
　

今
年
は
塩
竈
を
衰
退
の
危
機
か
ら
救
っ

た
仙
台
藩
四
代
藩
主
伊
達
綱
村
公（
肯
山

公
）の
三
百
年
遠
忌(

お
ん
き)
に
当
た
り

ま
す
。 

綱
村
公
の
功
績
や
伊
達
家
と
塩

竈
・
鹽
竈
神
社
と
の
つ
な
が
り
を
現
代
の

視
点
か
ら
見
つ
め
直
し
、未
来
の
塩
竈
を

つ
く
る
道
し
る
べ
と
す
る
た
め
に
、 

記
念

事
業
を
実
施
し
ま
す
。

　

伊
達
綱
村
公（
1
6
5
9
〜
1
7
1
9
）

は
、 

仙
台
藩
祖
政
宗
の
ひ
孫
に
あ
た
り
ま

す
。

　

２
歳
で
伊
達
家
を
相
続
し
、寛
文
11

（
1
6
7
1
）年
に
寛
文
事
件（
伊
達
騒
動
）

が
お
こ
り
ま
し
た
が
、 

幕
府
の
裁
定
で
藩

領
を
安
堵
さ
れ
ま
し
た
。

　

自
ら
藩
の
政
治
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た

綱
村
公
は
、 

沿
岸
へ
の
防
風
林
設
置
や
運

河
の
開
発
な
ど
で
成
果
を
お
さ
め
ま
し
た
。

ま
た
、 

儒
学
を
学
び
、 

多
数
の
学
者
を
従

え
て
藩
史
の
編
さ
ん
に
尽
力
す
る
と
と
も

に
、寺
社
の
整
備
に
も
努
め
、仙
台
藩
復
興

の
名
君
と
た
た
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
「
貞
享（
じ
ょ
う
き
ょ
う
）の
特
令
」を
は

じ
め
と
す
る
政
策
に
よ
り
塩
竈
を
救
っ
た

こ
と
で
も
知
ら
れ
、「
塩
竈
の
恩
人
」と
し

て
語
り
継
が
れ
て
い
ま
す
。

　

塩
釜
港
は
仙
台
の
外
港
と
し
て
、 

近
世

初
頭
以
来
発
展
を
遂
げ
て
き
ま
し
た
が
、 

貞
山
運
河
が
開
通
す
る
と
、船
は
運
河
を

通
っ
て
蒲
生
か
ら
仙
台
に
物
資
を
運
ぶ
よ

う
に
な
り
、 

塩
竈
を
取
り
巻
く
経
済
状
勢

は
悪
化
の
一
途
を
た
ど
り
ま
し
た
。 
同
じ

こ
ろ
、 

病
気
が
流
行
し
、 

火
災
、 

作
物
の

不
作
な
ど
も
重
な
り
、 

塩
竈
の
人
々
は
大

い
に
苦
し
み
ま
し
た
。

　

時
の
藩
主
で
、 

鹽
竈
神
社
を
深
く
崇
敬

し
て
い
た
綱
村
公
は
、 

こ
の
状
態
を
見
か

ね
て
天
和
２（
1
6
8
2
）年
に
塩
竈
の
年

貢
を
免
除
し
、さ
ら
に
貞
享
２（
1
6
8
5
）

年
に
は
、各
種
租
税
の
免
除
や
毎
年
2
5
0

両
を
下
賜（
か
し
）す
る
こ
と
、 

商
人
荷

物
・
五
十
集（
い
さ
ば
）と
よ
ば
れ
た
海
産

物
・
材
木
を
積
ん
だ
船
は
す
べ
て
塩
釜
港

に
入
港
す
べ
き
こ
と
な
ど
を
定
め
た
９
か

条
か
ら
な
る
異
例
の
塩
竈
振
興
令
を
発
し

ま
し
た
。こ
れ
が「
貞
享
の
特
令
」で
す
。

　

