
尾
形
亀
之
助
読
書
会
通
信

　
　
　
　
　
　
　
　
第
四
号

　

は
じ
め
に

　

も
う
新
し
い
年
を
迎
え
三
月
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
昨
年
末
に
は
こ
の
尾
形

亀
之
助
読
書
会
通
信
第
四
号
の
編
集
作
業
を
急
い
で
お
り
ま
し
た
が
、
つ
い
に
年
末

に
は
出
す
こ
と
が
で
き
ず
、
ふ
が
い
な
い
気
持
ち
で
お
り
ま
し
た
。
そ
う
こ
う
し
て

い
る
う
ち
に
、
皆
様
の
お
力
添
え
を
い
た
だ
き
、
読
書
会
の
開
催
も
七
回
目
を
無
事

に
終
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
う
い
う
訳
で
、
ご
無
沙
汰
し
て
お
り
ま
し
た

が
、
尾
形
亀
之
助
読
書
会
通
信
第
四
号
を
お
届
け
し
ま
す
。
今
号
は
，
昨
年
十
二

月
一
六
日
（
日
）
に
、
秋
に
開
催
し
た
第
五
回
尾
形
亀
之
助
読
書
会
「
亀
ど
の
句

会
」
の
番
外
編
と
し
て
開
催
さ
れ
た
繁
昌
院
句
会
（
勝
手
に
小
熊
が
命
名
）
の
こ
と

を
中
心
と
し
た
内
容
で
お
届
け
し
ま
す
。
こ
の
繁
昌
院
句
会
は
、
第
五
回
尾
形
亀
之

助
読
書
会
で
ゲ
ス
ト
と
し
て
お
招
き
し
た
小
熊
座
の
渡
辺
誠
一
郎
氏
の
「
ま
た
、
こ

こ
で
や
り
た
い
で
す
ね
」
と
の
温
か
い
お
言
葉
を
い
た
だ
き
、
尾
形
亀
之
助
の
菩
提

寺
で
あ
る
繁
昌
院
と
の
調
整
は
西
田
さ
ん
に
御
足
労
を
願
っ
て
開
催
さ
れ
た
も
の
で

す
。
尾
形
亀
之
助
読
書
会
と
は
切
り
離
し
て
、
今
後
と
も
不
定
期
と
い
う
こ
と
で
開

催
し
て
ゆ
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
特
に
い
つ
頃
に
開
催
す
る
と
い
う
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
こ
う
し
て
い
る
う
ち
に
西
田
さ
ん
の
早
業
で
、
次
回
の
開
催
は

二
〇
一
三
年
五
月
二
六
日
（
日
曜
日
）
と
決
ま
り
ま
し
た
。
ご
興
味
の
あ
る
方
は
、

小
熊
ま
で
連
絡
を
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
五
月
は
奇
数
月
な
の
で
、
尾
形
亀

之
助
読
書
会
の
「
第
二
回
亀
ど
の
句
会
」
と
し
て
開
催
し
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

今
度
は
、
尾
形
亀
之
助
読
書
会
の
一
つ
の
会
と
し
て
開
催
し
ま
す
が
、
亀
之
助
の
詩

と
は
ほ
と
ん
ど
関
係
な
い
純
粋
な
句
会
に
な
り
ま
す
。
場
所
が
、
亀
之
助
の
菩
提
寺

と
い
う
こ
と
で
、
何
か
し
ら
の
亀
之
助
へ
の
供
養
に
な
れ
ば
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

句
会
へ
臨
む
姿
勢
と
し
て
は
、
詩
人
は
あ
く
ま
で
詩
人
ら
し
く
、
俳
人
は
俳
人
ら
し

く
詩
的
言
語
で
短
詩
型
文
学
の
世
界
を
構
築
で
き
た
ら
お
も
し
ろ
い
と
思
っ
て
お
り

ま
す
。
小
熊
座
の
方
々
が
多
数
（
六
、七
人
）
参
加
い
た
だ
け
ま
す
の
で
ど
う
か
よ

ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

　

繁
昌
院
俳
句
会
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
（
二
〇
一
二
年
一
二
月
一
六
日
）

