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板
橋
区
の
東
武
東
上
線
大
山

お
お
や
ま

駅
の
近
く
に
東
京
都

と
う
き
ょ
う
と

健
康

け
ん
こ
う

長
寿

ち
ょ
う
じ
ゅ

医
療
い
り
ょ
う

セ
ン
タ
ー
と
い
う
病
院

び
ょ
う
い
ん

が
あ
り
ま
す
。 

そ
の
病
院
の
敷
地

し
き
ち

に
、大
き
な
銅
像

ど
う
ぞ
う

が
あ
り
ま
す
。大
正
時
代
に

作
ら
れ
た
銅
像

ど
う
ぞ
う

で
す
。銅
像
の
人
物
は
渋
沢

し
ぶ
さ
わ

栄
一

え
い
い
ち

と
い
う
人
で
、こ

の
場
所
に
あ
っ
た
養
育

よ
う
い
く

院い
ん

と
い
う
施
設

し
せ
つ

の
院
長
で
し
た
。 

養
育
院
は
一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
に
始
ま
り
ま
し
た
が
、そ
の

と
き
は
別
の
場
所
で
し
た
。 

    

大
正
時
代
の
大
き
な
銅
像

ど
う
ぞ
う 

銅像の大きさを、小学 4 年生の身長（約 140
㎝）と比べてみます。 
右はじは渋沢栄一です。渋沢栄一の身長は 150
㎝ぐらいでした。現代の小学 5年生と同じぐら
いです。 
銅像がもし立ち上がったら、どのぐらいの高さ
になるでしょうか。本物の銅像を見ながら想像
(そうぞう)してみましょう。 
 

＊青銅…銅（どう）と錫（すず）の合金。とかしやすいことから、古代のさまざまな道具から現代の芸術（げいじゅつ）品まで、
世界中で広く使われてきた金属です。10円硬貨（こうか）も青銅です。 

 

 

銅
像
は
、二
〇
一
三
（
平
成
二
十
五
）
年
に
板
橋
区
の
有
形

ゆ
う
け
い

文
化
財

ぶ
ん
か
ざ
い

に
登
録

と
う
ろ
く

さ
れ
ま
し
た
。 

銅
像
の
高
さ
は
約や

く

三
．八
ｍ
で
、＊
青
銅

せ
い
ど
う

で
で
き
て
い
ま
す
。石
の

台
座

だ
い
ざ

の
高
さ
は
約や

く

四
ｍ
あ
り
ま
す
。 

 

銅
像
は
も
と
も
と
、現
在

げ
ん
ざ
い

の
板
橋
第
一
中
学
校
が
あ
る
場
所
に

作
ら
れ
ま
し
た
。板
橋
第
一
中
学
校
や
文
化

ぶ
ん
か

会
館

か
い
か
ん

が
あ
る
と
こ
ろ

も
、か
つ
て
は
養
育
院
の
敷
地

し
き
ち

だ
っ
た
の
で
す
。そ
の
後ご

、現
在
の

場
所
に
来
る
ま
で
銅
像
は
四
回
も
引
っ
越こ

し
を
し
ま
し
た
。 
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板橋第一中 
 

 青銅は、さびると青みのある緑色になります。 
 渋沢栄一の銅像もさびた青銅の色でしたが、2002（平成 14）
年に灰色の塗料（とりょう）で塗装（とそう）されました。 
  
 

板橋第七小 
 

東武東上線 
 

板橋第二小 
 大山駅 

 

板橋区立文化会館 
 

東京都健康長寿 
医療センター 

都営三田線 
 

板橋区役所 
 

板橋区役所前
 

区立グリーンホール 
 

板橋第一小 
 

 豊島病院 
 

 

太
平
洋

た
い
へ
い
よ
う

戦
争

せ
ん
そ
う

の
と
き
、兵
器

へ
い
き

の
材
料

ざ
い
り
ょ
う

と
な
る
金
属

き
ん
ぞ
く

が
日
本
中
か

ら
集
め
ら
れ
、銅
像
も
兵
器
の
材
料
と
し
て
い
っ
た
ん
台
座

だ
い
ざ

か
ら
降お

ろ
さ
れ
ま
し
た
。そ
し
て
代
わ
り
に
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
で
き
た
像ぞ

う

が

台
座
に
置お

か
れ
た
と
い
い
ま
す
。銅
像
は
、運
び
出
さ
れ
る
前
に

戦
争

せ
ん
そ
う

が
終
わ
り
、
再

ふ
た
た

び
台
座
に
す
え
ら
れ
ま
し
た
。 
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渋
沢
は
も
と
も
と
武
士

ぶ
し

で
は
な
く
、武
蔵

む
さ
し
の

国く
に

血
洗
島

ち
あ
ら
い
じ
ま

村む
ら

（
い
ま
の
埼
玉
県
深
谷

ふ
か
や

市
）
の
裕
福

ゆ
う
ふ
く

な

農
家
の
生
ま
れ
で
し
た
。渋
沢
家
は
自
分
の
土
地

で
栽
培

さ
い
ば
い

し
た
藍あ

い

や
農
家
か
ら
買
い
取
っ
た
藍
で
、

布
地
を
染そ

め
る
染
料

せ
ん
り
ょ
う

（
藍
玉

あ
い
だ
ま

）
を
作
り
、長
野

な
が
の

・

栃
木

と
ち
ぎ

・埼
玉

さ
い
た
ま

の
紺
屋

こ
ん
や

（
布
地

ぬ
の
じ

を
染
め
る
店
）
に

販
売

は
ん
ば
い

し
て
い
ま
し
た
。 

 

藍
は
青
紫

あ
お
む
ら
さ
き

色
の
染
料
が
と
れ
る
植
物

し
ょ
く
ぶ
つ

で
す
。 

   
 

日
本
に
欧
米

お
う
べ
い

型が
た

の
商し

ょ
う

工
業

こ
う
ぎ
ょ
う

を 

藍（あい）の色は、濃（こ）い青 
  
 

根
付

ね
づ
か

か
せ
た
渋
沢 

 

江
戸

え

ど

幕
府

ば
く
ふ

か
ら
明
治

め
い
じ

政
府

せ
い
ふ

に
切き

り
替か

わ
っ
た
、そ
の
境
目

さ
か
い
め

の

混
乱

こ
ん
ら
ん

の
時
期

じ

き

、渋
沢
栄
一
（
二
十
七
歳さ

い

）
は
幕
府
の
命
令

め
い
れ
い

で
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
に
い
ま
し
た
。 

将
軍

し
ょ
う
ぐ
ん

の
弟
で
あ
る
徳
川

と
く
が
わ

昭
武

あ
き
た
け

が
パ
リ
万
博

ば
ん
ぱ
く

に
出
か
け
、そ
の
ま

ま
現
地

げ
ん
ち

で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
社
会
の
し
く
み
を
学
ぶ
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。将
軍
の
家
来

け
ら
い

だ
っ
た
渋
沢
栄
一
も
同
行

ど
う
こ
う

を
命め

い

じ
ら
れ
た
の
で

し
た
。渋
沢
栄
一
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
、日
本
と
は
ま
る
で
ち
が
う
社
会

の
し
く
み
を
知
り
、日
本
も
同
じ
よ
う
な
し
く
み
を
積
極

せ
っ
き
ょ
く

的て
き

に
と

り
い
れ
る
べ
き
だ
と
考
え
ま
し
た
。 

徳
川
昭
武
は
し
ば
ら
く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
留
学

り
ゅ
う
が
く

す
る
予
定
で
し
た

が
、新し

ん

政
府

せ
い
ふ

の
命
令
で
全
員

ぜ
ん
い
ん

帰
国

き
こ
く

す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。 

     

 

子
ど
も
の
こ
ろ
か
ら
実
家
の
仕
事
を
学
ん
で
い
た
渋
沢
栄
一
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
商
工
業

し
ょ
う
こ
う
ぎ
ょ
う

と
江
戸
時
代
の
日
本
の
商
工
業
の
ち
が
い

を
知
り
、ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
商
工
業
の
し
く
み
を
、ぜ
ひ
と
も
日
本
で

実
行

じ
っ
こ
う

し
た
い
と
思
い
ま
し
た
。 
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渋
沢
は
、元も

と

将
軍
の
徳
川

と
く
が
わ

慶
喜

よ
し
の
ぶ

が
暮く

ら
す
静
岡

し
ず
お
か

藩は
ん

で
商
法

し
ょ
う
ほ
う

会
所

か
い
し
ょ

と
い
う
会
社
を
は
じ
め
た
の
で
す
が
、す
ぐ
に
新
政
府
か
ら
呼
び
出

さ
れ
て
明
治
二
年
か
ら
大
蔵
省

お
お
く
ら
し
ょ
う

に
勤つ

と

め
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

大
蔵
省
で
は
郵
便

ゆ
う
び
ん

制
度

せ
い
ど

・鉄
道

て
つ
ど
う

建
設

け
ん
せ
つ

・電
気

で
ん
き

通
信

つ
う
し
ん

開
始
、新
し
い
税

金
制
度
、銀
行

ぎ
ん
こ
う

設
置

せ
っ
ち

に
関
す
る
法
律

ほ
う
り
つ

づ
く
り
な
ど
、社
会
の
新
し
い

し
く
み
づ
く
り
に
関
わ
り
ま
し
た
。 

そ
の
後
、渋
沢
は
一
八
七
三
（
明
治
六
年
）
に
大
蔵
省
を
退
職

た
い
し
ょ
く

し

て
、合
本

が
っ
ぽ
ん

主
義

し
ゅ
ぎ

を
理
想

り
そ
う

と
す
る
商
工
業
づ
く
り
に
取
り
か
か
り
ま
し

た
。 明

治
時
代
に
武
士
と
い
う
身
分
は
無
く
な
り
ま
し
た
が
、今
度
は

「
役
所

や
く
し
ょ

の
役
人
が
社
会
で
最

も
っ
と

も
偉え

ら

い
。商
業
は
身
分

み
ぶ
ん

の
低
い
卑い

や

し
い

仕
事
だ
。」
と
考
え
る
人
が
た
く
さ
ん
い
ま
し
た
。渋
沢
は
日
本
を
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
の
よ
う
な
商
工
業
の
し
く
み
で
成な

り
立
つ
、商
人
が
尊
敬

そ
ん
け
い

さ
れ
る
よ
う
な
国
に
し
よ
う
と
考
え
ま
し
た
。 

日
本
に
帰
国
し
た
渋
沢
栄
一
は
、ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
見
た
体
験

た
い
け
ん

を
も

と
に
新
し
い
商
工
業
の
し
く
み
「
合
本

が
っ
ぽ
ん

主
義

し
ゅ
ぎ

」
を
考
案

こ
う
あ
ん

し
ま
し
た
。 

合
本
主
義
と
は
、①
会
社
を
つ
く
っ
て
世
の
中
に
役
立
つ
仕
事
を

し
た
い
人
が
、多
く
の
人
か
ら
少
し
ず
つ
お
金
を
集
め
て
商
工
業
を

行
い
、②
商
工
業
が
世
の
中
の
役
に
立
ち
、③
会
社
の
仕
事
で
得
ら

れ
た
利
益

り
え
き

は
、お
金
を
出
し
た
人
や
働

は
た
ら

く
人
に
分
配

ぶ
ん
ぱ
い

し
、 

  
江
戸
時
代
は
、商
業
は
身
分

み
ぶ
ん

の
低
い
仕
事
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
、ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
ち
が
い
ま
し
た
。ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
よ
う
な
商
工

業
の
し
く
み
な
ら
、誰だ

れ

に
も
見
下

み
く
だ

さ
れ
る
こ
と
の
な
い
、国
の
中
で

も
っ
と
も
重
要

じ
ゅ
う
よ
う

な
職
業

し
ょ
く
ぎ
ょ
う

に
な
る
と
渋
沢
は
考
え
ま
し
た
。 

 

      

①
②
③
に
よ
り
日
本
全
体
が
お
金
持
ち
に
な
り
、人
の
生
活
が
豊

か
に
な
る
と
い
う
考
え
で
す
。 
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第一国立銀行 
 

⑥銀行にあずけた 
 お金が増えていく。 

 
 
 

③借りたお金で会社を作り、 
 必要な人や機械（きかい）を 
 そろえる。 
 
④商工業で収入を得る。 
 ⑤銀行にお金を返す。 

 借りた金額より多く。 
 
 

②商工業をはじめたい人が 
 銀行からお金を借（か） 
 りる。 
 

銀行 
 

①たくさんの人が 
 銀行にお金を 
 あずける。 
 

 商工業を始めるには多額（たがく）のお金が必要です。お金を貸（か）してくれる人をたくさんさがす
のはたいへんです。貸すほうも、相手がちゃんとお金を返してくれる人（会社）かどうかを自分で調べる
のはたいへんです。そこで、多くの人からお金をあずかり、商工業を始めたい人で信用（しんよう）でき
る人にお金を貸す、専門の会社があると便利です。それが銀行の役割です。渋沢の合本主義の考え方でも
銀行が必要です。 
  
 
 
 

銀行 
 

渋
沢
栄
一
は
ま
ず
日
本
最
初
の
銀
行
「
第
一

だ
い
い
ち

国
立

こ
く
り
つ

銀
行

ぎ
ん
こ
う

」
（
現

在
の
み
ず
ほ
銀
行
）
を
つ
く
り
ま
し
た
。渋
沢
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
知
っ

た
銀
行
と
い
う
会
社
は
、合
本

が
っ
ぽ
ん

主
義

し
ゅ
ぎ

の
商
工
業
に
必
要
な
も
の
で
し

た
。 

まめちしき…第一国立銀行は「国立」といっても国がつくって運営する銀行ではありません。アメリカの「ナショナルバン
ク」（国の法律にもとづく銀行）を国立銀行と訳したもので、第一国立銀行は国立銀行ではなく民間会社です。 
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渋沢栄一が設立に関わり、現代も残る会社

の例（東京商工会議所ホームページより） 

・・・多すぎて、ここではすべての会社を

書ききれません。 

ニッセイ同和損害保険／全国各地の地方銀

行／アサヒビール／イオン／いすゞ自動車

／王子製紙／小田急電鉄／カネボウ化粧品

／川崎重工業／関西電力／京王電鉄／サッ

ポロビール／時事通信社／澁澤倉庫／大日

本印刷／帝国ホテル／電通／東京ガス／東

レ／清水建設／損害保険ジャパン日本興亜

／東京海上日動火災保険／日本放送協会／

日本経済新聞社／博報堂／富士フイルム／

JR／富士ゼロックス／毎日新聞社／三井物

産／りそな銀行／みずほ銀行／三越伊勢丹

など 

渋
沢
は
、三
十
三
歳さ

い

の
と
き
か
ら
六
十
九
歳
ま
で
の
間
に
、た
く

さ
ん
の
会
社
づ
く
り
に
関
わ
り
ま
し
た
。渋
沢
栄
一
自
身

じ
し
ん

が
作
っ
た

会
社
と
誰だ

れ

か
の
会
社
づ
く
り
に
関
わ
っ
た
会
社
を
合
せ
る
と
、約や

く

五

百
社
に
も
な
り
ま
す
。そ
の
多
く
は
、現
代
も
有
名

ゆ
う
め
い

企
業

き
ぎ
ょ
う

と
し
て

経
営

け
い
え
い

を
つ
づ
け
て
い
ま
す
。  

会
社
づ
く
り
に
取
り
組
ん
だ
渋
沢
は
、六
十
九
歳
で
多
く
の
会

社
の
運
営
か
ら
離は

な

れ
ま
し
た
。そ
の
後
は
九
十
一
歳
で
亡な

く
な
る

ま
で
、生
活
に
困こ

ま

る
人
々
を
助
け
る
事
業

じ
ぎ
ょ
う

に
熱
心

ね
っ
し
ん

に
取
り
組
み
ま

し
た
。 

   

