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18 ［髙山武道具］ 剣道家垂涎の“水戸の防具”。

19 ［水府流水術］ 水の都の叡智が生んだ水と和す術。
26 ［田谷の棒術］ 田谷の地で守り継がれる自衛の武術。
30 ［弓道］ 心を澄まし、心の真中の的を射る。

34 ［水戸の歴史をひも解く］
水戸の藩校「弘道館」で実践された
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水戸の暮らし
水戸の魅力

「ミトノート」
第5号

「ミトノート」は、

茨城県の県都である
水戸市の魅力を伝える冊子です。
水戸市民が誇りに思う
「場所」や「もの」「こと」を
１号につき、ひとつ、
特集のテーマとして取り上げ、
そこにかかわる市民の
暮らしぶりや考え方を通じて、
水戸の良さを
より深く伝えていきます。

第５号となる今号では、
「水戸の武道」を
テーマにお届けします。

表紙写真（目次も）…小泉慶嗣　
平成29年1月2日、水戸東武館の寒稽古風景

1



水戸の
武道北

辰
一
刀
流

弓
道

水
府
流
水
術

うけつぐ技、つらぬく
心

新
田
宮
流
抜
刀
術

江
戸
時
代
、
徳
川
御
三
家
と
し
て
諸
藩
を

代
表
す
る
大
藩
で
あ
っ
た
水
戸
に
は
、

当
時
の
武
道
が
今
も
伝
わ
り
ま
す
。
水

戸
藩
の
藩
校
「
弘
道
館
」
に
千
葉
周
作
が
伝
え
た

「
北
辰
一
刀
流
」、
同
じ
く
弘
道
館
で
教
授
さ
れ
た
一

刀
必
殺
の
「
新
田
宮
流
抜
刀
術
」、〝
水
の
都
〞
の
環

境
の
も
と
で
発
達
を
遂
げ
た
「
水
府
流
水
術
」、
そ

し
て
、
農
民
の
自
衛
の
手
段
と
し
て
広
ま
っ
た
「
田

谷
の
棒
術
」
な
ど
。
こ
れ
ら
の
武
道
・
武
術
に
脈
々

と
受
け
継
が
れ
る
〝
水
戸
の
精
神
〞
に
迫
り
ま
す
。

田
谷
の
棒
術

P4

P12

P16

P30

P26

P19

P18

髙
山
武
道
具

水
戸
東
武
館

撮影…小泉慶嗣 2



一
度
途
絶
え
か
け
た
剣
術
を
　

10
年
の
歳
月
を
か
け
て
　

現
代
に
復
興
さ
せ
た
、

水
戸
の
武
道
家
た
ち
の
　

終
わ
り
な
き
ロ
マ
ン
と
執
念
。

剣
の
道
は
、

人
の
道
。

一
瞬
一
瞬
の

命
の
道
。

【
水
戸
東
武
館
】

水
戸
藩
の
藩
校
で
あ
っ
た
「
弘
道
館
」
か
ら
徒

歩
３
分
ほ
ど
の
と
こ
ろ
に
あ
る
「
水
戸
東
武
館
」。

弘
道
館
の
剣
術
師
範
で
あ
っ
た
小こ

澤ざ
わ

寅と
ら

吉き
ち

が
明
治

7
年
（
１
８
７
４
年
）
に
創
設
し
た
、
１
４
３
年

の
歴
史
を
も
つ
こ
の
道
場
に
は
、
水
戸
市
の
無
形

文
化
財
に
指
定
さ
れ
る
２
つ
の
古
武
道
が
伝
わ
る
。

そ
の
う
ち
の
ひ
と
つ
が
、
幕
末
に
千
葉
周
作
が
創

始
し
た
「
北
辰
一
刀
流
」
だ
。
そ
の
復
興
と
保
存

を
牽
引
す
る
髙
山
陽
好
さ
ん
に
話
を
聞
い
た
。

北
辰
一
刀
流
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水
戸
駅
か
ら
歩
い
て
５
分
ほ
ど
の
丘
陵
に
あ

る
水
戸
市
三
の
丸
地
区
は
、
そ
の
名
が
示

す
と
お
り
か
つ
て
水
戸
徳
川
家
の
居
城
で

あ
っ
た
水
戸
城
が
建
っ
て
い
た
と
こ
ろ
だ
。
白
壁
塀

で
美
し
く
整
備
さ
れ
た
「
三
の
丸
歴
史
ロ
ー
ド
」
を

進
む
と
、
国
内
最
大
の
藩
校
で
あ
っ
た
「
弘
道
館
」

（
国
指
定
特
別
史
跡
）
が
あ
り
、
そ
の
周
囲
に
は
、
大

手
橋
や
水
戸
城
空
堀
跡
な
ど
の
歴
史
的
遺
構
が
残
る
。

周
辺
は
文
教
地
区
に
指
定
さ
れ
小
学
校
か
ら
高
校
ま

で
５
校
が
集
ま
る
が
、
校
舎
な
ど
に
も
城
址
の
雰
囲

気
に
馴
染
む
意
匠
が
取
り
入
れ
ら
れ
、
歴
史
薫
る
閑

静
な
散
策
エ
リ
ア
を
形
成
し
て
い
る
。

　

そ
の
エ
リ
ア
の
北
西
の
角
に
、
１
４
３
年
の
伝
統

を
持
つ
道
場
「
水
戸
東
武
館
」（
以
下
、
東
武
館
）
が

あ
る
。
明
治
７
年
（
１
８
７
４
年
）
に
、
弘
道
館
の

武
道
師
範
を
務
め
て
い
た
小こ

澤ざ
わ

寅と
ら

吉き
ち

に
よ
っ
て
創
設

さ
れ
た
こ
の
道
場
に
は
、
水
戸
藩
と
縁
の
深
か
っ
た

幕
末
の
剣
術
家
、
千
葉
周
作
が
創
始
し
、
弘
道
館
で

教
授
し
た
と
い
う
「
北
辰
一
刀
流
」
が
伝
わ
る
。

　

一
時
期
伝
承
が
途
絶
え
か
け
た
そ
の
北
辰
一
刀
流

を
、
平
成
14
年
ご
ろ
か
ら
東
武
館
の
仲
間
と
と
も
に

本
格
的
に
研
究
し
直
し
、
現
在
も
指
導
と
保
存
の
た

め
に
力
を
尽
く
し
て
い
る
の
が
、
剣
道
教
士
八
段
を

有
し
、
茨
城
県
剣
道
連
盟
会
長
を
務
め
る
剣
豪
、
髙

山
陽
好
さ
ん
だ
。
１
８
０
セ
ン
チ
を
超
え
る
長
身
、

相
手
を
射
ぬ
く
よ
う
な
視
線
、
そ
し
て
指
導
中
の
鋭

い
語
気
や
気
迫
│
│
ま
さ
に
絵
に
か
い
た
よ
う
な
剣

術
師
範
の
佇
ま
い
の
人
物
で
あ
る
。

　

一
子
相
伝
を
解
消
し
、

　

有
志
で
研
究
に
研
究
を
重
ね
た

　　

初
秋
の
あ
る
日
、
稽
古
前
の
髙
山
さ
ん
を
東
武
館

に
訪
ね
、
北
辰
一
刀
流
に
つ
い
て
の
話
を
聞
い
た
。

稽
古
を
離
れ
る
と
表
情
は
少
し
柔
和
に
な
る
。

　

「
私
は
、
昭
和
28
年
（
１
９
５
３
年
）、
当
時
館
長
だ

っ
た
小こ

澤ざ
わ

武た
け
しさ

ん
が
空
襲
で
焼
け
た
東
武
館
を
再
建

し
た
際
、
募
集
し
た
少
年
剣
道
部
の
第
一
期
生
と
し

て
東
武
館
に
入
館
し
ま
し
た
。
９
歳
の
と
き
で
す
」

　

第
四
代
館
長
の
小
澤
武
は
、
北
辰
一
刀
流
の
継
承

に
熱
心
で
、
宗
家
と
し
て
日
本
古
武
道
協
会
に
参
加

し
、
妻
喜
代
子
（
第
五
代
館
長
）
と
と
も
に
行
う
演
武

は
い
ろ
い
ろ
な
機
会
に
披
露
さ
れ
た
。
が
、
当
時
は

一
子
相
伝
（
直
弟
子
の
ひ
と
り
に
だ
け
技
を
伝
え
る
こ
と
）

の
形
を
取
っ
て
い
た
た
め
、
髙
山
さ
ん
自
身
が
北
辰

一
刀
流
を
実
践
す
る
機
会
は
な
か
っ
た
。

　

続
く
第
六
代
館
長
の
宮
本
忠
彦
の
時
代
に
は
、
北

辰
一
刀
流
の
相
伝
は
積
極
的
に
は
行
わ
れ
ず
、
実
質

的
に
一
時
中
断
し
た
状
況
に
陥
る
。

　

そ
の
状
況
を
憂
い
た
現
館
長
（
第
七
代
）
の
小こ

澤ざ
わ

智
さ
と
る

が
、
今
か
ら
15
年
ほ
ど
前
、
一
子
相
伝
を
解
消
す
る

決
断
を
下
し
、
当
時
職
場
を
定
年
退
職
し
、
師
範
と

し
て
再
び
東
武
館
と
密
な
関
係
を
持
ち
始
め
て
い
た

髙
山
さ
ん
に
白
羽
の
矢
を
立
て
る
。

　

「
現
在
の
館
長
が
、『
せ
っ
か
く
東
武
館
に
伝
わ
る

技
な
の
だ
か
ら
、
す
た
れ
さ
せ
て
は
も
っ
た
い
な
い
。

皆
で
勉
強
し
て
い
け
る
よ
う
に
し
た
ら
よ
い
ん
じ
ゃ

な
い
か
』
と
声
を
か
け
て
く
れ
ま
し
て
。
私
も
、
い

つ
か
は
や
っ
て
み
た
い
と
い
う
気
持
ち
を
持
っ
て
い

ま
し
た
か
ら
、
そ
う
い
う
こ
と
な
ら
一
緒
に
や
り
ま

し
ょ
う
と
、
グ
ル
ー
プ
で
研
究
を
始
め
た
ん
で
す
」

　

特
に
、
数
年
後
、
髙
山
さ
ん
が
自
宅
に
板
の
間
の

〝
ミ
ニ
道
場
〞
を
作
っ
た
こ
と
で
、
研
究
が
一
気
に

加
速
し
て
い
く
。

　

「
上
田
さ
ん
（
現
事
務
局
長
）
を
は
じ
め
と
し
て
、

５
人
く
ら
い
が
、
週
に
２
、３
回
集
ま
っ
て
ね
。
狭

い
板
の
間
で
膝
を
突
き
合
わ
せ
る
よ
う
に
し
て
、
皆

で
研
究
を
進
め
て
い
っ
た
ん
で
す
」

　

北
辰
一
刀
流
の
形か
た

は
、
太た

刀ち

組ぐ
み

（
太
刀
対
太
刀
）

が
43
本
、
小こ

太だ

刀ち

組ぐ
み

（
小
太
刀
対
太
刀
）
が
５
本
、
相あ
い

小
太
刀
組
（
小
太
刀
対
小
太
刀
）
が
６
本
、
そ
し
て
刃は

引び

き
と
い
う
真
剣
を
使
う
も
の
が
11
本
あ
る
。
こ
の

髙
山 

陽あ
き

好よ
し 

さ
ん  

72
歳

水
戸
東
武
館 

北
辰
一
刀
流 

大
目
録
皆
伝
／
剣
道
教
士
八
段

千
葉
周
作
ら
先
人
が
、
命
を
か
け
て

編
み
出
し
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に

稽
古
を
通
し
て
気
づ
き
ま
す
。

北辰一刀流では木刀と鬼小手を使用する。技術の高い者が鬼小手をつけ、受太刀（打突を受ける側）となる7 66



全
65
本
の
形
を
す
べ
て
解
明
し
再
現
す
る
た
め
に
は
、

当
然
相
応
の
資
料
が
必
要
だ
っ
た
。

　

「
武
先
生
（
第
四
代
館
長
）
が
、
千
葉
周
作
の
教
え

を
自
分
な
り
に
解
釈
し
て
ま
と
め
た
メ
モ
の
よ
う
な

も
の
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
と
、
ビ
デ
オ
が
残
っ
て

い
た
ん
で
す
。
も
っ
と
も
基
本
と
な
る
太
刀
組
18

本
の
。
武
先
生
と
奥
さ
ん
の
演
武
を
収
め
た
貴
重
な

も
の
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
東
武
館
に
伝
わ
る
伝
書
が

あ
っ
た
。
初
代
館
長
の
小
澤
寅
吉
、
第
二
代
の
一
郎
、

第
三
代
の
豊
吉
の
教
え
が
言
葉
に
な
っ
て
い
る
も
の
。

そ
し
て
、
千
葉
家
で
出
し
て
い
る
供
述
書
も
手
に
入

っ
た
。
千
葉
周
作
が
書
い
た
も
の
で
は
な
い
が
、
そ

の
教
え
を
口
伝
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
も
の
で
す
。

そ
う
い
っ
た
も
の
を
一
つ
ひ
と
つ
読
み
解
き
な
が
ら
、

我
々
の
手
で
技
の
形
を
〝
絵
〞
に
起
こ
し
て
解
明
し

て
い
っ
た
ん
で
す
」

　

探
求
の
対
象
は
北
辰
一
刀
流
に
留
ま
ら
ず
、
そ
の

元
と
な
っ
た
小
野
派
一
刀
流
に
も
及
ぶ
。
神
奈
川
県

に
あ
る
小
野
派
一
刀
流
中
西
派
の
合
宿
に
参
加
し
、

北
辰
一
刀
流
に
通
底
す
る
も
の
を
見
極
め
て
い
っ
た
。

　

こ
う
し
て
で
き
得
る
限
り
の
資
料
を
入
手
し
、
挑

ん
だ
流
派
の
再
興
。
す
べ
て
の
技
の
再
現
が
完
了
し

た
の
は
、
研
究
を
始
め
て
か
ら
10
年
後
の
こ
と
だ
っ
た
。

　

「
時
間
は
か
か
り
ま
し
た
ね
え
。
こ
れ
は
も
う
本

当
に
本
気
の
仕
事
と
い
え
る
も
の
で
し
た
」

　

途
中
、
壁
に
ぶ
つ
か
る
こ
と
も
も
ち
ろ
ん
あ
っ
た
。

　

「
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
千
葉
周
作
が
や
っ
て
い
た
も

の
と
違
う
解
釈
を
し
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う

不
安
に
か
ら
れ
る
こ
と
は
、
正
直
あ
り
ま
し
た
。
だ

け
ど
、
武
道
に
は
ね
、
守
破
離
と
い
う
の
が
あ
る
」

　

師
の
教
え
を
〝
守
〞
り
、
や
が
て
守
り
の
殻
を

〝
破
〞
り
、
最
後
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
修
行
を
経
た
上
で
、

師
か
ら
〝
離
〞
れ
て
自
在
に
な
る
と
い
う
教
え
だ
。

　

「
我
々
も
、
こ
こ
ま
で
長
い
時
を
か
け
て
そ
れ
こ
そ

真
剣
に
向
き
合
っ
て
き
た
の
だ
か
ら
、
少
し
違
う
と

こ
ろ
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
そ
れ
で
い
い
の

か
も
し
れ
な
い
と
い
う
心
境
に
今
は
な
っ
て
い
ま
す
」

　

切
り
落
と
し
を
繰
り
返
す
う
ち
、

　

四
戒
が
消
え
、
無
の
境
地
に
至
る

　　

研
究
が
進
み
、
完
成
し
た
形
の
演
武
を
人
前
で
披

露
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
予
想
以
上
に
高
い
評
価
を

受
け
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
髙
山
さ
ん

を
大
い
に
勇
気
づ
け
た
。
そ
し
て
、
せ
っ
か
く
復
興

し
た
技
を
二
度
と
す
た
れ
さ
せ
な
い
た
め
、
伝
承
の

方
法
も
千
葉
周
作
に
倣
っ
て
制
定
し
た
。

　

「
そ
う
、
あ
の
方
は
偉
く
て
ね
。
北
辰
一
刀
流
の

前
に
所
属
し
て
い
た
小
野
派
一
刀
流
に
は
、
階
級
が

10
近
く
あ
り
、
昇
進
ご
と
に
お
金
を
納
め
る
方
式
だ

っ
た
。
そ
れ
を
、
千
葉
周
作
は
も
っ
と
流
派
が
発
展

し
や
す
く
な
る
よ
う
に
と
、
北
辰
一
刀
流
で
は
わ
ず

か
３
つ
の
位
に
絞
っ
た
ん
で
す
。
そ
れ
を
我
々
も
引

き
継
い
で
い
ま
す
」

　

師
範
の
前
で
演
武
し
て
、
太
刀
組
18
本
が
き
ち
ん

と
で
き
れ
ば
「
初
目
録
」。
太
刀
組
43
本
が
全
部
で
き

る
よ
う
に
な
れ
ば
「
中
目
録
免
許
」。
そ
し
て
最
後
、

65
本
す
べ
て
を
マ
ス
タ
ー
す
れ
ば
「
大
目
録
皆
伝
」。

　

「
中
目
録
免
許
ま
で
取
得
す
れ
ば
、
人
に
教
え
て

も
よ
い
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。
現
在
は
私
が
大
目
録

皆
伝
を
持
ち
、
上
田
事
務
局
長
を
は
じ
め
と
す
る
３

名
が
中
目
録
免
許
。
初
目
録
が
12
名
。
ほ
か
に
ま
だ

何
も
持
っ
て
な
い
中
学
生
た
ち
が
９
名
。
そ
う
い
っ

た
人
た
ち
で
保
存
会
を
つ
く
っ
て
毎
週
土
曜
に
稽
古

を
続
け
て
い
ま
す
」

　

す
べ
て
の
技
を
よ
み
が
え
ら
せ
た
今
、
髙
山
さ
ん

が
あ
ら
た
め
て
感
じ
る
北
辰
一
刀
流
の
一
番
の
特
徴

と
は
な
ん
だ
ろ
う
。

　

「
そ
れ
は
、
や
は
り
１
本
目
の
『
一ひ
と

ツつ

勝が
ち

』
と
い

う
技
に
尽
き
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
『
切
り
落
と
し
』
で

す
。
相
手
が
正
面
か
ら
打
ち
こ
ん

で
く
る
瞬
間
、
そ
の
刀
を
正
面
か

ら
切
り
落
と
す
技
。
怖
い
と
思
っ

た
ら
で
き
な
い
。
恐
れ
る
気
持
ち

を
断
ち
切
ら
な
い
と
で
き
な
い
。

形
と
は
い
え
、
打
つ
と
き
は
真
剣

に
打
つ
、
ま
さ
に
相
手
の
頭
を
割

る
よ
う
に
、
躊
躇
な
く
。
そ
う
で

な
い
と
で
き
ま
せ
ん
」

　

切
り
落
と
し
を
何
度
も
繰
り
返

す
う
ち
、
剣
道
で
い
う
四
戒
、
す

な
わ
ち
邪
念
と
し
て
戒
め
て
い
る

驚き
ょ
う（

驚
く
）、
懼く

（
恐
れ
る
）、
疑ぎ

（
疑
う
）、
惑わ
く

（
惑
う
）
と
い
う
心
の
動
き
が
消
え
、

や
が
て
無
の
境
地
に
至
る
と
い
う
。

　

「
そ
れ
は
、
先
人
が
命
を
か
け
て
編
み
出
し
た
技

だ
か
ら
こ
そ
だ
と
思
う
ん
で
す
ね
。
古
武
道
に
は
そ

う
い
う
要
素
が
色
濃
く
残
り
ま
す
。
稽
古
を
続
け
る

う
ち
に
、
そ
れ
に
気
づ
く
こ
と
が
で
き
ま
す
」

　

も
し
時
空
を
自
由
に
飛
び
越
え
る
こ
と
が
で
き
る

と
し
た
ら
、
髙
山
さ
ん
も
千
葉
周
作
ら
が
生
き
た
幕

末
の
時
代
に
生
き
て
み
た
か
っ
た
と
思
う
だ
ろ
う
か
。

　

「
い
や
い
や
、
そ
れ
は
正
直
思
わ
な
い
で
す
よ
（
笑
）。

今
の
時
代
で
良
か
っ
た
で
す
。
千
葉
周
作
た
ち
が
命

が
け
で
編
み
出
し
た
技
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
我
々
は

そ
れ
を
懸
命
に
学
ぶ
。
そ
れ
で
十
分
で
し
ょ
う（
笑
）」

　

