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仰
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道
　
あ
ず
ま
海
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北
上
川
東
岸
の
丘
陵
地
帯
を
南
北
に
延

び
る
古
道
が
あ
る
。
江
戸
時
代
中
頃
の
伊

達
藩
の
地
誌(

安あ

ん

え

い

ふ

ど

き

永
風
土
記)

に
は
、｢

あ

ず
ま
海
道
と
言
い
伝
え
て
い
る
古
道
が
あ

る｣

と
あ
る
。
北
上
川
の
東
沿
い
を
平
泉

か
ら
紫
波
方
面
に
向
か
う
道
だ
。｢

東
海

道｣

と
も
書
か
れ
て
い
る
。

　
こ
の
名
は
、
古
代
か
ら
北
上
川
西
の
方

を
通
っ
て
い
た
北
上
盆
地
の
幹
線
道
路

(

奥
大
道)

に
対
し
、
北
上
川
の
東
を
通
る

道
と
い
う
意
味
だ
。
同
じ
名
で
呼
ば
れ
る

古
道
は
宮
城
県
や
福
島
県
に
も
あ
る
。

　
江
戸
時
代
に
す
で
に｢

古
道｣

と
言
わ
れ

て
い
た
の
だ
か
ら
、
か
な
り
昔
か
ら
の
道

で
は
な
い
か
。
歴
史
に
関
心
を
寄
せ
る
道

沿
い
の
人
達
が
、
幻
の
道
を
追
っ
て
熱
心

に
探
索
を
続
け
て
い
る
。

　
北
上
市
部
分
の
お
お
よ
そ
は
、
南
か
ら

稲
瀬
地
区
は
内
門
岡
、
立
花
地
区
は
低
地

に
下
っ
た
宿
館
付
近
、
黒
岩
地
区
は
白
山

神
社
付
近
、
更
木
地
区
は
八
天
・
大
竹
な

ど
を
結
ぶ
。
北
上
川
に
面
し
た
丘
陵
地
の

　
展
勝
地
開
園
１
０
０
周
年
記
念
事
業
準
備
委
員
会
で
、
１
０
０
周
年
に
向
け
た
取
り
組
み
と
し

て
、
よ
り
多
く
の
市
民
に
展
勝
地
を
知
っ
て
い
た
だ
く
た
め
、
展
勝
地
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
情

報
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。
歴
史
的
な
こ
と
、
地
理
的
な
こ
と
、
自
然
環
境
の
こ
と
、
そ
し
て
、
展

勝
地
に
深
く
関
わ
っ
た
人
々
や
展
勝
地
を
題
材
に
し
た
美
術
・
文
芸
作
品
な
ど
に
つ
い
て
紹
介
し

て
い
き
ま
す
。
次
回
は
平
成
26
年
４
月
25
日
に
発
行
し
ま
す
。
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西
端
を
上
り
下
り
す
る
山
道
で
あ
る
。

　
立
花
地
区
と
稲
瀬
地
区
を
通
る
こ
の
道

は
、
江
戸
時
代
に
は｢

寺て
ら
ざ
か坂｣

の
峠
を
越
え

て
藩
境
を
往
来
す
る
道
と
し
て
重
き
を
な

し
た
。
峠
の
南
は
伊
達
、
北
は
南
部
。
両

側
に
は
関
所
が
あ
っ
た
。
道
沿
い
に
は
一

里
塚
も
。

　
さ
て
、
こ
の
あ
ず
ま
海
道
の
、
奥
州

市
・
北
上
市
部
分
の
ル
ー
ト
に
沿
っ
て
、

古
代
の
寺
跡
や
仏
像
が
い
く
つ
も
残
っ
て

い
る
。

　
南
の
黒こ

く

せ

き

じ

石
寺(

奥
州
市)

か
ら
北
の
成な

る
し
ま島

毘び

し

ゃ

も

ん

ど

う

沙
門
堂(

花
巻
市)

