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「取手の井野から小堀の分離で消えた村」 

取手の井野から小堀の分離で消えた村 

大正 3 年(1914)利根川の大改修工事で分断され、元の流れは古利根沼という三日月湖となっています。 

取手町郷土史資料第二集や取手市史余禄を見ると、明治の利根川改修の際に消えた集落があるとの記述があり

ました。大利根橋の近くから元宿、房田という部落がありましたが、今は提外や川底に沈んでいます。 

房田、大改修をする前、いまの新道地先の河原には、房田(ふさだ、ぼうだ)という部落があったようです。 

房田は十戸ばかりの小部落で、大改修の際それぞれに移転させられた。取手には『房田の寄り合い』という言

葉があったが、この部落は十戸ばかりの小部落だから「寄合(集会)」には出席率がよく話が早くまとまりそうな

ものだが、実に相違していつも集まりが悪く、話も仲々まとまらない。そこで取手では、集会を開いても出席が

悪いと、『まるで房田の寄合いみたいだ』と笑ったという。 （取手町郷土史資料集） 

元宿、一部が河川敷になった地区に元宿(もとじゅく)がありました。元宿では現在の土手を作るため、その一部

が内務省に買上げられ、何軒かの家が破壊対象になりました。八坂神社西側の道を河原に向かって土手を越し、

川に向って行く途中に買上げられた人達の家があったようです。 （取手市史余禄） 

十二竃、大改修により、取手の発祥の地ともいうべき染野家が住んだ部落跡も水底に没し、いまは『十二竈(ま

ど)』という地名を残すのみとなりました。 

十二竃の『まど』は『かまど』の訛ったもので、『かまど』は戸、または軒と同義語で、いずれも家の数をあら

わします。すなわち、『十二竃』といわれるところには、十二軒の家があったわけです。この十二竃部落の鎮守は

稲荷社で、十二竃が河底に没するとき台宿の東福院境内に移されたそうです。 

 取手町郷土史資料集を読んで見ますと、利根川改修の際十二竃はすでに集落はなく、地名だけ残っていたよう

な印象を受けます。※ 台宿の東福院は、現台宿坂上のチューリップ幼稚園から谷地の不動堂辺りまで境内であ

ったそうで真言宗高野山派、不動堂は境内にあったもので廃寺の為不動堂も現存しません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

竹村河岸という、取手で一番新しくできた河岸があったそうです。
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深
川
か
ら
や
っ
て
来
た
ア
ウ
ト
ロ
ー 

土
浦
の
医
師
佐
賀
純
一
の
著
「
浅
草
博
徒
一
代
」
に
、

小
堀
の
様
子
が
記
載
さ
れ
て
い
る
の
で
紹
介
し
ま
す
。 

ド
ク
タ
ー
佐
賀
は
、
こ
の
著
書
で
全
世
界
に
知
ら
れ
て
い
る
。 

数
年
前
の
冬
の
こ
と
だ
っ
た
。
私
の
診
療
所
に
、
背
の
高

い
肩
幅
の
が
っ
し
り
し
た
老
人
が
た
ず
ね
て
き
た
。
顔
が
普

通
の
人
よ
り
ひ
と
ま
わ
り
大
き
く
、
額
に
は
黒
い
し
わ
が

深
々
と
切
れ
込
み
、
分
厚
い
唇
は
紫
色
、
目
玉
は
汚
い
黄
色

味
を
帯
び
て
、
見
る
か
ら
に
ひ
と
癖
あ
る
、
と
い
っ
た
人
相 

を
し
て
い
る
。 

 

裸
に
な
っ
て
も
ら
う
と
、
背
中
一
面
に
刺
青
が
彫
っ
て
あ

る
。
「
龍
に
牡
丹
」
の
彫
物
だ
が
、
寄
る
年
波
に
色
は
褪
せ
、

龍
の
う
ろ
こ
は
雲
の
よ
う
に
淡
く
、
髭
は
ほ
と
ん
ど
消
え
か

け
て
い
る
。
け
れ
ど
も
絵
柄
は
一
種
独
得
で
、
妙
に
心
誘
わ

れ
る
も
の
が
あ
る
。
牡
丹
の
花
び
ら
の
な
か
に
女
が
ひ
と
り

立
っ
て
い
る
。
龍
は
、
牡
丹
も
ろ
と
も
女
を
飲
み
込
も
う
と

し
て
い
る
。
女
は
目
を
半
眼
に
閉
じ
て
合
掌
し
て
い
る
の
だ

が
、
そ
の
唇
に
は
い
わ
く
言
い
が
た
い
微
笑
が
浮
か
ん
で
い

る
。
ヤ
ク
ザ
＝
刺
青
は
日
本
国
民
に
と
っ
て
暴
力
と
威
圧
の
象
徴
で
許
せ
な
い
。 

 