こ
の
と
き
ば
か
り
は
相
好
を
崩
し
た
。

　

「
自
分
が
愛
す
る
水
戸
東
武
館
に
伝
承
さ
れ
て
い

る
古
流
を
掘
り
起
こ
す
こ
と
に
携
わ
れ
た
の
は
、
本

当
に
幸
せ
な
こ
と
。
こ
の
よ
う
に
取
材
を
受
け
て
、

水
戸
に
こ
う
い
う
魅
力
の
あ
る
古
武
道
が
存
在
す
る

と
い
う
こ
と
を
広
く
伝
え
て
い
く
こ
と
が
で
き
れ
ば
、

さ
ら
に
や
り
が
い
に
つ
な
が
り
ま
す
ね
」

　

こ
の
先
も
持
て
る
力
の
す
べ
て
を
尽
く
し
て
、
髙

山
さ
ん
は
北
辰
一
刀
流
を
伝
承
し
て
い
く
。
自
身
の

命
の
続
く
限
り
│
│
そ
う
形
容
し
た
と
し
て
も
、
大

げ
さ
と
い
う
人
は
ひ
と
り
も
い
な
い
だ
ろ
う
。

水
戸
東
武
館
に

伝
承
さ
れ
て
い
る

古
流
の
掘
り
起
こ
し
に

携
わ
れ
た
の
は
、

本
当
に
幸
せ
な
こ
と
。

北
辰
一
刀
流
は
、「
切
り
落
と
し
」

に
尽
き
る
。
恐
れ
る
気
持
ち
を

断
ち
切
ら
な
い
と
で
き
ま
せ
ん
。

保存会の練習には幅広い年齢層が参加する。相手が大人でも中学生でも髙山さんの厳格な指導は変わらない
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剣
道
と
違
っ
て
、

北
辰
一
刀
流
は
無
言
で
す
。

言
葉
を
使
わ
ず
に

気
迫
を
込
め
、
表
現
す
る

と
こ
ろ
は
、
音
楽
と

通
じ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

杉
田 

茉ま

奈な

美み 

さ
ん  

26
歳

水
戸
東
武
館 

北
辰
一
刀
流

初
目
録
／
ピ
ア
ノ
・
音
楽
講
師

毎
週
土
曜
日
に
水
戸
東
武
館
（
以
下
、
東
武
館
）

で
行
わ
れ
て
い
る
北
辰
一
刀
流
の
稽
古
で
、

ひ
と
際
目
を
引
く
女
性
の
姿
が
あ
る
。

　

杉
田
茉
奈
美
さ
ん
は
、
水
戸
の
高
校
の
音
楽
科
か

ら
東
京
の
音
楽
大
学
へ
と
進
み
、
現
在
は
地
元
水
戸

で
音
楽
の
講
師
を
す
る
人
物
。
複
数
の
教
室
で
ク
ラ

シ
ッ
ク
ピ
ア
ノ
を
教
え
、
高
校
の
音
楽
の
非
常
勤
講

師
も
務
め
る
忙
し
い
日
々
を
過
ご
し
な
が
ら
、
北
辰

一
刀
流
の
稽
古
に
通
い
、
そ
の
習
得
に
精
を
出
す
。

　

じ
つ
は
、
10
歳
の
こ
ろ
か
ら
東
武
館
に
通
い
剣
道

の
稽
古
に
励
ん
で
い
た
と
い
う
杉
田
さ
ん
。
だ
が
、

都
内
の
音
楽
大
学
へ
と
進
ん
で
か
ら
は
、
東
武
館
に

行
く
こ
と
も
少
な
く
な
り
、
疎
遠
に
な
っ
て
い
た
。

　

大
学
卒
業
後
に
水
戸
に
戻
り
、
北
辰
一
刀
流
に
引

き
寄
せ
ら
れ
る
よ
う
に
再
び
東
武
館
に
通
い
始
め
た

の
が
23
歳
の
と
き
。
剣
道
ほ
ど
の
装
備
が
必
要
な
く
、

道
着
と
木
刀
一
本
で
で
き
る
こ
と
が
背
中
を
押
し
た
。

　

い
ざ
始
め
て
み
る
と
、
剣
道
と
は
ま
た
異
な
る
魅

力
に
満
ち
て
い
て
、
一
気
に
引
き
込
ま
れ
た
と
い
う
。

　

「
剣
道
は
声
を
出
し
ま
す
が
、
北
辰
一
刀
流
は
無

言
で
す
。
形か
た

に
よ
る
ふ
た
り
の
や
り
と
り
の
中
で
メ

リ
ハ
リ
を
つ
け
て
い
く
。
そ
こ
が
難
し
い
し
、
魅
力

で
す
ね
。
言
葉
を
使
わ
ず
に
気
迫
を
込
め
、
表
現
す

る
と
こ
ろ
は
音
楽
と
も
通
じ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
」

　

集
中
し
て
臨
ん
だ

　

鹿
島
神
宮
で
の
演
武

　　

平
成
28
年
の
10
月
。
杉
田
さ
ん
は
、
鹿
島
神
宮
で

行
わ
れ
る
日
本
武
道
館
と
日
本
古
武
道
協
会
が
主
催

す
る
「
日
本
古
武
道
交
流
演
武
大
会
」
の
演
武
者
に

抜
擢
さ
れ
た
。
こ
の
大
会
は
、
日
本
全
国
か
ら
36
も

の
古
武
道
の
流
派
が
、
武
道
の
神
様
を
祀
る
鹿
島
神

宮
に
集
ま
り
、
本
殿
前
で
次
々
と
技
を
披
露
す
る
と

い
う
も
の
。
杉
田
さ
ん
に
と
っ
て
は
東
武
館
以
外
の

場
で
行
う
初
め
て
の
演
武
と
な
る
。

　

大
会
１
か
月
前
か
ら
受う
け

太だ

刀ち

（
打
突
を
受
け
る
側
）
を

務
め
る
中
目
録
免
許
の
兼
子
勝
喜
さ
ん
と
予
定
を
合

わ
せ
、
平
日
に
も
で
き
る
限
り
稽
古
を
し
て
備
え
た
。

　

そ
う
し
て
迎
え
た
大
会
前
日
。

鹿
島
神
宮
の
特
設
会
場
で
の
リ

ハ
ー
サ
ル
に
臨
み
、
ま
ず
は
ひ

と
通
り
無
難
に
こ
な
す
。
だ
が
、

夜
に
な
り
髙
山
先
生
た
ち
と
食

事
を
す
る
段
に
な
る
と
、
先
生

方
か
ら
本
音
が
漏
れ
始
め
た
。

　

「
少
し
お
酒
が
入
っ
た
こ
と

も
あ
っ
て
か
、
細
か
な
点
に
つ

い
て
お
叱
り
の
言
葉
が
出
て
き

た
ん
で
す
。
こ
れ
は
ま
ず
い
と

思
い
ま
し
た
。
自
分
だ
け
の
問

題
な
ら
い
い
の
で
す
が
、
北
辰
一
刀
流
、
東
武
館
に

迷
惑
を
か
け
る
こ
と
に
な
っ
て
は
い
け
な
い
と
」

　

本
番
は
明
日
。
短
い
時
間
に
で
き
る
こ
と
を
や
る

し
か
な
い
。
心
を
澄
ま
せ
て
先
生
方
か
ら
の
注
意
を

反
芻
し
改
善
の
イ
メ
ー
ジ
を
ひ
た
す
ら
描
く
。
当
日

も
、
早
朝
か
ら
演
武
の
直
前
ま
で
兼
子
さ
ん
と
確
認

を
重
ね
、
い
よ
い
よ
本
番
の
舞
台
へ
。

　

「
本
番
は
も
う
無
心
で
臨
み
ま
し
た
。
無
心
と
い
う

か
、
自
分
が
気
を
つ
け
る
べ
き
こ
と
だ
け
が
頭
に
あ

る
状
態
で
。
す
ご
く
集
中
で
き
た
の
だ
と
思
い
ま
す
」

　

結
果
、
杉
田
さ
ん
の
演
武
は
、
稽
古
や
リ
ハ
ー
サ

ル
時
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
の
気
迫
と
躍
動
感

を
放
ち
、
36
流
派
の
演
武
の
中
で
も
際
立
つ
も
の
と

な
っ
た
。
そ
の
出
来
栄
え
は
、
前
夜
厳
し
い
言
葉
を

伝
え
た
先
生
た
ち
も
一
様
に
目
を
細
め
、
興
奮
気
味

に
賛
辞
を
贈
る
ほ
ど
だ
っ
た
。

　

大
役
を
無
事
に
終
え
た
杉
田
さ
ん
。
現
在
も
ピ
ア

ノ
講
師
な
ど
の
職
を
忙
し
く
続
け
な
が
ら
、
土
曜
日

に
は
変
わ
ら
ず
北
辰
一
刀
流
の
修
行
に
励
ん
で
い
る
。

　

「
今
は
も
う
北
辰
一
刀
流
が
日
常
の
一
部
の
よ
う

で
、
稽
古
が
楽
し
み
で
仕
方
が
な
い
で
す
。
仕
事
で

遅
れ
て
し
ま
う
と
き
も
、
た
と
え
30
分
で
も
行
っ
て

稽
古
し
よ
う
と
思
い
ま
す
ね
」

　

東
武
館
で
北
辰
一
刀
流
を
学
ぶ
こ
と
は
、
人
と
し

て
成
長
す
る
場
。
生
き
る
指
針
を
得
る
場
だ
と
い
う
。

　

「
ピ
ア
ノ
教
室
や
学
校
の
音
楽
の
授
業
で
も
、〝
人

間
と
し
て
〞
の
指
導
を
し
て
い
き
た
い
の
で
、
自
分

が
北
辰
一
刀
流
か
ら
学
ん
だ
こ
と
は
、
自
然
に
子
ど

も
や
生
徒
た
ち
に
伝
え
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
」

　

北
辰
一
刀
流
と
ク
ラ
シ
ッ
ク
ピ
ア
ノ
。
対
極
に
あ

る
よ
う
に
思
え
る
も
の
が
、
互
い
に
共
鳴
し
な
が
ら

杉
田
さ
ん
の
中
で
自
然
に
存
在
し
続
け
る
。
杉
田
さ

ん
の
ピ
ア
ノ
の
演
奏
は
未
聴
だ
が
、
扱
う
も
の
が
木

刀
か
ら
楽
器
に
か
わ
っ
て
も
、
一
瞬
一
瞬
に
込
め
ら

れ
る
気
迫
、
放
た
れ
る
輝
き
は
、
少
し
も
変
わ
ら
な

い
は
ず
だ
。

武道の神様を祀る鹿島神宮本殿前で演武する杉田さん。集中を極めた表情、佇まいが観客の注目を集めた
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文
字
通
り〝
火
花
〞が
散
る
ほ
ど
の

激
し
い
秘
技
を
伝
承
す
る
、

選
ば
れ
し
者
ゆ
え
の
雄
心
と
憂
心
。

門
外
不
出
、

水
戸
藩
秘
伝
の

「
先せ

ん

先せ

ん

の
先せ

ん

」。

水
戸
東
武
館
に
伝
わ
る
「
新
田
宮
流
抜
刀
術
」
は
、

水
戸
藩
士
の
和
田
平
助
に
よ
っ
て
考
案
さ
れ
た
居

合
の
流
派
。
そ
の
特
徴
は
一
に
も
二
に
も
相
手
の

「
先
」
を
取
る
凄
ま
じ
い
勢
い
に
あ
る
。
演
武
者

の
気
合
い
が
乗
っ
た
と
き
に
は
、
ぶ
つ
か
り
合
っ

た
真
剣
と
真
剣
か
ら
火
花
が
出
る
と
い
う
ほ
ど
の

激
し
さ
だ
。
伝
承
者
で
あ
り
、
水
戸
東
武
館
の
事

務
局
長
も
務
め
る
上
田
忠
夫
さ
ん
に
話
を
聞
い
た
。

伝
統
あ
る
道
場
、
水
戸
東
武
館
（
以
下
、
東

武
館
）
に
は
、
北
辰
一
刀
流
の
ほ
か
に
も

う
ひ
と
つ
、「
新
田
宮
流
抜
刀
術
」
と
い

う
、
江
戸
時
代
か
ら
水
戸
藩
だ
け
に
伝
わ
る
秘
伝
の

居
合
の
流
派
が
あ
る
。

　

こ
れ
は
、
水
戸
藩
第
二
代
藩
主
徳
川
光
圀
公
の
時

代
に
、
水
戸
藩
士
で
あ
り
剣
術
の
名
手
で
あ
っ
た
和

田
平
助
が
、「
田
宮
流
」
と
い
う
居
合
を
も
と
に
完

成
さ
せ
た
も
の
。
そ
の
特
徴
は
、「
先
先
の
先
」。
と

に
か
く
相
手
に
先
ん
じ
て
凄
ま
じ
い
速
さ
で
刀
を
抜

き
、
倒
す
。
一
刀
必
殺
、
藩
外
不
出
の
秘
技
と
し
て
、

水
戸
藩
藩
校
の
弘
道
館
で
も
限
ら
れ
た
者
だ
け
に
教

授
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。

　

明
治
７
年
（
１
８
７
４
年
）、
弘
道
館
で
剣
術
の
指

導
を
し
て
い
た
小
澤
寅
吉
が
私
費
で
「
水
戸
東
武

館
」
を
創
設
し
て
か
ら
は
、
現
在
ま
で
の
お
よ
そ

１
４
３
年
間
、
歴
代
館
長
あ
る
い
は
そ
の
直
弟
子
の

ふ
た
り
の
み
が
こ
の
技
を
相
伝
し
て
き
た
。
　

　

22
歳
で
唐
突
に
始
め
た
剣
道
が
、

　

そ
の
後
の
人
生
を
変
え
た

　　

平
成
29
年
の
現
在
、
新
田
宮
流
抜
刀
術
を
担
う
ひ

と
り
が
、
上
田
忠
夫
さ
ん
だ
。
事
務
局
長
と
し
て
東

形か
た

と
は
い
え
、

激
し
く
打
ち
合
う
の
で

真
剣
の
刃
が
ノ
コ
ギ
リ
の

よ
う
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

新
田
宮
流
抜
刀
術
【
水
戸
東
武
館
】

現在、水戸東武館で新田宮流抜刀術を継承する上田忠夫事務局長（左）と剣道教士七段、居合道五段の兼子勝喜さん新田宮流抜刀術で使用する道具は、真剣と竹でできた小さな小手。刀と刀を激しくぶつけ合うためすぐに刃が欠けてしまうという
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武
館
運
営
の
一
端
を
担
う
上
田
さ
ん
だ
が
、
東
武
館

と
関
わ
っ
た
の
は
だ
い
ぶ
遅
か
っ
た
と
い
う
。

　

「
私
は
東
武
館
に
22
歳
の
と
き
に
入
っ
た
ん
で
す
。

そ
れ
ま
で
は
剣
道
も
や
っ
て
い
な
か
っ
た
。
憧
れ
は

あ
っ
た
の
で
す
が
、
ま
っ
た
く
縁
が
な
か
っ
た
」

　

上
田
さ
ん
の
奥
さ
ん
が
た
ま
た
ま
職
場
で
、
当
時

東
武
館
の
事
務
局
長
を
務
め
て
い
た
師
範
の
評
判
を

耳
に
し
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
、
上
田
さ
ん
は
「
唐

突
に
」
東
武
館
へ
赴
き
、
そ
の
師
範
に
「
剣
道
を
や

り
た
い
」
と
直
訴
し
た
の
だ
と
い
う
。

　

「
い
ま
思
い
返
し
て
み
て
も
、
な
ぜ
あ
の
と
き
そ

う
い
う
行
動
を
取
っ
た
の
か
、
自
分
で
も
よ
く
わ
か

ら
な
い
ん
で
す
け
ど
ね
」

　

そ
の
と
き
行
動
し
な
け
れ
ば
、
そ
の
後
50
年
以
上

も
続
く
東
武
館
と
の
関
係
は
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
新
田

宮
流
抜
刀
術
の
継
承
者
に
な
る
こ
と
も
な
か
っ
た
の

だ
か
ら
、
運
命
と
は
不
思
議
な
も
の
だ
。

　

以
来
、
東
武
館
に
足
し
げ
く
通
う
よ
う
に
な
っ
た

上
田
さ
ん
は
、
そ
れ
ま
で
の
時
間
を
取
り
戻
す
か
の

よ
う
に
稽
古
に
没
頭
し
、
１
年
で
初
段
を
取
得
す
る

ほ
ど
の
め
ざ
ま
し
い
上
達
を
見
せ
る
。
翌
年
に
は
、

東
武
館
に
居
合
道
部
が
発
足
し
、
後
に
新
田
宮
流
抜

刀
術
で
上
田
さ
ん
の
元
に
立
つ
（
格
上
の
立
場
で
技

を
受
け
る
）
こ
と
と
な
る
宮
田
忠
幸
さ
ん
（
現
東
武
館

副
館
長
）
と
と
も
に
居
合
の
技
術
も
高
め
て
い
く
。

　

そ
れ
か
ら
25
年
余
り
。
剣
道
教
士
七
段
と
居
合
道

七
段
を
保
持
す
る
ま
で
に
腕
前
を
上
げ
た
上
田
さ
ん

に
、
第
六
代
の
宮
本
館
長
が
声
を
か
け
た
。

　

「
新
田
宮
は
、
第
四
代
の
小
澤
武
館
長
に
よ
っ
て
、

剣
道
七
段
と
居
合
道
五
段
以
上
を
持
つ
者
が
継
ぐ
こ

と
と
決
め
ら
れ
て
い
た
ん
で
す
。
そ
れ
で
、
宮
本
館

長
か
ら
〝
新
田
宮
を
継
ぐ
つ
も
り
が
あ
る
な
ら
、
や

っ
て
み
ろ
〞
と
言
わ
れ
ま
し
て
ね
。
も
ち
ろ
ん
い
つ

か
は
や
っ
て
み
た
い
気
持
ち
は
あ
り
ま
し
た
か
ら
、

で
は
、
お
願
い
し
ま
す
と
答
え
ま
し
た
」

　

こ
う
し
て
、
館
長
の
立
会
い
の
も
と
、
先
に
新
田

宮
流
抜
刀
術
を
継
承
し
て
い
た
宮
田
師
範
か
ら
直
々

に
形
の
指
導
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

す
べ
て
は
相
手
と
の
気
の
交
流

　

全
人
格
を
通
わ
せ
て
こ
そ
成
り
立
つ

　　

新
田
宮
流
抜
刀
術
の
元
に
な
っ
た
の
は
、
紀
州
の

田
宮
流
と
い
う
居
合
だ
。
紀
州
の
田
宮
流
は
「
古こ

田

宮
」
と
呼
ば
れ
、
そ
れ
を
学
ん
だ
水
戸
藩
士
の
和
田

平
助
が
考
案
し
た
も
の
が
「
新
田
宮
」
と
な
っ
た
。

　

余
談
に
な
る
が
、
幕
末
の
「
桜
田
門
外
の
変
」
で

彦
根
藩
士
が
水
戸
浪
士
に
襲
わ
れ
た
場
面
は
、
紀
州

か
ら
彦
根
に
伝
わ
っ
た
「
古
田
宮
」
と
「
新
田
宮
」
の

対
決
だ
っ
た
と
の
話
も
東
武
館
に
は
伝
わ
る
そ
う
だ
。

　

そ
の
「
新
田
宮
」
の
特
徴
は
、
前
述
し
た
と
お
り

の
「
先
先
の
先
」。
上
田
さ
ん
が
解
説
す
る
。

　

「
ふ
つ
う
、
居
合
で
は
こ
ち
ら
か
ら
切
る
と
い
う

こ
と
は
あ
り
得
な
い
ん
で
す
。
居
合
う
、〝
居
〞
な

が
ら
に
し
て
敵
に
〝
合
う
（
遭
遇
す
る
）〞
こ
と
を
想

定
し
て
い
る
の
で
、
居
合
は
、
相
手
が
切
り
か
か
っ

て
き
た
場
合
に
の
み
対
処
す
る
〝
後ご

の
先せ
ん

〞
な
ん
で

す
。
と
こ
ろ
が
新
田
宮
は
、「
先
先
の
先
」
と
い
っ

て
、
相
手
が
動
く
先
を
読
む
（
先
の
先
）
よ
り
も
っ

と
先
、
相
手
の
心
の
先
ま
で
読
ん
で
仕
掛
け
る
。
居

合
は
、
人
を
生
か
す
剣
、
新
田
宮
は
、
物
騒
だ
け
れ

ど
も
、
人
を
殺
す
剣
な
ん
で
し
ょ
う
」

　

