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仙
南
随
一
の
素
封
家
と
し

て
知
ら
れ
、国
登
録
の
有
形

文
化
財
で
も
あ
る
佐
藤
屋
邸
。

日
本
の
古
き
良
き
時
代
を
そ

の
姿
に
残
す
大
邸
宅
だ
。佐

藤
屋
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、地

域
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ら
で
構

成
さ
れ
る
組
織
で
、同
屋
敷

を
活
用
し
、大
河
原
町
の
文

化
や
魅
力
を
発
信
。後
世
に

歴
史
を
伝
え
よ
う
と
活
動
し

て
い
る
。２
月
末
の
ひ
な
祭

り
、そ
の
後
に
開
催
さ
れ
る

さ
く
ら
祭
り
で
も
一
般
開
放

さ
れ
、多
く
の
人
が
足
を
運

び
、現
代
へ
と
伝
わ
る
風
情

に
触
れ
る
場
と
な
っ
て
い
る
。



会長 渡辺常男さん

幹事 大友廣一さん

幹事 村上良雄さん

幹事 及川義行さん

　

山
形
県
米
沢
の
農
家
に
生
ま
れ
た
権

右
衛
門
が
大
河
原
の
豪
商
に
奉
公
に

入
っ
た
。こ
れ
が
佐
藤
屋
の
歴
史
の
始
ま

り
。そ
の
後
、独
立
す
る
と
商
売
の
才
覚

を
発
揮
し
、呉
服
や
醸
造
業
な
ど
を
展
開

し
て
ま
た
た
く
間
に
財
を
成
し
た
。味
噌

醤
油
の
販
売
は
、昭
和
初
期
に
は
関
東
ま

で
広
が
っ
た
と
い
う
。地
主
で
も
あ
り
、

か
な
り
の
小
作
人
を
抱
え
て
い
た
。

　

佐
藤
邸
は
明
治
か
ら
昭
和
に
か
け
て

建
築
さ
れ
た
も
の
で
、襖
絵
や
建
具
な
ど

に
当
時
の
職
人
の
技
術
が
垣
間
見
え
る
。

特
に
邸
宅
の
設
計
は
、瑞
宝
殿
の
再
建
に

地
域
が
誇
る
文
化
財

ち
が
使
え
る
よ
う
に
し
て
ほ
し
い
」と
要
望

し
た
の
を
き
っ
か
け
と
し
て
、ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

サ
ー
ク
ル
で
あ
る
佐
藤
屋
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は

平
成
23
年
に
立
ち
上
が
っ
た
。

　

同
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、町
の
発
展
や
文

化
の
継
承
を
目
的
と
し
て
、風
格
の
あ
る

屋
敷
を
生
か
し
た
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
し

て
い
る
。こ
れ
ま
で
地
域
外
の
イ
ベ
ン
ト

に
赴
い
て
研
修
を
行
い
、定
期
的
な
会
議

も
開
い
て
活
動
の
内
容
を
煮
詰
め
て
き

た
。佐
藤
屋
で
2
月
下
旬
か
ら
開
か
れ
る

ひ
な
ま
つ
り
は
、平
成
27
年
に
初
開
催
し

て
今
年
で
7
回
目
。き
っ
か
け
に
な
っ
た

の
は
、町
内
に
昔
の
ひ
な
人
形
が
多
数

あ
っ
た
こ
と
だ
っ
た
。特
に
関
西
圏
で
多

関
わ
っ
た
建
築
家
・
小
倉
強
氏
に
よ
る
も

の
で
あ
る
。大
河
原
町
の
文
化
財
保
護
委

員
長
を
務
め
、プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
も
参
加

す
る
及
川
義
行
さ
ん
は「
丁
寧
な
仕
事
や

吟
味
さ
れ
た
材
料
、空
間
表
現
な
ど
贅
を

尽
く
し
て
い
る
の
が
分
か
る
」と
話
す
。

日
本
庭
園
の
よ
う
な
趣
が
あ
り
、前
庭
、

中
庭
も
あ
る
。ど
こ
か
ら
で
も
庭
が
見
え

る
作
り
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
も
こ

だ
わ
り
を
感
じ
る
。

　

