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仙
台
城
下
町
誕
生
と
堤
町
・
通
町

千　

葉　

正　

樹

は
じ
め
に　

─
佐
大
史
料
の
語
る
地
域
─

昨
日
（
二
〇
一
〇
年
六
月
十
四
日
）
ま
で
佐
大
窯
の
史
料
調
査
を
し
て
い
ま
し
た
。
ま
だ
完
全

に
は
終
わ
っ
て
は
い
な
い
の
で
す
が
、
そ
こ
で
得
た
最
新
の
話
に
少
々
触
れ
な
が
ら
、
話
を
さ
せ

て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

昭
和
十
一
年
に
描
か
れ
た
地
図
は
、
大
変
興
味
深
い
も
の
で
す
。
通
町
筋
の
北
は
ず
れ
が
青

葉
神
社
で
す
。
そ
の
と
な
り
に
は
、
青
葉
神
社
と
同
じ
大
き
さ
で
、
支
倉
六
右
衛
門
の
墓
と
書

い
て
あ
り
ま
す
。
支
倉
常
長
の
存
在
が
、
昭
和
十
一
年
で
も
か
な
り
注
目
を
集
め
て
い
た
こ
と

が
わ
か
り
ま
す
。

北
仙
台
駅
付
近
で
は
、
勾
当
台
あ
た
り
か
ら
点
線
で
引
い
た
区
画
が
の
び
て
い
ま
す
。
こ
れ

は
都
市
計
画
道
路
が
動
き
始
め
て
い
る
様
子
と
思
わ
れ
ま
す
。
現
在
の
太
い
市
役
所
前
道
路
の

原
型
で
す
。
や
が
て
、
国
道
四
号
線
が
再
編
さ
れ
、
堤
町
は
そ
の
ル
ー
ト
か
ら
外
れ
ま
す
が
、

こ
の
地
図
は
そ
れ
よ
り
少
し
前
で
す
か
ら
、
堤
町
の
交
通
は
繁
華
だ
っ
た
で
し
ょ
う
。
ま
た
、

仙
台
軌
道
会
社
と
い
う
鉄
道
会
社
が
あ
り
、
北
へ
線
路
が
走
っ
て
い
ま
す
。

昭和11（1936）年『仙台市全図』の城下町北部
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地
図
の
上
で
通
町
を
北
に
行
き
ま
す
と
、
青
葉
神
社
近
く
の
角
が
い
わ
ゆ
る
検
断
屋
敷
に
な
っ
て
い
ま

す
。
周
辺
の
道
路
は
現
在
も
残
っ
て
い
ま
す
。
現
在
私
た
ち
が
使
っ
て
い
る
道
は
、
江
戸
時
代
に
開
か
れ

た
道
路
が
そ
の
ま
ま
使
わ
れ
て
い
る
と
い
う
の
が
よ
く
わ
か
り
ま
す
。

堤
の
佐
大
窯
（
佐
藤
家
）、
通
称
佐
大
で
は
現
在
、
工
場
と
し
て
用
い
て
い
た
家
屋
が
そ
の
ま
ま
残
っ

て
お
り
ま
し
て
、
佐
大
ギ
ャ
ラ
リ
ー
と
し
て
、
堤
焼
に
か
か
わ
る
貴
重
な
史
料
を
保
存
公
開
し
て
い
ま

す
。
ま
た
、
こ
こ
に
は
数
百
点
の
文
書
史
料
が
残
っ
て
お
り
、
四
、五
年
前
に
宮
城
歴
史
資
料
保
全
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
の
お
手
伝
い
を
得
て
調
査
に
入
り
、
今
回
二
度
目
の
調
査
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。

佐
大
の
史
料
を
見
ま
す
と
、
そ
こ
に
ふ
た
つ
の
顔
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
感
じ
ま
す
。

ひ
と
つ
目
の
顔
が
、
戊
辰
戦
争
の
と
き
の
も
の
で
す
。
ひ
と
つ
の
史
料
は
、
四
番
御
組
の
銃
隊
長
が
差

出
人
に
な
っ
て
い
ま
す
。
一
番
、
二
番
、
三
番
、
四
番
と
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
、
組
を
つ
く
っ
て
編
制

さ
れ
た
部
隊
の
な
か
の
四
番
目
の
鉄
砲
隊
か
ら
出
さ
れ
た
上
申
書
の
よ
う
で
す
。
堤
は
足
軽
た
ち
の
住
ん

で
い
た
町
で
す
。
堤
焼
の
印
象
か
ら
の
ど
か
で
平
和
な
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
に
住
ん
で
い
た

足
軽
た
ち
は
、
特
に
鉄
砲
隊
と
し
て
最
前
線
に
立
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
戊
辰
戦
争
に
も
出
兵
し
て
い
ま

す
。
こ
の
戦
争
で
か
な
り
の
数
が
戦
死
し
て
い
る
と
い
う
よ
う
す
が
、こ
の
史
料
か
ら
う
か
が
え
ま
し
た
。

こ
の
史
料
は
、
佐
藤
家
の
も
の
と
い
う
よ
り
、
足
軽
の
組
頭
と
思
わ
れ
る
中
川
家
が
、
こ
の
堤
町
か
ら
べ

つ
の
場
所
に
移
転
さ
れ
る
さ
い
に
、
佐
藤
家
が
引
き
継
が
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

も
う
ひ
と
つ
の
史
料
の
顔
が
、
堤
焼
に
ま
つ
わ
る
も
の
で
す
。
た
と
え
ば
、
松
葉
を
燃
料
と
し
て
取
引

を
し
て
い
る
と
い
う
内
容
が
う
か
が
え
る
通
い
帳
形
態
の
史
料
が
あ
り
ま
す
。
佐
大
は
堤
焼
の
生
産
者
と

し
て
主
力
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
を
象
徴
す
る
よ
う
に
、
近
現
代
の
松
葉
や
薪
、
生
産
し
た
焼
き
物

を
取
り
扱
っ
た
通
い
帳
が
た
く
さ
ん
残
っ
て
お
り
ま
し
た
。

佐大窯の登り窯佐大窯史料（戊辰戦争時の文書）
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仙
台
城
下
町
誕
生
と
堤
町
・
通
町

