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そ
れ
は
東
京
圏
だ
け
の
こ
と

で
は
な
く
、
感
染
者
数
上
位
の

大
都
市
圏
す
べ
て
に
も
あ
て
は

ま
る
こ
と
と
思
う
。

　

Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
を
限
定
さ
れ
た

範
囲
で
し
か
実
施
し
な
い
と
の

誤
っ
た
初
期
判
断
や
、
遅
れ
に

遅
れ
て
い
る
ワ
ク
チ
ン
供
与
と

か
い
う
よ
う
な
、
狭
い
意
味
で

の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
対
応

の
ま
ず
さ
と
い
う
範
囲
の
話
に

と
ど
ま
ら
な
い
。

　

そ
れ
以
上
の
打
撃
は
、
こ
の

国
の
社
会
シ
ス
テ
ム
が
コ
ロ
ナ

禍
に
ま
っ
た
く
対
応
で
き
て
い

な
い
と
の
絶
望
感
で
あ
る
。

　

コ
ロ
ナ
禍
に
関
す
る
情
報
が

き
ち
ん
と
整
理
さ
れ
な
い
、
開

示
さ
れ
な
い
、
対
応
の
す
べ
て

が
後
手
後
手
と
な
っ
て
い
る
こ

と
が
は
っ
き
り
と
理
解
で
き
る
、

初
め
て
の
感
染
者
出
現
か
ら
一

年
半
に
も
な
ろ
う
と
い
て
い
る

の
に
何
ら
状
況
が
改
善
さ
れ
な

い
、
他
国
の
状
況
と
比
較
し
て

も
日
本
の
遅
れ
と
対
応
の
ま
ず

さ
は
突
出
し
て
い
る
な
ど
な
ど
。

　

こ
の
ど
う
し
よ
う
も
な
い
と

い
う
絶
望
感
を
抱
か
せ
る
よ
う

な
国
、都
、い
わ
ゆ
る
専
門
家
な

ど
の
対
応
に
は
目
を
覆
う
ば
か

り
で
あ
り
、こ
の
先
、壊
れ
た
社

会
シ
ス
テ
ム
は
い
っ
た
い
ど
う

な
る
の
だ
ろ
う
と
不
安
に
か
ら

れ
る
ば
か
り
で
あ
る
。

　

日
々
Ｔ
Ｖ
メ
デ
ィ
ア
等
が
報

地
域
別
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
者
累
計
と
東
北

　

紙
面
右
端
に
、
今
月
十
四
日

現
在
の
都
道
府
県
別
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
の
累
計
デ

ー
タ
を
掲
載
し
た
。

　

デ
ー
タ
は
朝
日
新
聞
社
に
よ

る
も
の
で
、
デ
ー
タ
の
一
部
切

り
取
り
と
東
北
各
県
の
順
位
付

け
は
筆
者
が
行
っ
た
。

　

こ
れ
を
見
る
と
予
想
通
り
東

北
六
県
の
順
位
は
総
じ
て
低
い
。

　

最
も
感
染
者
数
の
多
い
宮
城

県
で
十
五
位
。
次
が
福
島
県
の

二
十
五
位
。
青
森
県
の
三
十
六

位
、
山
形
県
の
三
十
八
位
、
岩

手
県
の
四
十
三
位
、
秋
田
県
の

四
十
五
位
と
続
く
。
そ
う
い
え

ば
、
岩
手
県
は
最
後
ま
で
感
染

者
ゼ
ロ
を
続
け
て
い
た
。

　

ま
た
、東
北
六
県
で
は
唯
一
、

宮
城
県
が
四
月
五
日
か
ら
ま
ん

コロナ禍終息後の
東北はどうすべきか？

コロナ禍軽微の東北の回復は早いか？
名ばかり復興五輪の影響も軽微、混乱の極
みの大都市圏をよそに持越課題解決を！

延
防
止
等
重
点
措
置
を
適
用
し
、

四
月
二
十
五
日
か
ら
は
緊
急
事

態
措
置
区
域
と
し
た
が
、
今
月

十
三
日
で
終
了
と
な
っ
た
。

　

こ
れ
ら
か
ら
総
じ
て
言
え
る

こ
と
は
、
東
北
六
県
の
コ
ロ
ナ

禍
被
害
は
幸
運
に
も
小
さ
い
と

い
う
こ
と
だ
。

大
都
市
圏
の
コ
ロ
ナ
禍
被

害
は
感
染
だ
け
で
は
な
い

　

感
染
者
デ
ー
タ
は
と
も
か
く

と
し
て
、
東
京
圏
の
コ
ロ
ナ
禍

の
影
響
範
囲
は
想
像
以
上
に
広

く
、大
き
く
、ダ
メ
ー
ジ
は
長
期

間
に
亘
っ
て
続
き
、
実
質
的
に

回
復
す
る
に
は
か
な
り
の
長
期

間
を
要
す
る
だ
ろ
う
と
思
う
。

　

ど
こ
か
で
「
形
式
的
な
終
息

宣
言
」が
出
さ
れ
る
だ
ろ
う
が
、

そ
れ
で
終
わ
る
と
は
と
て
も
思

え
な
い
。
基
本
構
造
が
変
わ
る

だ
ろ
う
。

宮城県生まれ、67 歳の新人
歴史映像作家兼プロデュー
サー。3作目の「古代製鉄の
埋もれた歴史を発掘した映
像」の【奪われた古代鉄王国】
の大崎上映会は延期。とは
いえ新型コロナ禍を乗り越
えて４作目制作に向けて奮
闘中。趣味は古代史・縄文
文化研究。埋もれた歴史を
発掘することと東北から日
本を変えることを標榜。

【当新聞発行責任者
兼編集長兼記者紹介】

【砂越　豊】

道
す
る
の
は
、
自
粛
要
請
に
も

か
か
わ
ら
ず
人
流
が
増
え
た
と

か
、
居
酒
屋
の
酒
類
提
供
禁
止

で
外
で
の
集
団
飲
酒
が
問
題
だ

と
か
、
ワ
ク
チ
ン
供
給
が
遅
れ

て
い
る
だ
と
か
、
ほ
ん
の
表
面

的
な
事
象
を
取
り
上
げ
る
こ
と

に
終
始
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
国
民
は
そ
う
し
た

表
面
上
の
情
報
に
は
惑
わ
さ
れ

て
い
な
い
。

　

こ
の
混
乱
で
イ
ラ
イ
ラ
し
た

人
々
が
、
責
め
る
べ
き
相
手
を

見
失
い
、「
ル
ー
ル
」を
破
る
人

に
攻
撃
を
加
え
る
な
ど
と
い
う

現
象
も
起
き
て
い
る
が
、「
真
犯

人
」は
そ
こ
に
は
い
な
い
の
だ
。

　

マ
ス
メ
デ
ィ
ア
で
は
わ
ず
か

ば
か
り
の
報
道
で
あ
る
が
、
コ

ロ
ナ
禍
に
よ
り
経
済
的
に
打
撃

を
受
け
て
い
る
人
々
や
企
業
は

数
知
れ
な
い
。
そ
の
痛
手
も
想

像
を
は
る
か
に
超
え
て
い
る
。

　

そ
れ
を
ま
と
も
に
報
道
し
た

ら
ど
う
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
情

報
の
ダ
ブ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
が

明
ら
か
に
な
っ
た
ら
ど
う
な
る

の
か
。

　

や
は
り
、
ズ
タ
ズ
タ
に
傷
つ

い
た
社
会
へ
の
信
頼
感
が
一
番

の
課
題
な
の
だ
。

　

特
に
筆
者
の
暮
ら
す
東
京
圏

で
、そ
の
ダ
メ
ー
ジ
が
大
き
い
。

　

東
北
に
も
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
る

ダ
メ
ー
ジ
は
当
然
あ
る
と
は
思

う
が
、
東
京
圏
と
比
較
し
た
ら

段
違
い
だ
と
思
う
。

名
ば
か
り
復
興
五
輪
の

追
い
打
ち

　

そ
う
し
た
混
乱
の
極
み
状
態

に
追
い
打
ち
を
か
け
る
よ
う
に
、

来
月
か
ら
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

が
開
催
さ
れ
る
と
い
う
の
だ
。

　

目
の
前
の
大
課
題
も
解
決
で

き
な
い
の
に
、
さ
ら
に
こ
の
大

イ
ベ
ン
ト
に
も
対
応
す
る
と
い

う
の
で
あ
る
か
ら
、
成
功
の
確

率
は
、
太
い
ロ
ー
プ
を
針
の
穴

に
通
す
に
等
し
い
。
こ
う
し
た

向
こ
う
見
ず
な
決
断
を
す
る
政

府
は
完
全
に
バ
ラ
ン
ス
感
覚
を

失
っ
て
い
る
と
し
か
思
え
な
い
。

　
「
二
兎
を
追
う
者
は
一
兎
を

も
得
ず
」
と
は
ま
さ
に
こ
の
こ

と
で
あ
り
、
そ
の
結
果
を
見
る

の
が
恐
ろ
し
い
。

こ
れ
か
ら
東
北
が
な
す

べ
き
こ
と

　

あ
る
意
味
で
政
府
と
一
体
化

し
た
東
京
都
を
除
き
、
各
道
府

県
の
コ
ロ
ナ
禍
対
応
は
、
政
府

の
お
粗
末
さ
に
比
較
し
た
ら
断

然
良
い
。

　

