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「
ち
ら
さ
あ
め
」
は
、
体
に
感
じ
な
い
ほ
ど

の
霧
雨
。
霧
雨
に
濡
れ
た
葡
萄
の
イ
メ
ー
ジ

を
呼
び
起
こ
す
長
野
の
言
葉
。

　

こ
ん
な
日
は
子
と
し
て
家
に
帰
り
た
し

　
　

大だ
い

根こ
ん

摺ず
り

の
日
暮
れ
と
な
り
ぬ　

「
大
根
摺
」
は
、
霙
を
言
う
島
根
の
言
葉
。

大
根
お
ろ
し
が
食
べ
た
く
な
る
。

各
地
域
で
も
す
で
に
知
ら
な
い
人
が
多
い

言
葉
も
あ
り
、
せ
め
て
歌
の
な
か
に
し
ま
っ

て
お
い
た
。

　

死
は
一
度　

梅
に
は
梅
の
は
な
が
咲
き

　
　
　

雨
の
降
る
日
は
天
気
が
悪
い

「
雨
の
降
る
日
は
天
気
が
悪
い
」
は
、
あ
た

り
ま
え
の
こ
と
を
言
う
諺
。
わ
た
し
の
も
っ

と
も
愛
す
る
雨
の
諺
。
雨
の
言
葉
に
遊
ぶ
う

ち
、
思
春
期
だ
っ
た
「
雨
の
宮
風
の
宮
」
の

娘
の
一
人
は
も
う
母
に
な
り
、
わ
た
し
は
祖

母
に
な
っ
た
。

「
イ
ジ
ュ
の
花
洗
い
の
雨
」
は
、
沖
縄
で
梅

雨
を
言
う
言
葉
。
ゆ
っ
た
り
と
し
て
美
し
い
。

　

む
ら
む
ら
と
お
き
む
ら
だ
ち
の
気
配
し

　
　

て
祖
母
の
い
ぼ
い
ぼ
胡
瓜
食
べ
た
し

「
お
き
む
ら
だ
ち
」
は
、
東
か
ら
来
る
夕
立

の
こ
と
。
故
郷
・
愛
知
の
言
葉
。
野
性
味
あ

ふ
れ
る
ひ
び
き
が
、
祖
母
の
畑
の
胡
瓜
を
思

い
出
さ
せ
る
。

　

い
に
し
へ
の
雨あ

め

禁き
ん

獄ご
く

の
あ
め
の
裔す

ゑ

跳
ね

　
　

と
び
あ
そ
ぶ
御
苑
の
草
に

「
雨
禁
獄
」
に
は
す
ご
い
故
事
が
あ
る
。
白

河
院
が
金
泥
一
切
経
供
養
の
際
、
ひ
ど
い
雨

で
三
度
も
延
期
に
な
り
、
供
養
の
当
日
も
雨

に
な
っ
た
こ
と
に
立
腹
し
て
、
降
る
雨
を
器

に
入
れ
て
獄
舎
に
閉
じ
込
め
た
と
い
う
。
悪

い
冗
談
の
よ
う
な
話
だ
け
れ
ど
、
あ
な
が
ち

作
り
話
と
も
思
わ
れ
な
い
と
こ
ろ
が
怖
い
。

　

地
下
鉄
に
め
つ
む
り
想
ふ
み
ん
な
み
の

　
　

秋
の
は
じ
め
の
鷹
わ
た
り
の
雨

「
鷹
わ
た
り
の
雨
」
は
、
九
月
末
ご
ろ
に
何

日
も
降
り
続
く
雨
。
ち
ょ
う
ど
鷹
の
渡
り
が

は
じ
ま
る
こ
ろ
。
南
国
・
宮
崎
ら
し
い
大
ら

か
な
言
葉
。

　

吾
亦
紅
は
く
ち
び
る
を
噛
む
赤
さ
な
り

　
　

た
た
ず
む
た
び
に
降
る
ち
ら
さ
あ
め

0

0

0

0

0

「
雨
の
宮
風
の
宮
」
と
い
う
言
葉
を
ご
存
知

だ
ろ
う
か
。
伊
勢
神
宮
の
百
二
十
末
社
の
う

ち
の
、
雨
の
神
・
風
の
神
を
祀
っ
た
宮
で
あ

る
。
転
じ
て
、
上
方
詣
で
は
、
こ
こ
は
雨
の

宮
こ
こ
は
風
の
宮
と
案
内
さ
れ
て
そ
の
た
び

に
賽
銭
が
い
る
こ
と
か
ら
、
出
費
が
か
さ
む

喩た
と

え
と
も
な
っ
た
。
出
費
が
か
さ
む
の
は
よ

ろ
し
く
な
い
が
、
な
ん
と
風
流
な
喩
え
か
。

　

お
み
く
じ
の
大
吉
中
吉
見
せ
合
へ
る
娘

　
　

ら
は
雨
の
宮
風
の
宮

か
つ
て
こ
ん
な
歌
を
作
っ
た
。
雑
誌
に
一

年
間
、
毎
月
三
十
首
の
連
載
を
す
る
に
あ
た

り
、
前
か
ら
興
味
の
あ
っ
た
雨
の
言
葉
・
雨

の
諺こ

と
わ
ざを
詠
み
込
む
こ
と
に
し
た
の
だ
。
調
べ

て
み
る
と
、
じ
つ
に
多
く
の
雨
の
言
葉
が
あ

り
、
季
節
の
味
わ
い
、
風
土
の
味
わ
い
な
ど
、

ゆ
た
か
な
る
こ
と
こ
の
上
も
な
し
。

　

も
の
の
芽
を
つ
つ
み
て
け
む
る
山や

ま

蒸う
む
しむ

　
　

う
ん
と
春
の
闇
が
ふ
く
ら
む

「
山
蒸
」
は
、
木
々
の
芽
吹
き
を
う
な
が
す

早
春
の
雨
。
こ
の
漢
字
を
見
る
だ
け
で
も
、

春
の
山
全
体
が
ふ
く
ら
ん
で
き
そ
う
だ
。
島

根
・
岡
山
の
言
葉
。

　

沖
縄
に
イ
ジ
ュ
の
花
し
ろ
く
咲
く
こ
ろ

　
　

か
イ
ジ
ュ
の
花
洗
ひ
の
雨
ふ
る
こ
ろ
か

歴史を知る楽しさ、そして歴史が
教えてくれる意義を広めていきたい
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地
域
・
利
用
者
・
家
族
の
意
見
・
拘
束
と
医

