
銀座通りの七夕。空襲の記憶を癒す、商店街を彩る七夕の
飾り。夜には広場で盆踊り大会も開かれた

昭和 33（1958）年頃

吾妻町通り。鈴木写真館と千葉貯蓄銀行付近。露店が軒を
連ねていた　　　　　　　　　　　   昭和 5（1930）年頃

『千葉写真大観』

昭和 35（1960）年の妙見大祭。その太鼓の音から別名「だ
らだら祭り」として知られる

戦災より復興した商店街。奈良屋千葉店の屋上から南東方面を望む。建物が密集し、道路沿いに露店が並んでいる
峰庫治『観光千葉』

昭和 31（1956）年の七五三（撮影／植草一男氏）

昭和 34（1959）年の千葉不動尊御本尊開眼式
における稚児行列（撮影／植草一男氏）

記憶で紡ぐ千葉市の歴史

千葉市オーラルヒストリー
千葉銀座通り 編
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―
植
草
さ
ん
の
自
己
紹
介
を
お
願
い
し
ま
す
。

大
正
13
年
（
１
９
２
４
）
年
１
月
３
日
に
、
千
葉
神
社
の
近
く
に
あ
っ
た

植
草
洋
品
店
の
長
男
と
し
て
院
内
町
で
生
ま
れ
ま
し
た
。
今
年
（
令
和
３
年

１
月
３
日
）
で
満
97
歳
に
な
り
ま
し
た
。
太
平
洋
戦
争
で
は
軍
隊
に
行
き
、

自
宅
は
空
襲
で
焼
け
ま
し
た
。
焼
野
原
の
中
で
吾
妻
町
二
丁
目
（
現
・
中
央

区
中
央
三
丁
目
）に
植
草
洋
品
店
を
開
業
し
、今
は
千
葉
み
な
と
の
老
人
ホ
ー

ム
で
生
活
し
て
い
ま
す
。
大
正
の
時
代
に
千
葉
に
生
ま
れ
、
百
歳
近
く
ま
で

千
葉
の
中
心
地
で
生
活
し
て
い
る
人
は
ご
く
少
な
く
な
っ
た
と
思
い
ま
す
。

―
小
さ
い
こ
ろ
、
町
の
雰
囲
気
は
ど
の
よ
う
な
感
じ
で
し
た
か
。

昔
の
院
内
の
店
の
前
に
陸
軍
の
憲
兵
隊
が
あ
っ
て
、
馬
に
乗
っ
て
い
る
憲

兵
を
毎
日
見
て
い
ま
し
た
。
憲
兵
と
は
軍
隊
の
警
察
の
よ
う
な
も
の
で
す
。

そ
う
か
と
い
っ
て
、
物
々
し
い
雰
囲
気
で
は
な
か
っ
た
ね
。

千
葉
劇
場
と
勉
強
堂
が
あ
る
辺
り
を
「
蓮
池
」
と
言
っ
て
い
ま
し
た
。
蓮

池
と
い
う
の
は
町
名
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
俗
に
あ
の
辺
一
帯
を
蓮
池
と
言
っ

て
い
る
だ
け
で
、
中
央
区
蓮
池
と
い
う
法
的
な
地
名
は
な
い
ん
で
す
。
私
の

母
が
言
っ
て
い
た
ん
だ
け
ど
、
明
治
40
年
、
つ
ま
り
明
治
の
終
わ
り
く
ら
い

に
は
、
勉
強
堂
が
あ
る
辺
り
に
小
さ
い
け
ど
蓮
の
池
が
残
っ
て
い
た
そ
う
で

す
。
そ
れ
で
、「
今
日
は
蓮
池
で
遊
ん
で
い
た
よ
」と
言
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、