私
は
、
で
き
る
こ
と
な
ら
写
真
を
撮
り
た
い
と
思
っ
た
。 

し
か
し
そ
の
男
と
は
初
対
面
で
あ
る
し
、
そ
れ
に
そ
の
悠

然
た
る
態
度
に
な
ん
と
な
く
気
後
れ
し
て
、
と
う
と
う
写
真

の
こ
と
は
言
い
出
せ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。 

腹
を
診
察
す
る
と
肝
臓
が
肥
大
し
て
い
る
。 

腹
水
が
た
ま
っ
て
い
る
の
か
は
っ
き
り
と
分
か
る
。 

私
は
、
男
が
診
察
台
か
ら
身
を
起
こ
す
の
を
待
っ
て
、
言

っ
た
。 

「
総
合
病
院
に
紹
介
し
ま
す
か
ら
、
そ
こ
で
治
療
を
受
け
た

ら
い
い
で
し
ょ
う
」
す
る
と
男
は
か
す
か
に
笑
っ
て
、 

「
先
生
、
わ
た
し
は
七
十
三
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
年
に
な

る
ま
で
好
き
勝
手
な
こ
と
を
や
っ
て
き
た
ん
で
す
。
今
更
、

治
ろ
う
な
ん
て
考
え
て
は
い
ま
せ
ん
よ
」 

口
の
中
が
煙
草
の
ヤ
ニ
で
ひ
ど
く
黒
く
、
ま
る
で
底
の
な

い
穴
の
よ
う
に
見
え
た
。 

男
は
、
低
い
し
わ
が
れ
た
声
を
し
て
い
た
。 

「
若
い
頃
、
少
々
無
茶
を
や
り
ま
し
て
ね
、
こ
の
年
に
な
っ

て
体
が
動
か
な
く
な
っ
た
。
そ
れ
で
賭
場
は
子
分
に
譲
っ
て

田
舎
へ
引
っ
込
む
こ
と
に
し
た
ん
で
す
。
土
手
の
下
に
按
摩

(

あ
ん
ま)

が
い
る
で
し
ょ
う
。
わ
た
し
は
二
、
三
度
揉
ん
で
も

ら
い
ま
し
た
が
、
ち
ょ
っ
と
し
た
腕
で
す
よ
。
わ
た
し
は
あ

の
按
摩
に
す
す
め
ら
れ
て
来
た
ん
で
す
」「
そ
う
で
し
た
か
」 

「
誰
が
診
た
っ
て
、
わ
た
し
の
病
気
は
治
り
ま
せ
ん
ね
」 

「
ど
こ
か
の
病
院
で
、
そ
う
言
わ
れ
ま
し
た
か
」 

「
自
分
で
分
か
り
ま
す
。
正
直
な
と
こ
ろ
、
わ
た
し
は
先
生

に
、
病
気
を
治
し
て
下
さ
い
、
な
ん
て
無
理
な
こ
と
を
お
願

い
に
来
た
ん
で
は
な
い
ん
で
す
。
た
だ
痛
い
と
き
に
は
、
注

射
の
一
本
も
し
て
い
た
だ
け
な
い
か
と
、
思
い
ま
し
て
ね
。 

 

な
に
、
ご
心
配
に
は
及
び
ま
せ
ん
。
ク
ス
リ
を
や
っ
て
く

れ
、
な
ん
て
頼
ん
で
い
る
ん
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
。
糖
尿

の
せ
い
で
し
ょ
う
ナ
、
足
が
ひ
ど
く
痛
む
こ
と
が
あ
る
。 

 

そ
ん
な
時
に
先
生
に
診
て
も
ら
っ
て
、
注
射
で
も
し
て
い

た
だ
け
な
い
だ
ろ
う
か
と
、
こ
ん
な
虫
の
い
い
こ
と
を
考
え

て
お
訪
ね
し
た
と
い
う
わ
け
で
す
」 

 