平
成
の
初
め
に
醸
造
業
を
廃
業
し
た
た

め
、同
邸
は
無
人
の
状
態
が
続
い
て
い
た
。

佐
藤
家
の
９
代
目
当
主
が「
町
民
の
人
た

町
に
活
気
を

時代によって変わる雛飾りの魅力を、屋敷の雰囲気が引き立てている
（過去に開催されたひなまつりの様子）



者
は
約
千
人
を
数
え
る
。来
場
者
の
中
に

は
、そ
の
独
特
な
空
気
に
思
わ
ず
息
を
呑

む
人
も
い
る
ほ
ど
だ
。

　

そ
れ
も
そ
の
は
ず
、準
備
は
段
の
設

置
だ
け
で
２
日
間
を
か
け
、そ
れ
以
前

の
準
備
に
も
数
カ
月
を
掛
け
る
。同
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
作
り
上
げ
る
お
も
て
な

し
の
精
神
に
あ
ふ
れ
て
い
る
の
だ
。雛
飾

り
の
ほ
か
に
吊
る
し
飾
り
や
シ
ャ
ド
ー

ボ
ッ
ク
ス
の
展
示
、折
り
紙
の
ク
ラ
フ
ト

コ
ー
ナ
ー
、物
産
販
売
が
あ
り
、ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
も
開
催
さ
れ
る
な
ど
、内
容
は

盛
り
だ
く
さ
ん
だ
。

　

ま
た
、同
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、４
月
の

さ
く
ら
ま
つ
り
で
も
休
み
処
と
し
て
佐

藤
屋
を
開
放
し
て
い
る
。大
河
原
町
の
誇

る
一
目
千
本
桜
を
楽
し
ん
だ
後
、く
つ
ろ

げ
る
場
所
と
し
て
茶
席
や
弁
当
の
提
供

を
行
っ
て
お
り
、琴
や
ピ
ア
ノ
、フ
ル
ー

ト
、バ
ン
ド
な
ど
の
演
奏
も
楽
し
め
る
。

弁
当
は
蔵
王
の
イ
タ
リ
ア
料
理
店
が
出

張
で
担
当
す
る
な
ど
、さ
ま
ざ
ま
な
文
化

が
混
在
す
る
の
も
魅
力
だ
。

　
昨
年
10
月
は
奥
州
街
道
の
様
子
を
紹
介

す
る
パ
ネ
ル
企
画
展
を
実
施
し
た
。武
士

の
い
な
い
農
民
の
町
だ
っ
た
江
戸
時
代
の

大
河
原
。そ
こ
に
街
道
が
で
き
、宿
や
食
事

く
見
ら
れ
て
い
た
御
殿
雛
と
い
う
珍
し

い
ひ
な
人
形
も
あ
り
、そ
れ
ら
を
借
り
て

一
堂
に
展
示
す
る
こ
と
に
し
た
。

　

ひ
な
人
形
と
一
口
に
言
っ
て
も
そ
の

歴
史
は
と
て
も
古
く
、年
代
に
よ
っ
て
形

式
も
変
わ
っ
て
く
る
。現
在
の
ひ
な
人
形

の
始
祖
と
い
え
る
の
は
、江
戸
初
期
の
寛

永
雛
で
、そ
れ
ま
で
は
紙
で
平
面
的
だ
っ

た
も
の
が
立
体
の
人
形
と
な
っ
た
。現
代

の
も
の
と
比
べ
る
と
、小
柄
な
う
え
に
装

飾
も
質
素
で
、髪
や
冠
も
墨
で
塗
ら
れ
る

の
み
だ
っ
た
。そ
の
後
、江
戸
中
期
に
登

場
し
た
享
保
雛
は
大
型
に
な
り
、衣
装
に

も
綿
や
刺
し
ゅ
う
を
入
れ
た
手
の
込
ん

だ
作
り
に
な
っ
て
い
く
。江
戸
末
期
あ
た

り
に
登
場
す
る
古
今
雛
は
、現
在
の
段
飾

り
に
つ
な
が
る
部
分
が
多
く
、職
人
技
の

光
る
豪
華
で
写
実
的
な
造
形
と
な
っ
て

い
る
。

　