今
更
な
が
ら
で
は
あ
る
が
、

各
道
府
県
の
知
事
会
の
決
定
に

政
府
が
従
う
形
で
あ
っ
た
な
ら

ば
、
こ
ん
な
状
況
に
追
い
込
ま

れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
悔
や

ま
れ
る
。

　

そ
れ
は
と
も
か
く
、
東
北
各

県
は
、
政
府
や
東
京
都
の
混
乱

に
付
き
合
う
必
要
は
な
い
。

　

幸
い
、
名
ば
か
り
の
復
興
五

輪
に
よ
る
影
響
も
最
小
限
に
と

ど
め
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。

　

む
し
ろ
こ
う
し
た
中
央
の
混

乱
を
遮
断
し
、
コ
ロ
ナ
禍
後
を

見
据
え
て
行
動
す
べ
き
で
あ　

コ
ロ
ナ
禍
後
の
課
題

　

そ
こ
で
、
こ
れ
ま
で
当
新
聞

が
何
度
も
取
り
上
げ
た
東
北
の

課
題
を
思
い
起
こ
し
て
み
よ
う
。

①　

ま
ず
は
、人
口
流
出
対
策

「
移
住
」
オ
ン
リ
ー
路
線
か
ら

「
ダ
ブ
ル
レ
ジ
デ
ン
ス
」（
複
数

居
住
）
戦
略
に
切
り
替
え
て
推

進
す
べ
き

②　

テ
レ
ワ
ー
ク
基
盤
整
備

こ
れ
ま
で
の
よ
う
な
大
企
業
誘

致
か
ら
テ
レ
ワ
ー
ク
受
け
容
れ

に
路
線
変
更
、
費
用
も
少
な
く

て
済
む

③　

ム
ラ
意
識
排
除

高
齢
化
集
落
は
排
他
的
傾
向
が

強
い
、
こ
れ
を
な
く
さ
な
い
と

住
み
つ
か
な
い

④　

転
居
ム
ラ
設
置

③
解
決
の
た
め
の
い
っ
そ
の
事
、

転
居
者
の
み
が
住
む
ム
ラ
で
も

建
設
し
て
は
ど
う
か

　

ど
う
か
、東
北
六
県
の
知
事
、

首
長
の
み
な
さ
ま
、団
結
し
て
、

上
記
施
策
を
推
進
さ
れ
て
は
ど

う
だ
ろ
う
か
？

都道府県別累計感染者数

（2021/6/14） 

朝日新聞データ

東京都         166,578 人

大阪府         101,897 人

神奈川県       64,336 人

愛知県           49,927 人

埼玉県           45,097 人

北海道           40,546 人

兵庫県           40,544 人

千葉県           38,527 人

福岡県           34,996 人

沖縄県           19,569 人

京都府           16,365 人

広島県           11,255 人

茨城県           10,147 人

岐阜県             9,096 人

宮城県　         9,036 人

（15 位）

静岡県　　  　8,881 人

群馬県             7,983 人

奈良県             7,961 人

岡山県             7,551 人

栃木県             6,688 人

熊本県             6,404 人

滋賀県             5,428 人

三重県             5,148 人

長野県             4,937 人

福島県             4,718 人

（25 位）

石川県             3,880 人

鹿児島県         3,594 人

大分県             3,468 人

新潟県             3,365 人

山口県             3,069 人

長崎県             3,068 人

宮崎県             3,053 人

愛媛県             2,736 人

和歌山県         2,653 人

佐賀県             2,539 人

青森県             2,448 人

（36 位）

香川県             2,066 人

山形県             2,011 人

（38 位）

富山県             1,964 人

山梨県             1,849 人

高知県             1,667 人

徳島県             1,646 人

岩手県             1,599 人

（43 位）

福井県             1,065 人

秋田県                763 人

（45 位）

島根県                550 人

鳥取県                466 人



2021 年（令和 3 年）6 月 16 日（水曜日）　　第 109 号　http://tohoku-saiko.jp/

【東北再興】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.

ヤキ族の鹿踊り

　

シ
リ
ー
ズ
【
東
北
の
郷
土
芸

能
】
の
第
二
回
目
は
【
し
し
踊

り
】
を
取
り
上
げ
る
。

　

タ
イ
ト
ル
に
は
【
し
し
踊

り
】
と
表
記
し
た
。
下
の
解
説

に
も
ほ
ん
の
一
部
を
紹
介
し
た

が
、
各
団
体
に
は
流
派
が
あ
り
、

そ
の
漢
字
表
記
は
さ
ま
ざ
ま
あ

る
。
そ
れ
を
間
違
え
る
と
大
変

な
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
わ

ざ
わ
ざ
ひ
ら
が
な
表
記
に
し
た
。

　

こ
の
郷
土
芸
能
の
ル
ー
ツ
は

さ
ま
ざ
ま
言
わ
れ
て
い
る
が
、

筆
者
は
「
狩
猟
民
族
」
と
し
て

の
遠
い
祖
先
の
匂
い
が
し
て
な

ら
な
い
の
だ
。
そ
れ
が
、
さ
ま

ざ
ま
な
郷
土
芸
能
と
混
じ
り
合

っ
て
、
い
ま
の
形
に
な
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
秘
か
に
思
っ
て

い
る
。

　

当
た
り
ま
え
の
よ
う
に
「
農

耕
民
族
」
と
言
わ
れ
て
き
た
列

島
の
日
本
人
の
伝
統
芸
能
と
は

趣
を
異
に
し
て
い
る
と
思
え
て

な
ら
な
い
。

　

発
祥
の
地
と
言
わ
れ
て
い
る

旧
伊
達
藩
領
域
と
い
う
の
も
、

な
ん
だ
か
そ
れ
を
裏
付
け
る
よ

う
な
気
が
し
て
く
る
。

　

ま
た
、
前
号
で
も
触
れ
た
が
、

夜
に
見
る
【
し
し
踊
り
】
は
野

性
的
な
荒
々
し
さ
を
感
じ
る
と

い
う
こ
と
も
あ
る
。

　

こ
の
テ
ー
マ
は
ず
っ
と
引
き

ず
っ
て
行
こ
う
と
思
う
。

　
　
　
　
　
　

＊

　

そ
う
い
え
ば
、
鹿
に
ま
つ
わ

る
踊
り
を
世
界
的
に
調
べ
て
い

っ
た
と
こ
ろ
、
非
常
に
興
味
深

い
事
実
に
行
き
当
た
っ
た
。

　

メ
キ
シ
コ
の
ソ
ノ
ラ
州
や
シ

ナ
ロ
ア
州
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国

の
ア
リ
ゾ
ナ
州
に
住
む
ヤ
キ

族
（Yaqui

）
に
は
、
頭
に
鹿

の
面
を
付
け
、
鳴
り
物
を
持

っ
て
踊
る
鹿
踊
りDanza del 

Venado 

が
あ
る
と
の
こ
と
。

作
家
の
故
城
山
三
郎
氏
が
著
書

『
望
郷
の
と
き　

侍
・
イ
ン
・

メ
キ
シ
コ
』
の
中
で
、
ヤ
キ
族

が
自
ら
を
日
本
人
の
子
孫
と
称

し
、
東
北
の
鹿
踊
り
に
似
た
踊

り
が
あ
る
ら
し
い
と
い
う
噂
に

つ
い
て
触
れ
て
い
る
よ
う
だ
。

　
【
し
し
踊
り
】
が
つ
な
ぐ
、

日
本
人
と
ヤ
キ
族
の
話
、
ど
う

や
っ
て
古
代
日
本
人
が
メ
キ
シ

コ
ま
で
渡
っ
た
か
な
ど
、
ロ
マ

ン
を
搔
き
立
て
ず
に
は
お
か
な

い
。

　
　
　
　
　

＊

　

こ
う
し
た
逸
話
ま
で
あ
る

【
し
し
踊
り
】
は
、
下
に
も
記

載
し
た
が
、
岩
手
県
を
中
心
に

し
た
イ
ベ
ン
ト
で
見
ら
れ
る
。

　

ぜ
ひ
生
の
【
し
し
踊
り
】
を

見
て
、
筆
者
の
言
っ
て
い
る
こ

と
が
け
っ
し
て
誇
張
で
は
な
い

こ
と
を
実
感
し
て
い
た
だ
き
た

い
も
の
だ
。

　

そ
の
際
は
、
昼
で
は
な
く
、

必
ず
夜
で
す
ぞ
！

シリーズ　【東北の郷土芸能】第2回

【しし踊り】について

① 【しし踊り】は鹿にまつわる伝統芸能であり、主に江戸時代の南部氏領（盛岡藩陸奥国領）、伊達
氏領（仙台藩・一関藩の陸奥国領、および、宇和島藩伊予国領）、 つまり現在の岩手県、宮城県、そし
て愛媛県宇和島市周辺で受け継がれている伝統舞踊である 
② 呼び方には「ししおどり」および「しかおどり」があるが、その表記はさまざま存在し、【鹿踊】、

