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仙
台
と
会
津

　

仙
台
で
生
ま
れ
育
っ
た
人
に
と
っ
て
、
会
津
は
小

学
校
の
修
学
旅
行
の
地
と
し
て
、
思
い
出
深
い
場
所

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
野
口
英
世
記
念
館
、
猪
苗

代
湖
、
磐
梯
山
、
鶴
ヶ
城
、
飯
盛
山
と
い
っ
た
所
が

定
番
の
コ
ー
ス
。
土
産
物
の
木
製
の
刀
を
買
っ
た
も

の
の
、
宿
や
帰
り
の
バ
ス
の
中
で
折
っ
て
し
ま
っ
た
、

と
い
う
思
い
出
を
持
つ
人
は
い
ま
せ
ん
か
？

　

東
日
本
大
震
災
後
、
め
っ
き
り
観
光
客
が
減
っ
た

会
津
で
し
た
が
、
大
河
ド
ラ
マ
「
八
重
の
桜
」
で
息

を
吹
き
返
し
つ
つ
あ
る
よ
う
で
す
。
そ
ん
な
会
津
の

シ
ン
ボ
ル
は
、
や
は
り
会
津
若
松
城
（
鶴
ヶ
城
）
で

し
ょ
う
。
近
年
、
櫓
の
復
元
や
天
守
の
瓦
を
江
戸
時

代
と
同
じ
赤
瓦
に
す
る
な
ど
、
整
備
が
進
む
会
津
若

松
城
が
今
日
あ
る
こ
と
に
、
仙
台
ゆ
か
り
の
人
物
が

大
き
く
か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
ご
存
じ
で
し
ょ
う

か
？
そ
の
人
物
の
名
は
遠え
ん
ど
う藤

敬け
い
し止

と
い
い
ま
す
。

会
津
出
身
の
実
業
家

　

遠
藤
敬
止
は
、
嘉
永
二
（
一
八
四
九
）
年
、
会
津

藩
士
の
子
と
し
て
江
戸
で
生
ま
れ
ま
し
た
。
幼
い
時

か
ら
そ
の
才
能
を
認
め
ら
れ
た
敬
止
は
、
江
戸
幕
府

が
設
立
し
た
洋
学
の
研
究
・
教
育
機
関
で
あ
る
開
成

所
に
入
学
し
、
英
語
を
学
ん
で
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
戊
辰
戦
争
の
勃
発
に
よ
り
、
戦
い
に
身

を
投
じ
た
敬
止
は
、
敗
戦
に
よ
っ
て
囚
わ
れ
の
身
と

な
り
ま
す
。
そ
の
後
、
釈
放
さ
れ
た
敬
止
は
、
貧
窮

に
あ
え
ぎ
な
が
ら
も
英
語
の
講
師
で
収
入
を
得
、「
国

を
富
強
に
す
る
に
は
、
商
業
を
振
興
す
べ
き
」
と
い

う
考
え
か
ら
、
慶
応
義
塾
で
経
済
学
や
簿
記
を
学
び

ま
し
た
。
持
ち
前
の
才
で
、
こ
れ
ら
の
学
問
を
修
め

た
敬
止
は
、
大
蔵
省
で
簿
記
の
講
師
と
な
り
、
さ
ら

に
渋
沢
栄
一
に
見
い
だ
さ
れ
て
、
第
一
国
立
銀
行
に

職
を
得
、
実
業
家
と
し
て
の
道
を
歩
み
始
め
ま
す
。

　

そ
し
て
明
治
十
一
（
一
八
七
八
）
年
、
渋
沢
栄
一

の
支
援
を
受
け
て
第
七
十
七
国
立
銀
行
が
設
立
さ
れ

た
際
、
銀
行
経
営
の
エ
キ
ス
パ
ー
ト
と
し
て
仙
台
へ

派
遣
さ
れ
た
の
が
遠
藤
敬
止
で
し
た
。
敬
止
は
、
よ

く
そ
の
任
を
果
た
し
、
明
治
十
四
年
に
は
、
七
十
七

国
立
銀
行
の
第
二
代
頭
取
の
地
位
に
就
き
ま
し
た
。

そ
の
後
、
ご
く
短
期
間
、
職
を
辞
し
た
こ
と
も
あ
り

ま
す
が
、
明
治
三
十
七
年
に
没
す
る
ま
で
、
二
十
年

余
り
、頭
取
と
し
て
七
十
七
銀
行
を
牽
引
し
た
の
で
す
。

　

