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【
日
野
・
書
記
・
三
角
幸
太
郎

通
信
員
】
前
回
は
甲
州
街
道
の
要

所「
日
野
宿
」を
紹
介
し
ま
し
た
。

今
回
は
国
宝
「
高
幡
不
動
尊
」
や

多
摩
動
物
公
園
の
門
前
に
立
つ

「
実
物
大
以
上
の
大
き
さ
の
象
の

像
」
な
ど
を
紹
介
し
よ
う
か
と
も

思
い
ま
し
た
が
、
有
名
な
の
で
ご

存
じ
の
方
も
多
い
だ
ろ
う
と
、
前

回
紹
介
し
た
日
野
宿
に
か
ら
め

て
、ち
ょ
っ
と
マ
ニ
ア
ッ
ク
な「
日

野
の
渡
し
跡
」
を
紹
介
し
た
い
と

思
い
ま
す
。

日
野
の
渡
し
は
、
柴
崎
村
（
現

立
川
市
）
と
の
間
で
農
耕
な
ど
の

た
め
に
使
わ
れ
て
い
た
日
野
の
渡

し
を
、
多
摩
川
の
氾
濫
に
よ
り
甲

州
街
道
が
分

断
さ
れ
て
し

ま
っ
た
こ
と

に
よ
り
、
幕

府
が
甲
州
街

道
の
正
式
な

渡
し
と
し
て

決
定
し
、
以

後
、
大
正
15

年
（
1
9
2

6
年
）
ま
で

2
4
0
年
余

り
使
わ
れ
続

け
ら
れ
ま
し

た
。
渡
し
は

有
料
で
人
や
馬
な
ど
を
運
ん
で
い

ま
し
た
が
、
そ
の
経
営
と
管
理
は

日
野
宿
が
行
な
い
、
宿
場
経
営
の

重
要
な
収
入
源
と
な
り
、
そ
う
し

て
日
野
宿
も
発
展
し
て
に
ぎ
や
か

に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
日
野
宿

を
利
用
す
る
人
は
無
料
で
渡
し
を

利
用
で
き
た
そ
う
で
す
。

江
戸
時
代
が
終
わ
る
と
そ
の
管

理
は
宿
場
か
ら
町
に
移
さ
れ
ま
し

た
が
、
明
治
中
期
に
現
在
の
中
央

線
が
開
通
す
る
と
渡
し
の
通
行
量

が
激
減
し
始
め
ま
し
た
。そ
し
て
、

日
野
橋
が
大
正
15
年
に
開
通
し
た

こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
「
日
野
の

渡
し
」
の
幕
は
閉
じ
ま
し
た
。

小
さ
い
声
で
言
い
ま
す
が
、「
日

野
の
渡
し
の
記
念
碑
」
は
多
摩
川

の
立
川
側
に
あ
り
ま
す
。
日
野
市

側
に
は
看
板
が
あ
る
だ
け
で
す
。

「
そ
れ
じ
ゃ
、
日
野
市
の
紹
介
で

は
な
い
じ
ゃ
な
い
か
！
」
と
い
う

お
叱
り
は
ご
勘
弁
く
だ
さ
い

（
汗
）
。

さ
て
皆
さ
ん
、
日
野
橋
や
立
日

橋
を
通
過
す
る
際
は
、
多
摩
川
を

眺
め
な
が
ら
江
戸
時
代
の
人
の
往

来
を
感
じ
て
み
て
く
だ
さ
い
。
ど

こ
か
懐
か
し
い
気
持
ち
に
な
る
と

思
い
ま
す
。

旧甲州街道の多摩川渡河地点にある
日野の渡し碑

石
工

磯
貝
正
昭

桜
の
季
節
に
な
る
と
思
い
出
す

の
は
、
45
年
前
、
父
が
日
光
鬼
怒

川
の
労
災
病
院
で
亡
く
な
っ
た
時

の
病
室
か
ら
見
た
、
散
り
行
く
桜

で
す
。
父
が
発
病
し
た
の
は
、
大

阪
万
博
を
仲
間
と
観
に
行
っ
た
、

そ
の
年
の
夏
。
不
治
の
病
と
言
わ

れ
た
珪
肺
と
診
断
さ
れ
、
亡
く
な

る
ま
で
入
退
院
を
繰
り
返
す
6
年

間
で
し
た
。

父
は
十
代
