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数
少
な
い
老
舗

　

全
国
に
も
名
が
知
ら
れ
る
仙
台
初
売
。
以
前
は「
買

い
初そ

め
」
な
ど
と
も
言
っ
た
も
の
で
す
が
、
と
に
か
く

江
戸
時
代
か
ら
続
く
伝
統
あ
る
行
事
と
し
て
、
仙
台

の
正
月
に
は
な
く
て
は
な
ら
な
い
存
在
で
す
。

　

し
か
し
、
何
百
年
も
続
い
て
い
る
伝
統
で
も
、
そ

の
主
役
で
あ
る
商
店
は
時
代
の
波
に
も
ま
れ
、
つ
ぎ
つ

ぎ
と
移
り
変
わ
っ
て
い
き
ま
す
。
最
近
「
百
年
企
業
」

と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
ま
こ
と
に
会

社
を
一
〇
〇
年
以
上
に
わ
た
っ
て
繁
栄
さ
せ
る
こ
と
の

難
し
さ
が
、
こ
の
語
に
表
れ
て
い
ま
す
。

　

で
は
、
仙
台
で
一
〇
〇
年
の
伝
統
を
持
つ
商
店
は
と

い
う
と
、
平
成
二
十
四
年
の
初
売
初
日
に
約
八
万
人

の
来
店
者
を
集
め
た
、
藤
崎
百
貨
店
が
そ
の
代
表
格

で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

　

藤
崎
は
、
文
政
二
（
一
八
一
九
）
年
に
仙
台
城
下
大

町
二
丁
目
で
開
業
し
、太ふ
と
も
の物（

綿
織
物
）や
呉
服
を
商
っ

た
得え

可べ

主す

（
寿
）
屋
が
始
ま
り
で
す
。
店
主
の
名
は

藤
﨑
三さ
ぶ
ろ
う
す
け

郎
助
。
以
後
、代
々
の
当
主
は
こ
の
「
三
郎
助
」

を
襲
名
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

得
可
主
屋
は
順
調
に
業
績
を
伸
ば
し
、
早
く
も
二

代
目
三
郎
助
の
時
に
は
仙
台
城
下
屈
指
の
商
人
と
な

り
、
幕
末
に
は
仙
台
藩
に
資
金
を
融
通
し
、
苗
字
帯

刀
も
許
さ
れ
る
ほ
ど
の
成
長
振
り
で
し
た
。

時
代
の
変
動
を
乗
り
越
え
る

　

明
治
維
新
は
社
会
の
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
に
大
き
な

変
革
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。
仙
台
城
下
で
も
、
こ
の

時
代
の
波
を
乗
り
越
え
る
こ
と
が
出
来
ず
に
衰
退
す

る
商
家
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

そ
う
し
た
中
で
「
藤
崎
三
郎
助
商
店
」
と
呼
ば
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
得
可
主
屋
は
、
明
治
一
〇
年
代
で

も
仙
台
屈
指
の
商
家
と
し
て
の
地
位
と
評
判
を
守
り

続
け
ま
し
た
。
た
だ
守
り
続
け
る
だ
け
で
な
く
、
新

た
な
取
り
組
み
に
挑
戦
す
る
姿
勢
が
、
藤
崎
を
新
た

な
発
展
に
導
い
た
と
言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

そ
の
取
り
組
み
の
一
つ
が
「
正し

ょ
う
ふ
だ札

」
販
売
で
す
。

今
は
商
品
に
正
札
（
値
札
）
が
付
く
の
は
当
た
り
前

で
す
が
、
当
時
と
し
て
は
画
期
的
な
こ
と
で
し
た
。

　

