
05



　

2
0
2
2
年
に
ス
タ
ー
ト
し
た
に
か
ほ
市
で
の

「
ジ
オ
カ
ル
チ
ャ
ー
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
は
、
鳥

海
山
麓
地
域
に
広
が
る
自
然
環
境
の
雄
大
さ

と
時
代
を
貫
く
文
化
の
奥
深
さ
を
私
た
ち
に

教
え
て
く
れ
た
。
お
よ
そ
３
年
間
の
調
査
期
間

中
、
私
た
ち
は
特
に
象
潟
地
区
の
大お
お
ま澗

海
岸
と

鳥
海
山
麓
の
横
岡
や
大
森
で
行
わ
れ
て
い
る
上

郷
の
小
正
月
行
事
に
み
ら
れ
る
、
興
味
深
い
時

空
の
構
造
に
関
心
を
持
って
き
た
。

　

た
と
え
ば
象
潟
の
海
辺
で
行
わ
れ
る
盆
行
事

の
小
屋
建
て（
盆
小
屋
行
事
）は
、
山
側
の
上

郷
で
行
わ
れ
て
い
る
小
正
月
の
小
屋
焼
き
の
行

事
と
同
じ
主
題
を
反
復
し
て
い
る
。
二
つ
の
行

事
を
構
造
論
的
に
読
み
解
く
な
ら
ば
、「
海
＝

夏
」に
対
す
る「
山
＝
冬
」と
い
う
わ
か
り
や
す

い
二
項
対
立
が
見
え
る
が
、
ど
ち
ら
の
行
事
に

も
、
特
に
子
ど
も
た
ち
が
主
役
に
な
っ
て
、
異
界

か
ら
目
に
見
え
な
い
祖
霊
や
精
霊
を
迎
え
る
、

と
い
う
主
題
が
現
れ
る
。
二
つ
の
地
域
に
お
い

て
、二
つ
の
季
節
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
住
人
が
別
々

の
仕
方
で
こ
の
主
題
を
繰
り
返
す
の
だ
。

　

お
盆
の
時
期
に
死
者
の
世
界
か
ら
帰
還
す

る
祖
先
の
霊
や
、
正
月
と
い
う
特
別
な
時
期
に

異
界
か
ら
訪
れ
る
と
い
う
歳
神
様
は
、
か
つ
て

は
子
ど
も
た
ち
が
盆
と
正
月
に
建
て
て
そ
の
中

に
籠
っ
た
と
い
う
藁
小
屋
と
い
う
コ
ス
モ
ロ
ジ
カ

ル
な
構
造
物
と
、
ど
ち
ら
も
深
く
関
係
し
て
い

る
。
神
話
学
の
知
見
か
ら
言
え
ば
、
藁
小
屋
は

象
徴
的
な
母
の
子
宮
で
あ
り
、
子
ど
も
た
ち
は

そ
の
中
に
籠
り
、
先
輩
・
後
輩
の
関
係
性
の
中

で
藁
の
編
み
方
や
祭
り
の
作
法
な
ど
の
知
識
を

共
有
し
て
い
く
。
か
つ
て
は
そ
う
し
て
行
事
の
次

第
を
伝
達
し
な
が
ら
、一
定
期
間
が
過
ぎ
る
と

小
屋
を
焼
き
払
う
こ
と
で
、
象
徴
的
に
生
ま
れ

変
わ
る
儀
礼
が
継
承
さ
れ
て
き
た
の
か
も
し
れ

な
い
。

　

夏
と
冬
、
海
と
山
の
間
で
、
鳥
海
山
麓
の
子

ど
も
た
ち
は
胎
内
か
ら
の
再
生
と
い
う
同
じ
主

題
を
変
奏
す
る
。
地
域
の
子
ど
も
た
ち
は
、こ

う
し
て
祖
先
の
霊
や
歳
神
と一緒
に
大
地
の
母
の

胎
内
に
籠
り
、
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
直
す
行
事
を

繰
り
返
す
。つ
ま
り
、一
年
の
中
で
最
も
厳
し
い

暑
さ
と
寒
さ
の
季
節
に
、
目
に
見
え
な
い
霊
的

な
存
在
を
迎
え
、や
が
て
元
に
い
た
世
界
に
お

返
し
す
る
こ
と
で
、
自
分
自
身
を
前
よ
り
も
少

し
だ
け
大
人
に
近
づ
け
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
こ

こ
で
重
要
な
役
割
を
果
た
す
の
が
、
火
と
い
う

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
再
生
力
な
の
だ
。

　

こ
こ
で
私
た
ち
は
、
山
形
県
側
の
庄
内
平
野

で
月
山
と
鳥
海
山
を
一対
の
神
と
し
て「
月
山
」

に
対
し
て「
ヒ
ヤ
マ
」（
比
山
、日
山
）と
す
る
山

岳
信
仰
と
太
陽
信
仰
の
結
び
つ
き
が
あ
っ
た
こ

と
、
さ
ら
に
秋
田
県
側
で
も
こ
の
山
を
荒
ぶ
る

火
山
＝
「
火
の
山
」
と
し
て
太
陽
と
火
を
結
び

つ
け
る
古
代
的
な
伝
承
が
あ
っ
た
こ
と
を
思
い

出
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い（
※
1
）。
鳥
海
山
麓
に

は
、
太
陽
や
火
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
中
心
に
、
精
霊

と
共
に
小
さ
な
死
と
再
生
を
繰
り
返
し
て
ゆ
く

異
種
や
霊
と
の
共
存
意
識
を
重
視
し
た
思
想

が
継
承
さ
れ
て
い
る
。
子
ど
も
た
ち
は
こ
こ
で
、

目
に
は
見
え
な
い
も
の
た
ち
を
受
け
入
れ
、
共

存
し
な
が
ら
も
、
毎
年
階
段
を
登
っ
て
い
く
よ

う
に
少
し
ず
つ
成
長
し
て
い
く
。
現
在
の
よ
う

に
学
校
の
卒
業
・
入
学
や
学
年
の
進
学
が
私
た

ち
の
意
識
を
変
え
て
い
く
よ
う
に
な
る
前
ま
で

は
、
各
地
域
の
子
ど
も
集
団
が
、
自
発
的
に
そ

の
よ
う
な
先
輩
・
後
輩
の
関
係
性
を
作
り
、
家

族
集
団
や
血
縁
集
団
と
は
異
な
る
人
間
関
係
に

よ
っ
て
、
地
域
の
行
事
を
支
え
て
き
た
。
こ
の
よ

う
な
活
動
の
根
幹
は
、
火
を
起
こ
し
、
管
理
し
、

燃
や
す
こ
と
に
関
わ
って
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
行
事
の
構
造
は
、
福
島
を
中
心

