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遠
野
市
の
選
定
理
由

郡
司　

た
だ
妖
怪
で
町
お
こ
し
を
や
っ
て
い
る
だ

け
で
は
な
く
、
古
く
か
ら
の
妖
怪
の
伝
承
地
で
あ

り
、
そ
れ
を
生
か
し
た
町
づ
く
り
に
取
り
組
ま
れ

て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
誰
し
も
一
度
は
行
っ
て
み

た
い
憧
れ
の
土
地
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
。『
遠

野
物
語
』
刊
行
百
周
年
に
際
し
、
そ
の
功
績
を
讃

え
て
怪
遺
産
に
認
定
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

遠
野
市
に
対
す
る
怪
遺
産
認
定
の
意
義
と
は

荒
俣　

遠
野
市
へ
の
「
怪
遺
産
」
認
定
は
、
も
っ

と
早
く
行
わ
れ
る
べ
き
イ
ベ
ン
ト
で
あ
っ
た
と
思

い
ま
す
。
妖
怪
に
関
し
て
の
日
本
人
の
関
心
の
持

ち
方
は
、
と
て
も
波
が
あ
り
ま
し
た
。
柳
田
國
男

さ
ん
た
ち
が
遠
野
へ
来
た
と
き
に
は
、
ち
ょ
う
ど

世
界
的
に
、
妖
怪
を
含
め
た
目
に
見
え
な
い
世
界

へ
の
関
心
が
盛
り
上
が
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
を

受
け
た
日
本
は
、
文
学
者
を
中
心
と
し
て
関
心
を

大
い
に
盛
り
上
げ
、
そ
し
て
自
然
科
学
の
ほ
う
か

ら
も
ア
プ
ロ
ー
チ
を
し
て
い
た
時
期
で
あ
り
ま
し

た
。
ち
ょ
う
ど
そ
う
い
う
時
期
に
『
遠
野
物
語
』

が
刊
行
さ
れ
た
の
で
す
が
、
そ
れ
以
降
は
、
い
ろ

い
ろ
な
理
由
、
一
番
大
き
い
の
は
「
迷
信
だ
ろ

う
」
と
い
う
理
由
で
、
そ
の
よ
う
な
考
え
方
を
す

る
人
た
ち
が
だ
ん
だ
ん
少
な
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。

し
か
し
遠
野
だ
け
は
、『
遠
野
物
語
』
と
い
う
切

り
札
の
よ
う
な
資
料
と
宝
が
あ
っ
た
お
陰
も
あ
り
、

遠
野
へ
対
し
て
の
日
本
人
の
評
価
を
落
と
す
こ
と

が
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
ね
。

　

