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川
で
つ
な
が
る
海
辺
と
山
の
手

小
学
校
の
社
会
科
の
時
間
に
習
っ
た
リ

ア
ス
式
海
岸
。
複
雑
に
入
り
組
ん
だ
海
岸

線
を
目
の
前
に
し
て
、﹁
三
陸
に
は
リ
ア
ス

式
海
岸
が
広
が
る
﹂
と
い
う
言
葉
の
意
味

を
改
め
て
実
感
さ
せ
ら
れ
る
。

畠
山
重
篤

は
た
け
や
ま
し
げ
あ
つ

さ
ん
は
三
陸
リ
ア
ス
式
海
岸

で
牡
蠣
の
養
殖
業
を
営
ん
で
い
る
。
森
が

海
に
与
え
る
影
響
の
大
き
さ
に
気
づ
い
て
、

１
９
８
９
年
︵
平
成
元
︶︿
牡
蠣
の
森
を
慕

う
会
﹀
を
結
成
。
気
仙
沼
湾
に
注
ぐ
大
川

の
上
流
に
広
葉
樹
の
植
林
を
始
め
た
。

︿
牡
蠣
の
森
を
慕
う
会
﹀
と
聞
い
て
ピ

ン
と
こ
な
か
っ
た
人
も
、﹁
森
は
海
の
恋
人
﹂

運
動
、
そ
し
て
代
表
を
務
め
る
畠
山
重
篤

さ
ん
の
名
前
だ
っ
た
ら
、
す
ぐ
に
思
い
浮

か
べ
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

植
林
の
き
っ
か
け
は
、
牡
蠣
が
真
っ
赤

に
染
ま
る
ほ
ど
の
赤
潮
の
発
生
だ
っ
た
。

畠
山
さ
ん
は
当
時
の
こ
と
を
、
こ
う
振
り

返
る
。

﹁
赤
潮
は
昭
和
40
年
代
︵
１
９
６
５
〜
︶

か
ら
始
ま
っ
た
。
ち
ょ
う
ど
東
京
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
が
行
な
わ
れ
た
時
期
か
ら
頻
繁
に

起
き
る
よ
う
に
な
っ
た
ん
で
す
。
当
時
は
、

の
ど
か
な
田
舎
で
も
そ
ん
な
状
態
。
赤
く

染
ま
っ
た
牡
蠣
は
売
り
物
に
な
ら
な
か
っ

た
か
ら
、
み
ん
な
困
り
果
て
ま
し
た
﹂

そ
ん
な
こ
と
に
な
る
以
前
、
海
は
地
元

の
人
た
ち
か
ら
﹁
太
平
洋
銀
行
﹂
と
呼
ば

れ
て
い
た
。

畠
山
さ
ん
の
著
作
﹃
リ
ア
ス
の
海
辺
か

ら
﹄︵
文
藝
春
秋

１
９
９
９
︶
を
読
む
と
、

畠
山
さ
ん
の
子
供
時
代
に
あ
た
る
昭
和
20

〜
30
年
代
ま
で
は
、
海
は
実
に
豊
穣
だ
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。

