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い
ま
す
。
雁
木
は
、
雪
国
な
ら
で
は
の

知
恵
の
結
晶
な
の
で
す
。
昔
は
水
道
や

電
話
線
も
雁
木
の
下
に
埋
ま
っ
て
い
ま

し
た
。
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
す
る
に
も
便
利

で
す
か
ら
。
さ
す
が
に
水
道
は
道
路
内

に
移
り
ま
し
た
が
、
電
話
線
は
ま
だ
雁

木
下
に
あ
る
所
も
残
っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
明
治
に
入
っ
て
か
ら
火
事

の
延
焼
を
恐
れ
た
こ
と
か
ら
、
新
潟
県

は
雁
木
廃
止
令
を
出
し
ま
し
た
。
新
潟

市
は
雪
が
少
な
い
か
ら
高
田
と
は
事
情

が
違
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
ほ
か
の
地
域

で
は
ど
ん
ど
ん
壊
さ
れ
て
い
き
ま
し
た
。

そ
れ
で
も
高
田
で
は
雁
木
を
残
し
て
き

た
の
で
す
ね
。

小
学
校
で
も
雁
木
の
あ
る
昔
の
雪
国

の
暮
ら
し
を
教
え
て
い
ま
す
が
、
昔
に

比
べ
た
ら
雪
が
少
な
く
な
っ
て
、
雁
木

に
対
す
る
感
謝
の
気
持
ち
も
薄
れ
て
き

ま
し
た
。「
高
田
は
雁
木
が
あ
る
か
ら

発
展
し
な
い
」
と
か
「
車
を
停
め
る
の

に
邪
魔
だ
」
と
厄
介
者
扱
い
さ
れ
た
時

期
も
あ
り
ま
す
。

そ
う
な
っ
て
く
る
と
、
雁
木
が
特
別

の
も
の
で
素
晴
ら
し
い
雪
国
の
知
恵
な

ん
だ
、
と
い
う
思
い
も
薄
れ
ま
す
。
そ

も
そ
も
高
田
の
人
に
と
っ
て
は
あ
ま
り

に
も
日
常
な
の
で
、
わ
ざ
わ
ざ
注
目
す

る
こ
と
も
な
い
存
在
だ
っ
た
の
で
し
ょ

う
。し

か
し
、
平
成
に
入
っ
た
こ
ろ
か
ら

は
「
も
う
ス
ク
ラ
ッ
プ
＆
ビ
ル
ド
の
ま

ち
づ
く
り
で
は
ダ
メ
だ
」
と
い
う
こ
と

に
気
づ
い
て
き
ま
し
た
。
京
都
や
金
沢

建
築
家
の
目
線
か
ら

ま
ち
づ
く
り
に
か
か
わ
り
続
け
て
い
る

関
由
有
子
さ
ん

い
っ
た
ん
外
に
出
た
関
さ
ん
が
見
出
す

雪
都
・
上
越
高
田
な
ら
で
は
の
魅
力

そ
こ
に
は

人
の
暮
ら
し
と
か
か
わ
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
輝
く

資
源
が
息
づ
い
て
い
ま
し
た

雁が
ん

木ぎ

は
雪
国
の
知
恵
の
結
晶

雁
木
と
い
う
の
は
、
主
屋
か
ら
張
り

出
す
軒
や
差
し
掛
け
る
庇

ひ
さ
し

の
こ
と
で
す
。

往
来
の
多
い
街
道
筋
や
、
多
く
の
人
が

集
う
商
家
な
ど
が
連
続
す
る
ま
ち
並
み

に
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。
上
越
地
域
が
発

祥
と
も
い
わ
れ
、
高
田
の
現
存
す
る
雁

木
の
総
延
長
は
約
16
d
。
日
本
一
の
長

さ
で
す
。

「
こ
の
下
に
高
田
あ
り
」
と
言
わ
れ

た
ほ
ど
の
豪
雪
地
帯
。
そ
れ
で
主
屋
の

前
面
に
庇
を
張
り
出
し
て
、
歩
く
空
間

を
確
保
し
た
の
が
雁
木
で
す
。

屋
根
か
ら
落
ち
た
雪
や
降
る
雪
が
溜

ま
れ
ば
、
往
来
は
通
れ
な
く
な
り
ま
す
。

周
り
が
雪
に
覆
わ
れ
て
も
、
雁
木
の
下

は
ト
ン
ネ
ル
の
よ
う
に
ぽ
っ
か
り
空
い

て
い
ま
す
。
そ
ん
な
雁
木
の
下
の
細
い

道
を
人
が
歩
い
て
い
る
写
真
も
残
さ
れ

て
い
て
、
そ
れ
を
見
る
と
「
あ
あ
、
本

当
に
役
立
っ
て
き
た
ん
だ
な
あ
」
と
思
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な
ど
の
特
別
な
古
都
で
な
く
と
も
、
高