私
が
、
こ
う
い
う
世
界
に
関
心
を
持
っ
た
時
期

は
そ
の
最
悪
な
時
期
で
あ
り
ま
し
た
。
学
校
で
𠮟

ら
れ
ま
し
た
。「
お
化
け
の
研
究
を
お
前
は
や
っ

て
る
の
か
、
や
め
な
さ
い
」「
そ
う
い
う
子
に
育

て
た
覚
え
は
な
い
」
と
親
か
ら
も
言
わ
れ
ま
し
た
。

で
も
、
そ
う
じ
ゃ
な
か
っ
た
ん
で
す
。
妖
怪
を
愛

し
た
り
、
妖
怪
を
私
た
ち
の
生
活
の
中
に
取
り
入

れ
た
り
、
発
想
の
中
に
取
り
入
れ
た
り
と
い
う
こ

と
は
、
大
き
な
意
味
で
の
成
熟
の
一
つ
の
形
態
だ

っ
た
。
柳
田
さ
ん
は
そ
れ
を
早
く
か
ら
理
解
を
し

て
い
ま
し
た
。
た
と
え
ば
、
子
ど
も
が
つ
く
噓
な

ど
に
つ
い
て
は
、
大
変
関
心
を
持
っ
て
い
た
ん
で

す
ね
。
大
人
が
言
う
と
、「
噓
を
つ
い
ち
ゃ
い
け

ま
せ
ん
よ
」
っ
て
い
う
こ
と
に
な
る
ん
で
す
け
ど

も
、
じ
つ
は
噓
は
真
実
の
ゆ
が
め
ら
れ
た
表
現
な

の
で
す
。
子
ど
も
で
す
か
ら
、
仕
方
な
く
噓
と
い

う
形
で
話
を
進
展
さ
せ
た
ん
で
し
ょ
う
。
柳
田
さ

ん
は
そ
う
い
う
裏
側
の
文
化
ま
で
よ
く
知
っ
て
い

ま
し
た
。　

妖
怪
話
っ
て
、
確
か
に
突
き
詰
め

れ
ば
中
身
は
何
も
な
い
と
思
い
ま
す
。

で
も
、
何
も
な
い
か
ら
こ
そ
、
大
き

な
社
会
の
文
化
の
形
成
の
土
台
に
な
っ
て
き
た
と

い
う
の
は
、
二
千
年
、
三
千
年
の
歴
史
を
見
れ
ば

す
ぐ
わ
か
る
。『
遠
野
古
事
記
』
が
そ
れ
を
物
語

っ
て
い
ま
す
。
遠
野
の
歴
史
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
リ

ア
リ
テ
ィ
と
日
常
感
覚
を
も
っ
て
、
妖
怪
の
話
が

書
か
れ
て
い
ま
す
ね
。
こ
う
い
う
よ
う
な
感
覚
を

ど
こ
か
で
保
持
を
し
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い

と
い
う
の
が
、
お
そ
ら
く
こ
こ
最
近
の
ト
レ
ン
ド

に
な
っ
て
き
た
と
思
い
ま
す
。
そ
の
間
ま
で
、
遠

野
は
本
当
に
よ
く
頑
張
っ
て
い
た
だ
い
て
い
た
と

思
い
ま
す
。

　

そ
の
意
味
で
、
私
た
ち
は
遠
野
を
非
常
に
高
く

評
価
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
今
日
も
体

験
を
し
た
ん
で
す
が
、
市
民
の
皆
さ
ん
が
そ
れ
を

楽
し
く
、
そ
し
て
寛
大
に
受
け
入
れ
て
い
る
っ
て

い
う
こ
と
が
重
要
だ
と
思
う
ん
で
す
ね
。
こ
う
い

う
よ
う
な
雰
囲
気
を
持
っ
て
い
る
町
っ
て
、
実
は

残
念
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
、

と
言
っ
て
も
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
確
か
に
、

町
お
こ
し
と
し
て
や
っ
て
い
る
と
こ
ろ
は
最
近
増

え
ま
し
た
。
で
も
、
遠
野
の
よ
う
な
長
い
歴
史
を

持
っ
て
語
り
続
け
て
き
た
場
所
と
い
う
の
は
、
お

そ
ら
く
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

そ
の
意
味
で
、
こ
の
遠
野
の
偉
業
と
い
う
の
は
、

日
本
の
中
に
あ
っ
て
も
強
調
し
て
も
し
足
り
な
い

ほ
ど
だ
と
思
い
ま
す
。
ま
さ
し
く
文
化
遺
産
だ
と

思
い
ま
す
ね
。
こ
れ
は
、
熊
野
や
高
野
山
に
匹
敵

す
る
文
化
だ
と
言
っ
て
も
い
い
と
思
い
ま
す
。
今

回
、
遠
野
の
皆
さ
ん
に
こ
の
怪
遺
産
認
定
を
受
け

取
っ
て
い
た
だ
け
た
と
い
う
の
は
、
大
変
に
嬉
し

い
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

京
極　

荒
俣
さ
ん
と
は
別
な
観
点
か
ら
ひ
と
言
申

し
上
げ
ま
す
。
私
ど
も
は
、
水
木
し
げ
る
先
生
を

会
長
に
戴
く
世
界
妖
怪
協
会
の
一
員
で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
言
う
ま
で
も
な
く
〝
妖
怪
〞
が
中
心
に
あ

る
集
ま
り
で
あ
り
ま
す
。

　

さ
て
、
そ
の
妖
怪
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
原
形

と
な
る
も
の
は
い
に
し
え
よ
り
連
綿
と
伝
え
ら
れ

て
お
る
様
々
な
事
象
で
あ
る
わ
け
で
す
が
、
そ
れ

ら
が
わ
れ
わ
れ
が
知
る
〝
妖
怪
〞
と
な
っ
た
の
は
、

そ
ん
な
に
古
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。〝
妖

怪
〞
を
作
り
上
げ
る
た
め
に
必
要
だ
っ
た
重
要
な

要
素
の
ひ
と
つ
に
、
民
俗
学
と
い
う
学
問
が
あ
り

ま
す
。
そ
の
民
俗
学
を
創
っ
た
の
は
、
言
わ
ず
と

知
れ
た
『
遠
野
物
語
』
の
作
者
・
柳
田
國
男
そ
の

人
で
あ
り
ま
し
た
。

　

