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編
集
に
あ
た
っ
て 

平　

川　
　
　

新

仙
台
市
柏
木
市
民
セ
ン
タ
ー
の
連
続
講
座
「
歴
史
に
み
る
通
町
・
堤
町
・
北
山
界
隈
」
は
、
二
〇
一
〇
年
の
六
月
十
五

日
、
同
二
十
四
日
、
七
月
九
日
の
三
回
に
わ
た
っ
て
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
お
か
げ
さ
ま
で
た
く
さ
ん
の
住
民
の
方
に
参
加

し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

こ
の
講
座
を
企
画
し
た
の
は
、
講
座
開
始
の
わ
ず
か
三
週
間
前
の
こ
と
で
し
た
。
青
葉
神
社
の
前
、
通
町
の
角
に
あ
る

「
検
断
屋
敷
」
が
解
体
さ
れ
る
と
い
う
情
報
を
聞
い
た
こ
と
が
、
そ
の
き
っ
か
け
で
し
た
。

「
検
断
屋
敷
」
の
「
検
断
」
と
は
、
仙
台
藩
の
場
合
、
宿
場
や
町
場
に
お
か
れ
た
役
職
の
こ
と
を
さ
し
ま
す
。
伝
馬
や

人
足
な
ど
の
宿
駅
業
務
を
取
り
仕
切
っ
た
ほ
か
、
住
民
の
管
理
な
ど
も
お
こ
な
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。
町
人
か
ら
選
ば
れ

た
、
町
政
運
営
上
の
重
要
な
役
職
で
し
た
。
青
葉
神
社
の
前
に
あ
っ
た
「
検
断
屋
敷
」
は
、
そ
の
検
断
職
を
勤
め
た
仙
台

商
人
の
菊
田
源
兵
衛
家
が
江
戸
時
代
の
後
期
に
建
て
た
屋
敷
で
す
。
蔵
づ
く
り
の
建
物
で
す
が
、
通
り
に
面
し
て
建
て
ら

れ
て
い
ま
す
の
で
、
店
蔵
と
し
て
利
用
さ
れ
て
き
た
の
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
検
断
職
に
あ
っ
た
菊
田
家
が
建
て
た
も
の
で

し
た
の
で
、「
検
断
屋
敷
」
と
呼
ば
れ
て
き
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

こ
の
菊
田
家
の
屋
敷
と
店
蔵
は
明
治
時
代
に
人
手
に
渡
り
ま
し
た
が
、
生
き
た
建
物
と
し
て
近
年
ま
で
利
用
さ
れ
て
き

ま
し
た
。
数
十
年
前
に
撮
影
さ
れ
た
写
真
を
見
ま
す
と
、
道
筋
一
帯
に
古
い
家
屋
も
残
っ
て
い
て
、
通
町
全
体
が
ま
だ
歴
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史
的
な
雰
囲
気
を
残
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
そ
の
通
り
の
家
々
も
徐
々
に
建
て
替
え
ら
れ
て
新
し
い
住
宅
や
店
舗
に
姿
を

変
え
て
い
き
ま
し
た
。
人
々
の
生
活
ス
タ
イ
ル
や
商
売
の
あ
り
方
が
大
き
く
変
化
し
た
の
で
す
か
ら
、
当
然
の
流
れ
だ
と

い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
そ
う
し
た
な
か
で
、
古
い
瓦
屋
根
と
ナ
マ
コ
壁
を
も
つ
こ
の
「
検
断
屋
敷
」
は
、
通
町
の
歴
史

的
雰
囲
気
を
残
す
、
数
少
な
い
貴
重
な
歴
史
遺
産
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

そ
の
「
検
断
屋
敷
」
が
消
え
る
と
い
う
現
実
を
前
に
し
て
、
私
た
ち
は
深
い
反
省
の
念
を
抱
か
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん

で
し
た
。

一
つ
は
、
こ
の
「
検
断
屋
敷
」
が
も
つ
歴
史
的
来
歴
や
歴
史
的
建
造
物
と
し
て
の
価
値
に
つ
い
て
、
私
た
ち
自
身
が
ど

