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蔵
の
あ
る
風
景

青
春
ド
ラ
マ
追
想
紀
行
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旧
制
岡
山
第
二
中
学
校
の
南
部
麒
六
は
、
大
の
喧
嘩
好
き
だ
っ
た
。

つ
い
に
は
、
軍
事
教
練
で
サ
ー
ベ
ル
教
官
と
衝
突
。「
帝
国
陸
軍
を
敵

に
回
し
て
は
、
勝
負
に
な
ら
な
い
」
と
、
退
学
同
然
に
転
校
し
た
先
が

喜
多
方
中
学
校
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
会
津
鶴
ヶ
城
・
桜
馬
場
を
舞
台
に
、

麒
六
率
い
る
喜
多
中
・
猛
者
連
と
若
松
の
会
津
中
・
昭
和
白
虎
隊
と
の

決
闘
の
火
ぶ
た
が
切
っ
て
落
と
さ
れ
る
―
。

奥
州
の
名
城
・
会
津
若
松
城
（
鶴
ヶ
城
）、
維
新
の

戊
辰
戦
争
で
は
悲
劇
の
舞
台
に
（
会
津
若
松
市
）

「
け
ん
か
え
れ
じ
い
」
の
舞
台
を
訪
ね
る

●
南
部
麒
六

　
若
鷲
の
刺
繍
を
学
生
服
の
背
に
ま

と
っ
た
高
橋
英
樹
が
颯
爽
と
啖
呵
を
切

る
シ
ー
ン
で
、
館
内
は
沸
い
た
（
こ
の

演
技
は
、
当
た
り
役
「
桃
太
郎
侍
」
の

原
点
と
な
っ
て
い
る
に
違
い
な
い
）
。

日
活
映
画
「
け
ん
か
え
れ
じ
い
」
は
、
山

本
リ
ン
ダ
の
「
こ
ま
っ
ち
ゃ
う
ナ
」
が

ヒ
ッ
ト
し
た
昭
和
四
十
一
（
一
九
六

六
）
年
の
モ
ノ
ク
ロ
作
品
だ
が
、
青
春

映
画
の
隠
れ
た
名
作
だ
と
思
う
。

　
■
名
作
に
描
か
れ
た
意
外
な
素
顔

　「
ツ
ィ
ゴ
イ
ネ
ル
ワ
イ
ゼ
ン
」（
一
九

八
〇
年
）
で
キ
ネ
マ
旬
報
の
作
品
賞
を

受
賞
し
た
際
、
鈴
木
清
順
監
督
自
身
が

「『
け
ん
か
え
れ
じ
い
』
の
方
が
は
る
か

に
い
い
作
品
な
の
に
…
」
と
漏
ら
し
て

い
る
。

　
か
つ
て
の
映
画
大
好
き
少
年
に
と
っ

て
、
喜
多
方
は
「
蔵
と
ラ
ー
メ
ン
の
ま

ち
」
で
あ
る
前
に
、
「
け
ん
か
え
れ
じ

い
」
の
一
場
面
だ
っ
た
。
あ
ら
た
め
て
、

Ｄ
Ｖ
Ｄ
と
原
作
を
ひ
っ
く
り
返
し
、
青

春
ド
ラ
マ
の
舞
台
を
訪
ね
て
み
る
と
、

虚
構
と
現
実
の
交
錯
す
る
中
に
、
喜
多

方
と
い
う
土
地
の
意
外
な
素
顔
が
浮
か

び
上
が
っ
て
き
た
。

　
小
説
「
け
ん
か
え
れ
じ
い
」
の
作
者
・

鈴
木
隆
は
、
喜
多
中
（
現
・
喜
多
方
高

校
）
の
Ｏ
Ｂ
で
、
物
語
は
彼
の
自
伝
的

な
ス
ト
ー
リ
ー
と
さ
れ
て
い
る
。
鈴
木

清
順
は
ロ
ケ
地
に
信
州
・
上
田
を
選
ん

だ
た
め
、
背
景
や
空
が
狭
く
感
じ
ら
れ

る
が
、
小
説
で
は
、
喜
多
方
の
原
風
景

が
、
童
話
作
家
ら
し
い
優
し
い
タ
ッ
チ

で
描
か
れ
て
い
る
。

木
立
の
彼
方
に
、
飯
豊
山
の
連
峰

が
浮
か
び
上
が
っ
て
い
た
。
新

潟
、
山
形
、
福
島
三
県
の
県
境
に

聳
え
る
高
山
で
あ
る
。
麒
六
は
、

有
名
な
磐
梯
山
よ
り
も
、
む
し
ろ

こ
の
山
塊
の
方
が
好
も
し
く
思
わ

れ
た
。
ど
こ
か
欧
州
の
名
峰
を
想

わ
せ
る
よ
う
な
気
品
が
、
お
お
ら

か
な
山
嶺
の
あ
た
り
に
漂
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。

　
首
を
回
ら
す
と
、
校
庭
の
周
辺

に
並
ん
だ
、
背
の
高
い
ポ
プ
ラ
の

き
ろ
く

さ
く
ら
ば
ん
ば

（
小
説
「
け
ん
か
え
れ
じ
い
」
か
ら
）
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ど
こ
か
気
品
漂
う
山
塊
を
麒
六
は

