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秋
田
県
は
東
北
地
方
の
脊
梁
を
な
す
奥
羽
山
地
を
東
に
、

豊
か
な
海
洋
生
態
系
と
海
運
環
境
を
持
つ
日
本
海
を
西
に
控

え
て
東
西
に
広
が
って
い
る
。
ま
た
、
北
方
に
は
本
州
最
北
部
に

相
当
す
る
青
森
県
へ
、
南
方
は
旧
出
羽
国
の一
部
と
し
て
秋
田

と
文
化
的
共
通
性
も
多
い
山
形
県
へ
と
連
な
る
。
山
形
と
秋
田

は
、
関
西
や
関
東
と
いっ
た
日
本
の
政
治
的
中
心
地
か
ら
み
れ

ば
同
じ
「
出
羽
国
」の一
部
で
あ
っ
た
。「
出
羽
国
」
と
は
、
ち
ょ

う
ど
鳥
が
羽
を
広
げ
た
よ
う
な
形
を
し
た
土
地
、と
い
う
意
味

で
あ
る
。
か
つ
て
の
都
人
た
ち
は
比
較
的
「
中
央
」に
近
い
山
形

地
方
を
「
羽
前
」、
遠
い
秋
田
地
方
を
「
羽
後
」
と
呼
ん
で
き
た

の
だ
っ
た
。

　

か
つ
て
太
平
洋
側
の
東
北
地
域
一
帯
は「
陸
奥
国
」
と
呼
ば

れ
、
秋
田
・
山
形
の「
出
羽
国
」
と
合
わ
せ
て「
奥
羽
」「
陸
羽
」

な
ど
と
称
さ
れ
て
き
た
。い
ま
で
も
秋
田
に
残
る「
羽
後
」
と

い
う
地
名
は
、こ
う
し
た
江
戸
時
代
ま
で
の
伝
統
的
な
日
本
地

名
に
由
来
し
、
古
く
は
大
和
朝
廷
の
東
北
経
営
の一環
と
し
て
、

土
地
に
名
前
が
与
え
ら
れ
て
い
っ
た
名
残
を
と
ど
め
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
秋
田
県
を
は
じ
め
と
す
る
北
東
北
に
は「
ペッ

（
別
）」や「
ナ
イ（
内
）」
と
いっ
た
水
に
関
連
す
る「
ア
イ
ヌ
語

地
名
」
が
い
ま
も
多
数
残
さ
れ
て
い
る（
※
1
）。
こ
う
し
た
地
名

は
お
そ
ら
く
、か
つ
て
北
東
北
の
蝦
夷（
え
み
し
）が
使
用
し
て

い
た
言
語
の
痕
跡
で
あ
り
、
北
海
道
の
先
住
民
族
で
あ
る
ア
イ

ヌ
の
文
化
の
原
型
が
生
ま
れ
る
中
世
以
前
か
ら
伝
え
ら
れ
た
、

い
わ
ば
プ
レ
・
ア
イ
ヌ
期
の
地
名
遺
産
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
。

つ
ま
り
、
東
北
の
縄
文
時
代
、
続
縄
文
時
代
の
言
語
が
、
地
名

と
し
て
残
存
し
て
い
る
可
能
性
も
、否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

の
だ
。

　

弥
生
時
代
以
後
の
移
民
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
「
日
本
」
よ
り

も
古
い
言
葉
と
文
化
が
、秋
田
に
は
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
旧

石
器
時
代
か
ら
縄
文
時
代
に
か
け
て
形
成
さ
れ
た
こ
の
土
地
の

基
層
と
な
る
文
化
が
、
現
代
に
な
ま
な
ま
し
く
露
頭
し
て
い
る
、

興
味
深
い
光
景
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
弥
生
時
代
以
後
の
日
本

は
、や
が
て
畿
内
の
都
に
朝
廷
を
置
い
て
、
各
地
に
政
治
的
な

勢
力
を
伸
ば
し
て
いっ
た
。
周
知
の
と
お
り
、
彼
ら
は
稲
作
や
漁

労
を
生
業
の
基
盤
と
す
る
食
文
化
を
持
ち
、
稲
や
米
を
も
っ
と

も
神
聖
な
食
物
と
す
る
神
話
を
継
承
し
な
が
ら
、
天
皇
家
を

中
心
と
す
る
神
話
や
、
征
夷
大
将
軍
を
中
心
と
す
る
幕
府
の

歴
史
を
継
承
し
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、そ
う
し
た
「
日
本
文
化
」

が
東
北
に
た
ど
り
着
く
ま
で
に
は
数
多
く
の
抵
抗
と
粘
り
強
い

交
渉
、
あ
る
い
は
帰
順
と
挑
戦
の
歴
史
が
存
在
し
た
。
秋
田
は

そ
の
意
味
で
も
、「
日
本
的
」
な
も
の
と
、「
前
日
本
的
」
な
も
の

が
鋭
く
拮
抗
し
、
独
特
な
緊
張
感
を
持
っ
て
共
存
し
て
き
た
土

地
で
あ
る
、と
言
え
よ
う
。

　