療
・
終
末
期
の
ケ
ア
・
介
護
の
計
画
性
、
食

事
や
入
浴
や
外
出
支
援
な
ど
六
〇
項
目
に
及

ん
で
お
り
、
ま
さ
に
事
業
所
が
行
な
う
介
護

サ
ー
ビ
ス
の
全
般
に
至
っ
て
い
る
。

毎
日
の
暮
ら
し
の
場
と
し
て

で
は
、
介
護
は
サ
ー
ビ
ス
で
あ
る
視
点
か

ら
、
GH
の
サ
ー
ビ
ス
を
検
証
し
て
み
た
い
。

ま
ず
、
玄
関
の
呼
び
鈴
を
押
し
ド
ア
を
開

け
て
み
よ
う
。
ド
ア
は
開
く
の
か
施
錠
さ
れ

て
い
る
の
か
が
第
一
の
ポ
イ
ン
ト
。
全
て
の

施
錠
が
悪
い
わ
け
で
は
な
い
。
立
地
状
況
や

利
用
者
の
状
態
な
ど
な
ど
、
百
の
事
情
と
千

の
理
由
が
あ
る
か
ら
鍵
を
す
る
。

だ
が
、
多
く
の
一
般
家
庭
で
も
い
つ
も
鍵

は
か
け
る
が
GH
の
言
い
分
だ
が
、
誰
か
が
入

っ
て
こ
な
い
か
を
警
戒
す
る
の
と
、
GH
の
利

用
者
が
出
て
い
け
な
い
よ
う
に
ロ
ッ
ク
す
る

の
と
違
う
、
こ
ん
な
言
い
訳
が
と
て
も
悲
し

い
。鍵

が
ダ
メ
な
ら
セ
ン
サ
ー
は
い
か
が
だ
ろ

う
。
ド
ア
の
開
閉
の
つ
ど
、
ピ
ン
ポ
ー
ン
と

の
お
知
ら
せ
だ
が
、
あ
の
音
を
い
つ
も
聞
か

さ
れ
る
利
用
者
さ
ん
の
心
情
は
い
か
に
、
と

思
う
。

仕
事
上
で
聞
く
警
戒
音
と
生
活
の
中
で
響

く
不
快
音
と
を
同
列
で
語
る
の
は
、
介
護
者

に
都
合
の
い
い
介
護
目
線
と
呼
び
た
い
。

玄
関
に
は
介
護
の
エ
ッ
セ
ン
ス
が
ほ
か
に

も
潜
ん
で
お
り
、
そ
の
ひ
と
つ
、
ス
リ
ッ
パ

（
上
履
き
）
に
注
目
し
た
い
。
私
は
上
履
き

や
ス
リ
ッ
パ
を
使
わ
な
い
GH
に
出
会
う
と
う

れ
し
く
な
る
。
ス
リ
ッ
パ
を
勧
め
て
く
れ
る

GH
の
多
く
は
介
護
員
も
上
履
き
（
ナ
ー
ス
シ

ュ
ー
ズ
な
ど
の
作
業
靴
）
を
使
用
し
て
い
る
。

そ
の
上
履
き
は
台
所
か
ら
ト
イ
レ
、
廊
下
を

歩
み
、
脱
ぐ
事
も
な
く
利
用
者
の
自
室
ま
で

大
き
な
転
機
を
も
た
ら
し
た
。
以
前
は
措
置

と
し
て
利
用
者
の
入
居
な
ど
は
す
べ
て
役
所

が
決
定
し
、
そ
の
た
め
各
事
業
所
も
競
争
意

識
も
な
く
、
利
用
者
が
お
客
で
あ
る
と
い
う

視
点
も
皆
無
の
時
代
が
続
い
て
き
た
。

し
か
し
介
護
保
険
は
契
約
を
前
提
に
成
立

し
た
た
め
、
利
用
者
は
事
業
所
を
自
由
に
選

べ
る
対
等
の
関
係
と
な
り
、
ま
た
介
護
形
態

も
従
前
の
母
性
愛
に
頼
っ
た
一
方
的
な
押
し

付
け
介
護
か
ら
、
科
学
性
と
客
観
性
が
重
視

さ
れ
る
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
を
核
と
し
た
計
画

的
な
介
護
に
切
り
か
わ
っ
た
。　
　

GH
に
も
い
ま
ま
で
の
介
護
に
は
な
か
っ

た
初
め
て
の
特
色
が
盛
り
込
ま
れ
た
。
ひ
と

つ
は
認
知
症
に
特
化
し
た
介
護
形
態
で
あ

る
。
九
人
を
一
単
位
と
し
た
少
人
数
で
の
介

護
、
そ
れ
ぞ
れ
個
室
に
住
み
、
食
事
や
入
浴

の
世
話
を
受
け
な
が
ら
本
人
本
位
で
穏
や
か

な
生
活
を
続
け
よ
う
と
い
う
試
み
は
、
新
鮮

で
可
能
性
に
満
ち
た
介
護
を
予
感
さ
せ
た
。

そ
し
て
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
質
を
問
う
外
部

評
価
の
義
務
付
け
も
実
施
さ
れ
て
い
っ
た
。

外
部
評
価
は
、
介
護
保
険
施
行
後
に
義
務

化
さ
れ
、
事
業
所
は
自
己
評
価
を
行
い
、
そ

れ
に
基
づ
い
て
依
頼
さ
れ
た
評
価
機
関
が
事

業
所
に
赴
き
、
聞
き
取
り
や
関
係
書
類
を
精

査
し
、
評
価
を
す
る
。

評
価
項
目
は
事
業
所
の
理
念
か
ら
始
ま
り
、

介
護
者
と
利
用
者
と
の

視
点
の
差
を
問
う笠

井 

衛
二

認
知
症
対
応
型
共
同
住
居
、
グ
ル
ー
プ
ホ

ー
ム
（
以
下
GH
）
と
は
、
認
知
症
に
罹
病
し

た
人
た
ち
が
暮
ら
す
共
同
住
居
を
指
し
、
歴

史
的
に
は
一
九
八
〇
年
ご
ろ
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

で
初
ま
り
、
日
本
で
は
一
九
九
七
年
に
老
人

福
祉
法
に
よ
り
認
め
ら
れ
て
、
二
〇
〇
〇
年

の
介
護
保
険
法
の
施
行
に
よ
り
認
知
症
へ
の

効
果
が
高
い
と
し
て
広
く
知
れ
渡
る
こ
と
に

な
っ
た
。

施
行
さ
れ
た
介
護
保
険
は
、
介
護
社
会
に

視点

グループホーム光景

「
介
護
者
の
ま
な
ざ
し
」

　 
―
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
に
お
け
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
と
は

グループホーム（間取り例図））
個室（ひとり一室）を基本にして、５〜
９人が、原則利用。食堂・浴室・洗面所
ほかの共同設備を有する。
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介護の手

明
治
伝
世
の
文
物

よ
く
わ
か
る
。
あ
る
GH
で
は
、
多
く
の
GH
が

し
て
い
る
よ
う
な
入
浴
日
を
週
に
月
・
木
の

よ
う
に
決
め
ず
に
、
毎
日
お
湯
を
入
れ
て
用

意
し
、
ま
さ
に
毎
日
が
入
浴
日
と
し
て
入
浴

支
援
を
行
っ
て
い
る
の
だ
。
手
間
や
効
率
か

ら
計
れ
ば
、
入
浴
日
を
曜
日
で
決
め
た
ほ
う

が
楽
と
な
る
が
、
介
護
側
の
都
合
を
排
し
た

取
り
組
み
に
敬
意
を
表
し
た
い
。
車
椅
子
で

い
え
ば
、
車
椅
子
は
移
動
の
手
段
、
移
動
す

る
た
め
の
車
椅
子
を
そ
れ
以
外
の
目
的
で
使

用
し
な
い
。
つ
ま
り
、
車
椅
子
の
ま
ま
で
食

事
を
摂
っ
た
り
、
テ
レ
ビ
を
見
た
り
、
や
す

ら
ぐ
目
的
に
利
用
し
な
い
介
護
を
基
準
と
し

て
い
る
姿
勢
が
う
れ
し
い
。

介
護
す
る
側
の
課
題

介
護
の
取
り
組
み
、
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て

内
容
か
ら
指
摘
し
て
き
た
が
、
介
護
の
世
界

で
は
サ
ー
ビ
ス
に
対
す
る
自
覚
が
乏
し
く
、

し
て
や
っ
て
い
る
介
護
が
ま
だ
ま
だ
横
行
し

て
い
る
。

自
己
評
価
や
外
部
評
価
と
い
っ
た
自
己
検

証
が
不
足
で
あ
れ
ば
、
利
用
者
や
家
族
か
ら

の
意
見
・
要
望
に
も
疎
遠
と
な
っ
て
く
る
。

サ
ー
ビ
ス
を
商
売
と
し
な
が
ら
内
部
で
の
検

証
や
ア
ン
ケ
ー
ト
等
に
よ
る
外
部
へ
の
働
き

か
け
に
も
無
関
心
な
業
界
は
、
こ
の
世
の
中

で
介
護
ぐ
ら
い
か
も
知
れ
な
い
。

利
用
者
家
族
も
預
け
て
い
る
以
上
、
人
質

に
取
ら
れ
た
感
や
手
を
放
し
た
後
ろ
め
た
さ

も
手
伝
っ
て
、
思
う
よ
う
に
苦
情
も
い
え
ず
、

や
っ
て
や
る
介
護
に
甘
ん
じ
て
い
る
の
が
現

状
だ
。
ち
ょ
っ
と
で
も
口
を
挟
め
ば
、
う
る

さ
い
家
族
と
レ
ッ
テ
ル
が
貼
ら
れ
、
う
ち
が

嫌
な
ら
引
き
取
る
か
い
？　

と
見
え
な
い
圧

力
が
迫
っ
て
く
る
。、

介
護
計
画
も
し
か
り
で
、
通
常
で
あ
れ
ば

長
期
目
標
は
、
安
全
で
安
心
な
生
活
を
め
ざ

す
と
し
、
短
期
目
標
は
、
入
浴
で
清
潔
さ
を

保
つ
、
と
な
る
の
が
一
般
的
な
プ
ラ
ン
だ

が
、、
私
が
知
る
GH
で
は
安
全
で
安
心
は
家

族
の
願
い
で
、
本
人
は
楽
し
く
暮
ら
し
た
い
、

で
あ
り
、
入
浴
は
生
活
の
目
標
で
は
な
く
手

段
で
し
か
な
い
。
ゆ
え
に
長
期
目
標
は
「
笑

っ
て
暮
ら
す
」
と
な
り
、
短
期
は
「
笑
顔
に

な
る
」
と
す
る
明
快
な
ス
タ
ン
ス
が
基
調
で

あ
る
。

最
後
に
GH
側
の
事
情
も
説
明
す
る
な
ら
、

激
務
の
わ
り
に
は
低
賃
金
、
慢
性
的
な
人
手

不
足
、
利
用
者
か
ら
の
暴
力
と
セ
ク
ハ
ラ
、

う
る
さ
い
家
族
な
ど
な
ど
の
難
題
が
取
り
巻

く
な
か
で
、
介
護
員
の
お
年
寄
り
が
好
き
と

い
う
善
意
で
維
持
さ
れ
て
い
る
多
く
の
グ
ル

ー
プ
ホ
ー
ム
の
現
状
も
事
実
と
し
て
明
記
し

て
お
き
た
い
。

格
は
な
い
、
い
か
が
だ
ろ
う
か
。

居
間
と
兼
用
が
多
い
食
堂
で
の
出
来
事
も

興
味
深
い
。
ま
ず
は
食
器
を
見
て
み
よ
う
。

　