に
か
け
て
の
間
。
高こ

う

台だ

い

じ寺
・
高こ

う
し
ょ
う
じ

勝
寺
・
国
見
山
廃
寺
・
横よ

こ
ま
ち
は
い

町
廃

寺じ

・
白は

く

さ

ん

は

い

じ

山
廃
寺
・
大お

お

た

け

は

い

じ

竹
廃
寺
な
ど
を
加
え

て
10
カ
寺
は
く
だ
ら
な
い
。
時
代
は
安
倍

氏
・
平
泉
藤
原
氏
時
代
を
含
む
、
９
世
紀

か
ら
12
世
紀
に
か
け
て
の
も
の
。
時
期
に

よ
り
、
途
絶
え
た
り
、
新
し
く
開
か
れ
た

寺
も
混
じ
る
が
、
道
沿
い
に
点
々
と
建
て

連
ね
ら
れ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
寺
を
た
ど
る
道
が
、
少
な
く

と
も
こ
の
地
域
で
の
あ
ず
ま
海
道
だ
っ
た

と
私
は
考
え
て
い
る
。
そ
れ
は
、
北
上
盆

地
の
人
々
が
救
い
を
求
め
た
信
仰
の
道
で

あ
り
、
あ
る
い
は
道
行
く
人
々
の
安
全
と

祈
り
に
応
ず
る
道
寺
で
も
あ
っ
た
か
も
し

れ
な
い
。

古
代
寺
院
の
道

　
こ
の
よ
う
な
寺
の
一
つ
に
、
近
年
見
つ

か
っ
た
横
町
廃
寺
が
あ
る
。
所
は
昔
の
立

花
村
。
発
掘
さ
れ
た
当
時
は
大
い
に
話
題

を
呼
ん
だ
。
今
は
東
陵
中
学
校
の
正
門
脇

で
、
保
護
の
た
め
に
土
で
覆
わ
れ
ひ
っ
そ

り
と
眠
っ
て
い
る
。
ど
ん
な
寺
か
。
忘
れ

ら
れ
な
い
よ
う
に
話
し
て
お
こ
う
。

　
こ
の
寺
跡
は
平
成
５
年
、
東
陵
中
学
校

を
建
て
る
時
の
発
掘
で
見
つ
か
っ
た
。
仏

堂
の
大
き
さ
は
平
面
が
12
㍍
×
９
㍍
。
大

き
く
が
っ
し
り
し
た
土
台
石
が
整
然
と
並

ん
で
い
た
。
地
方
で
は
、
ま
れ
な
堂
々
た

る
仏
堂
跡
で
あ
る
。
位
置
は
国
見
山
廃
寺

と
白
山
廃
寺
の
ほ
ぼ
中
間
。
昔
の
立
花
村

と
黒
岩
村
の
村
境
に
ほ
ど
近
い
。
時
代
は

11
世
紀
後
半
、
安
倍
氏
の
全
盛
期
だ
。

　
意
外
な
こ
と
に
、
こ
の
発
見
に
は
次
の

立
花
村
の
横
町
廃
寺

よ
う
な
お
ま
け
が
付
い
た
。
江
戸
時
代
に

南
部
藩
の
地
方
役
人
が
調
べ
て
ま
と
め
た

｢

二に

ぐ

ん

け

ん

も

ん

し

き

郡
見
聞
私
記｣

と
い
う
冊
子
が
あ
る
。

こ
れ
に
、｢

立
花
毘
沙
門
堂
の
二
つ
の
仁

王
像
は
村、
、境
の
大
道
わ
き
の
壊
れ
た
お
堂

か
ら
移
し
た
も
の
だ
と
、
村
の
人
達
が

言
い
伝
え
て
い
る｣

と
書
か
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
現
在
、
立
花
毘
沙
門

堂
に
祭
ら
れ
国
指
定
文
化
財
に
な
っ
て
い

る
持じ

こ

く

て

ん

ぞ

う

国
天
像
と
増ぞ

う
ち
ょ
う
て
ん
ぞ
う

長
天
像
は
、
発
掘
さ
れ

た
横
町
廃
寺
に
、
か
つ
て
祭
ら
れ
て
い
た

も
の
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
確
か
に
、 横町廃寺跡と立花保育園(市教育委員会提供)
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北
上
川
東
岸
丘
陵
に
古
代
の
寺
が
次
々

