

魚のさばき方サイトのご案内
最近、いろんな魚のさばき方を画像入りで詳しく解説してくれるサイトをたくさ
ん見かけます。そこでそうしたサイトをいくつかご紹介します。その動画を見れ
ば、むずかしそうだった魚のさばき方も簡単にできると思います。

『釣魚別のさばき方』
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東北の風景
釜石のラグビー
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平
泉
に
対
す
る
関
心
を

喚
起
す
る
場

　
「
平
泉
文
化
フ
ォ
ー
ラ
ム
」

と
い
う
催
し
が
年
に
一
回
、
開

催
さ
れ
て
い
る
。「
平
泉
文
化

研
究
の
先
端
的
な
調
査
研
究
成

果
を
公
開
す
る
場
」
と
位
置
づ

け
ら
れ
、
平
成
一
二
年
度
か
ら

毎
年
一
月
か
二
月
に
二
日
間
の

日
程
で
開
催
さ
れ
て
き
た
。
今

年
は
第
二
〇
回
と
い
う
節
目
の

年
に
当
た
り
、
記
念
大
会
と
し

て
一
一
月
三
〇
日
に
一
日
の
み

の
日
程
で
開
催
さ
れ
た
。

　

今
年
の
二
月
に
開
催
さ
れ
た

平
成
三
〇
年
度
の
フ
ォ
ー
ラ
ム

の
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
、
平
泉

町
、
並
び
に
隣
接
す
る
奥
州
市
、

一
関
市
以
外
か
ら
の
参
加
者
が

五
一
パ
ー
セ
ン
ト
と
過
半
数
を

占
め
、
か
つ
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
参

加
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
「
平
泉

へ
の
関
心
が
高
ま
っ
た
」
と
い

う
回
答
が
七
九
パ
ー
セ
ン
ト
あ

っ
た
と
の
こ
と
で
、
毎
年
一
回

の
こ
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
が
地
元
の

み
な
ら
ず
、
他
の
地
域
の
人
に

と
っ
て
も
、
平
泉
に
対
す
る
関

心
を
喚
起
す
る
場
と
な
っ
て
い

る
こ
と
が
窺
え
る
。

「
柳
之
御
所
遺
跡
」
の
出
土

　
「
平
泉
文
化
フ
ォ
ー
ラ
ム
」

の
開
始
は
、
平
泉
の
文
化
遺
産

の
世
界
遺
産
登
録
と
密
接
に
関

連
し
て
い
る
。
最
初
に
平
泉
の

史
跡
を
世
界
遺
産
に
と
い
う
声

が
出
た
の
は
平
成
九
年
の
こ
と

だ
が
、
そ
の
声
が
出
る
に
き
っ

か
け
と
な
っ
た
の
は
、
昭
和

六
三
年
の
「
柳
之
御
所
遺
跡
」

の
出
土
で
あ
る
。
こ
の
一
帯
が

一
関
遊
水
地
の
堤
防
と
国
道
四

号
線
バ
イ
パ
ス
の
工
事
予
定
地

と
な
り
、
そ
れ
に
伴
う
事
前
の

緊
急
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
た
。

そ
の
結
果
、
予
想
だ
に
し
な
か

っ
た
建
物
の
遺
構
や
多
数
の
遺

品
が
出
土
し
、
こ
れ
が
北
上
川

に
削
ら
れ
て
大
半
が
失
わ
れ
て

い
た
と
思
わ
れ
て
い
た
、
奥
州

藤
原
氏
の
「
政
庁
」
で
あ
っ
た

平
泉
館
、
通
称
柳
之
御
所
の
跡

で
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う

話
に
な
っ
た
。

　

当
初
は
埋
め
戻
し
て
予
定
通

り
工
事
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な

っ
て
い
た
の
だ
が
、
こ
れ
に
対

し
て
全
国
的
な
保
存
運
動
が
起

こ
り
、
平
成
二
年
に
は
柳
之
御

所
遺
跡
保
存
に
関
す
る
二
〇
万

人
も
の
署
名
簿
が
当
時
の
建
設

省
や
文
化
庁
な
ど
に
提
出
さ
れ

た
。
平
成
四
年
に
は
こ
の
遺
跡

が
平
泉
館
で
あ
る
こ
と
が
研
究

者
ら
で
つ
く
る
平
泉
遺
跡
発
掘

調
査
指
導
委
員
会
に
よ
る
答
申

で
明
記
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、

平
成
七
年
に
遺
跡
を
含
む
一
帯

を
大
き
く
迂
回
す
る
形
で
バ
イ

パ
ス
ル
ー
ト
が
変
更
さ
れ
た
。

遺
跡
の
保
存
を
目
的
に
当
初
計

画
が
変
更
さ
れ
た
の
は
当
時
と

し
て
は
画
期
的
な
こ
と
で
あ
り
、

平
泉
の
文
化
遺
産
が
改
め
て
注

目
さ
れ
る
き
っ
か
け
と
も
な
っ

た
。

日
本
で
初
め
て
の
「
登

録
延
期
」
決
議

　

こ
の
柳
之
御
所
遺
跡
の
保
存

で
高
ま
っ
た
平
泉
の
文
化
遺
産

へ
の
関
心
が
、
世
界
遺
産
登
録

へ
の
大
き
な
原
動
力
と
な
っ
た
。

と
は
言
え
、
そ
の
歩
み
は
決
し

て
平
坦
な
も
の
で
は
な
か
っ

た
。
世
界
遺
産
登
録
へ
の
第
一

段
階
と
し
て
は
、
各
国
が
概
ね

五
年
か
ら
一
〇
年
以
内
に
世
界

遺
産
へ
推
薦
す
る
た
め
に
作
成

し
て
い
る
「
世
界
遺
産
暫
定
リ

ス
ト
」
に
登
載
さ
れ
る
こ
と
が

必
要
と
な
る
。「
平
泉
の
文
化

遺
産
」
は
平
成
一
二
年
に
文
化

財
保
護
審
議
会
の
決
定
を
受
け

て
「
暫
定
リ
ス
ト
」
に
登
録
さ

れ
、
翌
一
三
年
に
ユ
ネ
ス
コ
世

界
遺
産
セ
ン
タ
ー
の
「
暫
定
リ

ス
ト
」に
も
登
録
さ
れ
た
。「
平

泉
文
化
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
は
ま
さ

に
こ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
始
ま
っ

た
こ
と
が
分
か
る
。

　

そ
の
後
、
平
成
一
七
年
に
推

薦
資
産
が
、
中
尊
寺
境
内
、
毛

越
寺
境
内
、
柳
之
御
所
遺
跡
、

無
量
光
院
跡
、
金
鶏
山
、
達
谷

窟
、
骨
寺
村
荘
園
遺
跡
、
白
鳥

舘
遺
跡
、
長
者
ヶ
原
廃
寺
跡
の

九
つ
に
確
定
し
、
構
成
資
産
の

周
囲
に
緩
衝
地
帯
が
設
定
さ
れ
、

そ
の
エ
リ
ア
の
開
発
規
制
や
景

観
保
全
を
行
う
た
め
の
景
観
条

例
も
制
定
さ
れ
た
。

　

