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東
京
大
学
リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
は
、
毎
年
一
一
月
に
中
国
・
南
京
大
学
か
ら
日
本
語
上

級
者
一
〇
名
を
迎
え
入
れ
、
東
大
生
×
南
大
生
の
共
同
研
究
（
問
題
発
見
型
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
）
を
実
施

し
て
い
ま
す
。

　
今
年
度
は
今
年
度
は
「
ど
こ
に
も
な
い
〈
東
京
案
内
〉
を
つ
く
る
」
を
テ
ー
マ
と
し
ま
し
た
。
ど
こ
に

も
な
い〈
東
京
案
内
〉と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
こ
に
は
何
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ

う
か
。
き
っ
と
そ
こ
に
は
お
定
ま
り
の
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
ス
ポ
ッ
ト
や
美
術
館
・
博
物
館
の
類
は
載
っ
て
い

な
い
で
し
ょ
う
。
こ
れ
ま
で
誰
も
気
が
つ
か
な
っ
た
〈
視
点
〉
の
詰
ま
っ
た
、
場
所
／
物
／
ヒ
ト
を
紹
介

す
る
〈
東
京
案
内
〉
で
す
。

　
本
冊
子
は
、
東
大
・
南
大
の
学
生
が
一
週
間
調
査
、
議
論
し
た
成
果
で
す
。

二
〇
一
六
年
一
一
月
　
東
京
大
学
リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
・
プ
ロ
グ
ラ
ム

東
大
×
南
大 

学
生
共
同
研
究

ど
こ
に
も
な
い
〈
東
京
案
内
〉
を
つ
く
る
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日
本
人
に
は
気
づ
け
な
い
歴
史

夕
暮
れ
の
古
本
屋

自
動
車
が
待
っ
て
く
れ
た
！

塀
か
ら
見
る
日
本
社
会

表
札
・
十
軒
十
色

ど
こ
に
も
な
い
〈
東
京
案
内
〉
を
つ
く
る

チ
ー
ム
Ａ　

赤
羽
、
つ
な
が
り
の
街

赤
羽
を
見
守
る
雑
貨
店

永
遠
に
響
く
声

守
る
べ
き
温
も
り
と
美
し
さ

赤
羽
に
根
付
く
駄
菓
子
屋

チ
ー
ム
Ｂ
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赤羽の街を選んだのに、大した理由はなかっ

た。ただ、街を歩くと、そこかしこにある、

時代から取り残されたような個人商店に、妙

に心を惹かれた。中に入れば店の方と気軽に

話が交わせる。彼らは儲かっているのだろう

か？何十年とこの場所で商売を営んできた

人々にとって、この商売とは何なのだろう？

彼らにとって、赤羽はどういう場所なのだろ

う？ふと単純な疑問を抱き、この街に興味を

持った。

＊

　一軒のおもちゃ屋さんに入って、店番をし

ていた高齢の奥さんのお話を伺った。

「商売に頼って生きてはいけないよ。収入は

年金もあるし。でもね、こんな古いおもちゃ

屋さん、なかなかないでしょう。お客さんが

『やめないで』というから、続けているのよ

ねえ」

　今、彼女らが商売を続けるのは、もしかし

たら純粋に稼ぎのためではないのかもしれな

い。常連さんと、親しげにしゃべる店主。こ

うした光景を何度目にしただろうか？この時

代、赤羽における商売は、ただのモノを売る

/買うという行為を超えて、人と人とのつな

がりを媒介し、構築する、そうした営みなの

かもしれない、とふと思った。

＊

　赤羽の老舗でお話を伺うと、昭和 20年代

に創業した店がやたらと多い。過去の資料か

らは、当時の赤羽の街の様相が今とだいぶ

違ったことが分かる。当時の赤羽は、生き抜

くための闘争の舞台だった。終戦後の混乱の

時代、赤羽駅前には食料や衣料品を扱う闇市

が立った。当時、人々は、生きるために、稼

ぐために集まって、モノを売ったのだろう。

赤羽最初の商店街は、「復興会商店街」とし

て始まった。それから時代は移り変わり、多

くが二代目、三代目となる今の店主は、赤羽

の街で生まれ、赤羽の街で育った。彼らは一

生を地元で生きた。生きるため、お金を儲け

るために始まった商売が、次第に親子、近所

…というつながりに埋め込まれていった、と

いうのは想像に難くない。

＊

　今、赤羽の街はまた、新たな時代を迎えよ

うとしている。大型店が普及して久しい現

在、個人商店の優位性は失われた。店主はみ

な高齢になり、稼ぎの悪い商売を引き継ぐ後

継者は少ない。立地が良いから、他人に店舗

を貸したほうが儲かる。過去数年でも、多く

の個人商店が店をしまい、跡地はチェーン店

や居酒屋に変わったそうだ。生業の街から、

つながりの街へ、そして次の時代へ。続く四

編のレポートは、いずれも徐々に変わりゆく

赤羽の街の「今」のポートレートである。

赤羽、つながりの街
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チーム A

●美声堂

●呉服屋

●種屋
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●呉服屋

●種屋
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赤
羽
一
番
街
と
い
う
と
、居
酒
屋
の
並
ぶ
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
だ
ろ
う
。
で
も
、

外
か
ら
見
る
と
居
酒
屋
街
の
代
名
詞
的
存
在
の
赤
羽
は
、
地
元
の
人
に
と
っ
て

は
、
決
し
て
そ
ん
な
存
在
で
は
な
い
。
一
番
街
の
横
町
に
踏
み
入
る
と
、
不
意

に
生
活
感
の
溢
れ
る
別
の
世
界
に
入
っ
た
。

ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
が
一
般
的
に
な
っ
た
今
の
東
京
で
、
個
人
経
営
の