「
日
本
の
ユ
ン
グ
フ
ラ
ウ
」
と
呼
ん
だ

　
「
会
中
対
喜
多
中
」
の
決
闘
の
場
面

で
は
、
時
折
岡
山
な
ま
り
の
混
じ
る
会

津
弁
の
激
突
が
、
ス
ク
リ
ー
ン
上
の
拳

の
そ
れ
に
負
け
な
い
迫
力
を
見
せ
る
。

　「
こ
の
が
き
！
会
津
若
松
市
は

な
、
潔
白
な
お
ら
た
ち
の
街
だ
。

喜
多
方
の
田
吾
作
風
情
に
ガ
タ
ガ

タ
か
き
廻
さ
っ
ち
え
た
ま
っ
か
」

　
す
る
と
、
忘
哉
が
麒
六
の
肩
を

叩
い
て
さ
さ
や
い
た
。

　「
お
っ
け
ろ
（
や
め
ろ
）、
お
っ

け
ろ
」

　「
お
っ
け
ろ
た
っ
て
、
こ
れ
が

お
っ
け
て
い
ら
れ
っ
か
。
お
い
！

会
中
！
若
松
市
長
の
よ
う
な
メ
ッ

セ
ー
ジ
こ
く
で
ね
え
」

　「
だ
ま
れ
！
他
国
者
！
」

　「
他
国
者
じ
ゃ
と
？
わ
し
の
両

親
は
れ
っ
き
と
し
た
会
津
人

じ
ゃ
。
耶
麻
ご
お
り
は
塩
川
の
親

方
様
（
お
や
か
あ
つ
つ
あ
ま
）（
庄

屋
）
だ
」

　「
ふ
ん
、
親
か
っ
つ
ぁ
ま
で
も

キ
モ
イ
リ
で
も
、
ど
っ
ち
道
ど
ん

百
姓
に
は
違
（
つ
が
）
い
な
か
ん

べ
て
、
お
ら
達
（
た
つ
）
は
会
津

士
族
の
後
裔
だ
わ
。
無
礼
者
！
」

　
■
会
津
士
族

対

親
方
様

　
作
者
は
、
中
学
生
同
士
の
喧
嘩
を
、

お
や
か
ぁ
っ
つ
あ
ま

（小説「けんかえれじい」から）



29

●「けんかえれじい」キャスト

南部麒六………高橋英樹

道子……………浅野順子

スッポン………川津祐介

タクアン………片岡光雄

麒六の父………恩田清二郎　

道子の母………宮城千賀子

近藤大尉………佐野浅夫

喜多方中校長…玉川伊佐男

アヒル先生……浜村純

マンモス先生…加藤武

金田……………野呂圭介

みさ子…………松尾嘉代

●みる　日活が日本映画掘り起こしシリーズとしてDVD化、家庭
で楽しめる（DVN-48)。「続・けんかえれじい」はシナリオまでで

きているが、まだ映画化されてい
ない。続編で、麒六は早大から学
徒出陣で中国戦線へ。

●よむ　小説「けんかえれじい」
は1977年にTBS出版会が単行本
発行。82年には、角川書店が文庫
本化した。

麒
六
の
言
葉
に
う
か
が
え
る
。

　▼1505（永正2）年、塩川の合戦。1584

（天正12）年、松本太郎の乱　蘆名氏が戦

国大名に成長するまでには、骨肉の争いが

続いた。

　▼1589（天正17）年　摺上原の合戦。伊

達政宗対蘆名義広。政宗が完勝し、南進の

拠点となる黒川城（会津若松城）を確保。

　▼1590（天正18）年　奥州仕置き。豊

臣秀吉対伊達政宗。秀吉が戦わずして貫禄

勝ち、会津は蒲生氏郷の支配に。