翌
一
八
年
に
は
世
界
遺
産
登

録
へ
の
推
薦
書
類
も
作
成
、
提

出
さ
れ
た
。
登
録
名
は
「
平
泉

―
浄
土
思
想
を
基
調
と
す
る
文

化
的
景
観
－
」
と
決
ま
り
、
日

本
と
し
て
推
薦
す
る
こ
と
が

正
式
に
決
定
し
た
。
そ
の
翌
年
、

平
成
一
九
年
に
は
専
門
機
関
に

よ
る
現
地
調
査
も
行
わ
れ
、
全

て
は
順
調
に
進
ん
で
い
る
か
の

よ
う
に
見
え
た
。

　

と
こ
ろ
が
一
転
、
平
成
二
〇

年
、
ユ
ネ
ス
コ
世
界
遺
産
委
員

会
の
諮
問
機
関
で
あ
る
イ
コ
モ

ス
か
ら
「
登
録
延
期
」
の
勧
告

が
出
さ
れ
、
ユ
ネ
ス
コ
世
界
遺

産
委
員
会
で
「
登
録
延
期
」
が

決
議
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
日
本

の
推
薦
遺
産
と
し
て
は
初
め
て

の
こ
と
で
あ
っ
た
。
イ
コ
モ
ス

の
勧
告
の
理
由
は
「
普
遍
的
価

値
の
証
明
が
不
十
分
」
と
い
う

も
の
で
、要
は
構
成
資
産
が『
浄

土
思
想
を
基
調
と
す
る
文
化
的

景
観
』
を
現
わ
し
て
い
る
と
は

判
断
し
て
も
ら
え
な
か
っ
た
わ

け
で
あ
る
。

　

当
然
、
地
元
を
中
心
と
し
て

関
係
者
に
は
こ
の
「
登
録
延

期
」
の
決
定
は
大
き
な
衝
撃
だ

っ
た
が
、
そ
の
理
由
に
は
納
得

で
き
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。「
浄

土
思
想
を
基
調
と
す
る
」
と
す

る
と
当
然
「
浄
土
思
想
」
な
る

思
想
に
つ
い
て
の
説
明
が
必
要

に
な
る
が
、
こ
れ
を
説
明
し
、

特
に
仏
教
徒
で
な
い
委
員
に
納

得
し
て
も
ら
う
の
は
至
難
で
は

な
か
っ
た
ろ
う
か
。
ま
し
て
、

構
成
遺
産
の
中
に
は
、
こ
の
浄

土
思
想
と
ど
ん
な
関
係
が
あ
る

の
か
よ
く
分
か
ら
な
い
も
の
も

あ
る
。
こ
れ
で
は
確
か
に
世
界

遺
産
登
録
に
必
須
の
「
普
遍
的

価
値
の
証
明
」
が
不
十
分
と
の

指
摘
は
免
れ
得
な
い
も
の
だ
っ

た
ろ
う
。

「
仏
国
土
（
浄
土
）」

を
表
す
遺
産

　

こ
の
よ
う
な
日
本
で
初
め
て

の
「
登
録
延
期
」
と
い
う
結
果

を
踏
ま
え
て
、
推
薦
書
が
再
提

出
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ

の
中
で
、
当
初
の
構
成
資
産
を

削
減
し
な
け
れ
ば
「
普
遍
的
価

値
の
証
明
」
を
す
る
こ
と
は
困

難
と
い
う
結
論
に
な
り
、
当
初

の
九
つ
の
資
産
に
つ
い
て
、
二

年
後
に
再
推
薦
し
て
短
期
的
に

登
録
を
目
指
す
五
資
産
と
、
調

査
研
究
を
さ
ら
に
継
続
し
た
上

で
「
拡
張
」
に
よ
り
登
録
を
目

指
す
四
資
産
と
に
区
分
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
。

　

翌
二
一
年
に
は
絞
り
込
ん
だ

五
資
産
で
登
録
を
再
度
目
指
す

こ
と
が
決
定
し
、
さ
ら
に
毛
越

寺
境
内
か
ら
観
自
在
王
院
跡
を

分
離
し
て
六
資
産
と
す
る
こ
と

に
な
っ
た
。
再
提
出
さ
れ
た
推

薦
書
で
は
、
登
録
名
は
「
平
泉

―
仏
国
土
（
浄
土
）
を
表
す
建

築
・
庭
園
及
び
考
古
学
的
遺
跡

群
－
」
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
前

回
の
も
の
よ
り
直
截
的
で
分
か

り
や
す
い
表
現
で
あ
る
。
こ
れ

で
あ
れ
ば
、
複
雑
な
「
浄
土
思

想
」
の
説
明
で
は
な
く
、「
浄

土
」
と
は
何
か
だ
け
を
説
明
し
、

そ
の
浄
土
を
こ
れ
ら
の
構
成
遺

産
が
表
現
し
て
い
る
こ
と
を
証

明
す
れ
ば
よ
い
こ
と
に
な
る
。

　

こ
う
し
て
再
度
日
本
と
し
て

の
推
薦
が
決
定
し
、
平
成
二
二

年
に
現
地
調
査
が
行
わ
れ
、
翌

二
三
年
、
東
北
が
東
日
本
大
震

災
に
よ
る
甚
大
な
被
害
に
さ
ら

さ
れ
て
い
る
さ
中
の
六
月
二
六

日
（
現
地
二
五
日
）、
ユ
ネ
ス

コ
世
界
遺
産
委
員
会
に
お
い
て
、

晴
れ
て
世
界
遺
産
登
録
が
決
議

さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
平
泉
の
世
界
遺

産
登
録
を
巡
る
紆
余
曲
折
の
中

で
も
、「
平
泉
文
化
フ
ォ
ー
ラ

ム
」
は
平
泉
文
化
の
発
信
の
場

と
し
て
毎
年
欠
か
さ
ず
開
催
さ

れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

難
し
い
残
る
遺
産
の

「
拡
張
登
録
」

　