冬
の
観
音
こ
こ
ろ
に
錨
も
て
と
い
ふ　
　
　

 

１
票
（
俳
１
）・
詩

初
恋
は
雪
虫
の
背
な
ふ
れ
る
こ
と

肌
に
染
む
古
紙
の
香
り
に
敗
戦
日

死
ぬ
と
き
は
吹
雪
く
日
が
よ
し
馬
上
に
て　

 

３
票
（
俳
３
）・
俳

着
膨
れ
や
踏
み
処
な
き
「
ぼ
お
ぶ
ら
屋
古
書
店
」

大
寒
や
等
圧
線
の
縮
こ
ま
り

地
底
ま
で
入
日
呑
み
込
む
冬
の
山　
　
　
　
　
　
　
（
詩
１
）・
俳

裸
木
と
な
り
て
自
在
や
大
銀
杏　
　

 

７
票
（
俳
５
、
詩
２
）・
俳

換
気
扇
吐
き
出
す
も
の
も
十
二
月　
　
　

 　

２
票
（
俳
２
）・
詩

尾
形
橋
渡
り
て
年
を
惜
し
み
け
り　
　
　
　
　
　
　
（
俳
４
）・
俳

右
腕
は
コ
ー
ト
に
忘
れ
宮
沢
賢
治　
　
　

 　

１
票
（
俳
１
）・
俳

父
祖
二
人
峠
越
へ
来
て
雪
の
里

綿
虫
の
翅
よ
く
見
え
る
日
暮
れ
か　

 

４
票
（
俳
３
、
詩
１
）・
詩

銀
杏
散
る
父
の
遠
忌
の
近
づ
け
り　

 　
　
　

１
票
（
俳
１
）・
詩

日
時
計
の
針
に
朝
の
陽
冬
の
蝶　
　
　

 　
　

２
票
（
俳
２
）・
俳

雪
白
し
タ
バ
コ
ほ
ろ
け
て
寿
命
の
じ
ゅ

水
平
の
記
憶
の
ま
ま
に
枯
木
立
つ　
　
　

 　

４
票
（
詩
４
）・
俳

鉛
筆
の
芯
く
も
り
や
大
根
炊　
　
　

 

３
票
（
俳
２
、
詩
１
）・
俳

亀
さ
ん
や
こ
っ
ち
お
い
で
よ
雪
見
酒

金
輪
奈
落
男
を
産
ま
ぬ
雪
女

雪
中
に
座
す
と
思
え
ば
暖
か
き　
　
　
　
　

 

１
票
（
詩
１
）・
詩

竜
の
玉
海
の
声
ぞ
も
仕
舞
い
け
り

手
を
合
わ
せ
炎
天
の
先
大
厄
災　
　
　
　
　

 

１
票
（
俳
１
）・
詩

足
う
ら
に
神
の
ぬ
く
も
り
夕
焼
け
か　
　
　

 

１
票
（
詩
１
）・
詩

闇
霽
れ
て
ほ
の
け
し
今
朝
の
雪
景
色　
　

 　

１
票
（
詩
１
）・
詩

セ
ー
タ
ー
や
定
年
過
ぎ
て
よ
り
親
し 

４
票
（
俳
２
、
詩
２
）・
詩

こ
の
先
を
ど
う
生
き
よ
う
か
八
頭　

 

３
票
（
俳
２
、
詩
１
）・
俳

蔵
王
嶺
の
風
は
真
っ
直
ぐ
大
刈
田　
　
　

 　

１
票
（
詩
１
）・
俳

雪
チ
テ
ソ
、
日
ニ
チ
テ
鳥
ソ
、
石
畳

藍
深
く
冬
の
菫
に
沈
み
け
り　
　
　

 

２
票
（
詩
１
、
俳
１
）・
俳

慟
哭
の
伽
藍
こ
の
慟
哭
の

冬
木
立
か
ら
か
ら
飛
び
し
月
の
音

す
ぐ
ろ
野
は
胸
の
痛
み
を
置
く
と
こ
ろ　
　

 

