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東京街歩き・散歩の達人

泉 麻人さん

東
京
は
変
わ
っ
て

く
か
ら
、

街
歩
き
が
面
白

そ
の
独
特
な
視
点
で
東
京

の
街
歩
き
や
散
歩
の
楽

し
さ
を
さ
ま
ざ
ま
な
メ
デ
ィ
ア
で

発
信
し
て
き
た
コ
ラ
ム
ニ
ス
ト
の

泉
麻
人
さ
ん
。
そ
の
原
点
は
自
転

車
を
バ
ス
に
見
立
て
て
近
所
を
巡

る
架
空
の
バ
ス
路
線
を
つ
く
っ
た

こ
と
に
始
ま
る
。
昭
和
の
高
度
成

長
期
か
ら
令
和
の
現
在
に
い
た
る

東
京
の
変
貌
を
歩
い
て
見
つ
め
続

け
て
き
た
泉
さ
ん
に
、
ワ
ン
ラ

ン
ク
上
の
東
京
街
歩
き
の
魅
力
を

語
っ
て
も
ら
い
ま
し
た
。

泉 麻人コラムニスト
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東
京
は

高
度
成
長
期
か
ら

平
成
ま
で
の
30
年
間
で

大
き
く
変
わ
っ
た

　東
京
の
街
の
景
観
は
、
僕
が
物

心
が
つ
く
60
年
代
か
ら
80
年
代

後
半
、
平
成
に
入
る
頃
ま
で
の
30

年
間
ぐ
ら
い
に
大
き
く
変
貌
し
ま

し
た
。
僕
は
１
９
５
６
年
生
ま
れ

で
、
育
っ
た
の
は
東
京
都
の
新
宿

区
落
合
と
い
う
と
こ
ろ
な
の
で
す

が
、
小
学
生
の
頃
に
は
ま
だ
木
造

の
平
屋
や
２
階
建
て
の
建
物
が
ま

だ
幹
線
道
路
沿
い
に
あ
り
ま
し
た

し
、
横
道
に
入
る
と
舗
装
さ
れ
て

な
い
道
も
多
か
っ
た
。
近
所
の
商

店
街
で
も
５
、６
階
建
て
の
ビ
ル

的
な
建
物
は
ま
だ
珍
し
か
っ
た
で

す
し
、
そ
れ
以
上
の
高
い
ビ
ル
と

い
う
と
新
宿
や
池
袋
の
デ
パ
ー
ト

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
で
も

７
、８
階
だ
け
れ
ど
、
な
が
め
る

た
び
に
「
本
物
の
東
京
に
来
た
」

と
い
う
気
分
に
な
り
ま
し
た
。

　そ
れ
以
降
の
30
年
間
と
い
う
の

は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
や
ビ
ル
が
当
た

り
前
の
風
景
に
な
っ
て
い
っ
て
、

30
階
レ
ベ
ル
の
ビ
ル
が
建
っ
て

も
、
さ
ほ
ど
驚
か
な
く
な
っ
た
。

　道
路
も
舗
装
さ
れ
て
、
道
の
横

に
よ
く
あ
っ
た
ド
ブ
川
な
ん
か
が

暗
渠
化
さ
れ
て
、
い
ま
は
土
の
路

面
を
見
る
こ
と
も
ず
い
ぶ
ん
少
な

く
な
り
ま
し
た
。
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ

で
も
、
80
年
代
の
頃
の
都
心
部
の

景
色
は
い
ま
の
景
色
と
一
見
さ
ほ

ど
変
わ
ら
な
い
ん
だ
け
れ
ど
も
、

よ
く
見
る
と
、
霞
ヶ
関
ビ
ル
く
ら

い
の
高
さ
の
タ
ワ
ー
ビ
ル
が
林
立

し
て
い
る
。

　そ
れ
と
地
下
が
す
ご
く
発
達
し

ま
し
た
ね
。東
京
駅
か
ら
大
手
町
、

大
手
町
か
ら
銀
座
あ
た
り
ま
で
地

下
道
が
続
い
て
い
て
、
地
下
街
の

規
模
が
す
ご
い
。
東
京
駅
の
地
下

街
に
入
る
と
、
ど
こ
で
駅
弁
買
っ

て
い
い
の
か
迷
っ
て
し
ま
い
ま
す

よ
。

自
分
で
バ
ス
路
線
を

つ
く
っ
て
い
た

小
学
生
時
代

　僕
は
小
さ
な
頃
か
ら
近
所
を
探

検
す
る
の
が
好
き
で
、
よ
く
自
分

の
自
転
車
を
路
線
バ
ス
に
見
立
て

て
巡
っ
て
は
、
近
所
の
オ
リ
ジ
ナ

ル
バ
ス
路
線
図
を
作
っ
て
い
ま
し

た
。
台
地
に
建
っ
て
い
る
服
部
さ

ん
の
お
宅
の
前
だ
と
「
服
部
台
」

と
か
、
坂
の
上
に
あ
る
山
崎
さ
ん

の
お
宅
の
前
あ
た
り
は
「
山
崎
坂

上
」
と
か
、
他
人
の
お
宅
の
表
札

か
ら
勝
手
に
架
空
の
バ
ス
停
の
名

前
を
つ
け
て
ね
（
笑
）。

　も
と
も
と
地
図
を
見
る
の
が
好

き
で
、
地
図
を
拠
り
所
に
そ
の
時

代
を
記
録
し
て
い
く
み
た
い
な
こ

と
に
熱
中
し
て
い
ま
し
た
。
小
学

校
３
、４
年
生
の
頃
は
お
小
遣
い

で
新
宿
区
の
地
図
を
買
っ
て
、
掲

載
さ
れ
て
い
る
バ
ス
路
線
図
に
、

実
際
に
バ
ス
に
乗
っ
て
知
っ
た
バ

ス
停
の
名
を
書
き
込
ん
で
い
ま
し

た
。
地
図
の
バ
ス
路
線
図
っ
て
結

構
停
留
所
の
表
記
が
抜
け
落
ち
て

る
ん
で
す
（
笑
）。
そ
う
い
う
の

を
自
分
で
見
つ
け
る
の
が
楽
し
い

ん
で
す
よ
。

　そ
う
し
た
地
図
と
記
録
の
楽
し

み
の
延
長
に
、
い
ま
の
散
歩
や
街

歩
き
が
あ
る
感
じ
で
す
ね
。

　い
ま
街
歩
き
や
散
歩
の
番
組
な

ど
が
流
行
っ
て
い
ま
す
し
、
僕
も

そ
う
い
う
本
を
書
い
て
い
ま
す

が
、
僕
の
場
合
、
い
ま
あ
る
も
の

が
将
来
無
く
な
っ
て
し
ま
う
か
ら

記
録
し
て
お
き
た
い
と
い
う
意
識

が
子
ど
も
の
頃
か
ら
あ
り
ま
し
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た
。
要
す
る
に
無
く
な
っ
て
し

