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済
成
長
を
経
験
し
た
人
々
は
、

さ
ら
に
豊
か
な
サ
ー
ビ
ス
を
求

め
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

人
々
の
生
活
や
嗜
好
が
多
様

化
し
て
い
く
な
か
で
、
コ
ン
ビ

ニ
チ
ェ
ー
ン
や
外
食
産
業
、
情

報
通
信
産
業
な
ど
の
第
三
次
産

業
が
増
え
て
い
っ
た
。

　

第
三
次
産
業
と
比
べ
、
第
一

次
産
業
と
第
二
次
産
業
を
合
わ

せ
た
割
合
は
減
少
傾
向
を
続
け

た
。
東
北
も
同
様
だ
っ
た
が
、

大
都
市
部
の
三
次
産
業
の
勢
い

に
は
遠
く
及
ば
な
か
っ
た
。

　

そ
の
た
め
、
東
北
か
ら
の
若

年
層
の
流
出
は
相
変
わ
ら
ず
続

い
て
い
く
。
東
北
の
高
齢
化
も

加
速
し
て
い
く
。
東
北
の
第
一

次
産
業
従
事
者
平
均
は
六
十
代

半
ば
を
過
ぎ
た
。
次
世
代
の
担

い
手
不
足
は
目
に
見
え
て
い
た
。

　

そ
し
て
現
代
。「
六
次
産
業

化
の
波
」
が
や
っ
て
き
た
。

　

こ
れ
は
、
一
か
ら
十
ま
で
自

分
た
ち
の
手
で
や
っ
て
い
く
、

こ
れ
ま
で
の
ど
れ
に
も
当
て
は

ま
ら
な
い
よ
う
な
産
業
区
分
で

あ
る
。

　

農
業
に
関
し
て
い
え
ば
、
農

業
六
次
産
業
化
と
は
、
農
業
を

一
次
産
業
と
し
て
だ
け
で
は
な

く
、
加
工
な
ど
の
二
次
産
業
や
、

サ
ー
ビ
ス
・
販
売
な
ど
の
三
次

産
業
ま
で
含
め
、
一
次
か
ら
三

次
ま
で
の
一
体
化
を
め
ざ
す
次

世
代
型
の
農
業
ビ
ジ
ネ
ス
の
こ

と
に
な
る
。

　

そ
し
て
近
年
で
は
、
こ
う
し

て
付
加
価
値
を
高
め
、
サ
ー
ビ

ス
業
的
な
側
面
を
持
っ
た
農
業

の
あ
り
方
が
注
目
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
き
た
。

流
れ
と
東
北
と
の
関
係
を
じ
っ

く
り
振
り
返
っ
て
み
た
い
。
そ

う
す
る
こ
と
で
、
こ
の
新
シ
リ

ー
ズ
の
位
置
づ
け
を
明
確
に
し

て
か
ら
開
始
し
た
い
と
考
え
る
。

東
北
視
点
で
こ
の
七
十
年

の
産
業
の
推
移
を
眺
め
る

　

非
常
に
古
い
産
業
分
類
で
申

し
訳
な
い
が
、
か
つ
て
教
え
ら

れ
た
日
本
の
三
つ
の
産
業
区
分

か
ら
話
を
始
め
た
い
。

　

ま
ず
、
農
業
、
林
業
、
漁
業

な
ど
の
第
一
次
産
業
と
い
う
く

く
り
が
あ
り
、
次
に
、
製
造
業
、

建
設
業
、
工
業
な
ど
の
第
二
次

産
業
が
あ
っ
て
、
そ
し
て
、
商

業
、
金
融
業
、
医
療
・
福
祉
・

教
育
な
ど
の
サ
ー
ビ
ス
業
や
、

外
食
産
業
・
情
報
通
信
産
業
な

ど
の
第
三
次
産
業
が
あ
っ
た
。

　

千
九
百
五
十
年
代
以
前
は
、

農
業
や
林
業
や
漁
業
な
ど
の
第

一
次
産
業
が
と
て
も
盛
ん
だ
っ

た
時
代
が
あ
っ
た
。

　

東
北
視
点
で
見
れ
ば
、
こ
の

時
代
、
東
北
の
住
民
は
、
さ
ま

ざ
ま
な
問
題
を
抱
え
な
が
ら
も
、

東
北
と
い
う
地
に
し
っ
か
り
腰

を
据
え
て
、
こ
の
一
次
産
業
を

支
え
て
き
た
。

新
た
な
シ
リ
ー
ズ
開
始

に
あ
た
っ
て

　

今
回
号
か
ら
新
し
い
シ
リ
ー

ズ
を
開
始
す
る
。

　

前
号
ま
で
は
、【
東
北
再
興

の
た
め
の
新
産
業
創
出
】
シ
リ

ー
ズ
を
数
回
に
わ
た
っ
て
連
載

し
て
き
た
が
、
対
象
が
全
産
業

で
は
範
囲
が
広
す
ぎ
て
、
議
論

が
拡
散
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
と

い
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ

の
た
め
に
焦
点
を
絞
れ
な
か
っ

た
。

　

そ
の
こ
と
を
反
省
し
て
、
も

っ
と
論
点
を
絞
ろ
う
と
考
え
て

の
こ
の
新
シ
リ
ー
ズ
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
新
シ
リ
ー
ズ
は
、

東
北
の
強
み
を
フ
ル
に
活
か
し

た
食
品
関
連
の
新
産
業
分
野
を

東
北
で
開
拓
で
き
な
い
か
、
開

拓
で
き
た
あ
か
つ
き
に
は
、
衰

退
を
続
け
る
東
北
の
再
興
に
つ

な
げ
ら
れ
な
い
か
と
い
う
壮
大

か
つ
挑
戦
的
な
提
案
で
あ
る
。

　

と
は
い
え
、
い
き
な
り
詳
細

検
討
に
入
る
前
に
、
少
し
広
い

視
野
か
ら
、
こ
の
企
画
の
意
味

を
少
し
掘
り
下
げ
た
い
。
大
上

段
に
振
り
か
ぶ
っ
て
、
時
代
を

数
十
年
遡
り
、
日
本
の
産
業
の

今回号からスタートする新シリーズ
【東北再興のための食品産業新分野の創出】　第1回　
米どころの東北の「米」は衰退するしかないのか？

「米」で大逆転する企画はほんとうにないか？　その①

　

そ
の
時
代
に
続
き
、

千
九
百
五
十
年
代
後
半
か
ら

六
十
年
代
前
半
ま
で
は
、
第
一

回
目
の
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
開

催
の
た
め
の
建
設
ラ
ッ
シ
ュ
が

あ
り
、
他
の
大
都
市
部
で
も
建

設
ラ
ッ
シ
ュ
が
あ
り
、
東
北
の

一
次
産
業
人
口
は
、「
出
稼
ぎ

労
働
者
」
と
い
う
形
で
一
年
の

半
分
近
く
、
東
北
を
離
れ
て
働

き
に
出
た
。

　

さ
ら
に
そ
の
後
も
日
本
は
ど

ん
ど
ん
豊
か
に
な
り
、
電
化
製

品
な
ど
の
モ
ノ
を
作
る
製
造
業

や
自
動
車
工
業
な
ど
の
第
二
次

産
業
興
隆
へ
と
時
代
が
移
っ
て

い
っ
た
。

　

東
北
の
一
次
産
業
が
衰
退
す

る
な
か
で
、
東
北
の
若
い
世
代

が
こ
の
新
た
な
第
二
次
産
業
を

支
え
る
べ
く
、
大
量
に
大
都
市

に
吸
収
さ
れ
て
い
っ
た
。
い
わ

ゆ
る
「
集
団
就
職
」
で
あ
る
。

そ
し
て
東
北
は
若
年
層
が
減
少

し
て
徐
々
に
高
齢
層
の
割
合
が

高
く
な
っ
て
い
っ
た
。

　

若
年
層
人
口
が
減
少
す
る
と

い
う
こ
と
は
、
中
長
期
的
に
人

口
が
減
少
す
る
こ
と
に
つ
な
が

り
、
実
際
そ
の
通
り
に
な
っ
た
。

さ
ら
に
時
代
は
進
み
、
高
度
経

課
題
②
　
一
次
産
業
消

滅
リ
ス
ク

　

前
述
の
よ
う
に
、
第
一
次
産

業
の
高
齢
化
問
題
も
あ
る
。

　

若
年
労
働
者
層
が
大
都
市
部

に
吸
収
さ
れ
て
い
く
の
を
止
め

ら
れ
な
い
の
で
、
こ
の
ま
ま
だ

と
、
東
北
の
第
一
次
産
業
は
い

ず
れ
存
続
の
危
機
を
迎
え
る
の

は
必
至
で
あ
る
。

課
題
③
　
め
ぼ
し
い
産

業
が
な
い

　

こ
う
し
た
東
北
の
第
一
次
産

業
で
は
、
東
北
に
人
を
留
め
て

お
く
の
は
非
常
に
む
ず
か
し
い
。

　

産
業
が
な
け
れ
ば
、
東
北
に

住
み
続
け
る
の
は
む
ず
か
し
い
。

　

そ
こ
で
大
手
企
業
の
誘
致
が

選
択
肢
と
し
て
あ
る
が
、
他
地

方
と
の
競
争
に
は
不
利
で
あ
る
。

　

ま
だ
、
東
日
本
大
震
災
の
イ

メ
ー
ジ
が
払
し
ょ
く
で
き
て
い

な
い
。
進
出
を
検
討
す
る
大
企

業
も
二
の
足
を
踏
む
だ
ろ
う
。

　

漁
業
に
関
し
て
は
、
温
暖
化

の
影
響
で
、
か
つ
て
獲
れ
た
魚

が
獲
れ
な
い
。
サ
ケ
、
イ
カ
な

ど
、
不
漁
が
続
い
て
い
る
。

　

大
震
災
直
後
に
全
面
的
に
養

殖
漁
業
に
切
替
え
る
べ
き
だ
っ

た
が
、
決
断
が
遅
か
っ
た
。

　

