
手
県
南
部
か
ら
福
島
県
北
部
に

ま
た
が
る
仙
台
藩
は
、
戦
国
武

将
の
伊
達
政
宗
が
開
い
た
。
そ
の
伊
達

家
が
崇
敬
を
寄
せ
た
の
は
、
陸
奥
国
一

之
宮
と
呼
ば
れ
る
、
最
も
社
格
が
高
い

鹽し
お

竈が
ま

神
社
だ
っ
た
。
政
宗
も
土
地
を
寄

進
し
、
社
殿
を
造
営
し
た
。
鹽
竈
神
社

の
創
建
の
年
代
は
不
明
だ
が
、
平
安
時

代
初
期
に
編
纂
さ
れ
た
『
弘
仁
式
』
に

記
述
が
あ
る
と
い
う
。

　
塩
竈
市
の
ほ
ぼ
中
央
、
松
島
湾
を
見

下
ろ
す
山
の
頂
上
に
建
つ
鹽
竈
神
社
に

は
、
国
の
天
然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
た

鹽
竈
桜
が
咲
き
、
地
域
の
人
に
親
し
ま

れ
て
い
る
。
神
社
で
は
祭
礼
が
行
わ
れ

る
が
、
祭
礼
に
欠
か
せ
な
い
の
が
神
に

供
え
る
御
神
酒
だ
。
鹽
竈
神
社
の
御
神

酒
づ
く
り
は
、塩
竈
で
創
業
し
て
2
8
9

年
、
日
本
酒
「
浦
霞
」
で
知
ら
れ
る
佐

浦
酒
造
に
も
任
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
歴
史
と
文
化
に
彩
ら
れ
る

塩
竈
は
日
本
三
景
の
松
島
に
近
く
、
観

光
拠
点
と
い
う
顔
も
持
つ
。
松
島
と
塩

釜
港
を
結
ぶ
遊
覧
船
は
、
多
く
の
観
光

客
で
賑
わ
っ
て
い
る
。
そ
の
塩
釜
港
に

入
港
す
る
の
は
、
遊
覧
船
だ
け
で
は
な

う
語
る
の
は
、
宮
城
、
福
島
の
災
害
公

営
住
宅
建
設
支
援
を
担
当
す
る
U
R
職

員
の
永
井
正
毅
だ
。
た
だ
、
そ
の
土
地

は
不
整
型
で
斜
め
に
傾
い
て
い
る
た
め
、

集
合
住
宅
を
建
設
す
る
に
は
最
適
と
は

い
え
な
か
っ
た
。
し
か
も
、
す
ぐ
下
に

は
J
R
仙
石
線
が
通
る
。
工
事
中
に

物
を
落
と
し
た
ら
、
列
車
の
運
行
を
停

め
て
し
ま
う
。
難
し
い
条
件
だ
か
ら
こ

そ
、
塩
竈
の
人
や
土
地
を
提
供
し
て
く

れ
た
人
を
思
い
、
永
井
を
は
じ
め
U
R

ス
タ
ッ
フ
は
強
く
心
に
刻
み
込
ん
だ
。

「
こ
の
土
地
に
、
必
ず
や
災
害
公
営
住

宅
を
建
設
し
て
み
せ
る
」

◆
桜
の
木
を
復
興
の
シ
ン
ボ
ル
に

　
災
害
公
営
住
宅
に
入
居
す
る
人
た
ち

に
は
さ
ま
ざ
ま
な
要
望
が
あ
る
。
仮
設

住
宅
で
暮
ら
す
人
に
と
っ
て
「
音
」
の

問
題
は
深
刻
だ
っ
た
。
集
合
住
宅
に
住

ん
だ
こ
と
が
な
い
た
め
、
隣
家
の
音
が

筒
抜
け
で
あ
る
こ
と
が
強
い
ス
ト
レ
ス

に
な
っ
て
い
た
。
ま
た
、
公
営
住
宅
は

広
さ
の
基
準
が
決
ま
っ
て
い
る
。
一
軒

家
に
住
ん
で
い
た
人
が
切
実
に
訴
え
る

の
は
、
盆
暮
れ
に
帰
省
す
る
子
や
孫
が

泊
ま
れ
な
い
と
い
う
心
配
だ
っ
た
。
U
R

は
、
こ
う
し
た
復
興
な
ら
で
は
の
問
題

に
も
真
摯
に
向
き
合
う
。

「
住
民
が
ど
の
よ
う
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
ー
を
持
っ
て
、
ど