　▼1868（明治元）年　会津戦争。新政府

軍対会津藩。砲火にさらされる若松城を望

む飯盛山で、少年白虎隊は自刃。

　▼1883（明治15）年　喜多方事件。福

島県令・三島通庸対農民。大峠道路建設を

めぐる対立は自由民権運動のうねりへ。

　▼1935（昭和10）年？　鶴ヶ城桜馬場

の血闘。喜多中猛者連対会中昭和白虎隊。

喜多中の大逆転勝利。両校のもみ消し？に

より事実関係は不明。

会津喧嘩史
「
白
虎
隊
対
田
吾
作
風
情
」「
士
族
の
末

裔
対
親
方
様
」
と
い
う
会
津
若
松
と
喜

多
方
の
対
立
の
構
図
を
下
敷
き
に
描
き

出
し
て
い
る
。
し
か
も
、
ど
ち
ら
か
と

い
う
と
、「
格
式
や
メ
ン
ツ
、
外
面
」
を

崇
め
る
若
松
よ
り
は
、「
土
臭
い
が
、
実

利
的
」
な
喜
多
方
に
肩
を
持
っ
て
い
る

こ
と
は
、
会
中
の
宣
戦
布
告
に
応
じ
た

　「
ふ
ん
、
喜
多
方
の
米
騒
動
一

揆
と
ぬ
か
し
た
が
、
自
由
民
権
運

動
の
の
ろ
し
を
あ
げ
た
ん
は
、
喜

多
方
町
と
違
う
ん
か
。
え
？
わ

し
ゃ
あ
ど
っ
ち
で
も
え
え
が
の
う

そ
ん
な
事
」

　
「
み
ば
え
が
え
え
も
ん
だ
」
と
敵
方

で
あ
る
会
中
の
白
鉢
巻
姿
を
ほ
め
る
場

面
で
は
、「
ば
か
こ
け
、
頬
っ
か
む
り
が

一
番
保
身
（
ほ
す
ん
）
に
な
る
っ
つ
う

で
ね
え
か
。
鉢
巻
み
て
え
も
ん
は
、
み

て
く
れ
だ
け
だ
べ
」
と
喜
多
方
流
に
こ

だ
わ
っ
て
見
せ
る
。

　
会
津
若
松
と
喜
多
方
の
生
き
方
の
違

い
は
、「
白
鉢
巻
」
と
「
頬
っ
か
む
り
」

に
代
表
さ
れ
る
と
い
う
わ
け
だ
が
、
実

際
に
は
果
た
し
て
ど
う
な
の
か
。
外
目

に
は
、
ど
ち
ら
も
同
じ
盆
地
の
中
。「
南

の
方
」
と
「
北
の
方
」
の
違
い
は
あ
っ

て
も
、
ど
こ
に
境
界
線
が
あ
る
の
か

―
。

　
喜
多
方
地
方
に
は
、
こ
ん
な
教
訓
が

あ
る
と
い
う
。

　
「
男
四
十
に
し
て
蔵
を
建
て
ら
れ
な

い
よ
う
で
は
、
い
っ
ち
ょ
う
ま
え
で
な

い
」

　
会
津
に
対
す
る
撞
着
と
反
発
、
そ
し

臭
く
、
ど
こ
か
哀
愁
の
漂
う
「
け
ん
か

え
れ
じ
い
」
の
舞
台
に
い
つ
し
か
足
を

踏
み
入
れ
て
い
た
。

みちつね

あしな
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通
学
の
往
還
、
朝
夕
車
窓
か
ら
眺
め
ら
れ
る
大
磐
梯
の
山
容
は
、
海
浜