雑
貨
店
は
少
な
く
な
り
つ
つ
あ
る
。
ぶ
ら
ぶ
ら
と
散
策
し
て
い
る
と
、「
バ
ラ

エ
テ
ィ
ー
シ
ョ
ッ
プ
・
か
わ
ご
え
」
と
い
う
雑
貨
店
に
引
き
寄
せ
ら
れ
た
。
店

の
前
の
看
板
に
は
、「
五
〇
〇
円
　
腕
時
計
電
池
交
換
で
き
ま
す
」
と
書
い
て

あ
る
。
懐
中
電
灯
か
ら
、
い
ろ
い
ろ
な
カ
バ
ン
ま
で
、
小
さ
な
店
の
中
い
っ
ぱ

い
に
揃
っ
て
い
る
。
少
し
の
ぞ
く
と
、
店
主
の
姿
は
見
え
ず
、
何
か
作
業
す
る

よ
う
な
音
が
聞
こ
え
る
。
近
づ
い
て
み
る
と
、
主
人
の
川
越
さ
ん
は
、
バ
リ
バ

リ
と
腕
時
計
の
作
業
を
し
て
い
た
。

今
年
七
一
歳
に
な
る
川
越
さ
ん
は
、
赤
羽
の
多
く
の
店
主
と
同
じ
く
、
こ

の
土
地
で
生
ま
れ
育
っ
た
人
だ
。
店
は
小
さ
く
見
え
る
が
、
実
は
六
〇
年
以
上

の
歴
史
を
誇
る
老
舗
な
の
だ
。終
戦
の
何
十
年
間
、赤
羽
は
極
め
て
賑
や
か
だ
っ

た
。
そ
の
頃
、
こ
の
場
所
で
店
を
開
き
、
腰
を
落
ち
着
か
せ
た
人
々
は
少
な
く

な
い
。
川
越
さ
ん
の
父
も
そ
の
中
の
一
員
だ
っ
た
。

若
い
頃
、
川
越
さ
ん
は
秋
葉
原
の
電
気
街
で
働
き
、
様
々
な
技
術
を
身
に

つ
け
た
。
昇
進
す
る
に
つ
れ
て
川
越
さ
ん
は
、
社
長
か
ら
莫
大
な
期
待
を
か
け

バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
シ
ョ
ッ
プ
・
か
わ
ご
え

北
区
赤
羽

赤
羽
を
見
守
る
雑
貨
店
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ら
れ
た
。「
社
長
以
外
で
は
、
ほ
と
ん
ど
一
番
偉
か
っ
た
よ
」
と
川
越
さ
ん
は

微
笑
む
。

し
か
し
、
一
二
年
前
、
両
親
が
な
く
な
る
と
、
雑
貨
店
は
後
継
者
の
い
な

い
危
機
に
陥
る
。
社
長
に
な
る
か
、
赤
羽
に
戻
っ
て
雑
貨
店
を
引
き
継
ぐ
か
、

川
越
さ
ん
は
迷
っ
た
。「
や
っ
ぱ
り
赤
羽
に
戻
り
た
か
っ
た
」
と
、
気
軽
に
答

え
て
く
れ
る
川
越
さ
ん
か
ら
は
、
そ
の
時
ど
ん
な
葛
藤
が
あ
っ
た
の
か
、
私
た

ち
は
想
像
で
き
な
い
。

　
秋
葉
原
と
赤
羽
。
川
越
さ
ん
は
後
者
を
選
ん
だ
。
雑
貨
店
を
引
き
継
い
だ
上

で
、
秋
葉
原
で
身
に
つ
け
た
技
術
を
発
揮
し
、
地
元
の
人
々
に
便
利
な
サ
ー
ビ

ス
を
提
供
し
て
い
る
。
五
〇
〇
円
の
電
池
交
換
の
よ
う
な
サ
ー
ビ
ス
で
小
遣
い

を
も
ら
い
、毎
晩
近
く
の
居
酒
屋
に
繰
り
出
す
。チ
ェ
ー
ン
店
に
は
一
度
も
行
っ

た
こ
と
が
な
い
。
地
元
の
人
と
話
せ
る
、
温
か
い
雰
囲
気
が
好
き
だ
か
ら
だ
。

最
近
赤
羽
の
居
酒
屋
が
人
気
に
な
っ
て
き
た
が
、
お
父
さ
ん
曰
く
、
本
物
の
赤

羽
の
居
酒
屋
は
三
軒
し
か
な
い
そ
う
だ
。

　
電
気
修
理
の
評
判
が
と
て
も
い
い
の
で
、「
か
わ
ご
え
」
に
来
て
修
理
を
頼

む
お
客
が
、
口
コ
ミ
で
多
く
な
っ
た
。
今
や
、
ネ
ッ
ト
で
も
す
ご
く
高
い
評
価

を
受
け
る
ほ
ど
の
人
気
だ
。
と
こ
ろ
が
、川
越
さ
ん
の
本
意
は
そ
こ
に
は
な
く
、

地
元
の
人
々
に
便
利
を
提
供
す
る
た
め
に
、
赤
羽
の
老
舗
を
守
る
た
め
に
、
そ

の
雑
貨
店
を
受
け
継
ぐ
こ
と
に
し
た
の
だ
。Ｎ
Ｈ
Ｋ
ま
で
、い
ろ
い
ろ
な
メ
デ
ィ

ア
が
取
材
を
頼
ん
だ
が
、
ほ
と
ん
ど
断
っ
た
と
い
う
。

　「
う
ち
を
ア
ピ
ー
ル
し
な
い
で
く
だ
さ
い
ね
。」
川
越
さ
ん
は
、
店
の
中
で
い

つ
も
用
意
し
て
い
る
い
つ
か
の
椅
子
を
指
し
て
言
う
。「
大
金
は
い
ら
な
い
。

隣
の
お
じ
い
さ
ん
が
う
ち
に
来
て
、
た
ば
こ
を
吸
っ
た
り
、
声
を
掛
け
た
り
し

て
く
れ
さ
え
す
れ
ば
十
分
だ
。」
そ
う
話
し
、
ま
た
夜
の
中
華
料
理
の
た
め
に
、

腕
時
計
の
作
業
に
没
頭
す
る
の
だ
っ
た
。
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火
曜
日
の
午
後
、
赤
羽
駅
東
口
の
商
店
街
「LaLa

ガ
ー
デ
ン
」
を
歩
く
と
、

一
軒
の
変
わ
っ
た
C

D
シ
ョ
ッ
プ
を
見
つ
け
た
。
看
板
に
は
、「
ミ
ュ
ー
ジ
ッ

ク
美
声
堂
」
と
あ
る
。
店
の
中
、
一
面
に
並
ぶ
C

D
は
、
大
半
が
演
歌
歌
手
の

そ
れ
で
あ
る
。
若
者
に
は
、
演
歌
を
聞
く
人
も
い
る
が
、
多
い
と
は
い
え
な
い
。

と
り
わ
け
、
外
国
人
の
私
に
と
っ
て
、
演
歌
は
分
か
り
に
く
く
、
あ
ま
り
聞
く

こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
う
い
う
こ
と
も
あ
り
、
こ
の
よ
う
に
演
歌
を
主
に
扱
っ

