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相
も
変
わ
ら
ぬ
一
次
産
業
の

利
益
率
の
低
さ
も
変
わ
ら
な
い
。

　

こ
の
間
、
だ
ら
だ
ら
し
た
衰

退
に
切
り
込
ん
で
い
く
よ
う
な

動
き
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。　

新
た
な
ト
レ
ン
ド
が
出
現
し
た

で
あ
ろ
う
か
。

　

何
も
新
し
い
要
素
は
加
わ
ら

ず
、
衰
退
の
道
を
ひ
た
す
ら
転

が
っ
て
い
く
だ
け
に
見
え
る
。

い
ま
の
世
代
で
漁
業
を
終

わ
ら
せ
て
い
い
の
か
？

　

漁
業
の
復
興
に
関
し
て
も
、

国
の
支
援
を
求
め
る
だ
け
で
い

い
の
か
と
痛
切
に
思
う
の
だ
。

　

あ
え
て
厳
し
い
こ
と
を
言
う

が
、
震
災
直
後
に
、
北
欧
か
ら

支
援
に
き
た
漁
業
関
係
者
が
、

最
新
の
漁
業
事
業
に
脱
皮
す
る

サ
ポ
ー
ト
を
申
し
出
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
被
災
漁
業
者
た
ち
は

拒
絶
し
た
。

　

北
欧
の
漁
業
者
は
高
級
取
り

で
あ
る
。
日
本
の
何
倍
も
の
給

料
を
得
て
、
し
か
も
尊
敬
さ
れ

て
い
る
。

　

な
の
に
、
そ
の
申
し
出
を
拒

否
し
て
、
国
の
支
援
だ
け
を
要

求
し
て
自
助
努
力
を
放
棄
し
た

の
だ
。
そ
の
結
果
は
ど
う
な
り
、

今
後
ど
う
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

自
分
た
ち
の
分
た
ち
の
代
で
漁

業
を
終
わ
ら
せ
て
い
い
の
だ
ろ

う
か
。
先
祖
代
々
継
承
し
て
き

た
漁
業
を
、
次
世
代
、
次
々
世

代
に
継
承
し
て
い
か
な
く
て
も

い
い
の
か
と
問
い
た
い
。

　

既
得
権
益
に
し
が
み
つ
き
、

会
社
資
本
の
参
入
を
鼻
か
ら
認

め
な
い
や
り
方
で
、
現
世
代
が

漁
業
を
消
滅
さ
せ
る
傲
慢
に
気

づ
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

何
を
も
た
ら
す
の
か
に
つ
い
て
、

当
新
聞
も
何
度
も
警
告
し
て
き

た
つ
も
り
だ
が
、
案
の
定
、
警

告
し
て
い
た
事
態
が
、
こ
の
九

年
間
で
あ
ら
わ
に
な
っ
て
き
た
。

　

ひ
と
つ
は
住
民
減
少
で
あ
る
。

被
災
地
か
ら
ど
ん
ど
ん
人
が
流

出
し
て
い
る
。
人
が
減
れ
ば
、

経
済
も
ど
ん
ど
ん
縮
小
し
て
い

く
。

　

そ
う
な
れ
ば
、
働
く
場
所
が

減
る
か
ら
、
ま
す
ま
す
人
が
減

っ
て
い
く
と
い
う
逆
ス
パ
イ
ラ

ル
構
造
に
は
ま
り
込
ん
で
い
る
。

良
い
兆
し
は
微
塵
も
な
い
。

　

ま
た
、
復
興
支
援
も
急
激
に

減
少
し
た
。
あ
れ
だ
け
押
し
寄

せ
て
き
た
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
も
減

り
、
見
る
影
も
な
い
。

　

そ
の
一
方
で
、
被
災
地
は
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
が
減
っ
て
い
っ
た

と
嘆
く
。
い
つ
ま
で
も
復
興
支

援
を
あ
て
に
す
る
だ
け
で
は
だ

め
な
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
無

償
の
奉
仕
を
求
め
続
け
る
。

　

し
か
し
被
災
者
や
被
災
地
と

ず
っ
と
同
じ
思
い
を
い
つ
ま
で

も
共
有
で
き
な
い
の
は
当
然
だ
。

　

そ
れ
か
ら
、
膨
大
な
復
興
予

算
を
投
入
し
て
出
来
上
が
っ
た

復
興
イ
ン
フ
ラ
な
る
も
の
は
、

今
年
は
大
震
災
発
生
満

九
年
を
迎
え
る

　

今
年
三
月
で
大
震
災
発
生
か

ら
満
九
年
を
迎
え
る
新
年
に
あ

た
り
、
今
後
の
東
北
復
興
に
関

し
て
思
う
と
こ
ろ
を
記
す
。

　

月
日
の
経
つ
の
は
早
い
。
し

か
し
こ
の
間
に
東
北
は
何
か
変

わ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

　

あ
の
後
も
、
こ
の
国
で
は
巨

大
な
自
然
災
害
が
た
て
続
け
に

発
生
し
て
、
あ
の
大
震
災
も
そ

の
ひ
と
つ
に
す
ぎ
な
い
と
い
う

よ
う
な
扱
い
が
増
え
て
き
た
よ

う
に
感
じ
る
。
今
で
は
大
災
害

と
い
っ
て
も
東
日
本
大
震
災
を

指
さ
ず
、
直
近
に
発
生
し
た
他

の
災
害
の
方
に
関
心
が
向
く
。

　

直
接
的
な
被
害
者
、
被
災
地

住
人
、
被
災
地
に
強
い
関
係
・

関
心
を
有
す
る
人
間
以
外
は
、

表
向
き
は
す
っ
か
り
あ
の
シ
ョ

ッ
ク
を
忘
れ
か
け
て
い
る
よ
う

に
見
え
る
。

「
そ
の
後
」は
当
新
聞
の
予

想
が
あ
た
っ
て
し
ま
っ
た

　

震
災
直
後
か
ら
始
ま
っ
た
お

粗
末
な
復
興
対
策
が
被
災
地
に

どうするこれからの東北復興
大震災発生満9年目の年を迎えて

ゼ
ネ
コ
ン
の
た
め
の
工
事
で
あ

る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

巨
大
な
防
潮
堤
で
海
が
見
え
な

く
な
り
、
か
え
っ
て
危
な
い
の

で
は
な
い
か
。

　

ま
た
建
設
し
た
防
潮
堤
よ
り

高
い
津
波
が
来
な
い
と
誰
が
断

言
で
き
る
の
か
。

　

ま
た
、
膨
大
な
土
盛
り
を
し

た
が
、
土
が
落
ち
着
く
ま
で
事

故
が
起
き
な
い
こ
と
を
祈
る
の

み
で
あ
る
。

　

ほ
ん
と
う
に
必
要
な
と
こ
ろ

に
資
金
を
投
入
し
た
の
だ
ろ
う

か
。
答
え
は
ノ
ー
で
あ
り
、
そ

れ
も
、
こ
の
九
年
間
で
明
ら
か

と
な
っ
た
が
後
の
祭
り
で
あ
る
。

大
震
災
前
の
衰
退
し
続
け

る
東
北
は
ど
う
な
っ
た
？

　

そ
れ
か
ら
、
大
震
災
に
襲
わ

れ
る
以
前
の
、
だ
ら
だ
ら
と
衰

退
を
続
け
て
い
た
東
北
は
ど
う

な
っ
た
の
か
。

　

漁
業
の
構
造
も
相
変
わ
ら
ず

高
齢
化
が
進
み
、
漁
業
者
は
減

少
し
続
け
て
い
る
。

　

ま
た
、
震
災
発
生
前
か
ら
の

大
都
市
圏
へ
の
人
口
流
出
は
歯

止
め
が
か
か
る
ど
こ
ろ
か
、
震

災
後
の
加
速
が
止
ま
ら
な
い
。

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】

内
陸
部
は
ど
う
か
？

　

沿
岸
被
災
地
だ
け
が
ク
ロ
ー

ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
が
、
内

陸
部
の
衰
退
も
す
さ
ま
じ
い
。

　

も
と
も
と
衰
退
し
て
い
た
と

こ
ろ
に
あ
の
大
地
震
で
、
農
村

部
の
街
々
は
シ
ャ
ッ
タ
ー
通
り

の
レ
ベ
ル
を
越
え
て
、「
廃
墟

通
り
」
や
「
空
き
地
だ
ら
け
通

り
」
が
目
に
付
く
。
目
抜
き
通

り
が
そ
う
な
っ
て
い
る
町
も
あ

る
。

　

沿
岸
被
災
地
の
よ
う
に
補
助

金
も
あ
ま
り
出
ず
、
出
て
も
極

端
に
少
な
い
の
で
、
地
震
で
傷

ん
だ
家
屋
を
再
建
し
よ
う
と
い

う
気
力
も
失
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

東
北
の
ほ
ん
の
一
部
の
中
心

都
市
だ
け
が
、
復
興
特
需
の
影

響
を
受
け
て
活
況
を
呈
し
て
い

る
が
、
一
歩
そ
こ
を
離
れ
る
と
、

ゴ
ー
ス
ト
タ
ウ
ン
寸
前
の
と
こ

ろ
ま
で
来
て
し
ま
っ
て
い
る
。

　

こ
れ
か
ら
東
北
で
、
財
政
破

綻
リ
ス
ク
に
直
面
す
る
市
町
村

が
大
幅
に
増
え
る
こ
と
だ
ろ
う
。

　

