
わ
り
を
見
て
き
た
中
で
、
な
く
な
っ
て
残

念
だ
な
と
思
う
も
の
は
あ
り
ま
す
か
？

田
部
井　

チ
ン
チ
ン
電
車
も
そ
う
で
す

が
、
九
蔵
町
に
あ
っ
た
西
洋
風
建
築
の
横

浜
興
信
銀
行
が
残
っ
て
い
れ
ば
、
街
並
み

も
今
と
は
ず
い
ぶ
ん
違
う
も
の
に
な
っ
て

い
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

市
長　

象
徴
的
な
建
物
の
よ
う
に
歴
史
が

息
づ
く
も
の
が
あ
っ
て
初
め
て
、
そ
の
ま

ち
な
ら
で
は
の
雰
囲
気
や
風
格
が
出
る
。

そ
れ
が
今
の
高
崎
に
は
足
り
な
い
と
思
う

ん
で
す
よ
。
堤
さ
ん
は
高
崎
の
歴
史
や
文

化
を
今
に
伝
え
る
「
高
崎
史
志
の
会
」
で

活
動
さ
れ
て
い
ま
す
よ
ね
。

堤　

平
成
17
年
に
発
足
し
て
、
地
域
の
歴

史
を
学
ぶ
勉
強
会
を
開
い
た
り
、
史
跡
巡

り
の
案
内
な
ど
を
し
た
り
し
て
い
ま
す
。

最
初
は
母
校
の
子
ど
も
向
け
に
始
め
た
ん

で
す
け
ど
、
今
で
は
ど
ん
ど
ん
広
が
っ
て

他
の
学
校
や
地
域
か
ら
も
依
頼
が
来
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。

市
長　

自
分
の
住
ん
で
い
る
ま
ち
に
つ
い

て
も
っ
と
知
り
た
い
と
い
う
人
が
増
え
て

き
て
い
ま
す
よ
ね
。
堤
さ
ん
に
も
ご
協
力

い
た
だ
い
て
昨
年
実
施
し
た
「
高
崎
学
検
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市
長　

