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日
本
人
も
い
る
。

　

そ
こ
で
大
活
躍
す
る
日
本
人

選
手
の
な
か
に
東
北
出
身
者
が

た
く
さ
ん
い
て
、
裏
切
ら
れ
た

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
よ
り
筆
者
は
そ

ち
ら
の
方
に
関
心
が
向
く
。

　

ま
ず
は
何
と
い
っ
て
も
、
岩

手
県
出
身
の
「
大
谷
翔
平
選

手
」、
同
じ
く
岩
手
県
出
身
で

高
校
の
先
輩
の
「
菊
池
雄
星
投

手
」、
高
校
が
宮
城
県
だ
っ
た

「
ダ
ル
ビ
ッ
シ
ュ
投
手
」。　

彼
ら
の
活
躍
は
ほ
ん
と
に
す
ご

い
。

　

大
谷
選
手
は
投
手
兼
バ
ッ
タ

ー
の
「
二
刀
流
」
で
あ
る
。
野

球
の
神
様
の
ベ
ー
ブ
・
ル
ー
ス

の
再
来
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。

　

菊
池
投
手
も
ダ
ル
ビ
ッ
シ
ュ

投
手
も
す
ご
い
が
、は
や
り「
二

刀
流
」
に
は
か
な
わ
な
い
。

　

そ
れ
は
さ
て
お
き
、
三
人
の

東
北
出
身
者
が
野
球
の
頂
点
の

Ｍ
Ｌ
Ｂ
の
オ
ー
ル
ス
タ
ー
ゲ
ー

ム
に
招
待
さ
れ
た
こ
と
を
大
々

的
に
ア
ピ
ー
ル
し
て
お
き
た
い
。

大
谷
翔
平
選
手
の
故
郷

　

大
谷
選
手
の
出
身
県
の
岩
手

県
は
筆
者
に
と
っ
て
も
何
か
と

縁
の
あ
る
県
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
調
べ
た
ら
、
奥
州
市

水
沢
と
い
う
で
は
な
い
か
。
聞

き
覚
え
の
あ
る
地
名
と
思
っ
た

ら
、
何
と
三
年
半
ほ
ど
前
に
、

そ
こ
を
取
材
で
訪
ね
て
い
る
こ

と
を
思
い
出
し
た
。

ア
テ
ル
イ
と
モ
レ
と
同
郷

　

そ
こ
は
、
古
代
東
北
の
英

雄
・
ア
テ
ル
イ
の
出
身
地
で
あ

り
、
か
つ
、
ア
テ
ル
イ
と
モ
レ

が
大
和
朝
廷
と
戦
っ
た
激
戦
の

地
で
も
あ
る
。

輪
に
す
る
と
関
係
者
は
言
っ
て

い
た
が
、
や
は
り
と
い
う
べ
き

か
、
完
全
に
裏
切
ら
れ
た
。
招

致
の
た
め
の
旗
印
に
使
わ
れ
た

だ
け
だ
っ
た
の
だ
。
ほ
ん
と
に

こ
ん
な
こ
と
が
あ
っ
て
い
い
の

だ
ろ
う
か
と
怒
り
を
隠
せ
な
い
。

だ
ま
さ
れ
た「
復
興
五
輪
」

　

こ
の
新
聞
の
百
十
号
の
発
行

後
す
ぐ
に
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

が
開
催
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。

　

招
致
当
初
は
「
復
興
五
輪
」

と
名
付
け
、
東
日
本
大
震
災
か

ら
の
復
興
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
五

大活躍の大谷選手はアテルイ・モレと同郷！
複数の東北出身者が野球の頂点MLBで活躍中

【復興五輪】は消えたが東北の世界的野球選手がいる

大
リ
ー
グ
で
活
躍
す
る

東
北
出
身
者

　

気
を
取
り
直
し
て
、
ス
ポ
ー

ツ
全
体
を
見
渡
せ
ば
、
い
ま
は

大
リ
ー
グ
野
球
で
活
躍
す
る
日

本
人
も
い
る
し
、
ゴ
ル
フ
の
世

界
メ
ジ
ャ
ー
大
会
で
活
躍
す
る

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】

　

筆
者
は
現
に
ア
テ
ル
イ
の
生

誕
の
地
の
碑
を
見
つ
け
、
さ
ら

に
あ
ち
こ
ち
走
り
回
っ
て
、
モ

レ
の
屋
敷
跡
と
い
わ
れ
る
場
所

も
突
き
止
め
た
。
な
つ
か
し
い
。

　

そ
の
二
つ
の
場
所
の
す
ぐ
近

く
が
大
谷
翔
平
選
手
の
生
誕
の

地
と
い
う
の
も
何
か
因
縁
が
あ

る
よ
う
な
気
が
し
て
な
ら
な
い
。

国
内
か
ら
一
挙
に
世
界
へ

　

大
谷
翔
平
選
手
の
「
二
刀

流
」
は
、
専
門
性
が
高
く
な
っ

て
い
る
ア
メ
リ
カ
野
球
で
も
、

日
本
野
球
で
も
、
こ
れ
は
通
常

で
は
あ
り
え
な
い
。

　

そ
れ
に
あ
え
て
挑
戦
し
て
成

功
し
て
一
躍
有
名
に
な
っ
た
。

　

こ
れ
は
、
ア
テ
ル
イ
と
モ
レ

が
、
圧
倒
的
な
朝
廷
軍
の
軍
事

力
に
対
抗
し
て
、
わ
ず
か
な
兵

の
ゲ
リ
ラ
戦
で
挑
む
と
い
う
誰

も
が
思
い
つ
か
な
い
戦
術
を
採

用
し
て
、
序
盤
戦
に
お
い
て
朝

廷
軍
を
打
ち
負
か
し
た
精
神
と

ど
こ
か
共
通
し
て
い
る
よ
う
に

思
え
る
の
は
筆
者
だ
け
で
は
あ

る
ま
い
。

　

ア
テ
ル
イ
と
モ
レ
は
残
念
な

が
ら
、
東
北
エ
ミ
シ
の
独
立
を

最
終
的
に
は
守
れ
な
か
っ
た
。

し
か
し
大
谷
翔
平
選
手
は
、
た

っ
た
一
人
で
、
ア
テ
ル
イ
・
モ

レ
の
精
神
を
引
き
継
い
で
、
大

胆
な
手
法
で
野
球
の
最
高
峰
を

征
服
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で

は
な
い
か
、
ま
た
国
内
か
ら
一

挙
に
世
界
に
飛
び
出
し
て
勝
利

を
勝
ち
取
ろ
う
と
し
て
い
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
秘
か
に

考
え
て
い
る
。
機
会
が
あ
っ
た

ら
本
人
に
尋
ね
て
み
た
い
も
の

だ
。

トップバッターの大谷選手花巻東高校の先輩・菊池雄星投手と

オールスターゲームでの大谷選手の投球フォーム



2021 年（令和 3 年）7 月 16 日（金曜日）　　第 110 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.