現
に
筆
者
の
故
郷
の
小
さ
な

田
舎
町
は
そ
の
「
先
頭
」
を
走

っ
て
い
る
。

　

し
か
も
破
綻
を
回
避
す
る
有

効
な
手
立
て
は
見
つ
か
ら
な
い

し
、
ど
こ
か
に
頼
ろ
う
と
し
て

い
る
よ
う
だ
が
、
あ
ち
こ
ち
に

そ
う
し
た
市
町
村
が
あ
っ
て
は
、

県
も
国
も
み
な
は
救
え
な
い
。

笑
え
な
い
エ
ピ
ソ
ー
ド

　

一
昨
年
、
こ
の
町
を
訪
れ
た

と
き
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
紹
介
し

て
お
こ
う
。
そ
れ
で
臨
場
感
を

も
っ
て
実
状
を
理
解
し
て
も
ら

え
る
は
ず
だ
。

　

あ
る
と
き
、
こ
の
町
の
駅
を

降
り
た
ら
、
ど
こ
か
の
映
画
撮

影
隊
が
撮
影
を
行
っ
て
い
た
。

外
国
人
の
女
性
監
督
の
よ
う
だ

っ
た
。

　

め
ず
ら
し
い
こ
と
も
あ
る
も

の
だ
と
、
そ
の
な
か
の
ス
タ
ッ

フ
の
一
人
に
聞
い
て
み
た
。
何

の
撮
影
を
し
て
い
る
の
か
と
。

　

す
る
と
福
島
第
一
原
発
関
連

の
映
画
を
作
っ
て
い
る
と
の
こ

と
だ
っ
た
。

　

な
ぜ
福
島
原
発
関
連
映
画
な

の
に
宮
城
で
の
撮
影
な
の
か

と
聞
い
た
ら
、「
駅
を
降
り
て
、

ま
っ
す
ぐ
伸
び
る
メ
イ
ン
ス
ト

リ
ー
ト
に
人
っ
子
一
人
い
な
い

町
は
な
か
な
か
な
い
。
そ
れ
で

選
ん
だ
」
と
。
唖
然
と
し
た
。

　

そ
の
話
を
町
の
幹
部
の
方
々

に
話
し
た
が
、
苦
笑
す
る
ば
か

り
だ
っ
た
。

　

で
も
、
苦
笑
で
は
す
ま
な
い
。

こ
の
町
は
す
で
に
財
政
破
綻
予

告
を
し
て
い
る
の
だ
。

ほ
ん
と
に
ど
う
す
る
？

こ
れ
か
ら
の
東
北
復
興

　

巨
額
の
復
興
予
算
は

ほ
ぼ
使
い
切
っ
た
。
も

う
残
り
は
な
い
。

　

ゼ
ネ
コ
ン
や
関
連
企

業
が
み
な
吸
い
取
っ
て

い
っ
た
。

　

九
年
目
を
迎
え
よ
う

と
す
る
今
に
な
っ
て
、

よ
う
や
く
本
物
の
諸
課

題
が
あ
ら
わ
に
な
っ
た

と
い
う
の
に
、
資
金
が

な
い
の
で
は
打
つ
手
も

見
当
た
ら
な
い
。

　

こ
の
ま
ま
東
北
は
衰

退
を
傍
観
す
る
し
か
な

い
の
だ
ろ
う
か
。

何
も
方
法
が
な
い
の
だ

ろ
う
か
。

　

国
に
頼
ら
ず
と
も
自
力
で
何

か
や
れ
る
こ
と
は
な
い
の
だ
ろ

う
か
。
お
金
の
か
か
ら
な
い
方

法
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

東
北
へ
の
外
国
人
観
光

客
が
増
え
て
い
る
？ 

　

面
白
い
デ
ー
タ
を
見
つ
け
た
。

観
光
庁
が
作
成
し
た
グ
ラ
フ
を

見
て
欲
し
い
。（
グ
ラ
フ
参
照
）

東
北
六
県
に
来
た
外
国
人
の
延

べ
宿
泊
者
数
が
伸
び
て
い
る
と

い
う
。

　

二
〇
一
八
年
は
二
〇
一
一

年
に
比
較
す
る
と
六
倍
以
上

に
増
え
て
い
る
。
震
災
前
の

二
〇
一
〇
年
と
比
較
し
て
も
二

倍
以
上
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
れ
だ
け
見
れ
ば
喜
ば
し
い

こ
と
だ
。

　

し
か
し
、
近
年
増
加
を
続
け

る
訪
日
外
国
人
総
数
と
比
較
す

る
と
、
増
加
ト
レ
ン
ド
は
一
致

す
る
が
、
絶
対
数
は
全
然
足
り

な
い
。
比
較
に
値
し
な
い
。
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ち
な
み
に
、
同
じ
く
観
光

庁
に
よ
る
二
〇
一
八
年
の

訪
日
外
国
人
旅
行
者
数
は

三
千
百
十
九
万
人
で
あ
り
、
前

記
の
外
国
人
の
延
べ
宿
泊
者
数

グ
ラ
フ
と
単
純
比
較
は
で
き

な
い
が
、
東
北
地
方
全
体
で

百
二
十
万
人
と
い
う
数
値
は
比

較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
小
さ
い
。

　

単
純
に
喜
ん
で
は
い
ら
れ
な

い
し
、
む
し
ろ
全
体
に
占
め
る

東
北
シ
ェ
ア
の
低
さ
に
着
目
す

べ
き
で
あ
る
。

　

と
は
い
え
、
何
も
他
地
方
の

観
光
事
業
の
真
似
を
し
ろ
と
い

う
の
で
は
な
い
。

　

東
北
に
は
東
北
の
や
り
方
が

あ
っ
て
良
い
。

　

し
か
し
、
そ
れ
は
、
そ
れ
な

り
の
訪
問
数
が
あ
っ
て
か
ら
の

こ
と
で
あ
る
。

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
イ
ヤ
ー
で

東
北
が
注
目
を
浴
び
る
？

　

ま
た
、
こ
の
デ
ー
タ
に
続

い
て
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
イ
ヤ

ー
で
も
あ
り
、
東
北
へ
の
観

光
に
期
待
が
持
て
る
と
の
記

事
も
あ
っ
た
。
そ
れ
に
よ
る

と
、
２
０
２
０
年
の
お
薦
め
旅

行
先
と
し
て
、
世
界
的
な
旅
行

ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
や
有
力
誌
が
相

次
い
で
東
北
地
方
を
選
ん
で

い
る
と
い
う
。（
以
下
は
河
北

新
報
オ
ン
ラ
イ
ン
ニ
ュ
ー
ス

2020.1.9

記
事
引
用
）

　

東
京
五
輪
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ

ク
で
日
本
に
注
目
が
集
ま
る
中
、

自
然
や
伝
統
文
化
に
加
え
、
東

日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
に
対

す
る
努
力
も
評
価
し
、
旅
行
ガ

イ
ド
ブ
ッ
ク
「
ロ
ン
リ
ー
プ
ラ

ネ
ッ
ト
」
が
発
表
し
た
「
20
年

に
訪
れ
る
べ
き
世
界
の
10
地

域
」
で
、
東
北
は
3
位
に
ラ
ン

ク
イ
ン
し
た
し
、「
豊
か
な
自

然
や
祭
り
な
ど
の
文
化
遺
産
、

食
の
魅
力
、
お
も
て
な
し
に
あ

ふ
れ
て
い
る
の
で
、
冒
険
好
き

な
人
に
最
適
な
場
所
」
と
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
米
誌
ナ
シ
ョ
ナ
ル

ジ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
も
東
北
を

最
高
の
旅
行
先
25
カ
所
の
一
つ

に
選
ん
で
い
る
と
い
う
。

　

そ
れ
に
よ
る
と
、
２
０
２
０

年
に
訪
れ
る
べ
き
旅
行
先
「
ベ

ス
ト
ト
リ
ッ
プ
ス
」
の
冒
険
部

門
に
こ
の
ほ
ど
、「
東
北
」
が

選
出
さ
れ
た
と
い
う
。

　

同
誌
は
例
年
、
都
市
、
文
化
、

自
然
、
冒
険
の
４
部
門
で
世
界

各
地
の
計
２
５
カ
所
を
ピ
ッ
ク

ア
ッ
プ
。
東
北
は
今
回
、
日
本

で
唯
一
選
ば
れ
、旅
行
雑
誌「
ナ

シ
ョ
ナ
ル
ジ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク

　

ト
ラ
ベ
ラ
ー
」
の
最
新
号
で

紹
介
さ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
。

　

東
北
を
「
２
０
年
東
京
五

輪
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が
開
催

さ
れ
る
東
京
か
ら
３
時
間
以
内

に
訪
問
で
き
る
」「
金
メ
ダ
ル

に
ふ
さ
わ
し
い
最
高
の
未
知
の

ト
ラ
ベ
ル
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
」

と
し
、
原
生
林
や
峡
谷
、
火
口

湖
、
１
０
０
０
年
の
歴
史
を
持

つ
寺
社
、
由
緒
あ
る
祭
り
な
ど

の
存
在
を
挙
げ
て
い
る
。

　