田
部
井
さ
ん
が
お
持
ち
に
な
っ
た

チ
ン
チ
ン
電
車
の
写
真
を
見
て
い
る
と
、

自
分
の
過
去
が
強
烈
に
胸
に
よ
み
が
え
り

ま
す
よ
。
私
は
情
緒
の
あ
る
ま
ち
づ
く
り

に
は
歴
史
の
あ
る
建
物
や
風
景
を
生
か
す

こ
と
が
大
事
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
こ
う

い
う
写
真
は
昔
の
姿
を
知
る
貴
重
な
資
料

で
す
か
ら
、
き
ち
ん
と
残
し
て
い
た
だ
い

て
い
る
の
は
、
素
晴
ら
し
い
こ
と
で
す
。

田
部
井　

私
は
も
と
も
と
列
車
が
好
き

だ
っ
た
の
で
す
が
、
人
の
暮
ら
し
や
街
並

み
も
一
緒
に
撮
り
続
け
て
き
ま
し
た
。
や

は
り
時
代
背
景
が
分
か
る
も
の
が
あ
る
の

と
な
い
の
と
で
は
違
う
ん
で
す
よ
。

市
長　

こ
う
し
て
見
る
と
周
り
の
建
物
も

様
変
わ
り
し
ま
し
た
ね
。
ま
ち
の
移
り
変

古
き
良
き
高
崎
の
風
景

定
」
は
大
変
な
人
気
で
し
た
。
地
域
の
歴

史
を
知
る
こ
と
で
「
こ
こ
は
い
い
ま
ち
な

ん
だ
」
と
い
う
誇
り
を
持
て
る
よ
う
に
な

る
ん
で
す
よ
。
田
村
さ
ん
は
倉
賀
野
が
ご

出
身
と
の
こ
と
で
す
が
、
昔
な
が
ら
の
街

道
筋
で
趣
が
あ
り
ま
す
よ
ね
。

田
村　

は
い
。
ず
っ
と
倉
賀
野
で
育
ち
ま

し
た
が
、
歴
史
に
は
あ
ま
り
詳
し
く
な
く

て
。
前
に
海
外
に
住
も
う
と
し
た
こ
と
が

あ
っ
た
ん
で
す
が
、
自
分
の
地
元
に
つ
い

て
聞
か
れ
た
と
き
に
全
然
答
え
ら
れ
な
く

て
す
ご
く
恥
ず
か
し
か
っ
た
。
そ
れ
で
日

本
に
戻
っ
て
き
て
、
地
域
に
根
付
く
仕
事

が
し
た
い
な
と
思
っ
て
飲
食
業
を
始
め
ま

し
た
。
今
は
地
元
の
人
と
一
緒
に
倉
賀
野

の
歴
史
を
勉
強
し
て
い
ま
す
。

堤　

自
分
の
ま
ち
の
出
身
者
に
す
ご
い
人

物
が
い
る
と
か
、
立
派
な
建
物
が
あ
っ
た

と
か
、
そ
う
い
っ
た
歴
史
を
知
る
と
自
分

の
ま
ち
に
ま
す
ま
す
愛
着
が
持
て
る
よ
う

に
な
る
ん
で
す
。

市
長　

高
崎
も
ち
ょ
っ
と
郊
外
に
出
る
と
、

味
の
あ
る
養
蚕
農
家
な
ど
が
残
っ
て
い
ま

す
。
で
も
管
理
す
る
方
の
高
齢
化
な
ど
で
取

り
壊
し
が
進
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
な
ん
と
か

し
な
け
れ
ば
と
思
っ
て
い
る
ん
で
す
。

田
部
井　

い
っ
た
ん
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と

元
に
は
戻
せ
な
い
で
す
か
ら
ね
。

田
村　

お
店
を
開
く
と
き
に
市
内
の
古
民
家

を
あ
ち
こ
ち
回
り
ま
し
た
が
、
古
い
建
物
は

ほ
と
ん
ど
取
り
壊
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

市
長　

高
崎
の
古
き
良
き
風
景
を
守
ろ
う

と
、
2
年
前
か
ら
古
民
家
の
修
繕
な
ど
に
か

か
る
費
用
の
助
成
を
始
め
ま
し
た
。
た
く
さ

ん
の
応
募
が
あ
り
ま
す
よ
。

堤　

今
は
修
繕
の
技
術
が
進
ん
で
、
前
よ
り

も
安
く
直
せ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
か
ら
。

市
の
助
成
が
あ
れ
ば
な
お
心
強
い
で
す
ね
。

市
長　

今
月
か
ら
は
市
内
の
空
き
家
の
活
用

を
支
援
す
る「
空
き
家
緊
急
総
合
対
策
事
業
」

も
新
た
に
始
め
ま
す
。
住
居
や
店
舗
な
ど
で

空
き
家
を
利
用
す
る
と
き
の
改
修
費
や
賃
料

な
ど
を
市
が
補
助
し
て
、
広
く
市
民
に
使
っ

て
も
ら
お
う
と
考
え
て
い
ま
す
。

田
村　

ぜ
ひ
利
用
し
た
い
で
す
。
今
ま
で

何
気
な
く
通
り
過
ぎ
て
い
た
場
所
に
ぽ
っ

と
古
い
建
物
を
利
用
し
た
お
店
が
で
き
る

と
「
こ
ん
な
い
い
建
物
が
こ
こ
に
あ
っ
た

ん
だ
」
っ
て
つ
い
寄
っ
て
み
た
く
な
り
ま

す
よ
ね
。
そ
こ
で
古
い
も
の
に
も
目
が
行

く
。
そ
う
し
て
ま
ち
の
見
方
や
雰
囲
気
が

変
わ
っ
て
い
く
ん
だ
と
思
い
ま
す
。

市
長　

そ
の
と
お
り
で
す
ね
。
空
き
家
対

策
は
、
お
年
寄
り
や
子
育
て
中
の
マ
マ
さ

ん
た
ち
が
気
軽
に
集
ま
れ
る
サ
ロ
ン
な
ど

に
も
使
っ
て
ほ
し
い
と
考
え
て
い
る
ん
で

す
。
積
極
