
表
紙
の
イ
ラ
ス
ト 

／
酒
田
み
ら
い
橋

「
出
羽
庄
内
　
山
形
県
庄
内
地
方
が
生
み

出
し
た
３
つ
の
日
本
遺
産
ス
ト
ー
リ
ー

を
訪
ね
て
」
で
訪
れ
た
、
酒
田
市
街
の

新
井
田
川
に
架
か
る
酒
田
み
ら
い
橋
を

イ
ラ
ス
ト
と
し
て
描
い
た
も
の
で
す
。

　
２
０
１
７
年
４
月
、
山
形
県
庄
内
地
方

に
２
つ
の
日
本
遺
産
が
誕
生
し
た
。日
本

遺
産
と
は
、
地
域
の
歴
史
的
な
魅
力
や
特

色
を
通
じ
て
、
日
本
の
伝
統
文
化
を
語
る

ス
ト
ー
リ
ー
を
文
化
庁
が
認
定
す
る
も

の
。国
内
は
も
と
よ
り
、
海
外
か
ら
も
注
目

を
集
め
、
地
域
活
性
化
の
き
っ
か
け
に
も

繋
が
っ
て
い
る
。

　
今
回
、認
定
さ
れ
た
の
は
、北
前
船
の
寄

港
地
で
あ
る
日
本
海
沿
い
の
７
道
県
11
市

町
が
舞
台
と
な
っ
た
「
荒
波
を
超
え
た
男

た
ち
の
夢
が
紡
い
だ
異
空
間
」
と
い
う
ス

◀ 出羽三山
羽黒山(414m)・月山(1984m)・湯殿山(1504m)
の総称。独立した３つの山ではなく、月山を主峰
に、峰続きの北の端に羽黒山があり、月山の西方に
湯殿山がそびえる。三山を巡る修行は「三関三渡」
（さんかんさんど）の行と言われた
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山形県庄内地方が生み出した
３つの日本遺産ストーリーを訪ねて

出羽 庄内

PC技術専門家派遣事業 活動報告
これまでの軌跡と今後の発展

［特別企画］

［お天気雑記帳］義経伝説

天理駅前広場空間整備工事（南ゾーン）
［こんなところに PCが！］

̶PCaPC造の新たなコフンの創造̶

コンクリート研究室 2017
［研究・教育の現場から］

大阪工業大学　コンクリート研究室

仕事場拝見

道路橋示方書の改定について

PCニュース ～北から南から～
旅
』」
の
ス
ト
ー
リ
ー
が
認
定
を
受
け
た
そ

う
。「
現
世
の
羽
黒
山
」「
過
去
の
月
山
」「
未

来
の
湯
殿
山
」
と
言
わ
れ
る
三
山
を
巡
る

生
ま
れ
変
わ
り
の
旅
は
、
江
戸
時
代
か
ら

庶
民
の
間
に
広
が
っ
た
と
い
う
。

　
こ
の
個
性
溢
れ
る
３
つ
の
ス
ト
ー
リ
ー

を
生
む
出
羽
庄
内
は
、
ど
の
よ
う
な
地
域

な
の
か
確
か
め
て
み
た
い
。秋
深
ま
る
季

節
な
ら
新
米
な
ど
の
旬
グ
ル
メ
を
楽
し
め

る
は
ず
！　
早
速
、
羽
田
か
ら
庄
内
空
港

ま
で
の
チ
ケ
ッ
ト
を
手
配
し
て
旅
の
計
画

を
立
て
た
。

ト
ー
リ
ー
。代
表
市
で
あ
る
山
形
県
酒
田

市
に
は
、
豪
商
が
築
い
た
歴
史
的
な
建
築

物
や
料
亭
文
化
が
今
も
残
る
。

　
も
う
ひ
と
つ
の
「
サ
ム
ラ
イ
ゆ
か
り
の
シ

ル
ク
」で
は
、明
治
維
新
後
に
鶴
岡
市
を
中
心

と
す
る
旧
庄
内
藩
士
が
、
刀
を
鍬
に
持
ち
替

え
て
広
大
な
土
地
を
開
墾
。国
内
最
北
限
の

絹
産
地
と
し
て
発
展
し
、
現
在
も
官
民
の
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
進
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。

　
調
べ
た
と
こ
ろ
、
庄
内
地
方
は
１
年
前

に
山
形
県
内
で
初
め
て
出
羽
三
山
の
「
自

然
と
信
仰
が
息
づ
く
『
生
ま
れ
か
わ
り
の

旅
』」
の
ス
ト
ー
リ
ー
が
認
定
を
受
け
た
そ

う
。「
現
世
の
羽
黒
山
」「
過
去
の
月
山
」「
未

来
の
湯
殿
山
」
と
言
わ
れ
る
三
山
を
巡
る

生
ま
れ
変
わ
り
の
旅
は
、
江
戸
時
代
か
ら

庶
民
の
間
に
広
が
っ
た
と
い
う
。

　
こ
の
個
性
溢
れ
る
３
つ
の
ス
ト
ー
リ
ー

を
生
む
出
羽
庄
内
は
、
ど
の
よ
う
な
地
域

な
の
か
確
か
め
て
み
た
い
。秋
深
ま
る
季

節
な
ら
新
米
な
ど
の
旬
グ
ル
メ
を
楽
し
め

る
は
ず
！　
早
速
、
羽
田
か
ら
庄
内
空
港

ま
で
の
チ
ケ
ッ
ト
を
手
配
し
て
旅
の
計
画

を
立
て
た
。
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北
前
船
で
莫
大
な
富
を
築
き

日
本
一
の
地
主
と
呼
ば
れ
た
本
間
家

　

山
形
県
の
北
西
部
に
位
置
す
る
庄
内
地

方
は
、酒
田
市
と
鶴
岡
市
の
二
大
都
市
が
並

立
す
る
日
本
海
沿
岸
に
面
し
た
エ
リ
ア
だ
。

庄
内
平
野
が
雄
大
に
広
が
り
、
そ
の
周
り

を
鳥
海
山
や
出
羽
三
山
が
囲
む
自
然
豊
か

な
地
域
は
、
国
内
有
数
の
米
ど
こ
ろ
。収
穫

の
時
期
に
は
、黄
金
色
の
稲
穂
が
一
面
に
広

が
り
、日
本
の
原
風
景
を
形
づ
く
っ
て
い
る
。

　
庄
内
空
港
か
ら
酒
田
駅
に
向
か
う
途
中

目
に
し
た
最
上
川
は
、山
形
県
内
を
横
た
わ

る
よ
う
に
山
々
か
ら
平
野
へ
と
流
れ
、
酒
田

市
で
日
本
海
に
注
ぐ
。江
戸
時
代
に
は
経
済

の
大
動
脈
と
な
り
、県
内
で
採
れ
た
米
や
紅

花
な
ど
の
産
品
が
酒
田
港
に
集
ま
っ
た
。さ

ら
に
１
６
７
２
年
、
伊
勢
の
商
人
・
河
村
瑞

賢
に
よ
っ
て
東
北
・
北
陸
と
大
坂
か
ら
江

戸
を
結
ぶ
西
廻
り
航
路
が
開
か
れ
た
の
を

機
に
、北
前
船
で
の
商
売
が
発
達
し
、「
西
の

堺
・
東
の
酒
田
」
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
酒
田
市

は
繁
栄
。地
元
の
産
品
を
運
ん
で
大
坂
や
江

戸
で
商
売
す
る
だ
け
で
な
く
、
空
に
な
っ
た

船
に
西
日
本
の
産
品
を
積
み
込
み
、北
日
本

で
高
く
売
る
「
の
こ
ぎ
り
商
い
」
で
莫
大
な

利
益
を
上
げ
た
北
前
船
は
、動
く
総
合
商
社

と
の
異
名
を
持
つ
。

　

な
か
で
も
「
本
間
様
に
は
及
び
も
せ
ぬ

が
、せ
め
て
な
り
た
や
殿
様
に
」と
歌
わ
れ

る
ほ
ど
の
財
力
を
築
い
た
の
が
本
間
家
。

中
興
の
祖
と
言
わ
れ
る
三
代
当
主
・
光
丘

は
、
商
い
で
得
た
利
益
で
冷
害
な
ど
に
よ

る
荒
れ
た
土
地
や
田
畑
を
耕
せ
る
ま
で
に

改
良
し
、
の
ち
に
日
本
一
の
大
地
主
と
呼

ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。ま
た『
公
共
事
業

に
全
力
を
尽
し
、
公
益
の
為
に
は
財
を
吝

む
勿
れ
』の
理
念
の
も
と
、砂
防
林
の
植
林

事
業
を
は
じ
め
と
す
る
公
共
事
業
、
藩
士

や
農
民
へ
の
低
利
の
融
資
を
行
い
、
地
域

に
大
き
く
貢
献
し
た
。

　