田
の
よ
う
な
地
方
都
市
に
も
、
よ
う
や

く
そ
う
い
う
思
い
が
浸
透
し
て
き
た
の

で
す
。

高
田
人
気
質

興
味
深
い
こ
と
に
、
雁
木
は
そ
れ
自

体
も
そ
の
下
の
通
路
も
、
個
人
の
所
有

で
す
。
つ
ま
り
、
自
分
の
土
地
を
歩
道

と
し
て
公
に
提
供
し
て
、
歩
く
人
の
た

め
に
わ
ざ
わ
ざ
私
費
を
投
じ
て
庇
を
か

け
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
は
江
戸
時
代

か
ら
現
在
ま
で
変
わ
ら
ず
に
続
く
伝
統
。

高
田
の
人
の
助
け
合
い
精
神
と
い
う
か

鷹
揚
さ
を
感
じ
さ
せ
ら
れ
ま
す
ね
。
さ

す
が
に
固
定
資
産
税
は
免
除
さ
れ
て
い

ま
す
が
、
特
別
な
恩
恵
が
あ
る
わ
け
で

は
な
い
の
に
守
ら
れ
続
け
て
き
た
の
で

す
。今

、
新
築
中
の
歯
医
者
さ
ん
も
雁
木

を
つ
く
っ
て
い
ま
す
が
、
絶
対
に
つ
く

ら
な
く
て
は
い
け
な
い
と
い
う
条
例
が

あ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、

上
越
市
は
２
０
０
４
年
（
平
成
16
）
４
月

か
ら
〈
雁
木
整
備
事
業
補
助
金
〉
制
度

を
始
め
て
後
押
し
し
て
い
ま
す
。

雁
木
は
個
人
の
資
産
だ
か
ら
、
そ
れ

に
市
が
公
金
を
投
入
す
る
に
は
、
市
民

が
納
得
す
る
よ
う
に
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を

取
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
上
越

市
で
は
ど
れ
ぐ
ら
い
の
雁
木
が
残
さ
れ

て
い
る
か
と
い
っ
た
調
査
を
行
な
い
、

ア
ン
ケ
ー
ト
を
ま
と
め
ま
し
た
。
そ
の

結
果
を
受
け
て
、
強
制
力
は
あ
り
ま
せ

ん
が
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
定
め
ら
れ
ま
し

た
。そ

の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
則
っ
た
雁
木

を
つ
く
る
場
合
に
は
、
７
割
を
補
助

（
限
度
額
は
間
口
１
C
に
つ
き
11
万
９
千
円
）
す

る
と
い
う
の
が
〈
雁
木
整
備
事
業
補
助

金
〉
制
度
で
す
。

ま
た
、
雁
木
は
各
家
が
個
々
に
つ
く

っ
た
の
で
床
の
高
さ
が
ま
ち
ま
ち
で
バ

リ
ア
フ
リ
ー
の
観
点
か
ら
も
問
題
が
あ

る
と
い
う
こ
と
で
、
段
差
解
消
工
事
に

も
６
割
の
補
助
（
限
度
額
は
間
口
１
C
に
つ
き

１
万
８
千
円
）
が
出
ま
す
。

始
ま
っ
た
当
初
は
「
補
助
金
が
出
る

と
い
っ
た
っ
て
、
今
さ
ら
雁
木
な
ん
て
」

と
い
う
雰
囲
気
で
し
た
け
れ
ど
、
一
昨

年
ぐ
ら
い
か
ら
弾
み
が
つ
い
て
き
て
、

４
月
に
受
付
開
始
す
る
と
あ
っ
と
い
う

間
に
予
算
枠
が
一
杯
に
な
っ
て
し
ま
う

ほ
ど
、
利
用
者
が
増
え
ま
し
た
。

そ
も
そ
も
雁
木
の
あ
る
場
所
を
、
ど

う
こ
う
す
る
つ
も
り
は
な
い
の
で
す
。

だ
っ
て
、
自
分
の
家
だ
け
、
も
と
の
雁

木
の
所
に
は
み
出
す
こ
と
な
ん
て
で
き

な
い
で
し
ょ
う
。

一
時
は
家
の
建
て
替
え
の
と
き
に
雁

木
を
つ
く
ら
な
い
家
が
増
え
、
少
し
下

げ
て
駐
車
ス
ペ
ー
ス
を
と
る
例
が
多
く

な
り
ま
し
た
。
家
が
連
な
る
ま
ち
並
み

は
、
壁
面
線
が
概
ね
そ
ろ
う
こ
と
で
美

し
く
見
え
る
の
で
す
か
ら
、
こ
う
い
う

の
は
困
っ
た
現
象
で
す
。
今
ま
で
歯
抜

け
状
態
に
な
っ
て
デ
コ
ボ
コ
だ
っ
た
壁

右ページ、上：除雪がまま
ならない時代は、雁木下は
貴重な通り道だった。
左右：雁木を支える柱や破
風も、機能一点張りでなく
凝った装飾が見受けられる。
右の柱は、傷んだ根元部分
だけを新しい材料でつくり
直す〈根継ぎ〉という手法
で修理されている。
一番左：屋根の雪を滑らせ
て、道路まで落とすために
用いる雪樋。雁木の屋根裏
に収納される。
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面
線
が
、
雁
木
復
活
で
そ
ろ
っ
て
い
け