【鹿躍】、【獅子踊】、【獅子躍】、【鹿子踊】、【鹿子躍】 があり、似通った漢字があり、注意しなければな
らない 
③ 踊りの形・様式 ：シカの頭部を模した鹿頭とそこから垂らした布で上半身を隠し、踊り手がシ
カの動きを表現するように上体を大きく前後に揺らし激しく跳びはね踊る 「太鼓踊系」の伝統的
な踊りは神社での神事やお盆に際して行われ、鹿頭をかぶった踊り手が8人（八ツ鹿踊）ないし12
人集まり、仲立を中心に各々が 役回りを持った演目が舞台に見立てた場所で踊られる
④ 踊り手が演奏を行うかどうかで大きく2つの系統に分けられる 
イ）踊り手が演奏を行わない「幕踊系」・・・ 踊り手は鹿頭から垂らした布幕を両手に持って踊り、踊
り手とは別に祭囃子の演奏者がいる
ロ）踊り手が演奏を行う「太鼓踊系」・・・ 腹につけた締太鼓を叩きながら踊る
⑤ 由来：様々な説があり特定できない。起源伝承に念仏踊りと共通するところがあり、発生の原点
は念仏踊りで、伝承の経路には山伏修験者が介在していたことを思わせる 概括的に見る限りで
は、命を失ったものの怨霊を鎮魂し、祖霊精霊の供養のためと思われる
⑥ 「太鼓踊系」流派：大きく行山流（ぎょうざん）、金津流（かなつ）、春日流（かすが）の3つに分類さ
れる 最も古い行山流から、金津流および春日流が分派し、行山流においても諸派（仰山流、山口流、
奥野流、奥山行山流、早川流ほか）に分かれた 行山流は現・宮城県本吉郡南三陸町志津川、金津流は
現・宮城県仙台市泉区（旧・宮城郡国分松森村）、春日流は現・岩手県花巻市東和が発祥地と 考えら
れている 
⑦ 主なイベント 
イ）岩手県花巻市・・・「花巻まつり」では、太鼓踊系鹿踊の各団体が、それぞれの演目で一斉に踊る 
ロ）岩手県北上市・・・「北上・みちのく芸能まつり」では鬼剣舞がメインとなっているものの、多く
の太鼓踊系鹿踊の演目が舞われ、鹿踊のパレードも行われる
ハ）岩手県奥州市江刺・・・「江刺甚句まつり」（5月上旬）や「みちのく盂蘭盆まつり」（8月中旬）で

「百鹿大群舞」が踊られるようになった。 えさし藤原の郷では、八ツ鹿踊の定期公演が4月下旬か
ら11月上旬の毎週日曜日午前・午後2回行われ、8月16日には「百鹿大群舞」が行われている 
二）宮城県栗原市一迫町・・・「みちのく鹿踊り大会」では、岩手・宮城両県の鹿踊団体が複数集まる 

ナゾ多き由来にロマンを感じる郷土芸能



2021 年（令和 3 年）6 月 16 日（水曜日）　　第 109 号　http://tohoku-saiko.jp/

【東北再興】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.

今回は松本さんがお休みのため6月が旬の魚介類を紹介します！
6月は魚介類の種類も大変多く、全部取り上げるのはむずかしいのでほんの一部を！

延期から 1 年半経ちました。日本酒好きにとっては『地獄の日々』
でした。でも、酒蔵の皆さんは比べものにならないくらい大変だと
思います。居酒屋での飲酒が解禁されたら【1 年半のブランク】を
埋めるほどにタラフクいただこうと思います。それまでは家飲み
で辛抱します。早く美味しい東北地酒をみんなと酌み交わしたい！　

水産業再興のための料理レシピ紹介
第82回 

ホヤ：刺身や酢の物が一般的！ 岩ガキ：養殖物の旬とは違います！ マダコ：国産物が少なくなってます！

キス：天ぷらが美味しい！ 鱧（はも）：湯引きの梅肉添え、いいですね！ ホッケ：昔はよくホッケ定食たべたなあ！
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写真でお伝えする  東北の風景                   写真撮影   尾崎匠

『6 月の花々でコロナ禍をぶっ飛ばせ！』
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生
き
て
い
る
八
幡
平

　

八
幡
平
（
は
ち
ま
ん
た
い
）

は
岩
手
県
と
秋
田
県
の
県
境
に

位
置
す
る
標
高
一
六
一
四
メ
ー

ト
ル
の
台
地
状
の
火
山
で
あ
る
。

以
前
は
国
内
に
お
け
る
楯
状
火

山
（
ア
ス
ピ
ー
テ
）
の
代
表
例

と
言
わ
れ
、
学
校
の
授
業
で
も

そ
う
習
っ
た
記
憶
が
あ
る
が
、

そ
の
後
こ
の
見
方
は
否
定
さ
れ
、

今
で
は
成
層
火
山
が
侵
食
を
受

け
て
台
地
状
に
な
っ
た
も
の
と

考
え
ら
れ
て
い
る
。

　

一
帯
は
十
和
田
八
幡
平
国

立
公
園
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。

八
五
四
〇
九
ヘ
ク
タ
ー
ル
に

及
ぶ
面
積
を
持
ち
、
国
立
公
園

の
中
で
は
十
番
目
の
広
さ
で
あ

る
。
八
幡
平
ア
ス
ピ
ー
テ
ラ
イ

ン
や
八
幡
平
樹
海
ラ
イ
ン
と
い

っ
た
山
岳
道
路
も
整
備
さ
れ
て

お
り
、
山
頂
近
く
の
駐
車
場
か

ら
山
頂
ま
で
は
徒
歩
で
約
20
分

で
行
け
る
。
た
だ
し
、
山
頂
か

ら
の
眺
望
は
そ
れ
ほ
ど
で
も
な

く
、
奥
羽
山
脈
の
雄
大
な
景
色

が
眺
め
ら
れ
る
ビ
ュ
ー
ス
ポ
ッ

ト
は
、
見
返
峠
や
大
深
沢
展
望

台
な
ど
、
山
頂
近
く
の
別
の
と

こ
ろ
に
あ
る
。

　

こ
の
な
だ
ら
か
な
山
容
を
持

つ
山
が
紛
れ
も
な
い
、
今
も
生

き
て
い
る
火
山
で
あ
る
こ
と
を

実
感
さ
せ
る
の
は
、
そ
の
多
様

な
温
泉
の
存
在
で
あ
る
。
岩
手

県
側
に
は
、
標
高
一
四
〇
〇
メ

ー
ト
ル
と
い
う
東
北
で
最
高
地

に
あ
る
藤
七
温
泉
、
近
く
に
日

本
初
の
地
熱
発
電
所
が
あ
る
松

川
温
泉
、
秋
田
県
側
に
は
、
箱

蒸
し
風
呂
や
泥
風
呂
な
ど
様
々

な
温
泉
浴
が
で
き
る
後
生
掛
温

泉
、
八
幡
平
で
最
も
歴
史
が
あ

る
と
い
う
蒸
ノ
湯
温
泉
、
日
本

一
の
湯
量
、
湯
温
、
酸
性
度
を

持
つ
玉
川
温
泉
な
ど
、
多
彩
で

数
多
く
の
温
泉
が
あ
る
。
八
幡

平
周
辺
で
、
源
泉
が
異
な
る
温

泉
宿
に
泊
ま
り
歩
く
と
す
れ
ば
、

ゆ
う
に
一
ヶ
月
は
掛
か
る
と
思

わ
れ
る
。

「
八
幡
平
」の
名
の
由
来

　

こ
の
八
幡
平
、
東
北
の
中
で

も
有
名
な
山
で
は
あ
る
が
、
ど

の
よ
う
な
経
緯
で
そ
う
名
付
け

ら
れ
た
の
か
よ
く
分
か
ら
な
い

と
こ
ろ
が
あ
る
。
一
応
、
そ
の

名
前
の
由
来
と
し
て
は
以
下
の

よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
東

北
の
蝦
夷
征
伐
の
命
を
受
け
た

征
夷
大
将
軍
の
坂
上
田
村
麻
呂

が
、
頂
上
付
近
で
、
瑠
璃
色
の

水
を
た
た
え
た
沼
や
美
し
い
花

が
咲
い
て
い
る
場
所
を
発
見
し
、

そ
の
美
し
さ
に
感
動
し
、
全
軍

を
そ
の
場
に
集
め
て
戦
の
神
様

で
あ
る
八
幡
大
菩
薩
に
必
勝
祈

願
し
た
。
そ
の
後
、
蝦
夷
に
勝

利
し
た
坂
上
田
村
麻
呂
が
再
び

山
頂
に
登
り
、
八
幡
大
菩
薩
に

戦
勝
報
告
し
、
感
謝
を
こ
め
て

こ
の
山
を
「
八
幡
平
」
と
呼
ぶ

こ
と
と
し
た
、
と
い
う
も
の
で

あ
る
。

　

