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町（
現
在
は
五
所
川
原
市
）出
身

で
、同
じ
東
北
出
身
で
あ
る
。

　
「
両
国
」は
、
細
身
な
が
ら
足

腰
、腕
力
は
強
く
、稽
古
場
で
は

横
綱
も
勝
て
な
か
っ
た
ほ
ど
の

力
士
だ
っ
た
よ
う
だ
。

　

一
九
一
四
年
当
時
の
大
相
撲

は
年
二
場
所
の
開
催
で
、
十
日

間
制
。
優
勝
を
争
う
と
い
う
よ

り
も
、
東
西
に
分
か
れ
た
団
体

戦
の
よ
う
な
も
の
。

　

今
の
十
五
日
制
で
、
個
人
戦

の
色
彩
が
強
い
大
相
撲
と
は
ま

っ
た
く
シ
ス
テ
ム
が
ち
が
う
。

し
た
が
っ
て
、
百
十
年
前
の
か

つ
て
の
優
勝
と
は
ま
っ
た
く
異

な
る
も
の
と
考
え
る
の
は
当
然

だ
。

　

だ
か
ら
こ
そ
、「
史
上
初
新
入

幕
優
勝
」な
の
だ
。

　

現
在
の
多
く
の
力
士
た
ち
も
、

い
ま
の
十
五
日
間
を
フ
ル
に
闘

う
苦
労
は
並
大
抵
で
は
な
い
と

言
っ
て
い
る
し
、
ま
し
て
や
優

幕
優
勝
を
飾
っ
た
こ
と
で
に
ぎ

わ
っ
て
い
た
の
だ
が
、
当
新
聞

は
あ
え
て
こ
れ
に
異
論
を
ぶ
つ

け
た
い
と
思
う
。

　

す
な
わ
ち
、
百
十
年
ぶ
り
の

快
挙
で
は
な
く
、「
史
上
初
の
新

入
幕
優
勝
」
と
い
う
快
挙
で
あ

る
と
言
い
た
い
の
だ
。

　

こ
れ
は
非
常
に
重
要
な
こ
と

で
あ
る
。
二
度
目
と
史
上
初
で

あ
る
の
と
は
全
く
異
な
る
。

百
十
年
ぶ
り
快
挙
で
は
な

く「
史
上
初
新
入
幕
優
勝
」

　

先
月
の
大
相
撲
春
場
所
は
、

相
撲
界
を
挙
げ
て
の
大
変
な
話

題
で
盛
り
上
が
っ
た
。

　

幕
内
最
下
位（
幕
尻
）の
東
前

頭
十
七
枚
目
の「
尊
富
士（
た
け

る
ふ
じ
）」が
、
い
ま
か
ら
百
十

年
前
の
大
正
三
年
夏
場
所
の
両

国（
最
高
位
関
脇
）以
来
の
新
入

岩手野球王国に続き【青森相撲王国】到来
青森出身の『尊富士』の新入幕優勝は110年ぶりの

快挙ではなく、史上初の快挙である！

　

そ
の
詳
細
な
理
由
は
次
の
通

り
で
あ
る
。

百
十
年
前
の
新
入
幕
優
勝

　

百
十
年
前
に
新
入
幕
優
勝
を

飾
っ
た
主
人
公
で
あ
る「
両
国
」

は
、
本
名
を「
伊
藤
勇
治
郎
」と

い
い
、
秋
田
県
仙
北
郡
出
身
で

あ
る
。

　

今
回
の
話
題
の
主
の
「
尊
富

士
」も
、青
森
県
北
津
軽
郡
金
木

宮城県生まれ、70 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】

勝
す
る
な
ど
は
稀
な
こ
と
な
の

で
あ
る
。
重
み
が
違
う
。

　

そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
幕
内
最

下
位（
幕
尻
）の
新
入
幕
力
士
の

優
勝
な
ど
、
本
来
は
あ
り
え
な

い
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　

も
っ
と
も
っ
と
評
価
す
べ
き

で
あ
る
し
、
ほ
め
た
た
え
る
べ

き
偉
業
で
あ
る
。

優
勝
目
前
の
大
け
が
と

ド
ラ
マ
の
連
続

　
「
尊
富
士
」の
十
一
日
目
ま
で

の
連
勝
記
録
は
、
昭
和
の
大
横

綱
・
大
鵬
の
新
入
幕
初
日
か
ら

の
連
勝
記
録
に
並
ん
だ
の
で
あ

る
。
こ
れ
も
す
ご
い
こ
と
だ
。

　

筆
者
の
年
代
に
は
な
つ
か
し

い「
巨
人
・
大
鵬
・
卵
焼
き
」と

い
う
流
行
語
に
登
場
す
る
ほ
ど
、

大
鵬
は
強
い
も
の
の
象
徴
だ
っ

た
。
そ
の
大
鵬
に
並
ん
だ
の
だ
。

そ
の
後
敗
れ
は
し
た
が
、
十
三

日
目
ま
で
は
大
事
件
も
発
生
せ

ず
に
推
移
し
た
が
、
何
と
十
四

日
目
の
取
組
で
大
け
が
。

　

立
ち
上
が
れ
ず
、
救
急
車
で

病
院
へ
直
行
。
残
念
だ
が
、
千

秋
楽
の
出
場
は
も
う
だ
め
だ
と

誰
も
が
思
っ
た
。

　

優
勝
対
抗
馬
も
ま
だ
マ
ゲ
の

結
え
な
い「
大
の
里
」だ
っ
た
。

　

千
秋
楽
に「
尊
富
士
」が
休
場

と
な
れ
ば
、可
能
性
は
ふ
た
つ
。

も
し「
大
の
里
」が
勝
つ
と
、
本

来
は
優
勝
決
定
戦
と
な
る
と
こ

ろ
だ
が
、
優
勝
決
定
戦
で
の
不

戦
敗
で
優
勝
を
逃
す
。

　
「
大
の
里
」が
負
け
れ
ば
、「
尊

富
士
」の
優
勝
だ
が
、優
勝
セ
レ

モ
ニ
ー
に
は
出
ら
れ
な
い
か
、

車
椅
子
で
土
俵
際
ま
で
来
て
の

『尊富士』優勝の瞬間・・・毎日新聞より

優勝した『尊富士』と母・・・スポ日より

「110 年前に新入幕で幕尻優勝した『両国』・・・
毎日新聞より

親方　元横綱旭富士　
伊勢ケ浜親方・・日刊スポーツ

現役力士　阿武咲
・・日本相撲協会
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表
彰
と
な
る
の
で
は
な
い
か
と

気
を
も
ん
だ
。
前
代
未
聞
の
事

態
が
発
生
し
た
の
だ
。

　

し
か
し
、
ま
た
ま
た
ド
ラ
マ

が
あ
っ
た
。

　
「
尊
富
士
」が
千
秋
楽
に
出
場

し
て
相
撲
を
と
る
と
い
う
の
だ
。

前
日
は
、
親
方
に
は
出
ら
れ
な

い
と
伝
え
た
が
、そ
の
後
、兄
弟

子
の
横
綱
照
ノ
富
士
に
、
後
悔

す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
と
言

わ
れ
て
気
が
変
わ
り
、
ケ
ガ
し

た
足
も
急
に
動
く
よ
う
に
な
っ

た
と
い
う
の
だ
。

　

そ
し
て
強
行
出
場
し
て
、
勝

利
し
て
、「
優
勝
」を
掴
ん
だ
。

　

い
っ
た
い
、こ
こ
ま
で
に
、何

度
の
ド
ラ
マ
が
あ
っ
た
の
だ
ろ

う
か
？

　

手
負
い
と
な
っ
た
千
秋
楽
の

土
俵
で
懸
命
に
闘
っ
た
姿
に
は

称
賛
し
か
な
い
。
そ
れ
で
も
、

二
場
所
前
は
幕
下
力
士
。
出
世

の
早
さ
に
髪
の
伸
び
が
追
い
つ

か
ず
、
関
取
の
象
徴
と
い
わ
れ

る
大
銀
杏
も
結
え
な
い
ち
ょ
ん

ま
げ
姿
の
表
彰
だ
っ
た
。

青
森
県
は
相
撲
王
国

　

そ
う
い
え
ば
、「
尊
富
士
」の

師
匠
の
元
横
綱
旭
富
士
の
伊
勢

ケ
浜
親
方
も
青
森
県
出
身
で
、

現
役
の
青
森
出
身
関
取
に
は
、

阿
武
咲
、錦
富
士
、宝
富
士
が
い

て
、
幕
下
以
下
に
も
た
く
さ
ん

の
青
森
出
身
力
士
が
在
籍
す
る
。

　

過
去
に
は
、鏡
里
、初
代
若
乃

花
、
隆
の
里
、
二
代
目
若
乃
花
、

栃
ノ
海
の
横
綱
も
輩
出
し
た
。

　

OB
に
は
、
安
美
錦
、
貴
ノ
浪
、

高
見
盛
、舞
の
海
、若
の
里
な
ど

が
い
る
。

　

江
戸
時
代
か
ら
現
在
ま
で
の

十
両
以
上
の
青
森
県
出
身
関
取

部
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
よ
り
、
被

害
者
で
あ
る
は
ず
の
大
谷
選
手

が
、
こ
の
違
法
賭
博
の「
共
犯
」

で
は
な
い
か
と
い
う
ま
さ
か
の

説
や
、
あ
ろ
う
こ
と
か
「
主
犯

説
」ま
で
書
か
れ
る
始
末
。

　

こ
の
騒
動
で
、
大
谷
選
手
に

い
っ
た
い「
何
重
苦
」が
襲
っ
て

き
た
の
だ
ろ
う
か
？

　

最
高
の
絶
頂
期
か
ら
の
最
悪

の
状
況
へ
の
大
転
落
で
あ
る
。

　

当
新
聞
は
こ
れ
ま
で
大
谷

選
手
を
心
か
ら
応
援
し
て
き

た
。
東
北
が
産
ん
だ
英
雄
で
あ

り
、
古
代
エ
ミ
シ
の
長
で
あ
る

ア
テ
ル
イ
に
も
な
ぞ
ら
え
て
き

た
。
そ
し
て
大
谷
選
手
の
人
柄

に
も
全
幅
の
信
頼
を
抱
い
て
い

る
。

　