と
く
に
生
活
雑
器
を
か
な
り
広
範
に
取
引
し
て
い
た
様
子
が
う
か
が
え
、
製
品
は
、
気
仙
沼
や
一
関
、

さ
ら
に
は
山
越
し
で
馬
車
を
用
い
て
山
形
方
面
へ
も
出
荷
し
て
い
た
よ
う
で
す
。
そ
の
後
、
生
産
の
主
力

は
土
管
に
な
っ
て
い
っ
た
よ
う
で
、
佐
藤
さ
ん
の
奥
さ
ま
に
よ
り
ま
す
と
、
最
後
の
生
産
は
昭
和
五
十
六

年
三
月
だ
っ
た
そ
う
で
す
。
最
後
ま
で
需
要
が
あ
っ
た
の
は
、
鋳
物
の
「
湯
」、
す
な
わ
ち
溶
け
た
鉄
を

流
し
込
む
た
め
の
耐
火
性
の
強
い
、
細
い
土
管
で
し
た
。
こ
の
仙
台
の
町
に
深
く
か
か
わ
っ
て
き
た
生
産

者
の
集
団
と
し
て
の
側
面
が
う
か
が
え
ま
す
。

足
軽
家
で
あ
り
、
堤
焼
生
産
者
で
あ
る
と
い
う
佐
大
の
ふ
た
つ
の
顔
は
、
仙
台
城
下
町
北
部
地
域
の

持
っ
て
い
る
ふ
た
つ
の
性
格
を
そ
の
ま
ま
表
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

堤
町
は
城
下
町
の
北
の
境
界
地
域
で
す
。
堤
の
足
軽
た
ち
は
、
そ
こ
を
守
る
と
い
う
役
割
が
与
え
ら
れ

て
い
る
わ
け
で
す
。
彼
等
は
藩
直
属
の
足
軽
で
あ
っ
て
、
一
三
二
名
で
構
成
さ
れ
、
お
そ
ら
く
鉄
砲
組
で

し
た
。
家
禄
は
知
行
地
を
直
接
も
ら
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。
十
六
石
か
ら
四
十
六
石
と
い
う
知
行
が
宛
わ

れ
て
い
て
、
平
均
し
て
十
六
・
九
石
と
い
う
数
字
に
な
り
ま
す
。
堤
御
足
軽
と
呼
ば
れ
る
集
団
が
平
や
丸

森
方
面
で
実
戦
に
参
加
し
、
次
三
男
坊
も
そ
の
と
き
動
員
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
治
三
十
八
年
に
書
か
れ

た
記
録
か
ら
も
う
か
が
え
ま
す
。

現
在
、
堤
の
町
を
歩
き
ま
す
と
、
江
戸
時
代
の
家
屋
を
利
用
し
た
と
思
わ
れ
る
建
物
が
あ
り
ま
す
。
昭

和
三
十
八
年
の
堤
町
の
状
況
を
描
い
た
絵
画
史
料
か
ら
は
、
足
軽
集
落
特
有
の
興
味
深
い
景
観
が
伝
え
ら

れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

足
軽
屋
敷
は
、
仙
台
藩
の
場
合
、
間
口
が
七
間
、
奥
行
き
が
二
十
五
間
と
い
う
の
が
基
準
で
し
た
。
堤

も
同
じ
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
普
通
の
町
屋
よ
り
も
ひ
と
ま
わ
り
広
く
な
っ
て
い
ま
す
。
堤
町
界
隈

は
、
全
体
に
茅
葺
屋
根
が
多
い
景
観
を
な
し
て
い
た
よ
う
で
す
。
昭
和
に
な
り
ま
す
と
瓦
葺
も
出
て
き
ま

佐大窯史料（松葉取引の通帳）足軽屋敷の原型をとどめる家屋
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す
が
、
佐
大
の
奥
さ
ま
は
か
な
り
後
ま
で
茅
葺
の
家
屋
も
残
っ
て
い
た
と
記
憶
さ
れ
て
い
ま
す
。
仙
台
城

下
町
周
縁
の
足
軽
屋
敷
地
帯
は
、
周
辺
の
農
村
地
帯
と
連
続
し
た
景
観
構
造
を
持
っ
て
い
た
と
言
え
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

足
軽
は
武
装
し
て
お
り
、
藩
の
た
め
に
軍
事
的
に
動
員
さ
れ
る
存
在
で
す
が
、
家
屋
そ
の
も
の
は
、
ど

ち
ら
か
と
い
う
と
町
屋
に
近
い
形
態
で
す
。
武
家
屋
敷
は
道
路
と
は
門
と
塀
で
隔
て
ら
れ
、
庭
な
ど
の
空

間
を
挟
ん
で
屋
敷
が
建
て
ら
れ
ま
し
た
が
、
足
軽
屋
敷
は
直
接
道
路
に
家
屋
が
面
し
て
い
る
と
い
う
特
長

が
見
ら
れ
ま
す
。
堤
の
町
で
聞
い
た
と
こ
ろ
、
屋
敷
の
間
も
塀
な
ど
で
区
分
す
る
こ
と
は
な
く
、
あ
い
だ

に
通
路
を
挟
ん
で
隣
り
合
っ
て
い
る
と
い
う
状
態
だ
っ
た
そ
う
で
す
。

ま
た
、
こ
の
地
域
は
、
城
下
町
の
北
の
境
界
と
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
に
面
白
い
話
が
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

堤
の
す
ぐ
北
側
に
「
し
ん
す
け
壇
」
と
呼
ば
れ
る
小
高
い
と
こ
ろ
が
あ
り
、
こ
こ
に
は
隠
れ
キ
リ
シ
タ
ン

の
遺
骸
を
納
め
た
と
い
う
伝
承
が
あ
り
ま
す
。
塩
漬
け
に
さ
れ
た
キ
リ
シ
タ
ン
の
遺
骸
を
、
仙
台
藩
領
北

部
か
ら
運
ん
で
き
て
、
城
下
に
は
入
れ
ず
に
こ
こ
で
埋
め
た
と
い
う
伝
承
で
す
。全
国
的
な
傾
向
と
し
て
、

キ
リ
シ
タ
ン
伝
承
に
は
日
蓮
宗
の
寺
院
が
関
係
す
る
こ
と
が
よ
く
あ
り
ま
す
。
そ
の
せ
い
で
し
ょ
う
か
、

こ
こ
に
は
日
蓮
宗
の
寺
院
が
存
在
い
た
し
ま
す
。

ま
た
、
佐
大
の
北
隣
に
は
御
仲
下
改
役
所
（
お
す
あ
い
し
ょ
）
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
仲
下
と
い
う
部

分
は
本
来
、
中
国
語
の
難
し
い
漢
字
で
、
も
の
の
中
継
ぎ
を
意
味
し
て
い
た
よ
う
で
す
。
こ
こ
は
仙
台
城

下
町
の
北
の
入
り
口
で
、
商
い
荷
の
統
制
や
通
行
税
の
徴
収
な
ど
を
お
こ
な
っ
て
い
た
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
。
堤
の
足
軽
が
そ
こ
の
警
護
に
あ
た
っ
て
い
た
と
い
う
伝
承
は
あ
り
ま
す
が
、
幕
末
期
の
御
仲
下
改
役