こ
の
特
令
に
よ
り
、仙
台
領
内
に
入
る

米
以
外
の
多
く
の
物
資
は
塩
釜
港
で
荷
揚

げ
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、塩
竈
は
大
い
に

に
ぎ
わ
い
ま
し
た
。 

江
戸
か
ら
さ
ま
ざ
ま

な
商
品
が
持
ち
込
ま
れ
、商
店
や
酒
造
業
、

旅
館
が
競
う
よ
う
に
軒
を
並
べ
ま
し
た
。

ま
た
、塩
釜
港
が
海
産
物
の
独
占
的
な
水

揚
港
と
し
て
指
定
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、

こ
れ
を
扱
う

肴（
さ
か
な
）

問
屋
が
出
現

し
、仙
台
に

至
る「
肴
の

道
」も
成
立

し
ま
し
た
。

　
「
貞
享
の

特
令
」が
、衰

退
に
ひ
ん
し

て
い
た
塩
竈

を
復
活
さ
せ

た
の
で
す
。

　

明
治
に
な
り
、 
藩
の
保
護
政
策
が
な
く

な
る
と
、 

再
び
塩
竈
に
危
機
が
訪
れ
ま
し

た
。当
時
の
塩
竈
の
有
力
者
達
は
綱
村
公

の
戒
名
を
冠
し
た「
肯
山
講
」と
い
う
会
を

組
織
し
、 

私
財
を
も
っ
て
港
を
浚
渫（
し

ゅ
ん
せ
つ
）し
、 

塩
竈
復
興
の
基
礎
を
造

り
ま
し
た
。

　

以
来
、 

綱
村
公
の
位
牌
寺
で
あ
る
東
園

寺
で
は
、 

肯
山
講
の
方
々
を
中
心
と
し
て
、

命
日
の
前
日
に
あ
た
る
６
月
19
日
に
逮
夜

法
要
が
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。

　

三
百
年
遠
忌
に
あ
た
る
今
年
は
、
6
月

17
日
に
法
要
が
行
わ
れ
、 

綱
村
公
の
禅
体

験
や
漢
詩
に
関
す
る
講
演
、鼎
談（
て
い
だ

ん
）な
ど
も
予
定
さ
れ
て
い
ま
す
。 

別
室

で
の
モ
ニ
タ
ー
視
聴
に
な
り
ま
す
が
、 

一

般
の
方
の
参
加
も
可
能
で
す
。

肯
山
公
三
百
年
遠
忌
法
要

と
　
き　

平
成
30
年
６
月
17
日
㈰

　
　
　
　

午
後
３
時
〜

と
こ
ろ　

東
園
寺（
旭
町
４―

１
）

内
　
容　

講
演
会「
綱
村
公
と
如
幻
三

集
」

　
　
　
　

鼎
談「
お
殿
様
の
禅
修
行
」

参
加
費　

一
般
参
加
は
無
料

定
　
員　

50
人※

先
着
順

※

申
し
込
み
は
、東
園
寺
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま

　

た
は
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
を
ご
覧
く
だ
さ
い

□問
　松
巖
山
東
園
寺
☎
3
6
2

－

0
7
7
7

　

７
月
号
で
は
、市
内
に
残
る
綱
村
公
の
事
跡

を
紹
介
し
ま
す
。

▲伊達綱村肖像[東園寺蔵]

▲小池曲江筆「塩竈村の者共に申渡す事」
　　[貞享2(1685) 年　鹽竈神社蔵]

□問
　生
涯
学
習
課
学
習
支
援
係

　
　
　
☎
3
6
2

－

2
5
5
6

塩
竈
で
語
り
継
が
れ
る
綱
村
公

仙
台
藩
四
代
藩
主
伊
達
綱
村
公

塩
竈
を
救
っ
た「
貞
享
の
特
令
」

―
塩
竈
を
救
っ
た

　
　
仙
台
藩
四
代
藩
主
伊
達
綱
村
公
―

肯
山
公
三
百
年
遠
忌
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