さ
て
、し
ぶ
さ
わ
さ
ん
の
大
き
な
銅
像
が
ま
だ
出
て
き
ま
せ
ん
ね
。 

  

そ
の
前
に
、銅
像
が
建た

て
ら
れ
た
養
育
院

よ
う
い
く
い
ん

と
は
ど
ん
な
施
設

し
せ
つ

な
の

か
を
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。 
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大塚にあった養育院 
「明治三十二年度東京市養育院第二十八回年報」 

「
養
育
院
百
年
史
」
よ
り 

東京都健康長寿 
医療センター 

板橋第一中 

板
橋
区
に
あ
っ
た
養
育
院
は
、と
て
も
広
い
施
設
で
し
た
。 

現
在
の
板
橋
第
一
中
学
校
や
文
化
会
館
も
も
と
は
養
育
院
の

敷
地

し
き
ち

で
し
た
。 

文化会館 

板橋 
区役所 

養
育

よ
う
い
く

院 い
ん 

大山駅 養育院の敷地 

板
橋
区
に
来
る
前
は
文
京

ぶ
ん
き
ょ
う

区く

大
塚

お
お
つ
か

に
あ
り
ま
し
た
が
、建
物

た
て
も
の

の

傷い
た

み
が
は
げ
し
い
こ
と
や
、養
育
院
の
役
割

や
く
わ
り

が
増ふ

え
た
こ
と
、人
口

じ
ん
こ
う

が

増
え
て
大
塚
の
あ
た
り
に
も
住
宅

じ
ゅ
う
た
く

を
増
や
す
必
要
が
あ
っ
た
こ
と

な
ど
か
ら
、板
橋
区
に
あ
っ
た
広
い
土
地
に
よ
り
大
き
な
施
設
を
つ

く
っ
て
移
転

い
て
ん

す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。 

板
橋

い
た
ば
し

競
馬
場

け
い
ば
じ
ょ
う

が
あ
っ
た
広
い
土
地
に
養
育
院
の
新
し
い
建
物
が
だ

い
た
い
で
き
あ
が
っ
た
こ
ろ
、関
東
大
震
災

か
ん
と
う
だ
い
し
ん
さ
い

が
起
き
て
大
塚
の
養
育

院
は
壊こ

わ

れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。   

 

まめちしき…養育院や現在の豊島病院を含む土地に広い競馬場がありました。明治 41年にオープンしましたが、その年にた
った 3回競馬が行われただけで、1年もたたずに廃止になりました。 
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そ
こ
で
板
橋
の
新
し
い
施
設
が
完
成

か
ん
せ
い

す
る
前
に
、大
塚
の
施
設
に

い
た
人
た
ち
は
板
橋
に
引
っ
越こ

し
ま
し
た
。 

こ
れ
が
、板
橋
で
の
養
育
院
の
は
じ
ま
り
で
す
。一
九
二
三
（
大

正
十
二
）
年
の
で
き
ご
と
で
す
。 

   

養
育
院
の
院
長

い
ん
ち
ょ
う

は
渋
沢
栄
一
で
し
た
。 

渋
沢
は
三
十
九
歳
か
ら
九
十
一
歳
で
亡な

く
な
る
ま
で
、五
十
年

以
上
も
養
育
院
の
院
長
を
続つ

づ

け
ま
し
た
。そ
れ
は
、渋
沢
栄
一
が
日

本
に
た
く
さ
ん
会
社
を
つ
く
っ
た
年
月
よ
り
も
ず
っ
と
長
い
期
間
で

す
。 関

東
大
震
災

か
ん
と
う
だ
い
し
ん
さ
い

で
大
塚
の
養
育
院
が
壊こ

わ

れ
、板
橋
で
新
た
に
養
育

院
を
ス
タ
ー
ト
し
た
時
も
、渋
沢
栄
一
が
養
育
院
の
院
長
で
し
た
。 

   

33~69歳 
会社をたくさんつく
り、日本の商工業を育
てていた期間 

養育院の院長 
39~91歳 
（亡くなるまで） 
 

渋沢栄一の人生 

板橋の養育院  
いまの豊島病院のあたりから撮影 
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お
金
が
な
く
、
住
む
と
こ
ろ
が
な
い
大
人
が
生
活 

お
金
が
な
く
野
宿

の
じ
ゅ
く

を
し
て
い
た
人
●
病
気
や
け
が
で
働は

た
ら

け
な
く
な
っ
た
人
●

刑
務
所

け
い
む
し
ょ

を
出
て
行
き
先
の
な
い
人 

貧ま
ず

し
い
子
ど
も 

不
良

ふ
り
ょ
う

少
年

し
ょ
う
ね
ん

・
不
良
少
女
を
住
ま
わ
せ
て
教
育
●
目
や
耳
、
発
声
に
障し

ょ
う

が
い
が
あ
る

子
ど
も
の
教
育
●
養
育
院
内
幼
稚
園

よ
う
ち
え
ん

●
保
護
者

ほ
ご
し
ゃ

が
い
な
い
子
ど
も
が
生
活
●
捨す

て

子
を
あ
ず
か
っ
て
子
育
て
●
親
が
い
な
い
子
ど
も
を
育
て
て
く
れ
る
里
親

さ
と
お
や

さ
が
し

●
戦
争

せ
ん
そ
う

で
両
親
を
失う

し
な

っ
た
子
ど
も
が
生
活 

病
気
の
治
療

ち
り
ょ
う 

養
育
院
で
暮く

ら
す
人
の
病
気
の
治
療

ち
り
ょ
う

●
体
が
弱
く
病
気
が
ち
な
子
ど
も
を
気
候

き
こ
う

の

い
い
場
所
で
生
活
●
洪
水

こ
う
ず
い

や
感
染
症

か
ん
せ
ん
し
ょ
う

の
流
行

り
ゅ
う
こ
う

な
ど
東
京
中
で
被
害
者

ひ
が
い
し
ゃ

が
た
く
さ

ん
出
た
と
き
の
治
療
●
看
護
師

か
ん
ご
し

や
産
婆

さ
ん
ば

さ
ん
の
学
校
●
医
療

い
り
ょ
う

の
発
展

は
っ
て
ん

の
た
め
の
研

究 お
金
を
稼か

せ

ぐ
仕
事
の
提
供

て
い
き
ょ
う 

院
内

い
ん
な
い

作
業

さ
ぎ
ょ
う

所じ
ょ

で
製
品

せ
い
ひ
ん

づ
く
り
●
東
京
の
各
地
で
公
園
の
清
掃

せ
い
そ
う

●
仕
事
を
紹
介
す
る

紹
介
所
を
運
営
●
仕
事
を
探
し
て
い
る
人
が
住
む
宿
泊
所
を
運
営
●
家
賃

や
ち
ん

の
安
い

住
宅
を
設
置

せ
っ
ち

●
障
が
い
を
持
つ
人
が
働
い
て
生
活
す
る
農
場

の
う
じ
ょ
う 

高
齢
者

こ
う
れ
い
し
ゃ

の
た
め
の
施
設 

い
ろ
い
ろ
な
種
類

し
ゅ
る
い

の
老
人
ホ
ー
ム
●
高
齢
者

こ
う
れ
い
し
ゃ

専
門

せ
ん
も
ん

の
病
院
●
老
化

ろ
う
か

が
起
き
る
し
く

み
や
高
齢
者
特
有

と
く
ゆ
う

の
病
気
の
研
究
●
高
齢
者
の
生
活
に
役
立
つ
社
会
の
し
く
み
の

研
究 

養
育
院

よ
う
い
く
い
ん

の
始は

じ

ま
り
は
一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
で
す
。 

文
京
区
本
郷

ほ
ん
ご
う

の
加
賀

か
が

藩は
ん

の
屋
敷

や
し
き

で
始
ま
り
ま
し
た
。現
在

げ
ん
ざ
い

東
京

大
学
が
あ
る
場
所

ば
し
ょ

で
す
。 

そ
れ
か
ら
、上
野
、神
田
、本
所

ほ
ん
じ
ょ

（
今
の
錦
糸
町

き
ん
し
ち
ょ
う

駅
近
く
）
、大
塚

と
移
転

い
て
ん

を
繰く

り
返
し
、最
後

さ
い
ご

に
板
橋
に
移う

つ

り
ま
し
た
。 

養
育
院
の
仕
事
は
時
期

じ
き

に
よ
っ
て
ち
が
い
が
あ
り
ま
す
。 

養
育
院
が
二
〇
〇
〇
（
平
成
十
二
）
年
に
廃
止

は
い
し

さ
れ
る
ま
で
の
間

に
行
わ
れ
た
仕
事
は
、次
の
よ
う
な
も
の
で
し
た
。  

養育院で撮影された 
渋沢栄一 
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明治時代 
 

大正時代 
 

平成時代 
 

昭和時代 
 

太平洋戦争 
 

平成 12年 

明治5年
 

さ
て
、大
塚
か
ら
養
育
院
が
板
橋
に
移う

つ

り
、建
物
の
工
事
が
終
わ

る
こ
ろ
、東
京
市
長
を
中
心
に
、「
渋
沢
栄
一
が
五
十
年
に
わ
た
り

養
育
院
運
営

う
ん
え
い

を
続
け
た
こ
と
を
讃た

た

え
て
銅
像
を
建た

て
よ
う
」
と
い

う
計
画
が
は
じ
ま
り
ま
し
た
。 

赤
い
部
分
が
、渋
沢
栄
一
が
院
長
だ
っ
た
時
期
で
す
。赤
の
上
に

黄
色
い
部
分
が
あ
り
ま
す
が
、こ
の
と
き
は
院
長
と
い
う
役
職

や
く
し
ょ
く

は

な
く
て
事
務
長

じ
む
ち
ょ
う

が
養
育
院
の
代
表
者

だ
い
ひ
ょ
う
し
ゃ

で
し
た
、そ
の
事
務
長
も
渋

沢
栄
一
で
し
た
。 

約
百
三
十
年
に
も
お
よ
ぶ
養
育
院
の
歴
史

れ
き
し

で
、そ
の
ほ
ぼ
半
分

の
期
間
は
渋
沢
栄
一
が
院
長
だ
っ
た
の
で
す
。 

渋
沢
栄
一
は
養
育
院
の
経
営

け
い
え
い

だ
け
で
な
く
、貧
し
く
て
生
活
に

困こ
ま

っ
て
い
る
人
を
助
け
る
団
体

だ
ん
た
い

の
設
立

せ
つ
り
つ

を
助
け
た
り
、貧
困

ひ
ん
こ
ん

で
苦

し
む
人
を
減へ

ら
す
対
策

た
い
さ
く

を
呼
び
か
け
た
り
し
て
、貧
困

ひ
ん
こ
ん

問
題

も
ん
だ
い

の

改
善

か
い
ぜ
ん

に
取
り
組
み
ま
し
た
。 

さ
ま
ざ
ま
な
理
由
か
ら
働

は
た
ら

い
て
お
金
を
得え

る
こ
と
が
で
き
ず
、

生
活
に
必
要
な
食
べ
物
・着
る
も
の
が
買
え
ず
、住
む
と
こ
ろ
も
な

く
て
生
活
に
困こ

ま

っ
て
い
る
人
た
ち
を
一
手

い
っ
て

に
引
き
受
け
る
施
設

し
せ
つ

が

養
育
院
で
し
た
。  

明
治
五
年
に
始
ま
っ
た
養
育
院
は
、の
ち
に
東
京
都
庁
の
一
部

門
に
な
り
二
〇
〇
〇
（
平
成
十
二
）
年
に
廃
止
さ
れ
る
ま
で
、約
百

三
十
年
続
き
ま
し
た
。 

そ
の
長
い
歴
史
の
中
で
、渋
沢
栄
一
が
院
長
を
勤つ

と

め
て
い
た
時

期
は
ど
の
ぐ
ら
い
の
長
さ
に
な
る
で
し
ょ
う
か
。 
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「
東
京
市
民
か
ら
寄
付
金

き
ふ
き
ん

を
集
め
て
銅
像
を
作
り
、養
育
院
に

寄
贈

き
ぞ
う

し
よ
う
」
と
い
う
も
の
で
す
。 

こ
の
計
画
を
渋
沢
栄
一
は
断

こ
と
わ

っ
た
そ
う
で
す
。 

銅
像
の
建
造

け
ん
ぞ
う

を
計
画
し
た
人
た
ち
が
熱
心

ね
っ
し
ん

に
渋
沢
栄
一
を

説
得

せ
っ
と
く

し
た
こ
と
で
、渋
沢
栄
一
も
銅
像
建
立

こ
ん
り
ゅ
う

を
受
け
入
れ
、一
九

二
五
（
大
正
十
四
）
年
に
し
ぶ
さ
わ
さ
ん
の
大
き
な
銅
像
が
完
成

か
ん
せ
い

し
ま
し
た
。 

今
か
ら
約
百
年
前
の
こ
と
で
す
。 

渋
沢
栄
一
は
ど
う
し
て
養
育
院
の
院
長
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
。 