こ
の
土
地
の
源
流
に一つ
の
歴
史
で
は
な
く
、
拮
抗
す
る
い
く

つ
も
の
勢
力
の
歴
史
が
存
在
し
て
き
た
こ
と
は
、
秋
田
の
人
び

と
が
こ
の
土
地
に
深
々
と
し
た
芸
能
や
祭
事
を
育
ん
で
き
た
根

拠
の一つ
で
あ
ろ
う
と
、
私
は
思
う
。
秋
田
の
文
化
は
、
決
し
て一

色
で
は
な
い
。
仮
に
秋
田
の
文
化
地
図
を
描
く
と
す
れ
ば
、
そ

れ
は
、マ
ー
ブ
ル
状
に
溶
け
合
い
反
発
す
る
複
雑
な
デ
ザ
イ
ン
や
、

パッ
チ
ワ
ー
ク
状
に
つ
ぎ
は
ぎ
さ
れ
た
農
村
の
古
い
着
物
の
よ
う

な
デ
ザ
イ
ン
に
な
る
は
ず
だ
。
な
ぜ
な
ら
、こ
の
土
地
に
は
歴
史

上
に
数
多
く
の
異
な
る
文
化
、
異
な
る
来
歴
、
異
な
る
信
仰
、

異
な
る
言
語
を
も
っ
た
集
団
が
拮
抗
し
、
干
渉
し
、ぶ
つ
か
っ
た

り
混
ざ
り
合
っ
た
り
し
な
が
ら
、
独
特
な
地
域
性
を
作
り
上
げ

て
き
た
こ
と
が
わ
か
る
か
ら
で
あ
る
。
歴
史
学
的
に
考
え
れ
ば
、

秋
田
を
含
む
北
東
北
は
、
縄
文
時
代
の
流
れ
を
汲
む
「
続
縄
文

文
化
」
と
西
日
本
の
影
響
に
よ
る「
弥
生
文
化
」
が
混
在
す
る

複
数
文
化
の
接
触
領
域
に
当
た
る
。
秋
田
に
は
、
深
々
と
し
た

野
性
味
を
保
っ
た
先
住
者
の
文
化
と
、
政
治
的
な
中
心
地
か
ら

も
た
ら
さ
れ
た
洗
練
さ
れ
た
文
化
が
共
存
し
、
共
に
影
響
を
与

え
合
い
な
が
ら
発
展
し
て
き
た
の
で
あ
る（
※
2
）。

　

異
な
る
も
の
が
、
異
な
っ
た
ま
ま
共
存
す
る
社
会
の
あ
り
方

を
、
私
は「
共
同
体
」
を
更
新
す
る「
共
異
体
」
と
い
う
視
点

に
よ
っ
て
捉
え
返
し
、
そ
の
差
異
の
あ
り
方
を
記
述
す
る
さ
ま

ざ
ま
な
方
法
を
開
拓
し
た
い
、
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
中
で
重

要
に
な
っ
て
く
る
の
が
、
人
間
に
よ
る
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
を
取

り
巻
く
、
非
生
命
環
境
と
、
生
命
環
境
の
相
互
作
用
で
あ
る
。

こ
れ
を
人
類
学
的
な
観
点
に
よ
って
整
理
す
れ
ば
、
第
一の
環
境

は
、大
地
の
地
質
や
気
象
現
象
、山
野
河
海
の
自
然
条
件
に
よ
っ

て
形
成
さ
れ
る「
ジ
オ
ス（Geos

）」の
次
元
で
あ
り
、
さ
ら
に

ジ
オ
ス
を
基
盤
と
し
て
そ
の
上
に
繰
り
広
げ
ら
れ
る
複
数
種
の

生
物
的
世
界
、
す
な
わ
ち
「
ビ
オ
ス（Bios

）」の
次
元
で
あ
る
。

こ
こ
に
人
間
に
特
有
な
活
動
領
域
を
意
味
す
る「
ア
ン
ト
ロ
ポ
ス

（A
nthropos

）」の
次
元
を
加
え
た
視
座
に
よ
っ
て
、「
ジ
オ
ス

｜

ビ
オ
ス｜

ア
ン
ト
ロ
ポ
ス（GBA

）」の
三
元
構
造
を
し
め
す
こ
と

が
可
能
に
な
る
。

　

共
異
体
と
は
、
す
な
わ
ち
地
球
誕
生
以
来
繰
り
広
げ
ら
れ

て
き
た
ジ
オ
ス
の
歴
史
に
、
生
物
の
発
生
後
に
生
じ
た
数
多
く

の
ビ
オ
ス
の
歴
史
が
折
り
重
な
っ
た
非
生
命
環
境
と
生
命
環
境

の
相
互
作
用
の
も
と
に
、
比
較
的
最
近
に
な
っ
て
発
生
し
た
人

類
の
活
動
を
加
え
た
多
次
元
構
造
に
よ
る「
共
異
集
合
体
」で

あ
り
、
そ
の
根
幹
に
あ
る
ジ
オ
ス
と
人
間
の
関
わ
り
を
、
私
た

ち
は「
ジ
オ
カ
ル
チ
ャ
ー
」
と
い
う
大
地
と
人
間
の
相
互
作
用
と

し
て
、
改
め
て
探
究
し
て
み
た
い
。
ジ
オ
パ
ー
ク
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

で
は
こ
の
相
互
作
用
に「
ジ
オ
・
エ
コ
・
ひ
と
」
と
い
う
三
つ
の
名

称
を
与
え
て
い
る
が
、こ
の
構
造
は「
ジ
オ
ス｜

ビ
オ
ス｜

ア
ン
ト

ロ
ポ
ス（GBA
）」の
三
元
構
造
と
基
本
的
な
視
座
を
共
有
す

る
。
こ
の
中
で
、ジ
オ
ス
を
基
盤
と
す
る
文
化
現
象
を
「
ジ
オ
カ

ル
チ
ャ
ー
」
と
名
づ
け
、
特
に
鳥
海
山
麓
エ
リ
ア
と
い
う
ジ
オ
ス

の
作
用
が
社
会
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
地
域
に
お
い
て
、

複
数
の
方
法
論
に
よ
って
人
と
大
地
の
関
係
を
紐
解
い
て
い
こ
う

と
す
る
の
が「
ジ
オ
カ
ル
チ
ャ
ー
研
究
プ
ロ
ジ
ェク
ト
」の
基
本
構

想
で
あ
る
。

　

秋
田
県
と
山
形
県
の
県
境
に
あ
た
る
鳥
海
山
麓
エ
リ
ア
に

は
、
地
学
的
・
生
態
学
的
・
人
類
学
的
な
複
数
の
絡
ま
り
あ
っ

た
興
味
深
い
事
象
や
文
化
が
現
代
に
継
承
さ
れ
、「
人
間
以
上

（M
ore than H

um
an

）」の
豊
か
な
広
が
り
と
し
て
、い
く
つ

も
の
興
味
深
い
景
観
や
文
化
現
象
を
作
り
な
し
て
い
る（
※
3
）。

私
た
ち
は
、こ
う
し
た
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
で
混
種
的
な
複
数
性
の
共