史
実
か
ら
言
え
ば
、
坂
上
田

村
麻
呂
は
こ
の
地
ま
で
は
来
て

い
な
い
の
で
、
そ
も
そ
も
名
前

の
由
来
と
し
て
は
眉
唾
な
話
で

あ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
こ
の

言
い
伝
え
で「
八
幡
平
」の「
八

幡
」
ま
で
は
説
明
で
き
る
が
、

「
平
」
の
方
の
説
明
は
何
ら
な

さ
れ
て
い
な
い
。
山
頂
が
平
ら

だ
っ
た
か
ら
「
平
」
と
付
け
た

の
か
。
実
際
、
静
岡
に
あ
る
大

和
武
尊
伝
説
に
由
来
す
る
丘
陵

地
が
「
日
本
平
」
と
呼
ば
れ
て

い
る
例
も
あ
る
。
た
だ
、
そ
れ

な
ら
ば
「
平
」
は
日
本
平
と
同

様
に
「
だ
い
ら
」
ま
た
は
「
た

い
ら
」
と
呼
ば
れ
て
然
る
べ
き

で
あ
る
。に
も
か
か
わ
ら
ず「
は

ち
ま
ん
だ
い
ら
」
で
も
「
は
ち

ま
ん
た
い
ら
」
で
も
な
く
、「
は

ち
ま
ん
た
い
」
と
呼
ば
れ
て
い

る
の
が
不
思
議
と
言
え
ば
不
思

議
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、「
平
」

に
「
た
い
」
と
い
う
読
み
方
は

本
来
な
い
の
で
あ
る
。
坂
上
田

村
麻
呂
由
来
で
は
な
い
名
前
の

由
来
が
他
に
あ
る
の
か
ど
う
か
、

少
し
調
べ
た
限
り
で
は
見
つ
け

ら
れ
な
か
っ
た
が
、
興
味
を
そ

そ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
も
あ
り
、

い
ず
れ
詳
し
く
調
べ
て
み
た
い

も
の
で
あ
る
。

一
週
間
ち
ょ
っ
と
し
か

見
ら
れ
な
い
風
景

　

そ
の
よ
う
な
八
幡
平
に
、
一

年
の
う
ち
五
月
下
旬
か
ら
六
月

中
旬
く
ら
い
の
間
だ
け
現
れ
る

景
色
が
あ
る
。「
ド
ラ
ゴ
ン
ア

イ
」
で
あ
る
。
八
幡
平
の
山
頂

付
近
に
あ
る
鏡
沼
と
い
う
沼
が

雪
解
け
す
る
際
に
、
大
き
な
目

玉
の
よ
う
な
形
に
な
る
こ
と
か

ら
、
誰
が
名
付
け
た
か
い
つ
の

頃
か
ら
か
そ
う
呼
ば
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。

　

冬
の
間
は
凍
結
し
、
雪
原
の

中
に
埋
も
れ
て
い
る
が
、
春
に

な
り
周
囲
の
雪
解
け
水
が
鏡
沼

に
注
ぎ
込
む
と
、
沼
の
周
囲
は

雪
が
解
け
、
中
央
部
の
み
雪
が

残
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
中
央

部
に
残
っ
た
雪
の
中
心
部
に
あ

る
雪
が
解
け
る
と
そ
れ
が
「
黒

目
」
の
よ
う
に
見
え
る
よ
う
に

な
る
。
そ
の
よ
う
に
な
っ
て
ド

ラ
ゴ
ン
ア
イ
は「
開
眼
」と
な
る
。

　

地
元
で
は
よ
く
知
ら
れ
た
現

象
だ
っ
た
が
、
こ
こ
数
年
各
種

メ
デ
ィ
ア
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
、

Ｓ
Ｎ
Ｓ
等
ネ
ッ
ト
上
で
も
画
像

が
頻
繁
に
投
稿
さ
れ
る
な
ど
し

て
よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
今
や
週
末
な
ど
、
山
頂
近

く
の
駐
車
場
が
満
車
と
な
り
、

空
き
待
ち
の
車
で
大
渋
滞
が
発

生
す
る
ほ
ど
の
人
気
ス
ポ
ッ
ト

と
な
っ
た
。

　

今
年
は
春
先
の
気
温
変
化
が

い
つ
も
と
違
っ
た
の
か
、
雪
解

け
前
に
降
っ
た
大

雨
の
影
響
が
あ
っ

た
の
か
、
あ
ち
こ

ち
に
亀
裂
が
入
る

な
ど
し
て
例
年
と

は
異
な
る
形
に
な

っ
て
し
ま
っ
た
が
、

と
り
あ
え
ず
六
月

上
旬
に
「
開
眼
」

し
た
。
開
眼
し
て

か
ら
中
央
部
の
雪

が
解
け
て
目
玉
の

形
が
崩
れ
て
し
ま

う
ま
で
は
一
週
間

ち
ょ
っ
と
程
度
し

か
な
か
っ
た
り
す

る
の
で
、
本
当
に
貴
重
な
景
色

で
あ
る
。

八
幡
平
に
残
る
龍
の
伝

説
と
ク
ラ
フ
ト
ビ
ー
ル

　

こ
の
鏡
沼
の
雪
解
け
が
「
ド

ラ
ゴ
ン
ア
イ
」
と
名
付
け
ら
れ

た
の
は
、
こ
の
地
域
に
龍
が
棲

む
と
い
う
伝
説
の
存
在
も
大
き

か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
山

麓
に
「
金
沢
清
水
」
と
総
称
さ

れ
る
七
箇
所
の
湧
水
群
が
あ
る
。

そ
れ
に
つ
い
て
、
こ
の
地
域
に

棲
ん
で
い
た
七
つ
の
頭
を
持
つ

龍
が
地
中
に
潜
り
、
そ
こ
か
ら

地
表
に
頭
を
出
し
た
七
箇
所
が

こ
の
清
水
の
湧
水
口
に
な
っ
た
、

と
い
う
言
い
伝
え
が
あ
る
。

　

こ
の
「
ド
ラ
ゴ
ン
ア
イ
」
を

製
品
の
名
に
冠
し
た
ビ
ー
ル
も

あ
る
。
東
京
に
あ
る
「
暁
ブ
ル

ワ
リ
ー
」
が
昨
年
、
こ
の
八
幡

平
の
地
に
新
し
く
醸
造
所
を
設

け
た
。「
八
幡
平
フ
ァ
ク
ト
リ

ー
」
と
名
付
け
ら
れ
た
醸
造
所

が
こ
こ
に
設
け
ら
れ
た
大
き
な

理
由
が
こ
の
、
金
沢
清
水
の
水

の
存
在
だ
っ
た
そ
う
で
あ
る
。

「
日
本
名
水
百
選
」
の
一
つ
に

も
選
ば
れ
た
、
八
幡
平
が
育
ん

だ
ミ
ネ
ラ
ル
豊
富
な
水
に
暁
ブ

ル
ワ
リ
ー
の
社
長
が
惚
れ
込
み
、

休
止
し
て
い
た
第
三
セ
ク
タ
ー

の
施
設
を
買
い
取
っ
て
ク
ラ
フ

ト
ビ
ー
ル
の
醸
造
所
に
改
装
し

た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
名
水
に
ふ
さ
わ
し
い
ビ

ー
ル
を
、
と
い
う
こ
と
で
、
ビ

ー
ル
の
原
料
と
な
る
麦
芽
や
ホ

ッ
プ
は
す
べ
て
、
農
薬
や
化
学

肥
料
、
遺
伝
子
組
み
換
え
技
術

な
ど
を
使
用
し
な
い
オ
ー
ガ
ニ

ッ
ク
な
も
の
と
し
て
い
る
。
私

が
知
る
限
り
、
一
部
の
製
品
が

オ
ー
ガ
ニ
ッ
ク
な
ク
ラ
フ
ト
ビ

ー
ル
と
い
う
醸
造
所
は
あ
る
が
、

醸
造
所
で
造
る
ビ
ー
ル
が
す
べ

て
オ
ー
ガ
ニ
ッ
ク
と
い
う
と
こ

ろ
は
、
少
な
く
と
も
東
北
に
は

他
に
見
当
た
ら
ず
、
全
国
で
見

て
も
か
な
り
稀
有
な
存
在
な
の

で
は
な
い
か
と
思
う
。
一
年
の

間
で
ご
く
限
ら
れ
た
期
間
に
し

か
見
ら
れ
な
い
「
ド
ラ
ゴ
ン
ア

イ
」
の
名
を
冠
す
る
に
ふ
さ
わ

し
い
ビ
ー
ル
と
言
え
る
。

　

現
在
、
四
種
類
の
ビ
ー
ル
が

缶
ビ
ー
ル
で
出
て
い
る
。
缶
に

は
「
ド
ラ
ゴ
ン
ア
イ
」
が
描
か

れ
、
そ
の
反
対
側
に
は
龍
の
絵

が
描
か
れ
て
い
る
。「
ド
ラ
ゴ

ン
ア
イ
」
を
眺
め
な
が
ら
飲
む

ビ
ー
ル
に
こ
れ
ほ
ど
ふ
さ
わ
し

い
ビ
ー
ル
は
な
い
と
言
え
る
。

醸
造
所
で
直
接
買
え
、
八
幡
平

の
山
頂
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
の
売
店

や
八
幡
平
市
の
「
道
の
駅
に
し

ね
」
な
ど
で
も
買
え
る
他
、
岩

手
県
内
の
フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー
ト

で
も
購
入
で
き
る
そ
う
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、「
道
の
駅
に
し
ね
」

の
レ
ス
ト
ラ
ン
で
は
、
地
元
の

ほ
う
れ
ん
草
を
使
っ
た
緑
の
カ

レ
ー
を
鏡
池
に
、
温
泉
玉
子
を

載
せ
た
ご
飯
を
「
ド
ラ
ゴ
ン
ア

イ
」
に
見
立
て
た
、
こ
の
「
ド

ラ
ゴ
ン
ア
イ
」
が
見
ら
れ
る
期

間
の
み
の
限
定
メ
ニ
ュ
ー
「
ド

ラ
ゴ
ン
ア
イ
カ
レ
ー
」
が
食
べ

ら
れ
る
。

各
地
に
あ
る
「
ド
ラ
ゴ

ン
ア
イ
」

　