か
ら
石
工
と
し
て
働

き
、
結
婚
後
す
ぐ
に
太
平
洋
戦
争

に
出
征
、
北
京
・
イ
ン
ド
ネ
シ
ア

・
ビ
ル
マ
な
ど
転
戦
し
、
よ
く
無

事
に
帰
れ
た
と
思
う
よ
う
な
過
酷

な
経
験
を
し
ま
し
た
。
戦
争
に
つ

い
て
あ
ま
り
語
ら
な
か
っ
た
父
で

す
が
、
片
足
を
失
っ
た
か
も
知
れ

な
い
銃
弾
の
跡
が
あ
り
ま
し
た
。

戦
後
、
立
川
市
に
住
ん
で
い
ま

し
た
が
、
縁
あ
っ
て
文
京
区
で
仕

事
を
す
る
こ
と
に
。
力
仕
事
を
し

な
が
ら
の
通
勤
は
大
変
だ
っ
た
と

思
い
ま
す
が
、
た
ま
に
は
新
宿
で

降
り
て
遊
ん
だ
よ
う
で
し
た
。

文
京
区
に
店
を
構
え
た
の
は
、

昭
和
29
年
。
こ
の
頃
、
東
京
土
建

に
加
入
し
ま
し
た
。
昭
和
33
年
の

台
東
支
部
結
成
記
念
の
集
合
写
真

に
台
東
支
部
の
遠
藤
委
員
長
の
父

上
と
共
に
写
っ
て
い
ま
す
。
親
子

2
代
に
渡
り
組
合
と
係
り
を
持

ち
、
強
い
繋
が
り
を
感
じ
ま
す
。

私
が
仕
事
を
継
ぐ
の
を
迷
っ
て

い
た
時
、「
迷
っ
て
い
る
な
ら
や
ら

な
い
。
仕
事
は
そ
ん
な
に
甘
く
な

い
ぞ
」と
言
わ
れ
た
事
、「
道
具
は

自
分
の
手
に
な
る
よ
う
に
、
自
分

で
作
ら
な
け
れ
ば
だ
め
な
ん
だ
」

と
嬉
し
そ
う
に
私
の
道
具
を
揃
え

て
い
た
姿
な
ど
思
い
出
し
ま
す
。

父
の
歩
い
た
道
は
大
変
な
人
生

で
し
た
が
、
組
合
の
仲
間
と
共
に

行
動
し
て
き
た
事
は
、
大
き
な
希

望
と
喜
び
だ
っ
た
で
し
ょ
う
。

コ
ロ
ナ
禍
の
今
、
我
々
も
一
層

強
い
繋
が
り
を
持
ち
た
い
と
思
い

ま
す
。

（
文
京
）

森
オ
リ
・
パ
ラ
大
会
組
織
委
員

会
会
長
の
「
女
性
が
た
く
さ
ん
入

っ
て
い
る
理
事
会
の
会
議
は
時
間

が
か
か
る
」
発
言
が
、
女
性
蔑
視

だ
と
す
る
批
判
が
広
が
っ
た
。
こ

ん
な
会
長
の
も
と
で
の
オ
リ
・
パ

ラ
開
催
は
と
ん
で
も
な
い
と
い
う

意
見
ま
で
出
て
い
る
よ
う
だ
。

森
会
長
の
辞
任
要
求
が
国
会
で

も
出
た
が
、
大
会
組
織
委
員
会
の

反
応
は
鈍
か
っ
た
。
速
や
か
に
辞

任
を
決
め
れ
ば
、
大
会
中
止
ま
で

求
め
る
批
判
は
か
わ
せ
た
の
か
も

し
れ
な
い
。
し
か
し
自
民
党
の
二

階
幹
事
長
の
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
辞

退
は
「
瞬
間
的
に
言
っ
て
い
る
」

発
言
で
、
ま
た
批
判
に
火
を
つ
け

た
。
守
る
べ
き
も
の
を
見
間
違
え

て
、
オ
リ
・
パ
ラ
開
催
の
足
を
引

っ
張
っ
て
い
る
始
末
だ
。

主
食
は
酒

日
本
画
の
大
家
と
し
て
知
ら

れ
る
横
山
大
観
は
、
若
い
頃
は

お
猪
口
2
〜
3
杯
で
真
っ
赤
に

な
っ
て
し
ま
う
下
戸
だ
っ
た
。

し
か
し
師
と
仰
ぐ
岡
倉
天
心

に
、
「
酒
の
一
升
く
ら
い
飲
め

ず
に
ど
う
す
る
」と
叱
咤
さ
れ
、

飲
ん
で
は
吐
き
な
が
ら
訓
練
し

た
結
果
、
人
生
後
半
の
50
年