﹁
海
の
幸
が
無
尽
蔵
に
採
れ
た
か
ら
、
太

平
洋
銀
行
。
そ
れ
が
化
学
肥
料
や
農
薬
、

汚
れ
た
家
庭
排
水
が
川
か
ら
ど
ん
ど
ん
流

れ
込
む
よ
う
に
な
っ
て
。
つ
ま
り
赤
潮
の

原
因
は
陸
側
か
ら
く
る
ん
で
す
。
移
動
す

る
術
を
持
た
な
い
牡
蠣
は
、
逃
げ
場
が
な

い
の
で
害
を
も
ろ
に
受
け
た
ん
で
す
ね
﹂

廃
業
し
て
陸お

か

に
上
が
る
人
も
増
え
る
中
、

畠
山
さ
ん
は
川
が
運
ん
で
く
る
水
の
上
流

に
目
を
つ
け
た
。

﹁
小
さ
い
と
き
か
ら
生
き
物
と
暮
ら
し
て

き
た
。
海
の
生
き
物
は
当
然
と
し
て
、
山

や
川
に
も
生
き
物
が
た
く
さ
ん
い
て
、
そ

う
い
う
中
で
育
っ
て
き
た
ん
で
す
﹂

従
来
か
ら
、
海
辺
の
漁
民
と
山
の
手
の

農
家
が
婚
姻
関
係
を
結
ぶ
こ
と
は
多
か
っ

た
。
実
際
、
畠
山
さ
ん
の
お
母
さ
ん
も
農

家
か
ら
お
嫁
入
り
し
て
い
る
。
木
材
や
竹

な
ど
山
の
材
料
は
、
竿
や
養
殖
筏
、
造
船

に
は
欠
か
せ
な
い
し
、
蠣
殻
を
畑
の
肥
料

に
す
る
な
ど
、
海
と
山
は
日
常
的
に
つ
な

が
っ
て
い
る
。
麻
ロ
ー
プ
な
ど
が
普
及
す

る
前
は
、
山
ぶ
ど
う
の
蔓つ

る

を
使
っ
て
い
た

そ
う
で
、
舟
喰
虫
が
つ
か
な
い
丈
夫
な
綱

だ
っ
た
と
い
う
。

畠
山
さ
ん
は
ま
た
、
汽
水
域
が
豊
か
な

生
態
系
を
育
む
こ
と
に
も
気
づ
い
て
い
た
。

塩
水
だ
け
で
は
ダ
メ
で
、
川
の
水
と
混
じ

り
合
う
こ
と
で
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
が
豊
富
な
、

魚
や
貝
が
育
ち
や
す
い
海
域
に
な
る
の
で

あ
る
。

﹁
と
こ
ろ
が
そ
の
川
が
汚
染
物
質
を
運
ん

で
く
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
海
だ

け
で
は
な
く
、
田
ん
ぼ
に
行
く
と
シ
ー
ン

と
し
て
い
て
異
様
だ
っ
た
。
昔
は
蛙
や
虫

が
う
る
さ
い
ほ
ど
鳴
い
て
い
た
の
に
。

だ
か
ら
植
林
を
思
い
つ
い
た
の
も
、
山

に
木
を
何
本
植
え
れ
ば
水
質
が
ど
れ
ぐ
ら

い
き
れ
い
に
な
る
、
と
い
う
の
で
は
な
く
、

﹃
人
間
の
意
識
を
ど
う
変
え
る
か
﹄
と
い
う

こ
と
が
最
大
の
目
標
だ
っ
た
ん
で
す
よ
﹂

除
草
剤
は
海
苔
の
養
殖
に
も
打
撃
を
与

え
た
。
か
つ
て
は
雪
解
け
水
が
海
苔
の
成

長
を
促
し
て
い
た
が
、
赤
潮
が
発
生
し
た

時
期
を
同
じ
く
し
て
、
川
水
が
増
え
る
と
、

す
く
す
く
育
っ
た
海
苔
が
一
晩
で
消
え
て

し
ま
う
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
。

︿
牡
蠣
の
森
を
慕
う
会
﹀
の
誕
生

﹁
森
は
海
の
恋
人
﹂
は
︿
牡
蠣
の
森
を

慕
う
会
﹀
の
活
動
の
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
。

歌
人
の
熊
谷
龍
子

り
ゅ
う
こ

さ
ん
が
考
え
て
く
れ
た
。

﹁
熊
谷
さ
ん
は
、
先
祖
伝
来
の
森
を
守
っ

て
暮
ら
し
て
い
る
人
。
夫
の
博
之
さ
ん
が

大
川
の
上
流
に
建
設
予
定
だ
っ
た
ダ
ム
反

対
の
運
動
を
進
め
て
い
て
、︿
牡
蠣
の
森
を

慕
う
会
﹀
と
同
じ
方
向
性
だ
っ
た
た
め
に

い
ろ
い
ろ
協
力
し
て
く
れ
ま
し
た
﹂

最
初
に
畠
山
さ
ん
が
考
え
た
の
は
﹃
ワ

カ
メ
も
カ
キ
も
森
の
恵
み
﹄
と
い
う
キ
ャ

ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
。
そ
の
も
の
ズ
バ
リ
だ
け

ど
、
色
気
が
な
い
と
仲
間
に
言
わ
れ
た
。

そ
こ
で
龍
子
さ
ん
が
考
え
て
く
れ
た
の
が

﹁
森
は
海
の
恋
人
﹂。
一
度
聞
い
た
ら
忘
れ

海からのラブレター
〈牡蠣の森を慕う会〉20周年に向けて

1989年（平成元）に始まった〈牡蠣の森を慕う会〉の植林活動が、来年20年目を迎える。

全長25kmの大川が太平洋に注ぐ気仙沼湾で

「海にとっても山が大事」

と訴えてきた畠山重篤さんは、

牡蠣や帆立の養殖といった漁業と運動を両立させてきた。

「森は海の恋人」

というインパクトのあるキャッチフレーズにも助けられて周知が進み、

運動は多方面から注目されるまでに成長してきた。

この運動をきっかけに、地元ではどのような活動が展開しているのか。

そんな興味を抱いて気仙沼を訪れた。

第20回 水の文化楽習実践取材

畠山重篤さん
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ら
れ
な
い
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
と
し
て
、

全
国
に
知
ら
れ
て
い
っ
た
。

﹁
川
の
水
は
資
源
だ
か
ら
人
間
が
使
い
切

っ
て
海
に
捨
て
る
、
と
い
う
発
想
が
ま
か

り
通
っ
た
悲
し
い
時
期
が
あ
っ
た
ん
で
す
﹂

と
い
う
畠
山
さ
ん
。
川
の
水
は
生
物
を

育
ん
だ
り
、
地
下
水
を
浄
化
し
て
涵
養
し

た
り
、
と
い
う
さ
ま
ざ
ま
な
働
き
を
す
る
。

そ
の
多
様
な
価
値
を
見
な
い
で
、﹁
水
資
源
﹂

と
い
う
単
一
な
価
値
観
だ
け
に
特
化
し
て

い
っ
た
た
め
だ
。

山
が
針
葉
樹
で
埋
め
尽
く
さ
れ
て
い
る

の
も
同
じ
こ
と
。
成
長
の
速
い
針
葉
樹
は

広
葉
樹
に
比
べ
て
早
く
換
金
で
き
る
か
ら

と
、
戦
後
は
雑
木
と
呼
ば
れ
る
広
葉
樹
を

伐
っ
た
り
、
杉
や
檜
が
続
々
と
植
林
さ
れ

て
い
っ
た
。
そ
れ
以
前
の
赤
松
も
、
実
は

人
間
の
都
合
で
植
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
か

っ
た
。
太
平
洋
戦
争
の
末
期
、
石
油
が
不

足
し
て
、
赤
松
の
根
か
ら
油
を
取
り
出
す

工
場
が
全
国
に
つ
く
ら
れ
た
と
い
う
の
だ
。

松
根

し
ょ
う
こ
ん

を
乾
留
さ
せ
、
テ
レ
ピ
ン
油
や
パ
イ

ン
油
を
抽
出
す
る
た
め
に
、
赤
松
は
重
用

さ
れ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
龍
子
さ
ん
の
祖
父
で
気
仙
沼

地
方
を
代
表
す
る
歌
人
、
熊
谷
武
雄
さ
ん

は
今
か
ら
80
年
も
前
に
こ
ん
な
歌
を
詠
ん

で
い
る
。

手
長
野
に
木
々
は
あ
れ
ど
も
　

た
ら
ち
ね
の
　
は
は
そ
の
か
げ
は

拠
る
に
し
た
し
き

﹁
手
長
山
に
は
い
ろ
い
ろ
な
木
が
あ
る
が
、

柞
は
は
そ

︵
楢
や
ク
ヌ
ギ
の
古
語
︶
の
林
に
入
る

と
、
お
母
さ
ん
の
そ
ば
に
来
た
よ
う
で
心

が
休
ま
る
よ
な
あ
、
と
い
う
意
味
で
す
。

森
は
本
来
こ
う
し
た
精
神
的
、
環
境
的
な

恵
み
を
持
っ
て
い
た
の
に
、
戦
後
は
単
な

る
﹃
建
材
﹄
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
、
成
長

の
速
い
杉
や
檜
な
ど
の
針
葉
樹
に
植
え
換

え
ら
れ
て
、
生
き
物
が
棲
め
な
い
場
所
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
。
で
も
落
葉
広
葉
樹
の