に
東
北
全
域
に
広
が
る
ハ
ヤ
マ
籠
り
や
初
山
行

事
、
さ
ら
に
羽
黒
修
験
道
の
秋
の
峯
入
り
の
よ

う
な
「
山
籠
り
」の
行
事
に
通
底
す
る
も
の
で

も
あ
る
。
私
自
身
、
か
つ
て
出
羽
三
山
の
修
験

道
を
研
究
し
、
実
際
に
秋
の
峯
入
り
修
行
に
参

加
す
る
こ
と
で
、一
度
自
ら
が
死
装
束
を
着
た

死
者
と
な
っ
て
山
と
い
う
大
地
の
子
宮
に
籠
り
、

十じ
っ
か
い界

修
行
と
呼
ば
れ
る
異
界
遍
歴
を
経
て
最

後
に
赤
ん
坊
と
な
って
再
び
生
ま
れ
直
す
、と
い

う
修
行
を
体
験
し
た
。
出
羽
三
山
に
お
い
て
も

ま
た
、
火
や
水
が
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
の
中
核
に
あ
っ

た
。
か
つ
て
は
出
羽
三
山
の一角
を
成
す
と
考
え

ら
れ
て
き
た
鳥
海
山
に
お
い
て
も
、こ
の
よ
う
な

魂
の
再
生
を
目
指
す
、
胎
内
回
帰
の
修
行
が
行

わ
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

こ
う
し
て
わ
ず
か
に
離
れ
て
い
る
海
辺
と
山

裾
の
間
で
、
象
潟
町
の
人
び
と
は
季
節
の
中
で

生
き
る
魂
の
儀
礼
を
継
承
し
、
未
来
に
伝
え
よ

う
と
し
て
き
た
。
に
か
ほ
市
の
他
の
地
域
で
も
、

そ
れ
は
同
様
で
あ
る
。
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
近
い

「
海
と
山
の
間
」
で
、
亡
く
な
っ
た
人
び
と
の
霊

や
生
き
て
い
る
人
び
と
の
魂
を
季
節
と
共
に
更

新
し
、
人
間
の
歴
史
を
越
え
る
時
間
軸
の
中
で

独
自
の
文
化
を
生
み
出
す
と
い
う
こ
と
は
稀
有

な
こ
と
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
噴
火
を
繰
り
返

す
火
山
や
そ
こ
か
ら
溢
れ
出
す
溶
岩
、
地
震
と

共
に
隆
起
す
る
大
地
、
湧
き
出
す
温
泉
、
そ
し

て
豊
富
な
海
や
山
の
恵
み
を
享
受
し
な
が
ら
生

き
る
こ
と
。
そ
し
て
、
そ
の
中
で
季
節
行
事
を

編
み
出
し
、
実
践
す
る
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
人

間
が
自
然
に
抱
か
れ
て
生
き
る
と
い
う
歴
史
の

根
幹
に
触
れ
る
体
験
だ
。
鳥
海
山
麓
に
広
が
る

こ
の
環
境
と
季
節
の
祭
り
は
、
土
地
と
人
間
の

深
い
関
係
性
に
根
差
し
た
「
ジ
オ
カ
ル
チ
ャ
ー
」

に
関
わ
る
重
要
な
示
唆
を
、
現
代
人
に
与
え
て

く
れ
る
に
違
い
な
い
。

石
倉
敏
明

（
人
類
学
者
、
秋
田
公
立
美
術
大
学
ア
ー
ツ
＆

ル
ー
ツ
専
攻
准
教
授
）

鳥 海 山 麓 に 伝 承 さ れ る
太 陽 と 火 の 思 想

魂 再生の
めぐりゆく季節と

※1 鈴木正崇「山岳信仰の展開と変容　鳥海山の歴史民俗学的考察」『哲学』 128号、三田哲学会、2012年。絵：尾花賢一



ス
リ
バ
チ
学
会
流
、ま
ち
の
楽
し
み
方

　
そ
の
後
も
皆
川
氏
は
仙
台
、新
潟
、名
古
屋
、大
阪
、横
浜
な

ど
様
々
な
土
地
の
地
図
を
ク
イ
ズ
形
式
で
示
し
な
が
ら
、
凸
凹

地
形
に
着
目
し
て
そ
の
魅
力
を
読
み
解
い
て
い
き
ま
し
た
。「
地

形
を
見
始
め
る
と
こ
れ
だ
け
を
ツ
マ
ミ
に
、い
く
ら
で
も
飲
め

る
」と
楽
し
げ
に
話
す
皆
川
氏
の
語
り
口
は
、地
形
と
そ
の
土
地

の
歩
ん
で
き
た
歴
史
を
い
き
い
き
と
接
続
し
、
聴
衆
を
見
知
ら

ぬ
土
地
の
小
旅
行
へ
と
連
れ
出
し
ま
す
。

　
最
後
は
ス
リ
バ
チ
学
会
流
、ま
ち
の
楽
し
み
方
を
紹
介
。12
個

に
及
ぶ
楽
し
み
方
の
ポ
イ
ン
ト
に
は
、窪
地
に
注
目
す
る
、古
地

図
を
参
照
す
る
、
水
に
注
目
す
る
と
い
っ
た
基
本
的
な
も
の
か

ら
、
空
は
つ
な
が
っ
て
い
る
、
来
る
も
の
拒
ま
ず
、
団
結
は
し
な

い
と
い
っ
た
ち
ょ
っ
と
変
わ
っ
た
項
目
も
。

「
空
は
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
う
の
は
、
地
形
で
ま
ち
を
歩
い
て