的
に
利
用
し
て
ま
ち
の
に
ぎ
わ

い
に
つ
な
げ
て
も
ら
い
た
い
で
す
ね
。

市
長　

み
な
さ
ん
が
活
動
を
す
る
中
で
、

何
か
気
付
い
た
点
や
課
題
に
な
っ
て
い
る

と
こ
ろ
は
あ
り
ま
す
か
？

堤　

建
物
で
も
街
並
み
で
も
時
代
が
変

わ
っ
て
な
く
な
っ
て
し
ま
う
も
の
が
あ
る

の
は
、
あ
る
意
味
し
ょ
う
が
な
い
と
思
う

ん
で
す
。
で
も
、
例
え
ば
「
こ
こ
に
は
以

前
こ
ん
な
建
物
が
あ
っ
た
ん
で
す
よ
」
と

T A K A S A K I

空
き
家
を
有
効
活
用
し
て

ま
ち
に
新
た
な
に
ぎ
わ
い
を

い
う
案
内
パ
ネ
ル
が
あ
れ
ば
、
実
物
が
な

く
な
っ
て
も
歴
史
は
伝
え
ら
れ
る
じ
ゃ
な

い
で
す
か
。
せ
っ
か
く
田
部
井
さ
ん
の
こ

ん
な
に
い
い
写
真
が
あ
る
わ
け
で
す
か

ら
。
説
明
文
と
セ
ッ
ト
に
し
て
。

田
村　

そ
れ
、
い
い
で
す
ね
。
目
に
留
ま

る
物
が
あ
れ
ば
、
ち
ょ
っ
と
立
ち
止
ま
っ

て
見
て
み
よ
う
と
思
い
ま
す
。

田
部
井　

私
も
自
分
の
写
真
が
そ
う
使
っ

て
も
ら
え
た
ら
う
れ
し
い
で
す
ね
。

堤　

市
外
か
ら
来
た
人
向
け
に
も
、
ま
ち

の
歴
史
を
も
っ
と
分
か
り
や
す
い
形
で
伝

え
ら
れ
な
い
か
と
考
え
て
い
る
ん
で
す
。

地
元
の
人
で
も
知
ら
な
い
こ
と
が
多
い
で

す
か
ら
。

田
村　

普
段
当
た
り
前
だ
と
思
っ
て
い
て

も
、
外
か
ら
来
た
人
に
言
わ
れ
て
ま
ち
の

面
白
さ
に
気
付
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
よ
ね
。

市
長　

と
て
も
い
い
ア
イ
デ
ア
を
い
た
だ

き
ま
し
た
。
歴
史
あ
る
古
い
も
の
を
大
事

に
し
て
、
誰
も
が
胸
を
張
っ
て
地
域
を
誇

れ
る
、
そ
ん
な
ま
ち
を
一
緒
に
つ
く
り
あ

げ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
本
日
は
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

三
人　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 右手奥に見えるドーム屋根の

建物が横浜興信銀行

今
回
の
テ
ー
マ
は「
古
き
良
き
高
崎
の
風
景
」。
今
回
の
対
談
は
、チ
ン
チ
ン
電

今
回
の
テ
ー
マ
は「
古
き
良
き
高
崎
の
風
景
」。
今
回
の
対
談
は
、チ
ン
チ
ン
電

車
が
走
る
ま
ち
の
風
景
を
写
真
で
残
し
、今
に
伝
え
て
い
る
田
部
井

車
が
走
る
ま
ち
の
風
景
を
写
真
で
残
し
、今
に
伝
え
て
い
る
田
部
井
康康や
す
や
す

修修の
ぶ
の
ぶ

さ
ん
さ
ん

と
、郷
土
史
に
詳
し
い
「
高
崎
史
志
の
会
」
の
堤

と
、郷
土
史
に
詳
し
い
「
高
崎
史
志
の
会
」
の
堤
克克よ
し
よ
し

政政ま
さ
ま
さ

さ
ん
、ま
ち
な
か
の
古

さ
ん
、ま
ち
な
か
の
古

い
ビ
ル
で
カ
フ
ェ
を
営
む
田
村
祐
美
さ
ん
を
お
迎
え
し
、そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か

い
ビ
ル
で
カ
フ
ェ
を
営
む
田
村
祐
美
さ
ん
を
お
迎
え
し
、そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か

ら
古
い
建
物
な
ど
の
良
さ
や
昔
の
街
並
み
の
魅
力
に
つ
い
て
語
っ
て
い
た
だ

ら
古
い
建
物
な
ど
の
良
さ
や
昔
の
街
並
み
の
魅
力
に
つ
い
て
語
っ
て
い
た
だ

き
ま
す
。

き
ま
す
。

残
し
た
い「
粋
な
街
並
み
」

●●  

富
岡
富
岡  

賢
治
賢
治  

市
長
市
長

古き良き高崎の街並みを残しな
がらまちづくりを進めていきたい
と考えている。

●●  

田
村
田
村  

祐
美
祐
美  

さ
ん
さ
ん

まちなかでカフェを経営する傍
ら、古い街並みを保存する活動
にも参加している。羅漢町在住

●●  

田
部
井

田
部
井  

康
修
さ
ん

康
修
さ
ん  

昭和25年ごろから列車とまちの
風景を撮影。当時を知る貴重な
資料になっている。連雀町在住

●●  

堤堤  

克
政
克
政  

さ
ん
さ
ん

「高崎史志の会」理事。高崎の歴
史を学ぶ勉強会の開催や史跡
の案内などを行う。柳川町在住

残したい「粋な街並み」

地
域
の
歴
史
を
も
っ
と
身
近
に

チンチン電車が走る街並み（昭和20年代・九蔵町）チンチン電車が走る街並み（昭和20年代・九蔵町）今も昔も多くの人でにぎわう高崎駅。写真は大正
から昭和50年代まで利用された3代目の駅舎
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