こ
れ
か
ら
切
り
替
え
て
も
、

成
果
が
出
る
ま
で
に
大
分
時
間

が
か
か
る
だ
ろ
う
。

宮城県生まれ、69 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】

産
業
推
移
か
ら
見
る
東
北

が
乗
り
越
え
る
べ
き
課
題

①
　
若
年
人
口
減
少

　

こ
う
し
た
流
れ
の
な
か
で
生

じ
た
東
北
全
体
の
課
題
は
た
く

さ
ん
あ
る
。
解
決
で
き
そ
う
も

な
い
課
題
だ
ら
け
で
あ
る
が
、

こ
こ
で
少
し
整
理
し
て
み
よ
う
。

　

第
一
番
目
は
、
長
期
間
に
亘

る
若
年
層
の
減
少
で
あ
る
。

　

こ
の
ま
ま
い
け
ば
、
加
速
的

に
東
北
の
人
口
は
減
り
続
け
る

の
は
当
然
で
あ
る
。

　

そ
こ
に
東
日
本
大
震
災
が
発

生
し
て
、
こ
の
減
少
ト
レ
ン
ド

に
さ
ら
に
拍
車
が
か
か
っ
た
の

は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。

コメ余り・・・読売新聞オンライン　2021.9．28
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結
果
的
に
、
東
北
に
人
を
留

め
て
お
く
よ
う
な
め
ぼ
し
い
産

業
が
な
い
の
で
あ
る
。

東
北
再
興
に
つ
な
が
る

産
業
は
何
か
？

　

こ
う
見
て
く
る
と
、
東
北
再

興
に
つ
な
が
る
可
能
性
あ
る
選

択
肢
が
ど
ん
ど
ん
消
え
て
い
く

よ
う
に
思
え
る
。

　

も
う
東
北
に
は
「
未
来
」
は

な
い
の
か
と
悲
観
的
に
も
な
る
。

　

ま
た
、
こ
れ
ら
の
重
い
課
題

を
ク
リ
ア
で
き
る
食
品
産
業
で

な
い
と
挑
戦
す
る
だ
け
ム
ダ
の

よ
う
な
気
が
し
て
く
る
。

　

果
た
し
て
そ
う
し
た
企
画
は

ほ
ん
と
う
に
あ
り
う
る
の
か　

東
北
の「
農
業
六
次
産
業
化
」

　

当
新
聞
で
こ
れ
ま
で
何
度
か

指
摘
し
て
き
て
い
る
こ
と
だ
が
、

東
北
の
農
業
や
水
産
業
分
野
で

は
、
長
年
、
他
地
域
と
比
べ
る

思
え
て
な
ら
な
い
。

　

も
っ
と
頭
を
柔
軟
に
し
て
、

自
由
に
考
え
る
方
向
に
転
換
す

べ
き
で
あ
る
。

そ
の
⑥

　

先
日
テ
レ
ビ
を
見
て
い
た
ら
、

秋
田
の
マ
タ
ギ
の
生
活
風
景
が

映
し
出
さ
れ
、
そ
の
中
に
、
マ

タ
ギ
の
猟
に
持
参
す
る
米
粉
食

品
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
。

灯
台
下
暗
し
。
日
本
に
も
米
加

工
食
品
が
あ
る
で
は
な
い
か
？

過
去
に
学
ば
な
い
の
は
、　

東

日
本
大
震
災
だ
け
で
は
な
い
の

だ
。

東
北
産
米
の
「
六
次
産

業
化
」
は
可
能
か
？

　

先
の
戦
争
前
か
ら
、
食
糧
増

産
、
な
か
で
も
米
の
増
産
に
突

進
し
て
き
た
と
も
思
え
る
東
北
。

　

い
ま
さ
ら
こ
こ
で
米
生
産
を

放
棄
す
る
選
択
肢
は
な
い
。

　

放
棄
す
る
に
は
ど
っ
ぷ
り
と

浸
か
り
す
ぎ
て
い
る
。

　

他
方
、
米
を
取
り
巻
く
環
境

は
非
常
に
厳
し
い
。

　

こ
う
し
た
「
弱
み
」
を
「
強

み
」
に
変
え
ら
れ
る
企
画
の
詳

細
を
、
次
号
以
降
で
展
開
し
て

い
き
た
い
。

　

そ
の
実
現
性
等
に
関
し
て
は
、

ド
素
人
の
筆
者
に
は
判
断
は
つ

か
な
い
が
、
と
に
か
く
、
進
め

る
と
こ
ろ
ま
で
進
ん
で
み
よ
う

と
思
う
。

次
号
に
続
く

と
付
加
価
値
が
低
か
っ
た
。

　

つ
ま
り
、
素
材
の
ま
ま
提
供

す
る
ケ
ー
ス
が
圧
倒
的
で
、「
加

工
」
は
別
の
地
方
が
受
け
持
ち
、

商
品
化
も
他
地
方
が
独
占
し
た
。

東
北
は
い
つ
ま
で
も
素
材
提
供

だ
け
に
甘
ん
じ
、
表
に
は
出
な

い
裏
方
に
留
ま
り
、
か
つ
付
加

価
値
が
低
く
、
売
上
金
額
も
低

い
ま
ま
で
、
第
一
儲
か
ら
な
い

一
次
産
業
の
ま
ま
だ
っ
た
。

　

残
念
な
が
ら
、
こ
う
し
た
状

況
が
ず
っ
と
続
い
て
き
た
。

　

当
新
聞
で
は
、
こ
の
状
況
を

何
と
か
し
な
く
て
は
な
ら
な
い

と
再
三
述
べ
て
き
た
。

　

と
は
い
え
、
す
ぐ
に
も
効
果

を
出
せ
る
よ
う
な
妙
案
が
あ
る

わ
け
で
は
な
く
、
具
体
的
な
事

業
企
画
を
提
示
で
き
る
ま
で
の

力
量
も
な
か
っ
た
と
告
白
せ
ざ

る
を
え
な
い
。

　

問
題
は
こ
こ
か
ら
で
あ
る
。

　

確
か
に
、東
北
に
と
っ
て「
農

業
六
次
産
業
化
」
は
文
字
通
り
、

目
標
で
は
あ
る
が
、
果
た
し
て

成
功
す
る
だ
ろ
う
か
？

　

こ
れ
ま
で
と
同
様
に
中
央
か

ら
の
助
成
金
つ
き
の
お
仕
着
せ

事
業
で
、
他
地
方
も
同
じ
よ
う

に
追
随
す
る
よ
う
な
事
業
を
横

並
び
に
推
進
し
て
い
く
姿
勢
で

良
い
の
だ
ろ
う
か
。

　

は
っ
き
り
言
え
ば
、
こ
う
し

た
も
の
は
い
ろ
ん
な
意
味
で
失

敗
に
終
わ
る
だ
ろ
う
。

　

中
央
か
ら
の
「
落
下
傘
事

業
」
は
、
東
日
本
大
震
災
の
復

興
事
業
と
同
じ
運
命
を
辿
る
だ

ろ
う
と
自
信
を
も
っ
て
言
え
る
。

　

さ
ら
に
、
い
ま
の
東
北
の
パ

ワ
ー
で
、
他
の
地
方
を
追
い
抜

く
よ
う
な
こ
と
が
期
待
で
き
る

だ
ろ
う
か
？
な
か
な
か
む
ず
か

し
い
と
思
う
の
だ
。

　

大
逆
転
の
発
想
で
、
東
北
に

と
っ
て
の
弱
点
を
強
み
に
変
え

ら
れ
る
よ
う
な
企
画
は
な
い
だ

ろ
う
か
？

　

さ
ら
に
は
、
こ
れ
ま
で
東
北

が
採
っ
て
き
た
戦
略
で
あ
り
な

が
ら
、
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た

こ
と
を
さ
ら
に
突
き
進
ん
で
い

き
、
一
転
し
て
大
き
な
成
功
に

結
び
付
け
ら
れ
る
よ
う
な
「
突

破
口
」
を
見
出
せ
る
よ
う
な
企

画
は
な
い
も
の
だ
ろ
う
か
？

新
企
画
の
食
材
は「
米
」！

　

そ
こ
で
考
え
た
の
が
、
実
は

「
米
産
業
」
な
の
で
あ
る
。

「
米
産
業
」
と
い
え
ば
、
東
北

一
次
産
業
の
ど
真
ん
中
、
東
北

農
業
の
ど
真
ん
中
で
あ
る
。

大
胆
に
も
そ
の
本
丸
に
切
り
込

も
う
と
い
う
挑
戦
で
あ
る
。

　

何
か
の
間
違
い
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

筆
者
は
大
真
面
目
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
こ
の
「
米
産
業
」

に
関
し
て
数
回
取
り
上
げ
て
い

き
た
い
。
詳
細
な
提
案
も
し
た

い
。

　

確
か
に
、
現
在
、「
米
」
は

人
気
が
な
い
。
消
費
量
も
右
肩

下
が
り
で
、
パ
ン
等
の
小
麦
に

駆
逐
さ
れ
て
い
る
。

　

国
民
1
人
当
た
り
の
小
麦
の

年
間
消
費
量
は
３
１
．
７
ｋ
ｇ
、

一
九
六
七
年
以
降
は
大
き
な
変

動
は
見
ら
れ
な
い
が
安
定
し
て

い
る
。

　

一
方
、
国
民
1
人
当
た
り
の

米
の
年
間
消
費
量
は
一
九
六
二

年
度
を
ピ
ー
ク
に
減
少
を
続
け
、

二
〇
二
〇
年
度
は
５
０
．
７
ｋ

ｇ
。

　

食
生
活
多
様
化
に
よ
り
、
パ

ン
や
麺
類
と
い
っ
た
小
麦
製
品

を
主
食
に
取
り
入
れ
る
人
が
増

加
し
て
い
る
傾
向
を
反
映
す
る
。

　

こ
れ
ま
で
の
東
北
の
米
の
生

産
量
は
機
械
化
、
大
規
模
農
業

化
等
で
伸
び
る
一
方
だ
が
、
消

費
量
が
減
少
し
て
、
政
府
の
買

い
上
げ
米
は
倉
庫
に
眠
っ
た
ま

ま
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
減
反
政

策
も
ず
っ
と
続
い
て
い
る
。

　