ま
っ
た
も
の
を
時
が
経
っ
て
か
ら

な
が
め
る
の
が
好
き
な
ん
で
す

ね
。
無
く
な
ら
な
い
と
そ
う
い
う

面
白
さ
は
生
ま
れ
な
い
か
ら
、
ほ

と
ん
ど
街
並
み
に
変
化
が
無
い

ヨ
ー
ロ
�
パ
の
人
な
ん
か
に
は
わ

か
り
に
く
い
セ
ン
ス
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。

街
の
さ
ま
ざ
ま
な

対
比
の
先
に

見
え
て
く
る
も
の

　東
京
は
歩
い
て
い
る
と
意
外
に

崖
と
か
坂
と
か
起
伏
の
あ
る
地
形

が
多
い
の
が
わ
か
る
。
人
間
と
い

う
の
は
、
見
え
な
い
先
に
何
か
見

え
て
く
る
こ
と
を
本
能
的
に
面
白

が
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
思
う
。
だ

か
ら
崖
と
か
坂
の
先
を
見
よ
う
と

し
た
が
る
ん
で
す
よ
。

　い
ま
の
事
務
所
の
近
く
に
政
治

家
や
財
界
人
の
お
屋
敷
が
並
ぶ
高

級
住
宅
街
が
あ
る
ん
で
す
が
、
屋

敷
街
の
際
に
細
長
い
谷
が
続
い
て

い
ま
し
て
ね
。
70
年
代
の
住
宅
地

図
を
見
る
と
そ
の
谷
の
と
こ
ろ
に

小
さ
な
商
店
街
が
あ
っ
て
、
銭
湯

の
表
示
も
見
ら
れ
る
。
そ
う
い
う

場
所
の
銭
湯
と
い
う
の
は
、
そ
そ

ら
れ
ま
す
よ
ね
。

　港
区
の
元
麻
布
と
か
裏
の
方
に

行
く
と
古
い
洋
館
や
細
い
路
地
な

ど
が
残
っ
て
い
ま
す
し
、
田
町
の

芝
浦
側
に
も
船
溜
ま
り
み
た
い
な

と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
バ
ラ
�
ク
建

て
の
古
い
船
宿
が
並
ぶ
一
角
が
あ

り
ま
す
。
品
川
あ
た
り
も
そ
う
い

う
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
ね
。
そ
こ

か
ら
高
層
ビ
ル
群
を
眺
め
る
ん
で

す
。
だ
か
ら
、
昔
な
が
ら
の
古
い

景
観
と
現
在
の
街
と
の
コ
ン
ト
ラ

ス
ト
も
面
白
い
。

謎
解
き
も

街
歩
き
の
醍
醐
味

　　街
を
歩
く
時
は
そ
の
場
所
の
歴

史
な
ん
か
を
知
っ
て
お
く
の
も
い

い
と
思
い
ま
す
。
た
だ
ど
こ
ま
で

調
べ
て
お
く
の
が
い
い
か
は
微
妙

で
す
ね
。
発
見
と
か
感
動
が
無
く

な
っ
て
し
ま
う
の
で
。
あ
え
て
知

ら
ず
に
歩
く
の
も
い
い
と
思
い

ま
す
。

　僕
は
学
生
時
代
に
広
告
研
究

会
に
い
た
こ
と
も
あ
る
の
で
、

結
構
看
板
が
気
に
な
る
ん
で
す
。

そ
う
い
う
テ
ー
マ
を
持
つ
の
も

い
い
で
し
�
う
ね
。
看
板
で
そ

の
地
域
の
産
業
史
み
た
い
な
の

が
わ
か
っ
た
り
も
す
る
。
た
と

え
ば
、
か
つ
て
花
街
だ
っ
た
街

に
古
い
三
味
線
屋
が
残
っ
て
い

た
り
ね
。

　以
前
、
自
宅
が
あ
る
杉
並
区

の
川
沿
い
を
自
転
車
で
走
っ
て

い
た
ら
、
屋
外
駐
車
場
で
「
ゲ

ル
ン
ジ
ー
駐
車
場
」
と
い
う
看

板
を
見
つ
け
た
ん
で
す
。「
ゲ
ル

ン
ジ
ー
っ
て
な
ん
だ
ろ
う
」
と

気
に
な
っ
て
昔
の
住
宅
地
図
で

調
べ
て
み
た
ら
、
昭
和
30

年
代
ま
で
そ
の
場

所
は
牧
場
だ
っ

た
ら
し
く
、

そ
こ
で
乳
牛

の
「
ガ
ン
ジ
ー

種
」
を
飼
っ
て

い
た
。
そ
の
ガ
ン

ジ
ー
を
ど
う
や
ら
ド
イ
ツ
語
読

み
を
し
た
の
が
「
ゲ
ル
ン
ジ
ー
」

ら
し
い
ん
で
す
。
謎
の
ゲ
ル
ン

ジ
ー
看
板
か
ら
昭
和
の
牧
場
ま

で
辿
り
着
い
た
、
自
分
の
街
歩

き
史
で
は
結
構
大
き
い
出
来
事

で
し
た
ね
。

東
京
の

市
町
村
部
の
散
歩
は

未
開
の
宝
庫

　前
に
は
多
摩
郊
外

を
散
歩
す
る
連
載
を

や
っ
て
い
て
、
昨
年

末
に
﹃
東
京
23

区
外
さ
ん
ぽ
﹄
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東
京
は
変
わ
っ
て

く
か
ら
、

街
歩
き
が
面
白

と
い
う
本
と
し
て
ま
と
ま
っ
た
ん

で
す
け
ど
、
東
京
の
市
町
村
部
っ

て
あ
ま
り
出
か
け
て
な
か
っ
た
か

ら
面
白
か
っ
た
で
す
よ
。
た
と
え

ば
あ
き
る
野
市
の
日
の
出
町
に
あ

る
羽は

ぶ生
と
い
う
集
落
で
は
羽
生
さ

ん
と
い
う
一
族
の
方
が
明
治
時
代

か
ら
ず
っ
と
卒
塔
婆
を
つ
く
っ
て

い
る
ん
で
す
が
、
立
派
な
お
宅
の

裏
に
卒
塔
婆
が
た
く
さ
ん
並
ん
で

い
る
工
場
が
あ
っ
て
、「
そ
ん
な

と
こ
ろ
が
あ
る
ん
だ
⋮
⋮
！
」
と

思
い
ま
し
た
ね
。

　一
方
、
都
市
部
の
ほ
う
で
は
古

い
家
並
み
が
取
り
壊
さ
れ
て
ビ
ル

に
変
わ
っ
て
い
る
。
で
も
古
い
街

並
み
が
な
く
な
る
こ
と
に
関
し
て

僕
は
結
構
肯
定
派
な
ん
で
す
よ
。

銀
座
の
松
坂
屋
が
な
く
な
っ
て

G
I
N
Z
A
 S
I
X
に
変
わ
っ

た
と
き
も
、
工
事
中
に
そ
れ
ま
で

見
え
て
い
な
か
っ
た
裏
の
景
色
が

見
え
た
り
し
て
、
そ
れ
は
そ
れ
で

面
白
か
っ
た
。
下
北
沢
な
ん
か
も

そ
う
で
す
ね
。
駅
前
マ
ー
ケ
�
ト

が
無
く
な
っ
て
更
地
に
な
っ
て
向

こ
う
側
ま
で
見
渡
せ
る
。
一
時
的

な
街
の
景
色
を
記
録
し
て
お
く
の

も
い
い
で
す
よ
。

新
し
い
発
見
が
連
続
の

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス

路
線
の
風
景

　散
歩
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
く
バ

ス
を
使
い
ま
す
が
、
近
頃
よ
く
利

用
し
て
い
る
の
は
コ
ミ
�
ニ
テ
�

バ
ス
。
自
治
体
が
住
民
の
た
め
に

低
額
で
運
営
し
て
い
る
小
さ
な
バ

ス
で
す
。
ご
老
人
や
小
学
生
な

ど
の
利
用
を
考
え
て
路
線
を
決

め
て
い
る
か
ら
、
結
構
裏
道
を

通
る
ん
で
す
。
先
日
も
ス
カ
イ
ツ

リ
ー
の
下
か
ら
コ
ミ
�
ニ
テ
�
バ

ス
に
乗
っ
て
鐘
ヶ
淵
の
あ
た
り
ま

で
行
っ
た
ら
、
途
中
に
「
榎
本
武

揚
像
前
」
と
い
う
停
留
所
が
あ
っ

て
ね
。
歴
史
上
の
有
名
な
人
物
像

が
そ
ん
な
と
こ
ろ
に
あ
る
な
ん
て

全
然
知
ら
な
か
っ
た
。
コ
ミ
�
ニ

1956年東京都新宿区生まれ。中学から大学まで慶應義塾
に通う。卒業後出版社を経て、84年独立。若者文化や、
昭和のサブカルチャーなどを軸にしたマニアックなコラム
やエッセイを雑誌や新聞などで発表。幼い頃からの趣味で
ある街歩きや散歩などを活かした書籍を数多く手がけ、テ
レビやラジオのコメンテーターとしても活躍。10年ほど
前から早稲田大学エクステンションセンターの講座「東京
昭和観光」の講師を務めている。近著に「東京23区外さ
んぽ」（平凡社）、「大東京のらりくらりバス遊覧」（東京新
聞）、「東京いい道、しぶい道」（中公新書ラクレ）など。