森
は
、
花
が
虫
に
蜜
を
与
え
、
木
ノ
実
が

鳥
や
動
物
の
餌
に
な
り
、
葉
が
落
ち
る
こ

と
で
腐
葉
土
を
つ
く
っ
て
い
ま
し
た
。
だ

か
ら
生
態
系
が
豊
か
だ
っ
た
ん
で
す
﹂

日
本
の
先
人
の
知
恵
と
同
じ
こ
と
を
、

畠
山
さ
ん
は
フ
ラ
ン
ス
で
経
験
す
る
。
フ

ラ
ン
ス
の
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
の
海
辺
に
牡
蠣

養
殖
の
視
察
に
訪
れ
た
の
だ
。
干
潟
に
う

ご
め
く
カ
ニ
や
海
老
に
、
か
つ
て
の
宮
城

の
海
の
姿
が
あ
り
、
ロ
ワ
ー
ル
川
上
流
の

広
葉
樹
の
森
に
、
杉
山
に
変
る
前
の
三
陸

の
森
の
原
風
景
が
あ
っ
た
。

こ
の
と
き
の
体
験
が
き
っ
か
け
と
な
っ

て
、
畠
山
さ
ん
は
森
の
重
要
性
、
特
に
落

葉
広
葉
樹
の
大
切
さ
に
気
づ
い
て
い
く
。

熊
谷
武
雄
さ
ん
が
歌
に
詠
ん
だ
、
柞

は
は
そ

の

森
の
復
活
を
目
指
し
た
と
も
い
え
る
。
来

年
は
︿
牡
蠣
の
森
を
慕
う
会
﹀
結
成
か
ら

20
年
目
。
三
陸
の
帆
立
貝
養
殖
の
先
駆
者

で
も
あ
る
畠
山
さ
ん
の
ア
イ
デ
ィ
ア
は
留

ま
る
こ
と
を
知
ら
な
い
。
パ
ワ
フ
ル
に
突

き
進
ん
で
い
っ
た
20
年
間
だ
っ
た
。

室
根
山
が
取
り
持
つ
海
と
山

︿
牡
蠣
の
森
を
慕
う
会
﹀
は
１
９
８
９
年

︵
平
成
元
︶
か
ら
、
岩
手
県
の
室
根
山

む
ろ
ね
さ
ん

に
落

葉
広
葉
樹
の
植
林
を
開
始
。
紀
州
熊
野
大

社
の
熊
野
神
分
霊
を
勧
請
し
て
か
ら
室
根

山
と
改
称
し
た
が
、
か
つ
て
は
鬼
首

お
に
か
べ

山
と

呼
ば
れ
、
坂
上
田
村
麻
呂

さ
か
の
う
え
の
た
む
ら
ま
ろ

の
鬼
退
治
伝
説

も
伝
わ
っ
て
い
る
。

植
林
地
に
室
根
山
を
選
ん
だ
の
は
、
こ

の
山
が
﹁
山
ば
か
り
﹂
だ
っ
た
か
ら
。﹁
山

ば
か
り
﹂
と
は
、
海
か
ら
目
印
に
し
て
い

る
山
を
見
て
、
山
と
山
と
の
重
な
り
具
合

か
ら
、
自
分
の
位
置
を
確
認
し
て
進
む
方

向
を
決
め
た
こ
と
に
由
来
す
る
。
目
印
に

な
る
山
を
こ
う
呼
び
、﹁
山
あ
て
﹂
と
も
い

わ
れ
る
。

室
根
山
は
気
仙
沼
の
漁
師
に
と
っ
て
、

命
を
左
右
す
る
大
事
な
﹁
山
ば
か
り
﹂
だ

っ
た
。
そ
の
た
め
古
く
か
ら
山
岳
信
仰
の

対
象
と
し
て
親
し
ま
れ
て
き
た
上
に
、
気

仙
沼
方
面
の
漁
民
の
海
上
安
全
や
大
漁
祈

願
の
信
仰
対
象
と
も
な
っ
て
き
た
。
閏

う
る
う

年

の
翌
年
の
旧
暦
９
月
19
日
に
行
な
わ
れ
る

特
別
大
祭
は
、
奥
州
三
大
荒
祭
り
と
し
て

も
有
名
で
あ
る
。

室
根
山
で
の
植
樹
祭
で
︿
牡
蠣
の
森
﹀

に
海
か
ら
持
っ
て
い
っ
た
大
漁
旗
が
は
た

め
い
た
と
き
に
は
、

﹁
緑
の
森
に
大
漁
旗
が
映
え
る
な
あ
、
思

っ
た
と
お
り
だ
﹂

と
鳥
肌
が
立
つ
思
い
だ
っ
た
と
畠
山
さ

ん
は
言
う
。

一
関
市
役
所
室
根
支
所
か
ら
程
近
い
場

所
に
、
お
仮
宮

か
り
み
や

と
呼
ば
れ
る
所
が
あ
る
。

紀
州
熊
野
か
ら
の
分
霊
が
舟
で
唐
桑
に
着

き
、
陸
路
を
運
ば
れ
た
あ
と
、
こ
の
お
仮

宮
で
休
ん
だ
こ
と
に
由
来
す
る
。
特
別
大

祭
の
神
役

じ
ん
や
く

は
室
根
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、

唐
桑
や
川
崎
か
ら
も
や
っ
て
来
て
潮
水
が

奉
納
さ
れ
る
と
い
う
か
ら
、
や
は
り
室
根

山
と
海
と
の
絆
は
深
い
の
で
あ
る
。

加
え
て
、
大
川
は
岩
手
県
︵
室
根
︶
か

ら
端
を
発
し
て
宮
城
県
︵
気
仙
沼
︶
で
太

平
洋
に
注
ぐ
川
だ
が
、
本
来
、
室
根
も
気

仙
沼
も
同
じ
郡
だ
っ
た
。

行
政
区
を
超
え
て
一
つ
の
活
動
に
取
り

組
む
の
は
、
現
代
社
会
に
お
い
て
、
さ
ま

ざ
ま
な
困
難
が
伴
う
も
の
だ
。
し
か
し
、

そ
の
境
界
線
は
、
虫
や
魚
や
鳥
に
は
も
ち
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ろ
ん
、
私
た
ち
の
目
に
は
見
え
な
い
も
の