蓮
池
と
い
う
呼
び
名
が
つ
い
た
と
い
う
の
か
な
。
江
戸
の
終
わ
り
か
ら
明
治

に
か
け
て
は
、あ
の
辺
り
に
は
人
が
あ
ま
り
住
ん
で
い
な
か
っ
た
ん
だ
よ
ね
。

人
が
多
く
住
む
よ
う
に
な
っ
た
の
は
明
治
の
終
わ
り
で
、大
正
時
代
に
商
店
、

飲
食
店
が
急
増
し
て
、
千
葉
の
中
心
繁
華
街
に
な
っ
た
ん
で
す
ね
。

―
蓮
池
は
花
街
だ
っ
た
と
伺
っ
て
い
ま
す
。

吾
妻
町
（
現
・
中
央
区
中
央
二
、三
丁
目
）
に
は
料
理
屋
が
多
か
っ
た
の
で
、

芸
者
が
い
て
、
置
屋
が
あ
り
ま
し
た
。
置
屋
は
芸
者
を
何
人
か
置
い
て
お
い

て
、料
理
屋
か
ら
芸
者
を
派
遣
し
て
く
だ
さ
い
と
言
わ
れ
る
と
、は
い
と
言
っ

て
送
り
出
す
。
ど
こ
で
も
少
な
け
れ
ば
１
人
、
多
く
て
３
、４
人
く
ら
い
の

芸
者
を
置
い
て
い
ま
し
た
ね
。

今
で
は
会
議
、
懇
親
会
な
ど
で
ホ
テ
ル
を
使
い
ま
す
が
、
昔
は
ホ
テ
ル
は

小
さ
く
て
宿
泊
が
中
心
で
し
た
。
大
勢
集
ま
る
の
は
大
座
敷
の
あ
る
料
理
屋

だ
っ
た
の
で
す
。
植
草
洋
品
店
は
見
番
（
芸
者
の
取
次
ぎ
、
稽
古
場
）
の
前

だ
っ
た
の
で
、
芸
者
の
白
足
袋
は
千
葉
で
一
番
売
れ
た
と
思
い
ま
す
。

―
子
ど
も
の
こ
ろ
は
ど
ん
な
風
に
遊
ん
で
い
ま
し
た
か
。

あ
ま
り
遊
ん
だ
覚
え
が
な
い
ね
。
働
い
た
覚
え
は
あ
る
ん
だ
け
ど
（
笑
）。

洋
品
店
の
長
男
だ
か
ら
、
小
学
一
年
生
の
と
き
か
ら
家
の
手
伝
い
を
や
ら
さ

活
気
に
満
ち
た
吾
妻
町
界
隈
の
思
い
出

植
草

一
男
氏

れ
て
い
ま
し
た
。
昔
は
鉄
の
お
釜
で
ご
飯
を
炊
い
て
い
ま
し
た
か
ら
ね
。
そ

う
す
る
と
燃
料
を
燃
や
す
で
し
ょ
。
私
の
家
は
洋
品
店
だ
か
ら
、
送
ら
れ
て

く
る
木
の
箱
や
ボ
ー
ル
箱
が
燃
料
な
ん
で
す
よ
。
そ
れ
で
、
お
釜
に
お
米
を

研
い
で
入
れ
て
、
火
を
つ
け
て
燃
や
し
て
、
ご
飯
が
で
き
る
と
プ
ー
っ
て
煙

が
出
て
き
て
、
こ
こ
ま
で
来
た
ら
火
を
止
め
る
ん
だ
よ
、
と
親
か
ら
教
わ
る
。

そ
れ
が
小
学
校
一
年
生
の
と
き
な
ん
で
す
。
だ
か
ら
、
何
を
し
て
遊
ん
だ
と

い
う
記
憶
が
な
い
の
ね
。
か
く
れ
ん
ぼ
、
田
ん
ぼ
の
魚
と
り
、
蝉
と
り
か
な
。

店
は
忙
し
か
っ
た
と
思
い
ま
す
よ
。
私
の
親
が
店
を
始
め
た
の
が
大
正
の

終
わ
り
ご
ろ
。
そ
の
こ
ろ
衣
料
品
を
売
る
洋
品
店
と
い
う
名
前
の
店
は
、
私

の
と
こ
ろ
の
ほ
か
に
千
葉
市
に
２
、３
軒
し
か
な
か
っ
た
ん
で
す
よ
。
伊
丸

屋
さ
ん
と
か
井
筒
屋
さ
ん
と
か
。

い
ま
の
千
葉
市
を
知
る
人
に
は
理
解
が
難
し
い
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、

大
正
時
代
は
本
町
通
り
と
葭
川
の
間
く
ら
い
し
か
町
が
な
か
っ
た
ん
で
す
。

本
町
小
学
校
か
ら
東
の
方
は
ず
っ
と
後
で
で
き
た
町
。
そ
れ
か
ら
現
在
の
千

葉
駅
の
辺
り
は
、私
が
千
葉
商
業
へ
通
う
頃
は
ま
だ
原
っ
ぱ
だ
っ
た
ん
で
す
。

千
葉
神
社
に
近
い
自
宅
か
ら
松
波
町
の
千
葉
商
業
に
歩
い
て
通
っ
た
ん
だ
け

ど
、
い
ま
の
千
葉
駅
の
辺
り
に
は
家
は
ポ
ツ
ン
ポ
ツ
ン
と
し
か
な
く
て
、
豚

小
屋
や
鶏
小
屋
、麦
畑
が
あ
っ
た
ん
で
す
。機
関
車
の
車
庫
を
機
関
庫
と
言
っ

て
、い
ま
の
千
葉
駅
が
あ
る
位
置
に
あ
り
ま
し
た
。そ
の
機
関
庫
の
脇
を
通
っ

て
千
葉
商
業
ま
で
通
っ
た
と
い
う
記
憶
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
辺
り
の
こ
と
を

知
っ
て
い
る
の
は
、
も
う
私
く
ら
い
し
か
い
な
い
で
す
ね
。

―
兵
隊
に
行
か
れ
る
ま
で
は
、
ど
の
よ
う
に
過
ご
さ
れ
て
い
ま
し
た
か
。

植草　一男氏

上
／
縦
の
通
り
は
現
在
の
き
ぼ
ー
る
通
り
。
中
央
横
の
通
り
は

吾
妻
町
通
り
。
左
側
の
大
き
な
建
物
は
割
烹
梅
松
館
（
大
正
〜

昭
和
の
頃
）

右
／
梅
松
横
丁
。
昔
の
梅
松
館
の
跡
地
（
現
・
き
ぼ
ー
る
駐
車

場
付
近
）
は
、バ
ー
や
飲
食
店
、カ
フ
ェ
ー
な
ど
で
賑
わ
っ
た
（
昭

和
10
年
代
）
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中
央
横
の
通
り
は

吾
妻
町
通
り
。
左
側
の
大
き
な
建
物
は
割
烹
梅
松
館
（
大
正
〜

昭
和
の
頃
）

右
／
梅
松
横
丁
。
昔
の
梅
松
館
の
跡
地
（
現
・
き
ぼ
ー
る
駐
車

場
付
近
）
は
、バ
ー
や
飲
食
店
、カ
フ
ェ
ー
な
ど
で
賑
わ
っ
た
（
昭

和
10
年
代
）
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私
は
絵
を
描
く
の
が
好
き
で
し
た
。
千
葉
商
業
に
通
っ
て
い
た
昭
和
15

（
１
９
４
０
）
年
当
時
、
全
国
商
業
美
術
展
と
い
う
展
覧
会
が
年
に
一
回
開

か
れ
て
い
ま
し
た
。
全
国
と
い
う
の
は
樺
太
、
千
島
列
島
、
朝
鮮
半
島
、
そ

れ
か
ら
台
湾
も
日
本
で
し
た
。
そ
の
展
覧
会
に
、「
八
紘
一
宇
」
と
い
う
題

で
ポ
ス
タ
ー
を
応
募
し
ま
し
た
。「
八
紘
一
宇
」
と
は
、
日
本
は
ア
ジ
ア
の

盟
主
で
あ
る
、
日
本
の
周
り
四
方
八
方
は
一
体
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
意

味
す
る
言
葉
で
す
。
そ
れ
で
、
私
の
作
品
が
一
位
に
な
り
ま
し
た
。
確
か
第

二
位
が
奉
天
商
業
だ
と
思
い
ま
す
。
奉
天
と
い
う
の
は
朝
鮮
半
島
の
奥
の
、

昔
満
州
と
言
っ
て
い
た
場
所
で
、
い
ま
は
中
国
な
ん
で
す
よ
。
ま
だ
そ
こ
も

日
本
の
支
配
だ
っ
た
。
そ
の
当
時
は
、
日
本
と
い
え
ば
極
東
ア
ジ
ア
と
言
っ

て
も
い
い
く
ら
い
広
か
っ
た
ん
で
す
よ
。

そ
う
い
う
こ
と
で
、
周
り
か
ら
、
上
野
の
東
京
美
術
学
校
、
い
ま
の
東
京

藝
術
大
学
に
行
き
な
さ
い
よ
、
と
言
わ
れ
た
こ
と
は
あ
り
ま
す
。
三
越
と
並

ぶ
日
本
で
も
超
一
流
の
高
級
百
貨
店
で
あ
る
日
本
橋
高
島
屋
か
ら
声
が
か

か
っ
て
、
そ
こ
の
宣
伝
部
に
採
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
だ
け
ど
、

千
葉
商
業
を
卒
業
す
る
こ
ろ
に
、
う
ち
の
支
店
を
任
さ
れ
て
い
た
お
じ
が
軍

隊
に
召
集
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
う
す
る
と
、店
を
や
る
人
が
い
な
い
か
ら
、

「
一
男
は
高
島
屋
さ
ん
に
勤
め
る
の
を
お
断
り
し
て
、
う
ち
の
店
を
や
れ
」

と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、
私
は
千
葉
商
業
を
卒
業
す
る
と
、
自
分
の
店
を
や

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
支
店
は
、
い
ま
き
ぼ
ー
る
が
あ
る
と
こ
ろ
の
勉
強