東
日
本
大
震
災
か
ら
の
再
生

の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
八
戸
市
－

相
馬
市
に
整
備
さ
れ
た
全
長
約

１
０
０
０
キ
ロ
の
長
距
離
自
然

歩
道
「
み
ち
の
く
潮
風
ト
レ
イ

ル
」、安
比
高
原
（
八
幡
平
市
）

な
ど
の
ス
キ
ー
リ
ゾ
ー
ト
、
日

本
海
を
望
む
露
天
風
呂
で
知
ら

れ
る
黄
金
崎
不
老
ふ
死
温
泉

（
青
森
県
深
浦
町
）
と
い
っ
た

ら
、
経
済
的
側
面
に
お
い
て
、

大
都
市
圏
で
の
生
活
が
厳
し
さ

を
増
し
、
地
方
よ
り
有
利
と
い

う
話
は
も
は
や
幻
想
と
化
し
て

し
ま
っ
た
か
も
し
れ
な
い
の
だ
。

　

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ま

だ
大
都
市
圏
か
ら
地
方
へ
の
大

移
動
は
始
ま
っ
て
い
な
い
。

　

経
済
面
だ
け
で
は
な
い
理
由

が
あ
る
か
ら
そ
う
な
の
だ
ろ
う
。

　

そ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
も
う

少
し
考
え
て
み
よ
う
。

　

先
日
、
ネ
ッ
ト
で
ニ
ュ
ー
ス

を
検
索
し
て
い
た
ら
、
興
味
深

い
こ
と
が
書
い
て
あ
っ
た
。
少

し
長
い
が
抜
粋
し
て
紹
介
す

る
。（NEW

S

ポ
ス
ト
セ
ブ
ン

2020

．1.6

よ
り
）

　
　
　
　
　
　

＊

　

久
し
ぶ
り
に
実
家
に
帰
り
、

地
元
で
暮
ら
す
友
人
と
旧
交
を

温
め
た
人
も
多
い
だ
ろ
う
。
そ

し
て
、
お
互
い
の
暮
ら
し
ぶ
り

や
仕
事
の
様
子
が
会
話
か
ら
漏

れ
聞
こ
え
る
た
び
、
地
元
を
出

て
都
市
部
で
働
く
人
は
勝
ち
組

と
い
う
扱
い
を
無
条
件
に
さ
れ

る
が
、
果
た
し
て
そ
う
な
の
だ

ろ
う
か
と
思
わ
さ
れ
る
現
実
が

あ
る
。
地
域
格
差
の
意
味
が
変

わ
り
つ
つ
あ
る
の
で
は
と
い
う

実
感
を
感
じ
る
地
方
出
身
者
た

ち
の
本
音
を
、
ラ
イ
タ
ー
の
森

鷹
久
氏
が
レ
ポ
ー
ト
す
る
。

　
　
　
　
　

＊

　

年
末
年
始
休
暇
は
、
帰
省
の

季
節
で
も
あ
る
。
筆
者
の
よ
う

な
田
舎
モ
ン
に
と
っ
て
み
れ
ば
、

金
も
時
間
も
か
か
る
帰
省
は
大

イ
ベ
ン
ト
だ
。
実
家
に
帰
り
、

旧
友
た
ち
と
会
う
の
は
楽
し
い

の
だ
が
、
そ
の
た
び
に
言
わ
れ

る
の
が
「
東
京
に
は
仕
事
が
あ

っ
て
良
い
」
と
か
「
儲
か
っ
て

い
る
だ
ろ
う
」、
か
ら
の
「
お

ご
っ
て
く
れ
」
で
あ
る
。
旧
友

た
ち
も
そ
こ
ま
で
本
気
で
な
い

の
が
分
か
る
の
で
、
笑
っ
て
や

り
す
ご
し
て
い
る
が
、
し
か
し
、

東
京
や
大
阪
な
ど
の
大
都
市
で

働
く
人
た
ち
が
、
仕
事
が
な
い
、

給
与
が
低
い
田
舎
で
働
く
人
々

よ
り
裕
福
か
と
言
わ
れ
る
と
、

首
を
か
し
げ
る
し
か
な
い
。

　

都
内
の
テ
レ
ビ
局
に
勤
務
す

る
坂
本
直
也
さ
ん
（
仮
名
・
30

代
）
は
、
２
０
１
９
年
暮
れ
、

妻
と
子
供
二
人
を
連
れ
て
、
東

京
駅
の
ホ
ー
ム
に
立
っ
て
い
た
。

九
州
・
博
多
か
ら
電
車
で
一
時

間
半
は
か
か
る
大
分
の
山
奥
の

実
家
に
帰
省
す
る
為
だ
。

「
博
多
ま
で
は
大
人
一
人

2
万
2
千
円
ほ
ど
、
そ
こ
か
ら

実
家
ま
で
は
4
千
円
く
ら
い
。

子
供
は
半
額
で
す
か
ら
、
家
族

分
を
合
わ
せ
た
往
復
の
移
動
代

だ
け
で
15
万
6
千
円
か
か
る
ん

で
す
」（
坂
本
さ
ん
）

　

坂
本
さ
ん
は
長
男
で
あ
り
、

ま
た
本
人
が
孝
行
息
子
な
為
に
、

最
低
で
も
年
に
二
回
は
帰
省
す

る
。
す
る
と
移
動
代
だ
け
で
年

30
万
円
を
超
え
る
計
算
だ
。
実

は
坂
本
さ
ん
、
テ
レ
ビ
局
勤
務

と
い
っ
て
も
大
手
キ
ー
局
の
孫

会
社
に
所
属
す
る
情
報
番
組
の

デ
ィ
レ
ク
タ
ー
で
、
年
収
は

６
５
０
万
円
ほ
ど
。
自
宅
は
大

田
区
内
の
中
古
マ
ン
シ
ョ
ン
で

月
々
の
ロ
ー
ン
は
11
万
円
（
ボ

ー
ナ
ス
払
い
な
し
）、
自
家
用

車
も
所
有
し
て
い
る
か
ら
維
持

費
、
駐
車
費
用
も
月
に
4
万
円

以
上
か
か
る
。
妻
は
パ
ー
ト
に

出
て
お
り
、
月
に
10
万
円
前
後

の
収
入
が
あ
る
。

　
「
手
取
り
は
妻
と
合
わ
せ
て

月
に
50
万
円
強
で
す
が
、
出
て

い
く
金
額
を
考
え
る
と
、
田
舎

で
暮
ら
し
て
い
た
方
が
良
い
く

ら
い
。
帰
省
の
た
び
に
私
に
た

か
っ
て
く
る
地
元
の
友
人
は
、

年
収
は
４
０
０
万
円
な
い
そ
う

で
す
が
、
実
家
暮
ら
し
の
た
め

ロ
ー
ン
は
な
く
帰
省
も
な
い
た

め
、
年
に
一
度
家
族
旅
行
に
ま

で
行
け
て
い
ま
す
。
都
会
暮
ら

し
の
方
が
裕
福
、
と
い
う
の
は

ど
う
考
え
て
も
違
い
ま
す
」（
坂

本
さ
ん
）

　

ま
た
「
田
舎
の
方
が
物
価
は

安
い
し
、
飯
は
う
ま
い
。
都
会

は
金
が
か
か
る
」
と
い
う
の
も
、

も
は
や
幻
想
と
し
か
思
え
な
い
。

東
北
地
方
出
身
で
、
都
内
在
住

の
Ｏ
Ｌ
・
玉
田
希
子
さ
ん
（
30

代
・
仮
名
）
が
訴
え
る
。

　
「
牛
丼
屋
で
も
フ
ァ
ミ
レ
ス

も
、
都
心
に
住
ん
で
い
る
私
た

ち
が
毎
日
の
よ
う
に
利
用
す
る

店
は
、
今
で
は
田
舎
に
も
あ
り

ま
す
。
ス
ー
パ
ー
で
買
う
食
品

の
値
段
も
、
そ
こ
ま
で
違
い
が

あ
る
と
は
思
え
な
い
。
そ
う
す

る
と
、
食
費
の
総
額
は
田
舎
も

都
会
も
た
い
し
て
変
わ
ら
ず
、

家
賃
や
交
際
費
ば
か
り
か
か
る

都
会
の
生
活
は
、
実
は
田
舎
暮

ら
し
よ
り
不
利
な
ん
じ
ゃ
な
い

か
な
と
思
う
こ
と
は
あ
り
ま

す
」（
玉
田
さ
ん
）

　

エ
ン
ゲ
ル
係
数
、
家
計
の
総

支
出
に
お
け
る
食
費
の
割
合
は

数
値
が
高
い
ほ
ど
生
活
水
準
が

低
い
と
い
わ
れ
る
の
で
、
そ
の

考
え
方
だ
と
エ
ン
ゲ
ル
係
数
が

低
い
都
会
暮
ら
し
の
ほ
う
が
よ

い
生
活
を
し
て
い
る
こ
と
に
な

る
。
し
か
し
、
エ
ン
ゲ
ル
係
数

が
高
い
地
方
暮
ら
し
の
ほ
う
が
、

実
際
の
生
活
は
豊
か
じ
ゃ
無
い

の
か
と
玉
田
さ
ん
は
言
う
の
だ
。

　