だ
し
、
郡
や
流
域
と
し
て
と
ら
え
た
ら
、

住
民
の
精
神
的
な
一
体
感
は
案
外
掘
り
起

こ
せ
る
も
の
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

︿
牡
蠣
の
森
﹀
は
海
の
恋
人

室
根
山
の
植
林
地
は
︿
牡
蠣
の
森
﹀
と

命
名
さ
れ
、﹁
森
は
海
の
恋
人
﹂
運
動
の
象

徴
で
あ
る
。
そ
の
室
根
山
を
擁
す
る
一
関

市
室
根
町
︵
元
・
室
根
村
︶
で
お
話
を
う

か
が
っ
た
。

一
関
市
役
所
室
根
支
所
産
業
経
済
課
農

林
係
の
小
野
寺
新
吾
さ
ん
は
、
植
林
運
動

の
担
当
者
に
な
っ
て
９
年
目
。
ス
タ
ー
ト

当
初
の
こ
と
も
調
べ
て
、
山
の
手
側
の
事

情
を
話
し
て
く
れ
た
。

﹁
当
時
の
加
藤
央

ひ
ろ
し

村
長
は
畠
山
さ
ん
か
ら

﹃
上
流
へ
の
感
謝
を
込
め
て
植
林
し
た
い
﹄

と
言
わ
れ
た
そ
う
で
す
。
上
流
、
下
流
と

い
う
流
域
圏
内
を
考
え
た
と
き
、
当
時
の

水
質
と
し
て
み
た
ら
、
あ
ま
り
良
い
関
係

で
な
か
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
だ
か
ら

加
藤
村
長
も
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
︿
牡
蠣
の
森

を
慕
う
会
﹀
か
ら
の
申
し
出
に
い
っ
そ
う

共
鳴
し
て
、
室
根
山
へ
の
植
樹
が
実
現
し

た
の
だ
と
思
い
ま
す
﹂

小
野
寺
さ
ん
は
ま
た
、
こ
の
活
動
は

︿
牡
蠣
の
森
を
慕
う
会
﹀
と
有
志
団
体
︵
第

１
回
、
第
２
回
、
第
４
回
は
単
独
開
催
。

第
３
回
は
︿
む
ろ
ね
森
と
海
を
語
ろ
う
会
﹀、

第
５
回
と
第
７
回
は
︿
ひ
こ
ば
え
の
森
分

収
林
組
合
﹀、
第
６
回
は
岩
手
県
緑
化
推
進

委
員
会
室
根
支
部
、
第
８
回
以
降
は
第
12

区
自
治
会
と
の
共
催
︶
の
主
催
で
あ
り
、

行
政
と
し
て
は
用
地
と
ス
タ
ッ
フ
の
提
供

に
協
力
し
て
い
る
だ
け
だ
と
い
う
。
あ
く

ま
で
も
民
間
の
主
体
的
な
活
動
で
、
そ
れ

が
19
回
続
い
て
き
た
と
い
う
の
だ
。

土
地
の
提
供
も
室
根
村
と
し
て
は
第
３

回
以
降
の
こ
と
。
初
回
と
２
回
目
は
室
根

神
社
が
神
社
周
辺
の
遊
休
地
を
提
供
し
て

い
る
。
土
地
利
用
に
関
す
る
契
約
も
、
植

林
の
許
可
を
受
け
た
だ
け
で
特
に
か
わ
し

て
お
ら
ず
、
第
５
回
が
転
機
と
な
っ
た
。

第
５
回
で
植
林
地
と
な
っ
た
の
は
、
岩

手
県
の
県
行

け
ん
こ
う

造
林
で
あ
っ
た
赤
松
林
の
跡

地
。

県
行
造
林：

県
が
民
有
林
野
（
市
町
村
有
林
野
も
含

む
）
の
土
地
所
有
者
と
分
収
契
約
を
結
び
、
造
林
を

行
な
っ
て
、
そ
の
収
益
を
土
地
所
有
者
と
分
収
す
る

制
度
。

分
収：

「
土
地
所
有
者
」「
造
林
ま
た
は
保
育
を
行
な

う
者
」「
費
用
を
負
担
す
る
者
」
の
２
者
ま
た
は
３
者

で
契
約
を
結
び
、
伐
採
時
に
収
益
を
一
定
の
割
合
で

分
け
合
う
制
度
を
分
収
林
制
度
と
い
う
。

室
根
村
と
分
収
林
組
合
の
間
で
60
年
間

の
分
収
林
契
約
が
結
ば
れ
、
矢
越
山
の
１

ha
の
土
地
に
１
６
０
０
本
の
欅

け
や
き

、
２
０
０

本
の
山
桜
、
２
０
０
本
の
小
楢

こ
な
ら

の
苗
木
が

植
え
ら
れ
た
。

第
６
回
に
い
っ
た
ん
室
根
山
に
戻
っ
た

も
の
の
、
第
７
回
以
降
は
︿
ひ
こ
ば
え
の

森
﹀
と
名
づ
け
た
矢
越
山
の
県
行
造
林
跡

地
に
植
林
が
続
け
ら
れ
て
い
る
。

初
回
か
ら
４
回
目
ま
で
の
植
樹
は
30
本

か
ら
80
本
程
度
で
、
記
念
植
樹
的
な
意
味

合
い
が
強
か
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
が
５
回

目
以
降
、
一
気
に
２
０
０
０
本
植
樹
に
な

地図を見れば、気仙沼湾への分
水嶺が県境ではなく室根町の境
界線だということがよくわかる。
左：安波山から見下ろした気仙
沼湾。リアス式海岸であること
が一目でわかる。湾内は、養殖
筏でいっぱい。
右：気仙沼湾の一番奥にある港
には、北は北海道、南は九州か
らの漁船があふれていた。

小野寺新吾さん
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る
の
は
、
畠
山
さ
ん
た
ち
海
の
民
が
抱
く