堂
の
向
か
い
側
で
、
店
長
を
や
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
は
千
葉
で
一
番
の
繁

華
街
で
し
た
。

―
太
平
洋
戦
争
で
は
徴
用
さ
れ
ま
し
た
ね
。

昭
和
16
（
１
９
４
１
）
年
12
月
８
日
、
ラ
ジ
オ
が
「
臨
時
ニ
ュ
ー
ス
を
申

し
上
げ
ま
す
」
と
言
っ
て
、
日
本
の
海
軍
が
ハ
ワ
イ
を
攻
撃
し
た
と
放
送
し

ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
第
二
次
世
界
大
戦
、
太
平
洋
戦
争
が
始
ま
っ
た
ん
で
す

ね
。
だ
か
ら
、
太
平
洋
戦
争
が
始
ま
っ
た
と
き
、
私
は
吾
妻
町
の
支
店
に
い

た
ん
だ
け
れ
ど
、
そ
の
ほ
ん
の
数
カ
月
後
に
は
徴
用
で
船
橋
の
工
場
へ
行
く

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
い
ま
で
も
あ
り
ま
す
が
、
日
本
建
鉄
と
い
う
会
社
に

入
っ
て
、
ゼ
ロ
戦
と
呼
ば
れ
る
海
軍
の
戦
闘
機
を
作
っ
て
い
た
ん
で
す
。

日
本
建
鉄
で
は
３
年
く
ら
い
工
場
勤
め
を
や
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
間
に

20
歳
に
な
り
ま
し
た
。日
本
の
男
子
は
20
歳
に
な
る
と
徴
兵
検
査
を
受
け
て
、

特
に
異
常
が
な
け
れ
ば
み
ん
な
兵
隊
に
行
く
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
と

に
か
く
20
歳
に
な
っ
た
ら
徴
兵
検
査
。
検
査
で
体
が
悪
く
な
け
れ
ば
兵
隊
と

決
ま
っ
て
い
た
ん
だ
よ
。

２
年
間
現
役
の
兵
隊
勤
め
を
終
え
る
と
22
歳
か
な
。「
じ
ゃ
あ
そ
ろ
そ
ろ

嫁
さ
ん
を
見
つ
け
な
き
ゃ
ね
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
日
本
人
の
男
は
22
歳
く

ら
い
を
過
ぎ
る
と
嫁
さ
ん
だ
よ
、
女
の
子
も
20
歳
を
過
ぎ
れ
ば
嫁
さ
ん
だ
よ

と
い
う
の
が
世
間
一
般
の
習
慣
だ
っ
た
ん
で
す
。

―
戦
後
千
葉
市
に
戻
ら
れ
る
と
、ま
ち
は
焼
野
原
だ
っ
た
と
伺
い
ま
し
た
。

私
が
兵
隊
に
行
っ
て
い
る
間
に
千
葉
市
は
確
か
３
回
く
ら
い
空
襲
を
受
け

た
ん
だ
よ
ね
。
３
回
目
の
７
月
７
日
、
俗
に
七
夕
空
襲
と
い
わ
れ
て
い
る
空

襲
で
、
千
葉
市
は
完
全
に
丸
焼
け
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
と
き
、
私
は
三
重

県
松
坂
市
の
軍
隊
に
い
ま
し
た
か
ら
、
新
聞
で
千
葉
が
空
襲
で
焼
け
た
と
い

う
こ
と
は
知
っ
て
い
ま
し
た
。
８
月
15
日
に
終
戦
に
な
り
軍
隊
が
な
く
な
っ

て
、
米
一
升
を
も
ら
っ
て
軍
服
の
ま
ま
部
隊
を
出
ま
し
た
が
、
鉄
道
が
不

通
。
米
一
升
で
民
家
に
泊
め
て
も
ら
い
、
三
日
く
ら
い
か
か
っ
て
８
月
22
日

に
千
葉
へ
帰
っ
て
き
ま
し
た
。
す
る
と
、
千
葉
駅
は
燃
え
な
い
で
残
っ
て
い

た
ん
で
す
。
と
い
う
の
は
、
駅
は
周
り
に
燃
え
る
も
の
が
な
い
の
ね
。
駅
前

広
場
っ
て
い
う
の
は
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
が
三
つ
四
つ
入
る
く
ら
い
の
広
場
が
あ

る
で
し
ょ
。
後
ろ
も
線
路
が
走
っ
た
り
し
て
い
る
か
ら
、
駅
の
周
り
は
あ
ま

り
燃
え
る
も
の
が
な
い
。
周
り
は
全
部
燃
え
ち
ゃ
っ
た
け
ど
、
千
葉
駅
は
燃

え
な
か
っ
た
ん
で
す
ね
。
珍
し
い
な
と
思
い
ま
す
け
ど
ね
。

昔
の
千
葉
駅
は
い
ま
の
市
民
会
館
の
辺
り
に
あ
っ
た
ん
で
す
よ
。
そ
こ
か

ら
見
る
と
、
亥
鼻
山
ま
で
何
に
も

な
か
っ
た
。
あ
っ
た
の
は
石
の
鳥

居
と
石
の
灯
籠
と
か
墓
石
。
石
は

燃
え
な
い
で
し
ょ
。
あ
と
は
、
直

径
50
セ
ン
チ
と
か
１
ｍ
く
ら
い
あ

る
抱
え
込
む
よ
う
な
大
き
い
木

が
、
全
部
焼
け
て
真
っ
黒
こ
げ

に
な
っ
て
ポ
ン
ポ
ン
と
残
っ
て
い

た
く
ら
い
。
石
と
土
蔵
く
ら
い
は

残
っ
て
い
た
け
ど
、
燃
え
る
も
の

は
み
ん
な
燃
え
ち
ゃ
っ
た
。
繰
り

返
す
け
ど
、
千
葉
駅
か
ら
眺
め
る
と
亥
鼻
山
ま
で
は
ス
ポ
ー
ン
と
何
も
な
く

て
見
え
た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
後
で
気
が
付
く
と
ね
、
昔
三
菱
銀
行
だ
っ

た
千
葉
市
美
術
館
は
石
の
建
物
だ
か
ら
、
あ
れ
は
燃
え
な
か
っ
た
ん
だ
ね
。

そ
れ
ぐ
ら
い
し
か
残
っ
て
い
る
も
の
は
な
い
の
。
空
襲
で
千
葉
市
は
全
焼
し

た
ん
で
す
。

兵
隊
か
ら
帰
っ
て
き
た
け
ど
、
米
も
食
う
も
の
も
何
も
な
い
。
当
時
は
配

給
と
い
う
の
が
あ
っ
て
、
米
と
か
サ
ツ
マ
イ
モ
も
配
給
で
し
た
。
一
人
何
キ

ロ
っ
て
い
っ
た
か
な
。
だ
け
ど
そ
れ
だ
け
じ
ゃ
足
ら
な
い
わ
け
。
だ
か
ら
今

度
は
ど
こ
か
へ
探
し
に
行
く
ん
で
す
。
加
曽
利
貝
塚
か
ら
先
は
、
ま
だ
農
村

地
帯
だ
か
ら
焼
け
な
か
っ
た
ん
で
す
よ
。
千
葉
刑
務
所
か
ら
四
街
道
方
面
に

向
い
た
東
の
方
は
焼
け
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
刑
務
所
の
先
の
方
ま
で
リ
ュ
ッ