そ
れ
は
今
回
の
事
件
で
も
少

し
も
揺
る
が
な
い
。

　

し
た
が
っ
て
、
早
く「
全
容
」

が
明
ら
か
に
な
り
、
あ
ら
ぬ
疑

い
を
完
璧
に
払
拭
し
て
も
ら
い

た
い
と
願
っ
て
い
る
。

大
谷
選
手
は
本
当
に
強
い

　
「
事
件
」後
、
な
か
な
か
最
初

の
ホ
ー
ム
ラ
ン
が
出
ず
、
今
回

の
騒
動
が
影
響
し
て
い
る
の
で

は
な
い
か
と
心
配
さ
れ
た
が
、

最
初
の
一
本
が
出
た
後
は
、
打

撃
好
調
で
、
昨
年
以
来
の
「
記

録
」ラ
ッ
シ
ュ
と
な
っ
た
。

　

筆
者
は
、大
谷
選
手
に
、野
球

選
手
と
し
て
の
強
さ
だ
け
で
な

く
、
一
人
の
人
間
と
し
て
の
強

さ
も
感
じ
さ
せ
ら
れ
た
。

　

同
時
に
新
た
な
大
谷
選
手
の

魅
力
が
追
加
さ
れ
た
の
を
感
じ

る
。
今
後
ど
こ
ま
で「
成
長
」す

る
か
ま
す
ま
す
楽
し
み
で
あ
る
。

　

数
は
百
三
十
六
人
で
全
国
一
位
、

明
治
十
六（
一
八
八
三
）年
五
月

場
所
で
一
ノ
矢（
田
舎
館
村
）が

入
幕
し
て
以
来
、
今
年
七
月
場

所
ま
で
百
三
十
七
年
間
、
県
出

身
の
幕
内
力
士
が
不
在
だ
っ
た

場
所
は
一
度
も
な
い
。
横
綱
の

ほ
か
立
行
司
も
輩
出
し
て
い
る

と
う
相
撲
王
国
で
あ
る
。

最
近
は
低
調
気
味
の
青

森
相
撲
熱

　

こ
の
よ
う
に
、
六
人
の
横
綱

と
数
々
の
名
力
士
を
輩
出
し
、

十
両
以
上
の
関
取
数
全
国
一
位

を
誇
る
な
ど「
相
撲
王
国
」と
呼

ば
れ
た
青
森
県
だ
が
、
今
年
中

に
現
役
力
士
数
が
史
上
初
の
一

桁
台
に
な
る
可
能
性
が
あ
り
、

そ
の
名
が
揺
ら
い
で
い
る
。

　

専
門
家
は
少
子
化
や
競
技
の

選
択
肢
の
増
加
、
生
活
様
式
の

多
様
化
な
ど
に
加
え
、
ア
マ
チ

ュ
ア
相
撲
界
の
危
機
意
識
の
希

薄
さ
も
指
摘
す
る
。

　

こ
う
し
た
青
森
県
相
撲
界
に
、

「
尊
富
士
」は
、
実
は
百
十
年
ぶ

り
の
快
挙
で
は
な
く
、「
史
上
初

の
新
入
幕
優
勝
」
と
い
う
快
挙

だ
っ
た
の
だ
と
、
あ
ら
た
め
て

宣
言
し
て
注
目
を
浴
び
る
と
い

う
の
は
ど
う
だ
ろ
う
？

　

そ
れ
を
受
け
て
、
地
元
青
森

で
の
相
撲
熱
は
よ
り
一
層
上
昇

す
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。

　

そ
し
て
、
地
元
の
相
撲
教
室

に
入
ろ
う
と
い
う
子
供
た
ち
も

増
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

そ
う
な
れ
ば
、か
つ
て
の「
相

撲
王
国
・
青
森
」
を
取
り
戻
せ

る
か
も
し
れ
な
い
。

天
国
か
ら
地
獄
へ

　

昨
シ
ー
ズ
ン
か
ら
今
年
の
開

幕
戦
ま
で
の
大
谷
選
手
は
す
べ

て
が
順
調
そ
の
も
の
で
非
の
打

ち
ど
こ
ろ
も
な
い
も
の
だ
っ
た
。

　

昨
シ
ー
ズ
ン
の
成
績
と
い
え

ば
、二
度
目
のM

VP

、MLB

初

の
日
本
人
ホ
ー
ム
ラ
ン
王
、
そ

し
て
ス
ポ
ー
ツ
界
始
ま
っ
て
以

来
の
巨
額
で
の
ド
ジ
ャ
ー
ス
へ

の
移
籍
が
話
題
を
呼
ん
だ
。

　

今
年
に
入
っ
て
か
ら
は
、
ま

ず
、突
然
の
結
婚
発
表
で
、国
内

だ
け
で
な
く
世
界
を
驚
か
せ
た
。

今
シ
ー
ズ
ン
の
開
幕
戦
は
韓
国

だ
っ
た
が
、
そ
こ
で
も
ヒ
ッ
ト

を
打
っ
て
、
心
配
さ
れ
た
移
籍

後
の
活
躍
も
無
事
ス
タ
ー
ト
を

切
っ
た
・
・
・
と
、思
わ
れ
た
。

し
か
し
、
今
で
は
周
知
と
な
っ

て
い
る
が
、
翌
日
朝
に
は
と
ん

で
も
な
い
ニ
ュ
ー
ス
が
飛
び
込

ん
で
き
た
の
だ
っ
た
。

　

大
谷
選
手
専
属
の
通
訳
の
水

原
氏
が
ド
ジ
ャ
ー
ス
を
突
然
解

雇
さ
れ
、
そ
の
理
由
が
な
ん
と

違
法
賭
博
。

　

さ
ら
に
、
そ
れ
だ
け
に
と
ど

ま
ら
ず
、
そ
の
莫
大
な
賭
博
の

負
け
金
を
大
谷
選
手
の
銀
行
口

座
か
ら
盗
ん
だ
と
い
う
。

　

最
初
は
六
億
八
千
万
と

の
噂
だ
っ
た
が
、
現
在
で
は

二
十
四
億
円
に
も
上
る
と
い
う

で
は
な
い
か
。

　

こ
れ
に
よ
り
大
谷
選
手
は
、

巨
額
の
窃
盗
に
遭
っ
た
だ
け
で

な
く
、「
相
棒
兼
通
訳
」も
失
っ

て
し
ま
っ
た
。

　

そ
れ
ら
に
よ
る
精
神
的
な
打

撃
は
計
り
知
れ
な
い
。

さ
ら
に「
共
犯
」や「
主

犯
」
ま
で
疑
わ
れ
る

　

さ
ら
に「
逆
境
」は
続
き
、
一

大谷選手の元通訳の賭博問題の「早期全容解明」望む！
最近の「打撃大活躍」を示したことで、彼の精神的強さが伝わる！
大谷選手の人間としての「魅力」がさらにもうひとつ加わった！！

初代若乃花・・時事通信 舞の海・・大相撲J.P隆の里・・スポーツ報知 高見盛・・AMEBA ブログ

大谷選手 自身の関与否定 水原氏の賭博問題に関しての 
記者会見（3/26）　NHKより

大谷選手　今シーズン第一号ホームラン(4/4)　
日テレNEWSより
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あ
の
捏
造
事
件
の
お
か
げ
で
、

こ
の
日
本
に「
九
万
年
前
」の
石

器
、
人
類
が
作
っ
た
石
器
な
ど

あ
る
は
ず
が
な
い
と
は
じ
め
か

ら
決
め
つ
け
ら
れ
て
い
る
せ
い

で
あ
ろ
う
。

　

で
も
、
石
器
は
実
際
に
「
存

在
」す
る
の
だ
。

　

こ
の
矛
盾
は
、
さ
ら
な
る
発

掘
と
研
究
を
積
極
的
に
推
進
す

る
こ
と
で
し
か
解
決
し
な
い
。

　

と
は
い
え
、
そ
う
し
た
研
究

は
、
日
本
で
は
お
び
え
な
が
ら

の
域
を
出
な
い
の
だ
ろ
う
。

　

そ
れ
に
し
て
も
、
あ
の
捏
造

事
件
が
何
と
も
う
ら
め
し
い
。

　

い
ず
れ
、
こ
の
事
件
の
影
響

が
、
よ
そ
の
国
で
の
新
た
な
旧

石
器
時
代
の
発
見
で
消
滅
す
る

こ
と
を
願
う
の
み
で
あ
る
。遠野まちなか・ドキ・土器館外観・・筆者撮影

約3.5～ 7万年前の石器拡大画像・・筆者撮影

約3.5～ 7万年前の石器・・筆者撮影

金取遺跡の説明パネル・・筆者撮影

約3.5～ 7万年前の石核と石斧・・筆者撮影

約7～ 9万年前の石器・・筆者撮影

新シリーズ【東北を再発見する旅】…⑥　遠野の金取遺跡発掘物
有名な旧石器捏造事件の影におびえ訪れる人もほとんどいない

「
旧
石
器
捏
造
事
件
」

　

考
古
学
フ
ァ
ン
な
ら
ご
存
じ

の
方
も
多
い
だ
ろ
う
と
思
う
が
、

い
ま
か
ら
二
十
年
ほ
ど
前
に
、

旧
石
器
捏
造
事
件
と
い
う
の
が

あ
っ
た
。

　

そ
の
旧
石
器
捏
造
事
件
と
は
、

日
本
の
前
期
・
中
期
旧
石
器
時

代
の
遺
物（
石
器
）や
遺
跡
と
さ

れ
て
い
た
も
の
の
一
部
が
、
そ

れ
ら
の
発
掘
調
査
に
携
わ
っ
て

い
た
ア
マ
チ
ュ
ア
考
古
学
研
究

家
の
藤
村
新
一
に
よ
っ
て
捏
造

さ
れ
た
と
い
う
事
件
で
あ
る
。

そ
の
手
口
は
、
事
前
に
埋
設
し

て
お
い
た
石
器
を
自
ら
掘
り
出

す
こ
と
で
、
初
め
て
発
見
し
た

よ
う
に
見
せ
た
「
自
作
自
演
の

捏
造
」で
あ
っ
た
。

　