２
票
（
俳
２
）・
詩

母
眠
り
山
眠
る
と
き
神
宿
る　
　
　
　
　
　

 

１
票
（
俳
１
）・
俳

夢
い
ま
だ
夢
の
ま
ま
な
り
冬
の
蝶　
　
　
　

 

１
票
（
詩
１
）・
俳
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隙
間
風
溜
ま
り
さ
み
し
き
盆
の 

３
票
（
俳
２
、
詩
１
）・
俳

風
鐸
を
鳴
ら
す
は
夫
か
冬
木
立　
　

 　

１
票
（
俳
１
）・
俳

　
ひ
き
だ
し
に
日
記
潜
め
る　

 　

２
票
（
俳
１
、
詩
１
）・
詩

ポ
イ
ン
セ
チ
ア
抱
い
て
雲
衝
く
男　

 　

３
票
（
俳
３
）・
俳

○　

参
加
者
（
順
不
同
）

　
　

渡
辺
誠
一
郎
様
（
小
熊
座
）、
佐
藤
き
み
こ
様
（
小
熊

　
　

座
）、
波
山
克
彦
様
（
小
熊
座
）、
永
野
シ
ン
様
（
小

　
　

熊
座
）
日
下
様
（
小　

熊
座
）、
大
久
保
様
（
小
熊
座
）、

　
　

西
田
朋
様
、
宮
崎
様
、
金
子
忠
政
様
、
伊
達
泳
時
様
、

　
　

小
熊
昭
広
。
作
品
の
み
の
参
加
：
鈴
木
努
様
。
伊
深
久

　
　

男
様
。

　
　
　

※
記
録
が
不
確
か
で
す
。
参
加
者
の
欠
落
、
お
名
前　

　
　

の
間
違
い
な
ど
あ
り
ま
し
た
ら
、
ご
勘
弁
く
だ
さ

　
　
　

い
。

　

句
に
対
す
る
作
者
の
氏
名
は
省
略
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
意
図
は
あ
ま
り
な
い
の
で
す
が
、
記
録
が
不
鮮
明
で
、
間

違
い
が
起
こ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
、
そ
れ
に
、
こ
の
会
は
作

品
を
競
う
も
の
で
は
な
く
、
自
由
に
気
儘
に
遊
ぶ
と
い
う
こ
と

に
重
き
を
置
く
、
と
い
う
二
つ
の
意
味
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で

し
ょ
う
か
。
当
日
は
、
当
然
に
、
作
品
に
票
が
入
っ
た
作
者
は
、

名
乗
り
出
る
わ
け
で
、
最
後
に
全
句
の
作
者
が
分
か
る
わ
け
で

す
が
、
そ
れ
は
そ
の
時
の
会
だ
け
の
こ
と
と
し
た
い
と
思
い
ま

す
。

　

た
だ
し
、
俳
句
を
詠
ん
で
い
る
方
と
詩
を
書
い
て
い
る
方

で
、
作
品
に
入
れ
た
票
の
内
訳
と
作
者
が
ど
ち
ら
か
と
い
う
こ

と
を
、
最
後
に
書
き
記
し
ま
し
た
。
例
外
の
一
作
品
を
除
き
、

特
に
大
き
な
傾
向
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
例
外
の
一
作
品

は
、
俳
句
を
書
か
れ
て
い
る
方
の
作
品
「
水
平
の
記
憶
の
ま
ま

に
枯
木
立
つ
」
で
す
。
当
日
の
参
加
で
詩
を
書
い
て
い
る
者
全

員
で
あ
る
四
人
が
こ
の
句
を
選
ん
で
い
ま
す
。
そ
し
て
、
俳
句

を
書
か
れ
て
い
る
方
は
、
こ
の
句
を
誰
一
人
と
し
て
選
ん
で
い

ま
せ
ん
。
そ
こ
に
、
何
か
違
い
が
あ
る
の
か
と
詮
索
し
た
く
な

り
ま
す
。

　