と
建
て
ら
れ
て
い
っ
た
歴
史
の
背
景
は
ど

う
か
。
９
世
紀
初
め
、
北
上
盆
地
に
胆
沢

城
が
築
か
れ
、
仏
教
が
伝
わ
っ
た
。
国
は

国
見
山
廃
寺
な
ど
を
拠
点
に
、
仏
教
の
力

を
借
り
て
支
配
を
安
定
さ
せ
よ
う
と
し

た
。
平
野
部
は
人
々
の
生
業
の
場
で
あ

り
、
支
配
の
場
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
対
し

北
上
川
東
岸
丘
陵
地
帯
は
寺
々
が
建
つ
仏

今
、
立
花
毘
沙
門
堂
に
祭
ら
れ
て
い
る
、

そ
の
二
つ
の
像
と
、
も
う
一
つ
の
毘び

し

ゃ

も

ん

沙
門

天て
ん
ぞ
う像
と
は
、
時
代
も
作
風
も
異
な
り
、
出

自
が
違
う
こ
と
は
明
白
だ
。

　
ま
た
、
こ
の
廃
寺
跡
が
見
つ
か
っ
た
場

所
は
、
ま
さ
に
伝
え
の
通
り
、
村
境
の 

｢

大
道｣

の
か
た
わ
ら
な
の
だ
。
こ
の
道
跡

は
、
今
で
も
立
花
保
育
園
裏
の
高
台
上
の

縁
を
か
す
め
て
痕
跡
を
と
ど
め
て
い
る
。

近
く
に
は
江
戸
時
代
の
一
里
塚
も
一
つ

残
っ
て
い
た
。
だ
が
、
東
陵
中
学
校
の
土

地
造
成
で
埋
め
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。

　
村
人
の
言
い
伝
え
が
、
本
当
か
ど
う

か
、
ま
た
寺
の
名
前
も
分
か
ら
な
い
。
た

だ
、
立
花
毘
沙
門
堂
の｢

二
つ
の
仁
王
像｣

は
、
横
町
廃
寺
跡
の
堂
々
た
る
仏
堂
に
ふ

さ
わ
し
く
、
都
風
の
優
れ
た
仏
像
で
あ
る

こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

　
こ
の
廃
寺
は
信
仰
の
道
の
寺
の
一
端
を

語
り
か
け
て
く
れ
る
。
そ
し
て｢

あ
の
仁

王
像
は
う
ち
の
も
の
だ｣

と
い
う
声
も
聞

こ
え
て
な
ら
な
い
。

安
倍
氏
と
国
見
山
廃
寺

教
の
聖
地
と
な
っ
た
。

　
や
が
て
政
治
が
乱
れ
た
11
世
紀
。
北
上

盆
地
で
は
豪
族
安
倍
氏
が
国
に
代
わ
り
事

実
上
の
支
配
者
と
な
る
。
安
倍
氏
は
厚
く

仏
教
を
信
仰
し
、
仏
教
を
盛
ん
に
す
る
こ

と
に
力
を
注
い
だ
。
一
族
に
は
出
家
し
た

り
、
高
僧
と
し
て
名
を
成
す
者
も
出
た
。

山
合
い
の
村
々
に
も
小
さ
い
な
が
ら
新
し

い
寺
が
建
て
ら
れ
、
仏
像
も
た
く
さ
ん
造

ら
れ
た
。
盛
岡
大
学
教
授
の
大
矢
邦
宣
氏

に
よ
る
と
、
こ
の
時
期
に
造
ら
れ
た
仏
像

の
数
は
、
今
日
に
残
っ
て
い
る
だ
け
で
も

50
数
体
に
も
及
ぶ
と
い
う
。

　
そ
う
し
た
施
策
の
原
動
力
に
な
っ
た
の

が
国
見
山
廃
寺
で
あ
る
。
以
前
か
ら
の
諸

仏
堂
は
大
規
模
に
改
造
、
増
築
さ
れ
、
寺

容
が
一
新
さ
れ
た
。
国
見
山
廃
寺
は
、
あ

ら
た
め
て
北
上
盆
地
の
中
核
寺
院
と
し
て

の
役
割
を
負
い
、
周
囲
の
寺
々
と
の
関
係

を
い
っ
そ
う
強
め
て
い
っ
た
。

　
さ
て
、
北
上
盆
地
の
古
代
の
寺
は
ど
う

し
て
北
上
川
東
岸
丘
陵
に
多
い
の
か
。

　
北
上
川
か
ら
西
の
地
域
で
も
、
近
年
、

古
代
の
村
の
寺
と
も
言
え
る
小
さ
な
寺
跡

が
２
、
３
見