所
は
、
大
町
商
人
で
あ
る
中
井
家
の
管
理
下
に
あ
っ
た
よ
う
で
、
実
際
は
ど
の
よ
う
に
足
軽
が
か
か
わ
っ

て
い
た
の
か
は
定
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
一
番
北
の
ポ
イ
ン
ト
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

御仲下改役所跡 「昭和三十八年堤町之図」（佐大ギャラリー史料）
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仙
台
城
下
町
誕
生
と
堤
町
・
通
町

は
間
違
い
な
い
と
思
い
ま
す
。
こ
こ
に
は
最
近
ま
で
茅
葺
屋
根
の
御
仲
下
改
役
所
の
遺
構
が
存
在
し
て
お

り
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
堤
の
周
辺
は
交
通
の
要
衝
で
、
仙
台
の
北
の
玄
関
口
と
い
う
性
質
を
長
く
保
持
し
て
い

ま
し
た
。
古
く
は
奥
州
街
道
が
通
り
、
や
が
て
国
道
四
号
線
と
な
り
、
仙
山
線
が
通
り
、
仙
台
市
の
市
電

が
通
り
、
そ
の
市
電
の
機
能
を
継
承
し
て
地
下
鉄
が
通
り
、
と
い
っ
た
具
合
に
、
仙
台
の
北
部
に
お
い
て
、

交
通
の
軸
線
で
あ
り
続
け
て
い
た
と
い
う
特
徴
を
持
っ
て
い
ま
す
。

も
う
ひ
と
つ
が
、
城
下
町
北
部
の
窯
業
地
帯
と
い
う
様
相
で
す
。
焼
き
物
の
生
産
と
し
て
は
堤
焼
の
前

身
と
し
て
杉
山
焼
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
平
安
時
代
に
さ
か
の
ぼ
る
、
台
原
一
帯

に
お
け
る
窯
業
生
産
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
た
し
か
に
、
こ
の
あ
た
り
は
か
な
り
豊
富
な
赤
土
の
粘
土
が

採
れ
、
赤
松
や
そ
の
松
葉
な
ど
の
燃
料
が
あ
り
ま
し
た
。
梅
田
川
な
ど
の
水
が
豊
富
で
あ
る
と
い
う
条
件

も
加
わ
っ
て
、
古
代
か
ら
こ
の
地
帯
一
帯
で
ず
っ
と
焼
き
物
が
つ
く
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

元
禄
七
年
（
一
六
九
四
）
に
な
る
と
、
仙
台
藩
は
江
戸
か
ら
上
村
万
衛
門
と
い
う
陶
工
を
招
聘
し
て
、

堤
町
に
お
い
て
陶
器
を
つ
く
る
技
術
を
指
導
さ
せ
て
い
ま
す
。
仙
台
藩
の
保
護
・
奨
励
の
も
と
に
、
城
下

町
北
部
地
域
の
窯
業
生
産
が
続
い
た
わ
け
で
す
。

明
治
元
年
（
一
八
六
八
）
の
仙
台
城
下
を
描
い
た
図
に
は
、
堤
町
や
通
町
も
描
か
れ
て
い
ま
す
。
通
町

の
北
の
は
ず
れ
に
大
き
い
建
物
が
見
え
ま
す
が
、
こ
れ
が
検
断
屋
敷
と
呼
ば
れ
て
い
る
屋
敷
で
あ
っ
た
と

思
わ
れ
ま
す
。

現
在
、
青
葉
神
社
に
な
っ
て
い
る
部
分
に
東
昌
寺
と
書
い
て
あ
り
ま
す
が
、
も
と
も
と
東
昌
寺
は
こ
こ

に
あ
っ
て
、
明
治
期
に
青
葉
神
社
が
で
き
た
と
き
に
、
少
し
横
に
ず
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

奥
州
街
道
は
、
通
町
を
登
っ
て
行
き
ま
す
。
そ
の
手
前
に
堤
防
が
築
か
れ
て
、
西
側
に
大
き
い
た
め
池

「昭和三十八年堤町之図」（佐大ギャラリー史料）
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が
で
き
て
い
ま
し
た
。
御
仲
下
改
役
所
と
佐
大
ら
し
い
家
屋
も
描
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
あ
た
り
に
は
、

崖
に
削
っ
た
よ
う
な
筋
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
て
、
ど
う
も
堤
焼
の
粘
土
を
採
取
し
た
跡
だ
っ
た
よ
う
で

す
。
そ
し
て
、
そ
の
粘
土
が
利
用
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
、
こ
の
絵
図
を
見
る
と
、
北
七
番
丁
あ
た
り
に

登
り
窯
が
築
か
れ
て
い
ま
す
。
堤
焼
は
陶
器
で
す
が
、
一
時
期
、
磁
器
で
あ
る
切
込
焼
を
仙
台
城
下
で
製

造
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
い
う
記
録
が
あ
り
ま
す
。
私
は
ど
う
も
こ
の
絵
図
が
、
そ
の
と
き
の
窯
を
描
写

し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
ほ
か
、
こ
の
一
帯
は
、
通
町
の
北
部
か
ら
木
町
の
北
部
に
瓦
焼
の
職
人
が
か
な
り
住
ん
で
い
て
、

昭
和
四
十
年
代
ぐ
ら
い
ま
で
は
生
産
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
一
帯
が
広
い
窯
業
生
産
地
帯
、
焼
き
物
生
産

地
帯
を
な
し
て
い
た
こ
と
が
、
北
部
の
特
長
に
な
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。

こ
の
佐
大
の
文
書
の
な
か
に
、な
ぜ
か
『
卒
禄
高
取
調
帳
』
と
い
う
仙
台
県
の
史
料
が
入
っ
て
い
ま
す
。

た
と
え
ば
「
元
高
拾
九
石
弐
斗
弐
升
宛
」
の
足
軽
が
改
正
さ
れ
て
、「
限
米
三
石
六
斗
宛
」
に
な
る
と
い

う
記
述
が
あ
り
ま
す
。も
と
も
と
知
行
で
も
ら
っ
て
い
ま
す
の
で
、
十
九
石
の
知
行
を
も
ら
っ
て
い
れ
ば
、

だ
い
た
い
手
取
り
が
十
石
く
ら
い
で
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
「
限
米
」
と
は
、
仙
台
県
に
な
っ
た
と
き
に