ク
サ
ッ
ク
を
背
負
っ
て
、
買
い
出
し
に
行
き
ま
し
た
。
自
分
が
食
う
米
と
か

芋
と
か
、
腹
に
入
る
も
の
な
ら
な
ん
で
も
い
い
。
い
ま
の
人
に
は
想
像
が
つ

か
な
い
と
思
う
ね
。

―
物
が
全
然
な
い
中
で
、
お
店
を
再
開
さ
れ
た
の
で
す
ね
。

昭
和
21
（
１
９
４
５
）
年
の
７
月
に
、
親
の
援
助
を
受
け
て
吾
妻
町
二
丁

目
に
店
を
開
業
し
ま
し
た
。
私
の
店
は
洋
品
店
だ
っ
た
ん
だ
け
ど
、
店
の
商

品
は
米
や
芋
、野
菜
、魚
、も
う
何
で
も
売
り
ま
し
た
よ
。
生
活
の
糧
と
し
て
、

洋
品
店
だ
か
ら
衣
料
品
じ
ゃ
な
き
ゃ
な
ん
て
い
う
こ
と
は
全
然
な
い
。
そ
う

い
っ
た
中
で
、
埼
玉
ま
で
行
っ
て
米
を
買
っ
た
ん
で
す
。
米
を
買
う
の
に
埼

玉
ま
で
行
く
ん
で
す
よ
。
そ
う
し
な
い
と
腹
に
米
が
は
い
ら
な
い
。
埼
玉
ま

旧千葉銀行本店（現・千葉中央ツインビル 1 号館）屋上から。
通りの正面は旧国鉄千葉駅（現市民会館）

昭和 21（1946）年
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私
は
絵
を
描
く
の
が
好
き
で
し
た
。
千
葉
商
業
に
通
っ
て
い
た
昭
和
15

（
１
９
４
０
）
年
当
時
、
全
国
商
業
美
術
展
と
い
う
展
覧
会
が
年
に
一
回
開

か
れ
て
い
ま
し
た
。
全
国
と
い
う
の
は
樺
太
、
千
島
列
島
、
朝
鮮
半
島
、
そ

れ
か
ら
台
湾
も
日
本
で
し
た
。
そ
の
展
覧
会
に
、「
八
紘
一
宇
」
と
い
う
題

で
ポ
ス
タ
ー
を
応
募
し
ま
し
た
。「
八
紘
一
宇
」
と
は
、
日
本
は
ア
ジ
ア
の

盟
主
で
あ
る
、
日
本
の
周
り
四
方
八
方
は
一
体
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
意

味
す
る
言
葉
で
す
。
そ
れ
で
、
私
の
作
品
が
一
位
に
な
り
ま
し
た
。
確
か
第

二
位
が
奉
天
商
業
だ
と
思
い
ま
す
。
奉
天
と
い
う
の
は
朝
鮮
半
島
の
奥
の
、

昔
満
州
と
言
っ
て
い
た
場
所
で
、
い
ま
は
中
国
な
ん
で
す
よ
。
ま
だ
そ
こ
も

日
本
の
支
配
だ
っ
た
。
そ
の
当
時
は
、
日
本
と
い
え
ば
極
東
ア
ジ
ア
と
言
っ

て
も
い
い
く
ら
い
広
か
っ
た
ん
で
す
よ
。

そ
う
い
う
こ
と
で
、
周
り
か
ら
、
上
野
の
東
京
美
術
学
校
、
い
ま
の
東
京

藝
術
大
学
に
行
き
な
さ
い
よ
、
と
言
わ
れ
た
こ
と
は
あ
り
ま
す
。
三
越
と
並

ぶ
日
本
で
も
超
一
流
の
高
級
百
貨
店
で
あ
る
日
本
橋
高
島
屋
か
ら
声
が
か

か
っ
て
、
そ
こ
の
宣
伝
部
に
採
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
だ
け
ど
、

千
葉
商
業
を
卒
業
す
る
こ
ろ
に
、
う
ち
の
支
店
を
任
さ
れ
て
い
た
お
じ
が
軍

隊
に
召
集
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
う
す
る
と
、店
を
や
る
人
が
い
な
い
か
ら
、

「
一
男
は
高
島
屋
さ
ん
に
勤
め
る
の
を
お
断
り
し
て
、
う
ち
の
店
を
や
れ
」

と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、
私
は
千
葉
商
業
を
卒
業
す
る
と
、
自
分
の
店
を
や

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
支
店
は
、
い
ま
き
ぼ
ー
る
が
あ
る
と
こ
ろ
の
勉
強

堂
の
向
か
い
側
で
、
店
長
を
や
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
は
千
葉
で
一
番
の
繁

華
街
で
し
た
。

―
太
平
洋
戦
争
で
は
徴
用
さ
れ
ま
し
た
ね
。

昭
和
16
（
１
９
４
１
）
年
12
月
８
日
、
ラ
ジ
オ
が
「
臨
時
ニ
ュ
ー
ス
を
申

し
上
げ
ま
す
」
と
言
っ
て
、
日
本
の
海
軍
が
ハ
ワ
イ
を
攻
撃
し
た
と
放
送
し

ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
第
二
次
世
界
大
戦
、
太
平
洋
戦
争
が
始
ま
っ
た
ん
で
す

ね
。
だ
か
ら
、
太
平
洋
戦
争
が
始
ま
っ
た
と
き
、
私
は
吾
妻
町
の
支
店
に
い

た
ん
だ
け
れ
ど
、
そ
の
ほ
ん
の
数
カ
月
後
に
は
徴
用
で
船
橋
の
工
場
へ
行
く

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
い
ま
で
も
あ
り
ま
す
が
、
日
本
建
鉄
と
い
う
会
社
に

入
っ
て
、
ゼ
ロ
戦
と
呼
ば
れ
る
海
軍
の
戦
闘
機
を
作
っ
て
い
た
ん
で
す
。

日
本
建
鉄
で
は
３
年
く
ら
い
工
場
勤
め
を
や
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
間
に

20
歳
に
な
り
ま
し
た
。日
本
の
男
子
は
20
歳
に
な
る
と
徴
兵
検
査
を
受
け
て
、

特
に
異
常
が
な
け
れ
ば
み
ん
な
兵
隊
に
行
く
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
と