貧ま
ず

し
い
人
を
助
け
る
施
設
づ
く
り
を
提
案

て
い
あ
ん

し
て
、養
育
院
を
つ

く
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。 

養
育
院
は
、東
京
府
の
府ふ

知
事

ち
じ

が
＊

営
繕

え
い
ぜ
ん

会
議
所

か
い
ぎ
し
ょ

と
い
う
団
体

だ
ん
た
い

に
問と

い
か
け
て
つ
く
ら
せ
た
施
設

し
せ
つ

で
す
。渋
沢
栄
一
は
そ
の
当
時
は

大
蔵
省

お
お
く
ら
し
ょ
う

の
職
員

し
ょ
く
い
ん

で
す
。養
育
院
づ
く
り
に
は
関か

か

わ
っ
て
い
ま
せ
ん
。 

渋
沢
栄
一
が
養
育
院
経
営

け
い
え
い

の
代
表
者

だ
い
ひ
ょ
う
し
ゃ

に
な
っ
た
の
は
養
育
院
が

で
き
て
四
年
後
の
一
八
七
六
（
明
治
九
）
年
で
す
。
養
育
院
の

事
務
長

じ
む
ち
ょ
う

と
い
う
役
職

や
く
し
ょ
く

で
し
た
。 

渋
沢
が
事
務
長
に
就
任

し
ゅ
う
に
ん

す
る
ま
で
、一
八
七
三
（
明
治
六
）
年

か
ら
飯
田

い
い
だ

直
之
丞

な
お
の
じ
ょ
う

と
い
う
人
が
養
育
院
の
院
長
で
し
た
。 

渋
沢
栄
一
が
養
育
院
院
長
に
就
任

し
ゅ
う
に
ん

し
た
の
は
一
八
七
九
（
明

治
十
二
）
年
。養
育
院
が
始
ま
っ
て
か
ら
七
年
た
っ
て
い
ま
す
。そ
の

年
に
事
務
長
と
い
う
役
職

や
く
し
ょ
く

の
名
前
が
院
長
に
変
更

へ
ん
こ
う

さ
れ
て
、事
務

長
の
渋
沢
栄
一
が
院
長
に
な
っ
た
の
で
す
。 

  渋
沢
栄
一
は
な
ぜ
養
育

よ
う
い
く

院 い
ん

の
院
長
に
？ 

まめちしき…渋沢栄一が養育院の事務長になると、飯田直之丞は養育院掛（かかり）という役職になり、院長という役職は
無くなりました。渋沢栄一が事務長から院長になると、直之丞は養育院の副幹事（ふくかんじ）という役職になりました。 
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町人 

灰色は東京 23区 
 

武家 
大名・家族・家来（け
らい）・幕府に勤（つ
と）める武士 
 
 

多
く
の
町
人
が
仕
事
を
失う

し
な

っ
た
東
京 

江
戸
は
、現
在
の
東
京
二
十
三
区
よ
り
小
さ
い
都
市
で
し
た
。

江
戸
全
体
は
幕
府

ば
く
ふ

の
土
地
で
、そ
の
大
半

た
い
は
ん

は
武
士
が
住
む
武
家

ぶ
け

地ち

で
し
た
。地
図
の
オ
レ
ン
ジ
色
の
部
分
が
武
家
地
で
す
。そ
こ
に
江

戸
城
と
全
国
の
大
名

だ
い
み
ょ
う

の
広
い
屋
敷

や
し
き

が
あ
り
ま
し
た
。江
戸
の
人
口

の
半
分
は
武
士
で
、武
家
地
に
住
ん
で
い
ま
し
た
。  

  
ど
う
い
う
い
き
さ
つ
で
、大
蔵
省
の
職
員
だ
っ
た
渋
沢
栄
一
が
、

す
で
に
始
ま
っ
て
い
た
養
育
院
に
関
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
し
ょ

う
。 そ

の
話
の
前
に
、幕
府

ば
く
ふ

が
終
わ
り
新
し
い
国
づ
く
り
が
始
ま
っ
た

と
き
の
東
京
の
様
子
を
み
て
い
き
ま
す
。 

明
治
元
年
に
渋
沢
栄
一
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
帰
っ
て
き
た
と
き
、

な
ぜ
か
東
京
中
に
貧ま

ず

し
い
人
々
が
あ
ふ
れ
て
い
ま
し
た
。 

  

  

江
戸
の
住
民
の
半
数
は
商
人
や
職
人

し
ょ
く
に
ん

、建
物

た
て
も
の

や
土
地
を
人
に

貸か

す
地
主

じ
ぬ
し

な
ど
で
、
町
人

ち
ょ
う
に
ん

と
呼よ

ば
れ
て
い
ま
し
た
。町
人
は
武
家

地
に
挟は

さ

ま
れ
た
狭せ

ま

い
町
に
住
ん
で
い
ま
し
た
。町
人
が
住
む
こ
と

が
で
き
た
の
は
地
図
の
緑
色
の
部
分
だ
け
で
す
。 

  
?! 
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江
戸
の
大
名

だ
い
み
ょ
う

屋
敷

や
し
き

に
住
ん
で
い
た
武
士
も
一
斉

い
っ
せ
い

に
全
国
各
地

の
自
分
の
藩は

ん

に
帰
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。江
戸
の
人
口
の
半
分
が

突
然

と
つ
ぜ
ん

い
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。 

江
戸
か
ら
人
が
い
な
く
な
る
と
、残
さ
れ
た
町
人
の
仕
事
も
無な

く
な
り
、暮く

ら
し
に
必
要

ひ
つ
よ
う

な
お
金
を
得え

る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り

ま
し
た
。お
金
が
無
け
れ
ば
食
べ
物
も
服
も
買
え
ま
せ
ん
。町
人
の

多
く
は
家
賃

や
ち
ん

を
払は

ら

っ
て
長
屋

な
が
や

に
住
ん
で
い
ま
し
た
が
、長
屋
に
住
む

こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
。 

明
治
元
年
に
渋
沢
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
帰
国

き
こ
く

し
た
と
き
に
は
、住

む
と
こ
ろ
も
食
べ
る
も
の
も
無
い
貧
し
い
人
が
東
京
中
に
あ
ふ
れ

て
い
た
の
で
す
。 

渋
沢
栄
一
は
「
働

は
た
ら

き
た
く
て
も
仕
事
が
な
く
、食
べ
る
も
の
も

な
い
貧
し
い
人
が
急
に
激
増

げ
き
ぞ
う

し
て
、飢う

え
て
動
け
な
く
な
っ
て
道
に

横
た
わ
っ
て
い
る
人
は
数か

ず

知し

れ
な
か
っ
た
。東
京
の
町
の
ひ
ど
い
あ

り
さ
ま
は
、と
て
も
こ
と
ば
で
言
い
表

あ
ら
わ

せ
な
い
も
の
だ
っ
た
」
と
い

う
意
味
の
こ
と
を
書
き
残
し
て
い
ま
す
。 

一
八
六
七
（
慶
応

け
い
お
う

三
）
年
に
将
軍

し
ょ
う
ぐ
ん

徳
川

と
く
が
わ

慶
喜

よ
し
の
ぶ

は
江
戸
幕
府
の

政
治
を
や
め
る
こ
と
を
宣
言

せ
ん
げ
ん

し
ま
し
た
（
大
政

た
い
せ
い

奉
還

ほ
う
か
ん

）
。慶
応
四

年
に
は
江
戸
城
を
明
治
政
府
に
引
き
渡わ

た

し
、静
岡

し
ず
お
か

に
移う

つ

り
住す

み
ま

し
た
。将
軍
の
家
来

け
ら
い

の
多
く
は
慶
喜
と
と
も
に
静
岡
に
引
っ
越こ

し

ま
し
た
。 

        

武家屋敷は 
無人の空き家に 

最後の将軍 
徳川慶喜（よしのぶ） 

まめちしき･･･江戸にいた武士の大半が全国の自分の藩（はん）に帰ったとき、身分の低い武士は連れて行ってもらえず、仕事も
給料もなく、その人たちも東京で貧民（ひんみん）になりました。 
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富民（地主など） 
19万 6670人 

貧民 
20万 1760人 

極（ごく）貧民 
10万 3470人 

極々貧民 
1800人 

左
の
グ
ラ
フ
は
、明
治
二
年
に
東
京
府
が
東
京
の
町
人
に
つ
い
て

行
っ
た
人
口
調
査
の
結
果
を
グ
ラ
フ
に
し
た
も
の
で
す
。 

町
人
の
人
口
は
合
計
で
約
五
十
万
三
千
七
百
人
で
し
た
。 

富ふ

民み
ん

と
は
土
地
や
建
物
を
所
有
し
て
い
る
町
民
で
す
。 

こ
の
調
査
で
は
富
民
以
外
は
貧
民
と
さ
れ
、よ
り
貧
し
い
極ご

く

貧

民
な
ど
も
合
わ
せ
る
と
、東
京
府
の
町
人
の
六
十
％
は
貧
民
・極

貧
民
・極
々

ご
く
ご
く

貧
民
の
い
ず
れ
か
で
し
た
。 
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江
戸
時
代
は
、＊
飢
饉

き
き
ん

で
作
物
が
と
れ
な
か
っ
た
り
、
お
米
の

値
段

ね
だ
ん

が
急
に
高
く
な
っ
た
り
し
て
、た
く
さ
ん
の
人
が
食
べ
物
を
手

に
入
れ
ら
れ
な
く
な
る
よ
う
な
こ
と
が
た
び
た
び
起
き
ま
し
た
。 

そ
こ
で
江
戸
で
は
、お
米
や
お
金
を
蓄

た
く
わ

え
て
お
い
て
、多
く
の
人

が
生
活
に
困
る
よ
う
な
自
然
災
害

さ
い
が
い

や
飢
饉
が
起
き
た
時
に
、そ
の

蓄
た
く
わ

え
を
困
っ
た
人
に
分
け
与
え
て
命
を
助
け
る
制
度
が
あ
り
ま

し
た
。そ
の
お
金
や
米
は
ど
う
や
っ
て
集
め
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。 

江
戸
全
体
は
幕
府

ば
く
ふ

の
土
地
で
し
た
が
、町
人
が
住
む
町
人
地
で

は
、裕
福

ゆ
う
ふ
く

な
町
人
が
幕
府
や
大
名
か
ら
土
地
を
借か

り
て
長
屋

な
が
や

と
い

う
住
宅
を
つ
く
り
ま
し
た
。江
戸
の
町
人
の
う
ち
、長
屋
を
人
々
に

貸か

す
人
（
地
主

じ
ぬ
し

・家
主

や
ぬ
し

）
が
三
〇
％
で
、七
〇
％
の
町
民
は
家
賃

や
ち
ん

を

払は
ら

っ
て
長
屋
に
住
ん
で
い
ま
し
た
。地
主
た
ち
は
集
め
た
家
賃
な
ど

か
ら
町
の
運
営
費

う
ん
え
い
ひ

を
払は

ら

う
義
務

ぎ

む

が
あ
り
ま
し
た
。集
め
た
運
営
費

は
、水
道
や
道
の
修
理

し
ゅ
う
り

、毎
晩

ま
い
ば
ん

閉し

め
る
町
の
門
の
管
理

か
ん
り

な
ど
の
仕
事

に
使
わ
れ
ま
し
た
。  

生
活
に
困こ

ま

っ
た
人
を
助
け
る
し
く
み 

＊飢饉（ききん）…寒さ、日照り、洪水（こうずい）、地震、害虫の異常（いじょう）発生、作物の病気などが原因で作物が育た
ず、多くの人が命を落とすほどの食糧（しょくりょう）不足になること 

そ
の
運
営
費
を
で
き
る
だ
け
節
約

せ
つ
や
く

し
、余あ

ま

っ
た
お
金
の
七
〇
％
を

お
米
や
お
金
と
し
て
蔵く

ら

に
蓄
え
、自
然
災
害
な
ど
が
起
き
た
と
き

に
人
助
け
に
使
う
し
く
み
が
江
戸
に
作
ら
れ
て
い
ま
し
た
。こ
の
制

度
を
七
分

し
ち
ぶ

積
金

つ
み
き
ん

と
い
い
ま
す
。 

七
分
積
金
の
制
度

せ
い
ど

は
、幕
府
の
政
治
の
中
心
に
い
た
松
平

ま
つ
だ
い
ら

定
信

さ
だ
の
ぶ

の
命
令

め
い
れ
い

で
始
ま
り
ま
し
た
（
寛
政

か
ん
せ
い

の
改
革

か
い
か
く

）
。 

集
め
ら
れ
た
お
金
や
お
米
は
蔵く

ら

に
保
管

ほ
か
ん

し
、そ
れ
を
管
理

か
ん
り

す
る

事
務
所

じ
む
し
ょ

と
し
て
浅
草

あ
さ
く
さ

に
町ま

ち

会
所

か
い
し
ょ

と
い
う
施
設

し
せ
つ

が
作
ら
れ
ま
し
た
。 

町
会
所
の
仕
事
は
奉
行

ぶ
ぎ
ょ
う

所し
ょ

と
地
主

じ
ぬ
し

が
担
当

た
ん
と
う

し
て
い
ま
し
た
。江

戸
幕
府
が
終
わ
り
、江
戸
城
の
明あ

け
渡わ

た

し
の
と
き
、七
分
積
金
の

制
度

せ
い
ど

は
明
治
政
府
に
引
き
継つ

が
れ
ま
し
た
。 

七
分
積
金
の
制
度

を
明
治
政
府
に
引
き
渡わ

た

し
た
の
は
、
幕
府
の
代
表
者
の
一
人

大
久
保

お

お

く

ぼ

一
翁

い
ち
お
う

で
す
。 
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江
戸
城
が
明
け
渡わ

た

さ
れ
、江
戸
に
住
む
住
民
が
半
分
に
な
り
、

毎
日
の
食
べ
物
に
も
住
む
場
所
に
も
困こ

ま

る
貧
し
い
人
が
あ
ふ
れ
た

東
京
で
、ま
さ
に
こ
う
い
う
と
き
の
た
め
の
七
分
積
金
で
蓄

た
く
わ

え
ら

れ
た
お
米
や
お
金
は
ど
う
生
か
さ
れ
た
で
し
ょ
う
か
？ 

 

明
治
五
年
、七
分
積
金
を
地
主
た
ち
が
管
理
し
て
い
た
町ま

ち

会
所

か
い
し
ょ

は
廃
止

は
い
し

さ
れ
、
東
京
の
お
金
持
ち
の
商
人
た
ち
に
よ
る
営
繕

え
い
ぜ
ん

会
議
所

か
い
ぎ
し
ょ

と
い
う
新
た
な
団
体
が
作
ら
れ
ま
し
た
。 

営
繕
会
議
所
は
七
分
積
金
で
蓄

た
く
わ

え
た
お
金
で
道
路
や
橋
を
作

り
直
す
団
体
で
し
た
。「
営
繕
」
と
は
建
築
物

け
ん
ち
く
ぶ
つ

を
修
理

し
ゅ
う
り

し
た
り
新
た

に
作
っ
た
り
す
る
こ
と
で
す
。七
分
積
金
は
、東
京
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

都
市
の
よ
う
な
町
に
改
造

か
い
ぞ
う

す
る
た
め
の
資
金

し
き
ん

と
し
て
使
わ
れ
た
の

で
す
。営
繕
会
議
所
は
発
足
し
て
一
か
月
で
東
京

と
う
き
ょ
う

会
議
所

か
い
ぎ
し
ょ

と
名
前

を
変
え
ま
し
た
。 

こ
の
こ
ろ
、渋
沢
栄
一
は
大
蔵
省

お
お
く
ら
し
ょ
う

に
勤つ

と

め
て
い
て
、営
繕
会
議
所

の
運
営
に
は
関
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
。 

  ほ
か
の
こ
と
に
使
わ
れ
て
し
ま
っ
た 

七
分
積
金 

まめちしき･･･幕府の大久保一翁は、蘭学（らんがく）を学んで江戸に塾を開いていた勝海舟に、外国の攻撃（こうげき）から日本
を守る方法について幕府へ意見書を書かせました。これがきっかけで勝海舟はのちに幕臣（将軍の家来）に採用されました。 
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東京府知事 
大久保一翁（いちおう） 