美
味
し
い
米
も
話
題
に
な
る

が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
洋
食

か
ら
和
食
に
切
り
替
え
る
人
口

が
増
大
し
て
い
る
と
い
う
話
も

聞
い
た
こ
と
が
な
い
。

　

と
は
い
え
、
東
北
が
日
本
で

最
大
の
米
の
産
地
で
あ
る
こ
と

は
否
定
で
き
な
い
事
実
。

　

な
の
に
、
な
ぜ
「
米
」
な
の

か
と
思
わ
れ
る
に
ち
が
い
な
い
。

「
米
」
に
関
す
る
発
想
を

大
転
換
せ
よ
　
そ
の
①

　

米
と
い
う
食
材
は
、
日
本
列

島
に
伝
わ
っ
て
か
ら
、
ず
っ
と

主
食
（
専
門
家
は
「
常
食
」
と

い
う
）
と
思
い
込
ま
れ
て
い
る

が
、
主
食
の
時
代
は
わ
ず
か
の

期
間
、
江
戸
中
期
以
降
の
三
百

年
ほ
ど
な
の
で
あ
る
。
米
以
外

の
穀
物
と
の
混
合
食
が
主
で
あ

っ
た
。

　

だ
か
ら
「
虚
像
の
米
主
食
信

仰
」
を
捨
て
る
べ
き
で
あ
る
。

そ
の
②

　

米
と
い
え
ば
、
ご
は
ん
茶
わ

ん
に
白
い
ご
飯
と
い
う
イ
メ
ー

ジ
だ
け
が
固
定
化
し
て
い
る
が
、

こ
れ
が
米
の
利
用
に
と
っ
て
大

き
な
障
害
に
な
っ
て
は
い
な
い

か
？
な
ぜ
白
飯
だ
け
な
の
か
？

食
材
と
し
て
の
米
そ
の
も
の
を

加
工
し
た
食
品
を
大
量
に
作
る

と
い
う
観
点
は
な
い
の
か
？
こ

の
点
も
見
直
す
べ
き
で
あ
る
。

そ
の
③

　

米
が
主
食
（
常
食
）
で
あ
ら

ね
ば
な
ら
な
い
理
由
は
な
い
。

米
は
無
理
し
て
主
食
（
常
食
）

の
座
を
堅
持
す
る
の
で
は
な
く
、

副
食
と
か
、
お
や
つ
の
食
材
と

い
う
発
想
を
な
ぜ
取
り
入
れ
な

い
の
か
？

　

そ
う
す
れ
ば
広
大
な
裾
野
を

持
つ
活
用
の
地
平
が
見
え
て
は

来
な
い
か
？

　

最
近
、
お
や
つ
の
代
表
格
で

あ
る
ハ
ン
バ
ー
ガ
ー
に
米
を
バ

ン
ズ
と
し
て
活
用
す
る
例
も
あ

る
が
、
こ
う
し
た
発
想
を
も
っ

と
も
っ
と
拡
大
で
き
な
い
か
？

そ
の
④

　

も
と
も
と
の
米
の
原
産
地
は

東
南
ア
ジ
ア
で
あ
る
。
そ
こ
で

の
米
の
活
用
を
な
ぜ
研
究
し
な

い
の
だ
ろ
う
か
？
不
思
議
で
な

ら
な
い
。 

　

少
し
調
べ
る
だ
け
で
、
米
の

用
途
は
限
り
な
く
広
が
っ
て
い

く
の
に
、
な
ぜ
そ
れ
に
学
び
、

良
い
と
こ
ろ
は
取
り
入
れ
よ
う

と
し
な
い
の
だ
ろ
う
か
？

　

ベ
ト
ナ
ム
、
タ
イ
な
ど
に
は

美
味
し
い
米
加
工
食
品
が
あ
る

で
は
な
い
か
？

そ
の
⑤

　

米
に
関
す
る
考
え
方
は
ず
っ

と
硬
直
状
態
に
あ
り
、
逃
げ
道

を
自
ら
ふ
さ
い
で
い
る
よ
う
に

米と小麦の消費量推移グラフ・・・出典：農林水産省「令和2年度食
料需給表」よりminorasu編集部作成

マタギの携帯食料・カネ餅（シトギ餅ともいう）・・・NHKグレーテルのかまど
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か
な
り
し
つ
こ
く
押
し
付
け
よ

う
と
す
る
の
は
い
た
だ
け
な
い
。

　

ま
る
で
、
江
戸
時
代
か
何
か

の「
関
所
手
形
」の
ご
と
く
、
手

形
な
し
に
は
い
な
か
町
に
「
踏

み
込
む
べ
か
ら
ず
」
と
い
う
よ

う
に
感
じ
さ
せ
る
場
面
が
あ
る
。

　
「
東
京
圏
」で
は
そ
う
し
た
光

景
は
ま
ず
見
ら
れ
な
い
。

　

そ
こ
か
ら
強
烈
な
「
お
ら
が

ま
ち
意
識
」に
発
展
し
、さ
も
い

な
か
町
が
住
民
の
所
有
物
の
よ

う
に
ふ
る
ま
う
が
、「
よ
そ
者
」

に
は
ま
っ
た
く
理
解
し
が
た
い
。

　

い
な
か
町
は
、す
べ
て
が「
私

有
地
」で
は
な
い
の
だ
か
ら
、違

法
な
こ
と
で
も
し
な
い
限
り
、

そ
こ
で
は「
自
由
」な
の
だ
。　

大
都
市
と
東
北
の
い
な
か

ま
ち
の
比
較
　
そ
の
②

　

い
な
か
町
で
は
、
な
か
な
か

「
仲
間
」に
は
し
て
も
ら
え
な
い

の
が
普
通
だ
。
よ
く
解
釈
す

れ
ば
、「
よ
そ
者
」へ
の「
警
戒
」、

「
用
心
」な
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

し
か
し
、「
よ
そ
者
」か
ら
す

れ
ば
、
も
の
す
ご
く「
排
他
的
」

だ
と
感
じ
る
が
、「
お
ら
が
住
民

た
ち
」
は
そ
う
し
た
態
度
は
当

然
だ
と
考
え
て
い
る
し
、
な
ぜ

い
け
な
い
の
か
と
不
思
議
が
る

だ
ろ
う
。

　

そ
う
し
た
経
験
を
一
度
で
も

す
れ
ば
、「
よ
そ
者
」は
そ
こ
に

移
住
し
よ
う
な
ど
と
は
絶
対
に

思
わ
な
い
。

　

他
方
、大
都
市
部
で
は
、気
が

合
え
ば
す
ぐ
に「
仲
間
」に
な
れ

る
。「
排
他
性
」は
少
な
い
。

　

こ
の
差
は
と
て
も
大
き
な
違

い
だ
。

る
が
、
そ
れ
で
も
真
正
面
切
っ

て
言
え
な
か
っ
た
こ
と
が
あ
る
。

　
特
に
„
い
な
か
”
の
悪
い
点

で
あ
る
。
そ
れ
を
今
回
号
で
あ

え
て
言
お
う
と
思
う
。

　
な
ぜ
な
ら
、こ
の
ま
ま
で
は
、

東
北
の
大
多
数
の
い
な
か
町
は

救
い
よ
う
の
な
い
と
こ
ろ
ま
で

孤
立
し
て
、
結
果
的
に「
自
滅
」

し
て
い
く
と
思
わ
れ
る
か
ら
だ
。

　
だ
が
そ
の
苦
言
は
、
東
北
在

住
者
、
ま
た
は
強
い
関
係
を
保

持
す
る
人
た
ち
の
聞
く
側
に
と

っ
て
は
、
と
て
も
耳
の
痛
い
こ

と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
し
、

文
章
を
見
た
途
端
に
怒
り
出
す

か
も
し
れ
な
い
。

　

ま
た
、
こ
の
記
事
に
対
し
て

も
厳
し
い
叱
責
や
批
判
が
飛
ん

こ
れ
ま
で
な
か
な
か
言

え
な
か
っ
た
こ
と

　

筆
者
は
、
宮
城
県
北
部
の
い

な
か
町
の
出
身
で
あ
る
。
十
八

歳
ま
で
そ
こ
で
暮
ら
し
た
。

　
そ
こ
を
離
れ
て
か
ら
半
世
紀

も
過
ぎ
て
は
い
る
が
、
„
い
な

か
＂
の
良
い
と
こ
ろ
も
悪
い
と

こ
ろ
も
そ
れ
な
り
に
知
っ
て
い

る
つ
も
り
だ
。

　
年
齢
を
重
ね
る
と
、
故
郷
の

こ
と
が
気
に
な
る
。
故
郷
が
窮

地
に
追
い
込
ま
れ
て
い
れ
ば
、

そ
こ
に
い
な
く
と
も
何
と
か
し

な
く
て
は
と
思
う
も
の
だ
。

　
だ
か
ら
こ
の
東
北
を
鼓
舞
し

よ
う
と
い
う
新
聞
を
十
年
以
上

発
行
し
続
け
て
い
る
の
で
は
あ

人口が減少し続ける東北は【変身】を決断しなければならない
自分たちの『流儀』を固く守り「よそ者」が来なくても構わないとするのか？
自分たちの『流儀』を修正して「よそ者」本位で受け入れるかの二者択一！

で
き
そ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
で

も
あ
え
て
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

そ
う
は
い
っ
て
も
、
あ
ま
り

直
接
的
な
表
現
は
避
け
た
い
。

わ
ざ
わ
ざ
け
ん
か
腰
に
な
っ
て

諍
い
を
起
こ
し
た
い
と
い
う
わ

け
で
は
な
い
の
だ
か
ら
。

　

そ
こ
で
ま
ず
、
東
京
な
ど
の

大
都
市
と
の
比
較
と
い
う
形
で
、

多
少
え
ん
曲
に
述
べ
さ
せ
て
い

た
だ
き
た
い
。

大
都
市
と
東
北
の
い
な
か

ま
ち
の
比
較
　
そ
の
①

　