ま
ず
は
、光
丘
が
幕
府
の
巡
見
使
一
行
を

迎
え
る
た
め
に
建
て
た
本
間
家
旧
本
邸
を

訪
れ
た
。武
家
屋
敷
と
商
家
造
り
が
一
体
と

な
っ
た
全
国
的
に
も
珍
し
い
建
築
様
式
で
、

ひ
と
つ
の
建
物
で
も
木
の
材
質
や
壁
の
仕

上
げ
、欄
間
や
梁
の
塗
り
は
部
屋
ご
と
に
異

な
る
。武
家
屋
敷
の
縁
側
の
板
は
、
滑
ら
な

い
よ
う
に
横
貼
り
に
す
る
一
方
、商
家
造
り

で
は
掃
除
が
し
や
す
い
よ
う
に
縦
貼
り
を

採
用
。ま
た
、
使
用
人
の
部
屋
は
冬
で
も
暖

か
い
よ
う
に
御
勝
手
の
真
上
に
設
け
、白
米

を
食
べ
さ
せ
て
い
た
そ
う
。ガ
イ
ド
さ
ん
の

話
を
聞
い
て
い
る
と
本
間
家
の
人
た
ち
の

優
し
さ
が
伝
わ
っ
て
く
る
。

　
旧
本
邸
か
ら
車
で
10
分
の
と
こ
ろ
に
四

代
・
光
道
別
荘「
清
遠
閣
」と
そ
の
庭
園「
鶴

舞
園
」
を
築
造
（
現
在
は
本
間
美
術
館
と
し

て
公
開
）。庭
園
の
整
備
は
、
冬
期
間
の
失
業

対
策
事
業
と
し
て
実
施
さ
れ
た
。明
治
以
降

は
迎
賓
館
と
し
て
皇
室
の
方
々
や
ヘ
レ
ン

ケ
ラ
ー
を
は
じ
め
と
す
る
国
内
外
の
貴
賓

を
迎
え
た
建
物
は
、
調
度
の
一
つ
ひ
と
つ
が

職
人
技
を
施
し
た
緻
密
な
造
り
。さ
ら
に
鳥

▲ 本間家旧本邸
1768年創建。書院造りの武家屋敷の部屋は「訪れた方が飽きないように」と
様々な形の障子や格子、違い棚が造られた。このような細やかな気配りや歴史
背景を随所に感じることができる

◀ 本間美術館（鶴舞園）
1947年、戦後の荒廃した人々を励まし、芸術文化の向上を目的に本間美術館と
して開館。北前船で運んできた佐渡の赤玉石や伊予の青石を配した庭園は、国
の名勝に指定される

海
山
を
借
景
と
し
た
庭
園
は
、角
度
を
変
え

る
た
び
に
、
い
ろ
ん
な
表
情
を
魅
せ
る
。た

め
息
が
出
る
ほ
ど
素
敵
な
空
間
だ
っ
た
。

京
都
の
文
化
が
今
も
息
づ
く
料
亭
で

酒
田
舞
娘
の
踊
り
を
堪
能

　

酒
田
港
は
北
前
船
の
往
来
で
賑
わ
い
、

京
都
の
華
や
か
な
文
化
を
も
た
ら
さ
せ

た
。
そ
の
ひ
と
つ
で
あ
る
料
亭
文
化
を
今

も
体
験
で
き
る
と
聞
き
、
江
戸
時
代
か
ら

酒
田
を
代
表
す
る
料
亭
で
あ
っ
た
「
相
馬

樓
」
へ
向
か
っ
た
。

　
２
階
の
大
広
間
に
通
さ
れ
て
少
し
待
つ

と
３
人
の
美
し
い
女
性
が
現
れ
た
。
場
の

雰
囲
気
は
一
気
に
華
や
ぎ
、
地
方
の
小
鈴

さ
ん
の
三
味
線
と
歌
に
合
わ
せ
、
小
夏
さ

ん
、
桃
華
さ
ん
の
２
人
の
舞
娘
さ
ん
の
踊

り
が
始
ま
っ
た
。
最
初
の
演
目
「
庄
内
お

ば
こ
」
は
、
お
ば
こ
（
若
い
娘
）
を
待
つ

恋
心
を
歌
っ
た
も
の
。「
コ
バ
エ
テ　
コ
バ

エ
テ
」
と
い
う
高
い
歌
声
が
と
て
も
可
愛

い
。
後
で
聞
い
て
み
る
と
「
コ
バ
エ
テ
は

庄
内
地
方
の
方
言
で『
来
れ
ば
い
い
の
に
』

と
い
う
意
味
。
普
段
で
も
よ
く
使
い
ま
す

よ
」
と
教
え
て
く
れ
た
。
舞
娘
さ
ん
は
ふ

た
り
と
も
地
元
出
身
で
高
校
卒
業
後
に
就

職
。
踊
り
は
思
っ
た
以
上
に
難
し
く
、
毎

日
の
稽
古
が
欠
か
せ
な
い
そ
う
だ
。

　

豪
華
絢
爛
な
花
柳
界
の
非
日
常
的
な
空

間
か
ら
現
実
の
世
界
へ
と
戻
っ
た
瞬
間
、

空
腹
を
感
じ
た
。
近
く
に
酒
田
ラ
ー
メ
ン

の
看
板
を
見
つ
け
る
と
迷
わ
ず
入
店
。
関

東
は
季
節
外
れ
の
夏
日
が
続
く
一
方
、
東

北
は
冬
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
寒
さ
で
、
寒

暖
差
は
10
℃
以
上
！　

魚
介
ダ
シ
の
優
し

い
味
わ
い
の
ス
ー
プ
が
、
冷
え
た
体
に

ぐ
っ
と
染
み
入
っ
た
。

　

酒
田
港
と
酒
田
駅
の
間
に
は
、
明
治
時

代
に
米
穀
倉
庫
と
し
て
建
て
ら
れ
た
山
居

倉
庫
や
商
家
、
蔵
な
ど
風
情
溢
れ
る
大
規

模
な
建
築
物
が
建
ち
並
ぶ
。
さ
ら
に
山
居

倉
庫
か
ら
イ
メ
ー
ジ
を
得
て
デ
ザ
イ
ン
し

た
円
形
の
開
口
部
を
あ
し
ら
っ
た
酒
田
み

ら
い
橋
を
見
つ
け
、
歴
史
や
文
化
を
大
切

に
す
る
地
で
あ
る
こ
と
を
知
る
。
そ
ん
な

魅
力
的
な
景
色
を
目
に
焼
き
付
け
な
が

ら
、
酒
田
市
を
あ
と
に
し
た
。

じ
ゅ
ん
け
ん
し

お
し

な
か

ぶ　
え
ん

か
く

▼ 酒田みらい橋
酒田市街を流れる新井田川に架
かる歩道橋。超高強度繊維補強
コンクリートを用いたPC単純箱
桁橋、橋長50.2ｍ
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北
前
船
で
莫
大
な
富
を
築
き

日
本
一
の
地
主
と
呼
ば
れ
た
本
間
家

　