お
米
で
直
接
支
給
す
る
体
制
に
切
り
替
わ
っ
た
こ
と
に
か
か
わ
る
の
で
し
ょ
う
。
知
行
地
を
取
り
上
げ
ら

れ
、
収
入
が
半
分
以
下
に
下
が
っ
て
し
ま
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
地
域
に
お
け
る
焼

き
物
の
生
産
は
、
ち
ょ
う
ど
明
治
を
迎
え
た
堤
の
足
軽
た
ち
に
と
っ
て
は
、
大
変
重
要
な
生
業
の
根
幹
を

な
し
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

「明治元年現状仙台城市之図」の城下北部
（仙台市博物館蔵／高倉淳ほか『絵図・地図でみる仙台』今野印刷　1994より引用）
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仙
台
城
下
町
誕
生
と
堤
町
・
通
町

1　

初
期
仙
台
城
下
絵
図
の
堤
町
・
通
町
地
域

窯
業
生
産
地
帯
と
い
う
話
は
さ
て
お
き
、
本
日
は
、
境
界
の
領
域
、
交
通
の
要
衝
と
し
て
の
性
格
に
ポ

イ
ン
ト
を
置
い
て
こ
の
地
域
の
空
間
を
読
み
説
い
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

正
保
二
年
（
一
六
四
七
）
の
「
奥
州
仙
台
城
絵
図
」
に
よ
る
城
下
北
部
地
域
を
見
て
み
ま
す
と
、
奥
州

街
道
に
沿
っ
て
、
南
か
ら
北
八
番
丁
ぐ
ら
い
ま
で
町
屋
敷
で
、
そ
の
北
は
足
軽
屋
敷
と
い
う
構
成
に
な
っ

て
い
ま
す
。
そ
の
最
北
端
が
東
に
屈
曲
し
、
そ
の
か
た
わ
ら
は
足
軽
屋
敷
が
つ
な
が
っ
て
い
る
よ
う
な
描

写
に
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
北
に
は
堤
町
が
み
え
ま
せ
ん
。
奥
州
街
道
の
北
端
に
「
堤
」
と
い

う
字
が
小
さ
く
見
え
て
い
ま
す
。
堤
町
の
す
ぐ
南
あ
た
り
が
堤
防
状
に
な
っ
て
い
て
、
水
が
た
ま
り
始
め

て
い
た
こ
と
を
示
す
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

奥
州
街
道
の
西
側
を
見
る
と
、
北
七
番
丁
か
ら
南
は
、
ず
っ
と
侍
屋
敷
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
北

側
は
足
軽
屋
敷
と
寺
屋
敷
で
す
。
木
町
通
り
沿
い
に
足
軽
屋
敷
が
か
な
り
深
く
展
開
し
て
い
る
の
も
興
味

深
い
と
こ
ろ
で
す
。

一
方
、
奥
州
街
道
と
木
町
通
に
挟
ま
れ
た
、
つ
ま
り
両
方
の
足
軽
屋
敷
の
裏
側
の
場
所
は
、
こ
の
絵
図

で
は
空
白
に
な
っ
て
い
ま
す
。
未
利
用
地
だ
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
思
い
ま
す
。

奥
州
街
道
東
側
を
見
て
い
き
ま
す
と
、
北
四
番
丁
か
ら
北
側
で
は
、
奥
州
街
道
の
東
側
は
す
べ
て
水
田

だ
っ
た
わ
け
で
す
。
つ
ま
り
、
二
代
藩
主
伊
達
忠
宗
の
時
代
に
い
た
っ
て
も
、
都
市
化
し
て
い
な
か
っ
た

と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

そ
れ
か
ら
十
九
年
た
っ
た
寛
文
四
年
（
一
六
六
四
）
の
絵
図
で
は
、
北
部
の
奥
州
街
道
沿
い
に
は
「
鍛

冶
町
」
と
表
記
さ
れ
て
い
て
、
こ
れ
は
北
鍛
冶
町
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
の
北
鍛
冶
町
の
北
に
「
職
人
衆
」

正保2（1647）年「奥州仙台城絵図」の城下北部
（斎藤報恩会蔵／『絵図・地図でみる仙台』）
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と
書
い
た
土
地
が
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
北
側
に
は
「
御
足
軽
衆
」
と
い
う
表
記
が
続
い
て
い
き
ま
す
。

奥
州
街
道
に
接
続
す
る
北
山
の
通
り
に
は
、「
東
昌
寺
門
前
」と
い
う
字
が
初
め
て
現
れ
ま
す
。現
在
残
っ

て
い
る
検
断
屋
敷
の
場
所
が
東
昌
寺
門
前
で
す
。
こ
の
門
前
と
は
東
昌
寺
に
所
属
す
る
町
屋
を
意
味
し
て

い
ま
す
。
ふ
つ
う
の
町
は
、
町
役
な
ど
の
様
々
な
役
を
藩
に
対
し
て
納
め
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
東
昌

寺
門
前
の
住
人
は
、
東
昌
寺
に
さ
ま
ざ
ま
な
役
を
上
納
し
て
い
ま
し
た
。
正
保
期
に
未
利
用
地
で
あ
っ
た

場
所
に
、
東
昌
寺
の
門
前
町
屋
が
形
成
さ
れ
た
の
で
す
。

東
昌
寺
を
東
に
登
っ
て
行
き
ま
す
と
、
堤
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
水
面
が
、
か
な
り
広
が
っ
て
い
る

の
が
目
に
つ
き
ま
す
。
そ
の
北
側
の
堤
町
の
あ
る
あ
た
り
に
、「
御
足
軽
衆
」
と
い
う
文
字
が
見
え
ま
す
。

こ
の
こ
ろ
ま
で
に
堤
の
足
軽
町
が
開
か
れ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