私
は
男
の
頼
み
に
応
じ
る
こ
と
に
し
た
。
痛
い
と
き
に
面

倒
を
見
さ
え
す
れ
ば
い
い
と
言
う
の
だ
か
ら
気
楽
な
も
の
で

あ
る
。
し
か
し
、
診
察
を
引
き
受
け
た
本
当
の
理
由
は
、
別

に
あ
り
ま
し
た
。 

こ
の
男
は
あ
り
き
た
り
の
言
葉
で
は
と
う
て
い
言
い
尽
く

す
こ
と
の
で
き
な
い
不
思
議
な
魅
力
を
全
身
に
脹
ら
せ
て
い

た
。
毎
日
大
勢
の
人
々
と
顔
を
合
わ
せ
て
は
い
る
が
、
こ
ん

な
人
物
に
お
目
に
か
か
っ
た
こ
と
は
か
つ
て
一
度
も
な
か
っ

た
。
で
き
る
こ
と
な
ら
、
い
つ
か
こ
の
男
の
話
を
し
み
じ
み

と
聞
い
て
み
た
い
も
の
だ
、
と
私
は
密
か
な
期
待
を
抱
い
た

の
だ
っ
た
。
男
は
一
週
間
に
二
度
ず
つ
通
院
し
て
き
ま
し
た
。 

幸
い
腹
水
は
心
配
し
た
ほ
ど
増
加
し
な
か
っ
た
し
、
足
の

痛
み
も
小
康
状
態
を
保
っ
て
い
た
。
こ
う
し
て
ひ
と
月
ば
か

り
過
ぎ
た
あ
る
日
、
男
か
ら
「
暇
を
見
て
遊
び
に
来
ま
せ
ん

か
」
と
い
う
誘
い
を
受
け
た
の
だ
っ
た
。 

「
あ
ば
ら
屋
で
す
が
ね
、
お
茶
菓
子
と
炬
燵(

こ
た
つ)

ぐ
ら

い
は
あ
り
ま
す
。 

先
生
は
陽
の
当
た
る
ま
っ
と
う
な
世
間
を
歩
い
て
き
た
よ

う
で
す
が
、
た
ま
に
は
変
っ
た
話
を
聞
く
の
も
面
白
い
か
も

し
れ
ま
せ
ん
よ
」 

 

翌
日
の
夕
方
、
冷
た
い
雨
が
降
り
し
き
る
中
を
男
の
家
を

訪
ね
た
。
男
は
炬
燵
の
上
に
蜜
柑(

み
か
ん)

を
山
盛
り
に
し

て
私
を
待
っ
て
い
た
。
時
々
、
奥
の
方
か
ら
雨
の
音
に
混
じ

っ
て
、
三
味
線
の
小
さ
な
音
が
聞
こ
え
て
い
た
。 

「
娘
が
い
た
ず
ら
し
て
い
る
ん
で
す
」
と
男
は
言
っ
た
。 

 

そ
の
夜
、
私
は
三
時
間
ほ
ど
男
の
話
を
聞
い
た
。
男
は
三

十
分
ぐ
ら
い
話
す
と
く
た
び
れ
る
の
か
、
お
茶
を
飲
ん
で
一

息
入
れ
て
、「
ど
う
ぞ
、
お
ひ
と
つ
」
な
ど
と
蜜
柑
を
す
す
め

て
、
自
分
も
蜜
柑
を
丁
寧
に
剥
い
て
食
べ
て
か
ら
、
ま
た
し

わ
が
れ
た
声
で
少
し
ず
つ
話
し
を
続
け
た
。 

 

こ
う
し
て
私
は
、
三
日
に
一
度
は
男
の
家
に
通
う
こ
と
に

な
っ
た
。
そ
し
て
一
通
り
聞
き
終
え
る
こ
ろ
に
は
、
冷
た
い

冬
は
い
つ
の
ま
に
か
過
ぎ
て
、
う
ら
ら
か
な
風
の
吹
き
わ
た

る
春
に
な
っ
て
い
た
の
だ
っ
た
。 
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深 

