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仙
台
の
金
満
家

　
「
金き
ん
ま
ん
か
満
家
」
と
い
う
語
が
あ
り
ま
す
。「
富
豪
」「
大

金
持
ち
」
を
指
す
言
葉
で
す
が
、「
成
り
金
」、「
金

に
糸
目
を
つ
け
な
い
浪
費
家
」
と
い
っ
た
マ
イ
ナ
ス

の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
含
む
こ
と
が
多
い
よ
う
で
す
。
し

か
し
、
か
つ
て
は
マ
イ
ナ
ス
の
イ
メ
ー
ジ
は
な
く
、

「
た
く
さ
ん
の
財
産
を
持
っ
た
人
」と
い
う
言
葉
だ
っ

た
よ
う
で
す
。
そ
し
て
明
治
時
代
の
仙
台
に
は
、
衆

目
が
一
致
す
る
「
金
満
家
」
が
い
ま
し
た
。
そ
の
人

の
名
は
、
金き

す須
松ま
つ
さ
ぶ
ろ
う

三
郎
と
い
い
ま
す
。

　

松
三
郎
は
、
天
保
十
四
（
一
八
四
三
）
年
に
生
ま

れ
ま
し
た
。
父
の
治は
る
さ
だ定

は
三
〇
九
石
取
り
の
中
級
の

仙
台
藩
士
で
し
た
が
、
欽き
ん
さ
い斎

の
号
を
持
つ
文
化
人
と

し
て
も
知
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
郁い
く
さ
ぶ
ろ
う

三
郎
と
も
称
し
た

松
三
郎
は
、
父
の
血
を
引
い
て
か
、
幼
少
の
頃
か
ら

才
覚
を
あ
ら
わ
し
、
若
く
し
て
仙
台
藩
の
藩
校
・
養

賢
堂
の
礼
法
教
師
に
抜
擢
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

同
時
に
松
三
郎
が
そ
の
才
を
発
揮
し
た
の
は
、
理

財
の
分
野
で
し
た
。
明
治
の
世
に
な
っ
て
家
を
継
い

だ
松
三
郎
は
金
融
業
を
営
み
、
ま
た
た
く
間
に
多
大

の
富
を
築
き
挙
げ
ま
し
た
。
明
治
十
五（
一
八
八
二
）

年
に
出
版
さ
れ
た
『
宮
城
人
物
見
立
一
覧
表
』
に
は

「
金
満
家
」
と
し
て
松
三
郎
の
名
前
が
記
さ
れ
て
い

ま
す
し
、
同
じ
年
に
出
さ
れ
た
仙
台
の
長
者
番
付
で

も
、
古
く
か
ら
の
豪
商
と
と
も
に
、
松
三
郎
の
名
は

上
位
に
ラ
ン
ク
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

積
善
の
人

　

三
〇
代
に
し
て
仙
台
で
も
有
数
の
財
を
な
し
た
金

須
松
三
郎
は
、
貯
め
こ
む
一
方
の
人
で
は
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。西
南
戦
争
の
時
に
は
、従
軍
で
き
な
か
っ

た
た
め
に
銃
や
弾
丸
を
国
に
献
上
し
、
ま
た
明
治

二
十
（
一
八
八
七
）
年
に
は
、
海
防
費
と
し
て
一
万

円
を
献
金
し
て
い
ま
す
。
現
在
の
貨
幣
価
値
で
は
、

何
と
一
億
円
前
後
に
相
当
す
る
額
な
の
で
す
。

　

松
三
郎
が
財
を
投
じ
た
の
は
、
国
家
的
な
こ
と
ば

か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
銀
行
設
立
、
電
気

事
業
や
鉄
道
建
設
と
い
っ
た
仙
台
の
近
代
化
に
関
わ

る
多
く
の
分
野
に
松
三
郎
は
多
額
の
資
金
を
提
供
し

て
い
ま
す
。
一
方
、
若
者
へ
の
学
資
の
支
援
、
設
立

間
も
な
い
日
本
赤
十
字
社
へ
の
加
入
な
ど
、
慈
善
家

と
し
て
も
、
そ
の
名
は
広
く
知
れ
渡
っ
て
い
ま
し
た
。

　