ば
、
う
れ
し
い
こ
と
で
す
。

こ
う
い
う
補
助
金
で
復
活
し
た
雁
木

が
連
な
る
ま
ち
並
み
を
見
て
、
み
ん
な
、

「
あ
あ
、
や
っ
ぱ
り
い
い
な
」
と
思
っ

た
の
で
し
ょ
う
。
そ
れ
で
「
じ
ゃ
あ
、

う
ち
も
建
て
替
え
て
も
雁
木
を
つ
く
ろ

う
」
と
い
う
気
持
ち
に
な
っ
て
き
た
よ

う
で
す
。

豪
雪
地
帯
　
上
越
高
田

高
田
と
い
う
地
名
は
あ
ち
こ
ち
に
あ

り
ま
す
が
、
こ
こ
は
越
後
の
高
田
。
人

が
住
む
平
野
と
し
て
は
、
例
が
な
い
ほ

ど
の
豪
雪
地
帯
で
す
。
そ
も
そ
も
、
江

戸
時
代
前
に
は
こ
こ
に
は
小
さ
な
村
が

あ
っ
た
だ
け
で
し
た
。
直
江
津
の
海
辺

に
あ
っ
た
福
島
城
に
入
っ
た
松
平
忠
輝

が
、
菩
提
が
原
（
高
田
城
敷
地
の
古
名
）
に

新
た
に
城
を
築
き
、
城
下
町
を
つ
く
っ

た
の
で
す
。

こ
れ
に
は
諸
説
あ
り
ま
す
が
、
上
越

市
学
芸
員
の
中
西
聡
さ
ん
は
「
そ
の
背

景
に
は
平
和
が
あ
る
」
と
書
か
れ
て
い

ま
す
。
す
で
に
戦
国
の
世
で
は
な
く
、

占
い
で
城
の
位
置
を
決
め
た
と
い
う
の

で
す
。
地
図
に
福
島
城
と
高
田
城
完
成

ま
で
の
陣
頭
指
揮
を
執
っ
た
御
仮
屋
と

高
田
城
の
３
点
を
プ
ロ
ッ
ト
す
る
と
、

南
北
ラ
イ
ン
上
に
等
間
隔
（
２
里
）
で
き

れ
い
に
並
び
ま
す
。
つ
ま
り
、
人
為
的

に
決
め
ら
れ
た
場
所
だ
と
い
う
の
で
す
。

そ
こ
が
実
は
豪
雪
の
地
で
、
の
ち
の
ま

ち
づ
く
り
に
苦
労
す
る
こ
と
に
な
る
の

で
す
が
。

屋
根
の
雪
下
ろ
し
は
大
仕
事
で
す
か

ら
、
落
雪
、
消
雪
、
融
雪
と
い
ろ
い
ろ

と
考
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
が
、
落
雪
は

敷
地
が
広
く
な
い
と
問
題
で
す
。
隣
地

に
雪
が
落
ち
な
い
よ
う
に
、
あ
と
か
ら

鉄
骨
造
の
柵
を
建
て
た
例
も
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
屋
根
か
ら
落
ち
る
と
硬
い
圧
雪

に
な
り
、
な
か
な
か
融
け
に
く
い
の
で

処
理
が
大
変
で
す
。

消
雪
パ
イ
プ
を
屋
根
に
上
げ
て
温
水

を
散
布
す
る
と
、
押
し
入
れ
に
カ
ビ
が

発
生
し
た
り
、
湿
気
が
こ
も
る
恐
れ
が

あ
り
ま
す
。
結
局
、
雪
の
重
さ
に
耐
え

る
よ
う
に
主
屋
を
し
っ
か
り
つ
く
り
、

こ
ま
め
に
雪
下
ろ
し
す
る
の
が
一
番
確

か
な
方
法
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
中
越
地

震
の
と
き
に
、
地
震
の
規
模
に
比
べ
て

倒
壊
家
屋
が
少
な
か
っ
た
の
は
、
屋
根

雪
を
考
え
た
頑
丈
な
造
り
だ
っ
た
か
ら
、

と
い
う
の
も
一
因
で
す
。

主
屋
は
が
っ
ち
り
と
し
た
造
り
だ
か

ら
、
そ
う
そ
う
建
て
替
え
る
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
雁
木
は
簡
易
な

構
造
で
す
し
、
主
屋
の
雪
を
受
け
止
め

て
壊
れ
も
し
ま
す
。
意
外
と
直
さ
な
く

て
は
な
ら
な
い
も
の
。
だ
か
ら
雁
木
は

そ
れ
自
体
が
文
化
財
で
新
し
く
し
て
は

い
け
な
い
、
と
い
う
も
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
モ
ノ
が
文
化
財
な
の
で
は
な
く
、

