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仙
台
の
鉛
筆
と
の
出
会
い

　

一
〇
月
号
の
こ
の
コ
ー
ナ
ー
で
仙
台
筆
を
ご
紹
介

し
た
折
、
仙
台
筆
と
鉛
筆
に
は
不
思
議
な
つ
な
が
り

が
あ
る
こ
と
を
お
伝
え
し
て
い
ま
し
た
。
今
回
は
そ

の
鉛
筆
に
つ
い
て
ご
紹
介
し
ま
す
。

　

近
年
、
日
本
で
初
め
て
鉛
筆
を
製
作
し
た
の
は
仙

台
の
人
だ
と
い
う
説
が
出
て
い
ま
す
。
現
在
、
ほ
と

ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
こ
の
仙
台
の
鉛
筆
と
の
出
会

い
は
、
仙
台
市
博
物
館
へ
来
た
問
い
合
わ
せ
の
電
話

を
、
た
ま
た
ま
私
が
受
け
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
す
。

樋
渡
源
吾
を
探
し
て

　

も
う
一
〇
年
近
く
前
の
こ
と
で
す
。
そ
の
電
話
は
、

ト
ン
ボ
鉛
筆
の
一
〇
〇
年
史
を
作
る
た
め
に
鉛
筆
の

歴
史
を
調
べ
て
い
る
伊
藤
眞
吉
氏
か
ら
で
し
た
。
明

治
一
〇
年
（
一
八
七
七
）、
日
本
の
産
業
振
興
の
た
め
、

国
産
品
展
示
会
で
あ
る
第
一
回
内
国
勧
業
博
覧
会
が

開
催
さ
れ
ま
し
た
が
、
そ
れ
に
鉛
筆
を
出
品
し
た
二

人
の
内
の
一
人
、
仙
台
の
樋ひ

渡わ
た
し

源げ
ん

吾ご

と
い
う
人
の
資

料
が
何
か
な
い
か
、
と
い
う
の
で
す
。

　

ト
ン
ボ
鉛
筆
創
業
者
の
小
川
春
之
助
の
父
作
太
郎

は
、
明
治
二
四
年
（
一
八
九
一
）
か
ら
仙
台
の
筆
屋

玉
光
軒
の
工
場
で
鉛
筆
製
造
に
携
わ
っ
て
お
り
、
も

し
か
し
て
源
吾
か
ら
指
導
を
受
け
た
の
で
は
と
考
え

て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
し
た
。

　

玉
光
軒
と
い
え
ば
、
慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）
創

業
で
、
昭
和
初
期
ま
で
仙
台
筆
な
ど
の
製
造
と
販
売

を
行
っ
て
い
た
大
手
の
問
屋
で
す
。

　

し
か
し
、
源
吾
に
つ
い
て
は
明
治
時
代
に
北
二
番

丁
上
杉
山
通
に
住
ん
で
い
た
こ
と
し
か
わ
か
ら
な
い

と
い
う
こ
と
で
し
た
。
博
物
館
に
は
仙
台
藩
士
に
つ

い
て
の
問
い
合
わ
せ
が
た
く
さ
ん
来
ま
す
が
、
こ
の

場
合
、
通
常
だ
と
調
べ
る
こ
と
は
ほ
ぼ
不
可
能
で
す
。

　

た
だ
、
仙
台
に
は
そ
う
多
く
な
い
「
樋
渡
」
と
い

う
名
字
に
少
し
心
当
た
り
が
あ
り
ま
し
た
。

　

実
は
仙
台
の
樋
渡
家
に
は
、
戦
国
時
代
に
会
津

の
戦
国
大
名
蘆あ

し

名な

氏
に
仕
え
、
そ
の
後
浪
人
し
て
伊

達
政
宗
の
時
に
仙
台
藩
に
仕
え
る
よ
う
に
な
っ
た
家

系
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
分
家
の
一
つ
は
、
帰
農
し
て

朴ほ
お
ざ
わ沢

村
（
泉
区
朴
沢
）
に
住
み
ま
し
た
。
代
々
続
く

由
緒
あ
る
家
系
と
し
て
村
政
に
も
貢
献
、
明
治
時
代

に
は
さ
ら
に
分
家
し
た
根ね
の
し
ろ
い
し

白
石
村
（
泉
区
根
白
石
）

樋
渡
家
か
ら
も
村
長
を
輩
出
し
て
い
ま
す
。

　

そ
の
根
白
石
村
樋
渡
家
出
身
の
方
が
平
成
に
入
っ

て
か
ら
ま
と
め
た
、『
続
根
白
石
樋
渡
の
ル
ー
ツ
』
と

い
う
私
家
版
の
本
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
は
家
系
図

が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
文
政
八
年
（
一
八
二
五
）
生

ま
れ
の
「
源
吾
」
と
い
う
名
前
が
確
か
に
あ
り
ま
し

た
。
明
治
一
〇
年
に
は
五
二
歳
の
は
ず
で
す
。

仙
台
の
鉛
筆
製
造

　