こ
の
間
、
渋
沢
の
肝
い
り
で
明
治
十
三
年
に
商
業

振
興
の
た
め
に
宮
城
商
法
会
議
所
（
仙
台
商
工
会

議
所
の
前
身
）
が
設
立
さ
れ
る
と
、
敬
止
は
三
十
二

歳
の
若
さ
に
し
て
、
そ
の
初
代
会
頭
に
任
じ
ら
れ
ま

し
た
。
さ
ら
に
、
明
治
二
十
二
年
に
は
仙
台
市
の
初

代
収
入
役
に
任
じ
ら
れ
、
明
治
二
十
八
年
に
は
仙
台

商
業
会
議
所
の
第
二
代
会
頭
に
も
就
任
し
て
い
ま
す
。

敬
止
の
経
済
に
関
す
る
知
識
や
手
腕
が
、
い
か
に
仙

台
で
認
め
ら
れ
た
か
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

理
財
の
才
と
社
会
貢
献

　

明
治
十
五
年
、
宮
城
県
内
の
著
名
人
を
紹
介
し
た

「
宮
城
人
物
見
立
一
覧
表
」
と
い
う
印
刷
物
が
あ
り
ま

す
。
こ
の
「
一
覧
表
」
の
「
理
財
家
」
の
と
こ
ろ
に

遠
藤
敬
止
の
名
前
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
実
は
仙
台

に
居
を
構
え
た
敬
止
は
、
土
地
へ
の
投
資
に
よ
っ
て

巨
富
を
得
て
い
た
の
で
す
。
明
治
の
仙
台
人
た
ち
は
、

敬
止
の
有
能
さ
を
認
め
な
が
ら
も
、
一
方
で
は
彼
の

財
産
形
成
を
、
羨
望
と
妬
み
が
入
り
混
じ
っ
た
、
複

雑
な
気
持
ち
で
見
て
い
た
よ
う
で
す
。

　

し
か
し
、
敬
止
は
単
に
蓄
財
に
励
ん
だ
だ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
例
え
ば
、
明
治
十
九
年
に
富

田
鉄
之
助
ら
が
、
仙
台
に
東
華
学
校
を
設
立
（
校

長
は
新
島
襄
）
し
た
際
、
敬
止
も
こ
の
挙
に
加
わ
り
、

一
万
円
（
当
時
の
一
円
は
、
お
お
よ
そ
現
在
の
二
万

円
に
相
当
）
も
の
資
金
を
寄
付
し
て
い
ま
す
。
ほ
か

に
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
業
に
支
援
を
惜
し
ま
な
か
っ

た
敬
止
の
こ
と
を
、「
善
く
（
財
産
を
）
散
じ
、
心
を

公
益
に
傾
く
」
と
評
し
た
文
章
や
「
人
望
家
」
と
記

し
た
資
料
も
残
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
う
し
た
敬
止
の
行
動
で
最
も
有
名
な
の
が
、
会

津
若
松
城
の
払
い
下
げ
で
す
。
明
治
二
十
三
年
に
政

府
が
城
の
払
い
下
げ
を
決
定
す
る
と
、
敬
止
は
「
城

跡
に
は
、
戊
辰
戦
争
で
亡
く
な
っ
た
幾
千
も
の
魂

が
残
っ
て
い
る
」
と
募
金
を
集
め
、
私
財
を
加
え
た

二
千
五
百
円
で
払
い
下
げ
を
受
け
、
旧
主
の
松
平
家

に
寄
贈
し
た
の
で
す
。

　

明
治
三
十
七
年
、
敬
止
は
五
十
六
歳
で
惜
し
ま
れ

な
が
ら
没
し
ま
す
。
そ
の
後
、
城
跡
は
会
津
若
松
市

に
譲
渡
さ
れ
、
会
津
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
今
に
至
っ

て
い
ま
す
。
会
津
若
松
城
の
一
角
に
は
こ
の
経
緯
を

記
し
た
碑
が
造
立
さ
れ
、
毎
年
、
敬
止
を
顕
彰
す
る

行
事
も
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
敬
止
の
志
は
、
会
津
の

人
々
の
心
に
今
で
も
大
事
に
残
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
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