シ
ス
テ
ム
自
体
が
文
化
財
で
す
ね
。
雁

木
は
、
豪
雪
の
高
田
で
生
ま
れ
た
雪
と

共
生
す
る
知
恵
な
の
で
す
。



あ
わ
ゆ
き
組
の
誕
生

雁
木
の
残
る
ま
ち
並
み
や
町
家
と
い

う
と
建
物
に
目
が
い
っ
て
し
ま
い
が
ち

で
す
が
、
大
切
な
の
は
人
が
ど
う
暮
ら

し
て
い
る
か
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
在
り

方
は
ど
う
か
。
い
く
ら
モ
ノ
が
残
っ
て

も
、
人
が
い
な
く
て
は
ま
ち
（
都
市
）
と

は
い
え
ま
せ
ん
。

私
は
建
築
家
で
す
が
、
建
築
が
人
の

暮
ら
し
や
生
き
方
に
与
え
る
影
響
の
大

き
さ
を
考
え
て
き
ま
し
た
。「
町
家
を

生
か
し
て
何
か
で
き
な
い
か
」
と
考
え

た
の
が
、〈
あ
わ
ゆ
き
組
〉
の
出
発
点

で
す
。

高
田
の
町
家
の
保
存
と
活
性
化
が
話

題
に
な
り
始
め
た
２
０
０
３
年
（
平
成
15
）

末
か
ら
、
大
町
５
丁
目
か
ら
本
町
７
丁

目
の
住
民
と
、
ま
ち
づ
く
り
に
関
心
の

あ
る
人
が
町
家
に
集
い
、
率
直
な
意
見

を
交
換
す
る
中
で
、
町
家
公
開
（
オ
ー
プ

ン
町
家
）
の
試
み
が
始
ま
り
ま
し
た
。

「
こ
ん
な
に
古
き
良
き
も
の
が
残
さ
れ

て
い
る
の
に
、
そ
れ
を
生
か
さ
な
い
の

は
も
っ
た
い
な
い
」「
時
流
に
流
さ
れ

て
、
ど
こ
に
で
も
あ
る
地
方
都
市
に
変

わ
り
果
て
て
か
ら
で
は
手
遅
れ
」「
こ

こ
に
暮
ら
し
て
い
る
私
た
ち
自
身
が
誇

り
に
思
う
ま
ち
を
、
子
ど
も
た
ち
に
伝

え
た
い
」。
そ
ん
な
想
い
が
実
を
結
び
、

２
０
０
４
年
（
平
成
16
）
秋
、「
城
下
町

高
田
・
花
ロ
ー
ド
」
と
い
う
イ
ベ
ン
ト

で
〈
あ
わ
ゆ
き
組
〉
が
誕
生
し
ま
し
た
。

寺
町
の
ま
ち
歩
き
を
し
て
み
て
、
お

茶
を
飲
む
所
が
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
て

「
甘
味
処
を
や
ろ
う
」
と
い
う
こ
と
に
。

旧
・
麻
糸
商
の
〈
高
野
商
店
〉
を
お
借

