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中
部
地
方
で
も
、
九
州
や
中
国
、

四
国
地
方
で
も
な
い
の
だ
。

　

そ
れ
ほ
ど
に
、「
東
北
」か
ら

す
る
と「
東
京
」は
、非
常
に「
身

近
」で
、「
一
番
の
他
の
地
方
」的

な
存
在
な
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
を
認
め
る
と
、
第
一
段

階
に
し
て
す
で
に
、「
東
北
な

る
も
の
」
に
半
歩
近
づ
い
た
印

象
が
す
る
。

「
東
北
」と「
東
京
」と
の
関

係
に
正
面
か
ら
切
り
込
む

の
が
む
ず
か
し
い
理
由

　

と
は
い
え
、「
東
北
」
と
「
東

京
」
と
の
関
係
を
正
面
切
っ
て

取
り
上
げ
る
に
は
、
さ
ま
ざ
ま

な「
障
害
」が
あ
る
の
も
確
か
で

あ
る
。

　

そ
の「
障
害
」を
避
け
て
い
て

は
、い
つ
ま
で
も「
東
北
な
る
も

の
」
に
は
た
ど
り
着
け
な
い
と

考
え
る
。

　

最
初
に
挙
げ
る
べ
き「
障
害
」

と
は
、「
東
北
人
」に
と
っ
て
の

最
初
の「
東
京
体
験
で
の
衝
撃
」

は
終
わ
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い

こ
と
を
ま
え
も
っ
て
予
告
し
て

お
く
。

「
東
北
」を
よ
り
深
く
知
る

に
は「
東
京
」と
の
関
係
を

掘
り
下
げ
れ
ば
い
い

　
「
東
北
な
る
も
の
」
を
よ
り

際
立
た
せ
、
輪
郭
を
は
っ
き
り

さ
せ
る
た
め
に
最
も
有
効
な
方

法
の
ひ
と
つ
と
思
わ
れ
る
の
が
、

「
東
北
」
と
「
他
の
地
方
」
と

の
関
係
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
こ

　

ま
ず
、『
東
北
っ
て
何
だ
ろ

う
？
』
シ
リ
ー
ズ
へ
の
第
三
回

目
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
「
東
北
と

東
京
」
と
い
う
観
点
の
み
に
絞

っ
て
、
さ
ら
に
掘
り
下
げ
て
み

た
い
と
思
う
。

　

こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
こ
の

シ
リ
ー
ズ
の
第
一
回
目
で
も
少

し
触
れ
た
が
、
こ
の
関
係
を
も

っ
と
深
く
掘
り
下
げ
、
あ
る
い

は
、
も
っ
と
時
代
を
遡
っ
て
考

え
て
み
た
い
と
思
う
。

　

ま
た
、
こ
の
試
み
は
一
回
で

【新シリーズ③　『東北って何だろう？』】  
「東北の位置づけ」を明確にするには何よりも
東京との関係を明らかにすればよい・・・そこで両

者の関係についてもっと深掘りしてみよう！

東京都人口　14,170,275人
（2024年5月29日東京都発表）
東北全体の人口　842万6000人

（総務省発表2022年の人口推計）
2020年国勢調査によると、日本の人
口割合の11.1%、なんと日本人の約
10人に1人が東京に住んでいる計算
になる

と
だ
と
考
え
る
。

　
「
東
北
」
だ
け
に
集
中
し
て

見
て
も
、
ま
た
、「
東
北
」
だ

け
を
切
り
出
し
て
い
っ
て
も
、

適
切
な
答
え
に
は
な
か
な
か
た

ど
り
着
け
な
い
と
感
じ
る
。

　

で
は
、「
東
北
」
を
際
立
た
せ
、

輪
郭
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
た
め

に
別
の
地
方
と
対
比
し
て
み
る

と
し
た
ら
、
ど
こ
だ
ろ
う
か
？

最
初
に
ほ
と
ん
ど
の
人
が
思
い

つ
く
の
は
「
東
京
」
で
あ
る
。

　

北
海
道
で
も
、
関
西
で
も
、

宮城県生まれ、70 歳の新人
歴史映像作家兼プロデュー
サー。3作目の「古代製鉄の
埋もれた歴史を発掘した映
像」の【奪われた古代鉄王国】
の大崎上映会は延期。とは
いえ新型コロナ禍を乗り越
えて４作目制作に向けて奮
闘中。趣味は古代史・縄文
文化研究。埋もれた歴史を
発掘することと東北から日
本を変えることを標榜。

【当新聞発行責任者
兼編集長兼記者紹介】

【砂越　豊】

に
よ
る
影
響
で
あ
ろ
う
。

　

筆
者
も
東
北
育
ち
な
の
で
、

痛
い
ほ
ど
分
か
る
が
、
最
初
に

東
京
に
出
て
き
て
感
じ
る
の
は
、

「
東
京
へ
の
劣
等
感
・
東
京
の

圧
倒
感
」
で
あ
っ
た
。

　

圧
倒
的
な
人
の
多
さ
は
、
東

北
の
県
庁
所
在
地
の
人
の
多
さ

と
は
比
較
に
な
ら
な
い
。

　

最
近
の
人
口
統
計
に
よ
れ
ば
、

東
京
の
人
口
は
千
四
百
万
人
を

越
え
て
い
て
、
東
北
全
体
の
人

口
の
実
に
１
．
６
８
倍
で
あ
る
。

人
口
密
度
比
較
を
し
た
ら
と
ん

で
も
な
い
人
口
格
差
で
あ
る
。

　

電
車
の
多
さ
も
同
様
だ
。
の

ん
び
り
し
て
、
過
疎
化
進
行
中

の
東
北
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
。

　

さ
ら
に
林
立
す
る
巨
大
ビ
ル

群
に
も
圧
倒
さ
れ
る
。
そ
ん
な

も
の
は
東
北
に
は
存
在
し
な
い
。

　

こ
れ
ら
に
加
え
て
、
最
も
衝

撃
的
な
の
が
、「
東
北
な
ま
り
」

や
「
東
北
出
身
」
を
指
摘
さ
れ

地図で「東北」と「東京もしくは関東圏」を
見比べて欲しい！

『東京へ来る地方出身者の方は東北
の方が多いと言われていますが、実
際は近郊の神奈川、千葉、埼玉の首都
圏を除くと、北海道、大阪の順となっ
ており、東北は他県の方とさほど差
がありません。』
東京の地方出身者の割合はどのく
らい？｜TMSイベントポータル 
(exeo-japan.co.jp)より

国立社会保障・人口問題研究所の
「2016年社会保障・人口問題基本調
査ー第8回人口移動調査」によると、
東京生まれ東京育ちは、東京の人口の
55％となっており、45％の方は地方
出身者となっている
上京の理由としては
　　①進学・就職
　　②結婚・婚活
　　③夢・憧れ
　　④環境を変えたい 

「「第8回人口移動調査」および
ESCAPE TOKYO」より拝借。
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た
り
、
馬
鹿
に
さ
れ
る
痛
い
体

験
で
あ
る
。

　

と
て
も
大
阪
人
の
よ
う
に
大

阪
弁
丸
出
し
で
押
し
通
す
こ
と

は
で
き
な
い
し
、
大
阪
出
身
を

隠
さ
ず
堂
々
と
し
て
い
る
こ
と

も
む
ず
か
し
い
。

　

ま
ず
、
こ
う
し
た
「
東
京
へ

の
劣
等
感
・
東
京
の
圧
倒
感
」

を
一
旦
、
棚
上
げ
し
て
検
討
を

進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
東
京
人
」は「
大
阪
人
」

を
馬
鹿
に
し
な
い

　
「
東
京
人
」は「
大
阪
人
」を
、

関
西
な
ま
り
を
ネ
タ
に
し
て
馬

鹿
に
し
た
り
は
し
な
い
。

い
、
仕
事
を
よ
り
多
く
獲
得
し

て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
「
江
戸
っ
子
」
に
託
す
思
い

は
今
と
大
し
て
変
わ
ら
な
い
状

況
が
す
で
に
あ
っ
た
の
だ
。

「
東
京
へ
の
劣
等
感
・
東

京
の
圧
倒
感
」を
取
り
除

い
て
新
た
な
関
係
へ
！

　

前
々
号
で
は
、『
東
日
本
を

「
東
も
ん
」
と
ひ
と
く
く
り
に

さ
れ
た
こ
と
で
、
奇
妙
な
こ
と

に
、
東
北
出
身
の
筆
者
は
東
京

圏
を
非
常
に
身
近
に
感
じ
た
。

い
や
、
ほ
と
ん
ど
身
内
に
近
い

感
覚
が
生
ま
れ
た
。』と
書
い
た
。

　

そ
の
気
持
ち
に
は
変
わ
り
な

い
が
、
と
に
か
く
東
京
は
短
期

間
で
急
激
に
巨
大
化
し
過
ぎ
た
。

　

い
ず
れ
、
地
方
分
権
が
進
め

ば
、
東
京
の
人
口
は
思
い
が
け

な
い
方
法
で
減
少
す
る
か
も
し

れ
な
い
。

　

そ
れ
に
対
し
東
北
の
人
口
は

こ
れ
以
上
減
少
す
る
こ
と
は
な

い
と
思
う
し
、
む
し
ろ
新
た
な

産
業
地
域
と
し
て
見
直
さ
れ
て
、

人
口
が
増
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

そ
う
な
る
と
、
現
在
の
「
ち

び
っ
子
対
大
巨
人
」
の
関
係
は

若
干
修
正
さ
れ
て
い
く
だ
ろ
う
。

　

そ
う
な
っ
た
時
に
は
、「
東

モ
ン
同
士
仲
良
く
や
ろ
う
」
と

言
い
合
い
た
い
も
の
だ
。

次
回
以
降
も
深
掘
り
継
続

　
「
東
北
と
東
京
」
と
い
う
観

点
の
み
に
絞
っ
て
、
さ
ら
に
掘

り
下
げ
て
み
た
ら
、
言
い
た
い

こ
と
の
半
分
に
も
な
ら
な
か
っ

た
。

　

積
み
残
し
は
次
回
以
降
に
持

ち
越
そ
う
と
思
う
。

　

次
回
以
降
は
、
歴
史
的
に
み

て
の
「
東
北
と
東
京
の
親
戚
関

係
」
を
深
掘
り
し
よ
う
と
思
う
。

　
「
大
阪
人
」は
堂
々
と
し
て
い

る
し
、そ
の
裏
に
は
、東
京
は
少

し
前
ま
で
は
、
た
だ
の
田
舎
で

あ
り
、
沼
地
の
広
が
っ
た
辺
鄙

な
と
こ
ろ
で
あ
り
、そ
の
点
で
、

大
阪
や
京
都
の
方
が
ず
っ
と
昔

か
ら
都
会
だ
し
、
明
治
に
な
っ

て
首
都
の
座
は
明
け
渡
し
た
が
、

い
ま
も
負
け
な
い
と
い
う
「
気

迫
」
が
伝
わ
っ
て
く
る
の
だ
ろ

う
。
そ
れ
で
馬
鹿
に
す
る
こ
と

が
出
来
な
い
の
だ
ろ
う
。

　