人
口
が
減
少
し
続
け
る
東
北

の
い
な
か
町
で
良
く
耳
に
す
る

光
景
だ
が
、
地
域
外
か
ら
来
た

「
よ
そ
者
」に
対
し
て
、
そ
の
い

な
か
町
の「
流
儀
」を
高
圧
的
に
、

大
都
市
と
東
北
の
い
な
か

ま
ち
の
比
較
　
そ
の
③

　
「
よ
そ
者
」が
、
そ
の
い
な
か

町
の
こ
と
で
何
か
提
案
で
も
し

よ
う
も
の
な
ら
、「
ま
ず
は
こ
こ

に
„
移
住
”
し
て
か
ら
に
し
て

く
れ
」
と
言
わ
れ
る
ケ
ー
ス
も

よ
く
耳
に
す
る
。

　

ま
る
で
、
そ
の
い
な
か
町
の

す
べ
て
、そ
の
歴
史
も
、周
囲
の

ま
ち
と
の
関
係
性
に
関
し
て
も
、

自
分
た
ち
が
す
べ
て
管
理
し
て

い
る
の
だ
か
ら
、「
権
限
の
な
い

者
」
は
発
言
権
が
な
い
と
言
っ

て
い
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
移
住
し
て
か
ら
は
、

そ
の
い
な
か
町
の「
流
儀
」を
し

つ
こ
く
押
し
付
け
て
く
る
。

　

と
て
も
移
住
者
を
受
け
容
れ

る
よ
う
な
環
境
で
は
な
い
。

　

そ
こ
の
若
年
層
も
、
窮
屈
に

な
っ
て
、外
の
世
界
へ
、特
に
自

由
な
大
都
市
圏
へ
行
き
た
い
と

思
う
に
ち
が
い
な
い
。

東
北
の
い
な
か
町
は
変
わ

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

　
「
開
か
れ
た
„
い
な
か
＂」
と

そ
う
で
な
い
„
い
な
か
＂は
、こ

れ
か
ら
大
き
な
格
差
が
生
じ
る

だ
ろ
う
。

　

は
っ
き
り
言
え
ば
、「
開
か
れ

た
„
い
な
か
＂」に
は
よ
そ
か
ら

人
が
集
ま
っ
て
く
る
し
、
そ
う

で
な
い
„
い
な
か
＂か
ら
は
、人

が
ど
ん
ど
ん
い
な
く
な
る
。

　

そ
し
て
逆
ス
パ
イ
ラ
ル
の
よ

う
に
、
加
速
的
に
孤
立
を
深
め

て
い
く
。

人
口
が
減
れ
ば
減
る
ほ

ど
閉
鎖
的
に
な
る
？

　

人
口
が
ど
ん
ど
ん
減
少
し
て

行
け
ば
、
良
く
言
え
ば
人
間
関

係
が
濃
密
に
な
る
、
悪
く
言
え

ば
ど
ん
ど
ん
互
い
に
縛
り
合
う
。

　

諍
い
で
も
起
こ
し
た
ら
大
変

だ
。
何
せ
人
口
が
極
端
に
少
な

い
の
で
、
負
け
た
方
は
「
村
八

分
」に
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。

　

そ
う
な
る
と
非
常
に
暮
ら
し

に
く
く
な
る
。
そ
れ
を
回
避
す

る
た
め
に
、「
我
慢
」す
る
の
だ
。

　

悪
口
は
家
の
中
だ
け
で
、
外

に
出
れ
ば
隠
す
と
い
う
二
重
構

造
と
な
る
。
窮
屈
こ
の
上
な
い
。

島
根
県
隠
岐
の
島
海
士
町

に
学
ぶ
移
住
者
受
け
容
れ

　

東
北
の
い
な
か
町
の
悪
口
ば

か
り
並
べ
る
の
は
こ
れ
く
ら
い

に
し
て
、
良
い「
よ
そ
者
」受
け

入
れ
の
例
を
紹
介
す
る
。

　

移
住
者
問
題
で
最
近
良
く
取

り
上
げ
ら
れ
る
島
根
県
隠
岐
の

島
海
士
町
の
ケ
ー
ス
で
あ
る
。

筆
者
も
移
住
問
題
で
こ
の
場
所

が
取
り
上
げ
ら
れ
る
以
前
の
知

識
と
し
て
は
、
十
三
世
紀
の
承

久
の
乱
で
、
鎌
倉
幕
府
軍
に
敗

れ
た
後
鳥
羽
上
皇
が
配
流
さ
れ

た
の
が
、
こ
の
海
士
町
の
崎
く

ら
い
の
知
識
し
か
な
か
っ
た
。

し
か
し
今
は
、
こ
の
島
に
移
住

者
が
増
加
し
て
い
る
と
報
道
さ

れ
て
い
る
。

　

人
口
約
二
千
人
の
島
な
が
ら
、

そ
の
一
割
超（
２
０
０
名
超
）が

移
住
者
で
あ
る
と
い
う
特
異
な

ま
ち
で
あ
る
海
士
町
。
移
住
者

率
で
は
、
全
国
ト
ッ
プ
か
も
し

れ
な
い
。

　

ま
ず
、
こ
の
町
の
特
徴
と
し

て
は
、
元
か
ら
の
住
民
と
移
住

者
が
ほ
ど
よ
い
距
離
感
を
保
つ

こ
と
に
留
意
し
て
い
る
こ
と
が

あ
る
。

　

移
住
者
に
と
っ
て
は
、
こ
れ

は
大
変
あ
り
が
た
い
。
毎
日
が

息
苦
し
く
な
い
。

　

次
に
、
こ
の
ま
ち
の
特
徴
で

あ
る「
な
い
も
の
は
な
い
」と
い

う
考
え
方
で
あ
る
。

　
「
都
会
の
よ
う
に
便
利
で
な

け
れ
ば
モ
ノ
も
豊
富
に
な
い
が
、

都
会
に
は
無
い
自
然
や
食
べ
物
、

資
源
な
ど
の
郷
土
の
恵
み
が
た

く
さ
ん
あ
り
、
日
常
生
活
し
て

い
く
た
め
に
必
要
な
も
の
は
充

分
に
あ
る
し
、
今
あ
る
モ
ノ
の

良
さ
を
上
手
に
活
か
し
て
い
い

こ
う
」
と
い
う
想
い
が
込
め
ら

れ
て
い
る
と
い
う
。

　

い
な
か
町
と
し
て
、
無
理
に

都
市
部
の
マ
ネ
を
し
な
い
こ
と

で
、
な
く
て
不
便
な
ら
作
れ
ば

よ
い
と
い
う
考
え
方
に
も
発
展

す
る
。

　

あ
る
も
の
で
我
慢
し
ろ
、
よ

そ
者
が
変
え
て
は
な
ら
な
い
と

強
制
さ
れ
る
の
で
は
な
い
の
が

自
由
で
と
て
も
い
い
。

　

移
住
者
が
増
え
な
い
東
北
の

い
な
か
町
は
、
ぜ
ひ
こ
の
海
士

町
に
学
ぶ
べ
き
で
は
な
い
か
。

移
住
促
進
の
町
の
担
当
に

「
大
都
市
生
活
」の
研
修
を

　

最
後
に
、
東
北
の
い
な
か
町

で
移
住
者
を
増
や
し
た
い
と
思

っ
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
ぜ
ひ
大

都
市
の
魅
力
と
は
何
な
の
か
を

実
体
験
し
た
方
が
良
い
と
思
う
。

　

少
な
く
と
も
一
年
く
ら
い
は

大
都
市
部
で
生
活
し
て
み
た
ら
、

な
ぜ
東
北
の
い
な
か
町
か
ら
大

都
市
部
へ
移
住
し
て
し
ま
う
の

か
が
分
か
る
と
思
う
の
だ
。

移住者割合の多い島根県隠岐の島海士町・・・
離島経済新聞社『季刊ritokei』23 号より」

村八分イメージ

いなかの監視社会イメージ
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福
島
の
伝
統
工
芸
と
台
湾
の

ク
ラ
フ
ト
ビ
ー
ル
の
コ
ラ
ボ

　

12
月
12
日
、
福
島
市
内
で
、

福
島
県
の
浜
通
り
に
あ
っ
て
震

災
で
大
き
な
被
害
を
受
け
た
浪

江
町
の
伝
統
工
芸
「
大
堀
相
馬

焼（
お
お
ぼ
り
そ
う
ま
や
き
）」

と
、
台
湾
の
ク
ラ
フ
ト
ビ
ー
ル

メ
ー
カ
ー
「
臺
虎
精
釀
（
タ
イ

フ
ー
ブ
ル
ー
イ
ン
グ
）」
に
よ

る
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
「
福
虎
添
藝
（
フ
ー
フ

ー
テ
ン
イ
ー
）」
の
お
披
露
目

会
が
あ
っ
た
。

　

福
島
と
台
湾
を
結
ん
だ
こ
の

コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
は
、「
ふ
く
し
ま
み
ら
い

チ
ャ
レ
ン
ジ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」

の
一
環
で
あ
る
。
福
島
県
内
で

は
い
ま
だ
帰
還
困
難
区
域
の
あ

る
市
町
村
が
残
り
、
被
災
し
た

多
く
の
事
業
者
が
困
難
な
環
境

の
中
で
の
事
業
再
開
を
余
儀
な

く
さ
れ
る
中
、
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
は
、
浜
通
り
の
一
二
の
市