さ
て
、「
ド
ラ
ゴ
ン
ア
イ
」

と
い
う
の
は
八
幡
平
に
だ
け
あ

る
も
の
だ
と
思
っ
て
い
た
が
、

実
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
以

前
、
ｆ
ａ
ｃ
ｅ
ｂ
ｏ
ｏ
ｋ
に
友

人
が
、
奄
美
大
島
の
龍
郷
町
の

「
ド
ラ
ゴ
ン
ア
イ
」
の
画
像
を

投
稿
し
て
い
て
、
そ
れ
で
奄
美

大
島
に
も
「
ド
ラ
ゴ
ン
ア
イ
」

が
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。
奄
美

大
島
の
「
ド
ラ
ゴ
ン
ア
イ
」
は

年
に
二
回
、
海
沿
い
を
走
る
道

路
に
あ
る
ト
ン
ネ
ル
の
向
こ
う

側
に
夕
日
が
見
え
、
そ
の
様
が

ま
る
で
龍
の
眼
の
よ
う
だ
と
い

う
こ
と
で
や
は
り
「
ド
ラ
ゴ
ン

ア
イ
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
八
幡
平
の

ド
ラ
ゴ
ン
ア
イ
は
「
青
い
龍
」、

奄
美
大
島
の
ド
ラ
ゴ
ン
ア
イ
は

「
赤
い
龍
」
の
よ
う
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
調
べ
て
み
る
と
、
八

幡
平
と
奄
美
大
島
以
外
に
も

「
ド
ラ
ゴ
ン
ア
イ
」
は
存
在
す

る
よ
う
で
あ
る
。
少
な
く
と
も

白
山
の
翠
ヶ
池
、
御
嶽
山
の
三

ノ
池
も
「
ド
ラ
ゴ
ン
ア
イ
」
と

呼
ば
れ
て
い
た
。
こ
ち
ら
は
八

幡
平
と
同
様
、
雪
解
け
の
時
期

に
見
ら
れ
る「
青
い
龍
」の「
ド

ラ
ゴ
ン
ア
イ
」
で
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
て
見
て
く
る
と
、
つ

く
づ
く
こ
の
情
報
伝
達
の
技
術

が
発
達
し
た
現
代
に
お
い
て
も
、

意
外
に
自
分
た
ち
が
住
ん
で
い

る
以
外
の
地
域
の
こ
と
に
つ
い

て
は
ま
だ
ま
だ
知
ら
な
い
こ
と

が
多
い
と
い
う
こ
と
を
実
感
す

る
。「
ド
ラ
ゴ
ン
ア
イ
」
に
つ

い
て
も
、
こ
こ
に
挙
げ
た
以
外

に
も
ま
だ
ま
だ
他
地
域
に
知
ら

れ
て
い
な
い
も
の
が
あ
る
に
違

い
な
い
。
こ
の
連
載
で
よ
く
東

北
圏
域
内
で
の
連
携
を
呼
び
掛

け
る
内
容
の
こ
と
を
書
い
て
い

る
が
、
こ
の
全
国
に
存
在
す
る

「
ド
ラ
ゴ
ン
ア
イ
」
の
こ
と
か

ら
、
一
つ
の
テ
ー
マ
で
他
地
域

と
の
連
携
を
図
る
こ
と
の
可
能

性
の
大
き
さ
に
も
思
い
が
至
っ

た
次
第
で
あ
る
。
と
り
あ
え
ず
、

「
ド
ラ
ゴ
ン
ア
イ
」
に
つ
い
て

は
、「
全
国
ド
ラ
ゴ
ン
ア
イ
マ

ッ
プ
」
な
ど
作
っ
て
、
一
緒
に

盛
り
上
げ
て
い
け
た
ら
面
白
い

か
も
知
れ
な
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

八
幡
平
の
「
ド
ラ
ゴ
ン
ア
イ
」
、

各
地
の
「
ド
ラ
ゴ
ン
ア
イ
」
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狛犬が鳥を食った ニホンタンポポ 水鏡

マイヅルソウ

水鏡 5

ダケカンバ

水鏡 5

鳥ミング

シリーズ

遠野
の自然

「遠野
の芒種」

遠野 1000 景
より

思
い
を
強
く
す
る
。
そ
し
て
安

心
す
る
。
不
動
の
も
の
を
確
認

し
て
は
じ
め
て
落
ち
着
く
。

　

動
物
も
植
物
も
、
生
ま
れ
、

盛
り
を
迎
え
、
衰
え
、
そ
し
て

死
ん
で
い
く
が
、
け
っ
し
て
嘆

い
た
り
、
抗
っ
た
り
し
な
い
。

　

人
間
の
暮
ら
す
環
境
が
ど
の

よ
う
に
変
化
し
よ
う
と
、
ま
た

何
ら
か
の
変
化
に
慌
て
ふ
た
め

き
大
騒
ぎ
し
よ
う
と
大
自
然
は

そ
の
運
行
を
止
め
な
い
。

　

四
季
の
推
移
と
と
も
に
変
化

す
る
遠
野
の
風
景
を
、
写
真
を

通
し
て
み
る
た
び
に
そ
う
し
た

我
が
身
に
起
こ
る
そ
う
し
た
変

化
を
静
か
に
受
け
入
れ
、
楽
し

ん
で
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

　

人
間
の
理
想
の
生
活
は
そ
う

し
た
も
の
だ
ろ
う
が
、
な
か
な

か
そ
の
よ
う
に
は
達
観
で
き
な

い
生
き
物
の
よ
う
だ
。
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先
日
私
の
散
ら
か
っ
た
部
屋

を
整
理
し
て
い
た
ら
、
あ
る
懐

か
し
い
一
冊
の
本
が
出
て
き
た
。

　

そ
れ
は『
イ
ン
パ
ク
シ
ョ
ン
』

と
い
う
Ａ
５
サ
イ
ズ
の
定
期
刊

行
物
で
、
そ
の
表
紙
に
は
、『
特

集
・
地
方
か
ら
「
東
京
政
治
」

を
撃
つ
』
と
あ
る
。
二
〇
一
三

年
、
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
招
致

が
成
功
し
た
と
い
う
報
道
が
為

さ
れ
た
直
後
に
編
纂
さ
れ
た
も

の
だ
。

　

当
時
の
私
は
こ
の
五
輪
招
致

に
対
し
強
い
憤
り
の
感
情
を
抱

い
て
お
り
、
こ
の
表
紙
の
イ
ン

パ
ク
ト
一
つ
で
、
普
段
ま
ず
買

わ
な
い
よ
う
な
政
治
色
の
強
い

当
雑
誌
を
手
に
し
た
訳
で
あ
る
。

　

招
致
以
前
、
東
日
本
大
震
災

か
ら
の
復
興
に
は
ほ
ど
遠
い
と

い
う
世
論
と
地
域
の
声
が
あ
っ

た
が
、
招
致
決
定
後
は
マ
ス
コ

ミ
が
掌
を
返
す
よ
う
に
五
輪
歓

迎
ム
ー
ド
を
盛
り
上
げ
た
と
、

当
雑
誌
に
は
あ
る
。
そ
も
そ
も

福
島
の
事
故
原
発
が
東
北
に
リ

ス
ク
を
負
わ
せ
た
上
で
東
京
に

電
力
＝
富
を
供
給
し
て
い
た
と

い
う
事
実
に
も
関
わ
ら
ず
、
更

に
そ
の
災
厄
を
ネ
タ
に
「
復
興

五
輪
」
と
称
し
て
招
致
を
狙
っ

た
と
い
う
委
員
会
の
魂
胆
が
被

災
地
の
怒
り
を
買
っ
た
。
当
然

の
流
れ
と
し
て
東
京
の
五
輪
準

備
と
称
す
る
大
規
模
再
開
発
の

為
、
復
興
の
腕
を
奪
わ
れ
た
東

北
の
進
展
は
遅
れ
を
取
る
と
い

う
事
に
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　

＊

　

後
に
ネ
ッ
ト
上
で
調
べ
る
と
、

当
雑
誌
『
イ
ン
パ
ク
シ
ョ
ン
』

は
「
左
翼
系
雑
誌
」
と
い
う
事

で
、
原
発
反
対
と
か
死
刑
制
度

反
対
と
か
、
沖
縄
へ
の
政
府
の

対
応
に
対
す
る
批
判
、
朝
鮮
・

中
国
へ
の
侵
略
へ
の
反
省
と
か

を
テ
ー
マ
に
し
た
記
事
が
多
く
、

反
体
制
・
反
日
本
政
府
と
い
っ

た
主
旨
で
、
各
執
筆
者
の
傾
向

は
一
致
し
て
い
る
よ
う
な
の
で

あ
っ
た
。
因
み
に
右
翼
・
左
翼

と
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
時
の
議
会

に
お
け
る
議
席
配
置
に
由
来
し
、

右
派
が
国
家
・
民
族
・
保
守
各

主
義
を
原
則
と
し
て
い
る
の
に

対
し
、
左
派
は
反
国
家
・
平
等

・
変
革
各
主
義
を
掲
げ
て
き
た
。

　