彼
は
捏
造
発
覚
ま
で
の
約

二
十
五
年
間
、
周
囲
の
研
究
者

が
期
待
す
る
よ
う
な
石
器
を
、

期
待
さ
れ
る
よ
う
な
古
い
年
代

の
地
層
か
ら
次
々
に
掘
り
出
し

て
見
せ
、
後
に「
神
の
手
」と
呼

ば
れ
る
ま
で
に
な
っ
た
。

　

や
が
て
、そ
の
こ
と
は
、平
成

十
二
年（
西
暦
二
千
年
）十
一
月

に
発
覚
す
る
。

　

そ
の
後
、
多
く
の
遺
跡
が
旧

石
器
時
代
の
遺
跡
と
し
て
の
認

定
・
登
録
を
取
り
消
さ
れ
た
。

　

ま
さ
に
、
考
古
学
会
を
震
撼

さ
せ
た
事
件
で
あ
っ
た
。

こ
の
事
件
を
い
ま
も
引
き

ず
る
旧
石
器
時
代
研
究

　

筆
者
は
ア
マ
チ
ュ
ア
の
考
古

学
研
究
家
で
も
あ
る
の
で
、
興

味
あ
る
セ
ミ
ナ
ー
や
研
究
会
に

も
参
加
す
る
こ
と
が
多
い
。

　

そ
の
な
か
で
も
特
に
印
象
に

残
っ
た
研
究
会
が
あ
っ
た
。

　

二
〇
一
七
年
十
二
月
に
、
遠

野
で
開
催
さ
れ
た
「
第
三
十
一

回 

東
北
日
本
の
旧
石
器
文
化

を
語
る
会
岩
手
大
会
」
が
そ
れ

で
あ
っ
た
。

　

そ
の
研
究
発
表
会
で
の
数
人

の
発
表
者
は
こ
と
ご
と
く
、「
枕

言
葉
」の
よ
う
に
、そ
の
旧
石
器

捏
造
事
件
の
話
を
最
初
に
す
る

の
で
あ
る
。

　

し
か
も
、
そ
の
事
件
に
い
ま

も
お
び
え
て
い
る
よ
う
に
感
じ

ら
れ
た
。

　

お
そ
ら
く
、
日
本
の
旧
石
器

研
究
は
、こ
の
事
件
の
た
め
に
、

大
き
く
後
退
し
、お
び
え
、斬
新

な
研
究
発
表
も
ほ
と
ん
ど
控
え

ら
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
と
思
う
。

　

ま
こ
と
に
残
念
な
事
件
で
あ

り
、許
せ
な
い
事
件
で
あ
っ
た
。

遠
野
ま
ち
な
か
・
ド

キ
・
土
器
館

　

筆
者
は
何
度
か
岩
手
県
遠
野

市
の『
遠
野
ま
ち
な
か
・
ド
キ
・

土
器
館
』を
訪
ね
て
い
る
。

　

そ
こ
に
は
た
く
さ
ん
の
縄
文

土
器
な
ど
が
展
示
さ
れ
て
い
る

が
、筆
者
の
最
大
の
興
味
は
、遠

野
市
宮
守
町
の「
金
取
遺
跡
」か

ら
の
発
掘
物
で
あ
る
。

　

そ
の
発
掘
物
は
旧
石
器
時
代

の
石
器
で
あ
る
。

　

最
初
に「
遭
遇
」し
た
と
き
に

は
非
常
に
驚
い
た
。

　

な
ぜ
な
ら
、
一
番
古
い
石
器

の
年
代
が「
九
万
年
前
」だ
か
ら

で
あ
っ
た
。

「
九
万
年
前
」
の
旧
石
器

研
究
は
誰
が
作
っ
た
？

　
「
九
万
年
前
」と
い
え
ば
、
日

本
列
島
に
は
現
生
人
類
（
つ
ま

り
い
ま
の
人
類
）
は
い
な
か
っ

た
と
教
え
ら
れ
て
き
た
。

　

で
は
、
誰
が
こ
の
石
器
を

作
っ
た
の
か
？

　
「
九
万
年
前
」と
い
う
時
代
は
、

現
生
人
類
が
本
格
的
な
「
出
ア

フ
リ
カ
」
を
す
る
六
万
年
よ
り

三
万
年
も
古
い
時
代
で
あ
る
。

　

で
は
、
そ
の
石
器
は
北
京
原

人
や
そ
の
亜
種
が
作
っ
た
の
だ

ろ
う
か
？

　

疑
問
は
次
々
に
出
現
し
た
。

収
拾
が
つ
か
な
く
な
っ
て
し

ま
っ
た
。

　

そ
れ
ほ
ど
の
衝
撃
を
与
え
る

石
器
だ
っ
た
。

し
か
し
、
金
取
遺
跡
は

注
目
さ
れ
な
い

　

し
か
し
、そ
れ
で
も「
金
取
遺

跡
」
か
ら
の
発
掘
物
は
注
目
を

浴
び
る
こ
と
は
な
い
。
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の
プ
ロ
セ
ス
が
、
新
た
な
発
掘

物
な
ど
で
、理
論
上
で
は
な
く
、

リ
ア
ル
な
遺
物
等
で
ト
レ
ー
ス

で
き
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。

　

次
に
、こ
の
長
根
貝
塚
は
、単

独
の
遺
跡
で
は
な
く
、
隣
接
す

る
町
の
遺
跡
と
一
体
と
な
っ
た

遺
跡
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
。 　

そ
し
て
、
そ
こ
で
は
青
森
県

か
ら
出
土
し
て
い
る
あ
の
有
名

な「
遮
光
器
土
偶
」と
同
じ
土
偶

が
発
掘
さ
れ
て
い
る
。

　

と
す
る
と
、
青
森
県
と
宮
城

県
を
含
む
、広
範
囲
な「
文
化
交

流
圏
」
が
当
時
存
在
し
て
い
た

こ
と
が
証
明
さ
れ
る
可
能
性
も

出
て
く
る
。

　

何
と
も
っ
た
い
な
い
「
放
置

さ
れ
た
遺
跡
」
な
の
だ
ろ
う
と

思
う
し
、残
念
至
極
で
あ
る
。周辺の風景

当時の暮らし想像図

『国指定史跡』看板

発掘された一部土器

記念碑だけが立っている

発掘当時の写真

新シリーズ【東北を再発見する旅】…⑦　宮城県涌谷の長根貝塚
三内丸山より古いが発掘されることもない田舎町の縄文遺跡

宮
城
県
涌
谷
に
あ
る
長

根
貝
塚
を
訪
ね
た

　

筆
者
は
、
ア
マ
チ
ュ
ア
の
縄

文
研
究
家
で
も
あ
る
。
た
だ
し
、

仕
事
と
し
て
や
っ
て
い
る
訳
で

は
な
い
。

　

主
と
し
て
文
献
を
ベ
ー
ス
に

し
た
研
究
だ
が
、
ア
マ
チ
ュ
ア

と
し
て
は
、
か
な
り
の
数
の
縄

文
遺
跡
も
訪
問
し
て
い
る
。

そ
れ
ら
の
遺
跡
は
、
青
森
・
岩

手
・
秋
田
・
宮
城
な
ど
の
東
北

中
心
で
は
あ
る
が
、
新
潟
や
山

梨
や
長
野
、群
馬
、千
葉
に
も
何

度
か
行
っ
た
し
、
福
井
に
も
北

海
道
に
も
島
根
に
も
足
を
延
ば

し
た
。
た
だ
、
九
州
や
四
国
の

縄
文
遺
跡
は
訪
問
し
た
こ
と
は

な
い
。

　

し
か
し
、灯
台
下
暗
し
で
、生

ま
れ
故
郷
の
宮
城
県
涌
谷
町
に

あ
る
縄
文
遺
跡
は
知
ら
な
か
っ

た
の
で
、
訪
ね
て
み
た
。
も
う

十
年
以
上
も
前
の
こ
と
で
あ
る
。

生
ま
れ
故
郷
の
縄
文
貝

塚
で
驚
い
た
こ
と

　

行
っ
て
み
て
驚
い
た
。
か
な

り
古
い
貝
塚
で
あ
る
こ
と
が
分

か
っ
た
。

　

た
ま
た
ま
知
り
合
い
の
考
古

学
の
研
究
員
に
聞
い
た
と
こ
ろ
、

通
説
で
は
六
千
年
前
の
も
の
と

さ
れ
て
い
る
が
、
実
は
も
っ
と

古
く
、
何
と
七
千
年
前
か
ら
使

わ
れ
て
い
た
可
能
性
の
あ
る
貝

塚
だ
と
い
う
。

　

東
北
の
縄
文
遺
跡
の
な
か
で

も
、
七
千
年
前
の
遺
跡
と
い
え

ば
、最
古
級
の
遺
跡
で
あ
る
。

　

東
北
で
有
名
な
縄
文
遺
跡
と

い
え
ば
、
青
森
県
三
内
丸
山
遺

跡
だ
が
、
約
五
千
九
百
年
前
か

ら
の
遺
跡
で
あ
る
。
長
根
貝
塚

の
方
が
よ
り
古
い
。

　

し
か
し
、専
門
家
の
間
で
も
、

こ
の
長
根
貝
塚
は
あ
ま
り
有
名

で
は
な
い
し
、
ま
し
て
や
一
般

人
に
は
ま
っ
た
く
知
ら
れ
て
い

な
い
。

　

そ
こ
で
い
ろ
い
ろ
調
べ
て
み

た
ら
、そ
こ
は
、海
水
、汽
水
、淡

水
の
時
代
を
通
し
て
ず
っ
と
使

用
さ
れ
て
い
た
貝
塚
と
い
う
。

　

そ
の
点
も
か
な
り
め
ず
ら
し

い
よ
う
だ
。

　

な
の
に
、
な
ぜ
発
掘
さ
れ
な

い
の
か
疑
問
に
思
っ
て
、
さ
ら

に
別
の
専
門
家
に
聞
い
て
み
た
。

国
指
定
史
跡
は
発
掘
で

き
な
い
？

　

