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さ
れ
た
都
の
文
化
が
日
本
で
一

番
だ
と
い
う
思
い
が
あ
る
の
で

あ
ろ
う
。

　

と
す
る
と
、
江
戸
に
対
抗
し

て
の
「
千
三
百
年
の
歴
史
」
と

い
う
こ
と
に
な
る
が
、
江
戸
が

「
都
」
に
な
っ
て
か
ら
は
、
わ

ず
か
二
百
年
と
少
し
し
か
な
い
。

そ
こ
か
ら
、「
千
三
百
年
の
歴

史
」
が
は
る
か
に
長
く
、奈
良
・

京
都
が
江
戸
よ
り
上
だ
と
言
い

た
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

そ
う
い
え
ば
明
治
維
新
の
遷

都
で
、「
都
」
が
江
戸
に
移
っ

た
こ
と
を
奈
良
・
京
都
の
人
々

は
快
く
思
っ
て
い
な
い
の
は
た

び
た
び
感
じ
る
こ
と
で
あ
る
。

　

筆
者
も
体
験
し
て
驚
い
た
、

関
東
あ
た
り
か
ら
来
た
人
へ
の

「
ひ
が
し
も
ん
」
と
い
う
呼
び

方
に
明
確
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
い
ず
れ
に

し
て
も
日
本
列
島
の
長
い
歴
史

に
比
べ
れ
ば
規
模
が
小
さ
い
話

で
あ
る
。

都
で
あ
る
。

　

そ
の
観
光
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー

に
た
び
た
び
登
場
す
る
の
が
、

「
千
三
百
年
の
歴
史
」
で
あ
る
。

　

こ
の
「
千
三
百
年
の
歴
史
」

は
、
東
北
か
ら
裏
返
し
て
み
れ

ば
、
東
北
へ
の
侵
略
や
迫
害
の

歴
史
で
も
あ
る
。

　

侵
略
や
迫
害
の
歴
史
を
象
徴

す
る
「
千
三
百
年
の
歴
史
」
を

東
北
再
興
の
礎
と
す
る
の
は
お

か
し
い
。
む
し
ろ
迫
害
の
歴
史

を
認
め
る
こ
と
に
つ
な
が
る
よ

う
な
気
が
し
て
な
ら
な
い
の
だ
。

　

そ
ん
な
気
持
ち
が
無
意
識
に

新
た
な
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
の
思

い
つ
き
に
つ
な
が
っ
て
い
っ
た

の
か
も
し
れ
な
い
。

奈
良
・
京
都
千
三
百
年

の
歴
史
は
江
戸
文
化
に

対
抗
？

　

し
か
し
よ
く
考
え
て
み
れ
ば
、

「
千
三
百
年
の
歴
史
」
は
、
日

本
列
島
の
長
い
歴
史
か
ら
す
れ

ば
非
常
に
短
い
の
で
は
な
い
か
。

　

縄
文
時
代
で
も
一
万
三
千
年

ほ
ど
の
歴
史
が
あ
る
。「
千
三
百

年
の
歴
史
」
と
は
、
わ
ず
か
そ

の
十
分
の
一
程
度
の
長
さ
で
あ

る
。

新
し
い
東
北
の
キ
ャ
ッ

チ
コ
ピ
ー
提
案

　

当
新
聞
の
新
年
号
発
行
に
あ

た
り
、
何
か
め
で
た
い
記
事
は

な
い
も
の
か
と
ず
っ
と
探
し
て

い
た
ら
、
記
事
ネ
タ
で
は
な
く
、

突
然
に
新
ら
た
な
東
北
再
興
キ

ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
が
頭
に
浮
か
ん

で
き
た
。

　

曰
く
、「
東
北
一
万
六
千
年

の
歴
史
」
で
あ
る
。

　

昨
年
ま
で
、
当
新
聞
で
は
、

東
北
の
転
機
は
今
か
ら
千
三
百

年
前
と
何
度
も
書
い
て
き
た
。

し
か
し
、
そ
れ
は
「
転
機
」
で

あ
っ
て
、
東
北
の
歴
史
の
は
じ

ま
り
で
は
な
い
。

　

東
北
の
「
転
機
」
を
東
北
再

興
の
基
礎
に
据
え
る
よ
り
も
、

や
は
り
、
東
北
の
は
じ
ま
り
の

方
が
お
さ
ま
り
が
良
い
と
考
え

て
、
ま
じ
め
に
、
こ
れ
を
新
た

な
東
北
の
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
に

据
え
よ
う
と
考
え
た
次
第
で
あ

る
。

「
千
三
百
年
の
歴
史
」

は
東
北
へ
の
侵
略
・
迫

害
の
歴
史

　

日
本
の
観
光
地
の
第
一
は
京

《東北16000年の歴史》
新年号にあたり「東北再興」の新キャッチ提案！

奈良・京都の歴史など足元にも及ばない

　

ま
し
て
や
、
日
本
列
島
に
は
、

縄
文
時
代
に
先
行
す
る
も
っ
と

長
い
数
万
年
の
時
代
も
確
実
に

存
在
す
る
の
だ
。

　

で
は
な
ぜ
「
千
三
百
年
の
歴

史
」
に
し
た
の
か
？

　

お
そ
ら
く
日
本
の
中
心
で
あ

る
「
都
」
が
置
か
れ
た
時
代
が

い
ま
か
ら
千
三
百
年
前
だ
っ

た
こ
と
で
、「
そ
こ
か
ら
続
く

千
三
百
年
の
歴
史
」
と
し
た
の

で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
間
に
構
築

宮城県生まれ、68 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】

気
宇
壮
大
な
桁
違
い
の

歴
史
を
持
つ
東
北

　

こ
の
点
で
、
東
北
の
歴
史
の

起
点
を
、
青
森
県
の
東
津
軽
郡

外
ヶ
浜
町
の
「
大
平
山
元
Ⅰ
遺

跡
（
お
お
だ
い
や
ま
も
と
い
ち

い
せ
き
）」
で
発
掘
さ
れ
た
日

本
列
島
最
古
の
縄
文
土
器
と
し

た
い
の
で
あ
る
。

　

今
か
ら
一
万
六
千
五
百
年
前

と
も
一
万
六
千
年
前
と
も
言
わ

れ
て
い
る
縄
文
土
器
で
あ
る
。

筆
者
も
現
物
を
見
に
行
っ
て
い

る
。（
写
真
）
ほ
ん
の
小
さ
な

断
片
で
あ
り
、
こ
れ
が
縄
文
土

器
の
は
じ
ま
り
、
縄
文
時
代
の

は
じ
ま
り
な
の
か
と
し
み
じ
み

思
っ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

そ
し
て
、
展
示
場
所
に
は
筆

者
一
人
で
、
他
に
は
だ
れ
も
お

ら
ず
、
少
し
さ
び
し
い
思
い
も

し
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
歴
史

的
価
値
は
す
ご
い
も
の
が
あ
る
。

世
界
に
誇
れ
、
か
つ
ユ
ニ
ー
ク

な
縄
文
時
代
の
は
じ
ま
り
を
告

げ
る
土
器
な
の
で
あ
る
か
ら
。

そ
の
後
に
引
き
継
が
れ
て
い
っ

た
に
違
い
な
い
東
北
古
代
文
化

の
痕
跡
は
あ
ま
り
多
く
な
く
、

し
か
も
注
目
度
も
低
い
ま
ま
で

あ
る
。

　

あ
ま
り
に
古
く
て
、
現
代
と

の
連
続
性
を
イ
メ
ー
ジ
し
に
く

い
か
ら
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

日
本
列
島
の
発
掘
が
「
西
高

東
低
」
で
、
発
掘
が
な
か
な
か

進
ま
な
い
か
ら
な
の
で
あ
ろ
う

か
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
東
北
の

古
代
文
化
に
も
っ
と
ス
ポ
ッ
ト

ラ
イ
ト
を
あ
て
る
の
は
絶
対
に

必
要
で
あ
る
と
思
う
。

ま
だ
ま
だ
東
北
の
歴
史

を
掘
っ
て
行
け
！

　

北
海
道
と
北
日
本
の
縄
文
遺

跡
群
は
、
昨
年
七
月
に
は
ユ
ネ

ス
コ
世
界
文
化
遺
産
に
「
北
海

道
・
北
東
北
の
縄
文
遺
跡
群
」

と
し
て
登
録
さ
れ
た
。

　

そ
の
構
成
要
素
の
ひ
と
つ
と

し
て
「
大
平
山
元
Ⅰ
遺
跡
」
が

入
っ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
青
森
県
と
岩
手
県
、

秋
田
県
の
遺
跡
だ
け
で
あ
り
、

宮
城
県
も
山
形
県
も
福
島
県
も

入
っ
て
い
な
い
。

　

後
者
の
三
県
に
縄
文
遺
跡
が

な
い
わ
け
で
は
な
い
の
に
ま
こ

と
に
残
念
な
こ
と
で
あ
る
。

　
「
東
北
一
万
六
千
年
の
歴

史
」
と
い
う
新
た
な
キ
ャ
ッ
チ

コ
ピ
ー
の
下
で
、
再
び
東
北
が

ひ
と
つ
に
な
れ
る
こ
と
を
願
う
。

　

そ
し
て
「
大
平
山
元
Ⅰ
遺

跡
」
に
続
く
遺
跡
を
発
掘
し
続

け
、
日
本
だ
け
で
な
く
、
世
界

に
発
信
し
続
け
る
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
東
北
は
、
や
は
り
、

ひ
と
つ
に
な
る
べ
き
で
あ
る
。 大平山元遺跡周辺看板

日本最古の縄文土器

写真の無文土器片（縄の文様がない土器のかけら）は、
写真の説明には、1 万５０００年前とあるが、その後、
1 万6500 年前のものと推測され（土器に付着した炭
化物のAMS 法による放射性炭素年代測定法による算
定）、日本最古の土器（北東アジア最古の土器）ともい
われていたが、その後の調査では１万６０００年前説
が有力である。しかし日本最古の土器であることは変
わらない。
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大漁旗での応援は釜石ならではのもの

氏
は
こ
だ
わ
る
。「
ハ
ー
ド
ル

は
高
く
て
も
、
走
り
な
が
ら
可

能
性
を
考
え
る
。
十
年
後
に
は

優
勝
を
争
い
、
日
本
一
の
ラ
グ

ビ
ー
の
街
に
な
り
た
い
」
と
意

気
込
む
。

　

さ
ら
に
は
、
人
口
三
万
2
二
千

人
の
町
の
ク
ラ
ブ
チ
ー
ム
で
、日

本
一
を
も
う
一
度
達
成
し
た
い

と
い
う
。
そ
の
と
き
に
は
き
っ
と
、

釜
石
に
三
度
目
の
奇
跡
が
舞
い

降
り
る
こ
と
だ
ろ
う
。

筆
者
も
フ
ァ
ン
ク
ラ
ブ

に
入
会
し
て
観
戦
開
始

　

