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い
る
。
こ
れ
が
パ
ン
を
は
じ
め
、

小
麦
粉
を
使
っ
た
製
品
の
価
格

に
も
影
響
し
は
じ
め
て
い
る
。

　

次
の
輸
入
小
麦
の
政
府
売
り

渡
し
価
格
は
十
月
に
見
直
さ
れ

る
が
、
さ
ら
に
値
上
げ
が
続
く

可
能
性
は
高
い
。
小
麦
製
品
の

高
騰
も
止
ま
ら
な
い
か
も
し
れ

な
い
。

小
麦
の
代
替
穀
物
と
し
て

コ
メ
、
米
粉
は
ど
う
か

　

筆
者
は
、
こ
の
小
麦
供
給
ひ

っ
迫
状
況
や
価
格
高
騰
を
み
る

に
つ
け
、「
米
」
の
生
産
国
で

あ
り
、「
コ
メ
余
り
」
の
国
の

日
本
が
世
界
に
貢
献
で
き
る
こ

と
は
な
い
も
の
か
、
そ
の
解
決

策
が
「
東
北
再
興
」
に
結
び
つ

か
な
い
も
の
か
と
あ
れ
こ
れ
考

え
て
み
た
。

　

そ
こ
で
ま
ず
、
小
麦
粉
の
代

わ
り
と
し
て
、
注
目
し
て
み
た

い
と
思
っ
た
の
が
「
米
粉
」
で

あ
る
。

『
グ
ル
テ
ン
フ
リ
ー
』と

し
て
の「
米
粉
」に
注
目

　

最
近
、
パ
ン
や
う
ど
ん
を
は

じ
め
、
こ
れ
ま
で
は
小
麦
粉
一

　

小
麦
生
産
に
関
し
て
は
、
ウ

ク
ラ
イ
ナ
以
上
の
生
産
量
を
誇

る
第
三
位
の
ロ
シ
ア
は
、
ウ
ク

ラ
イ
ナ
侵
攻
制
裁
に
よ
る
「
西

側
」の
禁
輸
措
置
に
よ
り
、輸
出

量
が
こ
の
先
激
減
す
る
と
の
見

方
が
大
勢
で
、
こ
れ
も
小
麦
価

格
高
騰
の
一
因
と
な
っ
て
い
る
。

　

加
え
て
、
小
麦
生
産
の
世
界

二
位
の
イ
ン
ド
が
、
熱
波
の
た

め
、
国
内
生
産
に
甚
大
な
影
響

が
出
て
、
そ
の
た
め
に
輸
出
が

で
き
な
い
ば
か
り
か
、
輸
入
国

に
転
じ
る
と
の
予
測
も
出
て
い

る
状
況
で
あ
る
。

　

つ
い
で
な
が
ら
、
生
産
国
一

位
の
中
国
に
至
っ
て
は
、
輸
出

量
は
と
い
う
と
、
わ
ず
か
33
ト

ン
で
世
界
八
十
一
位
で
あ
る
。

中
国
は
生
産
量
世
界
一
位
で
も
、

国
内
消
費
で
手
一
杯
で
、
と
て

も
輸
出
で
他
国
に
助
け
舟
を
出

し
て
く
れ
そ
う
に
は
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

　

国
内
メ
デ
ィ
ア
で
は
小
麦
価

格
高
騰
の
主
た
る
原
因
が
ウ
ク

ラ
イ
ナ
の
輸
出
停
止
に
あ
る
よ

う
な
印
象
を
植
え
付
け
て
い
る

が
、
こ
う
し
て
み
る
と
、
そ
の

要
因
は
ひ
と
つ
で
は
な
く
、
複

合
的
で
あ
る
の
は
確
か
で
あ
る
。

ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
に
よ
り

世
界
的
小
麦
価
格
高
騰
？

　

ロ
シ
ア
に
よ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ

侵
攻
に
よ
り
、
小
麦
の
生
産
で

は
世
界
八
位
、
輸
出
で
は
世
界

五
位
（
二
〇
二
〇
年
統
計
国
際

連
合
食
糧
農
業
機
関
（FAO

）

に
基
づ
く
）
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の

港
か
ら
小
麦
の
輸
出
が
出
来
な

く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

　

そ
の
た
め
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
か

ら
小
麦
を
輸
入
し
て
い
る
世
界

の
各
国
は
大
変
な
パ
ニ
ッ
ク
状

態
に
な
っ
て
い
る
と
聞
く
。

　

価
格
は
上
昇
す
る
し
、
輸
入

量
は
確
保
で
き
な
い
と
い
う
二

重
苦
で
あ
る
。

　

そ
の
た
め
、
特
に
経
済
的
に

貧
し
い
国
々
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
か

ら
の
小
麦
輸
入
の
量
を
減
ら
し

て
対
応
せ
ざ
る
を
得
ず
、
慢
性

的
な
食
糧
危
機
に
陥
り
そ
う
で

あ
る
し
、
万
が
一
の
場
合
に
は

飢
餓
状
態
の
リ
ス
ク
も
抱
え
込

む
こ
と
に
な
り
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ

問
題
が
ま
っ
た
く
の
飛
び
地
に

飛
び
火
し
そ
う
で
あ
る
。

世
界
的
小
麦
価
格
高
騰

に
は
別
の
要
因
も
あ
る

ウクライナ侵攻を発端に小麦高騰と供給不安！
東北は何が出来る？「米粉」のチャンス到来？
シリーズ　【東北再興のための新産業創出】　第3回

　

と
は
い
え
、
ど
の
要
因
を
と

っ
て
み
て
も
、
す
ぐ
に
解
決
す

る
よ
う
な
も
の
は
な
く
、
し
ば

ら
く
の
間
、
世
界
の
小
麦
の
流

通
量
が
減
少
し
、
価
格
も
高
騰

し
た
ま
ま
と
い
う
の
は
ほ
ぼ
確

実
で
あ
る
。

国
内
で
も
小
麦
価
格
高
騰

　

こ
う
し
た
影
響
は
国
内
に
も

及
び
、
今
年
四
月
一
日
か
ら
は
、

干
ば
つ
に
よ
る
北
米
産
の
不
作

な
ど
を
背
景
に
政
府
が
買
い
付

け
て
国
内
の
製
粉
業
者
に
売
り

渡
す
輸
入
小
麦
の
価
格
が
１
７
．

３
％
も
値
上
げ
と
な
り
、
過
去

二
番
目
の
高
値
水
準
と
な
っ
て

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】

辺
倒
だ
っ
た
製
品
に
米
粉
が
使

用
さ
れ
て
ス
ー
パ
ー
マ
ケ
ッ
ト

な
ど
の
店
頭
に
も
並
ぶ
よ
う
に

な
っ
て
い
る
し
、
材
料
と
し
て

の
米
粉
そ
の
も
の
も
市
販
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

日
本
米
粉
協
会
関
係
者
は
次
の

よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

　
「
大
き
な
き
っ
か
け
に
な
っ

た
の
が
、
グ
ル
テ
ン
が
含
ま
れ

る
食
品
を
摂
ら
な
い
『
グ
ル
テ

ン
フ
リ
ー
』
と
い
う
健
康
法
が

注
目
さ
れ
た
こ
と
だ
と
思
い
ま

す
。
小
麦
粉
に
多
く
含
ま
れ
る

グ
ル
テ
ン
は
、
米
粉
に
は
含
ま

れ
て
い
ま
せ
ん
」
と
説
明
す
る
。

小
麦
粉
に
は
「
グ
ル
テ
ニ
ン
」

と
「
グ
リ
ア
ジ
ン
」
と
い
う
た

ん
ぱ
く
質
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、

小
麦
粉
に
水
を
加
え
て
こ
ね
る

こ
と
で
、
こ
の
２
つ
が
絡
み
合

い
「
グ
ル
テ
ン
」
に
な
る
。

　

こ
う
し
た
グ
ル
テ
ン
で
あ
る

が
、
最
近
に
な
っ
て
分
か
っ
て

き
た
の
だ
が
、
グ
ル
テ
ン
が
体

質
に
合
わ
な
い
こ
と
に
気
づ
か

ず
に
生
活
し
て
い
る
人
は
少
な

く
な
く
、
グ
ル
テ
ン
フ
リ
ー
を

実
践
す
る
だ
け
で
体
調
が
良
く

な
っ
た
り
、
肌
荒
れ
が
少
な
く

な
っ
た
と
感
じ
る
人
が
た
く
さ

ん
い
る
と
い
う
こ
と
で
、『
グ

ル
テ
ン
フ
リ
ー
』
と
い
う
健
康

法
が
注
目
さ
れ
、
ト
レ
ン
ド
に

な
り
つ
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。

製
粉
技
術
革
新
で
さ
ら

に
需
要
拡
大

　

製
粉
技
術
の
革
新
も
需
要
拡

大
を
後
押
し
し
て
い
る
。

　