た
し
か
に
、
狂
気
を
感
じ
さ
せ
る
ほ
ど
の
激
し
い

動
き
を
目
に
す
れ
ば
、
そ
れ
も
納
得
が
い
く
。
演
武

と
は
い
え
、
使
用
す
る
の
は
真
剣
だ
。
少
し
で
も
手

元
が
く
る
え
ば
、
た
い
へ
ん
な
こ
と
に
な
る
。

　

「
そ
う
で
す
。
で
す
か
ら
、
非
常
に
集
中
し
ま
す
。

形
と
は
い
え
、
狙
っ
た
と
こ
ろ
に
一
発
で
抜
き
つ
け

る
と
い
う
の
は
本
当
に
難
し
い
。
ひ
ょ
っ
と
す
る
と

と
ん
で
も
な
い
と
こ
ろ
を
切
り
つ
け
て
し
ま
う
の
で

は
と
い
う
危
惧
は
、
つ
ね
に
持
っ
て
い
ま
す
。
悪
い

こ
と
を
考
え
る
と
、
身
の
毛
が
よ
だ
ち
ま
す
」

　

あ
れ
ほ
ど
の
速
さ
で
刀
を
切
り
落
と
す
こ
と
へ
の

恐
れ
は
、
何
十
年
経
っ
て
も
あ
る
と
率
直
に
話
す
。

　

「
怖
い
で
す
よ
、
い
ま
だ
に
。
で
も
、
や
り
た
く

な
い
と
思
う
こ
と
は
な
い
。
す
べ
て
は
呼
吸
な
ん
で

す
。
相
手
と
気
を
合
わ
せ
る
こ
と
に
尽
き
る
ん
で
す
」

　

現
在
の
相
手
の
兼
子
勝
喜
さ
ん
と
は
、
こ
れ
か
ら

も
っ
と
も
っ
と
気
の
交
流
を
深
め
て
い
く
と
い
う
。

　

「
宮
田
先
生
と
は
20
年
組
ん
で
や
り
ま
し
た
か
ら
、

そ
れ
と
比
べ
れ
ば
、
昨
年
始
め
た
兼
子
さ
ん
と
は
こ

れ
か
ら
も
っ
と
深
め
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
で

も
、
私
は
彼
と
一
緒
に
剣
道
も
居
合
も
や
っ
て
い
て
、

彼
が
ど
う
い
う
男
か
と
い
う
こ
と
は
自
分
の
中
で
は

あ
る
程
度
つ
か
ん
で
い
ま
す
か
ら
、
そ
ん
な
に
難
し

い
こ
と
は
な
い
で
す
。
や
は
り
武
道
と
か
武
術
と
い

う
の
は
、
そ
う
い
う
全
人
格
を
交
流
さ
せ
な
い
と
成

り
立
た
な
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
」

　

継
承
者
に
選
ば
れ
た
者
と
し
て
、
上
田
さ
ん
、
兼

子
さ
ん
は
次
に
つ
な
げ
る
責
務
も
負
う
。

　

「
そ
う
、
我
々
ふ
た
り
で
満
足
し
て
い
て
も
し
ょ

う
が
な
い
の
で
、
こ
れ
を
早
く
な
ん
と
か
次
の
世
代

に
継
承
し
て
い
く
こ
と
を
考
え
な
い
と
い
け
な
い
。

や
は
り
剣
技
が
高
い
者
で
な
い
と
、
行
き
つ
く
と
こ

ろ
に
行
き
つ
か
な
い
部
分
が
あ
る
。

高
段
者
で
継
い
で
く
れ
る
者
を
探

せ
る
の
が
一
番
な
の
で
す
が
」

　

し
か
し
、
剣
道
七
段
、
居
合
道

五
段
以
上
の
資
格
を
持
つ
者
を
探

す
間
に
、
こ
の
武
術
が
途
絶
え
て

し
ま
っ
て
は
元
も
子
も
な
い
。

　

「
資
格
に
こ
だ
わ
り
過
ぎ
る
と
、

こ
の
新
田
宮
流
は
消
え
て
し
ま
う

と
思
い
ま
す
。
そ
こ
が
非
常
に
悩

ま
し
い
と
こ
ろ
で
す
ね
。
と
に
か

く
適
任
者
を
な
ん
と
か
我
々
で
選

ん
で
、
育
て
て
い
く
よ
う
な
形
に

し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
で
す
」

　

最
後
に
、
６
本
あ
る
新
田
宮
流
抜
刀
術
の
形
で
上

田
さ
ん
が
も
っ
と
も
好
き
な
も
の
を
聞
い
て
み
た
。

　

「
い
ち
ば
ん
派
手
な
の
は
、〝
星ほ
し

昇の
ぼ
り〞
と
い
う
技
で

す
。
刀
と
刀
が
ガ
チ
ー
ン
と
ぶ
つ
か
り
合
う
ん
で
す

が
、
そ
の
と
き
に
火
花
が
出
る
ん
で
す
。
出
な
い
と

き
も
あ
る
け
れ
ど
、
２
人
の
真
剣
味
が
高
い
と
こ
ろ

で
交
わ
る
と
出
る
の
で
し
ょ
う
」

　

そ
の
よ
う
な
と
き
、
動
き
は
激
し
い
が
、
心
は
高

揚
す
る
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
ど
ん
ど
ん
醒
め
て
い

く
の
だ
と
い
う
。

　

「
冷
静
と
い
う
の
と
は
少
し
違
う
。
気
持
ち
は
高

揚
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
中
に
も
の
す
ご
く
醒

め
た
も
の
が
あ
る
ん
で
す
。
覚
醒
と
い
う
の
で
し
ょ

う
か
ね
。
こ
れ
は
、
新
田
宮
に
限
ら
ず
、
北
辰
一
刀

流
で
も
そ
う
で
す
け
れ
ど
、
や
っ
て
い
る
と
き
は
、

も
う
相
手
の
目
を
見
た
き
り
、
ど
こ
に
も
視
線
を
動

か
さ
ず
に
や
り
ま
す
か
ら
。
た
だ
た
だ
相
手
の
目
の

玉
の
動
き
を
見
据
え
て
動
く
の
み
な
ん
で
す
」

　

ふ
だ
ん
は
知
的
で
穏
や
か
な
笑
み
を
た
た
え
る
事

務
局
長
だ
が
、
稽
古
と
な
る
と
、
ま
さ
し
く
別
人
の

よ
う
な
鋭
さ
を
眼ま
な
こ

に
宿
す
。
そ
の
迷
い
の
一
切
な
い

厳
し
い
目
と
心
が
、
次
に
こ
の
奥
義
を
託
す
に
ふ
さ

わ
し
い
者
を
、
や
が
て
見
極
め
る
。

上
田 

忠
夫 

さ
ん  

72
歳

水
戸
東
武
館 

事
務
局
長

新
田
宮
流
抜
刀
術
／
剣
道
教
士
七
段

途
絶
え
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、

剣
技
が
高
く
な
い
と
行
き
つ
か
な
い

と
こ
ろ
が
あ
る
。
悩
ま
し
い
で
す
ね
。
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民
間
道
場
の「
水
戸
東
武
館
」が
、

「
全
国
選
抜
少
年
剣
道
錬
成
大
会
」を

60
年
近
く
も
主
催
し
続
け
て
い
る
理
由

弘
道
館
の

「
文ぶ

ん

武ぶ

不ふ

岐き

」を

体
現
す
る〝
学
舎
〞。

水
戸
東
武
館

「
北
辰
一
刀
流
」「
新
田
宮
流
抜

刀
術
」
と
い
う
江
戸
時
代

に
創
始
さ
れ
た
武
道
の
流
派
を
伝
承
し
な

が
ら
、
水
戸
東
武
館
（
以
下
、
東
武
館
）
は
、

現
在
、
第
七
代
の
小
澤
智
館
長
の
も
と
、

「
剣
道
」「
な
ぎ
な
た
」「
居
合
道
」
を
３

つ
の
柱
と
し
て
、
そ
れ
ら
日
本
の
伝
統
文

化
を
正
し
く
後
世
に
伝
承
す
る
た
め
の
修

練
の
場
と
し
て
日
々
活
動
を
続
け
て
い
る
。

　

中
で
も
特
に
、
少
年
剣
道
の
名
門
道
場

と
し
て
、
東
武
館
の
名
は
日
本
全
国
に
知

ら
れ
る
。
そ
の
理
由
は
、
全
国
の
道
場
か

ら
少
年
剣
士
を
集
め
て
開
催
さ
れ
る
「
全

国
選
抜
少
年
剣
道
錬
成
大
会
」
を
、
過
去

60
年
近
く
に
わ
た
り
東
武
館
が
主
催
し
続

け
て
い
る
か
ら
だ
。
毎
年
春
に
行
わ
れ
る

こ
の
大
会
は
〝
水
戸
大
会
〞
の
愛
称
で
、

全
国
の
少
年
剣
士
た
ち
に
と
っ
て
憧
れ
の

舞
台
と
な
っ
て
い
る
。

　

一
地
方
都
市
の
民
間
道
場
が
、
な
ぜ
こ

れ
ほ
ど
大
規
模
な
大
会
を
半
世
紀
以
上
も

続
け
て
い
ら
れ
る
の
か
。
事
務
局
長
を
務

め
る
上
田
忠
夫
さ
ん
に
尋
ね
た
。

　

「
東
武
館
で
は
昭
和
35
年
（
１
９
６
０

年
）
か
ら
『
全
国
選
抜
少
年
剣
道
錬
成
大

会
』
を
行
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
も
そ
も
当

時
は
少
年
剣
道
の
全
国
大
会
と
い
う
も
の

が
存
在
し
な
か
っ
た
ん
で
す
。
少
年
の
競

い
ご
と
は
だ
め
だ
と
文
部
省
（
当
時
）
が

禁
止
し
て
い
た
。
し
か
し
、
全
国
の
少
年

た
ち
が
腕
を
競
う
場
を
な
ん
と
か
つ
く
り

た
い
と
、
第
四
代
の
小
澤
武
館
長
は
頭
を

ひ
ね
り
、『
錬
成
』（
心
・
技
・
体
を
鍛
え

る
こ
と
）
と
い
う
名
称
を
つ
け
、
試
合
で

は
な
く
〝
審
査
会
〞
で
あ
る
と
し
た
。
そ

う
し
て
よ
う
や
く
文
部
省
の
認
可
と
後
援

を
い
た
だ
き
、
第
１
回
大
会
を
開
催
す
る

こ
と
が
で
き
た
ん
で
す
」

　

今
で
は
、
全
日
本
剣
道
連
盟
や
日
本
武

道
館
が
主
催
す
る
全
国
規
模
の
少
年
の
大

会
が
い
く
つ
も
あ
る
が
、
そ
の
ど
れ
も
に

「
錬
成
」
の
名
が
入
っ
て
い
る
と
い
う
か

ら
、〝
水
戸
大
会
〞
の
影
響
力
の
大
き
さ

が
わ
か
る
。

　

さ
ら
に
２
年
前
の
第
56
回
大
会
か
ら
は

「
文
部
科
学
大
臣
杯
」
と
い
う
冠
も
付
与

さ
れ
た
。
60
年
近
い
実
績
を
上
田
事
務
局

長
が
粘
り
強
く
訴
え
、
獲
得
し
た
最
大
級

の
称
号
だ
。
そ
の
効
果
も
あ
っ
て
参
加
チ

ー
ム
数
は
こ
こ
数
年
い
っ
そ
う
の
伸
び
を

示
し
、
平
成
29
年
開
催
の
第
58
回
大
会
に

は
、
史
上
最
多
の
４
２
６
チ
ー
ム
が
参
加

す
る
と
い
う
。
上
田
さ
ん
が
解
説
す
る
。

　

「
や
は
り
伝
統
と
い
う
の
は
、
一
朝
一

夕
に
は
で
き
な
い
も
の
。
こ
つ
こ
つ
積
み

上
げ
て
き
た
大
会
の
歩
み
が
、
我
々
の
一

番
の
強
み
だ
と
思
い
ま
す
」

　

第
１
回
大
会
に
出
場
し
た
少
年
剣
士
た

ち
が
、
今
は
60
代
に
な
り
、
引
率
者
と

な
っ
て
ま
た
大
会
に
参
加
を
す
る
。

　

「
そ
う
い
う
輪
が
輪
を
広
げ
て
、〝
水
戸

大
会
〞
へ
の
、
ひ
と
つ
の
想
い
が
形
成
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
ね
」

　

加
え
て
、
江
戸
時
代
の
弘
道
館
の
教
え

の
影
響
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
。

　

「
か
つ
て
水
戸
の
学
問
が
長
州
や
土
佐

や
薩
摩
の
人
々
に
対
し
て
影
響
を
及
ぼ
し

た
り
、
あ
の
吉
田
松
陰
も
水
戸
に
来
て
交

流
を
持
っ
た
り
し
た
。
そ
う
い
う
歴
史
の

影
響
は
今
で
も
各
地
に
残
っ
て
い
る
と
思

う
ん
で
す
。
そ
れ
が
、
東
武
館
の
イ
メ
ー
ジ

に
も
影
響
し
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
」

　

弘
道
館
の
理
念
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た

「
文
武
不
岐
」
の
教
え
は
、
そ
の
ま
ま
東

武
館
の
創
設
の
精
神
と
し
て
今
日
ま
で

脈
々
と
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
東
武
館
で

少
年
剣
道
の
稽
古
の
あ
と
に
毎
回
唱
和
さ

れ
る
、「
勉
強
し
ま
す
　

剣
道
し
ま
す
　

よ
い
行
い
を
し
ま
す
」
の
「
三
誓
願
」
は
、

ま
さ
し
く
「
文
武
不
岐
」
を
平
易
に
言
い

換
え
た
も
の
だ
ろ
う
。

　

「
三
誓
願
は
、
ま
ず
、

『
勉
強
し
ま
す
』
が
き

て
、
そ
の
次
に
『
剣
道

し
ま
す
』『
よ
い
行
い

を
し
ま
す
』
が
続
く
。
つ
ま
り
、
剣
道
し

か
で
き
な
い
人
間
に
な
る
な
と
い
う
こ
と

で
す
。
文
と
武
を
偏
ら
ず
に
学
ん
で
こ
そ
、

人
間
の
成
長
に
役
立
つ
。
東
武
館
で
行
っ

て
い
る
こ
と
は
ま
さ
に
『
人
間
づ
く
り
』

だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
東
武
館

の
精
神
に
、
全
国
の
指
導
者
た
ち
も
賛
同

し
て
く
れ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
」

　

平
成
29
年
１
月
２
日
。
東
武
館
新
春

の
恒
例
行
事
、「
寒
稽
古
」
を
取
材
し
た
。

今
号
の
表
紙
や
目
次
の
写
真
も
そ
の
と
き

の
も
の
だ
。
夜
が
明
け
る
前
か
ら
道
着
姿

の
大
人
や
子
ど
も
た
ち
が
続
々
と
東
武
館

に
集
ま
っ
て
く
る
。
外
は
凍
て
つ
く
寒
さ

だ
が
、
道
場
の
中
は
、
師
範
と
弟
子
が
ひ

し
め
き
合
い
熱
気
に
満
ち
る
。
こ
の
場
に

い
る
全
員
が
、
新
し
い
年
の
始
め
の
寒
稽

古
を
前
に
胸
を
高
鳴
ら
せ
、
瞳
を
輝
か
せ

て
い
る
。

　

や
が
て
始
ま
っ
た
掛か
か

り
稽
古
で
は
、
横

一
列
に
そ
び
え
る
よ
う
に
立
つ
師
範
た
ち

に
向
か
っ
て
、
子
ど
も
た
ち
が
満
身
の
力

を
込
め
て
竹
刀
を
振
る
。
自
分
を
全
身
で

受
け
と
め
、
大
き
な
力
で
跳
ね
返
し
て
く

れ
る
師
を
持
つ
こ
と
の
幸
福
感
が
、
子
ど

も
た
ち
の
体
か
ら
ほ
と
ば
し
り
出
る
。

　

ま
さ
に
生
命
が
鼓
動
す
る
瞬
間
。
目
の

前
の
光
景
に
、
上
田
さ
ん
の
「
人
間
づ
く

り
」
と
い
う
言
葉
が
何
度
も
重
な
っ
た
。

水戸東武館
道場と正門附塀（つけたりへい）は水戸市指定文
化財。平成27年、道路拡幅により100m東に
移築された。剣道、なぎなた、居合道の3つを
柱とする。北辰一刀流の稽古は、土曜18時から。
入門・見学は随時。詳細は下記HPを参照。
水戸市北見町2-15
 029-221-4729

http://www.toubukan.or.jp B

現在の東武館では「剣道」「なぎなた」「居合道」の3つを柱としており、下は幼稚
園の年長から上は80歳を超える者までが、心身の鍛練を目標に稽古で汗を流す。
水戸の梅まつりなど地域の行事にも積極的に参加する 平成29年1月2日、寒稽古初日に挨拶をする小澤智館長。深い愛情を持って館生を育成する
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水
戸
藩
の
時
代
に
編
み
出
さ
れ
た
、

多
様
な
型
を
持
つ
日
本
泳
法
に
魅
せ
ら
れ
、

日
本
一
を
手
に
入
れ
た
23
歳
の
内
な
る
闘
志
。

水
の
都
の

叡
智
が
生
ん
だ

水
と
和
す
術
。

そ
の
名
が
示
す
通
り
、「
水
」
と
大
い
に
関
わ
り

あ
い
な
が
ら
発
展
を
遂
げ
て
き
た
水
戸
に
は
、
武

術
と
し
て
の
「
水
府
流
水
術
」
が
伝
わ
る
。
水
戸

藩
第
二
代
藩
主
徳
川
光
圀
公
が
、
武
士
だ
け
で
な

く
庶
民
に
も
奨
励
し
た
と
い
う
こ
の
「
水
府
流
水

術
」
に
は
、
現
代
に
も
十
分
に
通
じ
る
、
水
難
か

ら
身
を
守
る
た
め
の
知
恵
や
技
術
が
結
集
し
て
い

る
。
平
成
28
年
に
日
本
泳
法
大
会
で
優
勝
に
輝
い

た
関
泰
亨
さ
ん
に
話
を
聞
き
、
こ
の
歴
史
あ
る
泳

法
の
多
彩
な
技
術
と
奥
義
に
迫
っ
た
。

水
府
流
水
術

文…伊藤梢 │ 撮影…小泉慶嗣 （P19、P22-25）

水
戸
東
武
館
（
以
下
、東
武
館
）
か
ら

西
に
3
分
ほ
ど
歩
い
た
と
こ
ろ

に
あ
る
、
創
業
92
年
の
「
髙
山
武
道
具
」。

店
内
に
は
少
年
用
を
中
心
に
剣
道
具
一
式

が
整
然
と
並
ぶ
。

　

そ
れ
ら
既
製
品
と
は
別
に
、
す
べ
て
の

工
程
を
昔
な
が
ら
の
手
作
業
で
仕
上
げ
る

武
道
具
は
、〝
水
戸
の
防
具
〞と
し
て
、長
年

全
国
の
剣
道
家
た
ち
の
憧

憬
の
的
と
な
っ
て
き
た
。

　

現
在
の
店
主
は
、
三

代
目
の
髙
山
能よ
し

昌ま
さ

さ
ん
。

剣
道
教
士
八
段
の
腕
前

を
持
つ
東
武
館
の
師
範

で
あ
り
、「
北
辰
一
刀
流
」

で
紹
介
し
た
髙
山
陽
好

さ
ん
の
実
兄
だ
。
ふ
た
り

と
も
よ
く
似
た
容
姿
だ
が
、

お
兄
さ
ん
の
ほ
う
が
少
し

柔
和
な
印
象
が
あ
る
。

　

髙
山
武
道
具
の
歴
史
は

初
代
の
森
山
繁
雄
さ
ん
か

ら
始
ま
っ
た
。

　

「
当
時
、
東
武
館
の
剣

道
の
稽
古
は
だ
い
ぶ
荒
か

っ
た
よ
う
で
、
第
二
代
の

小
澤
一
郎
館
長
が
『
や
わ

な
防
具
で
は
身
が
も
た
な

い
、
も
っ
と
頑
丈
な
防
具
を
作
れ
』
と
森

山
師
匠
に
命
じ
た
そ
う
で
す
」

　