町
村
の
事
業
者
を
対
象
に
、
販

路
拡
大
を
中
心
と
し
た
事
業
の

再
興
、
経
済
的
な
自
立
へ
の
支

援
を
行
っ
て
い
る
そ
う
で
あ
る
。

　
「
福
虎
添
藝
」
は
、
会
津
若

松
市
に
あ
っ
て
地
域
プ
ロ
デ
ュ

ー
ス
な
ど
を
行
っ
て
い
る
佐
藤

屋
本
店
と
、
大
阪
・
東
京
を
拠

点
に
中
小
企
業
の
再
生
に
つ
な

が
る
デ
ザ
イ
ン
制
作
や
商
品
開

発
企
画
を
行
っ
て
い
る
セ
メ
ン

ト
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
デ
ザ
イ
ン
が
、

台
湾
で
企
業
と
ク
リ
エ
ー
タ
ー

の
マ
ッ
チ
ン
グ
や
デ
ザ
イ
ン
を

介
し
た
国
際
交
流
な
ど
を
行
っ

て
い
る
台
湾
デ
ザ
イ
ン
研
究
院

の
協
力
を
得
て
進
め
て
い
る
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
あ
る
。

　

今
回
の
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

の
特
徴
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
得
意

と
す
る
も
の
を
生
か
し
た
も
の

づ
く
り
で
あ
る
。
大
堀
相
馬
焼

は
陶
器
と
し
て
は
世
界
に
類
を

見
な
い
二
重
構
造
を
生
か
し
て
、

時
間
が
経
っ
て
も
ビ
ー
ル
の
温

度
変
化
が
少
な
い
優
れ
た
特
徴

を
持
つ
ビ
ア
タ
ン
ブ
ラ
ー
を
造

り
、
臺
虎
精
釀
は
酒
処
で
あ
る

福
島
県
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
米
と

米
麹
を
副
原
料
に
使
用
し
た
ク

ラ
フ
ト
ビ
ー
ル
「
サ
ケ
エ
ー

ル
」
を
造
っ
た
。

大
堀
相
馬
焼
の
窯
主
た

ち
の
苦
難

　

大
堀
相
馬
焼
は
、
江
戸
時
代

か
ら
実
に
三
〇
〇
年
以
上
も
の

歴
史
の
あ
る
陶
器
で
あ
る
。
二

種
類
以
上
の
熱
膨
張
率
の
異
な

る
釉
薬
を
か
け
る
こ
と
で
で
き

る
特
有
の
青
ひ
び
が
あ
り
、
内

側
と
外
側
で
二
つ
の
層
が
あ
る

二
重
（
ふ
た
え
）
焼
き
で
、
左

を
向
い
た
「
走
り
駒
」
の
絵
が

入
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。
ち
な

み
に
、
こ
の
「
左
馬
」
の
絵
は

「
右
に
出
る
も
の
が
な
い
」
と

い
う
こ
と
で
、
大
堀
相
馬
焼
の

地
元
で
は
縁
起
物
と
し
て
親
し

ま
れ
て
い
る
。
私
の
両
親
が
ず

っ
と
こ
の
大
堀
相
馬
焼
の
夫
婦

湯
呑
で
お
茶
を
飲
ん
で
い
た
の

で
、
私
に
と
っ
て
も
殊
の
外
親

し
み
の
あ
る
焼
物
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
大
堀
相
馬
焼

を
造
る
窯
元
が
あ
る
浪
江
町
大

堀
地
区
が
震
災
の
原
発
事
故
で

帰
還
困
難
区
域
と
な
り
、
全
住

民
が
避
難
を
余
儀
な
く
さ
れ
て

い
た
こ
と
は
、
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
の
こ
と
を
知
る
ま
で
不
勉

強
に
も
知
ら
な
か
っ
た
。
震
災

前
、
大
堀
地
区
に
は
二
三
の
窯

元
が
あ
っ
た
が
、
震
災
後
、
窯

元
を
営
ん
で
い
た
人
た
ち
は

散
り
散
り
に
な
っ
た
。
現
在
、

一
一
の
窯
元
が
事
業
を
再
開
し

て
い
る
が
、
そ
の
所
在
地
は
、

福
島
県
内
の
各
地
に
点
在
す
る

こ
と
に
な
っ
た
。

　

土
地
が
変
わ
れ
ば
土
も
変
わ

る
。
今
回
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に

参
画
し
た
窯
元
の
一
つ
で
、
中

通
り
中
部
の
郡
山
市
に
移
転
し

た
志
賀
善
宏
さ
ん
は
、
事
業
を

再
開
す
る
に
当
た
り
、「
大
堀

相
馬
焼
」
の
名
を
名
乗
ら
ず
、

郡
山
市
の
あ
る
地
域
を
指
す

「
安
積
（
あ
さ
か
）」
を
取
っ

て
「
あ
さ
か
野
窯
」
と
い
う
名

称
に
し
た
。
志
賀
さ
ん
は
言
う
。

「
大
堀
で
造
っ
て
い
る
の
で
は

な
い
の
に
『
大
堀
相
馬
焼
』
を

名
乗
る
の
は
大
堀
の
地
で
代
々

受
け
継
が
れ
て
き
た
『
大
堀
相

馬
焼
』
に
対
し
て
申
し
訳
な

い
。
食
べ
物
で
言
え
ば
『
産
地

偽
装
』
に
も
な
る
」。
実
際
に
、

大
堀
の
土
と
郡
山
の
土
は
色
合

い
か
ら
し
て
全
く
違
っ
て
お
り
、

そ
れ
で
あ
れ
ば
と
こ
の
地
で
再

出
発
す
る
と
い
う
意
志
を
も
込

め
て
「
あ
さ
か
野
窯
」
と
い
う

名
に
し
た
の
だ
そ
う
で
あ
る
。

　

伝
統
の
名
を
捨
て
ざ
る
を
得

な
か
っ
た
逆
境
。
現
存
す
る
大

堀
相
馬
焼
の
窯
元
で
も
か
な
り

古
い
「
岳
堂
窯
」
の
一
六
代
目

の
窯
主
で
あ
る
志
賀
さ
ん
に
と

っ
て
、
し
か
し
、
そ
れ
は
決
し

て
後
ろ
向
き
な
ば
か
り
の
再
出

発
で
は
な
か
っ
た
。
地
元
郡
山

の
土
と
伝
統
の
技
と
を
融
合
さ

せ
、
震
災
前
に
は
地
元
の
陶
器

が
存
在
し
な
か
っ
た
郡
山
の
地

に
、
全
く
新
し
い
焼
き
物
を
生

み
出
そ
う
と
志
し
た
の
で
あ
る
。

　

大
堀
で
な
く
な
っ
た
大
堀
相

馬
焼
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
も
ち

ろ
ん
、
人
そ
れ
ぞ
れ
で
あ
る
。

同
じ
く
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に

参
加
し
た「
錨
屋（
い
か
り
や
）

窯
」
一
三
代
目
の
山
田
慎
一
さ

ん
は
、
中
通
り
南
部
の
白
河
市

で
事
業
を
再
開
し
た
。
所
変
わ

っ
て
も
青
ひ
び
や
走
り
駒
と
い

っ
た
大
堀
相
馬
焼
の
伝
統
の
技

法
を
生
か
し
つ
つ
、
現
代
的
な

デ
ザ
イ
ン
の
器
を
多
く
手
掛
け

て
い
る
。

　

や
は
り
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に

参
加
し
た
「
近
徳 

京
月
窯
」

一
五
代
目
の
近
藤
京
子
さ
ん
は
、

中
通
り
北
部
の
福
島
市
に
移
っ

た
。
大
堀
相
馬
焼
初
の
女
性
窯

主
と
の
こ
と
で
、
女
性
と
し
て

今
ま
で
に
な
か
っ
た
「
大
堀
相

馬
焼
」
を
つ
く
ろ
う
と
志
し
た

そ
う
で
あ
る
。
確
か
に
、
他
に

は
な
い
独
特
な
色
合
い
の
陶
器

が
印
象
的
で
あ
る
。

リ
ア
ル
に
会
っ
て
語
れ

る
場
の
大
切
さ

　

お
披
露
目
会
に
は
大
堀
相
馬

焼
の
お
三
方
と
、
台
湾
か
ら
臺

虎
精
釀
の
Ｃ
Ｅ
Ｏ
兼
ヘ
ッ
ド
ブ

ル
ワ
ー
の
Ｗ
ｉ
ｎ
ｎ
ｉ
ｅ
氏
、

企
画
イ
ベ
ン
ト
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー

の
Ｒ
ｏ
ｙ
氏
も
参
加
、
今
回
の

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
対
す
る
そ
れ

ぞ
れ
の
思
い
を
語
っ
た
。
そ
の

後
は
交
流
会
で
、
そ
の
「
サ
ケ

エ
ー
ル
」
を
「
大
堀
相
馬
焼
」

の
ビ
ア
タ
ン
ブ
ラ
ー
で
飲
み
、

福
島
と
台
湾
の
料
理
を
楽
し
ん

だ
。
実
は
、
こ
の
コ
ロ
ナ
禍
で

打
ち
合
わ
せ
は
全
て
オ
ン
ラ
イ

ン
で
行
わ
れ
、
大
堀
相
馬
焼
の

お
三
方
も
臺
虎
精
釀
の
お
二
方

も
、
互
い
に
リ
ア
ル
で
会
う
の

は
初
め
て
だ
っ
た
そ
う
で
あ
る
。

同
じ
場
を
共
有
し
て
話
が
で
き

る
こ
と
の
大
切
さ
を
、
楽
し
げ

に
語
り
合
う
両
者
の
様
子
を
見

つ
つ
改
め
て
実
感
し
た
。

　

こ
れ
ま
で
に
も
日
本
酒
の
麹

を
用
い
て
造
っ
た
ビ
ー
ル
は
国

内
に
も
あ
っ
た
が
、
今
回
の
こ

の
「
サ
ケ
エ
ー
ル
」
は
そ
れ
ら

よ
り
も
さ
ら
に
日
本
酒
に
近
い

味
わ
い
で
あ
っ
た
。
臺
虎
精
釀

の
お
二
方
に
よ
れ
ば
、
ビ
ー
ル

の
苦
み
と
香
り
の
素
で
あ
る
ホ

ッ
プ
の
使
用
を
控
え
め
に
し
て
、

よ
り
日
本
酒
に
近
い
味
わ
い
を

引
き
出
し
て
い
る
そ
う
で
あ

る
。
そ
の
ビ
ー
ル
を
注
い
だ
大

堀
相
馬
焼
の
ビ
ア
タ
ン
ブ
ラ
ー

も
、
陶
器
ら
し
い
き
め
細
か
い

泡
が
立
っ
て
ビ
ー
ル
の
美
味
し

さ
が
増
し
、
そ
し
て
、
会
話
を

し
な
が
ら
時
間
を
掛
け
て
飲
ん

で
も
ビ
ー
ル
が
ぬ
る
く
な
ら
な

い
。
こ
れ
は
優
れ
も
の
で
あ
る
。

　