こ
う
し
た
「
釜
石
シ
ー
ウ
ェ

イ
ブ
ス
」
で
あ
る
が
、
釜
石
に

根
付
い
た
チ
ー
ム
と
い
う
こ
と

も
非
常
に
重
要
で
あ
る
が
、
ぜ

ひ
東
北
の
チ
ー
ム
と
し
て
、
東

北
全
体
で
一
丸
と
な
っ
て
応
援

し
て
い
き
た
い
と
も
思
う
の
で

あ
る
。

　

当
新
聞
で
は
、
今
後
の
活
躍

を
取
り
上
げ
て
い
き
た
い
と
考

え
て
い
る
し
、
筆
者
は
フ
ァ
ン

ク
ラ
ブ
に
入
会
し
て
、
試
合
を

見
に
行
こ
う
と
考
え
て
い
る
。

　

読
者
の
み
な
さ
ん
も
ぜ
ひ
応

援
し
て
い
た
だ
き
た
い
し
、
フ

ァ
ン
ク
ラ
ブ
に
も
入
会
し
て
い

た
だ
け
れ
ば
と
思
う
。

当
新
聞
は
今
年
か
ら

「
釜
石
シ
ー
ウ
ェ
イ
ブ

ス
」
を
応
援

　

昨
年
、
当
新
聞
は
、
大
リ
ー

グ
で
活
躍
し
て
い
た
大
谷
翔
平

選
手
を
応
援
し
て
き
た
。

　

今
年
は
そ
れ
に
加
え
て
、
ラ

グ
ビ
ー
の
「
釜
石
シ
ー
ウ
ェ
イ

ブ
ス
」
を
応
援
し
て
い
く
予
定

で
あ
る
。

　

ラ
グ
ビ
ー
応
援
は
、
大
リ
ー

グ
野
球
に
続
い
て
二
番
目
の
ス

ポ
ー
ツ
応
援
と
な
る
。

　

多
く
の
ス
ポ
ー
ツ
に
お
い
て
、

東
北
の
選
手
、
東
北
出
身
の
選

手
、
東
北
の
チ
ー
ム
が
活
躍
し

て
、
東
北
を
鼓
舞
し
、
ひ
い
て

は
東
北
再
興
に
貢
献
し
て
欲
し

い
と
の
願
い
か
ら
で
あ
る
。

　

ラ
グ
ビ
ー
新
リ
ー
グ

「
リ
ー
グ
ワ
ン
」
誕
生

　

近
年
は
様
々
な
ス
ポ
ー
ツ
が

プ
ロ
化
し
て
い
て
、
ラ
グ
ビ
ー

も
よ
う
や
く
プ
ロ
化
に
こ
ぎ
つ

け
た
。

　

そ
う
し
た
こ
と
で
、
国
内
ラ

グ
ビ
ー
新
リ
ー
グ
発
足
会
見
が

昨
年
の
七
月
十
六
日
に
行
わ
れ
、

新
リ
ー
グ
の
名
称
も
「
ジ
ャ
パ

ン
ラ
グ
ビ
ー
リ
ー
グ
ワ
ン
）」

に
決
定
し
た
。

　

今
年
に
入
り
、「
リ
ー
グ
ワ

ン
」
開
幕
は
一
月
七
日
(
金
)

の
予
定
だ
っ
た
が
、
新
型
コ
ロ

ナ
禍
で
一
日
延
期
し
て
、
一
月

八
日
（
土
）
に
開
幕
し
た
。

　

そ
の
「DIVISION

　

2
」

に
「
釜
石
シ
ー
ウ
ェ
イ
ブ
ス
」

は
参
加
し
た
。

新
日
鉄
釜
石
ラ
グ
ビ
ー
部

　

筆
者
の
年
代
で
は
、「
釜
石

シ
ー
ウ
ェ
イ
ブ
ス
」
の
前
身
の

新
日
鉄
釜
石
ラ
グ
ビ
ー
部
と
い

う
名
称
の
方
が
な
じ
み
が
深
く
、

と
て
も
な
つ
か
し
い
。

　

新
日
鉄
釜
石
ラ
グ
ビ
ー
部
は
、

実
業
団
時
代
の
一
九
七
八
年
度

か
ら
一
九
八
四
年
度
に
か
け
て

全
国
社
会
人
大
会
お
よ
び
日
本

選
手
権
を
七
連
覇
す
る
と
い
う

偉
業
を
達
成
し
、
そ
の
強
さ
か

ら
「
北
の
鉄
人
」
と
呼
ば
れ
、

日
本
ラ
グ
ビ
ー
史
に
一
時
代
を

築
い
た
チ
ー
ム
で
あ
っ
た
。

　

獲
得
し
た
全
国
タ
イ
ト
ル
は

二
十
六
個
（
日
本
選
手
権
：
八

回
、
全
国
社
会
人
大
会
：
九
回
、

国
体
：
九
回
）
を
数
え
た
。

　

そ
の
結
果
、
釜
石
を
「
ラ
グ

ビ
ー
の
町
」
と
広
く
認
識
さ
せ

る
に
至
っ
た
有
名
チ
ー
ム
で
あ

る
。

「
釜
石
シ
ー
ウ
ェ
イ
ブ

ス
」
と
名
称
変
更

　

二
〇
〇
一
年
か
ら
「
釜
石
シ

ー
ウ
ェ
イ
ブ
ス
」
と
名
称
変
更

し
た
。

　

そ
の
後
、
一
時
は
存
続
が
危

ぶ
ま
れ
な
が
ら
シ
ー
ウ
ェ
イ
ブ

ス
も
た
く
ま
し
く
生
き
延
び
て

き
た
。

　

ジ
ュ
ニ
ア
部
門
に
参
加
す
る

小
学
生
も
こ
の
数
年
で
三
倍
に

増
加
、
さ
ら
に
は
中
学
生
の
単

独
チ
ー
ム
も
設
立
、
市
も
ふ
た

つ
の
高
校
の
ラ
グ
ビ
ー
部
に
指

導
者
を
派
遣
す
る
構
想
を
持
つ

な
ど
、
地
域
で
の
す
そ
野
を
拡

大
し
て
き
た
。

　

こ
う
し
て
地
元
で
腕
を
磨
け

る
環
境
が
整
え
ば
、
釜
石
育
ち

の
選
手
は
増
え
る
だ
ろ
う
と
の

見
通
し
も
あ
り
、
地
域
に
密
着

し
た
チ
ー
ム
作
り
に
邁
進
し
て

い
る
。

　

こ
う
し
た
努
力
の
甲
斐
が
あ

り
、
か
つ
て
の
日
本
選
手
権
七

連
覇
か
ら
三
十
数
年
を
経
て
、

薄
れ
つ
つ
あ
っ
た
「
ラ
グ
ビ
ー

の
街
」
の
色
が
、
最
近
ま
た
濃

く
な
り
つ
つ
あ
る
と
い
う
。

財
政
基
盤
は
き
び
し
い

　

新
リ
ー
グ
参
戦
前
の
チ
ー
ム

の
年
間
予
算
は
五
億
～
六
億
円

で
あ
り
、
国
内
強
豪
の
十
五
億

円
超
と
比
べ
少
な
い
よ
う
だ
。

　

太
刀
打
ち
す
る
に
は
よ
り
多

く
の
チ
ケ
ッ
ト
を
売
り
、
ス
ポ

ン
サ
ー
を
集
め
る
必
要
が
あ
る

が
、「
新
リ
ー
グ
は
そ
の
ア
ピ

ー
ル
に
な
る
」
と
桜
庭
吉
彦
ゼ

ネ
ラ
ル
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
は
言
う
。

　
「
ま
ず
は
チ
ー
ム
の
存
在
を

知
っ
て
も
ら
う
た
め
に
広
域
で

イ
ベ
ン
ト
や
地
域
貢
献
活
動
を

し
た
い
」
と
も
言
う
。

　

ま
た
、
昨
年
の
復
興
道
路
開

通
で
移
動
時
間
が
一
時
間
半
ほ

ど
短
く
な
っ
た
仙
台
な
ど
で
の

PR
を
考
え
て
い
る
と
の
こ
と
。

　

し
か
し
、
復
興
ス
タ
ジ
ア
ム

は
W
杯
時
に
あ
っ
た
仮
設
席
が

な
く
な
り
、
六
千
人
収
容
に
減

少
し
た
。
新
し
い
「
1
部
リ
ー

グ
」
の
基
準
と
な
る
一
万
五
千

人
規
模
と
す
る
に
は
拡
張
や
移

転
が
必
要
と
な
る
が
「
ホ
ー
ム

は
あ
く
ま
で
も
釜
石
」
と
桜
庭

当新聞は、ラグビー新リーグ《リーグワンDIVISION２》所属の
釜石のラグビーチーム《釜石シーウェイブス》を応援します！

初ラグビー新リーグ名称は「JAPAN RUGBY LEAGUE ONE（ジャパン
ラグビーリーグワン）・・・釜石シーウエイブスはDIVISION ２」
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郷土料理愛好家　
　　　　松本由美子氏

材料：生イクラ 500 〜 600g 、みりん 250cc、酒 250cc、醤油 250cc、昆布 5 センチ
料理方法：①　筋子は 70 度のお湯を入れボールの中でさいばしを回してほぐす。（皮が剥
がれて、アニサキス、臭みを取る）　②　イクラをザルに戻し、塩振り、水で洗う。薄皮が浮
いてくるので流す。もう一度塩を入れて、ザッと洗い流す。あとは、8 回程水で洗い流すと
10 回目には綺麗になる。（もう塩は入れない）　③　ザルで水気を切っておく（15 分）　④　
みりん１: 酒１: 醤油１の割り合いにしますが、みりんと酒を鍋で完全に煮切る。 ⑤　沸騰
を止めてから、昆布 5 センチ入れて醤油入れ、冷ます。 ⑥　水気を切ったイクラをタッパー
に入れ合わせ調味料をヒタヒタに入れる。一晩寝かせる。⑦　翌日水気を切って本漬けを
します。１～２日で出来あがりです。

《イクラ醤油漬け》

水産業再興のための
料理レシピ紹介

第89回 

《プレ三陸酒海鮮会開催》ー 1/22（土）ー 16：00 ～ 19：00】
（場所注意：肉のヒマラヤ by ポルコロ 築地店（会場が異なります））

昨年暮れごろに一旦収まりかけたコロナ禍。ついに延び延びになっていた三陸酒海鮮会の
開催可能かと喜び勇んで、本格的な再開の前に、【プレ三陸酒海鮮会】を開催しようと準備し、
みなさまにお声がけいたしました。現在も開催予定に変わりはありません。しかし、その後
突然、陽性者急増で状況が変化し、都のコロナ禍対応次第ということになってしまいました。
どこまでもコロナ禍につきまとわれています。たとえ条件付きであっても、可能ならば、開
催したいという気持ちに変わりはありません。ご参加予定の皆さんにも再びお会いできる
日をとても楽しみにしておりますが、あとは祈るのみです！

丼に乗せて召し上がっていただ
くだけでも充分ですが、適当な
お刺身を一緒に盛り合わせると
さらに美味い



2022 年（令和 4年）1月 16 日（日曜日）　　第 116 号　http://tohoku-saiko.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.