み
る
と
行
政
区
分
は
あ
ん
ま
り
意
味
が
な
く
て
、
地
形
は
ど
こ

ま
で
も
つ
な
が
っ
て
い
る
し
、楽
し
み
方
は
世
界
共
通
な
ん
だ
と

い
う
こ
と
で
す
。
団
結
は
し
な
い
と
い
う
の
も
心
掛
け
て
い
る
こ

と
。学
会
と
い
う
の
は
ど
う
し
て
も
閉
じ
気
味
。地
理
学
会
、地

形
学
会
、地
図
学
会
と
分
か
れ
て
い
る
け
れ
ど
、も
っ
と
分
野
を

横
断
し
て
楽
し
も
う
よ
、と
。
そ
れ
が
ま
ち
あ
る
き
の
コ
ツ
か
な

と
思
い
ま
す
」

瞬
間
的
に
つ
く
ら
れ
た
地
形

　
次
は
、鳥
海
山
・
飛
島
ジ
オ
パ
ー
ク
推
進
協
議
会
の
大
野
希
一

氏
に
よ
る
レ
ク
チ
ャ
ー
「
流
れ
山
の
作
り
方
・
流
し
方
」。
鳥
海

山
の
山
体
崩
壊
と
流
れ
山
の
形
成
の
過
程
を
ユ
ニ
ー
ク
な
切
り

口
で
解
説
す
る
こ
の
レ
ク
チ
ャ
ー
も
今
年
で
3
度
目
で
す（
手
長

足
長Vol.02,03

参
照
）。「
流
れ
山
を
形
成
し
た
岩が
ん
せ
つ屑な

だ
れ
は

わ
ず
か
5
分
の
出
来
事
。カ
ッ
プ
う
ど
ん
が
で
き
あ
が
る
ま
で
の

時
間
と
同
じ
で
す
」。
大
野
氏
は
今
年
も
随
所
に
ユ
ー
モ
ア
を
交

え
な
が
ら
流
れ
山
の
形
成
過
程
を
解
説
し
ま
し
た
。

　
レ
ク
チ
ャ
ー
の
後
は
ゲ
ス
ト
を
交
え
た
ディ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
に
移

り
ま
す
。皆
川
氏
、大
野
氏
に
加
え
、新
潟
路
地
連
代
表
の
野
内

隆
裕
氏
、
秋
田
公
立
美
術
大
学
か
ら
井
上
宗
則
准
教
授
、
石
渡

雄
士
准
教
授
が
参
加
。
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
は
井
上
准
教
授
の
司

会
で
進
行
し
、
聴
衆
か
ら
の
質
問
を
交
え
な
が
ら
活
発
に
意
見

交
換
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
石
渡
准
教
授
は
皆
川
氏
の
講
演
を
振
り
返
り
な
が
ら
、
以
下

の
よ
う
に
話
し
ま
し
た
。「
東
京
の
地
形
は
、
湧
水
や
川
に
侵
食

さ
れ
て
で
き
あ
が
っ
て
い
る
の
が
特
徴
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
今

日
の
主
役
の
流
れ
山
は
、全
然
違
う
理
屈
で
地
形
が
で
き
て
い
ま

す
ね
。流
れ
山
は
水
が
作
っ
た
地
形
で
は
な
く
、た
っ
た
5
分
で

形
成
さ
れ
て
い
る
。
地
形
と
い
う
の
は
千
年
と
か
数
万
年
と
か
、

そ
う
い
う
単
位
で
徐
々
に
作
ら
れ
て
い
く
も
の
だ
と
ば
か
り
思
っ

て
い
ま
し
た
が
、そ
の
イ
メ
ー
ジ
が
ガ
ラ
ッ
と
変
わ
り
ま
し
た
」

　
こ
こ
か
ら「
流
れ
山
の
よ
う
に
瞬
間
的
に
形
成
さ
れ
た
地
形
と

い
う
の
は
あ
る
の
か
」と
い
う
話
題
で
盛
り
上
が
り
ま
す
。

「
東
日
本
大
震
災
で
津
波
の
被
害
を
受
け
た
海
岸
を
歩
い
た
と

き
、
海
岸
沿
い
に
砂
が
溜
ま
っ
て
い
ま
し
た
。
浜
堤
と
い
う
の
は

長
い
時
間
を
か
け
て
徐
々
に
で
き
る
ん
じ
ゃ
な
く
て
、瞬
間
的
な

洪
水
や
津
波
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
で
き
る
も
の
な
の
か
も
し
れ

な
い
と
リ
ア
ル
に
感
じ
ま
し
た
」と
語
る
の
は
皆
川
氏
。大
野
氏

は「
火
山
と
い
う
の
は
人
を
び
っ
く
り
さ
せ
る
く
ら
い
短
期
間
で

地
形
を
変
え
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
」と
、第
二
次
世
界
大

戦
末
期
の
北
海
道
で
わ
ず
か
2
年
ほ
ど
の
間
に
形
成
さ
れ
た
昭

和
新
山
を
紹
介
し
ま
し
た
。

　
会
場
か
ら
は
質
問
も
多
く
出
ま
し
た
。

「『
な
が
れ
散
歩
』が
う
ま
く
い
っ
た
原
因
は
何
か
。ど
う
す
れ
ば

こ
う
し
た
地
域
振
興
の
取
り
組
み
が
で
き
る
か
」と
い
う
質
問
に

は
、新
潟
で
ま
ち
づ
く
り
の
取
り
組
み
を
行
う
野
内
氏
が
回
答
。

「
楽
し
そ
う
な
と
こ
ろ
に
人
は
集
ま
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
今
ほ

ど
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
普
及
し
て
い
な
か
っ
た
頃
、ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
自
分
の
好
き
な
も
の
を
発
信
し
て
い
ま
し
た
。
や
が
て
学