存
状
況
を
、「
ジ
オ
カ
ル
チ
ャ
ー
」と
い
う
概
念
に
よ
って
照
射
し
、

数
年
か
け
て
そ
の
魅
力
に
迫
って
い
き
た
い
、と
考
え
る
。

　

秋
田
県
に
か
ほ
市
と
秋
田
公
立
美
大
の
連
携
に
よ
る「
ジ

オ
カ
ル
チ
ャ
ー
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
は
、
大
地
が
織
り
な
す
数

千
万
年
規
模
の
地
質
運
動
に
始
ま
り
、
そ
の
土
地
に
生
き
る
さ

ま
ざ
ま
な
生
物
種
が
生
み
出
す
極
め
て
繊
細
で
ユ
ニ
ー
ク
な
生

態
系
の
あ
り
方
、さ
ら
に
は
人
間
の
活
動
が
創
り
出
す
壮
大
で

影
響
力
の
大
き
な
人
工
環
境
の
変
遷
ま
で
を
も
視
野
に
入
れ
、

異
な
る
専
門
性
を
持
つ
研
究
者
の
協
働
に
よ
っ
て
推
進
さ
れ
る

プ
ロ
ジェク
ト
で
あ
る（
※
4
）。
そ
れ
は
、
大
学
と
い
う
教
育
研
究

の
専
門
機
関
と
、
大
地
の
上
に
生
き
る
人
々
を
支
え
る
地
方
自

治
体
が
、
単
な
る
表
層
的
な
文
化
事
業
や
利
害
を
共
有
す
る

連
携
事
業
を
行
う
こ
と
に
と
ど
ま
ら
ず
、
人
新
世
と
言
わ
れ
る

現
代
の
新
た
な
地
質
年
代
の
更
新
を
踏
ま
え
た
新
た
な
世
界

観
や
地
球
観
を
共
有
し
よ
う
と
い
う
、
壮
大
な
研
究
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
で
あ
る
と
言
って
も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
秋
田
の
よ
う

に
、
さ
ま
ざ
ま
な
異
な
る
ル
ー
ツ
が
共
存
す
る
場
で
あ
る
か
ら

こ
そ
、こ
の
よ
う
な
新
た
な
研
究
構
想
が
可
能
に
な
る
、
と
私

た
ち
は
考
え
る
。
引
き
続
き
、ジ
オ
カ
ル
チ
ャ
ー
研
究
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
に
ご
注
目
い
た
だ
き
た
い
。
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※3 奥野克巳・近藤祉秋・ナターシャ・ファイン編『モア・ザン・ヒューマン ── マルチスピーシーズ人類学と環境人文学』以文社、2021年。
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ル
チ
ャ
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カ
ル
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可
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性
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材
料
は
土
砂
の
み
！

コ
ツ
は
、強
火
で一気
に
流
す
こ
と

　

大
野
氏
は
ま
ず
「
流
れ
山
の
つ
く
り
方
・
流
れ
方
と
考
え
て
い
た

の
で
す
が
、よ
く
考
え
た
ら『
流
れ
方
』で
は
な
く『
流
し
方
』だ
な
、

と
。
今
日
は
流
れ
山
の
流
し
方
の
レ
シ
ピ
に
つい
て
お
話
で
き
た
ら
と

思
って
い
ま
す
。
材
料
も
用
意
し
て
い
ま
す
の
で
、ぜ
ひ
う
ち
で
や
っ

て
み
て
く
だ
さ
い（
笑
）」
と
話
し
始
め
ま
し
た
。「
鳥
海
山
は
溶
岩

と
い
う
も
の
を
流
す
こ
と
が
多
い
山
で
す
が
、た
ま
に
ス
ト
レ
ス
発
散

の
た
め
か
、
崩
れ
ま
す
。
江
戸
時
代
の
初
め
ぐ
ら
い
か
ら
約
3
6
0

年
間
で
9
回
噴
火
し
て
い
ま
す
。
単
純
に
割
り
算
を
す
る
と
、
40

年
に
1
回
で
す
。
前
回
の
噴
火
が
約
50
年
前
な
の
で
、そ
ろ
そ
ろ
な

の
で
は
な
い
か
な
・
・
」
と
心
配
し
つつ
、ユ
ー
モ
ア
を
交
え
な
が
ら
レ

シ
ピ
解
説
に
移
り
ま
し
た
。

　
「
流
れ
山
を
つ
く
る
の
に
必
要
な
材
料
は
、火
山
灰
や
溶
岩
な
ど

の
土
砂
で
す
。
こ
れ
を
0.1
か
ら
数
立
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
用
意
し
て
く