の
程
度
承
知
し
て
い
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
二
つ
め
は
、
こ
の
歴
史
的
建
造
物
を
未
来
に
残
す
た
め
に
私
た
ち
は

こ
れ
ま
で
に
何
を
し
た
の
か
、
と
い
う
点
で
し
た
。
実
は
何
も
知
ら
な
か
っ
た
し
、
何
も
し
て
こ
な
か
っ
た
、
の
で
す
。

だ
か
ら
こ
そ
、「
消
え
る
」
と
知
っ
て
慌
て
て
し
ま
い
ま
し
た
。

所
蔵
者
の
方
も
保
存
し
よ
う
と
努
力
さ
れ
た
と
聞
き
及
ん
で
い
ま
す
。
し
か
し
財
政
難
の
仙
台
市
に
は
買
い
上
げ
る
余

裕
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
し
、
未
指
定
文
化
財
で
あ
る
た
め
に
修
復
や
維
持
に
公
的
な
助
成
を
す
る
こ
と
も
で
き

な
か
っ
た
と
聞
い
て
お
り
ま
す
。現
在
の
制
度
で
は
こ
れ
も
や
む
を
得
な
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
す
が
、
見
方
を
変
え
る
と
、

町
や
地
域
の
歴
史
遺
産
を
保
存
継
承
す
る
責
任
が
、
そ
れ
を
所
持
す
る
個
人
だ
け
に
負
わ
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で

も
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
た
問
題
も
、
私
た
ち
の
眼
前
に
一
気
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

＊　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

＊

こ
の
よ
う
な
現
実
を
前
に
、
私
た
ち
に
い
ま
何
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
、
と
悩
み
ま
し
た
。
こ
の
問
題
に
関
心
を
も
つ
数

人
が
集
ま
っ
て
考
え
た
結
論
が
、
通
町
の
歴
史
講
座
を
す
ぐ
に
で
も
開
催
し
ま
し
ょ
う
、
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
通
町
と

い
う
町
の
来
歴
、
あ
る
い
は
あ
の
「
検
断
屋
敷
」
や
菊
田
家
が
も
っ
て
い
た
歴
史
的
な
役
割
な
ど
を
、
私
た
ち
自
身
の
研

究
課
題
と
し
て
設
定
す
る
必
要
を
感
じ
た
か
ら
で
す
。「
消
え
る
」
と
い
う
こ
と
を
惜
し
む
だ
け
で
は
な
く
、「
消
え
る
」
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と
い
う
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、
こ
れ
ま
で
未
知
だ
っ
た
通
町
や
「
検
断
屋
敷
」
の
歴
史
を
再
生
さ
せ
て
み
よ
う
、
と
い
う

試
み
で
も
あ
り
ま
し
た
。

企
画
か
ら
わ
ず
か
三
週
間
で
一
回
目
の
講
座
を
実
施
し
た
の
で
す
が
、
開
催
を
急
い
だ
理
由
は
も
う
一
つ
あ
り
ま
し

た
。
そ
れ
は
「
検
断
屋
敷
」
が
消
え
る
前
に
、
こ
の
屋
敷
の
歴
史
と
価
値
を
地
元
の
方
々
に
知
っ
て
い
た
だ
き
、
最
後
の

姿
を
目
に
焼
き
つ
け
て
い
た
だ
き
た
か
っ
た
か
ら
で
す
。
い
つ
の
間
に
か
あ
の
屋
敷
が
な
く
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で

は
な
く
、
江
戸
時
代
の
建
物
が
消
え
て
い
く
そ
の
現
場
に
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
、
多
く
の
住
民
の
方
々
に
知
っ
て
い
た

だ
き
た
い
と
考
え
た
か
ら
で
し
た
。

講
師
と
し
て
す
ぐ
に
名
乗
り
を
あ
げ
て
く
れ
た
の
が
、
相
談
の
場
に
い
た
佐
藤
大
介
さ
ん
、
千
葉
正
樹
さ
ん
、
斎
藤
善