米
粉
と
い
え
ば
、
せ
ん
べ
い

や
団
子
の
材
料
と
な
る
上
新
粉

が
一
般
的
だ
っ
た
。
そ
れ
ま
で

粒
が
大
き
く
て
パ
ン
な
ど
の
材

料
に
は
適
さ
な
か
っ
た
の
だ
が
、

新
潟
県
が『
微
細
製
粉
技
術
』を

開
発
し
た
こ
と
で
、
パ
ン
に
も

使
え
る
細
か
い
米
粉
を
つ
く
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

ウクライナ侵攻と小麦価格変動グラフ・・・JACOM
世界小麦ランキング・・・

国際連合食糧農業機関（FAO）
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東北はコメ生産量が多い・・・Start　Point より

　

米
粉
を
製
造
販
売
す
る
新
潟

製
粉
株
式
会
社
は
、
そ
の
技
術

で
米
粉
の
普
及
拡
大
を
は
か
る

た
め
に
１
９
９
８
年
に
設
立
さ

れ
た
。

　

２
０
０
９
年
か
ら
は
、
米
粉

専
用
の
コ
メ
を
新
規
需
要
米
と

し
て
減
反
田
で
栽
培
す
る
こ
と

が
認
め
ら
れ
た
。
そ
れ
ま
で
は

精
米
中
に
砕
け
る
な
ど
し
て
米

飯
用
に
適
さ
な
く
な
っ
た
、
い

わ
ゆ
る
「
く
ず
米
」
し
か
米
粉

の
原
料
に
で
き
な
か
っ
た
。
そ

れ
が
専
用
の
コ
メ
を
使
え
る
よ

う
に
な
っ
た
こ
と
で
、
品
質
は

格
段
に
向
上
し
た
と
い
う
。

　

技
術
の
発
展
と
原
料
の
品

質
向
上
が
あ
っ
て
、
米
粉
の

需
要
は
確
実
に
伸
び
て
き
て

い
る
の
だ
。
農
水
省
に
よ
れ
ば
、

２
０
２
２
年
度
の
米
粉
用
コ
メ

の
需
要
量
は
４
．
３
万
ト
ン
と

過
去
最
多
を
更
新
す
る
見
通
し

グ
ラ
ム
を
先
導
し
て
い
く
た
め

に
は
、
ま
ず
東
北
六
県
の
知
事

が
先
頭
を
切
っ
て
、
こ
の
運
動

を
ア
ピ
ー
ル
す
る
こ
と
で
は
な

い
か
。

　

こ
ん
な
東
北
全
体
に
よ
る

「
大
逆
転
」
が
見
込
め
る
チ
ャ

ン
ス
は
め
っ
た
に
な
い
。

　

他
の
地
方
が
着
手
す
る
前
に
、

ぜ
ひ
進
め
て
欲
し
い
と
願
う
。

あ
れ
こ
れ
考
え
た
り
、
た
め
ら

っ
て
い
る
場
合
で
は
な
い
。

で
、
五
年
前
の
１
．
７
倍
に
当

た
る
と
い
う
。

　
「
国
産
小
麦
と
米
粉
の
ロ
ー

ル
」
な
ど
米
粉
を
生
地
材
料
の

一
部
に
使
用
し
た
製
品
を
展
開

し
て
い
る
敷
島
製
パ
ン
株
式
会

社
（
ブ
ラ
ン
ド
名
は
パ
ス
コ
）

で
は
、「
米
粉
を
使
用
す
る
こ

と
で
独
特
の
も
っ
ち
り
と
し
た

食
感
と
ほ
の
か
な
甘
み
と
風
味

が
得
ら
れ
ま
す
」（
広
報
室
）

と
使
用
す
る
理
由
を
説
明
す
る
。

消
費
者
に
も
好
評
の
よ
う
で
、

「
お
客
様
か
ら
は
『
ト
ー
ス
ト

す
る
だ
け
で
も
の
す
ご
く
も
ち

も
ち
し
て
て
美
味
し
い
』
と
い

っ
た
感
想
を
い
た
だ
い
て
い
ま

す
」（
同
）
と
い
う
。

価
格
の
高
さ
と
少
な
い

流
通
量
が
課
題

　

た
だ
ネ
ッ
ク
は
、
値
段
の
高

さ
だ
。
２
０
２
１
年
2
月
に
農

水
省
が
発
表
し
て
い
る
「
麦
を

め
ぐ
る
最
近
の
動
向
」
に
よ
れ

ば
、
国
内
に
お
け
る
小
麦
粉
の

生
産
は
４
６
０
万
～
４
７
０
万

ト
ン
で
安
定
的
に
推
移
し
て
き

て
い
る
。
対
し
て
米
粉
は
前
述

し
た
よ
う
に
、
増
え
て
い
る
と

は
い
え
4
万
ト
ン
ほ
ど
で
し
か

な
い
。

　

生
産
量
と
し
て
は
圧
倒
的
に

少
な
い
わ
け
で
、
そ
れ
だ
け
に

流
通
に
お
け
る
輸
送
コ
ス
ト
が

か
か
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。

　

そ
の
た
め
価
格
的
に
米
粉
は

小
麦
粉
の
2
倍
ほ
ど
に
な
っ
て

し
ま
う
と
い
う
。

　

小
麦
粉
と
同
等
の
値
段
と
な

る
の
は
簡
単
で
は
な
い
だ
ろ
う

が
、
こ
れ
か
ら
需
要
が
増
え
て

い
け
ば
輸
送
コ
ス
ト
が
下
が
り
、

価
格
も
下
が
っ
て
い
く
可
能
性

は
あ
る
。
な
に
よ
り
、
原
料
と

な
る
コ
メ
は
日
本
国
内
に
ふ
ん

だ
ん
に
あ
る
の
だ
か
ら
、
足
り

な
く
な
る
不
自
由
を
心
配
す
る

必
要
は
な
い
。
輸
入
小
麦
の
高

騰
は
、
米
粉
需
要
拡
大
の
追
い

風
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

米
食
か
ら
米
粉
へ
大
胆

な
シ
フ
ト

　

こ
こ
の
と
こ
ろ
、
日
本
は
コ

メ
余
り
が
ず
っ
と
続
い
て
い
る

と
い
わ
れ
る
。

　

し
か
し
、
そ
れ
は
コ
メ
を
炊

飯
器
で
炊
い
て
「
ご
飯
」
に
し

て
食
べ
る
や
り
方
が
近
年
に
な

っ
て
ズ
ル
ズ
ル
と
減
少
し
続
け

て
い
て
、
い
ま
で
も
そ
の
食
べ

方
が
、
食
糧
と
し
て
の
米
の
活

用
方
法
の
主
流
と
い
う
の
が
定

説
と
な
っ
て
い
る
た
め
に
、
他

の
コ
メ
の
活
用
法
を
開
発
し
て

来
な
か
っ
た
の
で
コ
メ
余
り
な

の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
こ
の
コ
メ
余
り
の

解
消
か
ら
、
一
挙
に
、
新
た
な

米
需
要
を
掘
り
起
こ
し
て
、
米

生
産
を
活
発
化
し
て
い
く
と
い

う
逆
転
の
発
想
は
ど
う
だ
ろ
う

か
。

　

新
た
な
米
活
用
の
開
発
を
怠

っ
た
の
が
原
因
の
コ
メ
余
り
状

態
か
ら
、
逆
に
米
が
不
足
す
る

よ
う
な
状
況
を
実
現
す
る
挑
戦

を
し
て
み
て
は
ど
う
だ
ろ
う
。

　

そ
し
て
食
品
と
し
て
の
コ
メ

の
加
工
方
法
、
料
理
方
法
を
大

き
く
切
り
替
え
て
、「
ご
飯
」

と
「
米
粉
活
用
食
品
」
の
割
合

を
大
逆
転
さ
せ
る
の
は
ど
う
で

あ
ろ
う
か
。

　

そ
う
な
れ
ば
劇
的
な
量
産
効

果
で
米
粉
価
格
は
大
き
く
値
下

が
り
す
る
し
、
健
康
に
も
良
い

と
な
れ
ば
爆
発
的
な
売
上
も
期

待
で
き
る
。　

食
糧
危
機
に
貢
献
す
る
東

北
と
い
う
の
は
ど
う
か

　

こ
の
挑
戦
を
ぜ
ひ
東
北
全
体

で
取
り
組
ん
で
み
て
は
ど
う
だ

ろ
う
か
。

　

刺
激
的
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
な

る
よ
う
な
気
が
す
る
の
は
筆
者

だ
け
で
は
な
い
と
感
じ
る
。

　

も
し
、
そ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
が

順
調
に
走
り
出
せ
ば
、
草
が
ボ

ウ
ボ
ウ
と
生
い
茂
る
休
耕
地
、

景
観
的
に
も
印
象
の
芳
し
く
な

い
休
耕
地
も
再
び
活
用
で
き
る
。

　

休
耕
地
補
助
金
は
も
ら
え
る

が
、
そ
れ
が
本
来
の
農
業
従
事

者
の
姿
な
の
か
と
疑
問
を
感
じ

て
い
る
人
た
ち
に
も
ヤ
ル
気
が

出
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。

　

た
と
え
、「
ご
飯
」
専
用
の

コ
メ
で
な
く
、「
米
粉
」
用
の

コ
メ
育
成
だ
と
し
て
も
、
同
じ

作
物
で
は
な
い
か
。

　

も
し
、
大
量
産
が
可
能
に
な

れ
ば
、
輸
出
も
可
能
だ
。

そ
し
て
、
何
よ
り
も
、
こ
れ
が

早
々
に
も
実
現
し
た
ら
、
世
界

の
食
糧
危
機
に
も
貢
献
で
き
る

と
い
う
も
の
だ
。

　

