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復
興
と
仙
台
七
夕

　

東
日
本
大
震
災
後
も
途
絶
え
る
こ
と
な
く
開
催

さ
れ
た
仙
台
七
夕
。
今
年
も
復
興
に
向
け
て
の
仙
台

の
希
望
が
、
街
を
鮮
や
か
に
飾
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。

　

実
は
仙
台
七
夕
の
歴
史
は
、「
復
興
」
と
密
接
に

関
連
し
て
き
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

　

昭
和
二
十
一
（
一
九
四
六
）
年
、
前
年
の
空
襲
で

大
き
な
被
害
を
受
け
た
仙
台
の
人
々
は
、
戦
災
か
ら

の
復
興
を
願
い
、
五
十
本
余
り
の
七
夕
飾
り
を
街
に

飾
り
つ
け
ま
し
た
。
翌
年
に
は
そ
の
数
は
五
千
本
に

も
増
え
、
仙
台
の
「
復
興
」
を
印
象
付
け
た
の
で
す
。

　

そ
し
て
、
さ
ら
に
遡
る
と
、
戦
前
の
仙
台
七
夕
ま

つ
り
も
や
は
り
「
復
興
」
と
関
係
が
あ
っ
た
の
で
す
。

　

仙
台
の
七
夕
は
、
明
治
時
代
に
は
既
に
全
国
的

に
有
名
に
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、
大
正
時
代
に
入

る
と
景
気
悪
化
も
影
響
し
て
、
か
つ
て
の
豪
華
さ

を
失
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
ん
な
中
、
大
正
十
五

（
一
九
二
六
）
年
八
月
六
、七
日
、
不
景
気
か
ら
脱
出

し
、
商
店
街
の
「
復
興
」
を
図
ろ
う
と
市
内
の
商

店
街
で
大
売
出
し
が
行
わ
れ
た
際
、
大
町
五
丁
目
の

商
店
街
が
懸
賞
つ
き
で
七
夕
飾
り
の
コ
ン
ク
ー
ル
を

行
っ
た
の
で
す
。
企
画
は
大
成
功
と
な
り
、
翌
年
コ

ン
ク
ー
ル
は
拡
大
し
、
昭
和
三
（
一
九
二
八
）
年
か

ら
は
商
工
会
議
所
も
加
わ
っ
て
、
七
夕
は
一
躍
、
全

市
的
な
仙
台
最
大
の
イ
ベ
ン
ト
に
発
展
し
た
の
で
す
。

大
町
五
丁
目
の
リ
ー
ダ
ー

　

こ
の
よ
う
に
七
夕
が
仙
台
最
大
の
イ
ベ
ン
ト
に
発

展
し
た
背
景
に
は
、
佐
々
木
重
兵
衛
・
三
原
庄
太
ら

を
中
心
と
し
た
大
町
五
丁
目
商
店
街
の
若
手
経
営

者
の
力
が
あ
り
ま
し
た
。
従
来
は
個
々
の
商
店
の
飾

り
だ
っ
た
七
夕
が
、
若
い
実
業
家
の
新
鮮
な
感
覚
に

よ
っ
て
、地
域
イ
ベ
ン
ト
へ
大
き
く
変
貌
し
た
の
で
す
。

　

こ
の
う
ち
佐
々
木
重
兵
衛
は
大
町
五
丁
目
で
味

噌
・
醤
油
を
製
造
販
売
し
た
佐
々
重
商
店
の
七
代
目

当
主
で
し
た
。
佐
々
重
が
味
噌
・
醤
油
を
扱
う
大
店

に
発
展
し
た
の
は
四
代
目
の
時
で
、
以
後
、
歴
代
当

主
の
努
力
で
、
佐
々
重
は
仙
台
を
代
表
す
る
味
噌
・

醤
油
の
大
店
と
な
り
、
ま
た
そ
の
活
動
は
家
業
に
と

ど
ま
ら
ず
、
市
政
や
経
済
界
に
も
広
が
り
、
仙
台
の

実
業
界
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
重
き
を
な
し
た
の
で
す
。

地
域
の
リ
ー
ダ
ー
へ

　