て
い
る
店
を
見
て
、
と
て
も
珍
し
く
感
じ
た
。

中
を
少
し
の
ぞ
い
て
み
た
。
C

D
の
ほ
か
に
、
今
で
は
ほ
と
ん
ど
見
る
こ
と
の

な
く
な
っ
た
、
カ
セ
ッ
ト
テ
ー
プ
も
あ
る
。
壁
は
、
演
歌
歌
手
の
ポ
ス
タ
ー
や

サ
イ
ン
で
埋
め
つ
く
さ
れ
て
い
る
。
店
主
は
年
配
の
ご
夫
婦
だ
。
ご
主
人
は
茶

髪
、
奥
さ
ん
も
パ
ー
マ
で
、
二
人
と
も
お
洒
落
で
あ
る
。
少
し
お
話
を
伺
っ
て

み
た
。

　
昭
和
二
六
年
の
創
業
で
、
い
ま
の
ご
主
人
が
二
代
目
だ
そ
う
だ
。
た
い
へ
ん

長
い
歴
史
の
あ
る
店
で
あ
る
。
こ
の
店
か
ら
、
昭
和
時
代
の
日
本
社
会
を
知
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
気
が
し
て
、
と
て
も
感
心
す
る
。
ず
っ
と
こ
の
場
所
で

赤
羽
を
眺
め
て
き
た
だ
け
あ
っ
て
、
ご
主
人
の
言
葉
の
端
々
か
ら
は
、
地
元
の

人
と
の
関
わ
り
の
深
さ
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。
C

D
や
テ
ー
プ
を
買
う
人
が

大
体
常
連
客
ら
し
く
、
顧
客
と
店
主
は
だ
ん
だ
ん
知
り
合
い
に
な
る
。
日
本
は

人
間
関
係
を
重
視
す
る
社
会
と
聞
く
。
こ
の
店
か
ら
日
本
の
社
会
の
隅
々
が
わ

か
る
よ
う
に
思
う
。

例
え
ば
、
壁
に
あ
る
無
数
の
演
歌
歌
手
の
ポ
ス
タ
ー
。
聞
い
て
み
れ
ば
、
す
べ

て
こ
の
店
に
来
た
こ
と
が
あ
る
人
な
の
だ
そ
う
だ
。
店
で
は
よ
く
、
歌
手
を
呼

ん
で
イ
ベ
ン
ト
を
す
る
ら
し
い
。
お
客
さ
ん
は
常
連
さ
ん
た
ち
で
、
イ
ベ
ン
ト

の
告
知
は
店
の
前
に
出
し
た
札
で
行
う
。
演
歌
歌
手
に
と
っ
て
は
宣
伝
に
な
る

し
、
店
に
と
っ
て
も
販
売
促
進
に
な
る
の
で
、
入
場
料
は
無
料
。
人
気
歌
手
の

と
き
は
近
く
の
施
設
を
借
り
る
し
、
そ
う
で
な
い
と
き
は
お
店
を
片
付
け
て
、

店
の
中
で
開
催
す
る
。
月
に
一
五
人
ほ
ど
来
る
こ
と
も
あ
る
そ
う
だ
。

　
カ
セ
ッ
ト
テ
ー
プ
に
つ
い
て
も
面
白
い
お
話
を
伺
っ
た
。
ご
主
人
に
よ
る

と
、
カ
セ
ッ
ト
テ
ー
プ
は
C

D
と
違
っ
て
、
好
き
な
場
所
で
自
由
に
止
め
ら
れ

る
の
で
、
カ
ラ
オ
ケ
の
練
習
に
よ
い
か
ら
と
い
っ
て
、
買
っ
て
い
く
人
も
少
な

く
な
い
の
だ
そ
う
だ
。
こ
う
い
う
き
め
細
や
か
な
ニ
ー
ズ
に
応
え
ら
れ
る
の

も
、地
元
を
熟
知
す
る
こ
の
店
な
ら
で
は
だ
ろ
う
。
曲
の
チ
ョ
イ
ス
も
あ
っ
て
、

お
客
さ
ん
は
や
は
り
高
齢
の
方
が
多
い
と
い
う
。
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
中
に
も
、
常

連
と
見
え
る
高
齢
の
ご
婦
人
が
来
て
、
店
主
さ
ん
と
和
や
か
に
話
さ
れ
て
い

た
。

　
東
京
は
渋
谷
や
、
銀
座
な
ど
の
繁
華
街
だ
け
で
は
な
い
と
知
っ
た
。
赤
羽
の

老
舗
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
こ
そ
、
古
き
良
き
「
日
本
」
が
残
っ
て
い
る
の
か
も

し
れ
な
い
。
せ
わ
し
な
い
日
本
の
街
に
も
、
ゆ
っ
く
り
歩
く
こ
と
が
で
き
る
と

こ
ろ
が
あ
り
、親
切
に
し
ゃ
べ
っ
て
く
れ
る
方
も
い
る
。商
店
の
経
営
者
に
と
っ

て
、
確
か
に
利
潤
は
重
要
だ
ろ
う
が
、
も
し
か
し
た
ら
、
本
当
に
大
事
な
の
は
、

お
客
さ
ん
と
共
に
過
ご
す
時
の
喜
び
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

美
声
堂

北
区
赤
羽

永
遠
に
響
く
声
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午
後
二
時
半
ご
ろ
、
赤
羽
の
一
番
街
に
到
着
。
時
間
が
ま
だ
早
い
た
め
町
中