そ
う
し
た
ら
、
こ
の
長
根
貝

塚
は
、
い
ま
か
ら
55
年
前
の
昭

和
四
十
三
年
に「
試
掘
」さ
れ
た

あ
と
、昭
和
四
十
五
年
に「
国
指

定
史
跡
」
に
認
定
さ
れ
た
こ
と

が
分
か
っ
た
。

　
「
試
掘
」な
の
で
、
ほ
ん
の
一

部
し
か
発
掘
さ
れ
ず
、
す
ぐ
に

埋
め
戻
さ
れ
、
い
ま
は
記
念
碑

だ
け
が
ぽ
つ
り
と
立
っ
て
い
る

と
い
う
状
況
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
が
、

「
国
指
定
史
跡
」
と
な
っ
て
し

ま
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

「
国
指
定
史
跡
」に
な
る
と
、
余

程
の
こ
と
が
な
い
か
ぎ
り
、
あ

ら
た
め
て
の「
本
格
的
な
発
掘
」

は
で
き
な
い
決
ま
り
に
な
っ
て

い
る
と
い
う
の
だ
。

　

余
程
の
こ
と
と
は
、
ま
ず
住

民
が「
本
格
的
な
発
掘
」に
非
常

に
積
極
的
で
あ
る
こ
と
、
予
算

の
裏
付
け
が
必
要
で
あ
る
こ
と
、

「
本
格
的
な
発
掘
」を
実
施
し
た

ら
、
新
た
な
発
見
が
出
て
く
る

可
能
性
が
高
い
こ
と
、
国
に
積

極
的
に
働
き
か
け
る
必
要
が
あ

る
こ
と
、な
ど
で
あ
る
。

　

現
実
問
題
と
し
て
、こ
の「
国

指
定
史
跡
」
と
な
っ
て
し
ま
っ

た
長
根
貝
塚
の
「
本
格
的
な
発

掘
」
は
か
な
り
む
ず
か
し
く
、

ハ
ー
ド
ル
は
相
当
高
そ
う
だ
。

　「
本
格
的
な
発
掘
」に
よ
る

長
根
貝
塚
の「
可
能
性
」

　

ア
マ
チ
ュ
ア
研
究
家
と
し
て

の
、
途
方
も
な
い
見
解
か
も
し

れ
な
い
が
、も
し
も
、こ
の
長
根

貝
塚
の「
本
格
的
な
発
掘
」が
な

さ
れ
た
と
し
た
ら
、
さ
ま
ざ
ま

な
こ
と
が
分
か
る
の
で
は
な
い

か
と
思
う
。

　

ま
ず
は
、海
水
、汽
水
、淡
水

の
時
代
の
三
つ
に
ま
た
が
っ
て

使
用
さ
れ
て
い
た
の
で
、「
縄
文

海
進
」の
時
代
、
そ
こ
か
ら「
ミ

ニ
寒
冷
化
」に
よ
る
、海
の
後
退
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桜
前
線
が
東
北
に
到
達

　

例
年
東
北
で
一
番
早
く
桜

が
咲
く
、
福
島
県
の
浜
通
り
南

部
の
い
わ
き
市
で
三
月
三
〇

日
、桜
の
開
花
が
発
表
さ
れ
、今

年
も
東
北
に
桜
前
線
が
到
達
し

た
。
東
北
三
大
桜
名
所
の
一
つ

と
し
て
知
ら
れ
る
弘
前
公
園
の

あ
る
青
森
県
弘
前
市
の
開
花
予

想
は
四
月
一
四
日
、
満
開
の
予

想
が
四
月
一
九
日
で
、
暖
冬
を

反
映
し
て
今
年
も
ゴ
ー
ル
デ
ン

ウ
イ
ー
ク
前
に
見
頃
を
迎
え
る

こ
と
に
な
り
そ
う
で
あ
る
。
恒

例
の「
弘
前
さ
く
ら
ま
つ
り
」も

こ
れ
に
合
わ
せ
て
前
倒
し
で
四

月
一
二
日
に
始
ま
っ
た
。
今
年

は
五
年
ぶ
り
に
制
限
の
な
い
形

で
の
開
催
と
な
っ
た
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
感
染
症
法
上
の
位
置
づ
け

が
五
類
感
染
症
に
変
更
さ
れ
た

の
が
昨
年
の
五
月
八
日
、
そ
れ

か
ら
一
年
近
く
を
経
て
、
い
ま

だ
医
療
機
関
で
は
面
会
制
限
な

ど
が
続
い
て
い
る
が
、
日
常
生

活
に
お
い
て
は
だ
い
ぶ
元
に
戻

っ
て
き
て
い
る
感
が
あ
る
。

　

仙
台
市
内
の
花
見
の
名
所
、

榴
岡
公
園
や
西
公
園
で
も
た
く

さ
ん
の
人
が
以
前
の
よ
う
に
花

見
を
楽
し
ん
で
い
た
。

伝
統
の
桜
ま
つ
り
に
ク
ラ

フ
ト
ビ
ー
ル
が
初
出
店

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
に
伴
う
制
限
が
な
く
な
っ
て

従
来
通
り
の
開
催
と
な
っ
た
弘

前
さ
く
ら
ま
つ
り
で
私
の
目
を

引
い
た
の
は
、
地
元
の
ク
ラ
フ

ト
ビ
ー
ル
醸
造
所
「
Ｂ
ｅ 
Ｅ
ａ

ｓ
ｙ 

Ｂ
ｒ
ｅ
ｗ
ｉ
ｎ
ｇ
」
が
初

め
て
出
店
を
出
す
と
い
う
こ
と

で
あ
っ
た
。一
九
一
八
年
に「
観

桜
会
」
と
し
て
始
ま
っ
た
長
い

歴
史
を
持
つ
こ
の
弘
前
さ
く
ら

ま
つ
り
に
は
毎
年
実
に
二
〇
〇

を
超
え
る
出
店
が
軒
を
連
ね
る

が
、
そ
こ
に
ク
ラ
フ
ト
ビ
ー
ル

が
加
わ
っ
た
の
は
、
今
年
が
初

め
て
で
あ
る
。
今
年
は
こ
の

一
〇
〇
年
以
上
の
歴
史
を
誇
る

伝
統
の
イ
ベ
ン
ト
で
、
八
年
前

に
こ
の
地
に
で
き
た
ク
ラ
フ
ト

ビ
ー
ル
が
楽
し
め
る
。

　

弘
前
さ
く
ら
ま
つ
り
に
限

ら
ず
、
東
北
各
地
の
伝
統
的
な

祭
り
の
会
場
で
は
、
少
し
ず
つ

地
元
の
ク
ラ
フ
ト
ビ
ー
ル
が
飲

め
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

私
の
よ
う
な
ビ
ー
ル
好
き
に
と

っ
て
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
ビ

ー
ル
で
も
、
意
外
に
地
元
の
人

に
は
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
り

す
る
ビ
ー
ル
も
あ
っ
た
り
す
る
。

た
く
さ
ん
の
人
が
集
ま
る
祭
り

は
、
そ
う
し
た
人
に
も
そ
の
ビ

ー
ル
の
存
在
を
知
っ
て
も
ら
う

ま
た
と
な
い
機
会
と
な
る
。
今

年
も
こ
の
桜
祭
り
を
皮
切
り
に
、

夏
祭
り
や
秋
祭
り
な
ど
で
も
地

元
の
ク
ラ
フ
ト
ビ
ー
ル
が
飲
め

る
機
会
が
増
え
る
に
違
い
な
い
。

拡
大
中
の
東
北
の
ク
ラ

フ
ト
ビ
ー
ル

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
へ
の
対
応
の
中
で
は
、
飲
食

店
で
の
飲
酒
が
感
染
拡
大
の
リ

ス
ク
と
な
り
得
る
と
さ
れ
た
。

そ
れ
に
よ
っ
て
飲
食
店
や
酒
類

製
造
業
界
は
大
き
な
逆
風
に
さ

ら
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、

そ
う
し
た
中
で
も
東
北
の
ク
ラ

フ
ト
ビ
ー
ル
醸
造
所
は
着
実
に

増
え
て
き
た
。

　

私
が
把
握
し
て
い
る
限
り
、

青
森
県
に
は
六
つ
、
岩
手
県
に

は
一
四
、宮
城
県
に
は
一
二
、秋

田
県
と
山
形
県
に
は
そ
れ
ぞ
れ

七
つ
、
福
島
県
に
は
九
つ
の
ク

ラ
フ
ト
ビ
ー
ル
醸
造
所
が
あ
る
。

東
北
六
県
で
合
わ
せ
実
に
て

五
五
も
の
ク
ラ
フ
ト
ビ
ー
ル
醸

造
所
が
あ
る
と
い
う
の
は
ち
ょ

っ
と
し
た
驚
き
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
し
か
も
、
こ
れ
で
終
わ

り
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
今

年
以
降
も
東
北
各
地
で
少
な
く

と
も
九
つ
立
ち
上
が
る
話
が
あ

る
。
東
北
の
ク
ラ
フ
ト
ビ
ー
ル

は
引
き
続
き
拡
大
の
最
中
に
あ

る
わ
け
で
あ
る
。

飲
み
手
を
増
や
す
必
要
性

　

た
だ
、
東
北
の
ク
ラ
フ
ト
ビ

ー
ル
が
増
え
る
の
に
伴
っ
て
必

要
な
の
は
、
ク
ラ
フ
ト
ビ
ー
ル

を
楽
し
む
人
も
増
え
る
こ
と
で

あ
る
。
私
の
よ
う
な
、
ク
ラ
フ

ト
ビ
ー
ル
が
常
に
日
常
に
そ
ば

に
あ
る
存
在
だ
と
い
う
人
は
、

全
体
か
ら
見
る
と
ま
だ
ま
だ
少

数
派
だ
と
思
わ
れ
る
。
ク
ラ
フ

ト
ビ
ー
ル
を
造
る
と
こ
ろ
が
増

え
て
も
、
ク
ラ
フ
ト
ビ
ー
ル
を

飲
む
人
が
増
え
な
け
れ
ば
、
限

ら
れ
た
パ
イ
の
中
で
の
シ
ェ
ア

の
奪
い
合
い
と
い
う
こ
と
に
な

っ
て
し
ま
う
。
仮
に
東
北
の
ク

ラ
フ
ト
ビ
ー
ル
が
倍
に
増
え
て

も
、
私
が
今
の
倍
飲
む
の
は
不

可
能
で
あ
る
。

　