生
さ
ん
や
地
域
の
人
が
集
ま
っ
て
き
て
、行
政
の
方
も
手
伝
っ
て

く
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
、新
潟
の
小
路
め
ぐ
り
・
日
和
山
の
整
備

な
ど
に
つ
な
が
っ
て
い
き
ま
し
た
」

金
浦
の
流
れ
山
を
め
ぐ
る

　
2
日
目
に
は
金
浦
周
辺
の
流
れ
山
を
散
策
し
ま
し
た
。
前
年

は
荒
天
の
た
め
に
行
程
を
短
縮
し
て
実
施
し
た「
な
が
れ
散
歩
」

で
し
た
が
、今
回
は
天
気
に
恵
ま
れ
、多
く
の
流
れ
山
に
登
る
こ

と
が
で
き
る
充
実
し
た
時
間
と
な
り
ま
し
た
。

　
海
沿
い
に
あ
る
湾
頭
公
園
駐
車
場
に
集
合
し
た
一
行
は
、
鳥

海
山
・
飛
島
ジ
オ
パ
ー
ク
認
定
ジ
オ
ガ
イ
ド
で
あ
る
齊
藤
淨
氏

の
案
内
の
も
と
、
地
図
を
片
手
に
流
れ
山
を
め
ぐ
る「
ま
ち
あ

る
き
」へ
と
出
発
し
ま
し
た
。
湾
頭
公
園
横
に
あ
る「
太
平
山
」

に
登
り
、金
浦
の
ま
ち
並
み
の
中
に
ポ
ツ
ポ
ツ
と
浮
か
ぶ
流
れ
山

を
眺
め
、こ
れ
か
ら
歩
く
コ
ー
ス
を
イ
メ
ー
ジ
し
ま
し
た
。ま
た

1
8
0
4
年
の
象
潟
地
震
に
よ
る
隆
起
や
、
江
戸
時
代
の
海
難

者
供
養
碑
に
つ
い
て
の
解
説
を
受
け
ま
し
た
。
太
平
山
を
含
む

流
れ
山
の
多
く
に
石
仏
や
石
碑
が
残
さ
れ
て
お
り
、土
地
の
歴
史

を
今
に
伝
え
る
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
。

　
続
い
て「
さ
ん
ね
ん
山
」「
潮
見
山
」「
八
幡
様
」と
巡
り
ま
し
た
。

途
中
、か
つ
て
の
汀て
い
せ
ん線を

示
す
自
然
石「
赤
石
様
」を
見
学
。「
赤

石
様
」は
長
年
所
在
が
不
明
だ
っ
た
と
こ
ろ
、昨
年
齊
藤
氏
が
発

見
し
た
も
の
で
、
象
潟
地
震
に
よ
る
隆
起
を
実
感
で
き
る
新
た

な
ま
ち
あ
る
き
ス
ポ
ッ
ト
に
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。
最
後
に「
日

和
山
」を
巡
り
、
再
び
湾
頭
公
園
に
戻
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で「
ま

ち
あ
る
き
」は
終
了
。参
加
者
か
ら
は
、「
普
段
生
活
し
て
い
て
、

い
つ
も
目
に
し
て
い
る
風
景
な
の
に
、
知
ら
な
い
こ
と
ば
か
り
で

興
味
深
か
っ
た
」と
い
っ
た
声
も
。約
2
5
0
0
年
前
の
山
体
崩

壊
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
の
土
地
と
人
間
の
歴
史
を
今
に
伝
え

る
流
れ
山
が
、ど
の
よ
う
に
暮
ら
し
の
中
に
取
り
込
ま
れ
て
い
る

の
か
を
知
る
時
間
と
な
り
ま
し
た
。

流
れ
山
を
歩
き
、学
び
、考
え
る
2
日
間

　
「
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
上
に
で
き
る
突
起
し
た
地
形
の
こ

と
。井
上
宗
則
准
教
授
に
よ
る「
流
れ
山
の
地
域
資
源
化
に
向
け

た
基
礎
的
研
究
」で
は
、こ
れ
ま
で
目
が
向
け
ら
れ
る
こ
と
が
少

な
か
っ
た
象
潟
以
外
の
流
れ
山
を
対
象
に
研
究
を
進
め
て
き
ま

し
た
。
流
れ
山
を
に
か
ほ
市
の
ま
ち
づ
く
り
に
お
け
る
重
要
な

地
域
資
源
と
し
て
捉
え
直
す
た
め
、ト
ー
ク
イ
ベン
ト
と
ま
ち
あ

る
き
の
2
本
立
て
で
実
施
し
て
い
る
の
が
、「
い
っ
ぽ 

に
ほ 

に
か

ほ 

な
が
れ
散
歩
」で
す
。
今
回
は
3
度
目
の
開
催
に
し
て
初
と

な
る
2
日
間
の
構
成
。

　

初
日
は
、に
か
ほ
市
総
合
福
祉
交
流
セ
ン
タ
ー 

ス
マ
イ
ル
で

ト
ー
ク
イ
ベ
ン
ト
を
実
施
。
東
京
ス
リ
バ
チ
学
会
会
長
の
皆
川
典

久
氏
が「
凸で
こ
ぼ
こ凹地

形
か
ら
読
み
解
く
、ま
ち
の
歴
史
と
魅
力
」と

題
し
て
講
演
を
行
い
ま
し
た
。

凸
も
い
い
け
ど
凹
も
い
い

　
地
形
に
着
目
す
る
と
ど
ん
な
ま
ち
に
も
必
ず
魅
力
が
見
つ
か

る
と
語
る
皆
川
氏
。に
か
ほ
市
と
東
京
都
区
部
の
地
形
図
を
並
べ

な
が
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
地
形
に
つ
い
て
話
し
始
め
ま
し
た
。