は
人
が
少
な
く
、
ど
こ
か
寂
し
い
感
じ
が
し
た
。
三
、四
人
の
お
年
寄
り
が
道

を
歩
い
て
い
る
だ
け
で
、
や
は
り
昼
間
は
若
者
が
少
な
い
の
だ
と
実
感
し
た
。

今
の
一
番
街
に
は
飲
食
店
や
居
酒
屋
が
多
く
あ
る
が
、
日
本
の
美
し
さ
を
代
表

す
る
商
店
は
や
は
り
昔
か
ら
の
伝
統
的
な
個
人
商
店
だ
と
思
う
。
町
中
を
歩
い

て
い
る
と
、
非
常
に
素
晴
ら
し
い
店
を
い
く
つ
か
見
か
け
た
。

　
ま
ず
、
ま
な
板
や
台
所
用
品
が
ず
ら
り
と
並
ぶ
金
具
屋
に
入
っ
た
。
七
〇
歳

ぐ
ら
い
の
店
主
夫
妻
は
笑
顔
で
私
た
ち
を
迎
え
た
。
彼
ら
の
話
に
よ
る
と
、
そ

の
店
は
昭
和
二
〇
年
に
創
業
し
た
老
舗
で
あ
り
、
金
具
を
売
る
だ
け
で
は
な
く

刃
物
研
ぎ
や
鍵
の
取
り
付
け
も
や
っ
て
い
る
。
ご
主
人
は
二
代
目
だ
が
跡
継

ぎ
が
い
な
く
、
い
つ
閉
店
す
る
か
分
か
ら
な
い
厳
し
い
状
況
に
直
面
し
て
い

る
。
友
達
と
助
け
合
い
な
が
ら
、
昭
和
五
〇
年
に
鍵
の
取
り
付
け
機
械
を
買
い

入
れ
、
今
は
鍵
の
取
り
付
け
を
一
本
た
っ
た
の
五
〇
〇
円
で
や
っ
て
い
る
そ
う

だ
。
刃
物
研
ぎ
は
今
も
月
に
一
〇
〇
本
の
実
績
が
あ
り
、
人
々
の
生
活
に
大
い

に
役
立
っ
て
い
る
よ
う
だ
。

店
主
に
よ
る
と
店
は
数
百
万
円
相
当
の
在
庫
を

持
っ
て
い
る
と
分
か
っ
た
。
経
営
状
況
は
か
な
り
厳
し
い
が
、
お
客
さ
ん
の
た

め
に
ず
っ
と
頑
張
っ
て
続
け
て
い
る
。

　
昔
の
赤
羽
は
帽
子
屋
、
靴
屋
、
魚
屋
な
ど
日
常
生
活
と
密
着
し
て
い
る
店
が

た
く
さ
ん
あ
っ
た
ら
し
い
。
し
か
し
こ
の
二
、三
年
居
酒
屋
が
多
く
開
業
し
た
。

赤
羽
一
番
街
の
個
人
商
店

北
区
赤
羽

守
る
べ
き
温
も
り
と
美
し
さ
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最
近
は
、
不
景
気
の
影
響
で
昼
で
も
酒
を
飲
ん
で
い
る
若
者
が
多
い
よ
う
だ
。

ま
た
、
ス
ー
パ
ー
や
飲
食
店
も
貸
し
店
舗
で
営
業
し
て
い
る
。
昔
は
商
店
街
と

し
て
栄
え
て
い
た
が
街
で
あ
る
が
、
今
や
そ
の
景
色
と
雰
囲
気
は
本
当
に
変

わ
っ
た
よ
う
だ
。

　
次
に
、
古
風
な
呉
服
屋
を
見
つ
け
た
。
綺
麗
な
着
物
や
美
し
い
生
地
が
数
多

く
並
ぶ
店
で
あ
る
。
店
主
は
呉
服
屋
の
歴
史
や
商
品
の
こ
と
に
つ
い
て
多
く

語
っ
て
く
れ
た
。
そ
の
店
は
九
〇
年
以
上
の
歴
史
が
あ
り
、
ず
っ
と
着
物
や
そ

の
生
地
を
売
っ
て
い
る
。
赤
羽
の
人
々
は
戦
後
の
焼
け
野
原
か
ら
賑
や
か
な
商

店
街
を
作
り
上
げ
た
の
だ
。
店
主
に
よ
る
と
、
昔
は
着
物
を
作
る
人
や
買
う
人

が
多
か
っ
た
が
、今
は
レ
ン
タ
ル
す
る
人
が
多
い
よ
う
だ
。
七
五
三
や
成
人
式
、

入
学
式
、
卒
業
式
な
ど
の
お
め
で
た
い
時
に
、
親
が
子
供
と
一
緒
に
着
物
を
着

て
お
祝
い
を
す
る
の
は
変
わ
ら
な
い
。
昔
は
呉
服
屋
が
四
、五
軒
あ
っ
た
が
、

今
は
一
軒
し
か
な
い
。
昔
か
ら
の
常
連
さ
ん
が
多
く
い
て
、
暖
か
い
温
も
り
が

感
じ
ら
れ
た
。

　
金
具
屋
に
し
て
も
呉
服
屋
に
し
て
も
終
戦
直
後
に
開
業
し
、
ず
っ
と
地
域
の

人
々
の
生
活
を
支
え
て
き
た
。
地
元
の
人
と
深
く
関
わ
り
、
そ
の
地
に
根
付
い

た
。
し
か
し
、
経
営
状
況
が
厳
し
く
今
後
ど
う
な
る
か
は
分
か
ら
な
い
。
伝
統

的
な
美
し
い
も
の
は
守
っ
て
い
く
べ
き
だ
と
考
え
る
。
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赤
羽
一
番
街
か
ら
居
酒
屋
を
通
り
過
ぎ
て
大
通
り
に
出
る
道
に
、
オ
レ
ン
ジ

色
の
看
板
の
駄
菓
子
屋
は
あ
っ
た
。
付
近
に
は
風
情
あ
る
は
ん
こ
屋
や
飲
食
店

が
立
ち
並
ぶ
。
は
じ
め
に
訪
れ
た
時
は
、
放
課
後
の
小
学
生
や
近
所
に
住
む
常

連
客
で
に
ぎ
わ
っ
て
い
た
。
店
主
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
て
い
る
間
に
も
、
幅
広

い
年
齢
層
の
方
が
た
ば
こ
や
お
菓
子
を
求
め
店
に
足
を
運
ん
で
い
た
。

　「
七
〇
年
前
か
ら
赤
羽
で
店
を
開
い
て
い
ま
す
。」
店
主
は
そ
う
語
っ
た
。
も

と
は
植
物
の
苗
を
売
り
、
生
計
を
立
て
て
い
た
。
し
か
し
、
太
平
洋
戦
争
中
の

空
襲
に
よ
り
赤
羽
が
焼
け
野
原
に
な
っ
て
か
ら
は
、
駄
菓
子
屋
と
し
て
再
ス

タ
ー
ト
し
た
ら
し
い
。
親
族
で
経
営
し
て
お
り
、
駅
前
の
同
名
の
駄
菓
子
屋
も

経
営
し
て
い
る
よ
う
だ
。
跡
継
ぎ
で
あ
る
店
主
の
長
男
夫
婦
が
現
在
切
り
盛
り

し
て
お
り
、
実
際
に
行
っ
て
見
る
と
か
な
り
繁
盛
し
て
い
た
。
客
層
に
つ
い
て

聞
い
て
み
る
と
、
平
日
は
近
所
の
人
た
ち
が
、
土
日
は
電
車
で
来
る
人
が
多
い

ら
し
い
。
な
か
で
も
、平
日
は
放
課
後
の
小
学
生
が
多
い
ら
し
い
。
仕
入
れ
は
、

昔
か
ら
仕
入
れ
問
屋
に
頼
み
、
今
も
そ
う
し
て
い
る
ら
し
い
。

　
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
進
め
て
い
く
う
ち
に
、
一
つ
の
疑
問
が
生
じ
た
。
最
近
、

駄
菓
子
屋
を
あ
ま
り
見
か
け
な
く
な
っ
た
が
、
な
ぜ
種
屋
は
駄
菓
子
屋
と
し
て

今
も
繁
盛
し
て
い
る
の
か
。
店
主
に
聞
い
て
み
る
と
、「
ほ
か
の
店
が
や
っ
て

い
な
か
っ
た
お
菓
子
の
袋
詰
め
を
幼
稚
園
な
ど
に
納
め
て
い
る
か
ら
」
と
答
え

種
屋
北
区
赤
羽

赤
羽
に
根
付
く
駄
菓
子
屋
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た
。
ま
た
、
時
期
に
よ
っ
て
新
し
い
駄
菓
子
を
仕
入
れ
て
い
る
の
も
画
期
的
だ