東北地図ー奥州市

インタビューを受ける大谷選手（奥州市水沢姉体出身）

先発投手としての大谷選手

ホームラン競争

奥州市前沢町生母にあるモレ屋敷跡

投球に入る直前

打撃の直前

奥州市詳細図

奥州市水沢神明町のアテルイ生誕の地碑

＊　大谷翔平選手：奥州市水沢姉体出身
＊　アテルイ：奥州市水沢神明町生誕
＊　モレ屋敷跡：奥州市前沢町生母
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今回も松本さんがお休みのため7月が旬の魚介類を紹介します！
7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2種のみを！

東京は再び居酒屋で酒類提供禁止となりました。日本酒好きにへ
の仕打ちとしては、地獄の試練のようなものです。でも、居酒屋の
みなさん、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83回 

カツオ：やはりタタキですね！厚く切ったカツオに、ニン
ニクとたっぷりのネギでガブリと！お酒が進みます

スルメイカ：刺身もいいですが、新鮮なスルメイカならぜ
ひ「イカワタ」！考えただけで涎が出てきます
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写真で
お伝えする

  東北の風景                   

写真撮影

尾崎匠

7月の山
に行きた

い！
（秋田

駒ケ岳）
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全
国
で
一
番
「
住
み
や

す
い
」
仙
台

　

よ
く
「
仙
台
は
住
み
や
す

い
」
と
言
わ
れ
る
。「
住
み
や

す
い
」
の
要
因
は
い
ろ
い
ろ
と

挙
げ
ら
れ
る
。
曰
く
、
街
の
大

き
さ
が
大
き
す
ぎ
ず
小
さ
す
ぎ

ず
ち
ょ
う
ど
よ
い
、
海
も
山
も

あ
り
自
然
に
恵
ま
れ
て
い
る
、

東
京
ま
で
新
幹
線
で
最
短
一
時

間
半
と
ア
ク
セ
ス
が
よ
い
、
暑

す
ぎ
ず
寒
す
ぎ
ず
雪
も
少
な
く

過
ご
し
や
す
い
、
な
ど
な
ど
。

　

こ
の
う
ち
、「
暑
す
ぎ
ず
寒

す
ぎ
ず
」
に
つ
い
て
は
、
デ
ー

タ
で
も
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。

仙
台
は
、
年
間
の
真
夏
日
と
真

冬
日
の
合
計
が
全
国
の
都
道
府

県
庁
所
在
地
の
中
で
最
も
少
な

い
の
で
あ
る
。

　

よ
く
気
象
関
係
の
ニ
ュ
ー
ス

で
出
て
く
る
「
平
年
」
と
は
過

去
三
〇
年
間
の
平
均
値
の
こ
と

で
あ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、「
平

均
値
」
と
は
言
っ
て
も
、
例
え

ば
気
温
で
あ
れ
ば
三
〇
年
間
の

平
均
気
温
を
足
し
て
三
〇
で
割

る
、
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
い
。

ま
ず
三
〇
年
の
そ
れ
ぞ
れ
の
年

ご
と
に
そ
の
時
点
で
の
平
年
値

と
の
差
を
出
し
、
そ
れ
を
マ
イ

ナ
ス
の
値
の
大
き
い
も
の
か
ら

プ
ラ
ス
の
値
の
大
き
い
も
の
の

順
に
並
べ
て
い
き
、
そ
の
中
で

真
ん
中
に
あ
る
一
一
番
目
か
ら

二
〇
番
目
の
差
の
範
囲
に
あ
れ

ば
「
平
年
並
」
と
す
る
、
と
い

う
も
の
で
あ
る
。

　

た
だ
、こ
の「
過
去
三
〇
年
」

と
い
う
の
は
毎
年
更
新
さ
れ
る

わ
け
で
は
な
く
、
一
〇
年
に
一

度
更
新
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て

い
る
。
昨
年
ま
で
使
わ
れ
て
い

た
平
年
値
は
一
九
八
〇
年
か
ら

二
〇
一
〇
年
ま
で
の
三
〇
年
の

デ
ー
タ
で
あ
る
。
気
温
や
降
水

量
な
ど
が
年
々
変
化
し
て
い
る

の
は
体
感
で
き
る
こ
と
で
あ
る

の
で
、
そ
う
し
た
変
化
の
中
で

一
〇
年
に
一
度
の
更
新
と
い
う

の
は
や
や
悠
長
に
過
ぎ
る
気
も

す
る
が
、
と
も
あ
れ
、
今
年
の

五
月
一
九
日
か
ら
は
一
九
九
一

年
か
ら
昨
年
二
〇
二
〇
年
ま
で

の
三
〇
年
間
の
新
た
な
平
年
値

「
新
平
年
値
」
が
使
用
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
の
で
、「
平
年
」

の
基
準
そ
の
も
の
が
五
月
一
八

日
以
前
と
は
変
わ
っ
た
わ
け
で

あ
る
。

「
住
み
や
す
さ
」
の
根

拠
と
な
る
デ
ー
タ

　

こ
の
新
平
年
値
の
デ
ー
タ

に
よ
れ
ば
、
仙
台
の
年
間
の

真
夏
日
の
日
数
は
二
三
・
〇

日
、
真
冬
日
の
日
数
は
〇
・
八

日
で
、
こ
れ
ら
を
合
わ
せ
る
と

二
三
・
八
日
と
な
る
。
政
令
指

定
都
市
で
見
て
み
る
と
、
仙
台

よ
り
北
の
札
幌
は
、
真
夏
日
こ

そ
仙
台
よ
り
少
な
い
八
・
六
日

だ
が
、
そ
の
代
わ
り
に
真
冬

日
が
四
三
・
六
日
も
あ
り
、
そ

の
合
計
は
五
二
・
二
日
と
な
る
。

仙
台
よ
り
南
の
各
都
市
は
お
察

し
の
通
り
、
真
冬
日
こ
そ
ほ
と

ん
ど
〇
で
あ
る
も
の
の
、
代
わ

り
に
真
夏
日
が
多
く
、
横
浜
は

四
八
・
八
日
、
名
古
屋
六
九
・
七

日
、
大
阪
七
四
・
九
日
、
広
島

六
四
・
三
日
、
福
岡
六
〇
・
四
日
、

な
ど
と
な
っ
て
い
る
。
名
古
屋

以
西
は
何
と
二
ヶ
月
以
上
も
の

間
、
真
夏
日
が
続
く
の
だ
と
い

う
こ
と
が
分
か
っ
た
。
真
夏
日

に
な
る
と
「
暑
す
ぎ
る
」「
死

に
そ
う
」
な
ど
と
い
う
言
葉
が

つ
い
出
て
し
ま
う
仙
台
市
民
か

ら
す
る
と
、
二
ヶ
月
以
上
も
の

間
真
夏
日
が
続
く
と
い
う
状
況

に
は
、
凡
そ
耐
え
ら
れ
そ
う
な

気
が
し
な
い
。

　