明
治
五
年
、営
繕

え
い
ぜ
ん

会
議
所

か
い
ぎ
し
ょ

が
七
分
積
金
を
使
っ
て
東
京
の
町
づ

く
り
を
は
じ
め
た
と
き
、東
京
府
知
事
に
就
任

し
ゅ
う
に
ん

し
た
の
が
大
久

保
一
翁
で
し
た
。七
分
積
金
の
制
度
を
新
政
府
に
引
き
渡
し
た

人
物
で
す
。 

 

大
久
保
一
翁
府
知
事
は
、営
繕
会
議
所
に
対
し
て
、生
活
で
き

ず
に
困こ

ま

っ
て
い
る
人
の
救
済

き
ゅ
う
さ
い

は
ど
う
す
る
つ
も
り
な
の
か
？
と

回
答

か
い
と
う

を
求
め
ま
し
た
。 

七
分
積
金
の
本
来

ほ
ん
ら
い

の
使
い
道
を
求
め
た 

 

営
繕
会
議
所
は
府
知
事
に
三
つ
の
案あ

ん

を
提
出

て
い
し
ゅ
つ

し
ま
し
た
。 

  

①
働
く
場
所
と
し
て
、会
社
に
工
場
を
つ
く
ら
せ
る
。 

②
人
力
車

じ
ん
り
き
し
ゃ

引
き
、草
刈

く
さ
か

り
、お
堀ほ

り

の
底
に
た
ま
る
土
砂

ど
し
ゃ

の
撤
去

て
っ
き
ょ 

な
ど
の
作
業
を
す
る
人
を
雇や

と

う
日
雇

ひ
や
と
い

会
社

が
い
し
ゃ

を
作
る
。 

③
子
ど
も
・高
齢

こ
う
れ
い

・病
気
な
ど
の
理
由
で
会
社
の
仕
事
が
で
き 

な
い
者
に
つ
い
て
は
、長
屋

な
が
や

を
つ
く
っ
て
住
ま
わ
せ
、病
気
の 

治
療

ち
り
ょ
う

や
子
ど
も
の
教
育
を
行
う
。 

大
久
保

お
お
く
ぼ

一
翁

い
ち
お
う

府 ふ

知
事

ち
じ 

まめちしき…貧しくて食べるものもない人を住まわせるため、明治 2年に東京府は救育所（きゅういくじょ）という施設を 3
か所つくりました。救育所で出された食事の米は七分積金の米が使われました。救育所は明治 4年に廃止されました。 
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大
久
保
一
、
渋
沢
栄
一
を 

同
じ
こ
ろ
、ロ
シ
ア
皇
帝

こ
う
て
い

の
皇
子

お
う
じ

（
四
男

よ
ん
な
ん

ア
レ
ク
セ
イ
）
が
日
本

を
訪
問

ほ
う
も
ん

す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。明
治
政
府
は
東
京
中
の
道
端

み
ち
ば
た

に
貧
し
い
人
た
ち
が
た
く
さ
ん
い
る
こ
と
を
大
変
な
問
題
と
考
え

「
外
国
の
大
事
な
お
客
さ
ん
に
東
京
中
の
貧
し
い
人
た
ち
を
見
ら

れ
る
の
は
み
っ
と
も
な
い
。こ
の
人
た
ち
を
ど
こ
か
に
集
め
よ
う
」

と
計
画
し
ま
し
た
。 

そ
し
て
、ロ
シ
ア
皇
子
が
通
る
予
定
の
道
路
近
く
に
い
た
浮
浪

者
二
百
四
十
人
が
、元も

と

加
賀

か
が

藩は
ん

の
屋
敷

や
し
き

の
中
に
あ
っ
た
長
屋
に
集

め
ら
れ
ま
し
た
。  

こ
の
と
き
は
臨
時

り
ん
じ

の
収
容

し
ゅ
う
よ
う

場
所
で
し
た
が
、生
活
が
苦
し
い
貧

し
い
人
を
収
容
す
る
施
設

し
せ
つ

を
新
た
に
つ
く
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。明
治
六
年
に
上
野
の
お
寺
が
あ
っ
た
場
所
に
作
ら
れ
た
そ
の

施
設
は
養
育
院

よ
う
い
く
い
ん

と
名
付
け
ら
れ
ま
し
た
。 

営
繕

え
い
ぜ
ん

会
議
所

か
い
ぎ
し
ょ

が
つ
く
っ
た
案
の
う
ち
三
番
目
が
こ
う
し
て
実
現

じ
つ
げ
ん

し
ま
し
た
。 

 

急い
そ

い
で
東
京
中
の
浮
浪

ふ
ろ
う

者 し
ゃ

を
隠 か

く

せ 

た
だ
、や
は
り
七
分

し
ち
ぶ

積
金

つ
み
き
ん

の
主
な
使
い
道
は
、町
づ
く
り
の
工

事
の
費
用
で
し
た
。 

養
育
院
が
始
ま
っ
た
明
治
六
年
、渋
沢
栄
一
は
ま
だ
養
育
院
に

は
関
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
。 

七
分
積
金
の
管
理
役

か
ん
り
や
く

に 

明
治
六
年
、渋
沢
栄
一
（
三
十
三
歳
）
は
人
生
の
大
き
な
節
目

ふ
し
め

を

迎む
か

え
て
い
ま
し
た
。 

大
蔵
省

お
お
く
ら
し
ょ
う

を
退
職

た
い
し
ょ
く

し
て
、ヨ
ー
ロ
ッ
パ
式
の
商
工
業
を
日
本
で
盛さ

か

ん
に
す
る
夢ゆ

め

に
向
か
っ
て
踏ふ

み
出
し
ま
し
た
。ま
ず
日
本
最
初
の
銀

行
「
第
一

だ
い
い
ち

国
立

こ
く
り
つ

銀
行

ぎ
ん
こ
う

」
を
設
立

せ
つ
り
つ

し
、そ
れ
か
ら
商
工
業
の
会
社
づ
く

り
を
始
め
ま
し
た
。 

まめちしき…養育院という名前の由来は不明です。だれがどういういきさつで養育院と名付けたのか、記録が残っていませ
ん。 
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翌
年

よ
く
と
し

、渋
沢
栄
一
は
大
久
保
一
翁
府ふ

知
事

ち
じ

に
依
頼

い
ら
い

さ
れ
、東

京
会
議
所
の
運
営
メ
ン
バ
ー
に
加
わ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。東

京
会
議
所
は
、営
繕

え
い
ぜ
ん

会
議
所

か
い
ぎ
し
ょ

の
名
前
が
変
わ
っ
た
も
の
で
す
。渋

沢
栄
一
が
七
分
積
金
の
使
い
方
全
般

ぜ
ん
ぱ
ん

を
管
理
す
る
こ
と
に
な
っ

た
の
で
す
。 

 

一
八
七
六
（
明
治
九
）
年
に
は
、
東
京
会
議
所
の
代
表
者

（
会
頭

か
い
と
う

）
と
養
育
院
の
代
表
者
（
事
務
長
）
に
就
任

し
ゅ
う
に
ん

し
ま
す
。 

渋
沢
栄
一
と
養
育
院
を
結む

す

び
つ
け
た
の
は
大
久
保
一
翁
で
し

た
。 し

ぶ
さ
わ
さ
ん
の
大
き
な
銅
像
が
建
て
ら
れ
る
五
十
年
前
の

こ
と
で
す
。 

    

 江戸時代、大久保一翁は幕府で西洋の情報を集める役所の代表者になって
いました。 
 そのとき、西洋社会の知識をもとに、貧しい人の病気を西洋医学で治療し
たり、保護者のいない子どもを約 300人まで預（あず）かって育てたりする
「幼病院（ようびょういん）」を江戸に設置することを幕府に提案しました。
しかし、この提案は幕府ではとりあげられませんでした。 
 幼病院のアイデアは、一翁が府知事になって、養育院として実現したとい
えます。 
  
 

まめちしき…明治 5 年に大久保一翁府知事の名前で出された「乞食（こじき）廃止（はいし）令」では、「乞食に米やお金
を与えると怠け者になる。米やお金を与えた者には罰金をとる。体が不自由で住むところもない者は会議所が保護する。」
という内容が書かれています。 
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養育院の運営費用 

青の部分 
水道・道路・橋の整備、小学校の建設、広
い墓地づくり、ガス局の経費、会議所の仕
事にかかるいろいろな費用など 

 
 
 

渋
沢
栄
一
の
七
分
積
金
の
使
い
方 

七
分
積
金
の
大
半
は
町
づ
く
り
に
使
わ
れ
て
い
ま
す
。 

こ
の
時
期
の
渋
沢
栄
一
が
目
指

め

ざ

し
て
い
た
の
は
、商
業
・工
業
を

運
営
す
る
人
た
ち
が
江
戸
時
代
か
ら
明
治
時
代
に
変
わ
っ
て
も

「
最
下
位

さ

い

か

い

の
身
分
」
と
み
な
さ
れ
つ
づ
け
て
い
る
状
況

じ
ょ
う
き
ょ
う

を
変
え
る

こ
と
で
し
た
。商
工
業
は
金
も
う
け
の
欲よ

く

し
か
考
え
て
い
な
い
卑い

や

し
い
仕
事
な
ど
考
え
る
人
が
多
か
っ
た
の
で
す
。 

さ
て
、渋
沢
栄
一
が
七
分
積
金
の
管
理
役
に
な
っ
て
、お
金
の
使

い
道
は
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
た
で
し
ょ
う
か
。 

ま
ち
づ
く
り
の
工
事
費
用

ひ
よ
う

で
な
く
、貧
し
い
人
の
生
活
を
助
け

る
た
め
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
で
し
ょ
う
か
。 

こ
の
グ
ラ
フ
は
、養
育
院
が
始
ま
っ
た
明
治
五
年
か
ら
、渋
沢
栄

一
が
七
分
積
金
の
管
理
役
に
な
り
、さ
ら
に
会
議
所
と
養
育
院
の

代
表
者
に
な
っ
た
明
治
九
年
ま
で
の
七
分
積
金
の
使
い
道
で
す
。 

 

 

渋
沢
は
、ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
よ
う
に
商
業
・工
業
が
盛
ん
で
、商
人
た

ち
が
政
治
家
や
役
人
と
対
等

た
い
と
う

の
身
分
と
し
て
扱

あ
つ
か

わ
れ
る
新
都
市

を
つ
く
ろ
う
と
奮
闘

ふ
ん
と
う

し
て
い
ま
し
た
。 

し
か
し 

東
京
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
式
の
都
市
に
作
り
か
え
る
に
は

多
額

た
が
く

の
お
金
が
必
要
で
す
。明
治
政
府
や
東
京
府
庁
に
は
お
金
が

不
足
し
て
い
ま
し
た
。そ
こ
で
七
分
積
金
が
使
わ
れ
て
し
ま
っ
た
の

で
し
た
。   
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東
京
で
た
く
さ
ん
会
社
や
工
場
が
で
き
て
商
工
業
が
盛
ん
に
な

れ
ば
、貧
し
い
人
た
ち
も
仕
事
に
就つ

い
て
、お
金
を
稼か

せ

い
で
、生
活
で

き
る
よ
う
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。し
か
し
実
際
は
、家
も
食

べ
物
も
な
い
貧
し
い
人
の
数
は
減
り
ま
せ
ん
で
し
た
。 

渋
沢
栄
一
が
養
育
院
の
事
務
長
に
な
る
と
、今
度
は
商
工
業
者

に
対
す
る
偏
見

へ
ん
け
ん

と
は
別
の
ひ
ど
い
偏
見
に
直
面

ち
ょ
く
め
ん

し
ま
し
た
。 

貧
し
い
人
を
助
け
る
の
は
良
く
な
い
と
考
え
る
人
が
た
く
さ
ん

い
た
の
で
す
。「
貧
し
い
人
を
助
け
る
慈
善

じ
ぜ
ん

事
業
を
や
る
者
は
、お

寺
の
お
坊ぼ

う

さ
ん
か
、金
持
ち
の
道
楽

ど
う
ら
く

か
、よ
ほ
ど
の
変
人
」
と
い
わ
れ

て
い
ま
し
た
。ま
た
「
養
育
院
は
怠な

ま

け
者
を
甘あ

ま

や
か
し
て
、ま
す
ま
す

貧
し
い
人
を
増
や
す
」
と
批
判

ひ
は
ん

す
る
人
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
。 

渋
沢
栄
一
、
養
育
院
院
長
に
な
る 

渋
沢
栄
一
が
東
京
会
議
所
や
養
育
院
の
代
表
者
に
な
っ
た
明

治
九
年
か
ら
、東
京
会
議
所
の
仕
事
の
多
く
は
東
京
府
の
仕
事
に

切
り
か
わ
り
ま
し
た
。 

養
育
院
も
東
京
会
議
所
に
よ
る
運
営
か
ら
東
京
府
庁
が
管
理

す
る
施
設
に
な
り
ま
し
た
。 

一
八
七
九
（
明
治
十
二
年
）
、養
育
院
の
事
務
長
と
い
う
役
職

や
く
し
ょ
く

名
は
院
長
に
改
名
さ
れ
ま
し
た
。こ
れ
に
よ
り
渋
沢
栄
一
事
務
長

は
、渋
沢
栄
一
院
長
に
な
り
ま
し
た
。 

養
育
院
の
運
営
に
必
要
な
七
分
積
金
は
残
り
少
な
く
な
り
、こ

の
年
か
ら
東
京
府
の
お
金
で
運
営
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。 

渋
沢
栄
一
が
養
育
院
院
長
に
な
っ
た
と
き
も
「
養
育
院
は
貧
し

い
人
を
甘
や
か
す
悪
い
施
設
だ
」
と
い
う
考
え
の
人
が
多
く
い
ま
し

た
。 「

渋
沢
は
惰
民

だ
み
ん

製
造

せ
い
ぞ
う

（
怠な

ま

け
者
を
作
り
出
す
）
の
本
尊

ほ
ん
ぞ
ん

（
中
心
に

な
っ
て
い
る
者
）
だ
」
と
言
う
人
も
い
ま
し
た
。 
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東
京
府
の
お
金
で
養
育
院
を
運
営
す
る
よ
う
に
な
る
と
、東
京