玉
田
さ
ん
の
年
収
は
額
面
で

４
０
０
万
円
弱
。
実
家
に
帰
れ

ば
「
都
会
の
Ｏ
Ｌ
」
と
同
級
生

か
ら
羨
望
の
眼
差
し
で
見
ら
れ

る
こ
と
も
あ
る
と
い
う
が
、
住

ま
い
は
下
町
の
古
い
ワ
ン
ル

ー
ム
マ
ン
シ
ョ
ン
で
家
賃
は

5
万
5
千
円
。
独
身
の
た
め
交

際
費
も
そ
れ
な
り
に
か
か
る
し
、

仕
事
用
の
ス
ー
ツ
や
上
着
も
必

要
だ
。

　
「
地
元
の
友
達
は
、
建
設
会

社
の
経
理
と
し
て
働
い
て
い

て
、
家
の
軽
ト
ラ
ッ
ク
で
通
勤

し
、
服
は
ジ
ャ
ー
ジ
だ
と
い
っ

て
い
ま
し
た
。
結
婚
も
し
て
い

て
、
旦
那
の
給
与
は
私
と
同
じ

く
ら
い
み
た
い
で
す
が
、
新
築

の
戸
建
て
を
購
入
し
て
い
ま
す
。

子
供
も
い
て
、
の
び
の
び
と
暮

ら
し
て
い
る
」（
玉
田
さ
ん
）

　

玉
田
さ
ん
は
幼
少
期
か
ら
都

会
志
向
で
、
高
校
を
卒
業
す
る

と
東
京
の
大
学
に
進
学
。
地
元

に
帰
る
つ
も
り
な
ど
毛
頭
な
か

っ
た
と
い
う
が
…
…
。

「
昔
は
“
東
京
は
楽
し
い
”

と
い
っ
て
、
ち
ょ
っ
と
自
慢
ぽ

い
こ
と
も
し
ま
し
た
が
、
今
で

は
そ
ん
な
見
栄
も
は
れ
な
い
く

ら
い
。
旧
友
と
飲
む
と
き
は
、

少
し
だ
け
多
め
に
払
っ
た
り
し

て
い
ま
す
が
、
東
京
に
帰
っ
て

く
る
と
地
獄
の
よ
う
な
節
約
の

日
々
…
…
。
帰
省
自
体
が
だ
ん

だ
ん
と
苦
痛
に
な
っ
て
き
て
い

ま
す
」（
玉
田
さ
ん
）

　

筆
者
も
全
く
同
様
の
見
解

で
あ
り
、
上
記
二
人
の
気
持

ち
が
痛
い
ほ
ど
わ
か
る
。
そ

う
い
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
・
シ
リ

コ
ン
バ
レ
ー
の
Ｉ
Ｔ
企
業
に
勤

務
す
る
筆
者
の
友
人
の
年
収
が

二
千
万
円
近
い
と
聞
い
て
、
帰

国
の
際
に
た
か
っ
た
こ
と
が
あ

っ
た
。
し
か
し
、
物
価
が
恐
ろ

し
く
高
騰
し
て
い
る
同
エ
リ
ア
、

１
Ｌ
Ｄ
Ｋ
の
自
宅
家
賃
は
70
万

円
、
ラ
ー
メ
ン
を
食
べ
れ
ば
一

杯
二
千
円
も
か
か
る
と
聞
い
て

驚
い
た
も
の
で
あ
る
。

　

隣
の
芝
生
は
青
い
、
と
は
他

人
の
も
の
は
何
で
も
よ
く
見
え

る
こ
と
を
意
味
し
、
実
際
に
は

そ
れ
ぞ
れ
に
事
情
が
あ
る
の
で
、

や
た
ら
に
う
ら
や
む
の
は
意
味

が
無
い
こ
と
だ
と
い
う
と
き
に

使
わ
れ
る
言
葉
だ
。
正
月
休
み

で
久
し
ぶ
り
に
同
級
生
と
会
い
、

色
々
な
こ
と
を
考
え
て
し
ま
う

か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
年

収
の
多
寡
や
住
ま
い
に
よ
っ
て

感
じ
る
他
人
と
の
格
差
と
は
、

我
々
が
自
己
中
心
的
な
観
点
か

ら
想
像
す
る
ほ
ど
の
も
の
で
は

な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

こ
れ
ほ
ど
都
会
暮
ら
し
が
厳

し
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
の
に

地
方
へ
の
大
移
動
が
発
生
し
な

い
こ
と
は
よ
く
よ
く
考
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

　

被
災
地
も
人
口
流
出
に
苦
し

む
。
都
市
圏
で
も
苦
し
む
人
が

い
る
。
こ
の
ね
じ
れ
現
象
を
解

決
す
る
た
め
に
東
北
も
大
胆
に

変
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

場
所
を
具
体
的
に
薦
め
て
い
る

よ
う
だ
。

　

東
北
観
光
推
進
機
構
に
よ
る

と
、
２
誌
は
欧
米
の
旅
行
者
ら

に
影
響
力
が
あ
り
、
選
出
を
海

外
の
旅
行
博
な
ど
で
紹
介
す
る

と
反
応
が
い
い
と
い
う
。
機
構

の
担
当
者
は
「
一
連
の
選
出
や

東
京
五
輪
な
ど
を
契
機
に
、
東

北
ブ
ラ
ン
ド
の
確
立
や
訪
日
外

国
人
旅
行
者
（
イ
ン
バ
ウ
ン

ド
）
の
受
け
入
れ
環
境
整
備
を

進
め
て
い
く
」
と
話
す
。

　

筆
者
と
し
て
は
「
冒
険
部

門
」
と
い
う
の
が
ひ
っ
か
か
る

が
、
ま
あ
良
し
と
し
よ
う
。

人
が
減
り
続
け
て
は

「
復
興
」
し
て
も
無
意

味
ー
「
半
移
住
」「
移

住
特
区
」
の
す
す
め

　

そ
も
そ
も
復
興
さ
せ
る
の
は
、

そ
こ
に
暮
ら
す
人
々
が
暮
ら
し

や
す
い
よ
う
に
す
る
た
め
で
あ

る
。
人
が
減
り
続
け
て
は
復
興

し
て
も
意
味
が
な
い
の
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
復
興
の
第
一

順
位
の
政
策
と
し
て
は
、
人
口

増
加
で
あ
る
。

　

ひ
と
こ
ろ
、
東
北
被
災
地
へ

の
「
移
住
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
が
流

行
っ
た
。

　

し
か
し
、
い
き
な
り
の
移
住

は
ハ
ー
ド
ル
が
高
い
。

　

筆
者
は
、
い
ろ
い
ろ
な
関
係

者
に
「
移
住
」
で
は
な
く
、「
半

移
住
」
で
は
ど
う
な
の
か
と
説

い
て
回
っ
た
こ
と
が
あ
る
。

　

し
か
し
、国
の
補
助
金
は「
移

住
」
に
対
し
て
の
み
支
給
さ
れ

る
た
め
、東
北
の
市
町
村
は「
移

住
」
だ
け
を
呼
び
掛
け
て
い
た
。

　

こ
れ
に
関
し
て
は
、
筆
者
は

「
移
住
・
半
移
住
特
区
」
を
、

被
災
地
だ
け
で
な
く
、
内
陸
部

の
衰
退
す
る
市
町
村
で
も
導
入

す
る
よ
う
求
め
た
い
。

　

よ
く
、
田
舎
の
人
は
、
地
方

の
た
め
に
真
剣
に
支
援
を
や
る

つ
も
り
な
ら
「
移
住
し
て
来

い
」
と
い
う
。

　

筆
者
は
田
舎
育
ち
だ
が
、
こ

う
し
た
こ
と
を
要
求
す
る
の
は

田
舎
に
住
む
人
間
の
傲
慢
だ
と

思
う
。

　

現
在
の
住
環
境
を
す
べ
て
捨

て
、
田
舎
の
た
め
に
全
力
で
貢

献
し
ろ
と
い
う
の
に
等
し
い
。

　

大
都
市
圏
で
そ
ん
な
こ
と
を

他
人
に
求
め
る
人
は
い
な
い
。

　
「
移
住
」
で
な
く
と
も
、「
半

移
住
」
で
も
真
剣
に
や
れ
る
し
、

「
仮
移
住
」
で
も
、「
複
数
居

住
」
で
も
い
い
で
は
な
い
か
。

　

料
簡
の
狭
い
仲
間
意
識
、
身

内
意
識
は
捨
て
去
る
べ
き
だ
。

捨
て
な
い
と
ど
ん
ど
ん
人
が
流

出
し
て
い
く
の
を
い
や
と
い
う

ほ
ど
見
て
き
た
は
ず
だ
。
だ
か

ら
、
も
う
止
め
に
す
べ
き
だ
。

　

そ
し
て「
半
移
住
特
区
」、「
よ

そ
者
特
区
」
を
次
か
ら
次
へ
と

設
置
す
る
こ
と
を
す
す
め
た
い
。

い
ま
は
緊
急
事
態
な
の
だ
。

　

そ
し
て
田
舎
町
の
閉
鎖
性
を

打
破
し
、
大
都
市
に
人
が
流
れ

て
行
く
の
を
何
よ
り
優
先
し
て

止
め
る
べ
き
だ
。

都
市
部
で
の
生
き
づ
ら

さ
は
追
い
風
に
な
る

か
？

　

も
う
ひ
と
つ
、
人
の
増
加
と

い
う
側
面
か
ら
、
東
北
に
追
い

風
に
な
り
そ
う
な
こ
と
を
真
剣

に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

最
近
の
日
本
経
済
の
不
振
か
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郷土料理愛好家　
　　　　松本由美子氏

【ババガレイの

煮付け】

ナメタカレイとも言われてる

高級魚です（松本談）

―材料ー　�かれい (ババガレイ)�2切れ、�生姜�1片 (薄く3切れ )�、水�1カップ�、お酒�
大さじ2、�砂糖 (ザラメ�少々でも)�大さじ1�、醤油大さじ1/2