小
熊
の
勝
手
な
考
え
で
言
う
と
、
言
葉
で
捉
え
よ
う
と
す
る

対
象
に
枠
が
な
い
、
と
い
う
点
で
詩
人
達
の
心
に
響
い
た
の
だ

と
考
え
ま
す
。
俳
句
も
詩
も
、
こ
の
自
分
た
ち
が
生
き
て
い
る

世
界
を
、
言
葉
を
使
っ
て
な
ん
と
か
捕
ま
え
よ
う
と
、
獲
物
を

網
で
す
く
う
よ
う
に
、
言
葉
を
操
り
、
創
造
行
為
を
行
う
わ
け

で
す
が
、
俳
諧
の
世
界
は
、
前
提
に
額
縁
の
よ
う
な
も
の
が
あ

る
よ
う
に
思
え
ま
す
。
つ
ま
り
、
魚
を
釣
る
の
に
様
々
な
漁
法

を
使
え
る
技
術
と
仕
掛
け
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
れ
ら
を
駆
使
し
て
、
時
に
は
素
手
で
掴
む
と
い
う
こ
と
も
あ

る
で
し
ょ
う
。
ど
う
い
う
漁
法
で
も
、
そ
の
時
々
の
手
順
と
い

う
も
の
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。
こ
の
手
順
が
額
縁
と
言
っ

て
も
良
い
も
の
か
と
考
え
ま
す
。
そ
れ
だ
か
ら
様
々
な
態
様
で

言
葉
を
使
っ
て
遊
べ
る
、
戦
え
る
、
抵
抗
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
ら
か
ら
は
み
出
す
こ
と
も
、
ま
た
枠
が
あ
っ
て
の
こ
と
で

す
。
こ
の
こ
と
は
、
と
て
も
大
事
な
創
造
力
の
源
に
な
る
こ
と

だ
と
思
い
ま
す
。

　

一
方
、
現
代
詩
は
、
極
端
な
話
、
い
っ
さ
い
の
枠
は
あ
り
ま

せ
ん
。
自
分
で
枠
を
創
る
こ
と
は
で
き
る
の
で
す
が
、
そ
れ
は

枠
が
な
い
と
い
う
前
提
の
下
に
行
う
も
の
で
す
。
で
す
か
ら
、

魚
を
捕
ま
え
よ
う
と
は
す
る
の
で
す
が
、
そ
の
術
が
わ
か
ら
な

い
ま
ま
行
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
枠
が
な
い
と

い
う
こ
と
も
、
創
造
行
為
の
源
に
な
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
自
分
と
い
う
存
在
を
感
じ
取
る
こ
と
で
、
魚
と
の
関

係
を
知
ろ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
視
線
は
、

対
象
に
向
か
っ
て
は
い
る
の
で
す
が
、
ど
う
し
て
も
自
分
か
ら

離
れ
ら
れ
な
い
ま
ま
に
時
間
が
過
ぎ
て
ゆ
き
ま
す
。
な
の
で
、

詩
人
は
い
っ
そ
う
孤
立
感
が
深
ま
る
ば
か
り
な
の
だ
と
思
い
ま

す
。
俳
人
と
詩
人
、
ど
ち
ら
が
よ
い
と
か
ど
う
と
か
い
う
問
題

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

そ
れ
で
「
水
平
の
記
憶
の
ま
ま
に
枯
木
立
つ
」
で
す
。
こ
れ

か
ら
先
は
さ
ら
に
勝
手
な
推
測
で
す
。
作
者
で
あ
る
俳
人
は
、

枠
の
中
に
き
ち
っ
と
収
ま
る
情
景
を
詠
ん
だ
も
の
と
思
い
ま

す
。
し
か
し
、
そ
れ
が
何
を
意
味
す
る
も
の
か
、
何
を
象
徴
す

る
も
の
か
、
今
ひ
と
つ
納
得
で
き
ま
せ
ん
。
こ
こ
に
は
、
俳
句

の
中
の
美
意
識
、
つ
ま
り
「
俳
諧
」
と
言
え
る
も
の
が
希
薄
で

す
。
枠
が
な
い
と
言
っ
て
し
ま
え
ば
、
簡
単
な
こ
と
で
は
あ
る

の
で
す
が
。

　