何
よ
り
も
、「
新
た
な
次
元

の
コ
メ
作
り
東
北
」
で
一
挙
に

東
北
経
済
も
活
況
を
呈
し
、
米

生
産
人
口
も
増
え
、
人
口
流
出

が
止
ま
る
ど
こ
ろ
か
、
人
口
流

入
に
転
じ
る
可
能
性
さ
え
望
め

る
の
で
あ
る
。

具
体
的
な
行
動
と
は
？

　

こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
総
論
に

反
対
の
人
は
い
な
い
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

　

あ
と
は
実
現
に
向
け
て
の
諸

規
制
問
題
だ
ろ
う
が
、
世
界
の

食
糧
危
機
を
手
助
け
す
る
の
に

国
内
規
制
類
が
邪
魔
を
す
る
な

ど
と
い
う
こ
と
は
愚
の
骨
頂
だ
。

も
し
、
世
界
に
向
か
っ
て
東
北

が
強
力
に
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
く

な
ら
ば
、
む
し
ろ
逆
に
、
世
界

の
世
論
が
規
制
で
米
粉
増
産
に

ス
ト
ッ
プ
を
か
け
よ
う
と
す
る

姿
勢
を
許
さ
な
い
だ
ろ
う
。

　

と
に
か
く
、
国
内
の
有
力
な

コ
メ
ど
こ
ろ
の
ひ
と
つ
の
東
北

が
一
致
団
結
し
て
、
こ
の
プ
ロ

【ラグビーリーグワン　釜石シーウェイブス　2部残留決定！】
最後までハラハラドキドキしましたが、釜石シーウェイブスは辛うじて2部6位とい
うことで「残留」を決めました。次節は何とか1部に昇格できるよう頑張っていただき

たいと思います。当新聞は応援してます！　
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郷土料理愛好家　
　　　　松本由美子氏

材料：  牡蠣　( 市販のパック詰のもの )　2 パック 、きゅうり　一本、 お好みのポン酢　適量
料理方法：①　牡蠣は洗い、水気を切り、紙タオルで拭く。 ②　胡瓜は、輪切りにし塩をふっ
ておく。シナっとしたら、水洗いをして絞る。 ③　生姜は、千切り。 ④　器に盛り合わせ、
好みのポン酢をかけたら、生姜をのせる。

《牡蠣の酢のもの》

水産業再興のための
料理レシピ紹介

第94回 

シリーズ　【東北の災害の歴史】　第 9 回
今年の 3 月末から 4 月にかけて太平洋沿岸部、特に東北太平洋側に震度 3 以上

の地震が多発した、これは何かの「前兆」なのかと不安が膨らむ・・・11 年も経ち、
あの東日本大震災の大地震の恐怖と記憶がよみがえってくる

　

少
し
前
の
こ
と
を
思
い
起

こ
す
の
だ
が
、
今
年
の
三
月

二
十
八
日
か
ら
四
月
三
日
ま
で

の
一
週
間
で
、
日
本
全
体
で
震

度
三
以
上
の
大
き
な
地
震
が
六

回
も
発
生
し
た
。

　

あ
の
期
間
、
テ
レ
ビ
の
緊
急

速
報
と
し
て
、
地
震
の
ニ
ュ
ー

ス
が
次
か
ら
次
に
字
幕
で
流
れ

た
。
そ
の
地
震
も
全
国
に
散
ら

ば
っ
て
起
き
て
い
た
の
だ
。

　

日
本
列
島
で
い
っ
た
い
何
が

起
き
て
い
る
の
か
と
不
安
に
さ

せ
る
地
震
ニ
ュ
ー
ス
だ
っ
た
。

　

地
震
は
国
内
だ
け
で
な
く
、

日
本
時
間
の
三
月
三
十
一
日
の

昼
過
ぎ
に
は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ

ア
の
東
方
に
あ
る
ロ
イ
ヤ
リ
テ

ィ
ー
諸
島
の
南
東
を
震
源
と
す

る
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
７
．
０
と

推
定
さ
れ
る
地
震
も
発
生
し
た
。

　

日
本
だ
け
で
な
く
、
全
世
界

で
地
震
が
起
き
て
い
る
。
こ
れ

は
何
か
良
か
ら
ぬ
「
前
兆
」
で

は
な
い
か
と
不
安
に
な
っ
た
。

　

そ
し
て
、
そ
の
不
安
に
ト

ド
メ
を
刺
し
た
の
は
、
三
月

三
十
一
日
20
時
52
分
頃
、
東
京

湾
を
震
源
と
す
る
マ
グ
ニ
チ
ュ

ー
ド
４
．
７
、
深
さ
７
３
ｋ
ｍ

と
推
定
さ
れ
る
地
震
が
発
生
し

た
と
き
だ
っ
た
。

　

遠
い
場
所
の
「
字
幕
ニ
ュ
ー

ス
」の
地
震
か
ら
、「
体
感
す
る

地
震
」に
切
り
替
わ
っ
た
の
だ
。

　

東
京
湾
を
震
源
と
す
る
最

大
震
度
四
以
上
の
地
震
は

２
０
１
８
年
1
月
6
日
以
来
と

の
こ
と
だ
っ
た
が
、
以
前
の
地

震
の
記
憶
は
消
え
て
い
る
。
頻

発
す
る
地
震
に
よ
る
大
き
な
不

安
の
な
か
で
の
地
震
だ
か
ら
、

余
計
に
シ
ョ
ッ
ク
を
感
じ
た
の

だ
ろ
う
。

　
　
　
　

＊

　

あ
れ
か
ら
二
か
月
以
上
も
経

つ
と
い
う
の
に
、
な
ぜ
い
ま
こ

の
記
事
を
書
く
の
か
と
言
わ
れ

る
だ
ろ
う
が
、
ず
っ
と
気
に
な

っ
て
仕
方
が
な
い
。

　

東
日
本
大
震
災
直
前
は
そ
ん

な
に
頻
繁
に
地
震
が
起
き
た
印

象
は
な
い
が
、
震
災
後
約
一
か

月
経
っ
て
か
ら
、
郷
里
の
宮
城

に
行
っ
た
と
き
は
、
毎
日
、
一

日
に
何
度
も
震
度
三
か
ら
四
の

余
震
が
頻
繁
に
発
生
し
て
い
た
。

夜
昼
な
く
発
生
し
て
い
た
。

　

最
初
の
う
ち
は
驚
い
て
、
深

夜
で
も
起
き
上
が
っ
た
が
、
そ

の
う
ち
慣
れ
て
き
て
、
驚
き
も

し
な
く
な
っ
た
。
つ
く
づ
く
慣

れ
と
は
恐
ろ
し
い
も
の
だ
と
思

っ
た
も
の
だ
。

　

し
か
し
、
い
ま
に
な
っ
て
、

こ
の
三
月
二
十
八
日
か
ら
四
月

三
日
ま
で
の
一
週
間
の
地
震
速

報
で
、
あ
の
時
の
記
憶
が
ま
ざ

ま
ざ
と
よ
み
が
え
っ
て
き
た
。

　

あ
の
時
に
は
、
慣
れ
た
と
平

気
な
態
度
を
装
っ
て
い
た
が
、

実
際
に
は
そ
う
で
は
な
く
、
単

に
驚
く
ま
い
と
抑
え
込
ん
で
い

た
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
。 　

十
一
年
も
経
っ
て
か
ら
、
あ

の
時
感
じ
た
地
震
の
恐
ろ
し
さ

が
時
間
差
で
よ
み
が
え
っ
て
き

た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
　
　
　
　

＊

　

地
震
は
怖
い
。
自
分
が
寄
っ

て
立
つ
基
盤
が
大
き
く
揺
れ
動

き
、
地
が
裂
け
る
の
で
は
な
い

か
と
感
じ
さ
せ
る
か
ら
驚
く
の

だ
。
そ
し
て
恐
れ
る
の
だ
。

　

い
ま
は
自
分
の
身
体
の
揺
れ

と
小
さ
な
地
震
の
揺
れ
を
混
同

す
る
筆
者
で
あ
る
が
、
も
う
二

度
と
東
日
本
大
震
災
の
地
震
は

体
験
し
た
く
な
い
と
思
う
。今年の 3月末から 4月にかけて震度 3以上の地震が多発した・・・

ウエザーニュースより

簡単に出来る酢の物です
（松本談）
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陸
羽
西
線
は
廃
止
？

　

山
形
県
の
内
陸
北
部
新
庄
市

の
新
庄
駅
と
沿
岸
の
庄
内
町
の

余
目
駅
を
結
ぶ
Ｊ
Ｒ
陸
羽
西
線

が
、
五
月
一
四
日
か
ら
お
よ
そ

二
年
も
の
間
運
休
す
る
こ
と
に

な
っ
た
。
現
在
工
事
中
の
高
規

格
幹
線
道
路
で
あ
る
新
庄
酒
田

道
路
の
一
部
で
あ
る
高
屋
道
路

の
高
屋
ト
ン
ネ
ル
（
仮
）
の
掘

削
が
、
Ｊ
Ｒ
陸
羽
西
線
の
ト
ン

ネ
ル
の
直
下
で
交
差
す
る
形
で

行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
た
め
、

そ
の
工
事
期
間
中
の
安
全
を
図

る
た
め
、
と
さ
れ
て
い
る
。

　

