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写
真 

野
瀬
勝
一

取
材
・
文 

山
内
史
子

地域の底力 山
形
県
鶴
岡
市
の
未
来
を
担
う
の
は

受
け
継
が
れ
て
き
た
豊
か
な
食
文
化

江
戸
時
代
か
ら
変
わ
ら
ぬ
精
神
と
、

地
域
に
根
付
い
た
旬
の
ご
馳
走
。

鶴
岡
市
で
は
当
た
り
前
の
暮
ら
し
が
、

世
界
に
誇
る
べ
き
宝
物
だ
っ
た
。

上／鶴岡市が誇る在来野菜のカラトリイモ ( 里芋の一種 )、孟宗竹、だだちゃ豆。
右中／だだちゃ豆のさやを食べて育つ羊は、概念を覆すおいしさ。下／杉並木の
なかを行く約 2㎞の参道、国宝「羽黒山五重塔」など、月山、湯殿山、羽黒山か
らなる出羽三山もまた、鶴岡の歴史や文化を語る上で重要な役割を担っている。



出羽神社、月山神社、湯殿山神社からなる「出羽三
山神社」。6 世紀末から 7 世紀初頭にかけ、崇

す

峻
しゅん

天
皇の皇子である蜂

はちこの

子皇子により開山されたといわれ
る。2016 年、日本遺産に認定。

「鶴岡は春夏秋冬の四季が日本で一番はっきりしている
そうです」とは、鶴岡市長の榎本政規氏。庄内藩以前、
2005 年に開山 1400 年を迎えた出羽三山が、人々の精
神のよりどころとなっているとも。

上／ 1805 年の創設以来、徂徠学を基本として庄内藩
士たちの精神を育んだ藩校「致道館」は、現在、一般
公開されている。国指定史跡。
下／庄内藩主の居城鶴ヶ岡城跡である鶴岡公園に建つ

