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仙
台
ゆ
か
り
の
地
名

　

全
国
に
は
仙
台
や
宮
城
に
由
来
す
る
地
名
が
い
ろ

い
ろ
と
残
っ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
京
都
市
伏
見
区

の「
桃も
も
や
ま
ち
ょ
う
ま
さ
む
ね

山
町
正
宗
」や
東
京
の「
仙
台
坂
」「
仙
台
堀
川
」

は
、
伊
達
政
宗
や
仙
台
藩
の
屋
敷
に
関
係
し
た
地
名

で
す
。
ま
た
、
北
海
道
の
「
伊
達
市
」
や
「
札
幌
市

白
石
区
」
が
、
明
治
時
代
に
旧
仙
台
藩
関
係
者
の
北

海
道
移
住
に
由
来
す
る
地
名
で
あ
る
こ
と
は
、
多
く

の
人
に
知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

し
か
し
、
岐
阜
県
岐
阜
市
に
あ
る
「
橋
本
町
」
が
、

仙
台
と
ゆ
か
り
が
有
る
こ
と
を
知
る
人
は
少
な
い
で

し
ょ
う
。
Ｊ
Ｒ
岐
阜
駅
と
そ
の
北
口
一
帯
を
指
す「
橋

本
町
」
は
、
実
は
明
治
時
代
に
仙
台
で
活
躍
し
た
実

業
家
橋
本
忠ち
ゅ
う
じ
ろ
う

次
郎
に
ち
な
ん
だ
地
名
な
の
で
す
。

　

東
海
道
本
線
に
設
け
ら
れ
た
岐
阜
駅
は
、
明
治
後

期
に
は
市
街
地
の
発
展
に
よ
っ
て
手
狭
と
な
り
、
拡

張
が
計
画
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
工
事
費
用
や
用
地
買

収
費
を
地
元
が
負
担
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
が
、

近
隣
の

経
済
界

で
は
経

費
を
拠

出
す
る

者
が
な

く
、
拡

張
工
事

は
暗
礁

に
乗
り

上
げ
か

け
た
の
で
す
。

　

そ
う
し
た
中
、
仙
台
の
橋
本
店
が
工
事
を
請
け

負
う
こ
と
に
な
り
、
同
社
の
社
長
で
あ
る
橋
本
忠
次

郎
が
宮
城
県
の
大
地
主
で
あ
っ
た
斎
藤
善
右
衛
門
に

交
渉
し
て
資
金
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
、
工

事
が
実
現
し
、
大
正
二
（
一
九
一
三
）
年
、
新
し
い

岐
阜
駅
が
開
業
し
ま
し
た
。「
橋
本
町
」
の
地
名
は
、

こ
の
よ
う
な
岐
阜
駅
開
業
に
お
け
る
橋
本
忠
次
郎
の

功
績
を
記
念
し
て
付
け
ら
れ
た
も
の
な
の
で
す
。

新
し
い
交
通
機
関
・
乗
合
馬
車

　

安
政
三
（
一
八
五
六
）
年
、
熊
本
で
生
ま
れ
た
橋

本
忠
次
郎
は
、
若
く
し
て
東
京
に
出
て
、
貿
易
・
建

設
業
を
営
む
大
倉
組
に
職
を
得
ま
し
た
。

　

当
時
、
全
国
的
に
土
木
事
業
が
活
発
に
行
わ
れ
、

大
倉
組
も
各
地
で
工
事
を
請
け
負
い
ま
し
た
。
宮
城

県
で
も
明
治
十
一
（
一
八
七
八
）
年
に
着
工
さ
れ
た

野の
び
る蒜

築
港
と
宮
城
集し
ゅ
う
ち
か
ん

治
監
（
後
の
宮
城
刑
務
所
）
建

設
を
大
倉
組
が
請
け
負
っ
て
い
ま
す
。
忠
次
郎
が
来

仙
し
た
の
も
、
こ
の
仕
事
に
携
わ
る
た
め
で
し
た
。

　

来
仙
後
ま
も
な
く
橋
本
忠
次
郎
は
独
立
し
ま
す
。

建
設
業
と
と
も
に
忠
次
郎
が
取
り
組
ん
だ
の
は
、
馬

車
会
社
の
経
営
で
し
た
。
鉄
道
が
普
及
す
る
以
前
、

新
時
代
の
交
通
機
関
と
し
て
注
目
を
浴
び
て
い
た
乗

合
馬
車
に
忠
次
郎
は
目
を
付
け
た
の
で
す
。

　