平
泉
の
文
化
遺
産
に
つ
い
て

は
、
先
に
述
べ
た
通
り
、「
登

録
延
期
」
に
な
っ
た
際
に
除
外

さ
れ
た
遺
産
の
拡
張
登
録
が
目

指
さ
れ
て
い
る
。
当
初
、
構
成

遺
産
に
あ
り
、
登
録
延
期
と

な
っ
た
際
に
除
外
し
た
達
谷
窟
、

骨
寺
村
荘
園
遺
跡
、
白
鳥
舘
遺

跡
、
長
者
ヶ
原
廃
寺
跡
、
そ
し

て
、
登
録
の
際
に
除
外
さ
れ
た

柳
之
御
所
遺
跡
の
五
つ
が
そ
の

対
象
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
拡
張
登

録
は
か
な
り
難
し
い
の
で
は
な

い
か
と
私
は
見
て
い
る
。
な
ぜ

な
ら
、
今
回
の
登
録
名
が
「
平

泉
―
仏
国
土
（
浄
土
）
を
表
す

建
築
・
庭
園
及
び
考
古
学
的
遺

跡
群
－
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
つ

ま
り
、「
仏
国
土
（
浄
土
）」
を

表
す
建
築
や
庭
園
、
遺
跡
で
な

い
と
、
こ
の
登
録
名
の
世
界
遺

産
に
は
加
え
る
こ
と
は
で
き
な

い
わ
け
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
こ
れ
ら
５
つ
の

構
成
遺
産
は
必
ず
し
も
「
仏
国

土
（
浄
土
）」
と
の
関
係
が
明

確
で
は
な
い
。「
仏
国
土
（
浄

土
）」
を
表
す
建
築
や
庭
園
を

残
し
た
奥
州
藤
原
氏
の
居
館
跡

で
あ
る
柳
之
御
所
遺
跡
で
す
ら
、

構
成
遺
産
に
な
り
得
て
な
い
の

で
あ
る
。
ユ
ネ
ス
コ
が
こ
の
登

録
名
を
か
な
り
厳
格
に
解
釈
し

て
い
る
様
が
窺
え
る
。
そ
も
そ

も
柳
之
御
所
遺
跡
と
骨
寺
村
荘

園
遺
跡
を
除
く
三
遺
跡
は
そ
の

奥
州
藤
原
氏
と
の
関
連
も
明
確

で
は
な
い
。
そ
れ
ら
を
「
仏
国

土
（
浄
土
）」
と
の
関
連
で
登

録
し
て
く
れ
、
と
い
う
の
は
か

な
り
無
理
筋
で
な
い
か
と
思
わ

れ
る
。

構
成
遺
産
は「
代
表
選
手
」

　

さ
て
、
今
回
の
「
平
泉
文
化

フ
ォ
ー
ラ
ム
」
の
テ
ー
マ
は
、

「
平
泉
研
究
―
平
成
か
ら
令
和

へ
、
課
題
と
展
望
―
」
で
、
基

調
講
演
、
報
告
四
題
、
パ
ネ
ル

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
が
行
わ
れ

た
。
こ
の
う
ち
、
平
泉
遺
跡
群

調
査
整
備
指
導
委
員
会
委
員
長

で
大
阪
府
文
化
財
セ
ン
タ
ー
理

事
長
の
田
辺
征
夫
氏
に
よ
る
基

調
講
演
「
日
本
の
遺
跡
保
存
と

活
用
、
こ
の
三
〇
年
―
世
界
遺

産
“
平
泉
”
誕
生
の
意
義
に

寄
せ
て
―
」
で
、
氏
は
世
界
遺

産
と
し
て
の
平
泉
が
誕
生
し
た

意
義
に
つ
い
て
、

・
限
ら
れ
た
地
域
の
限
ら
れ
た

時
代
の
資
産
で
あ
り
な
が
ら
普

遍
的
価
値
が
認
め
ら
れ
た
。

・
一
つ
の
ま
と
ま
り
の
あ
る
地

域
で
浄
土
思
想
と
い
う
仏
教
の

世
界
観
が
体
感
で
き
る
稀
有
な

場
所
で
あ
る
（
京
都
や
奈
良
と

は
違
う
平
泉
固
有
の
臨
場
感
）。

・
建
築
や
庭
園
だ
け
で
な
く
発

掘
成
果
が
「
考
古
学
的
遺
跡

群
」
と
し
て
明
確
に
位
置
づ
け

ら
れ
た
。

・
長
年
の
地
道
な
調
査
研
究
と

地
域
だ
け
で
な
い
広
い
視
野
が

あ
っ
た
。

の
四
点
を
挙
げ
て
い
た
。
そ
の

上
で
、
平
泉
の
今
後
に
つ
い
て

は
、

・
奥
州
藤
原
氏
四
代
の
歴
史
と

資
産
だ
け
で
な
く
、
そ
の
後
の

継
承
や
伝
承
も
含
め
た
幅
広
い

視
野
と
分
野
へ
の
視
点
が
必
要
。

・
地
域
の
人
々
の
誇
り
が
最
大

の
発
信
力
。

・
世
界
遺
産
の
価
値
は
登
録
さ

れ
た
資
産
に
だ
け
あ
る
の
で
は

な
い
（
登
録
遺
産
は
あ
く
ま
で

「
代
表
選
手
」）。

と
い
っ
た
指
摘
を
し
た
。

　
「
世
界
遺
産
の
価
値
は
登
録

さ
れ
た
資
産
に
だ
け
あ
る
の
で

は
な
い
」
と
の
指
摘
は
、
一
昨

年
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
後
に
「
世

界
遺
産
以
外
の
平
泉
オ
ス
ス
メ

観
光
ス
ポ
ッ
ト
マ
ッ
プ
」
を
作

成
し
た
私
も
全
面
的
に
賛
成
で

あ
る
。
世
界
遺
産
の
拡
張
登
録

に
遮
二
無
二
進
む
よ
り
も
、
今

あ
る
世
界
遺
産
の
構
成
遺
産
以

外
の
遺
産
を
ど
の
よ
う
に
世
界

遺
産
の
構
成
遺
産
と
関
連
付
け

て
伝
え
て
い
く
か
、
世
界
に
向

け
て
情
報
発
信
し
て
い
く
か
と

い
う
こ
と
を
考
え
る
こ
と
の
方

が
む
し
ろ
必
要
な
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

　

今
の
平
泉
を
取
り
巻
く
観
光

施
策
を
見
て
い
る
と
、「
世
界

遺
産
に
入
ら
な
い
と
意
味
が
な

い
」
と
で
も
考
え
て
い
る
よ
う

に
見
え
る
が
、
決
し
て
そ
ん
な

わ
け
で
は
な
い
。
田
辺
氏
の
指

摘
す
る
通
り
、
登
録
さ
れ
た
五

資
産
は
「
代
表
選
手
」
で
あ
り
、

そ
の
代
表
選
手
の
背
後
に
は
そ

れ
を
支
え
る
た
く
さ
ん
の
選
手

の
存
在
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
、
世
界
遺
産
に
は

「
資
産
」
と
「
緩
衝
地
帯
」
か

ら
な
る
。「
緩
衝
地
帯
」
に
は

現
在
の
平
泉
町
内
の
大
半
が
含

ま
れ
る
が
、
こ
の
活
用
と
い
う

面
は
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
検
討

さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
点
で
は
、

同
じ
東
北
の
世
界
遺
産
で
あ
る

白
神
山
地
に
お
け
る
ア
プ
ロ
ー

チ
が
参
考
に
な
る
。
一
九
九
三

年
に
東
北
初
の
世
界
遺
産
（
自

然
遺
産
）
と
し
て
登
録
さ
れ
た

白
神
山
地
は
、
登
録
区
域
は
、

森
林
生
態
系
保
護
を
目
的
と
し

て
管
理
・
保
護
さ
れ
て
お
り
、

入
山
が
制
限
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
た
め
、
そ
の
周
辺
の
緩
衝
地