山
形
県
の
北
西
部
に
位
置
す
る
庄
内
地

方
は
、酒
田
市
と
鶴
岡
市
の
二
大
都
市
が
並

立
す
る
日
本
海
沿
岸
に
面
し
た
エ
リ
ア
だ
。

庄
内
平
野
が
雄
大
に
広
が
り
、
そ
の
周
り

を
鳥
海
山
や
出
羽
三
山
が
囲
む
自
然
豊
か

な
地
域
は
、
国
内
有
数
の
米
ど
こ
ろ
。収
穫

の
時
期
に
は
、黄
金
色
の
稲
穂
が
一
面
に
広

が
り
、日
本
の
原
風
景
を
形
づ
く
っ
て
い
る
。

　
庄
内
空
港
か
ら
酒
田
駅
に
向
か
う
途
中

目
に
し
た
最
上
川
は
、山
形
県
内
を
横
た
わ

る
よ
う
に
山
々
か
ら
平
野
へ
と
流
れ
、
酒
田

市
で
日
本
海
に
注
ぐ
。江
戸
時
代
に
は
経
済

の
大
動
脈
と
な
り
、県
内
で
採
れ
た
米
や
紅

花
な
ど
の
産
品
が
酒
田
港
に
集
ま
っ
た
。さ

ら
に
１
６
７
２
年
、
伊
勢
の
商
人
・
河
村
瑞

賢
に
よ
っ
て
東
北
・
北
陸
と
大
坂
か
ら
江

戸
を
結
ぶ
西
廻
り
航
路
が
開
か
れ
た
の
を

機
に
、北
前
船
で
の
商
売
が
発
達
し
、「
西
の

堺
・
東
の
酒
田
」
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
酒
田
市

は
繁
栄
。地
元
の
産
品
を
運
ん
で
大
坂
や
江

戸
で
商
売
す
る
だ
け
で
な
く
、
空
に
な
っ
た

船
に
西
日
本
の
産
品
を
積
み
込
み
、北
日
本

で
高
く
売
る
「
の
こ
ぎ
り
商
い
」
で
莫
大
な

利
益
を
上
げ
た
北
前
船
は
、動
く
総
合
商
社

と
の
異
名
を
持
つ
。

　

な
か
で
も
「
本
間
様
に
は
及
び
も
せ
ぬ

が
、せ
め
て
な
り
た
や
殿
様
に
」と
歌
わ
れ

る
ほ
ど
の
財
力
を
築
い
た
の
が
本
間
家
。

中
興
の
祖
と
言
わ
れ
る
三
代
当
主
・
光
丘

は
、
商
い
で
得
た
利
益
で
冷
害
な
ど
に
よ

る
荒
れ
た
土
地
や
田
畑
を
耕
せ
る
ま
で
に

改
良
し
、
の
ち
に
日
本
一
の
大
地
主
と
呼

ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。ま
た『
公
共
事
業

に
全
力
を
尽
し
、
公
益
の
為
に
は
財
を
吝

む
勿
れ
』の
理
念
の
も
と
、砂
防
林
の
植
林

事
業
を
は
じ
め
と
す
る
公
共
事
業
、
藩
士

や
農
民
へ
の
低
利
の
融
資
を
行
い
、
地
域

に
大
き
く
貢
献
し
た
。

　

ま
ず
は
、光
丘
が
幕
府
の
巡
見
使
一
行
を

迎
え
る
た
め
に
建
て
た
本
間
家
旧
本
邸
を

訪
れ
た
。武
家
屋
敷
と
商
家
造
り
が
一
体
と

な
っ
た
全
国
的
に
も
珍
し
い
建
築
様
式
で
、

ひ
と
つ
の
建
物
で
も
木
の
材
質
や
壁
の
仕

上
げ
、欄
間
や
梁
の
塗
り
は
部
屋
ご
と
に
異

な
る
。武
家
屋
敷
の
縁
側
の
板
は
、
滑
ら
な

い
よ
う
に
横
貼
り
に
す
る
一
方
、商
家
造
り

で
は
掃
除
が
し
や
す
い
よ
う
に
縦
貼
り
を

採
用
。ま
た
、
使
用
人
の
部
屋
は
冬
で
も
暖

か
い
よ
う
に
御
勝
手
の
真
上
に
設
け
、白
米

を
食
べ
さ
せ
て
い
た
そ
う
。ガ
イ
ド
さ
ん
の

話
を
聞
い
て
い
る
と
本
間
家
の
人
た
ち
の

優
し
さ
が
伝
わ
っ
て
く
る
。

　
旧
本
邸
か
ら
車
で
10
分
の
と
こ
ろ
に
四

代
・
光
道
別
荘「
清
遠
閣
」と
そ
の
庭
園「
鶴

舞
園
」
を
築
造
（
現
在
は
本
間
美
術
館
と
し

て
公
開
）。庭
園
の
整
備
は
、
冬
期
間
の
失
業

対
策
事
業
と
し
て
実
施
さ
れ
た
。明
治
以
降

は
迎
賓
館
と
し
て
皇
室
の
方
々
や
ヘ
レ
ン

ケ
ラ
ー
を
は
じ
め
と
す
る
国
内
外
の
貴
賓

を
迎
え
た
建
物
は
、
調
度
の
一
つ
ひ
と
つ
が

職
人
技
を
施
し
た
緻
密
な
造
り
。さ
ら
に
鳥

▲ 山居倉庫
1893年に建てられた米保管用の倉庫。ケヤキ並木は日本海の強風や夏の日差しから米を守る
ために植樹された。三角屋根のレトロな建物と緑溢れる景観は、米どころ庄内のシンボルに

▲ 舞娘茶屋 雛蔵畫廊 相馬樓
江戸時代からの料亭「相馬屋」を改装して2000年に開樓。演舞と食事、茶房を楽
しめる。ひな壇のような華やかな造りの玄関で舞娘さんが出迎えてくれた

◀ 酒田ラーメン
コシのある縮れ麺と魚介系で
ダシを取ったあっさりスープ
にワンタンが入っているのが
特徴。毎日でも食べたくなる飽
きのこない味わい

海
山
を
借
景
と
し
た
庭
園
は
、角
度
を
変
え

る
た
び
に
、
い
ろ
ん
な
表
情
を
魅
せ
る
。た

め
息
が
出
る
ほ
ど
素
敵
な
空
間
だ
っ
た
。

京
都
の
文
化
が
今
も
息
づ
く
料
亭
で

酒
田
舞
娘
の
踊
り
を
堪
能

　

酒
田
港
は
北
前
船
の
往
来
で
賑
わ
い
、

京
都
の
華
や
か
な
文
化
を
も
た
ら
さ
せ

た
。
そ
の
ひ
と
つ
で
あ
る
料
亭
文
化
を
今

も
体
験
で
き
る
と
聞
き
、
江
戸
時
代
か
ら

酒
田
を
代
表
す
る
料
亭
で
あ
っ
た
「
相
馬

樓
」
へ
向
か
っ
た
。

　
２
階
の
大
広
間
に
通
さ
れ
て
少
し
待
つ

と
３
人
の
美
し
い
女
性
が
現
れ
た
。
場
の

雰
囲
気
は
一
気
に
華
や
ぎ
、
地
方
の
小
鈴

さ
ん
の
三
味
線
と
歌
に
合
わ
せ
、
小
夏
さ

ん
、
桃
華
さ
ん
の
２
人
の
舞
娘
さ
ん
の
踊

り
が
始
ま
っ
た
。
最
初
の
演
目
「
庄
内
お

ば
こ
」
は
、
お
ば
こ
（
若
い
娘
）
を
待
つ

恋
心
を
歌
っ
た
も
の
。「
コ
バ
エ
テ　
コ
バ

エ
テ
」
と
い
う
高
い
歌
声
が
と
て
も
可
愛

い
。
後
で
聞
い
て
み
る
と
「
コ
バ
エ
テ
は

庄
内
地
方
の
方
言
で『
来
れ
ば
い
い
の
に
』

と
い
う
意
味
。
普
段
で
も
よ
く
使
い
ま
す

よ
」
と
教
え
て
く
れ
た
。
舞
娘
さ
ん
は
ふ

た
り
と
も
地
元
出
身
で
高
校
卒
業
後
に
就

職
。
踊
り
は
思
っ
た
以
上
に
難
し
く
、
毎

日
の
稽
古
が
欠
か
せ
な
い
そ
う
だ
。

　

豪
華
絢
爛
な
花
柳
界
の
非
日
常
的
な
空

間
か
ら
現
実
の
世
界
へ
と
戻
っ
た
瞬
間
、

空
腹
を
感
じ
た
。
近
く
に
酒
田
ラ
ー
メ
ン

の
看
板
を
見
つ
け
る
と
迷
わ
ず
入
店
。
関

東
は
季
節
外
れ
の
夏
日
が
続
く
一
方
、
東

北
は
冬
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
寒
さ
で
、
寒

暖
差
は
10
℃
以
上
！　

魚
介
ダ
シ
の
優
し

い
味
わ
い
の
ス
ー
プ
が
、
冷
え
た
体
に

ぐ
っ
と
染
み
入
っ
た
。

　