周
り
の
ク
ラ
フ
ト
ビ
ー
ル
好

き
と
話
し
て
い
る
と
、
あ
た
か

も
世
の
中
に
ク
ラ
フ
ト
ビ
ー
ル

が
広
く
浸
透
し
て
い
る
よ
う
に

錯
覚
し
て
し
ま
い
そ
う
に
な
る

が
、
現
実
は
そ
こ
ま
で
行
っ
て

は
い
な
い
。
キ
リ
ン
の
調
査
で

は
、
日
本
に
お
け
る
ビ
ー
ル
類

（
発
泡
酒
や
「
第
三
の
ビ
ー
ル
」

を
含
む
）
の
う
ち
の
ク
ラ
フ
ト

ビ
ー
ル
の
シ
ェ
ア
は
、
一
昨
年

の
段
階
で
約
一
・
五
パ
ー
セ
ン

ト
で
、
そ
れ
か
ら
二
年
経
っ
た

今
で
も
お
そ
ら
く
三
パ
ー
セ
ン

ト
は
超
え
て
い
な
い
も
の
と
思

わ
れ
る
。
大
多
数
の
人
に
と
っ

て
は
、
ク
ラ
フ
ト
ビ
ー
ル
と
い

う
の
は
ま
だ
ま
だ
す
ぐ
そ
ば
に

あ
る
存
在
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

ビ
ー
ル
の
多
様
な
世
界

　

ビ
ー
ル
の
魅
力
の
一
つ
は
そ

の
多
様
性
に
あ
る
、
と
私
は
思

っ
て
い
る
。
日
本
の
大
手
の
ビ

ー
ル
を
見
る
と
、
そ
の
ほ
と
ん

ど
が「
ピ
ル
ス
ナ
ー
」と
呼
ば
れ

る
ス
タ
イ
ル
の
ビ
ー
ル
、
す
な

わ
ち
透
き
通
っ
て
金
色
に
輝
く
、

飲
む
と
ホ
ッ
プ
の
苦
み
が
感
じ

ら
れ
、
喉
越
し
が
い
い
と
い
う

味
わ
い
の
ビ
ー
ル
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
実
は
ビ
ー
ル
の
ス

タ
イ
ル
は
こ
の
ピ
ル
ス
ナ
ー
を

含
め
て
も
っ
と
た
く
さ
ん
の
種

類
が
あ
る
。「
ビ
ア
ス
タ
イ
ル
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
」
の
二
〇
二
二
年

四
月
版
に
は
、
実
に
一
一
八
種

類
の
ビ
ー
ル
の
ス
タ
イ
ル
が
定

義
さ
れ
て
い
る
。
大
手
の
ビ
ー

ル
が
好
き
で
飲
ん
で
い
る
人

も
、
ビ
ー
ル
が
苦
手
と
い
う
人

も
、
そ
の
大
部
分
は
、「
ピ
ル
ス

ナ
ー
」
以
外
の
ビ
ー
ル
の
存
在

を
意
識
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　

大
手
の
ピ
ル
ス
ナ
ー
の
出
来

は
さ
す
が
で
、
多
く
の
人
が
好

ん
で
飲
ん
で
い
る
の
も
頷
け
る

ク
オ
リ
テ
ィ
の
高
さ
な
の
は
間

違
い
な
い
。
た
だ
、
そ
れ
以
外

に
も
ビ
ー
ル
は
あ
る
と
い
う
こ

と
に
も
目
を
向
け
る
と
、
ビ
ー

ル
を
よ
り
楽
し
め
る
と
思
う
。

ピ
ル
ス
ナ
ー
の
味
わ
い
以
外
に

も
、
ビ
ー
ル
に
は
も
っ
と
苦
み

の
あ
る
も
の
、
逆
に
苦
み
が
な

く
フ
ル
ー
テ
ィ
な
も
の
、
も
っ

と
ラ
イ
ト
な
味
わ
い
の
も
の
、

逆
に
重
厚
さ
が
感
じ
ら
れ
る
も

の
、酸
味
の
強
い
も
の
な
ど
、実

に
多
様
な
味
わ
い
の
も
の
が
存

在
す
る
。
大
手
の
ビ
ー
ル
が
好

き
な
人
も
、
そ
う
し
た
ビ
ー
ル

が
苦
手
と
い
う
人
も
、
そ
の
多

様
な
世
界
に
触
れ
る
き
っ
か
け

が
あ
れ
ば
、
そ
の
人
に
と
っ
て

も
ビ
ー
ル
の
世
界
が
広
が
り
、

そ
れ
に
よ
っ
て
ク
ラ
フ
ト
ビ
ー

ル
は
も
っ
と
身
近
な
も
の
に
な

っ
て
い
く
と
思
う
の
で
あ
る
。

き
っ
か
け
と
し
て
の
大

手
の
ク
ラ
フ
ト
ビ
ー
ル

　

そ
の
き
っ
か
け
と
な
り
そ
う

な
も
の
を
二
つ
挙
げ
た
い
。
一

つ
は
大
手
メ
ー
カ
ー
が
出
し
て

い
る
ク
ラ
フ
ト
ビ
ー
ル
で
あ
る
。

大
手
の
ビ
ー
ル
は
飲
む
も
の
の

ク
ラ
フ
ト
ビ
ー
ル
は
飲
ま
な
い

と
い
う
人
に
話
を
聞
い
て
み
る

と
、
そ
の
理
由
の
一
つ
は
大
手

の
ビ
ー
ル
よ
り
も
値
段
が
高
い

と
い
う
こ
と
、
も
う
一
つ
は
ど

れ
が
ど
ん
な
味
が
す
る
の
か
分

か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
挙
が

っ
て
く
る
。

　

最
近
は
、大
手
の
方
も
、今
ま

で
ほ
と
ん
ど
ピ
ル
ス
ナ
ー
ス
タ

イ
ル
の
ビ
ー
ル
し
か
造
っ
て
こ

な
か
っ
た
と
い
う
反
省
か
ら
、

ま
た
そ
れ
以
外
の
ス
タ
イ
ル
で

造
ら
れ
る
ク
ラ
フ
ト
ビ
ー
ル
が

伸
び
て
き
て
い
る
こ
と
か
ら
、

ク
ラ
フ
ト
ビ
ー
ル
に「
参
入
」し

て
き
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
通

常
の
大
手
ビ
ー
ル
よ
り
も
ほ
ん

の
ち
ょ
っ
と
高
い
だ
け
な
の
で
、

気
軽
に
手
を
伸
ば
す
に
は
う
っ

て
つ
け
で
あ
る
。

　

ビ
ー
ル
好
き
の
中
に
は
、「
大

手
が
造
る
ビ
ー
ル
が
ク
ラ
フ
ト

ビ
ー
ル
と
言
え
る
の
か
」
と
い

う
意
見
も
あ
る
が
、
私
は
別
に

大
手
で
も
個
性
的
な
ビ
ー
ル
を

造
る
の
で
あ
れ
ば
そ
れ
は
ク
ラ

フ
ト
ビ
ー
ル
と
名
乗
っ
て
も
構

わ
な
い
と
思
っ
て
い
る
。
大
手

の
中
で
も
先
ほ
ど
挙
げ
た
キ
リ

ン
は
特
に
ク
ラ
フ
ト
ビ
ー
ル
に

コ
ミ
ッ
ト
し
て
い
て
、「
ス
プ
リ

ン
グ
バ
レ
ー
」
名
義
で
ク
ラ
フ

ト
ビ
ー
ル
を
数
種
類
出
し
て
お

り
、
そ
れ
ら
は
ス
ー
パ
ー
や
コ

ン
ビ
ニ
に
置
い
て
あ
る
こ
と
も

多
く
、
手
に
入
り
や
す
い
。
も

ち
ろ
ん
、
大
手
が
手
掛
け
て
い

る
だ
け
あ
っ
て
、
味
も
個
性
的

で
あ
り
な
が
ら
、
好
き
嫌
い
が

分
か
れ
に
く
い
と
こ
ろ
を
狙
っ

て
い
る
。
手
に
取
る
き
っ
か
け

と
し
て
は
う
っ
て
つ
け
で
あ
る
。

　

キ
リ
ン
は
、
自
ら
ク
ラ
フ
ト

ビ
ー
ル
を
手
掛
け
る
だ
け
で
な

く
、
既
存
の
ク
ラ
フ
ト
ビ
ー
ル

醸
造
所
と
コ
ラ
ボ
す
る
こ
と
に

も
熱
心
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
一

緒
に
ク
ラ
フ
ト
ビ
ー
ル
を
盛
り

上
げ
て
い
き
た
い
と
い
意
思
が

感
じ
ら
れ
る
。

　

以
前
も
紹
介
し
た
が
、
東
北

の
ク
ラ
フ
ト
ビ
ー
ル
醸
造
所
が

集
ま
っ
て
、
震
災
の
時
に
受
け

た
恩
を
、
皆
で
美
味
し
い
ビ
ー

ル
を
造
っ
て
お
返
し
し
た
い
と

い
う
趣
旨
で
立
ち
上
が
っ
た

「
東
北
魂
ビ
ー
ル
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
」
に
も
キ
リ
ン
の
仙
台
工
場

と
ス
プ
リ
ン
グ
バ
レ
ー
が
参
加

と
協
力
を
申
し
出
て
一
緒
に
や

っ
て
き
て
い
る
。
キ
リ
ン
の
品

質
管
理
の
方
法
や
デ
ー
タ
分
析

は
自
社
の
ビ
ー
ル
の
改
善
に
大

い
に
役
立
っ
た
と
、
参
加
し
た

東
北
の
ク
ラ
フ
ト
ビ
ー
ル
醸
造

所
の
人
が
話
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
協
力
関
係
も
ク

ラ
フ
ト
ビ
ー
ル
な
ら
で
は
と
言

え
る
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
今

ま
で
大
手
ビ
ー
ル
メ
ー
カ
ー
同

士
の
コ
ラ
ボ
な
ど
聞
い
た
こ
と

は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
た

だ
、
ク
ラ
フ
ト
ビ
ー
ル
に
は
そ

れ
が
で
き
る
風
土
が
既
に
あ
る
。

　