日
本
民
俗
学
は
西
洋
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
に
比
せ

ら
れ
る
学
問
で
す
が
、
実
は
少
し
違
っ
て
い
ま
す
。

国
語
学
者
で
あ
り
農
政
学
者
で
も
あ
っ
た
柳
田
さ

ん
が
構
想
し
た
学
問
は
、
当
初
郷
土
学
と
呼
ば
れ

て
い
ま
し
た
。
そ
の
名
の
と
お
り
私
た
ち
日
本
人

岩手県遠野市
怪遺産認定！

2010年9月26日、「妖怪セミナー in遠野」の2日目。盛り上
がる岩手県遠野市にて、世界妖怪協会と『怪』により、遠野
市が「第三回怪遺産」に認定された。当日行われた認定式
と記者会見では、荒俣宏氏、京極夏彦氏、弊誌編集長の郡
司聡より、怪遺産の認定理由、怪遺産の意義、そして遠野
市を認定することの意義について熱く語られ、遠野市を
代表して市長の本田敏秋氏に、認定証と盾が贈られた。
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「
こ
こ
で
狐
に
化
か
さ
れ
た
ん
だ
」「
う
ち
の
じ
い

さ
ん
は
化
け
猫
に
か
じ
ら
れ
た
ん
だ
」
み
た
い
な
、

そ
う
い
う
レ
ベ
ル
で
、
ま
だ
ち
ゃ
ん
と
物
語
が
生

き
て
い
る
。
こ
れ
は
な
か
な
か
珍
し
い
こ
と
で
。

ぜ
ひ
、
こ
う
い
う
特
異
な
風
土
と
い
う
か
、
文
化

と
い
う
か
を
、
今
後
の
遠
野
の
都
市
づ
く
り
、
町

づ
く
り
に
生
か
し
て
い
た
だ
い
て
、
い
つ
ま
で
も

こ
う
し
た
形
で
栄
え
て
い
た
だ
き
た
い
と
、
強
く

思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
気
持
ち
を
持
っ
て
、
怪
遺

産
の
認
定
を
し
た
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

怪
遺
産
認
定
を
受
け
て
─
─

遠
野
市
長
本
田
敏
秋　

こ
の
怪
遺
産
認
定
、
三
万

一
千
人
の
遠
野
市
民
が
心
か
ら
喜
ん
で
こ
の
認
定

を
お
受
け
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り

ま
す
。

　

私
は
遠
野
が
持
つ
「
座
敷
童
子
」
に
し
て
も
、

あ
る
い
は
「
天
狗
」
に
し
て
も
、
そ
し
て
「
河

童
」
に
し
て
も
、
遠
野
市
民
と
一
緒
に
な
っ
て
生

活
を
す
る
こ
と
で
、
遠
野
の
町
づ
く
り
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
が
導
き
出
さ
れ
る
ん
じ
ゃ
な
い
の
か
な
と
思

っ
て
お
り
ま
す
。

　

実
は
、
つ
い
一
週
間
ほ
ど
前
、
報
道
機
関
が
い

う
と
こ
ろ
の
「
限
界
集
落
」「
消
滅
集

落
」
に
近
い
集
落
で
敬
老
会
が
あ
り

ま
し
た
。
も
う
、
高
齢
化
率
は
五
〇

％
と
い
う
集
落
の
敬
老
会
で
し
た
。
集
落
の
子
ど

も
は
、
赤
ち
ゃ
ん
が
一
人
と
小
学
生
が
三
人
だ
け

と
い
う
中
で
、
江
戸
時
代
か
ら
そ
の
地
域
に
伝
わ

っ
て
い
る
田
植
え
踊
り
を
、
そ
の
小
学
生
の
三
人

と
地
域
の
お
母
さ
ん
方
が
懸
命
に
踊
っ
て
、
敬
老

会
に
出
席
し
た
お
年
寄
り
の
方
々
を
楽
し
ま
せ
ま

す
。
そ
れ
か
ら
み
ん
な
で
昼
食
を
と
り
、
昔
話
に

花
を
咲
か
せ
、「
こ
う
だ
っ
た
ね
、
あ
あ
だ
っ
た

ね
」
と
話
し
な
が
ら
の
敬
老
会
で
、
大
変
感
動
的

な
敬
老
会
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
。

　