に
か
く
20
歳
に
な
っ
た
ら
徴
兵
検
査
。
検
査
で
体
が
悪
く
な
け
れ
ば
兵
隊
と

決
ま
っ
て
い
た
ん
だ
よ
。

２
年
間
現
役
の
兵
隊
勤
め
を
終
え
る
と
22
歳
か
な
。「
じ
ゃ
あ
そ
ろ
そ
ろ

嫁
さ
ん
を
見
つ
け
な
き
ゃ
ね
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
日
本
人
の
男
は
22
歳
く

ら
い
を
過
ぎ
る
と
嫁
さ
ん
だ
よ
、
女
の
子
も
20
歳
を
過
ぎ
れ
ば
嫁
さ
ん
だ
よ

と
い
う
の
が
世
間
一
般
の
習
慣
だ
っ
た
ん
で
す
。

―
戦
後
千
葉
市
に
戻
ら
れ
る
と
、ま
ち
は
焼
野
原
だ
っ
た
と
伺
い
ま
し
た
。

私
が
兵
隊
に
行
っ
て
い
る
間
に
千
葉
市
は
確
か
３
回
く
ら
い
空
襲
を
受
け

た
ん
だ
よ
ね
。
３
回
目
の
７
月
７
日
、
俗
に
七
夕
空
襲
と
い
わ
れ
て
い
る
空

襲
で
、
千
葉
市
は
完
全
に
丸
焼
け
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
と
き
、
私
は
三
重

県
松
坂
市
の
軍
隊
に
い
ま
し
た
か
ら
、
新
聞
で
千
葉
が
空
襲
で
焼
け
た
と
い

う
こ
と
は
知
っ
て
い
ま
し
た
。
８
月
15
日
に
終
戦
に
な
り
軍
隊
が
な
く
な
っ

て
、
米
一
升
を
も
ら
っ
て
軍
服
の
ま
ま
部
隊
を
出
ま
し
た
が
、
鉄
道
が
不

通
。
米
一
升
で
民
家
に
泊
め
て
も
ら
い
、
三
日
く
ら
い
か
か
っ
て
８
月
22
日

に
千
葉
へ
帰
っ
て
き
ま
し
た
。
す
る
と
、
千
葉
駅
は
燃
え
な
い
で
残
っ
て
い

た
ん
で
す
。
と
い
う
の
は
、
駅
は
周
り
に
燃
え
る
も
の
が
な
い
の
ね
。
駅
前

広
場
っ
て
い
う
の
は
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
が
三
つ
四
つ
入
る
く
ら
い
の
広
場
が
あ

る
で
し
ょ
。
後
ろ
も
線
路
が
走
っ
た
り
し
て
い
る
か
ら
、
駅
の
周
り
は
あ
ま

り
燃
え
る
も
の
が
な
い
。
周
り
は
全
部
燃
え
ち
ゃ
っ
た
け
ど
、
千
葉
駅
は
燃

え
な
か
っ
た
ん
で
す
ね
。
珍
し
い
な
と
思
い
ま
す
け
ど
ね
。

昔
の
千
葉
駅
は
い
ま
の
市
民
会
館
の
辺
り
に
あ
っ
た
ん
で
す
よ
。
そ
こ
か

ら
見
る
と
、
亥
鼻
山
ま
で
何
に
も

な
か
っ
た
。
あ
っ
た
の
は
石
の
鳥

居
と
石
の
灯
籠
と
か
墓
石
。
石
は

燃
え
な
い
で
し
ょ
。
あ
と
は
、
直

径
50
セ
ン
チ
と
か
１
ｍ
く
ら
い
あ

る
抱
え
込
む
よ
う
な
大
き
い
木

が
、
全
部
焼
け
て
真
っ
黒
こ
げ

に
な
っ
て
ポ
ン
ポ
ン
と
残
っ
て
い

た
く
ら
い
。
石
と
土
蔵
く
ら
い
は

残
っ
て
い
た
け
ど
、
燃
え
る
も
の

は
み
ん
な
燃
え
ち
ゃ
っ
た
。
繰
り

返
す
け
ど
、
千
葉
駅
か
ら
眺
め
る
と
亥
鼻
山
ま
で
は
ス
ポ
ー
ン
と
何
も
な
く

て
見
え
た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
後
で
気
が
付
く
と
ね
、
昔
三
菱
銀
行
だ
っ

た
千
葉
市
美
術
館
は
石
の
建
物
だ
か
ら
、
あ
れ
は
燃
え
な
か
っ
た
ん
だ
ね
。

そ
れ
ぐ
ら
い
し
か
残
っ
て
い
る
も
の
は
な
い
の
。
空
襲
で
千
葉
市
は
全
焼
し

た
ん
で
す
。

兵
隊
か
ら
帰
っ
て
き
た
け
ど
、
米
も
食
う
も
の
も
何
も
な
い
。
当
時
は
配

給
と
い
う
の
が
あ
っ
て
、
米
と
か
サ
ツ
マ
イ
モ
も
配
給
で
し
た
。
一
人
何
キ

ロ
っ
て
い
っ
た
か
な
。
だ
け
ど
そ
れ
だ
け
じ
ゃ
足
ら
な
い
わ
け
。
だ
か
ら
今

度
は
ど
こ
か
へ
探
し
に
行
く
ん
で
す
。
加
曽
利
貝
塚
か
ら
先
は
、
ま
だ
農
村

地
帯
だ
か
ら
焼
け
な
か
っ
た
ん
で
す
よ
。
千
葉
刑
務
所
か
ら
四
街
道
方
面
に

向
い
た
東
の
方
は
焼
け
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
刑
務
所
の
先
の
方
ま
で
リ
ュ
ッ

ク
サ
ッ
ク
を
背
負
っ
て
、
買
い
出
し
に
行
き
ま
し
た
。
自
分
が
食
う
米
と
か

芋
と
か
、
腹
に
入
る
も
の
な
ら
な
ん
で
も
い
い
。
い
ま
の
人
に
は
想
像
が
つ

か
な
い
と
思
う
ね
。

―
物
が
全
然
な
い
中
で
、
お
店
を
再
開
さ
れ
た
の
で
す
ね
。

昭
和
21
（
１
９
４
５
）
年
の
７
月
に
、
親
の
援
助
を
受
け
て
吾
妻
町
二
丁

目
に
店
を
開
業
し
ま
し
た
。
私
の
店
は
洋
品
店
だ
っ
た
ん
だ
け
ど
、
店
の
商

品
は
米
や
芋
、野
菜
、魚
、も
う
何
で
も
売
り
ま
し
た
よ
。
生
活
の
糧
と
し
て
、

洋
品
店
だ
か
ら
衣
料
品
じ
ゃ
な
き
ゃ
な
ん
て
い
う
こ
と
は
全
然
な
い
。
そ
う

い
っ
た
中
で
、
埼
玉
ま
で
行
っ
て
米
を
買
っ
た
ん
で
す
。
米
を
買
う
の
に
埼

玉
ま
で
行
く
ん
で
す
よ
。
そ
う
し
な
い
と
腹
に
米
が
は
い
ら
な
い
。
埼
玉
ま

旧千葉銀行本店（現・千葉中央ツインビル 1 号館）屋上から。
通りの正面は旧国鉄千葉駅（現市民会館）

昭和 21（1946）年
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で
リ
ュ
ッ
ク
を
持
っ
て
行
っ
て
、
な
る
べ
く
い
っ
ぱ
い
と
思
っ
て
リ
ュ
ッ
ク