明
治
三
十
（
一
八
九
七
）
年
、
藤
崎
は
新
興
の
繁

華
街
と
し
て
成
長
著
し
い
東
一
番
丁
と
大
町
の
角
の

現
在
地
に
出
店
し
ま
し
た
。
こ
の
前
後
、
電
話
の
導

入
、
今
も
使
わ
れ
て
い
る
店
の
マ
ー
ク
の
制
定
、
社

員
慰
安
組
織
の
設
立
な
ど
、
藤
崎
は
次
々
に
新
し

い
取
り
組
み
を
実
現
し
ま
す
。
そ
の
最
大
の
も
の

は
、
個
人
商
店
か
ら
「
会
社
」
へ
の
転
換
を
狙
っ
た

「
店て
ん
そ
く則

」
の
制
定
で
し
た
。
店
の
あ
り
方
か
ら
始
ま
り
、

就
業
規
則
や
会
計
、
福
利
厚
生
な
ど
を
規
定
し
、
顧

客
サ
ー
ビ
ス
の
重
要
性
を
示
し
た
こ
の
「
店
則
」
の

も
と
、
藤
崎
は
明
治
四
十
五
年
に
株
式
会
社
と
な
り
、

さ
ら
に
大
正
八
（
一
九
一
九
）
年
に
洋
風
の
新
館
を

建
て
て
百
貨
店
へ
と
発
展
し
て
い
っ
た
の
で
す
。

青
年
実
業
家
・
四
代
目
三
郎
助

　

こ
の
よ
う
な
明
治
期
の
藤
崎
の
発
展
を
支
え
た

の
が
四
代
目
三
郎
助
で
し
た
。
慶
応
四
＝
明
治
元

（
一
八
六
八
）
年
に
生
ま
れ
た
四
代
目
三
郎
助
は
、
三

代
目
が
早
く
に
亡
く
な
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
わ
ず
か

十
一
歳
で
店
を
継
ぐ
こ
と
に
な
り
ま
す
。
明
治
時
代

の
変
革
期
に
幼
少
の
当
主
と
い
う
、
実
は
大
き
な
危

機
に
藤
崎
は
直
面
し
た
の
で
す
。

　

こ
の
厳
し
い
場
面
を
乗
り
切
る
こ
と
が
出
来
た
の

は
、
先
々
代
か
ら
藤
崎
に
仕
え
た
大お

お
ば
ん
と
う

番
頭
の
菱ひ
し
ぬ
ま沼

清せ
い
ぞ
う蔵
の
力
に
よ
る
も
の
で
し
た
。
大
店
を
維
持
す
る

だ
け
で
な
く
、
正
札
販
売
な
ど
の
新
し
い
取
り
組
み

の
幾
つ
か
は
彼
の
献
策
に
よ
る
も
の
で
し
た
。

　

菱
沼
清
蔵
が
店
を
守
る
中
で
、
ア
メ
リ
カ
人
家
庭

教
師
の
指
導
を
受
け
た
三
郎
助
は
、
新
し
い
時
代
の

実
業
家
と
し
て
成
長
し
ま
し
た
。
明
治
三
十
年
前
後

の
藤
崎
の
発
展
は
、
ま
さ
に
青
年
実
業
家
の
新
感
覚

に
よ
る
経
営
刷
新
だ
っ
た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　

さ
ら
に
三
郎
助
は
大
き
な
飛
躍
に
挑
戦
し
ま
す
。

海
外
へ
の
進
出
で
す
。
明
治
三
十
三
年
に
七
ヶ
月
に

わ
た
る
欧
米
視
察
を
行
っ
た
三
郎
助
は
、
帰
国
後
、

早
速
フ
ラ
ン
ス
へ
の
絹
織
物
輸
出
を
始
め
、
そ
の
後
、

イ
ン
ド
、
ブ
ラ
ジ
ル
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
と
の
貿
易
を

開
始
し
、
な
か
で
も
ブ
ラ
ジ
ル
貿
易
の
た
め
に
設
立

さ
れ
た
藤
崎
商
会
は
貿
易
に
と
ど
ま
ら
ず
、
領
事
館

的
な
役
割
も
果
た
し
ま
し
た
。
ま
た
台
湾
で
砂
糖
事

業
、
満
州
（
中
国
東
北
部
）
で
の
石
炭
採
掘
な
ど
に

も
取
り
組
ん
だ
の
で
す
。

　

三
郎
助
の
進
取
の
気
性
は
、
経
営
だ
け
で
な
く

仙
台
で
初
め
て
自
家
用
自
動
車
を
導
入
す
る
と
い
っ

た
点
に
も
現
れ
て
い
ま
し
た
。
三
郎
助
は
大
正
十
五

（
一
九
二
六
）
年
に
亡
く
な
り
ま
す
が
、ま
さ
に
明
治・

大
正
と
い
う
新
し
い
時
代
の
坂
道
を
駆
け
上
り
、
老

舗
を
百
貨
店
へ
と
導
い
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
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