こ
の
絵
図
に
は
、
奥
州
街
道
東
側
の
水
田
地
帯
で
、
薄
く
白
い
線
が
堤
の
水
面
に
向
か
っ
て
の
び
て
い

ま
す
。
現
在
の
堤
通
の
線
で
す
。
こ
の
線
は
両
側
か
ら
水
田
の
色
を
塗
っ
て
き
て
、
そ
の
部
分
だ
け
わ
ざ

と
色
を
塗
り
残
し
て
い
ま
す
。
忠
宗
の
時
代
、
奥
州
街
道
の
東
側
で
は
、
北
四
番
丁
か
ら
北
側
全
体
が
か

つ
て
は
水
田
で
し
た
。
や
が
て
仙
台
北
部
一
帯
の
利
用
が
進
み
、
寛
文
の
絵
図
で
は
北
六
番
町
ま
で
侍
屋

敷
群
が
北
上
し
て
き
ま
す
。
さ
ら
に
こ
こ
、
現
在
の
堤
通
に
道
路
を
一
筋
つ
く
っ
て
、
両
側
を
開
発
し
よ

う
と
す
る
趨
勢
が
見
て
と
れ
る
も
の
と
し
て
、
こ
の
絵
図
は
た
い
へ
ん
興
味
深
い
と
思
い
ま
す
。

2　

政
宗
の
第
Ⅰ
期
城
下
町
と
奥
州
街
道

で
は
、
こ
の
最
初
の
二
枚
の
絵
図
の
変
化
を
念
頭
に
お
き
、
最
初
の
仙
台
城
下
町
づ
く
り
の
変
遷
に
つ

い
て
見
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
伊
達
政
宗
に
よ
る
第
Ⅰ
期
の
城
下
町
と
奥
州
街
道
は
、
い
っ
た
い
ど

寛文4（1664）年『仙台城下絵図』の堤町・通町地域
（宮城県図書館蔵／『絵図・地図でみる仙台』）
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仙
台
城
下
町
誕
生
と
堤
町
・
通
町

の
よ
う
に
展
開
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。

『
東
奥
老
士
夜
話
』
を
見
る
と
、
城
下
町
成
立
以
前
、
こ
の
あ
た
り
一
帯
が

葦
原
の
野
谷
地
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
後
の
仙
台
城
下
町
が
形
成
さ
れ
る

場
所
は
、
広
瀬
川
が
つ
く
り
だ
し
た
河
岸
段
丘
で
、
川
沿
い
の
一
番
低
い
地
帯

が
下
町
段
丘
、
北
側
の
一
番
高
い
地
帯
が
上
町
段
丘
で
す
。
興
味
深
い
の
は
上

町
段
丘
か
ら
さ
ら
に
北
側
に
、
ひ
と
つ
低
地
が
入
り
こ
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と

で
す
。
広
瀬
川
河
岸
段
丘
の
上
町
段
丘
を
北
か
ら
流
れ
込
ん
だ
梅
田
川
が
削
っ

た
た
め
、
中
町
段
丘
の
面
が
北
仙
台
に
出
て
い
ま
す
。『
東
奥
老
士
夜
話
』
の

記
述
に
よ
る
と
、
北
仙
台
は
湿
地
が
多
か
っ
た
場
所
で
あ
り
ま
す
。

仙
台
城
下
町
が
出
来
上
が
る
以
前
は
、
こ
の
長
町
・
利
府
断
層
線
か
ら
東
側

に
だ
け
町
場
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。北
側
か
ら
順
番
に
、

留
守
氏
の
岩
切
城
下
町
、
原
町
の
宿
場
、
国
分
寺
の
門
前
町
と
続
き
ま
す
。
そ

の
南
に
い
く
と
国
分
氏
の
城
下
で
あ
る
小
泉
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
国
分
氏
城
下

町
は
、
当
時
、
国
分
寺
門
前
ま
で
含
み
込
ん
だ
広
が
り
に
な
っ
て
い
た
可
能
性

が
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
そ
の
南
に
行
き
ま
す
と
粟
野
氏
の
北
目
城
下
町
に
な
り

ま
す
。

こ
の
長
町
・
利
府
断
層
線
の
東
側
に
、
南
北
に
連
な
る
都
市
域
が
広
が
る
一

方
、
現
在
の
仙
台
城
下
町
地
域
は
全
体
と
し
て
葦
原
の
野
谷
地
で
あ
り
、
そ
し

て
そ
の
北
部
に
は
湿
地
が
広
が
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
こ
に
政
宗
は
城
下
町
を
開

い
た
わ
け
で
す
。

仙台の原風景（『仙台市史』通史編4　近世 2・162頁）



16

仙
台
城
下
町
建
設
以
前
の
伝
馬
状
に
、
政
宗
が
開
い
た
城
下
町
プ
ラ
ン
と
の
関
わ
り
が
う
か
が
え
ま

す
。
仙
台
城
下
町
を
建
設
中
の
慶
長
六
年
（
一
六
〇
一
）
に
ひ
と
つ
の
伝
馬
状
が
出
ま
し
た
。
政
宗
は
、

前
年
の
慶
長
五
年
（
一
六
〇
〇
）
十
二
月
二
十
五
日
に
城
下
町
建
設
の
指
令
を
出
し
て
い
ま
す
の
で
、
そ

の
翌
年
の
正
月
早
々
、
い
よ
い
よ
本
格
的
に
仙
台
城
下
町
づ
く
り
に
取
り
か
か
ろ
う
と
い
う
と
き
に
発
給

さ
れ
た
も
の
で
、
ル
ー
ト
は
登
米
か
ら
ま
ず
西
に
行
き
、
岩
出
山
に
入
り
ま
す
。

な
ぜ
政
宗
は
岩
出
山
の
よ
う
な
不
便
な
と
こ
ろ
に
城
下
町
を
つ
く
っ
た
の
か
、
と
言
わ
れ
ま
す
。
し
か

し
そ
の
当
時
、
江
戸
時
代
に
東
街
道
と
呼
ば
れ
る
、
戦
国
期
の
南
北
幹
線
が
ち
ょ
う
ど
岩
出
山
を
通
っ
て

い
ま
し
た
。
佐
沼
・
登
米
道
と
呼
ば
れ
る
東
西
の
街
道
と
、
東
街
道
の
交
差
点
に
あ
た
る
と
こ
ろ
が
岩
出

山
に
な
り
、
伝
馬
状
は
そ
こ
か
ら
南
下
す
る
と
い
う
内
容
に
な
っ
て
い
ま
す
。
後
の
奥
州
街
道
の
か
な
り

西
側
を
並
行
し
て
走
る
ル
ー
ト
で
す
。
吉
岡
か
ら
は
東
に
入
っ
て
い
き
ま

す
。
ど
う
も
下
草
村
に
黒
川
と
呼
ば
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
よ
う
で
、
そ

こ
を
通
っ
て
、
利
府
付
近
を
通
過
し
、
さ
ら
に
西
に
ま
わ
り
込
ん
で
松
森

を
越
え
、
今
度
は
原
町
を
と
お
っ
て
、
通
称
、
国
分
と
呼
ば
れ
た
場
所
に

至
る
ル
ー
ト
が
、
こ
の
伝
馬
状
か
ら
分
か
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
一
関
か
ら