に
入
れ
た
け
ど
、
今
度
は
立
ち
上
が
れ
な
か
っ
た
（
笑
）。
リ
ュ
ッ
ク
い
っ

ぱ
い
っ
て
い
う
と
ね
、
米
俵
の
半
分
以
上
入
っ
ち
ゃ
う
か
ら
、
結
構
な
重
さ

で
し
ょ
。
欲
張
っ
て
た
く
さ
ん
リ
ュ
ッ
ク
に
米
を
入
れ
た
け
ど
、
重
く
て
立

て
な
か
っ
た
っ
け
な
、
と
い
う
こ
と
を
思
い
出
し
ま
す
よ
。

―
商
店
街
の
復
興
も
早
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

い
ま
の
千
葉
銀
座
通
り
と
き
ぼ
ー
る
の
前
を
通
る
道
が
、
昔
か
ら
の
千
葉

市
の
中
心
商
店
街
な
の
。
だ
か
ら
、
復
興
と
な
る
と
あ
の
辺
り
を
中
心
に
昭

和
22
（
１
９
４
７
）
年
に
商
店
が
店
を
作
り
出
し
て
、「
千
葉
銀
座
」
と
い

う
通
り
の
名
前
が
つ
き
ま
し
た
。
東

京
の
銀
座
に
あ
こ
が
れ
た
の
で
す
。

復
興
の
勢
い
は
す
ご
か
っ
た
ね
。

と
に
か
く
売
れ
て
売
れ
て
、
も
う
い

い
よ
っ
て
い
う
く
ら
い
売
れ
ま
し

た
。
朝
の
８
時
半
か
９
時
く
ら
い
に

店
を
開
け
て
、
夜
８
時
く
ら
い
に
閉

め
る
。
だ
い
た
い
12
時
間
く
ら
い
商

売
を
し
て
ま
し
た
ね
。
売
れ
れ
ば

商
店
だ
っ
た
ら
誰
だ
っ
て
面
白
い
か

ら
、
お
休
み
と
い
う
の
は
一
日
も
な

く
て
、
ひ
と
月
の
30
日
、
毎
日
店
を

や
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
う
し
た
ら
商
工
会
議
所
か
ら
連
絡
が
あ
っ
て
、「
国

か
ら
商
店
も
ひ
と
月
に
一
回
は
休
み
な
さ
い
と
言
わ
れ
た
の
で
、
銀
座
通
り

の
皆
さ
ん
も
ひ
と
月
に
一
回
は
休
む
よ
う
に
」
と
言
わ
れ
た
ん
で
す
。
そ
れ

で
、
第
三
水
曜
日
が
商
店
の
お
休
み
に
な
り
ま
し
た
。

昭
和
37
（
１
９
６
２
）
年
頃
、
千
葉
市
か
県
か
分
か
ら
な
い
け
ど
、
千
葉

銀
座
通
り
を
一
日
何
人
通
る
の
か
調
査
し
た
ん
で
す
。確
か
私
の
記
憶
で
は
、

ピ
ー
ク
の
一
日
の
通
行
量
が
５
万
人
で
し
た
。
ひ
し
め
い
て
ま
す
よ
。
押
す

な
押
す
な
っ
て
い
う
く
ら
い
人
が
あ
ふ
れ
た
の
。
当
時
の
植
草
洋
品
店
の
写

真
が
あ
る
け
ど
、
店
の
中
に
入
り
き
ら
な
い
で
、
外
に
５
人
、
10
人
く
ら
い

の
お
客
さ
ん
が
並
ん
で
い
ま
す
よ
。
嘘
つ
い
て
る
み
た
い
で
し
ょ
。
と
に
か

く
、
そ
の
く
ら
い
す
ご
か
っ
た
ん
で
す
。
ど
こ
の
お
店
も
ね
。

―
映
画
館
や
デ
パ
ー
ト
な
ど
も
た
く
さ
ん
あ
っ
た
そ
う
で
す
ね
。

そ
う
。
娯
楽
は
千
葉
銀
座
の
吾
妻
町
に
行
く
と
い
う
雰
囲
気
で
し
た
ね
。

い
ま
は
43
階
の
ビ
ル
に
な
っ
て
い
る
場
所
に
、
奈
良
屋
と
い
う
デ
パ
ー
ト
が

あ
り
ま
し
た
。
奈
良
屋
と
い
う
の
は
京
都
で
も
金
持
ち
の
呉
服
屋
で
、
そ
れ

が
大
正
の
終
わ
り
か
昭
和
の
初
め
ご
ろ
に
千
葉
に
お
店
を
出
し
ま
し
た
。
い

ま
の
千
葉
劇
場
の
向
か
い
側
辺
り
に
、
奈
良
屋
と
い
う
鉄
筋
３
階
建
て
の
建

物
が
で
き
ま
し
た
。
当
時
は
平
屋
の
木
造
が
普
通
だ
か
ら
、
鉄
筋
３
階
な
ん

て
い
う
の
は
豪
華
建
築
だ
っ
た
ん
で
す
よ
。
そ
れ
が
大
き
く
な
っ
て
セ
ン
ト

ラ
ル
プ
ラ
ザ
に
な
り
、
そ
の
跡
地
に
い
ま
、
43
階
の
ビ
ル
が
建
っ
て
い
ま
す
。

千
葉
銀
座
通
り
が
千
葉
の
中
心
商
店
街
だ
か
ら
イ
ベ
ン
ト
も
多
く
て
、
な

千葉市オーラルヒストリー
千葉銀座通り 編

発　行／千葉市中央図書館
発行日／令和 3 年 3 月 31 日
取材日／令和 3 年 3 月 12 日
資料提供／植草一男氏、伊原茂久氏（表紙：大賀一郎博士）、
　　　　　中西文明氏（表紙：大賀ハス、記念碑）