一
方
、御
殿
雛
は
京
都
御
所
で
行
わ
れ

る
春
の
宴
を
模
し
て
お
り
、豪
華
な
屋
敷

の
作
り
な
ど
が
特
徴
。現
在
の
段
飾
り

と
は
ま
た
ち
が
う
空
間
表
現
が
魅
力
と

な
っ
て
い
る
。

　

佐
藤
屋
で
の
ひ
な
ま
つ
り
は
、そ
れ
ぞ

れ
の
時
代
の
雛
飾
り
が
並
ぶ
た
め
、長
い

歴
史
の
変
遷
を
楽
し
め
る
。そ
れ
を
さ
ら

に
魅
力
的
に
し
て
い
る
の
は
、や
は
り
屋

敷
の
す
ば
ら
し
さ
だ
。和
の
雰
囲
気
に
包

ま
れ
る
ひ
と
時
は
、現
代
で
は
な
か
な
か

味
わ
え
な
い
。ま
つ
り
の
３
日
間
で
来
場

処
の
誕
生
と
と
も
に
問
屋
が
力
を
持
ち
、

や
が
て
商
人
の
数
を
増
や
し
て
い
く
。そ

ん
な
町
の
歴
史
や
変
遷
を
ひ
も
解
く
展
示

は
、多
く
の
人
で
に
ぎ
わ
っ
た
。

　

同
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
会
長
を
務
め
る

渡
辺
常
男
さ
ん
は「
大
河
原
町
の
人
た

ち
に
歴
史
や
文
化
を
知
っ
て
も
ら
い
、後

世
に
伝
え
て
い
く
の
が
重
要
な
使
命
」と

強
い
思
い
を
に
じ
ま
せ
る
。そ
の
う
え

で「
小
中
学
校
の
子
ど
も
た
ち
に
向
け
た

文
化
を
後
世
に

取
り
組
み
も
展
開
し
、町
の
良
さ
や
愛
着

の
醸
成
に
つ
な
げ
ら
れ
た
ら
」と
話
す
。

町
の
歴
史
を
上
映
す
る
た
め
の
映
像
メ

デ
ィ
ア
や
、ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
も
完
成

し
て
お
り
、今
後
は
そ
れ
ら
を
い
か
に
活

用
し
て
い
く
か
が
課
題
だ
と
い
う
。

　

地
域
の
伝
統
を
守
り
な
が
ら
、そ
れ
を

後
世
に
伝
え
て
い
く
佐
藤
屋
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
の
取
り
組
み
は
、こ
れ
か
ら
も
続

く
。ま
ず
は
ひ
な
ま
つ
り
に
足
を
運
ん
で

み
よ
う
。大
河
原
町
の
持
つ
隠
れ
た
魅
力

が
そ
こ
に
あ
る
は
ず
だ
。

文化財とひな人形が織りなす和の世界

JR東北本線高速道路（東北自動車道）
JR大河原駅西口から徒歩約10分。村田I.Cから大河原方面へ車で約20分。

白石I.Cから仙台方面へ車で約20分。

大河原郵便局〒

大河原町
中央公民館
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公民館第2駐車場 NTT
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白 石 川
佐藤屋

至仙台至福島

至仙台至福島
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車
で
来
場
す
る
場
合

大
河
原
駅
前
ビ
ル
オ
ー
ガ
駐
車
場
（
2
時
間
ま
で
無

料
・
2
時
間
以
上
有
料
／
会
場
ま
で
徒
歩
10
分
）、
ま

た
は
中
央
公
民
館
第
2
駐
車
場
が
利
用
で
き
る
。

第七回 おおがわら佐藤屋でひなまつり
日　時 2月28（金）～3月1日（日）
 10：00～16：00（最終日15：00まで）
会　場 国登録有形文化財 佐藤屋
 大河原町字町200（大河原町中央公民館隣）
内　容 ひな人形展示・田畑登茂子作品展・
 カフェコーナー・茶席
 ワークショップ（参加者募集）
問合せ 080-3658-9629（渡辺）
 https://www.satouya-project.com/

佐藤屋は大河原町中央公民館の隣に位置する