だ
か
ら
、「
東
京
人
」
が
「
東

北
人
」
の
「
東
北
な
ま
り
」
を

馬
鹿
に
す
る
の
は
、
裏
返
し
て

い
え
ば
、「
東
北
」を「
近
し
い
」

と
思
っ
て
い
る
か
ら
か
も
し
れ

な
い
。

少
な
い
東
京
生
ま
れ
東
京

育
ち
の「
生
粋
の
東
京
人
」

　

ま
た
、「
東
北
出
身
」
を
馬

鹿
に
す
る
「
東
京
人
」
と
い
う

よ
う
に
ひ
と
ま
と
め
に
す
る
が
、

実
際
問
題
と
し
て
、
東
京
在
住

者
の
う
ち
、
ず
っ
と
東
京
に
住

み
続
け
て
い
る
人
間
は
ど
れ
く

ら
い
い
る
だ
ろ
う
か
？

　

国
立
社
会
保
障
・
人
口
問
題

研
究
所
の
「
２
０
１
６
年
社
会

保
障
・
人
口
問
題
基
本
調
査—

第
8
回
人
口
移
動
調
査
」
に
よ

る
と
、
東
京
生
ま
れ
東
京
育
ち

は
、
東
京
の
人
口
の
五
十
五
％

と
な
っ
て
お
り
、
四
十
五
％
は

地
方
出
身
者
と
な
っ
て
い
る
。

　

現
時
点
で
の
割
合
な
の
で
、

ち
ょ
っ
と
び
っ
く
り
す
る
数
値

で
あ
る
。

　
「
な
あ
ん
だ
、
東
京
人
と
い

っ
て
も
半
分
近
く
は
イ
ナ
カ
モ

ン
で
は
な
い
か
！
」
と
い
う
声

が
聞
こ
え
え
て
き
そ
う
で
あ
る
。

　

そ
れ
な
の
に
、「
東
北
人
」

を
馬
鹿
に
す
る
な
ん
て
、
お
か

し
い
と
憤
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、東
北
か
ら
の
流

入
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い

　

で
は
、
東
京
の
四
十
五
％
の

地
方
出
身
者
の
う
ち
、
東
北
出

身
者
の
割
合
は
圧
倒
的
な
の
だ

ろ
う
か
？

　

一
般
的
に
は
、
高
度
成
長
期

の
「
集
団
就
職
」
で
、
東
北
出

身
者
が
大
量
に
東
京
に
流
れ
込

ん
で
き
た
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
が
、

実
態
は
ど
う
な
ん
だ
ろ
う
？

　

そ
こ
で
は
意
外
な
結
果
が
待

ち
受
け
て
い
た
。

　
『
東
京
へ
来
る
地
方
出
身
者

の
方
は
東
北
の
方
が
多
い
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
が
、
実
際
は
近

郊
の
神
奈
川
、
千
葉
、
埼
玉
の

首
都
圏
を
除
く
と
、
北
海
道
、

大
阪
の
順
と
な
っ
て
お
り
、
東

北
は
他
県
の
方
と
さ
ほ
ど
差
が

あ
り
ま
せ
ん
。』（
Ｔ
Ｍ
Ｓ
イ
ベ

ン
ト
ポ
ー
タ
ル
）

　

ほ
ん
と
に
意
外
な
結
果
で
あ

っ
た
。

　

東
北
か
ら
す
る
と
、
東
北
を

出
た
人
々
は
み
な
東
京
に
出
て

行
っ
て
、
東
京
は
東
北
出
身
者

で
あ
ふ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
と

思
い
込
ん
で
い
た
が
、
実
態
は

そ
う
で
は
な
か
っ
た
の
だ
。

　

そ
う
す
る
と
、
何
や
ら
、
東

北
の
東
京
に
対
す
る
思
い
入
れ

が
強
す
ぎ
る
の
で
は
な
い
か
、

東
北
の
東
京
へ
の
「
片
思
い
」

と
も
い
え
る
状
況
で
は
な
い

か
？

　

た
し
か
に
、
東
北
の
総
人
口

と
い
う
観
点
か
ら
す
る
と
、
東

北
か
ら
東
京
へ
の
移
動
者
割
合

は
高
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
東

京
に
し
て
み
れ
ば
、
全
体
に
占

め
る
割
合
は
大
し
た
数
字
で
は

な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ

ろ
う
か
？

　

東
京
が
急
激
に
巨
大
に
な
り

す
ぎ
た
た
め
の
「
東
北
の
片
思

い
状
態
」
と
言
え
る
か
も
し
れ

な
い
。

江
戸
時
代
の
「
生
粋
の

江
戸
っ
子
」
論
議

　

現
時
点
で
の
「
東
京
人
」
の

構
成
は
判
明
し
た
が
、
過
去
は

ど
う
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
？

そ
の
前
に
ま
ず
、
東
京
に
三
代

以
上
続
け
て
住
ん
で
い
る
生
粋

の
「
東
京
人
」
な
ど
ど
れ
だ
け

い
る
の
か
知
り
た
い
と
い
ろ
い

ろ
調
べ
た
が
、
適
当
な
デ
ー
タ

が
な
い
こ
と
が
分
か
っ
た
。

　

で
は
、こ
う
し
た「
東
京
人
」

の
過
去
に
つ
い
て
、
も
っ
と
時

代
を
遡
っ
た
ら
ど
う
か
と
思
い

直
し
、
調
べ
て
み
た
ら
、
該
当

す
る
状
況
が
あ
っ
た
。

　

江
戸
後
期
の
戯
作
者
、
西
沢

一
鳳
と
い
う
人
が
、
次
の
よ
う

に
書
い
て
い
る
の
を
発
見
し
た
。

「
両
親
と
も
に
江
戸
生
ま
れ
の

“
真
の
江
戸
っ
子“

は
一
割
し

か
い
な
い
。
片
親
が
田
舎
生
ま

れ
の
“
斑
（
ま
だ
ら
）“

が
三
割
、

両
親
と
も
に
田
舎
出
の
“
田
舎

っ
子“

が
六
割
も
い
て
、
そ
の

連
中
が
、
お
ら
ぁ
江
戸
っ
子
だ

と
騒
い
で
い
る
」

　

江
戸
後
期
の
こ
う
し
た
状
況

は
、
い
ま
も
続
い
て
い
る
の
で

は
な
い
か
と
推
測
で
き
る
。

筆
者
も
、
両
親
と
も
に
田
舎
出

の“
田
舎
っ
子“

に
、自
分
は「
江

戸
っ
子
」
だ
と
言
わ
れ
た
経
験

が
あ
る
の
で
、“
田
舎
っ
子“

ほ

ど
、「
江
戸
っ
子
」
を
振
り
か

ざ
し
て
、「
東
北
人
」
を
「
馬

鹿
に
す
る
ケ
ー
ス
が
多
発
す
る

の
で
あ
ろ
う
か
？

　

そ
れ
に
反
し
て
「
東
京
人
」

は
、
に
ぎ
や
か
に
大
阪
弁
を
し

ゃ
べ
り
、
う
る
さ
い
「
大
阪

人
」
に
は
卑
屈
に
な
る
の
だ
ろ

う
か
？

「
江
戸
っ
子
」と
い
う
ワ
ー

ド
は
仕
事
を
優
先
し
て
も

ら
う
た
め
の
切
り
札
？

　

そ
し
て
ま
た
、江
戸
は
、人
々

が
流
入
・
流
動
す
る
町
で
あ
っ

た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
こ
で
は
、

先
住
者
と
新
参
者
が
仕
事
な
ど

を
め
ぐ
っ
て
、
せ
め
ぎ
合
う
町

だ
っ
た
。

　

当
然
、
仕
事
を
取
り
合
う
状

況
も
あ
っ
た
は
ず
で
、
そ
う
し

た
状
況
の
も
と
で
、
以
前
か
ら

江
戸
に
住
ん
で
い
る
者
は
「
三

代
続
い
た
江
戸
っ
子
」
と
い
う

言
葉
を
、
仕
事
獲
得
の
優
先
順

位
を
主
張
す
る
呪
文
と
し
て
使

今後の東北再興に向けての「東京」との関わり方の
指針案
①　「東京への劣等感・東京の圧倒感」のひとつ
　　 ひとつを取り除く！
②　「江戸っ子風」には大した意味はないと考える
③　東京がずばぬけて大きく成長したが、「東
　　モン」同士で、連携を模索していく！
④　「東北」と「東京」の新たな関係を構築する！

【３代続けば、江戸っ子】
「江戸っ子」という言葉の初出は18世紀後半、いわゆる田沼
時代です。よく「3代続けば江戸っ子」と言われていますが、
こんな言葉があること自体が、当時、江戸に生まれ育った者
が少なかった何よりの証拠といえるかもしれません。ちな
みに、江戸後期の戯作者、西沢一鳳は、「両親ともに江戸生ま
れの“真の江戸っ子”は1割しかいない。片親が田舎生まれの

“斑（まだら）”が3割、両親ともに田舎出の“田舎っ子”が6割
もいて、その連中が、おらぁ江戸っ子だと騒いでいる」　と
書いています。江戸は、人々が流入・流動する町。つまり、先
住者と新参者がせめぎ合う町でした。仕事を取り合う状況
のもとで、以前から江戸に住んでいる者は「3代続いた江戸
っ子」という言葉を、優先順位を主張する呪文として使い、
情けない思いをした時のツッパリにもしたことでしょう。
また、田沼時代は、江戸商人が大きく成長していった時代で
もありました。それまで上方の商人たちに押しまくられて
いた江戸商人のなかから、江戸生まれ・江戸育ちの豪商が出
て、町人文化を育てるだけの財力を持つようになってきた
のです。そのことで、「江戸っ子」という言葉には、ブランド
パワーも生まれました。しかし、3代続いていようが、財力が
あろうが、“いき”で“いなせ”でなければ「江戸っ子」とは言
えない……。このあたりに、「江戸っ子」という言葉の真髄が
あるのです。
　　　　　　　　　　　　　　　『東都のれん会』より拝借
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世
界
遺
産
登
録
か
ら
一
三
年

　