左
派
が
そ
の
思
想
を
展
開
さ

せ
て
共
産
・
社
会
主
義
革
命
を

起
こ
し
、
世
界
各
地
で
新
国
家

を
樹
立
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
ら

の
ほ
と
ん
ど
が
独
裁
的
恐
怖
政

治
に
陥
り
理
想
国
家
と
し
て
は

失
敗
、
日
本
で
も
全
共
闘
や
連

合
赤
軍
の
結
末
に
よ
り
左
翼
的

な
思
想
を
前
面
に
出
す
事
は
多

く
の
人
に
と
っ
て
憚
ら
れ
る
事

と
な
っ
た
。
と
は
言
え
、
資
本

主
義
の
生
む
不
平
等
社
会
に
国

民
年
金
や
労
働
組
合
な
ど
の
社

会
主
義
的
相
互
扶
助
制
度
を
取

り
入
れ
る
事
に
よ
っ
て
、
私
達

の
生
活
は
バ
ラ
ン
ス
を
保
っ
て

き
た
と
言
え
る
か
も
知
れ
な
い
。

　

と
こ
ろ
で
左
翼
寄
り
と
さ
れ

る
考
え
方
の
中
に
は
「
中
央
対

地
方
」「
反
東
京
至
上
主
義
」

と
い
う
傾
向
も
あ
る
ら
し
く
、

つ
ま
り
左
翼
系
と
さ
れ
る
当
雑

誌
に
お
い
て
、
今
回
の
東
京
五

輪
招
致
は
国
家
に
よ
る
権
力
の

乱
用
で
あ
り
、
国
民
へ
の
搾
取

と
弾
圧
の
象
徴
で
も
あ
っ
た
。

『「
ア
ン
ダ
ー
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
」

と
世
界
を
騙
し
た
安
倍
・
猪
瀬

の
言
動
は
い
ず
れ
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
で
き
な
い
よ
う
な
代
償
を
伴

な
う
事
に
な
る
だ
ろ
う
（
要

約
）』
と
い
う
序
文
で
の
一
節

に
は
、
今
を
生
き
る
人
な
ら
ば
、

も
は
や
誰
も
が
戦
慄
を
覚
え
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

お
そ
ら
く
書
き
手
自
身
が
こ

れ
を
記
し
た
当
時
、
想
像
も
し

得
な
か
っ
た
「
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

で
き
な
い
よ
う
な
代
償
」
が
日

本
を
襲
い
、
の
み
な
ら
ず
世
界

を
既
に
一
年
以
上
、
も
し
か
す

る
と
今
後
尚
数
年
、
席
巻
す
る

現
実
が
目
前
に
あ
る
の
だ
か
ら
。

　

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
つ
い
て
は
、

以
前
に
も
宮
城
県
出
身
の
漫
画

家
に
よ
る
『
Ａ
Ｋ
Ｉ
Ｒ
Ａ
』
の

予
言
云
々
と
い
う
事
で
言
及
し

た
の
だ
が
、
い
よ
い
よ
開
催
予

定
と
さ
れ
る
期
日
が
迫
り
な
が

ら
、
感
染
症
の
蔓
延
状
況
は
改

善
せ
ず
、
今
度
は
日
本
政
府
の

み
な
ら
ず
国
際
五
輪
委
員
会
自

体
が
世
間
の
反
感
を
買
う
発
言

を
連
発
し
出
し
て
混
沌
ぶ
り
は

度
を
越
し
て
き
て
い
る
。

　

五
輪
招
致
か
ら
八
年
、
そ
も

そ
も
当
初
か
ら
競
技
場
や
エ
ン

ブ
レ
ム
を
巡
る
問
題
を
始
め
数

々
の
ト
ラ
ブ
ル
に
見
舞
わ
れ
て

き
た
事
は
誰
も
が
周
知
で
あ
る

が
、
こ
こ
数
年
は
何
事
も
な
く
、

い
ろ
い
ろ
あ
っ
た
が
結
局
滞
り

な
く
五
輪
は
開
催
さ
れ
る
の
だ

ろ
う
な
と
思
っ
た
ら
、
と
ん
で

も
な
か
っ
た
訳
で
あ
る
。
本
稿

を
執
筆
時
点
で
は
ま
だ
強
行
開

催
と
い
う
事
に
な
っ
て
い
る
が
、

正
直
一
寸
先
が
ど
う
な
っ
て
い

る
か
わ
か
ら
な
い
状
況
だ
。

　

そ
れ
に
し
て
も
一
体
、
ど
う

し
て
こ
の
よ
う
な
事
に
な
っ
て

い
る
の
だ
ろ
う
か
？
世
界
の
情

勢
は
と
も
か
く
、
何
故
国
内
の

事
が
こ
う
も
上
手
く
い
か
な
い

の
か
、
優
秀
な
人
材
で
あ
っ
た

は
ず
の
政
治
家
ら
が
守
備
よ
く

判
断
し
動
く
事
が
で
き
な
い
の

は
何
故
な
の
か
？
も
し
や
本
当

に
「
呪
い
」
は
現
実
に
あ
り
、

「
東
京
五
輪
中
止
」
と
発
表
が

な
っ
た
途
端
、
霧
が
一
気
に
晴

れ
る
よ
う
に
全
て
が
解
決
し
て

し
ま
う
の
で
は
な
い
か
・
・
そ

ん
な
非
科
学
的
な
事
ま
で
考
え

る
程
で
あ
る
。
こ
う
な
る
と
、

こ
の
期
に
及
ん
で
「
ア
ル
マ
ゲ

ド
ン
が
来
な
い
限
り
開
催
」
な

ど
と
言
っ
て
い
た
ら
、
洒
落
で

は
な
く
本
当
に
最
終
的
・
破
滅

的
な
出
来
事
が
ト
ド
メ
を
差
し

に
こ
な
い
と
も
限
る
ま
い
、
と

思
え
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　

五
輪
招
致
の
背
景
に
浮
か
び

上
が
る
東
京
と
地
方
と
の
関
係

を
考
察
し
た
記
事
は
、
東
北
に

住
む
人
間
に
は
切
実
に
引
き
付

け
ら
れ
る
興
味
深
い
箇
所
だ
。

　

特
に
戦
後
の
集
団
就
職
な
ど

で
東
京
に
定
住
し
た
世
代
の
子

供
た
ち
が
首
都
圏
を
離
れ
ず
、

ま
た
そ
の
子
供
た
ち
が
地
方
を

知
ら
ぬ
ま
ま
更
な
る
都
心
回
帰

に
動
く
の
が
現
在
の
「
超
都
市

化
」
と
も
い
え
る
東
京
一
極
集

中
の
新
た
な
局
面
な
の
だ
と
い

う
記
述
は
印
象
深
い
。
こ
の
事

が
東
京
の
地
方
へ
の
無
理
解
、

配
慮
の
欠
如
に
繋
が
っ
て
い
る

の
で
は
な
い
か
と
い
う
主
張
で

あ
る
が
、
一
方
で
個
人
・
企
業

レ
ベ
ル
で
は
地
方
へ
の
関
心
を

強
め
可
能
性
を
見
出
す
事
例
も

決
し
て
珍
し
く
な
く
、
地
方
を

知
ら
ず
に
育
っ
た
新
た
な
世
代

が
逆
に
東
京
に
限
界
を
感
じ
、

未
知
な
る
外
界
と
し
て
の
地
方

を
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
と
す
る
、
そ

の
一
見
さ
さ
や
か
な
動
き
も
ま

た
新
た
な
局
面
と
見
る
べ
き
で

は
な
い
か
と
も
感
じ
る
。

　
『
イ
ン
パ
ク
シ
ョ
ン
』
に
は

他
に
も
気
に
な
る
点
が
あ
る
。

「
放
射
能
に
汚
染
さ
れ
た
東
日

本
か
ら
逃
れ
、
西
日
本
に
移
住

す
る
事
を
お
す
す
め
す
る
」

と
い
っ
た
論
調
の
記
事
が
散
見

さ
れ
た
事
だ
。
当
然
、「
棄
郷
」

す
べ
き
地
と
暗
に
示
さ
れ
た
土

地
に
は
東
北
も
含
ま
れ
て
い
る
。

そ
の
よ
う
な
記
事
に
は
、「
今

後
、
東
京
か
ら
は
多
く
の
人
々

が
脱
出
し
、
西
日
本
各
地
に
人

口
大
移
動
が
起
き
て
、
新
た
な

東
京
が
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
誕
生

す
る
だ
ろ
う
」
と
い
う
よ
う
な

希
望
？
的
展
望
が
見
え
隠
れ
し

て
い
た
。
無
論
、
二
〇
一
三
年

当
時
は
未
だ
原
発
事
故
に
よ
る

放
射
能
被
害
へ
の
不
安
・
恐
怖

心
は
新
鮮
な
も
の
で
あ
っ
た
か

ら
、
三
百
キ
ロ
離
れ
た
首
都
圏

以
前
に
、
百
キ
ロ
足
ら
ず
の
仙

台
始
め
と
す
る
東
北
南
部
な
ど
、

十
年
後
に
は
廃
墟
に
な
っ
て
い

る
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
る

人
も
い
な
く
は
な
か
っ
た
か
も

知
れ
な
い
（
事
実
事
故
当
時
私

は
原
発
関
連
の
上
層
に
勤
務
す

る
友
人
か
ら
最
悪
の
事
態
の
可

能
性
を
示
唆
す
る
―
即
ち
東
北

全
体
が
汚
染
さ
れ
る
か
も
知
れ

な
い
、
と
い
う
内
容
の
メ
ー
ル

を
受
け
取
っ
て
い
る
）。

　