 泉 麻人（いずみあさと） 氏

テ
�
バ
ス
は
そ
う
い
う
意
外
な
発

見
が
あ
っ
た
り
、
聞
い
た
こ
と
が

な
い
よ
う
な
公
園
が
バ
ス
停
の
名

前
に
な
っ
て
い
た
り
し
て
、
そ
う

い
う
出
会
い
は
愉
快
で
す
ね
。

聞
こ
え
て
く
る
会
話
で

文
化
の
違
い
を
楽
し
む

　散
歩
や
街
歩
き
の
楽
し
み
は

い
ろ
い
ろ
だ
と
思
い
ま
す
が
、
喫

茶
店
な
ん
か
に
入
っ
て
、
聞
こ
え

て
く
る
地
元
の
人
の
会
話
に
耳

を
傾
け
る
の
も
お
も
し
ろ
い
。
基

本
的
に
話
し
か
け
る
こ
と
は
せ

ず
、
そ
ば
で
そ
の
人
た
ち
の
何

気
な
い
会
話
を
聞
い
て
楽
し
む

ん
で
す
。
そ
の
街
の
文
化
み
た

い
な
も
の
も
わ
か
っ
た
り
し
ま
す

し
、
と
く
に
下
町
は
そ
の
色
が
濃

い
。
一
度
、
北
千
住
の
日
光
街
道

沿
い
の
商
店
街
を
歩
い
て
い
た
ら
、

僕
だ
っ
て
こ
と
は
知
ら
な
い
の
に

い
ろ
ん
な
人
が
話
し
か
け
て
く

る
。
庶
民
的
な
街
っ
て
こ
う
い
う

こ
と
か
な
と
実
感
し
ま
し
た
。
聞

い
て
い
る
と
品
川
を
結
構
敵
視
し

て
い
た
り
し
て
（
笑
）。
宿
場
町

同
士
の
プ
ラ
イ
ド
が
あ
る
ん
じ
�

な
い
で
し
�
う
か
。 

　東
京
に
は
こ
れ
か
ら
も
ど
ん
ど

ん
外
国
人
や
地
方
の
人
た
ち
が

や
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
が
、
お

す
す
め
す
る
な
ら
、
東
京
の
市
町

村
部
。
面
白
い
発
見
が
ま
だ
ま
だ

あ
り
そ
う
で
す
し
、
都
心
の
混
雑

も
緩
和
さ
れ
て
い
い
ん
じ
�
な
い

で
し
�
う
か
（
笑
）。
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アクセス

「
招
き
猫
」
発
祥
の
地
と
さ
れ
る
の

が
世
田
谷
・
豪
徳
寺
で
あ
る
こ
と
を

ご
存
知
で
す
か
？

江
戸
藩
邸
に
住
ん
で
い
た
井
伊
直

孝
が
鷹
狩
り
の
帰
り
に
こ
の
あ
た
り

を
通
り
が
か
っ
た
と
き
、
猫
が
自
分

を
招
い
て
い
る
よ
う
に
感
じ
て
門
内

に
入
る
と
天
気
が
急
変
し
、
猫
の
お

か
げ
で
雷
雨
を
ま
ぬ
が
れ
た
こ
と
に

喜
ん
で
、
猫
を
祀
っ
た
の
が
は
じ
ま

り
な
の
だ
そ
う
で
す
。

そ
の
後
井
伊
氏
の
菩
提
寺
と
な
っ

た
こ
の
寺
の
境
内
や
周
辺
一
帯
に

あ
っ
た
の
が
、
世
田
谷
城
で
す
。
か

つ
て
は
豪
徳
寺
も
城
の
一
部
だ
っ
た

の
で
す
。

南
北
朝
時
代
、
関
東
に
勢
力
を
持
っ

て
い
た
奥
州
吉
良
氏
が
世
田
谷
の
土

地
を
拝
領
し
て
以
降
、
二
百
数
十
年

間
に
わ
た
り
こ
の
一
帯
は
吉
良
氏
の

本
拠
地
と
し
て
使
わ
れ
、
吉
良
氏
は

世
田
谷
吉
良
殿
と
も
呼
ば
れ
ま
し
た
。

し
か
し
天
正
十
八
（
１
５
９
０
）
年

に
豊
臣
秀
吉
が
小
田
原
征
伐
を
行
っ

た
際
、
北
条
一
門
だ
っ
た
吉
良
氏
の

世
田
谷
城
は
、
小
田
原
城
の
陥
落
後
、

豊
臣
側
に
接
収
さ
れ
廃
城
と
な
っ
て

し
ま
い
ま
し
た
。

本
城
も
、
現
在
豪
徳
寺
の
南
東
に

あ
る
世
田
谷
城
址
公
園
付
近
に
一
部

を
残
す
に
と
ど
め
て
い
ま
す
が
、
林

の
中
ま
で
足
を
進
め
る
と
、
空
堀
・

土
塁
が
そ
の
面
影
を
残
し
て
い
ま
す
。

豪
徳
寺
の
近
く
に
あ
る
吉
良
家
の

菩
提
寺
・
勝
光
院
に
は
吉
良
墓
所
が
あ

り
、
一
族
を
し
の
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
。

奥
州
吉
良
一
族
の
居
館
は
閑
静
な
住
宅
街
の
中
に
あ
っ
た

世
田
谷
城

東京の城

勝光院　吉良墓所

世田谷城址公園。子どもたちが遊ぶ遊具のすぐそばに、
世田谷城の名残を見ることができる

豪徳寺

東
京
に
は
、
一
番
有
名
で
あ
る
江
戸
城
だ
け
で
は
な

く
、
か
つ
て
は
多
く
の
城
が
あ
り
ま
し
た
。
歴
史
に

さ
ま
ざ
ま
な
ド
ラ
マ
を
残
し
た
城
は
、
今
も
わ
た
し

た
ち
の
暮
ら
し
の
片
隅
に
ひ
っ
そ
り
と
そ
の
面
影
を

残
し
て
い
ま
す
。
う
っ
か
り
見
過
ご
し
て
し
ま
い
そ

う
な
そ
の
佇
ま
い
に
ふ
と
足
を
止
め
て
、
歴
史
の
舞

台
に
思
い
を
馳
せ
て
み
る
と
、
い
つ
も
の
風
景
が
少

し
違
っ
て
見
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