六
月
二
九
日
は
岩
手
県
の
条

例
で
定
め
ら
れ
た
「
平
泉
世
界

遺
産
の
日
」で
あ
る
。
一
三
年
前

の
二
〇
一
一
年
の
こ
の
日
、
平
泉

の
文
化
遺
産
が
晴
れ
て
世
界
遺

産
に
登
録
さ
れ
た
こ
と
を
記
念

し
て
定
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

東
日
本
大
震
災
の
発
災
か
ら

三
ヶ
月
と
い
う
タ
イ
ミ
ン
グ
で

の
そ
の
ニ
ュ
ー
ス
は
、
東
北
に

と
っ
て
明
る
い
話
題
と
な
っ
た
。

そ
れ
ま
で
、
東
北
に
は
世
界
遺

産
の
う
ち
自
然
遺
産
と
し
て
は

白
神
山
地
が
あ
っ
た
が
、
文
化

遺
産
は
な
か
っ
た
。
そ
の
初
の

文
化
遺
産
の
登
録
と
な
っ
た
こ

と
、特
に
、平
泉
は
二
〇
〇
八
年

に
一
度「
登
録
延
期
」と
な
っ
て

い
て
、
そ
こ
か
ら
の
再
チ
ャ
レ

ン
ジ
で
の
登
録
だ
っ
た
こ
と
も

あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
震
災

か
ら
立
ち
上
が
ろ
う
と
し
て
い

た
た
く
さ
ん
の
人
を
勇
気
づ
け

た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

建
立
九
〇
〇
年
の
イ
ベ
ン
ト

　

そ
の
よ
う
な
わ
け
で
、
毎
年

六
月
二
九
日
の
前
後
に
は
、
岩

手
県
内
、
と
り
わ
け
平
泉
周
辺

で
は
、
世
界
遺
産
関
連
の
イ
ベ

ン
ト
が
い
ろ
い
ろ
開
催
さ
れ
て

い
る
が
、特
に
今
年
は
、世
界
遺

産
に
登
録
さ
れ
た
平
泉
の
文
化

遺
産
の
中
の
中
尊
寺
金
色
堂
の

建
立
九
〇
〇
年
と
い
う
節
目
の

年
で
あ
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
世

界
遺
産
の
日
に
限
ら
ず
、
関
連

す
る
企
画
が
目
白
押
し
で
あ
る
。

　

今
年
一
月
か
ら
四
月
ま
で
東

京
の
国
立
博
物
館
で
開
催
さ
れ

た「
特
別
展
中
尊
寺
金
色
堂
」に

は
、
期
間
中
二
五
万
人
超
の
来

場
が
あ
っ
た
そ
う
で
あ
る
。
こ

れ
は
特
別
展
と
し
て
は
過
去
最

多
で
あ
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

　

中
尊
寺
で
は
、
讃
衡
蔵
で
の

企
画
展
や
記
念
御
朱
印
の
頒
布

な
ど
が
あ
り
、
県
立
の
平
泉
世

界
遺
産
ガ
イ
ダ
ン
ス
セ
ン
タ
ー

や
町
立
の
平
泉
文
化
遺
産
セ
ン

タ
ー
で
も
金
色
堂
に
関
す
る
企

画
展
が
開
催
さ
れ
て
い
る
。

清
衡
の
「
供
養
願
文
」

　

そ
の
中
で「
世
界
遺
産
の
日
」

の
特
別
講
演
会
の
テ
ー
マ
が

「
清
衡
・
供
養
願
文
そ
し
て
顕

家
」と
の
こ
と
で
、私
と
し
て
大

い
に
関
心
の
あ
る
内
容
で
あ
っ

た
の
で
足
を
運
ん
だ
。
東
北
大

学
大
学
院
の
柳
原
敏
昭
教
授
の

講
演
で
あ
っ
た
。

　

奥
州
藤
原
氏
初
代
の
藤
原
清

衡
の
中
尊
寺
建
立
に
つ
い
て
の

思
い
が
詰
ま
っ
た「
供
養
願
文
」、

特
に
こ
の
中
の
二
階
鐘
楼
に
つ

い
て
書
か
れ
た
部
分
を
読
む
と
、

そ
の
あ
ま
り
に
高
邁
な
思
い
に

私
な
ど
つ
い
泣
き
そ
う
に
な
る
。

　

曰
く
、
東
北
で
は
昔
か
ら
官

軍
と
蝦
夷
が
た
く
さ
ん
亡
く
な

っ
た
。
人
以
外
の
生
き
物
も
数

限
り
な
く
殺
さ
れ
た
。
こ
の
鐘

楼
の
鐘
の
音
が
響
く
と
こ
ろ
、

苦
を
抜
き
楽
を
与
え
、
罪
な
く

し
て
命
を
落
と
し
た
全
て
の
魂

を
極
楽
浄
土
に
導
く
の
で
あ
る
。

　

敵
味
方
を
問
わ
な
い
、
何
な

ら
人
間
で
あ
る
か
ど
う
か
も
問

わ
な
い
、
と
に
か
く
心
な
ら
ず

も
生
を
閉
じ
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
魂
を
等
し
く
浄
土
に
導
き
た

い
、
そ
の
た
め
に
中
尊
寺
を
建

立
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

世
界
遺
産
登
録
に
当
た
っ
て

は
清
衡
の
こ
の「
供
養
願
文
」の

趣
旨
も
大
い
に
考
慮
さ
れ
た
そ

う
だ
が
、清
衡
の
こ
の
思
い
、震

災
で
心
な
ら
ず
も
命
を
落
と
し

た
た
く
さ
ん
の
人
に
も
向
け
ら

れ
て
い
る
よ
う
に
、
当
時
の
私

は
思
っ
た
も
の
で
あ
る
。

北
畠
顕
家
の
生
涯

　

建
武
新
政
期
に
東
北
を
統
治

し
た
の
が
陸
奥
国
府
の
鎮
守
大

将
軍
北
畠
顕
家
だ
が
、
柳
原
教

授
に
よ
れ
ば
、
建
武
の
新
政
は

失
敗
ば
か
り
だ
っ
た
も
の
の
、

こ
の
陸
奥
国
府
に
つ
い
て
は
数

少
な
い
成
功
例
と
言
え
る
、
と

の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

確
か
に
、北
畠
顕
家
の
下
、が

っ
ち
り
組
織
化
さ
れ
た
こ
の
陸

奥
国
府
は
、「
奥
州
小
幕
府
」と

の
名
称
も
あ
る
く
ら
い
で
、
奥

州
の
み
な
ら
ず
出
羽
も
含
め
た

東
北
全
域
を
掌
握
し
て
い
た
。

足
利
尊
氏
が
反
旗
を
翻
し
た
際

に
は
、
後
醍
醐
天
皇
の
求
め
に

応
じ
て
北
畠
顕
家
は
奥
羽
の
大

軍
を
率
い
、
後
の
豊
臣
秀
吉
の

「
中
国
大
返
し
」の
進
軍
速
度
を

上
回
る
速
さ
で
上
京
、
足
利
尊

氏
の
軍
勢
を
打
ち
破
っ
て
尊
氏

を
九
州
に
追
い
落
と
し
た
。

　

し
か
し
、
足
利
尊
氏
を
駆
逐

し
た
顕
家
が
奥
州
に
戻
っ
て
み

る
と
、
顕
家
が
い
な
く
な
っ
て

い
た
奥
州
で
は
足
利
方
の
勢
力

が
力
を
増
し
て
お
り
、
顕
家
は

そ
の
対
応
に
追
わ
れ
る
こ
と
に

な
る
。
実
は
清
衡
の
「
供
養
願

文
」、
原
本
は
失
わ
れ
て
い
て
、

現
存
す
る
の
は
書
写
さ
れ
た
も

の
二
種
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
の

一
つ
が
、
こ
の
顕
家
の
書
写
し

た
も
の
で
あ
る
。
顕
家
が
「
供

養
願
文
」を
書
写
し
た
の
は
、こ

の
一
度
目
の
上
京
か
ら
奥
州
に

戻
っ
た
時
期
と
推
測
さ
れ
る
と

の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

顕
家
は
、
日
増
し
に
強
ま
る

奥
州
の
足
利
方
と
の
合
戦
に
明

け
暮
れ
、陸
奥
国
府
を
、守
る
の

に
困
難
な
平
地
の
多
賀
城
か
ら

難
攻
不
落
の
霊
山
に
移
す
な
ど

し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
中
ま

た
し
て
も
後
醍
醐
天
皇
か
ら
軍

勢
を
率
い
て
上
京
せ
よ
と
の
命

が
下
り
、
一
度
は
断
っ
た
も
の

の
再
三
の
要
請
に
断
り
切
れ
ず

再
び
奥
州
を
出
立
、
行
く
手
を

阻
む
足
利
勢
を
撃
破
し
な
が
ら

上
京
す
る
が
、
連
戦
に
次
ぐ
連

戦
で
疲
弊
し
、
つ
い
に
石
津
の

戦
い
で
顕
家
は
戦
死
し
た
。
享

年
二
一
歳
だ
っ
た
と
い
う
。
亡

く
な
る
七
日
前
に
、
後
醍
醐
天

皇
を
諌
め
る
有
名
な
「
北
畠
顕

家
上
奏
文
」を
著
し
て
い
る
。

　

陸
奥
国
府
に
着
任
し
た
の
が

一
六
歳
の
時
で
、
そ
の
歳
で
奥

州
を
軍
事
面
、
行
政
面
で
完
璧

に
掌
握
、
統
治
し
て
い
る
こ
と

か
ら
、
文
武
両
道
に
秀
で
た
傑

出
し
た
人
物
だ
っ
た
こ
と
が
窺

え
る
。
そ
こ
か
ら
最
期
ま
で
僅

か
五
年
だ
っ
た
が
、
東
北
の
歴

史
に
鮮
烈
な
印
象
を
残
し
た
。

な
ぜ
顕
家
は
書
写
し
た
の
か

　

ど
の
よ
う
な
経
緯
で
顕
家
は

「
供
養
願
文
」を
書
写
し
た
の
か
。

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の

当
時
、「
供
養
願
文
」の
原
本
は

失
わ
れ
て
い
た
。
現
在
残
さ
れ

て
い
る
二
つ
の
書
写
本
は
、
そ

れ
ぞ
れ「
輔
方（
す
け
か
た
）本
」

と「
顕
家
本
」と
呼
ば
れ
て
お
り
、

「
輔
方
本
」が
先
に
あ
っ
て
、「
顕

家
本
」
は
そ
れ
を
書
写
し
た
も

の
と
さ
れ
る
。

　