之
さ
ん
で
し
た
。
天
保
の
凶
作
関
係
の
史
料
に
菊
田
源
兵
衛
の
名
前
が
出
て
く
る
こ
と
を
思
い
出
し
た
佐
藤
さ
ん
は
、
幕

末
の
菊
田
家
の
こ
と
を
追
い
か
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
と
引
き
受
け
て
く
れ
ま
し
た
。
仙
台
城
下
町
の
成
り

立
ち
に
詳
し
い
千
葉
さ
ん
は
、
通
町
と
そ
れ
に
隣
り
合
っ
た
堤
町
が
も
つ
都
市
史
上
の
位
置
を
検
討
し
て
く
だ
さ
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。
流
通
史
が
専
門
の
斎
藤
さ
ん
は
、
城
下
町
の
は
ず
れ
に
あ
る
通
町
の
経
済
史
的
位
置
を
解
明
し
て
み
よ

う
と
、
意
欲
を
み
せ
て
く
だ
さ
っ
た
の
で
す
。

こ
の
と
き
に
は
三
人
と
も
に
、
報
告
の
根
拠
と
な
る
よ
う
な
確
た
る
史
料
の
当
て
も
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
い
ざ
講
座

が
始
ま
っ
て
み
る
と
、
た
い
へ
ん
驚
き
ま
し
た
。
三
人
の
報
告
は
い
ず
れ
も
見
事
な
ほ
ど
に
、
通
町
・
堤
町
・
北
山
界
隈

の
歴
史
、
そ
れ
に
菊
田
家
の
歴
史
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
た
か
ら
で
す
。
わ
ず
か
な
時
間
の
な
か
で
関
連
史
料
を
探
し

出
し
、
そ
れ
ら
を
丹
念
に
読
み
込
む
こ
と
で
、
埋
も
れ
て
い
た
歴
史
が
一
気
に
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
市
民
の
方
々
に
も
分
か
り
や
す
い
だ
け
で
は
な
く
、
学
術
的
に
も
優
れ
た
講
演
で
し
た
。
そ
れ
を
一
過
性
の
報
告

で
終
わ
り
と
す
る
の
で
は
な
く
、
せ
っ
か
く
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
の
地
域
の
歴
史
を
、
未
来
へ
の
記
録
と
し
て
と
ど
め
て

お
く
こ
と
が
、
歴
史
を
研
究
す
る
者
と
し
て
の
社
会
的
役
割
で
は
な
い
か
。
そ
の
よ
う
に
考
え
て
、
こ
の
報
告
書
を
作
っ
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た
次
第
で
す
。

＊　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

＊

本
報
告
書
の
附
録
と
し
て
、
堤
人
形
の
絵
付
け
職
人
で
郷
土
史
家
で
も
あ
っ
た
関
善
内
さ
ん
（
一
九
一
一
～
九
〇
）
が

描
い
た
三
つ
の
絵
画
を
掲
載
し
て
お
き
ま
し
た
。

最
初
の
も
の
は
、「
明
治
十
一
年
旧
第
一
大
区
七
小
区
堤
町
」
と
題
し
た
町
並
み
図
で
す
。
画
中
の
書
き
込
み
に
、「
昭

和
三
十
八
年
八
月　

乾
馬
の
土
地
台
帳
を
基
本
と
し
て
幾
人
の
記
憶
を
辿
っ
て
画
い
て
見
た
」
と
あ
り
ま
す
。
乾
馬
と
い

う
の
は
堤
町
の
あ
っ
た
七
小
区
の
区
長
荘
司
源
七
郎
の
こ
と
で
す
の
で
、
区
長
宅
に
保
管
さ
れ
て
い
た
堤
町
の
土
地
台
帳

で
屋
敷
割
り
な
ど
を
確
認
し
な
が
ら
描
い
た
の
で
し
ょ
う
。
画
題
が
「
明
治
十
一
年
旧
第
一
大
区
七
小
区
堤
町
」
と
な
っ

て
い
る
の
は
、
そ
の
土
地
台
帳
が
明
治
十
一
年
（
一
八
七
八
）
の
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
ま
す
。
し