全
国
の
県
庁
所
在
地
で
、
仙

台
に
次
い
で
こ
の
真
夏
日
と
真

冬
日
の
合
計
が
少
な
い
の
は
同

じ
東
北
の
秋
田
で
、
真
夏
日
が

二
二
・
二
日
、
真
冬
日
が
七
・
二

日
で
合
計
二
九
・
四
日
で
あ
る
。

仙
台
と
秋
田
だ
け
が
全
国
の
県

庁
所
在
地
の
中
で
、
真
夏
日
と

真
冬
日
の
合
計
が
三
〇
日
を
切

っ
て
い
る
。
そ
れ
に
続
く
の
が

青
森
で
、
真
夏
日
が
一
四
・
七

日
、
真
冬
日
が
一
八
・
七
日
の

合
計
三
三
・
四
日
、
そ
の
次
が

盛
岡
で
、
真
夏
日
が
二
二
・
四

日
、
真
冬
日
が
一
二
・
四
日
の

合
計
三
四
・
八
日
で
あ
る
。
真

夏
日
と
真
冬
日
の
合
計
が

三
〇
日
台
な
の
は
他
に
は
新

潟
の
三
六
・
七
日
と
、
水
戸
の

三
八
・
〇
日
の
み
で
、
残
り
の

都
市
は
す
べ
て
四
〇
日
を
超
え

て
い
る
。

　

東
北
に
関
し
て
は
、
山
形

が
真
夏
日
四
一
・
三
日
、
真
冬

日
六
・
九
日
で
合
計
四
八
・
二

日
、
福
島
が
真
夏
日
四
七
・
一

日
、
真
冬
日
一
・
〇
日
で
合
計

四
八
・
一
日
で
あ
る
。
ど
ち
ら

も
内
陸
の
都
市
だ
け
あ
っ
て
真

夏
日
が
東
北
の
他
の
都
市
に
比

べ
る
と
多
い
が
、
そ
れ
で
も
さ

ら
に
真
夏
日
の
日
数
が
多
い
と

こ
ろ
が
ほ
と
ん
ど
の
全
国
の
県

庁
所
在
地
中
で
は
上
位
に
位
置

し
て
い
る
。

　

ち
な
み
に
、
昨
年
ま
で
の
旧

平
年
値
で
は
、
仙
台
の
真
夏
日

の
合
計
は
一
七
・
九
日
、
真
冬

日
の
合
計
は
一
・
七
日
で
、
合

計
一
九
・
六
日
と
二
〇
日
も
切

っ
て
い
た
。
新
平
年
値
と
比
べ

る
と
真
夏
日
が
増
え
て
真
冬
日

が
減
っ
て
い
る
わ
け
で
、
こ
う

し
た
と
こ
ろ
か
ら
も
気
温
が
上

昇
傾
向
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が

見
て
取
れ
る
。

　

こ
う
し
て
見
て
く
る
と
、
東

北
の
各
県
庁
所
在
地
は
、
全
国

の
並
み
居
る
都
市
と
比
べ
て
も

気
温
の
面
で
は
か
な
り
住
み

や
す
い
と
い
う
こ
と
が
分
か

る
。
東
北
に
関
し
て
は
こ
れ
ま

で
「
雪
深
い
」「
寒
い
」
な
ど

と
気
候
の
面
に
関
し
て
は
か
な

り
マ
イ
ナ
ス
に
捉
え
ら
れ
す
ぎ

て
い
た
感
が
あ
る
が
、
実
際
に

は
も
ち
ろ
ん
、
冬
の
降
雪
の
こ

と
は
あ
る
も
の
の
、
気
温
に
関

し
て
は
ど
こ
で
も
ほ
ぼ
暑
す
ぎ

ず
さ
り
と
て
寒
す
ぎ
ず
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
が
言
え
そ
う
で
あ

る
。

東
北
の
中
で
一
番
住
み

や
す
い
市
町
村
は

　

さ
て
、
ど
う
や
ら
、「
暑
す

ぎ
ず
寒
す
ぎ
ず
」
の
指
標
と
し

て
の
真
夏
日
と
真
冬
日
の
合
計

日
数
が
少
な
い
エ
リ
ア
は
概
ね

東
北
周
辺
で
あ
る
、
と
い
う
こ

と
は
分
か
っ
た
が
、
よ
り
詳
細

に
見
て
み
る
と
ど
う
で
あ
ろ
う

か
。
つ
ま
り
、
東
北
の
県
庁
所

在
地
以
外
の
市
町
村
の
中
に
は
、

ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
仙
台
よ
り
も

さ
ら
に
「
住
み
や
す
い
」
と
こ

ろ
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

と
い
う
こ
と
で
、
気
象
庁
の

観
測
地
点
ご
と
に
東
北
の
各
エ

リ
ア
の
真
夏
日
と
真
冬
日
を
調

べ
、
そ
の
合
計
を
算
出
し
て
み

た
。
我
な
が
ら
ヒ
マ
人
で
あ
る
。

い
ず
れ
も
新
平
年
値
に
基
づ
い

て
い
る
。
そ
れ
を
一
覧
に
し
た

の
が
別
表
だ
が
、
こ
れ
を
見
る

と
、
何
と
一
部
山
岳
地
帯
を
除

い
て
、
東
北
の
か
な
り
の
市
町

村
が
仙
台
を
凌
駕
す
る
よ
う
な

「
住
み
や
す
さ
」
を
持
っ
て
い

る
こ
と
が
分
か
る
。

　

東
北
の
一
六
〇
の
観
測
地
点

の
う
ち
、
真
夏
日
と
真
冬
日
の

合
計
が
仙
台
よ
り
も
少
な
い
地

点
は
三
三
に
も
及
ぶ
。
も
ち
ろ

ん
、
仙
台
よ
り
も
そ
の
合
計
が

多
い
地
点
も
、
全
国
の
他
の
都

市
に
比
べ
れ
ば
は
る
か
に
少
な

い
と
こ
ろ
が
多
い
。

　

中
で
も
真
夏
日
と
真
冬
日
を

合
わ
せ
た
日
数
が
一
〇
日
台
と

い
う
地
点
は
一
七
ヶ
所
も
あ
る
。

も
の
す
ご
く
暑
い
日
と
も
の
す

ご
く
寒
い
日
の
合
計
が
こ
れ
く

ら
い
だ
と
、
実
際
の
と
こ
ろ
か

な
り
過
ご
し
や
す
い
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。

　