ビ
ー
ル
と
特
区

　

過
去
に
こ
の
連
載
で
も
何
度

か
取
り
上
げ
て
い
る
が
、
昨
今
、

「
ク
ラ
フ
ト
ビ
ー
ル
」
と
呼
ば

れ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
「
地

ビ
ー
ル
」
が
盛
り
上
が
り
を
見

せ
て
い
る
。

　

今
回
は
、
そ
の
延
長
線
上
で
、

東
北
全
体
の
活
性
化
と
ク
ラ
フ

ト
ビ
ー
ル
の
更
な
る
盛
り
上
が

り
の
た
め
に
特
区
制
度
を
活
用

で
き
な
い
か
と
い
う
提
案
を
し

て
み
た
い
。

ア
メ
リ
カ
の
ク
ラ
フ
ト

ビ
ー
ル
事
情

　

ま
ず
、
ア
メ
リ
カ
の
ク
ラ
フ

ト
ビ
ー
ル
事
情
に
つ
い
て
見
て

お
き
た
い
。
直
近
の
デ
ー
タ
は

手
元
に
な
い
の
だ
が
、
ア
メ
リ

カ
の
ク
ラ
フ
ト
ブ
リ
ュ
ワ
リ

ー
の
業
界
団
体
で
あ
る
「
Ｂ

ｒ
ｅ
ｗ
ｅ
ｒ
ｓ 

Ａ
ｓ
ｓ
ｏ
ｃ

ｉ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
」
に
よ
れ
ば
、

二
〇
一
九
年
時
点
で
全
米
に
は

実
に
八
〇
〇
〇
以
上
の
ク
ラ
フ

ト
ビ
ー
ル
醸
造
所
が
存
在
す
る

と
い
う
。
昨
年
時
点
で
の
日
本

の
ク
ラ
フ
ト
ビ
ー
ル
醸
造
所
の

数
は
五
〇
〇
を
超
え
た
く
ら
い

な
の
で
、
実
に
一
六
倍
も
の
差

が
あ
る
。
ち
な
み
に
、「
ビ
ー

ル
大
国
」
と
し
て
知
ら
れ
る
ド

イ
ツ
で
も
二
〇
一
九
年
時
点
で

一
五
〇
〇
強
と
の
こ
と
な
の
で
、

ア
メ
リ
カ
は
、
そ
の
よ
う
な
イ

メ
ー
ジ
が
ま
だ
追
い
つ
い
て
き

て
い
な
い
が
、
今
や
世
界
一
の

ビ
ー
ル
大
国
な
の
で
あ
る
。

　

日
本
で
は
、
ク
ラ
フ
ト
ビ
ー

ル
が
盛
り
上
が
っ
て
い
る
と
は

言
っ
て
も
、
ビ
ー
ル
全
体
の
売

上
に
占
め
る
ク
ラ
フ
ト
ビ
ー
ル

の
割
合
は
よ
う
や
く
一
パ
ー
セ

ン
ト
を
超
え
た
く
ら
い
で
あ
る

が
、
ア
メ
リ
カ
で
は
二
〇
一
八

年
時
点
で
全
米
の
ビ
ー
ル
の
売

上
の
四
分
の
一
近
い
二
四
パ
ー

セ
ン
ト
を
ク
ラ
フ
ト
ビ
ー
ル
が

占
め
て
い
る
。

　

そ
も
そ
も
、
禁
酒
法
が
施
行

さ
れ
た
こ
と
す
ら
あ
っ
た
ア
メ

リ
カ
で
な
ぜ
今
の
よ
う
な
ク
ラ

フ
ト
ビ
ー
ル
の
盛
り
上
が
り
が

生
じ
た
の
か
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス

が
実
に
興
味
深
い
。
日
本
で
は

酒
税
法
の
規
定
で
、
ア
ル
コ
ー

ル
度
数
が
一
パ
ー
セ
ン
ト
を
超

え
る
酒
類
を
製
造
す
る
際
に
は

酒
類
製
造
免
許
が
必
要
と
な

る
。
し
か
も
、
ビ
ー
ル
の
製
造

免
許
に
つ
い
て
は
年
間
の
製
造

見
込
数
量
が
最
低
六
〇
キ
ロ
リ

ッ
ト
ル
、
す
な
わ
ち
よ
く
あ
る

三
五
〇
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
の
缶
に

し
て
一
七
万
缶
以
上
製
造
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ビ
ー
ル
で

は
な
く
発
泡
酒
だ
と
年
間
六
キ

ロ
リ
ッ
ト
ル
以
上
だ
が
、
こ
れ

で
も
一
万
七
千
缶
以
上
で
、
こ

の
ハ
ー
ド
ル
も
高
い
。
す
な
わ

ち
、
日
本
で
は
自
家
醸
造
な
ど

で
個
人
が
ビ
ー
ル
を
造
る
こ
と

は
ほ
ぼ
で
き
な
い
。

ク
ラ
フ
ト
ビ
ー
ル
隆
盛
の
背
景

　

ア
メ
リ
カ
で
も
実
は
、
当
初

は
「
ホ
ー
ム
・
ブ
リ
ュ
ー
イ
ン

グ
」、
日
本
で
言
う
自
家
醸
造

は
違
法
で
あ
っ
た
。
潮
目
が
変

わ
っ
た
の
は
、
こ
の
ホ
ー
ム
・

ブ
リ
ュ
ー
イ
ン
グ
を
カ
ー
タ
ー

政
権
が
合
法
化
し
た
一
九
七
八

年
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、

全
米
各
地
で
個
人
が
ビ
ー
ル
の

自
家
醸
造
を
始
め
た
。
そ
の
中

か
ら
、
最
初
は
趣
味
で
始
め
た

ビ
ー
ル
醸
造
を
ビ
ジ
ネ
ス
と
し

て
本
格
化
さ
せ
る
人
が
続
々
と

登
場
し
始
め
た
の
で
あ
る
。

　

統
計
が
す
べ
て
を
物
語
っ
て

い
る
。
一
九
七
八
年
の
時
点
で

は
全
米
に
九
〇
弱
の
醸
造
所
し

か
な
か
っ
た
の
だ
が
、
一
九
九
六

年
に
は
一
〇
〇
〇
を
超
え
、

二
〇
一
一
年
に
二
〇
〇
〇
を
超

え
、
二
〇
一
四
年
に
四
〇
〇
〇

を
超
え
、
そ
し
て
二
〇
一
九
年

の
八
〇
〇
〇
超
で
あ
る
。
四
〇

年
で
実
に
九
〇
倍
と
い
う
増
え

方
で
あ
る
。
い
か
に
も
の
す
ご

い
勢
い
で
ビ
ー
ル
醸
造
所
が
増

え
て
い
る
か
が
分
か
る
。

　

税
制
面
で
の
優
遇
政
策
の
存

在
も
大
き
い
と
思
わ
れ
る
。
年

間
の
生
産
量
が
一
定
未
満
の
小

規
模
醸
造
所
に
つ
い
て
は
酒
税

が
半
分
に
な
る
制
度
が
あ
る
。

日
本
で
も
そ
う
だ
が
、
大
量
生

産
の
大
手
ビ
ー
ル
と
比
較
し
て

小
規
模
の
ク
ラ
フ
ト
ビ
ー
ル
は

ど
う
し
て
も
単
価
が
高
く
な
り

が
ち
で
あ
る
。
そ
こ
を
税
制
面

で
優
遇
す
る
こ
と
で
新
規
参
入

と
成
長
を
支
援
し
て
い
る
わ
け

で
あ
る
。

　

ク
ラ
フ
ト
ビ
ー
ル
醸
造
所
が

増
え
た
こ
と
に
よ
る
波
及
効
果

と
し
て
は
ま
ず
雇
用
が
挙
げ
ら

れ
る
。
二
〇
一
八
年
時
点
で
、

こ
う
し
た
小
規
模
の
醸
造
所
に

は
全
米
で
五
五
万
人
も
の
人
が

雇
用
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
酒

税
が
半
分
と
は
言
え
、
こ
れ
だ

け
の
数
の
醸
造
所
が
あ
る
と
そ

の
額
は
相
応
に
大
き
な
も
の
に

な
る
。
同
じ
く
二
〇
一
八
年
の

数
字
で
そ
の
額
は
七
九
一
億
ド

ル
、
日
本
円
に
し
て
実
に
九
兆

円
超
に
達
す
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。

　

地
域
の
活
性
化
に
資
す
る
効

果
も
見
逃
せ
な
い
。
日
本
で
も

そ
う
だ
が
、
小
規
模
醸
造
所
は

当
然
大
手
と
は
比
べ
物
に
な
ら

な
い
く
ら
い
少
な
い
生
産
量
と

な
り
、
そ
れ
ゆ
え
そ
の
地
域
以

外
に
は
あ
ま
り
出
回
ら
な
い
。

か
つ
ク
ラ
フ
ト
ビ
ー
ル
は
酵
母

が
濾
過
さ
れ
ず
に
生
き
て
い
た

り
、
フ
レ
ッ
シ
ュ
な
ホ
ッ
プ
を

使
っ
て
い
た
り
し
て
、
い
わ
ば

「
生
鮮
食
品
」
の
よ
う
に
「
鮮

度
」
が
重
視
さ
れ
る
た
め
、
現

地
に
行
っ
て
出
来
た
て
の
新
鮮

な
ビ
ー
ル
を
飲
む
こ
と
に
対
す

る
ニ
ー
ズ
も
極
め
て
高
い
。
こ

れ
が
醸
造
所
の
あ
る
地
域
の
交

流
人
口
の
拡
大
を
促
し
、
地
域

経
済
の
活
性
化
に
つ
な
が
る
ポ

テ
ン
シ
ャ
ル
を
持
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。

当
事
者
が
声
を
上
げ
勝

ち
取
っ
た
成
果

　

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
ア
メ
リ

カ
に
お
け
る
ク
ラ
フ
ト
ビ
ー
ル

の
隆
盛
は
、
降
っ
て
湧
い
て
き

た
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。
当

事
者
た
ち
が
声
を
上
げ
、
行
政

を
動
か
し
て
き
た
結
果
勝
ち
取

っ
て
き
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

一
九
七
八
年
の
ホ
ー
ム
・
ブ
リ

ュ
ー
イ
ン
グ
合
法
化
の
前
の

一
九
七
六
年
に
、
現
在
に
つ
な

が
る
酒
税
の
減
額
（
当
時
は
一

バ
レ
ル
九
ド
ル
が
七
ド
ル
に
）

が
実
現
し
た
が
、
こ
れ
は
小
規

模
醸
造
所
の
団
体
が
大
手
ビ
ー

ル
の
団
体
を
巻
き
込
ん
で
連
邦

議
会
の
議
員
に
働
き
掛
け
た
こ

と
が
き
っ
か
け
と
な
っ
た
そ
う

で
あ
る
。

　