「
今
日
は
喧
嘩
を
売
り
に
き
た
わ
け
じ
ゃ
な
い
で
す
が
、
流
れ
山

の
凸
地
形
も
い
い
け
ど
、
東
京
の
凹
地
形
も
い
い
よ
と
い
う
お
話

を
し
に
き
ま
し
た（
笑
）象
潟
に
は
九
十
九
島
と
い
う
の
が
あ
り

ま
す
が
、東
京
に
は
九
十
九
谷
と
呼
ば
れ
て
い
た
場
所
が
あ
る
ん

で
す
」

　
渋
谷
駅
や
原
宿
駅
の
西
側
に
、
現
在
は
暗あ
ん
き
ょ渠化

さ
れ
て
い
る

宇
多
川
と
い
う
川
が
流
れ
て
い
ま
し
た
。こ
の
川
に
注
ぐ
源
流
群

が
作
っ
た
い
く
つ
も
の
谷
間
が
九
十
九
谷
だ
と
い
い
ま
す
。

　
次
に
紹
介
し
た
の
は
杉
並
区
に
あ
る
善
福
寺
池
。
湧
水
が
作

り
出
し
た
窪
地
で
あ
る
こ
の
池
の
周
辺
は
公
園
と
し
て
整
備
さ

れ
て
お
り
、
都
市
の
オ
ア
シ
ス
と
し
て
地
域
資
源
に
な
っ
て
い
る

と
解
説
し
ま
し
た
。
ま
た
東
京
の
窪
地
は
渋
谷
川
や
神
田
川
、

石し
ゃ
く
じ
い

神
井
川
な
ど
多
く
の
川
の
湧
き
出
る
源
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、

知
ら
な
い
人
も
多
い
と
い
い
ま
す
。

「
神
田
川
の
水
っ
て
ど
こ
か
ら
来
た
の
っ
て
尋
ね
る
と
、な
ん
と
な

く『
多
摩
の
丘
陵
の
方
』
っ
て
い
う
方
も
結
構
い
る
。し
か
し
、こ

れ
は
案
外
近
く
の
窪
地
か
ら
湧
き
出
し
た
川
な
ん
で
す
ね
。こ

ん
な
不
思
議
な
地
形
に
着
目
し
な
い
理
由
な
ん
て
な
い
だ
ろ
う
、

と
い
う
こ
と
で
窪
地
を
紹
介
し
よ
う
と
始
め
た
の
が
こ
の
東
京

ス
リ
バ
チ
学
会
な
ん
で
す
」

　
地
形
に
着
目
す
る
こ
と
は
、
そ
の
ま
ち
の
成
り
立
ち
、
歴
史
、

産
業
、あ
る
い
は
文
化
と
い
っ
た
も
の
を
読
み
解
く
う
え
で
ヒ
ン

ト
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
皆
川
氏
は
語
り
ま
す
。

シンポジウム
会場｜にかほ市総合福祉交流センター スマイル

「凸凹地形から読み解く、まちの歴史と魅力」
皆川典久｜東京スリバチ学会会長

「これまでの活動報告」
井上宗則｜秋田公立美術大学景観デザイン専攻准教授

基調講演

「流れ山の作り方・流し方 ver.金浦」
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

皆川典久、野内隆裕（路地連新潟代表）、大野希一、井上宗則、
石渡雄士（秋田公立美術大学景観デザイン専攻准教授）

ショートレクチャー

ディスカッション

2024年10月26日（土）スケジュール
⇒湾頭公園駐車場

⇒太平山

⇒さんねん山（金浦公民館）

⇒潮見山（旧役場跡地）

⇒八幡様

⇒日和山

湾頭公園駐車場

まちあるき
齊藤淨｜生涯学習一級インストラクター（地球科学）
　　　  鳥海山・飛島ジオパーク認定ジオガイド

2024年10月27日（日）スケジュール

鳥
海
山
の
山
体
崩
壊
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た「
流
れ

山
」は
、仁
賀
保
、金
浦
、象
潟
地
区
に
広
が
っ
て
い

ま
す
。こ
の
ユ
ニ
ー
ク
な
ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
を
楽
し

む
イ
ベン
ト
、い
っ
ぽ 

に
ほ 

に
か
ほ「
な
が
れ
散

歩
」は
今
回
で
3
度
目
の
開
催
と
な
り
ま
し
た
。

2
日
間
に
及
ん
だ「
な
が
れ
散
歩
」は
、初
日
に

東
京
ス
リ
バ
チ
学
会
会
長
の
皆
川
典
久
氏
を
ゲ
ス

ト
に
招
い
た
ト
ー
ク
イ
ベン
ト
、2
日
目
に
は
金
浦

を
舞
台
に
し
た
ま
ち
あ
る
き
を
行
い
ま
し
た
。

協力：（一社）鳥海山・飛島ジオパーク推進協議会　　　　　　　　撮影：菅原正寿　いっぽ にほ にかほ「ながれ散歩」運営：井上宗則、石渡雄士、石田駿太、安積凜々子、ヴライクジュリア柚巴、玉柿清花、佐藤粋

「
な
が
れ
散
歩
」で

 

め
ぐ
る
金
浦

地
形
か
ら
知
る
ま
ち
の
昔
と
今

⇒湾頭公園駐車場

⇒太平山

⇒さんねん山（金浦公民館）

⇒潮見山（旧役場跡地）

⇒八幡様

⇒日和山

湾頭公園駐車場



　にかほ市に点在する「巨石」を中心に、その周囲から見えてくる
石と生活、人、コミュニティーの関係を調査し、新たな可能性を探
究する。調査を通じて、田畑や住宅地、様々な場所に巨石が点在し
ていることを確認した。「唐戸石」や「船つなぎ石」など生活と密接
に関わり、信仰の対象として祀られたり名称が与えられたりした石
が存在するほか、にかほ市においては他地域と比較しても石が多様
な用途で活用されている。その密接な関係ゆえに石は特別視される
存在ではなく、むしろ日常の一部として自然に受け入れられている
と考えられた。

［提案］
　本研究では、石と人々の営みを記録した小冊子（ZINE）の作成を
提案する。石にまつわるマップの作成、建設業界関係者や地域住民
への取材、岩石に関する考察、作品制作など多角的なアプローチを
通じて石の魅力を紹介する。にかほ市における石の役割や価値を
再認識し、地域の新たな魅力を発信することを目指す。
櫻井隆平（ビジュアルアーツ専攻助教）