で
育
っ
た
麒
六
の
心
を
慰
め
た
。
鋭
く
、
そ
れ
で
い
て
麓
に
下
が
る
程
優

美
な
線
は
素
晴
ら
し
か
っ
た
。
若
松
駅
を
出
て
塩
川
駅
に
近
づ
く
と
、
雄

国
、
猫
魔
の
山
塊
に
隠
れ
て
磐
梯
の
姿
は
見
え
な
く
な
る
。

　
急
カ
ー
ブ
で
速
力
が
落
ち
始
め
る
と
、
突
然
、
水
量
豊
か
な
日
橋
川
が

現
れ
る
。
鉄
橋
を
渡
る
時
、
麒
六
は
白
壁
土
蔵
の
傍
の
一
本
の
柳
に
心
を

惹
か
れ
た
。
垂
れ
下
が
っ
た
枝
葉
の
先
が
、
エ
メ
ラ
ル
ド
色
の
水
に
浸
か
っ

て
ゆ
っ
く
り
動
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
柔
ら
か
な
、
筆
先
の
よ
う
な
タ
ッ

チ
で
、
そ
れ
は
終
日
流
れ
の
上
を
掃
い
て
い
た
。

（「
け
ん
か
え
れ
じ
い
」
か
ら
）

白壁土蔵、柳、水面…

ゆったりと時間が流れる

　
小
説
「
け
ん
か
え
れ
じ
い
」
の
時
代

設
定
は
、
陸
軍
青
年
将
校
ら
に
よ
る

ク
ー
デ
タ
ー
「
二
・
二
六
事
件
」
の
直

前
だ
か
ら
、
昭
和
十
（
一
九
三
五
）
年

こ
ろ
だ
ろ
う
か
。

　
と
こ
ろ
が
、
今
、
Ｊ
Ｒ
盤
越
西
線
で

麒
六
の
軌
跡
を
た
ど
る
と
、
車
窓
の
情

景
が
そ
う
大
き
く
変
わ
っ
て
い
な
い
こ

と
に
驚
か
さ
れ
る
。
快
速

列
車
は
二
十
分
足
ら
ず
で

若
松
と
喜
多
方
間
を
走
る

か
ら
、
景
色
が
飛
び
去
る

ス
ピ
ー
ド
は
増
し
て
は
い

て
も
、
土
蔵
や
柳
の
周
囲

の
時
間
は
相
変
わ
ら
す

ゆ
っ
た
り
と
流
れ
て
い
る

よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
。

　
確
か
に
、
あ
の
急
な

カ
ー
ブ
は
、
別
の
世
界
へ

の
入
り
口
だ
っ
た
。

●
デ
ジ
ャ
・
ヴ
ュ
な
街

Photo by  TAKASHI  GOTO

ば
ん
え
つ
に
し
せ
ん
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■
猫
魔
の
山
懐
、
日
橋
川
を
渡
る