　

 

●東京都世田谷区豪徳寺 2-14-1 ●東急世田谷線「宮の坂」駅徒歩 5 分・
「上町」駅徒歩 10 分

6

アクセス
●東京都八王子市元八王子町 3 ● JR「 高尾」駅北口から西東京バス「霊園前・
八王子城跡入口」下車、徒歩約15 分（土・日・祝のみ「八王子城跡」行きあり）

八
王
子
城
は
、小
田
原
北
条
氏
三
代
・

氏
康
の
三
男
・
氏
照
が
築
い
た
山
城
で

す
。本

城
で
あ
る
小
田
原
城
の
支
城
と

し
て
、
関
東
の
西
に
位
置
す
る
軍
事

上
の
重
要
拠
点
で
し
た
。

山
の
複
雑
な
地
形
を
活
か
し
た
城

郭
の
構
想
が
あ
ま
り
に
壮
大
で
あ
っ

た
た
め
、
天
正
十
八
（
１
５
９
０
）
年
、

小
田
原
征
伐
の
一
環
で
秀
吉
の
軍
勢
に

攻
め
ら
れ
落
城
し
た
時
に
は
未
完
成

で
あ
っ
た
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

北
条
家
内
で
の
信
頼
が
厚
か
っ
た
氏

照
は
本
城
か
ら
全
軍
を
指

揮
す
る
立
場
に
あ
り
、
八

王
子
城
は
家
臣
に
任
せ
て

い
ま
し
た
。
八
王
子
城
は
人

を
寄
せ
付
け
に
く
い
造
り

で
あ
っ
た
上
に
当
時
と
し
て

は
進
ん
だ
戦
術
を
採
用
し

て
い
た
の
で
す
が
、
秀
吉
軍

が
攻
め
入
っ
た
と
き
に
は

数
少
な
い
城
兵
し
か
残
っ

て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
こ
の
戦
の
敗
因

に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

落
城
も
間
近
に
な
っ
た
と
き
、
氏
照

の
正
室
を
は
じ
め
と
す
る
城
内
に
残
っ

た
人
た
ち
は
自
刃
、
あ
る
い
は
御
主
殿

の
滝
に
身
を
投
げ
ま
し
た
。
そ
の
た
め

か
滝
は
三
日
三
晩
血
に
染
ま
り
、
城
の

ふ
も
と
の
村
で
は
城
山
か
ら
の
川
の
水

で
米
を
炊
く
と
米
が
赤
く
染
ま
る
ほ

ど
で
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

現
在
こ
の
地
で
先
祖
供
養
の
た
め

に
米
を
小
豆
の
汁
で
炊
い
た
「
あ
か
ま

ん
ま
」
を
食
す
の
は
、
こ
の
逸
話
が
も

と
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

北
条
氏
に
と
っ
て
最
も
辛
い
戦
い
の
舞
台
と
な
っ
た
城

東京の城

八
王
子
城

本丸跡　山頂には平地が少なかったため
天守閣は無かったといわれている

御主殿の滝

御主殿（居館）跡

歴史探訪
History Explorations
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配偶者が住み
慣れた自宅建
物等に居住す
る権利の創設

配偶者短期居住権

短期的な居住保護

配偶者居住権

長期的な居住保護

①自宅土地建物　
　３,000万円

②預貯金　　　　
　２,000万円

被相続人 妻

子

相続財産

　
配
偶
者
の
居
住
を
保
護
す
る

　
た
め
の
相
続
法
改
正

　改
正
相
続
法
は
、
配
偶
者
の
死

亡
に
よ
り
残
さ
れ
た
他
方
配
偶
者

の
生
活
へ
の
配
慮
と
い
う
こ
と
を

改
正
の
一
つ
の
目
的
と
し
て
い
ま

す
。
そ
こ
で
、
被
相
続
人
が
所
有

す
る
建
物
に
居
住
し
て
い
た
配
偶

者
が
、
相
続
開
始
後
も
住
み
慣
れ

た
自
宅
建
物
等
に
一
定
期
間
は
引

き
続
き
居
住
す
る
権
利
を
認
め
る

と
い
う
改
正
が
な
さ
れ
ま
し
た
。

配
偶
者
の
居
住
を
短
期
的
に
保

護
す
る
制
度
と
し
て
「
配
偶
者
短

期
居
住
権
」、
配
偶
者
の
居
住
を

長
期
的
に
保
護
す
る
制
度
と
し
て

「
配
偶
者
居
住
権
」
と
い
う
二
つ

の
制
度
が
新
た
に
設
け
ら
れ
ま
し

た
。

　
総
務
省
の
統
計
に
よ
る
と
、
日

本
で
は
65
歳
以
上
の
高
齢
者
人
口

が
２
０
２
０
年
に
は
約
３
６
０
０
万

人
を
超
え
る
と
の
こ
と
で
す
。
そ
ん

な
な
か
、
２
０
１
８
年
に
相
続
法
が

改
正
さ
れ
、「
配
偶
者
居
住
権
」
に

関
す
る
法
案
が
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　
住
み
慣
れ
た
家
に
住
み
続
け
る
た

め
に
、
果
た
し
て
配
偶
者
居
住
権
は

私
た
ち
の
暮
ら
し
に
ど
の
よ
う
な
影

響
を
与
え
る
の
で
し
ょ
う
か
。
将
来
夫

婦
で
家
を
建
て
る
方
や
、
こ
れ
か
ら
の

相
続
が
不
安
な
方
に
は
ぜ
ひ
、
読
ん

で
い
た
だ
き
た
い
ト
ピ
ッ
ク
で
す
。

 