帯
を
、
気
軽
に
世
界
自
然
遺
産

に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
場
所

と
し
て
活
用
し
て
い
る
。
こ
れ

に
対
し
て
平
泉
で
は
、
緩
衝
地

帯
な
ど
ほ
と
ん
ど
意
識
さ
れ
て

い
な
い
。
こ
こ
に
今
後
の
平
泉

の
可
能
性
が
あ
る
よ
う
に
思
う

の
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

二
〇
回
目
の
「
平
泉
文
化
フ
ォ

ー
ラ
ム
」
に
て
平
泉
の
世
界
遺

産
登
録
を
考
え
る
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二
〇
一
二
年
、
本
誌
へ
の
拙

稿
の
寄
稿
を
始
め
て
数
回
目
に
、

私
は
二
〇
代
半
ば
に
お
け
る
岩

手
県
遠
野
市
へ
の
旅
が
自
身
の

そ
の
後
の
「
東
北
回
帰
」
の
始

ま
り
に
な
っ
た
、
と
い
う
よ
う

な
事
を
書
い
た
。
そ
れ
ほ
ど
ま

で
に
岩
手
に
運
命
を
感
じ
な
が

ら
、
よ
り
気
候
が
温
暖
で
都
市

機
能
の
高
い
仙
台
へ
の
移
住
を

選
ん
だ
事
に
対
す
る
い
い
訳
じ

み
た
説
明
も
。
隣
県
在
住
者
と

し
て
絶
妙
な
距
離
を
取
り
な
が

ら
時
折
仙
台
か
ら
遠
野
、
盛
岡
、

岩
手
山
や
七
時
雨
山
、
花
巻
、

宮
古
、
大
船
渡
、
平
泉
な
ど
各

地
を
訪
れ
て
一
〇
年
以
上
が
経

つ
の
だ
が
、
正
直
な
と
こ
ろ
、

仙
台
で
の
私
の
生
活
は
な
か
な

か
思
う
よ
う
に
は
な
ら
ず
、
そ

う
そ
う
自
由
に
行
き
来
で
き
て

い
る
訳
で
も
な
い
。
こ
の
ま
ま

の
岩
手
と
の
関
係
の
形
に
限
界

も
覚
え
、
そ
ろ
そ
ろ
違
っ
た
展

開
が
欲
し
い
と
痛
感
す
る
今
日

こ
の
頃
な
の
で
あ
る
。

　

思
え
ば
私
が
生
ま
れ
育
っ
た

山
形
県
か
ら
東
京
へ
出
る
も
、

や
が
て
「
東
北
回
帰
」
願
望
に

取
り
付
か
れ
る
ま
で
実
は
そ
れ

ほ
ど
年
数
は
必
要
が
な
か
っ
た
。

　

い
く
つ
か
の
東
北
関
連
の
書

物
に
触
れ
、
岩
手
県
遠
野
市
を

初
め
て
旅
し
た
頃
、
東
京
の
知

人
で
会
津
出
身
の
四
十
代
の
ビ

デ
オ
カ
メ
ラ
マ
ン
に
「
岩
手
県

は
東
北
の
中
心
的
な
存
在
だ
と

思
う
」
と
い
う
よ
う
な
事
を
話

し
て
「
ど
う
い
う
事
？
意
味
が

わ
か
ら
な
い
」
と
反
発
を
買
っ

た
事
を
記
憶
し
て
い
る
。
幕
末

の
東
北
を
象
徴
す
る
か
の
如
き

会
津
と
庄
内
の
出
身
者
同
士
で

語
る
場
に
あ
っ
て
、
確
か
に
唐

突
な
話
で
あ
り
無
理
も
な
い
事

で
は
あ
っ
た
が
、
あ
の
発
言
は

二
十
年
以
上
経
過
し
た
現
在
も
、

あ
る
意
味
的
を
得
て
い
て
、
決

し
て
間
違
い
で
は
な
い
と
確
信

し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

　

あ
の
頃
、
私
は
確
か
に
地
元

・
山
形
で
は
な
く
、
同
じ
北
東

北
で
あ
る
秋
田
で
も
青
森
で
も

な
く
、
岩
手
県
に
魅
か
れ
た
。

　

し
か
も
、
単
に
一
県
と
し
て

で
は
な
く
、
東
北
の
代
表
の
よ

う
に
感
じ
た
。
そ
れ
は
、
勘
違

い
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
一
種

の
過
剰
な
、
若
気
の
妄
想
の
よ

う
な
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

本
稿
で
は
、
個
人
的
に
「
長

い
つ
き
あ
い
」
と
な
る
岩
手
県

と
の
関
係
に
一
石
を
投
じ
た
い

と
考
え
る
今
こ
そ
、
自
分
に
と

っ
て
岩
手
と
は
何
な
の
か
、
そ

し
て
東
北
に
お
け
る
岩
手
と
は

ど
の
よ
う
な
存
在
な
の
か
あ
ら

た
め
て
考
え
、
当
地
の
真
価
に

迫
っ
て
み
よ
う
と
思
う
。

　
　
　
　
　

＊

　

も
う
十
数
年
前
の
事
、
ち
ょ

う
ど
私
が
東
京
か
ら
仙
台
に
移

住
し
た
ば
か
り
の
頃
だ
っ
た
が
、

秋
の
盛
岡
市
で
開
か
れ
る
「
岩

手
芸
術
祭
」
に
て
地
元
盛
岡
出

身
で
在
住
の
小
説
家
・
高
橋
克

彦
氏
と
、
氏
に
よ
る
原
作
の
大

河
ド
ラ
マ
『
炎
立
つ
』
で
平
泉

藤
原
氏
初
代
・
清
衡
を
演
じ
た

陸
前
高
田
市
出
身
の
俳
優
・
村

上
弘
明
氏
が
対
談
す
る
と
い
う

の
で
こ
れ
を
見
た
さ
に
旅
し
た

事
が
あ
っ
た
。
彼
ら
の
終
始
興

味
深
く
、
楽
し
げ
な
語
り
の
中

で
特
に
印
象
的
だ
っ
た
話
が
あ

る
。
確
か
、
村
上
氏
が

「
東
京
か
ら
東
北
へ
帰
っ
て
く

る
と
、
あ
る
地
点
を
境
に
空
気

が
ガ
ラ
リ
と
変
わ
る
の
が
わ
か

る
。
仙
台
で
は
、
ま
だ
ダ
メ
な

ん
で
す
。
や
っ
ぱ
り
岩
手
に
入

っ
た
時
な
ん
で
す
よ
ね
。」

と
語
り
、
高
橋
氏
も
強
く
同
意

し
て
い
た
の
だ
が
、
こ
れ
は
実

は
私
も
長
年
無
意
識
の
う
ち
に

実
感
し
て
い
た
事
だ
っ
た
。

　