東
北
の
並
み
居
る
「
住
み
や

す
い
」
街
の
中
で
も
ト
ッ
プ
は

福
島
県
の
い
わ
き
市
小
名
浜
で

あ
る
。
真
冬
日
が
ゼ
ロ
で
、
か

つ
真
夏
日
も
一
〇
日
ち
ょ
っ
と

し
か
な
い
と
い
う
驚
異
的
な
数

値
で
あ
る
。「
い
わ
き
は
温
暖

で
過
ご
し
や
す
い
」
と
は
よ
く

聞
く
言
葉
で
あ
る
。
冬
に
寒
く

な
い
と
い
う
だ
け
な
ら
同
様
の

場
所
は
日
本
全
国
に
他
に
も
た

く
さ
ん
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、

「
温
暖
」
と
い
う
の
は
た
だ
単

に
冬
が
寒
く
な
い
と
い
う
だ
け

に
と
ど
ま
ら
ず
、
だ
か
ら
と
言

っ
て
夏
も
そ
ん
な
に
暑
く
な
ら

な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
い

う
こ
と
を
、
こ
の
数
値
か
ら
実

感
し
た
次
第
で
あ
る
。

　

以
下
、
石
巻
市
、
岩
泉
町
の

小
本
、
名
取
市
、
山
田
町
、
と

続
く
が
、
上
位
を
占
め
る
の
は

や
は
り
海
沿
い
の
市
町
村
で
あ

る
。
内
陸
に
つ
い
て
は
東
北
の

北
の
方
で
あ
っ
て
も
真
夏
日
が

か
な
り
多
か
っ
た
り
す
る
こ
と

が
こ
の
表
か
ら
も
分
か
る
。
真

夏
日
と
真
冬
日
の
合
計
の
少
な

さ
と
い
う
点
で
は
、
海
沿
い
の

街
に
分
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。

と
は
言
え
、
繰
り
返
し
に
な
る

が
、
内
陸
の
市
町
村
で
あ
っ
て

も
、
山
岳
部
を
除
け
ば
、
東
北

以
外
の
県
庁
所
在
地
と
比
較
し

て
は
る
か
に
真
夏
日
と
真
冬
日

の
合
計
は
少
な
い
と
こ
ろ
が
多

い
。
東
北
全
体
が
概
ね
過
ご
し

や
す
い
気
温
帯
の
中
に
あ
る
と

い
う
こ
と
が
よ
く
分
か
る
。

　

真
夏
日
と
真
冬
日
が
ト
ー
タ

ル
で
少
な
い
と
い
う
こ
と
は
、

冷
暖
房
費
が
安
く
済
む
と
い
う

こ
と
で
も
あ
る
。
こ
れ
は
一
例

で
は
あ
る
が
、
今
ま
で
と
は
違

っ
た
面
か
ら
東
北
の
「
住
み
や

す
さ
」
な
ど
い
い
と
こ
ろ
を
捉

え
直
す
こ
と
も
ま
た
意
義
の
あ

る
こ
と
で
あ
る
と
言
え
そ
う
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

実
は
住
み
や
す
い

　
　
　
　

東
北
の
諸
都
市

※スペースの関係で表は仙台より上位の都市のみ掲載した
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お不動様

モウセンゴケ

山中で出会った苔

雲海の端

高清水からの雲海

祭りを終わって 早池峯神社参道 クリンソウと社

シリーズ

遠野
の自然

「遠野
の小暑」

遠野 1000 景
より

ろ
で
毎
日
雷
が
と
ど
ろ
き
、
集

中
豪
雨
で
道
路
が
冠
水
し
て
道

路
網
が
寸
断
さ
れ
た
り
、
が
け

崩
れ
が
発
生
し
た
り
し
て
い
る
。

　

こ
れ
ま
で
の
季
節
の
定
義
が
、

今
年
に
限
っ
て
言
え
ば
、
ま
っ

た
く
当
て
は
ま
ら
な
い
と
天
気

　

七
月
初
め
は
、
二
十
四
節
気

で
い
え
ば
「
小
暑
（
し
ょ
う
し

ょ
）」
で
あ
り
、
暑
気
に
入
り

梅
雨
の
あ
け
る
こ
ろ
と
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
最
近
の
日
本
は
、

二
十
四
節
気
の
定
義
と
は
ま
っ

た
く
異
な
り
、
梅
雨
が
明
け
る

ど
こ
ろ
か
、
全
国
い
た
る
と
こ

予
報
士
も
嘆
い
て
い
る
。

　

そ
ん
な
な
か
で
、
春
を
過
ぎ
、

も
う
す
ぐ
夏
が
訪
れ
る
の
を
予

感
さ
せ
る
遠
野
の
写
真
で
あ
る
。

天
気
予
報
士
の
嘆
き
を
よ
そ
に

遠
野
の
季
節
は
順
調
に
移
り
変

わ
っ
て
い
く
。



2021 年（令和 3 年）7 月 16 日（金曜日）　　第 110 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.

　

ち
ょ
う
ど
今
か
ら
四
年
前
の

二
〇
一
七
年
六
月
、
テ
レ
ビ
の

長
寿
番
組
の
一
つ
『
世
界
ふ
し

ぎ
発
見
！
』（
Ｔ
Ｂ
Ｓ
系
）
で
、

「
日
本
史
最
大
の
謎　

消
え
た

義
経
を
追
え
』
な
る
回
が
あ
っ

た
と
い
う
事
を
後
に
な
っ
て
知

り
、
ネ
ッ
ト
上
で
視
聴
し
た
と

い
う
事
が
あ
っ
た
。
実
は
当
番

組
は
海
外
取
材
で
は
な
い
国
内

企
画
に
お
け
る
数
少
な
い
テ
ー

マ
と
し
て
、
こ
れ
よ
り
か
な
り

以
前
に
も
一
度
「
義
経
北
行
」

を
取
り
上
げ
て
お
り
、
こ
う
し

た
分
野
を
大
真
面
目
に
取
材
す

る
番
組
が
少
な
く
な
っ
た
昨
今
、

こ
の
手
の
話
が
好
き
な
人
に
と

っ
て
、
そ
れ
が
映
像
付
き
で
見

ら
れ
る
と
い
う
貴
重
な
機
会
で

も
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
以
前
の

放
送
を
憶
え
て
い
た
自
分
と
し

て
は
、
逃
避
行
中
の
源
義
経
に

対
し
風
呂
を
建
て
て
そ
の
疲
れ

を
癒
し
た
事
か
ら
苗
字
を
与
え

ら
れ
た
と
い
う
岩
手
県
遠
野
市

の
風
呂
家
が
再
び
取
材
さ
れ
た

様
子
に
時
の
流
れ
や
微
笑
ま
し

さ
を
感
じ
、
ま
た
宮
古
市
の
判

官
稲
荷
神
社
の
宮
司
が
「（
義

経
北
行
は
）
伝
承
で
は
な
い
。

事
実
で
す
」
と
粛
然
た
る
態
度

で
気
を
吐
い
て
お
ら
れ
た
事
に

も
印
象
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
っ

た
が
、
新
た
な
取
材
地
と
し
て

平
泉
藤
原
氏
四
代
・
泰
衡
が
逃

亡
中
に
立
ち
寄
り
家
臣
団
を
住

ま
わ
せ
て
藤
原
姓
を
遺
し
た
と

い
う
秋
田
県
鹿
角
市
の
桃ど

う
じ枝

集

落
が
登
場
し
た
事
も
嬉
し
い
驚

き
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

　