川 
「
親
父
の
従
兄
弟
が
東
京
の
深
川
の
石
島
町
で
石
炭
の
仲
買

を
や
っ
て
い
ま
し
て
ね
、
店
の
名
前
は
中
川
石
炭
店
と
い
う

の
で
し
た
が
、
わ
た
し
は
そ
こ
へ
預
け
ら
れ
ま
し
た
」。 

 

男
は
ち
ょ
っ
と
横
を
向
い
て
、
二
、
三
度
湿
っ
た
咳
を
し

た
。
咳
が
治
ま
る
と
、
彼
は
新
聞
の
広
告
を
裏
返
し
て
、
鉛

筆
で
簡
単
な
地
図
を
書
き
な
が
ら
、「
石
炭
屋
の
前
に
は
、
こ

ん
な
具
合
に
、
小
名
木
川(

運
河)
と
い
う
の
が
あ
り
ま
し
た
。 

す
ぐ
そ
ば
に
お
稲
荷
様
が
あ
っ
て
、
そ
の
向
こ
う
が
扇
橋

と
猿
江
の
橋
。
川
向
こ
う
に
は
重
願
寺
が
見
え
て
、
そ
の
近

く
に
は
ガ
ス
会
社
が
あ
り
ま
し
た
。 

小
名
木
川
を
西
に
向
か
っ
て
ど
ん
ど
ん
行
く
と
、
隅
田
川

に
出
る
。
反
対
に
こ
っ
ち
の
ほ
う
に
、
つ
ま
り
東
に
下
っ
て

行
く
と
、
中
川
に
行
き
着
き
ま
す
。
あ
る
時
、
蒸
気
船
に
乗

っ
て
小
名
木
川
か
ら
中
川
を
横
切
っ
て
江
戸
川
を
遡
り
ま
し

て
ね
、
流
山
の
運
河
を
通
っ
て
利
根
川
を
取
手
ま
で
下
っ
た

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
取
手
の
向
い
に
小
堀(

お
お
ほ
り)

と
い

う
村
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
こ
の
船
頭
た
ち
が
客
を
集
め
て
バ

ク
チ
を
開
い
て
い
る
。
そ
の
噂
を
聞
い
て
、
ち
ょ
っ
と
の
ぞ

い
て
み
よ
う
と
い
う
気
に
な
っ
た
と
い
う
わ
け
で
す
。 

こ
の
当
時
、
隅
田
川
と
利
根
川
に
は
通
運
丸
と
い
う
蒸
気

船
が
走
っ
て
ま
し
た
。
こ
れ
は
外
輪
船
で
、
船
の
両
側
で
大

き
な
水
車
が
ガ
タ
コ
ン
ガ
タ
コ
ン
と
回
転
す
る
。
下
手
な
絵

で
す
が
、
ま
あ
、
こ
ん
な
船
だ
と
思
え
ば
い
い
で
し
ょ
う
。 

こ
い
つ
が
利
根
川
か
ら
霞
ヶ
浦
に
入
っ
て
、
こ
の
土
浦
の

港
ま
で
通
っ
て
い
た
。
わ
た
し
は
こ
い
つ
に
乗
っ
て
小
堀
ま

で
行
き
ま
し
た
が
、
こ
の
村
は
昔
か
ら
の
船
大
工
が
沢
山
住

ん
で
い
る
。
船
頭
も
大
勢
い
ま
す
。
案
内
さ
れ
た
賭
場
は
、

宿
屋
な
ん
ぞ
で
は
な
く
て
、
高
瀬
船
を
改
造
し
た
湯
船(

ゆ
ぶ

ね
、
風
呂
桶
の
他
、
船
着
場
な
ど
で
、
浴
場
を
設
け
、
料
金

を
取
っ
て
入
浴
さ
せ
る
船)

と
い
う
や
つ
で
す
。 

                     

こ
れ
は
も
う
廃
船
で
、
岸
に
つ
な
い
で
あ
り
ま
し
た
。 

中
に
は
風
呂
桶
が
し
つ
ら
え
て
あ
っ
て
、
回
り
の
船
頭
の

家
族
が
入
り
に
来
る
。
水
は
下
が
利
根
川
で
す
か
ら
不
自
由

は
し
な
い
。
燃
料
は
流
木
で
十
分
ま
か
な
え
る
。 

 