　にかほ市の 4つの漁港（小砂川、象潟、金浦、平沢）は多様な地形
が広がり遊漁に適しており、海と深く関わる文化が根付いている。近年
全国的に遊漁者の増加とともにマナー違反や落水事故などが問題視さ
れている。問題を解決し、釣り場を守るためには遊漁者へのルール・
マナーの啓発が重要であり、にかほ市においては海の魅力を発信する
と同時に遊漁のルールやマナーを周知するため情報発信施策を提案
する。

［提案］
●遊漁マップの作成…釣りが可能な場所、対象魚種、使用可能な仕掛
け、マナー・規則をまとめたホームページを作成。駐車場やトイレの位
置を記載し、訪問者の利便性を向上させる。釣り場にQRコードを設置
し、現地で規則を確認できるよう工夫する。

● SNS、動画配信サービスでの情報発信…釣り場ごとの実釣動画を制
作し、釣り方や魚種紹介とともにルールやマナー、安全管理の情報を盛
り込む。漁港管理者や地元漁師、にかほ市出身の遊漁者をゲストに迎
え、にかほの海に関するインタビューを実施。にかほの海や歴史、文化、
特産品、行事なども紹介し、より多面的に海の魅力を伝える。
村上直樹（ビジュアルアーツ専攻助手）

　複数の方法論によって人と大地の関係を紐解いて
いくことを基本構想とするジオカルチャー研究プロ
ジェクトでは、「野外アクティビティー領域」「伝統・
伝承領域」「地域資源領域」の3 領域の研究によって
自然環境や資源、文化などの再発見、再定義、可能
性を模索しています。萩原健一（映像作家／研究者、
ビジュアルアーツ専攻准教授）によるプロジェクト「に
かほでそとね」では、前年度までに撮影した映像に
加え、奈曽川、白雪川をはじめとする渓流域での滞
在を考察。映像作家・嶋津穂高氏が記録し、映像
にまとめました。さらに2024 年度は新たな研究シー
ズの発掘として、櫻井隆平（ビジュアルアーツ専攻助
教）、折田千秋（景観デザイン専攻助手）、村上直樹

（ビジュアルアーツ専攻助手）がにかほ市をフィール
ドにそれぞれの視点でリサーチを行いました。

　「通りの景観」をテーマに、商業店舗の看板を題材としたリサーチプロジェ
クトを実施。日常の当たり前の景観に目を向け、考現学的な観点から記録
していくことを目指した。プロジェクトでは、店員と顧客が会話や売買を通
じて直接的な関わりをもつ公の場でありつつ、建物の表面に業態やサービ
スを宣伝する文言を掲げることで通りすがりの人への情報を届ける間接的
な公の場と考え、建物の内外で直接的かつ間接的な人との関わりを持て
る商業店舗に着目した。個人商店が立ち並ぶエリアに注目し、現況を記録
していくことで、現在の地域にある／あった商店のアーカイブを制作した。 

［リサーチの実践］
　リサーチ対象を商店の「建物」と「看板」とし、その色に注目。通りの商店か
ら受ける景観のイメージは、建物の素材や質感、看板のフォント、その色であ
ると仮定し、リサーチを進めた。
●対象地域…にかほ市象潟町四丁目塩越と五丁目塩越の通り
●対象物…小売店、家電量販店、食料品店などの商店の
　　　　　建物およびその看板

［成果物］
　合計 30 店舗の商店を対象とした「A Perspective on the Present from 
the Signs」というリサーチペーパーを作成し、四丁目塩越と五丁目塩越の通り
に存在する東側 14 店舗、西側 16 店舗の情報をまとめた。
折田千秋（景観デザイン専攻助手）

看板から“現在”の視点を捉える

いいいしプロジェクト（仮）
新たな研究シーズの発掘①

にかほ市における遊漁の魅力と
情報発信の提案

CREATE 
NEW 
RESEARCH 
FIELDS

新たな研究シーズの発掘③

新たな研究シーズの発掘②

点在する石の調査

平沢漁港

金浦漁港

象潟漁港

報告書より

小砂川漁港

野外アクティビティー領域 にかほでそとね

　2023 年 7月、秋田県では記録的な豪雨が発生し、広範囲で浸水や土砂崩れの被害が生じた。この日、

鳥海山麓でのリサーチを目的ににかほ市を訪れていたが、風雨が想定を超えて強まり、計画の実施が困難

となった。さらに、秋田市へ向かう道路が冠水したため、帰宅が叶わず、宿泊先に留まりながら、拡大する

被害の状況を見守ることとなった。翌月、計画を改めて練り直し、快晴のもと鳥海山の山頂に立った。眼下

に広がる秋田の景色は、あの日の激しい豪雨とは対照的であった。雨天と晴天、高地と低地、停滞と移動、

登れなかった日と登った日　──この 2つの異なる出来事を通じて、秋田の地形や気象環境について改め

て深く考えさせられた。本作では、過去のプロジェクトで収められた、これらの 2つの時間を並列的に配置

し、それぞれの事象が響き合うように構成している。後半では、鳥海山系を水源とする奈曽川と白雪川を訪

れ、渓流釣りを実施。自作のルアーを用いながら沢を遡り、鳥海山が生み出す水の流れと、その周辺に広

がる生態系や人の営みを記録した。

《Nikaho×Akibi  Summer》　撮影・編集：嶋津穂高

「にかほでそとね」から生まれた映像は、

にかほ市と秋田公立美術大学のYoutubeチャンネルにて公開中です。



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 櫻井隆平 大平真子 青木邦仁 中田日菜子 岩城佑実 佐藤若奈　「流れ山の地域資源化に向けた基礎的研究」
井上宗則 石渡雄士 石田駿太 安積凜々子 ヴライクジュリア柚巴 玉柿清花 佐藤粋　「野生めぐり にかほ版」石倉敏明 田附勝 大東忍 大村香琳　「新たな研究シーズの発掘」櫻井隆平 折田千秋 村上直樹　コーディネーター｜田村剛 伊藤あさみ
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14
日
は
鳥
海
山
小
滝
番
楽
を