つ
か
っ
て
は
い
る
。
だ
が
、

数
も
大
き
さ
も
取
り
立
て
て
言
う
ほ
ど
で

は
な
い
。
ど
う
見
て
も
北
上
川
東
岸
丘
陵

が
圧
倒
的
だ
。

　
ど
う
し
て
か
。
私
は
こ
う
考
え
て
い

る
。
寺
は
山
に
建
て
る
と
い
う
当
時
の
流

行
と
、
寺
の
活
動
の
在
り
方
に
よ
る
の
だ

と
。

　
奈
良
時
代
は
人
が
多
く
住
む
平
地
に
寺

が
建
て
ら
れ
た
。
だ
が
平
安
時
代
に
な
る

と
僧
の
厳
し
い
修
行
と
勤
め
の
場
を
山
に

求
め
、
山
に
寺
を
建
て
る
こ
と
が
多
く

な
っ
た
。
北
上
川
東
岸
丘
陵
は
太
古
の
稲

瀬
火
山
が
噴
火
し
た
岩
山
だ
と
い
う
特
徴

が
あ
る
。
北
は
花
巻
市
の
胡こ

し

お

う

ざ

ん

四
王
山
、
南

は
奥
州
市
黒
石
寺
に
か
け
て
だ
。
露
頭
の

多
い
山
丘
は
、
世
俗
を
隔
つ
清
浄
地
と
し

て
、
か
っ
こ
う
の
環
境
だ
っ
た
の
で
あ

る
。

　
ま
た
、
山
に
寺
を
建
て
る
と
い
っ
て
も

里
か
ら
遠
く
離
れ
た
奥
山
に
建
て
る
の
で

は
な
い
。
寺
は
里
の
人
々
と
の
密
接
な
信

仰
関
係
を
保
つ
必
要
が
あ
る
。
こ
の
た

め
、
集
落
密
度
が
高
い
地
域
に
近
い
里
山

に
寺
が
建
て
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の

で
あ
る
。
里
と
の
信
仰
関
係
と
は
参
詣
や

寄
進
な
ど
の
こ
と
。
集
落
密
度
が
高
い
地

域
と
は
江
刺
・
胆
沢
・
和
賀
だ
と
言
え
る

だ
ろ
う
。

　
東
北
古
代
史
の
権
威
だ
っ
た
高
橋
富
雄

氏
は
言
っ
た
。
東
北
で
古
代
の
仏
像
が
集

中
し
て
た
く
さ
ん
残
っ
て
い
る
所
は
、
会

津
盆
地
と
北

上

盆

地

だ

と
。
そ
の
北

上
盆
地
の
仏

像
の
ほ
と
ん

ど
は
北
上
川

東
岸
丘
陵
の

も

の

を

指

す
。

　
こ
う
し
た

事
実
に
は
、

安
倍
氏
の
仏

教
政
策
と
、

そ
れ
を
支
え

た
国
見
山
廃
寺
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
た

こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に

よ
っ
て
培
わ
れ
た
豊
か
な
土
壌
が
あ
っ
て

こ
そ
、
次
の
時
代
の
平
泉
に
大
輪
の
花
が

咲
い
た
の
で
あ
る
。

　
髙
橋
盛
　
元
市
長
は
著
書
で
、
北
上
川

の
西
岸
か
ら
見
る
展
勝
地
丘
陵
の
風
景

は
、
ド
イ
ツ
の
古
い
町
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク

の｢

哲
学
の
道｣

の
丘
に
似
て
い
る
と
言
っ

て
い
る
。
ネ
ッ
カ
ー
川
を
は
さ
ん
だ
そ
れ

よ
り
、
こ
っ
ち
の
ほ
う
が
は
る
か
に
雄
大

だ
と
。

　
そ
う
か
。
な
ら
、
こ
ち
ら
は｢

祈
り
の

道｣

・｢

思し

ゅ

い惟
の
道｣

だ
。
寺
坂
の
古
道
を

た
ど
り
、
国
見
山
中
や
里
を
縫
う
歴
史
の

小
道
を
逍
遥
す
る
。
春
光
の
も
と
、
木
陰

の
な
か
、
秋
彩
を
分
け
、
落
ち
葉
を
踏
む

道
だ
。
そ
れ
が
た
め
に
も
、
消
え
そ
う
に

な
っ
た
山
中
の
遊
歩
道
を
ぜ
ひ
整
備
し
た

い
も
の
だ
。

北上盆地の主な古代寺院配置(沼山作図)