だ
さ
い
。つ
く
り
方
は
簡
単
で
す
。
ま
ず
、た
く
さ
ん
噴
火
を
さ
せ

て
、こ
れ
を
積
み
上
げ
て
火
山
と
い
う
も
の
を
つ
く
り
ま
す
。
時
間

は
何
十
万
年
か
け
て
も
い
い
で
す
。
こ
う
や
って
積
み
上
げ
た
あ
と
、

地
下
水
を
染
み
込
ま
せ
て
、そ
れ
を
マ
グ
マ
で
温
め
ま
す
。
火
加
減

は
お
好
み
で
。
早
く
や
り
た
い
人
は
ち
ょっ
と
強
火
で
ね
。
臨
界
状

態
を
つ
く
っ
た
あ
と
、
地
震
を
起
こ
し
て
火
山
を
こ
う
や
っ
て
揺
さ

ぶっ
た
り
、
地
下
か
ら
熱
い
マ
グ
マ
を
突
っ
込
ん
だ
り
し
て
、ち
ょっ
と

刺
激
を
与
え
て
く
だ
さ
い
。
そ
う
す
る
と
臨
界
状
態
の
水
蒸
気
が一

気
に
バッ
と
出
て
き
て
、山
が
崩
れ
ま
す
。
す
る
と
、流
れ
山
が
で
き

ま
す
。
流
れ
山
を
つ
く
る
に
は
、コ
ツ
が
あ
る
ん
で
す
。
そ
れ
は
、高

い
所
か
ら一気
に
崩
す
こ
と
。
流
れ
山
を
つ
く
る
に
は
そ
れ
が
大
事
な

の
で
、崩
す
と
き
の
火
加
減
は
強
火
が
い
い
か
な
と
思
い
ま
す
」

「
流
れ
山
」の
流
れ
方
は
、

遊
園
地
に
あ
る
、
あ
の
遊
具

　
レ
シ
ピ
解
説
が
終
わった
と
こ
ろ
で
、次
は「
流
し
方
」に
移
り
ま
す
。

　
「
な
だ
れ
を
流
す
に
は
、
気
合
を
入
れ
て一
気
に
や
る
の
が
重
要

で
す
。
土
砂
を
混
ぜ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
混
ぜ
ず
に
、山
の一部
を
そ

の
ま
ま
、
温
度
も
上
げ
ず
に一気
に
麓
ま
で
押
し
流
す
ん
で
す
。
な

だ
れ
が
流
れ
て
い
く
と
、山
の一部
が
ど
ん
ど
ん
ほ
ぐ
れ
て
い
き
ま
す

が
、そ
の
ほ
ぐ
れ
残
り
が
流
れ
山
。
こ
の
と
き
、
水
を
使
う
と
流
れ

山
は
で
き
ま
せ
ん
。
こ
れ
意
外
で
し
ょ
う
？ 

爆
発
の
原
因
に
は
水
が

関
わ
る
ん
で
す
け
れ
ど
、
流
れ
る
と
き
に
は
水
は
関
わ
ら
な
い
ん
で

す
。
不
思
議
で
す
ね
」

　

そ
し
て
、
流
れ
山
が
流
れ
る
と
き
は
、いっ
た
い
ど
ん
な
流
れ
方

を
す
る
の
か

｜

。

　
「
感
覚
的
に
言
え
ば
、そ
れ
は
遊
園
地
に
あ
る
遊
具
の
コ
ー
ヒ
ー

カ
ッ
プ
や
、エ
ア
ホ
ッ
ケ
ー
の
パッ
ク
の
よ
う
な
動
き
方
を
し
ま
す
。
地

面
と
流
れ
山
の
間
の
摩
擦
抵
抗
が
と
て
も
小
さ
く
な
る
の
で
す
。

ち
ょっ
と
し
た
斜
面
で
あ
って
も
高
速
で
移
動
し
て
し
ま
い
ま
す
」

　

意
外
な
例
え
に
行
き
着
い
た
レ
ク
チ
ャ
ー
は
地
質
学
的
な
解
説

を
踏
ま
え
な
が
ら
、
現
在
の
景
観
に
つい
て
話
が
及
び
ま
し
た
。
大

野
氏
は
、「
土
地
に
被
害
を
与
え
る
か
も
し
れ
な
い
自
然
現
象
の
累

積
が
、
現
在
、
美
し
い
景
色
を
生
ん
で
い
る
と
い
う
事
実
は
と
て
も

不
思
議
な
感
じ
が
し
ま
す
」と
話
し
ま
す
。

　
「
に
か
ほ
の
象
潟
岩
屑
な
だ
れ
の
規
模
は
、日
本
の
な
か
で
は
比

較
的
大
き
な
も
の
で
す
。
流
れ
や
す
い
条
件
の
も
と
で
遠
く
ま
で
流

れ
て
いっ
た
と
い
う
特
異
性
を
、さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち
で
地
域
資
源

に
活
用
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
だ
っ
て
、こ
こ
の
流
れ

山
は
、象
潟
に
比
べ
て
サ
イ
ズ
が
大
き
い
で
す
か
ら
」

　

大
野
氏
に
よ
る
流
れ
山
の
レ
ク
チ
ャ
ー
の
あ
と
は
、
主
催
者
で
あ

る
井
上
宗
則（
秋
田
公
立
美
術
大
学
景
観
デ
ザ
イ
ン
専
攻
准
教
授
）

が「
流
れ
山
の
資
材
性
」
と
題
し
て
レ
ク
チ
ャ
ー
。
午
後
に
雨
脚
が

強
く
な
る
と
い
う
天
気
予
報
を
気
に
し
て
駆
け
足
で
話
し
た
あ
と
、

い
よ
い
よ「
ま
ち
あ
る
き
」に
移
り
ま
し
た
。

「
流
れ
山
」
を
歩
き
、

仁
賀
保
の
過
去
と
現
在
を
め
ぐ
る

　

レ
ク
チ
ャ
ー
後
に
実
施
し
た
「
ま
ち
あ
る
き
」の
ガ
イ
ド
は
茂
野

正
信
氏（
鳥
海
山
・
飛
島
ジ
オ
パ
ー
ク
認
定
ガ
イ
ド
）。
参
加
者
に

は
に
か
ほ
市
内
だ
け
で
な
く
秋
田
市
、
由
利
本
荘
市
、
山
形
県
庄

内
町
な
ど
遠
方
か
ら
の
参
加
も
あ
り
、
仁
賀
保
の
流
れ
山
や
地
域

資
源
へ
の
関
心
の
高
さ
が
う
か
が
え
ま
し
た
。
雨
の
た
め
ル
ー
ト
を

短
縮
し
た
ま
ち
あ
る
き
で
し
た
が
、
仁
賀
保
公
民
館
を
出
発
し
て

仁
賀
保
神
社
、八
幡
神
社
、
望
海
公
園
と
仁
賀
保
の
歴
史
と
日
常

を
め
ぐ
り
、
過
去
と
現
在
を
行
き
来
し
ま
し
た
。

　