先
に
述
べ
た
、
ク
ラ
フ
ト
ビ

ー
ル
の
飲
み
手
を
増
や
し
て
い

く
、
い
わ
ば
ク
ラ
フ
ト
ビ
ー
ル

の
裾
野
を
広
げ
て
い
く
た
め
に

は
、
ク
ラ
フ
ト
ビ
ー
ル
醸
造
所

同
士
が
、
競
争
で
は
な
く
「
共

創
」
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で

あ
る
。
狭
い
パ
イ
の
奪
い
合
い

を
す
る
の
で
は
な
く
、
一
緒
に

パ
イ
を
広
げ
て
い
く
こ
と
こ
そ

が
必
要
な
の
で
あ
る
。

ぜ
ひ
ク
ラ
フ
ト
ビ
ー
ル

の
イ
ベ
ン
ト
へ

　

も
う
一
つ
は
、
ク
ラ
フ
ト
ビ

ー
ル
の
イ
ベ
ン
ト
に
足
を
運
ん

で
み
る
こ
と
で
あ
る
。
ク
ラ
フ

ト
ビ
ー
ル
の
い
い
と
こ
ろ
は
、

造
り
手
の
顔
が
見
え
る
こ
と
で

あ
る
。
大
手
の
ビ
ー
ル
を
造
っ

て
い
る
人
の
顔
は
な
か
な
か
見

え
な
い
が
、
小
規
模
な
醸
造
所

が
多
い
ク
ラ
フ
ト
ビ
ー
ル
だ
と

造
り
手
の
顔
が
見
え
、
造
り
手

と
飲
み
手
の
距
離
も
近
い
。

　

ク
ラ
フ
ト
ビ
ー
ル
イ
ベ
ン
ト

の
い
い
と
こ
ろ
は
、
そ
う
し
た

ク
ラ
フ
ト
ビ
ー
ル
の
造
り
手
が

自
ら
ビ
ー
ル
を
注
い
で
く
れ
た

り
す
る
こ
と
が
多
い
こ
と
で
あ

る
。
ど
の
ビ
ー
ル
が
ど
ん
な
味

な
の
か
分
か
ら
な
け
ば
、
自
分

の
好
み
を
伝
え
れ
ば
そ
の
好
み

に
合
う
も
の
を
チ
ョ
イ
ス
し
て

く
れ
る
の
で
、
遠
慮
な
く
伝
え

る
と
よ
い
。
そ
う
し
て
会
話
す

る
こ
と
も
イ
ベ
ン
ト
の
楽
し
さ

で
あ
り
、
造
り
手
に
と
っ
て
は

自
ら
造
っ
た
ビ
ー
ル
の
反
応
が

直
接
聞
け
る
貴
重
な
機
会
と
も

な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

東
北
各
県
で
大
小
さ
ま
ざ
ま

な
ク
ラ
フ
ト
ビ
ー
ル
イ
ベ
ン
ト

が
開
催
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ

の
中
で
気
が
向
い
た
も
の
に
は

ぜ
ひ
足
を
運
ん
で
み
て
ほ
し

い
と
思
う
。
と
り
わ
け
、
今
年

は
八
月
一
八
日
か
ら
二
〇
日
に

岩
手
県
一
関
市
で
開
催
さ
れ

る
「
全
国
地
ビ
ー
ル
フ
ェ
ス
テ

ィ
バ
ル
ｉ
ｎ
一
関
」
に
は
東
北

を
始
め
全
国
か
ら
一
〇
〇
種
類

以
上
の
ク
ラ
フ
ト
ビ
ー
ル
が
集

ま
る
一
大
イ
ベ
ン
ト
で
あ
る
し
、

同
じ
く
八
月
一
九
、二
〇
日
に

開
催
さ
れ
る
「
遠
野
ホ
ッ
プ
収

穫
祭
」
は
全
国
最
大
の
ホ
ッ
プ

産
地
で
あ
る
岩
手
県
遠
野
市
で

の
ホ
ッ
プ
の
収
穫
を
祝
う
お
祭

り
で
、
地
元
の
ク
ラ
フ
ト
ビ
ー

ル
が
軒
を
連
ね
る
。
い
ず
れ
も

地
元
の
フ
ー
ド
も
楽
し
め
て
お

勧
め
の
イ
ベ
ン
ト
で
あ
る
。　

　

と
て
も
全
部
は
紹
介
し
き
れ

な
い
が
、私
の
ブ
ロ
グ「
東
北
ブ

ロ
グ
」の
中
の「
東
北
各
地
の
ビ

ー
ル
イ
ベ
ン
ト
二
〇
二
四
年

版
」や
、ｆ
ａ
ｃ
ｅ
ｂ
ｏ
ｏ
ｋ
グ

ル
ー
プ「
東
北
の
ビ
ー
ル
の
会
」

な
ど
も
参
考
に
し
て
い
た
だ
け

た
ら
幸
い
で
あ
る
。

東
北
を
代
表
す
る
産
業
へ

　

以
前
も
書
い
た
が
、
東
北
は

先
に
挙
げ
た
岩
手
県
遠
野
市
を

始
め
、
各
県
で
ビ
ー
ル
に
欠
か

せ
な
い
原
料
の
ホ
ッ
プ
が
栽
培

さ
れ
、
そ
の
シ
ェ
ア
は
全
国
の

九
割
以
上
を
占
め
る
圧
倒
的
な

産
地
で
あ
る
。
東
北
の
ク
ラ
フ

ト
ビ
ー
ル
も
こ
の
東
北
の
ホ
ッ

プ
を
用
い
て
造
る
も
の
が
多
い
。

こ
う
い
た
東
北
の
地
に
根
差
し
、

今
ま
さ
に
伸
び
盛
り
で
あ
る
東

北
の
ク
ラ
フ
ト
ビ
ー
ル
を
、
東

北
を
代
表
す
る
産
業
の
一
つ
に
、

ま
た
東
北
の
特
色
を
表
す
特
産

品
へ
と
育
て
て
い
き
た
い
も
の

で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
も
、
私

は
今
日
も
東
北
の
ク
ラ
フ
ト
ビ

ー
ル
を
飲
み
た
い
と
思
う（
笑
）。

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
の
ク
ラ
フ
ト
ビ
ー
ル
を

　
　
　
　

東
北
の
一
大
産
業
に
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ラ
ジ
オ
の
文
化
放
送
、
平
日

の
毎
朝
十
分
間
だ
け
の
番
組
、

（
実
は
普
通
の
ラ
ジ
オ
だ
と
東

北
で
は
聴
け
な
い
・
・
私
は
パ

ソ
コ
ン
で
聴
い
て
い
る
）『
武

田
鉄
矢
今
朝
の
三
枚
お
ろ
し
』

で
、
好
奇
心
の
趣
く
ま
ま
に
弁

舌
い
つ
も
絶
好
調
な
俳
優
・
武

田
鉄
矢
氏
が
、
故
郷
で
あ
る
福

岡
県
へ
の
想
い
が
齢
を
重
ね
て

強
ま
っ
て
い
る
事
や
、
福
岡
市

の
近
年
の
発
展
ぶ
り
に
「
こ
ん

な
に
凄
い
街
に
な
る
な
ん
て
想

像
も
し
な
か
っ
た
」
と
そ
の
驚

嘆
ぶ
り
を
隠
さ
ず
熱
く
語
る
印

象
的
な
週
が
あ
っ
た
。

　

か
つ
て
は
と
ん
で
も
な
い
田

舎
町
で
、
若
者
た
ち
は
皆
東
京

へ
出
た
く
て
仕
方
が
な
か
っ
た

と
い
う
福
岡
市
が
今
や
全
国
的

に
見
て
も
圧
倒
的
に
多
く
の
若

者
を
周
辺
各
地
か
ら
集
め
て
賑

わ
っ
て
い
る
と
し
て
、
ま
た
東

京
な
ど
の
若
者
に
比
し
て
「
鮮

度
」
が
違
う
と
ま
で
表
現
し
、

氏
の
知
ら
な
い
全
く
別
の
新
し

い
「
風
」
が
こ
の
街
に
立
ち
起

こ
っ
て
い
る
と
感
じ
る
―
そ
う

興
奮
気
味
に
語
る
の
で
あ
る
。

　

藤
波
匠
著
『
人
口
減
が
地
方

を
強
く
す
る
』（
日
本
経
済
新

聞
出
版
：
二
〇
一
六
年
）
を
引

き
合
い
に
出
し
な
が
ら
、
福
岡

と
と
も
に
若
者
を
多
く
引
き
寄

せ
る
都
市
と
し
て
仙
台
そ
し
て

金
沢
、
甲
府
な
ど
を
挙
げ
「
地

方
が
滅
び
つ
つ
あ
る
―
し
か
し

本
当
だ
ろ
う
か
？
」
と
問
題
提

起
し
て
い
く
の
で
あ
っ
た
。

　

果
た
し
て
、
仙
台
の
若
者
た

ち
は
福
岡
の
よ
う
に
「
鮮
度
」

が
違
う
だ
ろ
う
か
？
と
私
は
心

許
な
く
な
り
な
が
ら
、
以
前
仙

台
が
福
岡
に
ラ
イ
バ
ル
宣
言
の

よ
う
な
事
を
し
て
い
た
な
、
と

思
い
出
し
微
笑
ま
し
く
も
感
じ

て
い
た
が
、
一
方
で
中
央
に
し

ろ
地
方
に
し
ろ
大
都
市
的
な
方

面
ば
か
り
を
志
向
す
る
事
が
本

当
に
そ
の
地
域
の
為
に
な
る
の

か
、
と
い
う
疑
念
を
払
え
ず
に

い
る
の
で
あ
る
。
遠
く
も
な
い

未
来
の
人
々
の
大
半
が
都
市
部

に
、
そ
れ
も
よ
り
大
き
な
都
市

へ
と
向
か
い
、
居
住
す
る
よ
う

に
な
る
と
い
う
予
測
が
当
た
り

前
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
久
し
い

け
れ
ど
も
、
最
近
私
は
人
々
が

大
都
市
を
志
向
す
れ
ば
す
る
ほ

ど
社
会
を
変
革
す
る
能
力
を
失

い
、
即
ち
衰
亡
に
拍
車
を
か
け

る
結
末
が
待
つ
だ
け
な
の
で
は

な
い
か
と
感
じ
て
い
る
の
だ
。

　
　
　
　