ま
ず
、「
輔
方
本
」に
は
藤
原

輔
方
が
こ
う
書
い
て
い
る
。
嘉

暦
四
年（
一
三
二
九
年
）に
中
尊

寺
の
阿
闍
梨
が
私
の
と
こ
ろ
に

持
っ
て
き
て
奥
書
と
端
書
を
記

し
て
ほ
し
い
と
の
こ
と
だ
っ
た

の
で
筆
を
執
っ
た
、
持
っ
て
き

た
も
の
は
正
本
を
写
し
た
も
の

だ
と
い
う
、と
。
つ
ま
り「
輔
方

本
」
は
藤
原
輔
方
が
書
写
し
た

も
の
で
は
な
く
、
元
々
中
尊
寺

に
あ
っ
た「
供
養
願
文
」を
輔
方

が
鑑
定
し
て
、
こ
れ
は
元
の
も

の
を
書
写
し
た
も
の
で
あ
る
と

認
定
し
た
も
の
だ
と
言
え
る
。

　

ど
う
し
て
そ
の
よ
う
な
こ
と

が
必
要
に
な
っ
た
か
に
つ
い
て

は
、「
顕
家
本
」に
記
載
さ
れ
て

い
る
。
顕
家
は
こ
う
書
い
て
い

る
。
供
養
願
文
が
不
慮
の
こ
と

で
紛
失
し
て
し
ま
っ
た
の
で
、

正
本
に
見
立
て
る
た
め
に
急
ぎ

書
写
し
た
、と
。顕
家
は
そ
の
際
、

先
に
あ
っ
た
輔
方
本
を
書
写
し

た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

　

奥
州
に
お
い
て
足
利
方
と
の

鍔
迫
り
合
い
を
し
な
が
ら
、
奥

州
各
地
の
様
々
な
案
件
に
つ
い

て
指
示
を
出
し
た
文
書
が
残

っ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
時
期

の
顕
家
は
極
め
て
多
忙
だ
っ
た
。

そ
の
顕
家
が
、
恐
ら
く
は
中
尊

寺
側
の
求
め
に
応
じ
て
「
供
養

願
文
」を
書
写
し
た
の
は
、奥
州

の
中
に
占
め
る
中
尊
寺
の
存
在

が
、
建
武
新
政
期
に
あ
っ
て
も

大
き
か
っ
た
ゆ
え
で
は
な
い
か
、

と
柳
原
氏
は
指
摘
し
て
い
た
。

そ
れ
で
、
先
に
藤
原
輔
方
が
正

本
を
書
写
し
た
も
の
と
認
定
し

た
書
写
本
を
、
鎮
守
大
将
軍
の

名
で
さ
ら
に
書
写
し
た
の
で
は

な
い
か
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

中
尊
寺
の
存
在
が
大
き
か
っ

た
こ
と
は
、
こ
の
後
の
推
移
か

ら
も
窺
え
る
。
顕
家
の
死
後
、

奥
州
で
は
足
利
方
の
勢
力
が
強

ま
り
、
結
局
奥
州
は
足
利
方
が

置
い
た
奥
州
総
大
将
の
石
塔
義

房
の
指
揮
下
に
入
る
こ
と
に
な

る
。
中
尊
寺
も
足
利
方
の
管
轄

下
に
入
る
が
、
中
尊
寺
に
は
そ

の
石
塔
義
房
が
奉
納
し
た
梵
鐘

が
今
も
残
っ
て
い
る
。
足
利
方

も
や
は
り
中
尊
寺
の
存
在
は
無

視
で
き
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

加
え
て
、個
人
的
に
は
、北
畠

顕
家
が「
供
養
願
文
」を
書
写
し

た
理
由
と
し
て
、
顕
家
が
奥
州

藤
原
氏
を
陸
奥
出
羽
両
国
を
統

治
し
た
先
例
と
し
て
敬
意
を
払

っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、「
供

養
願
文
」
に
あ
る
趣
旨
を
鎮
守

大
将
軍
と
し
て
受
け
継
ご
う
と

い
う
意
思
も
あ
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
も
考
え
て
い
る
。
時
代

が
さ
ら
に
下
る
と
、
奥
州
全
域

の
支
配
を
目
指
し
た
伊
達
政
宗

も
平
泉
を
見
て
回
り
、
中
尊
寺

に
客
殿
を
建
立
し
、
金
色
堂
を

修
復
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
も

同
様
の
思
い
が
あ
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。

「
東
北
は
日
本
の
半
分
」

　

と
こ
ろ
で
、
保
元
の
乱

（
一
一
五
六
年
）か
ら
暦
応
二
年

（
一
三
三
九
年
）の
後
醍
醐
天
皇

崩
御
ま
で
を
記
述
し
た
歴
史
書

「
保
暦
間
記
」に
は
、
建
武
新
政

府
が
陸
奥
国
府
を
設
置
し
、
北

畠
顕
家
を
遣
わ
し
た
理
由
と
し

て
、「
奥
羽
両
国
は
日
本
半
国
な

ど
と
申
す
国
で
あ
る
か
ら
」
と

記
し
て
い
る
。
建
武
の
新
政
前

後
の
約
五
〇
年
の
歴
史
を
記
し

た
軍
記
物
語
「
太
平
記
」
に
も
、

同
様
の
表
現
が
出
て
く
る
。「
奥

州
五
十
四
郡
あ
た
か
も
日
本
半

国
に
及
べ
り
」。
奥
羽
両
国
、あ

る
い
は
奥
州
の
五
四
の
郡
は
日

本
の
半
分
に
及
ぶ
よ
う
な
国
だ

と
い
う
こ
の
表
現
、
当
時
の
日

本
に
お
け
る
東
北
の
存
在
感
の

大
き
さ
を
窺
わ
せ
る
。

　

ち
な
み
に
こ
の
時
代
、
北
海

道
は
ま
だ
中
央
の
支
配
が
及
ん

で
い
な
い
が
、
北
海
道
を
除
い

て
も
、面
積
で
言
え
ば
、東
北
だ

け
で
は
日
本
の
半
分
に
は
な
ら

な
い
。
し
か
し
、
実
際
の
面
積

が
ど
う
こ
う
と
い
う
こ
と
よ
り

も
、
そ
の
時
代
に
日
本
の
半
分

は
東
北
だ
と
認
識
さ
れ
て
い
た

こ
と
を
示
す
こ
の
表
現
は
注
目

に
値
す
る
。
そ
の
東
北
が
ど
ち

ら
の
側
に
付
く
か
で
天
下
の
趨

勢
が
決
ま
る
、
そ
の
よ
う
な
存

在
感
が
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　

ち
な
み
に
、
太
平
記
で
こ
れ

を
言
っ
て
い
る
の
が
、
北
畠
顕

家
側
の
武
将
結
城
宗
広
で
あ
っ

た
。
い
わ
ば
当
時
東
北
に
い
た

人
物
が「
東
北
は
日
本
の
半
分
」

と
主
張
し
、
か
つ
そ
れ
が
否
定

さ
れ
ず
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い

る
と
こ
ろ
が
興
味
深
い
。

「
紺
紙
金
銀
字
交
書
一
切
経
」

　

講
演
会
の
後
は
、
平
泉
世
界

遺
産
ガ
イ
ダ
ン
ス
セ
ン
タ
ー
へ

足
を
運
ん
だ
。
企
画
展
「
清
衡

の
平
泉
」も
開
催
中
で
あ
る
。

　

こ
の
企
画
展
の
目
玉
は
、
な

ぜ
か
静
岡
の
伊
豆
山
神
社
に
保

存
さ
れ
て
い
た
清
衡
の
大
事
業

で
あ
る
「
紺
紙
金
銀
字
交
書
一

切
経
」
の
う
ち
の
一
巻
の
実
物

が
公
開
さ
れ
て
る
こ
と
で
あ

る
。
こ
れ
は
仏
教
の
全
て
の
お

経
を
紺
色
の
紙
に
一
行
毎
に
金

色
の
字
と
銀
色
の
字
で
書
き
分

け
た
と
い
う
手
の
込
ん
だ
も
の

で
、
本
来
五
四
〇
〇
巻
近
く
あ

っ
た
と
さ
れ
る
が
、
後
の
豊
臣

秀
吉
が
中
尊
寺
か
ら
持
ち
出
さ

せ
た
た
め
、
現
在
中
尊
寺
に
は

二
〇
巻
ほ
ど
し
か
残
っ
て
い
な

い
。
持
ち
出
さ
れ
た
ほ
と
ん
ど

は
高
野
山
に
保
管
さ
れ
て
い
て
、

な
ぜ
そ
の
う
ち
の
一
巻
が
伊
豆

山
神
社
に
保
管
さ
れ
て
い
た
の

か
は
不
明
な
点
も
多
い
が
、
と

も
あ
れ
ほ
ぼ
四
〇
〇
年
ぶ
り
に

里
帰
り
し
た
こ
と
に
な
る
。

清
衡
に
関
す
る
伝
説
の

あ
る
山

　

さ
ら
に
そ
の
後
は
、
一
関
郊

外
の
自
鏡
山（
じ
き
ょ
う
ざ
ん
）

へ
行
っ
て
み
た
。
清
衡
が
こ
の

山
の
山
麓
の
東
西
南
北
に
四
つ

の
寺
院
を
建
立
し
た
と
い
う

言
い
伝
え
の
残
る
山
で
、
一
関

か
ら
栗
駒
山
に
行
く
途
中
に
あ

る
、
整
っ
た
三
角
錐
の
形
を
し

た
山
で
あ
る
。
通
り
掛
か
っ
た

こ
と
は
あ
る
も
の
の
、
登
る
の

は
初
め
て
で
あ
っ
た
。
山
域
に

入
っ
て
す
ぐ
感
じ
た
の
は
、
標

高
三
一
四
メ
ー
ト
ル
の
里
山
で

あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
大
き
な

木
が
多
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ス
ギ
と
ブ
ナ
が
混
在
し
て
る
が
、

ど
ち
ら
も
立
派
な
木
が
そ
こ
か

し
こ
に
あ
っ
た
。
こ
の
自
鏡
山
、

か
つ
て
修
験
道
の
聖
地
だ
っ
た

そ
う
で
、
そ
れ
で
木
も
伐
採
さ

れ
ず
に
残
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

現
在
は
、
山
の
中
腹
に
吾
勝

（
あ
か
つ
）神
社
が
あ
り
、
さ
ら

に
登
る
と
山
頂
に
そ
の
奥
の
宮

が
あ
っ
た
。
山
頂
で
も
三
六
〇

度
パ
ノ
ラ
マ
と
い
う
わ
け
で
は

な
い
が
、
木
々
の
合
い
間
か
ら

栗
駒
山
が
見
え
た
。

平
泉
を
考
え
る
き
っ
か
け
に

　

