
　

片
倉
小
十
郎
邦く

に
の
り憲
が
北
海
道
へ

の
移
住
を
決
定
す
る
場
と
な
っ
た

傑
山
寺
。
景
綱
ら
代
々
の
城
主
と

そ
の
家
族
の
ほ
か
、
白
石
村
の
開

拓
に
尽
力
し
た
佐さ

と
う藤
孝た

か
さ
と郷
ら
が
葬

ら
れ
て
い
ま
す
。

　

景
綱
の
墓
は
、
敵
に
暴
か
れ
な

い
よ
う
に
、
あ
え
て
墓
石
は
置
か

ず
一
本
の
杉
を
墓
標
に
し
た
と
い

▲片倉小十郎景綱の
　墓標とされる一本杉

　

片
倉
家
の
家
臣
の
屋
敷
で
あ
っ

た
こ
の
建
物
は
、
白
石
城
の
外

堀
に
当
た
る
沢さ

わ
ば
た端
川
に
面
し
て
お

り
、
享

き
ょ
う
ほ
う保
15
年
（
1
7
3
0
年
）

に
建
築
さ
れ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

母
屋
は
、
か
や
ぶ
き
屋
根
の
重

厚
な
寄よ

り
む
ね棟
造
り
。
茶
の
間
、
納

屋
、
座
敷
を
配
し
た
「
広ひ

ろ
ま
が
た
さ
ん

間
型
三

間ま
ど
り取
」
と
い
わ
れ
る
簡
素
な
間
取

り
で
す
。

　

白
石
城
は
、
明
治
政
府
の
廃
城

令
に
よ
り
一
度
取
り
壊
さ
れ
ま
し

た
が
、
平
成
7
年
、
市
民
の
強
い

願
い
が
叶
い
、三さ

ん
が
い
や
ぐ
ら

階
櫓
（
天
守
閣
）

と
大
手
門
が
忠
実
に
復
元
さ
れ
ま

し
た
。
三
階
櫓
か
ら
は
、
白
石
市

内
を
一
望
す
る
こ
と
が
で
き
、
歴

史
の
ロ
マ
ン
を
肌
で
感
じ
ら
れ
ま

す
。

　

城
内
は
公
園
と
し
て
開
放
さ
れ

て
お
り
、
園
内
に
あ
る
「
白
石
城

歴
史
探
訪
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」
で
は
、

白
石
城
と
そ
の
城
下
町
を
500
分
の

1
に
復
元
し
た
模
型
や
片
倉
家
ゆ

か
り
の
甲か

っ
ち
ゅ
う冑
、
刀
剣
、
火
縄
銃
な

ど
が
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
白
石

市
民
が
エ
キ
ス
ト
ラ
と
な
っ
て
撮

影
さ
れ
た
立
体
ハ
イ
ビ
ジ
ョ
ン
の

歴
史
再
現
ビ
デ
オ
を
見
る
こ
と
も

で
き
ま
す
。

　

白
石
市
は
、白
石
城
の
城
下
町
。

市
街
地
の
北
部
に
は
、
白
石
川
が

流
れ
、
水
と
緑
が
あ
ふ
れ
て
い
ま

す
。

　

歴
史
は
古
く
、
旧
石
器
時
代
の

遺
跡
が
6
カ
所
か
ら
発
見
さ
れ
て

い
る
ほ
か
、
古
墳
時
代
に
作
ら
れ

た
前
方
後
円
墳
や
円
墳
な
ど
も
多

く
残
っ
て
い
ま
す
。
中
で
も
鷹た

か
の
す巣

古
墳
群
に
あ
る
瓶か

め
が
も
り

ケ
盛
古
墳
は
こ

の
地
方
最
大
の
古
墳
。

　