ま
た
松
三
郎
は
、
人
格
者
と
し
て
の
評
価
も
高

か
っ
た
よ
う
で
す
。
そ
の
交
際
範
囲
は
広
く
、
温
厚

な
人
柄
で
、
人
と
争
う
こ
と
も
な
く
、
ま
る
で
殿
様

の
よ
う
な
「
長
者
」
と
評
さ
れ
ま
し
た
。
金
融
業
で

大
き
な
成
功
を
得
る
場
合
、
え
て
し
て
人
の
恨
み
を

か
う
場
合
が
あ
り
ま
す
が
、
松
三
郎
に
関
し
て
は
、

そ
う
し
た
こ
と
も
少
な
く
、
逆
に
「
積せ

き
ぜ
ん善

」
の
人
と

評
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
く
ら
い
で
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
人
望
を
集
め
た
松
三
郎
は
、
明
治

二
十
二
年
に
仙
台
市
が
で
き
た
際
に
は
、
市
政
の
執

行
機
関
で
あ
っ
た
市
参
事
会
の
会
員
に
任
じ
ら
れ
ま

し
た
。
翌
年
に
は
県
会
議
員
に
選
出
さ
れ
、
ま
た
同

年
に
国
会
が
開
設
さ
れ
る
と
多
額
納
税
者
と
し
て
貴

族
院
議
員
に
推
さ
れ
て
い
ま
す
。

近
代
化
の
燃
料

　

明
治
二
十
七
（
一
八
九
四
）
年
三
月
二
十
日
、
金

須
松
三
郎
は
肺
の
病
の
た
め
に
亡
く
な
り
ま
し
た
。

ま
だ
五
二
歳
、
当
時
の
新
聞
は
、
こ
ぞ
っ
て
そ
の
早

す
ぎ
る
死
を
惜
し
み
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
そ
の
後
、
金
須
松
三
郎
の
名
は
、
仙
台

の
近
代
史
の
中
か
ら
次
第
に
忘
れ
去
ら
れ
て
い
き
ま

す
。確
か
に
、松
三
郎
は
何
か
の
事
業
を
先
頭
に
立
っ

て
主
導
し
た
わ
け
で
な
く
、
ま
た
大
き
な
会
社
の
重

役
に
納
ま
る
わ
け
で
な
く
、
後
世
に
残
し
た
肩
書
き

は
、
貴
族
院
議
員
、
県
会
議
員
程
度
で
し
た
。
事
業

で
積
み
重
ね
た
財
産
を
、
惜
し
げ
も
な
く
さ
ま
ざ
ま

な
事
業
に
投
じ
た
松
三
郎
は
、
仙
台
の
近
代
化
を
推

し
進
め
る
動
力
の
燃
料
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
た
、

と
言
っ
て
も
よ
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

最
後
に
、
松
三
郎
に
直
接
関
わ
る
こ
と
で
は
あ

り
ま
せ
ん
が
、
一
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
紹
介
し
ま
す
。

松
三
郎
が
亡
く
な
っ
て
八
年
後
の
明
治
三
十
五
年
、

松
三
郎
の
息
女
で
あ
る
松
代
が
、
日
比
谷
大
神
宮
で

結
婚
式
を
挙
げ
、
帝
国
ホ
テ
ル
で
披
露
宴
を
行
い
ま

し
た
。
こ
れ
は
日
本
初
の
神
前
結
婚
式
と
も
言
わ
れ

て
い
ま
す
。
近
代
化
の
中
で
結
婚
式
の
あ
り
方
も
変

わ
っ
て
き
ま
す
が
、
こ
れ
も
ま
た
金
須
家
が
近
代
化

の
中
で
果
た
し
た
一
つ
の
役
割
だ
っ
た
と
言
え
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
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明治時代の仙台　近代化とそのくらし

好評発売中

芭蕉の辻にあった七十七銀行本店は、明治36（1903）年に建てられたドーム型の近代的な建築
であった。その後、昭和16（1941）年には日本銀行の仙台支店となった。

明治二十年に開業した当時の仙台駅。鉄道や駅の建設
に金須松三郎は多額の資金提供を行った
（『名勝絵入改正仙台明細図』仙台市博物館所蔵）

25