府
議
会

ぎ
か
い

の
議
員
か
ら
も
「
養
育
院
が
あ
る
せ
い
で
貧
民
が
増
え
、

府
庁

ふ
ち
ょ
う

の
出
費

し
ゅ
っ
ぴ

は
増
え
る
ば
か
り
だ
」
「
養
育
院
は
廃
止

は
い
し

す
べ
き
だ
」

と
い
う
声
が
あ
が
り
ま
し
た
。 

渋
沢
栄
一
が
院
長
に
な
っ
て
二
年
後
の
明
治
十
四
年
に
は
東
京

府
議
会
で
「
養
育
院
廃
止

は
い
し

案あ
ん

」
が
提
出

て
い
し
ゅ
つ

さ
れ
ま
し
た
。こ
の
ま
ま
で

は
養
育
院
は
廃
止
さ
れ
ま
す
。 

院
長
に
な
っ
た
ば
か
り
の
渋
沢
栄
一
は
養
育
院
を
な
く
さ
な
い

よ
う
東
京
府
知
事
や
議
員
を
説
得

せ
っ
と
く

し
ま
し
た
。 

さ
て
、渋
沢
栄
一
は
ど
う
い
う
考
え
を
示
し
て
、 

養
育
院
の
存
続

そ
ん
ぞ
く

を
説
得

せ
っ
と
く

し
た
の
で
し
ょ
う
か
？ 

養
育
院
の
存
続

そ
ん
ぞ
く

を
説
得

せ
っ
と
く 

そ
の
こ
ろ
の
渋
沢
栄
一
は
、生
活
で
き
な
い
よ
う
な
貧
し
い
状
態

に
な
る
人
に
つ
い
て
こ
う
語
っ
て
い
ま
す
。 

社
会
の
役
に
立
と
う
と
い
う
気
持
ち
が
全
く
な
く
、自
分
の
都
合

つ
ご
う

し
か
考
え
な
い
。人
生
で
何
が
大
事
か
の
考
え
方
が
間
違

ま
ち
が

っ
て
い
る
。

怠な
ま

け
た
が
る
し
、無
駄

む
だ

づ
か
い
も
す
る
。そ
う
い
う
人
間
が
貧
し
く

て
苦
し
む
の
は
自
分
が
悪
い
。「
自
業
自
得

じ
ご
う
じ
と
く

の
輩

や
か
ら

（
自
分
の
行
い
の

せ
い
で
苦
し
む
こ
と
に
な
っ
た
者
た
ち
）
」
で
あ
る
。 

  

当
時
の
渋
沢
栄
一
は
、貧
困

ひ
ん
こ
ん

の
原
因
は
個
人
の
心
の
問
題
と
考

え
て
い
ま
し
た
。現
代
で
も
、不
景
気

ふ

け

い
き

に
な
っ
て
失
業
者

し
つ
ぎ
ょ
う
し
ゃ

が
増
え
た

時
は
、「
自
分
の
せ
い
」
「
自
己
責
任
」
と
い
う
意
見
の
人
が
多
く
い

ま
す
。 

「
貧
し
さ
で
苦
し
む
こ
と
に
な
る
原
因
」
に
つ
い
て
、渋
沢
栄
一

と
「
養
育
院
を
廃
止
せ
よ
」
と
言
う
人
た
ち
と
で
は
、考
え
方
は
ど

こ
が
ち
が
う
か
、あ
る
い
は
同
じ
か
。考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。 
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渋
沢
栄
一
院
長
は
、ど
う
い
う
理
由
で
養
育
院
は
必
要
だ
と
主

張
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。こ
う
語
っ
て
い
ま
す
。 

 

自
業
自
得

じ
ご
う
じ
と
く

の
輩

や
か
ら

に
ぜ
い
た
く
な
生
活
を
与あ

た

え
て
ま
で
保
護

ほ
ご

す
べ

き
と
は
言
わ
な
い
が
、食
べ
物
も
着
る
も
の
も
な
く
、飢う

え
凍こ

ご

え
る

と
わ
か
っ
て
い
る
者
を
ほ
っ
て
お
け
な
い
で
は
な
い
か
。 

中
国
の
古
い
学
問
で
も
い
う
よ
う
に
、困
っ
て
い
る
人
を
か
わ
い

そ
う
に
思
い
、助
け
よ
う
と
す
る
心
が
人
間
は
も
と
も
と
あ
る
。ヨ

ー
ロ
ッ
パ
の
国
々
で
も
貧
し
い
人
を
助
け
る
活
動
が
盛さ

か

ん
に
お
こ
な

わ
れ
て
い
る
。 

貧
し
い
人
を
助
け
る
の
は
東
洋
で
も
西
洋
で
も
共
通
の
、人
間

の
正
し
い
行
い
（
人
道

じ
ん
ど
う

）
で
あ
る
。 

養
育
院
の
よ
う
な
施
設
を
無
く
す
よ
う
な
政
治
は
、正
し
い
政

治
で
は
な
い
。 

こ
う
し
て
渋
沢
栄
一
は
、「
貧
困

ひ
ん
こ
ん

は
個
人
の
自
己
責
任
だ
が
、救

う
し
く
み
が
社
会
に
は
必
要
だ
」
と
い
う
説
明
で
養
育
院
の
存
続

を
説
得
し
た
の
で
し
た
。 

こ
の
渋
沢
の
考
え
は
の
ち
に
大
き
く
変
わ
る
の
で
す
が
、そ
れ
は

ま
だ
先
の
話
で
す
。 

い
っ
た
ん
は
養
育
院
廃
止

は
い
し

案
は
な
く
な
り
ま
し
た
が
、再
び
府

議
会
で
養
育
院
廃
止
案
が
出
さ
れ
、養
育
院
の
廃
止
が
決
定
さ
れ

て
し
ま
い
ま
し
た
。 

し
ぶ
さ
わ
さ
ん
の
大
き
な
銅
像
が
で
き
る
約
四
十
年
前
の
こ
と

で
す
。 
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養
育
院
は
自
分
が
ひ
き
と
る 

養
育
院
の
廃
止
が
決
ま
る
と
、渋
沢
栄
一
は
仲
間
に
協
力
を
呼

び
か
け
て
、自
分
で
運
営
す
る
こ
と
を
東
京
府
に
申
し
出
ま
し
た
。 

東
京
府
か
ら
は
も
う
運
営
の
お
金
は
出
ま
せ
ん
。渋
沢
栄
一
が

お
金
を
確
保

か
く
ほ

す
る
方
法
を
考
え
て
養
育
院
を
存
続

そ
ん
ぞ
く

さ
せ
る
と
い

う
の
で
す
。 

一
八
八
五
（
明
治
十
八
）
年
か
ら
、養
育
院
は
渋
沢
栄
一
個
人

こ
じ
ん

の
私
営

し
え
い

施
設
に
な
り
ま
し
た
。 

そ
の
と
き
渋
沢
栄
一
は
お
金
持
ち
に
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、養
育

院
の
費
用
を
全
部
出
す
ほ
ど
の
お
金
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

そ
こ
で
渋
沢
は
、将
軍
の
弟
た
ち
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
行
っ
た
と
き

に
見
た
お
金
集
め
の
方
法
を
実
行
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。 

そ
れ
は
、お
金
持
ち
に
呼
び
か
け
て
寄
付

き
ふ

金
を
集
め
る
と
い
う

方
法
で
す
。   

養育院運営の 
ためのバザー 

貧
し
い
人
を
助
け
る
資
金

し
き
ん

集
め
の
方
法
の
ひ
と
つ
と
し

て
、お
金
持
ち
が
不
用
な
も

の
を
持
ち
寄
り
、売
り
買
い

す
る
バ
ザ
ー
も
開
催

か
い
さ
い

し
ま
し

た
。  バ

ザ
ー
は
、
渋
沢
栄
一
の

奥
さ
ん
が
リ
ー
ダ
ー
に
な

り
、お
金
持
ち
の
家
庭
の
奥

さ
ん
た
ち
が
グ
ル
ー
プ
を
つ

く
っ
て
開
催

か
い
さ
い

し
ま
し
た
。 
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養
育
院
、
東
京
市
の
市
営
施
設
に 

 
 

東
京
府
の
議
会

ぎ
か
い

（
府
会
）
や
東
京
市
の
議
会
（
市
会
）
で
も

順
調

じ
ゅ
ん
ち
ょ
う

に
承
認

し
ょ
う
に
ん

さ
れ
、養
育
院
は
東
京
市
の
お
金
で
運
営
す
る
施

設
に
な
り
ま
し
た
。 

渋
沢
栄
一
が
個
人
で
養
育
院
を
引
き
つ
ぎ
、さ
ら
に
東
京
市
営

の
交
渉
に
成
功
し
な
け
れ
ば
、明
治
五
年
に
始
ま
っ
た
養
育
院
は
明

治
十
八
年
ま
で
の
約
十
年
の
歴
史
で
終
わ
っ
て
い
た
で
し
ょ
う
。 

東
京
市
か
ら
の
お
金
の
支
給

し
き
ゅ
う

は
十
分
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た

が
、渋
沢
栄
一
個
人
も
お
金
を
出
し
、寄
付
金
集
め
も
続
け
た
の

で
、新
し
い
建
物
へ
引
っ
越
し
た
り
、
優
秀

ゆ
う
し
ゅ
う

な
職
員
を
雇や

と

っ
た
り
す

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

  

＊福祉…「しあわせ」という意味と、「生活の安定のため援助（えんじょ）がうけられるしくみ」という２つの意味があります。 
 

寄
付
金
集
め
は
た
い
へ
ん
効
果
が
あ
り
、多
く
の
お
金
を
集
め
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 

そ
れ
で
も
養
育
院
の
運
営
を
ま
か
な
う
の
に
十
分
な
お
金
を
集

め
る
の
は
大
変
な
こ
と
で
し
た
。 

渋
沢
栄
一
院
長
の
給
料
は
、あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。 

寄
付
金
集
め
は
、そ
の
後
の
渋
沢
栄
一
の
人
生
で
も
、＊
福
祉

ふ
く
し

の

活
動
に
必
要
な
お
金
を
集
め
る
方
法
と
し
て
よ
く
使
わ
れ
ま
し

た
。 渋

沢
栄
一
は
い
つ
も
大
き
な
袋
を
持
ち
歩
い
て
い
て
、大
金
持
ち

か
ら
寄
付
金
を
集
め
て
い
た
そ
う
で
す
。  

一
八
八
九
（
明
治
二
十
二
）
年
。東
京
府
の
中
に
東
京
市
が
置
か

れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。 

そ
こ
で
渋
沢
は
、東
京
府
知
事
と
東
京
市
長
に
交
渉

こ
う
し
ょ
う

し
て
、養

育
院
を
東
京
市
の
運
営
に
す
る
こ
と
に
成
功
し
ま
し
た
。 
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板
橋
分
院
（
板
橋
区
）
結
核
な
ど
の
病
気 

井
之
頭
学
校
（
三
鷹
市
）
不
良
少
年 

巣
鴨
分
院
（
豊
島
区
）
普
通
児
童 

安
房
分
院
（
千
葉
県
館
山
市
）
病
気
が
ち
な
子
ど
も 養育院の分院 

大塚 

養育院の移転 

本所 

神田 

上野 

本郷・浅草 

養
育
院
で
は
、ひ
と
つ
の
施
設
の
中
に
さ
ま
ざ
ま
な
人
が
暮く

ら

し
て
い
ま
し
た
。老
人
・幼
児
・精
神

せ
い
し
ん

病
の
人
・治
療

ち
り
ょ
う

方
法
が
ま
だ

な
い
感
染
症

か
ん
せ
ん
し
ょ
う

の
人
・体
に
障

し
ょ
う

が
い
を
持
つ
人
、仕
事
を
す
る
体
力

の
あ
る
健
康
な
大
人
・悪
い
行
動
が
身
に
つ
い
た
非
行
少
年
、病

弱
な
子
ど
も
な
ど
で
す
。 

 

渋
沢
栄
一
が
お
金
集
め
を
し
て
養
育
院
運
営
を
行
っ
て
い
た
と

き
か
ら
市
営
に
な
っ
て
し
ば
ら
く
は
、養
育
院
は
本
所

ほ
ん
じ
ょ

（
墨
田

す
み
だ

区
）

の
古
い
建
物
で
運
営
し
て
い
ま
し
た
。そ
こ
は
狭せ

ま

い
だ
け
で
な
く
、

あ
ち
こ
ち
が
壊こ

わ

れ
、雨
が
降
る
と
地
面
に
汚
水

お
す
い

が
あ
ふ
れ
る
よ
う

な
、健
康

け
ん
こ
う

に
も
よ
く
な
い
と
こ
ろ
で
し
た
。 

百
人
ぐ
ら
い
し
か
住
め
な
い
施
設
で
し
た
が
、そ
こ
に
六
百
人

も
の
生
活
困
難

こ
ん
な
ん

な
さ
ま
ざ
ま
な
年
齢

ね
ん
れ
い

・
状
況

じ
ょ
う
き
ょ
う

の
人
が
集
め
ら
れ

て
い
ま
し
た
。 

東
京
中
の
生
活
困
難
な
人
は
増
え
る
一
方
で
、本
所
の
施
設

で
は
と
て
も
対
応
で
き
ま
せ
ん
。養
育
院
の
た
め
の
新
た
な
土
地

さ
が
し
が
行
わ
れ
、東
京
市
の
運
営
に
な
っ
て
七
年
後
に
大
塚

お
お
つ
か

（
文
京
区
）
に
、よ
り
大
き
な
施
設
を
つ
く
り
ま
し
た
。  
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渋沢栄一 

養
育
院
が
本
所
か
ら
大
塚
に
移
転
し
た
あ
と
、渋
沢
栄
一
院

長
は
、部
下
の
安
達

あ
だ
ち

憲
忠

け
ん
ち
ゅ
う

の
提
案

て
い
あ
ん

を
も
と
に
、大
塚
以
外
の
場
所

に
、子
ど
も
の
た
め
の
施
設
や
治
り
に
く
い
病
気
の
人
の
た
め
の

施
設
な
ど
の
専
門
施
設
を
つ
く
っ
て
い
き
ま
し
た
。こ
れ
を
養
育

院
分
院

ぶ
ん
い
ん

と
い
い
ま
す
。い
ま
ま
で
一
つ
の
建
物
に
集
め
て
い
た
人

を
、そ
の
人
の
事
情
に
合
わ
せ
た
専
門
施
設
に
分
け
て
い
っ
た
の

で
す
。 

分
院
づ
く
り
だ
け
で
な
く
、看
護
師

か

ん

ご

し

の
養
成

よ
う
せ
い

所じ
ょ

や
、仕
事
さ
が

し
の
た
め
の
職
業

し
ょ
く
ぎ
ょ
う

紹
介

し
ょ
う
か
い

所
、仕
事
を
さ
が
し
て
い
る
貧
し
い
人

の
た
め
の
宿
泊
所
な
ど
の
専
門
施
設
も
増
や
し
て
い
き
ま
し
た
。 

渋
沢
院
長
と
安
達
憲
忠
は
二
人
三
脚

に
に
ん
さ
ん
き
ゃ
く

で
、養
育
院
の
役
割
を

広
げ
て
い
き
ま
し
た
。 

   

