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浅川さん所有の従業員規約

仙
台
七
夕
と

　
　小
田
原
遊
郭

　色
と
り
ど
り
の
短
冊
が
風
に
た
ゆ
た
う
。
人
び
と
が
往
来
を
埋
め
る
。
人
と
人
と
が
幾
重
に

も
交
錯
し
、
思
い
出
が
生
ま
れ
る―

―

。

　東
北
三
大
祭
り
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
る
「
仙
台
七
夕
ま
つ
り
」
ま
で
今
年
も
あ
と
わ
ず
か
。

今
で
こ
そ
、
仙
台
市
中
心
部
が
祭
り
の
中
心
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
歴
史
を
ひ
も
と
け
ば
、

小
田
原
が
発
祥
の
ひ
と
つ
だ
と
い
い
ま
す
。
明
治
か
ら
戦
後
間
も
な
く
ま
で
栄
華
を
極
め
た
花

街
の
楼
主
や
女
性
た
ち
が
始
め
た
の
が
こ
と
の
起
こ
り
な
の
だ
そ
う
。
今
号
の
巻
頭
特
集
は
、

宮
町
に
60
年
以
上
暮
ら
し
、
宮
町
の
街
の
変
遷
を
見
続
け
て
き
た
〝
生
き
証
人
〞
浅
川
駒
治
さ

ん（
87
）＝
宮
町
北
一
番
丁
通
り
＝
に
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。七
夕
か
ら
出
発
し
、街
並
み
や
人
々

の
暮
ら
し
ぶ
り
、
商
店
街
の
移
り
変
わ
り
な
ど
に
も
話
が
及
び
ま
し
た
。

　
浅
川
さ
ん
は
、
戦
前
か
ら
お
母
さ
ま
が
こ
の
地
に
住
ま
い
、
ご
自
身
も
地

域
の
歴
史
資
料
を
集
め
写
真
を
撮
影
し
た
な
ど
、
往
時
に
思
い
を
馳
せ
語
っ
て

頂
き
ま
し
た
。

　「
明
治
27
年
、
常
盤
町（
現
在
の
市
民
会
館
の
辺
り
）に
あ
っ
た
遊
郭
が
現
在

の（
通
称
）旅
籠
町
に
移
転
さ
れ
、
小
田
原
遊
郭
と
呼
ば
れ
ま
し
た（
新
常
盤

町
遊
郭
と
も
言
わ
れ
ま
し
た
）。
小
田
原
遊
郭
で
は『
仙
台
盆
踊
り
』や『
仙
台

七
夕
ま
つ
り
』が
盛
大
に
行
わ
れ
、
七
夕
発
祥
の
地
と
言
わ
れ
た
ん
で
す
。
七

夕
や
お
盆
に
は
、
遊
郭
の
南
、
北一番
町
通
り
に
面
し
た
大
門
は
開
放
さ
れ
、

遊
郭
に
縁
の
な
い
女
性
や
子
供
達
、
近
隣
在
郷
か
ら
大
勢
の
人
が
押
し
寄
せ
、

大
い
に
湧
い
た
と
母
に
聞
き
ま
し
た
。」現
在
の「
仙
台
七
夕
ま
つ
り
」の
原
形

は
、
常
盤
町
遊
郭
が
こ
の
地
に
移
転
し
て
き
た
明
治
27
年
か
ら
続
く「
ま
つ
り
」

に
起
源
が
あ
る
と
、
写
真
や
資
料
を
見
な
が
ら
笑
顔
で
説
明
す
る
浅
川
さ
ん
。

　「
戦
前
戦
中
は
、
陸
軍
第
二
師
団
や
歩
兵
第
四
連
隊
を
擁
し
た
仙
台
は
軍
都

の
色
が
濃
く
、
休
み
の
日
と
も
な
る
と
軍
人
さ
ん
が
4
列
に
整
列
し
て
行
進

し
て
き
て
楼
閣
に
並
ん
だ
そ
う
で
す
。
当
時
は
日
常
生
活
に
対
す
る
統
制
も

強
ま
り
、
食
べ
る
の
に
も
困
っ
て
い
た
時
節
だ
っ
た
け
ど
、
隆
盛
を
極
め
た
常

盤
町
遊
郭
だ
け
は
全
般
的
に
生
活
物
資
の
不
足
は
感
じ
ら
れ
な
か
っ
た
と
聞
き

ま
し
た
」と
浅
川
さ
ん
。

　
終
戦
後
、喧
噪
や
営
み
、女
性
ら
は
東
八
番
丁
や
元
寺
小
路
、名
掛
丁
に
エ
ッ

ク
ス
橋
付
近
に
移
り
、
ま
た
近
隣
の
小
料
理
屋
さ
ん
で
働
く
よ
う
に
な
っ
た
女

性
も
い
ま
し
た
。

　　
花
街
と
し
て
繁
栄
を
極
め
た
小
田
原
新
常
盤
町
。
最
盛
期
に
は
30
を
超
え

る
遊
郭
が
立
ち
並
ん
で
い
た
と
い
い
ま
す
。
そ
れ
も
今
は
昔
。
面
影
を
残
す
建

物
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。「
昭
和
21
年
を
境
に
遊
郭
を
閉
じ
、
旅
館
な
ど

に
商
売
替
え
を
す
る
人
も
多
か
っ
た
」と
浅
川
さ
ん
。
遊
郭
だ
っ
た
建
物
は
旅

館
と
し
て
使
わ
れ
、「
旅
籠
町
」の
名
の
と
お
り
、
宿
屋
が
居
並
ぶ
町
へ
。
主
に

北
東
北
か
ら
や
っ
て
来
た
修
学
旅
行
生
た
ち
を
受
け
入
れ
、
当
時
駄
菓
子
屋
さ

ん
を
営
ん
で
い
た
浅
川
さ
ん
の
店
先
に
は
、
朝
に
な
る
と
学
生
さ
ん
が
大
勢
並

ん
だ
そ
う
で
す
。

　
大
相
撲
・
仙
台
巡
業
の
際
に
も
、
力
士
の
定
宿
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
歴
史

も
。
古
く
か
ら
宮
町
で
暮
ら
す
人
の
中
に
は「
幼
い
こ
ろ
、
高
見
山
関
に
抱
っ

こ
し
て
も
ら
っ
た
な
ぁ
」と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
飛
び
出
し
ま
す
。

　
多
く
の
人
を
収
容
で
き
る「
遊
郭
」と
い
う
建
築
物
は
集
合
住
宅
に
転
換
さ

れ
た
事
例
も
。「『
五
城
楼
』と
い
う
と
て
も
大
き
な
遊
郭
が
あ
り
ま
し
た
が
、

暖
簾
を
下
ろ
し
た
後
は
30
も
の
世
帯
が
暮
ら
す
ア
パ
ー
ト
に
変
わ
り
ま
し
た
」。

し
か
し
、
隣
接
す
る
小
料
理
屋
が
火
元
の
火
災
で
焼
失
し
た
の
は
45
年
も
前
。

ま
ち
の
歴
史
を
語
る
建
物
は
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　
和
洋
中
の
飲
食
店
に
酒
場
が
雑
然
と
並
ん
で
い
る
、
そ
れ
が
宮
町
に
対
す

る
筆
者
の
第一印
象
。
こ
れ
も
花
街
だ
っ
た
歴
史
と
結
び
つ
く
の
で
し
ょ
う
か
。

浅
川
さ
ん
は「
そ
う
だ
ね
ぇ
、
と
く
に
北一番
丁
通
り
の
道
の
両
側
に
小
料
理
屋

が
並
ん
で
い
て
に
ぎ
や
か
だ
っ
た
。
飲
食
店
が
多
い
の
は
そ
の
名
残
な
の
か
も

し
れ
な
い
で
す
ね
」。
つ
い
で
に
言
え
ば
、
宮
町
は
履
物
屋
や
魚
屋
に
酒
屋
、

髪
結
い
床（
美
容
院
）が
多
い
気
が
し
ま
す
。
そ
れ
も
花
街
だ
っ
た
昔
に
起
因

し
て
い
る
と
言
い
ま
す
。

　　
浅
川
さ
ん
が
商
店
街
の
役
員
を
し
て
い
た
こ
ろ
、
商
店
街
の
加
盟
率
も
八

割
く
ら
い
あ
っ
て
、
１
２
０
店
舗
を
数
え
た
そ
う
で
す
。
こ
の
数
十
年
で
商
店

も
様
変
わ
り
し
越
し
て
来
る
人
も
だ
い
ぶ
増
え
ま
し
た
。
ま
ち
を
語
り
継
ぐ
浅

川
さ
ん
。
今
、
目
で
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
け
れ
ど
、
歴
史
的
な
背
景
は
し
っ

か
り
今
に
生
き
て
い
る
。
そ
れ
を
感
じ
た
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
し
た
。

　
昔
が
生
き
る
町
。
そ
れ
が
宮
町
な
の
で
す
。
　

　　
仙
台
で
は
、
明
治
に
な
り
西
南
戦
争
後
に
帰
仙
し
た
軍
人
に
恩
賞
が
支
給

さ
れ
た
こ
と
に
よ
り一時
的
に
遊
郭
を
繁
栄
さ
せ
、
貸
座
敷
は
増
え
続
け
ま
し

た
。
そ
の
後
、
国
分
町
周
辺
に
散
在
し
て
い
た
貸
座
敷
を
、
北一番
丁
通
り
の

西
の
は
ず
れ（
現
・
仙
台
市
民
会
館
周
辺
）に
集
積
し「
常
盤
町
遊
郭
」と
称
し

ま
し
た
。
し
か
し
陸
軍
第
二
師
団
に
近
く
、
将
校
ク
ラ
ブ
偕
行
社
が
設
置
さ

れ
る
事
や
、
日
清
戦
争
に
伴
う
綱
紀
粛
正
に
よ
り
移
転
話
が
立
ち
上
が
り
、

北
山
町
や
東
照
宮
の
敷
地
内
な
ど
と
共
に
、
常
盤
町
と
同
じ
北一番
丁
通
り
の

東
は
ず
れ
の
小
田
原
蜂
屋
敷
跡
が
候
補
の一つ
に
上
が
り
、
県
知
事
や
市
議
会
、

貸
座
敷
の
楼
主
を
交
え
大
論
争
を
巻
き
起
こ
し
ま
し
た
。
候
補
地
の一つ
と
な
っ

た
小
田
原
の
地
は
敷
地
面
積
が
約
4.7 

ｈａ
と
広
大
な
土
地
で
、
仙
台
城
下
町
の

第
３
次
拡
張
で
延
宝
年
間（
１
６
７
８
〜
１
６
８
１
年
）に「
小
田
原
八
丁
」が

町
割
り
さ
れ
た『
小
田
原
蜂
屋
敷
』跡
で
し
た
。
論
争
４
年
目
の
１
８
９
４
年

（
明
治
27
年
）に
な
り
最
終
的
に
小
田
原
が
選
定
さ
れ
、
遊
郭
が
移
転
。
新
遊

郭
の
名
称
は「
比
翼
町
」や「
八
重
垣
町
」な
ど
が
候
補
と
な
り
紆
余
曲
折
の
す

え
、
新
常
盤
町
と
な
り
ま
し
た
。

　
公
娼
制
度
は
昭
和
21
年
に
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
よ
り
廃
止
、
売
春
防
止
法
の
施
行
に