お
そ
ら
く
、
番
組
が
更
に
今

後
続
く
な
ら
ば
ま
た
数
年
後
に

は
再
三
、
同
企
画
を
組
ん
で
く

れ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
期
待

す
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
番

組
自
体
は
も
ち
ろ
ん
、
東
北
各

地
の
義
経
ゆ
か
り
の
名
所
に
関

わ
る
人
々
に
つ
い
て
も
高
齢
化

が
進
む
現
状
、
こ
の
テ
ー
マ
の

継
承
と
云
わ
ば
「
鮮
度
維
持
」

に
は
危
機
感
も
不
可
避
の
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

　

本
稿
で
は
、
東
北
の
歴
史
上

最
大
の
華
の
一
場
面
で
あ
り
、

東
北
的
心
象
を
表
現
す
る
重
要

な
集
団
的
記
憶
遺
産
？
と
も
い

え
る
義
経
北
行
伝
説
を
語
り
継

ぐ
べ
く
、
書
籍
と
し
て
も
二
〇

一
六
年
に
出
版
さ
れ
た
、
か
な

り
内
容
的
に
イ
ン
パ
ク
ト
の
あ

る
関
連
の
一
冊
を
今
更
の
よ
う

な
が
ら
紹
介
し
て
み
た
い
。
題

し
て
『
義
経
北
紀
行
伝
説
・
第

一
巻
：
平
泉
篇
』
で
あ
る
。

　
　
　
　
　

＊

　

ま
ず
本
書
を
書
店
の
棚
で
見

つ
け
た
時
に
驚
い
た
の
は
、
こ

の
現
在
に
お
い
て
義
経
北
行
テ

ー
マ
一
つ
で
こ
れ
ほ
ど
ぶ
厚
い

立
派
な
本
を
書
い
て
出
そ
う
と

い
う
人
物
が
存
在
す
る
の
か
と

い
う
事
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
間

違
い
な
く
嬉
し
さ
を
伴
な
う
も

の
で
、
一
体
ど
ん
な
事
が
書
か

れ
如
何
な
る
展
開
が
為
さ
れ
る

も
の
か
と
期
待
は
否
応
な
く
膨

ら
む
ば
か
り
で
あ
る
。
し
か
も

こ
れ
で
何
と
未
だ
「
第
一
巻
」

と
は
相
当
の
野
心
が
伺
え
よ
う

と
い
う
も
の
だ
。

　

著
者
は
山
崎
純じ

ゅ
ん
せ
い

醒
。
岩
手
県

出
身
・
在
住
の
フ
リ
ー
ラ
イ
タ

ー
で
二
〇
〇
九
年
に
設
立
し
た

義
経
伝
説
研
究
団
体
「
義
経
夢

の
会
」
会
長
も
務
め
る
と
い
う

歴
史
研
究
家
で
あ
る
。
日
本
唯

一
の
専
門
団
体
会
長
と
い
う
事

も
あ
り
、
本
書
に
投
入
さ
れ
た

エ
ネ
ル
ギ
ー
た
る
や
尋
常
の
も

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
ま
ず

一
読
し
て
思
う
の
は
、「
こ
れ

は
『
良
く
も
悪
く
も
』
間
違
い

な
く
東
北
人
が
書
い
た
本
だ
」

と
い
う
事
で
あ
る
。
同
じ
東
北

人
で
も
例
え
ば
東
北
大
学
を
出

た
人
が
書
く
（
偏
見
？
）
よ
う

な
理
路
整
然
と
し
た
本
で
は
な

く
、
同
県
人
の
高
橋
克
彦
に
通

じ
る
よ
う
な
「
な
ん
で
そ
っ
ち

に
行
く
ん
だ
」
的
な
、
つ
ま
り

一
歩
間
違
え
ば
ト
ン
デ
モ
本
に

な
っ
て
し
ま
う
か
も
知
れ
ぬ
危

な
っ
か
し
さ
と
、
先
の
読
め
な

い
一
種
の
破
壊
力
を
予
感
さ
せ

る
作
風
で
、
故
に
た
ま
ら
な
く

面
白
い
一
冊
な
の
で
あ
る
。

　

ま
ず
普
通
考
え
ら
れ
る
義
経

研
究
の
書
と
一
線
を
画
す
の
は
、

そ
の
歴
史
マ
ニ
ア
振
り
で
あ
る
。

　

実
は
こ
の
本
の
な
か
な
か
の

ペ
ー
ジ
数
、
全
編
が
源
義
経
関

連
で
埋
め
ら
れ
て
い
る
訳
で
は

な
い
。
無
論
、
武
家
政
権
樹
立

を
目
論
む
兄
・
源
頼
朝
に
追
わ

れ
た
悲
劇
の
武
将
・
義
経
を
本

軸
に
語
り
な
が
ら
、
ま
ず
は

「
と
こ
ろ
で
義
経
の
飲
ん
だ
酒

と
は
」
と
言
っ
て
古
代
か
ら
江

戸
期
に
渡
る
酒
の
歴
史
の
話
に

な
り
、
更
に
は
「
位
牌
は
い
つ

で
き
た
の
か
」「
当
時
の
死
生

観
」「
当
時
の
食
事
（
米
や
味

噌
）」「
武
士
の
教
養
・
文
盲
率
」、

当
時
の
北
方
交
流
の
話
か
ら

「
Ｄ
Ｎ
Ａ
に
つ
い
て
」、
他
に

も
馬
の
歴
史
や
弓
矢
の
強
力
さ
、

行
軍
に
お
い
て
騎
馬
武
者
一
人

の
背
後
に
ど
れ
だ
け
の
従
者
や

世
話
役
、
あ
る
い
は
代
わ
り
の

馬
が
存
在
し
た
か
な
ど
、
ま
さ

に
痒
い
所
に
手
が
届
く
よ
う
な

思
い
つ
く
限
り
の
広
範
囲
の
筆

致
振
り
で
、
と
に
か
く
読
ん
で

い
て
興
味
深
く
、
飽
き
る
事
が

な
い
。
し
か
も
、本
書
に
は「
別

冊
」
と
し
て
、
藤
原
・
源
・
平

各
氏
ほ
か
あ
ら
ゆ
る
氏
族
の
系

図
を
始
め
、
残
虐
な
源
氏
の
棟

梁
・
頼
朝
の
勘
気
に
触
れ
粛
清

さ
れ
た
御
家
人
を
網
羅
し
た
一

覧
表
な
ど
を
掲
載
し
た
付
録
本

が
あ
る
と
い
う
（
な
ん
で
そ
ん

な
と
こ
ろ
ま
で
と
い
う
）
力
の

入
り
様
な
の
で
あ
る
。

　