か
し
善
内
さ
ん
は
明
治
四
十
四
年
（
一
九
一
一
）
生
ま
れ
で
す
の
で
、
同
十
一
年
の
町
並
み
を
知
っ
て
い
る
わ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。「
幾
人
の
記
憶
を
辿
っ
て
画
い
て
見
た
」
と
あ
る
の
は
、
昭
和
三
十
八
年
（
一
九
六
三
）
当
時
に
存
命
だ
っ

た
古
老
た
ち
か
ら
の
聞
き
取
り
を
も
と
に
、
町
並
み
を
復
元
し
て
描
い
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
の
古
老
た
ち
の
年

齢
が
仮
に
九
十
歳
だ
っ
た
と
す
れ
ば
生
年
は
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、
明
治
十
年
代
の

町
並
み
の
記
憶
は
残
っ
て
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
八
十
歳
台
の
古
老
で
あ
れ
ば
明
治
二
十
年
代
以
降
の
記
憶
に
な
る
で

し
ょ
う
。
明
治
十
一
年
の
土
地
台
帳
を
見
な
が
ら
、
あ
の
家
は
こ
ん
な
だ
っ
た
、
こ
の
家
は
あ
ん
な
だ
っ
た
と
話
し
な
が

ら
記
憶
を
呼
び
起
こ
し
て
い
る
情
景
が
目
に
浮
か
ぶ
よ
う
で
す
。
そ
の
意
味
で
は
明
治
十
一
年
の
写
実
的
な
町
並
み
図
で

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
明
治
時
代
の
堤
町
の
雰
囲
気
を
伝
え
る
貴
重
な
風
景
画
だ
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

二
つ
め
は
、「
昭
和
三
十
八
年
堤
町
之
図
」
で
す
。
こ
れ
は
関
善
内
さ
ん
が
、
そ
の
目
で
確
認
し
な
が
ら
描
い
た
写
実

性
の
高
い
町
並
み
図
で
す
。
明
治
の
図
で
は
茅
葺
き
が
多
く
瓦
屋
根
は
数
え
る
程
度
だ
っ
た
の
で
す
が
、
昭
和
の
図
で
は

逆
に
茅
葺
き
が
わ
ず
か
に
残
さ
れ
て
い
る
程
度
に
な
っ
て
い
ま
す
。
半
世
紀
以
上
の
時
間
は
町
並
み
に
こ
う
し
た
変
化
を
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も
た
ら
し
て
い
た
の
で
し
た
。
こ
の
二
つ
の
町
並
み
図
を
片
手
に
現
在
の
堤
町
を
歩
い
て
み
れ
ば
、
さ
ら
に
半
世
紀
経
っ

た
町
並
み
の
変
化
の
さ
ま
を
実
感
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。
善
内
さ
ん
の
明
治
の
図
と
昭
和
の
図
に
続
い
て
、
平

成
の
町
並
み
写
真
を
残
し
て
お
く
と
、
後
世
の
人
々
は
さ
ら
に
堤
町
の
歴
史
的
な
変
遷
を
、
画
像
を
通
し
て
確
認
す
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

三
つ
め
は
、
関
善
内
さ
ん
の
画
集
「
お
も
い
で
」
で
す
。
こ
れ
は
堤
焼
の
陶
工
や
堤
町
の
住
民
の
暮
ら
し
を
描
い
た
も

の
で
す
。
堤
焼
は
同
町
に
住
む
足
軽
の
副
業
と
し
て
、
三
百
年
来
の
歴
史
を
有
し
て
い
ま
す
。
善
内
さ
ん
自
身
が
堤
人
形

の
絵
付
け
を
仕
事
と
し
て
い
た
そ
う
で
す
の
で
、
陶
工
や
絵
師
た
ち
の
思
い
ま
で
描
き
こ
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ

ま
す
。
前
の
二
つ
の
町
並
み
図
と
、
人
々
の
生
業
や
暮
ら
し
ぶ
り
を
描
い
た
こ
の
画
集
を
あ
わ
せ
見
る
と
、
そ
れ
だ
け
で