酒
田
港
と
酒
田
駅
の
間
に
は
、
明
治
時

代
に
米
穀
倉
庫
と
し
て
建
て
ら
れ
た
山
居

倉
庫
や
商
家
、
蔵
な
ど
風
情
溢
れ
る
大
規

模
な
建
築
物
が
建
ち
並
ぶ
。
さ
ら
に
山
居

倉
庫
か
ら
イ
メ
ー
ジ
を
得
て
デ
ザ
イ
ン
し

た
円
形
の
開
口
部
を
あ
し
ら
っ
た
酒
田
み

ら
い
橋
を
見
つ
け
、
歴
史
や
文
化
を
大
切

に
す
る
地
で
あ
る
こ
と
を
知
る
。
そ
ん
な

魅
力
的
な
景
色
を
目
に
焼
き
付
け
な
が

ら
、
酒
田
市
を
あ
と
に
し
た
。

さ
ん
き
ょ

じ 

か
た

ろ
う

そ
う 

ま
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▲ 致道博物館
鶴ヶ岡城の三の丸、御用屋敷地の一部を博物館として公開。庄内藩主御隠殿や
酒井氏庭園のほか、複数の歴史的建築物を移築して庄内の歴史や文化を伝える

▲ 庄内藩校 致道館
東北で唯一現存する貴重な藩校建築。7000㎡の広大な敷地には表御門や講堂、
孔子を祀った聖廟（せいびょう）などが当時のままの状態で残る

▲ 松ヶ岡開墾場
本陣や大蚕室５棟を活用し、開墾に関連した資料を展示する記念館、昔の農作
業の様子を展示した庄内農具館、収蔵庫などを開館。2016年には天皇皇后両陛
下が視察に訪れた

鶴
ヶ
岡
城
址
公
園
を
散
策
し

城
下
町
の
風
格
を
鶴
岡
で
感
じ
る

　
酒
田
市
か
ら
車
で
約
40
分
。国
道
７
号
線

を
南
下
し
て
い
く
と
鶴
岡
市
が
あ
る
。１
６

２
２
年
に
徳
川
四
天
王
の
筆
頭
を
祖
と
す

る
酒
井
忠
勝
が
庄
内
藩
14
万
石
の
領
主
と

な
り
、鶴
ヶ
岡
城
を
中
心
に
城
下
町
を
形
成

し
た
。１
８
０
５
年
に
は
藩
政
の
立
て
直
し

を
目
的
に
、７
代
藩
主
・
酒
井
忠
徳
が
致
道

館
を
創
設
。８
代
将
軍
徳
川
吉
宗
へ
の
政
治

的
助
言
者
で
も
あ
っ
た
儒
学
者
・
荻
生
徂

徠
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
徂
徠
学
を
教
学

と
し
て
、自
主
性
を
重
ん
じ
た
教
育
方
針
で

質
実
剛
健
な
教
育
文
化
の
風
土
を
育
ん
だ
。

　

明
治
維
新
後
、城
郭
が
開
放
さ
れ
て
神
社

を
建
立
し
、
公
園
を
造
成
。町
役
場
や
教
育

機
関
、研
究
所
な
ど
が
建
設
さ
れ
、政
治
や

経
済
、観
光
の
中
心
地
と
し
て
発
展
し
た
。

　

城
下
町
の
風
格
が
漂
う
街
並
み
を
散
策

し
、
鶴
ヶ
岡
城
址
公
園
に
隣
接
す
る
致
道

博
物
館
を
訪
れ
た
。庄
内
地
方
の
歴
史
や

生
活
文
化
に
関
す
る
貴
重
な
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
を
展
示
す
る
館
内
で
、
庄
内
藩
と
西
郷

隆
盛
の
関
係
に
つ
い
て
紹
介
す
る
展
示
資

料
を
目
に
す
る
。戊
辰
戦
争
で
新
政
府
軍

に
最
後
ま
で
抵
抗
し
た
庄
内
藩
は
、
厳
重

な
処
分
を
覚
悟
の
う
え
で
降
伏
し
た
が
、

そ
の
処
置
は
極
め
て
寛
大
な
も
の
だ
っ

た
。後
に
、西
郷
隆
盛
の
指
示
に
よ
る
も
の

と
知
っ
た
藩
士
た
ち
は
、
西
郷
を
深
く
尊

敬
し
て
指
導
を
仰
ぐ
な
か
、
サ
ム
ラ
イ
シ

ル
ク
が
誕
生
し
た
そ
う
だ
。さ
ら
に
詳
し

い
ス
ト
ー
リ
ー
を
調
べ
る
た
め
、
松
ヶ
岡

開
墾
場
へ
と
向
か
っ
た
。

３
０
０
０
人
の
藩
士
の
想
い
を

今
も
受
け
継
ぐ
サ
ム
ラ
イ
シ
ル
ク

　

鶴
岡
の
市
街
地
か
ら
郊
外
へ
15
分
ほ
ど

車
を
走
ら
せ
る
と
、
の
ど
か
に
広
が
る
田

園
地
帯
の
中
に
松
ヶ
岡
開
墾
場
を
見
つ
け

た
。１
８
７
２
年
、戊
辰
戦
争
で
敗
れ
た
庄

内
藩
士
約
３
０
０
０
名
が
刀
を
鍬
に
持
ち

替
え
、
月
山
山
麓
の
裾
野
に
ひ
ら
け
る
広

大
な
地
１
０
０
ha
の
原
生
林
を
わ
ず
か
58

日
で
開
墾
す
る
偉
業
を
成
し
遂
げ
た
。ま

た
、
養
蚕
の
盛
ん
な
群
馬
県
伊
勢
崎
市
境

村
島
へ
旧
藩
士
を
派
遣
し
、
養
蚕
を
学
ば

せ
、鶴
岡
に
持
ち
帰
ら
せ
た
。

　
そ
の
後
、桑
園
や
３
階
建
の
大
蚕
室
10
棟

が
建
設
さ
れ
、養
蚕
か
ら
絹
織
物
の
製
品
化

ま
で
を
担
う
日
本
最
大
の
蚕
室
群
を
確
立
。

明
治
30
年
代
に
な
る
と
輸
出
向
け
の
羽
二

重
の
生
産
が
隆
盛
を
極
め
、日
本
の
近
代
化

に
も
貢
献
し
た
。現
在
も
高
級
絹
織
物
の
産

地
と
し
て
高
い
評
価
を
受
け
る
。日
本
の
特

産
で
あ
る
絹
が
テ
ー
マ
で
歴
史
的
建
築
物

が
今
も
残
り
、
外
国
人
へ
の
ア
ピ
ー
ル
力
が

あ
る
こ
と
が
日
本
遺
産
へ
の
認
定
の
理
由

に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
そ
う
だ
。

　

木
造
の
建
物
は
、
本
陣
と
大
蚕
室
５
棟

が
あ
り
、記
念
館
や
農
具
館
、ク
ラ
フ
ト
体

験
教
室
、絹
製
品
シ
ョ
ッ
プ
と
し
て
活
用
さ

れ
て
い
る
。記
念
館
の
ス
タ
ッ
フ
の
方
の
話

の
中
で「
３
０
０
０
人
の
藩
士
た
ち
の
苦
労

を
知
り
、そ
の
想
い
受
け
継
い
で
い
き
た
い

と
い
う
強
い
意
志
が
、事
業
継
承
に
繋
が
っ

て
い
る
と
思
い
ま
す
」と
い
う
言
葉
は
感
慨

深
く
、と
て
も
印
象
に
残
っ
た
。

　

現
在
で
は
市
民
・
地
域
・
行
政
の
連
携

で「
鶴
岡
シ
ル
ク
タ
ウ
ン
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」

に
取
り
組
み
、鶴
岡
で
生
ま
れ
た
絹
糸
を
新

た
に
活
用
す
べ
く
「kibiso

」
と
し
て
改
め

て
世
界
に
ジ
ャ
パ
ン
シ
ル
ク
を
発
信
。き
び

そ
と
は
、蚕
が
繭
を
作
る
と
き
、最
初
に
吐

き
出
す
糸
。太
く
て
硬
い
こ
と
か
ら
生
糸
に

使
わ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、国
内
の
デ

ザ
イ
ナ
ー
か
ら
注
目
さ
れ
、製
品
化
が
実
現

し
た
。今
で
は
ア
パ
レ
ル
か
ら
食
品
、
化
粧

品
ま
で
幅
広
く
展
開
。エ
コ
ナ
チ
ュ
ラ
ル
な

製
品
は
、新
た
な
歴
史
を
紡
い
で
い
る
。

ク
ラ
ゲ
の
展
示
数
は
世
界
一

加
茂
水
族
館
で
幻
想
的
な
気
分
に

　