参考文献／『千葉吾妻町物語』

に
か
市
の
催
し
が
あ
る
と
あ
そ
こ
を
通
っ
て
い
た
ね
。

―
ほ
か
に
、
千
葉
銀
座
の
思
い
出
は
あ
り
ま
す
か
。

今
考
え
る
と
、
い
ろ
い
ろ
や
っ
て
き
た
ね
。
千
葉
劇
場
の
30
メ
ー
ト
ル

離
れ
た
と
こ
ろ
に
、
吾
妻
町
二
丁
目
町
民
会
館
が
あ
っ
て
、
そ
こ
に
子
ど

も
神
輿
が
入
っ
て
い
ま
す
。
私
が
町
会
長
を
し
て
い
た
こ
ろ
の
昭
和
57

（
１
９
８
２
）
年
、
東
京
電
力
の
変
電
所
が
で
き
る
と
分
か
っ
て
、「
町
民
会

館
を
作
り
た
い
の
で
、
空
い
て
い
る
と
こ
ろ
を
使
わ
せ
て
も
ら
え
な
い
か
」

と
い
う
話
を
東
京
電
力
と
話
を
し
た
ら
、
い
い
で
す
よ
と
言
わ
れ
た
の
で
、

あ
そ
こ
に
二
階
建
て
で
吾
妻
町
二
丁
目
町
民
会
館
を
作
り
ま
し
た
。

「
千
葉
銀
座
」
と
い
う
通
り
の
名
前
を
付
け
た
の
も
、
言
い
出
し
た
の
は

私
で
す
。
東
京
の
銀
座
と
い
う
と
あ
こ
が
れ
で
す
よ
ね
。
千
葉
の
田
舎
者
の

人
間
か
ら
す
る
と
、
東
京
の
銀
座
に
店
を
出
し
た
ん
だ
と
言
う
と
、
す
ご
い

な
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
。「
銀
座
」
と
い
う
言
葉
は
、
私
た
ち
商
人

か
ら
す
れ
ば
や
っ
ぱ
り
あ
こ
が
れ
で
す
。
あ
そ
こ
の
商
店
街
に
千
葉
銀
座
っ

て
名
前
を
つ
け
よ
う
よ
と
提
案
し
ま
し
た
。
そ
れ
で
み
ん
な
が
い
い
じ
ゃ
な

い
の
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、
千
葉
銀
座
と
な
っ
た
ん
で
す
。

そ
の
当
時
は
焼
け
野
原
か
ら
の
復
興
の
最
中
。
だ
か
ら
み
ん
な
の
考
え
方

が
先
へ
先
へ
と
向
か
っ
て
い
た
ん
だ
ね
。
だ
け
ど
、
小
売
り
で
い
ま
も
店
を

続
け
て
い
る
の
は
２
軒
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
福
井
と
い
う
お
せ
ん
べ
い
屋
さ

ん
と
、
中
央
公
園
の
千
葉
メ
ガ
ネ
と
い
う
眼
鏡
屋
さ
ん
。
今
は
昔
の
よ
う
な

小
売
業
の
集
ま
っ
た
商
店
街
は
淋
し
く
な
り
、
飲
食
業
の
多
い
ま
ち
に
な
り

手前の建物は奈良屋千葉店。銀座通りは買い物客で賑わっていた　　　　　　　　　　　　　　　 
昭和 39（1964）年頃

ま
し
た
。
テ
レ
ビ
で
商
品
の
紹
介
を
す
る
時
代
に
な
っ
た
ん
で
す
ね
ぇ
。

私
は
あ
と
３
年
で
１
０
０
歳
に
な
り
ま
す
。
千
葉
市
で
も
私
よ
り
古
い
人

は
そ
ん
な
に
は
い
な
い
で
し
ょ
う
。
い
た
と
し
て
も
、
千
葉
の
昔
話
を
そ
ん

な
に
語
れ
る
人
は
い
な
い
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
い
ま
、
こ
の
ま
ち
の
記
憶

を
大
切
に
残
し
て
お
き
た
い
で
す
ね
。
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で
リ
ュ
ッ
ク
を
持
っ
て
行
っ
て
、
な
る
べ
く
い
っ
ぱ
い
と
思
っ
て
リ
ュ
ッ
ク

に
入
れ
た
け
ど
、
今
度
は
立
ち
上
が
れ
な
か
っ
た
（
笑
）。
リ
ュ
ッ
ク
い
っ

ぱ
い
っ
て
い
う
と
ね
、
米
俵
の
半
分
以
上
入
っ
ち
ゃ
う
か
ら
、
結
構
な
重
さ

で
し
ょ
。
欲
張
っ
て
た
く
さ
ん
リ
ュ
ッ
ク
に
米
を
入
れ
た
け
ど
、
重
く
て
立

て
な
か
っ
た
っ
け
な
、
と
い
う
こ
と
を
思
い
出
し
ま
す
よ
。

―
商
店
街
の
復
興
も
早
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

い
ま
の
千
葉
銀
座
通
り
と
き
ぼ
ー
る
の
前
を
通
る
道
が
、
昔
か
ら
の
千
葉

市
の
中
心
商
店
街
な
の
。
だ
か
ら
、
復
興
と
な
る
と
あ
の
辺
り
を
中
心
に
昭

和
22
（
１
９
４
７
）
年
に
商
店
が
店
を
作
り
出
し
て
、「
千
葉
銀
座
」
と
い

う
通
り
の
名
前
が
つ
き
ま
し
た
。
東

京
の
銀
座
に
あ
こ
が
れ
た
の
で
す
。

復
興
の
勢
い
は
す
ご
か
っ
た
ね
。

と
に
か
く
売
れ
て
売
れ
て
、
も
う
い

い
よ
っ
て
い
う
く
ら
い
売
れ
ま
し

た
。
朝
の
８
時
半
か
９
時
く
ら
い
に

店
を
開
け
て
、
夜
８
時
く
ら
い
に
閉

め
る
。
だ
い
た
い
12
時
間
く
ら
い
商

売
を
し
て
ま
し
た
ね
。
売
れ
れ
ば

商
店
だ
っ
た
ら
誰
だ
っ
て
面
白
い
か

ら
、
お
休
み
と
い
う
の
は
一
日
も
な

く
て
、
ひ
と
月
の
30
日
、
毎
日
店
を

や
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
う
し
た
ら
商
工
会
議
所
か
ら
連
絡
が
あ
っ
て
、「
国