賭
場
と
風
呂
場
の
間
に
は
仕
切
り
な
ん
ぞ
あ
り
ま
せ
ん
か

ら
、
女
も
子
ど
も
も
、
目
の
前
で
裸
に
な
っ
て
湯
船
に
入
る
。 

そ
う
し
て
、
男
ら
が
丁
だ
、
半
だ
、
と
顔
を
赤
く
し
た
り

青
く
し
た
り
し
て
夢
中
に
な
っ
て
い
る
の
を
、
頭
に
手
拭
な

ん
ぞ
の
せ
て
見
物
し
て
い
る
ん
で
す
。
わ
た
し
も
ひ
と
風
呂

浴
び
さ
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
が
、
夏
で
す
か
ら
障
子
は
開
け

放
し
で
、
利
根
の
川
面
に
月
が
浮
か
ん
で
ね
、
そ
り
ゃ 

の
ん

び
り
し
た
も
の
で
し
た
」
。
男
は
煙
管
に
き
ざ
み
煙
草
を
入
れ

て
火
を
つ
け
る
と
、
炭
火
を
見
つ
め
な
が
ら
ゆ
っ
く
り
と
ふ

か
し
た
。
煙
管
を
持
つ
手
が
微
か
に
震
え
て
い
る
の
で
、
褐

色
の
雁
首
が
火
鉢
の
上
で
ゆ
ら
ゆ
ら
と
揺
れ
動
い
た
。 

叔
父
は
石
炭
の
仲
買
人
と
し
て
は
、
か
な
り
大
き
い
仕
事

を
や
っ
て
ま
し
た
。
事
務
所
の
回
り
に
は
見
上
げ
る
よ
う
な

石
炭
の
山
が
何
十
も
あ
り
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
北
海
道
や
九

州
か
ら
買
い
つ
け
た
も
の
で
す
。 

 

石
炭
を
運
ん
で
き
た
貨
物
船
が
横
浜
へ
入
る
と
、
人
夫
が

木
造
船
に
積
み
替
え
て
、
木
造
船
を
何
艘
も
の
ダ
ル
マ
船
に

曵
か
せ
て
隅
田
川
に
入
っ
て
く
る
。
そ
う
し
て
万
年
橋
か
ら

小
名
木
川
を
下
っ
て
、
工
場
だ
の
商
店
だ
の
が
、
ぎ
っ
し
り

と
並
ん
で
る
川
筋
を
通
っ
て
会
社
ま
で
運
ん
で
く
る
ん
で
す
。 

中
川
の
店
は
川
岸
に
五
つ
の
桟
橋
を
持
っ
て
い
ま
し
た
が
、

荷
を
積
ん
だ
船
が
桟
橋
に
着
く
と
、
人
夫
が
こ
れ
を
担
い
で
、

石
炭
置
き
場
に
積
み
上
げ
て
お
く
。 

注
文
が
あ
る
と
、
船
や
馬
車
に
積
ん
で
注
文
主
の
会
社
ま

で
運
搬
す
る
。
女
に
会
い
た
く
て
出
て
き
た
ん
で
す
が
、
西

も
東
も
分
か
ら
な
い
上
に
べ
ら
ぼ
う
に
忙
し
く
て
、
捜
し
に

い
く
暇
は
ま
っ
た
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

浅
草
博
徒
一
代
よ
り 

 

こ
の
本
の
初
版
が2004

年
８
月
１
日
、
12
年
後
の2016

年
11
月
７
刷
目
で
再
販
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
訳
は
・
・ 

国立国会図書館所持デジタル資料「船鑑」より湯舟の図、明治６年写 

船後部より火炎口、風呂、戸口(賭場は脱衣所しかない)、７m長 2.2m巾 
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ボ
ブ
・デ
ィ
ラ
ン 

 

フ
ォ
ー
ク
シ
ン
ガ
ー
で
反
戦
を
テ
ー
マ
に
し
た
※
「
風
に

吹
か
れ
て
」
が
世
界
中
で
大
ヒ
ッ
ト
と
な
り
、
有
名
に
な
っ

た
ボ
ブ 

デ
ィ
ラ
ン
。
彼
の
日
本
公
演
武
道
館
へ
行
っ
た
思
い

出
が
甦
り
ま
す
。
家
内
に
は
不
評
で
「
つ
ま
ら
な
い
」
。 

 
2

0
0
3

年
７
月
７
日
、
ウ
ォ
ー
ル
ス
ト
リ
ー
ト
ジ
ャ
ー
ナ
ル

紙
に
「
ボ
ブ 

デ
ィ
ラ
ン
は
、
ド
ク
タ
ー
佐
賀
の
文
章
を
借
用

し
た
の
か
？
」
と
い
う
見
出
し
の
記
事
が
掲
載
さ
れ
た
。 

 