夜
ま
で
に
は
時
間
が
あ
っ
た
の
で
、
日

本
海
を
ド
ラ
イ
ブ
し
よ
う
と
思
い
立
ち
、

か
ん

ら
い

ち 

ど
う

た
だ
あ
り

よ
う
さ
ん

だ
い
さ
ん
し
つ

お
ぎ
ゅ
う  

そ

日
本
海
東
北
自
動
車
道
に
乗
り
、
あ
つ
み

温
泉
Ｉ
Ｃ
を
目
指
す
。途
中
、橋
の
側
面
に

波
形
の
鋼
板
を
使
っ
た
降
矢
川
橋
を
通

り
、
程
な
く
新
潟
県
と
の
県
境
に
位
置
す

る
あ
つ
み
温
泉
に
到
着
。日
本
海
に
沿
っ

て
走
る
国
道
７
号
線
を
北
上
し
な
が
ら
美

し
い
海
の
景
色
を
眺
め
て
い
る
と
、
波
の

よ
う
な
ウ
エ
ー
ブ
を
描
く
真
っ
白
な
建
物

を
見
つ
け
、車
を
停
め
て
み
た
。

　

鶴
岡
市
立
加
茂
水
族
館
は
、
全
国
か
ら

観
光
客
が
訪
れ
る
人
気
の
ク
ラ
ゲ
水
族

館
。20
年
前
に
は
入
場
者
数
が
落
ち
込
み
、

閉
館
の
危
機
に
直
面
し
た
が
、サ
ン
ゴ
の
水

槽
か
ら
沸
い
て
出
た
サ
カ
サ
ク
ラ
ゲ
の
赤

ち
ゃ
ん
を
育
て
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
ク

ラ
ゲ
の
展
示
を
ス
タ
ー
ト
。脇
役
を
主
役
に

す
る
発
想
で
奇
跡
的
な
復
活
を
果
た
す
。２

０
１
２
年
に
は
ク
ラ
ゲ
展
示
数
30
種
類
の

世
界
一
の
ギ
ネ
ス
認
定
を
受
け
、今
で
は
50

種
類
以
上
の
ク
ラ
ゲ
を
飼
育
す
る
。

　

薄
暗
い
ト
ン
ネ
ル
の
よ
う
な
館
内
で

は
、
今
ま
で
見
た
こ
と
の
な
い
様
々
な
色

や
形
、
動
き
方
を
す
る
ク
ラ
ゲ
を
発
見
！

　

さ
ら
に
進
ん
で
い
く
と
直
径
５
メ
ー
ト

ル
の
ク
ラ
ゲ
ド
リ
ー
ム
シ
ア
タ
ー
が
目
の

前
に
現
れ
、
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
さ
れ
た
巨
大

水
槽
の
中
で
、
ミ
ズ
ク
ラ
ゲ
１
万
匹
が
ふ

わ
ふ
わ
と
浮
か
ん
で
い
た
。幻
想
的
な
世

界
は
、
そ
こ
に
い
る
だ
け
で
心
が
ほ
ど
け

て
い
く
よ
う
な
感
覚
。時
間
が
経
つ
の
を

忘
れ
、
営
業
時
間
ギ
リ
ギ
リ
ま
で
ず
っ
と

眺
め
て
い
た
。
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鶴
ヶ
岡
城
址
公
園
を
散
策
し

城
下
町
の
風
格
を
鶴
岡
で
感
じ
る

　
酒
田
市
か
ら
車
で
約
40
分
。国
道
７
号
線

を
南
下
し
て
い
く
と
鶴
岡
市
が
あ
る
。１
６

２
２
年
に
徳
川
四
天
王
の
筆
頭
を
祖
と
す

る
酒
井
忠
勝
が
庄
内
藩
14
万
石
の
領
主
と

な
り
、鶴
ヶ
岡
城
を
中
心
に
城
下
町
を
形
成

し
た
。１
８
０
５
年
に
は
藩
政
の
立
て
直
し

を
目
的
に
、７
代
藩
主
・
酒
井
忠
徳
が
致
道

館
を
創
設
。８
代
将
軍
徳
川
吉
宗
へ
の
政
治

的
助
言
者
で
も
あ
っ
た
儒
学
者
・
荻
生
徂

徠
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
徂
徠
学
を
教
学

と
し
て
、自
主
性
を
重
ん
じ
た
教
育
方
針
で

質
実
剛
健
な
教
育
文
化
の
風
土
を
育
ん
だ
。

　

明
治
維
新
後
、城
郭
が
開
放
さ
れ
て
神
社

を
建
立
し
、
公
園
を
造
成
。町
役
場
や
教
育

機
関
、研
究
所
な
ど
が
建
設
さ
れ
、政
治
や

経
済
、観
光
の
中
心
地
と
し
て
発
展
し
た
。

　

城
下
町
の
風
格
が
漂
う
街
並
み
を
散
策

し
、
鶴
ヶ
岡
城
址
公
園
に
隣
接
す
る
致
道

博
物
館
を
訪
れ
た
。庄
内
地
方
の
歴
史
や

生
活
文
化
に
関
す
る
貴
重
な
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
を
展
示
す
る
館
内
で
、
庄
内
藩
と
西
郷

隆
盛
の
関
係
に
つ
い
て
紹
介
す
る
展
示
資

料
を
目
に
す
る
。戊
辰
戦
争
で
新
政
府
軍

に
最
後
ま
で
抵
抗
し
た
庄
内
藩
は
、
厳
重

な
処
分
を
覚
悟
の
う
え
で
降
伏
し
た
が
、

そ
の
処
置
は
極
め
て
寛
大
な
も
の
だ
っ

た
。後
に
、西
郷
隆
盛
の
指
示
に
よ
る
も
の

▼ 降矢川橋
酒田エリアで初めての波型鋼板ウェブ
PC箱桁橋。橋長211.5ｍ

▲ クラゲドリームシアター
クラゲの展示種類数30種類は、ギネス世界記録に認定。2014年６月のリ
ニューアルオープンで従来の３倍の規模に拡大し、さらに人気を博している

と
知
っ
た
藩
士
た
ち
は
、
西
郷
を
深
く
尊

敬
し
て
指
導
を
仰
ぐ
な
か
、
サ
ム
ラ
イ
シ

ル
ク
が
誕
生
し
た
そ
う
だ
。さ
ら
に
詳
し

い
ス
ト
ー
リ
ー
を
調
べ
る
た
め
、
松
ヶ
岡

開
墾
場
へ
と
向
か
っ
た
。

３
０
０
０
人
の
藩
士
の
想
い
を

今
も
受
け
継
ぐ
サ
ム
ラ
イ
シ
ル
ク

　

鶴
岡
の
市
街
地
か
ら
郊
外
へ
15
分
ほ
ど

車
を
走
ら
せ
る
と
、
の
ど
か
に
広
が
る
田

園
地
帯
の
中
に
松
ヶ
岡
開
墾
場
を
見
つ
け

た
。１
８
７
２
年
、戊
辰
戦
争
で
敗
れ
た
庄

内
藩
士
約
３
０
０
０
名
が
刀
を
鍬
に
持
ち

替
え
、
月
山
山
麓
の
裾
野
に
ひ
ら
け
る
広

大
な
地
１
０
０
ha
の
原
生
林
を
わ
ず
か
58

日
で
開
墾
す
る
偉
業
を
成
し
遂
げ
た
。ま

た
、
養
蚕
の
盛
ん
な
群
馬
県
伊
勢
崎
市
境

村
島
へ
旧
藩
士
を
派
遣
し
、
養
蚕
を
学
ば

せ
、鶴
岡
に
持
ち
帰
ら
せ
た
。

　
そ
の
後
、桑
園
や
３
階
建
の
大
蚕
室
10
棟

が
建
設
さ
れ
、養
蚕
か
ら
絹
織
物
の
製
品
化

ま
で
を
担
う
日
本
最
大
の
蚕
室
群
を
確
立
。

明
治
30
年
代
に
な
る
と
輸
出
向
け
の
羽
二

重
の
生
産
が
隆
盛
を
極
め
、日
本
の
近
代
化

に
も
貢
献
し
た
。現
在
も
高
級
絹
織
物
の
産

地
と
し
て
高
い
評
価
を
受
け
る
。日
本
の
特

産
で
あ
る
絹
が
テ
ー
マ
で
歴
史
的
建
築
物

が
今
も
残
り
、
外
国
人
へ
の
ア
ピ
ー
ル
力
が

あ
る
こ
と
が
日
本
遺
産
へ
の
認
定
の
理
由

に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
そ
う
だ
。

　