「鶴岡市立藤沢周平記念館」。移築された書斎、自筆原
稿や愛用品、鶴岡の景色が彩る作品紹介などを展示。

10NICHIGIN 2016 NO.47

受
け
継
が
れ
て
き
た 

庄
内
藩
の
心

　人
口
約
一
三
万
人
の
山
形
県
鶴
岡
市

は
日
本
海
に
面
し
、
月
山
を
は
じ
め
と

す
る
出
羽
三
山
や
鳥
海
山
な
ど
の
山
々

に
囲
ま
れ
た
庄
内
平
野
に
位
置
す
る
。

六
市
町
村
が
二
○
○
五
年
に
合
併
し
、

そ
の
行
政
面
積
は
東
北
六
県
の
な
か
で

も
っ
と
も
広
い
。

　江
戸
時
代
に
は
、
譜
代
酒
井
家
が
治

め
て
い
た
庄
内
藩
の
城
が
あ
っ
た
ま
ち
。

市
の
中
心
部
に
は
今
な
お
、
城
下
町
の

面
影
が
感
じ
ら
れ
る
ま
ち
並
み
が
残
る
。

時
代
小
説
の
フ
ァ
ン
で
あ
る
な
ら
、
鶴

岡
出
身
の
作
家
・
藤
沢
周
平
氏
が
描
く

作
品
の
舞
台
、「
海う

な

坂さ
か

藩
」の
景
色
が
思

い
出
さ
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。

　庄
内
平
野
、
す
な
わ
ち
か
つ
て
の
庄

内
藩
は
大
き
く
ふ
た
つ
に
分
か
れ
る
。

北
前
船
の
交
易
で
栄
え
、
豪
商
本
間
家

が
力
を
有
し
た
商
人
町
酒
田
と
、
そ
し

て
殿
様
が
い
た
こ
の
鶴
岡
だ
。
市
長
の

榎
本
政ま

さ

規き

氏
に
鶴
岡
の
魅
力
を
伺
っ
た

と
こ
ろ
、
今
な
お
、
人
々
に
は
昔
な
が

ら
の
気
質
が
見
ら
れ
る
と
い
う
。

　「鶴
岡
は
城
下
町
、
お
殿
様
の
町
。
そ

の
気
風
は
、
今
も
遺
伝
子
的
に
残
っ
て

い
る
と
思
い
ま
す
。
人
間
性
は
か
な
り

の
ん
び
り
し
て
い
ま
す
ね
。
寛
容
の
精

神
が
あ
っ
て
忍
耐
強
く
、
と
き
に
は
過

ぎ
る
ほ
ど
に
謙
虚
で
す
」

　知
ら
な
い
相
手
に
対
し
て
は
信
用
で

き
る
ま
で
は
取
引
を
し
な
い
が
、
わ
か

り
あ
え
ば
と
こ
と
ん
つ
き
あ
う
。
質
実

さ
、
堅
実
さ
も
あ
る
。
そ
ん
な
鶴
岡
の

心
を
語
る
上
で
興
味
深
い
の
は
、
か
つ

て
の
庄
内
藩
藩
校
「
致
道
館
」
で
の
教

え
だ
。

　「徳
川
の
時
代
は
朱
子
学
が
主
流
で
し

た
が
、
庄
内
藩
は
、
荻お

生
ぎ
ゅ
う

徂そ

徠ら
い

（
注
１
）

が
提
唱
す
る
徂
徠
学
が
藩
学
だ
っ
た
ん

で
す
」

　語
れ
ば
尽
き
な
い
徂
徠
学
を
簡
単
に

言
っ
て
し
ま
え
ば
、
他
の
意
見
に
と
ら

わ
れ
ず
、
孔
子
の
教
え
を
研
究
す
る
と

い
う
も
の
。
自
学
自
習
、
天
性
重
視
、

個
性
伸
長
、
会
業
の
重
視
。
自
ら
考
え
、

そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
を
伸
ば
し
、
学
び
、

議
論
す
る
こ
と
が
大
切
だ
と
さ
れ
た
。

一
八
四
○
年
に
藩
主
替
え
が
計
画
さ
れ

羽
越
本
線
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一霞温海かぶ生産組合組合長の佐々
木茂氏（左）と、組合員の五十嵐勇
一氏（右）。背後に見える斜面が、温
海かぶの畑。草を刈り取った後、焼
き畑作業を経て種をまく。収穫した
温海かぶの漬物は、11 月から出荷さ
れる。