ま
ち
あ
る
き
を
前
に
配
布
し
た
茂
野
氏
に
よ
る
資
料
は
、こ
こ

仁
賀
保
地
域
の
地
名
「
平
沢
」の「
平
」の
語
源
か
ら
始
ま
っ
て
い

ま
す
。

　
「
語
源
は
日
本
古
語
の『
ひ
ら
』で
あ
り
、
急
斜
面
を
意
味
し
て

い
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
仁
賀
保
地
域
は
紀
元
前
4
6
6
年
の
鳥

海
山
の
山
体
崩
壊
に
よ
っ
て
で
き
た
小
丘
陵（
流
れ
山
、
斜
面
）と

沢
と
川
に
よ
って
で
き
あ
が
って
お
り
、そ
こ
か
ら
平
沢
と
い
う
地
名

は
生
ま
れ
た
と
推
察
さ
れ
て
い
ま
す
。
平
沢
地
区
の
ほ
ぼ
全
て
の
集

落
は
、こ
の
小
丘
陵・流
れ
山
の
上
に
発
達
し
ま
し
た
。
芹
田・三
森・

鈴
・
平
沢
・
琴
浦
・
両
前
寺
は
い
ず
れ
も
小
山
の
上
、な
い
し
そ
れ

を
囲
む
よ
う
に
発
達
し
て
い
ま
す
。
各
流
れ
山
の
裾
か
ら
は
豊
富

に
水
が
湧
き
出
て
い
た
こ
と
も
、
流
れ
山
を
囲
む
地
域
の
発
達
を

促
し
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
」

　

そ
し
て
、
歴
史
と
共
に
、
生
活
と
共
に
あ
る
流
れ
山
を
め
ぐ
り

ま
し
た
。
水
が
湧
き
出
て
い
た
と
い
う
仁
賀
保
公
園
の
清
水
山
、か

つ
て
下
に
平
沢
館
の
大
手
門
が
あ
っ
た
安
楽
寺
の
坂
の
下
山
、
要
害

の
地
で
あ
っ
た
八
幡
神
社
の
松
田
山
、
物
見
山
だ
っ
た
丁
刃
森
の
名

前
そ
の
ま
ま
の
丁
刃
森
、
戊
辰
戦
争
で
仁
賀
保
隊
の
本
陣
が
置
か

れ
た
望
海
公
園
の
長
磯
山
…
…
。
足
を
止
め
な
が
ら
、
た
ま
に
鳥

海
山
の
方
角
を
見
上
げ
な
が
ら
。
街
並
み
の
な
か
の
流
れ
山
を
歩

き
、
歴
史
を
聞
き
、
地
形
を
感
じ
、
現
在
の
姿
と
の
つ
な
が
り
を
知

る
機
会
と
な
り
ま
し
た
。

山
体
崩
壊
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
る

「
流
れ
山
」の
レ
シ
ピ

　
「
流
れ
山
」
と
は
、
火
山
が
山
体
崩
壊
を
起
こ
し
、
膨
大
な
量
の

土
砂
や
岩
石
が
堆
積
し
た
と
き
に
で
き
る
突
起
し
た
地
形
の
こ
と
。

「
東
の
松
島
、
西
の
象
潟
」
と
称
さ
れ
た
に
か
ほ
市
の
景
勝
地
・
象

潟
の「
九
十
九
島
」
は
、
紀
元
前
4
6
6
年
に
起
き
た
鳥
海
山
の

山
体
崩
壊
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
無
数
の「
流
れ
山
」で
す
。
し

か
し
象
潟
よ
り
も
北
側
に
位
置
す
る
金
浦
や
仁
賀
保
地
区
に
は
実

は
も
っ
と
多
く
の「
流
れ
山
」
が
存
在
し
て
い
ま
す
。
各
地
域
を
特

徴
づ
け
る
景
観
要
素
を
評
価
し
、
新
た
な
地
域
資
源
と
し
て
位
置

づ
け
る
こ
と
を
目
的
に
展
開
し
て
い
る
の
が
、井
上
宗
則
に
よ
る「
流

れ
山
の
地
域
資
源
化
に
向
け
た
基
礎
的
研
究
」で
す
。

　

鳥
海
山
の
流
れ
山
は
ど
の
よ
う
に
し
て
で
き
た
の
か
、
山
体
崩
壊

に
よ
って
ど
の
よ
う
な
地
形
を
生
み
出
し
た
の
か

｜

。
2
0
2
2
年

11
月
13
日
に
実
施
し
た
いっ
ぽ 

に
ほ 

に
か
ほ「
な
が
れ
散
歩
」で
は
、

鳥
海
山
・
飛
島
ジ
オ
パ
ー
ク
推
進
協
議
会
の
大
野
希
一氏
が
そ
れ
を

逆
算
す
る
か
の
よ
う
に「
流
れ
山
の
つ
く
り
方
・
流
れ
方
」
と
題
し

た
レ
ク
チ
ャ
ー
を
お
こ
な
い
ま
し
た
。

「流れ山」のつくり方と
 流れ方、歩き方

山体崩壊によって生まれる

秋田公立美術大学とにかほ市は、鳥海山の山体崩壊を起源に
ユニークなランドスケープを形成しているにかほの地形を楽しむ、
いっぽ にほ にかほ「ながれ散歩」を企画しました。
鳥海山・飛島ジオパーク推進協議会の協力を得て、
仁賀保公民館むらすぎ荘を会場に実施した
レクチャーとまちあるきの報告です。