と
こ
ろ
が
結
果
的
に
は
幸
運

に
も
、
仙
台
・
宮
城
ど
こ
ろ
か

福
島
県
の
ほ
と
ん
ど
の
地
域
で

は
普
通
の
生
活
が
戻
っ
て
い
る

し
、
最
早
ど
こ
に
も
「
東
北
・

関
東
を
捨
て
て
西
日
本
へ
移
住

す
る
」
な
ど
と
い
う
話
は
聞
か

れ
な
い
上
に
、「
東
京
か
ら
人

々
が
流
出
し
て
地
方
に
新
た
な

東
京
が
誕
生
す
る
」
な
ど
と
い

う
事
は
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
で
あ
り
、

東
京
一
極
集
中
の
傾
向
は
現
在

の
深
刻
な
コ
ロ
ナ
禍
の
中
で
も

全
く
変
わ
る
事
な
く
続
い
て
い

る
の
で
あ
る
。
結
果
論
で
は
あ

る
が
、
東
北
に
し
て
も
東
京
に

し
て
も
長
年
に
渡
っ
て
構
築
さ

れ
て
き
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
あ

り
、
そ
う
簡
単
に
は
住
み
処
を

変
え
ら
れ
な
い
現
実
が
あ
る
事

に
対
し
て
本
雑
誌
の
寄
稿
者
ら

は
配
慮
に
欠
け
て
い
た
よ
う
で

も
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
妄
想
に

耽
溺
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
確
か

に
左
翼
的
集
団
が
多
数
派
の
支

持
を
得
る
事
は
な
い
だ
ろ
う
と

思
え
て
し
ま
い
、
そ
の
せ
い
か

ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
が
雑
誌

『
イ
ン
パ
ク
シ
ョ
ン
』
は
こ
の

翌
年
二
〇
一
四
年
に
休
刊
と
な

っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
私
・
奥
羽

越
現
像
自
身
は
、
左
翼
な
の
で

あ
ろ
う
か
？
確
か
に
、
私
は
過

去
の
拙
稿
で
「
ア
ナ
ー
キ
ス
ト

（
無
政
府
主
義
者
）」
に
つ
い

て
書
い
た
事
も
あ
り
、
つ
ま
り

国
家
権
力
に
対
す
る
反
発
や
抵

抗
の
動
き
に
魅
力
を
感
じ
る
人

間
で
は
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

　

仙
台
に
お
け
る
、
あ
る
古
い

友
人
が
私
に
言
っ
た
事
が
あ
る
。

「
君
は
東
北
に
関
し
て
は
バ
リ

バ
リ
の
原
理
主
義
者
だ
ね
！
」

　

原
理
主
義
と
は
キ
リ
ス
ト
教

の
用
語
で
、
聖
典
の
記
述
を
文

面
通
り
に
解
釈
・
盲
信
す
る
態

度
の
事
だ
。
こ
れ
は
日
本
で
言

う
な
ら
ば
『
古
事
記
』
や
『
日

本
書
紀
』
を
真
実
と
盲
信
し
、

例
え
ば
天
皇
は
初
代
神
武
か
ら

実
在
し
た
と
信
じ
る
に
等
し
い

事
で
あ
る
か
ら
、
即
ち
こ
れ
は

真
性
の
右
翼
と
い
う
事
だ
ろ
う
。

　

友
人
の
主
旨
は
お
そ
ら
く
何

か
を
盲
信
す
る
と
い
う
よ
り
は
、

私
が
ま
ず
何
に
お
い
て
も
東
北

第
一
主
義
者
だ
と
い
う
事
だ
っ

た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
意
味
に

お
い
て
は
、
確
か
に
私
は
ナ
シ

ョ
ナ
リ
ス
ト
即
ち
右
翼
だ
、
と

い
う
事
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
。

　

こ
う
考
え
る
と
、
一
個
人
が

右
翼
か
左
翼
か
、
と
い
う
の
は

相
対
的
に
変
化
す
る
尺
度
で
あ

る
と
も
思
え
る
。
国
家
主
義
者

が
右
翼
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
国

家
に
叛
逆
し
、
革
命
を
画
策
す

れ
ば
そ
れ
は
左
翼
で
あ
る
と
言

わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
左
翼

が
新
た
な
国
家
を
別
に
作
り
出

し
、
そ
の
国
家
を
第
一
と
し
て

統
治
す
れ
ば
彼
は
左
翼
の
ま
ま

で
い
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。

　

ど
こ
か
の
国
よ
う
に
、
叛
逆

す
べ
き
権
力
を
倒
し
た
は
ず
が
、

そ
の
権
力
に
置
き
換
わ
っ
て
逆

に
民
衆
弾
圧
を
始
め
た
勢
力
を

依
然
左
翼
と
判
断
し
て
良
い
も

の
か
、
私
に
は
疑
問
で
あ
る
。

　

こ
こ
日
本
の
東
北
に
お
い
て

は
、
少
な
く
と
も
平
泉
藤
原
氏

以
来
八
百
年
以
上
に
渡
り
独
立

的
政
権
を
持
た
な
い
為
、
実
質

的
な
「
東
北
視
点
」
で
の
右
翼

は
存
在
し
得
な
い
。
そ
も
そ
も
、

東
北
の
基
層
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
と
私
自
身
が
考
え
て
い
る

「
蝦え

み
し夷
」
自
体
が
左
翼
的
概
念

で
あ
っ
て
、
も
は
や
反
骨
で
あ

る
事
、
権
力
に
抗
う
事
そ
の
も

の
が
存
在
意
義
化
す
る
な
ら
ば
、

現
政
府
を
批
判
し
て
ば
か
り
で

決
し
て
政
権
を
担
う
事
は
で
き

な
い
野
党
と
同
じ
に
な
っ
て
し

ま
う
。
そ
う
で
は
な
く
、
東
北

が
蝦
夷
で
あ
る
必
要
が
な
く
な

る
、
即
ち
自
ら
の
国
を
持
つ
事

こ
そ
が
真
の
東
北
人
の
理
想
で

あ
る
べ
き
で
は
な
い
の
か
・
・

そ
ん
な
風
に
考
え
て
し
ま
う

私
は
、
果
た
し
て
右
翼
な
の
だ

ろ
う
か
、
左
翼
な
の
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　

＊

　

菅す
が
よ
し
ひ
で

義
偉
総
理
大
臣
に
つ
い

て
、
思
う
事
が
あ
る
。
初
の
秋

田
県
出
身
の
首
相
と
い
う
事

だ
が
、
個
人
的
に
は
安
倍
内
閣

と
い
う
、
長
州
閥
内
の
秋
田
人

で
も
あ
る
構
図
が
、
他
な
ら
ぬ

戊
辰
・
東
北
戦
争
で
の
秋
田
藩

の
奥
羽
越
同
盟
裏
切
り
を
想

起
さ
せ
て
何
と
も
心
地
の
悪

い
思
い
が
す
る
の
だ
。
秋
田
と

い
う
風
土
や
人
間
自
体
は
凄

い
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
持
っ
て

い
る
の
に
、
中
央
と
繋
が
り
出

す
と
、
秋
田
や
津
軽
、
総
じ
て

東
北
が
途
端
に
お
か
し
く
な

り
、
ろ
く
な
事
に
な
ら
な
い
気

が
す
る
。
今
や
国
民
の
大
多
数

が
国
家
や
政
治
自
体
を
信
用

で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た

現
在
、
東
北
が
蝦
夷
と
し
て

「
左
翼
」
の
ま
ま
で
あ
り
続
け

る
べ
き
な
の
か
。
そ
れ
と
も
新

し
い
国
の
形
を
自
ら
示
す
事

が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
東
北

人
は
今
一
度
中
央
を
離
れ
、
自

ら
の
国
と
政
治
を
手
掛
け
る

実
験
と
い
う
修
羅
場
を
、
想
定

す
べ
き
時
に
い
る
の
か
も
知

れ
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
。

許
さ
れ
ざ
る
東
京
五
輪
と

右
翼
的
左
翼
の
天
地
？
東
北
の
事

雑誌『インパクション』
　インパクト出版会
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十和田全景 北東側上空から 2008 年 3月 23 日 気象庁撮影

今は静かな湖だが・・・

近くの十和田神社の礎石も溶岩

奥入瀬渓流も火砕流の産物

シリーズ　【東北の災害の歴史】　第2回
十和田国立公園、奥入瀬渓流はカルデラ火山の跡だった

火山よりも何十倍もの規模のカルデラ噴火のすごさを想像してみる
十
和
田
カ
ル
デ
ラ
は
何
万

年
も
前
の
話
で
は
な
い

　

筆
者
も
こ
の
シ
リ
ー
ズ
を
開

始
す
る
に
あ
た
っ
て
、
カ
ル
デ

ラ
火
山
の
こ
と
を
少
し
調
べ
て

み
た
。

　

調
べ
る
前
は
、
正
直
に
白
状

す
る
と
、鹿
児
島
沖
の「
鬼
界
カ

ル
デ
ラ
」
以
外
は
す
べ
て
何
万

年
も
前
の
出
来
事
だ
と
思
っ
て

い
た
。
し
か
し
ま
っ
た
く
違
っ

て
い
た
。

　