注
１
／
荻
生
徂
徠（
一
六
六
六

～
一
七
二
八
）

　
儒
学
を
経
世
済
民
の
学
、

治
世
の
学
と
し
て
と
ら
え
、

ま
た
そ
の
実
証
的
研
究
の
重

要
性
を
説
い
た
。
そ
の
一
つ

の
表
れ
と
し
て
、
江
戸
幕
府

第
八
代
将
軍
吉
宗
に
献
じ
ら

れ
た
「
政
談
」
が
知
ら
れ
る
。

同
書
に
お
い
て
、
徂
徠
は
当

時
の
政
治
・
経
済
・
文
化
・

風
俗
を
明
示
し
つ
つ
、
そ
の

問
題
点
と
解
決
策
を
論
じ
た
。

ま
た
、
そ
の
方
法
論
と
し
て
、

後
世
の
解
釈
に
左
右
さ
れ
ず
、

直
接
的
に
古
典
を
学
ぶ
べ
き

と
し
た
「
古
文
辞
学
」
を
確

立
し
た
。

注
２
／
副
島
種
臣（
一
八
二
八

～
一
九
〇
五
）

　
江
戸
時
代
末
期
か
ら
明
治

時
代
の
佐
賀
藩
士
・
政
治
家
。

国
学
者
の
父
と
兄
の
影
響
に

よ
り
早
く
か
ら
尊
王
攘
夷
思

想
に
目
覚
め
る
。
政
体
書
の

起
草
や
版
籍
奉
還
に
尽
力
。

た
際
、
領
民
が
幕
府
に
直
接
か
け
あ
っ

て
取
り
や
め
さ
せ
た
の
は
、
己
の
考
え

に
基
づ
い
た
行
動
の
最
た
る
あ
ら
わ
れ

だ
ろ
う
。

　
ま
た
戊
辰
戦
争
で
は
最
後
ま
で
明
治

政
府
に
恭
順
せ
ず
、
政
府
軍
の
進
入
か

ら
領
地
を
守
る
強
さ
を
誇
っ
た
が
、
そ

の
後
の
処
分
は
西
郷
隆
盛
の
取
り
な
し

で
軽
く
済
ん
だ
の
だ
と
か
。
恩
を
忘
れ

ず
、
西
南
戦
争
に
か
け
つ
け
た
庄
内
藩

士
が
多
数
い
た
そ
う
だ
。

　「
副そ

え

島じ
ま

種た
ね

臣お
み

（
注
２
）
さ
ん
が
庄
内
人

を
評
し
、『
沈ち

ん

潜せ
ん
の
風ふ

う

』
と
言
っ
た
そ

う
で
す
。
普
段
は
い
る
か
い
な
い
か
わ

か
ら
な
い
が
、
い
ざ
と
い
う
と
き
に
は
、

力
を
発
揮
す
る
ぞ
と
」

世
界
が
認
め
た 

多
彩
な
在
来
作
物

　
そ
の
鶴
岡
市
が
今
、
二
○
一
四
年
に

ユ
ネ
ス
コ
食
文
化
創
造
都
市
と
し
て
日

本
で
は
初
め
て
認
定
さ
れ
た
こ
と
で
、

国
内
外
の
注
目
を
集
め
て
い
る
。

　
地
域
に
は
五
〇
種
以
上
も
の
在
来
作

物
が
存
在
し
、
大
切
に
育
て
ら
れ
て
き

た
。
ま
た
、
春
は
孟
宗
竹
、
初
夏
は
サ

ク
ラ
ン
ボ
や
メ
ロ
ン
、夏
に
は
だ
だ
ち
ゃ

豆
、
秋
は
里
芋
、
冬
は
鱈
と
、
鶴
岡
の

暮
ら
し
は
現
代
も
な
お
、
地
元
の
旬
の

食
材
と
密
接
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
、

榎
本
氏
は
語
る
。

　「
そ
れ
を
当
た
り
前
だ
と
思
っ
て
い
た

ん
で
す
ね
。
そ
も
そ
も
、
う
ま
い
も
の

だ
と
は
思
っ
て
い
な
い
ん
で
す
よ
。
で

も
、
ほ
か
か
ら
来
る
と
『
す
ご
い
』
と

い
う
こ
と
に
な
る
」

　
出
羽
三
山
の
修
験
道
や
季
節
の
行
事

に
関
わ
る
食
文
化
も
受
け
継
が
れ
て
き

た
が
、
地
元
で
は
歴
史
や
多
彩
さ
を
意

識
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
正
直
な
と

こ
ろ
食
文
化
創
造
都
市
と
い
う
言
葉
に

ピ
ン
と
来
て
い
な
い
人
も
多
い
と
か
。

　「
認
定
は
あ
る
意
味
、
新
た
な
ス
タ
ー

ト
地
点
で
あ
っ
て
、
ゴ
ー
ル
で
は
な
い

と
思
っ
て
い
る
ん
で
す
」　

　
実
は
鶴
岡
は
、
学
校
給
食
発
祥
の
地

で
も
あ
る
。
一
八
八
九
年
に
私
立
忠
愛

小
学
校
で
貧
し
い
子
ど
も
た
ち
に
食
事

を
与
え
た
の
が
、
そ
の
は
じ
ま
り
だ
。

市
で
は
学
校
給
食
に
お
け
る
鶴
岡
産
野

菜
の
利
用
率
五
〇
％
を
目
指
し
、
子
ど

も
た
ち
に
地
元
で
栽
培
さ
れ
て
い
る
野

菜
や
お
米
な
ど
の
お
い
し
さ
を
知
っ
て

も
ら
う
取
り
組
み
を
進
め
て
い
る
。

　
榎
本
氏
に
よ
れ

ば
、
地
元
の
食
材

の
す
ば
ら
し
さ
を

認
識
す
る
に
至
っ

た
経
緯
に
は
、
市

内
に
山
形
大
学
農

学
部
が
あ
っ
た
こ

と
も
幸
い
し
た
と
も
。

　「
農
学
部
の
江
頭
宏ひ
ろ
あ
き昌
先
生
が
、
在
来

作
物
研
究
会
を
立
ち
上
げ
、
埋
も
れ
て

い
た
食
材
を
掘
り
起
こ
し
て
く
れ
た
ん

で
す
」

　
全
国
と
比
較
し
て
も
多
彩
な
在
来
品

種
が
見
つ
か
っ
て
い
る
鶴
岡
は
、
他
県

か
ら
赴
任
し
て
き
た
江
頭
氏
に
と
っ
て

宝
の
山
だ
っ
た
よ
う
だ
。
山
間
部
の
一ひ

と

霞か
す
みと

い
う
地
域
で
四
〇
〇
年
前
か
ら
続

い
て
い
る
、
温あ

つ
海み

か
ぶ
も
そ
の
ひ
と
つ
。

　
多
く
が
漬
物
に
さ
れ
る
温
海
か
ぶ
は

「
皮
が
薄
い
。
歯
ざ
わ
り
が
ぱ
り
ぱ
り
し

て
い
る
」
と
、
説
明
し
て
く
れ
た
の
は
、

一
霞
温
海
か
ぶ
生
産
組
合
長
の
佐
々
木

茂
氏
だ
。
そ
の
特
徴
を
生
む
の
は
、
今

で
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
焼
き
畑
の

自
然
農
法
栽
培
だ
と
い
う
。

　
佐
々
木
氏
、
そ
し
て
組
合
員
の
五
十

嵐
勇
一
氏
に
畑
へ
と
案
内
さ
れ
た
も
の

の
、
し
ば
し
呆
然
と
な
る
。
背
丈
ほ
ど

も
あ
る
草
が
生
い
茂
っ
た
、
単
な
る
山

の
斜
面
に
し
か
見
え
な
い
。

　
五
十
嵐
氏
に
よ
れ
ば
、
山
中
に
点
在

す
る
畑
は
数
年
ご
と
に
使
わ
れ
、
下
草

を
刈
ら
れ
た
後
に
火
が
放
た
れ
る
そ
う

だ
。
そ
の
後
、
畑
の
表
面
が
ま
だ
熱
い

う
ち
に
種
が
ま
か
れ
、
ほ
ぼ
自
然
に
ま

か
せ
て
の
栽
培
と
な
る
。



「
ア
ル
・
ケ
ッ
チ
ァ
ー
ノ
」
の
シ
ェ
フ
奥
田
政
行
氏
。

鶴
岡
市
が
出
展
し
た
二
〇
一
五
年
開
催
の
「
ミ
ラ
ノ

万
博
」
で
記
録
的
な
来
客
数
を
記
録
す
る
な
ど
、
海

外
で
の
評
価
も
高
い
。
店
名
は
「
あ
っ
た
じ
ゃ
な
い

か
」
と
い
う
意
味
の
方
言
に
由
来
す
る
。

温海かぶ同様に焼き畑農法の大
地に育つ「田川かぶ」（右）と「藤
沢かぶ」（左）、青首大根にも似
た「宝

ほう

谷
や

かぶ」（下）など、少
量生産ながらかぶだけでも鶴岡
の在来作物は多彩だ。
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　「
い
い
か
ぶ
は
根
が
一
本
、
ぴ
っ
と

