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関
山
街
道

　

仙
台
か
ら
北
西
に
伸
び
て
、
山
形
県
の
東
根
市
、

天
童
市
へ
通
じ
る
国
道
四
八
号
線
は
、
か
つ
て
関
山

街
道
と
称
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
途
中
の
関
山
峠
は
勾

配
が
急
で
、
牛
や
馬
を
通
行
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
た
め
、
明
治
時
代
初
期
ま
で
、
こ
の
峠
を
越

え
る
荷
物
は
、
人
が
背
負
っ
て
運
ん
で
い
ま
し
た
。

　

か
つ
て
の
峠
道
を
た
ど
る
と
、
山
形
県
側
は
比
較

的
傾
斜
が
緩
や
か
で
す
が
、
宮
城
県
側
は
、
峠
の
登

り
口
が
傾
斜
三
〇
度
前
後
と
急
峻
な
坂
道
に
な
っ
て

い
ま
す
。
現
在
の
基
準
で
は
、「
普
通
道
路
」
の
最

大
勾
配
は
一
二
％
（
＝
傾
斜
約
七
度
）
と
さ
れ
て
い

ま
す
。
三
〇
度
の
坂
は
、
普
通
で
は
道
路
で
は
用
い

ら
れ
な
い
、
ま
る
で
断
崖
の
よ
う
な
坂
道
な
の
で
す
。

　

こ
う
し
た
険
し
い
道
の
た
め
、
長
い
間
、
仙
台
と

山
形
方
面
を
結
ぶ
メ
イ
ン
の
街
道
は
、
関
山
峠
で
は

な
く
二ふ
た
く
ち口

峠
か
笹
谷
峠
を
越
す
道
筋
で
し
た
。

　

そ
れ
を
一
変
さ
せ
た
の
が
、明
治
十
五（
一
八
八
二
）

年
完
成
の
関
山
ト
ン
ネ
ル
で
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、

二
〇
〇
メ
ー
ト
ル
以
上
の
高
さ
を
稼
ぐ
こ
と
が
で
き
、

ト
ン
ネ
ル
へ
至
る
道
を
改
良
し
て
傾
斜
を
緩
や
か
に

し
た
結
果
、
車
や
牛
馬
も
峠
を
越
せ
る
よ
う
に
な
り
、

関
山
街
道
は
、
宮
城
県
と
山
形
県
を
結
ぶ
大
動
脈
と

し
て
機
能
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

宿
場
町
か
ら
内
国
通
運
会
社
へ

　

関
山
峠
に
で
き
た
ト
ン
ネ
ル
を
十
分
に
生
か
す
に

は
、
ト
ン
ネ
ル
に
至
る
道
の
改
良
、
荷
物
の
運
送
機

能
の
整
備
と
い
っ
た
こ
と
も
重
要
な
課
題
で
し
た
。

　

江
戸
時
代
は
、
宿
場
町
の
住
人
が
荷
物
の
輸
送

を
担
う
こ
と
が
制
度
的
に
定
め
ら
れ
て
い
ま
し
た

が
、
明
治
時
代
に
は
、
運
送
会
社
が
そ
の
機
能
を

引
き
継
ぎ
ま
し
た
。
そ
の
最
大
の
も
の
が
、
明
治
八

（
一
八
七
五
）
年
設
立
の
内
国
通
運
会
社
で
す
。
日
本

全
国
に
組
織
を
広
げ
た
同
社
は
、
鉄
道
網
が
広
が
る

ま
で
、
国
内
の
陸
上
交
通
を
一
手
に
支
え
た
の
で
す
。

　

関
山
街
道
で
も
、
愛あ

や
し子

な
ど
に
内
国
通
運
会
社
の

「
継つ
ぎ
た
て立

所
」
が
設
け
ら
れ
、仙
台
方
面
か
ら
の
荷
物
は
、

愛
子
の
継
立
所
で
馬
車
な
ど
に
積
み
替
え
ら
れ
、
関

山
峠
へ
向
か
っ
た
の
で
す
。

　

こ
の
愛
子
の
継
立
所
を
管
理
し
て
い
た
の
が
、
地

元
出
身
の
石
垣
彦
太
郎
で
し
た
。
明
治
十
八
年
十
一

月
に
取
締
人
に
任
じ
ら
れ
た
彦
太
郎
は
、
荷
物
運
送

の
差
配
を
す
る
だ
け
で
な
く
、
街
道
の
整
備
、
開
発

に
も
大
き
な
功
績
を
残
し
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

農
業
振
興
へ
の
取
り
組
み

　