全
員
が
同
じ
器
を
使
っ
て
い
る
GH
も
多
い

が
、
合
宿
や
社
員
寮
で
も
あ
る
ま
い
し
、
食

べ
ら
れ
る
な
ら
器
は
何
で
も
い
い
わ
け
で
は

な
い
。
個
人
が
愛
用
持
参
し
た
茶
椀
や
湯
呑

で
も
時
折
、
名
前
が
貼
ら
れ
た
場
合
も
散
見

さ
れ
る
。
ま
さ
に
間
違
え
な
い
よ
う
と
い
う

介
護
者
目
線
で
の
発
想
だ
ろ
う
。

自
宅
で
は
ど
う
か
を
考
え
れ
ば
よ
く
わ
か

る
。
あ
る
GH
で
は
器
に
う
ど
ん
を
少
量
入
れ

て
利
用
者
に
提
供
し
て
い
た
。
食
べ
終
え
そ

う
に
な
る
と
介
護
員
は
同
量
の
う
ど
ん
を
器

に
足
し
、
い
つ
で
も
温
か
く
伸
び
て
い
な
い

う
ど
ん
と
な
る
よ
う
努
め
て
い
る
。
食
べ
や

す
さ
と
徹
底
し
た
見
守
り
の
介
護
。
ど
ん
ぶ

り
い
っ
ぱ
い
の
う
ど
ん
と
格
闘
し
、
の
び
き

っ
て
倍
に
膨
れ
た
う
ど
ん
に
疲
れ
切
っ
て
食

べ
る
の
を
放
棄
し
た
お
年
寄
り
を
何
人
も
見

て
き
た
私
に
と
っ
て
、
小
分
け
と
見
守
り
の

食
事
風
景
を
見
た
と
き
、
介
護
の
基
本
に
出

会
え
た
気
が
し
た
。

入
浴
の
手
順
で
も
そ
の
GH
の
介
護
内
容
が

侵
入
す
る
こ
と
と
な
る
。
ま
さ
に
土
足
の
ま

ま
で
利
用
者
の
自
宅
を
闊
歩
す
る
の
だ
。
土

足
の
介
護
者
か
ら
「
本
人
本
位
の
介
護
」
と

聞
か
さ
れ
て
も
な
ん
の
説
得
力
も
な
い
よ
う

に
思
え
て
し
ま
う
。
水
や
小
石
、
汚
れ
な
ど

は
裸
足
で
し
か
補
足
で
き
な
い
場
合
も
あ
る

し
、
ア
メ
リ
カ
で
も
な
い
の
に
室
内
を
土
足

で
歩
く
の
は
、
GH
と
い
う
在
宅
介
護
に
似
合

わ
な
い
。

GH
の
ト
イ
レ
は
居
間
の
近
く
に
設
置
さ

れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
そ
れ
は
す
ぐ
に
連

れ
て
い
け
る
介
護
の
動
線
が
考
慮
さ
れ
た

結
果
だ
が
、
当
然
に
ト
イ
レ
の
ド
ア
は
居
間

に
向
っ
て
開
か
れ
る
。
車
い
す
の
利
用
者
は

車
い
す
の
出
し
入
れ
の
た
め
、
便
器
に
座
っ

た
ま
ま
二
度
も
戸
が
開
け
ら
れ
る
。
介
護
者

だ
っ
た
ら
お
尻
を
出
し
た
状
態
で
、
戸
が
開

け
ら
れ
る
こ
と
に
耐
え
れ
る
だ
ろ
う
か
。
嫌

な
ら
利
用
者
も
同
じ
と
考
え
る
べ
き
で
、
カ

ー
テ
ン
で
も
用
意
で
き
た
ら
と
思
う
の
だ
が
、

な
か
に
は
認
知
症
だ
か
ら
大
丈
夫
と
思
う
介

護
員
も
い
て
、
そ
ん
な
職
員
は
介
護
す
る
資

北海道富良野市の「ほほえみ富良野ホーム」
に示されているホームの理念。

NPO 法人福祉サービス評価機関 K ネッ
ト理事である筆者（右）、グループホーム
で暮らす 102 歳の母（中央）と長女（左）。
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平成御徒組R

  

明
治
一
五
〇
年
を
記
念
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
イ
ベ
ン
ト
が

開
か
れ
た
二
〇
一
八
年
、
五
十
一
回
め
を
迎
え
た
地
図
展

で
は
「
地
図
に
映
る
明
治
の
日
本
」
と
題
し
、
激
動
の
時

代
に
作
ら
れ
た
地
図
が
多
数
展
示
さ
れ
た
。
会
場
を
回
る

と
、
地
図
製
作
技
術
の
進
化
と
と
も
に
、
江
戸
か
ら
東
京

へ
の
ま
ち
の
変
遷
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

日
本
の
地
図
に
影
響
を
与
え
た
普
仏
戦
争

   

地
図
は
安
定
し
た
国
家
の
経
営
に
欠
か
せ
な
い
。
西
南

戦
争
で
重
要
性
を
再
認
識
し
た
明
治
政
府
は
、
西
洋
の
近

代
測
量
技
術
を
取
り
入
れ
、
地
図
の
整
備
を
進
め
て
い
く
。

  

旧
幕
府
の
軍
制
を
引
き
継
い
だ
明
治
初
期
の
陸
軍
は
フ

ラ
ン
ス
の
制
度
を
採
用
し
、
地
図
も
色
彩
豊
か
な
フ
ラ
ン

ス
様
式
で
作
成
さ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、普
仏
戦
争（
一

八
七
〇
〜
七
一
）
で
フ
ラ
ン
ス
が
敗
れ
た
影
響
で
軍
制
が

ド
イ
ツ
式
に
移
行
す
る
と
、
地
図
も
フ
ラ
ン
ス
式
か
ら
単

色
の
ド
イ
ツ
式
に
変
更
さ
れ
る
。
世
界
史
の
大
き
な
流
れ

が
、
日
本
の
地
図
製
作
に
影
響
を
与
え
て
い
た
の
だ
。

見
え
な
い
区
境
を
意
識
し
て
歩
く
境
界
協
会

  

地
図
展
が
開
か
れ
た
千
代
田
区
役
所
か
ら
、
境
界
協
会

の
ま
ち
歩
き
に
参
加
し
た
。
メ
デ
ィ
ア
に
も
よ
く
取
り
上

げ
ら
れ
る
境
界
協
会
は
、
都
県
や
市
区
町
村
の
境
界
を
た

ど
る
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
重
ね
て
い
る
。
現
実
に
は
見

え
な
い
境
界
を
意
識
し
て
歩
く
と
、
そ
の
土
地
の
特
徴
、

第十二回
明治の地図を片手に

麹町区・神田区の区境を歩く

足で歴史を感じる、
まち歩きの極意

川原田遺跡の竪穴式住居（模型）
5000年前

国重要文化財　焼町土器　　　　　
川原田遺跡出土　5000年前

歴史
さんぽ

浅間縄文ミュージアム
館長
堤　隆

縄
文
王
国
信
州

近
年
は
世
界
遺
産
候
補
の
北
海
道
・
北
東
北

の
“
縄
文
”
に
押
さ
れ
気
味
だ
が
、
信
州
と

い
え
ば
“
縄
文
王
国
”
の
名
を
冠
し
て
も
、

け
し
て
恥
じ
入
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。　

　