運
休
と
な
る
二
年
の
間
は
代

行
バ
ス
が
走
る
こ
と
に
な
る
が
、

山
形
県
の
吉
村
美
栄
子
知
事
は

五
月
一
八
日
の
定
例
会
見
の
中

で
、「
市
町
村
と
県
と
で
一
緒

に
な
っ
て
廃
止
と
い
う
よ
う
な

方
向
に
行
か
な
い
よ
う
に
と
い

う
こ
と
を
申
し
上
げ
て
い
き
た

い
」
と
語
っ
て
い
る
。
な
ぜ
知

事
が
こ
の
よ
う
な
発
言
を
し
た

か
と
言
え
ば
、
こ
の
Ｊ
Ｒ
陸
羽

西
線
が
二
年
の
運
休
の
後
、
再

開
さ
れ
な
い
ま
ま
廃
止
さ
れ
る

の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
懸
念

が
県
民
の
間
に
あ
る
か
ら
で
あ

る
。

　

な
ぜ
そ
の
よ
う
な
懸
念
が
出

る
の
か
。
一
九
八
〇
年
に
日
本

国
有
鉄
道
経
営
再
建
促
進
特
別

措
置
法
が
成
立
し
、
国
鉄
か
ら

Ｊ
Ｒ
に
鉄
道
が
移
管
さ
れ
た
際
、

地
方
交
通
線
一
七
五
線
の
う

ち
、
平
均
通
過
人
員
（
利
用
客

一
日
一
キ
ロ
当
た
り
の
人
数
）

が
四
〇
〇
〇
人
未
満
の
八
三
路

線
は
「
特
定
地
方
交
通
線
」
と

し
て
、
す
べ
て
バ
ス
転
換
や
三

セ
ク
等
転
換
が
行
わ
れ
、
残
る

九
二
線
が
維
持
存
続
路
線
と
し

て
Ｊ
Ｒ
各
社
が
承
継
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
の
鉄
道

需
要
の
低
下
な
ど
か
ら
、
維
持

存
続
路
線
と
し
て
Ｊ
Ｒ
各
社
が

引
き
継
い
だ
路
線
で
も
、
当
時

特
定
地
方
交
通
線
に
指
定
さ
れ

る
基
準
と
な
っ
た
平
均
通
過

人
員
四
〇
〇
〇
人
の
半
分
の

二
〇
〇
〇
人
を
も
割
り
込
む
路

線
が
全
国
各
地
で
増
加
し
、
Ｊ

Ｒ
各
社
の
経
営
を
圧
迫
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

　

Ｊ
Ｒ
東
日
本
管
内
で
見
て
み

る
と
、
地
方
交
通
線
三
三
線
の

う
ち
、
二
〇
二
〇
年
度
で
も
当

時
の
基
準
を
上
回
っ
て
い
る
の

は
わ
ず
か
に
三
線
区
、
半
分
の

二
〇
〇
〇
人
を
上
回
っ
て
い
る

の
も
わ
ず
か
四
線
区
と
な
っ
て

い
る
。
以
下
、
一
〇
〇
〇
人
以

上
二
〇
〇
〇
人
未
満
が
六
線
区
、

五
〇
〇
人
以
上
一
〇
〇
〇
人
未

満
が
七
線
区
、
五
〇
〇
人
未
満

が
一
三
線
区
と
い
う
状
況
で
あ

る
。

　

そ
し
て
、
件
の
Ｊ
Ｒ
陸
羽
西

線
は
、
こ
の
う
ち
の
下
か
ら
三

番
目
で
、
一
日
の
平
均
通
過
人

員
が
わ
ず
か
一
六
三
人
に
過
ぎ

な
い
。
ち
な
み
に
最
下
位
だ
っ

た
岩
泉
線
は
既
に
廃
止
さ
れ
て

い
る
の
で
、
実
質
ワ
ー
ス
ト
二

位
で
あ
る
。

　

二
年
も
の
間
列
車
が
運
行
さ

れ
な
け
れ
ば
、
そ
の
間
線
路
等

の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
も
さ
れ
な
い
。

二
年
経
っ
て
道
路
工
事
が
無
事

終
わ
っ
た
と
し
て
も
、
果
た
し

て
Ｊ
Ｒ
東
日
本
は
平
均
通
過
人

員
が
た
っ
た
一
六
三
人
の
路
線

を
再
開
さ
せ
る
の
だ
ろ
う
か
、

な
し
崩
し
的
に
代
行
バ
ス
で
の

運
行
に
切
り
替
わ
る
の
で
は
な

い
か
、
そ
の
よ
う
な
懸
念
が
現

実
味
を
帯
び
る
の
も
無
理
は
な

い
話
な
の
で
あ
る
。

も
は
や
赤
字
を
補
填
で

き
な
い
状
況

　

鉄
道
需
要
が
低
下
し
た
理

由
は
い
ろ
い
ろ
と
考
え
ら
れ

る
。
も
ち
ろ
ん
、
少
子
化
に

よ
る
人
口
減
少
の
影
響
も
大
き

い
。
実
際
、
陸
羽
西
線
も
沿
線

の
高
校
生
の
利
用
が
多
い
。
ま

た
、
自
動
車
の
普
及
の
影
響
も

大
き
い
。
国
鉄
の
Ｊ
Ｒ
へ
の
移

管
が
決
ま
っ
た
一
九
八
〇
年

当
時
の
乗
用
車
保
有
台
数
は

二
二
七
五
万
一
千
台
だ
っ
た
が
、

二
〇
二
〇
年
に
は
実
に
お
よ
そ

六
一
八
〇
万
九
千
台
と
、
三
倍

近
く
に
も
増
加
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

　

Ｊ
Ｒ
発
足
当
時
の
一
九
八
七

年
度
陸
羽
西
線
の
平
均
通
過
人

員
は
二
一
八
五
人
で
、
現
在
何

と
な
く
地
方
交
通
線
を
見
る
時

の
目
安
に
な
っ
て
い
る
感
の
あ

る
平
均
通
過
人
員
二
〇
〇
〇
人

を
上
回
っ
て
い
た
。
二
〇
二
〇

年
度
は
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
も

大
き
か
っ
た
が
、
そ
の
前
の

二
〇
一
九
年
度
で
も
三
四
三
人

と
、
Ｊ
Ｒ
発
足
当
時
の
数
値
を

大
き
く
割
り
込
ん
で
い
る
。

　

Ｊ
Ｒ
東
日
本
は
こ
れ
ま
で
、

首
都
圏
の
在
来
線
や
新
幹
線
の

黒
字
で
そ
の
他
の
地
域
の
在
来

線
の
赤
字
を
埋
め
る
内
部
補
助

の
構
造
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
コ

ロ
ナ
禍
で
首
都
圏
の
収
入
が
大

幅
に
落
ち
込
み
、
そ
う
し
た
赤

字
補
填
の
原
資
を
生
み
出
す
こ

と
が
困
難
に
な
り
、「
安
全
・

安
心
を
前
提
と
し
た
事
業
を
持

続
的
に
運
営
す
る
た
め
に
は
、

首
都
圏
を
含
め
効
率
的
な
業
務

の
再
構
築
を
行
う
こ
と
が
不
可

欠
」
と
し
て
、「
沿
線
の
皆
さ

ま
に
も
ご
理
解
、
ご
協
力
を
い

た
だ
き
な
が
ら
、
地
域
と
一
緒

に
『
持
続
可
能
な
交
通
体
系
』

を
構
築
し
て
い
く
こ
と
と
し
た

い
」
と
し
て
い
る
。

　

そ
の
上
で
、「
鉄
道
事
業
者

と
沿
線
自
治
体
等
と
の
対
話
・

協
議
を
円
滑
に
進
め
る
た
め
の

枠
組
み
づ
く
り
」
を
求
め
て
い

る
。
こ
う
し
た
Ｊ
Ｒ
東
日
本
の

動
き
が
、
沿
線
自
治
体
や
県
の

鉄
道
路
線
廃
止
へ
の
警
戒
感
に

つ
な
が
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

地
元
民
に
使
わ
れ
な
い

鉄
道
を
残
す
意
味
は
あ

る
の
か

　