平
泉
は
今
後
節
目
の
年
が

続
く
。
今
年
は
平
泉
の
在
り

し
日
を
今
に
伝
え
る
金
色
堂

の
建
立
九
〇
〇
年
だ
が
、
再
来

年
の
二
〇
二
六
年
は
「
供
養
願

文
」
に
記
さ
れ
て
い
る
「
鎮
護

国
家
大
伽
藍
一
区
」
が
落
慶
し

て
九
〇
〇
年
、
そ
の
二
年
後
の

二
〇
二
八
年
は
清
衡
が
亡
く
な

っ
て
九
〇
〇
年
で
あ
る
。
そ
れ

ぞ
れ
の
年
に
ま
た
、
興
味
深
い

企
画
が
あ
る
に
違
い
な
い
。
平

泉
が
東
北
に
と
っ
て
何
だ
っ
た

の
か
、
平
泉
が
輝
き
を
放
っ
た

一
世
紀
は
今
の
東
北
に
と
っ
て

ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
か
、

じ
っ
く
り
考
え
る
き
っ
か
け
に

し
た
い
。

執
筆
者
紹
介

大
友
浩
平

（
お
お
と
も
こ
う
へ
い
）

奥
州
仙
臺
の
住
人
。
普
段
は
出

版
社
に
勤
務
。
東
北
の
人
と
自

然
と
文
化
が
大
好
き
。
趣
味
は

自
転
車
と
歌
と
旅
。

「
東
北
ブ
ロ
グ
」

http://blog.livedoor.jp/
anagm

a5/

Ｆ
ａ
ｃ
ｅ
ｂ
ｏ
ｏ
ｋ

https://www.facebook.com
/

kouhei.ootom
o

  

金
色
堂
建
立
九
〇
〇
年

　
　
　
に
寄
せ
て
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い
い
齢
を
し
て
長
年
独
り
暮

ら
し
の
ま
ま
の
私
は
郷
里
の
姉

に
よ
く
心
配
さ
れ
る
け
れ
ど
も

特
に
毎
日
の
食
事
に
関
し
て
は

結
構
う
る
さ
く
言
わ
れ
る
も
の

で
あ
る
。
例
え
ば
、

「
漬
物
は
野
菜
で
は
な
い
。
野

菜
代
わ
り
に
食
べ
る
な
！
」

と
い
う
小
言
は
定
番
だ
。

　

実
の
と
こ
ろ
、
独
り
暮
ら
し

を
始
め
た
二
十
代
か
ら
三
十
代

に
か
け
て
の
頃
は
そ
れ
程
食
べ

て
い
な
か
っ
た
漬
物
を
、
四
十

代
に
な
る
と
食
卓
の
重
鎮
に
置

く
ま
で
に
な
っ
て
い
た
―
そ
の

理
由
は
、
ま
ず
単
純
に
、
齢
を

経
て
漬
物
の
美
味
さ
に
気
づ
い

た
か
ら
に
外
な
ら
な
い
だ
ろ
う

が
、
そ
れ
と
併
行
し
私
が
東
京

か
ら
東
北
に
「
回
帰
す
る
」
と

い
う
名
目
で
「
仙
台
に
」
転
居

し
て
き
た
と
い
う
側
面
も
大
き

か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う

の
も
、
お
そ
ら
く
全
国
で
も
こ

の
仙
台
が
突
出
し
て
、
東
北
各

地
の
漬
物
―
な
か
ん
ず
く
我
が

郷
里
・
山
形
県
庄
内
地
方
の
も

の
を
多
く
取
り
寄
せ
集
め
る
事

の
で
き
る
土
地
だ
っ
た
か
ら
で

あ
る
。
本
稿
で
は
酒
や
麺
料
理

と
と
も
に
東
北
の
強
み
た
る
食

の
錬
金
術
の
一
つ
・
漬
物
に
迫

り
ま
た
漬
物
は
本
当
に
「
野
菜

代
わ
り
に
し
て
は
い
け
な
い
」

の
か
―
な
ど
自
分
な
り
の
検
証

も
試
み
て
み
た
い
。

　
　
　
　
　

※

　

私
が
漬
物
文
化
と
し
て
強
い

印
象
を
受
け
た
思
い
出
が
、
実

は
九
州
に
あ
る
。
か
つ
て
原
付

オ
ー
ト
バ
イ
に
て
旅
を
始
め
た

三
〇
歳
そ
こ
そ
こ
の
頃
、
町
全

体
が
巨
大
な
カ
ル
デ
ラ
火
山
火

口
の
中
に
あ
る
と
い
う
途
方
も

な
い
景
観
を
誇
る
熊
本
県
阿
蘇

地
方
で
の
夜
の
街
角
に
、
元
気

な
お
母
さ
ん
た
ち
の
声
が
飛
ぶ

飲
食
店
の
灯
り
が
あ
っ
て
、

「
高た

か
な菜

め
し
食
べ
て
い
き
な
さ

い
」
と
誘
い
込
ま
れ
る
と
、
ド

カ
盛
り
の
ご
飯
一
面
に
深
緑
色

の
菜
っ
葉
が
混
ぜ
込
ま
れ
た
定

食
が
出
て
き
た
。
癖
に
な
る
風

味
で
い
く
ら
で
も
腹
に
入
り
そ

う
で
あ
る
が
、
食
べ
き
れ
な
け

れ
ば
包
ん
で
あ
げ
る
か
ら
―
と

の
事
で
そ
の
よ
う
に
し
て
も
ら

い
、
後
日
キ
ャ
ン
プ
場
の
テ
ン

ト
で
残
り
を
楽
し
ん
だ
次
第
。

　

九
州
産
の
高
菜
漬
自
体
は
、

お
そ
ら
く
全
国
の
ス
ー
パ
ー
で

袋
入
り
で
普
通
に
入
手
で
き
る

が
、
高
菜
と
い
う
作
物
は
古
代

大
陸
か
ら
伝
来
し
た
中
国
野
菜

と
い
う
事
で
、
漬
物
も
油
で
炒

め
る
と
い
う
中
国
的
発
想
の
下

ご
飯
と
と
も
に
た
ら
ふ
く
戴
く

阿
蘇
名
物
へ
と
発
展
し
た
も
の

だ
ろ
う
か
。
近
年
、
若
者
世
代

で
「
キ
ム
チ
離
れ
」
が
進
む
と

い
う
韓
国
で
も
か
つ
て
「
キ
ム

チ
が
あ
れ
ば
他
に
何
も
い
ら
な

い
」
と
い
う
、
そ
の
家
の
奥
さ

ん
へ
の
称
賛
を
意
味
す
る
常
套

句
が
あ
っ
た
よ
う
に
漬
物
が
穀

物
と
と
も
に
食
卓
の
主
役
で
あ

る
風
景
は
確
か
に
存
在
し
た
の

だ
―
と
回
想
す
る
の
で
あ
る
。

　

漬
物
は
寒
冷
地
の
保
存
食
と

し
て
発
達
し
た
も
の
で
あ
る
の

で
、
当
然
東
日
本
以
北
に
文
化

が
濃
厚
で
あ
ろ
う
と
思
っ
て
い

た
が
、
基
本
的
に
は
正
し
い
な

が
ら
全
国
的
に
ダ
ン
ト
ツ
な
の

は
京
漬
物
で
知
ら
れ
る
京
都
で

あ
り
、
奈
良
・
滋
賀
が
こ
れ
に

続
く
よ
う
だ
。
高
菜
漬
け
や
沢

庵
、
つ
ぼ
漬
け
が
有
名
な
九
州

始
め
西
日
本
で
の
消
費
量
は
総

じ
て
低
く
、
東
海
・
北
陸
か
ら

北
関
東
に
か
け
て
徐
々
に
増
加

し
、
東
北
で
は
山
形
・
宮
城
が

最
も
多
く
な
っ
て
、
秋
田
・
青

森
で
は
や
や
少
な
く
な
る
（
総

務
省
・
二
〇
一
七
年
度
都
道
府

県
別
漬
物
消
費
量
よ
り
）。

　

以
前
、
納
豆
に
関
す
る
拙
稿

に
て
言
及
し
た
、
海
外
の
強
烈

な
発
酵
食
シ
ュ
ー
ル
ス
ト
レ
ミ

ン
グ
や
キ
ビ
ヤ
ッ
ク
な
ど
と
同

様
、
日
本
で
も
塩
辛
、
新
巻
鮭

鮒ふ
な

寿
司
な
ど
動
物
性
の
漬
物
は

少
な
か
ら
ず
愛
好
さ
れ
、
ま
た

浅
漬
け
、
松
前
漬
け
な
ど
発
酵

を
経
な
い
漬
物
も
数
多
い
。

 　

さ
て
、
私
は
と
言
え
ば
日
頃

ほ
と
ん
ど
の
産
物
が
、
東
北
の

も
の
が
一
番
で
あ
る
と
偏
愛
気

味
な
と
こ
ろ
が
あ
る
事
は
今
更

書
く
ま
で
も
な
い
気
が
す
る
が

元
来
郷
土
庄
内
の
気
質
・
風
土

を
嫌
っ
て
東
京
へ
出
て
行
っ
た

よ
う
な
人
間
で
あ
る
か
ら
今
も

当
地
に
は
愛
憎
半
ば
す
る
面
強

く
、
だ
か
ら
と
い
う
訳
で
は
な

い
が
ラ
ー
メ
ン
は
福
島
県
が
最

高
だ
と
か
コ
メ
は
秋
田
・
岩
手

・
宮
城
・
そ
れ
に
新
潟
も
甲
乙

つ
け
難
い
と
か
、
必
ず
し
も
庄

内
の
も
の
が
一
番
で
は
な
い
主

義
な
の
で
あ
る
―
が
、
こ
れ
が

日
本
酒
や
言
わ
ず
と
知
れ
た

「
だ
だ
ち
ゃ
豆
」
そ
し
て
漬
物

と
な
っ
て
く
る
と
話
が
違
っ
て

く
る
。
枝
豆
に
関
し
て
は
無
論

の
事
、
酒
選
び
で
ハ
ズ
レ
の
な

い
事
で
は
東
北
他
県
・
同
山
形

県
の
内
陸
部
と
も
に
比
べ
物
に

な
ら
ず
、
漬
物
に
至
っ
て
は

「
美
味
い
漬
物
は
東
北
に
数
あ

れ
ど
、
野
菜
と
し
て
、
時
に
主

菜
と
し
て
常
食
で
き
る
の
は
唯

一
、
山
形
（
特
に
庄
内
）
産
の

み
！
」
と
謎
の
自
信
を
以
っ
て

胸
を
張
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る

　