　
地
元
の
郷
土
史
研
究
家
に
よ
る
と
、

現
在
の
喜
多
方
市
を
中
心
と
し
た
会
津

盆
地
の
北
部
は
、
江
戸
時
代
か
ら
会
津

（
若
松
）
と
の
位
置
関
係
を
表
す
「
北
方

（
き
た
か
た
）」
と
呼
ば
れ
て
き
た
。
こ

の
シ
ー
ン
に
登
場
す
る
日
橋
川
が
「
い

わ
ば
南
北
の
境
界
線
だ
っ
た
。
明
治
八

（
一
八
七
五
）
年
に
町
村
制
が
で
き
た

と
き
に
、『
喜
び
多
き
方
』

と
当
て
た
。
だ
か
ら
、『
北

方
』
が
こ
の
時
か
ら
『
喜

多
方
』
に
変
わ
っ
た
わ
け

で
は
な
く
、
日
橋
川
の
北

側
一
帯
は
や
は
り
『
北

方
』
と
総
称
さ
れ
て
き

た
」
と
い
う
。

　
残
念
な
が
ら
、
麒
六
が

心
を
惹
か
れ
た
柳
の
そ
ば

の
白
壁
土
蔵
は
、
つ
い
に

見
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な

か
っ
た
。
し
か
し
、
時
間

の
流
れ
が
止
ま
っ
て
い
る

か
と
錯
覚
す
る
よ
う
な
、

蔵
の
あ
る
風
景
が
、
日
橋

川
の
向
こ
う
に
い
く
つ
も

広
が
っ
て
い
た
。

　
喜
多
方
の
駅
に
降
り
立

つ
と
、
ツ
タ
に
覆
わ
れ
た

煉
瓦
蔵
が
待
っ
て
い
た
。

朝
日
を
浴
び
て
キ
ラ
キ
ラ
な
び
く
葉

が
、「
お
い
で
、
お
い
で
」
と
呼
び
掛
け

て
い
る
。
挽
き
た
て
の
ダ
ッ
チ
コ
ー

ヒ
ー
の
香
り
が
、
レ
ト
ロ
な
空
間
に
漂

い
、
一
瞬
、
デ
ジ
ャ
・
ヴ
ュ
に
捕
ら
わ

れ
た
の
は
、
岡
山
県
・
倉
敷
の
「
エ
ル
・

グ
レ
コ
」
を
連
想
し
た
か
ら
だ
ろ
う

か
。

　
こ
の
後
、
蔵
の
街
並
み
を
彷
徨
す
る

中
で
、
私
は
幾
度
と
な
く
同
じ
よ
う
な

既
視
感
を
体
験
す
る
こ
と
に
な
っ
た

…
。

庭
先
で
の
小
豆
の
選
別
、
収
穫
期
に
よ
く
見
か
け

る
農
家
の
風
景
（
杉
山
集
落
）

ね
こ
ま

に
っ
ぱ
し
が
わ
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呉
服
太
物
問
屋
と
し
て
大
店
を
張
っ