木
造
の
建
物
は
、
本
陣
と
大
蚕
室
５
棟

が
あ
り
、記
念
館
や
農
具
館
、ク
ラ
フ
ト
体

験
教
室
、絹
製
品
シ
ョ
ッ
プ
と
し
て
活
用
さ

れ
て
い
る
。記
念
館
の
ス
タ
ッ
フ
の
方
の
話

の
中
で「
３
０
０
０
人
の
藩
士
た
ち
の
苦
労

を
知
り
、そ
の
想
い
受
け
継
い
で
い
き
た
い

と
い
う
強
い
意
志
が
、事
業
継
承
に
繋
が
っ

て
い
る
と
思
い
ま
す
」と
い
う
言
葉
は
感
慨

深
く
、と
て
も
印
象
に
残
っ
た
。

　

現
在
で
は
市
民
・
地
域
・
行
政
の
連
携

で「
鶴
岡
シ
ル
ク
タ
ウ
ン
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」

に
取
り
組
み
、鶴
岡
で
生
ま
れ
た
絹
糸
を
新

た
に
活
用
す
べ
く
「kibiso

」
と
し
て
改
め

て
世
界
に
ジ
ャ
パ
ン
シ
ル
ク
を
発
信
。き
び

そ
と
は
、蚕
が
繭
を
作
る
と
き
、最
初
に
吐

き
出
す
糸
。太
く
て
硬
い
こ
と
か
ら
生
糸
に

使
わ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、国
内
の
デ

ザ
イ
ナ
ー
か
ら
注
目
さ
れ
、製
品
化
が
実
現

し
た
。今
で
は
ア
パ
レ
ル
か
ら
食
品
、
化
粧

品
ま
で
幅
広
く
展
開
。エ
コ
ナ
チ
ュ
ラ
ル
な

製
品
は
、新
た
な
歴
史
を
紡
い
で
い
る
。

ク
ラ
ゲ
の
展
示
数
は
世
界
一

加
茂
水
族
館
で
幻
想
的
な
気
分
に

　

夜
ま
で
に
は
時
間
が
あ
っ
た
の
で
、
日

本
海
を
ド
ラ
イ
ブ
し
よ
う
と
思
い
立
ち
、

き　
び　
そ

ふ
る
や
が
わ

日
本
海
東
北
自
動
車
道
に
乗
り
、
あ
つ
み

温
泉
Ｉ
Ｃ
を
目
指
す
。途
中
、橋
の
側
面
に

波
形
の
鋼
板
を
使
っ
た
降
矢
川
橋
を
通

り
、
程
な
く
新
潟
県
と
の
県
境
に
位
置
す

る
あ
つ
み
温
泉
に
到
着
。日
本
海
に
沿
っ

て
走
る
国
道
７
号
線
を
北
上
し
な
が
ら
美

し
い
海
の
景
色
を
眺
め
て
い
る
と
、
波
の

よ
う
な
ウ
エ
ー
ブ
を
描
く
真
っ
白
な
建
物

を
見
つ
け
、車
を
停
め
て
み
た
。

　

鶴
岡
市
立
加
茂
水
族
館
は
、
全
国
か
ら

観
光
客
が
訪
れ
る
人
気
の
ク
ラ
ゲ
水
族

館
。20
年
前
に
は
入
場
者
数
が
落
ち
込
み
、

閉
館
の
危
機
に
直
面
し
た
が
、サ
ン
ゴ
の
水

槽
か
ら
沸
い
て
出
た
サ
カ
サ
ク
ラ
ゲ
の
赤

ち
ゃ
ん
を
育
て
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
ク

ラ
ゲ
の
展
示
を
ス
タ
ー
ト
。脇
役
を
主
役
に

す
る
発
想
で
奇
跡
的
な
復
活
を
果
た
す
。２

０
１
２
年
に
は
ク
ラ
ゲ
展
示
数
30
種
類
の

世
界
一
の
ギ
ネ
ス
認
定
を
受
け
、今
で
は
50

種
類
以
上
の
ク
ラ
ゲ
を
飼
育
す
る
。

　

薄
暗
い
ト
ン
ネ
ル
の
よ
う
な
館
内
で

は
、
今
ま
で
見
た
こ
と
の
な
い
様
々
な
色

や
形
、
動
き
方
を
す
る
ク
ラ
ゲ
を
発
見
！

　

さ
ら
に
進
ん
で
い
く
と
直
径
５
メ
ー
ト

ル
の
ク
ラ
ゲ
ド
リ
ー
ム
シ
ア
タ
ー
が
目
の

前
に
現
れ
、
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
さ
れ
た
巨
大

水
槽
の
中
で
、
ミ
ズ
ク
ラ
ゲ
１
万
匹
が
ふ

わ
ふ
わ
と
浮
か
ん
で
い
た
。幻
想
的
な
世

界
は
、
そ
こ
に
い
る
だ
け
で
心
が
ほ
ど
け

て
い
く
よ
う
な
感
覚
。時
間
が
経
つ
の
を

忘
れ
、
営
業
時
間
ギ
リ
ギ
リ
ま
で
ず
っ
と

眺
め
て
い
た
。
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▲ 羽黒山表山道のスギ並木
随神門から山頂までは全長1.7km、2446段の石段が続き、その両側には樹齢350～500年のスギがそ
びえ立つ。580本は国の特別天然記念物に指定

◀ 石段の彫り物
羽黒山の石段に刻まれた彫り物。ひょ
うたんやとっくり、杯、ハスの花など
がある

美
し
い
ス
ギ
並
木
が
広
が
る
羽
黒
山

石
段
を
歩
み
な
が
ら
今
を
振
り
返
る

　

旅
の
２
日
目
は
、
３
つ
目
の
ス
ト
ー

リ
ー
で
あ
る
出
羽
三
山
へ
と
車
を
走
ら
せ

た
。日
本
で
は
、
霊
山
で
修
業
を
し
た
者

（
山
伏
）が
里
に
下
り
、
人
々
の
精
神
的
な

救
済
に
あ
た
る
修
験
道
が
生
ま
れ
、
全
国

各
地
に
修
験
を
行
う
霊
場
が
で
き
た
。な

か
で
も
出
羽
三
山
は
、
現
世
を
生
き
る

人
々
を
救
う
仏
を
祀
っ
た
羽
黒
山
が
現
在
、

祖
霊
が
鎮
ま
る
山
で
あ
る
月
山
は
過
去
、

そ
し
て
す
べ
て
の
も
の
を
産
み
出
す
山
の

神
を
祀
っ
た
湯
殿
山
は
未
来
を
表
す
山
と

さ
れ
、三
山
を
巡
る
旅
は「
生
ま
れ
か
わ
り

の
旅
」
と
し
て
広
が
る
。古
く
か
ら
「
西
の

伊
勢
詣
で
」と
並
ん
で「
東
の
奥
参
り
」と

称
さ
れ
、
出
羽
三
山
を
お
参
り
す
る
こ
と

が
、
庶
民
の
間
で
重
要
な
人
生
儀
礼
と
さ

れ
た
。

　

羽
黒
山
、月
山
、湯
殿
山
の
参
拝
順
序
に

準
じ
て
、
ま
ず
は
羽
黒
山
へ
と
向
か
っ
た
。

羽
黒
山
参
詣
道
の
入
り
口
に
建
つ
随
神
門

を
く
ぐ
る
と
目
の
前
に
は
石
段
と
真
っ
す

ぐ
に
伸
び
る
ス
ギ
並
木
が
広
が
り
、
自
然

の
美
し
さ
と
生
命
力
を
体
全
体
で
感
じ
る
。

　