環
境
へ
の
危
機
感
に
、
山
の
手
側
か
ら
も

応
え
る
人
た
ち
が
生
ま
れ
て
き
た
か
ら
だ
。

参
加
者
も
徐
々
に
増
え
、
第
13
回
に
は

１
０
０
０
人
に
達
す
る
。
今
で
は
６
月
の

第
１
日
曜
日
が
恒
例
と
な
っ
た
植
樹
祭
に
、

全
国
か
ら
人
が
訪
れ
、
繰
り
返
し
参
加
す

る
人
も
い
る
と
い
う
。

︿
牡
蠣
の
森
﹀
か
ら

︿
ひ
こ
ば
え
の
森
﹀
へ

小
野
寺
さ
ん
の
案
内
で
︿
ひ
こ
ば
え
の

森
﹀
を
見
学
し
た
。
初
期
に
植
え
ら
れ
た

落
葉
広
葉
樹
が
育
っ
て
き
て
お
り
、
暗
い

針
葉
樹
林
を
見
慣
れ
た
目
に
は
、
明
る
い

緑
が
新
鮮
に
映
る
。

50
年
後
に
こ
こ
で
育
っ
た
木
材
で
家
具

が
つ
く
れ
た
ら
素
晴
ら
し
い
で
す
ね
、
と

言
っ
た
と
こ
ろ

﹁
良
い
木
を
育
て
る
に
は
、
少
し
間
伐
し

な
い
と
。
そ
ろ
そ
ろ
手
入
れ
を
し
て
い
く

時
期
に
入
っ
て
い
ま
す
ね
﹂

と
い
う
小
野
寺
さ
ん
。
森
林
を
熟
知
し

た
人
の
力
が
生
か
さ
れ
る
こ
と
で
、
活
動

の
い
っ
そ
う
の
拡
が
り
が
期
待
さ
れ
る
。

海
の
民
か
ら
の
働
き
か
け
が
︿
牡
蠣
の

森
を
慕
う
会
﹀
か
ら
だ
っ
た
と
す
る
と
、

山
の
手
側
で
中
心
と
な
っ
た
の
が
、
当
時

の
室
根
村
︵
現
・
一
関
市
室
根
町
︶
の
第

12
区
自
治
会
で
あ
る
。
第
３
回
の
植
樹
に

参
加
し
た
中
か
ら
、︿
牡
蠣
の
森
を
慕
う
会
﹀

の
活
動
に
共
感
し
た
人
た
ち
が
現
れ
た
の

だ
と
い
う
。

﹁
第
12
区
自
治
会
で
は
１
９
８
２
年
︵
昭

和
57
︶
に
、
環
境
に
関
心
の
あ
る
人
た
ち

の
提
案
で
︿
水
車
の
あ
る
集
落
づ
く
り
﹀

構
想
が
始
ま
り
ま
し
た
。
代
表
に
な
っ
た

の
は
小
岩
邦
彦
さ
ん
と
い
う
役
場
の
Ｏ
Ｂ

で
、
長
ら
く
自
治
会
長
を
務
め
て
い
ま
す
﹂

小
岩
さ
ん
は
農
村
景
観
を
取
り
戻
そ
う

と
水
車
小
屋
の
復
元
、
環
境
保
全
型
農
業

の
実
践
な
ど
に
取
り
組
ん
で
き
た
。
こ
う

し
た
活
動
の
一
環
と
し
て
、
地
産
農
産
物

を
販
売
す
る
﹁
こ
っ
と
ん
こ
﹂
市
の
開
催

や
ア
イ
ガ
モ
農
法
の
実
践
、
絶
滅
寸
前
だ

っ
た
矢
越
カ
ブ
生
産
の
復
活
も
行
な
っ
て

お
り
、
１
９
９
４
年
︵
平
成
６
︶
の
﹁
岩

手
県
活
力
あ
る
我
が
む
ら
づ
く
り
コ
ン
ク

ー
ル
優
秀
賞
﹂
な
ど
を
受
賞
し
て
い
る
。

ま
た
、
他
の
団
体
で
も
活
動
が
呼
応
し
、

水
質
検
査
や
カ
ツ
カ
な
ど
の
水
生
生
物
の

保
護
、
鮭
の
放
流
、
木
炭
を
使
っ
た
水
質

改
善
作
業
な
ど
を
行
な
う
よ
う
に
な
っ
た
。

﹁
当
時
は
減
農
薬
で
、
と
思
っ
て
も
、
収

益
の
落
ち
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
中
で

な
か
な
か
実
現
で
き
な
い
実
状
が
あ
っ
た
。

今
、
減
農
薬
が
実
現
で
き
て
い
る
の
は
、

農
家
に
先
が
け
て
消
費
者
の
意
識
が
変
っ

た
た
め
で
す
。
と
こ
ろ
が
第
12
区
自
治
体

は
、
そ
う
し
た
消
費
者
か
ら
要
望
が
挙
が

っ
て
く
る
以
前
か
ら
環
境
保
全
型
農
業
に

取
り
組
ん
で
き
た
の
で
す
﹂

と
小
野
寺
さ
ん
。︿
牡
蠣
の
森
を
慕
う
会
﹀

か
ら
の
働
き
か
け
に
室
根
村
が
呼
応
し
た

の
は
、
こ
う
し
た
土
壌
が
あ
っ
た
か
ら
こ

そ
だ
。

森
か
ら
海
へ

﹁
森
は
海
の
恋
人
﹂
運
動
は
、
い
わ
ば
海

か
ら
森
へ
の
ラ
ブ
レ
タ
ー
。
そ
れ
に
応
え

て
森
林
組
合
の
バ
ス
に
乗
っ
て
小
学
生
た

ち
が
舞
根
湾
を
訪
れ
た
の
は
、
第
１
回
植

林
の
翌
年
、
１
９
９
０
年
︵
平
成
２
︶
の

こ
と
だ
っ
た
、
と
畠
山
さ
ん
は
振
り
返
る
。

右上：室根支所から見上げた室根山
は、気仙沼湾からもよく見える。海
から目印にする「山ばかり」でもあ
り、信仰の対象ともなっている。
右：〈水車のある集落づくり〉構想
で復元された水車小屋。
他：矢越山の〈ひこばえの森〉で開
催される植樹祭は年々参加者が増え
ている。（写真提供：一関市役所室根支所）
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﹁
こ
の
と
き
、
す
ご
く
印
象
に
残
っ
て
い