安達憲忠 

分
院
に
注
目
す
る
と
、三
つ
は
子
ど
も
の
た
め
の
施
設
で
あ
る

こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。 

当
時
は
子
ど
も
が
何
人
も
い
る
家
庭
も
多
く
、生
活
で
き
な
い

ほ
ど
貧
し
い
状
態
に
な
る
と
、子
育
て
が
で
き
ず
、不
幸
な
状
態
に

な
る
子
ど
も
が
た
く
さ
ん
い
ま
し
た
。両
親
が
亡
く
な
っ
て
住
む
と

こ
ろ
も
な
い
子
ど
も
、育
て
る
こ
と
が
で
き
ず
教
会
や
病
院
の
前

に
置
か
れ
た
赤
ん
坊
、家
出
し
た
子
ど
も
な
ど
、貧
し
さ
が
も
た
ら

す
さ
ま
ざ
ま
な
事
情
で
家
族
を
失
っ
た
子
ど
も
が
毎
年
養
育
院
に

つ
れ
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。か
ら
だ
が
弱
っ
て
病
気
に
な
っ
て
い
る
子
ど

も
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。  

養
育
院
で
は
、そ
う
し
た
子
ど
も
た
ち
を
預あ

ず

か
り
、健
康
状
態

を
良
く
し
、保
護

ほ

ご

者
に
な
っ
て
く
れ
る
人
を
さ
が
し
た
り
、働
い
て

生
活
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
、大
き
な
課
題

か
だ
い

に
な
っ
て
い
ま
し

た
。 

  

まめちしき…渋沢栄一は養育院に月 2 回出勤（しゅっきん）していましたが、ほかの仕事も忙しく、のちに出勤は月 1 回に
なりました。七分積金制度をはじめた松平定信が亡くなった日が 13日で、その日を毎月の出勤日に決めていました。 
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養
育
院
の
仕
事
が
広
が
っ
た
理
由
は
、東
京
市
営
に
な
っ
て
運
営

に
使
え
る
お
金
が
増
え
た
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。貧
し
い
生
活
に

な
る
人
の
数
が
、養
育
院
が
始
ま
っ
た
明
治
初
め
の
と
き
よ
り
も
は

る
か
に
多
く
、
急
激

き
ゅ
う
げ
き

に
増
え
て
い
た
の
で
す
。貧
し
い
人
が
増
え
る

こ
と
を
止と

め
な
け
れ
ば
、養
育
院
の
施
設
を
い
く
ら
大
き
く
し
た

り
分
院
を
増
や
し
た
り
し
て
も
追
い
つ
き
ま
せ
ん
。 

「
貧
困
は
、そ
の
人
の
生
き
方
・考
え
方
が
誤

あ
や
ま

っ
て
い
る
せ
い
だ
。

し
か
し
貧
し
く
て
命
の
危
険
が
あ
る
人
た
ち
を
救
う
施
設
は
必
要

だ
」
と
い
う
考
え
で
は
、貧
し
い
人
が
明
ら
か
に
増
え
続
け
て
い
る

現
実
を
止と

め
る
こ
と
も
で
き
ず
、困
っ
た
人
を
助
け
る
事
業
を
盛

ん
に
す
る
こ
と
に
も
限
界

げ
ん
か
い

が
あ
る
こ
と
を
渋
沢
栄
一
は
実
感
し
て

い
ま
し
た
。 

で
は
な
ぜ
、東
京
で
貧
し
い
人
の
数
が
急
に
増
え
た
の
で
し
ょ
う

か
。 

       

貧
困

ひ
ん
こ
ん

で
苦
し
む
人
が
急
増

き
ゅ
う
ぞ
う 

そ
の
こ
ろ
、渋
沢
栄
一
の
も
う
一
つ
の
仕
事
で
あ
る
商
工
業
の

世
界
で
大
き
な
変
化
が
起
き
て
い
ま
し
た
。 

養
育
院
が
大
塚
に
移
転
す
る
少
し
前
に
日
清

に
っ
し
ん

戦
争
、大
塚
へ
の

移
転
か
ら
約
十
年
後
に
日
露

に
ち
ろ

戦
争
が
あ
り
ま
し
た
。 

こ
の
二
つ
の
戦
争
を
機
会
に
、日
本
政
府
は
軍
事
力
を
高
め
る

こ
と
と
産
業
の
振
興

し
ん
こ
う

に
い
っ
そ
う
力
を
い
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。 

政
府
は
鉄
道
・土
木

ど
ぼ
く

工
事
の
拡
大

か
く
だ
い

や
製
鉄

せ
い
て
つ

や
造
船

ぞ
う
せ
ん

な
ど
の
重
工

業
の
振
興

し
ん
こ
う

に
積
極

せ
っ
き
ょ
く

的て
き

に
お
金
を
出
し
ま
し
た
。日
本
中
に
大
き
な

会
社
が
で
き
て
商
工
業
が
発
展

は
っ
て
ん

し
ま
し
た
。 
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戦
争
が
終
わ
っ
て
し
ば
ら
く
は
と
て
も
景
気

け
い
き

が
良
く
な
っ
た
の

で
す
が
、そ
の
あ
と
ひ
ど
い
不
景
気
が
始
ま
り
ま
し
た
。 

物
の
値
段
は
高
く
な
る
一
方
で
し
た
が
、
給
料

き
ゅ
う
り
ょ
う

は
増
え
ず
、生

活
が
苦
し
く
な
り
ま
し
た
。 

ま
た
、工
場
の
作
業
の
機
械
化
が
進
ん
で
作
業
員
が
減へ

ら
さ

れ
、
失
業

し
つ
ぎ
ょ
う

す
る
人
も
増
え
ま
し
た
。 

東
京
だ
け
で
な
く
、日
本
全
国
で
不
景
気
・物
の
値
上
が
り
・失

業
が
起
こ
り
、生
活
が
苦
し
い
人
が
仕
事
を
求
め
て
東
京
に
集
ま
っ

て
き
ま
し
た
。  

こ
れ
で
は
貧
し
い
人
を
助
け
る
施
設
を
い
く
ら
増
や
し
て
も
、

み
ん
な
を
助
け
る
こ
と
な
ど
で
き
ま
せ
ん
。 

そ
の
よ
う
な
状
況
で
も
、政
府
は
貧
し
い
人
を
助
け
る
事
業
に

は
あ
ま
り
お
金
を
出
し
ま
せ
ん
で
し
た
。 

 

日
露

に
ち
ろ

戦
争
の
こ
ろ
か
ら
、渋
沢
栄
一
は
養
育
院
だ
け
で
な
く
、

よ
り
幅は

ば

広
く
、貧
し
い
人
た
ち
の
問
題
へ
の
対
処

た
い
し
ょ

に
関
わ
り
は
じ
め

ま
す
。 

  

ま
ず
中
央

ち
ゅ
う
お
う

慈
善

じ
ぜ
ん

協
会

き
ょ
う
か
い

と
い
う
団
体
を
つ
く
り
、そ
の
会
長
に
な

り
ま
し
た
。 

日
本
全
体
で
貧
困
が
深
刻

し
ん
こ
く

に
な
る
中
、養
育
院
の
よ
う
な
事
業

を
少
な
い
資
金
で
細
々
と
運
営
し
て
い
る
団
体
が
日
本
各
地
に
あ

り
ま
し
た
。 

そ
う
し
た
全
国
の
団
体
の
意
見
を
集
め
て
要
望

よ
う
ぼ
う

を
ま
と
め
、政

府
と
交
渉

こ
う
し
ょ
う

す
る
こ
と
が
中
央
慈
善
協
会
の
主
な
役
割
で
し
た
。 

中
央
慈
善
協
会
が
ス
タ
ー
ト
す
る
と
、渋
沢
は
貧
困
の
原
因
と

そ
の
対
策

た
い
さ
く

に
つ
い
て
、い
ろ
い
ろ
な
機
会
で
自
分
の
考
え
を
演
説

え
ん
ぜ
つ

す

る
よ
う
に
な
り
ま
す
。 

 
 

       

貧
困

ひ
ん
こ
ん

問
題
の
考
え
方
が
変
わ
る 

渋
沢
栄
一
、 
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●
「
す
で
に
困
っ
て
い
る
人
を
救
う
」
と
い
う
日
本
全
国
の
事
業 

は
、資
金

し
き
ん

も
な
い
し
、貧
し
い
人
が
増
え
る
一
方
で
は
、と
て
も 

十
分
な
対
応
は
で
き
な
い
。 

●
第
一
に
す
べ
き
こ
と
は
「
人
々
が
貧
困
に
お
ち
い
ら
な
い
よ
う

に
す
る
防
貧

ぼ
う
ひ
ん

」
で
あ
る
。 

●
貧
し
い
人
が
増
え
る
原
因
は
、商
工
業
の
発
展
に
よ
る
利
益

り
え
き

が
一
部
の
大
金
持
ち
に
集
中
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
。大
企

業
を
経
営

け
い
え
い

す
る
、世
の
中
の
ひ
と
に
ぎ
り
の
人
が
大
金
持
ち
に

な
る
一
方
で
、多
く
の
働
く
人
は
物
の
値
段
が
上
が
る
の
に

賃
金

ち
ん
ぎ
ん

が
上
が
ら
ず
、不
景
気
に
な
れ
ば
、失
業
者
が
増
え
る
。

豊
か
な
人
と
貧
し
い
人
で
収
入
に
あ
ま
り
に
大
き
な
格
差

か
く
さ

が

生
じ
る
社
会
に
な
っ
た
こ
と
。こ
れ
が
貧
困

ひ
ん
こ
ん

者
が
増
え
続
け
て

い
る
原
因
で
あ
る
。 

●
「
貧
困
は
そ
の
人
の
個
人
の
責
任
、自
業
自
得

じ
ご
う
じ
と
く

。し
か
し
困
っ
て 

い
る
人
を
助
け
る
の
は
当
然
。」
と
い
う
考
え
方
で
は
、日
清

に
っ
し
ん

・

日
露

に
ち
ろ

戦
争
後
の
貧
困
者
の
増
加
を
止と

め
ら
れ
な
い
。 

        

  

   

●
政
府
や
商
工
業
の
い
ま
の
あ
り
方
が
貧
困
を
も
た
ら
し
て
い  

る
現
状

げ
ん
じ
ょ
う

を
正
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

        

渋
沢
栄
一
が
院
長
に
な
っ
て
す
ぐ
養
育
院
の
廃
止

は
い
し

が
決
定
さ

れ
た
と
き
の
渋
沢
栄
一
の
考
え
は
「
貧
困
は
個
人
の
問
題
だ
が
、

困
っ
て
い
る
個
人
を
助
け
る
し
く
み
は
必
要
（
個
人
が
原
因
の
貧

困
を
救
う
、思
い
や
り
の
心
で
の
救
貧

き
ゅ
う
ひ
ん

）
」
で
し
た
。 

そ
の
考
え
方
は
日
露

に
ち
ろ

戦
争
の
あ
た
り
か
ら
大
き
く
変
わ
り
ま

し
た
。 

「
社
会
の
し
く
み
が
原
因
で
、と
て
も
救
い
き
れ
な
い
ほ
ど
た
く

さ
ん
の
人
が
貧
困
に
お
ち
い
る
よ
う
に
な
っ
た
。貧
困
を
も
た
ら

す
社
会
の
あ
り
か
た
を
変
え
て
、貧
困
を
防
ぐ
必
要
が
あ
る
（
社

会
が
も
た
ら
す
貧
困
を
防
ぐ
防
貧

ぼ
う
ひ
ん

）
」
。 

渋
沢
栄
一
の
考
え
は
「
救
う
べ
き
人
を
助
け
る
施
設
づ
く
り
」

か
ら
「
救
う
べ
き
人
そ
の
も
の
を
な
く
す
社
会
づ
く
り
」
に
大
き

く
変
わ
っ
た
の
で
す
。 

    

まめちしき･･･関東大震災で壊れた大塚本院から、未完成の板橋本院に引っ越した時、まだ電気・水道・ガスは引かれていません
でした。食事は屋外で 薪（まき）を燃やして作りました。 
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渋
沢
が
中
央
慈
善
協
会
を
立
ち
上
げ
て
か
ら
ま
も
な
く
、再
び

大
き
な
戦
争
が
は
じ
ま
り
ま
し
た
。第
一
次
世
界
大
戦
で
す
。 

第
一
次
世
界
大
戦
で
は
、戦
争
に
参
加
し
た
国
々
か
ら
戦
争
に

使
う
物
資

ぶ
っ
し

な
ど
の
注
文
が
日
本
に
集
ま
り
、輸
出

ゆ
し
ゅ
つ

が
増
え
ま
し
た
。

国
内
で
は
重
化
学
工
業
が
一
層

い
っ
そ
う

盛
ん
に
な
り
、日
本
は
工
業
国
に

な
り
ま
し
た
。 

   再
び
大
き
な
戦
争 

そ
の
考
え
の
変
化
を
渋
沢
栄
一
が
行
動
に
移
し
た
は
じ
ま
り
は

一
九
〇
八
（
明
治
四
十
一
）
年
の
中
央

ち
ゅ
う
お
う

慈
善

じ
ぜ
ん

協
会

き
ょ
う
か
い

の
設
立
で
し
た

が
、そ
の
翌
年
に
自
分
が
関
わ
っ
て
い
た
多
く
の
会
社
の
役
職
を
辞や

め
て
、商
工
業
の
世
界
か
ら
離は

な

れ
て
い
き
ま
し
た
。 

し
ぶ
さ
わ
さ
ん
の
大
き
な
銅
像
が
建
て
ら
れ
る
約
二
十
年
前
の

こ
と
で
す
。 

  

  

一
部
の
大
企
業
は
子
会
社
を
つ

く
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
産
業
に
事
業

を
広
げ
、巨
大
な
グ
ル
ー
プ
企
業

を
形
成
し
ま
し
た
。こ
れ
を
財
閥

ざ
い
ば
つ

と
い
い
ま
す
。 

貧困が生じない社会 
 貧しい人を救う必要 

重工業の発展 

まめちしき･･･大塚本院の場所には関東大震災の被害者のための小さな病院が作られました。これが現在の東京都大塚病院のはじ
まりです。 
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会
社
や
工
場
で
働
く
人
た
ち
の
生
活
は
ど
う
な
っ
た
で
し
ょ
う

か
。 や

は
り
給
料
は
上
が
り
ま
せ
ん
で
し
た
。 

一
方
で
、お
米
な
ど
生
活
に
必
要
な
商
品
の
価
格

か
か
く

が
何
倍
に
も

は
ね
上
が
り
、日
露

に
ち
ろ

戦
争
の
あ
と
よ
り
も
、貧
し
い
人
た
ち
の
暮く

ら

し
は
ま
す
ま
す
ひ
ど
い
状
態
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。 

渋
沢
栄
一
が
「
貧
し
い
人
を
つ
く
り
だ
さ
な
い
社
会
づ
く
り
」
を

盛
ん
に
訴

う
っ
た

え
て
い
る
最
中

さ
い
ち
ゅ
う

に
、再
び
大
き
な
戦
争
を
き
っ
か
け
に

「
ひ
ど
い
貧
し
さ
に
苦
し
む
人
を
、さ
ら
に
多
く
生
み
出
す
社
会
」 

が
は
じ
ま
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。 

 