―作り方―　①ババガレイの内臓、頭を切り落とします。ババガレイにウロコは
ありません。ヌメリをよく洗い流します。�②鍋に調味料を入れ、煮立たてます。
生姜をスライスして入れたら、カレイを投入します。③中火で、よく煮ながら時々、
煮汁をカレイに掛け回します。アクを取りながら落とし蓋をして15分ほど煮ま
す。火を止め味を含ませます。
今は、ババガレイが旬です。�この魚は、ウロコがなくツルツルとヌメリがありま
す。肉質は、甘みがあり柔らかです。コラーゲンを多く含み、とても旨みがありま
す。食べてても飽きがきませんね。（松本談）

水産業再興のための
料理レシピ紹介

第65回�

【カレイ】の種類について
今回の魚は【ババガレイ】。初めて聞く名前のカレイと思いましたが、【ナメタガレイ】ともい
うと聞いて納得しました。そんなことで【カレイ】の主な種類についてご紹介します。食用
だけでも30種類以上があり、味も千差万別だそうです。また、ヒラメとの違いは、『左ヒラ
メで右カレイ』と言われるように、ヒラメが左側、カレイが右側に顔が付いています。

『主なカレイの品種』
スーパーでもよく見かけるポピュラーなカレイは3種類です。まずは、【アサバガレイ】は淡
白で癖が無く、煮付けや唐揚げ等に適しています。次は【カラスガレイ】。真っ黒な見た目で、
脂が非常に強く、焼き調理に適しています。最後は【マガレイ】。淡白で癖が無く、毎日でも
食べられ、飽きない味。高級カレイ品種としては、まず【ヤナギムシガレイ】高級干しカレイ
で、通称ヤナギガレイ。雑味のない上品な白身の味わいが特徴。次は【ナメタガレイ（煮魚代
表）】。正式名称 /ババガレイ。煮魚で旨いカレイ。その他にも【マコガレイ（夏の刺客）】、【マ
ツカワガレイ（刺身代表）】、【ホシガレイ（最強のオールラウンダー）】などがある。変わり種
では【オヒョウ】。北海道以北で撮れるでっかいカレイ。大手寿司チェーンでよく使われて
いたようです。
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写真でお伝えする　東北の風景
写真撮影 尾崎匠岩手の一年を振り返る   
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地
域
ブ
ラ
ン
ド
の
研
究
と
コ

ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
を
行
う
ブ
ラ

ン
ド
総
合
研
究
所
が
昨
年
、「
住

民
目
線
に
よ
る
悩
み
や
社
会
の

課
題
、
お
よ
び
幸
福
度
や
定
住

意
欲
度
に
関
す
る
」
調
査
と
し

て
、
初
め
て
「
地
域
版
Ｓ
Ｄ
Ｇ

ｓ
調
査
二
〇
一
九
」
と
称
す
る

調
査
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
公

表
し
た
。

　

同
研
究
所
に
よ
る
と
こ
の
調

査
、
世
界
中
で
取
り
組
み
が
進

む
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
は
そ
も
そ
も
地
球

全
体
の
視
点
で
作
ら
れ
た
も
の

で
、
日
本
各
地
で
の
状
況
を
踏

ま
え
た
「
住
民
の
視
点
」
に
な

っ
て
い
る
と
は
言
え
ず
、「
少

子
高
齢
化
や
地
域
の
疲
弊
が
大

き
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
日
本

の
各
地
域
で
は
、
そ
の
実
態
を

加
味
し
た
住
民
視
点
で
の
『
持

続
的
な
開
発
目
標
』
の
地
域
版

も
必
要
」
と
の
認
識
か
ら
生
ま

れ
た
も
の
で
、
住
民
が
感
じ
て

い
る「
悩
み
」、「
社
会
の
課
題
」

に
つ
い
て
全
一
〇
〇
項
目
と
、

幸
福
度
や
定
住
意
欲
度
、
満
足

度
な
ど
か
ら
な
る
調
査
を
、
全

都
道
府
県
の
住
民
各
三
五
〇
人
、

計
約
一
六
、〇
〇
〇
人
の
回
答

を
集
め
て
実
施
し
て
、
都
道
府

県
別
に
数
値
化
し
た
も
の
、
と

の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ

の
調
査
の
目
的
は
、「
日
本
の

地
域
が
直
面
し
て
い
る
課
題
を

明
ら
か
に
し
、
そ
れ
に
取
り
組

む
こ
と
で
住
民
の
満
足
や
幸
福

感
を
高
め
、
地
域
の
持
続
性
を

高
め
る
こ
と
」
と
し
て
い
る
。

悩
め
る
東
北
人

　

自
分
や
家
族
の
問
題
と
し
て

抱
え
て
い
る
「
悩
み
」
が
あ
る

か
を
、
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
の
ゴ
ー
ル
で

あ
る
一
六
の
ジ
ャ
ン
ル
の
内
容

を
基
に
、
同
研
究
所
が
独
自
に

設
定
し
た
四
八
項
目
の
中
か

ら
選
ん
で
も
ら
っ
た
と
こ
ろ
、

八
三
・
二
％
の
人
が
一
つ
以
上

の
悩
み
を
抱
え
て
お
り
、
回
答

者
一
人
当
た
り
で
は
平
均
三
・

三
六
個
の
悩
み
を
抱
え
て
い
る

と
い
う
結
果
だ
っ
た
。「
不
安

や
悩
み
は
な
い
」
と
答
え
た
人

は
一
六
・
八
％
だ
っ
た
。
具
体

的
な
悩
み
は
グ
ラ
フ
の
通
り
だ

が
、
最
も
多
か
っ
た
の
は
「
低

収
入
・
低
賃
金
」
で
三
五
・
八
％
、

次
い
で「
ス
ト
レ
ス
」（
二
八
・
七

％
）、「
貯
蓄
・
投
資
」（
二
八
・
六

％
）、「
運
動
不
足
」（
二
三
・
四

％
）
と
続
い
た
。

　

注
目
す
べ
き
は
都
道
府
県
ご

と
の
差
異
で
あ
る
。
詳
細
は
別

表
の
通
り
だ
が
、
一
人
当
た

り
の
悩
み
の
数
で
は
秋
田
が

四
・
二
六
で
一
位
、
岩
手
と
山

形
が
三
・
九
三
で
四
位
、
福
島

が
三
・
八
〇
で
七
位
、
青
森
が

三
・
七
四
で
九
位
、
宮
城
が
三
・

五
六
で
一
四
位
と
東
北
六
県
が

軒
並
み
上
位
に
ラ
ン
ク
イ
ン
し

て
い
た
。
結
果
か
ら
は
「
悩
め

る
東
北
人
」
と
で
も
言
う
べ
き

状
況
が
見
え
る
。
全
都
道
府
県

で
唯
一
悩
み
の
数
が
四
を
超
え

て
い
る
秋
田
を
見
る
と
、「
低

収
入
・
低
賃
金
」
が
四
六
・
〇

％
と
半
数
に
迫
っ
て
い
る
他
、

「
貯
蓄
・
投
資
」（
三
四
・
〇
％
）、

「
ス
ト
レ
ス
」（
三
一
・
一
％
）

が
三
割
を
超
え
て
い
る
と
い
う
。

「
低
収
入
・
低
賃
金
」、「
貯
蓄
・

投
資
」
の
悩
み
が
大
き
い
と
い

う
結
果
は
、
現
在
と
今
後
の
生

活
に
対
す
る
不
安
が
表
れ
て
い

る
よ
う
に
見
え
る
。

「
少
子
化
」
こ
そ
取
り

組
む
べ
き
課
題

　
「
社
会
と
し
て
取
り
組
む
べ

き
課
題
だ
と
思
う
も
の
」
を

聞
い
た
設
問
で
は
、
八
五
・
八

％
の
人
が
社
会
が
取
り
組
む
べ

き
課
題
が
あ
る
と
答
え
て
い
た
。

そ
の
具
体
的
な
課
題
と
し
て
、

や
は
り
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
の
ゴ
ー
ル
の

16
の
ジ
ャ
ン
ル
を
基
に
同
研
究

所
が
独
自
に
設
定
し
た
48
項
目

の
中
か
ら
選
ん
で
も
ら
っ
た

と
こ
ろ
、
一
人
平
均
で
は
五
・

二
八
個
が
選
ば
れ
た
。
そ
の
中

で
最
も
多
く
の
人
が
選
ん
だ
の

は
「
少
子
化
」
で
二
七
・
五
％
、

次
い
で「
人
口
減
少
・
過
疎
化
」

（
二
七
・
二
％
）、「
高
齢
化
」

（
二
五
・
三
％
）、「
老
老
介
護
」

（
二
五
・
二
％
）
と
上
位
四
つ

が
少
子
・
高
齢
化
に
関
す
る
課

題
で
、
そ
れ
に
続
い
て
「
い
じ

め
・
校
内
暴
力
・
学
級
崩
壊
」、

「
働
き
方
改
革
」、「
自
然
災
害

（
地
震
・
津
波
・
台
風
・
竜
巻

等
）」
が
い
ず
れ
も
二
〇
％
を

超
え
て
い
た
。

　
「
少
子
化
」
や
「
人
口
減
少
・

過
疎
化
」
が
取
り
組
む
べ
き
社

会
の
課
題
な
の
は
間
違
い
な
い
。

た
だ
、「
高
齢
化
」
に
つ
い
て

は
、
そ
の
も
の
が
社
会
の
課
題

で
は
な
い
は
ず
。
本
来
、
長
生

き
で
き
る
こ
と
は
望
ま
し
い
こ

と
の
は
ず
で
、
課
題
な
の
は
そ

れ
に
伴
っ
て
増
大
す
る
社
会
保

障
費
の
負
担
や
介
護
負
担
の
解

決
で
あ
る
。
現
在
そ
れ
が
課
題

と
な
っ
て
い
る
の
は
、
負
担
側

に
回
る
生
産
年
齢
人
口
の
減
少

の
た
め
で
あ
り
、
元
を
た
ど
れ

ば
「
少
子
化
」
が
そ
の
原
因
で

あ
る
。「
高
齢
化
」
に
伴
う
課

題
の
解
決
に
は
「
少
子
化
」
の

解
消
が
不
可
欠
で
あ
る
。

「
満
足
度
」
で
も
下
位

に
沈
む
東
北
六
県

　