生
え
る
。
ふ
つ
う
の
畑
で
は
根
が
あ
ち

ら
こ
ち
ら
か
ら
出
る
ん
で
す
が
、
斜
面

で
育
て
る
と
長
い
根
一
本
が
す
っ
と
伸

び
る
ん
で
す
。
わ
れ
わ
れ
一
霞
の
人
は
、

形
の
い
い
か
ぶ
が
で
き
る
と
畑
に
移
植

し
、
と
き
に
は
交
配
し
て
、
優
秀
な
種

を
確
保
し
て
き
た
。
白
菜
や
大
根
の
よ

う
な
か
ぶ
と
同
じ
ア
ブ
ラ
ナ
系
統
の
花

は
一
切
咲
か
せ
ず
、
す
ぐ
に
抜
い
て
し

ま
い
ま
す
が
、
こ
の
あ
た
り
で
は
そ
れ

が
常
識
で
す
」

　
種
を
採
り
、
よ
り
す
ぐ
れ
た
系
統
を

残
す
。
鶴
岡
の
在
来
品
種
の
多
さ
は
、

そ
の
伝
統
が
受
け
継
が
れ
て
き
た
背
景

に
あ
る
。
か
つ
て
は
全
国
で
行
わ
れ
て

い
た
こ
と
だ
が
、
現
在
、
均
一
な
品
質

を
求
め
て
種
苗
メ
ー
カ
ー
か
ら
種
を
買

う
の
が
一
般
的
な
の
だ
。

　
そ
れ
に
し
て
も
、
斜
面
で
の
農
作
業

に
は
か
な
り
の
苦
労
が
あ
る
は
ず
だ
が
、

後
継
者
は
果
た
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　「
一
霞
か
ら
出
た
人
も
、
そ
の
時
期
に