「
配
偶
者
居
住
権
」
は
残
さ
れ
た

配
偶
者
が
「
住
む
場
所
」
と
「
生

活
す
る
資
金
」
を
相
続
し
、
生
活

に
困
ら
な
い
よ
う
に
優
遇
す
る
た

め
の
権
利
を
規
定
す
る
も
の
で
す

が
、
一
方
で
デ
メ
リ
ッ
ト
も
生
ま

れ
て
き
ま
す
。

新しくできた
         住み慣れた家に住み続けるために  

「配偶者居住権」
  とは？？ 弁護士　江口 正夫
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■
配
偶
者
短
期
居
住
権
の

　
成
立
要
件

　設
定
行
為
は
不
要
で
す
。
配
偶

者
が
被
相
続
人
所
有
建
物
に
相

続
開
始
時
に
無
償
で
居
住
し
て
い

た
場
合
に
は
当
然
に
認
め
ら
れ
る

権
利
で
す
。
た
だ
し
、
配
偶
者
が

相
続
欠
格
事
由
（
故
意
に
被
相
続

人
等
を
死
亡
さ
せ
る
等
、
相
続
人

と
し
て
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い

事
由
）
に
該
当
し
、
ま
た
は
廃
除 

（
被
相
続
人
に
対
し
虐
待
や
侮
辱

を
与
え
る
等
に
よ
り
相
続
財
産
を

受
け
る
資
格
を
被
相
続
人
の
意
思

に
よ
り
喪
失
さ
せ
る
こ
と
）
に
よ

り
相
続
権
を
失
っ
た
と
き
は
、
配

偶
者
短
期
居
住
権
は
認
め
ら
れ
ま

せ
ん
。

■
配
偶
者
短
期
居
住
権
の
期
間

　配
偶
者
短
期
居
住
権
は
、
遺
産

分
割
協
議
に
よ
り
居
住
建
物
の
所

有
者
が
確
定
す
る
日
か
、
相
続
開

始
の
時
か
ら
６
ヵ
月
を
経
過
す
る

日
の
う
ち
、
い
ず
れ
か
遅
い
日
ま

で
認
め
ら
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
配

偶
者
が
相
続
を
放
棄
し
た
り
、
あ

る
い
は
被
相
続
人
が
居
住
建
物
を

第
三
者
に
遺
贈
し
た
場
合
な
ど
、

配
偶
者
が
遺
産
分
割
協
議
に
参
加

し
な
い
と
き
は
居
住
建
物
を
取
得

し
た
者
か
ら
明
渡
請
求
を
受
け
た

日
か
ら
６
ヵ
月
は
配
偶
者
短
期
居

住
権
が
認
め
ら
れ
ま
す
。

■
配
偶
者
居
住
権
の
成
立
要
件

　配
偶
者
の
居
住
を
長
期
的
に
保

護
す
る
配
偶
者
居
住
権
は
、
配
偶

者
短
期
居
住
権
と
は
異
な
り
、
特

別
の
設
定
行
為
が
必
要
で
す
。
配

偶
者
居
住
権
は
、
配
偶
者
が
被
相

続
人
所
有
建
物
に
相
続
開
始
時
に

居
住
し
て
い
た
場
合
に
、
①
遺
産

の
分
割
に
よ
り
配
偶
者
居
住
権
を

取
得
す
る
と
決
め
ら
れ
た
と
き
、

②
被
相
続
人
が
配
偶
者
に
配
偶
者

居
住
権
を
遺
贈
し
た
と
き
、
③
被

相
続
人
が
配
偶
者
と
の
間
で
配
偶

者
居
住
権
を
死
因
贈
与
す
る
契
約

を
し
た
と
き
、
④
家
庭
裁
判
所
の

審
判
で
認
め
ら
れ
た
と
き
に
居
住

建
物
の
全
部
に
つ
い
て
、
無
償
で

居
住
す
る
こ
と
が
で
き
る
「
配
偶

者
居
住
権
」
を
取
得
す
る
こ
と
が

定
め
ら
れ
ま
し
た
。

■
配
偶
者
居
住
権
の
権
利
内
容

【
１
】
配
偶
者
居
住
権
の
範
囲

　配
偶
者
は
、
建
物
の
一
部
に
居

住
し
て
い
た
場
合
で
も
、
建
物
の

全
部
に
配
偶
者
居
住
権
が
認
め
ら

れ
ま
す
。

【
２
】
配
偶
者
居
住
権
の
期
間

　原
則
と
し
て
、
配
偶
者
居
住
権

は
、
配
偶
者
が
生
き
て
い
る
間
は

認
め
ら
れ
ま
す
。
例
外
と
し
て
、

遺
産
分
割
協
議
や
遺
言
、
家
庭
裁

判
所
の
審
判
に
別
段
の
定
め
が
あ

る
場
合
は
そ
の
定
め
た
期
間
に
よ

り
ま
す
。

【
３
】
配
偶
者
居
住
権
と
登
記

　配
偶
者
居
住
権
は
、
こ
れ
を
登

記
し
た
と
き
は
、
居
住
建
物
に
つ

い
て
物
権
を
取
得
し
た
者
そ
の
他

の
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

配
偶
者
短
期
居
住
権

配
偶
者
居
住
権

9



ⅰ）現行法のもとで起こり得る事態

ⅱ）改正相続法の配偶者居住権 (仮の所有権価額の 1/2 とする )を利用する

たとえば
…

遺産総額
5,000万円

　妻の取得分　配偶者居住権　　　　　1,500 万円
　　　　　　　預貯金　　　　　　　　1,000 万円

　子の取得分　配偶者居住権付所有権　1,500 万円
　　　　　　　預貯金　　　　　　　　1,000 万円

遺産総額　
5,000万円

　妻の相続分　　2,500 万円
　子の相続分　　2,500 万円

遺産総額
5,000万円

　妻の取得分　自宅の土地建物 3,000 万円
　　　　　　　相続分を超えるので代償金−500 万円

　子の取得分　預貯金 2,000 万円
　　　　　　　母親から受ける代償金　500 万円

配偶者は住む場所は確保できるが、老後の生活資金が不足するおそれがある

■
配
偶
者
居
住
権
の
注
意
点

【
１
】
配
偶
者
居
住
権
は
譲
渡
禁
止

　配
偶
者
居
住
権
は
、
譲
渡
が
禁

止
さ
れ
て
い
ま
す
。し
た
が
っ
て
、

配
偶
者
が
、
配
偶
者
居
住
権
を
取

得
し
た
後
、
施
設
に
入
居
す
る
こ

と
と
な
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、

配
偶
者
居
住
権
を
売
却
し
て
、
施

設
入
所
費
用
に
充
て
る
こ
と
は
出

来
ま
せ
ん
。

【
２
】
配
偶
者
の
費
用
負
担

　配
偶
者
は
居
住
建
物
の
通
常
の

必
要
費
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
、
配
偶
者

は
居
住
建
物
の
固
定
資
産
税
を
負

担
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

【
３
】
配
偶
者
居
住
権
の
評
価

　法
制
審
議
会
資
料
で
は
、
配
偶

者
の
平
均
余
命
を
も
と
に
法
定
利

率
に
よ
る
複
利
現
価
率
で
割
り
戻

す
方
法
で
、
配
偶
者
居
住
権
の
評

価
額
を
求
め
る
方
法
が
例
示
さ
れ

て
い
ま
す
。

妻が自宅土地建物を相続すると……

自宅土地建物が3,000万円、
預貯金が 2,000 万円の相続
財産を、妻と子で分けた場合

�配偶者居住権の活用により、配偶者は自宅の居住を確保しつつ、他の金融資産等
も相続することが可能になり、老後の生活の安定化を図ることが可能になる

配偶者居住権のメリット
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法務省資料による配偶者居住権の簡易な評価方法
─平成 29年 3月 28日第 19回部会会議資料より