の
よ
う
な
生
活
を
し
て

き
た
の
か
。
震
災
前
の

生
活
を
で
き
る
だ
け
変

え
ず
に
安
全
・
防
災
に

も
考
慮
し
、
地
域
に
合

っ
た
住
宅
を
建
て
た
い

の
で
す
。
そ
の
た
め
に

住
民
の
声
を
丁
寧
に
聞

き
、
最
善
の
選
択
を
す

い
。
数
多
く
の
漁
船
が
、
全
国
で
も
屈

指
の
水
揚
げ
を
誇
る
マ
グ
ロ
を
積
ん
で

埠
頭
に
横
付
け
さ
れ
る
。
な
か
で
も
生

マ
グ
ロ
の
水
揚
げ
は
日
本
一
だ
。

◆
塩
竈
の
人
び
と
の
た
め
に

　
東
日
本
大
震
災
と
大
津
波
で
、
こ
の

塩
竈
も
大
き
な
被
害
を
受
け
た
。
松
島

に
点
在
す
る
島
々
が
天
然
の
防
波
堤
に

な
っ
た
と
は
い
え
、
4
メ
ー
ト
ル
を
超

え
る
津
波
が
市
街
地
を
襲
っ
た
。
被
災

家
屋
は
5
千
軒
に
迫
り
、
多
く
の
人
が

家
を
失
っ
た
。
市
民
が
安
住
で
き
る
家

を
建
て
る
こ
と
は
、
塩
竈
に
と
っ
て
喫

緊
の
課
題
と
な
っ
て
い
た
。

　
し
か
し
、
建
設
用
地
の
確
保
は
困
難

を
極
め
る
。
も
と
も
と
湾
と
丘
陵
に
挟

ま
れ
た
塩
竈
に
は
、
ほ
と
ん
ど
平
地
が

な
い
。
現
在
の
市
街
地
の
6
割
は
、
埋

め
立
て
で
つ
く
ら
れ
た
平
地
だ
。
そ
こ

は
津
波
の
リ
ス
ク
が
高
く
、
災
害
公
営

住
宅
は
建
て
ら
れ
な
い
。
わ
ず
か
に
残

さ
れ
た
平
地
も
、
仮
設
住
宅
に
提
供
さ

れ
て
い
る
た
め
対
象
外
だ
っ
た
。

　
そ
こ
で
、
地
元
の
「
名
士
」
に
土
地

の
提
供
が
依
頼
さ
れ
た
。
す
る
と
、
真

る
こ
と
に
心
を
砕
い
て
い
ま
す
」

　
永
井
が
続
け
る
。

「
さ
ら
に
言
え
ば
、
土
地
の
歴
史
や
文

化
を
守
り
、
地
域
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を

形
成
す
る
手
助
け
を
す
る
の
も
、
私
た

ち
U
R
の
役
割
な
の
で
す
」

　
佐
浦
山
の
歴
史
を
調
べ
上
げ
た
U
R

は
、
か
つ
て
数
十
本
の
桜
が
咲
き
誇

り
、
花
見
の
季
節
に
は
大
宴
会
が
催
さ

れ
て
い
た
こ
と
を
知
る
。
だ
が
、
地
域

住
民
が
楽
し
み
に
し
て
い
た
佐
浦
山
の

桜
は
わ
ず
か
し
か
残
っ
て
い
な
い
。

U
R
は
、
災
害
公
営
住
宅
に
桜
の
山
を

再
現
す
る
こ
と
を
考
え
た
。

「
敷
地
に
3
棟
40
戸
の
住
宅
を
建
て
る

だ
け
で
な
く
、
復
興
の
シ
ン
ボ
ル
と
し

て
桜
の
木
を
植
樹
す
る
の
で
す
。
さ
ら

に
、
敷
地
内
に
新
た
な
公
道
を
整
備
し

て
、
地
域
の
方
が
誰
で
も
通
れ
る
よ
う

に
し
ま
す
。
桜
を
懐
か
し
く
思
っ
た
方

と
新
た
な
入
居
者
が
、
桜
を
通
じ
て
交

流
し
て
く
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ

こ
錦
町
を
、
地
域
の
方
が
自
由
に
集
う

憩
い
の
空
間
に
し
た
い
で
す
ね