な
る
と
戻
っ
て
か
ぶ
を
つ
く
る
。
な
か

に
は
四
〇
代
、
三
〇
代
も
い
ま
す
か
ら
、

お
そ
ら
く
一
霞
の
か
ぶ
は
な
く
な
ら
な

い
だ
ろ
う
な
と
思
い
ま
す
。
一
番
は
生

活
の
た
め
。
お
金
に
な
り
ま
す
か
ら
ね
」

　
北
海
道
か
ら
沖
縄
ま
で
、
広
く
全
国

に
温
海
か
ぶ
の
フ
ァ
ン
が
い
る
と
い
う
。

ロ
ゴ
マ
ー
ク
を
つ
く
り
、
い
ち
早
く
ブ

ラ
ン
ド
化
を
図
っ
た
の
も
大
き
い
だ
ろ

う
。
八
月
の
中
ご
ろ
に
畑
を
焼
い
て
種

を
ま
き
、
収
穫
は
十
月
の
末
ご
ろ
か
ら

と
い
う
、
三
カ
月
限
り
の
短
い
作
業
期

間
も
幸
い
し
て
い
る
よ
う
だ
。

す
べ
て
は 

一
軒
の
レ
ス
ト
ラ
ン
か
ら

始
ま
っ
た

　
鶴
岡
の
在
来
作
物
を
語
る
上
で
、
山

形
大
学
農
学
部
の
江
頭
氏
と
と
も
に
も

う
ひ
と
り
語
る
べ
き
人
が
い
る
。
レ
ス

ト
ラ
ン
「
ア
ル
・
ケ
ッ
チ
ァ
ー
ノ
」
の

シ
ェ
フ
で
鶴
岡
市
出
身
の
奥
田
政
行
氏

だ
。
江
頭
氏
と
と
も
に
農
家
を
訪
ね
て
、

限
ら
れ
た
地
域
で
栽
培
さ
れ
て
い
た
在

来
種
に
陽
の
光
を
あ
て
た
の
だ
。

　
美
味
を
目
当
て
に
全
国
か
ら
食
通
が

訪
れ
る
レ
ス
ト
ラ
ン
は
連
日
予
約
で

い
っ
ぱ
い
だ
が
、
そ
こ
に
至
る
奥
田
氏

の
道
の
り
は
限
り
な
く
険
し
い
も
の

だ
っ
た
。

　
当
初
、
奥
田
氏
は
料
理
が
広
く
評
判

を
呼
ん
で
い
た
実
家
の
ド
ラ
イ
ブ
イ
ン

を
継
ぐ
つ
も
り
で
い
た
が
、
人
に
騙
さ

れ
た
父
親
が
多
額
の
負
債
を
抱
え
、
未

来
図
は
変
更
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。

　
光
明
が
見
え
た
の
は
、
東
京
で
の
修

業
先
だ
っ
た
。
仕
入
れ
た
食
材
が
気
に

入
ら
な
け
れ
ば
返
品
が
当
た
り
前
の
厳

し
い
シ
ェ
フ
の
も
と
で
働
い
て
い
た
が
、

鶴
岡
の
食
材
だ
け
は
「
自
然
の
香
り
が

す
る
ね
」
と
認
め
て
い
た
と
い
う
。

　「
こ
の
ま
ま
自
分
の
一
生
が
終
わ
る
か

も
し
れ
な
い
多
額
の
借
金
を
抱
え
る
な

か
、
そ
の
言
葉
を
聞
い
て
、
針
穴
ぐ
ら

い
の
ち
い
さ
な
穴
で
し
た
が
、
光
が
見

え
た
よ
う
な
気
が
し
ま
し
た
」

　
二
五
歳
で
故
郷
に
戻
り
地
元
の
食
材

を
広
め
よ
う
と
す
る
も
の
の
、
残
念
な

が
ら
誰
も
興
味
を
持
た
ず
。
ホ
テ
ル
の

料
理
長
、
農
家
レ
ス
ト
ラ
ン
の
シ
ェ
フ

を
経
て
二
〇
〇
〇
年
に
立
ち
上
げ
た
の

が
、「
ア
ル
・
ケ
ッ
チ
ァ
ー
ノ
」
だ
。

　
ま
だ
地
産
地
消
と
い
う
言
葉
は
生
ま

れ
て
い
な
い
時
代
に
掲
げ
た
の
は
、「
地

場
イ
タ
リ
ア
ン
」
の
看
板
。
資
金
は

一
五
〇
万
円
。
器
は
一
〇
〇
円
シ
ョ
ッ

プ
で
揃
え
る
な
ど
、
な
い
な
い
尽
く
し

の
ス
タ
ー
ト
だ
っ
た
。

　「
オ
ー
プ
ン
し
た
頃
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と

比
べ
て
日
本
の
野
菜
は
力
が
な
い
、
日

本
の
野
菜
は
だ
め
だ
と
い
う
の
が
、
料

理
界
の
常
識
で
し
た
。
で
も
、
庄
内
の

食
材
は
力
強
さ
が
あ
っ
た
ん
で
す
」

　
そ
の
食
材
の
力
を
最
大
限
引
き
立
て

る
こ
と
に
徹
す
る
の
が
、
奥
田
氏
の
料

理
の
最
大
の
特
徴
。
野
菜
、
肉
、
魚
。
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右
か
ら
「
月
山
高
原
花
沢
フ
ァ
ー
ム
」
を
営
む
丸

