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建
設
業
に
携
わ
る
者
か
ら
見
て
、
ま
ず

お
城
の
位
置
、
仙
台
平
野
全
体
を
見
渡
せ

る
位
置
に
築
い
た
点
に
感
嘆
し
ま
す
。
そ

し
て
木
材
や
穀
物
を
運
送
で
き
る
貞
山
運

河
も
、
政
宗
公
が
治
水
の
名
手
・
川
村
孫

兵
衛
を
招
い
て
着
工
し
ま
し
た
。
石
巻
で

は
北
上
川
の
改
修
を
行
い
、
流
域
の
実
石

高
を
増
や
し
て
い
き
ま
し
た
。
さ
ら
に
石

巻
港
を
造
り
、
米
を
江
戸
ま
で
運
び
ま
し

た
。
ま
た
、
広
瀬
川
か
ら
取
水
し
た
四
ツ

谷
用
水
が
、
生
活
用
水
と
し
て
当
時
の

人
々
の
生
活
を
支
え
た
こ
と
も
よ
く
知
ら

れ
て
い
ま
す
。
大
型
機
械
も
な
い
時
代
に

こ
う
し
た
大
規
模
な
工
事
を
人
力
で
行
っ

た
こ
と
は
驚
き
で
す
。
交
通
の
利
便
性
と

物
流
で
領
民
の
暮
ら
し
を
豊
か
に
し
た
先

仙
台
の
礎
と
な
っ
た

政
宗
公
が
築
い
た
イ
ン
フ
ラ

見
の
明
。
我
々

も
見
習
わ
な
け

れ
ば
と
思
い
ま

す
。

　

震
災
以
後
、

建
設
業
が
取
り

組
ん
で
き
た
復

興
整
備
は
ほ
ぼ

完
了
に
近
づ
い

て
い
ま
す
。
政

宗
公
の
時
代
に

も
大
き
な
地
震

が
あ
っ
て
、
お

互
い
に
大
災
害

を
乗
り
越
え
な
が
ら
や
っ
て
き
た
と
共
感

す
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
２
０
２
１
年
12

月
に
は
復
興
道
路
「
三
陸
沿
岸
道
路
」
が

完
成
。
県
内
各
地
に
は
新
規
の
企
業
立
地

が
多
数
あ
り
、
新
た
な
雇
用
も
生
ま
れ
て

い
ま
す
。
地
方
に
は
魅
力
的
な
観
光

資
源
も
あ
り
、
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
を
呼

び
込
む
た
め
に
も
高
速
道
路
の
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
の
整
備
は
、
こ
れ
か
ら
の

東
北
地
方
の
発
展
に
必
要
な
イ
ン
フ

ラ
で
す
。
物
流
、
交
通
の
利
便
性
向

上
、
生
活
環
境
の
質
の
向
上
に
、
こ

れ
か
ら
も
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

お
ん
あ
か
が
ね
し

せ
ん
だ
い
ど
う
こ
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政
宗
公
の
ま
ち
づ
く
り
に
は
見
習
う
と
こ

ろ
が
多
く
、
農
林
水
産
業
、
水
運
、
陸
運
に

優
れ
た
場
所
を
選
び
、
そ
の
上
で
町
割
り
し

て
開
拓
し
、
人
口
と
農
地
を
増
や
し
ま
し

た
。
で
き
た
農
水
産
物
は
、
整
え
た
イ
ン
フ

ラ
を
使
っ
て
藩
の
外
へ
売
り
、
さ
ら
に
経
済

を
活
性
化
さ
せ
て
街
を
発
展
さ
せ
ま
し
た
。

瑞
巌
寺
や
陸
奥
国
分
寺
薬
師
堂
、
大
崎
八
幡

宮
の
建
立
な
ど
か
ら
建
築
技
術
を
育
て
た

り
、
伝
統
工
芸
品
の
振
興
を
通
じ
工
芸
、
文

化
の
水
準
を
高
め
た
り
も
し
ま
し
た
。

　