で
、
小
熊
の
勝
手
な
解
釈
は
、「
水
平
」
と
「
立
つ
」
と
は
、

水
平
と
垂
直
が
ク
ロ
ス
す
る
情
景
で
す
。
光
と
影
と
言
っ
て
も

良
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
生
と
死
で
も
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、

ク
ロ
ス
と
は
、
十
字
架
で
す
。
キ
リ
ス
ト
教
的
な
も
の
の
考

え
方
で
言
え
ば
、「
水
平
」
と
は
平
和
（
愛
）
で
す
。
そ
し
て
、

「
垂
直
」
は
神
な
の
で
す
。
さ
ら
に
「
記
憶
」
と
は
、
流
れ

て
い
る
時
間
で
す
。「
枯
れ
木
」
と
は
生
命
感
を
失
っ
た
存

在
、
つ
ま
り
過
去
又
は
死
で
す
。
そ
こ
か
ら
連
想
さ
れ
る
も

の
は
、
十
字
架
に
縛
り
付
け
ら
れ
て
処
刑
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト

の
姿
で
す
。
こ
れ
は
全
く
の
勝
手
な
解
釈
な
の
で
す
が
、
イ

エ
ス
キ
リ
ス
ト
の
受
難
を
想
像
さ
せ
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。

キ
リ
ス
ト
の
受
難
は
、
記
憶
と
し
て
語
り
継
が
れ
て
き
ま
し

た
。
こ
の
句
は
、
何
気
な
い
自
然
の
風
景
に
中
に
神
聖
な
る

も
の
を
見
た
、
そ
し
て
そ
れ
は
己
自
身
の
中
の
神
聖
な
る
も

の
で
あ
る
、
と
い
う
ふ
う
に
詩
人
は
全
く
自
由
に
、
と
い
う

か
自
己
勝
手
に
言
葉
を
読
み
解
き
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
次

に
、
言
葉
が
改
行
を
伴
い
生
ま
れ
て
ゆ
き
ま
す
。
そ
の
「
神

聖
」
な
思
い
を
、
次
の
言
葉
に
つ
な
い
で
ゆ
き
た
く
な
る
の

で
す
。
そ
こ
は
「
詩
の
一
行
目
は
神
が
書
く
」
と
よ
く
言
わ

れ
る
よ
う
な
こ
と
の
よ
う
に
通
じ
る
と
思
い
ま
す
。
詩
人
の

あ
こ
が
れ
と
言
え
ば
そ
れ
ま
で
で
す
が
、
強
烈
な
吸
引
力
を

持
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
，
こ
の
句
を
選
ん
だ
そ
れ
ぞ
れ
の

方
で
解
釈
と
い
う
か
，
感
じ
た
こ
と
は
全
く
違
う
の
だ
と
思

い
ま
す
。
長
い
文
章
に
な
り
ま
し
た
の
で
，
こ
れ
く
ら
い
に

し
て
次
回
を
楽
し
み
に
し
ま
し
ょ
う
。

第
六
回
尾
形
亀
之
助
読
書
会
に
つ
い
て

　

第
六
回
尾
形
亀
之
助
読
書
会
は
。
一
一
月
一
七
日（
土
）

に
大
河
原
町
の
駅
前
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
セ
ン
タ
ー
「
多
目