慶け
い
ち
ょ
う長
7
年
（
1
6
0
2
年
）
に

は
、
仙
台
藩
主
・
伊だ

て達
政ま

さ
む
ね宗
の
軍

師
を
務
め
て
い
た
片か

た
く
ら
こ
じ
ゅ
う
ろ
う

倉
小
十
郎

景か
げ
つ
な綱
が
白
石
城
の
城
主
と
な
り
、

現
在
の
街
並
み
の
礎
を
築
き
ま
し

た
。

わ
れ
て
お
り
、埋
葬
す
る
際
に
は
、

伊
達
政
宗
が
武
勲
を
た
た
え
み
ず

か
ら
の
愛
馬
に
そ
の
ひ
つ
ぎ
を
引

か
せ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

▲武家屋敷
　

白
石
市
の
伝
統
工
芸
品
の
「
弥

治
郎
こ
け
し
」は
、「
伝
統
こ
け
し
」

の
10
系
統
の
う
ち
の
一
つ
で
、
大

き
な
頭
の
上
部
に
ろ
く
ろ
模
様
が

あ
る
の
が
特
徴
。
子
ど
も
の
お
も

ち
ゃ
と
し
て
作
ら
れ
た
の
が
始
ま

り
で
現
在
は
観
賞
用
と
し
て
親
し

ま
れ
て
い
ま
す
。

　

片
倉
小
十
郎
が
テ
レ
ビ
ゲ
ー
ム

ソ
フ
ト
や
戦
国
武
将
ブ
ー
ム
な
ど

の
影
響
で
人
気
を
集
め
た
こ
と
か

ら
、
白
石
市
で
は
小
十
郎
を
生
か

し
た
町
お
こ
し
を
進
め
て
い
ま

す
。
有
志
団
体
が
小
十
郎
グ
ッ
ズ

を
販
売
し
た
り
、
同
市
が
小
十
郎

の
イ
ラ

の
イ
ラ
ス
ト
入
り
の
バ
ス
を
走
ら

せ
た
り

せ
た
り
し
て
い
る
ほ
か
、
昨
年
10

月
に
は

月
に
は
「
鬼お

に

小
十
郎
ま
つ
り
」
を

開
催
。
多

開
催
。
多
く
の
観
光
客
が
訪
れ
、

に
ぎ
わ
い

に
ぎ
わ
い
を
見
せ
ま
し
た
。

▲ 白石区役所２階展示コーナー。
こけしなどさまざまな白石市
の名産品を展示しています。

　

白
石
市
は
、
柿
の
産
地
で
も
あ

　

白
石
市
は
、
柿
の
産
地
で
も
あ

り
「
こ
ろ
柿
（
干
し
柿
）」
が
名
産
。

「
こ
ろ
柿
（
干
し
柿
）」
が
名
産
。

こ
ろ
柿
に
使
わ
れ
て
い
る
「
蜂
屋

柿
に
使
わ
れ
て
い
る
「
蜂
屋

柿
」
は
、「
柿
の
王
様
」
と
い
わ

は
、「
柿
の
王
様
」
と
い
わ

れ
て
お
り
、
大
粒
で
形
も
良
く
上

り
、
大
粒
で
形
も
良
く
上

品
な
甘
味
が
好
ま
れ
て
い
ま
す
。

好
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

浮
島
さ
ん
と
山
谷
さ
ん
は
、
宮

城
県
こ
ろ
柿
出
荷
協
同
組
合
を
訪

問
。
干
し
柿
作
り
を
体
験
し
ま
し

た
。

　

ま
ず
職
員
か
ら
説
明
を
受
け
な

が
ら
甘
柿
と
干
し
柿
用
の
渋
柿
の

収
穫
に
挑
戦
。
そ
の
後
、
柿
の
皮

む
き
作
業
な
ど
干
し
柿
作
り
の
手

ほ
ど
き
を
受
け
ま
し
た
。

　

山
谷
さ
ん
は
「
皮
む
き
作
業
は

楽
し
く
で
き
ま
し
た
。
甘
柿
は
す

ご
く
お
い
し
か
っ
た
」
と
話
し
て

い
ま
し
た
。

　

白
石
市
名
産
の
白
石
温
麺
は
、

江
戸
時
代
初
め
に
白
石
に
住
ん
で

い
た
鈴す

ず
き木
味み

う

え

も

ん

右
衛
門
が
、
胃
腸
の

弱
い
父
親
の
た
め
、
旅
の
僧
に
教

わ
っ
た
、
油
を
使
わ
な
い
麺
の
製

法
を
苦
心
の
末
会
得
し
て
創
始
し

た
も
の
で
、
300
年
あ
ま
り
の
歴
史

が
あ
り
ま
す
。

　

白
石
区
役
所
食
堂
で
も
提
供
し

て
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
お
試
し
く

だ
さ
い
。

▲柿の皮むき作業

▼柿採りに挑戦する
　浮島さん
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