ち
な
み
に
、「
福
虎
添
藝
」

と
い
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
名
は
、

台
湾
に
あ
る
「
如
虎
添
翼
（
虎

に
翼
を
つ
け
た
よ
う
だ
）」
と

い
う
言
葉
が
基
に
な
っ
て
い
る

そ
う
で
あ
る
。
日
本
の
「
鬼
に

金
棒
」
と
同
じ
よ
う
な
意
味

だ
そ
う
で
、
そ
れ
に
福
島
の

「
福
」、
両
者
の
技
術
「
藝
」

を
加
え
て
付
け
た
と
の
こ
と
で

あ
っ
た
。

　

な
お
、
今
回
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
の
成
果
物
で
あ
る
こ
れ
ら
の

ビ
ア
タ
ン
ブ
ラ
ー
と
ク
ラ
フ
ト

ビ
ー
ル
は
、
福
島
県
内
の
商
業

施
設
で
来
年
の
一
月
末
ま
で
購

入
が
可
能
だ
そ
う
で
あ
る
。

「
虎
に
翼
を
つ
け
た
よ
う
」な

も
の
が
生
ま
れ
る
取
り
組
み

　

こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
な
か

っ
た
ら
こ
の
世
に
存
在
し
な
か

っ
た
ビ
ー
ル
と
タ
ン
ブ
ラ
ー
を

見
る
と
、
今
回
の
こ
の
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
の
意
義
が
見
え
て
く
る

気
が
す
る
。
今
回
の
こ
の
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
が
き
っ
か
け
と
な
っ

て
、
こ
の
地
に
元
々
あ
っ
た
も

の
の
価
値
を
見
直
し
た
り
、
そ

れ
を
元
に
新
た
な
も
の
を
創
っ

た
り
、
そ
れ
を
内
外
に
発
信
し

た
り
と
い
う
ア
ク
シ
ョ
ン
に
つ

な
が
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　

ま
た
、
今

回
の
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
の
特

徴
と
し
て
挙

げ
ら
れ
る
の

は
、
地
方
が

直
接
海
外
と

つ
な
が
っ
て

い
る
と
い
う

こ
と
で
あ

る
。
台
湾
が

震
災
発
生
直

後
か
ら
東
北

の
状
況
に

並
々
な
ら
ぬ

関
心
を
持
っ

て
、
公
民
を

問
わ
ず
被
災

地
に
対
し
て

手
厚
い
支
援

を
行
っ
て
く

れ
た
こ
と
を
、

東
北
の
人
は

誰
も
忘
れ
て

い
な
い
と
思

う
。
今
回
の

こ
の
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
は
そ

こ
か
ら
一
歩

先
の
関
係
性

構
築
へ
の
ヒ

ン
ト
も
提
供

し
て
く
れ
て

い
る
よ
う
に

思
う
。
支
援

す
る
、
支
援

さ
れ
る
と
い
う
一
方
向
的
な
関

係
か
ら
、
双
方
向
的
に
つ
な
が

り
、
お
互
い
の
い
い
と
こ
ろ
を

引
き
出
し
て
、
新
し
い
成
果
に

結
び
つ
け
る
と
い
う
関
係
、
今

回
は
福
島
の
陶
器
と
台
湾
の
ク

ラ
フ
ト
ビ
ー
ル
と
い
う
意
外
な

組
み
合
わ
せ
だ
っ
た
が
、
他
分

野
で
も
大
い
に
参
考
に
な
る
事

例
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

台
湾
の
よ
う
に
東
北
に
関
心

を
持
っ
て
く
れ
て
い
る
国
、
地

域
は
他
に
も
あ
る
か
も
し
れ
な

い
。
そ
こ
に
あ
る
も
の
と
東
北

に
あ
る
も
の
と
が
コ
ラ
ボ
す
る

こ
と
で
今
ま
で
に
な
い
新
し
い

価
値
が
生
み
出
さ
れ
る
と
い
う

取
り
組
み
、
今
回
の
こ
の
「
福

虎
添
藝
」
を
皮
切
り
に
、
ど
ん

ど
ん
進
む
よ
う
に
な
る
と
面
白

そ
う
で
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
ま
さ

に
、「
虎
に
翼
を
つ
け
た
よ
う
」

な
も
の
が
生
ま
れ
て
い
く
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

  
「
福
虎
添
藝
」
が

　
　
　

生
み
出
し
た
も
の
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そ
の
奇
妙
な
空
想
は
か
つ
て

極
北
の
地
で
起
き
た
と
さ
れ
る

痛
ま
し
い
悲
劇
に
つ
い
て
最
近

知
っ
た
事
に
端
緒
を
発
す
る
。

　

一
九
一
七
年
、
帝
政
ロ
シ
ア

に
起
こ
っ
た
未
曾
有
の
革
命
は

突
如
崩
壊
し
た
ロ
マ
ノ
フ
王
朝

の
復
活
を
切
望
す
る
多
く
の
人

々
を
戦
火
に
巻
き
込
み
、
結
果

軍
民
合
わ
せ
て
総
勢
百
二
十
五

万
人
が
都
を
追
わ
れ
、
遥
か
東

方
八
千
キ
ロ
、
シ
ベ
リ
ア
の
奥

地
ま
で
の
逃
避
行
が
始
ま
っ
た

―
こ
の
途
轍
も
な
い
大
キ
ャ
ラ

バ
ン
で
の
強
行
軍
は
、
折
し
も

真
冬
の
連
日
氷
点
下
二
十
度
を

下
回
る
過
酷
な
環
境
に
迎
え
ら

れ
、
数
十
万
人
が
一
晩
で
凍
死

し
、
残
っ
た
約
二
十
五
万
人
が

か
の
巨
大
な
湖
・
バ
イ
カ
ル
湖

に
到
達
す
る
も
、
完
全
に
凍
結

し
た
そ
の
湖
上
を
渡
る
中
、
零

下
七
十
度
の
寒
波
の
下
に
遂
に

全
滅
。
短
い
暖
期
、
氷
解
し
た

湖
底
に
、
夥
し
い
遺
体
が
沈
ん

で
い
っ
た
と
い
う
（
た
だ
し
、

全
滅
し
た
の
な
ら
人
数
や
情
景

な
ど
が
何
故
後
世
に
伝
わ
っ
て

い
る
の
か
？
は
謎
だ
が
）。

　

こ
の
、
大
勢
の
人
々
が
湖
に

消
え
た
と
い
う
件
り
に
、
東
北

人
と
し
て
は
平
安
末
期
の
出
羽

・
八
郎
湖
に
お
け
る
悲
劇
、
大

河
兼
任
の
騎
馬
軍
団
五
千
騎
が

や
は
り
冬
の
氷
上
を
進
軍
中
、

氷
が
割
れ
て
湖
底
に
沈
ん
だ
と

い
う
話
を
思
い
出
さ
ず
に
は
い

ら
れ
な
い
。
只
こ
れ
だ
け
だ
と

単
に
同
じ
北
国
の
類
似
の
出
来

事
と
い
う
に
過
ぎ
な
い
が
、
こ

の
時
更
に
私
は
過
去
見
聞
き
し

た
あ
る
奇
怪
な
説
話
を
想
起
し

て
、
東
北
に
纏
わ
る
途
方
も
な

い
妄
想
へ
と
誘
わ
れ
て
い
っ
た

の
で
あ
る
―
本
稿
で
は
、
前
世

紀
に
提
唱
さ
れ
た
あ
る
奇
説
を

元
に
、
一
見
単
な
る
前
時
代
の

妄
説
に
過
ぎ
ぬ
話
か
ら
、
現
代

に
も
何
ら
か
の
意
義
を
見
出
し

そ
の
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
新

た
に
展
開
す
る
事
は
で
き
な
い

も
の
か
、
一
つ
の
思
考
実
験
と

し
て
楽
し
ん
で
み
た
い
。

　
　
　
　
　

※

　

子
供
の
頃
、
地
図
上
の
四
国

が
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
似
て
い

る
と
か
（
個
人
的
に
は
福
島
県

も
似
て
い
る
と
思
っ
て
い
た
）

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
が
日
本
に

似
て
い
る
と
か
感
じ
た
人
は
多

い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
実

は
西
欧
的
学
問
が
広
ま
り
だ
し

た
明
治
初
期
か
ら
、
日
本
と
世

界
の
地
図
を
比
較
し
類
似
を
指

摘
し
た
例
が
あ
っ
た
が
、
こ
れ

を
二
十
世
紀
前
半
に
軍
部
含
め

た
国
内
を
席
捲
す
る
事
に
な
る

宗
教
団
体
・
大
本
の
教
祖
で
あ

る
出
口
王お

に
ざ
ぶ
ろ
う

仁
三
郎
が
「
日
本
雛ひ

な

形が
た

理
論
」
と
し
て
構
成
・
展
開

し
た
事
で
広
く
認
知
さ
れ
た
。

　

ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
・
北
南
米

大
陸
な
ど
の
世
界
の
各
地
は
全

て
日
本
列
島
各
地
の
拡
大
版
で

あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
地
理
や
文
化

が
対
応
し
て
い
る
―
つ
ま
り
、

「
日
本
で
起
き
る
事
は
世
界
で

起
き
る
」、
日
本
が
即
ち
世
界

を
表
す
と
い
う
考
え
方
で
あ
る

　

