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紅
屋
か
ら
の
ス
タ
ー
ト

　

動
物
園
や
遊
園
地
が
あ
り
、
ま
た
仙
台
有
数
の
住

宅
団
地
が
広
が
る
八
木
山
。
こ
の
地
名
の
由
来
を
ご

存
じ
で
し
ょ
う
か
？ 

年
号
が
昭
和
に
変
わ
っ
た
頃
、

越こ
え
じ
や
ま

路
山
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
の
一
帯
を
所
有
し
て
い

た
八
木
家
が
、
大
き
な
公
園
を
整
備
し
、
仙
台
市
に

寄
付
し
て
以
来
、
八
木
山
と
い
う
地
名
が
仙
台
市
民

に
親
し
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

　

こ
の
八
木
家
は
、
も
と
は
仙
台
城
下
大
町
で
化

粧
品
な
ど
を
商
う
紅
屋
と
い
う
商
家
で
し
た
。
代
々

の
当
主
が
「
久
兵
衛
」
を
名
乗
っ
た
こ
と
か
ら

「
紅べ
に
き
ゅ
う久

」
と
も
称
さ
れ
た
こ
の
店
は
、
城
下
の
中
心

地
で
商
売
し
て
い
た
も
の
の
、
借
家
で
、
江
戸
時
代

は
と
く
に
目
立
っ
た
存
在
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。

　

八
木
家
を
大
き
く
発
展
さ
せ
た
の
は
、
嘉
永
二

（
一
八
四
九
）
年
生
ま
れ
の
四
代
目
久
兵
衛
で
し
た
。

明
治
五
（
一
八
七
二
）
年
に
二
十
四
歳
で
家
業
を
継

い
だ
時
、
八
木
家
は
厳
し
い
経
営
状
況
に
置
か
れ
て

い
ま
し
た
。
家
業
を
立
て
直
す
べ
く
久
兵
衛
は
、
朝

は
鶏
が
鳴
く
頃
に
は
仕
事
を
始
め
る
な
ど
、
人
一
倍

の
努
力
を
重
ね
て
次
第
に
店
を
発
展
さ
せ
、
明
治

十
五
年
の
「
宮
城
県
人
物
見み
た
て立
」
と
い
う
番
付
に

「
唐か
ら
い
と糸
商　

八
木
久
兵
衛
」
と
記
さ
れ
る
ほ
ど
、
店

の
評
判
を
高
め
る
こ
と
に
成
功
し
た
の
で
す
。

　

久
兵
衛
の
成
功
は
、
長
者
番
付
で
も
確
認
で
き
ま

す
。
明
治
十
五
年
に
仙
台
で
第
二
十
九
番
目
に
位
置

し
て
い
た
久
兵
衛
は
、
明
治
二
十
四
年
に
は
仙
台
市

内
の
七
番
目
へ
と
大
き
く
飛
躍
し
て
い
ま
す
。
久
兵
衛

は
一
代
に
し
て
仙
台
有
数
の
資
産
家
と
な
っ
た
の
で
す
。

醸
造
業
で
の
発
展

　

こ
の
よ
う
に
八
木
久
兵
衛
が
事
業
に
成
功
し
た
大

き
な
要
因
は
、
醸
造
業
へ
の
進
出
で
し
た
。

　

仙
台
の
名
産
品
と
し
て
近
年
し
だ
い
に
注
目
を
集

め
て
い
る
仙
台
味
噌
が
、
も
と
も
と
は
江
戸
（
東
京
）

で
そ
の
名
が
高
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
以
前

に
も
紹
介
し
ま
し
た
。
明
治
時
代
に
入
っ
て
旧
仙
台

藩
主
伊
達
家
が
味
噌
の
製
造
、
販
売
を
企
業
化
し
た

の
で
す
が
、
伊
達
家
直
営
の
経
営
は
順
調
で
は
な
く
、

そ
れ
を
引
き
継
い
だ
の
が
八
木
久
兵
衛
ら
で
し
た
。

　