よ
り
、
１
９
５
８
年（
昭
和
33
年
）３
月
31
日
根
絶
。
終
戦
後
徐
々
に
楼
閣
跡

は
旅
館
に
衣
替
え
し
通
称
を「
旅
籠
町
」に
改
称
。
遊
郭
で
亡
く
な
っ
た
娼
妓

で
無
縁
仏
と
な
っ
た
女
性
は
北
六
番
丁「
万
日
堂
」の『
仙
臺
睦
之
墓
』（
１
９
０

４
年
建
立
、
戒
名
は『
慈
照
妙
喜
信
女
』）に
葬
ら
れ
ま
し
た
。
移
転
当
初
の
貸

座
敷
数
は
19
軒
で
、
１
９
０
１
年
12
月
末
に
は
大
楼
が
８
、
中
楼
が
11
、
そ
の

他
が
16
の
合
計
35
軒
と
増
加
し
、
娼
妓
の
数
も
２
６
３
人
と
な
り
ま
し
た
。
規

模
の
拡
大
と
都
市
化
に
と
も
な
い
大
正
期
に
入
る
と
、
楼
主
ら
は「一心
会
」を

結
成
、
娼
妓
の
取
締
の
強
化
や
教
育
に
も
着
手
。
さ
ら
に「
仙
臺
貸
座
敷
従
業

員
組
合
」昭
和
會
規
約
に
よ
り
多
く
の
制
約
を
受
け
ま
し
た
。
遊
郭
を
め
ぐ
る

状
況
と
そ
の
変
化
は
、「
軍
都
」と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
軍
人
の
街
仙
台
を

映
し
出
す
ひ
と
つ
の
鏡
と
言
え
ま
し
ょ
う
。

　
当
時
の
新
聞
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
記
事
を
紹
介
し

ま
し
ょ
う
。「…

…

斯
る
人
出
は
遊
廓
移
転
以
来
始
め

て
見
る
処
に
て
、
之
が
為
め
に
各
楼
と
も
相
応
の
来

客
あ
り
て
頗
る
に
賑
へ
り
、
而
し
て
小
田
原
新
丁
、

車
通
辺
は
昼
さ
へ
通
行
人
の
稀
な
る
処
な
る
も
同
夜

は
往
来
の
繁
き
こ
と
近
年
其
比
を
見
ざ
る
処
な
り

し
、」と
報
じ
ら
れ
た
よ
う
に
明
治
27
年
に
移
転
し
た

新
常
盤
町
で
初
め
て
行
わ
れ
た
七
夕
ま
つ
り
は
名
を

馳
せ
ま
し
た
。
各
楼
や
働
く
女
性
が
意
匠
を
凝
ら
し

た
飾
り
物
が
人
々
を
魅
了
し
、
普
段
は
縁
の
な
い
子

供
や
女
性
ら
と
近
郷
近
在
か
ら
集
ま
っ
た
実
に
多
く

の
人
々
が
見
物
に
訪
れ
た
と
記
録
。一
方
、
遊
郭
の

開
業
は
帝
国
大
学
の
学
生
や
軍
人
、
商
人
な
ど
新
た

な
人
の
流
れ
を
生
み
出
し
ま
し
た
。「
小
田
原
宮
町

は
職
工
又
は
日
雇
人
等
多
く
借
家
し
居
る
処
な
る

が
、
新
遊
廓
の
同
所
に
移
転
せ
し
以
来
家
賃
騰
貴
せ

し
を
以
て
、
夜
立
し
て
移
転
す
る
者
多
き
よ
し
な
り
」

と
新
聞
で
も
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
遊
郭
移
転
は
周

辺
地
域
の
開
発
の
呼
び
水
と
な
り
、
地
価
と
家
賃
を

高
騰
さ
せ
、
常
盤
町
の
移
転
は
仙
台
市
の
都
市
構
造

に一定
の
変
化
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。

〈
取
材
・
文
：
水
沼
幸
三
・
千
葉
富
士
男
　
写
真
：
宍
戸
俊
彦
〉

(※

１)

当
時
の
新
聞「
東
北
日
報
」明
治
27
年
１
８
９
４
年
8
月
8
日
版「
遊
廓
た
よ
り
」に

　
　
　
掲
載
。【
歴
史
に
見
る
新
常
盤
町
遊
郭
】に
詳
細

(※

２)

詳
細
は
仙
台
が
舞
台
と
な
っ
た
小
説
に
詳
し
い
：
高
城
高『X

橋
付
近
』１
９
５
５
年

　
　
　
熊
谷
達
也『
い
つ
かX

橋
で
』２
０
０
８
年

(※

３)

小
田
原
蜂
屋
敷
の
逸
話
は
今
号
の「
教
え
て
浄
圓
房
さ
ん
」に
て
掲
載

(※

４)

「
新
遊
廓
の
名
称
未
だ
定
ま
ら
ず
」『
東
北
日
報
』明
治
27
年 

４
月
13
日
版
。

小田原遊郭の範囲 現在の宮町の七夕かざり 小田原遊郭に飾られた七夕かざり
今回インタビューをさせて頂いた
浅川駒治さん

ご
じ
ょ
う
ろ
う

※

１

※

３

ひ
よ
く

や
え 
が
き

は
た
ご
ち
ょ
う

小
田
原
遊
郭
か
ら
仙
台
七
夕
は
始
ま
っ
た

昔
が
生
き
る
町
、
そ
れ
が
宮
町

歴
史
に
見
る
小
田
原
遊
郭
　

※

２

※

４
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台
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り
ど
り
の
短
冊
が
風
に
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ゆ
た
う
。
人
び
と
が
往
来
を
埋
め
る
。
人
と
人
と
が
幾
重
に

も
交
錯
し
、
思
い
出
が
生
ま
れ
る―

―

。

　東
北
三
大
祭
り
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
る
「
仙
台
七
夕
ま
つ
り
」
ま
で
今
年
も
あ
と
わ
ず
か
。

今
で
こ
そ
、
仙
台
市
中
心
部
が
祭
り
の
中
心
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
歴
史
を
ひ
も
と
け
ば
、

小
田
原
が
発
祥
の
ひ
と
つ
だ
と
い
い
ま
す
。
明
治
か
ら
戦
後
間
も
な
く
ま
で
栄
華
を
極
め
た
花

街
の
楼
主
や
女
性
た
ち
が
始
め
た
の
が
こ
と
の
起
こ
り
な
の
だ
そ
う
。
今
号
の
巻
頭
特
集
は
、

宮
町
に
60
年
以
上
暮
ら
し
、
宮
町
の
街
の
変
遷
を
見
続
け
て
き
た
〝
生
き
証
人
〞
浅
川
駒
治
さ

ん（
87
）＝
宮
町
北
一
番
丁
通
り
＝
に
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。七
夕
か
ら
出
発
し
、街
並
み
や
人
々

の
暮
ら
し
ぶ
り
、
商
店
街
の
移
り
変
わ
り
な
ど
に
も
話
が
及
び
ま
し
た
。

　
浅
川
さ
ん
は
、
戦
前
か
ら
お
母
さ
ま
が
こ
の
地
に
住
ま
い
、
ご
自
身
も
地

域
の
歴
史
資
料
を
集
め
写
真
を
撮
影
し
た
な
ど
、
往
時
に
思
い
を
馳
せ
語
っ
て

頂
き
ま
し
た
。

　「
明
治
27
年
、
常
盤
町（
現
在
の
市
民
会
館
の
辺
り
）に
あ
っ
た
遊
郭
が
現
在

の（
通
称
）旅
籠
町
に
移
転
さ
れ
、
小
田
原
遊
郭
と
呼
ば
れ
ま
し
た（
新
常
盤

町
遊
郭
と
も
言
わ
れ
ま
し
た
）。
小
田
原
遊
郭
で
は『
仙
台
盆
踊
り
』や『
仙
台

七
夕
ま
つ
り
』が
盛
大
に
行
わ
れ
、
七
夕
発
祥
の
地
と
言
わ
れ
た
ん
で
す
。
七

夕
や
お
盆
に
は
、
遊
郭
の
南
、
北一番
町
通
り
に
面
し
た
大
門
は
開
放
さ
れ
、

遊
郭
に
縁
の
な
い
女
性
や
子
供
達
、
近
隣
在
郷
か
ら
大
勢
の
人
が
押
し
寄
せ
、

大
い
に
湧
い
た
と
母
に
聞
き
ま
し
た
。」現
在
の「
仙
台
七
夕
ま
つ
り
」の
原
形

は
、
常
盤
町
遊
郭
が
こ
の
地
に
移
転
し
て
き
た
明
治
27
年
か
ら
続
く「
ま
つ
り
」

に
起
源
が
あ
る
と
、
写
真
や
資
料
を
見
な
が
ら
笑
顔
で
説
明
す
る
浅
川
さ
ん
。

　「
戦
前
戦
中
は
、
陸
軍
第
二
師
団
や
歩
兵
第
四
連
隊
を
擁
し
た
仙
台
は
軍
都

の
色
が
濃
く
、
休
み
の
日
と
も
な
る
と
軍
人
さ
ん
が
4
列
に
整
列
し
て
行
進

し
て
き
て
楼
閣
に
並
ん
だ
そ
う
で
す
。
当
時
は
日
常
生
活
に
対
す
る
統
制
も

強
ま
り
、
食
べ
る
の
に
も
困
っ
て
い
た
時
節
だ
っ
た
け
ど
、
隆
盛
を
極
め
た
常

盤
町
遊
郭
だ
け
は
全
般
的
に
生
活
物
資
の
不
足
は
感
じ
ら
れ
な
か
っ
た
と
聞
き

ま
し
た
」と
浅
川
さ
ん
。

　
終
戦
後
、喧
噪
や
営
み
、女
性
ら
は
東
八
番
丁
や
元
寺
小
路
、名
掛
丁
に
エ
ッ

ク
ス
橋
付
近
に
移
り
、
ま
た
近
隣
の
小
料
理
屋
さ
ん
で
働
く
よ
う
に
な
っ
た
女

性
も
い
ま
し
た
。

　　
花
街
と
し
て
繁
栄
を
極
め
た
小
田
原
新
常
盤
町
。
最
盛
期
に
は
30
を
超
え

る
遊
郭
が
立
ち
並
ん
で
い
た
と
い
い
ま
す
。
そ
れ
も
今
は
昔
。
面
影
を
残
す
建

物
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。「
昭
和
21
年
を
境
に
遊
郭
を
閉
じ
、
旅
館
な
ど