今
回
の
調
査
で
現
在
の
生

活
に
つ
い
て
「
満
足
し
て
い

る
か
」
を
聞
い
た
と
こ
ろ
、

一
三
・
一
％
が
「
と
て
も
満

足
」、
四
六
・
〇
％
が
「
少
し
満

足
」
と
答
え
、
合
わ
せ
て
六
割

近
く
が
「
満
足
し
て
い
る
」
と

答
え
た
一
方
、「
全
く
満
足
し

て
い
な
い
」
が
六
・
二
％
、「
あ

ま
り
満
足
し
て
い
な
い
」
が

一
三
・
九
％
で
二
割
強
が
「
満

足
し
て
い
な
い
」
と
答
え
て
い

た
。

　

こ
れ
を
ま
た
都
道
府
県
別

で
見
る
と
、
東
北
六
県
の
満

足
度
の
低
さ
が
浮
き
彫
り
に

な
っ
て
い
る
。
一
位
は
千
葉

県
（
六
六
・
四
）
だ
が
、
こ

れ
に
対
し
て
宮
城
が
三
四
位

（
六
〇
・
二
）、
山
形
が
三
九
位

（
五
八
・
八
）、
福
島
が
四
一
位

（
五
八
・
三
）、
岩
手
が
四
四
位

（
五
六
・
九
）、
青
森
が
四
六
位

（
五
四
・
二
）、
秋
田
が
四
七
位

（
五
一
・
四
）
だ
っ
た
。

　

満
足
度
に
大
き
な
影
響
を
与

え
て
い
る
「
悩
み
」
と
「
課

題
」
を
見
て
み
る
と
、「
悩
み
」

で
は
「
電
車
や
バ
ス
の
路
線
廃

止
・
減
便
」（
相
関
係
数
マ
イ

ナ
ス
〇
・
七
一
）、「
病
院
・
医

療
施
設
の
不
足
」（
マ
イ
ナ
ス

〇
・
七
〇
）、「
低
収
入
・
低
賃

金
」（
マ
イ
ナ
ス
〇
・
六
七
）、「
人

材
不
足
・
後
継
者
不
足
」（
マ

イ
ナ
ス
〇
・
六
三
）、「
就
職
難
」

（
マ
イ
ナ
ス
〇
・
六
三
）、「
課

題
」
で
は
「
人
口
減
少
・
過
疎

化
」（
マ
イ
ナ
ス
〇
・
七
五
）、「
商

店
街
の
疲
弊
・
店
舗
の
減
少
」

（
マ
イ
ナ
ス
〇
・
七
五
）、「
農

林
水
産
業
の
衰
退
」（
マ
イ
ナ

ス
〇
・
六
三
）、「
空
き
家
の
増

加
・
ゴ
ー
ス
ト
タ
ウ
ン
化
」（
マ

イ
ナ
ス
〇
・
六
一
）
が
挙
が
っ

て
い
た
。

　

現
在
居
住
し
て
い
る
都
道

府
県
に
「
今
後
も
住
み
続
け

た
い
と
思
う
か
」
と
い
う

「
定
住
意
欲
度
」
に
つ
い
て

は
、
三
七
・
六
％
が
「
ぜ
ひ
住

み
続
け
た
い
」、
三
二
・
五
％
が

「
で
き
れ
ば
住
み
続
け
た
い
」

と
答
え
、
七
割
以
上
が
「
住
み

続
け
た
い
」
と
答
え
た
一
方
、

「
す
ぐ
に
で
も
他
県
に
移
住
し

た
い
」
が
三
・
一
％
、「
機
会
が

あ
れ
ば
他
県
に
移
住
し
た
い
」

が
一
〇
・
〇
％
だ
っ
た
。
都
道

府
県
別
で
は
北
海
道
が
も
っ

と
も
高
く
（
八
四
・
二
）、
次

い
で
福
岡
、
大
阪
、
沖
縄
と

い
う
順
で
あ
っ
た
。
東
北
は

宮
城
が
七
六
・
二
で
一
一
位
に

入
っ
た
が
、
福
島
は
三
三
位

（
七
〇
・
三
）、
山
形
三
八
位

（
六
九
・
〇
）、
岩
手
四
〇
位

（
六
八
・
六
）、
青
森
四
六
位

（
六
四
・
九
）、
秋
田
四
七
位

（
六
三
・
九
）
と
い
う
結
果
だ

っ
た
。

「
西
高
東
低
」の「
幸
福
度
」

　

同
研
究
所
の
ニ
ュ
ー
ス
リ
リ

ー
ス
で
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い

が
、
今
回
の
調
査
で
は
幸
福
度

に
つ
い
て
も
聞
い
て
い
る
。「
あ

な
た
は
幸
せ
で
す
か
」
と
い
う

問
い
に
対
し
て
、「
と
て
も
幸

せ
」「
少
し
幸
せ
」「
ど
ち
ら
で

も
な
い
」「
あ
ま
り
幸
せ
で
は

な
い
」「
全
く
幸
せ
で
は
な
い
」

の
五
段
階
か
ら
一
つ
を
選
ん
で

も
ら
い
、
そ
れ
ぞ
れ
の
回
答
は

一
〇
〇
点
、
七
五
点
、
五
〇
点
、

二
五
点
、
〇
点
と
し
て
数
値
化

し
、
全
回
答
の
平
均
を
「
幸
福

度
」
と
し
て
い
る
。
一
位
は

宮
崎
で
七
二
・
四
だ
が
、
山
形

が
三
五
位
（
六
五
・
七
）、
宮
城

が
四
〇
位
（
六
四
・
六
）、
青
森

と
福
島
が
四
三
位
（
六
三
・
六
）、

岩
手
四
六
位
（
六
三
・
三
）、
秋

田
四
七
位
（
六
〇
・
五
）
と
東

北
六
県
が
軒
並
み
低
い
。
ち
な

み
に
、
こ
れ
ら
東
北
に
交
じ
っ

て
東
京
が
四
五
位（
六
三
・
五
）

な
の
も
目
を
引
く
。

　

ま
た
、
エ
リ
ア
別
に
幸
福
度

を
見
て
い
く
と
、
北
海
道
・
東

北
は
平
均
六
四
・
〇
、
関
東
は

六
五
・
三
、
中
部
六
七
・
九
、
近

畿
六
七
・
七
、
中
国
・
四
国

六
七
・
〇
、九
州
六
八
・
九
と
な

っ
て
お
り
、
全
体
的
に
「
西
高

東
低
」
で
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
。

カ
ギ
は
や
は
り
「
少
子

化
」
対
策
か

　

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
東
北
の

低
い
「
満
足
度
」「
定
住
意
欲

度
」「
幸
福
度
」
に
、「
満
足
度
」

と
の
相
関
で
見
た
「
悩
み
」
や

「
課
題
」
が
大
き
く
関
係
し
て

い
る
こ
と
は
容
易
に
想
像
が
つ

く
。
し
か
し
、
恐
ら
く
は
東
北

と
同
様
の
「
悩
み
」
や
「
課

題
」
を
抱
え
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
他
の
地
域
、
特
に
九
州
を

始
め
と
す
る
西
日
本
が
東
北
ほ

ど
「
満
足
度
」
や
「
定
住
意
欲

度
」、「
幸
福
度
」
が
低
く
な
い

結
果
を
見
る
と
、「
悩
み
」や「
課

題
」
だ
け
が
こ
れ
ら
の
結
果
に

影
響
を
与
え
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
様
子
も
見
え
て
く
る
。

　

そ
れ
が
何
な
の
か
、
明
確
に

特
定
で
き
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
が
、
漠
然
と
「
出
生
率
」
は

一
つ
の
カ
ギ
に
な
っ
て
い
る

気
は
す
る
。
第
八
六
号
で
紹

介
し
た
通
り
、
東
北
は
出
生

率
が
、
宮
城
の
一
・
三
〇
を
筆

頭
に
、
秋
田
一
・
三
三
、
岩
手

一
・
四
一
、
青
森
一
・
四
三
、
山

形
一
・
四
八
、
福
島
一
・
五
三
と

低
い
一
方
、
九
州
は
沖
縄
一
・

八
九
、
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
。

　

こ
の
、「
子
ど
も
が
生
ま
れ

る
地
域
」
で
あ
る
こ
と
が
、
地

域
の
「
満
足
度
」「
定
住
意
欲

度
」「
幸
福
度
」
と
密
接
に
関

係
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
の

で
あ
る
。
し
て
み
る
と
、
今
回

の
調
査
で
「
社
会
と
し
て
取
り

組
む
べ
き
課
題
」
と
し
て
真
っ

先
に
「
少
子
化
」
が
挙
げ
ら
れ

て
い
た
の
は
誠
に
当
を
得
た
も

の
で
あ
り
、
か
つ
東
北
六
県
こ

そ
が
共
通
し
て
真
っ
先
に
取
り

組
ま
な
け
れ
ば
い
け
な
い
課
題

で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

　