た
冠
木
家
は
、
蔵
の
街
の
メ
ー
ン
ス
ト

リ
ー
ト
・
中
央
通
り
が
緩
や
か
に
カ
ー

ブ
す
る
辺
り
に
静
か
な
た
た
ず
ま
い
を

見
せ
て
い
た
。

　
「
蔵
の
里
」
に
喜
多
方
市
が
復
元
保

存
し
た
店
蔵
の
豪
壮
さ
に
比
べ
る
と
、

し
っ
と
り
と
落
ち
着
い
た
雰
囲
気
に
包

ま
れ
て
い
る
。
通
り
に
面
し
た
間
口
は

そ
う
広
く
は
な
い
が
、
ツ
タ
に
覆
わ
れ

た
塀
が
小
路
に
沿
っ
て
延
々
と
続
く
。

　
狭
い
小
路
か
ら
塀
越
し
に
見
上
げ
る

と
、
青
空
を
背
に
、
柿
の
木
の
枝
葉
が

瓦
に
覆
い
か
ぶ
さ
り
、
色
付
き
始
め
た

実
が
白
壁
に
し
な
だ
れ
か
か
っ
て
い

る
。
会
津
名
産
の
「
身
不
知
柿
」
は
、
枝

が
折
れ
る
ば
か
り
に
た
く
さ
ん
の
実
を

付
け
る
か
ら
と
聞
い
た
が
、
実
際
に
目

に
し
た
の
は
初
め
て
だ
っ
た
。

　
■
旧
家
の
暮
ら
し
見
つ
め
百
五
十
年

　
冠
木
家
の
系
譜
は
、
戦
国
時
代
以
前

に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
。
黒
川
城
（
後
の

会
津
若
松
城
＝
鶴
ヶ
城
）
を
拠
点
に
会

津
を
支
配
し
た
蘆
名
氏
の
家
臣
で
あ
っ

た
。
摺
上
原
の
合
戦
で
、
蘆
名
氏
が
宿

敵
・
伊
達
氏
に
敗
れ
る
と
、
一
時
、
越

後
へ
と
逃
れ
た
。
し
か
し
、
豊
臣
秀
吉

の
命
で
伊
達
政
宗
に
代
わ
っ
て
会
津
を

治
め
た
蒲
生
氏
郷
か
ら
旧
功
を
認
め
ら

れ
、
代
々
こ
の
地
を
守
っ
て
き
た
。

　
現
在
の
当
主
・
啓
次
さ
ん
の
嫁
と
し

技
の
巧
み
と
機
能
美

細
部
に
神
が
宿
る
日
常
空
間

●
冠
木
家
蔵
座
敷
の
ヒ
ミ
ツ

黒漆喰がどっしりした印象を見せる踏み石・煙返し
扉は開かれた状態で内側には土戸、板戸・障子戸の
三重の引き戸がはめられている

座敷蔵へつながる庭の小道。両側に道具蔵、味噌蔵、
質蔵黒などが並ぶ。今は会津型の再現・活用に取り
組む「染色グループれんが」の工房などに利用

み
し
ら
ず
が
き

す
り
あ
げ
は
ら

あ
し
な
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て
冠
木
家
に
入
っ
た
昭
子
さ
ん
は
、

「
喜
多
方
に
冠
木
姓
は
多
い
の
で
す
が
、

な
ん
と
い
っ
て
も
こ
こ
が
一
番
。
正
統

冠
木
家
な
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
お
じ

い
ち
ゃ
ん
も
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
も
プ
ラ

イ
ド
が
高
く
、
何
よ
り
家
が
あ
っ
て
、

人
が
い
る
。
東
京
か
ら
こ
こ
に
来
て
、

ま
っ
た
く
別
の
世
界
の
よ
う
で
し
た
」

と
振
り
返
る
。

　
喜
永
七
（
一
八
五
四
）
年
に
建
築
さ

れ
た
蔵
座
敷
は
、
そ
ん
な
世
界
の
シ
ン

ボ
ル
だ
と
も
聞
か
さ
れ
、
恐
る
恐
る
足

を
踏
み
入
れ
た
。

　
蔵
を
居
住
空
間
と
し
て
利
用
す
る
蔵

座
敷
（
座
敷
蔵
）
は
、
喜
多
方
独
特
の

も
の
で
、
一
般
に
展
示
公
開
さ
れ
て
い

る
「
甲
斐
本
家
」
な
ど
は
、
贅
を
尽
く

し
た
迎
賓
館
の
よ
う
な
た
た
ず
ま
い
を

見
せ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
冠
木
家
の
蔵

座
敷
は
、
ご
く
日
常
的
な
生
活
空
間
と

し
て
使
わ
れ
て
き
た
と
い
う
。

　
■
幾
何
学
模
様
の
謎
解
き

　
蔵
座
敷
に
上
が
る
に
は
、
ま
ず
、
同

じ
屋
根
の
下
で
つ
な
が
る
木
造
の
母
屋

の
土
間
で
靴
を
脱
ぐ
。
上
が
り
框
に
腰

を
掛
け
る
と
、
か
か
と
が
土
間
に
届
か

な
い
ほ
ど
高
い
。
蔵
座
敷
西
側
の
出
入

り
口
は
、
さ
ら
に
二
段
高
く
な
っ
て
い

る
。「
踏
み
石
」
の
次
が
「
煙
返
し
」。
黒

漆
喰
が
、
磨
き
上
げ
ら
れ
た
御
影
石
の

よ
う
に
も
見
え
る
。

ビ
ュ
ッ
フ
ェ
の
絵
の
よ
う
に

身不知柿のオレンジ色の実と白漆喰がよく似合う

く
ら
ざ
し
き

か
い
　
ほ
ん
け

か
ま
ち

け
む
り
が
え
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　「
煙
返
し
」
は
名
前
の
通
り
、
観
音
開