に
商
売
替
え
を
す
る
人
も
多
か
っ
た
」と
浅
川
さ
ん
。
遊
郭
だ
っ
た
建
物
は
旅

館
と
し
て
使
わ
れ
、「
旅
籠
町
」の
名
の
と
お
り
、
宿
屋
が
居
並
ぶ
町
へ
。
主
に

北
東
北
か
ら
や
っ
て
来
た
修
学
旅
行
生
た
ち
を
受
け
入
れ
、
当
時
駄
菓
子
屋
さ

ん
を
営
ん
で
い
た
浅
川
さ
ん
の
店
先
に
は
、
朝
に
な
る
と
学
生
さ
ん
が
大
勢
並

ん
だ
そ
う
で
す
。

　
大
相
撲
・
仙
台
巡
業
の
際
に
も
、
力
士
の
定
宿
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
歴
史

も
。
古
く
か
ら
宮
町
で
暮
ら
す
人
の
中
に
は「
幼
い
こ
ろ
、
高
見
山
関
に
抱
っ

こ
し
て
も
ら
っ
た
な
ぁ
」と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
飛
び
出
し
ま
す
。

　
多
く
の
人
を
収
容
で
き
る「
遊
郭
」と
い
う
建
築
物
は
集
合
住
宅
に
転
換
さ

れ
た
事
例
も
。「『
五
城
楼
』と
い
う
と
て
も
大
き
な
遊
郭
が
あ
り
ま
し
た
が
、

暖
簾
を
下
ろ
し
た
後
は
30
も
の
世
帯
が
暮
ら
す
ア
パ
ー
ト
に
変
わ
り
ま
し
た
」。

し
か
し
、
隣
接
す
る
小
料
理
屋
が
火
元
の
火
災
で
焼
失
し
た
の
は
45
年
も
前
。

ま
ち
の
歴
史
を
語
る
建
物
は
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　
和
洋
中
の
飲
食
店
に
酒
場
が
雑
然
と
並
ん
で
い
る
、
そ
れ
が
宮
町
に
対
す

る
筆
者
の
第一印
象
。
こ
れ
も
花
街
だ
っ
た
歴
史
と
結
び
つ
く
の
で
し
ょ
う
か
。

浅
川
さ
ん
は「
そ
う
だ
ね
ぇ
、
と
く
に
北一番
丁
通
り
の
道
の
両
側
に
小
料
理
屋

が
並
ん
で
い
て
に
ぎ
や
か
だ
っ
た
。
飲
食
店
が
多
い
の
は
そ
の
名
残
な
の
か
も

し
れ
な
い
で
す
ね
」。
つ
い
で
に
言
え
ば
、
宮
町
は
履
物
屋
や
魚
屋
に
酒
屋
、

髪
結
い
床（
美
容
院
）が
多
い
気
が
し
ま
す
。
そ
れ
も
花
街
だ
っ
た
昔
に
起
因

し
て
い
る
と
言
い
ま
す
。

　　
浅
川
さ
ん
が
商
店
街
の
役
員
を
し
て
い
た
こ
ろ
、
商
店
街
の
加
盟
率
も
八

割
く
ら
い
あ
っ
て
、
１
２
０
店
舗
を
数
え
た
そ
う
で
す
。
こ
の
数
十
年
で
商
店

も
様
変
わ
り
し
越
し
て
来
る
人
も
だ
い
ぶ
増
え
ま
し
た
。
ま
ち
を
語
り
継
ぐ
浅

川
さ
ん
。
今
、
目
で
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
け
れ
ど
、
歴
史
的
な
背
景
は
し
っ

か
り
今
に
生
き
て
い
る
。
そ
れ
を
感
じ
た
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
し
た
。

　
昔
が
生
き
る
町
。
そ
れ
が
宮
町
な
の
で
す
。
　

　　
仙
台
で
は
、
明
治
に
な
り
西
南
戦
争
後
に
帰
仙
し
た
軍
人
に
恩
賞
が
支
給

さ
れ
た
こ
と
に
よ
り一時
的
に
遊
郭
を
繁
栄
さ
せ
、
貸
座
敷
は
増
え
続
け
ま
し

た
。
そ
の
後
、
国
分
町
周
辺
に
散
在
し
て
い
た
貸
座
敷
を
、
北一番
丁
通
り
の

西
の
は
ず
れ（
現
・
仙
台
市
民
会
館
周
辺
）に
集
積
し「
常
盤
町
遊
郭
」と
称
し

ま
し
た
。
し
か
し
陸
軍
第
二
師
団
に
近
く
、
将
校
ク
ラ
ブ
偕
行
社
が
設
置
さ

れ
る
事
や
、
日
清
戦
争
に
伴
う
綱
紀
粛
正
に
よ
り
移
転
話
が
立
ち
上
が
り
、

北
山
町
や
東
照
宮
の
敷
地
内
な
ど
と
共
に
、
常
盤
町
と
同
じ
北一番
丁
通
り
の

東
は
ず
れ
の
小
田
原
蜂
屋
敷
跡
が
候
補
の一つ
に
上
が
り
、
県
知
事
や
市
議
会
、

貸
座
敷
の
楼
主
を
交
え
大
論
争
を
巻
き
起
こ
し
ま
し
た
。
候
補
地
の一つ
と
な
っ

た
小
田
原
の
地
は
敷
地
面
積
が
約
4.7 

ｈａ
と
広
大
な
土
地
で
、
仙
台
城
下
町
の

第
３
次
拡
張
で
延
宝
年
間（
１
６
７
８
〜
１
６
８
１
年
）に「
小
田
原
八
丁
」が

町
割
り
さ
れ
た『
小
田
原
蜂
屋
敷
』跡
で
し
た
。
論
争
４
年
目
の
１
８
９
４
年

（
明
治
27
年
）に
な
り
最
終
的
に
小
田
原
が
選
定
さ
れ
、
遊
郭
が
移
転
。
新
遊

郭
の
名
称
は「
比
翼
町
」や「
八
重
垣
町
」な
ど
が
候
補
と
な
り
紆
余
曲
折
の
す

え
、
新
常
盤
町
と
な
り
ま
し
た
。

　
公
娼
制
度
は
昭
和
21
年
に
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
よ
り
廃
止
、
売
春
防
止
法
の
施
行
に

よ
り
、
１
９
５
８
年（
昭
和
33
年
）３
月
31
日
根
絶
。
終
戦
後
徐
々
に
楼
閣
跡

は
旅
館
に
衣
替
え
し
通
称
を「
旅
籠
町
」に
改
称
。
遊
郭
で
亡
く
な
っ
た
娼
妓

で
無
縁
仏
と
な
っ
た
女
性
は
北
六
番
丁「
万
日
堂
」の『
仙
臺
睦
之
墓
』（
１
９
０

４
年
建
立
、
戒
名
は『
慈
照
妙
喜
信
女
』）に
葬
ら
れ
ま
し
た
。
移
転
当
初
の
貸

座
敷
数
は
19
軒
で
、
１
９
０
１
年
12
月
末
に
は
大
楼
が
８
、
中
楼
が
11
、
そ
の

他
が
16
の
合
計
35
軒
と
増
加
し
、
娼
妓
の
数
も
２
６
３
人
と
な
り
ま
し
た
。
規

模
の
拡
大
と
都
市
化
に
と
も
な
い
大
正
期
に
入
る
と
、
楼
主
ら
は「一心
会
」を

結
成
、
娼
妓
の
取
締
の
強
化
や
教
育
に
も
着
手
。
さ
ら
に「
仙
臺
貸
座
敷
従
業

員
組
合
」昭
和
會
規
約
に
よ
り
多
く
の
制
約
を
受
け
ま
し
た
。
遊
郭
を
め
ぐ
る

状
況
と
そ
の
変
化
は
、「
軍
都
」と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
軍
人
の
街
仙
台
を