まちあるき
茂野正信｜鳥海山・飛島ジオパーク認定ガイド

　　　　　「流れ山のつくり方・流れ方」
大野希一｜（一社）鳥海山・飛島ジオパーク推進協議会 事務局次長兼主任研究員

レクチャー1

　　　　　「流れ山の資材性」
井上宗則｜秋田公立美術大学景観デザイン専攻 准教授

レクチャー2

2022年11月13日（日）スケジュール

⇒

⇒

⇒ ⇒ ⇒仁賀保公民館出発

仁賀保公民館解散

仁賀保神社 安  楽  寺

望 海 公 園

八 幡 神 社

撮影：伊藤 靖史、 後藤 洋平 ほか
いっぽ にほ にかほ「ながれ散歩」運営：井上宗則、石田駿太、石戸凛、友杉悠葉、長谷川由美、藤原すもも、山下暁羽

大野希一氏



登 ら ず に、 た だ ひ た す ら 森 の な か に 滞 在 す る 時 間

2023年2月、冬師湿原でおこなった雪上フィールドワーク。

天候のコンディションや現地の地形を把握して、

雪のなかにそれぞれが「仕掛け」をつくった。

夜に気温が下がることで、前日の行動が変容し、

翌日の風景をつくっていく。

時間の経過。

即時的ではない、自然との付き合い方。

外気温によって凍結する現象には、

身近でありながら、普遍的な驚きと不思議さがあった。

簡単なものなのですが、スマートフォンのコマ撮り
アプリを使ってコマ撮りアニメーションをつくりま
した。雪原に置いて次の日も見に行くことがテー
マだったので、雪でパーツをつくって置いておき
ました。でも、翌日にはパーツがなくなっていまし
た。雪の塊が溶けて、雪のなかに帰ったのかなと
思ったので、タイトルは《雪に帰る》にします。

冬師湿原を、ひたすら歩きました。

雪の冬師湿原は、天気がよかったせいか明るく滑らかで、そこら中
にある流れ山もスケートボードパークのように連続して連なってい
るように見えました。滑らかな冬師湿原の起伏と、鳥海山の鋭利さ
のコントラストが強くて、地続きではないような、不思議な感覚があ
りました。夏にまた見に来たいなと、それが一番、思ったことです。

カメラを持って行ったのですが雪の上を歩くのに精一杯で、
撮影することができなくて。歩いたり何かをつくったりしなが
らみんなが面白いことを言うので、それを盗み聞きしてスマ
ホにメモしました。雪を磨製石器みたいに磨いていたり、林
から突然出てきた人に驚いたり、山を滑っているときの会話
だったり、その時々の言葉を記録しました。面白いことを言っ
ているけれど、状況は雪のなかで真面目に制作しているとき
のもので。でもみんな、いつもと同じような会話なんです。

アイスクリームをつくろうと思って、防水バッグの
なかに雪と塩を入れ、アイスクリームの材料を置
いて放置しておきました。急冷するはずなので 1
～ 2 時間でいい感じに固まったと思うのですが、
一晩置いたことで溶けてしまったようです。家に
帰ってから、固めて食べました。

撮影した動画から音だけを抜き出して、
ちょっとした音楽にしてみようと小さなサン
プラーを持っていきました。使いこなせず
に、あまりできませんでしたが……。

この 2日間は、別に何をしたわけでもないんです。雪を掘っ
ている人がいたので、自分も真似をして雪を掘って入ってみ
ました。そこからまわりを眺めてみたら、白い雪のなかに、
人が小さく見えて、それぞれ、あちこち歩いているのが見え
ました。それを雪のなかから眺めている自分がいました。

冬師湿原では一晩の気温の変化をテーマとして、2日間かけ
て雪のなかに「仕掛け」をすることをお題としました。天候の
コンディションや現地の地形を把握した上で臨めば、安全に
1日を過ごすこともできます。参加者によって、雪解け水で水
彩画を制作する、アイスクリームをつくる、トレイルカメラで一
晩の野生動物を収録する、コマ撮りアニメーションをつくるな
どの試みがありました。ウィンタースポーツに代表されるよう
に、古来より多様な雪遊びが存在します。外気温によって凍
結する現象には、身近でありながら普遍的な驚きと不思議さ
があります。同時に、自然の風景への観察力が育まれるきっ
かけになりうる題材でもありました。（萩原健一）

雪の塊で水彩絵の具を溶いて、一晩、雪のなか
に置いておきました。絵の具は雪で溶けるのだ
ろうか？という実験をしていたら、溶けて、乾い
て、色が画用紙に定着しました。結果的に、色
でマチエールがつくられていました。

撮影：嶋津 穂高
にかほでそとね：萩原健一、嶋津穂高、福住廉、櫻井隆平、大平真子、木村萌、須田菜々美、出口佳弥乃、白田佐輔、堀江侑加、村田晴加、山本慎平

冬
師
湿
原
の

雪
原
に
帰
る
。



にかほ市×秋田公立美術大学協働プロジェクト「ジオカルチャー研究プロジェクト」　「にかほでそとね」萩原健一 嶋津穂高 福住廉 櫻井隆平 大平真子 木村萌 須田菜々美 出口佳弥乃 白田佐輔 堀江侑加 村田晴加 山本慎平　「流れ山の
地域資源化に向けた基礎的研究」井上宗則 石田駿太 石戸凛 友杉悠葉 長谷川由美 藤原すもも 山下暁羽　「野生めぐり にかほ版」石倉敏明 田附勝 尾花賢一 居村匠 大東忍　コーディネーター｜田村剛 伊藤あさみ（NPO法人アーツセンターあきた）

「ジオカルチャー研究プロジェクト」研究レポート《手長足長》 Vol.02　 2023 年 3月発行　デザイン｜上野ゆきこ　編集｜高橋ともみ　撮影｜田附勝 嶋津穂高 萩原健一 伊藤靖史 後藤洋平 ほか　表紙｜尾花賢一　企画｜公立大学法人秋田
公立美術大学　制作｜NPO 法人アーツセンターあきた　印刷・製本｜秋田活版印刷株式会社　発行｜にかほ市　〒018-0192 秋田県にかほ市象潟町字浜ノ田 1 番地　※本紙は、にかほ市×秋田公立美術大学協働プロジェクト「ジオカルチャー研究プ
ロジェクト」の一部として作成しています。 ※ジオカルチャー研究プロジェクトに関するお問い合わせ　NPO 法人アーツセンターあきた TEL.018-888-8137　※本紙の無断複写・複製・引用を禁じます。