本
書
の
最
大
の
魅
力
は
、
義

経
本
人
に
関
す
る
以
上
の
、
平

泉
の
藤
原
泰
衡
に
対
す
る
思
い

入
れ
と
考
察
の
深
さ
で
あ
る
。

　

実
は
本
新
聞
に
創
刊
か
ら
寄

稿
さ
れ
て
い
る
大
友
浩
平
氏
が

古
く
か
ら
続
け
ら
れ
て
い
る
ブ

ロ
グ
に
お
い
て
、
本
書
に
先
駆

け
て
泰
衡
の
遺
し
た
逃
避
行
の

謎
に
つ
い
て
考
察
さ
れ
て
お
り
、

本
書
の
主
張
は
そ
れ
に
通
ず
る

も
の
が
あ
る
。
大
友
氏
も
言
及

さ
れ
て
い
る
「
頼
朝
の
元
へ
送

ら
れ
た
泰
衡
の
首
は
偽
首
で
あ

っ
た
」
と
い
う
仮
説
は
本
書
の

白
眉
と
し
て
強
く
主
張
さ
れ
て

お
り
、
本
書
が
「
泰
衡
生
存
は

義
経
生
存
と
密
接
に
関
わ
っ
て

い
る
」
事
を
示
し
た
初
め
て
の

書
で
あ
る
と
い
う
自
負
心
を
、

著
者
は
隠
さ
な
い
の
で
あ
る
。

　

本
書
に
お
け
る
泰
衡
生
存
の

根
拠
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

一
・
泰
衡
を
裏
切
っ
た
と
さ
れ

る
出
羽
・
比
内
の
河
田
次
郎
だ

が
、
彼
が
多
く
の
家
臣
ら
に
守

ら
れ
て
い
た
は
ず
の
泰
衡
を
襲

う
と
い
う
事
は
リ
ス
ク
が
甚
大

で
あ
り
、
現
実
的
で
は
な
い
事
。

二
・
泰
衡
の
首
級
の
損
傷
が
ひ

ど
く
、
執
拗
に
切
り
刻
ん
だ
よ

う
な
傷
で
、
こ
れ
も
当
時
の
状

況
を
考
え
れ
ば
不
自
然
な
事
。

三
・
泰
衡
の
首
は
頼
朝
の
元
ま

で
三
日
か
け
て
届
け
ら
れ
、
そ

の
場
で
血
を
洗
わ
れ
た
と
い
う
。

通
常
、
首
級
は
死
後
直
ち
に
洗

い
清
め
ら
れ
化
粧
さ
れ
て
か
ら

運
ば
れ
る
為
、
こ
れ
も
不
自
然

で
あ
る
事
。

　

他
に
も
藤
原
四
代
の
頭
骨
調

査
に
よ
れ
ば
、
泰
衡
の
顔
の
高

さ
が
先
代
ま
で
に
比
べ
著
し
く

低
く
な
っ
て
い
る
（
縄
文
人
的

・
先
祖
返
り
し
て
い
る
？
）
事

か
ら
血
の
繋
が
り
の
な
い
別
人

の
頭
骨
で
は
な
い
か
と
も
主
張

し
て
い
る
の
だ
が
、
こ
れ
に
つ

い
て
は
顔
の
高
さ
が
必
ず
し
も

遺
伝
す
る
と
は
限
ら
な
い
為
、

論
拠
に
乏
し
い
と
感
じ
る
。
と

は
言
え
、
特
に
一
、二
に
つ
い

て
は
私
自
身
常
々
抱
い
て
い
た

疑
問
で
は
あ
り
、
三
に
つ
い
て

も
な
る
ほ
ど
と
思
わ
せ
ら
れ
た
。

　

別
冊
の
付
録
本
に
も
あ
る
よ

う
に
、
東
北
に
と
っ
て
の
史
上

最
大
の
侵
略
者
で
あ
る
頼
朝
へ

の
「
恨
み
節
」
と
も
取
れ
る
徹

底
的
な
批
判
的
姿
勢
も
、
本
書

が
「
間
違
い
な
く
東
北
人
が
書

い
た
本
」
と
思
わ
せ
る
箇
所
で

あ
る
。
無
論
本
書
が
広
い
読
者

層
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
に
は
敵

味
方
問
わ
ぬ
公
平
な
視
点
が
必

要
だ
が
、
頼
朝
の
義
経
や
泰
衡

に
対
す
る
理
不
尽
な
ま
で
の
処

断
に
は
そ
の
後
数
百
年
に
渡
る

歴
代
「
天
下
人
」
を
呪
縛
す
る

で
あ
ろ
う
、
異
常
な
ま
で
の
冷

酷
さ
と
い
う
歴
史
の
始
ま
り
も

見
る
思
い
が
す
る
の
で
あ
る
。

　

一
方
で
、
不
必
要
な
と
こ
ろ

で
ツ
ッ
コ
ミ
ど
こ
ろ
も
多
い
。

　

泰
衡
を
追
っ
て
比
内
ま
で
来

た
妻
が
、
夫
の
死
を
知
っ
て
自

害
し
た
地
に
立
て
ら
れ
た
西
木

戸
神
社
が
、
阿
津
賀
志
山
の
戦

で
死
ん
だ
国
衡
と
そ
の
妻
を
祀

る
な
ど
明
ら
か
に
間
違
っ
た
記

述
が
あ
る
（
そ
の
よ
う
な
伝
承

が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
？
今
の
と

こ
ろ
確
認
不
能
で
あ
る
。）
他
、

国
衡
の
母
は
ア
イ
ヌ
の
娘
ア
サ

メ
で
あ
る
事
は
よ
く
知
ら
れ
て

い
る
と
か
、
中
大
兄
皇
子
が
日

高
見
国
侵
略
軍
を
十
三
湊
に
送

っ
た
が
現
地
の
水
軍
に
返
り
討

ち
に
遭
っ
た
と
か
、
一
体
ど
こ

の
文
献
か
ら
引
っ
張
り
出
し
た

話
な
の
か
不
明
な
記
述
が
少
な

く
な
く
、
お
そ
ら
く
何
ら
か
の

記
録
は
あ
っ
て
全
く
の
虚
構
で

は
な
い
と
思
う
し
、
個
人
的
に

は
楽
し
く
て
好
き
な
の
だ
が
、

正
直
い
さ
さ
か
心
配
に
も
な
っ

て
し
ま
っ
た
。
折
角
こ
こ
ま
で

力
を
入
れ
た
本
書
が
諸
々
の
点

か
ら
不
信
感
を
持
た
れ
、
評
価

さ
れ
な
い
と
す
れ
ば
あ
ま
り
に

勿
体
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

　