る
こ
と
が
あ
る
。
牡
蠣
に
や
る
餌
は
何
か

と
聞
か
れ
、
豊
富
な
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
が
あ

れ
ば
餌
は
い
ら
な
い
ん
だ
と
答
え
た
ら
、

﹃
漁
師
さ
ん
は
ド
ロ
ボ
ー
み
た
い
で
す
ね
﹄

と
小
学
生
に
言
わ
れ
た
ん
だ
よ
﹂

海
の
生
物
の
こ
と
を
何
も
知
ら
な
い
山

の
子
供
た
ち
に
、
畠
山
さ
ん
は
プ
ラ
ン
ク

ト
ン
ネ
ッ
ト
で
採
取
し
た
プ
ラ
ン
ク
ト
ン

を
飲
ま
せ
た
り
、
顕
微
鏡
で
覗
か
せ
た
り

す
る
。
顕
微
鏡
の
中
で
う
ご
め
く
プ
ラ
ン

ク
ト
ン
か
ら
食
物
連
鎖
の
話
が
始
ま
り
、

や
が
て
水
俣
病
の
原
因
に
ま
で
話
は
及
ん

で
い
く
。
こ
う
し
た
活
動
の
中
か
ら
、
環

境
へ
の
意
識
が
芽
生
え
、
将
来
の
進
路
に

影
響
を
受
け
た
子
供
も
多
い
と
い
う
。

﹁
見
学
に
来
た
あ
と
に
感
想
文
が
送
ら
れ

て
き
た
ん
だ
け
ど
、﹃
朝
シ
ャ
ン
の
シ
ャ
ン

プ
ー
を
半
分
に
し
ま
し
た
﹄
と
か
﹃
お
父

さ
ん
に
農
薬
を
減
ら
す
よ
う
に
頼
み
ま
し

た
﹄
と
書
い
て
あ
る
の
を
見
て
、
本
当
に

う
れ
し
か
っ
た
。
相
手
の
顔
を
知
る
こ
と

で
、
迷
惑
を
か
け
て
は
い
け
な
い
、
役
に

立
と
う
と
い
う
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
上
が

る
。
だ
か
ら
、
私
た
ち
は
○
○
し
な
い
で

く
だ
さ
い
と
言
う
の
で
は
な
く
、
海
で
の

暮
ら
し
を
山
の
子
供
た
ち
に
知
っ
て
ほ
し

か
っ
た
ん
で
す
﹂

子
供
か
ら
大
人
へ
、
森
か
ら
海
へ
。

﹁
森
は
海
の
恋
人
﹂
運
動
は
畠
山
さ
ん
た

ち
か
ら
の
片
思
い
で
は
な
く
、
き
ち
ん
と

相
互
に
意
志
疎
通
が
で
き
る
運
動
に
育
っ

て
い
っ
た
。
畠
山
さ
ん
は
そ
の
秘
訣
を

﹁
生
活
者
の
運
動
だ
っ
た
か
ら
﹂
と
位
置
づ

け
る
。
運
動
家
に
よ
る
運
動
だ
っ
た
ら
ど

こ
か
で
止
ま
っ
て
し
ま
っ
た
か
も
し
れ
な

い
け
れ
ど
、
生
活
す
べ
て
を
見
せ
る
こ
と

で
運
動
の
範
囲
が
ど
ん
ど
ん
拡
が
っ
て
い

っ
た
か
ら
だ
。

最
近
、
畠
山
さ
ん
が
運
動
の
成
果
を
実

感
す
る
う
れ
し
い
出
来
事
が
、
ま
た
一
つ

増
え
た
。
ウ
ナ
ギ
が
舞
根
湾
に
戻
っ
て
き

た
の
だ
。

﹁
ウ
ナ
ギ
は
自
然
環
境
を
量
る
と
き
の
指

標
生
物
の
ト
ッ
プ
。
良
い
河
川
環
境
の
所

に
し
か
い
な
い
。
た
く
さ
ん
い
た
ウ
ナ
ギ

が
40
年
前
に
ぱ
た
っ
と
い
な
く
な
っ
た
こ

と
を
思
い
出
す
と
、
今
年
の
植
樹
祭
の
前

の
日
に
２
匹
わ
な
に
か
か
っ
て
い
た
の
は
、

す
ご
く
う
れ
し
い
こ
と
で
し
た
﹂

舞
根
湾
に
戻
っ
て
き
た
ウ
ナ
ギ
は
、
畠

山
さ
ん
の
期
待
を
一
身
に
背
負
う
、
期
待

の
星
な
の
だ
。

上：蠣殻は砕かれ畑に撒かれる。山から戴いた恵みの一部が肥
料となって、また、山に還されるのだ。
左：〈ひこばえの森〉に植樹された苗木の１本１本が、ウナギ
に変身していくに違いない。
下：畠山さんのもとを訪れる子供たちは、二丁櫓の大型和舟
「あずさ丸」と「あずさ丸 II」で養殖筏まで出かける。舟体はも
ちろんだが、特に舟の櫓は、しなりがよく水に強いミズナラ、
古語でいう柞（ははそ）の木でつくられる。「あずさ丸」は、切
り離せない海と山の象徴でもある。
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い
牡
蠣
な
ん
だ
。
そ
れ
で
ず
っ
と
注
目
し