ま
た
、
そ
の
一
九
七
八
年
の

ホ
ー
ム
・
ブ
リ
ュ
ー
イ
ン
グ
の

合
法
化
は
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア

で
ホ
ー
ム
・
ブ
リ
ュ
ー
イ
ン
グ

を
行
っ
て
い
た
人
た
ち
の
力
が

大
き
か
っ
た
と
言
う
。
当
時
ア

メ
リ
カ
で
は
、
ワ
イ
ン
の
自
家

醸
造
は
合
法
と
さ
れ
て
い
た
も

の
の
ビ
ー
ル
に
つ
い
て
は
違
法

と
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
を
合
法

化
し
よ
う
と
そ
れ
ら
の
人
た
ち

が
州
選
出
の
上
院
議
員
に
働
き

掛
け
て
実
現
さ
せ
た
と
の
こ
と

で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
話
を
聞
く
と
、
つ

く
づ
く
ア
メ
リ
カ
と
い
う
国
の

ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
感
じ
ず
に
は

い
ら
れ
な
い
。
行
政
サ
イ
ド
も

新
た
な
ビ
ジ
ネ
ス
の
可
能
性
を

嗅
ぎ
取
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ

の
判
断
が
先
に
見
た
よ
う
な
成

果
と
な
っ
て
も
た
ら
さ
れ
て
い

る
わ
け
で
あ
る
。

日
本
に
お
け
る
特
区
制
度

　

日
本
で
も
同
様
の
こ
と
が
で

き
な
い
も
の
だ
ろ
う
か
。
と
り

わ
け
、
ビ
ー
ル
造
り
に
欠
か
せ

な
い
原
材
料
に
恵
ま
れ
た
東
北

で
ア
メ
リ
カ
と
同
じ
よ
う
な
こ

と
が
で
き
れ
ば
、
地
域
活
性
化

に
大
い
に
貢
献
で
き
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
先
に
紹
介
し

た
酒
税
法
の
規
定
を
緩
和
す
る

こ
と
が
で
き
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ

の
よ
う
に
ク
ラ
フ
ト
ビ
ー
ル
の

盛
り
上
が
り
が
よ
り
一
層
大
き

な
も
の
に
な
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

　

そ
う
考
え
た
時
に
思
い
つ
く

の
が
特
区
制
度
の
活
用
で
あ
る
。

特
区
制
度
に
つ
い
て
は
、「
経

済
社
会
情
勢
の
変
化
の
中
で
、

自
治
体
や
事
業
者
が
創
意
工
夫

を
生
か
し
た
取
組
を
行
う
上
で

障
害
と
な
っ
て
き
て
い
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
長
年
に
わ
た
り

改
革
が
で
き
て
い
な
い
『
岩
盤

規
制
』
に
つ
い
て
、
規
制
の
特

例
措
置
の
整
備
や
関
連
す
る
諸

制
度
の
改
革
等
を
、
総
合
的
か

つ
集
中
的
に
実
施
す
る
も
の
」

と
説
明
さ
れ
る
。
ま
さ
に
、
酒

税
法
の
「
岩
盤
規
制
」
を
改
革

す
る
の
に
相
応
し
い
制
度
で
あ

る
と
言
え
る
。

　

こ
の
特
区
に
関
し
て
は
、
で

き
た
順
に
、「
構
造
改
革
特
区
」、

「
総
合
特
区
」、「
国
家
戦
略
特

区
」
の
三
つ
の
制
度
が
あ
る
。

構
造
改
革
特
区
は
「
一
旦
措
置

さ
れ
た
規
制
改
革
事
項
で
あ
れ

ば
、
全
国
ど
の
地
域
で
も
活
用

で
き
る
制
度
」、
総
合
特
区
は

「
地
域
の
特
定
テ
ー
マ
の
包
括

的
な
取
組
を
、
規
制
の
特
例
措

置
に
加
え
、
財
政
支
援
も
含

め
総
合
的
に
支
援
す
る
制
度
」、

国
家
戦
略
特
区
は
「
活
用
で
き

る
地
域
を
厳
格
に
限
定
し
、
国

の
成
長
戦
略
に
資
す
る
岩
盤
規

制
改
革
に
突
破
口
を
開
く
こ
と

を
目
指
し
た
制
度
」
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
見
て
み
る
と
す
ぐ

失
望
を
禁
じ
得
な
い
の
で
あ
る

が
、
特
区
に
関
し
て
は
、
規
制

改
革
の
メ
ニ
ュ
ー
が
あ
ら
か
じ

め
決
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

具
体
例
を
挙
げ
る
と
、
構
造
改

革
特
区
に
つ
い
て
は
「
活
用
で

き
る
特
定
事
業
」
と
し
て
酒
類

関
係
で
は
「
特
定
農
業
者
に
よ

る
特
定
酒
類
の
製
造
事
業
」
と

「
特
定
酒
類
の
製
造
事
業
」
の

み
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
前
者

は
「
農
家
民
宿
等
を
営
む
農
業

者
が
、
自
ら
生
産
し
た
米
又
は

果
実
を
原
料
と
し
た
濁
酒
（
い

わ
ゆ
る
『
ど
ぶ
ろ
く
』）
又
は

果
実
酒
を
製
造
す
る
」
場
合
に

六
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
の
最
低
製
造

数
量
基
準
を
適
用
し
な
い
と
い

う
も
の
、
後
者
は
「
地
域
の
特

産
物
で
あ
る
農
産
物
等
を
原
料

と
し
た
単
式
蒸
留
焼
酎
、
果
実

酒
、
原
料
用
ア
ル
コ
ー
ル
又
は

リ
キ
ュ
ー
ル
」
を
製
造
す
る
際

に
最
低
製
造
数
量
基
準
を
緩
和

す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ど

ち
ら
も
見
て
分
か
る
通
り
、「
ビ

ー
ル
」
は
最
初
か
ら
含
ま
れ
て

い
な
い
。
ワ
イ
ン
の
自
家
醸
造

が
合
法
だ
っ
た
の
に
ビ
ー
ル
は

違
法
だ
っ
た
と
い
う
ア
メ
リ
カ

の
状
況
と
同
じ
よ
う
な
状
況
が

何
と
、
特
区
と
し
て
認
め
ら
れ

る
事
業
に
も
あ
る
の
で
あ
る
。

カ
ギ
は「
民
間
事
業
者
」

　

国
家
戦
略
特
区
も
同
様
で
あ

る
。「
規
制
改
革
メ
ニ
ュ
ー
」

の
う
ち
、酒
類
に
関
し
て
は「
単

式
蒸
留
焼
酎
等
の
製
造
免
許
要

件
の
緩
和
」
の
み
が
あ
る
。
こ

れ
も
中
身
は
構
造
改
革
特
区
の

も
の
と
ほ
ぼ
同
等
で
あ
る
。
こ

れ
ら
の
メ
ニ
ュ
ー
に
な
い
も
の

に
つ
い
て
は
、
新
た
な
規
制
改

革
メ
ニ
ュ
ー
の
提
案
か
ら
始
め

な
い
と
い
け
な
い
。
国
家
戦
略

特
区
は
現
在
全
国
で
一
〇
の
区

域
が
指
定
さ
れ
て
い
る
。
東
北

で
は
仙
台
市
と
秋
田
の
仙
北
市

の
二
つ
な
の
で
、
こ
の
ど
ち
ら

か
か
ら
行
う
必
要
が
あ
る
。

　

こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
国
家

戦
略
特
区
と
は
、「
国
が
指
定

し
た
地
域
に
お
い
て
法
律
な
ど

に
風
穴
を
開
け
、
規
制
改
革
す

る
こ
と
で
、
民
間
事
業
者
の
み

な
さ
ん
が
よ
り
一
層
活
動
し

や
す
く
な
る
取
り
組
み
」（
仙

台
特
区
の
サ
イ
ト
よ
り
）
で
あ

る
の
で
、
当
事
者
で
あ
る
「
民

間
事
業
者
」
が
声
を
上
げ
る
必

要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

具
体
的
に
は
、
新
た
な
規
制
改

革
メ
ニ
ュ
ー
を
提
案
し
、
そ
れ

が
国
か
ら
認
め
ら
れ
る
と
「
新

た
な
規
制
改
革
メ
ニ
ュ
ー
」
に

追
加
さ
れ
、
そ
の
規
制
改
革
メ

ニ
ュ
ー
の
活
用
方
法
に
つ
い
て

検
討
し
、
区
域
毎
に
設
置
さ
れ

る
国
・
自
治
体
・
民
間
事
業
者

で
構
成
す
る
「
区
域
会
議
」
に

お
い
て
、
規
制
改
革
の
具
体
的

内
容
を
定
め
る
区
域
計
画
を
協

議
・
作
成
し
、
内
閣
総
理
大
臣

の
認
定
を
受
け
て
実
行
に
移
し
、

規
制
改
革
の
実
現
と
な
る
。

　

何
と
も
遠
い
道
の
り
で
、
ど

の
程
度
の
時
間
と
労
力
が
掛
か

る
の
か
想
像
す
ら
で
き
な
い
が
、

も
し
提
案
す
る
と
し
た
場
合
、

そ
れ
は
主
に
三
つ
の
規
制
改
革

が
必
要
と
思
わ
れ
る
。
一
つ
目

は
ア
ル
コ
ー
ル
度
数
一
パ
ー
セ

ン
ト
を
超
え
る
ビ
ー
ル
の
自
家

醸
造
の
合
法
化
、
二
つ
目
は
自

家
醸
造
並
び
に
小
規
模
醸
造
の

場
合
の
年
間
最
低
製
造
数
量
基

準
の
適
用
除
外
、
三
つ
目
は
小

規
模
醸
造
所
に
お
け
る
酒
税
の

軽
減
化
で
あ
る
。

　

仮
に
こ
れ
ら
が
仙
台
で
実
現

し
た
場
合
、
ど
の
よ
う
な
こ
と

が
も
た
ら
さ
れ
る
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
自
分
で
造
っ
た
ビ
ー
ル

が
飲
ん
で
み
た
い
と
い
う
人
が

全
国
か
ら
仙
台
に
集
ま
る
だ
ろ

う
。
そ
う
し
て
仙
台
で
ビ
ー
ル

を
個
人
的
に
造
る
人
の
中
か
ら

実
際
に
ビ
ジ
ネ
ス
と
し
て
ク
ラ

フ
ト
ビ
ー
ル
醸
造
所
を
始
め
る

人
が
何
人
も
出
て
く
る
。
当
然

そ
れ
ら
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
性
の
あ

る
少
生
産
の
ビ
ー
ル
で
あ
り
、

そ
れ
を
目
当
て
に
仙
台
を
訪
れ

る
人
も
増
え
る
。
全
米
で
起
こ

っ
た
よ
う
な
動
き
を
そ
の
ま
ま

縮
小
し
た
よ
う
な
動
き
が
起
き

て
く
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
わ

け
で
あ
る
。

　

問
題
は
、
そ
れ
を
ど
の
「
民

間
事
業
者
」
が
提
案
す
る
か
で

あ
る
。
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
で
の

例
の
よ
う
に
政
治
的
な
動
き
も

重
要
で
あ
る
。
こ
の
辺
り
を
ど

う
ク
リ
ア
す
る
か
で
、
実
現
に

向
け
た
道
筋
が
見
え
て
く
る
か

こ
な
い
か
が
決
ま
り
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

東
北
を
「
地
ビ
ー
ル
特
区
」
に
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年
が
改
ま
る
と
、
日
本
の
伝