結
論
と
し
て
は
、
結
局
第

八
六
号
と
同
じ
よ
う
な
も
の
に

な
る
の
だ
が
、
子
ど
も
を
産
め

な
い
、
子
ど
も
が
生
ま
れ
な
い

大
き
な
理
由
と
し
て
、
今
回
の

調
査
に
あ
っ
た
「
低
収
入
・
低

賃
金
」
や
「
貯
金
・
投
資
」
に

つ
い
て
の
「
悩
み
」
が
あ
る
こ

と
は
疑
い
得
な
い
と
こ
ろ
で
あ

る
の
で
、
子
ど
も
を
産
み
育
て

る
こ
と
へ
の
経
済
面
で
の
手
厚

い
支
援
が
な
い
限
り
、
今
の
状

況
は
一
向
に
改
善
さ
れ
な
い
と

考
え
ら
れ
る
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

「
地
域
版
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
調
査

二
〇
一
九
」
に
見
る
東
北
の

現
状

都道府県　定住意欲度ランキング 都道府県　満足度ランキング 1人当たりの悩み数が多い都道府県
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みくじ

社務猫の顔出しパネル

あなたは　だあれ

つらら

冬晴れの荒神神社

竹に雪 段々水路 野生動物の痕跡

シリーズ 遠野の自然

「遠野の小寒」
遠野 1000 景より

　

年
明
け
早
々
、
中
東
で
大
き

な
戦
争
が
始
ま
る
の
か
と
ひ
や

ひ
や
し
た
。
幸
い
に
も
当
事
国

双
方
が
冷
静
を
保
ち
、
何
と
か

表
向
き
の
平
和
を
取
り
戻
し
た

よ
う
に
見
え
る
。

　

年
末
に
は
、
犯
罪
容
疑
者
と

な
っ
た
国
内
自
動
車
メ
ー
カ
ー

の
元
外
国
人
経
営
者
の
海
外
逃

亡
事
件
が
あ
り
、
余
波
は
年
を

越
し
た
。

　

こ
の
二
つ
で
、
ゆ
っ
く
り
と

正
月
気
分
を
味
わ
う
ど
こ
ろ
で

は
な
か
っ
た
し
、
非
常
に
落
ち

着
か
な
い
一
年
の
ス
タ
ー
ト
と

な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
ま
ま

あ
わ
た
だ
し
い
一
年
に
な
る
の

だ
ろ
う
か
。
そ
う
な
っ
て
は
欲

し
く
な
い
。

　

気
分
を
切
り
替
え
、
ゆ
っ
た

り
と
し
た
風
景
を
眺
め
て
、
落

ち
着
き
を
取
り
戻
そ
う
と
思
う
。
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鹿踊（幕踊系）

中野七頭舞

中野七頭舞 権現舞 神楽

田植踊り 田植踊り 祭りの開始

鹿踊（太鼓踊系）
荒脛巾神社説明看板

鬼剣舞

虎舞

東北の祭りシリーズ　①

　

新
年
号
の
今
回
号
か
ら
東
北

の
祭
り
を
シ
リ
ー
ズ
で
取
り
上

げ
て
ま
い
り
ま
す
。

　

か
と
い
っ
て
、
数
百
万
人
も

の
観
光
客
を
呼
ぶ
超
メ
ジ
ャ
ー

な
東
北
の
祭
り
を
取
り
上
げ
る

の
で
は
な
く
、
地
元
に
密
着
し

て
、
地
元
の
住
民
が
運
営
し
て

楽
し
ん
で
い
る
よ
う
な
準
メ
ジ

ャ
ー
な
祭
り
を
取
り
上
げ
て
ま

い
り
ま
す
。

　

第
一
回
目
は
『
北
上
み
ち
の

く
芸
能
ま
つ
り
』
で
す
。

　

こ
の
祭
り
は
岩
手
県
北
上
市

で
八
月
初
め
の
三
日
間
に
亘
っ

て
開
催
さ
れ
る
祭
り
で
、
こ
の

地
方
の
民
俗
芸
能
が
数
多
く
披

露
さ
れ
、
最
終
日
に
は
花
火
大

会
も
あ
り
ま
す
。
毎
年
20
万
人

を
越
え
る
人
出
で
混
雑
す
る
よ

う
で
す
が
、
中
で
も
花
火
大
会

は
最
も
混
雑
す
る
よ
う
で
す
。

北上・みちのく芸能まつり（岩手）
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在
野
の
考
古
学
者 

森
本
六
爾
の
業
績

　

新
た
な
発
見
は
い
つ
も
ア
カ

デ
ミ
ズ
ム
と
言
わ
れ
る
大
学
や

研
究
機
関
か
ら
誕
生
す
る
と
は

限
ら
な
い
。

　

む
し
ろ
革
新
的
な
発
見
や
理

論
を
産
み
出
す
の
は
在
野
の
研

究
者
が
多
い
と
い
っ
て
も
過
言

で
は
な
い
よ
う
だ
。

　

明
治
三
十
六
年
に
生
ま
れ
、

昭
和
の
時
代
ま
で
、
わ
ず
か

三
十
二
年
間
と
い
う
短
い
時
間

を
生
き
た
在
野
の
考
古
学
者
の

森
本
六
爾
と
い
う
人
は
ま
さ
に

後
者
の
典
型
で
あ
る
。

　

下
記
の
略
歴
に
あ
る
よ
う
に
、

「
古
事
記
」
や
「
日
本
書
紀
」

の
『
神
話
』
を
基
に
日
本
の
国

の
成
立
を
教
え
て
い
た
ア
カ
デ

ミ
ズ
ム
の
権
化
の
、
東
京
帝
大

を
中
心
と
し
た
日
本
考
古
学
会

が
思
い
も
つ
か
な
い
よ
う
な
革

新
的
な
「
弥
生
時
代
」
を
突
如

と
し
て
提
示
し
た
。

森本六爾氏

東北の埋もれた歴史掘り起こし

　

し
か
も
、
地
道
な
弥
生
時
代

の
土
器
分
析
と
い
う
フ
ィ
ー
ル

ド
ワ
ー
ク
と
、
同
じ
く
在
野
の

考
古
学
者
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に

よ
り
、
単
な
る
空
論
で
は
な
く
、

「
物
証
」
を
基
に
し
た
推
論
に

よ
り
打
ち
立
て
た
の
で
あ
る
。

　

そ
う
し
た
業
績
をNHK

の

番
組
が
最
近
取
り
上
げ
た
。
筆

者
は
そ
れ
を
、
ビ
デ
オ
で
は
な

く
二
度
も
見
て
、
し
っ
か
り
と

記
憶
に
刻
み
つ
け
た
。　

夫
唱
婦
随
の
研
究

　

こ
の
研
究
に
は
、
実
は
も
う

一
つ
の
側
面
が
あ
る
。

　

そ
れ
は
、
教
師
を
続
け
な
が

ら
夫
の
研
究
生
活
を
経
済
的
に

支
え
、
か
つ
叱
咤
激
励
し
、
共

に
闘
い
、
夫
を
支
え
た
妻
・
ミ

ツ
ギ
の
存
在
で
あ
る
。

　

そ
の
サ
ポ
ー
ト
に
よ
り
夫
は

教
師
を
辞
め
、
考
古
学
研
究
に

没
頭
で
き
た
の
だ
。

　

し
か
し
無
理
が
た
た
っ
て
、

妻
は
三
十
一
歳
で
病
死
し
、
夫

も
す
ぐ
後
を
追
っ
た
。
ま
こ
と

に
短
い
生
涯
で
あ
っ
た
。

　

名
も
な
い
在
野
の
考
古
学
者

が
、
大
し
て
売
れ
も
し
な
い
研

究
機
関
誌
を
発
行
し
て
も
生
活

は
ま
ま
な
ら
な
い
。

　

そ
れ
を
全
面
的
に
支
え
る
妻

の
生
き
方
と
い
う
の
は
壮
絶
で

あ
ろ
う
。

　

そ
の
夫
唱
婦
随
の
研
究
が

「
新
し
い
弥
生
時
代
」
を
切
り

拓
い
た
の
で
あ
る
。

弥
生
の
水
田
稲
作
農
耕

　

森
本
の
理
論
と
は
、
弥
生
時

代
の
水
田
稲
作
農
耕
の
存
在
発

表
だ
っ
た
。

　

小
さ
い
時
に
近
く
の
遺
跡
で

発
見
し
た
モ
ミ
ガ
ラ
痕
の
あ
る

土
器
が
発
端
と
な
り
、
そ
の
後
、

そ
う
し
た
モ
ミ
ガ
ラ
痕
の
あ
る

弥
生
土
器
が
全
国
で
発
掘
さ
れ

た
こ
と
か
ら
、
弥
生
時
代
の
水

田
稲
作
農
耕
の
存
在
を
導
き
出

し
た
の
だ
。

　