映
し
出
す
ひ
と
つ
の
鏡
と
言
え
ま
し
ょ
う
。

　
当
時
の
新
聞
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
記
事
を
紹
介
し

ま
し
ょ
う
。「…

…

斯
る
人
出
は
遊
廓
移
転
以
来
始
め

て
見
る
処
に
て
、
之
が
為
め
に
各
楼
と
も
相
応
の
来

客
あ
り
て
頗
る
に
賑
へ
り
、
而
し
て
小
田
原
新
丁
、

車
通
辺
は
昼
さ
へ
通
行
人
の
稀
な
る
処
な
る
も
同
夜

は
往
来
の
繁
き
こ
と
近
年
其
比
を
見
ざ
る
処
な
り

し
、」と
報
じ
ら
れ
た
よ
う
に
明
治
27
年
に
移
転
し
た

新
常
盤
町
で
初
め
て
行
わ
れ
た
七
夕
ま
つ
り
は
名
を

馳
せ
ま
し
た
。
各
楼
や
働
く
女
性
が
意
匠
を
凝
ら
し

た
飾
り
物
が
人
々
を
魅
了
し
、
普
段
は
縁
の
な
い
子

供
や
女
性
ら
と
近
郷
近
在
か
ら
集
ま
っ
た
実
に
多
く

の
人
々
が
見
物
に
訪
れ
た
と
記
録
。一
方
、
遊
郭
の

開
業
は
帝
国
大
学
の
学
生
や
軍
人
、
商
人
な
ど
新
た

な
人
の
流
れ
を
生
み
出
し
ま
し
た
。「
小
田
原
宮
町

は
職
工
又
は
日
雇
人
等
多
く
借
家
し
居
る
処
な
る

が
、
新
遊
廓
の
同
所
に
移
転
せ
し
以
来
家
賃
騰
貴
せ

し
を
以
て
、
夜
立
し
て
移
転
す
る
者
多
き
よ
し
な
り
」

と
新
聞
で
も
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
遊
郭
移
転
は
周

辺
地
域
の
開
発
の
呼
び
水
と
な
り
、
地
価
と
家
賃
を

高
騰
さ
せ
、
常
盤
町
の
移
転
は
仙
台
市
の
都
市
構
造

に一定
の
変
化
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。

〈
取
材
・
文
：
水
沼
幸
三
・
千
葉
富
士
男
　
写
真
：
宍
戸
俊
彦
〉

(※

１)

当
時
の
新
聞「
東
北
日
報
」明
治
27
年
１
８
９
４
年
8
月
8
日
版「
遊
廓
た
よ
り
」に

　
　
　
掲
載
。【
歴
史
に
見
る
新
常
盤
町
遊
郭
】に
詳
細

(※

２)

詳
細
は
仙
台
が
舞
台
と
な
っ
た
小
説
に
詳
し
い
：
高
城
高『X

橋
付
近
』１
９
５
５
年

　
　
　
熊
谷
達
也『
い
つ
かX

橋
で
』２
０
０
８
年

(※

３)

小
田
原
蜂
屋
敷
の
逸
話
は
今
号
の「
教
え
て
浄
圓
房
さ
ん
」に
て
掲
載

(※
４)
「
新
遊
廓
の
名
称
未
だ
定
ま
ら
ず
」『
東
北
日
報
』明
治
27
年 

４
月
13
日
版
。

小田原遊郭の範囲 現在の宮町の七夕かざり 小田原遊郭に飾られた七夕かざり
今回インタビューをさせて頂いた
浅川駒治さん

ご
じ
ょ
う
ろ
う

※

１

※

３

ひ
よ
く

や
え 

が
き

は
た
ご
ち
ょ
う

小
田
原
遊
郭
か
ら
仙
台
七
夕
は
始
ま
っ
た

昔
が
生
き
る
町
、
そ
れ
が
宮
町

歴
史
に
見
る
小
田
原
遊
郭
　

※

２

※

４

3



　「
万
燈
会
」は
長
年
弘
道
会
主
催
で
行
わ
れ
て
来

ま
し
た
が
、
平
成
20
年(

２
０
０
８
年)

か
ら
東
六

地
区
連
合
町
内
会
の
主
催
、
東
六
小
学
校
・Ｐ
Ｔ

Ａ
の
共
催
に
形
を
変
え
、
３
年
に一度
開
催
さ
れ
て

い
ま
す
。『
復
活
第
１
回
万
燈
会(

昭
和
28
年)

』か

ら
数
え
て
、
今
年
は
第
66
回
目
を
迎
え
る
事
に
な

り
ま
し
た
。
児
童一人一人
が
描
い
た
燈
籠
の
絵
の

中
に
灯
さ
れ
る
ロ
ー
ソ
ク
の
火
は
、
今
迄
思
わ
ず

や
っ
て
し
ま
っ
た
悪
い
事
、
失
敗
し
た
こ
と
、
怠
っ

て
き
た
事
な
ど
の『
煩
悩
』を
消
す
と
言
わ
れ
、
万

燈
の
灯
り
に
許
し
て
も
ら
い
、
強
く
た
く
ま
し
い

気
持
ち
に
な
っ
て
、
こ
れ
か
ら
の
学
校
生
活
に
夢

を
築
く
と
言
う
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
万
燈
会
の
起
源
は
、
今
年
で
開
校
１
４
４
年
を

迎
え
る
東
六
番
丁
小
学
校
が
ま
だ
尋
常
小
学
校
と

呼
ば
れ
て
い
た
大
正
11
年(

１
９
２
２
年)

に
、
開

校
50
周
年
記
念
と
し
て
開
催
さ
れ
た
の
が
始
ま
り

で
す
。
児
童
や
学
校
と
地
域
、
家
庭
と
連
携
し
な

が
ら
、
中
秋
の
名
月
の
晩
に
、
亡
く
な
ら
れ
た
同

窓
の
先
輩
や
先
生
、
親
し
い
方
の
霊
を
弔
っ
た
の
が

始
ま
り
で
す
。
そ
の
後
、
昭
和
10
年(

第
12
回)

ま

で
続
い
て
来
ま
し
た
が
、
戦
時
中
に
中
断
を
余
儀

な
く
さ
れ
、
戦
後
日
本
の
復
興
を
遂
げ
た
昭
和
28

年(

１
９
５
３
年)

開
校
80
周
年
記
念『
復
活
第
1

回
万
燈
会
』を
開
催
。
昭
和
56
年(

１
９
８
１
年)

ま

で
は
、
毎
年
8
月
の
お
盆
前
後
開
催
さ
れ
て
来
ま

し
た
。
そ
し
て
、
昭
和
58
年(

１
９
８
３
年)

開
校

１
１
０
周
年
記
念『
第
28
回
万
燈
会
』を
機
に
、
３

年
に一度
の
開
催
と
な
り
、
そ
の
間
の
２
年
間
は『
夏

ま
つ
り
盆
踊
り
大
会
』と
し
て
、
仙
台
市
立
東
六

番
丁
小
学
校
の
伝
統
行
事
と
し
て
開
催
を
続
け
て

来
ま
し
た
。
６
年
後
の
２
０
２
３
年
に
は
、
開
校
１

５
０
周
年
記
念
万
燈
会
を
迎
え
る
年
に
な
り
ま
す
。

　

東
六
万
燈
会
の
歴
史

『第66回東六万燈会・夏まつり』
のご案内

平成29年8月19日(土)  
16:00 ～ 20:00　※雨天中止

仙台市立東六番丁小学校(校庭)

東六地区連合町内会
東六万燈会夏まつり実行委員会

日  時

会  場

主  催

　
浅
川
さ
ん
は
、
戦
前
か
ら
お
母
さ
ま
が
こ
の
地
に
住
ま
い
、
ご
自
身
も
地

域
の
歴
史
資
料
を
集
め
写
真
を
撮
影
し
た
な
ど
、
往
時
に
思
い
を
馳
せ
語
っ
て

頂
き
ま
し
た
。

　「
明
治
27
年
、
常
盤
町（
現
在
の
市
民
会
館
の
辺
り
）に
あ
っ
た
遊
郭
が
現
在

の（
通
称
）旅
籠
町
に
移
転
さ
れ
、
小
田
原
遊
郭
と
呼
ば
れ
ま
し
た（
新
常
盤

町
遊
郭
と
も
言
わ
れ
ま
し
た
）。
小
田
原
遊
郭
で
は『
仙
台
盆
踊
り
』や『
仙
台

七
夕
ま
つ
り
』が
盛
大
に
行
わ
れ
、
七
夕
発
祥
の
地
と
言
わ
れ
た
ん
で
す
。
七

夕
や
お
盆
に
は
、
遊
郭
の
南
、
北一番
町
通
り
に
面
し
た
大
門
は
開
放
さ
れ
、

遊
郭
に
縁
の
な
い
女
性
や
子
供
達
、
近
隣
在
郷
か
ら
大
勢
の
人
が
押
し
寄
せ
、

大
い
に
湧
い
た
と
母
に
聞
き
ま
し
た
。」現
在
の「
仙
台
七
夕
ま
つ
り
」の
原
形

は
、
常
盤
町
遊
郭
が
こ
の
地
に
移
転
し
て
き
た
明
治
27
年
か
ら
続
く「
ま
つ
り
」

に
起
源
が
あ
る
と
、
写
真
や
資
料
を
見
な
が
ら
笑
顔
で
説
明
す
る
浅
川
さ
ん
。

　「
戦
前
戦
中
は
、
陸
軍
第
二
師
団
や
歩
兵
第
四
連
隊
を
擁
し
た
仙
台
は
軍
都

の
色
が
濃
く
、
休
み
の
日
と
も
な
る
と
軍
人
さ
ん
が
4
列
に
整
列
し
て
行
進

し
て
き
て
楼
閣
に
並
ん
だ
そ
う
で
す
。
当
時
は
日
常
生
活
に
対
す
る
統
制
も

強
ま
り
、
食
べ
る
の
に
も
困
っ
て
い
た
時
節
だ
っ
た
け
ど
、
隆
盛
を
極
め
た
常

盤
町
遊
郭
だ
け
は
全
般
的
に
生
活
物
資
の
不
足
は
感
じ
ら
れ
な
か
っ
た
と
聞
き

ま
し
た
」と
浅
川
さ
ん
。

　
終
戦
後
、喧
噪
や
営
み
、女
性
ら
は
東
八
番
丁
や
元
寺
小
路
、名
掛
丁
に
エ
ッ

ク
ス
橋
付
近
に
移
り
、
ま
た
近
隣
の
小
料
理
屋
さ
ん
で
働
く
よ
う
に
な
っ
た
女

性
も
い
ま
し
た
。

　　
花
街
と
し
て
繁
栄
を
極
め
た
小
田
原
新
常
盤
町
。
最
盛
期
に
は
30
を
超
え

る
遊
郭
が
立
ち
並
ん
で
い
た
と
い
い
ま
す
。
そ
れ
も
今
は
昔
。
面
影
を
残
す
建

物
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。「
昭
和
21
年
を
境
に
遊
郭
を
閉
じ
、
旅
館
な
ど