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
に

よ
れ
ば
、
五
〇
〇
〇
年
前
の
中
期
縄
文
時
代
、

二
六
万
人
の
人
々
を
有
し
た
日
本
列
島
に
お

い
て
、
信
州
が
人
口
は
断
然
ト
ッ
プ
、
国
宝

“
縄
文
の
ビ
ー
ナ
ス
”
に
代
表
さ
れ
る
豊
か

な
精
神
文
化
が
花
開
い
た
縄
文
文
化
熟
成
の

地
で
あ
る
。

　

…
と
こ
こ
ま
で
書
い
て
き
た
が
、
そ
れ
は

八
ケ
岳
山
麓
の
縄
文
世
界
の
話
、
活
火
山
浅

間
山
の
ふ
も
と
に
栄
え
た
縄
文
文
化
は
、
つ

い
三
十
年
ほ
ど
前
ま
で
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ

て
い
な
か
っ
た
。　

　

本
格
的
な
発
掘
調
査
の
メ
ス
が
入
っ
た
の

は
、
一
九
九
〇
年
、
御
代
田
町
川
原
田
遺
跡

に
お
い
て
で
、
こ
こ
か
ら
は
ド
ー
ナ
ツ
状
の

リ
ン
グ
や
曲
線
で
装
飾
さ
れ
た
“
焼や

け

町ま
ち

土

器
”
と
呼
ば
れ
る
ユ
ニ
ー
ク
な
土
器
が
発
見

さ
れ
た
。

　

こ
の
調
査
を
嚆
矢
に
、
数
多
く
の
縄
文
遺

跡
が
発
掘
さ
れ
、
し
だ
い
に
信
州
に
お
け
る

“
も
う
ひ
と
つ
の
縄
文
文
化
”
像
が
明
ら
か

に
な
っ
て
い
っ
た
。

浅
間
火
山
と
焼
町
土
器
文
化

“
浅
間
山
麓
の
縄
文
文
化
”
を
人
口
に
膾
炙

す
る
た
め
、
二
〇
〇
三
年
浅
間
縄
文
ミ
ュ
ー

ジ
ア
ム
が
オ
ー
プ
ン
し
た
。

　

ミ
ス
テ
リ
ア
ス
な
縄
文
世
界
を
堪
能
い
た

だ
け
る
よ
う
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
に
も
工
夫
を
凝

ら
し
、
壁
面
ケ
ー
ス
に
土
器
ズ
ラ
リ
と
い
っ

た
従
来
型
の
展
示
を
廃
し
て
、
個
別
の
遺
物

群
に
ス
ポ
ッ
ト
を
あ
て
、
物
語
性
の
あ
る

展
示
を
実
現
し
た
。

　

展
示
の
メ
イ
ン
は
、
国
重
要
文
化
財
と
な

っ
て
い
る
縄
文
中
期
の
焼
町
土
器
群
で
あ
る
。

こ
れ
以
外
に
、
縄
文
の
暮
ら
し
、
フ
ァ
ッ
シ

ョ
ン
、
精
神
世
界
な
ど
を
配
し
た
。　
　
　

　

ま
た
二
階
に
は
館
か
ら
九
キ
ロ
の
位
置
に

噴
火
口
を
も
つ
浅
間
山
の
展
示
が
あ
っ
て
、

活
火
山
と
そ
れ
を
取
り
巻
く
自
然
環
境
を
理

解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

ひ
と
昔
前
は
貧
し
い
時
代
の
見
本
と
し
て

描
か
れ
た
縄
文
時
代
だ
が
、
今
や
形
勢
有
利
、

エ
コ
で
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
代
表
格
と
し
て
語
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
も
“
何
だ
か
な

〜
”
で
は
あ
る
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
五
〇
〇
〇
年
前
の
縄
文
世

界
の
実
態
を
見
て
感
じ
て
い
た
だ
く
た
め
、

発
掘
調
査
を
継
続
し
つ
つ
、
新
し
い
発
見
を

盛
り
込
み
、
変
化
し
続
け
る
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

で
あ
り
た
い
と
願
っ
て
い
る
。

長
野
県
御
代
田
町
　
浅
間
縄
文
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

活
火
山
浅
間
山
と
花
開
く

“
も
う
ひ
と
つ
の
縄
文
文
化
”　
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僧
画
家
・
牧
谿
の
傑
作
。
力
強
く
幽
玄
、
か

の
「
観か

ん

音の
ん

猿え
ん

鶴か
く

図ず

」
に
肉
薄
す
る
。

⑤
「
風
雨
山
水
図
（
伝
馬ば

遠え
ん

筆
）」
日
本
の

水
墨
画
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
馬
遠
の
構

築
性
が
遺
憾
な
く
発
揮
さ
れ
た
力
作
。

　

も
ち
ろ
ん
、
工
芸
・
刀
剣
・
書
跡
・
古
典

籍
に
お
い
て
も
、
名
品
傑
作
が
目
白
押
し
だ
。

工
芸
か
ら
は
「
色
絵
吉
野
山
図
茶
壷
（
野の

の々

村む
ら

仁じ
ん

清せ
い

作
）」
と
、
い
ま
話
題
の
「
曜よ

う

変へ
ん

天

目
（
稲
葉
天
目
）」、
ブ
ー
ム
と
な
っ
て
い
る

刀
剣
か
ら
は「
手て

掻が
い

包か
ね

永な
が

」、書
跡
か
ら
は「
倭

漢
朗
詠
抄　

太
田
切
」
と
「
中

ち
ゅ
う

峰ほ
う

明み
ん

本ぽ
ん

に
与

え
た
趙

ち
ょ
う

孟も
う

頫ふ

の
手
紙
」、古
典
籍
か
ら
は
『
李

太
白
文
集
』
を
あ
げ
て
お
こ
う
。

　

二
〇
一
九
年
一
月
二
九
日
か
ら
は
、「
桐

村
喜
世
美
氏
所
蔵
品
受
贈
記
念　

岩
﨑
家
の

お
雛
さ
ま
と
御
所
人
形
」
が
は
じ
ま
る
。
五

世
大
木
平
蔵
の
傑
作
を
堪
能
い
た
だ
き
た
く
、

ご
来
駕
を
お
待
ち
申
し
上
げ
て
お
り
ま
す
。

を
防
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
強
い
信

念
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

彌
之
助
が
没
し
た
あ
と
、
嗣
子
・
小こ

彌や

太た

が
こ
れ
を
引
き
継
い
だ
。

　

文
庫
創
設
百
周
年
を
記
念
し
、
静
嘉
堂
文

庫
を
包
摂
し
静
嘉
堂
文
庫
美
術
館
が
新
設
さ

れ
、
岩
㟢
彌
之
助
・
小
彌
太
父
子
が
収
集
し

た
美
術
品
を
展
観
し
て
い
る
。
古
美
術
品
約

六
五
〇
〇
点
を
所
蔵
、
そ
の
う
ち
七
点
が
国

宝
に
、
八
四
点
が
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ

て
い
る
。
ブ
ロ
グ
で
お
馴
染
み
の
「
饒

じ
ょ
う

舌ぜ
つ

館

長
」
が
選
ぶ
絵
画
ベ
ス
ト
フ
ァ
イ
ブ
は
以
下

の
と
お
り
だ
。

①
「
平
治
物
語
絵
巻
」（
信し

ん

西ぜ
い

巻
）　

平
治
の

乱
―
―
信
西
入
道
の
悲
劇
に
取
材
す
る
鎌
倉

時
代
合
戦
絵
巻
。
東
京
国
立
博
物
館
と
ボ
ス

ト
ン
美
術
館
に
所
蔵
さ
れ
る
二
本
と
共
に
、

合
戦
絵
の
最
高
峰
を
形
成
す
る
。

②
「
関せ

き

屋や

澪み
お

標つ
く
し

図ず

屏び
ょ
う

風ぶ

」（
俵

た
わ
ら

屋や

宗そ
う

達た
つ

筆
）

『
源
氏
物
語
』
の
関
屋
と
澪
標
の
帖
に
取
材

し
、
光
源
氏
と
昔
の
恋
人
と
の
邂
逅
を
、
俵

屋
宗
達
が
造
形
化
す
る
。
劇
的
な
構
成
の
う

ち
に
、
王
朝
美
が
蘇
る
。

③
「
龍
虎
図
屏
風
」（
橋は

し

本も
と

雅が

邦ほ
う

筆
）
天
下

の
耳
目
を
集
め
た
近
代
絵
画
の
傑
作
。
日
本

画
の
革
新
を
進
め
た
雅
邦
の
表
現
意
欲
が
画

面
を
突
き
破
る
。

④
「
羅ら

漢か
ん

図ず

」（
牧も

っ

谿け
い

筆
）　

宋
末
元
初
の
禅

魅
力
が
見
え
て
く
る
。

  