参 考

簡易な評価の考え方

建物敷地の現在価値 負担付所有権の価値

●同年齢の夫婦が 35歳で自宅（木造）を建築
●妻が 75歳の時に夫が死亡
●その時点での土地建物の価値は 4,200 万円＊
＊東京近郊（私鉄で中心部まで約 15分、駅徒歩数分）の実例（敷地面積 90平米、
　木造２階建て、４ＤＫ+Ｓ、築 40年）を参考に作成）

建物敷地の現在価値
＝ 4,200 万円

負担付所有権の価値
＝ 2,700 万円 1,500 万円

終身の間（平均余命を前提に計算）
の配偶者居住権を設定したものと
して計算。この場合、配偶者居住
権の価値は 1,500 万円となり、約
35％にその価値を圧縮することが
できる

●�税務評価も基本的に同じ考え方を採用
●�残存配偶者の平均余命をもとに法定利率による複利現価率で割り戻す

●平均余命
男 女

50 歳 32.54 38.21
55 歳 28.02 33.53
60 歳 23.67 28.91
65 歳 19.55 24.38
70 歳 15.72 19.98
75 歳 12.14 15.76
80 歳 8.92 11.82
85 歳 6.27 8.39

単位：年

事 例

配偶者居住権
の価値

平成 28年度簡易生命表より抜粋

配偶者居住権
の価値
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公
的
リ
バ
ー
ス
モ
ー
ゲ
ー
ジ
制
度

人
生
１
０
０
年
時
代
と
い
わ
れ
る
な
か
、
気

に
な
る
の
は
老
後
生
活
資
金
で
す
。
生
活

費
に
、
次
世
代
の
サ
ポ
ー
ト
に
、
果
た
し
て
い
く

ら
か
か
る
の
か

―
。

　そ
こ
で
注
目
を
集
め
て
い
る
の
が
「
リ
バ
ー
ス

モ
ー
ゲ
ー
ジ
」
で
す
。
リ
バ
ー
ス
モ
ー
ゲ
ー
ジ
と

は
、
持
ち
家
を
担
保
に
、
そ
こ
に
住
み
続
け
な
が

ら
金
融
機
関
な
ど
か
ら
融
資
を
受
け
た
り
、
一
旦

金
融
機
関
に
売
却
し
た
後
、
賃
貸
と
し
て
住
み
続

け
た
り
す
る
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
仕
組
み
を
持
つ
、

主
に
シ
ニ
ア
世
代
向
け
の
制
度
で
す
。

　そ
の
一
つ
に
各
自
治
体
の
社
会
福
祉
協
議
会
が

扱
う
「
不
動
産
担
保
型
生
活
資
金
」
と
い
う
公
的

リ
バ
ー
ス
モ
ー
ゲ
ー
ジ
制
度
が
あ
る
の
を
ご
存
じ

で
し
ょ
う
か
。

　具
体
的
な
お
話
を
社
会
福
祉
法
人
東
京
都
社
会

福
祉
協
議
会
に
伺
い
ま
し
た
。

社
会
福
祉
協
議
会
を

窓
口
と
し
た

社
会
福
祉
制
度
と
し
て
の

リ
バ
ー
ス
モ
ー
ゲ
ー
ジ

　
不
動
産
担
保
型
生
活
資
金
は
、
住

ん
で
い
る
自
己
所
有
の
不
動
産
を
担

保
に
、
低
所
得
者
の
高
齢
者
世
帯
に

生
活
資
金
と
し
て
貸
し
付
け
る
制
度

で
す
。
事
業
そ
の
も
の
は
厚
生
労
働

省
の
「
生
活
福
祉
資
金
貸
付
制
度
」

の
枠
で
行
な
っ
て
い
る
の
で
、
都
道

府
県
や
市
町
村
が
行
う
住
宅
ロ
ー
ン

な
ど
と
違
い
、
福
祉
制
度
の
一
環
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　
窓
口
は
全
国
の
都
道
府
県
社
会
福