に
商
売
替
え
を
す
る
人
も
多
か
っ
た
」と
浅
川
さ
ん
。
遊
郭
だ
っ
た
建
物
は
旅

館
と
し
て
使
わ
れ
、「
旅
籠
町
」の
名
の
と
お
り
、
宿
屋
が
居
並
ぶ
町
へ
。
主
に

北
東
北
か
ら
や
っ
て
来
た
修
学
旅
行
生
た
ち
を
受
け
入
れ
、
当
時
駄
菓
子
屋
さ

ん
を
営
ん
で
い
た
浅
川
さ
ん
の
店
先
に
は
、
朝
に
な
る
と
学
生
さ
ん
が
大
勢
並

ん
だ
そ
う
で
す
。

　
大
相
撲
・
仙
台
巡
業
の
際
に
も
、
力
士
の
定
宿
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
歴
史

も
。
古
く
か
ら
宮
町
で
暮
ら
す
人
の
中
に
は「
幼
い
こ
ろ
、
高
見
山
関
に
抱
っ

こ
し
て
も
ら
っ
た
な
ぁ
」と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
飛
び
出
し
ま
す
。

　
多
く
の
人
を
収
容
で
き
る「
遊
郭
」と
い
う
建
築
物
は
集
合
住
宅
に
転
換
さ

れ
た
事
例
も
。「『
五
城
楼
』と
い
う
と
て
も
大
き
な
遊
郭
が
あ
り
ま
し
た
が
、

暖
簾
を
下
ろ
し
た
後
は
30
も
の
世
帯
が
暮
ら
す
ア
パ
ー
ト
に
変
わ
り
ま
し
た
」。

し
か
し
、
隣
接
す
る
小
料
理
屋
が
火
元
の
火
災
で
焼
失
し
た
の
は
45
年
も
前
。

ま
ち
の
歴
史
を
語
る
建
物
は
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　
和
洋
中
の
飲
食
店
に
酒
場
が
雑
然
と
並
ん
で
い
る
、
そ
れ
が
宮
町
に
対
す

る
筆
者
の
第一印
象
。
こ
れ
も
花
街
だ
っ
た
歴
史
と
結
び
つ
く
の
で
し
ょ
う
か
。

浅
川
さ
ん
は「
そ
う
だ
ね
ぇ
、
と
く
に
北一番
丁
通
り
の
道
の
両
側
に
小
料
理
屋

が
並
ん
で
い
て
に
ぎ
や
か
だ
っ
た
。
飲
食
店
が
多
い
の
は
そ
の
名
残
な
の
か
も

し
れ
な
い
で
す
ね
」。
つ
い
で
に
言
え
ば
、
宮
町
は
履
物
屋
や
魚
屋
に
酒
屋
、

髪
結
い
床（
美
容
院
）が
多
い
気
が
し
ま
す
。
そ
れ
も
花
街
だ
っ
た
昔
に
起
因

し
て
い
る
と
言
い
ま
す
。

　　
浅
川
さ
ん
が
商
店
街
の
役
員
を
し
て
い
た
こ
ろ
、
商
店
街
の
加
盟
率
も
八

割
く
ら
い
あ
っ
て
、
１
２
０
店
舗
を
数
え
た
そ
う
で
す
。
こ
の
数
十
年
で
商
店

も
様
変
わ
り
し
越
し
て
来
る
人
も
だ
い
ぶ
増
え
ま
し
た
。
ま
ち
を
語
り
継
ぐ
浅

川
さ
ん
。
今
、
目
で
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
け
れ
ど
、
歴
史
的
な
背
景
は
し
っ

か
り
今
に
生
き
て
い
る
。
そ
れ
を
感
じ
た
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
し
た
。

　
昔
が
生
き
る
町
。
そ
れ
が
宮
町
な
の
で
す
。
　

　　
仙
台
で
は
、
明
治
に
な
り
西
南
戦
争
後
に
帰
仙
し
た
軍
人
に
恩
賞
が
支
給

さ
れ
た
こ
と
に
よ
り一時
的
に
遊
郭
を
繁
栄
さ
せ
、
貸
座
敷
は
増
え
続
け
ま
し

た
。
そ
の
後
、
国
分
町
周
辺
に
散
在
し
て
い
た
貸
座
敷
を
、
北一番
丁
通
り
の

西
の
は
ず
れ（
現
・
仙
台
市
民
会
館
周
辺
）に
集
積
し「
常
盤
町
遊
郭
」と
称
し

ま
し
た
。
し
か
し
陸
軍
第
二
師
団
に
近
く
、
将
校
ク
ラ
ブ
偕
行
社
が
設
置
さ

れ
る
事
や
、
日
清
戦
争
に
伴
う
綱
紀
粛
正
に
よ
り
移
転
話
が
立
ち
上
が
り
、

北
山
町
や
東
照
宮
の
敷
地
内
な
ど
と
共
に
、
常
盤
町
と
同
じ
北一番
丁
通
り
の

東
は
ず
れ
の
小
田
原
蜂
屋
敷
跡
が
候
補
の一つ
に
上
が
り
、
県
知
事
や
市
議
会
、

貸
座
敷
の
楼
主
を
交
え
大
論
争
を
巻
き
起
こ
し
ま
し
た
。
候
補
地
の一つ
と
な
っ

た
小
田
原
の
地
は
敷
地
面
積
が
約
4.7 

ｈａ
と
広
大
な
土
地
で
、
仙
台
城
下
町
の

第
３
次
拡
張
で
延
宝
年
間（
１
６
７
８
〜
１
６
８
１
年
）に「
小
田
原
八
丁
」が

町
割
り
さ
れ
た『
小
田
原
蜂
屋
敷
』跡
で
し
た
。
論
争
４
年
目
の
１
８
９
４
年

（
明
治
27
年
）に
な
り
最
終
的
に
小
田
原
が
選
定
さ
れ
、
遊
郭
が
移
転
。
新
遊

郭
の
名
称
は「
比
翼
町
」や「
八
重
垣
町
」な
ど
が
候
補
と
な
り
紆
余
曲
折
の
す

え
、
新
常
盤
町
と
な
り
ま
し
た
。

　
公
娼
制
度
は
昭
和
21
年
に
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
よ
り
廃
止
、
売
春
防
止
法
の
施
行
に

よ
り
、
１
９
５
８
年（
昭
和
33
年
）３
月
31
日
根
絶
。
終
戦
後
徐
々
に
楼
閣
跡

は
旅
館
に
衣
替
え
し
通
称
を「
旅
籠
町
」に
改
称
。
遊
郭
で
亡
く
な
っ
た
娼
妓

で
無
縁
仏
と
な
っ
た
女
性
は
北
六
番
丁「
万
日
堂
」の『
仙
臺
睦
之
墓
』（
１
９
０

４
年
建
立
、
戒
名
は『
慈
照
妙
喜
信
女
』）に
葬
ら
れ
ま
し
た
。
移
転
当
初
の
貸

座
敷
数
は
19
軒
で
、
１
９
０
１
年
12
月
末
に
は
大
楼
が
８
、
中
楼
が
11
、
そ
の

他
が
16
の
合
計
35
軒
と
増
加
し
、
娼
妓
の
数
も
２
６
３
人
と
な
り
ま
し
た
。
規

模
の
拡
大
と
都
市
化
に
と
も
な
い
大
正
期
に
入
る
と
、
楼
主
ら
は「一心
会
」を

結
成
、
娼
妓
の
取
締
の
強
化
や
教
育
に
も
着
手
。
さ
ら
に「
仙
臺
貸
座
敷
従
業

員
組
合
」昭
和
會
規
約
に
よ
り
多
く
の
制
約
を
受
け
ま
し
た
。
遊
郭
を
め
ぐ
る

状
況
と
そ
の
変
化
は
、「
軍
都
」と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
軍
人
の
街
仙
台
を

映
し
出
す
ひ
と
つ
の
鏡
と
言
え
ま
し
ょ
う
。

　
当
時
の
新
聞
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
記
事
を
紹
介
し

ま
し
ょ
う
。「…

…

斯
る
人
出
は
遊
廓
移
転
以
来
始
め

て
見
る
処
に
て
、
之
が
為
め
に
各
楼
と
も
相
応
の
来

客
あ
り
て
頗
る
に
賑
へ
り
、
而
し
て
小
田
原
新
丁
、

車
通
辺
は
昼
さ
へ
通
行
人
の
稀
な
る
処
な
る
も
同
夜

は
往
来
の
繁
き
こ
と
近
年
其
比
を
見
ざ
る
処
な
り

し
、」と
報
じ
ら
れ
た
よ
う
に
明
治
27
年
に
移
転
し
た

新
常
盤
町
で
初
め
て
行
わ
れ
た
七
夕
ま
つ
り
は
名
を

馳
せ
ま
し
た
。
各
楼
や
働
く
女
性
が
意
匠
を
凝
ら
し

た
飾
り
物
が
人
々
を
魅
了
し
、
普
段
は
縁
の
な
い
子

供
や
女
性
ら
と
近
郷
近
在
か
ら
集
ま
っ
た
実
に
多
く

の
人
々
が
見
物
に
訪
れ
た
と
記
録
。一
方
、
遊
郭
の

開
業
は
帝
国
大
学
の
学
生
や
軍
人
、
商
人
な
ど
新
た

な
人
の
流
れ
を
生
み
出
し
ま
し
た
。「
小
田
原
宮
町

は
職
工
又
は
日
雇
人
等
多
く
借
家
し
居
る
処
な
る

が
、
新
遊
廓
の
同
所
に
移
転
せ
し
以
来
家
賃
騰
貴
せ

し
を
以
て
、
夜
立
し
て
移
転
す
る
者
多
き
よ
し
な
り
」

と
新
聞
で
も
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
遊
郭
移
転
は
周

辺
地
域
の
開
発
の
呼
び
水
と
な
り
、
地
価
と
家
賃
を

高
騰
さ
せ
、
常
盤
町
の
移
転
は
仙
台
市
の
都
市
構
造

に一定
の
変
化
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。

〈
取
材
・
文
：
水
沼
幸
三
・
千
葉
富
士
男
　
写
真
：
宍
戸
俊
彦
〉

(※

５)

「
遊
廓
た
よ
り
」『
東
北
日
報
』明
治
27
年
８
月
８

　
　
　
日
版
。

(※

６)