り
し
て
甘
味
処
〈
あ
わ
ゆ
き
亭
〉
を
開

店
し
、
着
物
姿
で
大
勢
の
お
客
様
に
町

家
の
雰
囲
気
を
味
わ
っ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。

２
０
０
５
年
（
平
成
17
）
２
月
に
は

〈
あ
わ
ゆ
き
道
中
〉
と
題
し
て
、
懐
か

し
い
角
巻

か
く
ま
き

と
雪
下
駄
姿
で
雁
木
の
ま
ち

を
練
り
歩
き
ま
し
た
。
角
巻
と
い
う
の

は
雪
国
の
防
寒
具
。
誰
も
着
な
く
な
っ

て
押
入
の
奥
に
仕
舞
わ
れ
て
い
た
角
巻

を
、
県
内
一
円
か
ら
寄
付
し
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。

雁
木
の
調
査
に
通
っ
て
き
て
い
た
新

潟
大
学
の
学
生
さ
ん
た
ち
も
応
援
し
て

く
れ
ま
し
た
。
あ
わ
ゆ
き
組
に
若
い
男

子
が
多
い
の
は
、
こ
う
い
う
人
た
ち
が

そ
の
後
も
高
田
に
か
か
わ
っ
て
く
れ
た

か
ら
で
す
。
建
築
や
都
市
計
画
は
モ
ノ

だ
け
調
べ
て
も
ダ
メ
だ
と
い
う
こ
と
が
、

調
査
し
な
が
ら
地
元
の
人
と
触
れ
合
う

こ
と
で
わ
か
っ
て
も
ら
え
た
の
か
な
、

と
思
い
ま
す
。
あ
わ
ゆ
き
道
中
で
、
彼

ら
は
ト
ン
ビ
（
イ
ン
バ
ネ
ス
コ
ー
ト
。
日
本
で

は
男
性
の
和
装
用
コ
ー
ト
と
し
て
用
い
ら
れ
た
）

や
黒
い
マ
ン
ト
を
着
ま
す
。

観
光
は
目
的
で
は
な
く
手
段
。
あ
わ

ゆ
き
組
の
活
動
が
外
か
ら
人
を
呼
び
込

む
こ
と
で
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
つ
な
が

り
、
こ
こ
に
住
む
人
が
暮
ら
し
や
す
く

な
る
と
う
れ
し
い
で
す
ね
。
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右下：雁木通りにある築100年の映
画館〈高田世界館〉を見学。関さ
んもNPOのメンバーとして保存と
活性化に尽力している。
右、上、下：国登録有形文化財

〈幸村家住宅主屋〉。元・鉄工場主
の住まいで、見事な欅づくりの吹
き抜けと漆塗りの箱階段、渡り廊
下、自作の鉄製手すりが大正期浪
漫を醸し出している。現在は、貸
し出されて事務所として使用。