勿
論
他
県
に
も
多
様
な
漬
物

は
あ
る
の
だ
が
、
青
森
県
で
は

『
ね
ぶ
た
漬
け
』（
松
前
漬
け

に
山
の
恵
み
を
加
え
た
形
の
も

の
）、
秋
田
な
ら
ば
泣
く
子
も

黙
る
？
『
い
ぶ
り
が
っ
こ
』
が

突
出
し
過
ぎ
る
感
あ
り
、
一
方

岩
手
県
の
場
合
は
有
名
な
『
金

婚
漬
』
も
『
ほ
ろ
ほ
ろ
漬
け
』

も
か
な
り
昔
気
質
風
で
し
ょ
っ

ぱ
過
ぎ
（
近
年
の
ヒ
ッ
ト
作

『
味
噌
っ
こ
胡
瓜
』
は
絶
品
）

主
菜
的
野
菜
と
す
る
に
は
味
も

特
殊
性
も
強
い
気
が
す
る
。

　

宮
城
県
に
も
様
々
な
漬
物
が

あ
る
が
、
代
表
的
な
も
の
は

『
長
な
す
漬
け
』
で
地
味
と
い

え
ば
地
味
で
あ
る
（
近
年
一
旦

衰
退
し
た
「
仙
台
白
菜
漬
け
」

が
復
興
、
注
目
さ
れ
て
い
る
様

子
）。
逆
に
福
島
県
の
場
合
は

代
表
的
漬
物
が
『
い
か
人
参
』

で
こ
れ
も
少
々
特
殊
過
ぎ
る
印

象
（
私
個
人
は
野
菜
と
し
て
モ

リ
モ
リ
戴
い
て
い
る
が　

笑
）

　

さ
て
、
山
形
県
の
内
陸
と
言

え
ば
仙
台
で
も
高
い
知
名
度
を

誇
る
『
だ
し
』（
胡
瓜
・
茄
子

・
茗み

ょ
う
が荷

等
を
細
か
く
刻
み
、
オ

ク
ラ
や
め
か
ぶ
で
粘
り
を
つ
け

た
も
の
）
や
、
菊
の
花
び
ら
に

十
種
も
の
山
菜
・
野
菜
を
加
え

長
期
熟
成
さ
せ
た
『
晩
菊
』、

そ
し
て
実
は
九
州
の
高
菜
の
仲

間
で
あ
る
「
山
形
青せ

い
さ
い菜

」
を
用

い
た
『
青
菜
漬
け
』（
主
に
茎

を
使
用
）
に
『
お
み
漬
け
』

（
主
に
葉
と
多
様
な
野
菜
を
刻

ん
で
使
用
）
な
ど
、
食
卓
の
脇

役
と
い
う
よ
り
は
納
豆
と
と
も

に
ご
飯
に
か
け
れ
ば
完
璧
な
食

事
と
な
る
よ
う
な
ま
さ
に
主
菜

と
い
っ
た
貫
禄
を
持
つ
も
の
が

多
い
。
一
方
、
庄
内
の
方
で
は

仙
台
で
も
多
く
出
回
る
『
ぜ
ん

ご
漬
け
』（
胡
瓜
・
菊
・
茗
荷

等
七
種
を
刻
ん
だ
無
着
色
の
福

神
風
）
や
秘
伝
の
醤
油
だ
れ
が

絶
品
の
『
し
な
べ
き
ゅ
う
り
』

酒
粕
漬
け
や
か
ら
し
漬
け
な
ど

で
知
ら
れ
る
地
元
ブ
ラ
ン
ド

「
本

ほ
ん
ち
ょ
う長
」
の
漬
物
な
ど
、
一
見

ど
れ
も
地
味
な
が
ら
極
め
て
レ

ベ
ル
の
高
い
逸
品
揃
い
―
特
に

日
常
的
に
多
く
食
せ
る
よ
う

『
ぜ
ん
ご
漬
け
』
や
『
お
み
漬

け
』
は
野
菜
の
種
類
が
豊
か
な

上
に
塩
分
が
抑
え
て
あ
り
、
多

分
に
手
前
味
噌
で
は
あ
る
が
や

は
り
山
形
県
の
漬
物
は
野
菜
摂

取
の
形
と
し
て
現
代
的
な
理
想

に
迫
る
も
の
と
い
う
気
が
す
る

の
だ
。

　

更
に
一
つ
、
庄
内
の
名
産
と

し
て
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
漬
物

が
あ
る
―
実
は
、
そ
れ
こ
そ
が

私
が
漬
物
に
興
味
を
持
っ
た
最

初
の
き
っ
か
け
だ
っ
た
―
『
赤

か
ぶ
漬
け
』
が
そ
れ
で
あ
る
。

　

そ
の
き
っ
か
け
と
は
、
民
俗

学
者
・
赤
坂
憲
雄
に
よ
る
「
東

北
学
」
運
動
の
序
章
『
東
北
学

へ
』（
一
九
九
六
年
作
品
社
）

で
あ
る
。
氏
の
東
北
学
関
連
の

著
作
に
は
必
ず
と
い
っ
て
良
い

程
に
登
場
す
る
穀
物
「
ヒ
エ
」

と
と
も
に
東
北
の
食
及
び
農
法

の
原
点
と
し
て
、
縄
文
時
代
か

ら
続
く
と
い
う
「
焼
畑
」
農
法

に
よ
っ
て
栽
培
さ
れ
る
赤
か
ぶ

（
温あ

つ
み海
か
ぶ
）
が
取
り
上
げ
ら

れ
強
い
印
象
を
残
し
て
い
た
。

焼
畑
は
国
内
で
は
主
に
山
間

部
で
行
わ
れ
て
き
た
農
耕
形
式

で
、
森
林
や
原
野
を
伐
採
し
た

上
で
火
を
入
れ
て
一
帯
を
焼
き

そ
の
灰
を
肥
料
と
し
て
作
物
を

栽
培
す
る
も
の
で
あ
る
。
南
米

や
ア
フ
リ
カ
な
ど
の
熱
帯
で
は

現
在
も
大
規
模
に
行
わ
れ
、
森

林
火
災
・
環
境
破
壊
に
繋
が
る

と
し
て
発
展
途
上
的
で
粗
放
な

農
法
と
批
判
さ
れ
て
き
た
が
、

本
来
は
「
土
地
の
持
つ
回
復
力

を
利
用
す
る
」
即
ち
一
度
使
用

し
た
土
地
を
別
の
土
地
に
移
っ

た
間
に
森
林
と
し
て
再
生
さ
せ

る
事
で
永
久
的
に
循
環
・
持
続

が
可
能
で
あ
り
、
湿
潤
環
境
に

適
応
し
少
な
い
労
力
・
資
本
投

下
で
効
率
的
に
食
糧
生
産
が
で

き
る
優
れ
た
農
法
な
の
だ
と
、

大
阪
大
学
の
佐
藤
廉
也
教
授
は

言
う
。
日
本
で
は
古
く
か
ら
ヒ

エ
・
ア
ワ
・
ソ
バ
や
豆
類
が
栽

培
さ
れ
て
き
た
が
、
中
で
も
焼

畑
に
適
し
た
作
物
と
し
て
現
在

で
は
ほ
ぼ
赤
か
ぶ
に
特
化
し
た

農
法
と
な
っ
て
い
る
よ
う
だ
。

赤
か
ぶ
漬
け
自
体
は
全
国
各

地
に
あ
る
も
の
で
あ
る
が
、
現

在
焼
畑
農
法
で
赤
か
ぶ
栽
培
が

行
わ
れ
て
い
る
の
は
山
形
県
温

海
地
方
と
隣
接
す
る
新
潟

県
山さ

ん
ぽ
く北

地
方
、
福
井
県
の

味あ
じ
み
こ
う
ち

見
河
内
地
域
、
そ
し
て
宮
崎

県
椎し

い
ば
そ
ん

葉
村
の
四
ヶ
所
の
み
。
温

海
地
域
の
火
山
灰
性
の
土
壌
は

焼
畑
に
よ
り
土
の
ミ
ネ
ラ
ル
分

の
増
加
に
作
用
、
更
に
杉
林
の

腐
葉
土
が
天
然
の
肥
料
と
な
っ

て
色
つ
や
が
良
く
美
味
な
赤
か

ぶ
を
育
て
る
の
だ
と
い
う
。
危

険
な
面
を
持
つ
重
労
働
の
上
、

人
手
不
足
・
高
齢
化
の
課
題
に

も
晒
さ
れ
て
い
る
が
、
近
年
鶴

岡
市
も
含
め
各
地
で
「
焼
畑
サ

ミ
ッ
ト
」
が
行
わ
れ
る
な
ど
焼

畑
文
化
の
見
直
し
が
図
ら
れ
つ

つ
あ
る
。

 　

と
こ
ろ
で
赤
か
ぶ
も
含
め
ナ

ス
や
キ
ュ
ウ
リ
な
ど
は
「
栄
養

が
な
い
」
野
菜
の
代
表
の
よ
う

に
言
わ
れ
て
き
た
が
、
近
年
そ

れ
は
間
違
い
で
あ
る
事
が
知
ら

れ
て
き
て
い
る
。
過
去
ギ
ネ
ス

ブ
ッ
ク
に
「
カ
ロ
リ
ー
が
な
い

野
菜
」
と
し
て
載
っ
た
事
か
ら

く
る
誤
解
も
あ
り
、
確
か
に
糖

・
脂
肪
な
ど
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
要

素
は
少
な
い
な
が
ら
、
赤
か
ぶ

に
は
ア
ン
ト
シ
ア
ニ
ン
（
老
化

防
止
等
）、
ナ
ス
に
は
ナ
ス
ニ

ン
（
抗
酸
化
）
や
食
物
繊
維
、

そ
し
て
キ
ュ
ウ
リ
に
は
ビ
タ
ミ

ン
Ｋ
（
カ
ル
シ
ウ
ム
吸
収
補
強

）、
そ
し
て
全
て
に

共
通
し
て
カ
リ
ウ
ム

（
血
圧
調
整
）
が
含

ま
れ
る
の
だ
。
加
熱

に
弱
い
と
さ
れ
る
カ

リ
ウ
ム
等
は
漬
物
に

す
る
事
で
効
能
が
保

た
れ
る
他
浅
漬
け
は

生
野
菜
よ
り
多
く
の

食
物
繊
維
が
取
れ
る

し
、
糠ぬ

か

漬
け
や
柴
漬
け
に
し
発

酵
を
加
え
る
事
で
腸
内
環
境

を
整
え
る
乳
酸
菌
や
多
様
な

ビ
タ
ミ
ン
群
を
蓄
え
る
事
が

で
き
る
等
、
日
々
の
食
卓
の
主

役
た
る
野
菜
と
し
て
優
れ
た

要
素
に
満
ち
て
い
る
事
は
間

違
い
な
く
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　

※

　