東
京
で
の
修
行
の
後
、
東
武
館
そ
ば

に
開
か
れ
た
「
森
山
武
道
具
」。
や
が
て

店
は
一
番
弟
子
だ
っ
た
能
昌
さ
ん
の
父
、

長ち
ょ
う
き
ち

吉
さ
ん
に
引
き
継
が
れ
、
店
の
名
も

「
髙
山
武
道
具
」
と
改
め
ら
れ
た
。

　

森
山
師
匠
か
ら
長
吉
さ
ん
、
能
昌
さ
ん

へ
と
受
け
継
が
れ
た
防
具
は
、
硬
く
て
頑

丈
。
脳
天
を
守
る
面
ぶ
と
ん
（
頭
用
防
具
の

布
の
部
分
）
に
は
、
本
綿
と
毛も
う

氈せ
ん

（
獣
毛
を

フ
ェ
ル
ト
状
に
加
工
し
た
も
の
）
を
山
ほ
ど

詰
め
、
そ
れ
を
長
い
針
で
一
針
一
針
刺
し

て
は
叩
き
、
糸
を
締
め
、
薄
く
硬
く
し
て

い
く
。
さ
ら
に
、
華
美
で
は
な
い
が
細
や

か
な
刺
繍
が
施
さ
れ
、
頑
丈
で
あ
る
の
に

凛
と
し
た
美
術
品
の
ご
と
き
美
し
さ
を
湛

え
る
。
気
の
遠
く
な
る
よ
う
な
手
間
を
か

け
た
品
が
、
剣
豪
た
ち
を
惹
き
つ
け
る
。

　

「
親
父
は
日
本
一
の
職
人
だ
っ
た
と
思

い
ま
す
。
大
き
な
剣
道
大
会
が
テ
レ
ビ
な

ど
で
放
映
さ
れ
る
と
、
今
も
名
だ
た
る
剣

豪
た
ち
が
、
親
父
の
防
具
や
僕
が
手
掛
け

た
も
の
を
大
切
に
使
っ
て
く
れ
て
い
る
の

を
目
に
し
ま
す
。
見
れ
ば
す
ぐ
に
わ
か
り

ま
す
よ
。
そ
の
形
や
雲
型
の
飾
り
に
〝
水

戸
〞
の
特
徴
が
あ
る
。
長
く
使
っ
て
い
た

だ
け
る
の
は
、
う
れ
し
い
限
り
で
す
」

水
戸
東
武
館
の
激
し
い
稽
古
が
生
ん
だ

頑
丈
で
美
し
い
、総
手
作
り
の
防
具

剣
道
家
垂
涎
の

〝
水
戸
の
防
具
〞。

髙山武道具→P45 MAP●Ｅ
東武館から徒歩3分。剣道具一
式すべてを揃える店。手作業に
よる丁寧な仕事で全国に知られ、
初心者から師範まで、多くの剣
士たちが相談に訪れる。

水戸市北見町4-8
 029-221-5066

　

現
在
、
店
で
は
能
昌
さ
ん
の
ふ
た
り
の

子
息
が
、
父
か
ら
受
け
継
い
だ
技
で
顧
客

か
ら
の
さ
ま
ざ
ま
な
注
文
に
応
え
て
い
る
。

　

初
心
者
の
子
ど
も
が
訪
れ
れ
ば
、
能
昌

さ
ん
が
お
お
ら
か
な
笑
顔
で
出
迎
え
る
。

　

「
剣
道
愛
好
家
が
少
し
で
も
増
え
れ
ば
」

　

繰
り
返
す
そ
の
言
葉
に
、
剣
道
を
愛
し

敬
う
鷹お
う

揚よ
う

な
心
が
あ
ふ
れ
出
て
い
た
。

髙
山
武
道
具

品格ある装飾の刺繍にも定評がある。すべてを手作業で仕上げた髙山武道具の面

髙山能昌さんとふたりの子息、長男の長典（たけのり）さん（左）
と次男の知政（ともまさ）さん。左上は、能昌さんの父の長吉さん
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那
珂
川
を
臨
む
、
水
戸
の
地
。
古
く
は
水
府

と
呼
ば
れ
、
水
と
深
く
関
わ
り
な
が
ら

発
展
し
て
き
た
こ
の
土
地
で
生
ま
れ
た

武
術
、
そ
れ
が
水
府
流
水
術
だ
。
水
面
か
ら
顔
を
出

し
て
横
向
き
の
ま
ま
泳
ぐ
「
伸の

し
泳
ぎ
」
を
基
本
と

し
た
泳
ぎ
の
「
型か
た

」
は
、
横
体
の
ほ
か
、
平
体
、
立

体
、
飛
込
、
潜
水
、
浮
身
な
ど
に
分
か
れ
、
種
類
は

約
１
８
０
に
も
及
ぶ
。
日
本
泳
法
の
数
あ
る
流
派
の

中
で
も
、
こ
の
型
の
数
は
群
を
抜
い
て
い
て
、
水
府

流
水
術
の
大
き
な
特
徴
の
ひ
と
つ
と
な
っ
て
い
る
。

　

ち
な
み
に
、「
日
本
泳
法
」
と
は
、
多
く
が
江
戸

時
代
に
体
系
化
さ
れ
た
日
本
古
来
の
泳
ぎ
方
の
こ
と
。

着
衣
の
ま
ま
で
泳
ぐ
、
刀
を
持
っ
て
泳
ぐ
な
ど
、
実

用
本
位
で
発
祥
し
た
泳
法
を
指
し
、
現
在
全
国
で
13

の
流
派
が
日
本
水
泳
連
盟
に
公
認
さ
れ
て
い
る
。
武

術
と
し
て
発
達
し
た
日
本
泳
法
は
、
タ
イ
ム
を
競

い
合
う
現
代
の
競
泳
と
は
違
い
、
い
か
に
「
水
と
和

す
」
か
が
重
要
で
、
毎
年
開
催
さ
れ
る
全
国
大
会
で
は
、

型
の
正
確
さ
や
力
強
さ
、
風
格
な
ど
が
競
わ
れ
る
。

　

ス
イ
ミ
ン
グ
ス
ク
ー
ル
の
時
間
が　

　

合
わ
ず
、
た
ま
た
ま
始
め
た
水
府
流

　　

平
成
28
年
に
開
催
さ
れ
た
第
61
回
日
本
泳
法
大
会

泳
法
競
技
男
子
の
部
で
、
見
事
優
勝
を
果
た
し
た
の

が
、
水
府
流
水
術
協
会
の
関
泰
亨
さ
ん
だ
。

　

関
さ
ん
が
、
水
府
流
水
術
を
始
め
た
の
は
小
学
4

年
生
の
と
き
。
喘
息
を
改
善
す
る
た
め
に
幼
稚
園
の

こ
ろ
か
ら
ス
イ
ミ
ン
グ
ス
ク
ー
ル
に
通
っ
て
い
た
が
、

時
間
が
合
わ
な
く
な
り
、
そ
の
代
わ
り
に
と
母
親
が

見
つ
け
て
き
た
の
が
水
府
流
水
術
の
教
室
だ
っ
た
。

　

「
は
じ
め
て
練
習
を
見
た
と
き
は
、
首
を
横
に
向

け
て
泳
ぐ
、
そ
の
体
勢
に
驚
き
ま
し
た
。
お
も
し
ろ

そ
う
だ
と
思
っ
て
や
っ
て
み
た
ら
意
外
と
難
し
く
て
、

最
初
は
首
が
痛
く
な
っ
た
の
を
覚
え
て
い
ま
す
」

　

そ
れ
で
も
、
体
験
し
た
こ
と
の
な
い
泳
ぎ
に
挑
戦

す
る
の
は
と
て
も
楽
し
か
っ
た
。
横
向
き
で
泳
ぐ
基

本
の
「
伸
し
」
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
、早
速
、
学
校

の
プ
ー
ル
の
時
間
に
友
だ
ち
の
前
で
泳
い
で
み
せ
た
。

　

「
始
め
て
２
年
目
く
ら
い
か
ら
は
、
新
し
い
型
を

覚
え
る
楽
し
さ
に
夢
中
に
な
り
ま
し
た
。
ち
ょ
う
ど

そ
の
こ
ろ
、
同
年
代
の
仲
間
が
入
会
し
て
き
て
、
ラ

イ
バ
ル
と
競
い
あ
う
と
い
う
目
標
も
で
き
た
ん
で
す
」

　

や
が
て
、
大
会
に
出
場
す
る
よ
う
に
な
り
、
ジ
ュ

ニ
ア
ク
ラ
ス
最
後
の
年
と
な
る
中
学
３
年
の
と
き
に

は
、
代
表
と
し
て
表
彰
さ
れ
る
ま
で
に
腕
を
上
げ
る
。

競
技
者
と
し
て
上
を
目
指
す
や
り
が
い
が
高
ま
る
と

と
も
に
、
水
府
流
水
術
の
歴
史
や
伝
統
に
つ
い
て
の

話
も
聞
く
よ
う
に
な
り
、
泳
法
の
背
景
に
あ
る
も
の

に
も
興
味
を
深
め
て
い
っ
た
。

　

水
戸
市
の
充
実
し
た
設
備
環
境
が

　

近
年
の
発
展
を
大
い
に
支
え
た

　　

徳
川
家
康
の
泳
ぎ
の
流
れ
を
汲
む
と
い
わ
れ
る
水

府
流
水
術
の
起
こ
り
は
、
水
戸
藩
初
代
藩
主
の
徳
川

頼
房
公
の
時
代
。
優
れ
た
水
術
の
技
量
を
持
っ
て
い

た
頼
房
公
の
も
と
、
鍛
錬
を
目
的
と
し
て
さ
ま
ざ
ま

な
泳
法
が
発
達
。
第
二
代
藩
主
光
圀
公
の
時
代
に
な

る
と
、
水
難
事
故
か
ら
身
を
守
る
た
め
、
武
士
だ
け

で
な
く
庶
民
に
も
広
め
る
よ
う
奨
励
さ
れ
た
と
い
う
。

　

幕
末
の
文
政
期
、
第
九
代
藩
主
斉
昭
公
に
よ
る
武

芸
流
派
統
一
事
業
の
中
、
藩
内
の
泳
ぎ
を
統
合
す
る

か
た
ち
で
「
水
府
流
」
の
名
が
つ
け
ら
れ
、
水
戸
藩

の
藩
校
で
あ
っ
た
「
弘
道
館
」
の
武
術
の
一
科
目
と

し
て
定
め
ら
れ
た
。
そ
の
流
派
名
と
泳
法
は
脈
々
と

受
け
継
が
れ
、
現
在
は
、
水
府
流
水
術
協
会
（
昭
和

45
年
設
立
）
に
よ
っ
て
、
保
存
・
伝
承
さ
れ
て
い
る
。

　

水
府
流
水
術
協
会
の
荒
川
伊い
さ
み望
さ
ん
に
よ
る
と
、

協
会
設
立
と
同
じ
年
に
建
設
さ
れ
た
、
水
戸
市
水
府

町
の
「
水
戸
市
民
プ
ー
ル
」
の
存
在
が
、
現
在
の
水

府
流
水
術
の
発
展
に
は
不
可
欠
だ
っ
た
と
い
う
。

　

「
残
念
な
が
ら
東
日
本
大
震
災
で
被
災
し
て
、
現

在
は
屋
内
プ
ー
ル
の
み
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、

以
前
は
、
屋
外
に
も
、
幼
児
向
け
の
プ
ー
ル
、
25
メ

ー
ト
ル
と
50
メ
ー
ト
ル
プ
ー
ル
が
２
面
ず
つ
、
さ
ら

に
飛
び
込
み
プ
ー
ル
が
あ
り
、
合
計
７
つ
の
プ
ー
ル

を
持
つ
全
国
で
も
稀
な
充
実
し
た
施
設
で
し
た
。
水

戸
駅
か
ら
も
近
く
、
毎
年
夏
に
は
多
く
の
市
民
で
賑

わ
っ
た
も
の
で
す
。
こ
の
恵
ま
れ
た
環
境
で
、
水
戸

市
や
水
戸
市
ス
ポ
ー
ツ
振
興
協
会
な
ど
、
た
く
さ
ん

の
方
々
か
ら
の
ご
支
援
を
受
け
な
が
ら
、
我
々
は
存

分
に
練
習
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
合
宿
所
も
備

え
ら
れ
て
い
て
、
合
宿
中
に
は
24
時
間
練
習
す
る
こ

と
が
で
き
た
の
で
す
。
う
ち
の
協
会
で
40
代
以
下
の

泳
ぎ
手
が
充
実
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
市
民
プ
ー
ル

が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
で
す
」

　

水
府
流
水
術
の
練
習
を
支
え
て
き
た
６
つ
の
屋
外

プ
ー
ル
は
閉
鎖
さ
れ
て
し
ま
っ
た
が
、
現
在
も
練
習

は
屋
内
プ
ー
ル
で
継
続
さ
れ
て
い
る
。

　

「
水
と
和
す
」
こ
と
こ
そ
が
、

　

日
本
泳
法
の
極
意

　　

前
述
し
た
と
お
り
、
水
府
流
水
術
に
は
約
１
８
０

も
の
泳
法
が
あ
る
。
日
本
一
に
輝
く
実
力
を
持
つ
関

さ
ん
で
も
、
ま
だ
ま
だ
マ
ス
タ
ー
し
て
い
な
い
泳
法

が
た
く
さ
ん
あ
る
と
い
う
。

　

「
研
究
会
に
参
加
す
る
と
、
は
じ
め
て
教
わ
る
泳

法
に
出
会
う
こ
と
も
多
い
ん
で
す
。『
こ
ん
な
泳
ぎ

が
あ
っ
た
ん
だ
！
』
と
い
う
型
も
あ
り
、
学
ん
で
も

学
ん
で
も
、
ま
だ
ま
だ
先
が
あ
る
。
そ
の
楽
し
さ
が

尽
き
な
い
こ
と
も
大
き
な
魅
力
で
す
」

　

新
し
い
泳
ぎ
に
出
会
い
、
自
分
の
も
の
に
し
て
い

練
習
し
た
成
果
が
認
め
ら
れ
て
、

一
番
に
な
る
。
そ
の
自
信
が
、

今
の
自
分
の
中
心
に
な
っ
て
い
ま
す
。

関 

泰や
す

亨ゆ
き 

さ
ん  

23
歳

水
府
流
水
術
協
会

第
61
回
日
本
泳
法
大
会 

優
勝

平成28年夏に開催された第61回日本泳
法大会泳法競技男子の部の優勝トロフィ
ー。リボンに関さんの名が見える
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く
楽
し
さ
。
上
達
の
実
感
を
得
や
す
い
こ
と
が
、
学

び
続
け
る
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
な
っ
て
い
る
。

　

「
型
を
覚
え
る
コ
ツ
は
、
先
生
の
手
や
足
の
動
き

に
合
わ
せ
て
ひ
た
す
ら
つ
い
て
い
く
こ
と
。
そ
れ

に
気
づ
い
た
の
は
、『
早
抜
手
』
と
い
う
型
を
教
え

て
も
ら
っ
た
と
き
で
す
ね
。
指
導
者
の
樫
村
先
生
の

手
の
動
き
に
合
わ
せ
る
こ
と
か
ら
始
め
た
の
で
す
が
、

最
初
は
と
て
も
つ
い
て
い
け
な
か
っ
た
ん
で
す
。
何

度
も
繰
り
返
す
う
ち
に
、
自
然
と
動
作
が
身
に
つ
き
、

同
じ
ペ
ー
ス
で
腕
を
抜
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。
今
で

は
『
抜
手
』
系
の
型
が
一
番
得
意
に
な
り
ま
し
た
」

　

先
の
全
国
大
会
で
も
、
決
勝
で
は
こ
の
「
抜
手
」

で
逆
転
勝
利
を
果
た
し
た
関
さ
ん
。

　

「
予
選
で
は
、
平
泳
ぎ
の
よ
う
な
『
平
体
』、
横
向

き
に
泳
ぐ
『
横
体
』、
そ
し
て
立
ち
泳
ぎ
の
『
立
体
』

が
必
須
。
僕
は
こ
の
立
体
が
苦
手
で
、
１
位
の
選
手

に
差
を
つ
け
ら
れ
て
し
ま
っ
た
ん
で
す
。
決
勝
は
２

種
目
を
自
分
で
選
べ
る
の
で
、『
片か
た

抜ぬ
き

手て

一ひ
と

重え

伸の
し

』
と
、

『
小こ

抜ぬ
き

手て

』
と
い
う
型
で
泳
ぎ
ま
し
た
。
以
前
、
力

が
入
り
す
ぎ
て
し
ま
っ
て
失
敗
し
た
経
験
が
あ
っ
た

の
で
、
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
て
、
自
分
の
泳
ぎ
を
心
が
け

た
の
が
よ
か
っ
た
ん
だ
と
思
い
ま
す
」

　

採
点
基
準
は
、
背
中
を
水
面
よ
り
上
に
保
っ
て
泳

い
で
い
る
か
、
肩
が
ぶ
れ
ず
泳
ぎ
が
な
め
ら
か
で
力

強
い
か
、
な
ど
。
審
判
員
に
よ
っ
て
は
、
た
と
え
ば

「
ゆ
と
り
が
な
い
」
と
い
っ
た
理
由
で
減
点
さ
れ
る

こ
と
も
あ
る
。
タ
イ
ム
と
い
う
わ
か
り
や
す
く
絶
対

的
な
基
準
で
順
位
が
決
ま
る
競
泳
と
の
大
き
な
違
い

と
難
し
さ
が
こ
こ
に
あ
る
。

　

「
自
分
ら
し
い
泳
ぎ
で
、
気
負
わ
ず
、
の
び
の
び

と
泳
ぐ
こ
と
が
大
切
な
の
だ
と
思
い
ま
す
」

　

と
関
さ
ん
。
荒
川
さ
ん
が
言
葉
を
継
ぐ
。

　

「
若
い
う
ち
は
力
強
い
泳
ぎ
を
修
練
し
て
ほ
し
い

と
思
い
ま
す
。
勢
い
の
あ
る
泳
ぎ
を
鍛
錬
し
て
身
に

つ
け
た
人
ほ
ど
、
高
齢
に
な
っ
て
か
ら
水
に
自
然
体

で
向
き
合
い
、
風
格
の
あ
る
泳
ぎ
が
で
き
ま
す
か
ら
」

　

日
本
泳
法
の
場
合
、
メ
イ
ン
競
技
に
出
場
で
き
る

24
歳
ま
で
の
若
い
泳
者
に
は
筋
肉
質
の
引
き
締
ま
っ

た
身
体
の
持
ち
主
も
多
い
が
、
そ
れ
よ
り
上
の
指
導

者
を
目
指
す
泳
者
は
、
年
齢
層
も
さ
ま
ざ
ま
で
、
一

や
っ
ぱ
り
〝
師
匠
〞
で
あ
る
樫
村
さ
ん
の

〝
甲
冑
〞
の
技
を
継
い
で
み
た
い
。

そ
の
気
持
ち
は
、
強
く
あ
り
ま
す
。

一ひ
と
え
の
し

重
伸 

小こ
ぬ
き
て
抜
手 

両も
ろ
ぬ
き
て

抜
手

甲か
っ
ち
ゅ
う冑

亀
浮
き

う
た
た
寝

か
わ
う
そ

立
泳
あ
お
り

座
禅
浮
き

平ひ
ら
の
し伸

腰が水上に出る位置まで跳躍し、前進する クロールと異なり背面はつねに水上に出ている 潜水時以外は、顔を水上に出して泳ぐのが基本浮きのポーズにはユニークなものも多い 重さ約20キロの甲冑をつけて泳ぐ技術は、水難事故から身を守るものとして現代にも有効だ

荒川伊望さん（右）は、（公財）日本水泳
連盟日本泳法専門委員。水府流水術協
会と交流の深い慶應義塾大学水泳部葉
山部門での指導にも当たっている
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般
的
な
体
型
の
人
も
多
い
と
い
う
。
年
齢
や
体
型
に

応
じ
て
力
ま
ず
に
水
と
一
体
と
な
っ
て
泳
ぐ
、
ま
さ

に
「
水
と
和
す
」
こ
と
こ
そ
が
、
日
本
泳
法
の
、
水

府
流
水
術
の
極
意
な
の
だ
。

　　

水
府
流
水
術
は
、
自
信
を
持
っ
て

　

得
意
と
言
え
る
唯
一
の
も
の

　　