現
代
で
も
、
ま
ち
づ
く
り
で
大
切
な
こ
と
は

同
じ
で
す
。
二
つ
の
ポ
イ
ン
ト
が
あ
り
、
一
つ

目
は
日
本
全
体
が
少
子
高
齢
化
で
生
産
年
齢
人

口
が
減
る
こ
と
。
都
市
の
発
展
に
は
将
来
の
担

い
手
と
な
る
若
年
層
が
住
み
続
け
た
い
と
思
え

政
宗
公
か
ら
学
ぶ

現
代
の
ま
ち
づ
く
り

る
魅
力
的
な
ま
ち
づ
く
り
が
必
要
で
す
。
新
た

に
産
業
を
育
て
、
ま
た
企
業
誘
致
を
し
て
、
若

年
層
に
魅
力
あ
る
仕
事
を
増
や
し
て
い
く
こ
と

が
求
め
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
は
政
宗
公
が
行
っ
た

事
業
と
重
な
り
ま
す
。
二
つ
め
は
世
界
へ
出
る

と
い
う
こ
と
。
仙
台
に
は
大
学
の
優
れ
た
技
術

や
研
究
開
発
、
企
業
の
優
れ
た
製
品
、
歴
史
と

文
化
の
コ
ン
テ
ン
ツ
、
防
災
の
学
び
な
ど
、
世

界
の
人
た
ち
を
引
き
付
け
る
も
の
が
あ

り
ま
す
。
慶
長
遣
欧
使
節
は
世
界
へ
開

こ
う
と
す
る
志
の
偉
大
な
先
例
で
し

た
。
政
宗
公
は
ま
ち
づ
く
り
の
祖
で
偉

大
な
武
将
で
す
。
仙
台
の
ま
ち
の
未
来

を
リ
ー
ド
す
る
精
神
・
志
の
よ
り
ど
こ

ろ
で
あ
る
政
宗
公
の
騎
馬
像
ご
帰
還

を
、
皆
さ
ん
と
お
祝
い
で
き
大
変
う
れ

し
く
思
っ
て
い
ま
す
。

仙
台
の
ま
ち
を
育
て
発
展
さ
せ
た
政
宗
公
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１
９
４
９
（
昭
和
24
）
年
、
現
在
も
本

店
が
あ
る
仙
台
市
青
葉
区
中
央
で
、
た
ば

こ
や
お
菓
子
の
商
い
を
始
め
ま
し
た
。
支

倉
焼
は
、
54
年
に
和
菓
子
職
人
を
招
い
て

自
社
で
菓
子
製
造
を
始
め
た
際
、
創
業
者

の
佐
藤
長
清
が
「
今
ま
で
食
べ
た
こ
と
の

な
い
お
菓
子
を
作
り
た
い
、
売
り
た
い
」

と
考
え
、
洋
菓
子
職
人
も
招
き
開
発
を
始

め
、
４
年
ほ
ど
か
け
て
完
成
さ
せ
ま
し

た
。
生
地
は
ク
ッ
キ
ー
生
地
、
中
は
ク
ル

ミ
入
り
の
白
あ
ん
と
い
う
和
洋
織
り
な
す

お
菓
子
と
な
っ
て
お
り
、
誕
生
当
時
、
歴

史
好
き
だ
っ
た
創
業
者
が
、
東
西
交
流
の

た
め
奔
走
し
た
支
倉
常
長
公
の
偉
業
に
思

い
を
馳
せ
、
お
名
前
を
頂
戴
し
支
倉
焼
と

命
名
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

支
倉
焼
１
品
に

伊
達
の
気
概
込
め
る

　

ふ
じ
や
千
舟
の
お
菓
子
は
支
倉
焼
１
品

の
み
で
、
そ
の
変
わ
ら
な
い
味
を
守
る
た

め
に
、
実
は
お
客
さ
ま
の
見
え
な
い
と
こ

ろ
で
日
々
変
え
て
お
り
ま
す
。
い
ろ
い
ろ

テ
ス
ト
も
し
て
お
り
ま
す
が
、
陰
の
苦
労

は
お
見
せ
せ
ず
一
歩
引
い
た
思
い
の
美
学

を
大
切
に
す
る
、
そ
れ
が
弊
社
の
考
え
る

〝
伊
達
の
粋
〞
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
１
品
の
み
に
こ
だ
わ
る
と

い
う
気
概
、
こ
ち
ら
も
60
年
間
ず
っ

と
持
ち
続
け
て
き
ま
し
た
。
支
倉
焼

を
ど
の
よ
う
に
ご
提
供
し
て
い
っ
た

ら
お
客
さ
ま
に
ご
満
足
い
た
だ
け
る

の
か
、
ま
た
、
作
っ
て
い
る
社
員
、

仙
台
・
宮
城
に
ど
う
す
れ
ば
貢
献
で

き
る
の
か
、
そ
の
部
分
に
も
伊
達
の

気
概
を
持
ち
、
こ
れ
か
ら
も
商
い
を

続
け
て
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

一
歩
引
い
た
思
い
の
美
学
こ
そ〝
伊
達
の
粋
〞

　