」

　
こ
の
発
想
こ
そ
が
、
U
R
の
D
N
A

だ
。
佐
浦
氏
も
、
U
R
が
立
案
し
た
コ

っ
先
に
快
諾
し
た
人
物
が
い
た
。
浦
霞

を
醸
造
す
る
佐
浦
酒
造
の
13
代
目
、
佐

浦
弘
一
氏
だ
。
佐
浦
氏
は
、
錦
町
地
区

に
所
有
す
る
佐
浦
山
の
一
部
を
提
供
す

る
と
申
し
出
た
。
こ
の
行
動
の
背
景
に

は
、
佐
浦
家
の
D
N
A
に
刻
ま
れ
た
塩

竈
復
興
へ
の
強
い
思
い
が
あ
っ
た
。

「
何
か
あ
っ
た
と
き
に
は
、
地
域
の
た

め
に
貢
献
す
べ
し
と
い
う
伝
統
の
よ
う

な
も
の
が
あ
っ
た
の
で
す
」

　
佐
浦
氏
は
そ
う
語
る
。
江
戸
時
代
に

起
こ
っ
た
飢
饉
で
は
、
酒
造
り
の
原
料

で
あ
る
米
を
住
民
に
供
出
し
た
。

1
8
6
7
年
に
塩
竈
の
3
分
の
2
を
焼

き
尽
く
し
た
大
火
事
で
は
、
所
有
す
る

山
か
ら
切
り
出
し
た
杉
の
木
を
住
宅
用

の
資
材
と
し
て
提
供
し
た
。
塩
竈
で
災

害
が
起
こ
る
た
び
に
、
佐
浦
家
は
復
興

に
尽
力
し
て
き
た
歴
史
が
あ
る
。

「
地
元
で
長
く
商
売
を
続
け
て
こ
ら
れ

た
の
は
、
地
域
社
会
の
繁
栄
が
あ
っ
た

か
ら
こ
そ
。
地
域
と
密
接
な
関
係
を
持

て
ば
住
民
の
信
頼
を
得
ら
れ
、
私
た
ち

の
商
売
も
発
展
し
て
い
く
の
で
す
」

　
震
災
の
混
乱
の
な
か
、
土
地
が
提
供

さ
れ
た
こ
と
に
は
感
謝
し
て
い
る
。
そ

ン
セ
プ
ト
に
賛
同
し
て
い
る
。

「
佐
浦
山
の
桜
が
再
生
す
れ
ば
、
昔
の

お
花
見
が
復
活
す
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん

ね
。
地
域
の
人
の
賑
わ
い
の
場
に
な
る

の
が
、
今
か
ら
楽
し
み
で
す
」

　
災
害
公
営
住
宅
の
一
角
に
は
、
キ
ッ

チ
ン
を
備
え
付
け
た
集
会
所
を
設
置
す

る
予
定
だ
と
永
井
は
言
う
。

「
将
来
、
再
び
災
害
が
起
こ
ら
な
い
と

も
か
ぎ
り
ま
せ
ん
。
住
民
の
方
々
に
少

し
で
も
安
心
し
て
い
た
だ
く
た
め
、
数

日
間
で
あ
れ
ば
そ
こ
で
炊
き
出
し
が
で

き
る
機
能
を
持
た
せ
ま
す
。
そ
し
て
そ

れ
が
、
住
宅
の
な
か
を
自
由
に
通
行
す

る
地
域
の
方
か
ら
い
つ
も
見
え
る
よ
う

に
し
て
お
く
の
で
す
。
何
か
あ
っ
た
ら

こ
こ
に
来
れ
ば
い
い
。そ
ん
な
安
心
感

を
、
地
域
の
方
に
も

認
識
し
て
い
た
だ
け

た
ら
嬉
し
い
で
す
ね
」

　
歴
史
あ
る
塩
竈
に

新
た
に
誕
生
す
る
錦

町
災
害
公
営
住
宅

は
、14
年
の
秋
ま
で

に
は
完
成
す
る
予
定

だ
。

［企画制作］新潮社
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来
年
の
秋
頃
に
は
模
型
の
よ
う
な
集
合
住
宅
が
完
成
す
る
。

そ
し
て
2
年
後
の
春
、
桜
が
咲
く
の
が
楽
し
み
で
あ
る
。