右ページ：2013年2月9日の〈あわゆき道中〉。女性は角巻、
男性はトンビを着て、なんともレトロな出で立ち。相当数
のカメラマンがシャッターチャンスを狙っていた。

雁木町家と雁木通りの分布（2010年）
出典：『町家読本ー高田の雁木町家のはなしー』（上越市文化振興課 2010 p.1-2）
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高
田
だ
か
ら
で
き
る
こ
と

高
田
は
江
戸
時
代
か
ら
水
田
耕
作
が

経
済
基
盤
で
あ
り
、
工
場
の
少
な
い
町

で
し
た
。
そ
れ
で
明
治
の
末
に
陸
軍
を

誘
致
し
た
け
れ
ど
、
そ
れ
も
一
時
の
こ

と
。
戦
後
引
き
揚
げ
て
き
た
人
た
ち
が

寺
町
に
住
み
始
め
た
か
ら
、
寺
町
な
の

に
ア
パ
ー
ト
が
あ
っ
た
り
し
て
雑
然
と

し
て
い
る
。
あ
り
の
ま
ま
の
高
田
は
、

そ
ん
な
歴
史
を
持
つ
ま
ち
で
す
。

駅
前
の
雁
木
ア
ー
ケ
ー
ド
は
道
路
拡

幅
の
再
開
発
で
つ
く
ら
れ
た
の
で
す
が
、

で
き
た
あ
と
に
バ
ブ
ル
が
弾
け
て
、
今

は
「
本
物
の
雁
木
の
ま
ち
並
み
を
残
せ

ば
よ
か
っ
た
」
と
い
う
反
省
の
声
も
聞

か
れ
ま
す
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
は
、
木
造
建
築
を
リ

ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
し
な
が
ら
長
く
使
う
伝

統
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
血
縁
で
残
せ

な
い
も
の
は
社
会
が
残
す
、
と
い
う
思

想
が
あ
る
か
ら
。
建
物
が
個
人
の
私
有

財
産
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
次
世
代
に

引
き
継
が
れ
る
の
は
、
そ
う
い
う
意
識

が
強
い
か
ら
で
す
。

高
田
で
も
調
べ
て
み
る
と
、
景
気
が

良
く
な
っ
た
職
人
が
同
じ
町
内
で
大
き

な
家
に
移
り
住
ん
だ
り
し
て
い
ま
し
た
。

日
本
に
も
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
住
み
替
え

が
あ
っ
た
の
で
す
ね
。
こ
う
い
う
考
え

が
定
着
す
れ
ば
建
物
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
の

意
義
が
高
ま
る
し
、
軒
を
出
し
て
建
物

が
傷
ま
な
い
よ
う
に
気
を
配
り
ま
す
。

ま
た
、
木
造
は
実
は
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
し

や
す
い
こ
と
に
も
気
づ
き
ま
す
。
地
元

上
越
の
杉
の
価
値
も
高
ま
る
で
し
ょ
う
。

高
田
に
は
ス
キ
ー
を
日
本
で
最
初
に

伝
え
た
レ
ル
ヒ
さ
ん
や
高
田
瞽
女

ご

ぜ

の
歴

史
も
あ
り
ま
す
。
あ
わ
ゆ
き
道
中
で
は
、

瞽
女
唄
を
継
承
し
て
い
る
月
岡
祐
紀
子

さ
ん
に
来
て
い
た
だ
き
、
三
味
線
を
弾

き
な
が
ら
瞽
女
唄
の
門
付

か
ど
つ
け

を
し
て
歩
い

た
り
、
ス
キ
ー
汁
を
振
る
舞
っ
た
り
し

て
、
忘
れ
ら
れ
か
け
た
高
田
の
歴
史