し
か
し
こ
こ
で
過
去
印
象

的
だ
っ
た
あ
る
著
作
の
一
文

を
私
は
思
い
出
す
の
で
あ

る
。「
栄
養
素
な
ん
て
忘
れ
な

さ
い
」
―
そ
れ
は
幕
内
秀
夫

に
よ
る
『
粗
食
の
す
す
め
』

（
二
〇
〇
三
年
新
潮
文
庫
）
に

あ
る
。

　

戦
後
の
栄
養
学
に
疑
問
を

呈
し
、「
三
十
品
目
も
食
べ
て

い
る
民
族
な
ど
い
な
い
」
と
し

て
牛
乳
始
め
西
洋
か
ら
導
入

し
た
食
習
慣
を
否
定
、
コ
メ
・

味
噌
汁
そ
し
て
漬
物
を
基
本

と
し
た
質
素
な
和
食
に
回
帰

す
る
事
が
日
本
人
の
真
の
健

康
と
長
寿
に
繋
が
る
と
説
い

た
の
で
あ
る
。

　

極
端
さ
や
間
違
っ
た
記
述

で
批
判
も
多
い
著
者
だ
が
、
時

代
に
よ
っ
て
主
張
を
変
え
る

栄
養
学
な
ど
よ
り
も
土
地
の

人
々
を
長
い
年
月
育
て
て
き

た
食
文
化
が
重
要
と
す
る
そ

の
基
本
理
念
に
は
唸
ら
さ
れ

た
。
以
前
ヒ
エ
に
関
す
る
拙
稿

に
て
、
突
出
し
て
栄
養
価
が
高

い
訳
で
は
な
い
ヒ
エ
が
ど
の
穀

物
よ
り
も
日
本
人
の
身
体
を
頑

強
に
育
て
た
不
思
議
に
つ
い
て

触
れ
た
が
、
同
じ
事
は
も
し
か

す
る
と
漬
物
に
も
言
え
る
の
で

は
な
い
か
―
無
論
、
好
き
嫌
い

は
あ
る
だ
ろ
う
し
、
塩
分
に
関

し
て
は
永
遠
の
課
題
か
も
知
れ

な
い
の
だ
が
。

　

こ
の
幕
内
氏
が
提
案
す
る
日

本
人
の
基
本
の
食
の
姿
は
、
か

の
宮
澤
賢
治
が
詩
に
残
し
た

「
一
日
に
玄
米
四
合
と
、
味
噌

と
少
し
の
野
菜
を
食
べ
」

に
そ
の
ま
ま
重
な
る
事
は
言
う

ま
で
も
な
い
。
そ
れ
は
貧
し
い

最
低
限
の
―
以
上
に
彼
が
理
想

と
し
た
究
極
の
食
卓
。
無
限
の

食
の
ア
レ
ン
ジ
の
先
に
回
帰
で

き
る
原
点
、
そ
の
「
少
し
の
野

菜
」
の
位
置
に
、
美
味
な
る
漬

物
の
姿
が
あ
り
ま
す
よ
う
に
。

　

こ
れ
か
ら
の
全
人
類
の
食
糧

危
機
を
前
に
し
て
起
こ
る
、
日

本
そ
し
て
東
北
の
食
習
慣
の
パ

ラ
ダ
イ
ム
シ
フ
ト
に
、
漬
物
た

る
食
の
錬
金
術
は
如
何
な
る
新

た
な
発
酵
を
成
し
得
る
だ
ろ
う

か
？
そ
の
礎
と
な
る
大
地
に
は

か
つ
て
時
代
遅
れ
と
揶
揄
さ
れ

た
焼
畑
の
火
が
尚
も
新
し
く
点

さ
れ
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
。

奥お
う

羽う

越え
つ

現げ
ん

像ぞ
う

氏
紹
介 

　

一
九
七
〇
年
山
形
県
鶴
岡

市
生
。
札
幌
、東
京
を
経
て
、

全
国
の
旅
の
末
、
仙
台
に
移

住
。ど
の
本
屋
に
入
っ
て
も
、

と
り
あ
え
ず
郷
土
本
の
棚
に

向
か
っ
て
立
ち
読
み
を
始
め

る
東
北
好
き
で
あ
る
。

東
北
発「
食
の
錬
金
術
」と
縄
文
　
　
　
　
　

か
ら
未
来
へ
渡
す
山
の
火
の
事

宮城県内で交配した新品種小
松菜『河北菜』の浅漬け
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しし踊り

夕焼けにラドン

巣から落ちたシジュウカラ

ヤマザクラの実

ナツツバキ

シリーズ　遠野の自然
「遠野の小暑」

遠野 1000 景より
　

い
つ
の
間
に
か
、
今
年
も
す
で

に
半
年
を
過
ぎ
て
い
た
こ
と
を
す

っ
か
り
忘
れ
て
い
た
。

　

こ
こ
ま
で
に
、
い
ろ
い
ろ
な
こ

と
が
め
ま
ぐ
る
し
く
、
入
れ
代
わ

り
立
ち
代
わ
り
起
き
た
せ
い
で
あ

ろ
う
。

　

正
月
早
々
に
は
、
能
登
で
大
地

震
が
あ
っ
て
、
い
ま
だ
に
イ
ン
フ

ラ
等
が
復
旧
し
て
い
な
い
場
所
も

あ
る
よ
う
だ
。

　

東
北
の
経
験
が
あ
ま
り
活
か
さ

れ
て
い
な
い
こ
と
が
残
念
で
な
ら

な
い
。

　

そ
れ
以
外
で
も
、
国
内
で
も
、

世
界
で
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
件
が

次
々
に
起
き
て
、
と
て
も
落
ち
着

か
な
い
。

　

い
つ
も
の
感
想
に
な
っ
て
し
ま

う
が
、
遠
野
の
風
景
を
見
て
い
る

と
ほ
っ
と
す
る
。
地
に
足
が
つ
く

感
じ
が
す
る
の
だ
。

ノイチゴ ハタザオキキョウ オニノヤガラ
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岩手・磐神社の巨石

岩手・立石神社の巨石

岩手東和町・丹内山神社の巨石

磐神社巨石の言い伝え

丹内山巨石の言い伝え

新シリーズ【東北を再発見する旅】…⑩　岩手の巨石をめぐる旅　
岩手に残る巨石文化・・・「アラハバキ信仰」に関連があるらしい

　

岩
手
県
の「
巨
石
信
仰
」に
興

味
を
抱
い
た
」き
っ
か
け
は
、古

代
東
北
の
俘
囚
長
（
ふ
し
ゅ
う

ち
ょ
う
）
で
あ
っ
た
「
安
倍
一

族
」の「
巨
石
信
仰
」で
あ
る
。

　

そ
の「
安
倍
一
族
」の
信
仰
は

「
ア
ラ
ハ
バ
キ
信
仰
」で
あ
っ
た

こ
と
、そ
し
て「
ア
ラ
ハ
バ
キ
信

仰
」の
ご
神
体
と
し
て
の「
巨
石

神
社
」
を
信
仰
し
て
い
る
と
い

う
関
係
に
と
て
も
興
味
を
持
っ

た
か
ら
で
あ
る
。

　

ま
さ
か
、安
倍
一
族
が
、筆
者

が
前
か
ら
興
味
を
持
っ
て
い
た

「
ア
ラ
ハ
バ
キ
神
」
を
信
仰
し
、

さ
ら
に
は
、
こ
れ
も
筆
者
が
興

味
を
抱
い
て
き
た「
巨
石
信
仰
」

に
も
関
係
す
る
と
知
っ
て
非
常

に
驚
き
、
ま
た
奇
妙
な
こ
と
に

非
常
に
う
れ
し
か
っ
た
。

　

こ
う
し
て
、
安
倍
一
族
の
お

か
げ
で
、
そ
れ
ま
で
バ
ラ
バ
ラ

に
興
味
の
対
象
だ
っ
た
「
ア
ラ

ハ
バ
キ
神
」と「
巨
石
信
仰
」が

直
結
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

そ
ん
な
こ
と
で
、早
速
、岩
手

に
あ
る「
ア
ラ
ハ
バ
キ
神
」に
関

連
の
あ
る「
巨
石
神
社
」を
調
べ

て
、
す
ぐ
に
出
か
け
た
。
い
ま

か
ら
四
年
半
前
の
こ
と
だ
っ
た
。

　

選
ん
だ
の
は
、
一
関
市
に
あ

る
「
立
石
神
社
」
と
、
奥
州
市

に
あ
る
「
磐
神
社
（
い
わ
じ
ん

じ
ゃ
）」、
そ
れ
に
東
和
町
に
あ

る「
丹
内
山
神
社
」で
あ
る
。

　
　
　
　
　

 

＊

　

東
京
か
ら
一
ノ
関
ま
で
新

幹
線
で
行
き
、
そ
こ
で
レ
ン
タ

カ
ー
を
借
り
て
目
的
地
を
め
ぐ

る
と
い
う
い
つ
も
の
旅
だ
っ
た
。

　

し
か
し
、
最
初
の
訪
問
予
定

の「
立
石
神
社
」に
な
か
な
か
到

着
せ
ず
ほ
ん
と
う
に
往
生
し
た
。

　

も
ち
ろ
ん
初
め
て
行
く
場
所

で
あ
る
の
で
、慎
重
に
、カ
ー
ナ

ビ
も
フ
ル
活
用
し
て
出
か
け
た

は
ず
だ
っ
た
が
、
思
惑
は
完
全

に
外
れ
た
。

　

大
き
な
道
路
か
ら
の
案
内
看

板
は
す
ぐ
見
つ
か
り
、
そ
こ
か

ら
山
道
に
入
っ
た
が
、
前
日
に

降
っ
た
雪
の
せ
い
か
、
神
社
へ

の
入
り
口
が
な
か
な
か
見
つ
か

ら
な
い
。

　

地
図
を
見
て
も
よ
く
分
か
ら

な
い
。
二
時
間
近
く
探
し
て
、

も
う
だ
め
か
と
あ
き
ら
め
て
帰

ろ
う
と
し
た
と
き
に
、
雪
に
ほ

と
ん
ど
埋
も
れ
て
い
た
小
さ
な

石
で
で
き
た
案
内
の
杭
が
見
え

た
。

　

さ
ら
に
、境
内
に
入
っ
て
、目

指
す
岩
を
探
し
た
が
、
目
の
前

に
出
現
し
た
巨
石
は
大
し
た
印

象
深
い
巨
石
で
も
な
い
。

　

こ
ん
な
も
の
か
と
あ
き
ら
め
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か
け
て
、
た
ま
た
ま
神
社
の
裏

に
回
っ
て
み
た
ら
、そ
こ
に「
ほ

ん
と
に
来
て
良
か
っ
た
」
と
思

え
る「
巨
石
」が
あ
っ
た
。

　