浅
草
博
徒
一
代
は
、C

o
n

fe
ss

io
n

s o
f a

 Y
a

k
u

z
a

 

あ
る
一

人
の
ヤ
ク
ザ
の
告
白
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
英
語
版
が
出
版
さ

れ
て
お
り
、
デ
ィ
ラ
ン
は
、
ア
ル
バ
ム 

“L
o
v
e
 a

n
d

 T
h

e
ft

”

で
、
詩
の
種
元
と
し
て
使
わ
れ
た
、
と
言
わ
れ
た
。 

 

し
か
し
、
佐
賀
氏
は
デ
ィ
ラ
ン
に
対
し
「
使
っ
て
い
た
だ

い
た
と
し
た
ら
光
栄
で
す
」
と
称
賛
し
ま
し
た
。 

 

デ
ィ
ラ
ン
は
当
時
、
フ
ォ
ー
ク
か
ら
ロ
ッ
ク
に
曲
調
を
変

え
た
た
め
に
、
フ
ァ
ン
か
ら
冷
た
い
視
線
を
浴
び
て
い
た
。 

 

だ
が
デ
ィ
ラ
ン
は
、
ロ
ッ
ク
ギ
タ
ー
を
使
い
通
し
た
。 

 
L

ik
e
 a

 R
o
llin

g
 S

to
n

e
 

転
げ
落
ち
い
く
人
生(

女)

な
ど
、

彼
の
詩
は
、
心
に
訴
え
か
け
て
く
る
強
烈
な
イ
ン
パ
ク
ト
が

あ
っ
て
、
聞
い
て
い
る
時
は
よ
い
が
、
後
で
疲
れ
る
。 

 

そ
の
詩
に
対
し
て
、
ノ
ー
ベ
ル
賞
が
与
え
ら
れ
ま
し
た
。 

※
「
風
に
吹
か
れ
て
」
は
、
デ
ィ
ラ
ン
の
最
高
傑
作
で
詩
曲

と
も
に
、
彼
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
す
。
世
界
中
で
ヒ
ッ
ト
し
ま

し
た
。
た
だ
、
ス
テ
ー
ジ
で
は
ア
ド
リ
ブ
の
即
興
が
多
い
た

め
、
演
奏
時
間
４
分
を
10
分
近
く
歌
い
続
け
ま
す
。 

ご
本
人
に
つ
い
て 

ボ
ブ
・
デ
ィ
ラ
ン（B

o
b

 D
y
la

n

、19
4

1

年5

月2
4

日 

）、

ア
メ
リ
カ
・
ミ
ネ
ソ
タ
州
出
身
の
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
。
出
生

名
は
、
ロ
バ
ー
ト
・
ア
レ
ン
・
ジ
マ
ー
マ
ン
（R

o
b
e
rt A

lle
n

 

Z
im

m
e
rm

a
n

）
だ
が
、
後
に
自
ら
法
律
上
の
本
名
も
ボ
ブ
・

デ
ィ
ラ
ン
に
改
名
し
て
い
る
「
ボ
ブ
」
は
ロ
バ
ー
ト
の
愛
称
、

「
デ
ィ
ラ
ン
」
は
詩
人
デ
ィ
ラ
ン
・
ト
マ
ス
に
ち
な
む
。 

デ
ビ
ュ
ー
か
ら
半
世
紀
以
上
経
過
し
た
現
在
も
第
一
線
で

活
躍
を
続
け
る
。2

0
1
6

年
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
を
受
賞
。 

「
風
に
吹
か
れ
て
」
「
時
代
は
変
る
」
「
ミ
ス
タ
ー
・
タ
ン
ブ

リ
ン
・
マ
ン
」
「
ラ
イ
ク
・
ア
・
ロ
ー
リ
ン
グ
・
ス
ト
ー
ン
」

「
見
張
塔
か
ら
ず
っ
と
」「
天
国
へ
の
扉
」
他
多
数
の
楽
曲
に

よ
り
、19

6
2

年
の
レ
コ
ー
ド
デ
ビ
ュ
ー
以
来
半
世
紀
以
上
に

わ
た
り
多
大
な
る
影
響
を
人
々
に
与
え
て
き
た
。
現
在
で
も
、

「
ネ
ヴ
ァ
ー
・
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
・
ツ
ア
ー
」
と
呼
ば
れ
る
年