久
兵
衛
は
、
す
で
に
明
治
十
七
年
か
ら
仙
台
で
味

噌
と
醤
油
の
製
造
、
販
売
を
手
が
け
て
い
ま
し
た
が
、

伊
達
家
か
ら
東
京
で
の
経
営
を
譲
渡
さ
れ
た
こ
と
に

よ
り
、
八
木
家
の
醸
造
業
は
大
き
く
発
展
す
る
こ
と

に
な
っ
た
の
で
す
。
さ
ら
に
久
兵
衛
は
味
噌
醸
造
用

の
機
械
を
考
案
し
、
品
質
を
落
と
す
こ
と
な
く
、
大

量
生
産
す
る
こ
と
に
成
功
し
ま
す
。
こ
れ
は
、
製
造

の
過
程
で
発
行
さ
せ
た
豆
を
潰
す
際
に
、
従
来
は
人

が
足
で
豆
を
踏
ん
で
い
た
の
を
機
械
化
し
た
も
の
で
、

専
売
特
許
権
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
そ
う
で
す
。

　

久
兵
衛
は
ま
た
、
東
日
本
で
鉄
道
敷
設
を
行
っ
て

い
た
日
本
鉄
道
へ
積
極
的
に
投
資
し
、
こ
の
こ
と
も
、

大
き
な
利
益
を
も
た
ら
し
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

実
業
界
の
リ
ー
ダ
ー
へ

　

こ
う
し
て
仙
台
有
数
の
実
業
家
と
し
て
の
地
位
を

築
い
た
八
木
久
兵
衛
は
、
明
治
二
十
二
年
か
ら
市
会

議
員
と
な
り
、
さ
ら
に
明
治
三
十
八
年
に
は
仙
台
商

業
会
議
所
の
会
頭
に
就
任
し
、
仙
台
経
済
界
の
リ
ー

ダ
ー
と
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
と
前
後
し
て
、
宮
城
貯

蓄
銀
行
や
七
十
七
銀
行
の
頭
取
、
仙
台
瓦が

す斯
株
式
会

社
の
社
長
と
な
っ
た
久
兵
衛
は
、大
正
七（
一
九
一
八
）

年
に
は
貴
族
院
議
員
に
も
選
出
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

久
兵
衛
が
頭
取
に
就
任
し
た
当
時
の
七
十
七
銀

行
は
、
厳
し
い
経
営
状
況
に
置
か
れ
て
い
ま
し
た
が
、

久
兵
衛
は
重
役
の
中
村
梅
三
ら
と
経
営
の
建
て
直

し
に
尽
力
し
、「
米
の
七
十
七
」
と
称
さ
れ
た
よ
う

に
、
地
主
層
へ
の
融
資
を
積
極
的
に
行
う
こ
と
に
よ

り
、
銀
行
の
再
建
に
成
功
し
た
の
で
す
。

　

仙
台
経
済
界
の
指
導
者
と
な
っ
た
久
兵
衛
は
、
そ

の
資
産
を
公
共
の
た
め
に
提
供
す
る
こ
と
を
惜
し
み

ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
最
大
の
も
の
は
、
仙
台
市
が

進
め
て
い
た
市
電
建
設
へ
の
寄
付
、
そ
し
て
「
八
木

山
」
で
し
た
。

　

明
治
維
新
後
に
旧
仙
台
藩
士
の
共
有
財
産
と
な
っ

た
越
路
山
は
、
国
に
一
時
期
没
収
さ
れ
た
こ
と
、
樹
木

の
濫ら
ん
ば
つ伐

が
行
わ
れ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
荒
廃
が
進
ん

で
い
ま
し
た
。
こ
う
し
た
状
況
を
憂
え
た
久
兵
衛
は
、

越
路
山
の
総
合
開
発
を
企
図
し
、
買
収
に
着
手
し
ま

す
。
久
兵
衛
は
開
発
に
着
手
す
る
前
に
、
大
正
十
二

年
に
没
し
ま
す
が
、
そ
の
志
は
五
代
目
に
引
き
継
が

れ
、
公
園
整
備
か
ら
住
宅
地
建
設
と
開
発
が
進
め
ら

れ
ま
し
た
。
こ
う
し
て
八
木
山
は
、
仙
台
の
都
市
的

発
展
を
支
え
る
重
要
な
エ
リ
ア
と
な
っ
た
の
で
す
。
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