水
府
流
水
術
に
は
、
実
用
性
に
則
し
て
開
発
さ
れ

た
型
が
多
い
も
の
の
、
一
方
で
、
藩
主
に
披
露
す
る

た
め
の
華
や
か
さ
を
重
視
し
た
型
も
あ
る
と
い
う
。

た
と
え
ば
、
両
手
を
交
互
に
大
き
く
抜
き
あ
げ
る
大

抜
手
は
、
さ
な
が
ら
シ
ン
ク
ロ
ナ
イ
ズ
ド
ス
イ
ミ
ン

グ
の
よ
う
。
ほ
か
に
も
、
手
を
後
ろ
で
縛
り
、
両
足

も
拘
束
さ
れ
た
状
態
で
泳
ぐ
型
や
、
座
禅
を
組
ん
だ

ま
ま
浮
く
型
、
浮
身
の
状
態
で
書
画
を
描
く
型
な
ど
、

パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
し
て
見
応
え
の
あ
る
型
も
多
い
。

　

中
で
も
、
模
範
演
技
な
ど
で
伝
統
的
に
披
露
さ

れ
、
人
気
を
博
す
の
が
、
甲
冑
を
着
け
て
泳
ぐ
演
武

だ
（
Ｐ
23
の
写
真
参
照
）。
甲
冑
の
重
さ
は
約
20
キ
ロ
。

武
術
と
し
て
発
達
し
た
歴
史
を
持
つ
こ
と
を
あ
ら
た

め
て
伝
え
る
こ
の
泳
ぎ
は
、
競
技
大
会
の
デ
モ
ン
ス

ト
レ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
で
披
露
さ
れ
る
た
び
、
大
き
な

歓
声
を
集
め
る
。
荒
川
さ
ん
が
解
説
す
る
。

　

「
見
た
目
に
迫
力
が
あ
り
、
人
気
が
あ
り
ま
す
が
、

日
本
泳
法
の
特
徴
で
あ
る
着
衣
水
泳
が
基
礎
に
な
っ

て
い
ま
す
。
こ
の
泳
ぎ
を
マ
ス
タ
ー
し
て
お
け
ば
、

万
が
一
池
や
川
に
落
ち
た
と
き
も
、
溺
れ
ず
に
す
む

可
能
性
が
高
い
。
光
圀
公
が
、
泳
ぎ
を
知
ら
な
い
庶

民
の
子
ど
も
が
溺
れ
た
と
聞
い
て
『
庶
民
に
も
広
め

よ
』
と
説
い
た
よ
う
に
、
今
の
時
代
に
も
、
水
府
流

水
術
を
普
及
さ
せ
る
こ
と
は
安
全
面
で
大
き
な
意
義

が
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
」

　

ち
な
み
に
、
現
在
こ
の
甲
冑
の
演
武
を
お
も
に
担

当
す
る
の
が
、
関
さ
ん
の
〝
師
匠
〞
で
あ
る
樫
村
さ

ん
だ
。〝
弟
子
〞
の
関
さ
ん
と
し
て
は
な
ん
と
し
て

も
後
を
継
ぎ
た
い
想
い
が
募
る
が
、
現
在
は
別
の
練

習
仲
間
が
有
力
候
補
と
な
っ
て
い
る
。

　

「
う
ー
ん
、
ま
だ
完
全
に
諦
め
て
は
い
な
い
で
す

け
れ
ど
ね
。
水
府
流
水
術
を
や
っ
て
い
る
か
ら
に
は

〝
甲
冑
〞
を
や
り
た
い
気
持
ち
は
強
い
の
で
」

　

笑
み
を
浮
か
べ
な
が
ら
も
、
強
い
闘
志
を
の
ぞ
か

せ
る
関
さ
ん
。
最
後
に
あ
ら
た
め
て
、
水
府
流
水
術

と
は
何
か
を
尋
ね
て
み
た
。

　

「
間
違
い
な
く
自
分
の
中
心
で
す
。
テ
ニ
ス
、
習

字
、
体
操
な
ど
、
母
や
姉
が
や
っ
て
い
た
こ
と
に
い

ろ
い
ろ
と
挑
戦
し
た
け
れ
ど
、
ど
れ
も
長
続
き
し
な

か
っ
た
。
手
が
小
さ
く
て
球
技
は
苦
手
だ
し
、
足
は

速
い
方
だ
け
ど
一
番
に
な
る
ほ
ど
じ
ゃ
な
い
。
自
信

を
持
っ
て
得
意
と
言
え
る
も
の
が
な
か
っ
た
ん
で
す
」

　

そ
ん
な
関
さ
ん
が
、
水
府
流
水
術
で
日
本
一
に
輝

い
た
。

　

「
そ
う
で
す
。
一
番
に
な
れ
た
こ
と
で
、
自
分
の

気
持
ち
が
変
化
し
た
の
を
感
じ
ま
す
。
で
き
な
か
っ

た
泳
ぎ
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
練
習
し
た
成
果
が

認
め
ら
れ
て
、
一
番
に
な
る
。
そ
の
自
信
が
、
今
の

自
分
の
中
心
に
な
っ
て
い
ま
す
」

　

次
の
目
標
は
、
大
会
連
覇
を
果
た
す
こ
と
。
日
本

泳
法
の
大
会
に
出
場
で
き
る
の
は
24
歳
ま
で
の
た
め
、

関
さ
ん
に
残
さ
れ
た
の
は
あ
と
２
大
会
だ
。
さ
ら
に

泳
ぎ
に
磨
き
を
か
け
、
二
連
覇
、
三
連
覇
を
目
指
す
。

し
か
し
、
そ
れ
で
終
わ
り
で
は
な
い
。
25
歳
か
ら
は
、

指
導
者
と
し
て
游
士
、
練
士
、
教
士
、
範
士
を
目
指

し
て
の
長
い
挑
戦
が
待
っ
て
い
る
。

　

「
将
来
的
に
は
、
普
及
活
動
や
後
輩
の
指
導
に
も

力
を
注
い
で
、
水
府
流
水
術
の
伝
統
を
守
り
続
け
て

い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
」

　

力
強
く
語
っ
て
、
関
さ
ん
は
精
悍
な
顔
つ
き
を
い

っ
そ
う
凛り

々り

し
く
引
き
締
め
た
。

将
来
は
、
普
及
活
動
や

後
輩
の
指
導
に
も

力
を
注
い
で
、

水
府
流
水
術
の
伝
統
を

守
り
続
け
て
い
き
た
い

と
思
い
ま
す
。

水府流水術協会の皆さん。立游（たちおよぎ）でポーズを取ってくれた

水府流水術協会
水戸市の無形文化財第1号
として指定された水府流水
術の保存と伝承に努める。
通常練習は、水戸市の青
柳公園屋内プール（水府町
864-6／P45 MAP●Ｇ）で、
毎週日曜日の16時30分か
ら行っている。

水戸市教育委員会
歴史文化財課
 029-306-8132

25 2425



田
谷
の
棒
術

田畑が広がる田谷の地に立つ杖友会の皆さん。右から2番目が第十六代道場長の池田さん、左端が会長の小沼さん

  文…伊藤梢 │ 撮影…小泉慶嗣 

田
谷
町
は
、
那
珂
川
に
ほ
ど
近

く
、
平
地
が
続
く
地
形
の
恵

み
を
受
け
て
農
村
と
し
て
栄

え
た
地
域
。
今
も
の
ど
か
な
田
園
風
景
が

広
が
る
こ
の
地
に
、「
ハ
ァ
ー
！
」「
ヤ
ァ

ー
！
」
と
力
強
い
声
が
響
く
。
五
尺
五
寸

（
約
１
６
７
セ
ン
チ
）
の
棒
を
手
に
、
木

刀
を
持
っ
た
相
手
と
対
峙
し
て
い
る
の
は

「
田
谷
の
棒
術
」
第
十
六
代
道
場
長
の
池

田
邦
彦
さ
ん
だ
。

　

決
闘
さ
な
が
ら
の
構
図
だ
が
、
そ
の
様

子
を
見
て
い
て
気
づ
く
こ
と
が
あ
る
。
棒

を
手
に
し
た
池
田
さ
ん
は
、
自
分
か
ら
は

攻
撃
を
仕
掛
け
な
い
。
相
手
が
木
刀
を
振

り
下
ろ
し
て
き
た
と
こ
ろ
を
打
ち
落
と
す
、

槍
に
見
立
て
た
長
竿
で
突
い
て
き
た
と
こ

ろ
を
払
い
の
け
る
。
そ
の
度
に
発
せ
ら
れ

る
気
合
い
が
、
先
ほ
ど
の
声
の
正
体
だ
。

　

「
棒
術
の
基
本
は
、
武
器
を
持
た
ざ
る

も
の
が
、
太
刀
や
槍
を
持
っ
た
野
武
士
や

盗
賊
か
ら
身
を
守
る
た
め
の
自
衛
手
段
。

切
り
か
か
っ
て
こ
ら
れ
た
場
合
に
ど
う
か

わ
す
か
、
そ
の
形か

た

を
磨
い
て
い
る
ん
で
す
」

　

ま
る
で
悲
鳴
を
あ
げ
て
い
る
か
の
よ
う

に
鬼
気
迫
る
迫
力
で
発
せ
ら
れ
る
「
声
」

も
、
相
手
を
威
圧
す
る
た
め
の
大
き
な
武

器
な
の
だ
と
い
う
。

　

田
谷
の
棒
術
は
正
式
名
称
を
「
無む

ひ
り
ゅ
う

比
流

兵ひ
ょ
う
じ
ょ
う
じ
ゅ
つ

杖
術
」
と
い
い
、
そ
の
流
祖
は
、
関
ヶ

原
の
合
戦
に
も
出
陣
し
た
黒
田
家
家
臣
の

槍
の
名
人
、
佐
々
木
哲
斎
徳
久
と
い
う
人

物
で
あ
る
と
保
存
会
に
は
伝
わ
る
。
戦
場

に
お
い
て
槍
先
を
折
ら
れ
た
も
の
の
、
柄

の
部
分
の
み
で
奮
戦
し
た
こ
と
が
き
っ
か

け
と
な
っ
て
編
み
出
さ
れ
た
の
が
杖
術
、

す
な
わ
ち
棒
術
だ
。

　

田
谷
に
こ
の
武
術
が
伝
わ
っ
た
と
さ
れ

る
天
明
3
年
（
１
７
８
３
年
）
は
、
天
明

の
飢
饉
に
よ
る
混
乱
の
真
っ
只
中
。
食
糧

を
狙
う
野
武
士
や
盗
賊
の
侵
入
を
防
ぐ
た

め
の
自
衛
武
術
と
し
て
広
ま
り
、
水
戸
藩

下
の
48
か
村
を
は
じ
め
、
現
在
の
大
洗
町

や
ひ
た
ち
な
か
市
の
農
民
や
漁
民
の
間
に

広
く
伝
承
さ
れ
た
。
し
か
し
、
現
代
ま
で

そ
の
歴
史
が
続
い
て
い
る
の
は
田
谷
町
と

ひ
た
ち
な
か
市
平
磯
の
２
地
区
の
み
。
じ

つ
は
田
谷
の
棒
術
も
、
20
数
年
前
に
は
ほ

か
の
地
域
同
様
に
消
滅
の
危
機
に
瀕
し
て

い
た
と
い
う
。
当
時
を
振
り
返
り
、
池
田

さ
ん
が
語
る
。

　

「
そ
の
こ
ろ
勤
務
し
て
い
た
水
戸
市
役

所
の
生
涯
学
習
課
で
、
先
輩
職
員
が
田
谷

の
棒
術
の
こ
と
を
話
し
て
く
れ
た
ん
で
す
。

私
は
、
地
元
の
人
間
で
あ
り
な
が
ら
そ
の

存
在
す
ら
知
ら
な
か
っ
た
。
地
域
の
伝
統

を
途
絶
え
さ
せ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
、

当
時
唯
一
の
伝
承
者
で
あ
っ
た
横
田
徳
衛

門
さ
ん
に
棒
術
を
習
い
始
め
ま
し
た
」

　

そ
の
後
、
地
元
の
知
人
ら
に
呼
び
か
け

て
入
門
者
を
募
り
、
平
成
６
年
に
保
存
会

と
し
て
活
動
す
る
「
杖
友
会
」
を
発
足
。

平
成
11
年
に
は
、
横
田
さ
ん
か
ら
道
場
長

を
継
承
し
た
。

　

伝
承
は
す
べ
て
口
伝
の
た
め

　

地
域
の
風
土
が
影
響
す
る

　

 

　

棒
術
が
戦
闘
や
戦
術
に
使
わ
れ
な
く
な

っ
た
現
代
に
お
い
て
、
重
要
な
の
は
形
を

伝
承
す
る
こ
と
。
そ
の
た
め
、
技
の
披
露

は
勝
負
を
決
め
る
試
合
形
式
で
は
な
く
、

演
武
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
。

　

技
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
る
序
目
録
に

記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
形
の
名
称
の
み
。

構
え
の
姿
勢
な
ど
に
つ
い
て
の
記
述
や
図

解
は
一
切
な
く
、
伝
承
は
す
べ
て
口
伝
に

よ
っ
て
行
わ
れ
て
き
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
伝

わ
る
地
域
の
風
土
が
大
き
く
影
響
し
、
先

述
し
た
平
磯
の
棒
術
は
、
も
と
は
同
じ
流

派
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
田
谷
の
そ
れ

と
は
違
っ
た
形
へ
と
変
化
し
て
い
る
と
池

田
さ
ん
は
言
う
。

　

「
こ
ち
ら
は
農
村
で
す
が
、
平
磯
は
漁

村
。
漁
師
は
気
性
の
激
し
い
人
が
多
い
の

で
、
形
も
次
第
に
荒
々
し
い
も
の
に
な
っ

た
と
い
う
見
解
が
あ
り
ま
す
」

　

最
近
で
は
、
横
浜
市
の
「
兼
相
流
」
と

い
う
流
派
か
ら
連
絡
が
あ
り
、
お
互
い
の

流
派
の
技
を
披
露
し
合
い
、
研
究
を
深
め

る
約
束
を
し
た
と
嬉
し
そ
う
に
話
す
池
田

さ
ん
。
各
地
で
独
自
の
変
化
を
遂
げ
た
棒

術
の
歴
史
を
ひ
も
解
く
こ
と
も
、
伝
承
者

水
戸
市
の
北
部
に
位
置
す
る
田
谷
町
。
古
く
は
田
谷
村
と
呼
ば

れ
た
こ
の
地
域
に
伝
わ
る
武
術
が
「
田
谷
の
棒
術
」
だ
。
武
器

を
持
つ
こ
と
を
許
さ
れ
な
か
っ
た
農
民
た
ち
の
間
に
、
自
衛
の

手
段
と
し
て
広
ま
っ
た
武
術
。
時
代
の
流
れ
と
と
も
に
ほ
と
ん

ど
の
地
域
で
は
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
伝
統
の
灯
を
、
田
谷
の
地

で
守
り
続
け
て
い
る
「
杖
友
会
」
の
皆
さ
ん
に
、棒
術
の
魅
力
、

伝
統
を
守
り
続
け
る
こ
と
の
苦
難
や
喜
び
に
つ
い
て
聞
い
た
。

武
器
を
持
て
な
か
っ
た
農
民
た
ち
の
、

決
死
の
覚
悟
が
生
み
だ
し
た
技
と
道
具
。

田
谷
の
地
で

守
り
継
が
れ
る

自
衛
の
武
術
。
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免
許
を
与
え
る
の
は

田
谷
の
人
間
に

と
い
う
ル
ー
ル
は
、

守
り
続
け
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。

池
田 

邦
彦 

さ
ん  

72
歳

田
谷
の
棒
術
第
十
六
代
道
場
長

田谷の棒術 杖友会
田谷の棒術を伝承・普及するこ
とを目的に練習に励んでいる。
入会は随時可能。

会長 小沼孝雄
水戸市田谷町2526
 029-239-7088

地面に敷かれた「ござ」が田谷の棒術の「道場」となる敵役は、刀や槍を模して作った木の道具を持つ

地元の催しにも積極的に参加して演武を披露する

「大巻物」には技を習得した証の三角や四角の切り取りが並ぶ

と
し
て
の
喜
び
の
ひ
と
つ
だ
。

　

田
谷
に
伝
わ
る
貴
重
な
資
料
と
し
て
一

番
に
挙
げ
ら
れ
る
の
が
、
大
巻
物
と
呼
ば

れ
る
入
門
者
の
名
簿
。
２
３
０
余
年
の
間

に
入
門
し
た
約
８
０
０
名
の
名
が
す
べ
て

記
さ
れ
て
い
る
、
直
径
20
セ
ン
チ
ほ
ど
も

あ
る
巻
物
だ
。
こ
れ
ま
で
に
何
度
も
紙
が

継
ぎ
足
さ
れ
、
そ
の
長
さ
を
増
し
て
き
た
。

も
ち
ろ
ん
、
杖
友
会
の
皆
さ
ん
の
名
前
も

記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
貴
重
な
資
料
を
慎

重
な
手
つ
き
で
広
げ
な
が
ら
、
池
田
さ
ん

が
解
説
し
て
く
れ
た
。

　

「
最
初
に
書
か
れ
て
い
る
の
は
、『
天て

ん

罰ば
つ

起き
し
ょ
う
も
ん

請
文
』。
入
門
に
あ
た
り
、
流
派
の
教

え
を
守
る
こ
と
を
誓
う
と
い
う
も
の
で
す
。

入
門
者
は
こ
の
巻
物
に
名
前
を
記
し
、
血

判
を
押
す
。
修
練
を
重
ね
て
術
を
習
得
し

た
者
は
、
血
判
部
分
を
三
角
形
に
切
り
取

り
、
そ
れ
を
酒
と
一
緒
に
飲
ん
で
『
判
消

し
』
と
な
り
ま
す
。
さ
ら
に
精
進
し
て
免

許
が
与
え
ら
れ
る
と
、
今
度
は
判
消
し
の

穴
を
四
角
に
切
り
取
り
ま
す
。
昭
和
後
期

の
あ
た
り
は
判
消
し
の
跡
が
ほ
と
ん
ど
な

い
の
で
、
入
門
し
た
も
の
の
続
か
な
い
人

が
多
か
っ
た
ん
で
し
ょ
う
ね
」

　

小
学
生
や
女
性
に
も

　

魅
力
を
伝
え
る
試
み

　

 

　

杖
友
会
で
は
入
門
者
を
随
時
受
け
入
れ
、

そ
の
対
象
も
地
元
民
に
限
ら
ず
門
戸
を
広

く
開
い
て
い
る
。
現
在
の
入
門
者
数
は
約

30
名
だ
。
小
学
生
の
こ
ろ
に
運
動
会
で
棒

術
の
演
武
を
観
た
記
憶
が
あ
る
と
い
う
小

林
勝
利
さ
ん
。
祖
父
が
免
許
皆
伝
を
受
け
、

そ
の
証
で
あ
る
小
巻
物
を
所
有
し
て
い
る

と
い
う
小
沼
孝
雄
さ
ん
。
ふ
た
り
は
と
も

に
田
谷
町
の
出
身
。
一
方
、
新
聞
記
事
を

き
っ
か
け
に
興
味
を
持
っ
て
入
門
し
た
と

い
う
菊
池
崇
さ
ん
や
、
水
戸
の
郷
土
か
る

た
で
田
谷
の
棒
術
を
知
っ
た
と
い
う
市
川

雄
大
さ
ん
、
田
尻
諒
さ
ん
の
よ
う
に
、
水

戸
市
内
の
ほ
か
の
地
域
、
あ
る
い
は
ほ
か

の
市
町
村
か
ら
の
入
門
者
も
多
い
。

　

地
元
の
水
戸
市
立
国
田
義
務
教
育
学
校

で
は
、
郷
土
学
習
の
一
環
と
し
て
６
年
前

か
ら
４
年
生
の
授
業
に
棒
術
が
取
り
入
れ

ら
れ
、
池
田
さ
ん
た
ち
が
指
導
に
当
た
っ

て
い
る
。
こ
れ
も
地
域
の
子
ど
も
た
ち
に

興
味
を
持
っ
て
も
ら
う
た
め
の
試
み
の
ひ

と
つ
。
女
人
禁
制
の
原
則
を
解
い
た
の
も
、

入
門
者
を
増
や
し
て
伝
統
を
守
り
続
け
て

い
く
こ
と
が
狙
い
だ
。
そ
こ
に
は
、
棒
ひ
と

つ
で
身
を
守
る
護
身
術
と
し
て
の
棒
術
を
、

よ
り
多
く
の
人
に
習
得
し
て
も
ら
い
た
い

と
の
願
い
が
込
め
ら
れ
る
。

　