ず
っ
と
西
に
入
り
込
み
、
南
下
し
て
吉
岡
か
ら
東
に
行
っ
て
、
ま
た
西
に

向
か
っ
て
国
分
を
通
る
と
い
う
、
大
き
く
Ｓ
字
形
に
屈
曲
し
た
道
筋
が
こ

の
地
域
の
主
要
幹
線
で
あ
り
ま
し
た
。

慶
長
六
年
の
城
下
町
建
設
時
点
に
お
い
て
、
政
宗
は
仙
台
の
長
町
や
南

の
国
分
よ
り
さ
ら
に
南
の
北
目
に
拠
点
を
置
い
て
、
仙
台
城
下
の
建
設
に

あ
た
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
北
目
も
通
称
、
東
街
道
の
通
る
と
こ
ろ
に
な
り

初期の仙台城下（『仙台市史』通史編3　近世 1・98頁）
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仙
台
城
下
町
誕
生
と
堤
町
・
通
町

ま
す
。
つ
ま
り
、
仙
台
城
下
町
の
建
設
と
い
う
の
は
、
こ
の
戦
国
時
代
の
幹
線
道
沿
い
に
展
開
し
て
い
た

都
市
機
能
と
、
交
通
機
能
に
依
存
し
な
が
ら
進
め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
が
見
て
と
れ
ま
す
。

さ
て
、
最
初
の
城
下
町
は
現
在
我
々
が
考
え
て
い
る
よ
り
も
か
な
り
南
北
に
細
長
い
も
の
で
し
た
。
仙

台
城
は
、
も
と
も
と
は
国
分
氏
の
詰
め
城
だ
っ
た
千
代
城
を
再
利
用
す
る
と
い
う
形
態
で
あ
り
ま
し
て
、

比
較
的
短
期
間
に
造
成
さ
れ
た
お
城
で
す
。
第
Ⅰ
期
の
荒
々
し
い
石
垣
は
短
期
間
で
城
の
機
能
を
形
成
し

た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
ま
す
。
本
丸
か
ら
下
っ
て
、
現
在
仙
台
市
博
物
館
の
あ
る
の
ち
の
三
の
丸
、
そ
し

て
花
壇
一
帯
が
最
初
の
縄
張
り
の
範
囲
内
で
し
た
。
こ
の
時
点
で
は
、
二
の
丸
と
大
手
門
は
存
在
し
な
い

城
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
最
初
の
仙
台
城
下
町
北
東
の
境
界
は
、
勾
当
台
の
高
台
に
あ
た
り
ま
す
。
こ
こ

に
は
密
教
系
の
寺
院
群
が
集
め
ら
れ
、
仙
台
城
の
鬼
門
方
向
を
固
め
ま
し
た
。
そ
の
北
は
ず
っ
と
水
田
が

拡
が
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。
こ
の
よ
う
に
最
初
の
城
下
町
は
、
北
東
部
を
大
き
く
欠
い
た
形
態
で
始
ま
り

ま
す
。

仙
台
城
下
町
の
建
設
と
あ
わ
せ
て
奥
州
街
道
が
整
備
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
そ
の
結
果
、
先
ほ
ど
み
た
東

街
道
の
Ｓ
字
状
の
ル
ー
ト
が
直
線
化
し
、
ま
っ
す
ぐ
南
下
す
る
か
た
ち
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
私
が
計
算

し
た
と
こ
ろ
で
す
と
、
東
街
道
時
代
か
ら
二
十
八
キ
ロ
ほ
ど
短
縮
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
ほ
ぼ
一
日
の

軍
の
移
動
距
離
に
相
当
し
ま
す
。

吉
岡
か
ら
北
側
は
、
慶
長
期
の
後
半
か
ら
元
和
期
の
比
較
的
早
い
時
期
に
整
備
が
進
み
ま
し
た
。一
方
、

吉
岡
以
南
に
お
い
て
は
、
慶
長
期
に
手
が
け
た
ル
ー
ト
が
一
度
変
更
さ
れ
ま
す
。

考
古
学
的
な
発
掘
調
査
の
成
果
か
ら
、
最
初
は
、
元
七
北
田
か
ら
宮
床
を
通
っ
て
吉
岡
の
ほ
う
に
抜
け

る
ル
ー
ト
が
最
初
の
ル
ー
ト
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
途
中
の
宮
床
あ
た
り
が
大
変

山
深
い
た
め
、
使
い
づ
ら
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
、
こ
の
ル
ー
ト
が
変
更
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
慶
長
十
六
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年
（
一
六
一
一
）、
政
宗
の
三
男
坊
で
あ
る
伊
達
宗
清
が
、
松
森
か
ら
下
草
に
居
館
を
移
す
こ
と
に
な
り

ま
す
。
そ
の
後
、
元
和
二
年
（
一
六
一
六
）
に
吉
岡
に
入
部
し
、
元
和
六
年
（
一
六
二
〇
）
に
そ
の
南
で

富
谷
宿
を
開
き
ま
す
。
さ
ら
に
三
年
後
の
元
和
九
年
（
一
六
二
三
）、
元
七
北
田
に
住
ん
で
い
た
住
民
を

そ
っ
く
り
移
す
か
た
ち
で
七
北
田
宿
が
開
か
れ
ま
す
。
こ
う
し
て
、
奥
州
街
道
の
吉
岡
以
南
ル
ー
ト
が
仙

台
に
北
か
ら
導
か
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
仙
台
城
下
町
は
、
慶
長
六
年
以
来
約
二
十
年
に
わ
た
り
、
戦
国
時
代
の
街
道
の
機
能
に

依
存
し
つ
づ
け
、
奥
州
街
道
の
整
備
と
歩
調
を
合
わ
せ
て
建
設
さ
れ
て
き
た
と
い
え
ま
す
。
大
町
の
東
西

線
は
、
ど
う
も
原
町
宿
と
結
ぶ
と
い
う
こ
と
に
主
眼
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
戦
国
時
代
以
来
の
街
道
は
原

町
宿
を
通
っ
て
南
北
に
走
っ
て
お
り
、
初
期
は
そ
こ
か
ら
大
町
を
介
し
て
物
資
を
城
下
に
入
れ
て
い
た
と

思
わ
れ
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
み
て
い
き
ま
す
と
、
最
初
に
整
備
さ
れ
た
仙
台
城
下
町
の
南
北
軸
は
、
輪
王
寺
西
側
の
道

を
北
上
し
て
元
七
北
田
を
通
る
道
で
は
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
つ
ま
り
、
堤
町
の
あ
る
場
所
に
は
、
当

初
、
奥
州
街
道
は
通
っ
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
わ
け
で
す
。
や
が
て
、
七
北
田
宿
が
で
き
て
元
七