そ
こ
で
は
、
三
、
四
〇
人
の
心
と
心
が
触
れ
合

い
な
が
ら
、
そ
し
て
ま
た
、
先
ほ
ど
京
極
先
生
が

過
去
と
も
き
ち
ん
と
共
存
し
生
き
て
い
る
の
が
い

ま
の
遠
野
だ
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
が
、
そ

の
田
植
え
踊
り
な
ど
の
地
域
の
伝
統
を
、
み
ん
な

で
守
ろ
う
っ
て
い
う
よ
う
な
気
迫
が
、
ま
さ
に
妖

怪
が
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
ぐ
ら
い
の
気
迫

が
伝
わ
っ
て
き
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
気
迫
（
と
い
っ
た
も
の
）
を
き
ち
っ
と
受

け
止
め
、
こ
れ
か
ら
の
町
づ
く
り
な
ど
に
し
っ
か

り
と
取
り
組
ん
で
ほ
し
い
と
い
う
の
が
、
今
日
の

こ
の
怪
遺
産
認
定
で
は
な
か
っ
た
の
か
な
と
。
こ

れ
を
市
民
の
皆
さ
ん
に
も
き
ち
ん
と
伝
え
な
が
ら
、

こ
の
賞
に
恥
じ
な
い
町
づ
く
り
を
、
そ
し
て
で
き

れ
ば
本
当
に
世
界
遺
産
を
目
指
す
よ
う
な
、
そ
の

よ
う
な
町
づ
く
り
に
取
り
組
ん
で
参
り
た
い
と
思

っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
今
日
は
、
本
当

に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

遠
野
が
「
怪
遺
産
」
に
選
ば
れ
た
こ
と
で
、

「
怪
遺
産
」
の
意
味
が
よ
り
明
確
に
な
っ
た
と
も

言
え
る
だ
ろ
う
。
今
回
認
定
さ
れ
た
遠
野
市
、
そ

し
て
第
一
回
に
認
定
さ
れ
た
鳥
取
県
境
港
市
、
第

二
回
に
認
定
さ
れ
た
徳
島
県
三
好
市
山
城
町
と
と

も
に
、『
怪
』
は
今
後
も
怪
異
・
妖
怪
文
化
の
普

及
に
努
め
て
い
き
た
い
。

の
心
性
に
根
差
し
た
〝
郷
土
〞
を
考
察
す
る
学
問

で
あ
り
ま
す
。
こ
こ
か
ら
生
れ
た
民
俗
学
は
、
日

本
文
化
の
祖
型
を
求
め
る
学
問
と
な
り
ま
し
た
。

民
俗
学
は
、
懐
か
し
い
日
本
の
姿
を
見
つ
け
る
学

問
で
も
あ
っ
た
の
で
す
。

　

こ
こ
遠
野
と
柳
田
の
出
会
い
と
い
う
の
は
、
柳

田
民
俗
学
が
誕
生
す
る
ず
っ
と
前
の
こ
と
な
ん
で

す
ね
。
佐
々
木
喜
善
が
語
っ
た
遠
野
の
話
は
、

〝
異
常
心
理
〞
と
言
わ
し
め
る
ほ
ど
の
強
い
イ
ン

ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
柳
田
國
男
に
与
え
ま
し
た
。

柳
田
が
民
俗
学
を
作
り
上
げ
る
過
程
で
、
か
く
あ

る
べ
き
過
去
の
日
本
の
姿
を
構
築
す
る
際
、
こ
の

遠
野
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
く
影
響
し
た
可
能
性
は
あ

る
だ
ろ
う
と
僕
は
思
い
ま
す
。
私
た
ち
が
〝
日
本

の
原
風
景
〞
と
し
て
思
い
浮
か
べ
る
の
は
、
多
く

遠
野
の
よ
う
な
風
景
で
し
ょ
う
。
実
際
、
遠
野
に

は
「
日
本
の
原
風
景
」
な
ど
と
い
う
キ
ャ
ッ
チ
フ

レ
ー
ズ
が
付
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
当

前
の
こ
と
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
日
本
の
原
風

景
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
の
が
こ
の
遠
野
で
あ
っ
た

可
能
性
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
す
。
民
俗
学

そ
の
も
の
が
、
こ
の
遠
野
の
イ
メ
ー
ジ
を
下
敷
き

に
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
の
な
ら
ば
、
そ
の
民
俗

学
を
基
本
に
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
知
る
〝
妖
怪
〞

の
イ
メ
ー
ジ
は
形
成
さ
れ
て
い
る
の
で
す
か
ら
、

遠
野
は
〝
妖
怪
〞
の
ふ
る
さ
と
と
言
っ
て
よ
い
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
う