そ
し
て
カ
ル
デ
ラ
火
山
の
ひ

と
つ
、
十
和
田
カ
ル
デ
ラ
を
調

べ
て
み
た
ら
、
千
年
と
少
し
前

に
も
噴
火
し
て
い
る
で
は
な
い

か
。
驚
い
た
。

　

シ
リ
ー
ズ
を
開
始
し
、
調
べ

た
結
果
を
広
く
伝
え
る
こ
と
は
、

災
害
対
策
上
も
や
は
り
重
要
だ

と
思
っ
た
次
第
で
あ
る
。

十
和
田
カ
ル
デ
ラ
火
山

　

気
象
庁
サ
イ
ト
に
よ
れ
ば
、

十
和
田
カ
ル
デ
ラ
火
山
の
全
容

と
し
て
は
、
先
カ
ル
デ
ラ
成
層

火
山
群
、十
和
田
カ
ル
デ
ラ
、後

カ
ル
デ
ラ
成
層
火
山
・
溶
岩
ド

ー
ム
か
ら
な
る
。

　

約
二
十
万
年
前
か
ら
活
動
を

開
始
し
、
玄
武
岩
質
安
山
岩
～

デ
イ
サ
イ
ト
質
の
度
重
な
る
溶

岩
の
流
出
と
爆
発
的
噴
火
に
よ

っ
て
先
カ
ル
デ
ラ
成
層
火
山
群

が
形
成
さ
れ
た
。

　

そ
の
後
、
約
五
万
五
千
年
前

頃
か
ら
カ
ル
デ
ラ
形
成
期
に
入

り
、
そ
れ
ま
で
よ
り
規
模
の
大

き
な
プ
リ
ニ
ー
式
・
マ
グ
マ
水

蒸
気
噴
火
を
繰
り
返
す
よ
う
に

な
っ
た
。

　

比
較
的
規
模
の
大
き
な
火
砕

流
噴
火
は
少
な
く
と
も
三
回
発

生
し
た
。
約
五
万
五
千
年
前
に

は
安
山
岩
～
デ
イ
サ
イ
ト
質
の

奥
瀬
火
砕
流
、
約
三
万
六
千
年

前
に
は
流
紋
岩
質
の
大
不
動
火

砕
流
、
約
一
万
五
千
年
前
に
は

デ
イ
サ
イ
ト
～
流
紋
岩
質
の
八

戸
火
砕
流
が
発
生
し
、
こ
れ
ら

の
噴
火
の
結
果
、
直
径
約
十
一

㎞
の
十
和
田
カ
ル
デ
ラ
が
形
成

さ
れ
た
。

　

後
カ
ル
デ
ラ
期
で
は
、
約

一
万
五
千
年
～
一
万
二
千
年
前

の
間
に
、
カ
ル
デ
ラ
内
南
部
に

お
い
て
断
続
的
な
溶
岩
の
流
出

と
爆
発
的
噴
火
が
発
生
し
、
小

型
の
玄
武
岩
質
安
山
岩
～
安
山

岩
質
成
層
火
山（
五
色
岩
火
山
）

が
形
成
さ
れ
た
。

　

そ
の
後
、
主
に
デ
イ
サ
イ
ト

～
流
紋
岩
マ
グ
マ
の
活
動
へ
と

移
行
し
、
西
暦
九
百
十
五
年
ま

で
の
間
に
少
な
く
と
も
八
回
の

爆
発
的
噴
火
を
行
い
、
五
色
岩

火
山
の
山
頂
部
に
直
径
三
㎞
の

中
湖
火
口
が
形
成
さ
れ
た
。
ま

た
、
後
カ
ル
デ
ラ
期
に
お
い
て

は
、
御
倉
山（
お
ぐ
ら
や
ま
）溶

岩
ド
ー
ム
と
御
門
石
（
み
か
ど

い
し
）
溶
岩
ド
ー
ム
が
形
成
さ

れ
た
。
御
倉
山
溶
岩
ド
ー
ム
は
、

約
七
千
六
百
年
前
に
五
色
岩
火

山
北
東
山
腹
で
発
生
し
た
マ
グ

マ
水
蒸
気
噴
火
に
引
き
続
い
て

形
成
さ
れ
た
。

　

こ
う
記
載
さ
れ
て
お
り
、
一

連
の
火
山
活
動
は
二
十
万
年
間

に
亘
っ
て
続
き
、
最
も
新
し
い

活
動
が
西
暦
九
百
十
五
年
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

　

と
い
う
こ
と
は
、
縄
文

時
代
が
始
ま
っ
た
今
か
ら

一
万
六
千
五
百
年
前
か
ら
何

度
も
噴
火
が
起
き
て
お
り
、

一
万
六
千
五
百
年
前
の
列
島
最

古
の
縄
文
土
器
が
発
掘
さ
れ
た

津
軽
半
島
外
ヶ
浜
町
の
大
平
山

元
遺
跡
に
暮
ら
し
て
い
た
当
時

の
縄
文
人
は
そ
れ
を
見
て
い
た

し
、
火
山
灰
や
火
砕
流
等
の
被

害
に
も
遭
遇
し
て
い
た
と
い
う

こ
と
に
な
る
。

過
去
1
万
年
の
噴
火
活
動

　

さ
ら
に
気
象
庁
の
サ
イ
ト
か

ら
十
和
田
カ
ル
デ
ラ
の
過
去

一
万
年
の
噴
火
活
動
に
焦
点
を

あ
て
、
そ
の
詳
細
な
歴
史
を
拾

っ
て
み
る
。

　

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
前
述
の
よ

う
に
、
一
万
五
千
年
前
の
大
規

模
噴
火
に
よ
っ
て
、
現
在
見
ら

れ
る
十
和
田
カ
ル
デ
ラ
の
原
形

が
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、

カ
ル
デ
ラ
形
成
後
、
断
続
的
な

噴
火
活
動
が
約
四
千
年
間
に
わ

た
っ
て
継
続
し
た
と
あ
る
。

　

そ
の
後
、
約
一
万
千
年
前
か

ら
は
マ
グ
マ
の
活
動
が
主
体
と

な
り
、
現
在
ま
で
に
少
な
く
と

も
8
回
の
爆
発
的
噴
火
が
発
生

し
た
。

　

そ
の
う
ち
約
七
千
六
百
年
前

の
噴
火
が
あ
り
、
最
新
の
噴
火

が
、
約
１
０
０
０
年
前
の
平
安

時
代
（
古
文
書
に
よ
る
と
西
暦

９
１
５
年
）
に
発
生
し
た
と
あ

る
。

　

こ
う
見
て
く
る
と
、
カ
ル
デ

ラ
火
山
噴
火
は
遠
い
大
昔
の
災

害
で
は
な
い
こ
と
が
理
解
で
き

る
。

　

約
数
百
年
か
ら
数
千
年
と
い

う
時
間
単
位
で
は
あ
る
が
、
何

度
も
噴
火
等
が
発
生
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

十
和
田
周
辺
の
観
光
ス
ポ

ッ
ト
も
違
っ
て
見
え
る

　

以
前
、
十
和
田
周
辺
の
縄
文

遺
跡
を
見
る
つ
い
で
に
、
十
和

田
周
辺
を
見
て
回
っ
た
。

　

十
和
田
湖
は
も
ち
ろ
ん
十
和

田
神
社
、奥
入
瀬
渓
流
も
見
た
。

　

し
か
し
、
当
時
は
カ
ル
デ
ラ

火
山
噴
火
の
こ
と
な
ど
考
え
も

し
な
か
っ
た
。

　

今
は
違
う
。
十
和
田
湖
は
巨

大
カ
ル
デ
ラ
火
山
の
大
噴
火
の

跡
で
あ
り
、
十
和
田
神
社
の
巨

石
群
は
噴
出
し
た
溶
岩
で
あ
り
、

奥
入
瀬
渓
流
も
火
砕
流
の
跡
な

の
で
あ
る
。

　

知
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
ま

こ
と
に
恐
ろ
し
い
こ
と
で
あ
る
。

　

何
も
知
ら
ず
に
風
景
を
楽
し

ん
で
い
た
が
今
と
な
っ
て
は
ま

こ
と
に
恥
ず
か
し
い
限
り
だ
。

備
え
は
必
要
な
い
の
か
？

　

約
数
百
年
か
ら
数
千
年
と
い

う
時
間
を
隔
て
発
生
し
て
き
た

カ
ル
デ
ラ
火
山
噴
火
だ
が
、
必

ず
し
も
こ
れ
ま
で
通
り
の
間
隔

で
発
生
す
る
と
は
限
ら
な
い
。

　

早
く
な
る
可
能
性
も
十
分
に

あ
り
う
る
の
だ
。

　

少
な
く
と
も
、
火
山
噴
火
予

知
研
究
と
常
時
観
測
は
不
可
欠

だ
と
思
う
。

　

そ
の
点
で
気
象
庁
の
観
測
設

備
は
十
分
な
の
だ
ろ
う
か
。　

予
算
削
減
で
設
備
に
不
足
が
生

じ
て
い
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
大
い
に
点
検
が
必
要
で
あ

る
と
思
う
。

　

同
時
に
、
こ
う
し
た
歴
史
を

国
中
に
広
め
る
努
力
も
惜
し
ん

で
は
な
ら
な
い
。