石
垣
彦
太
郎
は
、
天
保
八
（
一
八
三
七
）
年
、
宮

城
郡
上
愛
子
村
の
旧
家
に
生
ま
れ
、
一
九
歳
の
若
さ

で
村
の
組
頭
に
就
任
し
て
い
ま
す
。
明
治
十
一
年
に

村
の
代
表
者
（
当
時
は
「
戸こ
ち
ょ
う長
」
と
呼
ん
だ
）
を
選

挙
で
選
ぶ
こ
と
に
な
っ
た
際
に
、
上
愛
子
村
な
ど
五

ケ
村
の
戸
長
に
選
ば
れ
、
そ
の
後
も
、
こ
の
五
ケ
村

が
合
併
し
て
で
き
た
広
瀬
村
の
村
長
を
務
め
る
な
ど
、

人
々
の
信
望
が
厚
い
人
物
で
し
た
。

　

村
長
と
し
て
地
域
の
行
政
に
力
を
尽
く
し
、
ま

た
継
立
所
の
運
営
に
当
た
っ
た
彦
太
郎
は
、
他
に
も

薪し
ん
た
ん炭

を
仙
台
へ
出
荷
す
る
事
業
に
も
関
わ
っ
て
い
ま

し
た
。
そ
し
て
、
も
う
一
つ
彦
太
郎
が
大
き
な
役
割

を
果
た
し
た
も
の
に
、
農
業
の
振
興
が
あ
り
ま
し
た
。

　

当
時
、
全
国
的
に
農
業
技
術
の
改
良
が
叫
ば
れ
、

九
州
で
勧
農
社
を
興
し
た
篤と
く
の
う
か

農
家
・
林は
や
し
え
ん
り

遠
里
が
技

術
指
導
者
と
し
て
注
目
を
集
め
ま
し
た
。
宮
城
県
で

も
明
治
二
十
年
代
前
半
に
林
や
そ
の
門
人
を
招し
ょ
う
へ
い聘し

、

馬
に
犂す
き

を
引
か
せ
て
耕
地
を
耕
し
た
り
、
作
物
の
種

子
を
塩
水
を
用
い
て
選
別
す
る
な
ど
の
農
業
技
術
改

良
の
普
及
を
図
り
ま
し
た
。

　

彦
太
郎
は
こ
う
し
た
動
向
に
す
ば
や
く
反
応
し
、

村
人
に
率
先
し
て
自
ら
新
し
い
技
術
を
実
践
し
、
さ

ら
に
そ
の
奨
励
に
努
め
た
の
で
す
。
加
え
て
、
農
業

と
薪
炭
の
産
出
の
ほ
か
に
め
ぼ
し
い
産
業
が
な
い
こ

と
を
憂
え
、
桑
の
植
樹
と
養
蚕
を
手
が
け
て
、
人
々

に
も
こ
れ
を
勧
め
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
広
瀬
村
の

桑
畑
面
積
は
宮
城
郡
内
随
一
の
も
の
と
な
り
、
明
治

四
一
年
に
宮
城
郡
の
写
真
帳
が
作
成
さ
れ
た
際
に
も
、

郡
内
を
代
表
す
る
産
業
と
し
て
広
瀬
村
の
桑
畑
の
写

真
が
紹
介
さ
れ
る
ほ
ど
で
し
た
。

　

明
治
時
代
は
農
業
技
術
が
大
き
く
進
歩
し
た
時
代

で
し
た
。
し
か
し
当
初
、
人
々
は
新
し
い
農
法
を
警

戒
し
、
そ
の
普
及
は
順
調
に
は
進
み
ま
せ
ん
で
し
た
。

時
に
は
、
警
察
が
作
物
の
栽
培
方
法
の
取
り
締
ま
り

を
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
人
々
が
新
し
い
技
術

を
受
け
入
れ

て
い
っ
た
背

景
に
は
、
彦

太
郎
の
よ
う

な
信
望
の
厚

い
地
域
の
有

力
者
の
、
身

を
も
っ
て
の

実
践
と
普
及

活
動
が
あ
っ

た
の
で
す
。
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