し
か
し
、
今
で
は
当
然
の
よ

う
に
思
わ
れ
て
い
る
そ
の
理
論

を
、
当
時
の
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
は

無
視
し
続
け
た
。

　
「
水
田
跡
が
発
見
さ
れ
て
い

な
い
か
ら
空
理
空
論
だ
」
と
い

う
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
難
癖
と
し
か
言
い
よ

う
の
な
い
評
価
で
あ
り
、
も
と

も
と
真
正
面
か
ら
取
り
上
げ
る

つ
も
り
な
ど
な
か
っ
た
の
だ
。

　

し
っ
か
り
と
し
た
モ
ミ
ガ
ラ

痕
の
あ
る
土
器
分
析
か
ら
導
き

出
し
た
結
論
で
あ
り
、
無
視
す

る
方
が
お
か
し
い
の
で
あ
る
。

ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
と
は
何
か

　

筆
者
は
常
々
思
う
の
だ
が
、

大
学
や
公
的
研
究
機
関
が
必
ず

し
も
真
理
探
究
の
た
め
だ
け
に

研
究
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い

の
で
は
な
い
か
。

　

番
組
で
も
某
学
者
が
言
っ
て

い
た
よ
う
に
、
学
会
は
自
分
の

地
位
を
守
る
た
め
の
競
争
の
場

で
あ
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
競

争
相
手
を
、
真
実
か
ど
う
か
に

か
か
わ
ら
ず
蹴
落
と
し
た
り
す

る
場
の
よ
う
で
あ
る
。

　

筆
者
の
つ
た
な
い
経
験
か
ら

も
、
学
者
間
の
そ
う
し
た
争
い

の
一
端
を
覗
き
見
た
こ
と
が
あ

り
、
単
な
る
想
像
で
は
な
い
。

　

そ
う
し
て
、
真
実
と
は
い
え

な
い
が
、
多
数
派
を
占
め
る
派

閥
が
学
会
の
主
導
権
を
握
り
、

少
数
派
の
見
る
べ
き
理
論
を
封

殺
し
、
自
分
た
ち
の
理
論
を
さ

も
真
実
で
あ
る
か
の
よ
う
に
発

表
し
て
い
く
と
い
う
の
は
あ
な

が
ち
想
像
だ
け
の
推
論
で
は
な

い
だ
ろ
う
。

　

し
か
も
、
こ
れ
は
洋
の
東
西

を
問
わ
ず
、
ど
こ
で
も
見
ら
れ

る
光
景
だ
と
い
う
。

現
代
の
考
古
学
は
変
わ

っ
た
か
？

　

森
本
六
爾
が
生
き
た
時
代
か

ら
八
十
年
あ
ま
り
過
ぎ
た
現
代

の
考
古
学
会
は
変
化
し
た
だ
ろ

う
か
。

　

筆
者
に
は
ど
う
し
て
も
そ
う

思
え
な
い
の
だ
。

　

相
変
わ
ら
ず
、「
古
事
記
」

や
「
日
本
書
紀
」
を
ベ
ー
ス
に

し
た
研
究
が
横
行
し
、
そ
の
枠

か
ら
は
み
出
さ
な
い
。

　

そ
れ
ら
は
神
話
で
あ
り
、
時

の
権
力
者
が
、
真
実
と
は
別
に

作
り
上
げ
た
「
物
語
部
分
」
が

か
な
り
多
く
反
映
さ
れ
て
い
る

「
物
語
」
と
受
け
止
め
る
べ
き

で
あ
る
。

　

し
か
も
、
世
界
的
に
も
考
古

学
手
法
は
大
い
に
進
歩
し
て
、

日
本
の
古
代
史
に
も
応
用
す
れ

ば
革
新
的
な
理
論
が
誕
生
し
て

も
お
か
し
く
な
い
の
だ
が
、
相

も
変
わ
ら
ず
、明
治
時
代
の「
遺

産
」
を
引
き
ず
っ
て
い
る
よ
う

に
見
え
て
な
ら
な
い
。　

こ
の
国
の
歴
史
は
二
千

年
か
？

　

筆
者
は
勝
手
に
「
明
治
史

観
」
と
呼
ん
で
い
る
が
、
こ
の

明
治
時
代
か
ら
の
「
遺
産
」
と

決
別
す
る
こ
と
を
何
度
も
提
案

し
て
い
る
。

　

そ
れ
は
、
か
つ
て
、
富
国
強

兵
路
線
で
、
こ
の
国
を
戦
争
へ

と
駆
り
立
て
た
皇
国
史
観
に
つ

な
が
る
も
の
と
も
い
う
べ
き
も

の
で
、
そ
の
亡
霊
と
と
も
に
生

き
て
い
る
と
し
た
ら
、
日
本
考

古
学
会
は
面
妖
な
存
在
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
何
度
も
こ
れ
が
亡

霊
の
よ
う
に
出
現
し
て
、
臆
病

な
研
究
者
た
ち
を
余
計
に
怖
が

ら
せ
る
の
だ
。

　

つ
い
先
ご
ろ
も
、
某
政
治
家

が
、「
こ
の
国
の
歴
史
が
二
千

年
」
と
発
言
し
て
、
後
に
訂
正

し
て
い
る
。

　

単
な
る
言
い
間
違
い
な
の
だ

ろ
う
か
。

東
北
の
森
本
六
爾
を
目

指
し
て

　

筆
者
は
、
こ
の
素
晴
ら
し
い

先
達
で
あ
る
考
古
学
者
の
精
神

を
見
習
い
た
い
と
思
う
。

　

そ
し
て
は
っ
き
り
と
「
東
北

の
森
本
六
爾
」
を
目
指
そ
う
と

思
う
。

　

分
野
は
考
古
学
と
映
像
分
野

で
異
な
る
が
、
そ
う
し
た
違
い

を
乗
り
越
え
て
、
こ
の
国
の
歴

史
の
革
新
に
少
し
で
も
貢
献
で

き
れ
ば
い
い
と
思
う
。

　

ま
た
、
東
北
の
埋
も
れ
た
歴

史
の
掘
り
起
し
か
ら
そ
れ
を
実

現
し
た
い
と
思
う
。

　

そ
の
最
初
の
チ
ャ
レ
ン
ジ
と

位
置
付
け
る
の
が
、
現
在
制
作

進
行
中
の
『
鬼
が
つ
く
っ
た
日

本
刀
』（
仮
称
）
で
あ
る
。

　

宮
城
県
の
北
部
の
岩
出
山
に

あ
る
中
鉢
美
術
館
を
じ
っ
く
り

取
材
・
撮
影
さ
せ
て
い
た
だ
き

つ
つ
、
古
代
の
東
北
が
被
っ
た

「
俘
囚
」
と
「
移
配
」
と
「
古

代
東
北
の
刀
鍛
冶
」
と
の
悲
惨

な
関
係
を
、
埋
も
れ
た
東
北
の

歴
史
か
ら
掘
り
起
こ
そ
う
と
企

画
し
た
映
像
で
あ
る
。

　

今
年
三
月
に
完
成
し
、
あ
ち

こ
ち
で
上
映
し
て
、
日
本
刀
の

ル
ー
ツ
が
東
北
で
あ
る
こ
と
を

訴
え
て
い
き
た
い
。

　

そ
し
て
何
よ
り
も
、
日
本
刀

と
い
う
崇
高
な
芸
術
を
通
し
て
、

東
北
に
世
界
に
誇
れ
る
文
化
が

あ
っ
た
こ
と
を
示
し
、
そ
れ
で

東
北
に
誇
り
を
取
り
戻
し
て
欲

し
い
の
だ
。

ま
た
奈
良
の
南
部
が
呼

ん
で
い
る

　

そ
れ
に
し
て
も
、
最
近
は
奈

良
の
南
部
に
た
び
た
び
の
縁
が

あ
る
。

　
「
俘
囚
」
と
「
移
配
」
も
そ

う
だ
っ
た
し
、
今
回
の
森
本
六

爾
も
奈
良
県
桜
井
市
出
身
で
あ

る
。
奇
妙
な
縁
続
き
で
あ
る
。

地道なフィールドワークで弥生
稲作文化を主張して早世した在
野の考古学者・森本六爾に続け

【NHK 制作番組　『反骨の考古
学者  森本六爾』の概要】

【森本六爾氏略歴】　1903年～1936年。在野の考古学者。
現在の奈良県桜井市出身。幼少期には奈良県の唐古鍵遺跡を
遊び場にし、土器探しを趣味としていた。昭和 4 年（1929）、
東京考古学会を組織し雑誌「考古学」を創刊。弥生時代の水田
稲作農耕の存在を主張。あまり有名ではないが、考古学関係
者の間では抜群の知名度を誇る。当時、明治政府の作った教
科書では「古事記」や「日本書紀」の『神話』を基に日本の国の成
立を教えていたため、「弥生時代」を考えることさえタブーと
されていた。そのような時代背景の中で六爾はアカデミズム
に対抗して、大陸からの文化の流れを、当時では珍しい言文一
致の読みやすい文体の洗練された言葉で論文にまとめ、広く
紹介するなど学問的情熱に溢れた人だった。彼の死の直後に
弥生文化を示すたくさんの発掘物が出て理論の正しさが証明
された。

弥生研究に生涯をかけた伝説の
考古学者の物語。アカデミズム
に無視されつつもあくまで真実
を追求する強烈な意思と壮絶な
執念。埋もれていた六爾の野帳
ノートが調査され、新事実が続々
と浮かび上がる。大胆で創造的
な弥生研究を成し遂げた。共に
闘い、夫を支えた妻・ミツギの存
在にも注目。３２歳で早世した
波乱の生涯にドキュメンタリー
ドラマで迫まる。