を

楽
し
み
な
が
ら
掘
り
起
こ
し
て
い
ま
す
。

テ
オ
ド
ー
ル
・
フ
ォ
ン
・
レ
ル
ヒ
（T

h
e

o
d

o
r

E
dler von Lerch

１
８
６
９
〜
１
９
４
５
）

オ
ー
ス
ト
リ
ア=

ハ
ン
ガ
リ
ー
帝
国
の
軍
人
。
１
９

１
１
年
（
明
治
44
）
高
田
第
13
師
団
を
訪
問
し
て
、

日
本
に
初
め
て
ス
キ
ー
技
術
を
伝
え
指
導
に
当
た

っ
た
。

高
田
瞽
女
　
た
か
だ
ご
ぜ

厳
格
な
師
弟
序
列
の
下
で
三
味
線
と
唄
を
習
い
覚

え
、
１
年
の
大
半
を
巡
業
の
旅
に
費
や
し
た
目
の

不
自
由
な
女
性
を
瞽
女
と
い
う
。
娯
楽
の
少
な
か

っ
た
昭
和
初
期
ま
で
は
、
毎
年
瞽
女
の
唄
を
待
ち

わ
び
る
村
々
が
あ
っ
た
。
地
主
な
ど
の
裕
福
な
家

が
常
宿
と
な
る
こ
と
で
、
瞽
女
た
ち
は
門
付
け
の

長
旅
を
こ
な
し
た
。
祝
儀
に
は
現
金
の
ほ
か
、
米

や
豆
、
野
菜
な
ど
の
農
産
物
、
真
綿
や
和
紙
を
も

ら
う
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
。
瞽
女
の
活
動
は
日

本
各
地
に
わ
た
る
が
、
新
潟
県
は
そ
の
一
大
拠
点

で
長
岡
と
高
田
に
は
大
組
織
が
あ
っ
た
。

ス
キ
ー
汁

明
治
時
代
、
上
越
高
田
に
ス
キ
ー
が
伝
え
ら
れ
た

こ
と
か
ら
つ
く
ら
れ
た
一
連
の
も
の
（
ス
キ
ー
民

謡
、
ス
キ
ー
正
宗
、
ス
キ
ー
せ
ん
べ
い
、
ス
キ
ー

小
唄
な
ど
）
の
一
つ
。
盛
ん
に
行
な
わ
れ
た
ス
キ

ー
演
習
の
際
に
食
事
と
し
て
つ
く
ら
れ
た
肉
入
り

の
味
噌
汁
が
発
祥
と
さ
れ
て
い
る
。
サ
ツ
マ
イ
モ

と
ス
キ
ー
板
に
見
立
て
て
短
冊
形
に
切
っ
た
大
根
、

ウ
サ
ギ
の
肉
が
入
る
が
、
現
在
は
豚
肉
で
代
用
さ

れ
る
。
１
９
９
８
年
（
平
成
10
）、
長
野
冬
季
オ
リ

ン
ピ
ッ
ク
に
連
動
し
て
始
ま
っ
た
レ
ル
ヒ
祭
を
き

っ
か
け
に
、
ま
ち
づ
く
り
事
業
と
し
て
、
ス
キ
ー

汁
の
宣
伝
・
普
及
活
動
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

ま
ち
（
都
市
）
は
、
人
が
訪
れ
て
人
々

が
交
流
す
る
こ
と
か
ら
素
晴
ら
し
さ
が

広
が
っ
て
い
く
も
の
で
す
。
そ
ん
な
ま

ち
の
素
晴
ら
し
さ
と
心
地
良
さ
は
、
自

然
や
人
と
の
つ
な
が
り
を
大
切
に
し
て

き
た
雪
国
の
人
々
の
歴
史
に
支
え
ら
れ

て
い
ま
す
。

中
心
市
街
地
が
カ
ラ
ッ
ポ
に
な
っ
て

し
ま
う
前
に
、
ま
ち
歩
き
の
楽
し
さ
や

コ
ン
パ
ク
ト
シ
テ
ィ
の
便
利
さ
を
見
直

し
、
歴
史
あ
る
ま
ち
の
魅
力
を
多
く
の

人
々
に
実
感
し
て
ほ
し
い
と
願
っ
て
始

め
た
あ
わ
ゆ
き
組
の
活
動
。
年
々
、
注

目
度
が
ア
ッ
プ
し
て
、
仲
間
も
増
え
、

当
初
の
願
い
が
か
な
え
ら
れ
つ
つ
あ
る

よ
う
で
す
。

取
材：

２
０
１
３
年
２
月
10
日

瞽女唄を継承している月岡祐紀子さんが門付を再現。三味
線の弾き語りであわゆき道中に花を添えた。