船
で
の
物
資

ぶ
っ
し

輸
送

ゆ
そ
う

や
鉱
山

こ
う
ざ
ん

の
運
営
を
始
め
た
新
企
業
で
は
、短

い
期
間
で
大
き
な
利
益
を
上
げ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。こ
う
し

た
会
社
で
大
金
持
ち
に
な
っ
た
経
営
者
は
、成
金

な
り
き
ん

と
よ
ば
れ
ま
し

た
。 

まめちしき･･･1970年代に、板橋の養育院の敷地に高齢者専門病院・老人総合研究所・老人ホームなど、高齢者の健康に関する
施設が作られました。 

養
育
院
の
毎
年
の
入
所
者
数 

日清戦争 

第一次世界大戦 

渋沢栄一死去 （人） 

養育院に入所する 
貧しい人が増加 

日露戦争 
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渋沢栄一が関わった団体 
 
東京府慈善会  
救済事業大会 
東京風水害救済会 
埼玉共済会 
協調会 
国際連盟協会 
滝乃川学園  
大震災善後会 
恩賜財団慶福会  
日米親善人形歓迎会 
東京方面事業後援会  
中央盲人福祉協会 
全日本方面事業連盟  
癩予防協会 

渋
沢
栄
一
は
六
十
九
歳さ

い

の
と
き
に
自
分
が
関
わ
っ
て
い
た
ほ
と

ん
ど
の
会
社
の
役
職

や
く
し
ょ
く

を
辞や

め
ま
し
た
が
、大
正
五
年
七
十
七
歳
の

と
き
、そ
れ
ま
で
続
け
て
い
た
二
つ
の
銀
行
の
役
職
も
辞
め
て
、産

業
の
世
界
か
ら
引
退

い
ん
た
い

し
ま
し
た
。 

そ
の
後
の
人
生
で
は
、亡な

く
な
る
ま
で
社
会
の
問
題
を
改
善
す

る
活
動
に
取
り
組
み
ま
し
た
。 

   

第
一
次
世
界
大
戦
が
終
わ
り
、日
本
中
で
貧
困

ひ
ん
こ
ん

が
深
刻

し
ん
こ
く

に
な
る

中
、渋
沢
栄
一
は
一
九
一
六
（
大
正
五
）
年
ご
ろ
か
ら
道
徳
経
済

合
一
説
と
い
う
考
え
方
を
主
張

し
ゅ
ち
ょ
う

し
は
じ
め
ま
す
。道
徳
経
済
合
一

説
と
は
次
の
よ
う
な
考
え
方
で
す
。 

●
理
想

り
そ
う

の
社
会
と
は
、す
べ
て
の
人
が
安
定
し
て
生
活
で
き
て
、  

共
存

き
ょ
う
ぞ
ん

で
き
る
社
会
で
あ
る
。 

●
政
府
で
あ
れ
商
工
業
で
あ
れ
、
目め

指ざ

す
も
の
は
、
だ
れ
も
が   

衣
食
住

い
し
ょ
く
じ
ゅ
う

に
困
る
こ
と
な
く
、生
活
が
安
定
す
る
社
会
の
実
現
で   

あ
る
。 

●
商
工
業
の
役
割
は
、人
々
の
生
活
に
必
要
な
も
の
を
作
っ
て
社
会

に
提
供

て
い
き
ょ
う

す
る
こ
と
を
通
し
て
、理
想
の
社
会
づ
く
り
に
貢
献

こ
う
け
ん

す   

る
こ
と
で
あ
る
。 

●
政
府
の
役
割
は
、法
律
や
制
度
を
整
備

せ
い
び

し
、商
工
業
の
発
展
を

妨
さ
ま
た

げ
る
よ
う
な
こ
と
は
せ
ず
、社
会
を
改
善
し
て
い
く
こ
と
で

あ
る
。 

 

道
徳

ど
う
と
く

経
済

け
い
ざ
い

合
一

ご
う
い
つ

説 せ
つ 
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第
一
次
世
界
大
戦
が
終
わ
り
、渋
沢
栄
一
が
道
徳

ど
う
と
く

経
済

け
い
ざ
い

合
一

ご
う
い
つ

説
で
唱と

な

え
た
「
貧
困

ひ
ん
こ
ん

の
な
い
社
会
」
づ
く
り
に
向
け
て
活
動
を
は

じ
め
た
五
年
後
、マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
八
以
上
と
推
定

す
い
て
い

さ
れ
る
巨
大

き
ょ
だ
い

地
震
「
関
東

か
ん
と
う

大だ
い

震
災

し
ん
さ
い

」
が
発
生
し
ま
し
た
。 

養
育
院
、
板
橋
へ 

そ
し
て
銅
像
の
建
立

こ
ん
り
ゅ
う 

まめちしき･･･養育院収容者の専門病院だった養育院附属（ふぞく）病院は、1972（昭和 47）年から都民対象の高齢者専門病院
になりました。その後、病院は 1986（昭和 61年）年に東京都老人医療センターに名前が変わりました。 

そ
の
た
め
養
育
院
は
、板
橋
の
新
し
い
建
物
に
移
転
し
ま
し
た
。

分
院
も
そ
れ
ぞ
れ
運
営
を
継
続

け
い
ぞ
く

し
ま
し
た
。移
転
か
ら
二
年
た
っ

た
一
九
二
五
（
大
正
十
四
）
年
、渋
沢
栄
一
が
八
十
五
歳
の
と
き

板
橋
の
養
育
院
の
敷
地
に
し
ぶ
さ
わ
さ
ん
の
大
き
な
銅
像
が
建
て

ら
れ
ま
し
た
。  

渋
沢
栄
一
は
内
務

な
い
む

大
臣

に
呼
ば
れ
、内
務
省
に
協
力

し
て
救
護

き
ゅ
う
ご

活
動
や
救
援

き
ゅ
う
え
ん

施

設
の
設
置
を
進
め
ま
し
た
。  

大
震
災
で
は
養
育
院
の

大
塚
の
建
物
が
壊こ

わ

れ
ま
し

た
。 

      

大震災で壊れた養育院（写真 東京都健康長
寿医療センター蔵） 

自
分
の
銅
像
が
建
て
ら

れ
る
計
画
に
渋
沢
栄
一

は
反
対
し
ま
し
た
が
、東

京
市
長
の
説
得
で
し
ぶ
し

ぶ
了
解

り
ょ
う
か
い

し
ま
し
た
。 

 

板橋の養育院と銅像 
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ど
う
し
て
渋
沢
栄
一
は
自
分
の
巨
大
な
銅
像
が
作
ら
れ
る
の
を

断
こ
と
わ

っ
た
の
で
し
ょ
う
。  

そ
の
時
期
、渋
沢
は
ど
ん
な
思
い
で
貧
困
問
題
に
取
り
組
ん
で

い
た
で
し
ょ
う
か
。 

も
し
東
京
市
長
の
呼
び
か
け
で
銅
像
を
作
る
多
額
の
お
金
が
集

ま
る
の
な
ら
、ほ
か
に
や
っ
て
ほ
し
い
こ
と
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。 あ

る
い
は
、自
分
が
目
指

め

ざ

し
て
い
る
社
会
の
実
現
は
ま
だ
ま
だ
遠

い
と
思
っ
て
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

銅
像
づ
く
り
を
断
っ
た
と
き
の
気
持
ち
は
渋
沢
栄
一
ご
本
人
に

し
か
わ
か
ら
な
い
こ
と
で
す
が
、理
由
を
想
像
し
て
み
て
く
だ
さ

い
。 

       

まめちしき･･･高齢者を対象にした養育院の仕事は、1997（平成 9）年に東京都庁の高齢者施策対策室が担当することになりまし
た。 

銅
像
が
完
成
し
た
式
典

し
き
て
ん

で
の
渋
沢
栄
一
の
あ
い
さ
つ
よ
り
、そ 

の
一
部
分
を
抜
き
出
し
ま
す
。漢
字
を
ひ
ら
が
な
に
変
え
た
り
、文

章
を
現
代
の
言
い
方
に
直
し
た
部
分
も
あ
り
ま
す
。 

完
成
し
た
と
き
も
、や
は
り
渋
沢
栄
一
は
銅
像
を
望の

ぞ

ん
で
い
な

い
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。理
由
は
は
っ
き
り
し
ま
せ
ん
。 

「
実
は
昨
年
末ま

つ

、私
の
た
め
に
銅
像
を
お
建た

て
下
さ
る
と
い
う
お

企
く
わ
だ

て
に
つ
い
て
一
応

い
ち
お
う

お
話
し
を
う
け
た
ま
わ
り
ま
し
た
際さ

い

、私
は

極
力

き
ょ
く
り
ょ
く

こ
れ
を
ご
辞
退

じ
た
い

申も
う

し
あ
げ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、発
起
人

ほ
っ
き
に
ん

（
＝
計
画
を
す
す
め
た
人
た
ち
）
方
の
ご
熱
心
な
ご
勧
説

か
ん
ぜ
い

（
＝
説
得 

せ
っ
と
く
）

も
だ
し
が
た
く
、つ
い
に
ご
厚
意

こ
う
い

に
ま
か
せ
る
こ
と
と
い
た
し
ま
し

た
も
の
の
、私
と
し
て
は
別
に
と
り
た
て
て
も
う
す
ほ
ど
功
績

こ
う
せ
き

が
あ

る
わ
け
で
も
な
く
、た
だ
五
十
年
間
養
育
院

よ
う
い
く
い
ん

事
業
を
経
営

け
い
え
い

し
た
と

い
う
事
だ
け
で
、か
か
る
過
分

か
ぶ
ん

（
自
分
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
）
な
名
誉

め
い
よ

を
に

な
い
ま
す
る
事
は
、心
中
は
な
は
だ
心

こ
こ
ろ

苦
し
く
感
じ
て
い
る
次
第

し
だ
い

で
ご
ざ
い
ま
す
。」（
竜
門
雑
誌  

第
四
四
八
号 

大
正
一
五
年
一
月
よ
り
） 
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中
央

ち
ゅ
う
お
う

慈
善

じ
ぜ
ん

協
会

き
ょ
う
か
い

を
つ
く
り
、道
徳

ど
う
と
く

経
済

け
い
ざ
い

合
一

ご
う
い
つ

説
を
唱と

な

え
、さ
ま

ざ
ま
な
社
会
改
善

か
い
ぜ
ん

団
体
を
立
ち
上
げ
る
。同
時
に
安
達

あ
だ
ち

憲
忠

け
ん
ち
ゅ
う

と

二
人
三
脚

に
に
ん
さ
ん
き
ゃ
く

で
養
育
院
事
業
を
拡
大
し
て
い
っ
た
渋
沢
栄
一
。 

渋
沢
栄
一
は
銅
像
が
建
て
ら
れ
て
か
ら
六
年
後
、九
十
一
歳
で

亡
く
な
り
ま
し
た
。亡
く
な
る
ま
で
養
育
院
院
長
の
役
職
を
続
け

た
だ
け
で
な
く
、社
会
に
対
し
て
次
の
よ
う
な
こ
と
を
ず
っ
と
主
張

し
続
け
ま
し
た
。 

 

●
産
業
の
世
界
に
対
し
て･･･

財
閥

ざ
い
ば
つ

や
成
金

な
り
き
ん

は
、商
工
業
の
利
益

り
え
き   

を
ひ
と
り
じ
め
し
て
ぜ
い
た
く
な
生
活
に
ひ
た
っ
て
い
る
。物
の   

値
段
が
上
が
っ
て
い
る
の
に
、な
ま
け
や
す
く
な
る
か
ら
と
言
っ   

て
賃
金
は
上
げ
よ
う
と
し
な
い
た
め
、人
々
の
生
活
が
ま
す
ま   

す
苦
し
く
な
っ
て
い
る
。  

 

●
政
治
家
や
政
府
に
対
し
て
・・・物
の
値
段
の
上
昇

じ
ょ
う
し
ょ
う

を
お
さ
え

る
取
り
組
み
を
し
な
い
。政
府
の
予
算
の
半
分
を
軍
事
の
費
用

に
あ
て
て
い
る
一
方
、貧
困
対
策
に
は
お
金
を
出
さ
な
い
。利
益

が
出
る
事
業
は
民
間
の
会
社
に
や
ら
せ
ず
、政
府
が
経
営
し
て

し
ま
う
。 

   

し
か
し
、日
本
の
社
会
で
は
次
の
よ
う
な
状
態

じ
ょ
う
た
い

が
ず
っ
と
続
い
て

い
ま
し
た
。 

 

●
貧
し
い
人
の
保
護
は
家
族
や
親
類
ま
か
せ
で
、保
護
す
る
人
た 

ち
も
い
っ
し
ょ
に
貧
困
に
陥

お
ち
い

る
こ
と
が
多
い
。 

●
「
助
け
よ
う
と
す
る
か
ら
貧
民
が
増
え
る
」
と
考
え
る
人
が
多

い
。 

●
大
儲も

う

け
し
て
ぜ
い
た
く
な
生
活
を
し
て
い
る
経
営
者
に
あ
こ
が   

れ
る
。 

●
貧
困
問
題
に
つ
い
て
の
研
究
者
が
少
な
い
。 

 

銅
像
建
立

こ
ん
り
ゅ
う

、
そ
の
後 

まめちしき･･･2000年（平成 12）年に東京都養育院条例が廃止され、都庁に「養育院」という名前の組織は無くなりました。 



 

 37 

 

渋
沢
栄
一
が
亡
く
な
っ
た
後
も
、経
営
者

け
い
え
い
し
ゃ

な
ど
の
一
部
の
人
た
ち

が
会
社
の
利
益

り
え
き

を
独
占

ど
く
せ
ん

し
て
大
金
持
ち
に
な
る
一
方
で
、多
数
の

働
く
人
が
貧
困
に
苦
し
む
状
況
は
続
き
ま
し
た
。 

政
府
も
、軍
事
と
産
業
振
興

し
ん
こ
う

に
お
金
を
使
い
、貧
困
問
題
へ
の

取
り
組
み
に
は
消
極
的
で
し
た
。 

国
民
の
不
満
が
高
ま
る
中
、日
本
は
、
満
州

ま
ん
し
ゅ
う

事
変

じ
へ
ん

・日
中
戦
争
・

太
平
洋
戦
争
と
、戦
争
の
時
代
に
進
ん
で
い
き
ま
し
た
。   

三
つ
の
戦
争
を
経へ

て
、日
本
の
商
工
業
は
大
発
展
し
ま
し
た
。 

し
か
し
そ
れ
は
若
い
こ
ろ
に
渋
沢
栄
一
が
考
え
て
い
た 

「
多
く

の
人
か
ら
少
し
ず
つ
お
金
を
集
め
、社
会
に
役
立
つ
仕
事
で
利
益
を

あ
げ
、会
社
の
利
益
を
そ
の
人
た
ち
に
分
配

ぶ
ん
ぱ
い

す
る
こ
と
で
社
会
全

体
が
豊
か
に
な
る
合
本

が
っ
ぽ
ん

主
義
」 

の
よ
う
な
社
会
で
は
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。 

財
閥

ざ
い
ば
つ

や
成
金

な
り
き
ん

な
ど
ご
く
一
部
の
人
だ
け
が
極
端

き
ょ
く
た
ん

に
豊
か
に
な
る

一
方
で
、貧
困
で
苦
し
む
人
が
増
え
る
社
会
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し