四
代
目
佐
々
木
重
兵
衛
は
、文
政
六
（
一
八
二
三
）

年
に
八
幡
町
の
造
り
酒
屋
・
天
江
家
に
生
ま
れ
、
大

町
の
た
が
職
人
佐
々
木
十
兵
衛
（
三
代
目
）
の
養
子

と
な
り
ま
し
た
。
養
父
が
早
く
に
没
し
た
た
め
に
困

窮
し
た
佐
々
木
家
を
盛
り
返
す
た
め
に
江
戸
で
一
旗

あ
げ
よ
う
と
家
を
飛
び
出
し
た
重
兵
衛
で
し
た
が
、

あ
え
な
く
失
敗
。
国
許
に
戻
っ
た
重
兵
衛
は
、
親
類

中
か
ら
厳
し
い
非
難
に
さ
ら
さ
れ
ま
す
が
、
才
を
認

め
て
い
た
養
母
は
、
彼
を
暖
か
く
迎
え
た
そ
う
で
す
。

　

養
母
の
恩
義
に
一
念
発
起
し
た
四
代
目
重
兵
衛
は
、

僅
か
な
資
金
を
元
手
に
麻
の
仲
買
い
を
始
め
、
農
家

に
手
付
金
を
渡
し
て
麻
を
買
い
付
け
、
城
下
の
問
屋

に
そ
れ
を
売
る
こ
と
を
繰
り
返
し
、
少
し
ず
つ
財
を

た
め
る
と
、
質
業
に
も
進
出
し
ま
し
た
。

　

こ
う
し
て
佐
々
木
屋
の
立
て
直
し
に
成
功
し
た
四

代
目
重
兵
衛
が
次
に
取
り
組
ん
だ
の
が
、
味
噌
と
醤

油
の
製
造
、
販
売
で
し
た
。
養
母
が
味
噌
・
醤
油
業

進
出
を
遺
言
し
た
こ
と
か
ら
、
製
造
と
販
売
に
着
手

し
た
重
兵
衛
は
、
出
来
あ
が
っ
た
製
品
を
自
ら
売
っ

て
歩
き
、
薄
利
で
価
格
を
低
く
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、

評
判
が
高
ま
り
、
あ
っ
と
い
う
間
に
佐
々
木
屋
は
仙

台
城
下
有
数
の
味
噌
醤
油
屋
へ
と
発
展
し
た
の
で
す
。

　

明
治
維
新
の
大
変
革
を
経
て
も
佐
々
木
屋
の
発
展

は
衰
え
ず
、
仙
台
屈
指
の
豪
商
と
な
っ
た
だ
け
で
な

く
、
周
囲
の
人
望
を
集
め
た
重
兵
衛
は
、
市
会
議
員
・

仙
台
商
業
会
議
所
議
員
に
も
選
任
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

有
数
の
大
店
と
な
っ
た
後
も
、
重
兵
衛
は
奉
公
人

が
寝
て
い
る
う
ち
か
ら
起
き
出
し
、
自
ら
は
質
素
倹

約
を
実
践
し
な
が
ら
も
、
困
窮
し
て
い
る
人
へ
の
助

力
や
公
共
へ
の
寄
付
を
惜
し
み
ま
せ
ん
で
し
た
。
ま

た
、
名
取
郡
生お

い
で出

村
（
現
、
仙
台
市
太
白
区
）
の
養

蚕
事
業
な
ど
に
資
金
を
提
供
し
、
同
村
が
「
日
本
三

大
模
範
村
」
と
評
さ
れ
る
に
至
る
基
盤
作
り
に
大
き

な
役
割
を
果
た
し
て
も
い
ま
す
。

　

明
治
二
十
八
（
一
八
九
五
）
年
に
重
兵
衛
は
七
三

歳
で
没
し
ま
す
が
、
そ
の
逝
去
を
伝
え
た
新
聞
は
、

ど
れ
も
「
慈
善
家
」
と
し
て
の
側
面
を
称
賛
す
る
こ

と
を
忘
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

※
肖
像
写
真
は
『
宮
城
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実
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家
奮
闘
史
』（
大
正
４
年
）
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戦前もたくさんの人出で賑わった仙台七夕（昭和11年　東一番丁）
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