し
か
し
、
で
あ
る
。
沿
線
住

民
が
利
用
し
な
い
地
方
交
通
線
、

い
わ
ゆ
る
ロ
ー
カ
ル
線
を
維
持

す
る
意
味
が
ど
れ
だ
け
あ
る
の

だ
ろ
う
か
。
い
や
、
も
ち
ろ
ん
、

私
も
東
北
の
あ
ち
こ
ち
に
行
く

際
に
よ
く
こ
れ
ら
の
ロ
ー
カ
ル

線
を
利
用
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、

な
く
な
っ
て
も
ら
っ
て
は
困
る

の
だ
が
、
一
方
で
、
だ
か
ら
と

言
っ
て
、
民
間
企
業
で
あ
る
Ｊ

Ｒ
東
日
本
に
、
赤
字
を
出
し
て

で
も
鉄
道
事
業
者
の
使
命
と
し

て
断
固
既
存
の
路
線
は
維
持
せ

よ
、
と
は
と
て
も
求
め
ら
れ
な

い
。
使
わ
れ
な
い
路
線
が
そ
こ

に
あ
る
意
味
が
ど
れ
だ
け
あ
る

の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

単
純
な
話
、
維
持
し
た
い
な

ら
も
っ
と
利
用
す
る
し
か
な
い

の
で
あ
り
、
沿
線
自
治
体
も
そ

れ
で
必
死
に
な
っ
て
住
民
に
利

用
を
呼
び
掛
け
て
い
る
の
だ
が
、

そ
れ
が
功
を
奏
し
た
と
い
う
話

は
寡
聞
に
し
て
聞
か
な
い
。
結

局
、
通
学
に
利
用
し
て
い
る
学

生
・
生
徒
を
除
い
て
、
ど
こ
へ

で
も
自
家
用
車
で
行
っ
て
し
ま

う
住
民
に
と
っ
て
、
鉄
道
は
あ

っ
て
も
な
く
て
も
い
い
存
在
で

あ
る
と
見
ら
れ
て
い
る
よ
う
に

し
か
思
わ
れ
な
い
。

　

Ｊ
Ｒ
東
日
本
も
震
災
以
降
、

地
方
交
通
線
を
様
々
な
形
で

復
旧
、
存
続
さ
せ
て
い
て
い

る
。
震
災
で
不
通
と
な
っ
た
Ｊ

Ｒ
気
仙
沼
線
と
Ｊ
Ｒ
大
船
渡
線

は
鉄
路
だ
っ
た
と
こ
ろ
を
専
用

道
路
と
し
て
バ
ス
を
走
ら
せ
る

Ｂ
Ｒ
Ｔ
で
復
旧
さ
せ
た
。
土
砂

崩
壊
で
列
車
脱
線
事
故
が
起
き

た
、
平
均
通
過
人
員
が
最
少
の

Ｊ
Ｒ
岩
泉
線
は
路
線
バ
ス
化
に

よ
る
バ
ス
転
換
と
し
た
。
同
じ

く
震
災
で
不
通
と
な
っ
た
Ｊ
Ｒ

山
田
線
の
宮
古
と
釜
石
の
間
の

路
線
は
鉄
道
と
し
て
復
旧
さ
せ
、

鉄
道
施
設
と
土
地
を
三
セ
ク
で

あ
る
三
陸
鉄
道
に
譲
渡
し
た
。

豪
雨
災
害
で
不
通
と
な
っ
て
い

る
Ｊ
Ｒ
只
見
線
は
鉄
道
で
復
旧

さ
せ
、
鉄
道
施
設
と
土
地
を
福

島
県
が
保
有
す
る
上
下
分
離
方

式
で
運
行
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。
Ｊ
Ｒ
陸
羽
西
線
も
含
め
て
、

恐
ら
く
は
平
均
通
過
人
員
が

五
〇
〇
人
に
も
満
た
な
い
一
三

線
区
に
つ
い
て
は
、
何
ら
か
の

「
持
続
可
能
な
交
通
体
系
」
に

つ
い
て
の
議
論
が
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

ち
な
み
に
、
そ
の
一
三
線

区
の
う
ち
、
東
北
に
あ
る
路

線
で
か
つ
右
で
挙
げ
た
路
線

以
外
の
路
線
は
、
五
能
線
、
津

軽
線
、
花
輪
線
、
米
坂
線
、
大

湊
線
、
北
上
線
、
そ
し
て
陸
羽

西
線
で
あ
る
。
ど
の
路
線
の
列

車
に
も
乗
車
し
た
こ
と
が
あ
る

が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
旅
す
る
者
に

と
っ
て
は
魅
力
的
な
路
線
で
あ

る
。
五
能
線
は
も
ち
ろ
ん
、
リ

ゾ
ー
ト
列
車
が
走
る
く
ら
い
の

岩
木
山
、
日
本
海
、
白
神
山
地

を
望
む
車
窓
か
ら
の
景
色
が
国

内
屈
指
で
あ
る
。
津
軽
線
と
大

湊
線
は
陸
奥
湾
を
望
む
海
の
景

色
と
反
対
側
の
車
窓
の
豊
か
な

自
然
の
景
観
が
い
い
。
花
輪
線

と
北
上
線
は
何
と
言
っ
て
も
東

北
の
背
骨
、
奥
羽
山
脈
を
越
え

て
い
く
際
の
山
々
の
景
観
が
見

事
で
あ
る
。
米
坂
線
は
朝
日
山

地
と
飯
豊
山
地
や
白
川
、
荒
川

を
望
む
景
色
が
い
い
。
そ
し
て
、

陸
羽
西
線
は
横
を
走
る
最
上
川

の
変
化
に
富
ん
だ
景
色
が
印
象

的
で
あ
る
。
し
か
し
、
確
か
に

い
ず
れ
の
路
線
も
、
他
に
乗
っ

て
い
る
人
は
少
な
か
っ
た
。

観
光
資
源
と
し
て
の
鉄
道

　

地
元
の
人
に
と
っ
て
は
あ
え

て
乗
ら
な
く
て
も
い
い
路
線
で

あ
っ
て
も
、
こ
の
よ
う
に
旅
を

す
る
人
に
と
っ
て
は
と
て
も
魅

力
的
な
路
線
で
あ
っ
た
り
す
る

わ
け
で
あ
る
。
な
ら
ば
、
そ
れ

を
活
か
す
手
も
も
っ
と
考
え
て

い
く
べ
き
で
あ
る
。

　

折
し
も
、
世
界
経
済
フ
ォ
ー

ラ
ム
が
今
年
五
月
二
四
日
に
発

表
し
た
二
〇
二
一
年
の
「
旅

行
・
観
光
競
争
力
ラ
ン
キ
ン

グ
」
で
、
日
本
が
初
め
て
首
位

と
な
っ
た
。
観
光
客
向
け
の
イ

ン
フ
ラ
や
観
光
資
源
の
豊
富
さ
、

道
路
や
鉄
道
の
整
備
状
況
な
ど

が
評
価
さ
れ
た
結
果
と
の
こ
と

で
あ
る
。
鉄
道
の
整
備
状
況
と

い
う
の
は
移
動
の
し
や
す
さ
に

結
び
つ
い
て
も
の
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
移
動
そ
の
も
の
の
楽

し
さ
に
も
目
を
向
け
、
そ
の
良

さ
を
世
界
に
向
け
て
発
信
し
て

い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
居

な
が
ら
に
し
て
日
本
の
豊
か
な

自
然
の
風
景
を
楽
し
ん
で
も
ら

う
観
光
装
置
と
し
て
の
鉄
道
の

可
能
性
を
も
っ
と
追
求
し
て
い

く
べ
き
で
あ
る
と
思
う
。

　

そ
う
し
た
取
り
組
み
で
最
も

成
果
を
挙
げ
て
い
る
と
思
わ
れ

る
の
が
、
Ｊ
Ｒ
只
見
線
で
あ

る
。
そ
の
原
動
力
と
な
っ
た
の

は
、
只
見
線
の
走
る
奥
会
津
の

魅
力
を
風
景
写
真
と
し
て
撮
影

し
、
国
内
外
に
向
け
て
発
信
し

て
い
る
星
賢
孝
氏
で
あ
る
。
そ

の
風
景
に
惹
か
れ
て
奥
会
津
を

訪
れ
、
Ｊ
Ｒ
只
見
線
に
乗
車
す

る
人
の
数
は
着
実
に
増
え
て
い

た
。
今
は
残
念
な
が
ら
コ
ロ
ナ

禍
で
少
な
い
が
、
コ
ロ
ナ
以
前

は
週
末
と
な
る
と
カ
メ
ラ
を
持

っ
た
旅
行
者
と
思
わ
れ
る
人
た

ち
が
何
人
も
乗
っ
て
い
て
そ
れ

ぞ
れ
車
窓
か
ら
の
風
景
を
写
真

に
収
め
て
い
た
。
Ｊ
Ｒ
只
見
線

が
鉄
道
と
し
て
存
続
す
る
こ
と

が
で
き
た
の
も
、
そ
う
し
た
観

光
資
源
と
し
て
の
価
値
が
認
め

ら
れ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

　

今
月
か
ら
外
国
人
観
光
客
の

受
け
入
れ
再
開
も
始
ま
り
、
少

し
ず
つ
コ
ロ
ナ
後
を
見
据
え
た

取
り
組
み
も
始
ま
っ
て
い
る
。

Ｊ
Ｒ
只
見
線
は
今
年
一
〇
月
に

全
線
が
復
旧
す
る
予
定
で
あ
り
、

そ
う
な
れ
ば
コ
ロ
ナ
禍
の
状
況

に
も
よ
る
が
、
ま
た
足
を
運
ぶ

人
も
増
え
そ
う
で
あ
る
。

　