見
た
。
番
楽
は
他
地
域
の「
山
伏

神
楽
」に
相
当
す
る
芸
能
で
、か

つ
て
修
験
者
が
伝
え
た
演
目
が

今
に
伝
え
ら
れ
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

小
滝
番
楽
は
と
り
わ
け「
作
祭
り
の
御
神
事
」と

し
て
、こ
の
地
域
に
伝
え
ら
れ
て
き
た
。つ
ま
り
農

作
業
が
行
わ
れ
る
6
月
か
ら
8
月
ま
で
を
中
心

に
上
演
さ
れ
る
、夏
の
神
事
芸
能
で
あ
る
。

　

夕
方
7
時
前
に
小
滝
集
落
の
会
館
に
集
ま

る
と
、
す
で
に
番
楽
を
待
ち
侘
び
て
熱
気
を
帯

び
た
老
若
男
女
の
観
衆
が
集
ま
っ
て
き
て
い
た
。

法
被
を
着
た
舞
手
た
ち
が
、
太
鼓
・
笛
・
鉦
の

３
種
の
楽
器
を
奏
で
な
が
ら
す
ぐ
近
く
の
別
の

集
会
所
に
移
動
す
る
。
番
楽
で
最
も
重
要
な
舞

台
装
置
は
幕
で
あ
ろ
う
。一行
は
幕
の
前
で
拝
礼

し
て
番
楽
の
準
備
に
取
り
掛
か
る
。
観
衆
は
広

い
座
敷
に
家
族
や
友
人
と
集
ま
っ
て
、
思
い
思
い

に
雑
談
し
な
が
ら
開
演
を
待
つ
。

　

神
楽
と
いって
も
、西
日
本
の
そ
れ
の
よ
う
に
日

本
神
話
の一場
面
を
上
演
す
る
も
の
で
は
必
ず
し

も
な
い
。
番
楽
に
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
の
は
、

む
し
ろ
翁
と
三
番
叟
と
い
う
狂
言
や
能
に
連
な

る
中
世
芸
能
の
系
譜
だ
。
冒
頭
の
翁
の
演
目
に
、

ま
ず
衝
撃
を
受
け
る
。
翁
面
の
奥
深
さ
。
ま
る

で
野
生
の
ま
ま
、飼
い
慣
ら
さ
れ
ず
に
継
承
さ
れ

た
中
世
の
芸
能
が
、鳥
海
山
麓
の
夏
の
夜
に
蘇
っ

た
か
の
よ
う
だ
。
謡
の
声
が
ま
た
素
晴
ら
し
い
の

だ
が
、キ
ャッ
プ
を
目
深
に
被
り
、マ
イ
ク
を
手
に

歌
う
達
人
の
姿
は
伝
説
の
ヒッ
プ
ホ
ッ
プ・ア
ー
テ
ィ

ス
ト
の
よ
う
だ
っ
た
。
男
女
2
本
の
笛
、鉦
と
太

鼓
と
い
う
シ
ン
プ
ル
な
伴
奏
が
リ
ズ
ミ
カ
ル
に
神

話
的
な
空
気
を
盛
り
上
げ
て
ゆ
く
。
翁
に
続
く

演
目
は「
吉
田
」と
い
う
も
の
で
、こ
れ
は
こ
の
地

域
で
い
う
三
番
叟
の
こ
と
を
言
う
の
だ
と
い
う
。

　

前
半
の
神
事
芸
能
的
な
演
目
に
心
を
惹
き
つ

け
ら
れ
た
後
、
大
江
山
の
酒
呑
童
子
を
退
治
す

る
源
頼
光・源
綱
の
故
事
に
因
ん
だ
「
大
江
山
」、

坂
上
田
村
麻
呂
に
よ
る
蝦
夷
征
伐
を
題
材
に
し

た
「
田
村
」
な
ど
の
歴
史
物
で
観
衆
は
盛
り
上

が
っ
て
ゆ
く
。
興
味
深
い
こ
と
に
、こ
こ
で
酒
呑

童
子
や
蝦
夷
役
の
演
者
が
被
る
の
は
、
小
正
月

行
事
の
ア
マ
ノ
ハ
ギ
で
も
使
用
さ
れ
て
い
る
蠱こ
わ
く惑

的
な
鬼
人
面
な
の
だ
。
夏
の
番
楽
で
は
鬼
や
蝦

夷
と
し
て
成
敗
さ
れ
た
鬼
人
が
、
冬
の
小
正
月

に
は
恐
ろ
し
い
来
訪
神
と
な
って
集
落
に
回
帰
し

て
く
る
。
そ
れ
は
、た
と
え
ば
蝦
夷
の
よ
う
な
こ

の
土
地
の
先
住
者
が
決
し
て
悪
役
な
の
で
は
な

く
、
本
来
は
こ
の
土
地
の
深
々
と
し
た
歴
史
に

と
っ
て
最
初
の
尊
敬
す
べ
き
祖
先
を
表
す
も
の

だ
、
と
い
う
演
者
の
矜
持
と
繋
が
っ
て
い
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

夜
が
深
ま
っ
て
く
る
と
、
子
ど
も
た
ち
は
退

屈
す
る
ど
こ
ろ
か
、む
し
ろ
興
奮
し
て
前
列
に
に

じ
り
寄
って
く
る
。
な
ぜ
な
ら
、
熊
谷
次
郎
直
実

や
敦
盛
と
いっ
た
勇
ま
し
い
歴
史
劇
の
後
、
農
作

物
の
豊
穣
を
祈
る
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
演
目（
一
人
餅

つ
き
、
四
人
餅
つ
き
、
空
臼
舞
な
ど
）が
続
く
か

ら
で
あ
る
。
正
月
の
来
訪
神
行
事
、
春
の
延
年

チ
ョ
ウ
ク
ラ
イ
ロ
舞
、
盆
の
番
楽
と
い
う
三
つ
の
演

目
を
担
う
卓
越
し
た
演
者
と
目
の
肥
え
た
老

若
男
女
の
観
衆
。
小
学
生
と
高
齢
者
が
最
前
列

で
演
目
を
見
守
る
熱
気
。
子
ど
も
た
ち
が
演
者

を
「
か
っ
こ
い
い
」
と
いって
憧
れ
る一体
感
が
、
独

特
の
高
揚
感
を
生
む
。（
そ
の
後
、
15
日
に
釜
ヶ

台
番
楽
、
16
日
に
横
岡
の
鳥
海
山
日
立
舞
番
楽

を
見
学
し
た
。）

　
　
　
　