き
の
扉
を
閉
め
た
と
き
、
小
さ
な
三
つ

の
段
差
で
扉
の
下
面
の
隙
間
を
遮
断
し

て
、
防
火
の
役
割
を
果
た
す
。

　
こ
の
説
明
を
聞
い
て
、
蔵
の
扉
・
窓

辺
の
美
し
さ
が
、
ど
こ
か
ら
き
て
い
る

の
か
分
か
っ
た
よ
う
な
気
が
し
た
。

　
煙
返
し
の
た
め
に
付
け
た
小
さ
な
段

の
数
に
合
わ
せ
て
、
外
か
ら
見
た
開
口

部
は
内
側
に
向
か
っ
て
複
数
の
四
角
形

が
遠
近
法
の
よ
う
に
重
な
っ
て
見
え

る
。
開
け
放
っ
た
扉
の
方
は
、
逆
遠
近

法
で
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
の
台
座
の
よ
う
に
な

る
。
そ
れ
自
体
が
美
し
い
幾
何
学
模
様

を
描
く
か
ら
、
棟
梁
や
左
官
が
「
ひ
だ

（
襞
）」
と
呼
ぶ
こ
の
個
所
に
と
り
わ
け

精
緻
な
技
巧
を
凝
ら
し
た
の
だ
ろ
う
。

「
ひ
だ
」
を
額
縁
に
見
立
て
れ
ば
、
扉
の

内
側
の
「
小
面
」
に
鶴
亀
や
花
な
ど
の

「
鏝
絵
」
を
描
き
た
く
な
る
職
人
の
気

持
ち
も
想
像
が
つ
く
。
実
際
、「
鏝
絵
」

は
施
主
の
依
頼
と
い
う
よ
り
は
、
職
人

の
「
乗
り
」
で
ア
ド
リ
ブ
的
に
描
か
れ

る
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
。

　
こ
の
蔵
座
敷
の
場
合
は
、
観
音
開
き

だ
か
ら
、
上
に
重
な
る
「
男
戸
」
と
下

に
な
る
「
女
戸
」
は
、
と
も
に
内
子
が

黒
漆
喰
で
塗
ら
れ
、
白
漆
喰
の
他
の
部

分
と
み
ご
と
な
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
見
せ

る
。
黒
と
白
の
漆
喰
を
使
っ
た
塗
り
分

け
は
、
喜
多
方
に
限
ら
ず
蔵
に
よ
く
見

か
け
る
意
匠
だ
が
、
歴
史
を
経
た
も
の

ほ
ど
重
厚
感
に
あ
ふ
れ
、
全
体
と
し
て

光
と
闇
を
支
配
し
、
要
塞
が

家
族
を
守
る

額縁のように見える「ひだ（襞）」、蔵の窓は一幅の絵画を連想させる

こ
づ
ら

こ
て
え
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ベ
ル
ナ
ー
ル
・
ビ
ュ
ッ
フ
ェ
の
大
作
の

よ
う
な
印
象
を
抱
か
せ
る
蔵
に
出
会
う

こ
と
も
あ
る
。

　
■
漆
の
魔
力
と
「
光
の
間
」

　
座
敷
は
、
東
西
各
八
畳
の
二
間
。
杉

板
張
り
の
天
井
は
鈍
く
黒
く
輝
き
、
琥

珀
色
の
幅
広
な
長
押
と
の
色
バ
ラ
ン
ス

が
落
ち
着
い
た
感
じ
を
醸
し
出
し
て
い

る
。
木
目
が
透
け
て
見
え
る
素
材
が
、

か
す
か
に
息
づ
い
て
い
る
か
の
よ
う
に

感
じ
ら
れ
る
の
は
、
幾
重
に
も
塗
ら
れ

た
漆
の
魔
力
に
よ
る
も
の
だ
ろ
う
か
。

　
漆
は
木
の
肌
合
い
を
引
き
立
た
せ
る

だ
け
で
な
く
、
虫
食
い
を
防
ぎ
、
耐
久

性
を
高
め
る
効
果
を
持
つ
と
い
う
。
蔵

は
、
知
恵
と
技
巧
の
総
合
芸
術
と
も
い

え
る
か
も
知
れ
な
い
。

　
手
前
の
間
は
、
左
に
神
棚
、
仏
壇
が

並
び
、
五
段
の
箱
階
段
を
使
っ
て
二
階

に
上
る
構
造
に
な
っ
て
い
る
。
右
手

は
、
外
に
回
る
と
片
開
き
の
小
さ
な
窓

が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
が
、
家
具
も

1914（大正3）年ごろの冠木呉服店（冠木家提供）。
店主を中心にした記念写真らしく、三輪車にまた
がった子供の姿も。現在は「蔵の里」に復元保存さ
れている

●みる　一般に公開されている座敷蔵としては「甲
斐本家蔵座敷」がある。併設の蔵展示館には美術工
芸品が多数展示されている（☎ 0241-22-0001)