鉄
道
を
鉄
道
と
し
て
残
し
た

い
、
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
た

だ
単
に
そ
う
主
張
す
る
だ
け
で

な
く
、
そ
の
た
め
に
必
要
な
方

策
を
講
じ
る
こ
と
が
重
要
で
あ

る
。
沿
線
住
民
の
利
用
を
増
や

す
た
め
の
妙
薬
が
あ
る
な
ら
と

も
か
く
、
現
状
そ
れ
が
見
当
た

ら
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
ま
ず
は

「
お
ら
ほ
の
路
線
」
の
魅
力
が

ど
こ
に
あ
る
の
か
を
し
っ
か
り

把
握
し
、
そ
れ
を
余
す
と
こ
ろ

な
く
伝
え
て
い
く
こ
と
が
ま
ず

必
要
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

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

  
赤
字
ロ
ー
カ
ル
線
を

　
　
　
　
　
　

ど
う
す
る
か
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学
問
と
同
時
に
Ｓ
Ｆ
小
説
・

漫
画
な
ど
も
好
ん
だ
兄
の
影
響

か
ら
か
、
私
も
ま
た
愚
か
な
が

ら
少
年
ら
し
い
対
象
と
し
て
宇

宙
や
乗
り
物
、
機
械
や
生
物
な

ど
に
は
関
心
が
高
く
、
図
鑑
な

ど
を
眺
め
日
々
知
識
を
貪
る
よ

う
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
だ
が
、

そ
の
中
で
も
未
だ
高
い
興
味
を

持
ち
続
け
て
い
る
テ
ー
マ
の
一

つ
に
「
恐
竜
」
が
あ
る
。

　

恐
竜
は
人
類
が
そ
の
生
き
て

い
る
姿
を
誰
も
見
た
事
が
な
い
、

途
方
も
な
き
超
古
代
の
巨
大
生

物
と
し
て
、
そ
の
遺
体
痕
跡
で

あ
る
「
化
石
」
が
発
見
さ
れ
た

前
々
世
紀
以
来
人
々
の
想
像
を

駆
り
立
て
、
絶
え
間
な
い
新
た

な
発
見
・
発
掘
と
研
究
に
よ
っ

て
今
尚
新
鮮
な
驚
き
を
も
た
ら

し
続
け
て
く
れ
る
存
在
で
あ
る
。

　

恐
竜
に
対
す
る
私
た
ち
の
イ

メ
ー
ジ
は
、
私
が
幼
少
の
頃
で

あ
っ
た
一
九
七
〇
年
代
か
ら
の

約
５
０
年
間
で
大
き
く
変
わ
っ

た
。
そ
の
主
な
要
因
は
、
現
生

鳥
類
と
の
関
係
の
深
さ
が
明
ら

か
に
な
っ
て
き
た
と
こ
ろ
に
あ

る
。
鳥
は
恐
竜
が
進
化
し
た
生

物
で
あ
り
、
恐
竜
そ
の
も
の
は

絶
滅
し
た
と
考
え
ら
れ
て
き
た

が
実
は
そ
う
で
は
な
く
、
鳥
は

恐
竜
の
一
種
に
他
な
ら
ず
、
よ

っ
て
彼
ら
は
恐
竜
の
生
き
残
り

な
の
だ
、
と
い
う
認
識
が
広
ま

っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

鶏
と
テ
ィ
ラ
ノ
サ
ウ
ル
ス
は

遺
伝
学
的
に
極
め
て
近
く
、
か

の
有
名
な
史
上
最
強
の
恐
竜
に

は
羽
毛
が
あ
り
、
温
血
で
、
子

育
て
し
、
鳥
に
近
い
姿
勢
で
敏

捷
に
走
っ
た
。
議
論
の
的
と
な

っ
て
き
た
極
端
に
小
さ
な
前
脚

は
、
鳥
が
翼
を
退
化
さ
せ
て
も

前
脚
と
し
て
使
わ
ず
、
嘴
と
後

脚
の
み
で
食
餌
す
る
特
徴
に
そ

の
謎
を
解
く
鍵
が
あ
る
だ
ろ
う
。

「
鳥
は
恐
竜
の
子
孫
で
は
な
く
、

恐
竜
そ
の
も
の
だ
」
と
い
う
新

説
は
、
私
た
ち
の
既
成
概
念
を

揺
る
が
し
た
。
偉
大
な
祖
先
は

滅
び
、
卑
小
な
変
わ
り
果
て
た

姿
で
そ
の
末
裔
は
生
き
て
い
る
、

と
い
う
認
識
か
ら
、
恐
竜
は
多

様
化
の
果
て
に
、
そ
の
中
の
一

派
の
み
が
尚
も
偉
大
な
恐
竜
と

し
て
生
き
続
け
て
い
る
、
と
い

う
見
方
へ
の
変
化
は
、
例
え
ば

歴
史
・
民
族
学
分
野
に
お
い
て

「
東
北
人
は
蝦
夷
の
末
裔
で
は

な
く
、
蝦
夷
そ
の
も
の
だ
」

と
い
う
言
い
回
し
へ
転
化
さ
せ

る
事
も
可
能
か
も
知
れ
な
い
・

・
い
や
い
や
、
そ
れ
は
真
実
で

は
な
い
、
と
非
難
を
受
け
る
だ

ろ
う
と
は
思
う
が
、
無
論
恐
竜

と
同
じ
く
、
そ
の
証
明
が
必
要

と
な
る
だ
ろ
う
。
で
は
本
稿
に

て
、
さ
さ
や
か
な
思
考
実
験
を

試
み
よ
う
で
は
な
い
か
。

　
　
　
　
　

＊

　

岩
手
県
遠
野
市
と
い
え
ば
、

「
日
本
の
ふ
る
さ
と
」
と
い
う

キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
で
全
国
に

知
ら
れ
る
東
北
を
代
表
す
る
名

勝
地
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
お
け

る
「
日
本
」
と
は
何
だ
ろ
う
か
、

と
考
え
る
事
が
あ
る
。

　

日
本
的
、
と
は
「
和
風
」
と

も
表
さ
れ
る
が
、
で
は
遠
野
の

「
和
風
」
は
遠
く
京
都
や
金
沢

の
「
和
風
」
と
同
質
の
も
の
な

の
だ
ろ
う
か
。
鹿
踊
り
、
刀
掛

け
（
剣
舞
）
な
ど
の
芸
能
だ
け

を
見
て
も
、「
こ
こ
は
本
当
に

同
じ
日
本
か
」
と
誰
も
が
思
う

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
和
風
」と
は
元
「々
大
和
風
」

の
事
で
あ
り
、
古
代
大
和
朝
廷

の
支
配
下
に
な
か
っ
た
東
北
で

は
「
大
和
風
」
と
は
違
う
「
蝦

夷
風
」
が
主
流
で
あ
っ
た
可
能

性
が
考
え
ら
れ
な
く
も
な
い
。

　

尤
も
、
今
で
言
う
「
和
風
」

感
覚
が
適
用
さ
れ
る
の
は
江
戸

時
代
以
降
の
文
化
で
あ
り
、「
和

食
」
と
い
う
概
念
で
す
ら
、
古

く
て
も
鎌
倉
時
代
の
禅
宗
に
よ

る
非
肉
食
に
合
わ
せ
た
料
理
法

の
工
夫
（
精
進
料
理
）
に
始
ま

る
と
言
わ
れ
て
は
い
る
が
、
江

戸
期
以
降
に
弱
体
化
し
た
東
北

が
、
南
北
朝
時
代
ま
で
に
は
北

畠
顕
家
率
い
る
遠
征
奥
州
軍
と

し
て
優
勢
な
北
朝
軍
を
撃
破
す

る
程
の
驚
異
的
な
力
を
発
揮
し

た
事
績
を
思
う
と
、
や
は
り
東

北
に
は
い
つ
し
か
西
方
の
「
和

風
」
に
準
じ
る
ま
で
の
長
い
年

月
「
蝦
夷
風
」
が
培
わ
れ
、
守

ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、

と
疑
わ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
戦
後
の
流
行
作
家
・

坂
口
安
吾
の『
日
本
文
化
私
観
』

と
い
う
エ
ッ
セ
イ
を
思
い
出
し

て
み
た
い
。
外
国
人
が
「
日
本

的
」
と
し
て
守
る
べ
き
と
語
る

伝
統
文
化
な
る
も
の
は
、
た
ま

た
ま
歴
史
的
環
境
の
影
響
に
よ

る
も
の
で
日
本
人
の
必
然
で
は

な
く
、
そ
れ
が
西
洋
的
な
も
の

に
比
べ
て
生
活
上
不
都
合
な
も

の
で
あ
れ
ば
、
迷
い
な
く
捨
て

去
る
べ
き
で
あ
る
、
と
主
張
さ

れ
た
作
品
で
、
京
都
の
古
の
建

築
も
必
要
あ
れ
ば
全
て
破
壊
し
、

田
畑
や
近
代
都
市
に
作
り
変
え

よ
と
い
う
主
旨
は
今
と
な
っ
て

は
暴
論
と
も
取
れ
る
が
、
例
え

ば
現
代
日
本
人
の
日
常
衣
類
が

す
っ
か
り
洋
服
に
置
き
換
わ
っ

て
し
ま
っ
た
の
は
決
し
て
強
制

的
な
「
波
」
が
あ
っ
た
訳
で
は

な
く
、
和
服
と
い
う
伝
統
衣
装

が
確
か
に
洋
服
に
比
べ
て
非
合

理
的
で
不
便
な
側
面
を
多
く
持

っ
て
い
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い

だ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
今
日
和
服
と
し

て
認
識
さ
れ
て
い
る
羽
織
袴
や

浴
衣
、
褌
な
ど
は
元
来
南
方
系

の
文
化
が
ル
ー
ツ
と
さ
れ
て
い

る
（「
呉
服
店
」
の
「
呉
」
と

は
三
国
志
時
代
の
中
国
南
東
部

の
国
名
か
ら
来
て
い
る
説
が
有

力
）。
褌
は
一
般
的
に
認
識
さ

れ
る
帯
状
の
も
の
の
他
に
袴
状

の
も
の
が
あ
り
、
こ
れ
は
北
方

由
来
の
説
が
あ
る
と
い
う
。

　