大
手
町
・
丸
の
内
・
霞
ヶ
関
な
ど
大
名
屋
敷
が
並
ん
だ

麹
町
区
と
、
武
家
社
会
を
支
え
る
町
人
が
集
ま
っ
た
神
田

区
は
、
一
九
四
七
年
に
合
併
し
て
千
代
田
区
と
な
っ
た
。

旧
区
境
を
流
れ
る
日
本
橋
川
で
は
六
四
年
の
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
を
前
に
首
都
高
速
の
工
事
が
急
ピ
ッ
チ
で
進
め
ら
れ
、

江
戸
城
石
垣
の
遺
構
が
高
架
に
覆
わ
れ
た
。
下
水
が
流
れ

込
む
川
は
悪
臭
を
放
ち
、
住
民
か
ら
背
を
向
け
ら
れ
た
が
、

環
境
へ
の
意
識
が
高
ま
る
な
か
、
内
濠
外
濠
の
水
質
改
善
、

川
に
顔
を
向
け
た
ま
ち
づ
く
り
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

   

二
〇
一
八
年
三
月
に
架
け
ら
れ
た
「
竜
閑
さ
く
ら
橋
」

を
渡
っ
て
麹
町
区
か
ら
神
田
区
に
入
る
。
北
東
に
向
き
を

変
え
、
神
田
区
と
日
本
橋
区
の
境
界
を
流
れ
て
い
た
竜
閑

川
の
跡
を
進
む
。
竜
閑
川
は
元
禄
期
に
開
削
さ
れ
た
掘
割

で
、
幕
末
期
に
埋
め
立
て
ら
れ
た
が
明
治
中
期
に
再
び
開

削
さ
れ
て
水
運
に
利
用
さ
れ
た
。
戦
後
、
瓦
礫
で
埋
め
立

て
ら
れ
、
暗
渠
と
な
っ
た
。
ビ
ル
の
隙
間
を
一
直
線
に
延

び
る
暗
渠
を
歩
い
て
い
く
と
、
昨
年
ま
で
あ
っ
た
ガ
ー
ド

下
の
飲
食
店
街
「
今
川
小
路
」
が
姿
を
消
し
て
い
た
。

   

都
内
各
所
で
再
開
発
が
進
み
、
高
層
ビ
ル
が
乱
立
す
る

な
か
、
商
店
街
に
は
ナ
シ
ョ
ナ
ル
チ
ェ
ー
ン
が
増
え
、
ま

ち
の
景
観
が
ど
こ
も
似
通
っ
て
き
た
。

   

ま
ち
は
日
々
姿
を
変
え
る
が
、
昔
の
地
図
を
手
に
歩
く

と
土
地
の
記
憶
が
呼
び
覚
ま
さ
れ
る
。
過
去
の
情
景
が
イ

メ
ー
ジ
で
き
れ
ば
、
現
在
の
先
に
連
な
る
そ
れ
ぞ
れ
の
土

地
の
未
来
を
描
く
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

境
界
を
た
ど
る
ま
ち
歩
き
は
、
歴
史
を
ふ
ま
え
た
ま
ち

づ
く
り
に
つ
な
が
る
。

　

静せ
い

嘉か

堂ど
う

は
一
八
九
二
年
（
明
治
二
五
）
岩い

わ

㟢さ
き

彌や

之の

助す
け

に
よ
り
創
設
さ
れ
た
。
三
菱
財
閥

の
創
業
者
に
し
て
初
代
社
長
を
つ
と
め
た
岩

㟢
彌や

太た

郎ろ
う

の
弟
に
あ
た
り
、
二
代
社
長
と
し

て
三
菱
を
発
展
さ
せ
た
実
業
家
で
あ
る
。

　

彌
之
助
は
学
問
を
好
み
、
古
い
文
化
に
尊

敬
の
念
を
抱
く
人
間
で
あ
っ
た
。
新
た
な
近

代
国
民
国
家
の
創
出
を
目
指
し
た
日
本
は
、

早
急
に
西
洋
文
明
を
採
り
入
れ
る
必
要
が
あ

っ
た
が
、
そ
れ
は
廃は

い

仏ぶ
つ

毀き

釈し
ゃ
くに
見
ら
れ
る
ご

と
く
、
伝
統
的
な
東
洋
文
明
の
否
定
や
軽
視

を
生
ん
だ
。
そ
し
て
多
く
の
古
文
化
財
が
海

外
へ
流
出
し
は
じ
め
る
。
こ
れ
を
目
の
当
た

り
に
し
た
彌
之
助
は
、
な
ん
と
し
て
も
こ
れ

静嘉堂文庫美術館
館長

　河野 元昭

「平治物語絵巻」　一段（部分）

静嘉堂文庫美術館
（外観）

かつて区境だった日本橋
川の頭上を走る首都高速。
神田橋〜江戸橋間の高架
を撤去し地下化する計画
が進められている。地下
化で日本橋の青空が戻る
というが、青空が必要な
のは日本橋だけではない。

東
京
都
世
田
谷
区　

静
嘉
堂
文
庫
美
術
館

閑
静
な
街
に
た
た
ず
む
、

日
本
・
東
洋
の
古
美
術
の
粋
を
集
め
た
美
術
館
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本
尊
で
あ
っ
た
十
一
面
観
音
菩
薩
立
像
は
こ

の
北
野
神
社
へ
移
さ
れ
た
と
さ
れ
る
。
こ
の

像
は
そ
の
後
さ
ら
に
近
隣
の
昌
清
院
へ
と
移

り
、
現
在
は
鎌
倉
国
宝
館
に
寄
託
さ
れ
て
い

る
（『
特
別
展 

津
久
井
光
明
寺
』
神
奈
川
県

立
金
沢
文
庫
、
二
〇
一
五
年
）。

　

さ
て
毎
年
七
月
中
旬
、
北
鎌
倉
で
は
、
八

雲
神
社
の
例
大
祭
が
行
わ
れ
る
。
こ
の
祭
礼

で
は
、
山
崎
と
山
ノ
内
の
両
八
雲
社
の
神
輿

が
北
と
南
か
ら
出
発
し
て
巡
行
し
、
光
照
寺

の
ほ
ど
近
く
、
天
王
屋
敷
で
行
き
合
っ
て
神

事
を
行
う（『
鎌
倉
ゆ
か
り
の
芸
能
と
儀
礼
』

神
奈
川
県
立
歴
史
博
物
館
、
二
〇
一
八
年
）。

　

こ
の
北
か
ら
の
山
崎
の
神
輿
の
出
発
点
と

な
る
の
が
北
野
神
社
で
あ
り
、
神
輿
の
巡
行

路
は
、
大
法
大
闡
・
義
堂
周
信
の
避
難
ル
ー

ト
と
お
お
む
ね
一
致
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
円
覚
寺
の
あ
る
山
ノ
内
か
ら
見
て
、
山

崎
は
鎌
倉
の
領
域
の
北
限
と
い
う
こ
と
に
な

る
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
山
崎
と
い
う
地
は
、

鎌
倉
か
ら
北
郊
、
江
ノ
島
方
面
へ
の
出
口
に

あ
た
る
重
要
な
場
所
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

大
法
大
闡
は
山
崎
宝
積
寺
で
義
堂
周
信
に

説
得
さ
れ
、
辞
意
を
撤
回
し
て
渋
々
円
覚
寺

へ
戻
る
。
し
か
し
、
本
当
は
山
崎
か
ら
鎌
倉

を
脱
し
、
江
ノ
島
の
方
へ
と
逐
電
す
る
つ
も

り
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

応
安
七
年
（
一
三
七
四
）
十
一
月
二
十
三

日
、
僧
侶
と
柴
売
り
の
口
論
が
き
っ
か
け
で

起
こ
っ
た
鎌か

ま

倉く
ら

円え
ん

覚が
く

寺じ

の
火
事
は
、
全
山
を

焼
き
尽
く
す
大
火
災
と
な
っ
た
。
こ
の
と
き

円
覚
寺
住
持
の
大だ

い

法ほ
う

大だ
い

闡せ
ん

は
、
円
覚
寺
を
逃

れ
て
山
崎
の
宝ほ

う

積し
ゃ
く

寺じ

と
い
う
寺
に
避
難
す

る
。
火
災
の
責
任
を
取
っ
て
住
持
を
辞
め
る

と
い
う
大
法
大
闡
を
慰
留
す
る
た
め
、
義ぎ

堂ど
う

周し
ゅ
う

信し
ん

が
後
を
追
っ
て
山
崎
へ
と
駆
け
つ
け

る
様
子
が
『
空
華
日
用
工
夫
略
集
』
に
記
さ

れ
て
い
る
が
、
こ
の
避
難
の
ル
ー
ト
を
中
世

の
風
景
を
推
測
し
な
が
ら
考
え
て
み
た
い
。

　