て
い
た
ん
だ
け
れ
ど
、
そ
の
牡
蠣
を
養
殖

す
る
環
境
づ
く
り
の
た
め
に
植
樹
を
始
め

る
と
聞
い
て
共
感
を
覚
え
た
ん
で
す
﹂

東
京
・
築
地
の
事
情
に
も
く
わ
し
い
大

村
さ
ん
は
、
畠
山
さ
ん
の
唐
桑
牡
蠣
フ
ァ

ン
が
多
い
こ
と
、
全
国
の
レ
ス
ト
ラ
ン
の

シ
ェ
フ
か
ら
も
支
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

教
え
て
く
れ
た
。

﹁
だ
か
ら
地
元
の
唐
桑
、
山
手
の
室
根
だ

け
で
は
な
く
、
東
京
を
は
じ
め
全
国
か
ら

共
鳴
し
た
支
援
者
が
駆
け
つ
け
た
ん
で
す
﹂

大
村
さ
ん
は
畠
山
さ
ん
を
、
バ
イ
タ
リ

テ
ィ
に
あ
ふ
れ
、
思
い
つ
い
た
ら
ぐ
い
ぐ

い
人
を
引
っ
張
っ
て
い
く
魅
力
を
持
っ
た

人
物
、
と
評
す
る
。
活
動
が
長
く
続
い
た

秘
訣
を
、

﹁
商
業
的
な
こ
と
、
政
治
的
な
こ
と
と
一

切
無
関
係
。
来
る
者
は
拒
ま
ず
、
去
る
者

は
追
わ
ず
で
、
オ
ー
プ
ン
な
姿
勢
が
よ
か

っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
あ
﹂

と
言
う
。

﹁
森
は
海
の
恋
人
﹂
運
動
が
全
国
区
と
な

っ
た
一
因
に
は
、
こ
う
し
た
背
景
が
あ
っ

た
の
だ
。
消
費
す
る
だ
け
で
実
質
的
な
生

産
活
動
が
な
い
と
い
わ
れ
る
都
会
で
も
、

こ
う
い
う
形
で
生
産
地
と
つ
な
が
り
、
支

援
し
て
い
る
人
が
い
る
と
い
う
こ
と
は
、

と
て
も
意
義
深
い
こ
と
だ
。

海
は
第
二
の
森

畠
山
さ
ん
の
著
作
に
は
、
思
わ
ず
舌
舐

め
ず
り
し
た
く
な
る
よ
う
な
魚
貝
類
を
食

す
る
シ
ー
ン
が
多
く
登
場
す
る
。
し
か
し
、

い
つ
か
ら
か
魚
貝
類
は
そ
れ
ほ
ど
に
は
採

れ
な
く
な
り
、
魚
食
文
化
も
少
し
ず
つ
廃

れ
つ
つ
あ
る
。

﹁
コ
ン
ビ
ニ
で
お
む
す
び
が
幾
つ
売
ら
れ

て
い
る
か
、
知
っ
て
い
ま
す
か
？
　
年
間

60
億
個
だ
そ
う
で
す
。
日
本
で
生
産
さ
れ

る
海
苔
は
１
０
０
億
枚
で
そ
の
３
分
の
１

が
コ
ン
ビ
ニ
お
む
す
び
で
消
費
さ
れ
て
い

る
。
そ
れ
ほ
ど
に
、
お
米
を
食
べ
る
に
は

海
産
物
が
必
要
な
ん
で
す
﹂

お
い
し
い
魚
貝
や
海
苔
が
採
れ
な
く
な

れ
ば
、
お
米
の
消
費
も
減
っ
て
い
く
の
は

必
然
だ
、
と
畠
山
さ
ん
は
言
う
の
だ
。
生

態
系
の
豊
か
な
汽
水
域
を
守
る
こ
と
は
、

魚
・
米
食
文
化
を
守
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。

そ
し
て
汽
水
域
を
守
れ
ば
、
海
藻
プ
ラ
ン

ク
ト
ン
に
よ
る
光
合
成
が
期
待
で
き
る
と

も
。

﹁
そ
う
い
う
意
味
で
海
は
第
二
の
森
。
沿

岸
の
海
の
森
が
ど
れ
ぐ
ら
い
二
酸
化
炭
素

を
固
定
し
て
い
る
か
科
学
的
に
証
明
で
き

れ
ば
、
守
ろ
う
と
い
う
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン

が
も
っ
と
上
が
る
は
ず
な
ん
だ
け
ど
﹂

日
本
は
山
の
森
と
海
の
森
に
、
二
重
に

囲
ま
れ
て
い
る
。
両
方
の
森
を
守
る
た
め

に
は
、
単
に
植
樹
す
れ
ば
終
わ
り
で
は
な

い
。
海
の
民
も
山
の
民
も
、
そ
の
本
質
に

気
づ
き
始
め
て
い
る
。

﹁
森
は
海
の
恋
人
﹂
運
動
が
来
年
20
周

年
を
迎
え
る
ま
で
に
な
っ
た
今
、
起
爆
剤

と
し
て
の
効
果
が
、
海
、
川
、
山
と
い
っ

た
﹁
地
域
﹂、
漁
業
、
林
業
、
農
業
、
観
光

と
い
っ
た
﹁
産
業
﹂、
そ
し
て
さ
ま
ざ
ま
な

立
場
の
﹁
人
た
ち
﹂
と
い
う
思
わ
ぬ
と
こ

ろ
に
ま
で
波
及
し
て
い
る
。
こ
の
運
動
は
、

今
後
も
形
を
変
え
な
が
ら
発
展
し
て
い
く

だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
担
い
手
で
あ
る
第

２
世
代
は
、
確
実
に
育
っ
て
い
る
よ
う
で

あ
る
。

﹁
森
は
海
の
恋
人
﹂
運
動
を

地
域
資
源
に

活
動
の
地
元
に
来
て
初
め
て
気
づ
い
た

こ
と
は
、
単
に
海
の
た
め
に
森
が
大
事
、

で
は
済
ま
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
。
都
会

に
い
る
と
、
つ
い
そ
う
し
た
図
式
で
し
か

理
解
で
き
な
い
よ
う
で
反
省
さ
せ
ら
れ
る
。

畠
山
さ
ん
も
小
野
寺
さ
ん
も
言
っ
て
い
た

が
、﹁
木
を
何
本
植
え
れ
ば
水
が
ど
れ
ぐ
ら

い
き
れ
い
に
な
る
か
﹂
と
い
う
こ
と
で
は

な
い
の
だ
。
海
の
生
き
物
が
ど
う
育
つ
か
、

森
の
木
が
ど
う
育
つ
か
。
そ
し
て
何
よ
り
、

私
た
ち
の
暮
ら
し
が
、
そ
れ
ら
に
ど
う
か

か
わ
っ
て
い
け
る
か
が