北
田
よ
り
わ
ず
か
に
東
へ
ル
ー
ト
が
変
わ
り
ま
す
。
そ
の
過
程
で
奥
州
街
道
の
仙
台
城
下
町
ル
ー
ト
も
確

定
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
最
終
的
に
こ
の
ル
ー
ト
が
選
ば
れ
た
の
は
、
仙
台
城
下
町
北
部
に

お
い
て
、
最
大
限
東
に
寄
る
た
め
、
す
な
わ
ち
新
し
い
七
北
田
宿
に
で
き
る
だ
け
近
い
ル
ー
ト
を
選
ぶ
た

め
、
湿
地
帯
の
ぎ
り
ぎ
り
西
の
線
を
選
択
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
定
し
て
お
り
ま
す
。
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仙
台
城
下
町
誕
生
と
堤
町
・
通
町

3　

政
宗
の
第
Ⅱ
期
城
下
町
と
若
林
城

仙
台
城
下
町
は
、
政
宗
に
よ
る
若
林
城
の
建
築
に
よ
り
、
二
度
目
の
大
き
な
変
化
を
い
た
し
ま
す
。
元

和
九
年
（
一
六
二
三
）
の
七
北
田
宿
取
り
た
て
に
よ
っ
て
、
国
分
が
国
内
の
南
北
幹
線
か
ら
完
全
に
分
離

し
ま
す
。
若
林
城
下
町
建
設
は
、
そ
れ
を
待
っ
て
い
た
か
の
よ
う
に
着
手
さ
れ
ま
す
。
つ
ま
り
、
仙
台
の

東
側
を
改
変
す
る
た
め
の
条
件
が
整
っ
て
か
ら
建
設
が
開
始
さ
れ
て
い
く
わ
け
で
す
。
私
は
こ
の
建
設
に

つ
い
て
、
石
巻
を
拠
点
と
す
る
廻
米
体
制
の
整
備
が
背
景
と
な
り
、
石
巻
と
仙
台
城
下
の
東
側
と
を
水
路

で
結
ぶ
と
い
う
構
想
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、
こ
の
こ
ろ
、
寛
永
二
年
（
一
六
二
五
）
か
ら
三
年
に
か
け
て
、
政
宗
、
忠
宗
の
社
会
的
な
位
置

が
変
化
し
ま
す
。
官
位
が
上
昇
し
、
親
子
が
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
大
名
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
交
互
に
参

勤
交
代
を
す
る
と
い
う
状
態
が
始
ま
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
が
若
林
城
建
設
の
直
接
の
契
機
で
あ
る
と
思
い

ま
す
。
さ
ら
に
仙
台
藩
は
、
天
下
普
請
と
呼
ば
れ
る
江
戸
城
や
江
戸
城
下
の
建
設
の
経
験
を
蓄
積
し
て
い

ま
し
た
。
そ
れ
が
技
術
的
に
若
林
城
下
町
の
建
設
へ
と
投
入
さ
れ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
つ
ま
り
、

こ
の
時
期
、
若
林
城
と
仙
台
城
と
い
う
ふ
た
つ
の
都
市
核
を
持
つ
、
い
わ
ば
双
核
都
市
と
い
う
全
国
的
に

見
て
も
大
変
珍
し
い
状
況
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

か
つ
て
の
国
分
氏
が
築
き
上
げ
て
き
た
城
下
町
は
、
若
林
城
下
町
と
し
て
再
編
さ
れ
、
仙
台
城
下
町
と

接
続
し
ま
し
た
。
戦
国
期
に
育
て
ら
れ
て
き
た
城
下
町
と
、
近
世
に
新
し
く
で
き
た
城
下
町
と
が
、
初
め

て
こ
の
と
き
接
続
し
て
現
在
の
城
下
町
に
つ
な
が
り
、
ま
た
新
し
い
流
れ
が
生
ま
れ
た
と
考
え
て
お
り
ま

す
。

光明寺堤跡の梅田川
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4　

忠
宗
代
の
都
市
建
設　

─
第
Ⅲ
期
城
下
町
と
堤
御
足
軽
─

そ
の
後
、
忠
宗
代
の
都
市
建
設
が
進
み
ま
す
。
第
Ⅲ
期
の
城
下
町
で
す
。
寛
永
十
三
年
（
一
六
三
六
）

に
政
宗
が
死
去
し
、
忠
宗
が
襲
封
い
た
し
ま
す
。
寛
永
十
五
年
（
一
六
三
八
）、
忠
宗
は
若
林
城
の
建
物

を
撤
去
し
、
そ
れ
を
利
用
す
る
か
た
ち
で
二
の
丸
を
造
営
し
ま
す
。
そ
の
ほ
か
、
い
ろ
い
ろ
な
移
動
が
あ

り
ま
す
が
、
忠
宗
代
の
こ
の
時
期
、
梅
田
川
の
改
修
が
本
格
化
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。
若
林
の
廃
城
に
と
も
な
い
、
武
家
屋
敷
を
移
転
す
る
こ
と
を
考
え
ま
す
と
、
そ
の
受
け
皿
と
な
る
場

所
が
ど
う
し
て
も
必
要
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
が
梅
田
川
の
改
修
、
堤
の
建
設
で
は
な
か
っ
た
の
か
と
考
え

て
い
ま
す
。

こ
れ
が
、
先
ほ
ど
史
料
で
見
ま
し
た
よ
う
に
奥
州
街
道
の
東
側
は
、
か
つ
て
ぎ
り
ぎ
り
ま
で
湿
地
だ
っ

た
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
の
痕
跡
が
、
こ
の
あ
た
り
の
微
地
形
に
ま
だ
残
っ
て
お
り
ま
す
。
通
町
か
ら
一
本

東
側
に
入
っ
た
と
こ
ろ
で
は
、
建
物
が
た
っ
て
い
る
水
平
面
の
土
台
に
対
し
て
、
道
路
が
わ
ず
か
に
東
側

に
向
け
て
下
が
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
微
地
形
が
通
町
の
東
に
ひ
ろ
く
見
て
と
れ
ま
す
。
な
ぜ
こ
の

一
筋
の
奥
州
街
道
を
選
ん
だ
の
か
が
よ
く
わ
か
る
よ
う
な
ポ
イ
ン
ト
だ
と
思
い
ま
す
。

完
成
時
の
仙
台
城
下
町
で
は
、
奥
州
街
道
の
東
側
で
も
、
北
一
番
丁
か
ら
八
番
丁
ま
で
、
侍
屋
敷
が
広

が
っ
て
い
ま
す
。
も
と
も
と
こ
の
あ
た
り
は
湿
地
帯
で
あ
り
、
城
下
町
全
体
の
形
態
と
し
て
は
大
き
く
北

東
部
が
欠
け
た
状
態
に
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
が
梅
田
川
の
水
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
全