同
じ
く
盛
岡
出
身
・
在
住
の

作
家
で
オ
ー
ト
バ
イ
を
愛
す
る

旅
人
と
し
て
も
知
ら
れ
る
斎
藤

純
氏
に
よ
れ
ば
、
空
気
が
ガ
ラ

リ
と
変
わ
る
の
は
「
北
緯
四
十

度
」
前
後
の
地
域
。
秋
田
県
側

は
男
鹿
半
島
、
岩
手
県
側
は
八

幡
平
周
辺
で
、
樹
木
の
植
生
が

こ
の
辺
り
で
か
な
り
変
化
し
て
、

ど
こ
か
西
欧
的
、
北
海
道
に
も

似
た
亜
寒
帯
の
様
相
を
呈
し
て

く
る
の
が
わ
か
る
の
で
あ
る
が
、

実
の
と
こ
ろ
日
本
海
側
で
は
山

形
県
か
ら
秋
田
県
へ
移
っ
て
空

気
が
変
わ
る
、
と
い
う
感
覚
は

あ
ま
り
な
い
。
岩
手
県
で
覚
え

る
「
空
気
が
変
わ
る
」
と
い
う

感
覚
に
は
、
何
か
別
の
要
因
が

関
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か

・
・
と
私
は
疑
う
の
で
あ
る
。

　

近
年
、
非
常
に
意
外
で
、
且

つ
残
念
に
思
う
の
は
、
宮
城
県

の
知
人
の
多
く
が
東
北
の
中
で

も
特
に
岩
手
県
に
対
し
て
驚
く

ほ
ど
無
知
で
あ
り
、
無
関
心
で

あ
る
事
で
あ
る
。
同
じ
隣
県
で

あ
る
山
形
県
に
関
し
て
は
行
楽

地
と
し
て
蔵
王
山
系
を
共
有
し
、

ま
た
蕎
麦
の
名
店
に
つ
い
て
は

地
元
山
形
人
よ
り
も
詳
し
く
、

わ
ざ
わ
ざ
車
で
食
べ
に
出
か
け

た
り
、
芋
煮
や
漬
物
、
果
実
や

酒
な
ど
食
に
関
し
て
は
宮
城
よ

り
上
を
行
く
と
認
め
て
す
ら
い

る
よ
う
に
思
え
る
。
ま
た
、
山

形
県
の
日
本
海
側
は
多
く
の
宮

城
県
民
に
と
っ
て
夏
の
大
き
な

楽
し
み
で
も
あ
る
よ
う
だ
。

　

と
こ
ろ
が
、
北
方
の
岩
手
県

に
は
行
楽
地
に
し
て
も
、
食
に

し
て
も
、
ほ
と
ん
ど
魅
力
に
感

じ
る
要
素
が
な
い
よ
う
な
の
だ
。

　

そ
の
要
因
と
し
て
は
、
い
く

つ
か
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
ま

ず
、
海
は
リ
ア
ス
式
海
岸
で
宮

城
県
と
共
通
の
特
徴
を
有
し
て

お
り
、
特
に
憧
れ
の
対
象
に
は

成
り
得
な
い
。
食
に
つ
い
て
も

は
っ
と
(
岩
手
で
は
ひ
っ
つ
み

)
を
始
め
共
通
点
が
多
く
、
じ

ゃ
じ
ゃ
麺
・
わ
ん
こ
そ
ば
な
ど

麺
類
も
一
癖
あ
る
も
の
ば
か
り

で
万
人
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
と

は
言
い
難
い
。

　

し
か
し
何
と
い
っ
て
も
大
き

い
の
は
歴
史
的
な
要
因
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
岩
手
と
宮
城
、

と
い
え
ば
南
部
氏
と
伊
達
氏
が

領
土
を
争
い
、
両
者
の
文
化
も

現
在
に
至
る
ま
で
大
き
な
影
響

を
及
ぼ
し
て
い
る
が
、
そ
の
事

で
い
え
ば
山
形
県
も
ま
た
宮
城

に
と
っ
て
は
、
最
上
氏
や
上
杉

氏
と
も
勝
る
と
も
劣
ら
ぬ
攻
防

を
繰
り
返
し
た
間
柄
で
あ
る
。

と
な
れ
ば
、
や
は
り
考
え
ら
れ

る
の
は
更
に
古
代
、「
蝦
夷
」

の
時
代
に
遡
る
因
縁
の
歴
史
で

あ
ろ
う
か
。

　

私
の
少
年
期
、
郷
・
山
形
県

で
は
「
蝦
夷
」
と
い
う
と
岩
手

あ
た
り
に
昔
、
野
蛮
な
民
族
が

い
た
と
い
う
よ
う
な
感
覚
で
、

呼
び
方
も
「
え
み
し
」
ど
こ
ろ

か
「
え
ぞ
」
だ
っ
た
よ
う
な
気

が
す
る
。
現
在
で
も
同
じ
と
ま

で
は
言
わ
ず
と
も
、
岩
手
に
関

心
の
あ
る
山
形
人
で
も「
蝦
夷
」

に
詳
し
い
者
が
ま
だ
多
数
派
と

は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。

　

私
が
東
京
に
出
て
行
っ
た
九

十
年
代
は
、
ア
イ
ヌ
民
族
の
今

の
姿
を
伝
え
る
書
籍
の
出
版
や
、

高
橋
克
彦
氏
に
よ
る
東
北
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
表
現
の
先
駆
け

と
も
い
え
る
何
作
も
の
小
説
の

執
筆
な
ど
、
そ
れ
ま
で
顧
み
ら

れ
る
事
の
な
か
っ
た
地
方
に
脚

光
が
当
て
ら
れ
、
徐
々
に
、
時

に
急
速
に
価
値
観
の
転
換
が
為

さ
れ
た
時
期
で
あ
っ
た
。

　

そ
れ
に
し
て
も
驚
か
さ
れ
る

の
は
、
史
料
に
残
さ
れ
た
古
代

東
北
に
お
け
る
、
岩
手
の
ほ
ぼ

独
占
状
態
で
あ
る
。
蝦
夷
の
記

録
は
、
古
く
は
現
在
の
新
潟
や

福
島
、
そ
し
て
山
形
、
秋
田
、

も
ち
ろ
ん
多
賀
城
の
あ
る
宮
城

に
も
存
在
す
る
が
、
何
と
い
っ

て
も
蝦
夷
と
い
え
ば
岩
手
、
と

い
う
ま
さ
に
聖
地
の
よ
う
な
位

置
づ
け
と
い
っ
て
過
言
で
は
な

い
。
い
や
、
こ
こ
で
「
聖
地
」

と
表
現
し
た
事
に
、
一
昔
前
で

あ
れ
ば
驚
愕
と
非
難
で
対
応
さ

れ
た
だ
ろ
う
。
だ
が
、
今
や
大

和
朝
廷
軍
を
幾
度
も
打
ち
破
り
、

敗
走
さ
せ
た
ア
テ
ル
イ
ら
蝦
夷

は
郷
土
の
英
雄
で
あ
り
、
そ
の

意
味
で
は
非
常
に
長
ら
く
「
賊

地
」
と
さ
れ
た
岩
手
県
が
、
今

や
か
な
り
多
く
の
人
に「
聖
地
」

と
認
識
さ
れ
て
い
る
の
は
間
違

い
な
い
事
と
思
わ
れ
る
の
で
あ

る
。
こ
の
現
地
の
感
覚
と
、
そ

の
よ
う
な
蝦
夷
の
系
譜
が
平
泉

の
栄
華
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と

い
う
事
実
を
知
る
か
否
か
で
、

岩
手
県
に
対
す
る
関
心
や
好
感

度
に
は
格
段
な
違
い
が
示
さ
れ

る
に
違
い
な
い
の
だ
が
、
こ
の

よ
う
な
歴
史
の
闇
に
埋
も
れ
た
、

見
え
づ
ら
い
所
に
魅
力
が
隠
さ

れ
て
い
る
の
が
、
岩
手
県
の
泣

き
所
と
も
い
え
る
の
か
も
知
れ

な
い
。

　