第
一
回
内
国
勧
業
博
覧
会
の
出
品
記
録
に
は
、
源

吾
が
鉛
筆
製
造
を
始
め
た
の
は
安
政
六
年（
一
八
五
九
）

と
記
録
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。
こ
れ
ま
で
日
本
最

初
の
鉛
筆
製
造
は
明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
と
さ
れ
て

い
た
の
で
、
一
五
年
も
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

源
吾
の
鉛
筆
出
品
は
明
治
二
三
年
（
一
八
九
〇
）

の
第
三
回
内
国
勧
業
博
覧
会
ま
で
続
き
ま
す
。
筆
と

鉛
筆
の
製
造
に
当
時
技
術
的
な
共
通
点
が
あ
っ
た
か

ど
う
か
も
わ
か
り
ま
せ
ん
し
、
玉
光
軒
と
源
吾
の
関

係
も
不
明
で
し
た
。
し
か
し
、
早
く
か
ら
鉛
筆
製
造

を
行
い
、
博
覧
会
で
褒ほ

う

状じ
ょ
うま

で
受
け
た
源
吾
が
仙
台

に
い
た
か
ら
こ
そ
、
新
し
い
こ
れ
か
ら
の
筆
記
用
具

と
し
て
、
高
い
筆
制
作
の
技
術
を
誇
っ
た
玉
光
軒
で

鉛
筆
製
造
を
始
め
た
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
玉
光
軒

は
筆
の
需
要
の
衰
退
と
共
に
経
営
が
傾
き
、
昭
和
に

入
っ
て
倒
産
し
て
し
ま
い
ま
す
。
鉛
筆
を
製
造
し
て

い
た
記
録
も
残
っ
て
い
な
い
よ
う
で
す
。

仙
台
と
鉛
筆

　

問
い
合
わ
せ
が
あ
っ
た
時
か
ら
頭
の
片
隅
に
あ
っ

た
の
は
、
政
宗
の
霊れ
い

廟び
ょ
う瑞

鳳
殿
か
ら
出
土
し
た
鉛

筆
の
こ
と
で
す
。
こ
の
時
代
の
鉛
筆
は
基
本
的
に

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
の
輸
入
品
で
、
日
本
最
古
は
徳
川

家
康
所
用
の
も
の
で
す
が
、
形
式
と
し
て
は
政
宗
の

も
の
の
方
が
古
く
、
製
作
技
法
は
筆
に
似
て
い
る
そ

う
で
す
。
軸
の
材
質
か
ら
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
製
を
ま
ね

て
政
宗
が
作
ら
せ
た
可
能
性
も
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

源
吾
が
な
ぜ
鉛
筆
製
造
を
志
し
た
の
か
は
不
明
で

す
し
、
政
宗
が
鉛
筆

を
持
っ
て
い
た
こ
と

を
知
っ
て
い
た
は
ず

も
あ
り
ま
せ
ん
。
し

か
し
、
仙
台
と
鉛
筆

の
間
に
は
不
思
議
な

縁
を
感
じ
ま
す
。

　

歴
史
に
も
し
も
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、
も

し
、
玉
光
軒
の
鉛
筆

製
造
が
軌
道
に
乗
っ

て
い
た
ら
、
仙
台
と

い
え
ば
鉛
筆
、
と
い

う
日
が
や
っ
て
来
て

い
た
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
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通史編全9巻で取り上げた事象を中心に、仙台の歴史を
年表化。1冊で原始～政令指定都市となるまでの仙台の
あゆみをたどれます。
通史編の総索引に加え、特別編「自然」「美術工芸」「市民
生活」「民俗」「慶長遣欧使節」の索引を収録。また、全32巻
の総目次も掲載。仙台の歴史を学ぶ際の補助として。

【年表】

【索引】特
別
展

Ａ5判2冊組　年表：138頁／索引：272頁
本体価格　2,000円（税別）

●前売券（一般：1,100円）4／23まで好評発売中

最新刊Vol.24　好評発売中！

全32巻にわたる『仙台市史』の最終巻　好評発売中！

『年表・索引』
国
宝・薬
師
寺
の
名
宝
、

　
　仙
台
限
定
特
別
公
開

国
宝 

吉
祥
天
女
が
舞
い
降
り
た
！

―

奈
良 

薬
師
寺 

未
来
へ
の
祈
り―

東
日
本
大
震
災
復
興
祈
念
特
別
展

国
宝
　吉
祥
天
女
像（
部
分
） 

薬
師
寺
蔵

撮
影
：
飛
鳥
園

き
ち
じ
ょ
う
て
ん
に
ょ

平成27年3月28日（土）
より再開いたします。

域
地

品
逸
の

自
ら

た
か

の

慢

「
ま
ぼ
ろ
し
の
鉛
筆
」 ● 

仙
台
市
博
物
館  

市
史
編
さ
ん
室
嘱
託  

倉
橋 

真
紀

第 12 回

復元された伊達政宗の鉛筆。長さ62mm、太さ4．1mmほどのササ製
の軸の先端に芯をはめ込み、キャップをかぶせるようになっている。