と
感
じ
た
。
さ
ら
に
、
店
員
同
士
で
新
た
に
仕
入
れ
た
駄
菓
子
に
つ
い
て
の
情

報
を
共
有
し
て
い
る
こ
と
に
驚
い
た
。
そ
し
て
、
店
の
中
に
テ
レ
ビ
番
組
で
紹

介
さ
れ
た
こ
と
な
ど
の
説
明
を
商
品
の
値
札
の
近
く
に
置
く
こ
と
で
、
客
が
商

品
に
つ
い
て
知
り
や
す
く
な
る
よ
う
工
夫
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
ど
の

よ
う
に
取
り
入
れ
た
の
か
。
聞
い
て
み
る
と
、「
若
い
従
業
員
の
意
見
を
採
用

し
た
」
と
答
え
た
。
七
〇
年
も
の
歴
史
を
持
つ
店
は
、
時
代
の
変
化
に
合
わ
せ

て
今
ま
で
の
や
り
方
を
若
者
の
意
見
を
用
い
て
よ
り
よ
く
し
て
い
く
こ
と
で
生

き
残
っ
て
い
っ
た
の
だ
な
と
思
っ
た
。

　
最
後
に
、
赤
羽
に
つ
い
て
ど
う
思
う
か
聞
い
て
み
た
。
店
主
に
と
っ
て
、
赤

羽
は
、「
温
か
い
街
」
と
答
え
た
。
意
味
を
尋
ね
る
と
、
人
間
関
係
が
豊
か
で
、

近
所
付
き
合
い
が
あ
る
と
の
こ
と
だ
っ
た
。
近
年
、
都
会
で
近
所
の
人
と
話
し

た
こ
と
が
な
い
人
が
増
え
る
中
で
、
か
つ
て
の
日
本
を
象
徴
し
て
い
る
生
活
が

赤
羽
の
町
で
実
現
し
て
い
る
こ
と
を
う
ら
や
ま
し
く
思
っ
た
。

　
今
回
の
取
材
を
通
し
て
、
店
主
は
戦
前
か
ら
赤
羽
で
商
売
を
し
て
い
る
こ
と

か
ら
強
い
愛
着
が
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
自
分
の
代
で
駄
菓
子
屋
を
つ
ぶ
さ

な
い
よ
う
に
、
若
者
の
意
見
を
採
用
し
、
ほ
か
の
店
に
な
い
独
自
性
を
持
っ
て

い
た
こ
と
に
驚
い
た
。
高
齢
者
が
多
い
街
の
イ
メ
ー
ジ
が
少
し
変
わ
っ
た
気
が

し
た
。
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　東京を観光する際、浅草、渋谷、新宿、銀

座など多くのガイドブックに載っている場所

で観光やショッピングをしていませんか？

　そのような東京観光も良いですが、思い出

に残る場面とは意外と定番の場所ではなく、

ちょっとした些細な場所にあると思いません

か？

　そこで本誌では違う点に着目しようと思い

ます。それは「日本人には気づけない歴史」

です。

　日本は明治維新から二つの世界大戦を経て

そして高度経済成長期と、とても大きな変化

を遂げてきました。これは知識としては知っ

ています。

　しかしこれを日本人は肌身に感じられてい

るでしょうか？また外国人の観光客も日本の

歴史を肌身に感じられるような東京観光がで

きているでしょうか？有名な観光地を廻って

も、実際は日本の歴史など、現実味がない遠

い存在のように感じられませんか？

　そんな中、日本にとても近い一方、日本と

は、特に近代以降かなり異なる歴史を歩み文

化が大きく異なる、中国人たちの視点で東京

を見直す機会に我々はめぐり合うことができ

ました。そんな中国人だからこそ気づけた日

本の隠された歴史に着目しようと思います。

そこで読者は日本人の近代化に燃える想い、

仲間、家族への想いに出会うことができるで

しょう。本誌を読む読者とともに、日本の真

髄を考えていきたいので、個別の調査対象は

比較的客観的に記述されています。

　神保町の古本屋には、明治維新後の列強に

追いつこうとする日本の学問に対する熱い思

い、東京発祥の表札には、関東大震災で離れ

離れになった家族、友達に自分の安否を伝え

ようとした熱い思い、東京の自動車マナーに

は高度経済成長期の、復興して世界に再度認

められたいという日本人の熱い思い、など、

東京の些細な情景にはこれらの思いが秘めら

れているのではないでしょうか？

　読者のみなさんもこの東京案内を読んで日

本の歴史とその時々の日本人の気持ちに想い

を馳せてみてください。そして是非、東京観

光で真の思い出なるもの を作ってみてくださ

い。

日本人には気づけない歴史
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調
査
エ
リ
ア
を
み
ん
な
と
同
じ
渋
谷
に
し
よ
う
と
思
い
、
午
後
二
時
頃
か
ら

渋
谷
を
四
時
間
歩
き
回
っ
た
が
、
気
に
な
る
の
は
喫
煙
所
し
か
な
か
っ
た
。
い

ろ
い
ろ
考
え
た
結
果
、や
は
り
神
保
町
の
ほ
う
が
い
い
と
思
い
、そ
こ
に
向
か
っ

た
。

　
神
保
町
に
着
い
た
と
き
は
ち
ょ
う
ど
本
屋
の
閉
店
の
時
間
帯
で
あ
っ
た
。
店

主
が
も
う
帰
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
店
も
あ
り
、
閉
店
の
片
づ
け
な
ど
で
忙
し

い
店
も
多
く
、
何
回
も
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
お
願
い
を
断
ら
れ
た
。
せ
っ
か
く
神

保
町
に
来
た
の
に
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
一
件
も
引
き
受
け
て
も
ら
え
な
い
か
も

し
れ
な
い
と
い
う
焦
り
に
駆
ら
れ
な
が
ら
も
、
高
山
本
店
と
い
う
小
さ
な
書
店

が
目
に
入
り
、
も
う
一
度
試
し
て
み
よ
う
と
い
う
気
持
ち
で
中
に
入
っ
た
。
店

の
中
に
は
、
白
髪
の
老
夫
婦
が
い
た
。
お
じ
い
さ
ん
は
電
話
中
で
、
お
ば
あ
さ

ん
に
古
書
店
に
つ
い
て
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
た
い
と
言
っ
て
み
た
。「
話
長
く
な