円
覚
寺
か
ら
北
西
へ
大
船
方
向
へ
向
か
い
、

左
に
台
町
へ
の
道
を
入
る
と
時
宗
光
照
寺
が

あ
る
。
こ
こ
は
一
遍
が
弘
安
五
年
（
一
二
八

二
）
に
鎌
倉
入
り
を
阻
ま
れ
、
江
ノ
島
に
引

き
返
し
た
地
と
伝
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
西
に

進
む
と
台
公
会
堂
が
あ
る
が
、
こ
こ
は
旧
地

蔵
堂
跡
で
、
室
町
期
の
地
蔵
菩
薩
坐
像
が
あ

っ
た
（
現
在
は
鎌
倉
国
宝
館
に
寄
託
）。
こ

の
道
が
中
世
ま
で
遡
る
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。

　

し
ば
ら
く
行
く
と
、
山
崎
小
学
校
脇
に
は

切
り
通
し
跡
が
あ
る
。
残
念
な
が
ら
片
側
は

削
平
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
が
、
残
さ
れ
た

片
面
だ
け
で
も
中
世
の
面
影
を
感
じ
さ
せ
る
。

さ
ら
に
進
む
と
庚
申
塚
や
江
ノ
島
へ
の
道
標

が
あ
り
、
近
世
の
も
の
で
は
あ
る
が
、
こ
の

道
が
古
く
よ
り
鎌
倉
か
ら
北
郊
へ
と
抜
け
る

メ
イ
ン
ル
ー
ト
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え

る
。
そ
し
て
、
円
覚
寺
か
ら
歩
い
て
三
十
分

ほ
ど
の
道
の
り
で
、
宝
積
寺
跡
へ
到
着
す
る
。

　

義
堂
周
信
ら
の
避
難
先
、
山
崎
宝
積
寺
は

現
存
し
な
い
が
、
湘
南
モ
ノ
レ
ー
ル
の
富
士

見
町
駅
と
湘
南
町
屋
駅
の
ほ
ぼ
中
間
に
、
斜

面
を
方
形
に
切
り
取
っ
た
伽
藍
跡
を
確
認
で

き
る
。
昭
和
五
年
、
常
盤
山
文
庫
で
知
ら
れ

る
実
業
家
、
菅
原
通
済
に
よ
っ
て
建
設
さ
れ

た
「
大
船
江
の
島
自
動
車
専
用
道
路
」
が
伽

藍
跡
の
中
心
を
貫
く
こ
と
と
な
り
、
現
在
は

頭
上
を
モ
ノ
レ
ー
ル
が
走
っ
て
い
る
。

　

そ
の
近
傍
に
は
北
野
神
社
が
あ
り
、
境
内

に
は
応
永
十
二
年
（
一
四
〇
五
）
銘
の
宝
篋

印
塔
が
あ
る
。『
新
編
相
模
国
風
土
記
稿
』

に
よ
る
と
、
山
崎
宝
積
寺
が
廃
さ
れ
る
際
、

応
安
七
年
円
覚
寺
火
災

と
鎌
倉
山
崎

川
本
慎
自

山崎切り通し

　

吹
雪
と
は
、
強
い
風
で
舞
い
上
が
っ
た
地
表
の
雪
と
降

雪
中
の
雪
が
一
体
と
な
っ
て
視
界
を
悪
く
す
る
気
象
状
態

を
い
う
。
そ
の
吹
雪
を
五
能
線
で
体
験
し
た
。

　

吾
輩
は
静
か
に
降
る
雪
の
中
を
川
部
か
ら
東
能
代
に
向

か
っ
た
。
広
々
と
し
た
雪
原
を
快
走
す
る
列
車
は
鰺
ヶ
沢

の
手
前
で
白
波
が
騒
ぐ
日
本
海
に
躍
り
出
る
。
高
台
か
ら

見
下
ろ
す
海
は
灰
色
に
近
い
色
の
高
波
が
連
な
り
、
ま
さ

に
荒
れ
狂
う
怒
濤
と
な
っ
て
目
の
下
い
っ
ぱ
い
に
拡
が
っ

て
い
た
。
雪
は
吹
雪
に
変
わ
っ
て
い
た
。

　

あ
ま
り
の
強
風
の
た
め
、
途
中
で
規
制
が
か
か
っ
て
最

徐
行
運
転
と
な
る
。
列
車
は
地
平
に
降
り
て
海
辺
を
ゆ
っ

く
り
と
進
む
。
波
が
目
の
高
さ
で
豪
快
に
押
し
寄
せ
て
い

た
。
集
落
の
脇
の
畑
の
中
で
ふ
と
気
が
付
く
と
、
強
い
風

の
た
め
に
真
横
に
流
れ
る
雪
の
中
を
白
く
て
大
き
な
、
乗

用
車
ほ
ど
も
あ
る
雪
の
塊
が
次
か
ら
次
へ
と
飛
ん
で
い
く
。

初
め
て
見
る
光
景
で
、
あ
っ
け
に
と
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。

　

通
常
は
走
行
中
の
車
窓
か
ら
降
り
し
き
る
雪
を
見
て
も

真
横
に
流
れ
て
い
く
だ
け
で
あ
る
が
、
最
徐
行
の
お
か
げ

で
激
し
く
飛
ん
で
い
く
雪
の
か
た
ま
り
を
は
っ
き
り
と
見

て
と
れ
た
。

　

列
車
は
も
と
の
速
度
に
な
っ
て
、
大
戸
瀬
、
風
合
瀬
、

驫
木
と
進
ん
で
い
く
。
あ
た
り
は
ま
さ
に
海
の
景
観
の
ハ

山崎宝積寺跡

●かわもと・しんじ／
東京大学　史料編纂所
准教授

第５話 　猛吹雪

鉄道浪漫

高橋 治雄
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の
地
が
見
渡
せ
る
山
の
上
に
壮
大
な
前
方
後

円
墳
を
作
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

少
女
は
母
と
な
り
、
両
親
や
夫
や
子
供
た

ち
と
一
緒
に
工
事
に
参
加
し
た
で
あ
ろ
う
か
。

　

民
は
老
若
男
女
を
問
わ
ず
、
偉
大
な
王
の

た
め
、
後
継
者
の
た
め
、
時
代
の
流
れ
を
肌

で
感
じ
な
が
ら
工
事
に
従
事
し
た
。
楽
で
は

な
く
、
苦
し
い
こ
と
で
あ
っ
た
に
は
違
い
な

い
。
で
も
集
落
の
民
は
、
自
分
の
役
割
を
し

っ
か
り
認
識
し
て
責
任
を
持
っ
て
参
加
し
て

い
た
と
思
い
た
い
。
老
人
や
女
性
と
子
供
は

自
分
が
持
て
る
範
囲
の
石
を
持
ち
、
と
き
に

は
花
を
見
、
景
色
を
見
、
生
活
の
知
識
を
伝

承
し
な
が
ら
、
こ
の
山
道
を
歩
い
て
い
た
。　

　

紅
葉
の
山
道
を
、
み
ん
な
で
歌
い
な
が
ら

楽
し
ん
で
登
っ
て
い
る
姿
が
見
え
て
き
た
！

　

感
傷
的
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
権

力
者
以
外
の
集
落
の
民
に
も
、
さ
さ
や
か
な

が
ら
も
幸
せ
の
パ
ズ
ル
を
は
め
て
あ
げ
な
け

れ
ば
い
け
な
い
「
一
生
懸
命
生
き
る
こ
と
が

幸
せ
な
ん
だ
」
と
。

　