最
近
入
門
し
た
山
下
さ
ん
親
子
は
、
部

屋
で
ゲ
ー
ム
ば
か
り
し
て
い
る
息
子
を
見

か
ね
た
こ
と
が
入
門
の
動
機
。「
形
が
覚

え
や
す
い
の
で
楽
し
く
続
け
ら
れ
ま
す
」

と
、
父
親
の
猛
さ
ん
が
庶
民
の
武
術
な
ら

で
は
の
魅
力
を
語
る
一
方
で
、
息
子
の
壱

生
く
ん
は
、「
メ
ン
タ
ル
が
強
く
な
っ
て

前
み
た
い
に
す
ぐ
泣
か
な
く
な
り
ま
し

た
」
と
、
棒
術
を
通
し
て
自
身
の
成
長
を

実
感
し
て
い
る
様
子
。

　

「
棒
術
に
は
、
ス
ポ
ー
ツ
と
し
て
の
楽

し
さ
も
あ
る
ん
で
す
。
大
声
を
発
し
な
が

ら
棒
を
操
る
、
練
習
の
あ
と
は
い
つ
も
爽

快
な
気
分
が
味
わ
え
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ

多
く
の
方
に
参
加
し
て
ほ
し
い
と
願
っ
て

活
動
を
続
け
て
い
ま
す
」

　

そ
う
語
る
池
田
さ
ん
が
何
よ
り
も
こ
だ

わ
る
の
は
、
２
０
０
年
以
上
も
こ
の
田
谷

に
受
け
継
が
れ
て
き
た
と
い
う
ル
ー
ツ
だ
。

　

「
地
域
の
伝
統
は
や
は
り
こ
の
地
で
受

け
継
い
で
い
く
べ
き
も
の
。
市
外
か
ら
毎

週
熱
心
に
通
っ
て
く
れ
る
門
下
生
も
い
る

の
で
す
が
、
免
許
を
与
え
る
の
は
田
谷
の

人
間
に
、
と
い
う
ル
ー
ル
は
守
り
続
け
て

い
く
つ
も
り
で
す
」

　

目
下
の
願
い
は
、
地
元
田
谷
の
若
い
人

た
ち
が
、
活
動
を
継
い
で
く
れ
る
こ
と
。

田
谷
に
暮
ら
す
人
か
ら
人
へ
、
口
伝
に
よ

っ
て
受
け
継
が
れ
て
き
た
、

土
着
の
、
自
衛
の
た
め
の

武
術
。
そ
の
伝
統
を
、
こ

の
先
も
絶
や
さ
ず
継
承
し

て
い
く
た
め
、
杖
友
会
メ

ン
バ
ー
の
ひ
た
む
き
な
活

動
は
続
く
。
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弓
道
【
水
戸
市
立
第
二
中
学
校
・
市
毛
弓
具
店
】

市
毛 

道
子 

さ
ん  

78
歳

市
毛
弓
具
店
／
弓
道
教
士
七
段

稽古風景。右が部長のロッシくん。左手前が副部長の澤渡さん

  文…海藤和恵、笠井峰子 │ 撮影…小泉慶嗣 

「
的
を
射
る
」
の
ほ
か
に
も
「
満
を
持

す
」「
は
ず
が
な
い
」「
か
け
が
え
の
な

い
」＊
な
ど
、
弓
道
を
語
源
に
持
つ
言

葉
は
意
外
に
多
い
と
い
う
。
そ
う
聞

け
ば
、
俄
然
こ
の
武
道
が
身
近
に
思

え
て
く
る
。
弓
具
店
を
営
み
、
指
導

に
も
情
熱
を
傾
け
る
市
毛
道
子
さ
ん

を
取
材
し
、
弓
道
の
魅
力
を
探
っ
た
。

三
の
丸
歴
史
ロ
ー
ド
の
中
に
建
つ

水
戸
市
立
第
二
中
学
校
（
以
下
、

水
戸
二
中
）は
、
瓦
屋
根
と
白
壁

を
用
い
た
和
の
趣
あ
ふ
れ
る
校
舎
を
持
つ
。

　

澄
ん
だ
青
空
が
広
が
る
12
月
の
と
あ
る

土
曜
の
朝
。
本
格
的
な
設
備
が
整
う
弓
道

場
で
は
、
指
導
を
す
る
市
毛
道
子
さ
ん
と

弓
道
部
部
員
の
生
徒
た
ち
が
正
座
で
向
か

い
あ
い
、
稽
古
の
始
め
の
礼
を
し
て
い
る
。

　

「
今
日
も
元
気
に
の
び
の
び
と
弓
を
引

い
て
く
だ
さ
い
」

　

弓
道
教
士
七
段
で
、
か
つ
て
全
日
本
弓

道
大
会
で
１
位
に
輝
い
た
実
力
を
持
つ
道

子
さ
ん
の
、
明
る
く
き
び
き
び
と
し
た
声

が
道
場
内
に
気
持
ち
よ
く
響
く
。

　

道
子
さ
ん
が
、
こ
の
部
を
指
導
す
る
よ

う
に
な
っ
て
16
年
。
こ
れ
ま
で
に
３
０
０

人
余
り
の
生
徒
た
ち
を
教
え
て
き
た
と
い

う
。
現
在
の
部
員
は
、
45
名
。
女
子
が
団

体
で
関
東
大
会
に
出
場
す
る
な
ど
の
成
績

を
挙
げ
て
い
て
、
新
入
生
の
入
部
希
望
者

も
多
い
人
気
の
部
活
と
な
っ
て
い
る
。

　

礼
が
終
わ
る
と
、
部
員
た
ち
は
一
度
弓

道
場
の
外
に
出
て
、
巻ま

き

藁わ
ら

（
藁
を
ま
と
め

て
作
ら
れ
た
練
習
用
の
的
）
に
向
か
い
、
2

メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
近
距
離
か
ら
順
番
に
矢

を
放
ち
始
め
る
。
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
ウ
ォ

ー
ミ
ン
グ
ア
ッ
プ
。

　

巻
藁
の
稽
古
を
終
え
る
と
、
道
場
に
戻

り
、
い
よ
い
よ
、
は
る
か
先
の
的
に
向
か

っ
て
矢
を
放
つ
「
射
込
み
稽
古
」
に
入
る
。

　

弓
を
射
る
位
置
（
射
位
）
に
入
っ
て
か

ら
弓
を
放
つ
ま
で
に
は
、「
射し

ゃ

法ほ
う

八は
っ

節せ
つ

」

と
呼
ば
れ
る
一
連
の
動
作
を
行
う
。

　

ま
ず
「
足
踏
み
」
で
正
し
い
姿
勢
を
取

り
、「
胴
造
り
」で
弓
を
正
面
に
据
え
、「
弓

構
え
」
で
右
手
を
弦
に
か
け
、
的
を
見
る
。

「
打
起
こ
し
」
で
弓
矢
を
持
っ
た
左
右
の

拳
を
上
に
あ
げ
、「
引
き
分
け
」
で
弓
を

左
右
均
等
に
引
き
分
け
、
弓
が
天
地
左
右

に
伸
び
合
っ
た
状
態
で
力
を
か
け
続
け
る

「
会
」
の
状
態
か
ら
、
ポ
ー
ン
と
矢
を
放

つ
「
離
れ
」
へ
、
そ
し
て
、
放
っ
た
後
も

そ
の
ま
ま
「
残
心
」
の
姿
勢
を
数
秒
保
つ
。

　

28
メ
ー
ト
ル
先
に
あ
る
的
の
直
径
は
36

セ
ン
チ
だ
。
稽
古
と
は
い
え
、
射
位
に
入

り
、
射
法
八
節
の
動
作
を
す
る
た
び
、
生

徒
た
ち
の
心
が
き
り
き
り
と
引
き
締
ま
っ

て
い
く
の
が
手
に
取
る
よ
う
に
伝
わ
る
。

　

道
子
さ
ん
は
、
そ
ん
な
生
徒
た
ち
の
精

神
の
集
中
具
合
も
見
極
め
な
が
ら
、
体
の

形
を
修
正
し
つ
つ
声
を
か
け
る
。

　

「
親
指
よ
、
親
指
を
意
識
し
て
」

　

「
背
筋
を
伸
ば
し
て
、
肩
を
楽
に
し
て
」

　

「
い
い
ね
、
い
い
ね
！
」

　

生
徒
が
矢
を
放
つ
と
、
自
ら
の
気
合
い

も
乗
せ
る
よ
う
に
し
て
行
方
を
見
つ
め
る
。

　

そ
ん
な
道
子
さ
ん
の
指
導
ぶ
り
に
つ
い

て
、
部
長
を
務
め
る
ロ
ッ
シ
太
郎
く
ん

（
２
年
）
は
こ
う
語
る
。

　

「
姿
勢
の
調
整
や
離
れ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を

先
生
の
言
っ
た
通
り
に
直
す
と
、
い
つ
も

本
当
に
的
に
当
た
る
よ
う
に
な
る
ん
で
す
」

　

副
部
長
の
澤さ

わ

渡ど

雪ゆ
き

那な

さ
ん
（
２
年
）
に

と
っ
て
は
憧
れ
て
や
ま
な
い
存
在
だ
。

　

「
以
前
、
大
会
で
先
生
が
〝
矢
渡
し
〞

と
い
う
儀
式
を
さ
れ
た
の
で
す
が
、
本
当

に
美
し
く
、
見
と
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
」

　

じ
つ
は
、
道
子
さ
ん
の
孫
の
市
毛
拓た

く

海み

く
ん
（
１
年
）
も
部
に
所
属
し
て
い
る
。

　

「
学
校
で
も
家
で
も
基
本
的

に
は
変
わ
ら
ず
明
る
く
優
し

い
で
す
。
弓
道
を
し
て
い
る

姿
は
か
っ
こ
い
い
な
と
思
い

ま
す
」

　

結
婚
し
て
始
め
た

　

弓
道
で
日
本
一
に

　

輝
く
ま
で　

 

　

水
戸
二
中
で
の
指
導
を
終

え
、
道
子
さ
ん
が
戻
っ
た
先
は

「
市
毛
弓
具
店
」。
夫
の
孝
治
さ

ん
、
長
男
の
克
哉
さ
ん
と
営

む
こ
の
弓
具
店
は
、
大
正
９
年

日
本
一
の
実
力
を
持
つ
女
性
弓
道
家
の
、

し
な
や
か
で
伸
び
や
か
な
心
の
軌
道
。

心
を
澄
ま
し
、

心
の
真
中
の

的
を
射
る
。

＊満を持す：弓を目一杯に引き、矢が離れる機会を待つ状態　　はずがない：筈（はず）とは矢の端にある切り込みのこと
　かけがえのない：弽（かけ）と呼ばれる手袋はほかに替えようがないこと31 30



家
族
の
助
け
や

励
ま
し
が
あ
っ
て
、

思
う
存
分
に
弓
道
を

さ
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。

市毛弓具店→P45 MAP●F
弓具道具一式を扱う水戸で唯一
の弓具専門店。二代目、三代目
は矢師として矢の製作を行う。

水戸市宮町2-6-19
 029-231-0083

上：笑顔が清々しい水戸二中弓道部の皆さん。 右：日本一に輝いた大会での市毛さん。弓を引く姿の美しさが際立つ

弓具店の店内で二代目の孝治さんと三代目の克
哉さんとともに。笑顔の絶えない仲の良い家族だ

（
１
９
２
０
年
）
創
業
の
老
舗
。
代
々
受
け

継
い
だ
手
法
で
矢
を
一
本
一
本
精
魂
込
め

て
作
り
続
け
て
い
る
。

　

道
子
さ
ん
が
、
孝
治
さ
ん
と
結
婚
し
た

の
は
25
歳
の
と
き
。
孝
治
さ
ん
は
次
男
だ

っ
た
が
、
兄
が
急
逝
し
た
た
め
二
代
目
と

し
て
店
を
継
ぐ
こ
と
に
な
っ
た
。

　

突
如
弓
具
店
の
嫁
と
な
っ
た
道
子
さ
ん
。

弓
道
は
そ
れ
ま
で
ま
っ
た
く
未
知
の
世
界

だ
っ
た
が
、
店
頭
に
立
っ
て
お
客
さ
ま
に

弓
具
の
説
明
を
す
る
た
め
に
は
、
自
分
が

実
際
に
使
っ
て
み
な
け
れ
ば
と
い
う
思
い

か
ら
、
弓
道
を
習
い
始
め
る
。

　

「
近
く
の
道
場
で
真
剣
に
稽
古
す
る
男

性
の
姿
を
見
か
け
、
弓
を
引
く
姿
は
本
当

に
美
し
く
格
好
い
い
と
思
い
、
き
ち
ん
と

学
ぼ
う
と
思
い
ま
し
た
。
道
具
は
店
に
全

部
揃
っ
て
い
る
わ
け
だ
し
、
店
に
巻
藁
も

あ
る
か
ら
毎
日
練
習
で
き
る
の
で
」

　

だ
が
、
長
男
の
克
哉
さ
ん
を
は
じ
め
４

人
の
子
宝
に
恵
ま
れ
、
育
児
に
追
わ
れ
て

し
ば
ら
く
断
念
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。

　

再
び
弓
道
を
始
め
た
の
は
、
35
歳
の
と

き
。
10
年
間
の
ブ
ラ
ン
ク
を
埋
め
る
よ
う

に
猛
練
習
を
積
み
、
初
段
に
合
格
。
そ
の

後
ひ
と
つ
ず
つ
昇
段
を
重
ね
、
17
年
を
か

け
て
七
段
に
ま
で
腕
を
上
げ
る
。
気
づ
け

ば
国
体
の
選
手
に
選
ば
れ
る
ほ
ど
の
実
力

を
、
道
子
さ
ん
は
身
に
つ
け
て
い
た
。

　

特
に
、
昭
和
63
年
（
１
９
８
８
年
）、
錬

士
六
段
の
と
き
に
選
手
と
し
て
最
大
の
チ

ャ
ン
ス
が
訪
れ
た
。
出
場
し
た
第
39
回
全

日
本
弓
道
大
会
で
順
調
に
勝
ち
進
み
、
決

勝
へ
。
自
分
よ
り
高
段
の
女
性
と
の
対
戦

と
な
っ
た
が
、
見
事
に
勝
利
を
収
め
、
道

子
さ
ん
は
つ
い
に
弓
道
日
本
一
に
輝
い
た
。

　

「
こ
の
試
合
の
と
き
の
こ
と
は
、
今
で

も
は
っ
き
り
と
覚
え
て
い
ま
す
。
試
合
会

場
で
は
、
周
り
の
こ
と
が
ま
っ
た
く
気
に

な
ら
な
い
く
ら
い
集
中
力
を
高
め
る
こ
と

が
で
き
た
ん
で
す
。
自
分
の
世
界
に
ス
ッ

と
入
り
込
む
こ
と
が
で
ま
し
た
」

　

今
の
言
葉
で
い
う
「
ゾ
ー
ン
」
＝
極
限

の
集
中
状
態
。
そ
し
て
、
こ
の
状
態
は
、

瞬
間
的
に
つ
く
り
上
げ
る
も
の
で
は
な
く
、

試
合
の
何
時
間
も
前
、
会
場
入
り
す
る
と

こ
ろ
か
ら
、
少
し
ず
つ
つ
く
り
上
げ
て
い

く
も
の
な
の
だ
と
い
う
。

　

「
で
も
、
わ
か
っ
て
い
て
も
、
必
ず
そ

の
状
態
に
な
れ
る
と
は
限
ら
な
い
。
そ
こ

が
難
し
い
と
こ
ろ
な
の
で
す
け
れ
ど
ね
」

　

大
会
前
は
猛
練
習
の
毎
日
だ
っ
た
が
、

義
理
の
両
親
が
子
ど
も
た
ち
の
世
話
や
食

事
の
準
備
を
担
当
し
て
、
道
子
さ
ん
を
快

く
元
気
に
送
り
出
し
、
応
援
し
て
く
れ
た
。

　

「
家
族
の
助
け
や
励
ま
し
が
な
け
れ
ば

こ
こ
ま
で
来
れ
な
か
っ
た
。
お
陰
で
弓
道

を
思
う
存
分
さ
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
」

　

家
族
の
仲
の
良
さ
は
、

　

ま
さ
に
弓
道
の
効
能

　

店
の
二
代
目
で
あ
り
、
弓
道
錬
士
五
段

を
持
つ
夫
の
孝
治
さ
ん
は
、
茨
城
県
立
水

戸
工
業
高
校
を
卒
業
後
、
東
京
の
青
山
学

院
大
学
の
英
文
科
に
進
む
と
い
う
、
ち
ょ

っ
と
ユ
ニ
ー
ク
な
経
歴
の
持
ち
主
。
矢
作

り
で
は
、
工
学
の
知
識
を
生
か
し
て
独
自

の
道
具
を
開
発
す
る
一
方
、
得
意
の
英
語

を
用
い
て
、
こ
れ
ま
で
に
店
を
訪
れ
た
大

勢
の
外
国
の
人
々
に
弓
道
を
教
え
て
き
た
。

今
で
も
店
に
は
英
文
で
書
か
れ
た
弓
道
の

専
門
書
な
ど
を
置
き
、
い
つ
で
も
教
え
ら

れ
る
よ
う
備
え
て
い
る
。

　

弓
道
の
魅
力
を
多
く
の
人
に
伝
え
た
い

と
い
う
両
親
の
思
い
は
、
長
男
で
三
代
目

の
克
哉
さ
ん
に
も
し
っ
か
り
と
受
け
継
が

れ
て
い
る
。
大
手
自
動
車
メ
ー
カ
ー
を
平

成
２
年
に
退
職
後
、
父
孝
治
さ
ん
の
下
で

矢
師
の
修
業
を
始
め
た
。
篦の

（
矢
の
軸
）

や
羽
根
な
ど
の
材
料
選
び
、
糸
の
巻
き
方
、

羽
根
の
は
ぎ
方
な
ど
、
日
々
父
の
技
を
見

て
学
ん
で
い
る
。
日
本
の
伝
統
文
化
を
後

代
に
伝
え
て
い
く
た
め
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
も
活
用
し
た
い
と
、
現
在
店
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
の
販
売
を
検
討
中
だ
。

　

道
子
さ
ん
と
孝
治
さ
ん
に
、
克
哉
さ
ん

と
妻
子
を
加
え
た
総
勢
６
人
の
家
族
は
、

と
に
か
く
明
る
い
。
道
子
さ
ん
が
答
え
る
。

　

「
弓
道
を
し
て
い
る
と
ス
ト
レ
ス
に
感

じ
る
よ
う
な
こ
と
も
忘
れ
ら
れ
て
、
気
持

ち
が
す
っ
き
り
す
る
。
真
冬
で
も
汗
を
か

く
ほ
ど
、
全
身
運
動
で
健
康
に
も
い
い
。

そ
の
せ
い
で
し
ょ
う
か
ね
」

　

弓
道
は
、
い
く
つ
に
な
っ
て
も
始
め
ら

れ
る
の
が
魅
力
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、

ど
れ
だ
け
や
っ
て
も
こ
れ
で
い
い
と
い
う

と
こ
ろ
は
な
い
ほ
ど
奥
が
深
い
。

　

「
射
は
十
人
十
色
。
射
品
、
射
格
と
で

も
い
う
の
で
し
ょ
う
か
。
日
ご
ろ
の
自
分

の
状
態
が
不
思
議
と
弓
に
表
れ
る
。
当
て

っ
気
が
出
た
り
、
欲
が
出
た
り
す
る
と
、

バ
ラ
ン
ス
が
崩
れ
、
途
端
に
集
中
力
が
鈍

り
ま
す
。
だ
か
ら
難
し
い
ん
で
す
よ
。
自

分
の
世
界
に
入
る
集
中
力
を
い
か
に
持
つ

か
、
内
面
の
強
さ
が
試
さ
れ
る
ん
で
す
」

　

こ
れ
か
ら
も
道
子
さ
ん
は
、
背
筋
を
ピ

ン
と
伸
ば
し
て
心
を
強
く
持
ち
、
明
る
い

笑
顔
で
、
弓
道
家
と
し
て
の
高
み
を
目
指

す
。
今
年
も
八
段
取
得
に
挑
戦
し
、
地
域

に
お
け
る
弓
道
の
指
導
と
普
及
の
活
動
に

も
変
わ
ら
ず
力
を
注
い
で
い
く
。

　

「
嫁
ぎ
先
で
必
然
に
迫
ら
れ
て
身
に
つ
け

た
弓
道
が
、
こ
れ
ほ
ど
豊
か
な
も
の
を
与

え
て
く
れ
る
こ
と
に
な
る
な
ん
て
、
ね
」

　