「
借
家
賃
の
騰
貴
」『
東
北
日
報
』明
治
27
年 

３
月

　
　
　
29
日
版
。

東
北
日
報
は一
力
健
治
郎
氏
に
よ
り
明
治
30
年
に
買
収
さ

れ
た
後
、
河
北
新
報
に
継
続
さ
れ
た
。

出
典
：
明
治
期
の
仙
台
市
に
お
け
る
遊
郭
移
転
問
題
と

　
　
　
都
市
社
会「
空
間
・
社
会
・
地
理
思
想
20
号
」

<

考
察
・
文
：
千
葉
富
土
男>

現在の小田原の様子

町名の変遷メモ
①明治11年～明治27年の間、現在の市民会館付近に
　は遊郭が集積しており、「常盤町」と呼ばれていた。
②明治27年に常盤町遊郭が小田原蜂屋敷に移転。「新
　常盤町（小田原遊郭）」と呼ばれるようになった。
③昭和21年に公娼制度廃止。新常盤町は、旅館が連な
　ることから（通称）「旅籠町」と呼ばれるようになった。

※

６

※

５

新
聞
記
事
に
残
る

新
常
盤
町

日替りランチ600円

スタッフの皆さんと
阿部社長（右）
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ママの手作りランチで憩いのひと時を

不動産をメインに幅広い事業を展開

宮町郵便局 〶

七十七銀行
宮町支店

宮
町
通
り

ホテル白萩

西友

エービー
エステート

喫茶店
タンポポ

ツルハドラッグ
N

	 ①	 クリーニング洗たくや
	 ②	 里見窯（陶芸体験）

24

今回のツアーは、宮町３丁目にあるエービーエステートと、国際通り（通称）
のタンポポを巡りました。人と地域を結ぶ不動産屋さん、友達の輪が広がる喫
茶店、そこで宮町を元気にしたいと頑張る経営者に出会いました。

次回は右の 2店を巡りま

す。参加希望の方は、氏

名・連絡先を明記のうえ、

メール、または FAX でお

申込みください。

「私の母が床屋をやっていた場所を改造して喫茶店を始めました。丁度息子が小学校に

入る時期だったので、鍵っ子にしたくないということもありました。昭和 62 年 7 月の開店

以来 31 年。日替わりランチを提供しています。」と話すオーナーの福田京子さん。ランチ

目当ての常連さんも多く、開店時間からお昼までの時間は中高年の男性陣、午後は女性

達で賑わっています。人気の秘密は、お袋の味。メイン料理はもちろん副菜の煮物やサラ

ダもママの手作りです。日替わりランチ 600 円 +120 円で飲み物付きに。週替わりランチ

やおにぎりもあります。また、お客さんどうし、くつろいでおしゃべりを楽しむ「しゃべり場」

的雰囲気も魅力となっています。

営　11:00~17:00　休　日曜・祝日
住　青葉区宮町 2-2-21　℡　022-224-2232

「平成 12 年宅地建築物取引主任者に合格したことをきっかけに平成 13 年有限会
社エービーエステートを設立しました」と社長の阿部倫明さん。現在は株式会社に
組織変更し、不動産だけでなく建築、コンサルティング、飲食事業、コインランドリー
事業など、幅広く新たな取り組みにチャレンジしているとてもエネルギッシュな会社で
す。

また、町、地域に貢献することが企業の一使命と考えており、地元バスケットボー
ルチーム 89ERS のスポンサーを通し、子供たちに夢、憧れを、町に元気を与えてく
れています。

もちろん不動産業が本業であり、不動産業のイメージが少しでも良くなるために、
宅建協会の理事、相談員も行っています。「地域の方々から気軽に不動産の相談を
してほしいですね」と話し、地域の方々に慕われる「宮町の相談窓口」を目指して
います。

営　9：30 ～ 18：00　休　毎週水曜、第 2、4 日曜、GW、夏季、年末年始
住　青葉区宮町 3 丁目８-33　℡　022-217-0033

コーヒーショップ「タンポポ」

エービーエステート

次回のご案内
メール info038press@gmail.com
F A X 022-223-7988

日　　時 平成 29 年 7月 29日土 15:15 ～ 17:00
集合場所 15:15　ペットショップさまん前
会　　費 1000 円（陶芸体験費）

オーナーの福田京子さん

日替りランチ600円

スタッフの皆さんと
阿部社長（右）
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震災の経験や被災された方々の事を忘れずに、絆や思いやりの大
切さを改めて考え、さらに元気になりますよう、みんなでつくる
夏まつりを開催いたします。
開催日	 平成29年８月19日（土）※雨天の場合は、翌日20日（日）に開催

場　所	 中江公園
内　容 子供神輿行列、花火大会、演芸大会、
 抽選など模擬店（焼き鳥、ビール、ジュース等）

主　催	 中江地区町内会連合会

　明治 6 年に開校し今年で 144 年目を迎える東六番丁小学校で
は、3 月 9 日に 28 年度卒業生 62 名を新たに同窓会会員に迎え入
れる入会式を行いましたが、同時に同窓会役員会（幹事会）を開
催し、29 年度以降の役員の体制を次のように一新して、今後は 6
年後の開校 150 周年に向けて、学校、PTA と緊密に連携・協力し
ていくことに致しました。

　　　新体制
 会　長　針生 英一（Ｓ 46 ／ 3 月卒）
 副会長　松木 景二（Ｓ 31 ／ 3 月卒）
 副会長　鈴木 真弓（Ｓ 44 ／ 3 月卒）
 監　事　太田 幸世（Ｓ 58 ／ 3 月卒）

　又、新年度から阿部義忠（Ｓ 30 ／ 3 月卒）、錦織是篤（Ｓ 35 ／
3 月卒）鹿野秀一（Ｓ 44 ／ 3 月卒）中川正己（Ｓ 52 ／ 3 月卒）、
遠藤　香（Ｓ 59 ／ 3 月卒）の 5 氏が新たに役員（幹事）に就任い
たしました。
　尚、今泉清二（前会長Ｓ 23 ／ 3 月卒）、斉木　豊（前副会長Ｓ
21 ／ 3 月卒）、佐藤宗男（前幹事Ｓ 19 ／ 3 月卒）の 3 氏は今回そ
れぞれ退任し、今後は「同窓会校友」として協力していくことに
なりました。

同窓会に関するお問い合わせ先

☎ 225-6745
校友代表　今泉まで

　前号では「お宮町界隈の桜を巡る」という特集記事を掲載しま
したが、紙面と全く同じルートを実際に歩いてみようということ
で、「ぶら宮町第２弾」を企画しました。桜の開花日を予想する
のは難しく、「まだ咲いていなかったらどうしよう」とか、「もし
かしたら葉桜になっているかも」などと心配しましたが、開催
日の４月 16 日はまさに満開の日にぴったりはまっただけでなく、
天気も快晴に恵まれ、一般参加者７名の方々と、約２時間 30 分
にわたり楽しく健康的な桜巡りを行うことができました。
　今後も様々なテーマ、切り口で「ぶら宮町」を企画してまいり
ますので、ご期待ください。

第 66 回中江夏まつりを開催します

東六番丁小学校同窓会の
役員会新体制が発足しました 桜満開・快晴の中で実施した「ぶら宮町」

　
仙
台
の
町
内
会
の
名
の
由
来
②

宮み
や
ま
ち
ひ
が
し
う
ら
ち
ょ
う

町
東
裏
丁
「
東
裏
丁
町
内
会
」	

　

小
田
原
北
一
番
丁
通
（
国
際
通
り
）
か
ら
小
田
原
振
袖
丁

ま
で
の
南
北
の
通
り
。
宮
町
通
り
は
仙
台
東
照
宮
の
門
前
町

を
形
成
し
た
商
人
と
町
人
の
通
り
で
、「
仙
台
ま
つ
り
」
が

行
わ
れ
た
言
わ
ば
本
通
り
、
そ
の
東
側
で
、
江
戸
時
代
は
侍

屋
敷
が
連
な
っ
た
街
な
の
で
「
丁
」
の
字
で
宮
町
通
り
の
裏

通
り
の
名
を
表
し
て
い
ま
す
。
東
裏
丁
の
南
に
位
置
す
る

小お
だ
わ
ら
そ
で
ぶ
り
ち
ょ
う

田
原
袖
振
丁
は
、
小
田
原
遣や
り
み
ず
ち
ょ
う

水
丁
か
ら
北
上
し
東
折
、
小

田
原
車
通
に
抜
け
る
通
り
。
1
6
6
4
年
（
寛
文
4
年
）
に

描
か
れ
た
絵
図
に
よ
れ
ば
、
亘
理
伊
達
氏
の
屋
敷
だ
っ
た
と

こ
ろ
に
、
寛
永
年
間
に
道
を
作
っ
て
侍
屋
敷
に
し
た
と
伝
わ

り
ま
す
。
町
名
の
由
来
は
、
①
小
田
原
長
丁
通
か
ら
小
田
原

車
通
に
ぬ
け
る
道
の
線
形
が
振
袖
に
似
て
い
る
か
ら
、
と
い

う
説
や
、
②
江
戸
時
代
、
娘
に
化
け
た
古
狸
が
振
袖
の
袖
を

振
り
な
が
ら
人
を
惑
わ
す
の
で
、
剣
客
狭
川
新
三
郎
が
小
柄づ
か

を
投
げ
て
退
治
し
た
と
い
う
話
が
伝
わ
り
ま
す
が
、
定
か
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。

小
田
原
裏
山
本
丁
「
裏
山
本
丁
町
内
会
」

　

小
田
原
八
丁
の
一
つ
で
、
小
田
原
車
通
か
ら
小
田
原
金
剛

院
丁
を
結
ぶ
東
西
の
通
り
が
山
本
丁
。
今
の
裏
山
本
丁
と

の
角
に
あ
っ
た
茂も
に
わ庭
周す
お
う防
の
下
屋
敷
を
割
っ
て
貞
享
元
年

（
1
6
8
4
年
）
町
が
出
来
て
、
西
北
隅
に
唯
一
つ
の
大
き
な

屋
敷
が
割
ら
れ
山
本
三
郎
兵
衛
と
い
う
お
侍
さ
ん
が
居
住
し

て
い
た
故
事
に
由
来
し
ま
す
。
山
本
三
郎
兵
衛
は
二
代
藩
主

忠
宗
公
の
小
姓
か
ら
累る
い
し
ん進
し
て
、
三
代
藩
主
綱
宗
公
の
時
に

は
給
主
組
士
頭
で
屋
敷
奉
行
を
兼
ね
た
人
物
と
伝
わ
り
ま
す
。

現
在
も
、
江
戸
時
代
か
ら
3
0
0
年
以
上
住
み
続
け
る
侍
の

ご
子
孫
も
居
ら
れ
る
侍
町
で
す
。
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絵
本
原
画
展