※

　

最
近
、
な
ぜ
日
本
の
現
代
社

会
に
お
い
て
「
革
命
」
が
起
こ

ら
な
い
の
か
、
若
者
や
所
謂
就

職
氷
河
期
世
代
が
大
人
し
く
し

て
い
る
の
か
―
と
い
っ
た
テ
ー

マ
の
論
説
（『
ベ
ー
シ
ッ
ク
イ

ン
カ
ム
ち
ゃ
ん
ね
る
』
よ
り
）

に
触
れ
た
。
日
本
社
会
は
、
今

の
ま
ま
で
い
け
ば
確
実
に
衰
退

し
て
い
く
―
と
い
う
話
は
昨
今

至
る
所
で
聞
か
れ
る
し
、
お
そ

ら
く
誰
も
が
心
得
て
い
る
だ
ろ

う
。
社
会
保
障
費
な
ど
の
税
金

は
膨
張
し
続
け
、
後
の
世
代
ほ

ど
苦
し
め
ら
れ
る
事
に
な
る
と

い
う
事
で
、
後
世
の
事
を
考
え

れ
ば
、
現
状
を
変
え
る
為
の
ア

ク
シ
ョ
ン
が
当
然
起
こ
る
べ
き

状
況
で
あ
る
、
と
言
え
る
・
・

と
こ
ろ
が
、
起
き
な
い
の
だ
。

　

何
故
、
活
動
力
に
溢
れ
た
若

者
た
ち
や
、
新
卒
当
時
不
況
だ

っ
た
り
、
世
代
人
口
が
多
い
為

に
少
な
い
パ
イ
を
争
っ
た
り
と

い
う
貧
乏
く
じ
を
引
か
さ
れ
た

意
識
の
強
い
と
言
わ
れ
る
就
職

氷
河
期
世
代
が
団
結
し
立
ち
上

が
ろ
う
と
し
な
い
の
か
―
そ
の

シ
ン
プ
ル
な
解
答
は
、
ズ
バ
リ

「
自
由
化
が
進
ん
だ
か
ら
」

だ
と
い
う
の
だ
。
つ
ま
り
平
成

・
令
和
を
通
じ
て
社
会
的
に
自

由
に
な
っ
た
か
ら
こ
そ
、
人
々

は
団
結
し
な
く
な
っ
た
―
否
、

で
き
な
く
な
っ
た
、
と
解
析
す

る
の
で
あ
る
。

　

私
が
相
も
変
わ
ら
ず
夢
想
を

続
け
る
「
東
北
の
独
立
」、
そ

の
実
現
を
阻
む
要
因
は
何
か
と

言
え
ば
ま
ず
槍
玉
に
上
げ
ら
れ

る
「
リ
ー
ダ
ー
の
不
在
」
だ
が

で
は
そ
の
リ
ー
ダ
ー
と
は
何
者

だ
っ
た
の
か
、
と
い
う
事
で
あ

る
。
日
々
夢
想
し
て
い
る
お
前

が
行
動
を
起
こ
せ
ば
い
い
で
は

な
い
か
と
も
言
わ
れ
よ
う
が
、

無
論
で
き
る
事
は
や
っ
て
い
き

た
い
な
が
ら
も
、
リ
ー
ダ
ー
に

は
そ
れ
な
り
の
能
力
、
素
養
が

必
要
だ
。
と
こ
ろ
が
、
革
命
の

リ
ー
ダ
ー
に
な
れ
る
よ
う
な
能

力
の
あ
る
人
間
は
現
代
ほ
と
ん

ど
好
ん
で
リ
ー
ダ
ー
な
ど
に
は

な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

か
つ
て
人
々
は
自
由
に
家
や

地
域
、
職
場
な
ど
を
脱
し
流
動

す
る
事
を
許
さ
れ
て
お
ら
ず
、

決
ま
っ
た
集
団
内
で
団
結
し
そ

の
中
の
適
正
の
あ
る
者
が
リ
ー

ダ
ー
と
な
っ
て
他
を
率
い
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
そ
の
よ
う
な
能

力
を
持
っ
た
人
間
は
、
自
由
に

な
る
事
が
許
さ
れ
た
社
会
に
お

い
て
は
、
も
っ
と
そ
の
能
力
を

生
か
せ
る
分
野
に
個
人
の
裁
量

で
移
っ
て
い
く
事
が
可
能
に
な

る
。
敢
え
て
そ
の
集
団
の
為
に

身
を
賭
し
て
闘
う
な
ど
と
い
う

リ
ス
ク
を
負
う
必
要
が
な
く
な

っ
た
と
い
う
事
な
の
で
あ
る
。

自
由
競
争
の
勝
者
と
な
る
選

択
肢
が
な
か
っ
た
時
代
、
自
身

の
待
遇
の
改
善
を
求
め
る
な
ら

ば
仲
間
と
団
結
し
、
そ
の
要
求

を
通
す
他
な
か
っ
た
。
昭
和
期

学
生
運
動
が
活
発
だ
っ
た
の
も

労
働
組
合
が
機
能
し
て
い
た
の

も
、
個
々
人
が
流
動
を
許
さ
れ

ず
、「
逃
げ
場
が
な
か
っ
た
」

時
代
だ
っ
た
か
ら
だ
と
い
う
。

　

こ
の
、
自
由
を
得
た
か
ら
こ

そ
「
集
団
の
為
」
よ
り
も
「
自

分
の
為
」
に
労
力
を
費
や
し
、

社
会
を
改
善
し
よ
う
と
い
う
試

み
が
為
さ
れ
な
く
な
っ
て
い
く

構
造
は
政
治
に
も
当
て
は
ま
っ

て
ゆ
く
。
も
は
や
政
治
自
体
が

自
由
競
争
を
推
奨
（「
ふ
る
さ

と
納
税
」
も
税
金
を
巡
る
自
治

体
同
士
の
競
争
だ
と
い
う
）
し

そ
れ
に
よ
っ
て
個
人
の
待
遇
が

左
右
さ
れ
る
現
状
で
は
、
投
票

を
含
め
た
政
治
参
加
な
ど
よ
り

も
、
自
身
の
出
世
や
資
格
取
得

に
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
注
い
だ
方
が

合
理
的
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
自

由
な
社
会
に
な
っ
た
事
で
、
政

治
も
ま
た
機
能
不
全
に
陥
っ
て

い
る
―
と
言
う
の
で
あ
る
。

　

無
論
、
誰
も
が
気
づ
く
で
あ

ろ
う
事
に
、
自
由
が
も
た
ら
す

困
難
は
革
命
な
ど
以
前
に
、
近

年
い
よ
い
よ
深
刻
化
し
て
い
る

少
子
化
、
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
恋

愛
・
結
婚
な
ど
に
関
す
る
事
の

方
が
直
接
的
に
実
感
で
き
る
よ

う
に
思
う
。
見
合
い
の
慣
習
が

失
わ
れ
、
自
由
恋
愛
が
是
と
さ

れ
る
時
代
に
な
る
と
、
実
際
に

は
（
性
格
や
能
力
的
に
）
自
由

に
恋
愛
が
で
き
る
層
は
ど
の
時

代
も
全
体
の
三
割
し
か
存
在
し

て
い
な
か
っ
た
事
が
わ
か
っ
て

き
た
と
言
わ
れ
、
こ
れ
に
不
況

や
女
性
の
社
会
進
出
な
ど
の
要

素
が
加
わ
り
、
多
く
が
自
由
と

言
い
な
が
ら
自
身
の
事
の
み
考

え
る
の
が
精
一
杯
の
世
の
中
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。

　

自
由
、
と
い
う
も
の
の
恐
る

べ
き
側
面
―
そ
れ
が
も
た
ら
し

た
社
会
の
大
い
な
る
損
失
に
、

今
あ
ら
た
め
て
暗
澹
た
る
気
分

に
さ
せ
ら
れ
る
。
自
由
化
が
進

む
、
と
い
う
事
は
成
熟
し
た
社

会
で
あ
る
事
の
証
で
あ
る
は
ず

な
の
に
、
そ
れ
が
行
き
詰
っ
た

社
会
を
変
革
す
る
力
を
著
し
く

阻
害
し
、
皮
肉
に
も
衰
亡
へ
の

道
標
に
な
っ
て
し
ま
う
と
言
う

の
な
ら
ば
、
一
体
そ
の
よ
う
な

進
退
窮
ま
っ
た
状
況
で
、
ど
う

す
れ
ば
日
本
の
、
せ
め
て
足
元

で
あ
る
東
北
の
未
来
に
光
明
を

見
出
せ
ば
よ
い
の
か
、
と
。

蝦え
み
し夷

の
首
領
た
ち
―
平
泉
藤
原

氏
か
ら
幕
末
奥
羽
越
各
藩
主
ら

に
至
る
歴
史
上
の
東
北
の
リ
ー

ダ
ー
ら
は
、
決
し
て
個
人
が
自

由
に
な
ら
な
い
社
会
の
中
に
い

て
、
更
に
外
か
ら
侵
略
と
い
う

抑
圧
を
受
け
て
立
ち
上
が
っ
た
。

彼
ら
は
、
何
も
な
り
た
く
て
棟

梁
と
な
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た

の
か
も
知
れ
な
い
―
現
代
な
ら

ば
、
彼
ら
の
よ
う
な
人
望
あ
る

者
ら
は
東
北
に
留
ま
ら
ず
東
京

や
海
外
へ
飛
び
出
し
て
、
各
々

の
活
路
を
見
出
し
て
し
ま
う
。

し
か
も
、
彼
ら
は
国
家
の
頂
点

に
立
っ
て
変
革
を
行
う
な
ど
と

い
う
事
よ
り
、
個
人
の
ス
キ
ル

を
上
げ
出
世
な
り
趣
味
な
り
に

邁
進
す
る
事
に
価
値
と
合
理
性

と
を
見
出
す
の
だ
。

　

リ
ー
ダ
ー
の
素
質
を
持
つ
優

れ
た
人
物
に
も
は
や
期
待
な
ど

で
き
な
い
し
、
し
て
は
な
ら
な

い
―
と
い
う
事
な
の
で
あ
る
。

 　