問
題
で
あ
る
。

環
境
体
験
学
習
で
舞
根
湾
を
訪
れ
る
人

が
増
え
る
に
つ
れ
て
、
他
の
地
域
で
も
地

元
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
ス
タ
イ
ル
を
つ
く
り
始

め
る
動
き
が
起
こ
っ
て
き
た
。
気
仙
沼
・

本
吉
地
域
体
験
学
習
推
進
協
議
会
も
発
足
、

気
仙
沼
市
、
志
津
川
町
、
津
山
町
、
本
吉

町
、
唐
桑
町
、
歌
津
町
、
宮
城
県
が
参
画

し
て
い
る
。︿
牡
蠣
の
森
を
慕
う
会
﹀
か
ら

始
ま
っ
た
体
験
学
習
は
、
減
少
傾
向
に
あ

る
各
地
域
の
観
光
事
業
と
地
域
産
業
の
活

性
化
に
も
一
役
買
っ
て
い
る
よ
う
な
の
だ
。

唐
桑
町
観
光
協
会
事
務
局
の
臼
井
亮
さ

ん
の
話
で
は

﹁
町
の
活
性
化
が
目
的
な
の
で
民
間
が
、

と
い
う
こ
と
で
、
行
政
か
ら
外
郭
団
体
で

あ
る
観
光
協
会
に
事
務
局
が
変
り
ま
し
た
﹂

と
の
こ
と
。
畠
山
重
篤
さ
ん
も
20
名
ほ

ど
い
る
推
進
委
員
会
の
一
人
と
し
て
協
力

し
て
い
る
。

唐
桑
町
は
、
気
仙
沼
湾
の
東
に
突
出
す

る
唐
桑
半
島
の
東
海
岸
に
位
置
す
る
大
理

石
海
岸
や
巨
釜
半
造

お
お
が
ま
は
ん
ぞ
う

︵
石
灰
岩
が
浸
食
さ

れ
て
で
き
た
独
特
の
奇
観
︶
な
ど
美
し
い

自
然
景
観
の
宝
庫
。
し
か
し
観
光
客
の
ニ

ー
ズ
が
多
様
化
す
る
状
況
下
で
、
見
る
だ

け
の
観
光
で
は
人
が
呼
べ
ず
、
観
光
客
離

れ
が
深
刻
化
し
て
い
た
。

唐
桑
町
の
観
光
客
の
年
間
入
り
込
み
数

は
１
９
７
９
年
︵
昭
和
54
︶
の
65
万
人
を

境
に
年
々
減
少
。
２
０
０
６
年
︵
平
成
18
︶

に
は
最
盛
期
の
半
分
近
く
の
37
万
人
ま
で

落
ち
込
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
唐
桑
町
だ
け

で
は
な
く
、
ど
こ
も
似
た
よ
う
な
状
況
。

そ
の
よ
う
な
中
で
、
漁
業
や
林
業
に
ま
つ

わ
る
体
験
メ
ニ
ュ
ー
は
観
光
客
減
少
に
歯

止
め
を
か
け
る
だ
け
で
な
く
、
基
幹
産
業

の
活
性
化
を
も
示
唆
し
て
い
る
。

﹁
体
験
メ
ニ
ュ
ー
で
は
、
実
際
に
漁
船
に

乗
っ
て
養
殖
筏
の
見
学
、
ホ
タ
テ
の
養
殖

作
業
に
欠
か
せ
な
い
﹃
耳
吊

み
み
つ
り

り
﹄
体
験
、

ワ
カ
メ
な
ど
の
加
工
作
業
な
ど
が
あ
り
ま

す
。
炭
焼
き
や
搾
乳
体
験
を
打
ち
出
し
て

い
る
地
域
も
あ
り
、
海
だ
け
で
は
な
く
里

山
や
牧
場
、
田
畑
に
も
フ
ィ
ー
ル
ド
が
広

が
っ
て
い
ま
す
﹂

と
臼
井
さ
ん
。

悩
み
は
、
ま
だ
日
帰
り
客
が
多
い
こ
と
。

唐
桑
地
区
だ
け
で
も
11
軒
の
民
宿
が
あ
り
、

是
非
泊
ま
り
が
け
で
訪
れ
て
ほ
し
い
と
い

う
こ
と
だ
。

﹁︿
牡
蠣
の
森
を
慕
う
会
﹀
同
様
、
地
元
の

人
の
生
活
を
知
っ
て
も
ら
う
こ
と
に
意
味

が
あ
り
ま
す
。
ま
た
核
家
族
が
増
え
て
い

る
現
在
、
大
人
の
人
の
話
を
聞
く
経
験
が

よ
か
っ
た
、
と
評
価
す
る
声
も
よ
く
聞
き

ま
す
﹂

畠
山
さ
ん
は
、
舞
根
湾
を
﹁
天
井
の
な

い
教
室
﹂
と
呼
ん
で
い
る
。
環
境
が
良
く

な
れ
ば
、
人
は
も
っ
と
や
っ
て
来
る
。
海

を
知
り
、
生
き
物
を
知
る
こ
と
で
子
供
が

感
化
さ
れ
、
そ
れ
が
親
か
ら
行
政
に
伝
わ

っ
て
い
け
ば
、
漁
業
だ
け
で
な
く
農
業
も

林
業
も
変
る
は
ず
。
地
元
に
も
活
気
が
戻

っ
て
く
る
は
ず
だ
、
と
考
え
て
い
る
か
ら

だ
。
地
域
全
体
が
潤
う
た
め
に
は
、
環
境

も
良
く
な
ら
な
い
と
い
け
な
い
。

海
と
森
を
守
る
と
い
う
こ
と
は
、
単
に

植
樹
と
環
境
学
習
を
進
め
れ
ば
よ
い
と
い

う
も
の
で
は
な
い
。
流
域
に
連
な
る
そ
れ

ぞ
れ
の
地
域
の
活
動
が
、
水
を
意
識
す
る

こ
と
に
結
び
つ
い
た
結
果
、
自
分
た
ち
の

生
活
に
も
プ
ラ
ス
に
な
る
と
い
う
気
づ
き

を
促
し
た
の
だ
。

海
と
山
、
そ
し
て
都
会
も

海
と
山
の
つ
な
が
り
だ
け
で
は
な
く
、

も
う
一
つ
の
意
外
な
ひ
ろ
が
り
を
証
言
し

て
く
れ
る
人
が
い
る
。
水
産
新
聞
の
記
者
、

大
村
隆
男
さ
ん
だ
。

﹁
私
が
手
伝
っ
て
い
る
の
は
雑
用
全
般
﹂

と
言
う
大
村
さ
ん
は
、
得
意
の
筆
力
を

生
か
し
て
﹁
森
は
海
の
恋
人
﹂
運
動
の
広

報
分
野
を
担
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
第
１
回

目
の
植
樹
祭
か
ら
参
加
し
て
い
る
と
聞
い

て
、
そ
の
き
っ
か
け
を
う
か
が
っ
て
み
た
。

﹁
畠
山
さ
ん
が
つ
く
る
牡
蠣
は
、
実
に
良

臼井亮さん