山
光
平
氏
、
三
年
前
に
就
農
し
た
息
子
の
公
介
氏
、

新
規
就
農
を
目
指
し
て
研
修
中
の
丸
山
洋
充
氏
。

フ
ァ
ー
ム
内
で
は
、
約
一
二
〇
頭
の
羊
が
健
や
か
に

育
て
ら
れ
て
い
る
。

出羽三山に向かう途中の弘法大師が食べて喉を
潤した、との伝説も残る「外

と

内
の

島
じま

きゅうり」、
小ぶりなうちに収穫され漬物になる「民

みん

田
でん

なす」
（左）、皮が薄く甘みを秘めた「沖田なす」（下）。
いずれも鶴岡の生活に馴染んだ存在だ。

奥田氏のもとには、全国から料理人を目指す若手が集まる。
鶴岡市内や東京に広がる奥田氏プロデュースの店は、修業を
経た彼らの活躍の場にもなっている。

そ
れ
ぞ
れ
が
口
中
で
、
個
性
的
か
つ
や

わ
ら
か
に
花
開
く
。
鶴
岡
に
足
を
延
ば

し
て
こ
そ
堪
能
で
き
る
ご
馳
走
の
噂
は

口
コ
ミ
で
広
が
り
、
や
が
て
大
手
出
版

社
の
人
気
雑
誌
に
立
て
続
け
に
紹
介
さ

れ
た
こ
と
で
、
世
間
の
耳
目
を
集
め
る

よ
う
に
な
っ
た
。

広
く
伝
播
し
た 

故
郷
へ
の
熱
い
思
い

　「
赤
川
と
出
羽
三
山
が
育
ん
だ
鶴
岡

の
食
材
の
種
類
は
、
お
そ
ら
く
世
界
一
。

海
に
は
一
三
八
種
類
ほ
ど
の
魚
が
い
て
、

川
の
生
物
が
約
四
〇
種
類
。
在
来
作
物

に
加
え
、
山
菜
の
聖
地
で
あ
る
月
山
を

持
っ
て
い
る
。
堆
肥
を
つ
く
る
た
め
に
、

畜
産
品
に
も
恵
ま
れ
て
き
た
。
庄
内
豚
、

山
形
牛
、
羊
、
ハ
ト
、
ヤ
ギ
…
…
」

　
話
を
聞
く
う
ち
に
、
故
郷
へ
の
熱
い

思
い
が
ひ
し
ひ
し
と
伝
わ
っ
て
く
る
。

「
鶴
岡
に
生
ま
れ
落
ち
た
、
自
分
の
運
命

や
使
命
は
何
か
な
と
深
く
考
え
た
」
と

い
う
奥
田
氏
は
、「
食
の
都
庄
内
」
を
提

唱
し
、
歴
史
と
食
文
化
を
ま
と
め
た
資

料
は
ユ
ネ
ス
コ
創
造
都
市
認
定
を
推
し

進
め
る
礎
と
な
っ
た
。

　
孤
軍
奮
闘
で
も
、
自
ら
の
考
え
を
信

じ
て
邁ま

い
し
ん進

し
た
奥
田
氏
の
人
生
の
物
語

は
、
市
長
か
ら
伺
っ
た
徂
徠
学
を
思
い

出
さ
せ
る
も
の
だ
っ
た
。
彼
が
切
り
拓

い
た
道
は
、
多
く
の
生
産
者
た
ち
に
あ

ら
た
な
機
会
を
も
た
ら
す
こ
と
に
も
。

そ
の
ひ
と
り
が「
月
山
高
原
花
沢
フ
ァ
ー

ム
」
を
営
み
、
一
九
七
六
年
か
ら
羊
を

育
て
て
き
た
丸
山
光
平
氏
だ
。

　
転
機
は
奥
田
氏
と
の
出
会
い
の
前
、

農
協
で
働
く
友
人
の
相
談
に
の
っ
た
こ

と
で
生
ま
れ
た
。

　「
だ
だ
ち
ゃ
豆
の
さ
や
を
捨
て
る
に
は

労
力
が
必
要
だ
し
、
産
廃
施
設
で
は
お

金
が
か
か
る
。
お
ま
え
の
と
こ
ろ
の
羊

に
食
わ
せ
な
い
か
と
。
豆
類
だ
っ
た
ら

何
で
も
食
べ
る
の
で
、
人
助
け
と
い
う

よ
り
も
餌
代
が
安
く
上
が
る
か
な
と
考

え
て
引
き
受
け
ま
し
た
」

　
し
か
し
な
が
ら
羊
の
需
要
が
少
な
い

た
め
経
営
は
芳
し
く
な
く
、
廃
業
を
考

え
て
い
た
頃
、
人
を
介
し
て
肉
を
入
手

し
た
奥
田
氏
が
、
ほ
か
の
羊
に
は
な
い

そ
の
お
い
し
さ
に
気
づ
い
た
。
実
際
、

丸
山
氏
の
羊
は
独
特
の
ク
セ
が
な
く
、

噛
む
う
ち
に
じ
ゅ
わ
じ
ゅ
わ
と
や
さ
し

い
う
ま
み
が
あ
ふ
れ
出
る
。「
ア
ル・ケ
ッ

チ
ァ
ー
ノ
」
の
名
声
が
高
ま
る
に
つ
れ
、

丸
山
氏
の
羊
も
ま
た
脚
光
を
浴
び
る
。

　
現
在
、
丸
山
氏
の
も
と
で
は
新
規
就

農
の
研
修
生
に
加
え
、
一
度
は
違
う
道

に
進
ん
だ
息
子
さ
ん
が
働
い
て
い
る
。

　「
誇
り
と
い
う
ほ
ど
の
こ
と
で
は
な
い

け
れ
ど
も
、
こ
れ
で
生
き
て
い
け
る
で

し
ょ
う
と
。
奥
田
シ
ェ
フ
の
お
か
げ
が

相
当
あ
る
と
思
い
ま
す
よ
。
畑
の
野
菜

に
し
ろ
山
菜
に
し
ろ
果
樹
に
し
ろ
、
ブ

ラ
ン
ド
力
を
つ
け
て
い
た
だ
い
た
こ
と

に
よ
っ
て
、
若
者
た
ち
が
農
業
に
魅
力

を
感
じ
て
き
て
い
る
」

鶴岡市地域の底力



株式会社まちづくり鶴岡企画
部長（取材当時）の菅隆氏は、
仙台ほか長年にわたり他の地
域でまちづくりに関わってき
た経験を地元で活かしている。

く
ら
げ
の
展
示
種
類
数
世
界
一
を
誇
る
「
鶴
岡
市
立

加
茂
水
族
館
」
も
ま
た
、
県
内
外
か
ら
多
く
の
人
が

訪
れ
る
鶴
岡
の
宝
の
ひ
と
つ
。
来
客
数
が
減
り
閉
館

寸
前
だ
っ
た
が
、
一
九
九
九
年
か
ら
く
ら
げ
に
特
化

し
た
こ
と
で
見
事
に
復
活
を
果
た
し
た
。

4 館で計 437 名収容できる「鶴岡まちな
かキネマ」は劇場内も木を基調としてお
り、やわらかな趣がある。館内ではファッ
ションアイテムをはじめとする「鶴岡シ
ルク kibiso」の商品も販売。
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街
中
に
生
ま
れ
た 

あ
ら
た
な 

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
場

　
食
だ
け
で
は
な
く
、
か
つ
て
は
絹
織

物
も
ま
た
、
鶴
岡
を
支
え
て
き
た
文
化
。

繭
か
ら
製
糸
、
そ
し
て
布
地
ま
で
、
一

貫
し
た
生
産
が
行
わ
れ
て
い
た
歴
史
が

あ
る
。

　
街
中
に
残
さ
れ
て
い
た
絹
織
物
工
場

を
映
画
館
に
し
、
ま
ち
の
再
生
を
は
か

ろ
う
と
し
た
の
が
「
株
式
会
社
ま
ち
づ

く
り
鶴
岡
」
だ
っ
た
。
立
ち
上
げ
か
ら

関
わ
っ
て
き
た
企
画
部
長
（
取
材
当
時
）

の
菅す

げ

隆
氏
が
、
当
初
を
振
り
返
る
。

　「
シ
ネ
コ
ン
の
よ
う
な
画
一
的
に
つ
く

ら
れ
た
劇
場
で
は
な
く
て
、
味
の
あ
る

建
物
の
よ
さ
を
活
か
す
新
し
い
映
画
館

を
打
ち
出
そ
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
ス
ケ
ー
ル
メ
リ
ッ
ト
で
勝
負
す