統
的
な
神
棚
や
食
卓
で
は
赤
や

黒
の
漆
に
塗
ら
れ
た
器
の
活
躍

頻
度
が
俄
か
に
高
く
な
る
。
こ

の
年
末
年
始
に
か
け
て
こ
れ
ら

漆
器
に
盛
ら
れ
る
雑
煮
や
七
草

粥
と
言
っ
た
料
理
、
そ
の
内
容

そ
れ
ぞ
れ
地
方
色
・
地
域
色
の

極
め
て
多
彩
で
あ
る
事
は
、
例

え
ば
仙
台
の
よ
う
な
土
地
で
は

す
ぐ
近
く
の
港
町
や
山
を
越
え

た
先
の
隣
県
で
既
に
そ
の
違
い

に
触
れ
、
驚
き
を
以
っ
て
感
得

す
る
事
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

因
み
に
私
の
実
家
の
あ
る
山

形
県
の
海
岸
地
域
で
は
雑
煮
は

曹
洞
宗
の
影
響
で
仏
前
に
供
え

る
事
を
前
提
と
し
て
い
る
為
に

肉
類
を
一
切
入
れ
ず
、
七
草
は

採
取
で
き
な
い
の
で
粥
は
作
ら

ず
汁
粉
を
作
っ
て
頂
く
の
だ
。

　

さ
て
、
こ
の
時
期
に
雅
な
漆

器
を
舞
台
に
昇
ら
せ
る
、
も
う

一
つ
の
花
形
料
理
が
、
特
に
東

北
の
、
そ
れ
も
「
奥
地
」
に
根

付
い
て
い
る
。
そ
れ
が
、
納
豆

汁
で
あ
る
。
納
豆
を
す
り
鉢
や

包
丁
で
細
か
く
し
て
味
噌
汁
に

溶
き
、
具
材
は
庄
内
で
は
ず
い

き
（
里
芋
の
茎
）、も
だ
し
（
ナ

ラ
タ
ケ
）、
豆
腐
、
ネ
ギ
で
シ

ン
プ
ル
に
作
る
が
、
内
陸
や
岩

手
で
は
人
参
・
牛
蒡
・
蒟
蒻
な

ど
豚
汁
風
に
豊
富
に
入
れ
る
。

　

納
豆
汁
は
地
域
に
よ
っ
て
肉

や
魚
が
入
る
雑
煮
と
違
い
、
動

物
性
食
材
不
使
用
が
基
本
で
あ

り
自
然
で
あ
る
の
で
、
こ
れ
も

禅
の
風
土
に
合
っ
た
究
極
の
精

進
料
理
的
郷
土
食
と
言
っ
て
い

い
だ
ろ
う
。
と
は
言
え
、
こ
の

一
杯
に
秘
め
ら
れ
た
栄
養
と
効

能
は
、
か
の
札
幌
味
噌
ラ
ー
メ

ン
の
ス
ー
プ
表
面
の
油
膜
と
同

様
に
、
納
豆
由
来
の
粘
り
か
ら

来
る
と
ろ
み
が
保
温
効
果
を
高

め
、
食
す
者
の
身
体
を
長
く
暖

め
る
の
で
あ
る
。

　

十
年
ほ
ど
前
だ
ろ
う
か
、
北

海
道
の
屈
斜
路
湖
畔
で
友
人
ら

と
キ
ャ
ン
プ
し
た
際
、
各
々
の

自
慢
の
料
理
を
晩
飯
に
披
露
し

よ
う
と
い
う
事
に
な
っ
て
、
私

が
拵
え
た
の
が
納
豆
汁
だ
っ
た
。

　

時
期
が
北
国
の
九
月
末
で
、

こ
の
料
理
で
暖
ま
る
に
は
ふ
さ

わ
し
か
っ
た
事
も
あ
り
、
神
奈

川
県
、
大
阪
府
（
ル
ー
ツ
は
沖

縄
）
そ
れ
ぞ
れ
出
身
の
友
人
た

ち
に
は
珍
し
か
っ
た
よ
う
だ
が
、

結
果
的
に
は
か
な
り
好
評
だ
っ

た
と
い
う
良
い
思
い
出
が
あ
る
。

　
　
　
　
　

＊

　

と
こ
ろ
で
納
豆
自
体
は
勿
論
、

納
豆
汁
で
さ
え
も
東
北
の
専
売

特
許
と
い
う
訳
で
は
な
い
ら
し

い
。
実
は
納
豆
は
日
本
だ
け
で

は
な
く
、
中
国
少
数
民
族
地
域

や
タ
イ
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
、
ネ
パ

ー
ル
の
他
、
セ
ネ
ガ
ル
、
ナ
イ

ジ
ェ
リ
ア
な
ど
西
ア
フ
リ
カ
各

地
ま
で
分
布
す
る
の
だ
と
『
謎

の
ア
ジ
ア
納
豆
』（
二
〇
一
六

年
・
新
潮
社
）
の
著
者
・
高
野

秀
行
氏
は
言
う
の
で
あ
る
。

　

豆
を
納
豆
菌
に
よ
り
発
酵
さ

せ
る
点
は
全
て
共
通
、
味
も
臭

い
も
同
じ
だ
と
言
い
、
味
噌
の

よ
う
に
餅
に
塗
っ
た
り
、
煎
餅

状
に
し
た
り
、
カ
レ
ー
や
回
鍋

肉
に
入
れ
た
り
す
る
。
し
か
し

日
本
の
よ
う
に
強
く
長
く
糸
を

引
く
納
豆
は
類
例
が
な
く
、
稲

藁
に
包
み
発
酵
さ
せ
た
り
、
掻

き
混
ぜ
て
旨
み
を
増
す
方
法
な

ど
の
優
れ
た
点
は
、
や
は
り
納

豆
の
本
場
と
自
負
し
て
良
い
だ

ろ
う
と
思
え
る
と
こ
ろ
だ
。

　

し
か
し
そ
れ
以
上
に
、
納
豆

汁
と
し
て
食
す
と
い
う
事
こ
そ

が
日
本
独
自
で
あ
り
、
実
は
古

来
の
納
豆
の
一
般
的
な
食
べ
方

と
し
て
広
ま
っ
て
い
た
調
理
法

だ
と
い
う
事
で
あ
る
。

　

千
利
休
が
茶
会
で
納
豆
汁
を

出
し
て
い
た
と
い
う
記
録
が
あ

り
、
江
戸
期
に
は
全
国
で
食
べ

ら
れ
て
い
た
ら
し
く
、
俳
句
で

は
冬
の
季
語
に
も
な
っ
て
い
る

と
の
事
で
あ
る
が
、
昨
今
全
国

一
般
に
知
ら
れ
た
納
豆
汁
は
そ

の
イ
ン
ス
タ
ン
ト
版
を
見
る
限

り
、
ひ
き
わ
り
の
細
か
い
納
豆

を
入
れ
た
他
は
通
常
の
味
噌
汁

と
い
っ
た
風
情
の
よ
う
だ
。

　

不
思
議
な
事
に
、
長
ら
く
納

豆
消
費
量
全
国
一
位
の
福
島
県

や
水
戸
納
豆
で
あ
ま
り
に
も
有

名
な
茨
城
県
で
も
そ
の
存
在
を

知
ら
な
い
者
が
い
る
ほ
ど
に
、

納
豆
汁
は
全
く
メ
ジ
ャ
ー
で
は

な
い
と
い
う
現
状
が
あ
る
。
水

戸
納
豆
創
始
者
は
明
治
末
期
に

宮
城
県
で
納
豆
を
学
ん
だ
の
で

あ
る
が
、
当
時
近
代
納
豆
開
発

の
発
祥
・
先
進
地
帯
で
あ
っ
た

宮
城
県
に
お
い
て
も
、
納
豆
汁

は
一
般
的
で
は
な
か
っ
た
。
そ

れ
は
ま
さ
に
、
東
北
の
中
で
も

秋
田
・
岩
手
そ
し
て
山
形
三
県

と
い
う
「
中
東
北
」
限
定
の
郷

土
料
理
に
な
っ
て
い
た
の
だ
。

　

そ
も
そ
も
納
豆
と
は
何
か
。

　

煮
豆
が
稲
藁
に
落
ち
、
藁
上

の
納
豆
菌
に
触
れ
て
発
酵
、
偶

然
発
見
さ
れ
た
と
の
説
が
有
力

で
、
本
来
吸
収
し
難
く
毒
性
の

あ
る
大
豆
の
た
ん
ぱ
く
質
を
分

解
し
、
そ
の
吸
収
率
を
飛
躍
的

に
増
大
さ
せ
た
、
ま
さ
し
く
納

豆
菌
の
賜
物
、
元
祖
ス
ー
パ
ー

フ
ー
ド
と
呼
ぶ
向
き
も
あ
る
。

　

納
豆
と
い
え
ば
、「
臭
い
食

べ
物
」
と
し
て
「
嫌
い
な
食
べ

物
」
番
付
？
の
上
位
に
来
る
事

も
何
と
な
く
納
得
の
一
品
で
あ

り
、
し
ば
し
ば
こ
れ
を
果
た
し

て
食
べ
ら
れ
る
か
否
か
、
好
き

か
否
か
で
外
国
人
個
人
を
評
価

す
る
指
標
に
さ
れ
た
り
、
ひ
ど

い
も
の
に
な
る
と
「
納
豆
は
蝦え

み

夷し

の
食
い
物
だ
か
ら
、
俺
は
食

わ
な
い
」
な
ど
と
い
う
ネ
ッ
ト

上
の
中
傷
書
き
込
み
が
あ
っ
た

り
す
る
。
我
々
「
蝦
夷
」
か
ら

す
れ
ば
上
等
上
等
と
高
笑
い
し

た
く
も
な
る
が
、
実
際
の
と
こ

ろ
の
納
豆
は
、「
世
界
の
臭
い

食
べ
物
ラ
ン
キ
ン
グ
」
の
上
で

は
そ
れ
ほ
ど
レ
ベ
ル
の
高
い
も

の
で
は
な
い
。
臭
気
指
数
を
表

す
単
位
Ａ
Ｕ（
ア
ラ
バ
ス
タ
ー
）

で
見
て
み
る
と
、
納
豆
は
世
界

レ
ベ
ル
で
見
れ
ば
七
位
だ
と
言

い
、
五
位
・
伊
豆
諸
島
名
物
、

く
さ
や
（
焼
く
と
納
豆
の
三
倍

の
ア
ン
モ
ニ
ア
臭
を
発
す
る
魚

の
干
物
）
四
位
・
北
米
北
部
先

住
民
の
発
酵
食
品
、
キ
ビ
ヤ
ッ

ク
（
ア
ザ
ラ
シ
の
腹
部
に
海
鳥

を
詰
め
て
土
中
で
発
酵
後
、
海

鳥
の
液
状
化
し
た
内
臓
を
す
す

る
と
い
う
も
の
）
な
ど
衝
撃
的

な
内
容
が
続
く
が
、
こ
れ
ら
を

大
き
く
引
き
離
す
数
値
で
あ
る

二
位
の
エ
イ
を
発
酵
さ
せ
た
韓

国
の
ホ
ン
オ
フ
ェ
、
そ
し
て
一

位
の
有
名
な
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の

ニ
シ
ン
の
塩
漬
け
・
シ
ュ
ー
ル

ス
ト
レ
ミ
ン
グ
に
至
っ
て
は
、

長
時
間
口
に
入
れ
て
い
る
と
口

内
が
た
だ
れ
た
り
、
汁
が
目
に

入
る
と
失
明
す
る
な
ど
も
は
や

食
品
と
い
う
に
は
リ
ス
ク
が
大

き
過
ぎ
る
代
物
で
あ
る
。
上
位

は
全
て
動
物
性
で
あ
る
が
、
納

豆
は
唯
一
植
物
性
で
あ
り
、
そ

の
臭
い
や
粘
り
を
嫌
う
人
に
は

迷
惑
で
も
、
健
康
に
害
を
与
え

る
事
は
な
い
ど
こ
ろ
か
栄
養
的

に
は
万
能
に
近
く
、
血
栓
予
防

な
ど
長
寿
に
も
貢
献
し
得
る
。

　