た
。 渋

沢
は
現
状
を
強
く
批
判

ひ
は
ん

し
、 

「
す
べ
て
の
人
の
生
活
が
安
定

し
て
、
全
員
が
共
存
で
き
る
社
会
」
を
理
想
と
す
る
道
徳

ど
う
と
く

経
済

け
い
ざ
い

合
一

ご
う
い
つ

説
を
盛
ん
に
主
張
し
ま
し
た
が
、社
会
を
変
え
る
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
で
し
た
。  

    渋
沢
栄
一
が
亡な

く
な
っ
た
あ
と
の
日
本 

まめちしき･･･長い年月養育院が担（にな）ってきたいろいろな年代の人たちの生活支援（しえん）事業は、現在は東京都福祉保健
局が担当しています。 
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三
度
の
戦
争
に
よ
る
商
工
業
の
発
展
と
貧
困
の
深
刻

し
ん
こ
く

化
に

直
面

ち
ょ
く
め
ん

し
た
渋
沢
栄
一
が
考
え
た
道
徳
経
済
合
一
説
。そ
れ
は
渋

沢
栄
一
が
若
い
こ
ろ
か
ら
学
ん
で
い
た
論
語

ろ
ん
ご

な
ど
の
中
国
の
学
問

を
元
に
考
え
出
し
た
も
の
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

商
工
業
が
発
展
し
て
、貧
困
で
生
活
が
苦
し
く
な
る
人
が
増
え

た
の
は
、同
じ
時
代
、日
本
だ
け
で
な
く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
も
同
様

ど
う
よ
う

で
し

た
。生
き
て
い
く
こ
と
が
難
し
い
ほ
ど
貧
困
問
題
が
深
刻

し
ん
こ
く

に
な
っ
た

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
「
貧
し
さ
で
命

い
の
ち

が
脅

お
び
や

か
さ
れ
る
こ
と
な
く
生
活

す
る
権
利
」
と
い
う
考
え
方
が
広
ま
り
は
じ
め
ま
し
た
。 

こ
れ
を
生
存
権

せ
い
ぞ
ん
け
ん

と
い
い
ま
す
。 

第
二
次
世
界
大
戦
が
終
わ
る
と
、国
民
の
生
存
権
を
守
る
こ
と

を
憲
法

け
ん
ぽ
う

に
明
記
す
る
国
々
が
現
れ
ま
し
た
。 

 

日
本
の
憲
法
に
も
生
存
権
の
項
目

こ
う
も
く

が
あ
り
ま
す
。 

   

   

 

日
本
国
憲
法
第
二
十
五
条 

   

す
べ
て
国
民
は
、健
康
で
文
化
的
な
最
低
限
度
の
生
活
を
営 

   

む
権
利
を
有
す
る
。 

 

２ 

国
は
、す
べ
て
の
生
活
部
面
に
つ
い
て
、社
会
福
祉
、社
会
保 

    

障
及
び
公
衆
衛
生
の
向
上
及
び
増
進
に
努
め
な
け
れ
ば
な 

    

ら
な
い
。 

    

日
本
で
は
こ
の
項
目
に
基
づ
い
て
、働
く
人
の
最
低

さ
い
て
い

賃
金

ち
ん
ぎ
ん

、生
活

保
護

ほ
ご

、国
民
健
康
保
険

ほ
け
ん

、介
護

か
い
ご

保
険

ほ
け
ん

、学
校
で
教
育
を
受
け
る
費

用
の
援
助

え
ん
じ
ょ

、障
が
い
者
の
自
立

じ
り
つ

支
援

し
え
ん

な
ど
の
法
律
や
制
度
が
つ
く

ら
れ
て
い
ま
す
。 

現
代
の
日
本
で
も
貧
困
の
問
題
は
ま
だ
ま
だ
あ
り
ま
す
。し
か

し
、生
存
権
と
い
う
考
え
が
憲
法
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
こ
と
で
、渋

沢
栄
一
が
道
徳
経
済
合
一
説
で
示
し
た
目
指
す
べ
き
社
会
の
姿

に
前
進
し
た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。  

     

安
定
し
た
生
活
を
得
て
生
き
る
権
利 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

生
存
権
と
い
う
の
か 

まめちしき･･･2009（平成 21）年、東京都老人医療センターと東京都老人総合研究所が合併（がっぺい）して、現在の東京都健
康長寿医療センターになりました。 
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国
連
が
一
九
六
六
（
昭
和
四
十
一
）
年
に
採
択
し
た 

国
際
人
権
規
約 

Ａ
規
約 

 

第
十
一
条 

 

こ
の
規
約
の
締
約

て
い
や
く

国
は
、自
己
及
び
そ
の
家
族
の
た
め
の

相
当

そ
う
と
う

な
食
糧

し
ょ
く
り
ょ
う

、衣
類
及
び
住
居
を
内
容
と
す
る
相
当
な
生

活
水
準
に
つ
い
て
の
並な

ら

び
に
生
活
条
件
の
不
断

ふ
だ
ん

の
改
善
に
つ
い

て
の
す
べ
て
の
者
の
権
利
を
認
め
る
。締
約
国
は
、こ
の
権
利

の
実
現
を
確
保
す
る
た
め
に
適
当

て
き
と
う

な
措
置

そ

ち

を
と
り
、こ
の
た

め
に
は
、自
由
な
合
意
に
基
づ
く
国
際
協
力
が
極
め
て
重
要
で

あ
る
こ
と
を
認
め
る
。 

  

 
生
存
権
の
考
え
は
、＊
国
連
が
定
め
た
人
権
宣
言
や
人
権
規
約

き
や
く

に

も
書
か
れ
て
い
ま
す
。生
存
権
を
認
め
、守
る
こ
と
が
、世
界
の
す
べ

て
の
国
が
実
現
す
べ
き
こ
と
と
し
て
宣
言
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。  

  

国
連
が
一
九
四
八
（
昭
和
二
十
三
）
年
に
採
択

さ
い
た
く

し
た
世
界

人
権
宣
言  

一
、す
べ
て
人
は
、衣
食
住

い
し
ょ
く
じ
ゅ
う

、医
療

い
り
ょ
う

及
び
必
要
な
社
会
的
施

設
等
に
よ
り
、自
己
及
び
家
族
の
健
康
及
び
福
祉

ふ
く
し

に
十
分

な
生
活
水
準

す
い
じ
ゅ
ん

を
保
持

ほ

じ

す
る
権
利
並な

ら

び
に
失
業
、
疾
病

し
っ
ぺ
い

、

心
身

し
ん
し
ん

障
害

し
ょ
う
が
い

、配
偶

は
い
ぐ
う

者
の
死
亡
、老
齢

ろ
う
れ
い

そ
の
他
不
可
抗
力

ふ
か
こ
う
り
ょ
く

に

よ
る
生
活
不
能
の
場
合
は
、保
障

ほ
し
ょ
う

を
受
け
る
権
利
を
有ゆ

う

す

る
。 

＊国連（こくれん）…国際連合（こくさいれんごう）。国際平和、経済・社会・文化などでの国際協力の実現を目的にする
国際組織。1945年に設立。2020年現在 193か国が加盟している。 

私
が
主
張
し
続
け
た 

社
会
の
あ
り
方
と 

通
じ
る
も
の
が
あ
る
。 

国連の旗 
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一
九
九
一
（
平
成
三
）
年
に
国
連
総
会
で
採
択
さ
れ
た
「
高
齢

者
の
た
め
の
国
連
原
則
」
に
も
、生
存
権
の
考
え
方
が
生
か
さ

れ
て
い
ま
す
。 

高
齢
者
の
た
め
の
国
連
原
則 

 

一
九
九
一
年
十
二
月
十
六
日
、国
連
総
会
は
「
高
齢
者
の
た

め
の
国
連
原
則
」
を
含
む
決
議
４
６/

９
１
を
採
択
し
た
。政
府

は
自
国
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
本
原
則
を
組
み
入
れ
る
こ
と
が
奨
励

し
ょ
う
れ
い

さ
れ
た
。 

（
自
立

じ
り
つ

：In
d

e
p

e
n
d

e
n
ce

） 

高
齢
者
は
、 

・収
入
や
家
族
・共
同
体

き
ょ
う
ど
う
た
い

の
支
援

し
え
ん

及
び
自
助

じ
じ
ょ

努
力

ど
り
ょ
く

を
通
じ
て
十

分
な
食
料
、水
、住
居
、衣
服
、医
療

い
り
ょ
う

へ
の
ア
ク
セ
ス
を
得
る
べ
き

で
あ
る
。 

・仕
事
、あ
る
い
は
他
の
収
入
手
段
を
得
る
機
会
を
有
す
る
べ

き
で
あ
る
。 

・退
職

た
い
し
ょ
く

時
期
の
決
定
へ
の
参
加
が
可
能
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。 

 

・適
切
な
教
育
や
職
業
訓
練
に
参
加
す
る
機
会
が
与
え
ら
れ

る
べ
き
で
あ
る
。 

・安
全
な
環
境
に
住
む
こ
と
が
で
き
る
べ
き
で
あ
る
。 

・可
能
な
限
り
長
く
自
宅
に
住
む
こ
と
が
で
き
る
べ
き
で
あ

る
。 

（
参
加

さ
ん
か

：Pa
rticip

a
tio

n

） 

高
齢
者
は 

・社
会
の
一
員
と
し
て
、自
己
に
直
接
影
響
を
及お

よ

ぼ
す
よ
う
な

政
策
の
決
定
に
積
極
的
に
参
加
し
、
若
年

じ
ゃ
く
ね
ん

世
代
と
自
己
の
経

験
と
知
識
を
分
か
ち
合
う
べ
き
で
あ
る
。 

・自
己
の
趣
味
と
能
力
に
合
致
し
た
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
共

同
体
へ
奉
仕

ほ
う
し

す
る
機
会
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
べ
き
で
あ

る
。 

・高
齢
者
の
集
会
や
運
動
を
組
織

そ
し
き

す
る
こ
と
が
で
き
る
べ
き
で

あ
る
。 

（
ケ
ア
：Ca

re

） 
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高
齢
者
は 

・家
族
及
び
共
同
体

き
ょ
う
ど
う
た
い

の
介
護
と
保
護
を
享
受

き
ょ
う
じ
ゅ

で
き
る
べ
き
で

あ
る
。 

・
発
病

は
つ
び
ょ
う

を
防
止
あ
る
い
は
延
期

え
ん
き

し
、肉
体
・精
神

せ
い
し
ん

の
最
適

さ
い
て
き

な
状

態
で
い
ら
れ
る
た
め
の
医
療
を
受
け
る
機
会
が
与
え
ら
れ
る
べ

き
で
あ
る
。 

・自
主
性
、保
護
及
び
介
護
を
発
展
さ
せ
る
た
め
の
社
会
的
及

び
法
律
的
サ
ー
ビ
ス
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
得
る
べ
き
で
あ
る
。 

・思
い
や
り
が
あ
り
、か
つ
、安
全
な
環
境
で
、保
護
、リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
、社
会
的
及
び
精
神
的
刺
激

し
げ
き

を
得
ら
れ
る
施
設
を

利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
べ
き
で
あ
る
。 

・い
か
な
る
場
所
に
住
み
、あ
る
い
は
い
か
な
る
状
態
で
あ
ろ
う

と
も
、自
己
の
尊
厳

そ
ん
げ
ん

、信
念
、要
求
、プ
ラ
イ
バ
シ
ー
及
び
、自
己

の
介
護
と
生
活
の
質
を
決
定
す
る
権
利
に
対
す
る
尊
重
を
含

む
基
本
的
人
権
や
自
由
を
享
受

き
ょ
う
じ
ゅ

す
る
こ
と
が
で
き
る
べ
き
で

あ
る
。 

（
自
己

じ

こ

実
現

じ
つ
げ
ん

：Se
lf-fu

lfilm
e
n
t

） 

高
齢
者
は 

・自
己
の
可
能
性
を
発
展
さ
せ
る
機
会
を
追
求
で
き
る
べ
き
で

あ
る
。 

・社
会
の
教
育
的
・文
化
的
・精
神
的
・娯
楽
的
資
源
を
利
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
べ
き
で
あ
る
。 

（
尊
厳

そ
ん
げ
ん

：Dig
n
ity

） 

高
齢
者
は 

・
尊
厳

そ
ん
げ
ん

及
び
保
障

ほ
し
ょ
う

を
持
っ
て
、
肉
体
的
・
精
神
的
虐
待

ぎ
ゃ
く
た
い

か
ら

解
放

か
い
ほ
う

さ
れ
た
生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
べ
き
で
あ
る
。 

・年
齢
、性
別
、人
種
、民
族
的
背
景
、障
害
等
に
関
わ
ら
ず
公

平
に
扱
わ
れ
、自
己
の
経
済
的
貢
献

こ
う
け
ん

に
関
わ
ら
ず
尊
重

そ
ん
ち
ょ
う

さ
れ

る
べ
き
で
あ
る
。 

            

資
料
：国
連
資
料
（
内
閣
府

な
い
か
く
ふ

に
お
い
て
翻
訳

ほ
ん
や
く

） 
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渋
沢
栄
一
は
「
政
府
も
商
工
業
も
、誰
も
が
衣
食
住
に
困
る
こ

と
な
く
、生
活
が
安
定
す
る
社
会
を
つ
く
る
た
め
に
あ
る
」
と
い
う

考
え
を
、中
国
古
来
の
学
問
を
元
に
主
張
し
ま
し
た
。 

そ
こ
で
渋
沢
が
示
し
た
理
想
社
会
の
姿
は
、第
二
次
世
界
大
戦

後
に
世
界
各
国
の
憲
法
に
盛
り
込
ま
れ
た
生
存
権
の
考
え
を

先
取

さ
き
ど

り
し
た
も
の
と
い
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

あ
る
い
は
も
し
か
す
る
と
、つ
ね
に
欧
米
の
進
ん
だ
社
会
の
し
く

み
を
取
り
入
れ
よ
う
と
最
新
の
情
報
を
集
め
て
い
た
渋
沢
栄
一

は
、第
一
次
大
戦
以
降
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
広
が
り
始
め
た
生
存
権
の

考
え
を
知
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。   
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