さ
て
、
平
泉
の
時
代
が
終
わ

っ
て
後
、
不
思
議
な
事
に
鎌
倉
、

南
北
朝
、
室
町
、
そ
し
て
戦
国
、

江
戸
期
へ
と
続
く
歴
史
の
中
、

岩
手
エ
リ
ア
が
脚
光
を
浴
び
る

時
代
は
容
易
に
訪
れ
な
か
っ
た
。

　

戊
辰
・
東
北
戦
争
に
お
い
て

さ
え
、
矢
面
に
立
つ
の
は
会
津

・
庄
内
そ
し
て
盟
主
・
仙
台
と

い
っ
た
南
東
北
地
域
で
あ
り
、

盛
岡
藩
の
存
在
感
は
決
し
て
大

き
く
な
か
っ
た
。
長
い
江
戸
期

の
幾
重
に
も
渡
る
飢
饉
に
疲
弊

し
た
余
波
は
明
治
以
降
に
も
引

き
継
が
れ
、
昭
和
の
「
日
本
の

チ
ベ
ッ
ト
」
イ
メ
ー
ジ
に
つ
な

が
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

戦
後
か
ら
高
度
経
済
成
長
期

に
渡
る
時
代
、
県
全
体
に
広
が

る
山
々
と
深
い
森
林
、
そ
れ
を

取
り
巻
く
厳
し
い
気
候
。
そ
れ

は
山
形
、
秋
田
、
青
森
と
い
っ

た
東
北
の
み
な
ら
ず
、
信
州
・

長
野
な
ど
に
も
共
通
の
要
素
で

あ
っ
た
は
ず
だ
が
、「
日
本
の

チ
ベ
ッ
ト
」
が
代
名
詞
と
さ
れ

た
の
は
、
他
な
ら
ぬ
岩
手
県
だ

っ
た
の
で
あ
る
。
日
本
中
が
高

度
成
長
の
最
中
、
一
際
開
発
が

遅
れ
、
古
い
信
仰
や
因
習
も
残

っ
て
い
た
文
字
通
り
の「
秘
境
」

・
・
つ
ま
り
、
最
も
開
発
が
進

ん
だ
先
進
地
・
東
京
を
始
め
と

す
る
中
央
の
全
く
対
極
の
世
界

と
し
て
、
岩
手
は
存
在
し
た
の

で
あ
る
。

　

し
か
し
そ
の
よ
う
な
時
代
に
、

岩
手
の
長
所
を
地
道
に
分
析
し

評
価
し
て
い
た
人
物
が
い
る
。

　

山
形
県
庄
内
地
方
出
身
の
小

説
家
・
藤
沢
周
平
は
長
く
東
京

に
暮
ら
し
な
が
ら
、
高
齢
に
な

っ
て
郷
土
庄
内
だ
け
で
な
く
、

東
北
各
地
に
つ
い
て
知
り
た
く

な
り
頑
強
と
は
い
え
ぬ
身
体
を

押
し
て
実
地
を
旅
す
る
よ
う
に

な
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
自
己
の

姿
を
「
ふ
る
さ
と
へ
廻
る
六
部

は
気
の
弱
り
」
と
自
嘲
し
た
と

も
言
わ
れ
る
エ
ッ
セ
イ
集
『
ふ

る
さ
と
へ
廻
る
六
部
は
』
で
、

盛
岡
に
は
残
す
べ
き
も
の
を
残

す
気
概
と
、
そ
の
為
の
豊
富
な

人
材
を
擁
す
る
風
土
が
あ
る
と

い
う
事
に
対
す
る
、
氏
の
驚
嘆

と
憧
憬
が
綴
ら
れ
て
い
る
。

　

彼
は
同
時
期
、

東
北
新
幹
線

が
仙
台
や
盛
岡

に
開
通
す
る
事

を
知
り
深
い
懸

念
を
抱
い
て
い

た
。
岩
手
・
東

北
が
ネ
ガ
テ
ィ

ブ
な
意
味
で
の

「
日
本
の
チ
ベ

ッ
ト
」
の
ま
ま

で
い
い
は
ず
は

な
い
。所
謂「
中

央
流
」
に
浸

食
さ
れ
る
形
で
の
発
展
で
は
な

く
、
東
北
に
は
東
北
の
新
時
代

の
開
き
方
が
あ
る
の
で
は
な
い

か
・
・
藤
沢
周
平
は
そ
う
考
え

て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　

＊

　

果
た
し
て
、
そ
の
新
幹
線
が

開
通
し
、
変
貌
を
遂
げ
て
久
し

い
東
北
に
、
そ
れ
で
も
次
の
世

代
で
あ
る
私
は
魅
か
れ
、「
回

帰
」
と
称
し
て
J
タ
ー
ン
移
住

し
て
き
た
の
で
あ
る
。
決
し
て

「
気
を
弱
ら
せ
た
六
部
」
で
は

な
い
若
者
を
引
き
寄
せ
た
、
現

代
東
北
・
岩
手
県
の
魅
力
。
そ

れ
は
あ
た
か
も
、
結
界
や
魔
法

で
人
々
に
気
づ
か
れ
ぬ
よ
う
に

絡
め
ら
れ
て
い
た
封
印
が
遂
に

解
か
れ
た
か
の
よ
う
だ
。

　

そ
の
封
印
が
あ
っ
た
と
し
て
、

そ
れ
を
解
い
た
術
は
何
だ
っ
た

ろ
う
か
、
と
考
え
る
と
、
真
っ

先
に
浮
か
ぶ
言
葉
が
あ
っ
た
。

「
イ
ー
ハ
ト
ー
ヴ
」
で
あ
る
。

　