見
渡
た
し
て
い
る
景
色
は
変
わ
ら
な
い
け

れ
ど
、
若
か
っ
た
少
女
は
年
老
い
ま
し
た
。　

ス
リ
ッ
プ
し
ま
し
た
。
古
墳
を
造
っ
て
い
る

時
代
、
作
業
に
従
事
し
て
い
た
若
く
て
美
し

い
女
性
（
私
？
）
…
ど
う
い
う
気
持
ち
だ
ろ

う
？　

辛
か
っ
た
？　

楽
し
ん
で
い
た
？　

幸
せ
だ
っ
た
？　

精
一
杯
生
き
た
で
あ
ろ
う

か
？
石
を
運
び
歩
い
て
登
っ
た
の
？　

等
々
。

　

歴
史
的
な
考
察
を
完
全
に
無
視
し
て
夢
の

世
界
に
遊
ん
で
み
ま
し
た
。

　

代
々
こ
の
地
で
暮
ら
し
て
い
た
少
女
、
生

き
て
い
く
た
め
に
必
要
な
事
柄
を
両
親
や
集

落
の
人
に
教
わ
り
、
懸
命
に
生
き
て
い
た
。　

　

こ
の
地
を
治
め
て
い
た
王
は
民
の
よ
り
豊

か
な
生
活
を
求
め
て
一
生
懸
命
活
動
し
、
民

は
王
の
指
導
力
を
信
頼
し
、
集
落
の
結
束
は

強
か
っ
た
、
日
本
が
ヤ
マ
ト
を
中
心
に
ま
と

ま
り
始
め
て
い
た
激
動
の
こ
の
時
代
に
、
王

の
反
応
は
早
か
っ
た
。

　

千
曲
川
の
水
運
・
黒
曜
石
の
流
通
な
ど
世

の
中
の
情
勢
を
素
早
く
つ
か
み
、
ヤ
マ
ト
と

の
パ
イ
プ
を
太
く
し
て
い
こ
う
と
し
た
。
ヤ

マ
ト
が
持
つ
、
最
先
端
の
技
術
の
導
入
を
試

み
、
技
術
と
人
材
の
受
け
入
れ
を
積
極
的
に

行
っ
た
。
治
水
は
重
要
な
政
治
課
題
で
も
あ

り
ま
し
た
。

古
代
の
人
々
の
息
吹
き

　

ヤ
マ
ト
か
ら
の
派
遣
者
は
多
く
の
技
術
集

団
を
と
も
な
い
、
そ
の
長
は
王
の
娘
と
結
ば

れ
、
こ
の
地
に
根
を
下
ろ
し
て
い
っ
た
。
少

女
は
ヤ
マ
ト
か
ら
き
た
若
い
技
術
者
に
恋
を

し
て
幸
せ
な
家
庭
を
作
っ
た
。
高
齢
に
な
ら

れ
た
王
の
た
め
、
又
、
れ
れ
ヤ
マ
ト
と
の
絆

の
証
に
、
学
ん
だ
技
術
を
存
分
に
使
っ
て
こ

　

十
一
月
十
六
日
（
木
）、
古
墳
ツ
ア
ー
「
森

将
軍
塚
古
墳
」「
長
野
県
立
歴
史
館
」「
浅
間
縄

文
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」
へ
い
ざ
出
発
！
関
越
自

動
車
道
で
は
、
秋
晴
れ
の
日
差
し
の
な
か
、

富
士
山
が
き
れ
い
に
見
え
、
紅
葉
の
始
ま
っ

た
山
々
を
楽
し
み
な
が
ら
気
持
ち
の
良
い
ド

ラ
イ
ブ
に
な
り
ま
し
た
。

　

ま
ず
は
戸
倉
で
蕎
麦
料
理
処
「
萱
」
の
名

物
蕎
麦
を
堪
能
し
、
歴
史
あ
る
萱
葺
の
家
屋

や
調
度
・
酒
蔵
を
見
学
し
江
戸
時
代
の
面
影

を
偲
び
ま
し
た
。

　

現
代
人
は
、
何
ご
と
も
東
京
優
位
で
判
断

を
す
る
こ
と
が
多
い
が
、
歴
史
を
見
れ
ば
地

方
の
独
創
的
な
歴
史
的
発
展
に
い
つ
も
な
が

ら
驚
か
さ
れ
て
い
る
。

史
跡
「
森
将
軍
塚
古
墳
」
に
登
る

　

遠
く
北
ア
ル
プ
ス
ま
で
み
え
る
素
晴
ら
し

い
景
色
を
見
た
と
き
に
、
私
の
心
は
タ
イ
ム

イ
ラ
イ
ト
で
、
浜
辺
や
様
々
な
形
の
岩
が
織
り
な
す
豪
快

な
磯
が
ど
こ
ま
で
も
続
く
。
雪
は
と
き
お
り
小
降
り
に
な

る
が
す
ぐ
に
ま
た
も
と
の
激
し
さ
に
戻
っ
て
い
た
。

　　

五
能
線
は
秋
田
県
の
東
能
代
と
青
森
県
の
川
部
を
結
ぶ

人
気
観
光
路
線
で
、
世
界
遺
産
の
白
神
山
地
や
延
々
八
〇

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
亘
る
日
本
海
の
変
化
に
富
む
雄
大
な
景

観
が
楽
し
め
る
。
津
軽
平
野
を
行
く
五
所
川
原
付
近
か
ら

は
、
津
軽
富
士
と
言
わ
れ
る
秀
麗
な
岩
木
山
や
一
面
に
拡

が
る
リ
ン
ゴ
畑
が
旅
情
を
誘
う
。
山
が
迫
る
崖
下
で
海
の

す
ぐ
そ
ば
を
通
る
た
め
昭
和
四
七
年
十
二
月
に
は
路
盤
が

高
波
に
流
さ
れ
て
蒸
気
機
関
車
が
脱
線
転
覆
す
る
と
い
う

い
た
ま
し
い
事
故
が
起
き
て
し
ま
っ
た
。

　

歴
史
的
に
は
、
木
材
の
運
搬
が
盛
ん
で
あ
っ
た
米
代
川

の
水
運
と
、
街
外
れ
に
あ
っ
た
現
在
の
東
能
代
（
官
設
鉄

道
の
駅
）
を
結
ぶ
貨
物
支
線
と
し
て
明
治
四
一
年
に
開
業

し
た
の
が
始
ま
り
で
、
旅
客
輸
送
も
す
ぐ
に
始
ま
っ
た
。

そ
の
後
日
本
海
に
沿
っ
て
順
次
路
線
を
延
ば
し
て
い
く
。

　

一
方
、
反
対
側
で
は
川
部
と
五
所
川
原
を
結
ぶ
陸
奥
鉄

道
が
大
正
七
年
に
開
業
し
て
お
り
、
そ
の
先
を
国
が
建
設

し
て
い
く
。
昭
和
二
年
に
陸
奥
鉄
道
を
編
入
し
、
昭
和
11

年
に
最
後
の
区
間
を
完
成
さ
せ
て
全
通
し
た
。
五
能
線
の

名
称
は
、
か
つ
て
の
終
点
で
陸
奥
鉄
道
と
接
続
す
る
五
所

川
原
の
五
と
能
代
の
能
を
と
っ
て
付
け
ら
れ
た
。

発掘の結果に基づ
き、正確に復原し
た古墳を見学する。
参加者と筆者

埴輪が並んだ森将軍塚古墳　全
景と眺望

科
野
の
里
を
歩
い
て

古
代
への
時
の
旅窪

田
憲
子

●
く
ぼ
た
　
の
り
こ
／

　
舎
人
倶
楽
部
・
会
員
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あなたも
入会

しませんか

好評
始動中！

■ 入会特典
◦講座・講演会の割引優待や無料受講券の進呈。
　捺印５個で受講が１回無料になるスタンプカードの発行。
◦会報『Ｍｙ舎人倶楽部』を年４回送付。
■ 年会費　
一般会員 3,000円／賛助会員30,000円
特別賛助会員100,000円
（会費のお支払い方法は、お申し込み時にお知らせいたします）
■ お申し込み方法
お名前、ご住所、電話番号、メールアドレスを明記の上、敬文舎
または舎人倶楽部までＥメール（toneri.k@blue.ocn.ne.jp）
にてお申し込みください。

　