何
と
い
う
奇
妙
で
、
神
々
し

い
「
巨
石
」
だ
ろ
う
と
思
っ
た
。

「
写
真
」で
そ
の
感
想
が
理
解
し

て
も
ら
え
る
と
思
う
。

　
「
巨
石
」を
十
分
堪
能
し
た
後
、

遅
れ
た
時
間
を
取
り
戻
す
た
め
、

次
の
目
的
地
に
す
ぐ
に
向
か
っ

た
。

　
　
　
　
　

＊

　

次
は「
磐
神
社
」。
こ
こ
も
す

ん
な
り
と
見
つ
か
ら
な
い
。

　

あ
ち
こ
ち
走
り
回
り
、
神
社

が
立
地
す
る
よ
う
な
山
間
部
で

は
な
く
、
田
ん
ぼ
の
中
に
ポ
ツ

ン
と
あ
っ
た
の
を
見
つ
け
た
。

　

こ
の
神
社
は
、
故
安
倍
晋
三

氏
も「
祖
先
の
神
社
」と
し
て
信

仰
し
て
い
た
神
社
で
あ
る
。

　

神
社
を
見
た
後
、近
く
に
、安

倍
一
族
の
居
宅
跡
が
あ
る
と
い

う
の
で
走
り
回
っ
て
探
し
た
が
、

と
う
と
う
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
。

　
　
　
　
　

 

＊

　

あ
ち
こ
ち
で
、
時
間
を
浪
費

し
た
の
で
、
高
速
を
使
っ
て
最

　

今
月
、
た
ま
た
ま
筆
者
の
い

な
か
に
所
用
が
あ
っ
て
、
宮
城

へ
日
帰
り
旅
行
を
し
た
。

　

用
事
は
順
調
に
終
わ
り
、
遅

め
の
昼
食
兼
夕
食
を
取
ろ
う
と

仙
台
駅
へ
立
ち
寄
っ
た
。

　

筆
者
は
数
か
月
前
か
ら『
少

々
骨
の
折
れ
る
仕
事
』
に
取
り

か
か
っ
て
い
て
、そ
の
た
め
に
、

大
好
き
な
日
本
酒
断
ち
を
し
て

い
た
。

　

す
で
に
二
か
月
を
超
え
る
日

本
酒
断
ち
は
、
我
慢
の
限
界
は

と
う
に
過
ぎ
て
い
た
が
、
自
分

と
の
約
束
は
守
ろ
う
と
決
め
て

何
と
か
続
行
し
て
い
た
。

　

が
、し
か
し
、仙
台
駅
に
降
り

立
ち
、
美
味
し
そ
う
な
食
事
が

で
き
る
と
こ
ろ
を
探
し
て
い
た

ら
、
美
味
そ
う
な
宮
城
や
そ
の

他
東
北
の
地
酒
の
写
真
が
目
に

飛
び
込
ん
で
き
て
し
ま
っ
た
。

　

こ
の
上
な
い
誘
惑
で
あ
り
、

迷
う
暇
も
与
え
な
か
っ
た
。

　

自
分
と
の
約
束
は
今
日
だ
け

は
棚
上
げ
と
、
早
速
お
店
に
入

る
こ
と
に
し
た
。

　
　
　
　
　

＊

　

日
本
酒
の
メ
ニ
ュ
ー
を
見
た

ら
、「
仙
台
駅
限
定
」と
銘
打
っ

た『
仙
臺
驛
政
宗
』と
い
う
日
本

酒
が
あ
る
で
は
な
い
か
。

　
「
限
定
」に
は
弱
い
筆
者
。
仙

台
駅
で
し
か
飲
め
な
い
の
だ
か

ら
、「
約
束
」を
破
っ
て
も
当
然

で
、仕
方
な
い
と
言
い
訳
し
て
、

早
速
注
文
。
そ
れ
が
下
の
写
真

で
あ
る
。

　

一
升
瓶
の
デ
ザ
イ
ン
も
な
か

な
か
良
い
。
黒
色
ボ
ト
ル
に
金

文
字
も
良
い
。

　
　
　
　
　

＊

　

こ
の『
仙
臺
驛
政
宗
』は
、
正

式
名
称
を
『
仙
臺
驛
政
宗　

吟

の
い
ろ
は
』と
い
う
よ
う
だ
。

　

仙
台
市
根
白
石
地
区
の
農
家

が
育
て
た
酒
造
好
適
米
「
吟
の

い
ろ
は
」を
、仙
台
市
泉
ヶ
岳
の

麓
か
ら
湧
き
出
る
美
し
い
地
下

水
を
使
っ
て
、
同
じ
地
区
で
酒

造
り
を
営
む
伊
達
家
御
酒
御
用

蔵「
勝
山
」が
造
り
上
げ
た
仙
台

生
粋
の
日
本
酒
で
あ
る
。

　

精
米
歩
合
五
十
％
ま
で
磨
き
、

じ
っ
く
り
と
醸
し
た
こ
と
に
よ

り
、
仙
臺
驛
政
宗
は
爽
や
か
な

香
り
と
、
甘
味
と
酸
味
の
バ
ラ

ン
ス
の
良
い
味
わ
い
。

　

と
に
か
く
美
味
か
っ
た
。

　

ほ
ん
と
に
久
し
ぶ
り
の
日
本

酒
だ
っ
た
の
で
、こ
の
際
、い
ろ

い
ろ
な
東
北
地
酒
を
い
た
だ
こ

う
と
立
て
続
け
に
注
文
し
た
。

　

満
足
し
た
こ
と
は
言
う
ま
で

も
な
い
。

　
　
　
　

＊

　

帰
り
の
新
幹
線
に
乗
ろ
う
と
、

改
札
を
入
っ
て
す
ぐ
、
お
店
が

並
ん
で
い
る
と
こ
ろ
に
、
面
白

そ
う
な
雑
貨
屋
が
あ
っ
た
。

　

新
幹
線
の
待
合
ス
ペ
ー
ス
の

近
く
に
そ
ん
な
店
が
あ
る
の
は

め
ず
ら
し
い
と
興
味
本
位
で
の

ぞ
い
て
み
た
。

　

そ
う
す
る
と
、
伊
達
政
宗

グ
ッ
ズ
だ
ら
け
で
は
な
い
か
。

　

先
ほ
ど
の
『
仙
臺
驛
政
宗
』

と
い
い
、
伊
達
政
宗
グ
ッ
ズ

シ
ョ
ッ
プ
と
い
い
、
何
か
伊
達

政
宗
の
大
イ
ベ
ン
ト
で
も
あ
る

か
と
ち
ょ
っ
と
調
べ
て
も
何
も

な
い
。
た
だ
、
グ
ッ
ズ
の
販
売

は
に
ぎ
や
か
な
よ
う
だ
。

　

伊
達
政
宗
は
仙
台
で
は
文
句

な
し
に
人
気
ら
し
い
。

　

せ
っ
か
く
な
の
で
、
筆
者
も

伊
達
政
宗
の
騎
馬
像
ロ
ゴ
の

入
っ
た
T
シ
ャ
ツ
を
購
入
し
た
。

伊達政宗騎馬像 Tシャツのロゴアップ

厳美渓

伊達政宗騎馬像 Tシャツ 仙台駅限定『仙臺驛政宗』

なぜか仙台駅では『伊達政宗グッズブーム』
仙臺駅限定日本酒『仙臺驛政宗』に伊達政宗騎馬像Tシャツ

後
の
訪
問
地
の「
丹
内
山
神
社
」

に
向
か
う
。

　

到
着
し
た
と
き
は
も
う
す
っ

か
り
日
が
落
ち
て
、
薄
暗
い
。

し
か
し
、あ
き
ら
め
ず
に「
目
指

す
巨
石
」を
探
し
た
。

　

前
日
に
降
っ
た
雪
が
融
け
ず

に
残
っ
た
ま
ま
の
参
道
を
歩
い

て
、神
社
の
裏
手
に
行
っ
た
。

そ
こ
で
、
真
っ
白
な
雪
を
被
っ

た
巨
石
に
対
面
し
た
。
非
常
に

立
派
な
巨
石
だ
っ
た
。
対
面
で

き
た
こ
と
で
感
激
し
て
、
巨
石

の
周
り
を
三
周
ほ
ど
し
た
。

　
　
　
　
　

 

＊

　

肝
心
の「
荒
覇
吐
神（
ア
ラ
ハ

バ
キ
）」
に
つ
い
て
は
、「
磐
神

社
」の
説
明
板
で
は
、「
安
倍
氏

は
当
社
を
守
護
神
(
荒
覇
吐

神
・
あ
ら
は
ば
き
し
ん
)
と
し

て
尊
崇
し
た
。
近
く
に
は
安
倍

館
跡
が
あ
り
、
安
倍
氏
は
当
社

を「
荒
覇
吐
神（
ア
ラ
ハ
バ
キ
）」

と
し
て
祀
っ
た
ら
し
い
。
磐
井

以
南
に
威
を
振
る
う
拠
点
を
こ

の
地
に
形
成
し
た
と
伝
え
ら
れ

る
。」と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

　

安
倍
氏
に
と
っ
て
は
よ
ほ
ど

重
要
な
神
社
だ
っ
た
よ
う
だ
。

　
「
丹
内
山
神
社
」に
あ
る
案
内

版
に
は
、「
ア
ラ
ハ
バ
キ
大
神
の

巨
石
」と
記
載
さ
れ
、巨
大
な
自

然
石
が
御
神
体
と
し
て
祀
ら
れ

て
い
る
。

　
　
　
　

 　

＊

　
「
ア
ラ
ハ
バ
キ
神
社
」は
岩
手

だ
け
で
は
な
く
、
宮
城
県
に
も

二
か
所
あ
る
。
筆
者
は
、
そ
の

ふ
た
つ
と
も
訪
問
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、「
ア
ラ
ハ
バ
キ
信

仰
」
の
由
来
は
よ
く
分
か
っ
て

お
ら
ず
、
ナ
ゾ
の
古
代
信
仰
で

あ
る
。

　

と
は
い
え
、
非
常
に
興
味
深

い
神
で
あ
り
、
信
仰
で
あ
る
こ

と
は
ま
ち
が
い
な
い
。

　

鉄
や
物
部
氏
に
も
関
連
あ
る

と
い
う
が
決
定
打
で
は
な
い
。

ま
こ
と
に
不
思
議
な
神
さ
ま
だ
。

　

た
だ
し
、
エ
ミ
シ
と
呼
ば
れ

た
古
代
東
北
人
と
関
係
が
深
い

こ
と
は
十
分
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
れ
ら
三
つ
の
岩
手
の
巨
石

神
社
の
近
く
に
は
、
巨
石
群
で

有
名
な
厳
美
渓
も
あ
る
。
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「東北の7月」

写真撮影　
尾崎匠

写真で
お伝えする

東北の風景 