何
故
、
そ
の
よ
う
な
一
見
突

拍
子
も
な
い
発
想
が
生
ま
れ
た

の
か
？
具
体
的
に
は
、
次
の
よ

う
な
事
例
が
挙
げ
ら
れ
る
―
ユ

ー
ラ
シ
ア
大
陸
は
北
東
か
ら
南

西
に
か
け
て
温
暖
と
な
り
日
本

の
本
州
に
対
応
し
て
い
る
。
地

中
海
は
瀬
戸
内
海
に
対
応
し
、

ア
フ
リ
カ
大
陸
は
九
州
に
形
も

気
候
も
相
対
し
て
、
そ
れ
は
前

述
の
通
り
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
と

四
国
に
も
言
え
る
事
で
あ
る
。

　

イ
ン
ド
・
中
国
な
ど
人
口
密

集
地
は
首
都
圏
か
ら
名
古
屋
・

関
西
ま
で
に
対
応
し
て
い
る
し

北
米
大
陸
に
至
っ
て
は
先
住
民

の
存
在
と
開
拓
の
歴
史
、
風
土

的
に
も
北
海
道
に
共
通
し
て
い

る
と
い
う
具
合
だ
。

　

こ
れ
に
は
無
論
、
国
粋
主
義

・
日
本
中
心
主
義
を
身
上
と
す

る
大
本
な
ら
で
は
の
視
点
も
大

き
く
関
与
し
て
お
り
、
古
代
に

伊い
ざ
な
ぎ

弉
諾
尊
・
伊い

ざ
な
み

弉
冉
命
の
夫
婦

神
が
ま
ず
日
本
列
島
を
生
み
、

そ
れ
を
基
に
周
囲
の
世
界
を
作

っ
て
い
っ
た
と
い
う
神
話
を
飽

く
ま
で
実
話
と
し
て
日
本
の
み

な
ら
ず
世
界
の
歴
史
に
当
て
は

め
よ
う
と
す
る
意
図
が
見
え
る

　

現
代
の
常
識
的
に
考
え
れ
ば

ま
さ
に
途
方
も
な
い
フ
ァ
ン
タ

ジ
ー
と
い
っ
た
内
容
で
あ
り
、

教
祖
が
「
神
託
」
を
得
た
の
で

な
け
れ
ば
彼
ら
の
発
想
力
の
方

に
感
嘆
し
て
し
ま
う
と
こ
ろ
で

も
あ
る
が
、
一
方
で
逆
に
現
代

の
視
点
で
見
て
も
確
か
に
思
い

当
た
る
点
が
な
い
訳
で
も
な
い

　

日
本
と
は
い
ろ
い
ろ
な
意
味

で
多
彩
な
様
相
を
持
っ
た
島
国

で
あ
る
、
と
言
わ
れ
る
。
そ
れ

は
様
々
な
共
通
点
を
持
つ
島
国

で
あ
る
英
国
圏
な
ど
と
比
較
し

て
も
際
立
っ
て
い
る
よ
う
に
思

え
る
。
ま
ず
、
人
々
の
顔
立
ち

や
身
体
的
特
徴
の
多
様
さ
で
あ

る
。
よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
、

縄
文
人
と
大
陸
系
渡
来
人
の
混

交
が
要
因
と
考
え
ら
れ
る
一
方

県
民
性
と
い
う
よ
う
に
、
各
地

の
人
々
の
気
質
の
違
い
も
ま
た

多
様
で
あ
る
。
そ
の
要
因
で
も

あ
る
で
あ
ろ
う
、
気
候
の
多
様

さ
、
風
土
の
多
様
さ
。
山
河
の

様
相
や
特
徴
の
多
彩
さ
も
さ
る

こ
と
な
が
ら
湖
、
滝
、
砂
漠
、

あ
ら
ゆ
る
自
然
現
象
と
景
観
が

見
ら
れ
、
樹
木
の
植
生
も
北
か

ら
南
ま
で
亜
寒
帯
か
ら
亜
熱
帯

ま
で
一
揃
い
が
存
在
し
て
い
る

　

極
端
に
言
え
ば
、
日
本
一
周

す
れ
ば
海
外
旅
行
な
ど
す
る
必

要
が
な
い
ほ
ど
に
、
こ
の
列
島

は
見
事
な
ま
で
に
「
世
界
の
箱

庭
」
的
状
態
で
あ
る
の
が
認
識

で
き
る
の
で
あ
る
。
海
外
と
言

え
ば
、
世
界
中
の
文
化
を
国
内

に
取
り
入
れ
融
合
さ
せ
、
自
国

流
に
し
て
し
ま
う
不
思
議
な
国

民
性
も
、
理
論
を
裏
付
け
る
形

に
な
っ
て
い
る
。
海
外
の
宗
教

概
念
も
広
く
受
け
入
れ
る
下
地

で
あ
る
ア
ニ
ミ
ズ
ム
の
概
念
は

世
界
中
に
あ
る
が
、
八
百
万
の

神
と
し
て
国
家
の
思
想
基
盤
に

据
え
続
け
る
点
、
先
進
国
と
し

て
や
は
り
日
本
は
独
特
と
言
え

る
の
か
も
知
れ
な
い
。

　

さ
て
、
こ
こ
で
気
に
な
る
の

は
や
は
り
当
理
論
に
お
け
る
東

北
の
位
置
づ
け
で
あ
る
。
冒
頭

の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
シ
ベ
リ
ア
の

バ
イ
カ
ル
湖
と
東
北
の
八
郎
湖

を
照
合
さ
せ
た
訳
で
あ
る
が
、

確
か
に
現
代
の
特
に
日
本
海
側

の
冬
の
様
相
に
見
る
東
北
の
寒

冷
地
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
、
少

数
民
族
の
天
地
で
あ
る
シ
ベ
リ

ア
と
列
島
内
で
も
人
口
減
少
の

様
相
を
濃
厚
に
表
す
東
北
は
相

対
す
る
よ
う
に
思
え
る
。

　

無
論
、
東
北
は
太
古
か
ら
単

に
寒
冷
な
だ
け
の
土
地
で
は
な

い
。
縄
文
時
代
の
東
北
は
温
暖

で
あ
り
、
当
時
日
本
列
島
の
中

で
は
人
口
密
集
地
で
あ
り
濃
厚

な
文
化
が
熟
成
し
て
い
た
事
が

現
在
で
は
常
識
で
あ
る
。
数
多

く
の
先
住
民
が
存
在
し
、
西
か

ら
の
軍
事
国
家
の
侵
略
を
受
け

た
事
で
は
シ
ベ
リ
ア
と
東
北
は

確
か
に
共
通
し
て
い
る
が
、
決

定
的
に
違
う
重
要
な
点
が
あ
る

　

東
北
に
は
、
西
の
大
国
と
対

等
に
渡
り
合
う
英
雄
的
存
在
が

歴
史
上
し
ば
し
ば
登
場
し
て
き

た
事
、
そ
し
て
黄
金
の
存
在
で

あ
る
。
日
高
見
国
と
語
り
継
が

れ
る
ほ
ど
の
謎
め
い
た
歴
史
、

そ
し
て
世
界
に
も
そ
の
印
象
を

残
し
た
黄
金
に
よ
る
交
易
版
図

　

シ
ベ
リ
ア
に
も
金
の
鉱
脈
が

あ
っ
た
と
さ
れ
る
世
界
遺
産
―

　
「
ア
ル
タ
イ
の
黄
金
山
地
」

が
知
ら
れ
る
が
そ
れ
を
活
用
し

た
現
地
の
勢
力
が
存
在
し
た
訳

で
は
な
い
。
そ
う
な
る
と
、
東

北
が
「
日
本
雛
形
理
論
」
に
お

い
て
そ
の
説
得
力
に
貢
献
で
き

る
部
分
は
飽
く
ま
で
限
定
的
な

も
の
で
し
か
な
い
事
に
な
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
今
一
度
当
理
論

を
当
て
は
め
た
「
世
界
集
約
型

日
本
列
島
」
を
眺
め
て
み
る
と

何
か
が
足
り
な
い
事
に
気
づ
く

―
そ
う
、
南
米
大
陸
が
日
本
列

島
の
ど
の
部
分
に
も
対
応
し
て

い
な
い
、
つ
ま
り
存
在
し
な
い

事
に
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

　

い
や
、
正
確
に
は
、
確
か
に

対
応
す
る
地
域
が
あ
る
・
・
と

い
う
よ
り
、
あ
っ
た
。
そ
れ
は

「
台
湾
」
で
あ
る
。
日
本
で
は

な
い
で
は
な
い
か
、
と
思
う
が

当
理
論
自
体
が
戦
前
の
提
唱
で

あ
る
為
、
当
時
日
本
領
土
で
あ

っ
た
台
湾
が
、
先
住
民
と
の
衝

突
の
末
の
領
土
化
な
ど
の
共
通

性
を
以
て
南
米
に
当
て
は
め
ら

れ
た
ら
し
い
。
因
み
に
、
同
じ

く
戦
前
領
土
化
し
て
い
た
朝
鮮

や
満
州
に
つ
い
て
は
、
出
口
教

祖
が
「
雛
形
で
な
い
所
は
真
の

神
の
国
で
は
な
い
」
と
し
て
い

ず
れ
領
土
と
し
て
失
わ
れ
る
事

を
予
言
し
た
と
も
さ
れ
る
が
、

台
湾
に
つ
い
て
は
外
れ
て
し
ま

っ
た
と
い
う
事
か
・
・
い
ず
れ

に
せ
よ
、
島
の
大
き
さ
の
比
率

な
ど
を
他
と
比
定
し
て
も
、
台

湾
と
南
米
を
相
対
さ
せ
よ
う
と

い
う
の
は
無
理
が
あ
る
よ
う
に

思
え
て
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が

異
な
る
制
作
者
に
よ
る
あ
る
画

像
に
目
を
留
め
た
私
は
驚
愕
し

た
の
で
あ
る
。
何
と
あ
の
南
米

大
陸
が
、
他
な
ら
ぬ
東
北
に
当

て
は
め
ら
れ
て
い
た
の
だ
。

　