仕
入
れ
た
古
雑
誌
『
面
白
半
分
』
を
パ

ラ
パ
ラ
捲
り
な
が
ら
、
こ
の
こ
ろ
の
雑
誌

に
は
み
ん
な
個
性
的
な
顔
が
あ
っ
た
。
そ

れ
に
比
べ
る
と
近
ご
ろ
は
、
マ
ー
ケ
テ
ィ

ン
グ
第
一
。
ス
ポ
ン
サ
ー
の
顔
色
ば
か
り
。

な
ん
て
ブ
ツ
ブ
ツ
呟
い
て
い
る
と
、
突
然
、

「
こ
の
ペ
ー
ジ
は
印
刷
ミ
ス
で
は
あ
り
ま

せ
ん
」
の
一
文
の
み
、
ほ
か
は
な
に
も
な

い
白
紙
ペ
ー
ジ
が
現
れ
ま
し
た
。

　

一
ペ
ー
ジ
戻
っ
て
み
る
と
「
タ
モ
リ
氏

の
『
ハ
ナ
モ
ゲ
ラ
語
の
思
想
』
の
原
稿
は
、

ま
だ
印
刷
所
に
到
着
い
た
し
ま
せ
ん
。
白

紙
の
ま
ま
で
お
届
け
す
る
こ
と
を
深
く
お

詫
び
申
し
あ
げ
ま
す
。
編
集
部
」
と
、
載

っ
て
い
ま
し
た
。

　

噂
に
は
聞
い
て
い
ま
し
た
が
、
連
載
中

の
タ
モ
リ
の
原
稿
が
〆
切
に
間
に
合
わ
な

か
っ
た
、
伝
説
の
白
紙
の
ペ
ー
ジ
を
、
つ

い
に
め
っ
け
ち
ゃ
い
ま
し
た
。

●
『
面
白
半
分
』
１
９
７
７
年
９
月
号

　

俗
に
言
う
「
穴
が
空
く
」
と
言
う
奴
で

す
。
で
も
、
な
ん
と
、
白
紙
の
ま
ま
載
せ

て
し
ま
う
と
は
、
大
胆
な
！

　

当
時
の
編
集
長
（
半
年
毎
の
交
代
制
）

が
筒
井
康
隆
な
の
で
、
事
故
も
面
白
が
り

企
画
に
し
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
す
。

「
編
集
長
筒
井
康
隆
は
、
こ
の
事
故
と
想

定
し
て
、
タ
モ
リ
に
連
載
を
発
注
し
て
い

た
。」
な
ん
て
説
も
、
ネ
ッ
ト
上
に
転
が

っ
て
い
ま
し
た
。
さ
も
あ
り
な
ん
で
す
。

　

夢
枕
漠
は
「
こ
れ
以
上
突
き
抜
け
る
所

の
な
い
実
験
小
説
」
と
称
賛
し
て
い
た
よ

う
で
す
。（
ネ
ッ
ト
上
の
「
大
タ
モ
リ
年

表
」）
大
胆
が
許
さ
れ
た
時
代
だ
っ
た
ん

で
す
ね
。
そ
れ
に
比
べ
る
と
ブ
ツ
ブ
ツ

長
久
手
市
郷
土
史
研
究
会
の
歴
史
と
活
動

　「
郷
土
の
歴
史
を
調
査
研
究
し
、
も
っ
て
郷

土
文
化
の
振
興
・
発
展
に
資
す
る
こ
と
を
目

的
」(

規
約)

に
昭
和
五
八
年
、
長
久
手
町

郷
土
史
研
究
会
と
し
て
発
足
し
、
市
制
施
行

に
伴
い
、「
長
久
手
市
郷
土
史
研
究
会
」
と

改
称
し
、
全
会
員
六
〇
名
余
で
活
動
を
推
進

し
て
い
ま
す
。

　

そ
の
た
め
、
会
員
自
身
の
力
量
を
高
め
る

活
動
と
し
て
、
市
の
公
用
バ
ス
で
市
内
の
史

跡
調
査
を
行
っ
た
り
、
全
体
学
習
会
を
時
に

は
市
民
も
参
加
で
き
る
よ
う
市
広
報
な
ど
で

呼
び
か
け
て
行
っ
た
り
し
て
い
ま
す
。
更
に
、

県
外
の
史
跡
調
査
（
今
年
度
は
、
春
・
関
ヶ

原
古
戦
場
、
秋
・
東
濃
の
史
跡
）
も
行
っ
て

い
ま
す
。
い
ず
れ
の
活
動
に
も
三
〇
名
か
ら

五
〇
名
程
ほ
ど
の
会
員
が
参
加
し
て
い
ま
す
。

　

そ
の
上
で
、
活
動
の
成
果
を
、
春
の
市
文

化
協
会
文
化
美
術
展
や
秋
の
市
民
ま
つ
り
に

市
役
所
西
庁
舎
で
発
表
し
て
い
ま
す
。
今
年

度
は
、春
は「
長
久
手
の
寺
院
①
」、秋
は「
長

久
手
の
寺
院
②
」
を
各
八
つ
切
り
画
紙
四
十

枚
程
に
ま
と
め
展
示
し
ま
し
た
。　
　

　

一
方
、
長
久
手
古
戦
場
な
ど
の
史
跡
見
学

者
へ
は
、
市
生
涯
学
習
課
を
通
し
て
、
例
年

三
〇
件
ほ
ど
の
団
体
の
史
跡
ガ
イ
ド
を
行
っ

て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
会
や
個
人
の
研
究
活
動
の
成

果
を
会
報
『
胡こ

牀し
ょ
う

石せ
き

』（
年
二
回
、Ａ
四
版
・

二
〇
頁
前
後
）
に
ま
と
め
、
現
在
五
三
号
の

編
集
を
進
め
て
い
ま
す
。

●
事
務
局　

長
久
手
市
役
所
生
涯
学
習
課
内

〒
４
８
０
・
１
１
９
６　

長
久
手
市
岩
作
城

の
内
６
０
ー
１　

●
連
絡
先　

長
久
手
市
氏

神
前
５
１
５　
　

会
長　

荒
木
英
夫　

電
話

０
９
０
・
１
２
７
０
・
７
１
０
２

●枻川 渉　かじかわ・わたる／路地裏誠志
堂主人。Web専用古本屋「路地裏 誠志堂」
http://rojiura-s.o.oo7.jp　　　　　　　　

（詳しくはホームページをご覧ください。）

連載

路地裏の
「めっけ本」

─拾参─

私
た
ち
の
活
動
を

紹
介
し
ま
す

敬文舎ホームページ http://k-bun.co.jp舎人倶楽部会報、講座、などについて、ご意見・ご感想などをお寄
せください。

　歴史好きの方、あるいはこれから歴史を学ぼうとする方々と
ともに、歴史を知る楽しみを目的として集い語らい行動する倶
楽部です。現在、講演・講座の開催などで研究者との交流も
行っております。
　当倶楽部は、随時入会可能です。奮ってご参加ください。

伝説の白紙ページを発見！
このページは、印刷ミスでは
ありません」の一文。

日本歴史文化講座（ヒスカル）のご案内

戦国時代〜全 10 回の内容〜

戦国大名が、群雄割拠した動乱の時代。応仁の乱にはじまり、輩出された
人傑の興亡を中心に、この時代をより深く学んでいきます。

 第１回 ３月22日（金）  織田信長と正親町天皇         金子拓 ( 東京大学准教授 ) 　
 第２回 ３月29日（金） 斎藤道三と斎藤義龍  　　　　木下聡 ( 東京大学助教 )
 第３回 ４月  12日（金） 織田信長と足利義昭     水野嶺 ( 東京大学地震研究所 )
 第４回 ４月25日（木） 徳川家康と武田信玄 　　 柴裕之 ( 東洋大学非常勤講師 )
 第５回 ５月17日（金）策彦周良と大内義隆        　  須田牧子 ( 東京大学助教 )
 第６回 ５月  24日（金）島津義久と島津義弘      　   畑山周平 ( 東京大学助教 )
 第７回 ５月31日（金） 伊達政宗と上杉景勝      　 　 黒嶋敏 ( 東京大学准教授 )
 第８回 ６月14日（金）  豊臣秀吉と豊臣秀次        矢部健太郎 (國學院大学教授 )
 第９回 ６月21日（金） 徳川家康と豊臣秀頼       　　　　林晃弘 ( 東京大学助教 )
 第10回 ６月28日（金）  織田信長と明智光秀     　　  金子拓 ( 東京大学准教授 )

 ◉時　間：15:00 〜 17:00
 ◉会　場：文化産業信用組合 /千代田区神田神保町１-101☎ 03・3292・2711
 ◉定　員：50名　　　　　　（問い合わせ・申し込み：敬文舎03・6302・0699）
 ◉資料代：2,000円（舎人倶楽部会員は1,800円）
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