日
中
は
に
か
ほ
市
か
ら
由
利

に
移
動
し
、
か
つ
て
鳥
海
山
の

滝
沢
修
験
口
の
中
心
地
と
な
っ

た
森
子
大
物
忌
神
社
を
調
査

す
る
。八
乙
女
山
か
ら
鳥
海
山
に
連
な
る
山
々
の

表
情
は
、吹
浦
や
蕨
岡
の
表
情
よ
り
も
急
峻
で
、

同
じ
北
麓
の
小
滝
に
も
通
じ
る
修
験
文
化
の
雰

囲
気
を
感
じ
る
。
そ
の
後
、東
由
利
に
足
を
伸
ば

し
、7
月
の
水
害
に
よって
毀
損
さ
れ
た
道
路
を

辿
れ
る
だ
け
辿
って
み
た
。
東
由
利
も
ま
た
ユニ
ー

ク
な
地
域
文
化
が
残
る
美
し
い
集
落
が
続
く
。

　

写
真
家
の
田
附
勝
さ
ん
と
僕
た
ち
は
、
そ
こ

で
こ
の
地
域
の「
道
切
り
」の
行
事
の
ひ
と
つ
で

あ
る
藁
蛇
を
見
て
歩
い
た
。
藁
蛇
は
、
由
利
本

荘
市
を
中
心
に
残
っ
て
い
る
空
間
境
界
に
設
置

さ
れ
る
御
神
体
で
、
秋
田
の
内
陸
部
で
信
仰
さ

れ
る
人
形
道
祖
神
や
、
津
軽
半
島
一
帯
で
信
仰

さ
れ
て
い
る
虫
送
り
の
藁
蛇
に
相
当
す
る
。
東

由
利
の
藁
蛇
は
余
計
な
装
飾
の
な
い
ミ
ニマ
ル
な

造
形
で
、
電
柱
や
木
、
あ
る
い
は
神
社
の
鳥
居
に

文
字
通
り
ぐ
る
ぐ
る
と
巻
き
つ
け
ら
れ
て
い
る
。

　

興
味
深
い
の
は
、か
つ
て
の「
境
界
」で
あ
っ
た

藁
蛇
が
、
道
路
の
破
損
部
分
の
直
前
に
、
あ
た

か
も
そ
の
破
壊
を
防
ぐ
力
を
持
って
い
る
か
の
よ

う
に
見
え
た
こ
と
だ
っ
た
。
多
く
の
小
道
が
大
雨

に
よ
る
被
害
で
塞
が
れ
て
い
る
が
、
そ
の
原
因
は

明
ら
か
に
緩
ん
だ
土
砂
が
崖
崩
れ
を
起
こ
し
て

道
を
寸
断
し
た
も
の
だ
。
し
か
し
、
ま
る
で
神

聖
な
力
に
守
ら
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
、
藁
蛇
の

手
前
に
は
被
害
が
ほ
と
ん
ど
及
ん
で
い
な
い
と
い

う
事
例
が
見
て
と
れ
た
。
そ
の
理
由
は
明
ら
か

で
は
な
い
が
、
東
日
本
大
震
災
の
際
に
残
さ
れ

た
多
く
の
神
社
が
破
壊
さ
れ
ず
に
残
っ
た
よ
う

に
、
昔
か
ら
ど
の
地
盤
が
堅
固
で
、
ど
の
地
盤
が

脆
弱
か
を
理
解
し
た
上
で
藁
蛇
を
掲
げ
る
在
来

知
が
働
い
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

撮
影
：
田
附
勝　

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
：
石
倉
敏
明
・
田
附
勝
・

大
東
忍
・
大
村
香
琳

夏の夜の番楽と、
境界の蛇

［ 鳥海山麓 野生めぐり ］

見えない領域を探り、
土地の輪郭を
浮き上がらせる。
　秋田公立美術大学はにかほ市と連携協定を締結した
ことを受け、2021 年度「にかほ市リサーチ」、2022 年以
降は「ジオカルチャー研究プロジェクト」として、にかほ市
をフィールドとした協働プロジェクトを実施してきました。
にかほ市に湧き上がる魅力的な風土と、美術大学による
独自の研究視点が重なり合うことで、未来に向けた新た
な地域資源の発掘と可能性の発見を目指すプロジェク
トです。ジオカルチャーは石倉敏明（人類学者、秋田公
立美術大学アーツ＆ルーツ専攻准教授）が提起したもの
で、人間と自然をつなぐ統一的な生命環境としてのジオス

（地球）を基盤とした文化現象の概念です。複数の方法
論によって、人と大地の関係を紐解いていくことを基本
構想として実施してきました。
　プロジェクトでは秋田公立美術大学の教員が、助手や
学生、アーティストと共に複数の研究チームを立ち上げ、
地学的・生態学的・人類学的な複数の絡まり合った事
象や文化、そのダイナミックで混種的な複数性の共存状
況に「ジオカルチャー」の概念で迫りました。研究過程を
まとめた研究レポート《手長足長》は、アーツセンターあ
きたのウェブサイトにて公開しています。

過去、現在、未来
人々の営みを繋ぐ

〈手〉と〈足〉
　研究レポート《手長足長》の表紙絵・挿絵を描いてきた尾花賢一（アーティスト、
秋田公立美術大学ビジュアルアーツ専攻准教授）は、「手長足長は彼方にいる妖怪
ではなく、過去と現在と未来をつなぐ、この土地で生きてきた人々である」と語ります。
にかほ市を形作ってきた人々の営みを〈手〉と〈足〉に重ねて表現した表紙絵を軸に
制作してきた《手長足長》は、今号で 5 号目となりました。
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