そ
う
い
え
ば
、
縄
文
時
代
に

人
を
象
っ
て
造
ら
れ
た
土
偶
は
、

所
謂
パ
ン
ツ
を
履
い
て
い
る
よ

う
に
見
え
る
と
よ
く
言
わ
れ
る
。

　

確
か
に
、
冷
涼
な
気
候
の
北

方
に
お
い
て
は
、
肌
の
露
わ
な

褌
よ
り
も
、
袴
状
の
パ
ン
ツ
の

方
が
合
理
的
な
は
ず
で
あ
る
。

そ
う
考
え
る
と
、
日
本
人
特

に
北
東
方
面
の
住
民
・
蝦
夷
に

と
っ
て
は
、
元
々
「
和
」
で
は

な
か
っ
た
の
だ
か
ら
、
近
現
代

生
活
に
お
け
る
洋
服
へ
の
変
遷

は
古
来
の
「
蝦
夷
風
」
に
戻
っ

た
だ
け
の
状
態
と
言
え
な
く
も

な
い
か
も
知
れ
な
い
。

　

そ
れ
は
、
食
習
慣
に
つ
い
て

も
同
様
だ
ろ
う
。
先
々
月
、
私

は
隣
県
・
岩
手
県
を
何
日
間
か

旅
し
て
つ
く
づ
く
思
っ
た
事
が

あ
る
。
こ
の
地
に
お
け
る
移
動

・
滞
在
中
の
外
食
に
お
い
て
、

元
来
米
飯
の
つ
く
食
事
が
少
な

い
な
、
と
感
じ
て
い
た
の
だ
が
、

無
論
こ
れ
は
個
人
の
食
の
指
向

に
も
よ
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
宮

城
県
北
部
で
も
「
は
っ
と
」
と

い
う
名
で
御
馴
染
み
の
水す

い
と
ん団

型

汁
物
「
ひ
っ
つ
み
」
や
じ
ゃ
じ

ゃ
麺
、
冷
麺
、
蕎
麦
、
ラ
ー
メ

ン
な
ど
の
多
彩
な
麺
類
、
そ
し

て
特
に
盛
岡
市
内
に
人
気
店
が

群
雄
割
拠
す
る
各
種
パ
ン
な
ど
、

魅
力
的
な
食
が
豊
富
で
あ
る
と

い
う
事
で
あ
っ
た
。

　

全
国
的
に
見
る
と
、
パ
ン
の

消
費
量
が
多
い
の
は
関
西
地
方

で
、
京
都
を
筆
頭
に
、
神
戸
を

擁
す
る
兵
庫
や
大
阪
、
奈
良
、

他
に
は
四
国
四
県
で
パ
ン
が
盛

ん
に
食
べ
ら
れ
て
い
る
と
の
事

だ
。
何
で
も
、「
和
」
の
本
拠

地
で
も
あ
り
伝
統
文
化
に
う
る

さ
い
は
ず
の
京
都
で
は
そ
の
反

面
西
洋
か
ら
の
舶
来
も
の
、
新

し
い
も
の
へ
の
敏
感
さ
も
伺
え

る
と
い
う
の
だ
が
、
ど
う
も
そ

れ
だ
け
が
理
由
で
は
な
く
、
京

都
で
の
珈
琲
の
消
費
量
、
喫
茶

店
の
多
さ
に
も
関
連
し
て
い
る

ら
し
い
（
盛
岡
も
喫
茶
店
は
多

い
が
、
パ
ン
も
食
べ
ら
れ
る
と

い
う
店
は
あ
ま
り
な
い
）。

　

興
味
深
い
事
に
、
西
日
本
に

お
い
て
は
納
豆
の
消
費
量
が
少

な
い
と
こ
ろ
ほ
ど
、
パ
ン
の
消

費
量
は
高
く
な
る
と
い
う
。
す

る
と
、
岩
手
の
パ
ン
好
き
と
京

都
や
神
戸
の
そ
れ
と
は
何
か
が

根
本
的
に
違
っ
て
い
る
可
能
性

も
考
え
ら
れ
る
。

　

岩
手
の
場
合
、
前
述
の
よ
う

に
麺
類
や
ひ
っ
つ
み
な
ど
多
彩

な
食
も
相
俟
っ
て
、
パ
ン
食
に

偏
っ
て
い
る
訳
で
は
な
い
事
か

ら
消
費
量
そ
の
も
の
は
決
し
て

高
く
な
い
と
思
わ
れ
る
。
だ
が
、

岩
手
・
盛
岡
と
パ
ン
食
の「
絆
」

の
よ
う
な
も
の
を
思
わ
せ
る
存

在
と
し
て
、
忘
れ
て
は
な
ら
な

い
存
在
が
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、

『
盛
岡
正
食
普
及
会
』
で
あ
る
。

　

非
常
に
残
念
な
が
ら
、
二
〇

一
七
年
に
休
業
、
そ
の
ま
ま
閉

業
へ
と
至
っ
た
本
店
は
、
岩
手

県
産
の
小
麦
を
始
め
、
稗
・
粟

な
ど
の
雑
穀
を
利
用
し
た
無
添

加
の
パ
ン
や
菓
子
、
麺
類
、
菜

種
油
や
味
噌
に
至
る
ま
で
製
造

・
販
売
し
て
き
た
食
料
品
店
で
、

そ
の
明
治
末
期
に
建
て
ら
れ
た

威
容
の
倉
建
造
物
（
閉
店
後
も

県
指
定
保
存
建
造
物
と
し
て
維

持
・
補
強
中
と
の
事
）
も
相
俟

っ
て
市
内
で
は
知
ら
ぬ
人
が
な

か
っ
た
と
言
う
。
そ
の
店
名
に

あ
る
「
正
食
」（
玄
米
菜
食
を

基
本
と
し
た
食
事
法
の
事
だ
と

言
う
）
に
は
地
域
の
あ
る
べ
き

食
の
姿
を
追
究
す
る
意
思
を
汲

み
取
る
事
が
で
き
よ
う
。

　

弥
生
時
代
、
列
島
南
西
部
に

お
い
て
始
ま
っ
た
と
さ
れ
る
水

稲
栽
培
に
よ
っ
て
米
を
炊
い
て

食
べ
る
「
粒
食
」
が
始
ま
る
ま

で
は
、縄
文
時
代
の
穀
物
は「
粉

食
」
調
理
さ
れ
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
。
か
の
時
代
に
パ
ン

や
ク
ッ
キ
ー
の
よ
う
な
も
の
が

あ
っ
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は

議
論
の
余
地
が
あ
る
が
、
東
日

本
一
帯
の
縄
文
遺
跡
か
ら
発
見

さ
れ
る
と
い
う
炭
化
物
の
存
在

は
、
充
分
そ
の
可
能
性
を
示
唆

す
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ

る
。
全
国
的
に
有
名
な
盛
岡
の

老
舗
店
『
福
田
パ
ン
』
で
は
古

く
か
ら
コ
ッ
ペ
パ
ン
一
個
と
牛

乳
一
本
で
米
飯
二
膳
・
味
噌
汁

一
杯
と
同
カ
ロ
リ
ー
に
な
る
よ

う
に
考
え
ら
れ
商
品
が
開
発
さ

れ
て
き
た
ら
し
く
、
ま
さ
に
主

食
と
し
て
の
パ
ン
を
長
く
提
案

し
、
地
元
に
定
着
さ
せ
て
き
た

様
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
無
添
加
・
雑
穀
な
ど
の
健

康
志
向
の
パ
ン
は
ほ
と
ん
ど
無

く
、
飽
く
ま
で
新
し
さ
や
甘
さ

を
求
め
る
と
い
う
京
都
や
神
戸

と
は
違
う
、
古
来
よ
り
の
「
粉

食
」
の
記
憶
が
今
尚
息
づ
く
姿

を
、
こ
の
東
北
の
近
代
都
市
の

中
に
見
出
す
よ
う
で
も
あ
る
。

「
舶
来
好
き
・
新
し
も
の
好
き
」

と
言
え
ば
、
か
つ
て
宮
澤
賢
治

が
私
塾
「
羅ら

す須
地
人
協
会
」
で

の
活
動
に
お
い
て
、
西
洋
的
な

文
化
や
農
産
物
を
盛
ん
に
取
り

入
れ
て
周
囲
に
も
広
め
よ
う
と

し
た
事
が
思
い
出
さ
れ
る
。

　