ま
さ
し
く
〝
か
け
が
え
の
な
い
〞
人
や

こ
と
と
の
出
会
い
を
、
数
多
く
道
子
さ
ん

の
人
生
に
も
た
ら
し
た
弓
道
。
そ
れ
が
い

か
に
素
晴
ら
し
く
豊
穣
な
体
験
で
あ
っ
た

か
は
、
道
子
さ
ん
か
ら
滔と

う

々と
う

と
あ
ふ
れ
出

る
輝
き
が
証
明
し
て
い
る
。
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水
戸
の
歴
史
を
ひ
も
解
く

水
戸
の
藩
校

「
弘
道
館
」で

実
践
さ
れ
た

多
彩
な
る

文
武
の
課カ

リ
キ
ュ
ラ
ム程
。

弘
道
館
記

弘
道
館
建
学
の
精
神

今
号
で
ご
紹
介
し
た
水
戸
の
武

道
・
武
術
の
い
く
つ
か
は
、
江
戸

時
代
に
水
戸
藩
の
藩
校
「
弘
道

館
」
に
お
い
て
実
際
に
教
授
さ
れ

て
い
た
も
の
で
す
。
第
九
代
藩
主

徳
川
斉
昭
公
が
、「
文ぶ
ん

武ぶ

不ふ

岐き

」

を
掲
げ
て
創
設
し
た
、
日
本
最
大

規
模
の
藩
校
「
弘
道
館
」。
建
学

の
精
神
を
見
事
に
体
現
し
て
い
た

当
時
の
教
育
現
場
の
様
子
を
資
料

か
ら
辿
り
ま
す
。

「
弘

道
館
」
は
、
水
戸
藩
第
九

代
藩
主
徳
川
斉
昭
公
の

手
に
よ
っ
て
天
保
12
年

（
１
８
４
１
年
）
に
創
設
さ
れ
た
藩
校
で
す
。

当
時
の
敷
地
は
約
10
・
５
ヘ
ク
タ
ー
ル
あ

り
、
藩
校
と
し
て
全
国
一
の
規
模
で
し
た
。

　

弘
道
館
建
学
の
精
神
は
「
弘
道
館
記
」

と
し
て
ま
と
め
ら
れ
、
敷
地
内
に
あ
る

「
八は

っ

卦け

堂ど
う

」
に
斉
昭
公
の
書
で
刻
ま
れ
た

石
碑
と
し
て
納
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま

た
、
そ
の
石
碑
の
拓
本
（
右
ペ
ー
ジ
写
真
）

は
、
弘
道
館
の
中
で
特
に
重
要
な
場
で
あ

る
「
正
庁
正
席
の
間
」
の
床と

こ

の
間
に
掲
げ

ら
れ
て
い
ま
す
。

　

今
号
の
「
水
戸
東
武
館
」
の
記
事
で
取

り
上
げ
た
「
文
武
不
岐
」
の
言
葉
は
、
そ

の
「
弘
道
館
記
」の
中
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

学
問
と
武
芸
は
わ
か
れ
ず
一
体
の
も
の

で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
言
葉
で
、
そ
の
言

葉
の
通
り
、学
問
で
は
儒
学
・礼
儀
・
歴
史
・

天
文
・
数
学
・
地
図
・
和
歌
・
音
楽
な
ど
、

武
芸
で
は
剣
術
・
槍
・
柔
術
・
兵
学
・
鉄

砲
・
馬
術
・
水
泳
な
ど
、
文
武
と
も
に
多

彩
な
科
目
が
教
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　

施
設
も
科
目
ご
と
に
整
備
さ
れ
、
弘
道

館
は
さ
し
ず
め
、
現
在
で
い
う
総
合
大
学

の
よ
う
な
教
育
の
場
で
し
た
。

　

さ
ら
に
、
敷
地
内
の
聖
域
と
呼
ば
れ

る
場
に
は
、「
神
儒
一
致
」
の
教
義
に
も

と
づ
き
、
儒
学
の
祖
、
孔
子
を
祀
る
「
孔こ

う

子し

廟び
ょ
う」

が
学
問
を
学
ぶ
「
文
館
」
側
に
、

鹿
島
神
宮
か
ら
分
霊
さ
れ
た
武
の
神
様
、

武た
け
み
か
づ
ち
の
み
こ
と

甕
槌
命
を
祀
る
「
鹿
島
神
社
」
が
武

芸
を
学
ぶ
「
武
館
」
側
に
配
さ
れ
、
敷
地

中
央
に
は
弘
道
館
記
碑
を
納
め
た
「
八
卦

堂
」
が
建
て
ら
れ
ま
し
た
。
学
生
た
ち
が

文
武
習
得
に
真
摯
に
向
き
合
う
よ
う
、
施

設
の
配
置
に
も
心
を
砕
い
た
斉
昭
公
の
教

育
に
対
す
る
熱
意
が
感
じ
と
れ
ま
す
。

　

こ
こ
で
育
ま
れ
た
思
想
が
、
吉
田
松
陰

や
西
郷
隆
盛
な
ど
多
く
の
幕
末
の
志
士
に

も
大
き
な
影
響
を
与
え
、
後
に
明
治
維
新

の
原
動
力
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
幕
末
の
動
乱
期
を
経
て
、
明

治
５
年
（
１
８
７
２
年
）
の
「
学
制
」
発

布
に
よ
り
、
弘
道
館
は
閉
鎖
さ
れ
、
一
時

は
県
庁
舎
な
ど
と
し
て
使
用
さ
れ
ま
す
。

　

建
物
と
し
て
は
、
残
念
な
が
ら
、
幕
末

の
藩
内
抗
争
で
文
館
・
武
館
・
医
学
館
な

ど
を
、
太
平
洋
戦
争
時
の
空
襲
に
よ
り
八

卦
堂
・
鹿
島
神
社
・
孔
子
廟
な
ど
（
現
在

は
復
元
）
を
失
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
幾

度
も
の
戦
火
を
免
れ
た
正
門
、
正
庁
及
び

至
善
堂
は
、
昭
和
39
年
（
１
９
６
４
年
）
に

国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
、
約
３
・

４
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
区
域
が
「
旧
弘
道
館
」

と
し
て
国
の
特
別
史
跡
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

平
成
23
年
の
東
日
本
大
震
災
に
お
い
て

も
大
き
く
被
災
し
ま
し
た
が
、
３
年
を
か

け
た
調
査
研
究
と
復
旧
工
事
に
よ
り
、
格

調
高
い
佇
ま
い
を
取
り
戻
し
、
平
成
26
年

か
ら
全
面
公
開
を
再
開
し
て
い
ま
す
。

　

水
戸
で
斉
昭
公
が
手
が
け
た
施
設
と
い

え
ば
「
偕
楽
園
」
が
有
名
で
す
が
、
こ
の

弘
道
館
と
偕
楽
園
は
、斉
昭
公
が
「
一い

っ

張
ち
ょ
う

一い
っ

弛し

」
の
精
神
の
も
と
に
開
設
し
た
一
対

の
施
設
で
す
。
弘
道
館
は
学
問
と
武
芸
の

習
得
に
気
を
張
っ
て
励
む
場
、
一
方
、
偕

楽
園
は
楽
し
み
な
が
ら
心
を
弛ゆ

る

め
、
休
養

す
る
場
と
し
て
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。

弘道館の「正門」（写真上）と「正庁」の玄関。いずれも国指定重要文化財
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弘
道
館
内
部
に
掲
示
さ
れ
て
い

る
資
料
に
「
弘
道
館
全
図
」

が
あ
り
ま
す
。
当
時
の
弘
道

館
の
詳
細
な
平
面
図
を
模
写
し
た
も
の
で
、

今
号
の
前
半
で
紹
介
し
て
い
る
「
水
戸
東

武
館
」
の
第
二
代
館
長
だ
っ
た
小
澤
一
郎

氏
が
明
治
33
年
（
１
９
０
０
年
）
に
寄
贈

し
た
も
の
で
す
。
図
の
右
下
に
は
署
名
と

「
元
水
戸
藩
士
」の
印
判
が
見
て
と
れ
ま
す
。

　

左
ペ
ー
ジ
に
あ
る
図
は
、
そ
の
「
弘
道

館
全
図
」
を
も
と
に
、
施
設
名
を
わ
か
り

や
す
く
表
示
し
色
分
け
を
施
し
た
も
の
で

す
。
こ
の
図
を
見
る
と
、
当
時
の
弘
道
館

内
の
つ
く
り
が
よ
く
わ
か
り
ま
す
。

　

正せ
い

庁ち
ょ
うの
右
手
、
現
在
は
梅
林
と
な
っ
て

い
る
場
所
に
は
、「
文
館
」
が
配
置
さ
れ

て
い
ま
し
た
。
反
対
側
、
正
庁
の
左
手
の

現
在
水
戸
市
立
三
の
丸
小
学
校
が
建
つ

あ
た
り
に
は
、
３
棟
か
ら
な
る
「
武
館
」

と
、「
医
学
館
」、「
天
文
台
」
が
あ
り
ま

し
た
。
奥
に
進
む
と
、
現
在
茨
城
県
立
図

書
館
と
な
っ
て
い
る
場
所
に
は
「
厩う

ま
や
」
が

あ
り
、
そ
の
右
手
、
現
在
茨
城
県
三
の
丸

庁
舎
（
旧
県
庁
舎
）
が
あ
る
場
所
は
、
調

練
場
お
よ
び
馬
場
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　

こ
の
充
実
し
た
学
び
舎
で
、
水
戸
藩
士

と
そ
の
子
弟
た
ち
、
そ
の
数
お
よ
そ
千
人

が
、
学
問
と
武
芸
の
習
得
に
精
を
出
し
ま

し
た
（
登
館
日
数
は
藩
士
の
身
分
に
よ
っ
て

15
日
間
、
12
日
間
、
10
日
間
、
8
日
間
と
決

め
ら
れ
て
い
ま
し
た
）。

　

彼
ら
を
指
導
す
る
師
範
の
数
は
約

１
０
０
人
、
そ
の
ほ
か
武
館
に
は
、
師
範

を
補
助
す
る
「
手て

添ぞ

え
」
と
い
う
人
た
ち

が
１
０
０
〜
１
５
０
名
ほ
ど
い
た
よ
う
で

す
。

　

弘
道
館
で
は
、「
朝

ち
ょ
う

文ぶ
ん

夕せ
き

武ぶ

の
法
」
と

称
し
て
、
午
前
は
文
館
で
学
問
を
修
め
、

午
後
は
武
館
で
武
術
を
修
練
す
る
こ
と
が

日
課
と
さ
れ
ま
し
た
。
成
績
も
文
と
武
の

総
合
評
価
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
て
い
ま
し

た
。
ち
な
み
に
授
業
料
は
無
料
で
し
た
。

　

上
の
写
真
は
、
屋
外
の
「
対た

い

試し

場じ
ょ
う」
と

呼
ば
れ
る
場
所
か
ら
正
庁
を
臨
ん
だ
も
の

で
す
。
当
時
は
、
正
庁
正せ

い

席せ
き

の
間ま

に
藩
主

が
臨
席
し
、
こ
の
対
試
場
で
行
わ
れ
る
武

術
の
試
験
な
ど
を
ご
覧
に
な
り
ま
し
た
。

　

弘
道
館
の
入
学
年
齢
は
15
歳
で
、
卒
業

は
な
く
、
40
歳
以
上
の
者
は
登
館
が
免
除

に
な
り
ま
し
た
が
、
学
び
た
い
者
は
そ
の

正
庁
と
対
試
場

武
芸
の
試
験
場

調
練
場

馬
場

厩

弓
砲
場

医
学
館

天
文
台

武
館 正

庁

文
館

正
門

対
試
場

至
善
堂

孔
子
廟

八
卦
堂

鹿
島
神
社

武
館

武
館

馬
場

正
庁
前
の

「
対
試
場
」
で
は
、

藩
主
が
臨
席
す
る
前
で

武
術
の
試
験
な
ど
が

行
わ
れ
ま
し
た
。

水
戸
東
武
館

実線が現在の弘道館の敷地
破線が江戸時代の敷地

弘
道
館
正
庁

至
善
堂

文
館（
梅
林
）

武
館（
三
の
丸
小
）

医
学
館
（
三
の
丸
市
民
セ
ン
タ
ー
）

厩（
県
立
図
書
館
）

調
練
場
（
県
三
の
丸
庁
舎
）

後
も
学
ぶ
こ
と
が
で
き
、
生
涯
学
習
の
よ

う
な
制
度
が
敷
か
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。

　

現
在
の
弘
道
館
の
敷
地
（
鹿
島
神
社
を

含
む
）
は
当
時
の
３
分
の
１
弱
と
な
り
ま

し
た
が
、
藩
校
の
敷
地
跡
は
今
も
茨
城
県

三
の
丸
庁
舎
や
県
立
図
書
館
、
小
・
中
・

高
校
な
ど
が
集
ま
る
文
教
地
区
に
指
定
さ

れ
て
お
り
、
江
戸
時
代
か
ら
現
在
に
至
る

ま
で
、
こ
の
地
が
水
戸
の
行
政
や
学
問
・

教
育
の
中
心
と
な
っ
て
き
た
こ
と
が
、
右

の
鳥
瞰
写
真
か
ら
見
て
と
れ
ま
す
。

「弘道館全図」をもとに編集部で作成
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弘
道
館
創
設
以
前
の
水
戸
藩
に

は
84
も
の
武
芸
道
場
が
あ
っ

た
よ
う
で
す
が
、
弘
道
館
に

採
用
さ
れ
た
流
派
は
そ
の
う
ち
の
41
流
派

で
し
た
。
弘
道
館
創
設
に
あ
た
り
、
流
派

名
が
異
な
っ
て
い
て
も
実
質
が
同
様
で
あ

る
流
派
に
は
統
合
が
命
じ
ら
れ
、
ま
た
、

斉
昭
公
が
考
案
し
た
騎
砲
（
騎
兵
隊
が
使

用
す
る
こ
と
を
想
定
し
た
砲
）
の
神し
ん

発ぱ
つ

流
や

薙な
ぎ

刀な
た

の
常
山
流
、
斉
昭
公
自
身
が
命
名
し

た
剣
術
の
水
府
流
な
ど
が
採
用
さ
れ
る
な

ど
、
武
芸
教
育
に
も
斉
昭
公
の
意
図
が
投

影
さ
れ
て
い
た
と
い
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
41
の
武
芸
の
実
技
訓
練
が
、
前

ペ
ー
ジ
で
紹
介
し
た
弘
道
館
内
の
武
館
、

弓
砲
場
、
馬
場
や
調
連
場
で
繰
り
広
げ
ら

れ
て
い
た
わ
け
で
す
。

　

水
戸
徳
川
家
伝
来
の
品
を
所
蔵
す
る

「
徳
川
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」
に
は
、
こ
の
よ
う

な
弘
道
館
の
武
芸
教
育
を
記
録
し
た
貴
重

な
資
料
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

「
弘
道
館
武
術
伝
系
」
と
い
う
上
下

巻
か
ら
な
る
書
物
（
現
在
は
非
公
開
）
で
、

左
ペ
ー
ジ
に
あ
る
の
が
、
上
巻
の
表
紙
と

目
次
を
写
し
た
も
の
で
す
。
今
号
で
紹
介

し
て
い
る
「
北
辰
一
刀
流
」「
新
田
宮
流
」

「
水
府
流
水
術
」の
名
称
が
確
認
で
き
ま
す
。

　

そ
れ
ぞ
れ
の
流
派
の
頁
を
開
く
と
、
流

祖
や
師
範
と
思
わ
れ
る
人
物
の
名
が
並
び
、

各
流
派
が
ど
の
人
物
に
よ
っ
て
起
こ
さ
れ
、

伝
承
さ
れ
て
い
っ
た
か
が
克
明
に
記
録
さ

れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に

「
破
門
」
や
「
死
去
」「
指
南
絶
ス
」
な
ど

の
文
字
も
見
え
、
伝
承
の
際
に
起
き
た
で

き
ご
と
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
見
て
と

れ
ま
す
。

　

そ
れ
に
し
て
も
、
弘
道
館
の
当
時
の
施

設
配
置
や
実
践
さ
れ
て
い
た
教
育
の
内
容

を
こ
う
し
て
辿
っ
て
い
く
と
、
そ
の
多
彩

さ
と
ス
ケ
ー
ル
感
、
独
自
性
に
あ
ら
た
め

て
驚
か
さ
れ
ま
す
。
創
設
し
た
斉
昭
公
が

い
か
に
先
進
性
と
柔
軟
性
に
富
ん
だ
思
考

の
持
ち
主
だ
っ
た
か
が
わ
か
り
ま
す
。

　

弘
道
館
を
訪
れ
る
際
に
は
、
ぜ
ひ
当
時

敷
地
だ
っ
た
場
所
に
ま
で
足
を
伸
ば
し
て

み
る
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。
江
戸
時
代

の
活
気
み
な
ぎ
る
藩
校
の
様
子
を
思
い
浮

か
べ
な
が
ら
の
三
の
丸
散
策
は
、
ひ
と
き

わ
趣
あ
る
ひ
と
と
き
と
な
る
は
ず
で
す
。

弘道館で教えられていた
武芸41流派
【兵学2流】山本勘助流、佐久
間流  【軍用2流】松田古流、松
田新流  【弓術4流】大和流、日
置流、日置流雪荷派、日置流印
西派  【馬術4流】大坪流、大坪
本流、悪馬新当流、素鞍流  【槍
術４流】佐分利流、宝蔵院古流、
宝蔵院新流、種田流  【剣術4流】
水府流、北辰一刀流、神道無
念流、東軍流  【柄太刀1流】長剣流鎌
柄太刀  【薙刀2流】常山流、穴沢流長
刀  【居合4流】田宮流、新田宮流、一宮
流、無形流  【砲術6流】神発流、高山流、
竹谷流、石川流、関流、荻野流  【火術
２流】本郷流、唯心流  【柔術５流】三和
流、浅山流、浅山一伝流、浅山一伝古流、
ト伝流杖小太刀  【水術1流】水府流

徳川ミュージアム 弘道館水戸市見川1-1215-1　  029-241-2721  水戸駅北口からタクシーで約10分
 月（臨時休館あり）　  10:00～16:00   普通車30台、大型バス5台

料  大人800円～1200円、子ども600円～900円（展示規模により変動）　
http://tokugawa.gr.jp

水戸市三の丸1-6-29　  029-231-4725  水戸駅北口から徒歩8分
 12/29～12/31　  9:00～17:00（10/1～2/19は16:30まで）
 普通車13台、大型バス5台　料  大人200円、小中学生100円（未就学児無料）
http://www.koen.pref.ibaraki.jp/park/kodokan01.html水戸徳川家の家宝3万点を所蔵

公益財団法人徳川ミュージアムが運営する博物
館。徳川家康公の遺品を中心に、水戸徳川家初
代頼房公、第二代光圀公ら歴代藩主やその家族
が遺した道具や古文書など、家宝約３万点を所
蔵。最近では、伊達政宗から水戸徳川家に贈ら
れたとされる鎌倉時代の日本刀「燭台切光忠」が、
オンラインゲームに登場して人気を呼び、さまざ
まな関連企画も展開して話題を集めている。

文武ともに重んじた日本最大の藩校

第九代藩主徳川斉昭公が、すぐれた人材の育成
を目指して創設した水戸藩の藩校。正門、正庁、
至善堂が国指定重要文化財となっている。建物
内には、藩校教育にまつわる資料のほか、東北遊
学の途中に水戸で学んだ吉田松陰の自筆漢詩な
ども展示。平成27年4月に「近世日本の教育遺
産群─学ぶ心・礼節の本源─」の構成文化財とし
て偕楽園などとともに「日本遺産」に認定された。

剣
術
「
北
辰
一
刀
流
」

居
合
「
新
田
宮
流
」

水
術
「
水
府
流
」

武
術
の
科
目
と
し
て
の

記
録
が
残
っ
て
い
ま
す
。

弘
道
館
武
術
伝
系

武
芸
41
派
の
伝
承
の
記
録

「水戸の梅まつり」の期間には、対試場で水戸に伝わる武術の演武が催
される。写真上は水戸東武館「北辰一刀流」、下は同「新田宮流抜刀術」

「弘道館武術伝系」「徳川ミュージアム外観」写真…徳川ミュージアム所蔵　©徳川ミュージアム・イメージアーカイブ／DNPartcom 
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水
戸
市
三
の
丸
の
周
辺
に
は
、