だ
が
論
説
は
続
け
て
、
革
命

の
起
こ
る
べ
く
も
な
い
こ
の
成

熟
し
た
絶
望
的
な
社
会
構
造
を

打
ち
破
る
事
は
可
能
と
説
く
の

で
あ
る
―
そ
れ
が
「
ロ
ー
カ
ル

の
再
構
築
」
と
い
う
方
法
だ
。

「
個
人
の
自
由
」
は
無
論
非

常
に
重
要
で
あ
り
、
絶
対
的
な

「
正
義
」
と
さ
え
思
え
る
も
の

だ
が
、
そ
の
正
義
が
「
子
供
を

産
み
育
て
る
」
に
代
表
さ
れ
る

集
団
の
為
に
動
き
社
会
の
変
革

を
可
能
に
す
る
云
わ
ば
「
豊
か

さ
」
と
相
反
す
る
も
の
で
あ
る

な
ら
ば
、
如
何
に
こ
の
両
者
を

近
づ
け
る
事
が
で
き
る
か
が
カ

ギ
と
な
っ
て
く
る
、
と
い
う
。

　

こ
れ
は
、
決
し
て
伝
統
的
な

旧
い
社
会
構
造
を
復
活
さ
せ
よ

う
な
ど
と
い
う
事
で
は
な
い
。

「
自
由
競
争
に
よ
っ
て
社
会
が

豊
か
に
な
る
」
と
い
う
考
え
方

だ
と
、
生
活
が
苦
し
く
な
り
続

け
る
今
後
の
日
本
を
憂
え
て
、

「
だ
か
ら
貯
金
が
〇
千
万
円
必

要
だ
」「
海
外
移
住
し
よ
う
」

な
ど
と
い
う
、
競
争
で
自
身
の

み
は
切
り
抜
け
よ
う
、
と
い
う

発
想
に
な
っ
て
し
ま
う
。
だ
か

ら
と
い
っ
て
、
集
団
の
為
に
動

こ
う
と
す
れ
ば
、
自
身
の
社
会

的
不
利
に
繋
が
っ
て
し
ま
う
。

　

と
こ
ろ
で
、「
集
団
の
為
」

よ
り
も
「
自
分
の
為
」
に
労
力

を
注
ぐ
事
が
合
理
的
な
状
況
と

い
う
も
の
は
、
集
団
の
規
模
が

大
き
い
事
に
よ
っ
て
起
こ
る
。

逆
に
集
団
の
規
模
が
小
さ
く

な
る
ほ
ど
、「
自
分
の
為
」
よ

り
「
集
団
の
為
」
に
動
き
や
す

く
な
る
の
だ
と
い
う
。

　

規
模
の
小
さ
な
集
団
と
し
て

究
極
の
例
で
あ
る
「
家
族
」
の

場
合
、
家
族
の
為
に
個
人
が
労

力
を
注
ぐ
事
は
誰
に
と
っ
て
も

当
然
の
事
と
感
じ
ら
れ
る
。
近

所
づ
き
あ
い
な
ど
が
機
能
し
て

い
る
地
域
社
会
で
は
、
地
域
貢

献
が
自
身
の
信
用
に
繋
が
る
と

い
う
恩
恵
が
あ
る
為
、「
集
団

の
為
」
に
動
く
事
が
有
意
義
と

思
え
る
場
面
が
多
い
は
ず
だ
。

　

即
ち
、
集
団
の
規
模
が
小
さ

け
れ
ば
「
集
団
の
為
」
と
「
自

分
の
為
」
が
近
く
な
り
、
逆
に

集
団
の
規
模
が
大
き
く
な
り
グ

ロ
ー
バ
ル
に
な
る
と
、
両
者
は

遠
く
な
る
。
集
団
が
大
き
く
な

り
過
ぎ
れ
ば
そ
の
為
に
労
力
を

注
ぐ
合
理
性
が
失
わ
れ
、
社
会

が
機
能
不
全
に
な
っ
て
い
く
。

　

よ
っ
て
、
社
会
に
は
「
ロ
ー

カ
ル
」
が
必
要
な
の
だ
―
と
い

う
事
が
言
え
る
の
だ
と
思
う
。

 　

そ
も
そ
も
国
政
と
い
う
も
の

も
、
代
議
制
民
主
主
義
と
い
う

形
で
「
ロ
ー
カ
ル
」
の
意
見
を

代
表
す
る
政
治
家
を
送
り
出
す

事
で
機
能
し
て
き
た
も
の
で
あ

り
、
現
在
も
そ
の
形
自
体
は
残

っ
て
い
る
が
、
実
態
は
各
地
域

の
為
に
動
こ
う
と
す
る
よ
り

「
個
人
個
人
が
国
政
に
つ
い
て

考
え
る
」
と
い
き
な
り
グ
ロ
ー

バ
ル
な
視
点
ば
か
り
が
強
制
さ

れ
る
の
が
現
状
の
よ
う
だ
。
し

か
し
、
ロ
ー
カ
ル
の
問
題
意
識

が
な
け
れ
ば
、
集
団
の
為
に
労

力
を
注
ぐ
動
機
が
失
わ
れ
て
、

社
会
や
政
治
が
機
能
し
な
く
な

っ
て
し
ま
う
。
ロ
ー
カ
ル
を
す

っ
飛
ば
し
て
国
家
全
体
の
事
を

考
え
る
―
と
い
う
の
は
無
理
が

あ
る
事
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　

※

　

こ
こ
ま
で
考
え
て
き
て
、
何

と
な
く
見
え
て
き
た
も
の
が
あ

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
―

そ
う
、
社
会
を
機
能
不
全
か

ら
救
う
為
に
は
、
そ
の
メ
リ
ッ

ト
・
デ
メ
リ
ッ
ト
を
天
秤
に
か

け
バ
ラ
ン
ス
感
覚
を
持
ち
な
が

ら
も
、
ロ
ー
カ
ル
―
即
ち
東
北

を
始
め
と
す
る
地
域
へ
、
そ
し

て
大
都
市
か
ら
よ
り
小
さ
な
集

団
へ
、
の
回
帰
が
必
要
な
の
で

は
な
い
か
、
と
い
う
事
だ
。

　

つ
ま
り
、
大
都
市
化
が
社
会

を
崩
壊
さ
せ
る
遠
因
で
あ
り
、

ロ
ー
カ
ル
的
環
境
―
人
口
の
少

な
い
、
よ
り
小
さ
な
集
団
が
割

拠
す
る
地
方
の
方
に
社
会
が
活

性
化
す
る
可
能
性
が
あ
る
と
す

る
な
ら
ば
、
現
在
ま
さ
に
起
こ

っ
て
い
る
、
武
田
氏
も
実
感
す

る
と
言
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
「
東

京
よ
り
、
福
岡
の
若
者
の
鮮
度

が
高
い
」
と
い
う
現
象
は
、
巨

大
に
な
り
過
ぎ
誰
も
そ
の
為
に

貢
献
す
る
意
義
を
持
た
な
く
な

っ
た
集
団
で
あ
る
東
京
か
ら
流

れ
出
し
た
人
々
が
、
ロ
ー
カ
ル

へ
と
回
帰
し
始
め
た
そ
の
序
章

に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
。

　

仙
台
も
ま
た
、
今
以
上
に
巨

大
な
集
団
に
は
な
り
そ
う
も
な

い
し
、
お
そ
ら
く
は
、
な
る
必

要
も
な
い
の
だ
。
無
理
に
東
京

圏
か
ら
人
々
を
呼
び
戻
そ
う
と

も
せ
ず
、
求
め
ら
れ
る
べ
き
変

革
を
地
道
に
成
し
遂
げ
た
ロ
ー

カ
ル
た
る
東
北
に
こ
そ
誰
を
も

惹
き
つ
け
る
魅
力
の
輝
き
を
認

め
る
事
が
で
き
る
の
で
は
な
い

か
―
そ
う
思
え
て
な
ら
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
。

　
独
立
を
忘
れ
た
東
北
人
が
　
　
　
　
　

　
　
　
こ
れ
か
ら
の
革
命
を
思
う
事

「鮮度」が違う、東北はそこに
あるか？（仙台駅遠望）



2024 年（令和 6 年）4 月 16 日（火曜日）　　第 143 号　http://tohoku-saiko.jp/

【東北再興】掲載の記事・写真・図表などの無断転載を禁止します。Copyright YUMUYU INC. All rights reserved.

イワウチワ

ミツバツツジ

ショウジョウバカマ

ヤマシャクヤクが伸びてきた

ユキワリソウ

キクザキイチゲとアズマイチゲ

河川の野焼き バッケ（フキノトウ）

シリーズ　遠野の自然
「遠野の清明」

遠野 1000 景より

　

遠
野
に
よ
う
や
く
春
が
来
た
。

春
の
花
々
が
、
待
ち
き
れ
な
い

か
の
よ
う
に
一
斉
に
咲
き
乱
れ

る
季
節
で
あ
る
。

　

そ
れ
と
と
も
に
、
外
の
景
色

も
一
挙
に
変
わ
る
。
晩
秋
の
く

す
ん
だ
色
や
雪
の
白
色
か
ら
一

転
し
て
、
鮮
や
か
な
色
彩
の
乱

舞
と
な
る
。

　

秋
か
ら
冬
に
か
け
、
長
い
忍

耐
の
時
に
た
め
込
ん
だ
エ
ネ
ル

ギ
ー
を
思
い
切
り
発
散
し
よ
う

と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
？

　

北
国
の
春
は
、
北
国
で
暮
ら

す
人
、
か
つ
て
暮
ら
し
た
人
に

は
格
別
な
季
節
で
あ
る
。

　

浮
き
立
つ
よ
う
な
喜
び
が
湧

き
出
て
く
る
季
節
で
あ
り
、
四

季
の
う
ち
で
最
も
劇
的
な
変
化

の
季
節
で
あ
る
。

　

古
希
の
筆
者
は
春
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
に
圧
倒
さ
れ
て
い
る
。
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「時間差で楽しめる東北桜」

写真撮影　尾崎匠

写真でお伝えする
東北の風景 