る
の
で
は
な
く
、特
徴
づ
け
と
オ
ペ
レ
ー

シ
ョ
ン
の
工
夫
で
市
民
に
支
持
し
て
い

た
だ
け
る
よ
う
な
、
そ
う
い
う
建
物
に

し
て
い
こ
う
と
」

　
完
成
し
た
「
鶴
岡
ま
ち
な
か
キ
ネ
マ
」

の
建
物
は
、
築
八
〇
年
の
木
造
建
築
。

内
部
は
ト
ラ
ス
構
造
が
幾
何
学
的
な
美

し
い
絵
を
描
い
て
い
る
。

　
映
画
館
と
い
う
選
択
は
、「
た
そ
が
れ

清
兵
衛
」
を
は
じ
め
藤
沢
周
平
氏
の
作

品
が
続
々
と
映
画
化
さ
れ
、話
題
に
な
っ

て
い
た
こ
と
も
影
響
す
る
。

　「
原
作
の
舞
台
と
し
て
、
鶴
岡
で
ロ
ケ

が
あ
る
。
市
民
が
エ
キ
ス
ト
ラ
や
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
で
サ
ポ
ー
ト
す
る
。
と
は
い

え
、
完
成
し
た
映
画
を
見
る
に
は
隣
町

の
田
ん
ぼ
の
中
の
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン

タ
ー
の
シ
ネ
コ
ン
ま
で
わ
ざ
わ
ざ
行
く

必
要
が
あ
り
、
市
民
か
ら
映
画
館
設
置

要
請
の
声
が
聞
こ
え
て
い
た
ん
で
す
」

　
完
成
か
ら
六
年
目
を
迎
え
た
現
在
、

思
っ
て
い
た
以
上
の
効
果
を
得
て
い
る

と
菅
氏
は
話
す
。

　「
作
品
を
多
様
化
す
る
こ
と
で
、
世

代
を
超
え
た
お
客
様
に
来
て
い
た
だ
け

る
の
が
映
画
の
強
み
。
一
定
の
期
間
で

上
映
作
品
が
変
わ
る
た
め
リ
ピ
ー
タ
ー

も
多
く
な
り
ま
す
。
市
民
が
こ
れ
だ
け

重
ね
て
利
用
す
る
娯
楽
施
設
は
、
あ
ま

り
ほ
か
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。
映
画
館
か

ら
足
が
離
れ
て
い
た
年
配
の
お
客
様
も
、

近
く
に
あ
る
か
ら
と
戻
っ
て
く
る
と

い
っ
た
回
帰
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
」

　
大
手
で
は
上
映
が
難
し
い
ア
ー
ト
系

の
作
品
や
持
ち
込
み
企
画
な
ど
、
場
合

に
よ
っ
て
近
隣
市
町
村
は
も
ち
ろ
ん
、

時
に
は
首
都
圏
か
ら
も
人
が
訪
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
と
か
。
近
隣
の
商
店
街
活

性
化
を
目
指
す
上
で
の
連
携
に
は
ま
だ

ま
だ
課
題
は
多
い
も
の
の
、
上
映
回
数

を
増
や
す
な
ど
の
工
夫
を
重
ね
、
来
場

者
は
確
実
に
増
え
て
い
る
。

　「
最
初
の
こ
ろ
は
映
画
館
な
ん
て
や
っ

た
っ
て
人
は
来
な
い
、
と
い
う
意
見
も

あ
り
ま
し
た
が
、
数
字
は
去
年
、
過
去

最
高
に
な
り
ま
し
た
」

　
菅
氏
は
そ
う
話
し
な
が
ら
笑
顔
を
見

せ
た
。

　
絹
製
品
も
ふ
た
た
び
「
鶴
岡
シ
ル
ク
」

と
し
て
ブ
ラ
ン
ド
化
が
図
ら
れ
、
映
画

館
に
は
贈
答
品
や
お
土
産
の
買
い
物
目

当
て
の
人
も
訪
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と

い
う
。
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2001 年 4 月に誕生した慶應義塾大学先端生命
科学研究所。豊かな食文化や気軽にできる磯釣
り、出羽三山散策など、都会とは異なる鶴岡の
暮らしを満喫している研究員は多いとか。