　

 

横
岡
の
サ
エ
の
神
行
事（
上
郷
の
小
正
月
行
事
）は
、
夏
の「
盆
小

屋
行
事
」
と
同
じ
よ
う
に
小
屋
を
立
て
て
解
体
す
る一
連
の
仮
設
的

な
営
み
が
継
承
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
先
輩
か
ら
後
輩
へ
と
受
け

継
が
れ
る
男
子
の
文
化
が
、
か
つ
て
は
あ
っ
た
と
い
う
。「
サ
エ
の
神
」

を
藁
小
屋
に
仕
込
み
、
燃
や

す
こ
と
は
、
女
性
の
神
を
喜

ば
す
こ
と
だ
と
説
明
を
受
け

る
。
私
た
ち
の
前
で
、
燃
え

て
い
る
藁
小
屋
の
前
に
立
っ
た

父
と
子
が
年
齢
の
数
だ
け
餅

を
ナ
タ
で
切
っ
て
祈
る
。
ホ
ダ

木
と
呼
ば
れ
る
木
の一部
を
ナ

タ
で
削
っ
て
、
残
っ
た
炭
を
つ

け
て
家
に
持
って
帰
る
。
子
孫

繁
栄
、
身
体
堅
固
、
五
穀
豊

穣
、
病
魔
退
散
と
いっ
た
効
能

が
あ
る
と
い
う
。
今
は
、
年

配
の
男
た
ち
が
自
分
の
子
ど

も
時
代
を
懐
古
し
な
が
ら
祭

り
を
維
持
し
て
い
る
け
れ
ど
、

す
っ
か
り
少
な
く
な
っ
た
子
ど

も
た
ち
も
、
そ
の
な
か
に
し
っ

か
り
と
溶
け
込
ん
で
い
る
。

地
域
の
４
カ
所
で
燃
や
さ
れ

る
藁
小
屋
の
煙
の
行
き
先
か

ら
、一
年
の
農
作
物
の
豊
凶
を

占
う
の
だ
と
い
う
。

　
　
　

　

夜
は「
鳥
追
い
」の
行
列
と一緒
に
、
集
落
を
練
り
歩
く
。
子
ど
も

た
ち
は
行
く
先
々
で
春
の
到
来
を
予
祝
し
、
鳥
が
農
作
物
を
荒
ら
す

被
害
を
象
徴
的
に
避
け
る
た
め
の
呪
術
を
振
り
撒
い
て
ゆ
く
。
そ
の

力
を
受
け
取
っ
た
証
と
し
て
、
大
人
か
ら
子
ど
も
へ
餅
や
菓
子
が
贈
ら

れ
る
。
こ
の
互
酬
的
な
営
み
の
背
後
に
は
、
鳥
追
い
と
い
う
農
耕
儀
礼

の
実
用
性
を
超
え
て
、ハロ
ウ
ィ
ー
ン
や
サ
ン
タ
ク
ロ
ー
ス
を
支
え
て
い

る
の
と
同
類
の
贈
与
交
換
の
精
神
性
、そ
し
て
古
代
か
ら
続
く
ユ
ー
ラ

シ
ア
大
陸
の「
来
訪
神
儀
礼
」の
普
遍
性
が
横
た
わ
っ
て
い
る
の
で
は

な
い
か
、と
私
は
考
え
る
。
横
岡
で
は
、
他
な
ら
ぬ
子
ど
も
た
ち
自
身

が一時
的
な
「
来
訪
神
」
と
な
って
、
家
々
を
め
ぐ
って
ゆ
く
の
だ
。

　

翌
日
に
は
、石
名
坂
の
ア
マ
ノ
ハ
ギ
を
見
学
す
る
。
私
た
ち
は
ひ
と

ま
ず
藁
小
屋
に
火
を
つ
け
た
時
点
で
現
地
を
訪
れ
、横
岡
と
同
型
の

行
事
が
こ
こ
で
も
脈
々
と
受
け
継
が
れ
て
き
た
の
を
確
認
し
た
。
そ
の

後
、夕
方
に
戻
って
ア
マ
ノハ
ギ
行
事
の
準
備
に
立
ち
会
う
。
集
会
所
に

集
ま
っ
た
後
で
、さ
っ
そ
く
ガ
レ
ー
ジ
で
装
束
を
つ
け
る
集
落
の
男
性
た

ち
。
男
鹿
半
島
な
ど
で
い
く
つ
か
の
来
訪
神
行
事
を
見
た
こ
と
は
あ
っ

た
が
、
石
名
坂
の
ア
マ
ノ
ハ
ギ
の
面
は
少
な
く
と
も
一
世
紀
は
経
っ
て
い

そ
う
な
相
当
に
古
い
も
の
で
、ふ
し
く
れ
だ
っ
た
木
の
コ
ブ
を
角
や
鼻

に
見
立
て
て
ワ
イ
ル
ド
に
造
形
さ
れ
て
い
る
。
暗
闇
の
な
か
ラ
ン
プ
の

光
に
浮
か
び
上
が
る
ア
マ
ノ
ハ
ギ
の
姿
は
聖
性
と
俗
性
、
崇
高
さ
と
醜

悪
さ
の
両
方
を
兼
ね
揃
え
た
、
形
容
し
難
い
魅
惑
を
伴
って
、
目
に
見

え
な
い
世
界
の
力
を
体
現
し
て
い
る
。

　