大
正
・
昭
和
期
の
過
酷
な
岩

手
の
風
土
の
中
で
、
宮
澤
賢
治

が
生
み
出
し
た
、
郷
土
岩
手
県

を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
空
想
世
界
、

そ
れ
が
イ
ー
ハ
ト
ー
ヴ
で
あ
る

と
言
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、

こ
の
概
念
に
は
謎
が
あ
る
。

「
何
故
、
岩
手
だ
っ
た
の
か
」

と
い
う
謎
で
あ
る
。
単
に
苦
し

い
現
実
か
ら
の
逃
避
か
ら
生
ま

れ
た
想
念
な
ら
ば
、
全
国
の
ど

こ
か
ら
で
も
、
様
々
な
天
才
に

よ
っ
て
創
出
可
能
だ
っ
た
ろ
う
。

　

私
は
、
イ
ー
ハ
ト
ー
ヴ
を
生

ん
だ
最
も
大
き
な
要
因
が
、
最

も
巨
大
な
、
知
ら
れ
て
い
な
い

真
実
、
認
め
ら
れ
て
い
な
い
価

値
を
秘
め
た
土
地
・
岩
手
県
に

あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
の
だ
。

　

岩
手
県
に
封
じ
ら
れ
た
「
蝦

夷
」
と
い
う
国
家
を
覆
し
か
ね

な
い
存
在
の
真
実
、
平
泉
と
い

う
人
類
恒
久
の
平
和
の
鍵
を
握

る
文
明
の
価
値
が
こ
の
地
よ
り

解
放
さ
れ
、
明
ら
か
に
な
る
事

で
初
め
て
、
東
北
全
土
が
本
来

の
姿
を
現
し
、
イ
ー
ハ
ト
ー
ヴ

の
解
釈
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
る

「
理
想
郷
」
を
現
実
に
追
究
す

る
事
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

　

そ
の
時
、
東
北
の
中
心
は
東

北
人
一
人
一
人
の
心
の
中
に
あ

る
。
私
も
、
そ
こ
に
立
っ
て
懲

り
る
こ
と
な
く
新
た
な
道
へ
踏

み
出
し
た
い
と
思
う
。

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
。

い
ま
あ
ら
た
め
て
、
は
じ
ま
り

の
岩
手
県
の
事

まだ見ぬ東北への旅は続く　岩手山麓に
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ススキ晩秋斜陽

杉木立と鳥居 百万遍　石塔 鳥居

光る穂 石塔と柿 カラマツ紅葉

シリーズ 遠野の自然

「遠野の大雪」
遠野 1000 景より

　

今
年
も
ま
た
「
立
冬
」
が
め

ぐ
っ
て
来
た
。
月
日
の
進
行
は
、

老
い
の
加
速
と
と
も
に
ど
ん
ど

ん
速
く
な
る
よ
う
に
感
じ
る
。

　

今
年
の
巨
大
自
然
災
害
は
大

洪
水
を
も
た
ら
し
た
台
風
。
予

報
が
外
れ
、
関
東
だ
け
で
な
く

長
野
県
や
宮
城
県
に
大
き
な
被

害
を
も
た
ら
し
た
。
い
ま
で
も

被
災
に
苦
し
む
住
民
が
い
る
。

　

気
候
変
動
の
せ
い
で
台
風
が

大
型
化
し
た
と
大
騒
ぎ
す
る
が
、

安
定
し
た
自
然
な
ど
は
も
と
も

と
な
い
。
そ
れ
は
人
間
の
勝
手

な
願
望
に
す
ぎ
ず
、
常
に
変
化

に
身
構
え
る
必
要
が
あ
る
。

　

人
間
の
思
惑
な
ど
気
に
も
留

め
ず
、
多
少
の
変
動
を
伴
い
列

島
の
四
季
は
進
行
す
る
。
そ
の

大
き
な
循
環
が
確
実
に
回
転
す

る
こ
と
に
、
他
の
動
物
や
植
物

と
と
も
に
感
謝
す
べ
き
で
あ
る
。
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当
新
聞
の
八
十
八
号
記
事

「
古
代
の
鉄
を
探
索
す
る
旅
」

で
、
東
北
の
鉄
が
朝
鮮
半
島
経

由
で
は
な
く
、
も
っ
と
北
側
の

大
陸
側
か
ら
伝
来
し
た
と
こ
と

が
最
近
の
学
会
で
も
認
め
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
と
書
い

た
。

　

で
は
、そ
の「
歴
史
的
事
実
」

を
踏
ま
え
て
、
そ
の
後
、
東
北

そ
し
て
日
本
列
島
で
古
代
の
鉄

は
ど
う
展
開
し
た
か
を
ず
っ
と

考
え
て
い
た
。

　

と
は
い
え
歴
史
文
書
な
ど
が

あ
る
は
ず
は
な
く
、
探
索
の
方

法
に
も
適
当
な
ア
イ
デ
ィ
ア
が

な
か
な
か
浮
か
ん
で
こ
な
か
っ

た
。

　

し
か
し
、
こ
の
問
い
へ
の
答

え
は
、
意
外
な
と
こ
ろ
か
ら
提

供
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

実
は
筆
者
の
二
作
目
の
映
像
作

は
偽
書
扱
い
さ
れ
て
い
る
「
東

日
流
外
三
郡
誌
（
つ
が
る
そ
と

さ
ん
ぐ
ん
し
）」
の
強
い
影
響

が
見
ら
れ
る
。

　
「
東
日
流
外
三
郡
誌
」
で
は
、

ア
ラ
ハ
バ
キ
を
「
荒
羽
吐
」
ま

た
は
「
荒
覇
吐
」
と
書
き
、
遮

光
器
土
偶
の
絵
を
載
せ
、
ア
ラ

ハ
バ
キ
の
ビ
ジ
ュ
ア
ル
イ
メ
ー

ジ
は
遮
光
器
土
偶
で
あ
る
、
と

い
う
印
象
を
広
め
た
。

　

偽
書
か
否
か
の
一
大
論
争
に

発
展
し
て
、
最
終
的
に
は
偽
書

説
が
圧
倒
的
に
有
力
と
な
り
、

ア
ラ
ハ
バ
キ
の
信
用
性
も
一
挙

に
地
に
落
ち
た
。

　

埋
も
れ
た
歴
史
を
掘
り
起
こ

そ
う
と
す
る
も
の
に
と
っ
て
は

大
き
す
ぎ
る
弊
害
で
あ
り
、
障

害
で
あ
る
。

　

か
つ
て
の
捏
造
土
器
発
掘
問

題
と
同
様
に
真
摯
な
古
代
史
探

求
の
障
害
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

そ
れ
も
同
じ
東
北
で
発
生
し
た

捏
造
で
あ
り
、
偽
書
で
あ
る
。

　

ま
こ
と
に
残
念
だ
。

　
　
　
　

＊

　

そ
う
し
た
障
害
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
筆
者
は
多
く
の
「
状
況

証
拠
」
か
ら
、
少
な
く
と
も
、

古
代
の
宮
城
北
西
部
に
お
い
て
、

大
き
な
製
鉄
拠
点
が
あ
っ
た
こ

と
は
史
実
だ
と
考
え
た
い
。

　

そ
こ
か
ら
さ
ら
に
発
展
し
て
、

古
代
の
東
北
各
地
に
製
鉄
拠
点

が
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
容
易

に
想
像
で
き
る
。

　