体
を
武
家
屋
敷
、
す
な
わ
ち
住
宅
地
と
し
て
整
備
を
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
忠
宗
は
慶

安
元
年
（
一
六
四
八
）、
幕
府
に
願
い
出
て
、
家
康
の
神
霊
を
祀
る
東
照
宮
を
、
仙
台
城
下
か
ら
み
た
鬼

門
方
面
で
あ
る
現
在
の
場
所
に
勧
請
し
ま
す
。
す
な
わ
ち
東
照
宮
の
新
設
は
、
か
つ
て
勾
当
台
の
密
教
寺

通町東側はわずかに東が低い 奥州街道（通町北部）
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仙
台
城
下
町
誕
生
と
堤
町
・
通
町

院
群
が
形
成
し
て
い
た
仙
台
城
下
の
鬼
門
防
護
ラ
イ
ン
を
北
上
さ
せ
る
と
い
う
、
大
き
な
意
味
を
持
っ
て

い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
仙
台
城
下
町
は
最
初
の
プ
ラ
ン
で
で
き
あ
が
っ
た
の
で
は
な
く
、
政
宗
・
忠
宗
の
二
代

に
わ
た
っ
て
、
城
下
北
東
部
を
つ
く
り
あ
げ
て
い
く
と
い
う
、
三
、四
十
年
間
に
わ
た
る
歴
史
が
あ
り
ま

し
た
。
そ
の
歴
史
を
物
語
る
場
所
こ
そ
が
、
こ
の
通
町
地
域
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。　

堤
町
が
な
ぜ
現
在
の
位
置
に
あ
る
の
か
と
い
う
点
も
、
そ
こ
か
ら
説
明
で
き
ま
す
。
も
と
も
と
奥
州
街

道
の
北
端
に
は
足
軽
屋
敷
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
後
、
そ
の
北
に
新
た
に

堤
を
築
い
て
大
き
い
水
面
が
現
れ
た
と
き
に
、
水
面
の
北
側
を
守
る
必
要

が
出
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
こ
の
水
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す

る
こ
と
が
、
こ
の
城
下
町
の
防
衛
に
と
っ
て
非
常
に
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で

し
た
。
そ
こ
で
、
堤
の
足
軽
衆
は
、
仙
台
城
下
町
の
入
り
口
と
な
り
、
城

下
町
を
防
御
す
る
最
前
線
と
な
る
位
置
に
北
上
さ
せ
ら
れ
た
の
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
性
格
の
堤
町
・
通
町
地
域
に
は
、
現
在
で
も
歴
史

的
な
建
造
物
の
姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
堤
町
へ
の
南
の
入
り
口
に

あ
た
る
と
こ
ろ
に
残
る
大
き
な
お
屋
敷
で
は
、
通
り
に
面
し
て
、
店
蔵
の

よ
う
な
家
屋
を
有
し
て
い
ま
す
。
そ
の
表
面
は
新
建
材
で
す
が
、
建
物
自

体
は
古
く
江
戸
時
代
に
さ
か
の
ぼ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
奥

を
見
ま
す
と
立
派
な
土
蔵
な
ど
も
あ
り
ま
す
。
先
ほ
ど
東
昌
寺
門
前
と
し

て
紹
介
し
た
場
所
に
は
、
門
前
町
の
検
断
で
あ
っ
た
屋
敷
が
ま
だ
残
っ
て

完成時の仙台城下（『仙台市史』通史編5　近世 3・92頁）
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お
り
ま
す
。
明
治
元
年
の
絵
図
面
に
、
わ
ざ
わ
ざ
描
か
れ
る
ほ
ど
の
規
模
を
持
っ
た
貴
重
な
建
物
が
、
こ

こ
に
残
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

お
わ
り
に　

─
近
世
史
研
究
者
か
ら
み
た
堤
町
・
通
町
地
域
の
歴
史
的
位
置
─

最
後
に
、
一
近
世
史
研
究
者
の
視
点
か
ら
、
堤
町
・
通
町
地
域
の
持
つ
歴
史
的
価
値
に
つ
い
て
簡
単
に

触
れ
る
こ
と
で
締
め
と
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

今
回
、
こ
の
堤
町
や
通
町
地
域
が
、
仙
台
城
下
町
の
誕
生
過
程
を
物
語
る
町
割
と
地
形
を
現
在
に
継
承

す
る
大
変
貴
重
な
空
間
で
あ
る
こ
と
を
痛
切
に
感
じ
ま
し
た
。
ま
た
こ
の
場
所
は
、
近
世
に
お
い
て
、
城

下
町
を
構
成
す
る
諸
要
素
が
隣
接
・
複
合
し
て
い
る
と
い
っ
た
点
に
お
い
て
も
、
珍
し
い
町
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。
寺
院
・
神
社
・
町
屋
・
職
人
町
・
足
軽
町
・
武
家
屋
敷
・
寺
社
門
前
町
と
い
う
、
そ
れ
ぞ

れ
か
な
り
性
質
の
違
う
、
身
分
の
異
な
る
人
々
が
隣
り
合
っ
て
暮
ら
し
て
い
る
町
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

が
特
長
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
江
戸
時
代
の
都
市
社
会
を
考
え
る
上
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
研

究
上
の
可
能
性
を
持
っ
た
地
域
で
あ
る
と
言
え
ま
す
。

城
下
町
の
周
縁
部
を
構
成
し
た
社
会
集
団
と
し
て
の
足
軽
町
・
職
人
町
・
寺
社
門
前
町
に
関
し
て
は
、

全
国
的
に
見
て
も
研
究
の
蓄
積
は
ま
だ
ま
だ
遅
れ
て
い
る
状
況
に
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
地
域

に
お
い
て
、
古
建
築
や
史
料
、
文
化
財
を
調
査
し
保
全
し
て
い
く
活
動
を
続
け
て
い
く
こ
と
は
、
城
下
町

研
究
の
将
来
を
左
右
す
る
可
能
性
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
て
お
り
ま
す
。

以
上
、
か
け
足
で
し
た
が
、
初
期
の
城
下
町
に
さ
か
の
ぼ
る
か
た
ち
で
、
堤
町
・
通
町
を
見
直
し
て
み

ま
し
た
。
私
か
ら
の
報
告
は
、こ
こ
で
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。