考
え
て
み
れ
ば
、
北
海

道
に
対
応
す
る
と
さ
れ
る

北
米
大
陸
の
、
す
ぐ
南
に

あ
る
南
米
が
、
東
北
の
エ

リ
ア
に
収
ま
る
の
は
必
然

的
で
は
あ
っ
た
。
そ
の
画

像
に
お
け
る
南
米
大
陸
は
、

本
州
に
照
合
さ
れ
た
ユ
ー

ラ
シ
ア
大
陸
、
そ
の
東
部

シ
ベ
リ
ア
と
合
体
す
る
よ

う
な
形
で
、
よ
り
東
北
ら

し
い
形
で
そ
こ
に
あ
る

　

南
米
は
そ
の
風
土
気
候
の
多

様
さ
も
さ
る
事
な
が
ら
、
よ
く

知
ら
れ
る
よ
う
に
異
民
族
の
軍

事
国
家
に
よ
っ
て
過
酷
な
侵
略

を
受
け
た
が
、
何
よ
り
そ
の
大

き
な
要
因
と
な
っ
た
の
が
豊
富

な
黄
金
の
存
在
で
あ
っ
た
事
も

東
北
と
共
通
し
て
お
り
、
両
者

の
歴
史
の
象
徴
的
産
物
と
言
っ

て
差
し
支
え
な
い
も
の
で
あ
る

　

と
こ
ろ
で
、「
日
本
雛
形
理

論
」
に
東
北
を
当
て
は
め
て
み

る
と
、
も
う
一
つ
ど
う
し
て
も

気
に
な
っ
て
し
ま
う
事
が
あ
っ

た
。
そ
れ
は
こ
の
テ
ー
マ
を
扱

っ
た
ど
の
ラ
イ
タ
ー
や
論
者
も

言
及
し
て
い
な
い
事
の
よ
う
な

の
で
、
完
全
に
自
己
流
の
珍
説

と
な
る
の
だ
が
、「
日
本
地
図

に
当
て
は
め
ら
れ
た
世
界
地
図

の
中
の
日
本
は
、
ど
こ
に
な
る

の
か
？
」
と
い
う
問
題
で
あ
る

　

ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
が
本
州
に

相
対
す
る
の
で
、
必
然
的
に
大

陸
の
東
南
端
に
あ
る
日
本
列
島

は
太
平
洋
上
に
小
島
と
し
て
浮

か
ぶ
事
に
な
る
。
そ
の
位
置
す

る
と
こ
ろ
は
、
東
北
か
ら
関
東

の
東
側
で
あ
る
は
ず
だ
が
、
目

立
っ
た
島
影
は
宮
城
県
以
外
に

は
無
い
―
そ
う
な
れ
ば
、
日
本

の
よ
う
な
一
国
に
比
定
さ
れ
る

離
島
と
し
て
該
当
す
る
場
所
は

ほ
ぼ
一
つ
し
か
考
え
ら
れ
な
い

　

そ
れ
は
「
金き

ん
か
ざ
ん

華
山
」
で
あ
る

　

金
華
山
に
は
、
謎
が
あ
る
。

　

七
四
〇
年
代
、
東
北
に
お
い

て
日
本
初
と
な
る
黄
金
産
出
が

あ
り
、
当
時
難
航
し
て
い
た
国

家
事
業
で
あ
る
奈
良
の
大
仏
建

立
に
決
定
的
な
貢
献
を
為
す
。

　

そ
の
黄
金
産
出
地
が
金
華
山

で
あ
る
と
、
江
戸
期
ま
で
の
長

き
に
渡
り
当
地
の
黄こ

が
ね
や
ま

金
山
神
社

社
伝
に
も
記
さ
れ
広
く
信
じ
ら

れ
て
い
た
が
、
後
の
研
究
調
査

に
よ
り
実
際
の
産
出
地
は
内
陸

の
現
・
涌わ

く
や
ち
ょ
う

谷
町
で
あ
る
事
が
判

明
。
両
地
に
黄
金
山
神
社
が
立

ち
、
や
や
こ
し
い
事
に
な
っ
て

い
る
が
、
金
華
山
が
青
森
の
恐

山
、
山
形
の
出
羽
三
山
と
並
ぶ

東
奥
三
霊
場
で
あ
り
、
現
在
で

も
神
職
以
外
は
居
住
し
な
い
、

島
全
体
を
神
域
と
す
る
一
大
聖

地
で
あ
る
事
実
は
揺
る
が
な
い

　

だ
が
、
何
故
こ
の
よ
う
な
重

大
な
伝
承
の
食
い
違
い
は
起
き

た
の
か
？
こ
れ
に
も
諸
説
あ
る

が
、
私
は
今
回
そ
の
要
因
に　

「
日
本
雛
形
理
論
」
を
当
て
は

め
、
途
方
も
な
き
仮
説
と
し
て

み
た
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　

※　
　
　
　
　
　

　

か
つ
て
西
欧
の
人
々
を
し
て

「
黄
金
の
国
・
ジ
パ
ン
グ
」
と

呼
ば
し
め
た
島
国
・
日
本
。
そ

の
黄
金
と
は
無
論
、
平
泉
を
都

と
し
た
当
時
の
東
北
が
産
出
し

世
界
と
の
交
易
に
よ
っ
て
北
国

に
富
を
も
た
ら
し
た
特
産
物
で

あ
る
。
東
方
へ
の
旅
路
に
い
た

商
人
マ
ル
コ
・
ポ
ー
ロ
の
耳
に

も
入
る
程
に
知
れ
渡
っ
て
い
た

東
北
の
外
交
力
と
は
如
何
な
る

も
の
で
あ
っ
た
か
、
も
は
や
想

像
す
る
外
な
い
が
、
西
欧
へ
伝

え
ら
れ
た
黄
金
郷
幻
想
が
後
世

の
冒
険
家
ら
の
心
を
揺
さ
ぶ
り

世
界
の
歴
史
を
動
か
し
て
い
っ

た
の
も
、
ま
た
揺
る
が
ぬ
事
実

で
あ
る
。
そ
の
罪
深
く
も
あ
る

黄
金
の
国
、
そ
の
雛
形
と
し
て

の
全
て
の
始
ま
り
の
地
が
金
華

山
で
あ
る
事
が
、
実
際
の
黄
金

産
出
地
で
は
な
い
に
も
関
わ
ら

ず
不
思
議
と
そ
の
名
を
冠
さ
れ

た
理
由
で
は
な
い
の
か
―

　

無
論
、
妄
想
が
生
ん
だ
妄
想

と
し
て
一
笑
に
付
さ
れ
る
の
が

真
っ
当
な
対
処
で
あ
ろ
う
。
只
、

今
は
も
う
日
本
中
心
主
義
を
脱

却
し
つ
つ
、
新
た
に
足
元
か
ら

世
界
を
意
識
し
て
い
く
こ
れ
か

ら
の
人
々
の
心
の
旅
の
呼
び
水

と
な
る
な
ら
ば
、
そ
れ
も
面
白

い
と
思
う
の
で
あ
る
。  

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
。

東
北
に
あ
る
！
か
も
知
れ
な
い
？

「
世
界
始
ま
り
の
島
」の
事

世界を内包した日本の図・・
その中の東北とは？
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ＳＬ銀河　遠野　綾織間

白鳥　睡眠中

ススキと青空

雲海の岸

氷中葉

初冠雪 柿カラマツ林の夜明け

シリーズ　遠野の自然

「遠野の大雪」
遠野 1000 景より

　

今
年
一
年
を
振
り
返
る
と
、
た

だ
た
だ
目
ま
ぐ
る
し
い
一
年
と
い

う
一
語
に
尽
き
る
。

　

次
々
に
驚
く
べ
き
出
来
事
が
起

き
、
そ
れ
が
未
消
化
の
状
態
の
と

こ
ろ
へ
、
ま
た
次
の
事
件
が
起
き

る
と
い
う
あ
り
さ
ま
だ
っ
た
。
心

の
平
安
な
ど
ど
こ
か
へ
吹
き
飛
び
、

ま
る
で
停
止
ボ
タ
ン
の
壊
れ
た
ジ

ェ
ッ
ト
コ
ー
ス
タ
ー
の
よ
う
な
一

年
だ
っ
た
。

　

そ
う
し
た
と
き
に
遠
野
の
自
然

を
眺
め
、
目
の
前
の
事
件
で
か
き

乱
さ
れ
た
心
を
何
と
か
落
ち
着
か

せ
た
一
年
で
も
あ
っ
た
。

　

人
間
の
営
み
な
ど
、
大
自
然
の

運
行
の
前
で
は
ほ
ん
の
取
る
に
足

ら
な
い
も
の
に
す
ぎ
な
い
こ
と
も

思
い
知
ら
さ
れ
た
。

　

来
年
は
も
う
こ
の
ジ
ェ
ッ
ト
コ

ー
ス
タ
ー
か
ら
降
り
ら
れ
る
こ
と

を
心
か
ら
願
っ
て
い
る
。
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第49回三陸酒海鮮会　五反田【野崎屋】篇
2023・1・21（土）　17：00～ 20：00

第 50回三陸酒海鮮会　日本橋【冨和利】篇
2022・2・18（土）　17：00～ 20：00

【基本方針】
①　会は原則として、月一回開催といたします
②　毎回会場を変えての少人数開催といたします。
③　今後は、当面の間、毎回、「割り勘」を基本とした料金でお願いいたします。　

三陸産牡蠣食べくらべ・・・イメージ

【新シリーズ・三陸酒海鮮会】の開催ご報告と今後のお知らせ
第47回は11/19に開催済、10名様のご参加、すごい盛り上がりでした！
第48回は12/17に、第49回は1/21に、第50回は2/18に開催予定

日本酒 160 種以上の飲み放題・・・チラシ

宮城の地酒 10種飲み放題！・・・地酒イメージ

第47回三陸酒海鮮会　日本橋【冨和利】篇
【宮城の地酒10種】をたらふくいただきました

第48回三陸酒海鮮会　新宿【樽一】篇
2022・12・17（土）　17：00～ 20：00

鯨刺し盛り合わせ・・・イメージ宮城の地酒 10種飲み放題！
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写真撮影 　尾崎匠

　　　　　　　　【東北の初冬】

写真でお伝えする
東北の風景 