か
ら
商
店
も
ひ
と
月
に
一
回
は
休
み
な
さ
い
と
言
わ
れ
た
の
で
、
銀
座
通
り

の
皆
さ
ん
も
ひ
と
月
に
一
回
は
休
む
よ
う
に
」
と
言
わ
れ
た
ん
で
す
。
そ
れ

で
、
第
三
水
曜
日
が
商
店
の
お
休
み
に
な
り
ま
し
た
。

昭
和
37
（
１
９
６
２
）
年
頃
、
千
葉
市
か
県
か
分
か
ら
な
い
け
ど
、
千
葉

銀
座
通
り
を
一
日
何
人
通
る
の
か
調
査
し
た
ん
で
す
。確
か
私
の
記
憶
で
は
、

ピ
ー
ク
の
一
日
の
通
行
量
が
５
万
人
で
し
た
。
ひ
し
め
い
て
ま
す
よ
。
押
す

な
押
す
な
っ
て
い
う
く
ら
い
人
が
あ
ふ
れ
た
の
。
当
時
の
植
草
洋
品
店
の
写

真
が
あ
る
け
ど
、
店
の
中
に
入
り
き
ら
な
い
で
、
外
に
５
人
、
10
人
く
ら
い

の
お
客
さ
ん
が
並
ん
で
い
ま
す
よ
。
嘘
つ
い
て
る
み
た
い
で
し
ょ
。
と
に
か

く
、
そ
の
く
ら
い
す
ご
か
っ
た
ん
で
す
。
ど
こ
の
お
店
も
ね
。

―
映
画
館
や
デ
パ
ー
ト
な
ど
も
た
く
さ
ん
あ
っ
た
そ
う
で
す
ね
。

そ
う
。
娯
楽
は
千
葉
銀
座
の
吾
妻
町
に
行
く
と
い
う
雰
囲
気
で
し
た
ね
。

い
ま
は
43
階
の
ビ
ル
に
な
っ
て
い
る
場
所
に
、
奈
良
屋
と
い
う
デ
パ
ー
ト
が

あ
り
ま
し
た
。
奈
良
屋
と
い
う
の
は
京
都
で
も
金
持
ち
の
呉
服
屋
で
、
そ
れ

が
大
正
の
終
わ
り
か
昭
和
の
初
め
ご
ろ
に
千
葉
に
お
店
を
出
し
ま
し
た
。
い

ま
の
千
葉
劇
場
の
向
か
い
側
辺
り
に
、
奈
良
屋
と
い
う
鉄
筋
３
階
建
て
の
建

物
が
で
き
ま
し
た
。
当
時
は
平
屋
の
木
造
が
普
通
だ
か
ら
、
鉄
筋
３
階
な
ん

て
い
う
の
は
豪
華
建
築
だ
っ
た
ん
で
す
よ
。
そ
れ
が
大
き
く
な
っ
て
セ
ン
ト

ラ
ル
プ
ラ
ザ
に
な
り
、
そ
の
跡
地
に
い
ま
、
43
階
の
ビ
ル
が
建
っ
て
い
ま
す
。

千
葉
銀
座
通
り
が
千
葉
の
中
心
商
店
街
だ
か
ら
イ
ベ
ン
ト
も
多
く
て
、
な
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に
か
市
の
催
し
が
あ
る
と
あ
そ
こ
を
通
っ
て
い
た
ね
。

―
ほ
か
に
、
千
葉
銀
座
の
思
い
出
は
あ
り
ま
す
か
。

今
考
え
る
と
、
い
ろ
い
ろ
や
っ
て
き
た
ね
。
千
葉
劇
場
の
30
メ
ー
ト
ル

離
れ
た
と
こ
ろ
に
、
吾
妻
町
二
丁
目
町
民
会
館
が
あ
っ
て
、
そ
こ
に
子
ど

も
神
輿
が
入
っ
て
い
ま
す
。
私
が
町
会
長
を
し
て
い
た
こ
ろ
の
昭
和
57

（
１
９
８
２
）
年
、
東
京
電
力
の
変
電
所
が
で
き
る
と
分
か
っ
て
、「
町
民
会

館
を
作
り
た
い
の
で
、
空
い
て
い
る
と
こ
ろ
を
使
わ
せ
て
も
ら
え
な
い
か
」

と
い
う
話
を
東
京
電
力
と
話
を
し
た
ら
、
い
い
で
す
よ
と
言
わ
れ
た
の
で
、

あ
そ
こ
に
二
階
建
て
で
吾
妻
町
二
丁
目
町
民
会
館
を
作
り
ま
し
た
。

「
千
葉
銀
座
」
と
い
う
通
り
の
名
前
を
付
け
た
の
も
、
言
い
出
し
た
の
は

私
で
す
。
東
京
の
銀
座
と
い
う
と
あ
こ
が
れ
で
す
よ
ね
。
千
葉
の
田
舎
者
の

人
間
か
ら
す
る
と
、
東
京
の
銀
座
に
店
を
出
し
た
ん
だ
と
言
う
と
、
す
ご
い

な
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
。「
銀
座
」
と
い
う
言
葉
は
、
私
た
ち
商
人

か
ら
す
れ
ば
や
っ
ぱ
り
あ
こ
が
れ
で
す
。
あ
そ
こ
の
商
店
街
に
千
葉
銀
座
っ

て
名
前
を
つ
け
よ
う
よ
と
提
案
し
ま
し
た
。
そ
れ
で
み
ん
な
が
い
い
じ
ゃ
な

い
の
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、
千
葉
銀
座
と
な
っ
た
ん
で
す
。

そ
の
当
時
は
焼
け
野
原
か
ら
の
復
興
の
最
中
。
だ
か
ら
み
ん
な
の
考
え
方

が
先
へ
先
へ
と
向
か
っ
て
い
た
ん
だ
ね
。
だ
け
ど
、
小
売
り
で
い
ま
も
店
を

続
け
て
い
る
の
は
２
軒
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
福
井
と
い
う
お
せ
ん
べ
い
屋
さ

ん
と
、
中
央
公
園
の
千
葉
メ
ガ
ネ
と
い
う
眼
鏡
屋
さ
ん
。
今
は
昔
の
よ
う
な

小
売
業
の
集
ま
っ
た
商
店
街
は
淋
し
く
な
り
、
飲
食
業
の
多
い
ま
ち
に
な
り

手前の建物は奈良屋千葉店。銀座通りは買い物客で賑わっていた　　　　　　　　　　　　　　　 
昭和 39（1964）年頃

ま
し
た
。
テ
レ
ビ
で
商
品
の
紹
介
を
す
る
時
代
に
な
っ
た
ん
で
す
ね
ぇ
。

私
は
あ
と
３
年
で
１
０
０
歳
に
な
り
ま
す
。
千
葉
市
で
も
私
よ
り
古
い
人

は
そ
ん
な
に
は
い
な
い
で
し
ょ
う
。
い
た
と
し
て
も
、
千
葉
の
昔
話
を
そ
ん

な
に
語
れ
る
人
は
い
な
い
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
い
ま
、
こ
の
ま
ち
の
記
憶

を
大
切
に
残
し
て
お
き
た
い
で
す
ね
。



銀座通りの七夕。空襲の記憶を癒す、商店街を彩る七夕の
飾り。夜には広場で盆踊り大会も開かれた

昭和 33（1958）年頃

吾妻町通り。鈴木写真館と千葉貯蓄銀行付近。露店が軒を
連ねていた　　　　　　　　　　　   昭和 5（1930）年頃

『千葉写真大観』

昭和 35（1960）年の妙見大祭。その太鼓の音から別名「だ
らだら祭り」として知られる

戦災より復興した商店街。奈良屋千葉店の屋上から南東方面を望む。建物が密集し、道路沿いに露店が並んでいる
峰庫治『観光千葉』

昭和 31（1956）年の七五三（撮影／植草一男氏）

昭和 34（1959）年の千葉不動尊御本尊開眼式
における稚児行列（撮影／植草一男氏）

記憶で紡ぐ千葉市の歴史
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