る
よ
」
と
言
い
、
意
外
に
も
す
ぐ
承
諾
し
て
く
れ
た
。
そ
れ
が
閉
店
の
三
分
前

の
こ
と
だ
っ
た
。

　
店
の
な
か
の
ク
ラ
シ
ッ
ク
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
の
流
れ
に
の
っ
て
、
お
じ
い
さ
ん

は
話
を
始
め
た
。
神
保
町
で
開
店
し
た
の
は
明
治
一
五
年
で
、
一
三
〇
年
ぐ
ら

い
経
つ
と
い
う
。
こ
の
町
の
本
屋
は
大
体
明
治
一
五
年
か
ら
二
〇
年
前
後
に
で

き
た
も
の
で
あ
る
。
明
治
の
時
代
、
多
く
の
大
学
が
成
立
し
、
当
時
の
学
生
た

ち
は
こ
こ
で
本
を
用
意
す
る
な
ど
し
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
書
店
街
と
出
版
社

な
ど
が
神
保
町
に
集
ま
っ
た
の
だ
。

高
山
本
店

千
代
田
区
神
田
神
保
町

夕
暮
れ
の
古
本
屋
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書
店
は
そ
れ
ぞ
れ
専
門
が
あ
り
、
今
回
取
材
し
た
高
山
本
店
は
日
本
音
楽
、

武
道
と
お
料
理
の
本
が
専
門
だ
そ
う
だ
。
原
則
と
し
て
、
お
客
さ
ん
が
売
っ
た

本
と
市
場
で
お
じ
い
さ
ん
が
買
っ
て
き
た
本
が
こ
こ
の
本
屋
に
集
ま
っ
て
い

る
。

　
高
山
本
店
は
最
初
、
九
州
で
ス
タ
ー
ト
し
、
初
代
の
店
主
は
弓
の
修
理
を
し

て
い
た
。
明
治
時
代
に
入
り
、
だ
れ
も
弓
を
使
わ
な
く
な
っ
た
の
で
、
商
売
を

す
る
こ
と
に
し
た
。
当
時
明
治
の
政
府
は
教
育
を
重
視
し
、
戦
う
代
わ
り
に
み

ん
な
勉
強
し
ろ
と
宣
伝
し
て
い
た
の
で
、
大
学
も
た
く
さ
ん
作
ら
れ
、
本
屋
が

必
要
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
大
学
の
多
く
あ
る
地
域
で
商
売
し
よ
う
と
思
い
、

初
代
店
主
が
子
ど
も
を
連
れ
て
上
京
し
、
今
の
神
保
町
で
開
業
し
た
。
そ
の
子

ど
も
が
二
代
目
の
店
主
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
代
々
続
い
て
、
今
は
四
代
目

が
経
営
し
て
い
る
。

　
今
の
時
代
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
な
ど
で
も
資
料
や
本
な
ど
を
読
む
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
、
本
屋
の
経
営
は
だ
ん
だ
ん
厳
し
く
な
っ
て
い
る
。

そ
の
一
方
で
、
た
だ
単
に
情
報
が
欲
し
い
の
で
は
な
く
、
本
の
実
物
を
持
っ
て

い
た
い
と
い
う
人
た
ち
も
一
定
数
お
り
、
そ
う
し
た
人
た
ち
に
と
っ
て
本
屋
は

な
く
て
は
な
ら
な
い
存
在
で
あ
る
。
有
名
な
作
家
が
書
い
た
手
紙
な
ど
も
古
書

に
属
す
る
が
、
自
分
の
好
き
な
作
家
が
書
い
た
も
の
を
実
際
に
手
に
す
る
と
い

う
の
は
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
は
な
か
な
か
感
じ
ら
れ
な
い
幸
せ
で
あ
ろ
う
と

お
じ
い
さ
ん
は
言
っ
た
。

　
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
終
え
る
と
、
お
じ
い
さ
ん
は
ま
た
ビ
ジ
ネ
ス
上
の
電
話

で
忙
し
く
な
り
始
め
た
。
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　月
曜
日
の
夜
、
私
は
一
人
で
渋
谷
に
夜
景
を
見
に
行
っ
た
。
あ
るT

字
路
を

渡
ろ
う
と
し
た
と
き
に
、
私
の
右
手
の
方
向
か
ら
自
動
車
が
や
っ
て
き
た
。
私

は
つ
い
横
断
歩
道
か
ら
小
走
り
で
元
の
と
こ
ろ
に
戻
っ
た
。し
か
し
、私
が
思
っ

て
も
み
な
か
っ
た
こ
と
が
起
き
た
。
そ
の
自
動
車
は
横
断
歩
道
の
手
前
に
止
ま

り
、
そ
し
て
運
転
手
が
私
を
見
つ
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
二
秒
か
ら
三
秒
、
運

転
手
と
私
は
互
い
に
見
つ
め
合
っ
た
。
私
は
そ
の
間
、
自
動
車
の
通
過
を
待
っ

て
い
た
。
運
転
手
が
私
に
手
を
振
っ
て
、
私
を
先
に
行
か
せ
た
。
私
は
会
釈
し

て
渡
っ
た
。

　
街
を
歩
い
て
い
る
間
に
、こ
の
よ
う
な
「
歩
行
者
優
先
」
の
例
は
何
回
も
あ
っ

た
。
中
国
で
は
、「
自
動
車
優
先
」で
あ
る
。
た
と
え
歩
行
者
用
信
号
が
青
で
あ
っ

た
と
し
て
も
、
自
動
車
優
先
で
あ
る
。「
お
前
ら
ど
け
」
と
ば
か
り
に
、
自
動

車
は
全
速
力
を
上
げ
て
目
の
前
を
通
り
す
ぎ
る
。
こ
の
よ
う
な
光
景
を
、
私
は

こ
れ
ま
で
何
度
も
見
て
き
た
。
横
断
歩
道
を
渡
っ
て
い
て
自
動
車
が
待
っ
て
く

れ
た
の
は
、
こ
の
月
曜
日
の
夜
が
初
め
て
で
あ
る
。

　
中
国
で
は
、
歩
行
者
が
自
動
車
を
避
け
る
の
は
常
識
で
あ
る
。
し
か
し
日
本

で
は
、
他
人
に
思
い
や
り
の
心
を
持
ち
、
他
人
の
立
場
に
立
っ
て
も
の
を
考
え

る
の
が
常
識
だ
。
日
本
で
は
歩
行
者
は
、自
動
車
に
乗
る
人
よ
り
立
場
が
弱
い
。

そ
れ
故
に
、
歩
行
者
を
先
に
行
か
せ
る
。
一
方
中
国
で
は
、
自
動
車
を
持
つ
人

が
増
え
て
も
人
々
の
気
持
ち
の
中
で
は
依
然
と
し
て
、
自
動
車
に
乗
る
人
、
特

に
高
級
車
に
乗
る
人
を
お
金
持
ち
あ
る
い
は
権
力
を
持
つ
人
な
ど
と
考
え
、
彼

東
京
の
横
断
歩
道

東
京
都自

動
車
が
待
っ
て
く
れ
た
！
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ら
に
対
し
遠
慮
し
が
ち
で
あ
る
。
自
動
車
に
乗
る
人
も
自
分
が
歩
行
者
よ
り