10
分
ほ
ど
歩
く
と
樹
齢
１
０
０
０
年
以

や
ま
ぶ
し

ず
い
し
ん
も
ん

上
と
言
わ
れ
る
爺
ス
ギ
と
羽
黒
山
五
重
塔

が
寄
り
添
う
よ
う
に
そ
び
え
建
っ
て
い
た
。

羽
黒
山
を
代
表
す
る
風
景
を
目
に
し
、

「
山
頂
ま
で
軽
く
登
れ
る
は
ず
」
と
思
っ

た
が
、
こ
れ
は
大
き
な
勘
違
い
。
登
っ
て

も
、
登
っ
て
も
石
段
は
続
き
、
そ
の
傾
斜

は
き
つ
く
な
る
。
コ
ー
ト
を
脱
い
で
も
汗

は
止
ま
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。

　

よ
う
や
く
中
腹
に
あ
る
茶
屋
に
辿
り
着

い
て
休
憩
。
「
今
年
は
93
歳
の
人
が
登
っ

て
き
ま
し
た
。
こ
の
先
の
登
り
坂
は
緩
い

勾
配
で
す
よ
」
と
い
う
茶
屋
の
方
の
言
葉

を
信
じ
て
、
再
び
山
頂
を
目
指
し
た
。
約

４
０
０
年
前
に
造
ら
れ
た
石
段
は
、
大
き

さ
や
形
の
異
な
る
た
め
、
一
つ
ひ
と
つ
確

認
を
し
な
が
ら
踏
み
し
め
る
。
黙
々
と
歩

い
て
い
る
と
現
在
の
自
分
と
対
峙
し
て
い

る
よ
う
な
気
持
ち
に
な
っ
た
。

　

出
発
し
て
約
１
時
間
、
よ
う
や
く
ゴ
ー

ル
の
鳥
居
が
見
え
た
と
き
、
石
段
に
彫
ら

れ
た
ひ
ょ
う
た
ん
の
絵
を
見
つ
け
た
。
こ

れ
は
２
４
４
６
段
の
石
段
に
あ
る
33
個
の

彫
り
も
の
を
す
べ
て
見
つ
け
る
と
願
い
が

叶
う
と
言
わ
れ
る
も
の
。
一
つ
し
か
見
つ

け
ら
れ
な
か
っ
た
け
ど
、
と
て
も
幸
せ
な

気
分
に
な
れ
た
。

出
羽
三
山
の
神
を
祀
る
社
殿
を
参
り

伝
統
的
な
精
進
料
理
を
味
わ
う

　

山
頂
に
建
つ
三
神
合
祭
殿
は
、
羽
黒

山
、
月
山
、
湯
殿
山
の
三
神
を
祀
る
茅
葺

木
造
建
築
の
大
社
殿
。
冬
は
積
雪
で
三
山

を
登
拝
で
き
な
い
た
め
に
設
け
ら
れ
た
。

こ
こ
を
参
る
と
三
山
を
巡
っ
た
こ
と
に
な

る
そ
う
。
そ
ん
な
話
を
聞
き
な
が
ら
、
し

ん
し
ん
と
雪
が
降
り
積
も
る
冬
景
色
も
美

し
い
だ
ろ
う
と
想
像
を
膨
ら
ま
す
。

　
豪
壮
な
社
殿
で
旅
の
無
事
を
祈
り
な
が

ら
、
銅
鏡
が
５
０
０
枚
以
上
埋
設
さ
れ
て

い
る
と
言
わ
れ
、
古
来
よ
り
神
秘
の
池
と

し
て
知
ら
れ
る
鏡
池
で
パ
ワ
ー
を
貰
っ
て
、

山
頂
の
手
前
に
あ
る
斎
館
へ
と
足
を
運
ん

だ
。

　

斎
館
の
精
進
料
理
は
、
山
伏
の
自
給
自

足
の
生
活
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
。
食
材
の

ほ
と
ん
ど
は
出
羽
三
山
か
ら
採
れ
る
山
菜

を
使
っ
て
い
る
そ
う
。
静
寂
な
雰
囲
気
の

中
で
い
た
だ
く
料
理
は
、
格
別
の
味
わ

い
。
自
然
の
恵
み
を
い
た
だ
き
、
体
中
に

パ
ワ
ー
が
み
な
ぎ
っ
た
。
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▲ 羽黒山五重塔
国宝に指定される五重塔は、平安時代に平将門が創建したとされる東北最古の塔。
高さ29.9ｍのこけら葺き素木造

▲ 羽黒山 三神合祭殿
東北随一の規模を誇る高さ28ｍ、厚さ2.1ｍの茅葺屋根、内部の総漆塗は見ごたえのあ
る大迫力。本殿の前には神聖なパワーを放つ鏡池がある。国の重要文化財に指定

▼ 斎館の精進料理
旬の山菜やキノコを素材にした精進料理を味わえる。
『ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン』の２つ星となっている

美
し
い
ス
ギ
並
木
が
広
が
る
羽
黒
山

石
段
を
歩
み
な
が
ら
今
を
振
り
返
る

　

旅
の
２
日
目
は
、
３
つ
目
の
ス
ト
ー

リ
ー
で
あ
る
出
羽
三
山
へ
と
車
を
走
ら
せ

た
。日
本
で
は
、
霊
山
で
修
業
を
し
た
者

（
山
伏
）が
里
に
下
り
、
人
々
の
精
神
的
な

救
済
に
あ
た
る
修
験
道
が
生
ま
れ
、
全
国

各
地
に
修
験
を
行
う
霊
場
が
で
き
た
。な

か
で
も
出
羽
三
山
は
、
現
世
を
生
き
る

人
々
を
救
う
仏
を
祀
っ
た
羽
黒
山
が
現
在
、

祖
霊
が
鎮
ま
る
山
で
あ
る
月
山
は
過
去
、

そ
し
て
す
べ
て
の
も
の
を
産
み
出
す
山
の

神
を
祀
っ
た
湯
殿
山
は
未
来
を
表
す
山
と

さ
れ
、三
山
を
巡
る
旅
は「
生
ま
れ
か
わ
り

の
旅
」
と
し
て
広
が
る
。古
く
か
ら
「
西
の

伊
勢
詣
で
」と
並
ん
で「
東
の
奥
参
り
」と

称
さ
れ
、
出
羽
三
山
を
お
参
り
す
る
こ
と

が
、
庶
民
の
間
で
重
要
な
人
生
儀
礼
と
さ

れ
た
。

　

羽
黒
山
、月
山
、湯
殿
山
の
参
拝
順
序
に

準
じ
て
、
ま
ず
は
羽
黒
山
へ
と
向
か
っ
た
。

羽
黒
山
参
詣
道
の
入
り
口
に
建
つ
随
神
門

を
く
ぐ
る
と
目
の
前
に
は
石
段
と
真
っ
す

ぐ
に
伸
び
る
ス
ギ
並
木
が
広
が
り
、
自
然

の
美
し
さ
と
生
命
力
を
体
全
体
で
感
じ
る
。

　

10
分
ほ
ど
歩
く
と
樹
齢
１
０
０
０
年
以

さ
ん
じ
ん
ご
う
さ
い
で
ん

上
と
言
わ
れ
る
爺
ス
ギ
と
羽
黒
山
五
重
塔

が
寄
り
添
う
よ
う
に
そ
び
え
建
っ
て
い
た
。

羽
黒
山
を
代
表
す
る
風
景
を
目
に
し
、

「
山
頂
ま
で
軽
く
登
れ
る
は
ず
」
と
思
っ

た
が
、
こ
れ
は
大
き
な
勘
違
い
。
登
っ
て

も
、
登
っ
て
も
石
段
は
続
き
、
そ
の
傾
斜

は
き
つ
く
な
る
。
コ
ー
ト
を
脱
い
で
も
汗

は
止
ま
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。

　

よ
う
や
く
中
腹
に
あ
る
茶
屋
に
辿
り
着

い
て
休
憩
。
「
今
年
は
93
歳
の
人
が
登
っ

て
き
ま
し
た
。
こ
の
先
の
登
り
坂
は
緩
い

勾
配
で
す
よ
」
と
い
う
茶
屋
の
方
の
言
葉

を
信
じ
て
、
再
び
山
頂
を
目
指
し
た
。
約

４
０
０
年
前
に
造
ら
れ
た
石
段
は
、
大
き

さ
や
形
の
異
な
る
た
め
、
一
つ
ひ
と
つ
確

認
を
し
な
が
ら
踏
み
し
め
る
。
黙
々
と
歩

い
て
い
る
と
現
在
の
自
分
と
対
峙
し
て
い

る
よ
う
な
気
持
ち
に
な
っ
た
。

　