「
い
も
と
よ
う
こ
の
世
界
」

を
見
に
行
っ
た

　

東
京
都
台
東
区
の
上
野
の
森
美
術

館
に
絵
本
原
画
展
「
い
も
と
よ
う
こ

の
世
界
」
を
見
に
行
っ
た
。
「
つ
る

の
お
ん
が
え
し
」
「
あ
か
ず
き
ん

ち
ゃ
ん
」
「
ス
ー
フ
と
白
い
馬
」

「
し
あ
わ
せ
の
王
子
」
…
…
。
絵
本

の
原
画
と
は
思
え
な
い
芸
術
性
の
高

い
作
品
が
並
ん
で
い
た
。

　

い
も
と
さ
ん
の
作
品
は
、
和
紙
を

切
り
貼
り
し
、
そ
の
上
に
水
彩
絵
の

具
で
色
を
つ
け
る
独
特
の
技
法
で
作

ら
れ
る
。
そ
こ
か
ら
生
み
出
さ
れ
る

温
か
く
も
切
な
い
絵
が
、
物
語
に
奥

行
き
を
与
え
る
。
ご
本
人
に
話
を
う

か
が
う
と
、
き
っ
か
け
は
夕
飯
を
作

る
時
、
大
根
を
切
っ
て
い
て
得
た
イ

ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
だ
っ
た
と
い
う
。

　

「
お
で
ん
を
作
ろ
う
と
大
根
を
輪

切
り
し
て
た
の
。
た
ま
た
ま
薄
く

切
っ
た
ら
、
き
れ
い
な
の
よ
、
繊
維

が
。
大
根
の
透
き
通
っ
た
の
を
見
て

『
ピ
ン
ポ
ン
、
和
紙
だ
！
』
っ
て
。

脳
が
勝
手
に
考
え
て
く
れ
た
の
よ

ね
」

　

そ
れ
か
ら
が
試
行
錯
誤
。
失
敗
と

前
進
の
繰
り
返
し
の
中
で
、
和
紙
を

ベ
ー
ス
に
し
た
制
作
技
法
を
確
立
し

「
求
め
続
け
ば
与
え
ら
れ
る
」
こ
と

を
学
ん
だ
と
い
う
。

　

1 0
年
ほ
ど
前
、
6 0
歳
近
く
に
な
っ

て
い
た
い
も
と
さ
ん
は
、
家
か
ら
テ

レ
ビ
を
な
く
す
。
そ
し
て
朝
５
時
に

起
き
て
夕
方
５
時
ま
で
、
ラ
ジ
オ
を

聞
き
な
が
ら
絵
本
の
絵
を
描
き
続
け

る
生
活
を
始
め
た
。

　

「
人
生
は
限
ら
れ
て
い
る
じ
ゃ
ん
。

い
つ
幕
が
下
り
る
か
分
か
ら
な
い
け

ど
、
誰
に
も
い
つ
か
は
死
が
訪
れ
る
。

テ
レ
ビ
が
悪
い
わ
け
じ
ゃ
な
い
け
ど
、

私
は
や
っ
ぱ
り
仕
事
で
生
き
て
い
た

い
。
自
分
の
こ
と
は
自
分
で
運
転
し

て
い
か
な
い
と
ダ
メ
だ
と
思
っ
た
ん

だ
よ
。
自
分
に
は
（
絵
本
を
多
く
の

人
々
に
届
け
る
と
い
う
）
目
標
が
あ

る
か
ら
、
そ
の
目
標
に
向
か
っ
て
計

画
を
立
て
て
や
っ
て
い
こ
う
と
し
て

い
る
だ
け
で
す
」

　

話
を
聞
き
な
が
ら
、
自
分
の
怠
惰

さ
を
嘆
か
ず
に
い
ら
れ
な
か
っ
た
が
、

い
も
と
さ
ん
に
悲
壮
感
は
な
い
。
そ

の
姿
に
は
、
好
き
な
こ
と
を
と
こ
と

ん
追
求
で
き
る
喜
び
が
満
ち
て
い
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
い
も
と
さ
ん
は
「
絵

本
は
子
供
の
た
め
と
い
う
よ
り
、
母

親
や
父
親
を
意
識
し
て
作
っ
て
い

る
」
と
い
う
。
そ
ん
な
こ
と
も
あ
り
、

会
社
の
先
輩
に
展
覧
会
の
話
を
す
る

と
、
さ
っ
そ
く
見
に
行
っ
た
ら
し
く

「
僕
も
親
し
ん
だ
こ
と
の
あ
る
作
品

ば
か
り
で
、
さ
さ
く
れ
だ
つ
心
が
き

れ
い
に
洗
わ
れ
る
思
い
だ
っ
た
」
と

い
う
メ
ー
ル
が
届
い
た
。

絵
本
原
画
展
「
い
も
と
よ
う
こ
の
世
界
」

は
６
月
1 1
日
で
終
わ
り
ま
し
た
。
ぜ
ひ
、

絵
本
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
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ね
え
ね
え
浄
圓
房
さ
ん
、
袖
振
丁
の
古
狸
の
お
話

に
出
て
く
る
お
侍
さ
ん
は
ど
ん
な
人
な
の
？

　

は
い
は
い
承
知
し
た
。
そ
の
噺
は
こ
う
い
う
こ
と

じ
ゃ
。

　

仙※
１台

市
小
田
原
の
一
角
に
蜂
屋
敷
と
呼
ば
れ
る
地

域
が
あ
る
。
そ
こ
は
も
と
蜂
谷
長
者
と
い
わ
れ
た
蜂

谷
定
国
の
屋
敷
で
、
江
戸
時
代
そ
の
一
角
に
栗
の
古

木
が
あ
っ
た
。
そ
の
頃
夜
に
な
る
と
老
樹
の
下
に
、

振
袖
姿
の
白
い
顔
の
女
が
佇
ん
で
、
小
路
を
通
る
人

に
ニ
タ
ニ
タ
笑
い
か
け
た
と
い
わ
れ
、
そ
の
通
り
は

夕
方
に
な
る
と
通
行
が
途
絶
え
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ

を
聞
い
た
剣
客
狭
川
新
三
郎
が
夕
方
に
出
か
け
る

と
、
や
は
り
怪
し
い
振
袖
姿
の
女
が
ニ
タ
ニ
タ
笑
い

か
け
た
。新
三
郎
が
小
柄
を
投
げ
つ
け
る
と
、キ
ャ
ッ

と
声
を
立
て
手
応
え
が
あ
っ
て
、
女
の
姿
は
闇
に
消

え
た
。
翌
朝
調
べ
る
と
、
劫
を
経
た
古
狸
が
咽
喉
を

刺
さ
れ
て
死
ん
で
お
り
、
そ
れ
以
来
妖
異
は
絶
え
て

し
ま
い
、
誰
と
も
な
く
袖
振
丁
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
そ
の
後
、
誰
が
建
て
た
の
か
こ
の
屋
敷
内

に
狸
塚
と
よ
ぶ
小
祠
が
あ
り
、
明
治
の
頃
ま
で
残
っ

て
い
た
と
い
う
。
一
説
に
こ

の
通
り
の
屈
折
の
形
が
振
袖

に
似
て
い
る
か
ら
と
も
い
わ

れ
る
。
と
い
う
話
が
伝
承
し

て
お
る
の
う
。

　

徳
川
将
軍
家
の
兵
法
指
南
役
だ
っ
た
柳
生
宗
矩

と
懇
意
に
し
て
い
た
伊
達
家
は
、
柳※

２

生
新
陰
流
一

門
の
狭
川
新
三
郎
を
養
賢
堂
の
新
陰
流
指
南
役
と

し
て
招
聘
し
た
。
狭
川
家
は
明
治
に
至
る
ま
で
仙
台

の
学
問
所
で
書
生
ら
に
剣
術
を
指
南
し
た
ん
じ
ゃ
。

袖
振
丁
の
古
狸
の
話
も
、
剣
客
と
し
て
名
を
馳
せ
た

狭
川
の
逸
話
と
し
て
今
に
伝
わ
る
話
じ
ゃ
。

 

へ
え
そ
う
な
ん
だ
あ
！
す
ご
ー
い
！

本
物
の
お
侍
さ
ん
な
ん
だ
あ
！

　

伊
達
政
宗
公
と
柳
生
宗
矩
は
昵
懇
で
の
う
、
慶
長

13
年
、
宗
矩
の
屋
敷
で
振
舞
わ
れ
た
酒
の
美
味
さ
に

惚
れ
込
み
、
こ
の
酒
の
杜
氏
を
自
家
に
と
懇
願
。
宗

矩
は
大※
３和

榧
森
の
又
五
郎
を
紹
介
。
又
五
郎
は
伊
達

家
の
「
御
城
内
定
詰
御
酒
御
用
」
と
し
て
召
し
抱
え

ら
れ
、
切
米
十
両
と
十
人
扶
持
、
ま
た
「
榧
森
」
姓

を
与
え
ら
れ
、
子
孫
代
々
御
用
酒
を
供
し
、
仙
台
の

酒
造
り
に
大
い
に
貢
献
し
た
と
言
う
ぞ
。
こ
の
他
、

伊
達
家
に
は
宗
矩
の
甥
（
利
厳
の
弟
）
柳
生
権
右
衛

門
も
仕
え
て
い
る
。
伊
達
政
宗
公
と
柳
生
宗
矩
の
親

し
さ
が
う
か
が
え
る
の
う
。

　

映
画
や
小
説
で
は
な
い
本
当
の
歴
史
上
の
人
物

が
、
お
宮
町
や
東
六
番
丁
を
闊
歩
し
て
い
た
な
ん
て

実
に
面
白
い
の
う
！

出
典
：

　
　
　

※
1
宮
城
縣
史　

民
俗
3　

財
団
法
人
宮
城
県
史
刊
行
会

　
　
　