鶴岡のまちの景色の要的存在ともいえる、赤川と月山。

先
端
技
術
が
世
界
に
広
め
る 

Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｒ
Ｕ
Ｏ
Ｋ
Ａ

　
映
画
館
と
と
も
に
ま
ち
の
未
来
を
担

う
の
は
、
意
外
に
も
先
端
技
術
の
研
究

機
関
や
企
業
な
の
だ
と
か
。
そ
の
最
た

る
存
在
が
、
慶
應
義
塾
大
学
先
端
生
命

科
学
研
究
所
だ
と
い
う
、
榎
本
市
長
の

話
に
戻
ろ
う
。

　「
前
市
長
の
富
塚
陽
一
氏
が
誘
致
し
た

研
究
所
で
、当
初
は
何
を
す
る
と
こ
ろ
？

と
も
言
わ
れ
ま
し
た
が
、
製
造
業
だ
け

で
は
地
方
都
市
は
も
た
な
い
と
な
れ
ば

研
究
開
発
の
拠
点
だ
ろ
う
、
研
究
機
関

が
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
の
集
積
場
と
な
る

だ
ろ
う
、
と
の
予
見
が
あ
っ
た
と
思
い

ま
す
」

　
開
設
か
ら
今
年
で
一
五
年
。
実
際
、

先
端
生
命
科
学
研
究
所
か
ら
は
五
つ
の

ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
が
立
ち
上
が
り
、
研

究
所
を
含
め
た
就
労
者
数
は
三
五
〇
人

を
超
え
た
。
人
工
合
成
ク
モ
糸
の
製
品

化
に
成
功
し
た
「
ス
パ
イ
バ
ー
」
を
は

じ
め
、
世
界
的
な
話
題
を
生
む
企
業
も

少
な
く
な
い
。
現
在
、
ス
パ
イ
バ
ー
で

働
く
研
究
員
の
一
割
は
、
海
外
か
ら
の

応
募
だ
。
関
連
す
る
国
際
学
会
も
開
催

さ
れ
て
い
る
。

　「
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｒ
Ｕ
Ｏ
Ｋ
Ａ
と
い
う
名
は
、

そ
の
世
界
の
人
か
ら
見
る
と
結
構
有
名

な
よ
う
で
す
よ
」

　
榎
本
氏
は
控
え
め
な
が
ら
も
、
嬉
し

そ
う
な
表
情
を
見
せ
た
。

　「
ご
多
分
に
も
れ
ず
鶴
岡
で
も
人
口
減

少
の
問
題
を
抱
え
て
い
ま
す
が
、
少
子

化
と
と
も
に
大
き
い
の
は
、
若
い
人
た

ち
の
働
く
場
が
少
な
い
こ
と
。
出
生
率

の
減
少
よ
り
も
、
ま
ち
か
ら
出
て
い
く

社
会
減
を
ど
う
食
い
と
め
る
か
が
今
の

課
題
で
す
が
、
先
端
研
で
働
き
た
い
と

い
う
Ｕ
タ
ー
ン
も
出
て
き
ま
し
た
」

　
鶴
岡
駅
の
す
ぐ
北
側
と
い
う
一
等
地
に

は
工
業
団
地
が
あ
り
、
ソ
ニ
ー
な
ど
世
界

に
名
だ
た
る
企
業
も
あ
る
が
、
肝
心
の
地

元
の
人
た
ち
、
と
く
に
子
ど
も
た
ち
の
就

職
を
左
右
す
る
親
の
世
代
に
そ
の
存
在
が

あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
。

　
旬
の
お
い
し
さ
を
堪
能
で
き
る
食
文

化
も
ま
た
然
り
だ
が
、
人
は
身
近
に
あ

る
幸
せ
ほ
ど
気
づ
き
に
く
い
。
地
元
の

変
化
や
進
化
も
ま
た
、
認
識
し
な
い
ま

ま
過
ご
し
て
い
る
ケ
ー
ス
は
多
い
。

　「
職
員
に
は
、
こ
う
言
っ
て
い
る
ん

で
す
。
東
北
一
広
い
自
治
体
に
な
っ
て
、

こ
れ
だ
け
の
財
産
が
あ
る
ん
だ
か
ら
、

ま
ず
は
自
分
の
と
こ
ろ
を
ち
ゃ
ん
と
Ｐ

Ｒ
で
き
る
だ
け
の
勉
強
を
せ
い
と
。
ど

う
せ
や
る
な
ら
、
一
市
民
と
し
て
楽
し
く

お
も
し
ろ
く
元
気
を
出
し
て
や
れ
、
結
果

責
任
は
市
長
が
と
る
か
ら
と
。
今
、
い
ろ

い
ろ
と
各
課
が
動
き
始
め
て
い
ま
す
」

　
歴
史
、
食
文
化
、
そ
し
て
あ
ら
た
な

取
り
組
み
。
ま
ち
は
時
間
を
か
け
て
脱

皮
を
は
か
ろ
う
と
し
て
い
る
。
ア
ル
・

ケ
ッ
チ
ァ
ー
ノ
の
奥
田
氏
が
、こ
う
語
っ

て
い
た
の
も
思
い
出
す
。

　「
子
ど
も
た
ち
に
種
ま
き
を
す
る
と
、

必
ず
成
長
し
て
く
る
ん
で
す
よ
」

　
一
〇
年
、
二
〇
年
の
歳
月
が
必
要
に

な
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
食
を
は
じ
め

と
す
る
子
ど
も
た
ち
の
心
に
ま
か
れ
た

鶴
岡
の
魅
力
は
、
ま
ち
を
思
う
誇
り
へ

と
未
来
に
は
変
わ
る
は
ず
だ
。
受
け
継

が
れ
て
き
た
在
来
作
物
の
種
が
、
歳
月

を
経
て
な
お
実
り
を
鶴
岡
に
も
た
ら
し

て
い
る
よ
う
に
。

　
副
島
種
臣
が
い
う
と
こ
ろ
の
「
沈
潜

の
風
」
が
今
も
、
鶴
岡
に
ふ
い
て
い
る
。

鶴岡市地域の底力