石
名
坂
の
み
な
さ
ん
は
、こ
の
日
、
高
校
生
の
新
た
な
行
事
の
担
い

手
が
ア
マ
ノ
ハ
ギ
の「
中
の
人
」に
な
っ
た
こ
と
を
喜
ん
で
い
た
。
代
々
こ

の
役
を
担
う
こ
と
が
、こ
こ
で
は
男
た
ち
の
文
化
を
つ
く
って
い
る
。
祭

り
を
継
承
す
る
こ
と
は
、一
年
に一
度
や
っ
て
来
る
春
を
味
わ
う
こ
と
、

あ
ら
ゆ
る
生
命
の
循
環
を
受
け
入
れ
る
こ
と
と
同
じ
意
味
を
持
っ
て

い
る
。
戸
板
を
ガ
タ
ガ
タ
揺
ら
し
、
低
く
唸
り
な
が
ら
民
家
を
訪
れ
、

子
ど
も
た
ち
を
恐
怖
に
陥
れ
る
ア
マ
ノ
ハ
ギ
と
い
う
精
霊
。
年
長
の
子

ど
も
た
ち
は
そ
れ
で
も
、
来
訪
者
か
ら
の
威
圧
的
な
問
い
か
け
に
対

し
て
怖
気
づ
か
ず
受
け
答
え
し
た
り
、
相
手
の
正
体
を
勘
繰
って「
中

に
誰
が
入
っ
て
い
る
の
か
？
」
と
想
像
を
め
ぐ
ら
せ
な
が
ら
、
少
年
か

ら
青
年
へ
と
成
長
し
て
ゆ
く
。
こ
こ
で
も
ま
た
、
そ
の
土
地
に
生
ま
れ

育
っ
た
子
ど
も
た
ち
が
、
社
会
的
な
現
実
の
な
か
で
成
長
し
、や
が
て

祭
り
を
執
行
す
る
大
人
の
側
に
な
っ
て
ゆ
く
「
役
割
の
バ
ト
ン
」
が
継

承
さ
れ
て
い
た
。　

 

 　

夏
の
盆
小
屋
で
も
、冬
の
小
正
月

行
事
で
も
、
子
ど
も
た
ち
の
自
発

的
な
集
団
で
営
ま
れ
て
き
た
、さ
さ

や
か
な
遊
び
の
共
同
性
が
、こ
の
地

域
に
と
っ
て
か
け
が
え
の
な
い
記
憶

の
宝
を
形
成
し
て
い
る
。
大
人
は
こ

の
宝
を
受
け
継
ぎ
、
次
代
に
託
そ

う
と
す
る
。
こ
う
し
て
、
今
生
き
て

い
る
人
た
ち
の
前
に
は
、
膨
大
な
か

つ
て
の
子
ど
も
た
ち
の
イ
メ
ー
ジ
が

立
ち
上
が
り
、
真
夏
の
夢
と
真
冬

の
夢
を
編
む
よ
う
に
、
地
域
の
祭
り

を
維
持
し
て
ゆ
く
。
鳥
海
山
麓
エ
リ

ア
の
な
か
で
も
、に
か
ほ
市
の
山
岳

側
か
ら
海
側
に
か
け
て
広
が
る
海

と
山
の
境
界
エ
リ
ア
は
、
ま
さ
に
そ

う
し
た
真
夏
と
真
冬
の
夢
が
交
錯

す
る
、
か
け
が
え
の
な
い
地
域
な
の

だ
と
思
う
。
そ
う
し
た
集
合
的
な

夢
の
イ
メ
ー
ジ
に
は
、か
つ
て
そ
の
地

域
に
暮
ら
し
て
い
た
祖
先
の
魂
や
、

人
間
の
暮
ら
し
を
支
え
て
い
る
豊
か
な
水
や
農
作
物
、
海
産
物
、
畜

産
品
な
ど
の
自
然
環
境
か
ら
の
贈
与
の
精
神
が
含
ま
れ
て
い
る
。
海

と
山
の
あ
い
だ
に
広
が
る
大
地
の
歴
史
、人
び
と
と
共
に
生
き
る
生
物

の
歴
史
に
触
れ
、
私
た
ち
は
そ
こ
で
地
球
の
歴
史
そ
の
も
の
と
対
面

す
る
。
こ
う
し
た
壮
大
な
歴
史
は
、
人
間
以
前
の
時
空
を
超
え
た
時

間
の
感
覚
と
、
私
た
ち
の
生
き
る
具
体
的
な
現
実
を
つ
な
ぐ
フ
レ
キ
シ

ブ
ル
な
認
識
の
基
盤
で
あ
り
、
自
由
に
語
り
出
さ
れ
る
民
間
伝
承
や

生
活
技
術
の
源
流
で
も
あ
る
の
だ
ろ
う
。
こ
れ
か
ら
も
ぜ
ひ
、
夢
と
現

実
を
つ
な
ぐ
こ
の
地
域
の
歴
史
に
触
れ
て
い
き
た
い
と
思
う
。

（
石
倉 

敏
明
）

真
夏
と
真
冬
の
夢
が

交
錯
す
る

来
訪
神
と
共
に
家
々
を
め
ぐ
る

鳥
海
山
麓 

野
生
め
ぐ
り

横
岡
の
サ
エ
の
神
行
事

聖
性
と
俗
性
、崇
高
と
醜
悪
の
魅
惑

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
：
石
倉 

敏
明
・
居
村 

匠
・
大
東 

忍　

「にかほでそとね」（p6-7）では新しい野外活動（アウトドアアクティビ
ティー）の創出を試みています。2022 年度は中島台レクリーションの森
や象潟海岸にて、行動前後の持ち物の変化をknollingという手法で撮
影しました。冬は冬師湿原で雪のなかに「仕掛け」をすることで、時間の
経過や自然との付き合い方
を体感しました。野外活動が
もっている固定概念に対し、
美術大学生の発想を抽出す
ることで、これまでとは異な
る軸の活動可能性を探って
いこうと考えています。映像
作家・嶋津穂高氏による映
像はまもなく公開予定。

にかほ市冬師地区にある冬師湿原
には、鳥海山の山体崩壊でできた流
れ山とハンノキが群生する湿原や溜
池があります。この 2 日間はスノー
シューでめぐりました。

映像作家・嶋津 穂高

移動を止めて、天体／地面／身体を観察する

冬師湿原を歩いた2日間。
雪原に置いた、雪の塊。

村田晴加《雪に帰る》