納
豆
は
、
世
界
的
に
見
て
も

「
優
し
い
臭
さ
の
、
安
全
な
発

酵
健
康
食
品
」
な
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
し
て
も
、
納
豆
自
体

は
北
海
道
で
も
非
常
に
愛
さ
れ
、

そ
の
消
費
量
も
東
北
全
県
が
全

国
十
位
以
内
に
ラ
ン
ク
イ
ン
す

る
程
と
い
う
ま
さ
し
く
納
豆
文

化
圏
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

殊
納
豆
汁
、
納
豆
を
ペ
ー
ス
ト

状
に
し
て
味
噌
汁
と
合
わ
せ
、

山
菜
を
豊
富
に
煮
立
て
た
「
東

北
型
納
豆
汁
」
が
「
中
東
北
」

三
県
に
止
ま
り
、
北
の
青
森
に

も
、
南
の
宮
城
・
福
島
に
も
広

が
ら
な
か
っ
た
、
あ
る
い
は
残

ら
な
か
っ
た
事
実
―
そ
れ
は
一

体
何
を
物
語
る
の
だ
ろ
う
か
？

　

納
豆
の
誕
生
は
、
様
々
な
伝

承
の
中
で
語
ら
れ
て
お
り
、
有

名
な
と
こ
ろ
で
は
平
安
時
代
、

出
羽
方
面
（
現
在
の
秋
田
県
）

に
お
け
る
後
三
年
の
役
で
の
、

源
義
家
に
よ
る
納
豆
の
発
見
エ

ピ
ソ
ー
ド
が
あ
る
。
だ
が
、
何

も
こ
れ
だ
け
有
名
な
、
そ
れ
も

明
ら
か
に
東
北
か
ら
見
れ
ば
侵

略
者
の
代
表
の
よ
う
な
人
物
に

そ
の
よ
う
な
功
績
ま
で「
創
作
」

す
る
事
も
な
い
気
は
す
る
。

　

い
や
、
こ
れ
は
む
し
ろ
「
納

豆
の
発
祥
は
東
北
、
そ
れ
も
出

羽
、現
在
の
秋
田
地
域
で
あ
る
」

事
を
暗
に
主
張
し
、
世
間
一
般

の
潜
在
意
識
に
「
定
着
」
さ
せ

る
為
の
方
便
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

高
野
氏
に
よ
れ
ば
、
納
豆
の

発
祥
・
本
場
は
や
は
り
現
在
の

東
北
に
当
た
る
地
域
で
あ
り
、

そ
れ
も
時
代
は
極
め
て
古
く
平

安
ど
こ
ろ
か
縄
文
・
弥
生
期
に

遡
る
可
能
性
が
高
い
と
い
う
。

　

一
般
的
に
、
納
豆
は
寒
い
地

方
で
生
ま
れ
た
の
だ
ろ
う
と
思

わ
れ
て
い
る
が
、
何
故
同
じ
寒

い
他
の
ど
の
国
々
で
も
な
く
、

こ
の
東
北
で
あ
っ
た
の
か
。

　

前
出
の
各
地
方
の
「
臭
い
食

べ
物
」、
他
で
は
生
ま
れ
得
ず
、

他
地
域
に
知
ら
れ
た
と
し
て
も

広
ま
ら
ず
、
と
い
っ
た
名
産
品

ま
た
は
珍
味
た
る
食
べ
物
は
、

ま
さ
に
そ
の
地
域
の
「
民
族
」

が
忌
避
す
る
事
な
く

む
し
ろ
無
上
の
愛
着

と
無
意
識
的
な
誇
り

の
感
情
を
以
っ
て
長

く
伝
え
て
き
た
も
の

で
あ
ろ
う
。
と
な
れ

ば
、
大
陸
か
ら
の
渡

来
人
が
多
く
住
み
着

い
た
と
思
わ
れ
る
西

日
本
で
は
な
く
、
古

く
か
ら
の
土
着
民
族
の
繁
栄
地

で
あ
っ
た
東
日
本
、
そ
れ
も
そ

の
奥
地
で
あ
る
東
北
な
か
ん
ず

く
「
蝦
夷
」
が
活
躍
し
た
と
記

録
さ
れ
る
地
域
に
て
生
ま
れ
た

納
豆
こ
そ
は
、
古
代
縄
文
人
か

ら
蝦
夷
、
そ
し
て
現
代
東
北
人

に
ま
で
受
け
継
が
れ
た
、
民
族

の
無
意
識
的
な
誇
り
に
他
な
ら

な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

さ
て
、
納
豆
の
最
も
古
い
調

理
法
・
食
べ
方
と
し
て
記
録
に

残
っ
て
い
る
と
い
う
納
豆
汁
で

あ
る
が
、
そ
う
な
れ
ば
東
北
型

納
豆
汁
は
最
古
の
納
豆
料
理
の

姿
を
残
し
な
が
ら
も
究
極
的
な

形
へ
昇
華
し
、
最
も
長
く
そ
の

伝
統
を
維
持
し
て
い
る
例
と
い

う
事
に
な
る
。
一
昨
年
、
国
が

地
域
の
祭
や
郷
土
食
を
無
形
の

「
登
録
文
化
財
」
と
し
て
保
護

し
て
い
く
方
針
を
固
め
た
と
報

道
さ
れ
た
が
、
そ
れ
な
ら
ば
納

豆
汁
こ
そ
が
ま
ず
そ
の
対
象
と

し
て
ふ
さ
わ
し
い
だ
ろ
う
。

　

納
豆
嫌
い
が
多
い
以
上
に
、

今
や
全
国
的
に
は
知
ら
れ
て
い

な
い
、
あ
る
い
は
当
初
の
一
般

的
だ
っ
た
時
代
か
ら
は
著
し
く

衰
退
し
た
と
言
っ
て
い
い
状
況

に
あ
る
、
納
豆
汁
。
そ
れ
が
全

国
的
に
は
食
べ
ら
れ
な
く
な
っ

た
要
因
と
し
て
、
文
学
を
通
し

て
納
豆
を
研
究
す
る
国
文
学
者

・
石
塚
修
氏
は
、
明
治
期
以
降

の
家
屋
が
構
造
上
暖
か
く
な
っ

た
事
に
加
え
、
調
理
後
の
後
始

末
の
面
倒
さ
を
あ
げ
て
い
る

（
粘
り
な
ど
は
水
に
浸
け
て

お
け
ば
容
易
に
流
せ
る
の
で
、

油
汚
れ
な
ど
よ
り
よ
ほ
ど
楽

だ
と
個
人
的
に
は
思
う
の
だ

が
・
・
）。

　

と
こ
ろ
で
高
野
氏
に
よ
れ
ば
、

日
本
を
含
む
世
界
の
納
豆
生
産

地
に
例
外
な
き
共
通
点
を
見
出

せ
る
と
い
う
。
そ
れ
は
納
豆
が

「
辺
境
食
」
だ
と
い
う
事
だ
。

　

海
か
ら
遠
く
、
土
地
が
痩
せ

て
い
て
、
魚
貝
も
入
手
困
難
で

あ
り
、
家
畜
の
養
育
も
ま
ま
な

ら
な
い
生
活
の
厳
し
い
地
域
に

お
い
て
、
貴
重
な
タ
ン
パ
ク
源

と
し
て
食
べ
ら
れ
て
き
た
、
そ

れ
が
納
豆
の
本
来
の
誕
生
要
因

で
あ
り
、
存
在
意
義
で
あ
っ
た

と
言
え
る
か
も
知
れ
な
い
。

　

だ
が
、
同
じ
よ
う
に
厳
し
い

土
地
に
て
貴
重
な
栄
養
源
と
し

て
食
べ
ら
れ
な
が
ら
、
今
で
は

む
し
ろ
貧
し
い
時
代
を
思
い
出

さ
せ
る
、
あ
る
い
は
栄
養
価
は

高
い
が
応
用
性
が
乏
し
い
と
し

て
ほ
と
ん
ど
一
般
的
に
は
用
い

ら
れ
な
く
な
っ
た
稗
（
ひ
え
）

な
ど
に
比
べ
れ
ば
、
否
、
比
較

に
な
ら
ぬ
程
に
納
豆
は
東
北
に

定
着
し
、
発
展
し
、
且
つ
日
本

中
に
広
ま
っ
て
、
今
や
厳
し
い

生
活
だ
の
、
貧
し
い
時
代
だ
の

イ
メ
ー
ジ
す
る
者
は
ほ
と
ん
ど

お
ら
ず
、
む
し
ろ
多
く
の
愛
好

者
た
ち
か
ら
す
れ
ば
納
豆
嫌
い

な
者
、
ひ
い
て
は
本
物
の
（
東

北
型
の
）
納
豆
汁
を
知
ら
な
い

者
は
可
哀
想
だ
と
思
わ
れ
る
く

ら
い
に
愛
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い

る
の
も
ま
た
現
実
で
あ
る
。
そ

う
思
え
ば
、
納
豆
と
は
極
め
て

奇
跡
的
に
「
粘
り
強
い
」
反
骨

の
象
徴
的
な
存
在
な
の
だ
と
言

え
な
く
も
な
い
、
と
思
え
る
。

　
　
　
　
　

＊

　