西
の
間
か
ら
見
た
奥
の
座
敷
。
漆
が
塗
ら
れ
た
杉
板
張
り
の
天
井
、
長
押
は

滑
ら
か
な
光
を
放
っ
て
美
し
い

観音開きの扉と板戸

は
く

な
げ
し

こ
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あ
っ
て
襖
を
閉

じ
る
と
ほ
と
ん

ど
日
が
入
ら
な

い
。

　
こ
れ
に
対
し

て
、
南
面
に
一

間
幅
の
出
入
り

口
を
持
つ
奥
の

座
敷
は
、
外
か

ら
の
明
る
い
日

差
し
に
あ
ふ
れ

て
い
る
。
「
光

の
間
」
か
ら

は
、
緑
い
っ
ぱ

い
の
庭
を
望
む

こ
と
が
で
き
、

蔵
の
中
に
い
る

こ
と
を
つ
い
忘

れ
さ
せ
ら
れ

る
。

　
■
蔵
は
生
き

て
い
る

ず
ら
少
年
の
よ
う
な
表
情
を
の
ぞ
か
せ

た
。

　
先
代
の
お
父
様
は
、
七
十
歳
を
過
ぎ

て
か
ら
ヒ
マ
ラ
ヤ
に
も
登
っ
た
趣
味
人

と
昭
子
さ
ん
か
ら
聞
い
て
い
た
の
で
、

ど
う
や
ら
、
凡
人
に
は
想
像
が
及
ば
な

い
趣
味
を
お
持
ち
と
勝
手
に
推
察
し

た
。
そ
れ
に
し
て
も
、
紙
飛
行
機
と
蔵

座
敷
の
間
に
な
ん
の
違
和
感
も
な
い
の

は
、
築
後
百
五
十
年
経
っ
て
も
な
お
生

活
空
間
と
し
て
こ
の
蔵
が
息
を
し
て
い

る
た
め
だ
ろ
う
か
。

　
庭
を
見
や
り
な
が
ら
、
ぼ
ん
や
り
そ

ん
な
こ
と
を
考
え
て
い
る
と
、
ご
主
人

が
、「
こ
こ
を
閉
め
て
み
ま
し
ょ
う
か
」

と
い
う
。

　
「
煙
返
し
」
の
外
側
は
障
子
戸
、
板

戸
、
土
戸
の
三
重
構
造
で
、
分
厚
い
板

戸
を
二
人
が
か
り
で
左
右
か
ら
引
き
合

わ
せ
る
と
、「
光
の
間
」
は
完
全
な
闇
の

世
界
に
。
一
針
の
光
さ
え
漏
れ
な
い
精

緻
な
構
造
に
、
驚
く
と
と
も
に
、
家
と

人
と
財
産
を
守
る
要
塞
と
し
て
の
蔵
の

本
質
を
垣
間
見
た
。

　
ど
こ
か
懐
か
し
く
、
温
も
り
の
あ
る

空
間
に
浸
る
う
ち
、
床
の
間
や
座
卓
の

上
に
放
り
出
さ
れ
た
紙
飛
行
機
を
発
見

し
た
。
よ
く
見
る
と
、
見
慣
れ
な
い
形

の
も
の
も
交
え
て
い
く
つ
も
あ
る
。
中

に
は
、
折
り
目
に
定
規
を
当
て
た
よ
う

な
も
の
も
。

　「
あ
り
ゃ
、
見
ら
れ
て
し
ま
っ
た
か
」

　
蔵
座
敷
の
主
、
啓
次
さ
ん
は
、
い
た

中通りに沿って蔵並みが続く

西の間の箱階段と仏壇

【喜多方の蔵の里】喜多
方市字押切2丁目109　
蔵を中心に喜多方の歴
史的建造物を復元、公
開している。年末年始
休館、入場料必要。
☎ 0241-22-6592