間
百
公
演
ほ
ど
の
ラ
イ
ブ
活
動
を
中
心
に
し
て
活
躍
し
て
い

る
。2

0
1

7

年
現
在
。 

グ
ラ
ミ
ー
賞
や
ア
カ
デ
ミ
ー
賞
を
は
じ
め
数
々
の
賞
を
受

賞
し
、
ロ
ッ
ク
の
殿
堂
入
り
も
果
た
し
て
い
る
。
ま
た
長
年

の
活
動
に
よ
り
、20

1
2

年
に
大
統
領
自
由
勲
章
を
受
章
し
て

い
る
。
そ
の
ほ
か
、2

0
0
8

年
に
は
「
卓
越
し
た
詩
の
力
に
よ

る
作
詞
が
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
・
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
と
ア
メ
リ
カ
文
化

に
大
き
な
影
響
与
え
た
」
と
し
て
ピ
ュ
ー
リ
ッ
ツ
ァ
ー
賞
特

別
賞
を
、2

0
1
6

年
10
月
に
歌
手
と
し
て
は
初
め
て
ノ
ー
ベ

ル
文
学
賞
を
授
与
さ
れ
る
こ
と
が
決
定
。
発
表
か
ら
し
ば
ら

く
沈
黙
を
守
っ
て
い
た
が
、
同
月
28
日
に
授
賞
を
受
け
入
れ

た
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

洋
楽LP

レ
コ
ー
ド
フ
ァ
ン 

      

こ
ん
な
伝
承 

小
堀
の
舟
上
山
車
祭
り 

 

取
手
市
小
堀(

お
お
ほ
り)

は
利
根
川
を
挟
ん
で
飛
地
と
な

っ
て
い
る
が
、
常
磐
線
鉄
橋
が
架
か
る
明
治
29
年
ま
で
は
取

手
市
井
野
村
の
一
部
で
し
た
。
小
堀
に
は
、
江
戸
時
代
か
ら

豪
勢
な
祭
り
が
あ
り
、
近
郷
に
鳴
り
響
い
て
い
た
こ
と
が
「
利

根
川
図
志
」
に
出
て
い
ま
す
。 

「
夜
に
入
り
て
神
輿
を
船
に
て
利
根
川
に
浮
か
べ
流
れ
に
隋

っ
て
静
か
に
下
る
。
船
に
は
幕
を
張
り
鉾(

ほ
こ)

を
立
て
、
夥

(

お
び
た
だ)

し
く
桃
燈(

ち
ょ
う
ち
ん)

を
掛
け
、
笛
、
太
鼓
、

噺
物(

は
な
し
も
の)

の
声
高
欄(

欄
干
の
あ
る
舞
台)

の
内
に

起
こ
る
、
此
の
時
後
舟
よ
り
煙
火
を
あ
ぐ
、
其
の
数
甚(

は
な

は)

だ
多
し
、
之
を
看(

見)

る
人
両
岸
に
雲
集
し
、
持
連
ね
た

る
燈
は
月
の
如
く
水
中
に
倒
映
し
て
金
波
銀
波
を
生
じ
、
傍

ら
涼
風
に
暑
さ
を
消
し
、
酒
食
の
興(

き
ょ
う)

を
添
え
て
実

に
此
れ
地
の
壮
観
な
り
」
と
あ
る
。
舟
上
の
「
水
上
山
車
祭

り
」
の
様
子
が
伺
え
ま
す
。 

 

海
上
渡
御(

か
い
じ
ょ
う
と
ぎ
ょ)

と
い
う
が
、
神
輿
を
使

い
山
車
で
行
う
祭
り
は
少
な
い
。
三
重
県
明
和
町
や
神
奈
川

県
真
鶴
市
の
貴
船
祭
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 