は

飯
を
ほ
と
ん
ど
口
に
せ
ず
酒
と

少
量
の
野
菜
だ
け
で
済
ま
せ
て

い
た
と
い
う
。
毎
日
約
1
升
も

の
酒
を
飲
ん
で
い
た
に
も
関
わ

ら
ず
、
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
は
お

ろ
か
、
大
病
も
せ
ず
に
90
年
近

い
寿
命
を
ま
っ
と
う
し
た
。

カ
ナ
ダ
東
部
の
小
さ
な
港
町

で
叔
母
と
暮
ら
す
モ
ー
ド
は
、

子
ど
も
の
頃
か
ら
重
い
リ
ウ
マ

チ
を
患
い
、
一
族
か
ら
厄
介
者

扱
い
を
受
け
て
い
た
。

あ
る
日
、
買
い
物
中
の
雑
貨

店
で
家
政
婦
募
集
の
貼
り
紙
を

依
頼
す
る
エ
ベ
レ
ッ
ト
に
遭
遇

し
た
彼
女
は
、
叔
母
の
激
し
い

束
縛
か
ら
逃
れ
よ
う

と
、
彼
が
漁
師
と
し

て
暮
ら
す
町
外
れ
の

小
屋
に
自
分
を
雇
っ

て
く
れ
と
押
し
か
け

る
。「歩

き
方
が
変
だ
。

障
害
で
も
？
」
。
モ

ー
ド
を
見
る
な
り
不

躾
な
問
い
を
投
げ
か

け
る
エ
ベ
レ
ッ
ト
。

「
歩
き
方
が
変
な
だ

け
」
。
小
屋
に
来
る

途
中
で
も
子
ど
も
た

ち
に
石
を
投
げ
ら
れ

た
と
い
う
モ
ー
ド

は
、
「
人
っ
て
自
分

と
違
う
人
間
を
嫌
う
の
」
と
笑

っ
て
答
え
る
。

結
局
、
エ
ベ
レ
ッ
ト
の
小
屋

で
住
み
込
み
家
政
婦
と
し
て
働

く
こ
と
に
な
っ
た
モ
ー
ド
だ

が
、
そ
ん
な
二
人
の
同
居
生
活

は
ト
ラ
ブ
ル
続
き
。
そ
ん
な
な

か
空
い
た
時
間
に
昔
か
ら
好
き

だ
っ
た
絵
を
、
家
具
や
壁
、
窓

と
家
中
を
キ
ャ
ン
バ
ス
に
代
え

て
描
き
始
め
る
。
そ
し
て
た
ま

た
ま
小
屋
を
訪
ね
て
き
た
サ
ン

ド
ラ
の
目
に
留
ま
り
、
彼
女
の

絵
は
評
判
に
な
っ
て

い
く
…
。

実
在
す
る
カ
ナ
ダ

の
女
性
画
家
モ
ー
ド

・
ル
イ
ス
と
彼
女
の

夫
の
半
生
を
描
い
た

本
作
は
、
ア
シ
ュ
リ

ン
グ
・
ウ
ォ
ル
シ
ュ

監
督
に
よ
る
カ
ナ
ダ

・
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
合

作
映
画
。
モ
ー
ド
に

な
り
き
っ
た
サ
リ
ー

・
ホ
ー
キ
ン
ス
の
演

技
力
に
は
圧
倒
さ
れ

る
。
エ
ベ
レ
ッ
ト
役

の
イ
ー
サ
ン
・
ホ
ー

ク
も
、
不
器
用
だ
が

実
は
優
し
さ
を
秘
め
た
漁
師
役

を
熱
演
し
て
い
る
。

森
、
雪
、
海
と
い
っ
た
厳
し

く
も
美
し
い
映
像
で
淡
々
と
進

ん
で
い
く
物
語
。
モ
ー
ド
が
描

き
出
す
命
の
輝
き
に
包
ま
れ
て

い
く
う
ち
に
、
無
く
し
か
け
て

い
た
優
し
い
気
持
ち
を
取
り
戻

し
つ
つ
あ
る
こ
と
に
、
気
づ
か

さ
れ
る
に
違
い
な
い
。

37
多摩モノレール
柴崎体育館駅
徒歩６分

日
野
の
渡
し
跡

日
野
の
渡
し
跡

桜
を
見
る
と
思
い
出
す

２４０年使われ続けた
江戸時代の往来を感じる地

父
の
歩
ん
だ
激
動
の
昭
和

アシュリング
・ウォルシュ

実在するカナダの女性画家の半生

監
督愛を描く人 モード・ルイス愛を描く人 モード・ルイス

しあわせの絵の具しあわせの絵の具

チ
ョ
ッ
ト
一
服（
１０３０
）