仙
台
で
は
、
明
治
十
年
に
国
分
町
と
岩
沼
を
結
ぶ

馬
車
会
社
が
開
業
し
て
い
ま
し
た
が
、
忠
次
郎
が
営

ん
だ
馬
車
会
社
・
万ば
ん
り
け
ん

里
軒
は
、
よ
り
長
距
離
を
結
ぶ

乗
合
馬
車
を
走
ら
せ
ま
し
た
。
明
治
十
四
年
に
は
仙

台
・
白
石
間
、
同
十
六
年
に
は
福
島
ま
で
延
伸
し
た

ほ
か
、
石
巻
へ
向
か
う
路
線
も
開
か
れ
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
明
治
二
十
年
、
東
京
か
ら
の
鉄
道
が
仙

台
に
通
じ
、
さ
ら
に
北
へ
伸
び
る
と
、
馬
車
は
急
速

に
衰
退
し
、
万
里
軒
も
明
治
二
十
六
年
に
は
馬
車
運

行
を
廃
業
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

鉄
道
建
設
か
ら
の
発
展

　

乗
合
馬
車
の
先
行
き
に
暗
雲
が
立
ち
込
め
て
き

た
こ
ろ
、
橋
本
忠
次
郎
は
そ
の
馬
車
の
ラ
イ
バ
ル
と

な
っ
た
鉄
道
の
建
設
業
に
関
わ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

そ
れ
は
、
土
木
官
僚
と
し
て
宮
城
県
に
着
任
し
、

後
に
民
間
に
転
じ
た
早
川
智
寛
が
設
立
し
た
早
川
組

へ
の
参
加
で
す
。
早
川
組
は
、
東
北
や
北
海
道
の
鉄

道
建
設
で
急
成
長
し
ま
す
が
、
明
治
二
十
六
年
、
早

川
は
資
産
を
社
員
に
分
配
し
て
会
社
を
解
散
し
ま
し

た
。
こ
の
時
、
早
川
組
が
手
が
け
た
鉄
道
事
業
の
多

く
を
引
き
継
い
だ
の
が
橋
本
忠
次
郎
だ
っ
た
の
で
す
。

　

忠
次
郎
は
橋
本
組
を
設
立
し
、
奥
羽
線
、
常
磐
線
、

陸
羽
東
線
な
ど
東
北
各
地
で
鉄
道
建
設
を
請
け
負
い

ま
し
た
。
と
く
に
難
工
事
が
多
か
っ
た
奥
羽
線
の
成

功
が
、
橋
本
組
の
名
前
を
大
い
に
高
め
た
の
で
す
。

　

こ
の
ほ
か
、
北
海
道
の
鉄
道
建
設
で
も
実
績
を
挙

げ
た
橋
本
組
は
、
橋
本
店
と
改
称
し
、
鉄
道
に
と
ど

ま
ら
ず
、
建
設
業
全
般
に
事
業
規
模
を
展
開
し
て
い

き
ま
す
。
岐
阜
駅
の
建
設
も
、
そ
う
し
た
橋
本
店
が

全
国
的
に
飛
躍
す
る
中
で
行
わ
れ
た
仕
事
で
し
た
。

　

橋
本
店
の
経
営
に
携
わ
る
一
方
で
、
忠
次
郎
は
製

紙
業
、
印
刷
業
、
醸
造
業
や
鉱
山
経
営
な
ど
幅
広

く
事
業
を
展
開
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
内
国
通
運
株

式
会
社
（
日
本
通
運
の
前
身
）
の
社
長
に
も
就
任
し

た
忠
次
郎
は
、
大
正
五
（
一
九
一
六
）
年
一
月
一
日
、

六
十
一
歳
で
亡
く
な
り
ま
し
た
。

　

馬
車
や
鉄
道
な
ど
、
時
代
の
波
を
読
み
な
が
ら
、

堅
実
に
、
そ
し
て
地
域
発
展
を
視
野
に
入
れ
た
彼
の

事
業
精
神
が
、「
橋
本
町
」
の
名
を
今
に
残
し
た
大
き

な
理
由
だ
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
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