冬
は
東
北
人
た
ち
が
様
々
な

郷
土
料
理
の
香
り
に
迎
え
ら
れ
、

包
ま
れ
る
季
節
で
あ
る
。
そ
の

中
で
も
納
豆
汁
の
そ
れ
は
、
最

早
単
な
る
納
豆
の
香
り
で
は
な

く
、
縄
文
の
森
の
、
蝦
夷
と
い

う
北
方
民
族
の
記
憶
を
呼
び
起

こ
す
特
別
な
香
り
の
よ
う
に
さ

え
感
じ
ら
れ
る
。
故
に
例
え
ば

東
京
の
郷
土
料
理
店
で
供
さ
れ

る
納
豆
汁
の
、
そ
の
麗
し
の
漆

器
の
中
に
展
開
す
る
東
北
的
宇

宙
の
奥
深
さ
を
感
得
し
た
者
が
、

そ
の
謎
の
解
明
の
為
に
北
の
聖

地
を
目
指
す
―
そ
の
よ
う
な
未

来
東
北
の
物
語
が
、
既
に
始
ま

っ
て
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
。

納
豆
汁
―
こ
の
謎
め
い
た
、

魅
惑
的
な
東
北
的
宇
宙
の
事

年越し蕎麦と、納豆汁
庄内・ある大晦日の夜にて
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霧氷

お六と朝焼け

夕暮れ時 野生動物のお散歩跡

光るつらら ウメモドキにつらら 霧氷

つららと看板

シリーズ

遠野の自然
「遠野の小寒」

遠野 1000 景より

　

遠
野
は
い
よ
い
よ
本
格
的
な

冬
に
入
り
氷
点
下
二
け
た
の
寒

さ
の
日
が
あ
る
よ
う
だ
。
筆
者

に
は
そ
の
経
験
は
な
い
。

　

大
き
な
ツ
ラ
ラ
も
久
し
く
見

て
い
な
い
。
な
つ
か
し
い
。

く
の
に
膝
ま
で
埋
も
れ
る
ほ
ど

雪
が
た
く
さ
ん
降
っ
て
大
変
だ

っ
た
が
、
一
方
で
妙
に
は
し
ゃ

い
だ
よ
う
な
記
憶
が
あ
る
。

　

温
暖
化
の
せ
い
で
雪
国
以
外

で
は
す
っ
か
り
そ
う
し
た
風
景

が
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
と
思
っ

て
い
た
矢
先
の
暴
風
雪
で
あ
る
。

　

年
が
改
ま
っ
た
途
端
に
全
国

で
暴
風
雪
が
荒
れ
狂
っ
て
い
る
。

　

近
年
は
あ
ま
り
大
雪
が
降
ら

な
か
っ
た
が
、
今
年
は
そ
の
分

も
合
わ
せ
て
の
雪
に
な
っ
て
い

る
の
だ
ろ
う
か
。

　

筆
者
も
東
北
の
い
な
か
育
ち

な
の
で
、
は
る
か
昔
、
学
校
に
行
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シリーズ　【東北の災害の歴史】　第6回
最近、日本で頻繁に発生する地震は「大地震の予兆」なのか？

南海トラフ報道に偏らず東日本大震災の経験を大災害対策に活かして欲しい
最
近
、
地
震
が
頻
繁
に

起
き
て
い
る

　

新
年
早
々
縁
起
の
悪
い
話
で
は

あ
る
が
、
最
近
、
筆
者
の
住
む
東

京
多
摩
東
部
地
域
で
も
頻
繁
に
地

震
が
あ
る
。
そ
の
頻
度
の
多
さ
か

ら
、
つ
い
東
日
本
大
震
災
の
大
地

震
を
思
い
出
し
て
し
ま
う
の
で
あ

る
。
も
う
十
年
以
上
経
っ
た
と
い

う
の
に
、
思
い
出
す
の
で
あ
る
。

　

地
震
が
頻
発
す
る
こ
と
で
、
最

初
の
揺
れ
の
次
に
、
ど
れ
だ
け
揺

れ
が
大
き
く
な
る
の
だ
ろ
う
か
、

そ
し
て
い
つ
ま
で
続
く
の
だ
ろ
う

か
と
思
っ
て
、
心
臓
が
き
ゅ
ん
と

な
る
と
同
時
に
、
あ
の
大
地
震
を

想
起
す
る
の
で
あ
る
。

　

大
き
い
も
の
で
は
震
度
四
、
た

い
て
い
は
震
度
二
か
ら
三
の
地
震

で
あ
る
か
ら
、
終
わ
っ
て
み
れ
ば

取
り
越
し
苦
労
で
は
あ
る
の
だ
が
、

心
配
な
点
も
い
く
つ
か
あ
る
。

関
東
を
震
源
と
す
る
地
震

　

震
源
地
は
、
一
番
多
い
の
が
茨

城
沖
や
茨
城
県
の
地
下
の
震
源
地

で
あ
る
。

　

こ
こ
は
昔
か
ら
地
震
が
多
い
の

で
知
ら
れ
て
い
る
。

　

筆
者
は
し
ば
ら
く
前
、
鹿
島
神

宮
の
「
要
石
（
か
な
め
い
し
）」

を
見
に
行
っ
た
が
、こ
の「
要
石
」

は
地
震
を
鎮
め
る
た
め
の
巨
石
で
、

大
部
分
は
地
中
に
埋
も
れ
て
い
る
。

そ
の
信
仰
は
神
話
の
時
代
に
遡
る

と
い
う
。

　

こ
の
「
要
石
」
か
ら
、
神
話
時

代
の
人
々
も
地
震
を
大
い
に
恐
れ

た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。

　

茨
城
の
次
は
、
埼
玉
県
の
地
下

深
い
と
こ
ろ
。
東
京
が
震
源
と
い

う
の
も
あ
っ
た
。

　

こ
れ
ら
は
茨
城
震
源
の
地
震
と

関
係
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

関
東
以
外
で
は
山
梨
県
が
震
源

地
の
も
の
が
あ
っ
た
。

　

山
梨
と
い
え
ば
富
士
山
。
こ
こ

三
百
年
ほ
ど
は
噴
火
も
な
い
が
、

東
日
本
で
の
巨
大
地
震
と
富
士
山

噴
火
の
関
係
に
つ
い
て
の
ウ
ワ
サ

が
最
近
非
常
に
気
に
な
る
の
で
あ

る
。

　

そ
の
ウ
ワ
サ
に
よ
れ
ば
、
か
つ

て
東
日
本
で
発
生
し
た
こ
と
が
知

ら
れ
て
い
る
巨
大
地
震
五
回
の
う

ち
、
実
に
四
回
も
地
震
発
生
後
に

富
士
山
が
噴
火
し
て
い
て
、
そ
の

確
率
は
八
十
％
と
い
う
も
の
。
そ

の
噴
火
発
生
ま
で
の
期
間
は
、
地

震
発
生
か
ら
三
十
年
以
内
と
い
う
。

非
常
に
怖
い
ウ
ワ
サ
だ
。

　
「
専
門
家
」
は
こ
の
ウ
ワ
サ
に

は
言
及
し
な
い
が
、
な
ぜ
な
の
だ

ろ
う
か
。

　

ま
た
、
富
士
山
と
箱
根
山
と
の

噴
火
の
連
携
性
・
関
連
性
も
指
摘

さ
れ
て
い
て
、
最
近
の
箱
根
山
の

変
化
が
注
目
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
こ
れ
も
ウ
ワ
サ
だ
が
、

箱
根
山
近
く
の
道
の
脇
で
は
、
蒸

気
が
地
中
か
ら
湧
き
上
が
っ
て
い

る
場
所
が
あ
る
と
い
う
。

　

噴
火
の
前
兆
で
な
い
こ
と
を
祈

る
の
み
で
あ
る
が
、
ま
こ
と
に
怖

い
話
で
あ
る
。

全
国
規
模
で
は
ど
う
か

　

テ
レ
ビ
情
報
に
よ
っ
て
全
国
規

模
の
地
震
発
生
ま
で
広
げ
る
と
、

ま
ず
は
、
九
州
の
鹿
児
島
の
島
嶼

地
域
が
震
源
地
の
地
震
が
不
気
味

で
あ
る
。

　

昨
年
十
二
月
に
は
、
ト
カ
ラ
列

島
で
震
度
４
～
５
弱
の
地
震
が
相

次
い
で
い
た
。

　

こ
の
ト
カ
ラ
列
島
地
震
の
震
源

地
は
、
約
七
千
年
前
に
発
生
し
た

鬼
界
カ
ル
デ
ラ
噴
火
の
場
所
の

近
く
で
あ
る
。

　

以
前
、
当
新
聞
で
も
取
り
上

げ
た
鬼
界
カ
ル
デ
ラ
噴
火
で
あ

る
が
、
発
生
し
た
ら
想
像
す
る

の
も
困
難
な
甚
大
な
被
害
を
も

た
ら
す
と
さ
れ
て
い
る
。

　

な
か
で
も
火
砕
流
の
規
模
は

す
さ
ま
じ
く
、
火
砕
流
が
発
生

し
た
ら
、
時
速
九
百
キ
ロ
で
押

し
寄
せ
る
の
で
、
避
難
そ
の
も

の
が
困
難
な
甚
大
災
害
と
な
る
。

　

大
昔
に
起
き
た
阿
蘇
山
カ
ル

デ
ラ
噴
火
の
火
砕
流
シ
ミ
ュ
レ

ー
シ
ョ
ン
で
は
、
北
九
州
市
ま

で
に
火
砕
流
が
到
達
す
る
時
間

は
な
ん
と
わ
ず
か
十
分
で
あ
り
、

噴
火
情
報
が
行
き
渡
る
ま
で
の

間
に
も
、
す
で
に
被
害
に
遭
遇

し
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

考
え
た
く
も
な
い
こ
と
で
は

あ
る
が
、
も
し
こ
の
シ
ミ
ュ
レ

ー
シ
ョ
ン
が
正
し
け
れ
ば
、
ト

カ
ラ
列
島
地
震
の
リ
ス
ク
は
け

っ
し
て
侮
っ
て
は
な
ら
な
い
も

の
で
あ
る
ど
こ
ろ
か
、
も
っ
と

真
剣
に
「
追
跡
」
が
必
要
で
は

な
い
の
か
。

　

鬼
界
カ
ル
デ
ラ
噴
火
の
場
所

の
大
半
は
海
の
底
で
あ
る
が
、

近
年
、
そ
の
海
に
潜
っ
た
ア
マ

チ
ュ
ア
火
山
研
究
家
が
い
た
が
、

鬼
界
カ
ル
デ
ラ
は
ま
だ
「
活
動

中
」
で
、
海
水
は
地
下
エ
ネ
ル

ギ
ー
に
温
め
ら
れ
て
周
辺
の
海

水
よ
り
温
度
が
高
か
っ
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
恐
ろ
し
い
こ

と
で
あ
る
。

　

ま
た
、
北
海
道
に
も
た
び
た

び
地
震
が
あ
る
。
つ
い
最
近
も

大
き
な
地
震
が
あ
っ
た
。

　

二
千
十
八
年
の
北
海
道
胆
振

東
部
地
震
だ
が
、
最
大
深
度
は

七
だ
っ
た
。
こ
の
北
海
道
も
地

震
多
発
地
域
で
あ
る
。

　

そ
し
て
東
北
。

　

や
は
り
三
陸
沖
が
震
源
地
の

も
の
が
多
い
。
福
島
沖
、
宮
城

沖
、
岩
手
沖
等
の
震
源
地
の
地

震
で
あ
り
、
つ
い
先
ご
ろ
ま
で
、

あ
の
東
日
本
大
震
災
の
地
震
の

「
余
震
」
と
さ
れ
て
い
た
が
、

す
で
に
十
一
年
も
経
っ
て
い
る

の
に
「
余
震
」
と
い
う
範
疇
だ

っ
た
の
で
あ
る
。

「
専
門
家
」
の
あ
り
き

た
り
の
説
明
は
不
要

　