も
っ
と
お
金
や
権
力
を
持
っ
て
い
る
の
で
、
事
故
を
起
こ
し
て
も
損
を
す
る
の

は
自
分
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
運
転
も
乱
暴
に
な
り
が
ち
だ
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
下
、
歩
行
者
は
乱
暴
な
運
転
に
直
面
す
る
度
、
自
己
の
安

全
を
守
る
た
め
に
避
け
る
か
ら
自
然
と
「
自
動
車
優
先
」
に
な
る
。
こ
れ
は
、

日
本
人
と
中
国
人
の
も
の
の
考
え
方
（
発
想
）
の
違
い
か
ら
き
た
こ
と
だ
と
私

は
思
う
。

　
こ
の
ほ
か
、
例
え
ば
、
町
で
走
る
自
動
車
が
ロ
ー
ビ
ー
ム
で
運
転
す
る
こ
と

や
、
ク
ラ
ク
シ
ョ
ン
を
鳴
ら
さ
な
い
こ
と
な
ど
も
中
国
の
状
況
と
違
う
の
で
、

私
は
そ
れ
ら
も
気
に
な
る
。
私
の
考
え
で
は
、
お
そ
ら
く
こ
れ
ら
の
こ
と
も
日

本
人
と
中
国
人
の
発
想
の
違
い
か
ら
生
じ
た
こ
と
で
あ
る
。

　
日
本
に
来
た
の
は
今
回
が
初
め
て
で
、
東
京
に
つ
い
て
は
ま
だ
ま
だ
知
ら
な

い
こ
と
も
多
い
。
今
後
も
よ
り
一
層
深
く
日
本
を
体
験
し
た
い
と
思
う
。
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東
京
大
学
駒
場
キ
ャ
ン
パ
ス
の
周
辺
は
、
一
戸
建
て
が
数
多
く
立
ち
並
ぶ
住

宅
街
で
あ
る
。
ど
の
家
も
立
派
な
外
観
を
し
て
い
る
が
、
強
い
違
和
感
を
覚
え

る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
住
宅
の
家
の
前
に
ほ
と
ん
ど
全
く
塀
が
な
い
か
、

あ
っ
た
と
し
て
も
非
常
に
低
い
こ
と
だ
。
家
の
中
に
は
人
が
い
な
い
に
も
関
わ

ら
ず
、
車
が
そ
の
ま
ま
塀
の
な
い
駐
車
場
に
停
ま
り
、
階
段
が
直
接
に
路
地
に

結
ぶ
。
た
と
え
塀
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
一
．
五
メ
ー
ト
ル
以
下
の
非
常
に
低

い
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
駒
場
キ
ャ
ン
パ
ス
周
辺
の
住
宅
一
〇
二
棟
を
調
査
し

た
と
こ
ろ
、
塀
の
一
切
な
い
家
が
三
六
棟
も
あ
り
、
塀
の
あ
る
五
二
棟
も
ほ
と

ん
ど
が
塀
の
高
さ
が
一
．
五
メ
ー
ト
ル
以
下
で
、
一
．
五
メ
ー
ト
ル
以
上
の
塀

を
持
つ
家
は
一
四
棟
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
一
．
五
メ
ー
ト
ル
以
下
の
塀
が
防
犯

の
役
に
立
つ
と
は
思
え
ず
、
私
に
は
八
五
％
の
家
が
窃
盗
に
遭
う
と
い
う
危
険

に
晒
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
防
犯
体
制
で
は
、
窃
盗
事
件
は
多
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と

驚
い
た
。
中
国
人
の
一
戸
建
て
住
宅
で
は
、
高
い
塀
を
作
り
さ
ら
に
電
流
の
通

じ
る
鉄
条
網
を
設
置
す
る
こ
と
も
よ
く
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
中
国
人
の
イ
メ
ー

ジ
で
は
、
塀
と
い
う
も
の
は
高
け
れ
ば
高
い
ほ
ど
泥
棒
が
侵
入
し
に
く
く
な

る
。
加
え
て
日
本
で
は
、
塀
が
な
い
だ
け
で
な
く
防
犯
カ
メ
ラ
さ
え
つ
け
ら
れ

て
い
な
い
家
も
多
い
。
防
犯
カ
メ
ラ
を
設
置
し
て
い
る
家
は
全
体
の1

割
に
も

満
た
な
い
。
こ
れ
、
中
国
人
に
と
っ
て
は
理
解
し
難
い
こ
と
で
あ
る
。

駒
場
キ
ャ
ン
パ
ス
周
辺

目
黒
区
駒
場

塀
か
ら
見
る
日
本
社
会
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日
本
人
に
よ
る
と
、
家
の
塀
が
低
い
こ
と
に
は
幾
つ
も
の
理
由
が
あ
る
よ
う

だ
。
ま
ず
何
よ
り
も
、
日
本
人
が
東
京
の
治
安
に
強
い
自
信
を
持
っ
て
い
る
こ

と
が
大
き
い
。
治
安
が
良
い
か
ら
こ
そ
、塀
が
低
く
て
も
も
の
を
盗
ま
れ
な
い
、

家
と
車
は
大
丈
夫
だ
と
信
じ
て
い
る
よ
う
だ
。加
え
て
、セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
サ
ー

ビ
ス
を
導
入
す
る
こ
と
で
安
全
を
確
保
し
て
い
る
こ
と
も
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ

に
よ
り
「
も
し
無
理
や
り
に
家
の
中
へ
入
っ
た
ら
、
五
分
間
の
う
ち
に
捕
ま
る

ぞ
」
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
え
ら
れ
る
の
だ
。
今
日
の
日
本
で
は
、
塀
の
防

犯
上
の
意
味
は
薄
れ
、
塀
は
専
ら
住
宅
の
境
界
を
示
す
た
め
に
作
ら
れ
る
そ
う

だ
。
高
く
も
な
い
塀
を
通
し
て
、
き
ち
ん
と
家
の
境
と
い
う
も
の
を
表
明
し
、

塀
の
内
は
我
が
家
の
領
域
だ
と
、
外
の
人
に
伝
え
る
の
で
あ
る
。

　
塀
の
有
無
は
、
ま
さ
に
日
本
と
中
国
の
治
安
の
違
い
を
端
的
に
表
し
て
い
る

よ
う
に
思
え
る
。
日
本
の
塀
の
低
さ
は
、
安
全
意
識
の
薄
さ
や
油
断
を
表
し
て

い
る
の
で
は
な
く
、
非
常
に
治
安
が
良
い
た
め
に
安
心
し
切
っ
て
暮
ら
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
一
方
、
中
国
人
は
自
分
の
周
り
が
安
全
で
あ
る
か
ど
う
か
に
疑