的
ホ
ー
ル
２
」
で
、
詩
人
の
佐
々
木
洋
一
氏
を
お
招
き
し

ま
し
て
開
催
い
た
し
ま
し
た
。
亀
之
助
の
詩
の
世
界
に
対

し
、
け
っ
し
て
寄
り
添
わ
な
い
、
け
っ
し
て
追
随
し
な
い

見
事
な
話
で
し
た
。
自
ら
を
貧
乏
人
の
家
系
と
し
、
一
歩

引
き
下
が
り
、
そ
の
上
で
、
し
た
た
か
に
裕
福
だ
っ
た
亀

之
助
の
出
自
を
見
下
す
辺
り
は
、
年
少
の
頃
か
ら
詩
を
書

い
て
き
た
、
百
戦
錬
磨
の
詩
の
達
人
佐
々
木
洋
一
の
真
骨

頂
で
し
た
。
印
象
に
残
っ
た
言
葉
と
し
て
は
、「
詩
を
作

る
と
い
う
こ
と
は
、
ぼ
ん
や
り
と
し
た
時
間
を
過
ご
す
こ

と
」
と
い
う
も
の
で
し
た
。
働
か
ず
、
明
日
の
飲
み
食
い

の
へ
の
不
安
を
持
た
ず
、
仕
送
り
だ
け
で
生
活
し
た
裕
福



あ
と
が
き

　

次
回
三
月
一
特
日
（
土
）
は
，
午
後
三
時
か
ら
大
河
原

駅
前
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
セ
ン
タ
ー
「
多
目
的
ホ
ー
ル
２
」

で
詩
人
金
子
忠
正
氏
を
お
迎
え
し
て
、「
亀
之
助
の
詩
と

政
治
性
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
お
話
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
き

た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
例
に
よ
っ
て
，
い
つ
も
参
加

い
た
だ
い
て
い
る
方
に
は
、
直
前
に
イ
ン
ビ
テ
ー
シ
ョ
ン

カ
ー
ド
を
お
送
り
し
ま
す
が
、
そ
れ
に
は
関
わ
ら
ず
，
こ

の
日
こ
の
時
間
に
他
に
御
用
の
な
い                  

方
は

是
非
，
是
非
，
予
定
表
に
印
を
付
け
て
出
か
け
て
き
て
く

れ
れ
ば
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
ま
た
例
に
よ
っ
て
、

読
書
会
終
了
後
に
打
ち
上
げ
を
大
河
原
町
内
の
「
薙
の

樹
」（
０
２
２
４
（
５
２
）
３
９
２
３
）
と
い
う
和
食
料

理
屋
で
行
い
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
皆
様
、
お
待
ち

し
て
お
り
ま
す
。

　

ま
た
、
最
初
に
も
書
き
ま
し
た
が
、
五
月
二
十
六
日

（
日
）
の
第
九
回
尾
形
亀
之
助
読
書
会
は
、
午
後
一
時

三
〇
分
か
ら
繁
昌
院
本
堂
に
て
「
第
二
回
亀
ど
の
句
会
」

と
し
て
、
純
然
た
る
句
会
を
行
い
ま
す
。
当
日
の
句
会
の

や
り
方
は
、
近
く
な
っ
て
か
ら
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
作
品
（
俳
句
）
を
五
作
ほ
ど
持
っ
て
き

て
い
た
だ
き
、
集
ま
っ
た
方
々
で
座
を
持
つ
と
い
う
こ
と

に
な
る
か
と
思
い
ま
す
。
ど
う
か
、
そ
ち
ら
も
よ
ろ
し
く

お
願
い
し
ま
す
。

　
【
連
絡
先
】

　

宮
城
県
大
河
原
町
大
谷
字
原
前
五
十
の
五　

小
熊
昭
広

　
kaisei@

poetic.jp

　

T
EL ; 090-5230-2349

第
七
回
尾
形
亀
之
助
読
書
会
に
つ
い
て

　

第
七
回
尾
形
亀
之
助
読
書
会
は
、
二
〇
一
三
年
一
月

一
九
日（
土
）の
午
後
三
時
か
ら
大
河
原
町
の
駅
前
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
ー
セ
ン
タ
ー
「
多
目
的
ホ
ー
ル
２
」
仙
台
在
住
の