実
際
の
と
こ
ろ
、
本
書
は
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
も
ほ
と
ん

ど
レ
ビ
ュ
ー
・
書
評
が
な
く
、

あ
ま
り
注
目
す
ら
さ
れ
て
こ
な

か
っ
た
様
が
見
て
取
れ
る
。「
や

っ
ぱ
り
所
詮
、
東
北
人
が
書
い

た
本
だ
」
な
ど
と
思
わ
れ
て
は

当
然
不
本
意
だ
ろ
う
し
、
一
般

的
に
偽
書
と
目
さ
れ
て
い
た
り
、

事
実
が
確
認
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
り
す
る
文
献
に
接
す
る
に
は

一
定
の
注
意
が
必
要
だ
と
つ
く

づ
く
感
じ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
、「
義
経
北
行
」

を
今
ど
き
大
真
面
目
に
一
冊
書

く
と
い
う
事
自
体
、
一
大
奇
書

と
一
笑
に
伏
さ
れ
る
覚
悟
を
持

た
ね
ば
挑
め
な
い
「
奇
行
」
な

の
か
も
知
れ
な
い
が
、
な
ら
ば

こ
れ
か
ら
の
世
代
の
東
北
人
は
、

「
も
う
こ
ん
な
バ
カ
な
事
」
と

言
っ
て
義
経
伝
説
を
追
い
、
語

り
継
ぐ
事
を
や
め
て
い
く
の
だ

ろ
う
か
？
そ
れ
も
ま
た
、
限
り

な
く
寂
し
い
話
だ
な
、
と
思
わ

ず
に
は
い
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　　

今
一
度
、
義
経
北
行
伝
説
の

意
義
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　

義
経
は
生
き
て
い
た
、
と
い

う
話
と
必
ず
と
言
っ
て
い
い
ほ

ど
セ
ッ
ト
で
出
る
の
が
「
判
官

贔
屓
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。

　

弱
者
や
不
遇
な
者
に
肩
入
れ

す
る
と
い
う
意
味
で
、
日
本
人

な
か
ん
ず
く
そ
の
よ
う
な
立
場

に
置
か
れ
る
場
合
が
歴
史
上
多

か
っ
た
東
北
人
に
強
い
と
さ
れ

が
ち
な
性
質
で
あ
る
と
思
う
。

　

た
だ
気
に
な
る
の
が
、
辞
書

上
に
よ
く
見
ら
れ
る
「
客
観
的

な
視
点
を
欠
い
た
同
情
」「
あ

え
て
理
非
曲
直
を
正
さ
ぬ
哀
惜

の
心
情
」
と
い
う
表
現
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
こ
れ
は
「
論
理
的
に

考
え
る
と
明
ら
か
に
お
か
し
い

の
に
肩
入
れ
し
て
し
ま
う
」
要

す
る
に
判
官
贔
屓
し
て
し
ま
う

東
北
人
は
感
情
ま
か
せ
で
馬
鹿

な
ん
だ
な
、
と
言
わ
れ
て
い
る

も
同
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？

　

も
し
そ
う
思
わ
れ
な
い
為
に
、

東
北
人
が
将
来
義
経
北
行
伝
説

を
忘
れ
去
ろ
う
と
す
る
な
ら
ば
、

私
た
ち
は
今
こ
そ
明
確
に
「
判

官
贔
屓
」
を
否
定
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。

　

義
経
北
行
伝
説
が
そ
の
言
わ

れ
始
め
が
ど
う
で
あ
れ
、
現
代

に
至
る
ま
で
語
り
続
け
ら
れ
て

き
た
の
に
は
、
単
な
る
同
情
や

妄
想
だ
け
で
は
説
明
が
つ
か
な

い
も
の
が
あ
る
。

「
秀
衡
死
後
一
年
半
も
の
間
、

義
経
は
奥
州
で
何
を
し
て
い
た

の
か
？
」

「
泰
衡
は
蝦
夷
島
へ
渡
ろ
う
と

し
て
い
た
の
に
、
何
故
海
岸
側

で
は
な
く
内
陸
に
向
か
い
、
何

日
も
滞
在
し
て
い
た
の
か
？
」

　

こ
の
二
点
を
代
表
と
す
る

義
経
の
死
と
平
泉
の
滅
亡
に

纏
わ
る
謎
・
矛
盾
は
数
多
く
、

そ
れ
ら
の
疑
問
が
未
だ
解
消

さ
れ
て
い
な
い
か
ら
こ
そ
、
義

経
北
行
伝
説
は
尚
も
リ
ア
リ

テ
ィ
を
保
ち
続
け
、
語
り
継
が

れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
む
し
ろ
「
論
理
的
に

考
え
る
と
明
ら
か
に
お
か
し

い
」
の
は
正
史
を
無
闇
に
信
じ

込
む
側
で
は
な
い
か
、
と
い
う

問
い
か
け
こ
そ
、
蝦
夷
た
る
者

の
弛
ま
ぬ
本
懐
と
い
う
べ
き

か
も
知
れ
な
い
。

　
　
　
　
　

＊

　

今
回
、
あ
ら
た
め
て
調
査
し

た
と
こ
ろ
、
山
崎
純
醒
氏
が
現

在
も
本
書
第
二
巻
を
精
力
的

に
執
筆
中
と
判
明
、
最
終
的
に

は
全
四
巻
で
完
結
の
予
定
と

の
事
で
あ
る
。
歴
史
研
究
の

進
展
に
伴
な
い
、
東
北
と
の
関

係
の
深
さ
と
そ
の
風
土
の
素

晴
ら
し
さ
の
再
発
見
に
よ
っ

て
輝
き
続
け
る
英
雄
・
源
義

経
。
今
日
も
一
人
の
東
北
人
の

途
方
も
な
い
ビ
ジ
ョ
ン
が
、
時

を
越
え
て
郷
土
の
真
実
へ
の

扉
を
叩
く
。
義
経
北
紀
行
伝

説
、
そ
の
未
来
の
盛
り
上
が
り

に
期
待
し
た
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
。

も
は
や
盛
り
上
が
る
事
は
な
い
？

義
経
北
紀
行
伝
説
の
事
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筆
者
が
最
初
に
虎
舞
に
出
会
っ

た
の
は
、
東
日
本
大
震
災
後
の
こ

と
だ
っ
た
。
そ
れ
ま
で
は
虎
舞
の

こ
と
は
な
に
ひ
と
つ
知
ら
な
か
っ

た
。

　