堤
町
に
生
き
た
人
々
の
姿
が
よ
み
が
え
っ
て
く
る
よ
う
で
す
。

関
善
内
さ
ん
は
、
平
成
二
年
（
一
九
九
〇
）
に
七
十
九
歳
で
亡
く
な
ら
れ
た
そ
う
で
す
。
そ
れ
よ
り
前
の
昭
和
五
十
年

（
一
九
七
五
）、
関
さ
ん
は
堤
焼
の
「
お
も
い
で
」
を
描
い
た
四
十
数
枚
の
絵
を
仙
台
市
歴
史
民
俗
資
料
館
に
寄
贈
さ
れ
ま

し
た
。
い
っ
ぽ
う
、
明
治
と
昭
和
の
町
並
み
図
は
堤
町
に
あ
る
「
堤
焼
佐
大
ギ
ャ
ラ
リ
ー
」
が
所
蔵
し
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

私
た
ち
の
チ
ー
ム
が
同
ギ
ャ
ラ
リ
ー
の
古
文
書
調
査
を
お
こ
な
っ
た
際
に
写
真
撮
影
を
し
て
い
た
の
で
す
が
、
こ
の
た
び

の
連
続
講
座
で
堤
町
も
取
り
あ
げ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
の
で
、
写
真
を
プ
リ
ン
ト
し
て
会
場
に
掲
示
を
し
ま
し
た
。
本

報
告
書
で
は
、「
お
も
い
で
」
も
「
町
並
み
図
」
も
、
写
真
家
の
斎
藤
秀
一
さ
ん
が
撮
影
し
た
も
の
を
収
録
し
て
お
り
ま
す
。

そ
の
佐
大
ギ
ャ
ラ
リ
ー
で
す
が
、
平
成
二
十
三
年
（
二
〇
一
一
）
三
月
十
一
日
の
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
、
六
連
あ
っ

た
大
正
期
築
造
の
登
り
窯
の
う
ち
三
連
が
瓦
解
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。か
つ
て
は
登
り
窯
が
並
ん
で
い
た
堤
町
で
し
た
が
、

つ
い
に
佐
大
ギ
ャ
ラ
リ
ー
に
残
る
だ
け
と
な
っ
て
い
た
の
で
す
。
し
か
し
、
そ
れ
も
大
地
震
の
被
害
に
あ
っ
て
し
ま
い
ま

し
た
。
堤
町
の
歴
史
遺
産
が
、
ま
た
し
て
も
失
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

＊　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

＊
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こ
の
連
続
講
座
を
開
催
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
柏
木
市
民
セ
ン
タ
ー
の
岡
崎
修
子
館
長
さ
ん
に
大
変
お
世
話
に
な
り
ま

し
た
。
急
な
企
画
の
提
案
で
し
た
の
で
市
民
セ
ン
タ
ー
の
部
屋
は
一
回
分
し
か
確
保
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
近
く
の
満

勝
寺
に
依
頼
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
講
座
の
た
め
に
広
い
部
屋
を
提
供
し
て
く
だ
さ
っ
た
満
勝
寺
の
ご
住
職
と
檀
家
総

代
の
渡
辺
洋
一
さ
ん
に
は
、
篤
く
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

急
な
企
画
で
し
た
が
、
通
町
と
堤
町
、
さ
ら
に
北
山
界
隈
の
た
く
さ
ん
の
住
民
の
方
々
が
参
加
し
て
く
だ
さ
っ
た
こ
と

も
あ
り
が
た
い
こ
と
で
し
た
。
地
元
の
歴
史
の
話
を
耳
を
そ
ば
だ
て
る
よ
う
に
聞
き
入
っ
て
お
ら
れ
た
方
々
の
姿
が
印
象

的
で
し
た
。
歴
史
学
が
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
地
域
に
貢
献
で
き
る
の
か
、
ど
の
よ
う
な
話
な
ら
多
く
の
人
々
に
喜
ん
で
い

た
だ
け
る
の
か
、
身
を
も
っ
て
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
み
な
さ
ま
に
、
心
よ
り
の
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。