出
発
し
て
約
１
時
間
、
よ
う
や
く
ゴ
ー

ル
の
鳥
居
が
見
え
た
と
き
、
石
段
に
彫
ら

れ
た
ひ
ょ
う
た
ん
の
絵
を
見
つ
け
た
。
こ

れ
は
２
４
４
６
段
の
石
段
に
あ
る
33
個
の

彫
り
も
の
を
す
べ
て
見
つ
け
る
と
願
い
が

叶
う
と
言
わ
れ
る
も
の
。
一
つ
し
か
見
つ

け
ら
れ
な
か
っ
た
け
ど
、
と
て
も
幸
せ
な

気
分
に
な
れ
た
。

出
羽
三
山
の
神
を
祀
る
社
殿
を
参
り

伝
統
的
な
精
進
料
理
を
味
わ
う

　

山
頂
に
建
つ
三
神
合
祭
殿
は
、
羽
黒

山
、
月
山
、
湯
殿
山
の
三
神
を
祀
る
茅
葺

木
造
建
築
の
大
社
殿
。
冬
は
積
雪
で
三
山

を
登
拝
で
き
な
い
た
め
に
設
け
ら
れ
た
。

こ
こ
を
参
る
と
三
山
を
巡
っ
た
こ
と
に
な

る
そ
う
。
そ
ん
な
話
を
聞
き
な
が
ら
、
し

ん
し
ん
と
雪
が
降
り
積
も
る
冬
景
色
も
美

し
い
だ
ろ
う
と
想
像
を
膨
ら
ま
す
。

　
豪
壮
な
社
殿
で
旅
の
無
事
を
祈
り
な
が

ら
、
銅
鏡
が
５
０
０
枚
以
上
埋
設
さ
れ
て

い
る
と
言
わ
れ
、
古
来
よ
り
神
秘
の
池
と

し
て
知
ら
れ
る
鏡
池
で
パ
ワ
ー
を
貰
っ
て
、

山
頂
の
手
前
に
あ
る
斎
館
へ
と
足
を
運
ん

だ
。

　

斎
館
の
精
進
料
理
は
、
山
伏
の
自
給
自

足
の
生
活
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
。
食
材
の

ほ
と
ん
ど
は
出
羽
三
山
か
ら
採
れ
る
山
菜

を
使
っ
て
い
る
そ
う
。
静
寂
な
雰
囲
気
の

中
で
い
た
だ
く
料
理
は
、
格
別
の
味
わ

い
。
自
然
の
恵
み
を
い
た
だ
き
、
体
中
に

パ
ワ
ー
が
み
な
ぎ
っ
た
。



PC プレス　2018 ／ Jan. ／ Vol.015  　08

遠
拝
所
と
し
て
栄
え
た
そ
う
。

　

本
堂
に
は
鉄
門
海
上
人
の
即
身
仏
が
安

置
さ
れ
て
い
る
。
入
門
以
来
、
多
く
の
人

の
病
を
治
し
た
り
、
困
窮
者
に
は
金
銭
を

施
し
、
１
万
人
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
集
め

て
地
元
で
難
所
と
言
わ
れ
る
加
茂
坂
峠
か

ら
鶴
岡
ま
で
の
間
に
新
道
を
開
通
さ
せ
た

そ
う
だ
。
そ
し
て
、
多
く
の
人
た
ち
を
苦

し
み
か
ら
救
済
す
る
た
め
に
、
自
ら
の
身

を
投
じ
て
厳
し
い
修
行
の
末
、
土
の
中
に

入
定
し
て
い
く
。
地
域
に
貢
献
し
、
庶
民

に
尊
敬
さ
れ
た
上
人
は
１
８
２
９
年
、
71

歳
で
即
身
仏
に
な
ら
れ
た
。
想
像
を
絶
す

る
世
界
に
触
れ
、
何
と
も
言
え
な
い
心
境

に
な
っ
た
。

▼ 湯殿山神社の大鳥居
赤い大鳥居が神社への入口。ここから歩いて本宮へと向かう。撮影禁止の聖域
で、参拝時には素足になり、お祓いを受けてからご神体を拝む

▲ 湯殿山 注連寺（大鰐口）
森敦が1951年晩夏からひと冬を過ごした体験を基に描いた小説『月山』（芥川
賞受賞）の舞台となった寺院。天上絵画や日本最大級の鰐口（仏教や神道で用
いる大鳴楽器）は『ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン』に認定。注連寺の大
鰐口は直径5尺5寸、重量100貫目

て
つ
も
ん
か
い
し
ょ
う
に
ん

そ
く
し
ん
ぶ
つ

ち
ゅ
う
れ
ん

じ

に
ゅ
う
じ
ょ
う

世
の
た
め
に
湯
殿
山
注
連
寺
で

即
身
仏
と
な
っ
た
鉄
門
海
上
人

　
羽
黒
山
か
ら
月
山
、
湯
殿
山
へ
と
歩
い

て
登
拝
し
た
か
っ
た
が
時
間
の
都
合
上
、

月
山
は
車
中
か
ら
望
む
こ
と
に
し
た
。
山

形
自
動
車
道
の
庄
内
あ
さ
ひ
Ｉ
Ｃ
か
ら
湯

殿
山
Ｉ
Ｃ
ま
で
走
り
、
月
山
に
連
な
る
標

高
１
５
０
４
メ
ー
ト
ル
の
湯
殿
山
へ
向
か

う
途
中
、
即
身
仏
が
祀
ら
れ
て
い
る
注
連

寺
に
立
ち
寄
っ
た
。

　

弘
法
大
師
空
海
に
よ
っ
て
開
か
れ
、
８

３
５
年
に
そ
の
弟
子
で
あ
る
真
然
大
徳
に

よ
っ
て
権
現
堂
が
建
立
。
湯
殿
山
は
女
人

禁
制
だ
っ
た
た
め
、
当
時
の
女
性
た
ち
の

口
外
を
禁
じ
る
湯
殿
山
神
社
で

生
命
を
産
み
出
す
神
秘
と
遭
遇

　
旅
の
最
後
を
締
め
く
く
っ
た
の
は
湯
殿

山
神
社
。紅
葉
に
色
づ
く
山
々
を
背
景
に
そ

び
え
る
大
き
な
鳥
居
が
出
迎
え
て
く
れ
た
。

　

出
羽
三
山
の
奥
宮
と
さ
れ
る
湯
殿
山
神

社
本
宮
は
、
写
真
撮
影
禁
止
で
参
拝
は
土

足
厳
禁
。「
語
る
な
か
れ
、聞
く
な
か
れ
」と

戒
め
ら
れ
、
松
尾
芭
蕉
の『
奥
の
細
道
』に

も
「
語
ら
れ
ぬ　

湯
殿
に
ぬ
ら
す　

袂
か

な
」と
記
さ
れ
て
い
る
。

　

神
社
に
社
殿
は
な
い
。湯
の
湧
き
出
る
御

神
体
に
触
れ
、自
然
の
森
羅
万
象
に
生
命
の

神
秘
を
強
烈
に
感
じ
た
。昔
の
人
た
ち
は
、

こ
の
聖
地
で
新
し
い
生
命
を
い
た
だ
き
、生

ま
れ
変
わ
り
を
実
感
し
た
の
だ
ろ
う
。

　
今
回
の
旅
で
は
、ま
ず
酒
田
と
鶴
岡
の
街

を
訪
ね
、北
前
船
が
も
た
ら
し
た
江
戸
時
代

の
繁
栄
ぶ
り
と
、庄
内
藩
士
が
発
展
さ
せ
明

治
維
新
後
の
日
本
近
代
化
に
大
き
く
貢
献

し
た
絹
産
業
の
足
跡
を
た
ど
っ
た
。次
に
出

羽
三
山
の
自
然
の
中
に
身
を
置
き
、目
に
見

え
な
い
も
の
に
畏
怖
の
念
を
抱
く
と
い
う

日
本
古
来
の
伝
統
文
化
を
体
感
し
た
。

　

山
形
庄
内
地
方
の
風
土
や
街
並
み
・

人
々
に
ふ
れ
心
が
洗
わ
れ
生
ま
れ
変
わ
っ

た
様
な
気
が
す
る
。
こ
の
気
持
ち
を
い
つ

ま
で
も
忘
れ
ず
に
新
し
い
年
を
ス
タ
ー
ト

さ
せ
た
い
と
思
う
。
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旅MAP

３つの
日本遺産ストーリー

出羽・庄内

酒田みなと酒田みなと
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