い
を
抱
い
て
い
る
た
め
、
様
々
な
手
段
で
で
き
る
だ
け
家
の
安
全
を
守
り
た
い

の
か
も
し
れ
な
い
。
私
の
友
人
の
日
本
人
の
長
村
さ
ん
は
家
へ
帰
る
の
に
１
時

間
か
か
る
そ
う
だ
が
、
深
夜
１
時
に
一
人
で
ブ
ラ
ブ
ラ
終
電
に
乗
り
に
行
く
、

と
い
う
話
も
聞
い
た
。
日
本
の
治
安
の
よ
さ
に
は
つ
く
づ
く
感
心
さ
せ
ら
れ

る
。
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背
景
　
大
正
一
二
（
一
九
二
三
）
年
、
関
東
大
震
災
が
き
っ
か
け
に
な
り
、
表

札
の
文
化
は
全
国
に
広
が
っ
た
。
人
々
は
、
行
方
不
明
に
な
っ
た
家
族
の
消
息

を
尋
ね
た
り
、
自
分
の
無
事
を
知
ら
せ
た
り
す
る
た
め
に
、
表
札
を
揚
げ
る
よ

う
に
な
っ
た
。

　
名
前
を
渡
す
た
め
の
重
要
な
媒
介
、
お
客
さ
ん
が
最
初
に
通
る
家
の
顔
と
も

言
え
る
。
身
分
と
幸
運
の
象
徴
と
し
て
の
表
札
に
つ
い
て
調
べ
た
い
と
思
い
、

幾
つ
か
の
家
の
写
真
を
撮
っ
た
。

総
調
査
数
　
四
一
（
世
田
谷
区
：
三
一
、
渋
谷
区
：
一
〇
）

材
料
　
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
、
大
理
石
、
木
製
、
金
属
、
紙
の
も
の
も
あ
る
（
珍
し

い
が
）。

位
置
　
家
に
よ
っ
て
異
な
る
、
大
抵
塀
の
上
と
ド
ア
の
隣
の
二
種
類
に
わ
か
れ

る
。

細
別
す
る
と
大
体
五
つ
に
な
る
。
表
札
を
メ
ー
ル
ボ
ッ
ク
ス
の
上
で
つ

け
て
い
る
家
も
あ
る
。

形
　
長
方
形
が
主
流
だ
と
言
え
る
が
、
オ
ー
バ
ル
の
も
の
も
あ
る
。
更
に
、
表

種
屋
世
田
谷
区
・
渋
谷
区

表
札
・
十
軒
十
色
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札
の
板
が
な
く
、
文
字
が
直
接
壁
に
つ
け
ら
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
空
間
的

感
な
制
限
か
ら
離
れ
て
い
る
せ
い
か
、
自
由
の
雰
囲
気
が
感
じ
ら
れ
る
。

言
語
　
日
本
語
の
名
前
、
英
語
の
名
前
、
日
本
語
と
英
語
の
名
前
の
三
種
類
を

見
つ
け
た
（
日
本
語
三
〇
、
ロ
ー
マ
字
五
、
日
本
語
と
ロ
ー
マ
字
六
）。

や
は

り
漢
字
で
書
か
れ
た
表
札
の
方
が
一
般
的
だ
。
ち
な
み
に
、
ロ
ー
マ
字
に
よ
る

表
札
は
渋
谷
区
の
住
宅
街
の
方
が
多
か
っ
た
。
高
級
住
宅
街
で
あ
る
か
ら
か
と

推
測
し
て
い
る
。

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
　
世
田
谷
区
に
住
む
岡
田
有
弘
さ
ん
か
ら
、
彼
の
家
の
表
札
に

つ
い
て
の
お
話
を
聞
く
こ
と
が
で
き
た
。
彼
の
家
の
表
札
は
縦
書
き
の
長
方
形

で
、
漢
字
で
「
岡
田
有
弘
」
と
石
に
彫
ら
れ
て
い
る
。
有
弘
さ
ん
は
駒
場
で
生

ま
れ
育
ち
、
い
ま
彼
の
名
前
が
か
か
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
は
、
か
つ
て
は
木
で

で
き
た
彼
の
お
父
さ
ん
の
名
前
が
か
か
っ
て
い
た
。
岡
田
さ
ん
は
四
〇
年
ほ
ど

前
、
お
父
さ
ん
が
他
界
す
る
前
に
、
岡
田
家
の
表
札
を
受
け
継
ぐ
べ
く
、
自
分

の
表
札
を
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
マ
ニ
ラ
で
作
っ
て
も
ら
っ
た
。
自
分
で
毛
筆
で
名
前

を
書
き
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
彫
っ
て
も
ら
っ
た
と
い
う
。

　
岡
田
家
が
駒
場
に
居
を
定
め
て
お
よ
そ
九
〇
年
。
表
札
に
も
時
代
の
変
化
が

あ
る
。
岡
田
さ
ん
は
奥
さ
ん
と
二
人
暮
ら
し
だ
が
、
表
札
に
は
岡
田
さ
ん
の
名

前
し
か
な
い
。
こ
れ
が
今
三
〇
代
く
ら
い
の
世
代
に
な
る
と
、
夫
婦
両
方
の
名

前
を
掲
げ
る
人
が
多
く
な
る
。
丸
い
形
の
表
札
や
ロ
ー
マ
字
の
表
札
は
最
近
の

流
行
り
で
、
昔
は
な
か
っ
た
そ
う
だ
。

　
誰
で
も
表
札
に
は
思
い
入
れ
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
彼
は
言
う
。
中
に

は
、
お
寺
で
表
札
を
作
っ
て
も
ら
う
人
も
い
た
の
だ
と
か
。

　
家
族
の
歴
史
や
町
並
み
の
歴
史
、
そ
し
て
住
む
人
の
思
い
が
、
表
札
に
は
詰

ま
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

結
論
　
材
料
、
形
、
位
置
な
ど
か
ら
見
る
と
、
表
札
は
そ
れ
を
掲
げ
る
人
に
よ
っ

て
様
々
で
あ
る
。
名
字
だ
け
で
な
く
、
住
む
人
の
性
格
、
好
み
、
時
に
は
職
業

も
示
し
て
い
る
。
暮
ら
し
の
気
配
、
そ
し
て
日
本
人
の
細
か
い
と
こ
ろ
へ
の
関

心
を
深
く
感
じ
た
。
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