現
在
は
、
ガ
ス
器
具
、
風
呂
、
キ
ッ
チ

ン
の
タ
ゼ
ン
と
し
て
事
業
展
開
し
て
お
り

ま
す
が
、
先
祖
は
銅
を
使
っ
て
飾
り
金
具

な
ど
を
作
る
「
御
銅
師
」
の
腕
を
買
わ
れ

て
政
宗
公
に
招
か
れ
ま
し
た
。
銅
は
熱
や

電
気
の
伝
導
率
が
非
常
に
高
い
金
属
で

す
。
我
々
の
祖
先
は
、
こ
の
伝
導
す
る
力

を
利
用
し
て
、
国
づ
く
り
、
ま
ち
づ
く
り

に
生
か
し
て
き
ま
し
た
。
お
正
月
の
初
詣

な
ど
、
寺
社
に
お
詣
り
さ
れ
る
方
が
多
い

と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
祈
願
の
対
象
と
な

る
大
仏
さ
ま
や
鏡
は
実
は
銅
製
の
も
の
で

す
。
そ
う
い
っ
た
も
の
を
銅
師
と
い
う
職

人
が
手
掛
け
て
き
ま
し
た
。
熱
だ
け
で
な

く
、
情
報
や
人
の
願
い
も
伝
え
る
と
さ
れ

る
銅
は
、
ま
ち
を
つ
く
る
も
の
。
政
宗
公

銅
の
持
つ
伝
導
す
る
力

現
代
に
生
か
す

の
「
こ
の
ま
ち
を
千
代
続
く
都
に
し
た

い
」
と
い
う
熱
い
思
い
を
形
に
す
る
た
め

に
、
我
々
の
祖
先
は
呼
ば
れ
て
き
た
と
い

う
こ
と
で
す
。

　

銅
の
技
術
を
現
代
に
生
か
し
、
仙
台
に

残
っ
て
い
る
良
い
も
の
と
銅
を
組
み
合
わ

せ
て
生
ま
れ
た
の
が
「
仙
臺
銅
壷
シ
リ
ー

ズ
」
で
す
。
近
年
は
、
こ
う
し
た
コ
ラ
ボ

レ
ー
シ
ョ
ン
商
品
を
続
々
と
展
開
し
て
い

ま
す
。
四
角
い
セ
リ
鍋
や
、
三
角
形
の
酒

器
、
最
近
で
は
「
伊
達
銅
月
」
と
い

う
政
宗
公
の
三
日
月
の
前
立
て
を
モ

チ
ー
フ
に
し
た
ペ
ー
パ
ー
ナ
イ
フ
を

作
り
ま
し
た
。
こ
の
仙
臺
銅
壷
シ

リ
ー
ズ
を
通
し
て
、
地
元
に
あ
る
い

い
も
の
、
知
ら
れ
ざ
る
特
長
の
あ
る

も
の
を
、
銅
の
伝
導
す
る
力
で
広
め

た
い
と
熱
い
思
い
を
持
っ
て
い
ま

す
。

銅
を
通
じ
地
元
の
良
い
も
の
を
広
め
た
い

仙臺銅壷シリーズのせり鍋

想
像
し
て
み
よ
う
、こ
の
ま
ち
の
未
来
を

百
年
後
の
仙
台
に
は
、
ど
ん
な
景
色
が
広
が
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。

政
宗
公
が
描
い
た
、
豊
か
で
平
和
な
ま
ち
が
続
い
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

私
た
ち
地
域
建
設
業
の
仕
事
は
、
も
の
づ
く
り
を
通
じ
て

安
全
・
安
心
で
快
適
な
暮
ら
し
を
支
え
る
こ
と
。

そ
し
て
、
夢
と
希
望
に
満
ち
た
地
域
を
創
り
守
る
こ
と
。

こ
れ
か
ら
も
変
わ
ら
ぬ
思
い
を
胸
に

地
域
と
共
に
、
未
来
の
た
め
に
歩
み
続
け
ま
す
。
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