イ
ラ
ス
ト
レ
ー
タ
ー
、
村
上
か
つ
み
氏
に
ゲ
ス
ト
と
し
て

お
越
し
い
た
だ
き
、
開
催
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
参

加
者
は
、
村
上
氏
の
奥
様
を
含
め
、
一
二
名
の
数
と
な
り

ま
し
た
。
本
当
に
皆
様
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
村

上
氏
の
亀
之
助
の
生
き
様
に
距
離
を
と
っ
て
、
客
観
的
に

亀
之
助
の
詩
の
み
で
、
イ
メ
ー
ジ
を
ふ
く
ら
ま
せ
イ
ラ
ス

ト
を
描
く
と
い
う
行
為
の
果
て
に
現
れ
た
イ
ラ
ス
ト
は
と

て
も
陽
気
で
あ
っ
た
り
、
懐
か
し
く
あ
っ
た
り
、
寂
し
く

あ
っ
た
り
す
る
の
で
す
が
、
何
十
枚
と
創
ら
れ
て
イ
ラ
ス

ト
集
に
収
め
ら
れ
た
作
品
、
一
つ
残
ら
ず
全
て
に
つ
い

て
、
村
上
氏
の
制
作
時
の
思
い
を
語
っ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
時
間
が
無
い
と
こ
ろ
で
，
あ
れ
だ
け
多
く
の
イ
ラ
ス

ト
に
つ
い
て
、
亀
之
助
の
詩
と
絡
め
て
お
話
し
て
い
た
だ

け
た
こ
と
は
、
と
て
も
楽
し
い
時
間
を
共
有
で
き
て
、
企

画
し
た
本
人
と
し
て
は
、
ど
う
言
葉
で
そ
の
嬉
し
さ
を
表

し
て
良
い
の
か
分
か
ら
な
い
ほ
ど
の
喜
び
で
し
た
。

　

劇
作
家
別
役
実
と
の
つ
な
が
り
で
亀
之
助
の
詩
に
興
味

を
持
っ
た
村
上
氏
で
す
が
、
村
上
氏
が
別
役
実
の
童
話
に

イ
ラ
ス
ト
を
描
い
た
と
い
う
こ
と
か
ら
も
、
ど
こ
か
童
話

の
世
界
に
通
じ
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
尾
形
亀
之
助
は
，

北
川
冬
彦
に
自
分
の
詩
を
「
童
心
」
と
表
現
さ
れ
て
，
怒

り
心
頭
に
し
て
、
そ
の
反
論
を
興
奮
気
味
に
書
い
て
い
ま

す
が
、
敢
え
て
小
熊
の
考
え
を
書
か
せ
て
い
た
だ
け
れ

ば
、
童
心
と
幼
稚
と
は
全
く
違
う
こ
と
で
す
し
、
童
心
に

は
「
冷
た
さ
」
も
あ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
な
の
で
、
北

川
冬
彦
の
感
性
は
、
亀
之
助
の
詩
を
切
り
捨
て
る
こ
と
で

は
な
く
、
む
し
ろ
亀
之
助
を
怒
ら
せ
る
ほ
ど
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
事
実
と
し
て
、
評
価
す
べ
き

こ
と
と
理
解
す
る
こ
と
が
妥
当
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。
悲

し
い
こ
と
は
、
そ
れ
に
対
し
て
亀
之
助
は
た
だ
怒
る
だ
け

で
、
そ
の
こ
と
を
バ
ネ
に
し
て
「
生
き
る
」
と
い
う
方
向

に
向
か
わ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

　