傍
目
か
ら
見

れ
ば
、
よ
く
彼

を
評
す
る
人
が

言
う
よ
う
に
「
高

等
遊
民
」
の

現
実
離
れ
し
た

戯
れ
の
よ
う
な

行
為
と
受
け
止

め
ら
れ
よ
う
が
、

果
た
し
て
本
当

に
そ
う
だ
っ
た

の
か
？
彼
に
は

他
に
「
狙
い
」

が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
―

私
に
は
そ
う
思
え
て
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。

　

彼
の
行
為
や
活
動
の
姿
は

周
囲
か
ら
確
か
に
浮
い
て
い

た
だ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
れ
を
自

覚
し
な
い
賢
治
だ
っ
た
ろ
う

か
？
彼
は
、
長
い
年
月
に
渡
り

東
北
の
地
に
染
み
付
い
て
し

ま
っ
た
「
和
風
」、
即
ち
こ
の

蝦
夷
の
地
に
そ
ぐ
わ
な
い
、
数

百
年
の
間
東
北
を
疲
弊
さ
せ

て
き
た
錆
び
つ
い
た
他
地
方

か
ら
の
文
化
や
風
習
を
一
掃
・

一
新
す
る
為
に
、
全
く
違
う
新

し
い
西
洋
文
化
に
人
々
を
触

れ
さ
せ
、
彼
ら
の
視
界
を
開
か

せ
た
か
っ
た
の
で
は
な
い
の

か
―
と
い
う
仮
説
を
立
て
て

み
た
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　

＊　

　

現
在
と
な
っ
て
は
、
宮
澤
賢

治
の
西
洋
感
覚
に
完
全
に
追

い
つ
い
た
か
に
見
え
る
東
北

で
あ
る
が
、
同
時
に
今
や
「
日

本
の
ふ
る
さ
と
」
と
形
容
さ

れ
る
遠
野
地
方
を
擁
す
る
事

に
、
多
く
の
人
は
不
思
議
を
覚

え
る
か
も
知
れ
な
い
―
い
や
、

例
え
ば
英
国
の
象
徴
の
よ
う

に
思
わ
れ
る
バ
グ
パ
イ
プ
や

キ
ル
ト
が
実
は
英
国
と
長
く
対

立
し
て
き
た
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド

の
も
の
で
あ
る
よ
う
に
、
日
本

人
の
み
な
ら
ず
世
界
中
が
錯
覚

さ
せ
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
し
た

ら
―
西
洋
化
だ
と
信
じ
て
疑
わ

な
か
っ
た
、
米
飯
や
褌
か
ら
パ

ン
や
パ
ン
ツ
へ
の
移
行
が
、
己

の
中
に
眠
る
「
縄
文
の
感
覚
」

の
再
発
で
あ
り
、
知
ら
ず
知
ら

ず
の
う
ち
に
日
本
全
体
が
「
蝦

夷
風
」
に
侵
食
さ
れ
て
い
た
の

だ
と
し
た
ら
。
そ
し
て
人
々
は

い
つ
し
か
、
鹿
踊
り
や
剣
舞
に

象
徴
さ
れ
る
「『
和
で
は
な
い

日
本
』
の
ふ
る
さ
と
」
に
魅
せ

ら
れ
て
き
た
の
だ
―
そ
う
考
え

れ
ば
、
そ
れ
は
盛
岡
の
福
田
パ

ン
の
存
在
や
、
宮
澤
賢
治
の
活

動
と
、
少
し
も
矛
盾
す
る
も
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
。「
蝦
夷
が

滅
び
、
和
の
辺
境
に
成
り
果
て

た
東
北
」
に
、
実
は
「
和
風
」

と
は
言
え
ぬ
風
が
常
に
吹
い
て

い
る
の
だ
と
い
う
事
に
気
づ
く

時
、
人
は
こ
の
地
を
行
き
交
う

顔
に
今
を
生
き
る
蝦
夷
を
発
見

し
、
静
か
な
る
彼
ら
各
々
の
生

き
様
に
、
他
な
ら
ぬ
そ
の
民
族

の
証
明
を
見
出
す
に
違
い
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
。

古
代
に
パ
ン
と
パ
ン
ツ
を
求
め
て
！
？
　

今
そ
こ
に
あ
る
「
蝦
夷
風
」
時
代
の
事

今は閉店した『盛岡正食普及会』
（旧・井弥商店）
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巣だったシジュウカラと

舌だし岩

サワフタギの花

夕暮れの鳥居

新緑の仙人

シリーズ　遠野の自然

「遠野の芒種」
遠野 1000 景より

　

急
に
暑
く
な
っ
た
り
、
長
そ

で
が
必
要
に
な
っ
た
り
、
カ
ン

カ
ン
照
り
か
と
思
え
ば
、
急
激

な
ザ
ー
ザ
ー
降
り
と
、
高
齢
の

身
に
は
気
候
の
変
動
は
こ
た
え

る
が
、
確
実
に
春
が
到
来
し
て

い
る
の
を
実
感
す
る
こ
の
頃
。

　

遠
野
で
は
、
花
々
が
咲
き
は

じ
め
る
の
に
続
き
、
動
物
た
ち

が
動
き
始
め
て
い
る
よ
う
だ
。

　

野
生
の
シ
ジ
ュ
ウ
カ
ラ
は
、

巣
立
ち
し
た
ば
か
り
で
は
人
間

を
恐
れ
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

　

熊
も
動
き
始
め
、
山
か
ら
里

に
下
り
て
き
て
、
美
味
し
い
も

の
を
漁
っ
て
い
る
よ
う
だ
。「
突

然
の
遭
遇
」
は
避
け
た
い
。

　

夕
暮
れ
の
景
色
も
ど
こ
と
な

く
温
か
さ
を
感
じ
る
。

　

天
候
不
順
の
な
か
に
あ
り
な

が
ら
、
春
ま
っ
さ
か
り
と
い
っ

た
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
か
。
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【今後の三陸酒海鮮会のあり方を探るトライアルイベント開催】
もっと三陸被災地と結びつきを深くしたい！もっと三陸の海鮮の魅力を
引き出したい！もっとたくさん東北地酒を知りたい！　

　

コ
ロ
ナ
禍
に
よ
る
長
い
延
期
の

末
、
よ
う
や
く
今
年
四
月
に
再
開

し
た
ば
か
り
の
「
三
陸
酒
海
鮮

会
」、
今
年
で
「
節
目
」
の
十
年

目
を
迎
え
ま
し
た
が
、
こ
れ
ま
で

通
り
の
運
営
が
む
ず
か
し
く
な
っ

て
き
ま
し
た
。

　

三
陸
海
鮮
を
使
っ
た
食
べ
き
れ

な
い
ほ
ど
の
料
理
と
厳
選
さ
れ
た

東
北
地
酒
飲
み
放
題
で
、
税
込

五
千
円
と
い
う
料
金
を
一
切
値
上

げ
せ
ず
に
来
た
の
も
奇
跡
で
す
が
、

諸
物
価
高
騰
の
影
響
で
、
こ
れ
以

上
同
条
件
で
続
け
る
の
は
お
店
の

側
に
迷
惑
ば
か
り
お
か
け
す
る
こ

と
に
な
り
、
ど
う
し
て
も
料
金
改

定
が
必
要
と
な
っ
て
き
ま
し
た
。

　

ま
た
、
大
勢
で
集
ま
っ
て
、
美

味
い
海
鮮
料
理
と
東
北
地
酒
を
飲

む
だ
け
の
会
に
な
っ
て
し
ま
っ
て

い
る
の
で
は
な
い
か
と
の
反
省
も

あ
り
、
今
後
ど
う
運
営
を
変
え
る

か
を
試
す
「
ト
ラ
イ
ア
ル
三
陸

会
」
を
開
催
す
る
こ
と
に
し
、
先

日
開
催
し
ま
し
た
。

　

目
指
す
の
は
、「
も
っ
と
三
陸

被
災
地
と
結
び
つ
き
を
深
く
し
た

い
！
」、「
も
っ
と
三
陸
の
海
鮮
の

魅
力
を
引
き
出
し
た
い
！
」、「
も

っ
と
た
く
さ
ん
東
北
地
酒
を
知
り

た
い
！
」
で
す
。

　

ま
た
、
少
人
数
で
じ
っ
く
り
と

交
流
す
る
場
と
し
、
そ
の
分
開
催

頻
度
を
上
げ
て
、
こ
れ
ま
で
一
月

半
に
一
度
の
開
催
を
、
月
一
回
に

す
る
と
か
を
試
し
て
み
よ
う
と
い

う
こ
と
で
し
た
。

　

写
真
で
お
分
か
り
の
よ
う
に
、

こ
の
ト
ラ
イ
ア
ル
の
海
鮮
料
理
も

東
北
地
酒
も
以
前
と
変
わ
ら
な
い

ど
こ
ろ
か
、
は
る
か
に
グ
レ
ー
ド

ア
ッ
プ
し
て
い
ま
す
。

　

本
番
再
開
―
乞
う
ご
期
待
！

大ぶりの牡蠣・・・岩ガキのような
大きさ ホヤの刺身・・・新鮮 海鮮を瓶詰にした「瓶ドン」をご飯

に乗せました
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【チャグチャグ馬コ （岩手）】 写真撮影　尾崎匠

写真でお伝えする　東北の風景 