魅
力
あ
る
店
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
！

三
の
丸
歴
史
ロ
ー
ド

か
ら
歩
い
て
行
け
る

水
戸
の
い
い
お
店
。

水
戸
城
址
の
あ
る
三
の
丸
地
区
に

は
、
弘
道
館
の
ほ
か
に
も
大
手
橋

（
再
興
）、
薬
医
門
、
水
戸
東
武
館
な

ど
歴
史
あ
る
建
造
物
が
残
り
、
ま

た
、
近
く
に
は
茨
城
県
三
の
丸
庁

舎
、
水
戸
市
水
道
低
区
配
水
塔
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MAP●③

茨城県地方史についての古書はこちらへ

とらや書店

昭和10年（1935年）創業の古書専門店。茨城県
地方史に関する文献をはじめ、仏教、思想、哲学、
歴史、書道、美術に関する書籍を扱う。『徳川斉
昭書状』など江戸時代に遡る稀少な文献も。店
内の一画で、書道や古い絵はがき、古地図などを
随時展示。地方史に関する文献、自筆資料、古
書画、版画、拓本、古文書、古写真、明治・大正
の県内新聞などの買い取りに応じている。

水戸市三の丸1-4-15
 029-232-0155
 （電話が留守の時は029-221-8071）
 水、木
 11:00~18:00
 無
http://toraya-shoten.com

MAP●④

さまざまな客層に愛される、満足の一杯

水戸市三の丸1-4-2  大畠ビル1階
 029-225-8074
 無
 平日 7:00~21:00
 土、日、祝 8:00~20:00
 無
http://procafe.jp

水戸駅北口近くにある喫茶店。世界のトップレ
ベルとされる「カップ・オブ・エクセレンス」の称号
を付与されたコーヒー豆を扱い、香り豊かな一杯
を供する。カプチーノ、エスプレッソ、ラテはベー
シックなものから黒糖や豆乳を使うアレンジ版も
あり、種類の多さに目を見張る。食事は季節限定
のグラタンやドリア、ランチが揃う。マスターお
勧めのブレンドコーヒー280円。コーヒー豆も販売。

ProCafé  
プロカフェ

MAP●①洋食屋 花きゃべつ

水戸市南町2-6-31 南町加瀬ビル1階 
 029-306-6850
 日、祝
 10:00~21:00
 近隣駐車場の割引有
http://mito-hanakyabetsu.com

昭和55年（1980年）創業の洋食店。「洋食と喫茶」
をコンセプトに、食事からコーヒーまで幅広いメ
ニューを用意。人気は、笠間産減農薬米とこだわ
りの卵を使う「チーズハヤシオムライス」、特製納豆
ソースが決め手の「洋風納豆ねばり丼」。震災の影
響で移転したが、新店舗にもこれまで使用してき
た椅子や照明を配し、昔の面影を残した。昼は日
替わり790円～。夜は店主厳選のクラフトビールも。

愛される洋食×納豆のオリジナルメニュー

MAP●②五鐵 夢境庵 
ゴテツ ムキョウアン

日本三大軍鶏のひとつである奥久慈しゃもをはじ
め、アンコウ、常陸牛など茨城が誇る食材を使用
した郷土料理に定評がある。品書きには親子丼、
しゃも鍋、串焼き、から揚げなど、奥久慈しゃも
の深い味わいが堪能できる料理のほかに、徳川光
圀公が愛したレシピを再現した「黄門料理」などが
並ぶ。旬の素材を盛り込んだ宴会メニューも充実。
昼1000円～。全室個室。最大35人収容の広間も。

水戸市南町1-3-27
 029-225-6073
 無（5～10月は日曜休み、元旦）
 11:00~14:00、17:00~22:00
 契約駐車場有
http://www.gotetsumukyouan.com

奥久慈しゃもなど茨城自慢の旬の食材を

MAP●⑤うどん家 ふ和ら フワラ

コンクリート打ち放しの壁にタイルの床というス
タイリッシュな空間で、品質の高い小麦粉だけを
使った手打ちうどんが楽しめる。厳選材料で作
るかえし、昆布とカツオのうま味を効かせたダシ
を合わせたつゆが、うどんの味を引き立てる。ク
リーミーな味わいの「ふ和ら特製カレーうどん」、
あっさり系の「出汁で作ったカルボナーラうどん」
が人気。夜は日本酒を中心にお酒も供する。

水戸市南町2-4-45  吉見屋ビル1階
 029-303-7900
 日
 11:30~15:00（14:00 LO）
 17:30~23:00（22:00 LO）
 無

スタイリッシュな空間で味わう手打ちうどん

MAP●⑥

水戸市南町2-2-32  羽田ビル1階
 029-232-8787
 火（月1回不定休）
 11:30~15:00（水木金のみ）
 18:00~24:00
 日14:00~24:00
 無
https://www.facebook.com/
mito.marcador/

「スペイン料理をもっと身近に」と、本場の味とと
もに明るくカジュアルな雰囲気も再現するスペイン
バル。お勧めの「イカスミのパエジャ」は、イカス
ミのコクとリゾットのような食感を大切にしたパエ
リア料理。お酒は、スペインのワインとビールをグ
ラスで各6種類用意するほか、シェリー酒など豊富
なラインナップ。日曜は、14時のオープンからお
酒が楽しめるのも嬉しい。ランチは1000円前後。

本格スペイン料理をカジュアル＆スマートに

Spanish food&wine 
marcador マルカドール

  文…海藤和恵 │ 撮影…大谷健二 41 40



MAP●⑩

MAP●⑪

MAP●⑧ニュー五一小屋 
ニューゴイチゴヤ

日替わり店主が切り盛りし、料理も毎日変わるとい
うユニークなスタイルで営業する居酒屋。40年以
上にわたり地元で愛されながら一時閉店した「五一
小屋」が、友人たちの助けによって「ニ

・

ュ
・

ー
・

五一小
屋」として再出発した。茨城の地酒を楽しみながら、
コの字型のカウンターで客同士の話が弾む。店に
立つ人の得意分野を生かし、毎日来ても飽きさせな
い魅力を打ち出す。稲里純米酒一合500円など。

水戸市南町1-2-7
 090-6492-5158
 祝
 18:00~23:00頃（不定時）
 無

日替わり店主が守る名物「コの字カウンター」

水戸市宮町3-5-16
 029-221-3097
 日
 11:30~14:00
 17:30~22:30
 8台

「梅の都、水戸で心に残る味を」と、上質なおもて
なしを心がける懐石料理店。趣のある庭に囲まれ
た旧家の佇まい、目にも華やかな料理は、優雅な
ひとときを演出する。熱海の名門料亭や札幌のホ
テルで経験を積んだ料理長が、毎朝仕入れる活
魚、朝採り野菜、常陸牛などの厳選食材を自在に
扱い、季節感のある物語を一皿に表現する。離れ
を含め全室個室で完全予約制。昼の膳3780円～。

梅香かふう バイコウカフウ

地元の厳選素材を生かす優雅な懐石

MAP●⑨

「うまい料理と酒を気軽に」と昭和38年（1963年）
に開店。洋食が得意だった店主と和食の修業をし
た二代目がそれぞれ持ち味を生かしたメニューを
提供。茨城の銘柄豚肉ローズポークを使用したオ
リジナル「豚もやし鍋」は、ひとりでも楽しめる鍋
料理として年間を通して人気。常陸牛を使用した
「メンチカツ」も看板料理のひとつ。刺身など旬の
味を盛り込む宴会コースは4～20人まで対応。

水戸市南町1-2-4
 029-231-1735
 日、祝
 17:00~23:00（22:30 LO）
 4台

茶の間

“洋食”の初代と“和食”の二代目が腕を競う

丸い提灯が目印のモツ焼きが人気の大衆酒場。店
内は仕事帰りの常連客で活気に満ちる。看板料理
のモツ焼きは、開店以来つぎ足しているという秘
伝のタレが決め手。旨味たっぷりのモツ煮込みを
はじめ酒の肴に格別な一品が揃う。モツ焼き1本
80円。昭和51年（1976年）の開店以来「お客様
が何より第一」をモットーにする店主・恭子さんの
人情味のある人柄も訪れる客の心を和ませる。

水戸市宮町3-2-21
 029-226-8877
 日、祝
 17:00~22:30
 無

もつ焼 長兵衛 宮町店

女性店主の人情味が旨みの隠し味

MAP●⑦食酒 アキヅ

水戸市南町2-1-50
 029-302-8078
 日
 17:30~24:00
 無
http://www.akidu.jp

「イタリアン居酒屋」がコンセプト。鴨生ハム、鶏
白レバーのパテなど500円均一のお酒に合う前
菜が約20種のほか、パスタ、リゾット、魚介料
理など日替わりのお勧め料理が揃う。伊産ワイ
ンは赤白各12種、スパークリング8種、グラス6
種。イタリアのカクテルや蒸留酒のグラッパなど
も充実。テーブル、座敷、カウンターとその日の
気分に合わせて過ごせる空間は宴会にも対応。

粋なイタリアンテイストの居酒屋

MAP●⑫

水戸市宮町2-5-4
 029-227-1322
 日
 17:00~2:00（1:30 LO）
 無
http://www.konpeisbar-
unbalance.com

水戸駅北口より徒歩5分、女性ひとりでも気軽に楽
しめるバー。平成17年の開店以来、すべて手作り
にこだわり、市場から仕入れる魚介や旬の野菜など
を使った料理が黒板のメニューに並ぶ。「ガーリッ
クトースト長いの」や「定番田舎風キッシュ」は人気
のオリジナルメニュー。お酒はカクテル、ビール、ワ
イン、ウィスキー、焼酎、日本酒など幅広い品揃え。
宴会などに利用できる2階フロアを備える。

料理もお酒も、じつは抜群のバランス感

konpei’s bar 
UNBALANCE アンバランス

MAP●⑬

30分間待つ甲斐のあるふっくら軟らかな身

水戸市宮町1-3-23
 029-221-3606
 日、祝
 11:00~21:00
 無

三代目が先代の味を受け継ぎ、暖簾を守る。注
文を受けてから、割き・蒸し・焼きと出来上がる
まで30分ほど。丁寧に仕上げたうなぎは、秘伝
のタレと絡み、身がふっくらと軟らかい。一度蒲
焼きにして酢の物にする「うざく」など一品料理も
技がさえる。うな重（肝吸い付き）2700円～、コー
ス6000円～。1階はテーブル席と小上がり、2
階に個室、3階は宴会に利用できる広間を配する。

うなぎ川桝 カワマス

白塀に囲まれた校舎の一画にある展示館

周辺のお勧め観光スポット！

水戸城址二の丸展示館

平成24年に水戸市立第二中学校の敷地の一画
に開設された展示館。この場所にはかつて「大
日本史」編纂のために建てられた「水戸彰考館」
があり、中学改築工事の際に行われた発掘調査
で、瓦や建築木材、文房具などが大量に出土した。
それらの発掘品や調査に関するパネルなどが展
示される。東側には中学の弓道場が隣接し、内部
からガラス越しに練習風景を眺めることもできる。

MAP●C

水戸市三の丸2-9-22
 029-224-1111（水戸市役所）
 12/31～1/3、
 振替休業日（水戸二中行事による）
 9:00～16:30
 無
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秋のいちょうまつりは水戸の風物詩のひとつ

周辺のお勧め観光スポット！

茨城県立歴史館

県の歴史に関する「博物館」と「文書館」の機能
を併せ持つ施設。常設展は、県内の歴史を民俗・
考古・古代・中世・近代に分けて展示。徳川慶喜
公ゆかりの一橋徳川家から寄贈された資料を展
示する「一橋徳川家記念室」も併設する。明治
14年（1881年）建設の旧水海道小学校本館（茨
城県指定文化財）などが移築されている広大な
庭園も人気。いちょう並木の美しさでも知られる。

MAP●J

水戸市緑町2-1-15
 029-225-4425
 月（祝日の場合は翌日）、年末年始（12/29~1/1）、

 臨時休館日あり
 9:30～17:00（入館は16:30まで）
 有（大型バス12台、普通車123台、身障者用3台）
http://www.rekishikan-ibk.jp

茨城の作家の作品や創作活動を紹介

周辺のお勧め観光スポット！

藝文ギャラリー

水戸に本店を置く常陽銀行の創立50周年記念
事業として設立された公益財団法人「常陽藝文
センター」が運営するギャラリー。芸術・文化を
通じて潤いのある郷土づくり、豊かでゆとりのあ
る暮しづくりに寄与することを目的に、郷土茨城
に関わりのある芸術家の作品を積極的に展示す
る。また、同法人が運営する「常陽史料館」（備
前町6-71／MAP●H ）には、お金と銀行の歴史
がわかる「貨幣ギャラリー」などもある。

MAP●D

水戸市三の丸1-5-18 常陽郷土会館内
 029-231-6611（代表）
 月
 10:00～17:45
 無
http://www.joyogeibun.or.jp

MAP●⑮

人気の「わらつと」をはじめ各種納豆が勢揃い

水戸天狗納豆　
笹沼五郎商店

水戸市三の丸3-4-30
 029-225-2121
 元旦
 8:00~18:00
 10台
http://www.tengunatto.jp
展示館は見学無料

明治22年（1889年）、笹沼清左衛門氏が創業。水
戸駅開業をきっかけに水戸の地に所縁のある天
狗党から名づけた「天狗納豆」の商標で販売。小
粒で粘りが強いと評判になり、水戸納豆を全国に
広める元祖となった。わらの香りが風味を添える
看板商品「わらつと納豆」をはじめ、そぼろ納豆、
ほし納豆、大黒納豆などがある。隣接する展示
館では、納豆の起源や歴史、納豆料理などを紹介。

MAP●⑭サザコーヒー 水戸駅店

水戸市宮町1-7-31 
水戸駅ビルエクセルみなみ
 029-228-2272
 水戸駅ビルエクセルみなみと同じ
 10:00~21:00
 駅ビル駐車場
http://www.saza.co.jp

水戸駅に直結する駅ビル「エクセルみなみ」の正
面口付近に70席を配するオープンな空間は、買
い物客、学生、ビジネスマンたちで賑わう。テイ
クアウトができる「カステラショートケーキ」（550
円）は、保存料や着色料などを使わず、奥久慈
卵や県産イチゴなど地元の素材で作る人気商品。
注文を受けてから淹れるコーヒーは430円～。季
節限定のイチゴシェイクは都内でもブレイク。

コロンビアに農園を持つこだわりコーヒー店
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本
筋
の

通
っ
た
美
し
さ
。
か
ね
て
か
ら
姿
勢
の
美

し
さ
に
は
強
い
あ
こ
が
れ
を
持
ち
、
体
幹

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
に
励
ん
だ
こ
と
の
あ
る

私
、
武
道
に
大
い
な
る
魅
力
を
感
じ
ま
し

た
。
私
の
よ
う
な
不
純
な
動
機
は
別
と
し

て
、
読
者
の
皆
さ
ん
、
興
味
を
感
じ
た
の

な
ら
、
ぜ
ひ
、
門
戸
を
た
た
い
て
み
て
く

だ
さ
い
。
武
道
は
生
涯
ス
ポ
ー
ツ
、
そ
う
、

始
め
る
の
に
遅
す
ぎ
る
と
い
う
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
。（
水
戸
市
ミ
ト
ノ
ー
ト
担
当
）

▼  水戸市関連Webサイト・SNS
 もっともっと水戸のことを知りたくなったら、こちらへどうぞ。
 さまざまなかたちで水戸の魅力を日々発信しています！

水戸
の情
報は
、

こち
らを
見て
ね！

水戸市マスコットキャラクター

みとちゃん

▼  水戸の魅力を伝えるWebサイト
 「水戸の人々」
 水戸の街がもっと楽しめるWebサイト、好評更新中
 Webサイト「水戸の人 」々　http://mito.life/

▼  水戸へのアクセス

▼  水戸の街を案内するスマートフォンアプリ
 「水戸のこと」
 水戸の街のガイド役スマートフォンアプリ「水戸のこと」
 AppStore、Google playで無料配信中

水戸市ホームページ
http://www.city.mito.lg.jp

水戸市メールマガジン
http://www.city.mito.lg.jp/002330/p004096.html

facebookページ
http://www.facebook.com/mimika310

Twitter
@kouhou_mito      http://twitter.com/kouhou_mito

LINE@
@mitocity

水戸市公式ブログ  「カメらくんの水戸散歩！」
http://310kouhou.seesaa.net/

水戸市公式YouTubeチャンネル
http://www.youtube.com/user/mitocitynumber1

ニコニコチャンネル  「Mito Movie Report」
http://ch.nicovideo.jp/channel/mitocity

「ミトノート」　創刊号から第4号まで
http://www.city.mito.lg.jp/citysales/citysales/index.html

▼  水戸の“おいしい！”
 を紹介する

 「水戸みやげ」

「水戸みやげ」は、水戸
に来たからには食べるべ
き！ お土産にはこれ！ 
といったものを紹介して
います。QRコードからア
クセスし、水戸の観光に
お役立てください。

特急「ひたち」で東京駅から約75分

特急で約55分、普通で約１時間40分
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梅
の
香
味
が

う
れ
し
い

水
戸
の
菓
子

水
戸
の
梅
産
地
づ
く
り
と

水
戸
梅
お
菓
子
プ
ロ
ジェ
ク
ト

㈲トーア乳業
水戸市千波町1837-7
 029-305-3178

五條製菓
水戸市姫子1-807-1
 029-252-2317

西欧和菓子 木村屋本舗
水戸市栄町2-10-44
 029-221-5475

お菓子処ひろせ
水戸市曙町10-8
 029-257-8339

御菓子司はやしや
水戸市南町3-5-17
 029-221-4346

㈲飯野屋製菓
水戸市堀町1050
 029-221-6156

水戸の梅産地づくり協議会
［水戸市役所農業技術センター］
 029-243-9312

水戸菓子工業協同組合
水戸梅お菓子プロジェクト
［阿さ川製菓内］
 029-247-8080

亀印製菓㈱
水戸市見川町2139-5 
 029-305-2211

㈱きね八
水戸市堀町954-2
 029-227-4130

菓匠にいつま
水戸市堀町2160-5
 029-251-8772

　

梅
の
名
所
で
あ
る
水
戸
市
で

は
、
観
賞
用
の
梅
だ
け
で
な
く
、

食
用
の
梅
の
栽
培
に
も
力
を
入

れ
て
い
ま
す
。

　

梅
の
育
成
期
間
を
短
縮
す
る

技
術
を
開
発
し
て
生
産
農
家
を

増
や
す
一
方
、「
水
戸
梅
お
菓

子
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
と
し
て
収

穫
し
た
梅
か
ら
作
っ
た
ペ
ー
ス

ト
を
素
材
に
、
市
内
の
菓
子
店

有
志
12
社
が
新
作
菓
子
を
考
え

ま
し
た
。
水
戸
産
の
梅
を
使
っ

た
新
し
い
銘
菓
を
、
ぜ
ひ
お
楽

し
み
く
だ
さ
い
。

阿さ川製菓㈱
水戸市元石川町富士山325-19

 029-247-8080

梅
一
途

み
と
ち
ゃ
ん
梅
あ
ん
巻

水
戸
の
梅
ガ
レ
ッ
ト 水

戸
梅
小
町

梅
ほ
の
か

水
戸
の
梅
カ
ス
テ
ラ

み
と
も
ち

梅
だ
よ
り

ほ
ろ
ほ
ろ（
梅
）

水
戸
み
っ
ち
り
梅
あ
ん
ど
ら
焼

酸
味
の
き
い
た

梅
こ
し
餡
の

特
大
ど
ら
焼
。

梅
香
る

ほ
ろ
ほ
ろ
ク
ッ
キ
ー
。

梅
干
ジ
ャ
ム
の

塩
気
が
癖
に
。

梅
干
し
そ
っ
く
り
、

中
は
梅
干
し
果
肉
入
り
の
餡
。

梅
香
る
し
っ
と
り

ソ
フ
ト
な
フ
ラ
ン
ス
菓
子
。

梅
酒
を
練
り
込
ん
だ

爽
や
か
風
味
の

わ
ら
び
餅
。

梅
餡
と

柔
ら
か
羽
二
重
餅
、

優
し
い
味
わ
い
。

赤
し
そ
に
、白
餡
、梅
、

ミ
ル
ク
餡
の
奏
で
る
和
風
味
。

バ
タ
ー
風
味
と

ほ
の
か
な
梅
の
香
。

梅
と
こ
し
餡
の

絶
妙
な
バ
ラ
ン
ス
。