津
波
被
災
地
で
被
害
を
受
け
た

郷
土
芸
能
復
興
支
援
に
関
す
る
東

京
都
内
の
催
し
で
、
岩
手
県
大
槌

町
の「
向
川
原
虎
舞
風
虎
会
」の
会

員
だ
っ
た
岩
間
美
和
さ
ん
と
名
刺

交
換
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
の
が
虎

舞
と
の
最
初
の
き
っ
か
け
で
あ
る
。

　

岩
間
氏
は
、
虎
舞
保
存
活
動
を

す
る
と
と
も
に
、
地
元
の
住
民
が

立
ち
上
げ
た
「
お
ら
が
大
槌
復
興

食
堂
」
の
店
長
さ
ん
と
し
て
も
全

国
的
に
有
名
に
な
っ
て
い
た
。

　
　
　
　
　

＊

　

そ
の
後
、
現
地
の
岩
手
県
大
槌

町
に
取
材
に
出
か
け
、
虎
舞
を
見

せ
て
い
た
だ
い
た
の
が
虎
舞
と
の

最
初
の
出
会
い
で
あ
る
。

　

三
陸
沿
岸
は
甚
大
な
津
波
被
害

の
あ
っ
た
地
域
で
、
な
か
で
も
大

槌
町
の
被
害
は
甚
大
で
、
津
波
で

破
壊
さ
れ
、
多
数
の
被
害
者
を
出

し
た
大
槌
町
役
場
は
多
く
の
人
の

記
憶
に
残
っ
て
い
る
こ
と
と
思
う
。

　

そ
の
他
に
も
被
害
者
は
か
な
り

の
数
に
上
っ
た
。
岩
間
さ
ん
が
所

属
す
る
虎
舞
保
存
会
の
関
係
者
に

も
多
数
の
犠
牲
者
が
出
て
い
た
。

　

ま
た
、山
車
や
太
鼓
、衣
装
な
ど

の
用
具
は
も
ち
ろ
ん
、
練
習
場
や

保
管
庫
な
ど
も
津
波
に
流
さ
れ
て
、

虎
舞
復
活
な
ど
到
底
無
理
と
思
っ

て
い
た
よ
う
だ
。

　

し
か
し
、
そ
ん
な
状
況
の
中
で

も
、仲
間
と
と
も
に
、地
域
の
皆
を

励
ま
そ
う
と
虎
舞
復
活
に
挑
戦
し

て
い
っ
た
。

　

全
国
の
有
志
や
Ｎ
Ｐ
Ｏ
な
ど
の

力
も
借
り
な
が
ら
虎
舞
は
震
災
の

あ
っ
た
そ
の
年
か
ら
動
き
は
じ
め
、

地
域
の
人
の
心
を
復
興
へ
向
け
て

さ
ら
に
強
く
結
び
付
け
る
役
割
を

果
た
し
て
き
た
。

　
　
　
　
　

＊

　

そ
の
よ
う
な
、
大
震
災
を
潜
り

抜
け
て
き
た
虎
舞
で
あ
る
が
、
大

槌
町
の
お
祭
り
で
目
の
当
た
り
に

し
た
と
き
、
こ
の「
虎
舞
」の
舞
の

迫
力
と
、
独
特
の
囃
子
に
圧
倒
さ

れ
た
。
そ
し
て
、
よ
り
も
踊
り
手

の
み
な
さ
ん
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
圧

倒
さ
れ
た
。
未
曽
有
の
大
震
災
を

乗
り
越
え
つ
つ
、
圧
倒
的
な
迫
力

で
み
な
ぎ
る
生
命
力
を
筆
者
に
見

せ
て
く
れ
た
の
だ
。

　

そ
れ
以
来
、
虎
舞
と
い
う
郷
土

芸
能
は
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岩手県大槌町・・向川原虎舞

① 【虎舞】は、東北では主に二つの別々の祈りを託す郷土芸能。ひとつは「航海の安全祈願」。昔
から、沿岸地方の船乗りは「板子一枚、下は地獄」と言われ、漁師の家族にとって無事に寄帰港する
ことが何よりの祈願で、「虎は一日にして千里行って、千里帰る」ということわざから、無事に帰る
事を念じ、虎の習性に託して踊った虎舞が沿岸漁民の間に広がっていったと考えられている。も
うひとつが「火伏祈願」。宮城県加美町の「初午まつり火伏せの虎舞」では、屋根の上に虎舞が並ん
で火伏の祈祷舞を演じる。650 年前、春先の強風により大火の多かった中新田地区で、易の文献
にある「雲は龍に従い、風は虎に従う」の故事にならい、虎の威を借りて風をしずめ、火伏を祈願し
たのが起源と言われ、毎年、春に開催される「初午まつり」で見ることができる。
② 踊りの形・様式 ：獅子舞の一種で、ふたりの男性が虎模様の胴膜を身にまとい、虎の頭を操り
その動きを模して舞う伝統芸能。笛や太鼓の威勢の良い独特の囃子も特徴のひとつ。虎舞の後
に「手踊り」と呼ばれる虎を身に着けずに数人が素手で踊ることもある。
③ 分布：全国にたくさんの虎舞と呼ばれる郷土芸能があり、伝承地によってその信仰や発祥、舞
の形までさまざま。青森県八戸市、岩手県釜石市・大槌町・山田町などの三陸沿岸部、宮城県加
美町、熊本県御船町、宮城県気仙沼市、神奈川県横須賀市、山梨県北杜市、静岡県南伊豆町、香川県
東かがわ市、愛媛県松山市、鹿児島県いちき串木野市などに伝えられている。
④三陸沿岸に伝わる虎舞の主な演目：
　■「遊び虎」（「矢車」）・・・春の日差しを浴び無心に遊び戯れる虎の様子をあらわす。この時
　　の太鼓の撥さばきが、5 月の鯉のぼりの先端に取り付けられた矢車が風にくるくる回る姿に
　　似ている事から「矢車」とも呼ばれている。踊り子が数人、扇子を持って共に踊ることもある。
　■はね虎・・・「国性爺合戦」の和藤内の虎退治を題材に、追い込まれた虎が手負いとなって
　　荒れ狂い、和藤内が一人でこの虎を仕止めるという場面を表現したもの。虎舞の中で最も
　　勇壮闊達な踊りで、冒頭の「虎はどこだ～」の掛け声はこの演目で聞くことができる。
　■笹喰み・・・繁殖期にある虎が、盛んに獲物を求めて焦燥し、気性が荒くなり笹に噛みつく
　　様子。猟師が虎狩りするのはこの頃という伝説によるもので、笹竹をくわえて踊る姿は虎の
　　習性をよく表している。虎は笹を食べているのではなく笹で歯を磨いているところ。
⑤主なイベント ：釜石市で行われる「全国虎舞フェスティバル」などでも見ることができる。10
月中旬に 3 日間行われる「釜石まつり」では、船の上で虎舞が舞う曳舟が見られる。