ち
ょ
っ
と
脱
線
し
ま
し
た
が
、
村
上
氏
は
、
亀
之
助
の

詩
に
対
し
て
、」
深
刻
な
こ
と
を
書
い
て
い
る
と
言
い
な

が
ら
，
亀
之
助
の
詩
か
ら
受
け
た
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン

に
よ
っ
て
描
か
れ
た
イ
ラ
ス
ト
は
、
と
て
も
賑
や
か
で

す
。
そ
こ
に
は
、
不
安
も
、
焦
燥
も
、
衰
退
も
感
じ
さ
せ

ま
せ
ん
。
そ
の
村
上
氏
が
描
い
た
明
る
さ
と
は
，
何
な
の

で
し
ょ
う
か
。
文
学
側
の
人
々
は
、「
虚
無
の
詩
人
」
と

亀
之
助
の
こ
と
を
表
現
し
ま
す
。
し
か
し
、
色
や
形
な
ど

の
視
覚
か
ら
の
刺
激
を
研
ぎ
澄
ま
さ
せ
た
画
家
で
あ
る
村

上
氏
は
、
イ
ラ
ス
ト
の
中
に
い
っ
ぱ
い
の
事
物
を
デ
フ
ォ

ル
メ
し
な
が
ら
描
い
て
い
ま
す
。 

亀
之
助
の
詩
を
デ
フ
ォ

ル
メ
し
て
い
る
と
言
う
よ
り
は
、
亀
之
助
の
詩
か
ら
得
た

イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
デ
フ
ォ
ル
メ
し
て
い
ま
す
。
つ

ま
り
、
亀
之
助
の
詩
の
解
釈
の
ご
と
き
は
一
切
抜
き
に
し

て
、
純
粋
な
亀
之
助
の
詩
か
ら
得
た
魅
力
を
、
画
家
の
興

味
で
描
い
て
い
る
の
で
す
。
そ
こ
に
あ
る
の
は
、
亀
之
助

が
詩
で
生
き
て
ゆ
こ
う
と
し
た
時
期
に
書
か
れ
た
文
章
の

な
か
に
あ
る
「
ユ
ー
モ
ア
」
と
い
う
言
葉
が
蘇
っ
て
く
る

も
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
極
論
で
す
が
、
亀
之
助

と
村
上
氏
は
、
こ
の
「
ユ
ー
モ
ア
」
と
い
う
セ
ン
ス
で
見

事
に
繋
が
っ
て
い
る
の
だ
と
思
っ
た
次
第
で
す
。

な
家
の
お
坊
ち
ゃ
ま
で
あ
っ
た
亀
之
助
に
は
、
ぼ
ん
や
り

と
し
た
時
間
が
、
あ
り
あ
ま
る
ほ
ど
あ
っ
た
に
違
い
あ
り

ま
せ
ん
。
こ
こ
に
は
詩
的
才
能
と
は
、
ま
っ
た
く
か
け
離

れ
た
詩
の
生
ま
れ
る
要
素
が
歴
然
と
し
て
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
で
し
ょ
う
か
。
亀
之
助
の
詩
の
魅
力
は
評
価
し
つ
つ

も
、
詩
以
前
の
人
間
が
生
き
る
と
い
う
こ
と
（
意
味
）
に

お
け
る
問
題
と
し
て
、
相
容
れ
な
い
も
の
が
佐
々
木
氏
に

は
あ
っ
た
の
だ
な
あ
と
思
わ
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
で
し

た
。

　

自
分
の
出
自
に
拘
る
こ
と
と
は
、
そ
の
ま
ま
今
の
自
分

に
拘
る
こ
と
で
、
徹
底
的
に
自
分
の
核
と
な
る
も
の
を
追

い
詰
め
る
こ
と
で
生
ま
れ
て
く
る
言
葉
が
あ
る
と
す
れ

ば
、
亀
之
助
の
言
葉
は
最
後
ま
で
自
己
同
一
性
を
達
成
で

き
な
か
っ
た
と
い
う
か
、
そ
れ
を
獲
得
す
る
こ
と
を
あ
き

ら
め
た
人
間
の
吐
い
た
、
他
人
に
と
っ
て
は
ど
う
で
も
良

い
、
た
め
息
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
か
。
佐
々
木
洋

一
氏
は
、
本
当
は
そ
の
よ
う
な
詩
人
を
許
せ
な
か
っ
た
の

だ
と
思
い
ま
す
が
、
そ
こ
ま
で
の
過
激
な
話
に
は
な
り
ま

せ
ん
で
し
た
。
そ
し
て
、
楽
し
く
打
ち
上
げ
の
時
間
を
過

ご
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
佐
々
木
洋
一
さ
ん
、
そ
れ

に
読
書
会
に
参
加
し
て
い
た
だ
い
た
方
々
、
本
当
に
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

と
に
も
か
く
に
も
、
約
一
時
間
三
〇
分
の
お
話
を
、
丁

寧
に
原
稿
に
ま
と
め
て
、
内
容
を
整
理
し
て
お
話
し
く
だ

さ
っ
た
佐
々
木
氏
に
改
め
て
深
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。