※
2
養
賢
堂
要
覧　

菊
池
勝
之
助
編 

　
　
　

※
3
宮
城
県
酒
造
協
同
組
合
『
宮
城
の
酒
づ
く
り
の
歴
史
』

　

文
章
：
千
葉
富
士
男

剣客の正体
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様

様

学校行事予定（2017 年 7 ～ 9 月） * なお、2017 年 6 月上旬での予定のため、変更になる可能性もあります。ご了承ください。

動
物
か
ら
学
ぶ
。

犬
は
、
人
の
笑
顔
が
わ
か
る
！

犬
の
魅
力
は
、
や
は
り
人
間
と
の
特
別
な
関

係
性
に
あ
り
ま
す
。
人
の
指
差
し
（
ポ
イ
ン
テ
ィ

ン
グ
）
を
理
解
で
き
る
の
は
、
チ
ン
パ
ン
ジ
ー

で
も
オ
オ
カ
ミ
で
も
な
く
、
犬
だ
け
な
の
で
す
。

愛
犬
に
「
そ
っ
ち
（
方
向
）」
と
か
「
そ
れ
（
目

的
物
）」
を
指
差
し
で
犬
に
伝
え
て
い
ま
せ
ん

か
？
犬
は
、
指
差
し
に
反
射
的
に
動
い
て
い
る

の
で
は
な
く
、
そ
の
意
味
を
理
解
し
て
行
動
で

き
る
の
で
す
。
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
は
、
犬
よ
り
学

習
能
力
や
問
題
解
決
能
力
は
、
圧
倒
的
に
優
秀

で
す
が
、
犬
は
、
人
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

が
で
き
る
こ
と
で
課
題
を
解
決
で
き
る
の
で
す
。

こ
の
指
差
し
の
認
知
能
力
は
、
犬
に
特
異
的

に
形
成
さ
れ
た
能
力
と
言
わ
れ
て
お
り　

小
さ

い
時
か
ら
人
と
生
活
し
て
い
た
か
ら
で
き
る
と

い
う
成
長
過
程
で
身
に
つ
い
た
も
の
で
は
な
い

そ
う
で
す
。
犬
と
オ
オ
カ
ミ
は
、
あ
る
時
点
で

別
々
の
進
化
を
遂
げ
、
犬
は
、
独
自
の
進
化
の

過
程
で
人
の
指
差
し
に
対
し
て
高
い
認
知
能
力

を
獲
得
し
た
の
で
す
。

犬
は
、
人
間
の
表
情
、
特
に
笑
顔
を
見
分
け

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
人
に
と
っ
て
重
要
な
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
視
覚
で
す
。
犬
は
、
に
お

い
や
音
に
関
し
て
高
い
能
力
を
持
っ
て
い
ま
す

が
、
人
と
は
共
有
で
き
な
い
の
で
、
犬
は
人
が

得
意
と
す
る
視
覚
で
の
コ
ミ
ュ
二
ケ
ー
シ
ョ
ン
能

力
を
持
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

で
す
か
ら
、
愛
犬
を
飼
わ
れ
て
い
る
皆
さ
ん

は
、
手
を
差
し
の
べ
た
り　

笑
顔
で
対
応
し
て

さ
ら
に
豊
か
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
っ
て

あ
げ
て
、
犬
と
一
緒
に
幸
せ
に
な
り
ま
し
ょ
う
。

 

ペ
ッ
ト
シ
ョ
ッ
プ
さ
ま
ん 

佐
藤 
広
行

◆ SPECIAL THANKS ご協賛へ感謝を込めて

アエル株式会社 様

西松建設株式会社
北日本支社 様

仙台市青葉区中央 1 丁目 3 - 1
TEL : 022 - 723 - 8000 仙台市青葉区宮町 3 丁目８-33　TEL : 022-217-0033

仙台市青葉区大町 2-8-33
TEL　022-261-8161

この情報紙は、地域の情報発信と共有を通じ、地域活性化につなげることを目的としたフリーペーパーです。この趣旨に賛同いただき、より多くの企業や団体、個人の皆様がご協賛を
通じて事業を支えてくださいますよう、お願い申し上げます。

◆東六番丁小学校
7 月  6 日（木）　 授業参観　13：30 ～ 14：15
7 月 10 日（月） 五城中との合同引き渡し訓練　午後
8 月 19 日（土） 東六万燈会夏まつり
9 月 15 日（金） 陸上記録会（6 年）

◆五城中学校
 7 月 7 日（金） 校内合唱コンクール （東北大学萩ホール）

10 時～ 15 時 30 分
 9 月 2 日（土） 五城祭・70 周年記念式典 （五城中学校）

◆北六番丁小学校
7 月  5 日（水） エコハッピーまつり（児童会行事）
7 月 29 日（土）～ 30 日（日）学校に泊まろう！（北六小おやじの会主催）
9 月 15 日（金） 陸上記録会（6 年）
9 月 21 日（木）～ 22 日（金）授業参観・懇談会

◆常盤木学園高校
8 月 5 日（土） 第１回オープンスクール
9 月 2 日（土） 学園祭

ペ
ッ
ト
に
ま
つ
わ
る
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド

�

【
第
７
回
】

編
集
メ
ン
バ
ー

主
筆

　
　
海
老
一
朗

編
集
長

　
　
千
葉
富
士
男

編
集
委
員

　
　
今
泉
清
二

　
　
岩
渕
弘
一
郎

　
　
加
藤
久
枝

　
　
鹿
野
恵
美
子

　
　
加
納
実

　
　
菊
池
ゆ
う
子

　
　
木
村
く
み

　
　
佐
々
木
敦
斗

　
　
佐
藤
広
行

　
　
佐
藤
正
則

　
　
佐
藤
靖

　
　
宍
戸
俊
彦

　
　
高
橋
孝
敏

　
　
永
田
良
治

　
　
針
生
英
一

　
　
三
岡
昭
博

　
　
三
嶋
伸
一

　
　
水
沼
幸
三

　
　
和
田
政
宗

　
　（

50
音
順
）

顧
問

　
　
足
利
允
鴻

ア
ド
バ
イ
ザ
ー

　
　
内
海
睦
夫

イ
ラ
ス
ト

　
　
が
ん
じ
ー

4
月
、
東
六
地
区
連
合
町
内
会
長
に
就
任
し
1
年

が
た
ち
ま
し
た
。
何
と
か
や
っ
て
来
ら
れ
た
の
も
、

地
域
の
皆
さ
ん
や
学
校
関
係
者
、
各
団
体
の
皆
様
の

お
力
添
え
や
ご
協
力
を
頂
け
た
お
か
げ
と
、
心
よ
り

感
謝
し
て
お
り
ま
す
。

地
域
の
安
全
・
安
心
は
も
と
よ
り
、
住
み
よ
い
街

づ
く
り
の
努
力
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
行
事
の
中
で
育
ま

れ
、
春
は
桜
と
音
楽
の
コ
ラ
ボ
、
夏
は
東
六
夏
ま
つ

り
、
秋
は
学
区
民
運
動
会
と
、
楽
し
い
催
し
の
中
か

ら
絆
が
生
ま
れ
る
も
の
と
信
じ
、
実
施
し
て
お
り
ま

す
。
来
る
8
月
19
日
（
土
）
の
夏
ま
つ
り
に
つ
い
て

は
、今
年
は
3
年
に
一
度
の
「
東
六
万
燈
会
夏
ま
つ
り
」

と
し
て
行
わ
れ
ま
す
。
当
日
は
、
学
校
児
童
の
皆
さ

ん
が
万
燈
に
描
い
た
絵
と
、
地
域
の
方
の
慰
霊
の
意

を
込
め
た
絵
を
貼
っ
た
、
約
５
０
０
個
ほ
ど
の
燈
籠

を
吊
り
下
げ
ま
す
。
ロ
ウ
ソ
ク
の
明
か
り
を
通
し
た

万
燈
の
絵
が
、
タ
闇
の
中
く
っ
き
り
と
浮
き
出
た
幻

想
的
な
様
は
、
子
供
た
ち
の
楽
し
い
思
い
出
と
し
て

い
つ
ま
で
も
残
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
多
く
の
子
供
た

ち
や
、 

地
域
の
皆
様
に
楽
し
ん
で
頂
け
ま
す
よ
う
、

盆
踊
り
に
夜
店
、
花
火
や
宝
く
じ
な
ど
、
楽
し
い
企

画
を
沢
山
用
意
し
て
お
り
ま
す
。
お
誘
い
あ
わ
せ
の

う
え
、
是
非
、
東
六
小
へ
お
出
か
け
く
だ
さ
い
ま
せ
。

顧
問 

足
利
允
鴻

編

集

後

記

※ 

Ｔ
Ｂ
Ｃ
ラ
ジ
オ
（
１
２
６
０kH

z

）

 

Ｇ
ｏ
ｏ
ｄ
モ
ー
ニ
ン
グ　

デ
イ
ク
リ
ッ
ク

 
 「

ペ
ッ
ト
に
ま
つ
わ
る
エ
ト
セ
ト
ラ
（
第
2
・
第

4
金
曜　

朝
8
時
30
分
か
ら
の
約
8
分
間
）」
に

生
出
演
中
!

 
夏、 草 木 が 生

い 茂 る 梅 田 川
のほとりの延寿
院。 本 誌「 宮 町
Q&A」でもおな
じみの浄圓房さ
んの寺院。

　（がんじー）

今号の表紙画　『夏の延寿院』

何気ない風景に溶け込んだ『まちの一コマ』

　延寿院の門を潜ってすぐ横にひっそりと佇む「疣
いぼ

神
がみ

尊
そん

」。

同院の御本尊として祀られる淨圓坊さんは韋駄天の如き

健脚の持ち主で、即座に遠方へと往復した逸話が幾つも

残っていますが、この疣神尊は淨圓坊さんが羽黒山から

持ち帰った石を祀ったもので、水疣などのいぼを取る神

様として今もお参りに来る人が多いそうです。

　お参りの時にお供えしてある小石をお借りして持ち帰

り、毎日その小石でいぼの出たところを撫でると、不思議

なことにいぼがコロリと取れるとか。ちなみに治ったら、

お借りした小石を倍にしてお返しするのがしきたりだそう

です。

Omiyamachi ほっとすぺーすNo.12
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