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仙
台
城
は
、
仙
台
藩
初
代
藩
主
・
伊だ

て達
政ま

さ
む
ね宗

が
慶
長
六
年
（
一
六
〇
一
）
に
築
城
を
開
始
し
て

以
降
、
地
震
や
大
雨
、
火
災
な
ど
の
災
害
に
た
び

た
び
見
舞
わ
れ
て
き
ま
し
た
。

　
な
か
で
も
地
震
は
、
建
物
だ
け
で
な
く
石
垣

や
土
塁
・
堀
な
ど
に
も
大
き
な
被
害
を
も
た
ら

し
ま
し
た
。
記
録
に
残
る
だ
け
で
も
元
和
二
年

（
一
六
一
六
）
か
ら
文
久
元
年
（
一
八
六
一
）
ま
で
、

計
一
一
回
を
数
え
ま
す
。

　
仙
台
城
は
、
地
震
で
被
害
を
受
け
る
た
び
に

修
復
工
事
を
行
い
、
復
旧
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

　
例
え
ば
正
保
三
年
（
一
六
四
六
）
の
地
震
で
は
、

大
手
門
や
本
丸
の
石
垣
が
数
十
丈
（
一
丈
は
約
三

メ
ー
ト
ル
）
も
崩
れ
、
本
丸
の
三さ

ん

階か
い

櫓や
ぐ
ら

が
三
棟
倒

壊
、
そ
の
ほ
か
に
も
土
塁
・
塀
・
門
な
ど
、
破
損

箇
所
が
多
く
出
た
よ
う
で
す
。
諸
藩
の
大
名
は

城
の
修
復
に
あ
た
っ
て
事
前
に
江
戸
幕
府
へ
届
け

出
て
、
許
可
を
得
る
必
要
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ

で
仙
台
藩
で
は
翌
年
に
破
損
箇
所
を
明
示
し
た

「
修

し
ゅ
う

復ふ
く

伺
う
か
が
い

絵え

図ず

」
な
ど
を
幕
府
へ
提
出
し
、
無

事
許
可
さ
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
こ
の
時
、
本
丸

の
櫓
な
ど
は
再
建
さ
れ
て
お
ら
ず
、
被
災
し
た
か

ら
と
い
っ
て
、
す
べ
て
が
修
復
対
象
と
な
っ
て
い

た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
享
保
一
六
年
（
一
七
三
一
）
の
地
震
で
は
、
本

丸
大
広
間
の
壁
や
二
の
丸
の
塀
な
ど
が
少
し
破
損

し
て
い
ま
す
。
こ
の
時
の
「
震
勢
」
は
白
石
の
方

が
仙
台
よ
り
大
き
か
っ
た
と
い
い
、
白
石
城
の
塀

や
石
垣
は
損
壊
し
、
米
倉
が
崩
落
す
る
と
い
っ
た

大
き
な
被
害
が
出
て
い
ま
す
。

　
修
復
に
は
当
然
、
莫ば

く

大だ
い

な
費
用
が
掛
か
り
ま

す
。
文
久
元
年
の
地
震
で
は
、
仙
台
城
が
被
害

を
受
け
た
た
め
、
幕
府
に
対
し
て
三
万
両
の
借
金

を
申
し
出
て
許
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
現
存
す
る
仙
台
城
本
丸
跡
北き

た

壁か
べ

の
石
垣
は
、

平
成
一
〇
年
（
一
九
九
八
）
か
ら
始
ま
っ
た
解
体

修
理
に
伴
う
発
掘
調
査
に
よ
り
、
元
和
二
年
と

寛
文
八
年
（
一
六
六
八
）
の
地
震
で
大
き
く
崩
壊

し
た
こ
と
が
判
明
し
て
い
ま
す
。
し
か
も
、
そ
れ

ぞ
れ
の
修
復
工
事
の
た
び
に
、
石
垣
の
築
造
技
術

を
向
上
さ
せ
た
こ
と
も
分
か
っ
て
き
ま
し
た
。

　
特
に
注
目
さ
れ
る
の
は
後
者
の
修
復
工
事
で

す
。
表
面
の
石
積
み
に
は
、
四し

角か
く

錐す
い

状
に
切
り

揃そ
ろ

え
た
石
材
（
切き

り

石い
し

）
を
用
い
、
そ
の
背
面
に
小

さ
な
石
を
大
量
に
詰
め
込
ん
で
、
排
水
性
と
と
も

に
柔
軟
性
を
持
た
せ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
そ
の
背

面
の
盛
り
土
層
に
は
、
階
段
状
の
石
列
を
土ど

ど留
め

用
に
並
べ
、
地
下
排
水
路
も
複
数
設
け
る
な
ど
し

て
、
地
盤
（
土
台
）
の
強
化
も
図
ら
れ
て
い
ま
し

た
。
寛
文
八
年
の「
修
復
伺
絵
図
」（
左
上
の
写
真
）

に
よ
れ
ば
、
北
壁
石
垣
の
ほ
ぼ
す
べ
て
が
崩
落
し

て
い
ま
す
が
、
こ
の
修
復
工
事
以
後
は
三
〇
〇
年

以
上
も
崩
落
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
技
術
水
準
の
高

さ
を
示
し
て
い
ま
す
。

　
平
成
の
解
体
修
理
で
は
、
こ
う
し
た
伝
統
工

法
を
生
か
し
な
が
ら
、
さ
ら
に
補
強
対
策
が
取
ら

れ
、
そ
の
後
に
発
生
し
た
東
日
本
大
震
災
で
も
崩

れ
る
こ
と

は
あ
り
ま

せ
ん
で
し

た
。
そ
の

壮
麗
な
様

子
は
、
さ

ま
ざ
ま
な

震
災
を
乗

り
越
え
た

証
で
も
あ

る
の
で
す
。
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