祉
協
議
会
の
委
託
契
約
を
受
け
た
区

市
町
村
の
社
会
福
祉
協
議
会
で
す
。

　
こ
の
リ
バ
ー
ス
モ
ー
ゲ
ー
ジ
事
業

が
国
の
通
知
で
開
始
さ
れ
た
の
は

２
０
０
２
年
度
で
、
東
京
都
の
場
合

は
２
０
０
３
年
度
か
ら
。
も
と
も
と

こ
の
制
度
は
戦
後
の
復
興
期
の
防
貧

人生

100年時
代

知っているようで知らない
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65歳以上
の世帯構成員

土地評価額
1500万円以上の
戸建て住宅

月額 30万円
以内の生活費

貸付額には
利子が必要

公
的
リ
バ
ー
ス
モ
ー
ゲ
ー
ジ
制
度

政
策
の
一
環
と
し
て
１
９
５
５
年
に

始
ま
っ
た
歴
史
あ
る
制
度
で
す
。
そ

の
後
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
変
化
に
応
じ

て
制
度
改
正
等
を
重
ね
、
こ
の
制
度

の
一
つ
の
資
金
と
し
て
不
動
産
担
保

型
生
活
資
金
が
創
設
さ
れ
て
い
ま

す
。

貸
付
限
度
額
は

土
地
評
価
額
の
70
％
、

月
額
は
貸
付
対
象
者
の

平
均
余
命
も
考
慮

　
民
間
の
リ
バ
ー
ス
モ
ゲ
ー
ジ
制
度

と
は
基
本
的
に
変
わ
り
ま
せ
ん
が
、

大
き
な
違
い
を
挙
げ
る
と
す
る
と
、

対
象
の
世
帯
構
成
員
が
原
則
65
歳
以

上
で
あ
る
こ
と
と
、
土
地
評
価
額
が

１
５
０
０
万
円
以
上
の
原
則
戸
建
て

住
宅
と
な
り
、
マ
ン
シ
ョ
ン
な
ど
の

集
合
住
宅
は
対
象
と
な
ら
な
い
こ
と

で
す
。
ま
た
対
象
不
動
産
は
原
則
土

地
と
建
物
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
上

モ
ノ
で
あ
る
建
物
は
評
価
さ
れ
ま
せ

ん
。
土
地
評
価
額
は
不
動
産
鑑
定
士

が
行
い
、
概
ね
70
％
が
貸
付
限
度
額

と
な
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
評
価
額

が
高
け
れ
ば
当
然
、
月
々
の
貸
付
額

も
大
き
く
な
っ
て
い
き
ま
す
が
、
限

度
額
が
決
ま
っ
て
お
り
、
月
額
30
万

円
以
内
の
生
活
費
と
な
り
ま
す
。

月
々
の
貸
付
額
は
、
月
々
い
く
ら
必

要
か
と
い
う
本
人
の
希
望
や
、
毎
月

の
生
活
費
の
収
支
状
況
を
確
認
し
、

そ
の
上
で
平
均
余
命
な
ど
を
も
と
に

勘
案
さ
れ
ま
す
。
平
均
〝
寿
命
〟
で

は
な
く
あ
く
ま
で
平
均
〝
余
命
〟
で

す
か
ら
、
65
歳
で
あ
れ
ば
、
65
歳
時

点
で
の
平
均
余
命
と
な
り
ま
す
し
、

80
歳
で
あ
れ
ば
80
歳
の
、
90
歳
で
あ

れ
ば
90
歳
の
平
均
余
命
で
計
算
す
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
不
動
産
担
保
型
生
活
資
金
は
貸
付

の
た
め
、
貸
付
額
に
は
利
子
が
つ
き

ま
す
。
率
は
年
率
３
％
か
長
期
プ
ラ

イ
ム
レ
ー
ト
の
い
ず
れ
か
低
い
方
が

適
用
さ
れ
ま
す
。
ま
た
土
地
を
所
有

し
て
暮
ら
し
て
い
る
の
で
、
毎
年
固

定
資
産
税
も
か
か
っ
て
き
ま
す
。

連
帯
保
証
人
の
設
定
が

原
則
必
要
、

申
請
か
ら
交
付
ま
で
は

最
低
６
ヵ
月
か
か
る

　
不
動
産
担
保
型
生
活
資
金
を
利
用

し
た
世
帯
は
全
国
で
２
０
１
７
年
度

は
約
２
４
０
件
、
う
ち
東
京
は
１
３

件
で
す
（
２
０
１
７
年
度
末
で
約

１
３
０
件
が
貸
付
中
）。
東
京
都
社

会
福
祉
協
議
会
の
福
祉
資
金
部
長
佐

藤
正
紀
さ
ん
に
よ
れ
ば
、「
だ
い
た

い
年
20
件
く
ら
い
の
利
用
が
あ
り
ま

す
」。
多
い
の
か
少
な
い
の
か
は
判

断
が
わ
か
れ
そ
う
で
す
が
、
条
件
に

合
っ
た
物
件
が
少
な
い
と
い
う
こ
と

も
あ
り
そ
う
で
す
。

　
担
保
物
件
に
は
根
抵
当
を
設
定
し

ま
す
が
、
他
の
担
保
設
定
が
あ
る
場

合
は
対
象
外
と
な
り
ま
す
。
ま
た
古

い
物
件
に
よ
っ
て
は
増
改
築
を
届
け

て
い
な
か
っ
た
り
す
る
場
合
も
あ

り
、
そ
の
場
合
は
増
築
登
記
か
ら
行

う
必
要
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
ほ
か
借

受
人
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
の
返
済
を

想
定
し
、
推
定
相
続
人
の
う
ち
か
ら

連
帯
保
証
人
を
事
前
に
設
定
す
る
必

要
も
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
相
続
人
が
い
な
い
場
合
な
ど

は
、
相
続
人
の
調
査
を
し
た
う
え
で

相
続
財
産
管
理
人
を
選
任
す
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。
こ
う
し
た
手
続
き
を

含
め
る
と
申
請
か
ら
最
初
の
資
金
交

付
ま
で
は
お
よ
そ
６
ヵ
月
は
み
て
お

く
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

　
貸
付
限
度
額
に
達
し
た
場
合
は
貸

付
が
停
止
さ
れ
ま
す
。
た
だ
民
間
の

よ
う
に
そ
こ
で
売
却
さ
れ
て
し
ま
う

わ
け
で
は
な
く
、
住
み
続
け
る
こ
と

も
で
き
ま
す
（
限
度
額
到
達
以
降
も

利
子
は
発
生
し
ま
す
）。
た
だ
生
活

は
苦
し
く
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま

す
か
ら
、
場
合
に
よ
っ
て
は
生
活
保

護
な
ど
別
の
福
祉
制
度
に
つ
な
ぐ
な

ど
、
で
き
る
だ
け
生
活
を
支
援
す
る

よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
今
後
高
齢
化
が
進
め
ば
、
不
動
産

担
保
型
生
活
資
金
の
ニ
ー
ズ
は
増
え

て
い
く
で
し
ょ
う
。
気
に
な
っ
た
方

は
、
一
度
最
寄
り
の
区
市
町
村
の
社

会
福
祉
協
議
会
ま
で
問
い
合
わ
せ
る

こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。

人生

100年時
代
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支部名 該当行政区 電話番号

中央ブロック

千代田中央支部 千代田区、中央区 03-3293-0878
台東区支部 台東区 03-3876-4400
文京区支部 文京区 03-3818-1521
港区支部 港区、島しょ 03-3593-2241

城東ブロック

江東区支部 江東区 03-3636-5893
江戸川区支部 江戸川区 03-3654-0411
墨田区支部 墨田区 03-3622-1221
葛飾区支部 葛飾区 03-3602-6646
足立区支部 足立区 03-3889-2297
荒川区支部 荒川区 03-5855-0091

城南ブロック

品川区支部 品川区 03-3782-0177
大田区支部 大田区 03-3732-3871
目黒区支部 目黒区 03-3719-9910
世田谷区支部 世田谷区 03-5787-3751

城西ブロック

新宿区支部 新宿区 03-3361-7171
渋谷区支部 渋谷区 03-3797-3334
杉並区支部 杉並区 03-3311-4937
中野区支部 中野区 03-3387-5977

城北ブロック

豊島区支部 豊島区 03-3984-2977
北区支部 北区 03-5390-2202
板橋区支部 板橋区 03-3579-4900
練馬区支部 練馬区 03-3992-1248

多摩ブロック

武蔵野中央支部 武蔵野市、三鷹市、小金井市 0422-26-5891

北多摩支部 小平市、東村山市、西東京市、
清瀬市、東久留米市 042-467-3188

立川支部 立川市、東大和市、
武蔵村山市、昭島市 042-548-1251

国分寺国立支部 国分寺市、国立市 042-323-4900

西多摩支部 西多摩郡、青梅市、福生市、
あきる野市、羽村市 0428-24-1005

調布狛江支部 調布市、狛江市 042-482-1782
府中稲城支部 府中市、稲城市 042-333-8881
南多摩支部 日野市、多摩市 042-372-8620
八王子支部 八王子市 042-625-1341
町田支部 町田市 042-723-1351