考
え
る
と
、
こ
こ
を
怪
遺

産
と
し
て
認
定
し
な
い
わ

け
に
は
い
か
な
い
で
す
ね
。

　

も
ち
ろ
ん
、
遠
野
以
外

に
も
日
本
中
に
そ
れ
ら
し

い
土
地
は
た
く
さ
ん
あ
り

ま
す
。
し
か
し
残
念
な
が

ら
変
質
し
て
し
ま
っ
て
い

る
と
こ
ろ
が
多
い
。
石
仏

も
祠
も
失
わ
れ
、
建
物
は

な
く
な
り
、
村
は
消
え
、

山
の
形
さ
え
変
わ
っ
て
し

ま
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
住
む
人
が
土
地
に
伝
わ

る
伝
承
を
聞
い
た
こ
と
が
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
も

多
い
。
で
も
、
遠
野
は
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
、

山
も
里
も
村
も
何
百
年
も
前
の
姿
を
い
ま
だ
残
し

て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
き
ち
ん
と
人
が
生
活

し
て
い
て
、
文
化
や
歴
史
と
共
存
し
て
い
る
。
昔

話
を
い
ま
も
語
り
伝
え
て
い
る
と
か
、
そ
う
い
う

問
題
で
は
な
く
、
現
在
が
過
去
と
一
緒
に
住
ん
で

い
る
ん
で
す
。
こ
う
い
う
ケ
ー
ス
は
な
か
な
か
見

つ
か
り
ま
せ
ん
。

　

理
由
は
幾
つ
か
あ
る
と
思
い
ま
す
。
遠
野
に
は
、

確
か
に
柳
田
國
男
が
幻
視
し
て
し
ま
っ
た
よ
う
な

懐
か
し
き
日
本
の
ふ
る
さ
と
と
し
て
の
風
景
や
暮

ら
し
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
同
時
に
遠
野
は
古
く

か
ら
交
通
の
要
所
で
あ
り
、
物
資
豊
か
な
商
業
地

で
も
あ
り
ま
し
た
。
村
で
あ
り
な
が
ら
都
市
で
も

あ
っ
た
の
で
す
ね
。

〝
妖
怪
〞
は
都
市
で
作
ら
れ
、
郷
愁
の
中
、
つ
ま

り
田
舎
に
住
む
も
の
な
ん
で
す
。
都
市
機
能
と
田

舎
の
生
活
を
兼
ね
備
え
た
遠
野
は
、
自
分
の
と
こ

ろ
で
作
っ
て
、
自
分
の
と
こ
ろ
で
育
て
ち
ゃ
う
よ

う
な
も
の
な
ん
で
す
か
ら
、
非
常
に
効
率
よ
く
妖

怪
文
化
の
保
存
が
で
き
る
わ
け
で
す
ね
。

　

遠
野
に
来
て
、
遠
野
の
風
景
の
中
で
、
遠
野
の

人
た
ち
と
話
し
て
い
る
と
、
そ
の
辺
が
実
に
よ
く

わ
か
る
ん
で
す
。「
あ
あ
、
こ
こ
に
い
た
ん
だ
」

●
遠
野
市
に
贈
ら
れ
た
盾

造
形
作
家
・
天
野
行
雄
氏
に
よ
る
作
。土
佐
光
信
が
描

い
た
と
言
わ
れ
て
い
る
百
鬼
夜
行
の
横
長
の
図
柄
を
、

螺
旋
状
に
立
体
化
し
た
も
の
。平
面
の
中
で
は
朝
日
の

よ
う
な
も
の
に
追
わ
れ
て
逃
げ
る
だ
け
の
お
化
け
が
、

過
去
か
ら
未
来
に
向
け
て
飛
び
出
し
て
い
く
と
い
う

モ
チ
ー
フ
の
盾
で
あ
る
。
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