そ
う
で
あ
れ
ば
古
代
の
東
北

に
は
、
朝
廷
と
は
無
関
係
に
、

「
古
代
東
北
鉄
王
国
」
が
存
在

し
て
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　

＊

　

今
後
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て

き
た
こ
と
を
ひ
と
つ
ず
つ
地
道

に
検
証
し
て
行
こ
う
と
思
う
。

そ
し
て
、
東
北
の
埋
も
れ
た
歴

史
掘
り
起
こ
し
活
動
の
端
緒
に

し
た
い
と
考
え
る
。

鍛冶谷宿駅跡看板

荒脛巾神社説明看板　拡大図

荒脛巾神社説明看板

荒脛巾（あらはばき）神社

荒脛巾神社の裏の古い石像

古代の鉄を探索する旅　⑤

品
「
鬼
が
つ
く
っ
た
日
本
刀
」

の
撮
影
で
、
宮
城
県
大
崎
市
に

あ
る「
荒
脛
巾（
あ
ら
は
ば
き
）

神
社
」
を
訪
問
し
た
と
き
に
答

え
の
糸
口
が
偶
然
に
も
見
つ
か

っ
た
の
だ
。

　
　
　
　
　
　

＊

　
「
荒
脛
巾
神
社
」
は
現
在
、

訪
れ
る
人
も
ま
れ
で
、
い
な
か

の
田
ん
ぼ
の
ま
ん
な
か
に
ぽ
つ

ん
と
立
つ
小
さ
な
神
社
で
あ
っ

た
。

　

住
所
は
宮
城
県
大
崎
市
岩
出

山
下
一
栗
字
荒
脛
巾
百
六
十
四

番
地
。（
住
所
も
荒
脛
巾
に
留

意
）

　

神
社
に
入
っ
て
行
く
た
め
の

小
さ
な
道
の
入
り
口
に
説
明
看

板
が
立
っ
て
い
た
。

　

そ
の
説
明
看
板
の
一
字
一
句

を
食
い
入
る
よ
う
に
見
て
い
た

ら
、
驚
く
こ
と
ば
か
り
が
記
載

さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
を
列
挙
し

て
み
る
。

①　

祭
神
は
二
千
年
に
及
ん
で

鎮
座
す
る
産
土
神
（
う
ぶ
す
な

か
み
）

②　

古
代
先
住
民
（
荒
吐
族
、

荒
脛
巾
族
）
の
祖
神
、
守
護
神

③　

古
代
の
東
北
、
関
東
の
地

に
六
百
余
社
（
存
在
し
た
）

④　

平
安
期
の
ア
ラ
バ
キ
系
中

心
王
侯
は
…
安
倍
氏
が
後
裔
…

⑤　
（
祭
神
は
）
前
九
年
の
役

後
、
改
神
あ
る
い
は
合
祀
の
憂

き
目
に
あ
い
…

⑥　

ア
ラ
バ
キ
族
の
王
城
の
地

を
西
暦
前
に
米
山
町
朝
来
に
、

ま
た
西
暦
後
多
賀
城
へ
、
そ
し

て
古
川
市
宮
沢
（
三
〇
二
年
）

に
移
し
た

⑦　

こ
の
地
に
一
族
集
団
が
安

住
を
求
め
守
護
神
と
し
て
祀
っ

た
も
の

（
カ
ッ
コ
内
は
筆
者
）

　

こ
の
看
板
の
記
述
に
よ
れ
ば
、

ア
ラ
バ
キ
神
は
二
千
年
以
上
前

か
ら
ア
ラ
バ
キ
族
の
祖
神
、
守

護
神
と
し
て
、
少
な
く
と
も
宮

城
県
内
に
祀
ら
れ
て
い
た
。

　

そ
し
て
古
代
の
東
北
と
関
東

に
六
百
余
社
存
在
し
た
ほ
ど
に

広
く
信
仰
さ
れ
た
。

　

ア
ラ
バ
キ
族
に
は
王
が
い
て
、

王
城
が
存
在
し
て
い
た
。

　

前
九
年
の
役
に
登
場
す
る
安

倍
一
族
は
ア
ラ
バ
キ
族
の
後
裔

で
あ
る
が
、
そ
の
戦
い
の
後

に
、
祭
神
と
し
て
の
荒
脛
巾
神

は
、
改
神
あ
る
い
は
合
祀
さ
れ

て
、
や
が
て
ほ
ん
の
わ
ず
か
を

残
し
て
消
滅
し
た
。

　

そ
の
よ
う
に
書
い
て
あ
る
の

だ
。

　
　
　
　
　
　

＊

　

さ
ら
に
、
こ
の
「
荒
脛
巾
神

社
」
と
古
代
の
鉄
が
非
常
に
強

い
関
連
性
を
も
つ
と
い
う
こ
と

が
以
前
か
ら
言
わ
れ
て
き
た
。

　

現
に
こ
の
「
荒
脛
巾
神
社
」

が
あ
る
地
域
一
帯
は
、
古
代
東

北
の
鉄
産
出
の
地
の
ひ
と
つ
で

あ
る
。

　

そ
う
な
る
と
そ
の
一
帯
に
、

い
ま
か
ら
二
千
年
以
上
前
か
ら

鉄
が
伝
わ
っ
て
い
て
、
製
鉄
を

行
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
り
、

そ
れ
は
朝
鮮
半
島
経
由
伝
来
の

製
鉄
よ
り
古
い
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
当
然
、
鉄
伝
来
の
ル
ー

ト
は
北
ル
ー
ト
だ
。

　

何
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　

＊

　

そ
れ
に
し
て
も
ア
ラ
バ
キ
族

と
は
何
者
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

ネ
ッ
ト
で
検
索
す
る
と
、「
荒

吐
族
」
と
い
う
漢
字
名
で
出
て

く
る
。

　

そ
れ
に
よ
る
と
、
東
北
に
縄

文
時
代
か
ら
住
ん
で
い
た
民
族

で
、
日
本
各
地
に
そ
の
民
族
の

名
は
見
受
け
ら
れ
、
ア
イ
ヌ
、

蝦
夷
、
熊
襲
、
隼
人
な
ど
と
同

種
と
も
さ
れ
、
さ
ら
に
は
最
も

有
名
な
人
物
と
し
て
、
荒
吐
東

族
首
領
・
ア
テ
ル
イ
が
い
る
と

い
う
。
荒
吐
族
は
遮
光
器
土
偶

を
荒
吐
神
と
し
、
信
仰
し
て
い

た
と
さ
れ
る
。

　

こ
う
な
っ
て
く
る
と
も
う
歴

史
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
一
種
で
あ

る
。
史
実
の
枠
を
超
え
て
い
る
。

　
　
　
　
　

＊

　

そ
し
て
そ
こ
に
は
、
い
ま
で

東北への鉄伝来は朝鮮半島経由ではないのは事実
それどころか別の壮大なドラマがあったのではないか
それは「古代東北鉄王国」の存在ではないか！？