東京都宅建協会は、
東京のまちづくりに貢献しています

●東京都宅建協会【32支部のご案内】  https://www.tokyo-takken.or.jp/shibu.html

●東京都宅建協会・32 支部電話番号

　公益社団法人東京都宅地建物取引業協会は、東京都内の約 1 万 5,500 名の 
不動産業者が加入する不動産業界団体です。本部と 32 支部があり、東京都・
各区市町村に協力して、住みやすいまちづくりに貢献しています。
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ハトマークフェアプレーカップ
「第 38 回東京都 4 年生サッカー大会」開催

専用電話

information

公益社団法人東京都宅地建物取引業協会は
不動産相談所を常時開設しています

　　　　　月曜日～金曜日（祝日は除く）午前10時～午後3時
※電話相談、来所相談。 来所相談の場合は午後2時までにお越しください。

　　　　　　　　　法律相談：第1・第3水曜日 午前10時～午後3時  ＊来所相談のみ
＊文書・メールでのご相談は受け付けておりません。＊相談日によっては電話がかかりにくい場合、
また来所していただいてもお待ちいただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

東京都宅建協会／全宅保証東京本部 不動産相談所のご案内
●アパートを貸すとき・借りるとき、マンションを売るとき・買うときなどの
相談に応じています。●弁護士による専門相談（予約制）も行っています。

東京都千代田区富士見 2-2-4��東京不動産会館 7階 03-3264-8000

一般相談

専門相談（予約制）

　恒例のハトマークフェアプレーカッ
プが６月22日、23日の２日間、府中
少年サッカー場で開催されました。
　東京都宅建協会が、この大会をサ
ポートするようになって９年目。本会
は、これからも将来を担う子供たちの
健全な育成の後押しをする方針です。　　　　　　
　同大会は、公益財団法人東京都サッ
カー協会・東京都少年サッカー連盟主
催、東京新聞・東京中日スポーツ共催
で実施。本会と東京都宅建協同組合
が協賛しています。

A グループ … リバティフットボールクラブ
B グループ … 東京 BIG スポーツ Jr.FC
C グループ … エルフシュリット品川 Jr.
Dグループ … 杉並アヤックスサッカークラブ U-12

フェアプレー賞
大会結果
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Spot1

Spot2

歌川広重「名所江戸
百景・四ッ谷内藤新宿」

東西に伸びた道には多くの旅
籠や茶屋が立ち並んでいた

大木戸周辺に流れる玉川上水は当時の江戸の水源
で、土手には桜が植えられた時期もあった

橋本貞秀「日光御街道千住宿日本無類楠橋杭之風景本願
寺行粧之図」　

東●京●景●観  

東京暮らし応援マガジン「Hato-san」Vol.5　2019年 7月10日発行
発行所　公益社団法人 東京都宅地建物取引業協会／公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会東京本部
発行人　瀬川信義　〒102-0071 東京都千代田区富士見 2-2-4 東京不動産会館
編集人　三ッ石孝司　TEL. 03-3264-7041　FAX. 03-3264-7047　http://www.tokyo-takken.or.jp/
©公益社団法人 東京都宅地建物取引業協会

2019

中央に「おくのほそ道」
で芭蕉が千住で詠んだ
句。「行春や 鳥啼魚の目
は泪」の記述部分がある

琳派の絵師・村越向栄
「四季草花人物図屏風」

宿場町
慶長6（1601）年、徳川家康は、日本全国を支配下におくために江戸
と各地を結ぶ基幹街道を整備しました。日本橋を基点とした東海道、
中山道、日光街道、奥州街道、甲州街道の五街道です。すべての五街
道には、適度な間隔をおいて宿場町が置かれ、参勤交代の際に使用す
る幕府公用の宿があっただけでなく、庶民の寺社巡りや温泉旅行のた
めの宿や物流の拠点などとして発展していきました。その土地特有の
街の活気は、宿場町の頃に培われたものだということがわかります。
昔の宿場町から今の街への変化を追ってみました。

　
千
住
宿
は
、
日
光
街
道
の
整
備
の
一
貫
と
し
て
寛
永
二

（
１
６
２
５
）
年
、千
住
大
橋
北
側
に
建
設
さ
れ
始
め
ま
し
た
。

　
水
運
が
交
わ
る
地
の
利
が
あ
っ
た
た
め
、
宿
場
町
と
し
て

だ
け
で
は
な
く
流
通
の
町
と
し
て
賑
わ
い
を
み
せ
ま
し
た
。

　
実
は
松
尾
芭
蕉
が
「
お
く
の
ほ
そ
道
」
へ
旅
立
っ
た
出
発

点
は
千
住
で
、
以
来
活
発
な
俳
諧
の
活
動
は
明
治
期
ま
で
引

き
継
が
れ
ま
し
た
。
十
九
世
紀
初
頭
に
は
千
住
河
原
町
の

文
化
人
と
江
戸
琳
派
の
文
化
人
と
の
交
流
が
盛
ん
だ
っ
た
た

め
、
岡
倉
天
心
・
横
山
大
観
な
ど
そ
の
後
の
新
た
な
時
代
の

文
化
人
た
ち
と
の
親
交
に
ま
で
広
が
っ
て
い
き
ま
す
。

　
千
住
宿
を
拠
点
に
活
躍
し
た
絵
師
た
ち
の
作
品
は
、
今
の

時
代
も
鮮
や
か
な
世
界
観
を
見
せ
て
く
れ
る
の
で
す
。

　
五
街
道
が
整
備
さ
れ
た
頃
、
こ
の
周
辺
に
は
宿
場
町
が
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
日
本
橋
か
ら
甲
州
街
道
の
最

初
の
宿
場
で
あ
る
高
井
戸
ま
で
は
四
里
ほ
ど
と
遠
く
離
れ
て

い
た
た
め
、
そ
の
中
間
地
点
に
新
し
く
作
ら
れ
た
の
が
こ
こ

内
藤
新
宿
で
す
。

　
信
州
高
遠
藩
主
・
内
藤
家
の
屋
敷
（
現
在
の
新
宿
御
苑
）

の
一
部
が
整
備
さ
れ
た
宿
場
の
範
囲
は
、
現
在
の
四
谷
四
丁

目
交
差
点
か
ら
、
新
宿
三
丁
目
交
差
点
ま
で
約
一
キ
ロ
。
こ

こ
に
は
人
だ
け
で
は
な
く
、
多
く
の
牛
馬
も
行
き
交
い
ま
し

た
。
現
在
の
新
宿
三
丁
目
の
交
差
点
は
当
時
は
丁
字
路
で
青

梅
街
道
と
甲
州
街
道
に
牛
馬
を
「
追
い
・
分
け
る
」
地
点
の

意
味
で
「
新
宿
追
分
」と
呼
ば
れ
、
そ
の
名
称
は
都
バ
ス
の

停
留
所
名（
伊
勢
丹・ビ
ッ
ク
ロ
前
）と
し
て
残
っ
て
い
ま
す
。

千
住
宿
（
せ
ん
じ
ゅ
し
ゅ
く
）

内
藤
新
宿
（
な
い
と
う
し
ん
じ
ゅ
く
）

流
通
だ
け
で
な
く
文
化
の
発
信
点
と
し
て
の
側
面
も

新
宿
の
賑
わ
い
は
江
戸
時
代
か
ら
続
い
て
い
る