し
か
し
、
こ
う
し
た
地
震
の

発
生
の
都
度
つ
く
づ
く
思
う
こ

と
が
あ
る
。

　

そ
れ
は
、
大
き
な
地
震
が
発

生
す
る
と
、「
専
門
家
」
が
登

場
し
て
、
大
陸
プ
レ
ー
ト
間
の

衝
突
が
も
た
ら
し
た
も
の
と
か
、

「
し
た
り
顔
」
で
解
説
す
る
こ

と
で
あ
る
。
そ
ん
な
解
説
は
ま

っ
た
く
不
要
で
あ
る
こ
と
に
気

が
つ
か
な
い
よ
う
な
「
専
門

家
」
に
は
ま
っ
た
く
イ
ラ
イ
ラ

す
る
。

　

そ
れ
を
述
べ
て
、
実
際
に
発

生
し
た
地
震
を
後
付
け
解
釈
し

て
何
の
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ
う

か
と
い
つ
も
思
う
の
で
あ
る
。

　

も
う
国
民
は
そ
ん
な
こ
と
は

み
な
知
っ
て
い
る
。
日
本
が
地

震
頻
発
国
で
あ
る
こ
と
も
知
れ

渡
っ
て
い
る
。

　

地
震
の
素
人
で
あ
る
一
般
国

民
が
す
で
に
知
っ
て
い
る
よ
う

な
「
専
門
家
」
の
解
説
を
す
る

の
は
、「
専
門
家
」
と
し
て
恥

ず
べ
き
こ
と
で
あ
る
と
再
確
認

し
た
方
が
良
い
と
思
う
。

　

む
し
ろ
「
何
も
分
か
り
ま
せ

ん
」
と
正
直
に
言
わ
れ
た
方
が
、

国
民
も
覚
悟
を
決
め
る
の
で
、

そ
の
方
が
良
い
の
で
は
な
い
か
。

地
震
発
生
予
知
は
無
理
な

こ
と
を
発
信
し
続
け
よ

　

一
部
の
国
民
は
す
で
に
知
っ

て
い
る
だ
ろ
う
が
、
現
代
科
学

で
は
地
震
発
生
予
知
は
で
き
な

い
こ
と
を
国
が
認
め
て
い
る
こ

と
を
以
下
に
「
明
確
」
に
示
す
。

《「
確
実
な
地
震
予
知
は
将
来

も
で
き
な
い
」
山
岡
耕
春
・
日

本
地
震
学
会
会
長
》
と
い
う
記

事
の
抜
粋
・
・
・【
平
成
の
科

学
（
３
）】（
２
０
１
９
／
４
／

２
１
）

　

大
地
震
が
相
次
い
だ
平
成
は

地
震
予
知
へ
の
期
待
と
幻
想
が

崩
れ
落
ち
た
時
代
だ
っ
た
。
国

は
東
日
本
大
震
災
を
受
け
「
予

知
は
で
き
な
い
」
と
の
方
針
に

大
転
換
し
、
地
震
防
災
の
考
え

方
は
根
底
か
ら
変
わ
っ
た
。
転

換
の
当
事
者
で
あ
る
山
岡
耕

春
・
日
本
地
震
学
会
会
長
に
聞

い
た
。

―
―
地
震
研
究
に
お
け
る
平
成

最
大
の
出
来
事
は
・
・　

「
警
戒
宣
言
に
資
す
る
よ
う
な

確
実
な
予
知
に
つ
い
て
、
国
が

平
成
２
９
年
に
『
で
き
る
』
か

ら
『
で
き
な
い
』
に
大
転
換
し

た
こ
と
で
す
。
日
本
の
地
震
予

知
は
、
地
震
学
会
有
志
が
昭
和

３
７
年
に
『
地
震
の
起
き
そ
う

な
地
域
の
観
測
網
を
充
実
す
れ

ば
、
前
兆
現
象
を
と
ら
え
て
発

生
に
備
え
ら
れ
る
』
な
ど
と
す

る
ブ
ル
ー
プ
リ
ン
ト
と
い
う
提

言
を
公
表
し
た
こ
と
で
、
初
め

て
研
究
の
機
運
が
高
ま
り
ま
し

た
。

―
―
本
当
に
予
知
で
き
る
と
思

っ
て
い
た
の
で
す
か
・
・
・

　
「
昭
和
の
時
代
は
、
な
ん
と

か
な
る
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
て
い

て
、
５
３
年
に
は
地
震
予
知
を

前
提
と
す
る
大
震
法
（
大
規
模

地
震
対
策
特
別
措
置
法
）
が
成

立
し
て
い
ま
す
。
で
も
研
究
は

う
ま
く
進
ま
ず
、
平
成
に
入
る

と
前
兆
は
簡
単
に
は
捉
え
ら
れ

な
い
と
思
わ
れ
始
め
た
。
そ
ん

な
矢
先
の
平
成
７
年
、
阪
神
大

震
災
が
発
生
。
国
は
地
震
予
知

よ
り
、
発
生
リ
ス
ク
を
評
価
し

防
災
に
役
立
て
る
地
震
防
災
の

重
視
に
方
針
転
換
し
ま
し
た
。

　

２
３
年
の
東
日
本
大
震
災
も

予
知
で
き
な
か
っ
た
。
予
知
が

可
能
と
さ
れ
て
い
た
東
海
地
震

と
同
様
に
、
日
本
列
島
を
載
せ

た
岩
板
（
プ
レ
ー
ト
）
の
下
に

海
側
の
プ
レ
ー
ト
が
沈
み
込
ん

で
、
そ
の
境
界
面
が
急
激
に
滑

っ
て
起
き
る
プ
レ
ー
ト
境
界
型

地
震
で
し
た
」

―
―
予
知
は
で
き
な
い
と
す
る

報
告
書
を
２
５
年
に
ま
と
め

た
・
・
・

「
内
閣
府
が
２
４
年
に
設
置
し

た
、
南
海
ト
ラ
フ
地
震
の
予
測

可
能
性
を
検
討
す
る
調
査
部
会

で
私
が
座
長
を
務
め
、
地
震
研

究
の
状
況
を
詳
し
く
調
べ
ま
し

た
。
そ
の
結
果
、
現
在
の
科
学

的
知
見
か
ら
は
確
度
の
高
い
地

震
の
予
測
は
難
し
い
と
の
結
論

に
至
り
ま
し
た
。
２
９
年
に
は
、

地
震
予
知
を
前
提
と
し
た
大
震

法
に
基
づ
く
対
応
は
見
直
し
が

必
要
と
も
報
告
し
ま
し
た
。

―
―
「
で
き
な
い
」
と
言
い
切

っ
た
と
き
の
気
持
ち
は
・
・

　
「
こ
れ
で
現
実
的
、
建
設
的

な
研
究
が
で
き
る
と
思
い
ま
し

た
。
予
知
は
で
き
る
、
で
き
な

い
と
い
う
論
争
ば
か
り
で
、
防

災
に
ど
う
役
立
て
る
か
と
い
う

議
論
が
全
く
で
き
て
い
な
か
っ

た
。
精
度
が
不
明
な
の
に
（
警

戒
宣
言
で
）
電
車
を
止
め
る
の

は
や
り
過
ぎ
じ
ゃ
な
い
か
と
か
、

予
知
と
い
え
ば
予
算
が
取
れ
る

か
ら
や
る
ん
だ
ろ
う
と
か
実
に

不
毛
だ
っ
た
」

南
海
ト
ラ
フ
地
震
予
測

は
は
ず
れ
っ
ぱ
な
し

　

こ
の
よ
う
に
、
日
本
地
震
学

会
も
国
も
地
震
予
知
は
で
き
な

い
と
明
言
し
て
い
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
依
然
と
し
て
マ
ス
メ

デ
ィ
ア
の
意
図
的
な
誘
導
に
よ

っ
て
、
あ
た
か
も
地
震
が
予
知

で
き
る
か
の
よ
う
に
報
道
さ
れ

て
い
る
。

　

そ
し
て
「
南
海
ト
ラ
フ
」
だ

け
を
取
り
上
げ
て
い
る
。

　

こ
れ
に
よ
り
、
南
海
ト
ラ
フ

地
震
と
津
波
が
今
す
ぐ
に
も
発

生
す
る
よ
う
な
印
象
を
与
え
て

い
る
。

　

他
方
、
ト
カ
ラ
列
島
地
震
や

茨
城
沖
地
震
、
富
士
山
噴
火
、

箱
根
山
の
状
況
、
三
陸
沖
の
海

底
地
震
情
報
分
析
、
北
海
道
の

地
震
の
情
報
分
析
な
ど
は
ほ
と

ん
ど
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

　

こ
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
な
報
道

が
、
地
震
の
予
知
可
能
幻
想
と
、

報
道
さ
れ
て
い
な
い
地
域
の
地

震
へ
の
注
意
喚
起
の
チ
ャ
ン
ス

を
奪
っ
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ

い
て
い
な
い
。

　

だ
か
ら
こ
そ
、
国
も
地
震
学

会
も
、
何
度
も
何
度
も
、
地
震

予
知
は
で
き
な
い
と
言
い
続
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
と
考

え
る
の
だ
が
、
い
か
が
だ
ろ
う

か
。　

地
震
学
の
革
新
を
望
む

　

さ
ら
に
地
震
学
会
に
臨
み
た

い
こ
と
は
ま
だ
あ
る
。

東
日
本
大
震
災
直
後
に
過
去
の

地
震
や
津
波
災
害
を
振
り
返
る

と
い
う
試
み
が
た
く
さ
ん
あ
っ

た
こ
と
を
思
い
出
し
て
も
ら
い

た
い
。

　

災
害
に
関
し
て
、
あ
ま
り
に

も
近
代
に
発
生
し
た
災
害
の
分

析
の
み
に
偏
っ
て
い
て
、
そ
れ

以
前
の
災
害
の
分
析
が
な
い
こ

と
を
大
い
に
反
省
し
て
い
た
は

ず
で
あ
る
。

　

そ
れ
を
思
い
起
こ
し
て
、
日

本
列
島
災
害
史
な
ど
と
い
う
分

野
を
立
上
げ
、
研
究
を
活
性
化

し
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
日
本
列
島
は
災
害
列

島
で
も
あ
る
の
だ
。

　

当
新
聞
で
何
度
も
指
摘
し
て

き
た
が
、
こ
の
百
数
十
年
は
比

較
的
大
災
害
の
少
な
い
期
間
と

い
う
話
も
あ
る
。

　

前
記
の
よ
う
に
、
ひ
ょ
っ
と

し
た
ら
、
巨
大
災
害
が
近
づ
い

て
い
る
可
能
性
は
否
定
で
き
な

い
。
そ
う
し
た
災
害
に
備
え

る
た
め
に
も
、「
学
際
的
」
な
、

す
べ
て
の
災
害
学
を
統
合
し
た

分
野
を
早
急
に
立
ち
上
げ
て
欲

し
い
と
考
え
る
。
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