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青
梅
市
出
身
の
小
説

家
・
谷
津
矢
車
さ
ん

（
35
）
は
昨
年
10
月
、
生

ま
れ
故
郷
に
活
動
の
拠
点

を
移
し
た
。
こ
こ
５
年
ほ

ど
都
内
で
執
筆
し
て
い
た

が
、
家
族
の
死
を
き
っ
か

け
に
Ｕ
タ
ー
ン
。
青
梅
は

子
ど
も
の
こ
ろ
祖
父
母
と

テ
レ
ビ
の
時
代
劇
に
親
し

ん
だ
作
家
と
し
て
の
原
点

新
作
は
﹃
北
斗
の
邦
へ
翔
べ
﹄

の
地
で
も
あ
る
。

　

創
作
環
境
と
し
て
の
青

梅
を
「
東
京

か
ら
微
妙
に

遠
く
、
こ
ち

ら
に
来
た
か

ら
こ
そ
見
え

て
く
る
も
の

が
あ
る
は

ず
。
青
梅
の

魅
力
は
ぎ
ゅ

っ
と
都
会
が

詰
ま
っ
て
い

る
が
、
適
度

皮
む
く
と
歴
史
が
顔
を
出

す
」
と
評
価
。

　

帰
郷
の
翌
月
に
は
最
新

刊
も
発
売
さ
れ
た
。
箱
館

戦
争
を
舞
台
に
し
た
松
前

家
中
の
少
年
と
土
方
歳
三

の
物
語
『
北
斗
の
邦
へ
翔

ベ
』（
角
川
春
樹
事
務
所
）

で
あ
る
。「
五
稜
郭
で
土

方
を
撃
っ
た
の
は
松
前
藩

の
少
年
隊
士
ら
し
い
と
の

説
に
着
想
を
得
て
２
人
の

出
会
い
と
交
錯
す
る
運
命

を
描
い
た
」

　

青
梅
市
に
は
戦
中
・
戦

後
に
吉
川
英
治
氏
が
疎
開

し
て
い
た
。
小
説
を
書
く

と
き
「
住
ん
で
い
る
場
所

に
田
舎
。
史
蹟
や
資
料
も

か
な
り
残
っ
て
い
て
、
一

の
影
響
は
間
違
い
な
く
受

け
る
」と
い
う
谷
津
さ
ん
。

歴
史
小
説
の
分
野
で
は
誰

も
が
大
家
と
呼
ぶ
先
達
の

遺
風
を
、
彼
の
作
品
が
ど

う
受
け
継
ぐ
の
か
︙
︙
。

こ
れ
か
ら
の
仕
事
に
期
待

し
た
い
。

　

か
つ
て
多
摩
川
上
流
の
青
梅
以
西
は

青
梅
林
業
地
と
呼
ば
れ
、
江
戸
に
足
場

丸
太
を
供
給
し
て
い
た
。
そ
し
て
令
和

の
時
代
、こ
こ
の
木
材
は
「
多
摩
産
材
」

と
し
て
流
通
し
て
い
る
。
東
京
都
森
林

組
合
も
供
給
事
業
者
で
、
山
﨑
靖
代
さ

ん
は
副
組
合
長
を
務
め
る
。

　
「
そ
の
手
応
え
を
今
年
２
月
、
中
央

大
学
多
摩
キ
ャ
ン
パ
ス
に
新
棟
が
竣
工

し
た
と
き
に
感
じ
た
。
仕
上
用
の
素
材

に
私
ど
も
の
山
か
ら
直
接
調
達
し
た
木

材
が
使
わ
れ
て
い
る
。
木
の
ぬ
く
も
り

の
あ
る
空
間
を
演
出
す
る
と
い
う
コ
ン

セ
プ
ト
に
貢
献
で
き
た
」

　

顔
を
ほ
こ
ろ
ば
せ
な
が
ら
話
す
山
﨑

さ
ん
は
約
４
０
０
年
前
か
ら
続
く
林
業

家
の
18
代
目
に
当
た
る
。
先
祖
か
ら
受

け
就
い
た
山
林
は
、
青
梅
市
と
奥
多
摩

町
、
日
の
出
町
を
合
わ
せ
３
０
０
㌶
。

そ
れ
を
１
９
９
６
年
に
亡
く
な
っ
た
父

の
正
ま
さ
し

氏
か
ら
引
き
継
ぎ
管
理
を
続
け

る
日
々
を
過
ご
す
。

山
を
山
と
し
て
守
り
育
て
る

　
「
祖
父
の
文
五
郎
が
山
に

ス
ギ
だ
け
で
な
く
、
市
場
価

格
の
高
い
ヒ
ノ
キ
も
植
え
る

こ
と
で
生
業
を
盛
り
立
て
た

と
聞
い
て
い
る
。
長
男
の
父

が
そ
の
流
れ
を
し
っ
か
り
と

守
っ
て
き
た
。
一
人
娘
の
私

に
は
厳
し
く
、
跡
継
ぎ
と
し
て
の
行
儀

作
法
を
し
こ
ま
れ
た
」

　

正
氏
は
、東
京
府
立
第
二
中
学
校（
現

立
川
高
校
）
か
ら
日
本
大
学
法
学
部
に

進
ん
だ
。
卒
業
後
は
京
王
帝
都
電
鉄
の

不
動
産
部
門
で
沿
線
の
用
地
買
収
な
ど

に
た
ず
さ
わ
っ
た
。
や
が
て
実
家
に
戻

り
、
家
業
の
か
た
わ
ら
青
梅
市
森
林
組

合
長
や
青
梅
青
色
申
告
会
長
な
ど
い
く

つ
も
の
役
職
を
兼
ね
て
い
た

と
い
う
。

　
「
す
で
に
小
学
生
時
代
か

ら
家
の
仕
事
を
す
る
と
い
う

決
意
は
し
て
い
た
。
た
だ
、

父
の
う
し
ろ
姿
を
見
つ
め
つ

つ
も
、
引
き
継
ぐ
ま
で
林
業

経
営
に
つ
い
て
は
任
せ
き

り
。
育
林
作
業
な
ど
は
先
々

代
か
ら
う
ち
に
仕
え
て
く
れ

た
〝
庄
屋
〟
と
い
わ
れ
る
番

頭
さ
ん
の
よ
う
な
立
場
の
人

に
教
え
て
も
ら
っ
た
」

　

そ
れ
が
い
か
に
重
要
だ
っ
た
か
が
い

ま
に
し
て
わ
か
る
。山
林
を
手
放
さ
ず
、

今
日
ま
で
続
け
ら
れ
た
の
が
何
よ
り
の

証
左
だ
。
だ
か
ら
こ
そ
、山
﨑
さ
ん
は
、

伐き

っ
て
、
売
っ
て
、
ま
た
植
え
る
と
い

う
先
祖
伝
来
の
サ
イ
ク
ル
を
確
か
な
も

の
に
し
て
、
山
を
山
と
し
て
守
っ
て
い

き
た
い
と
語
る
。　
　
　
︻
岡
村
繁
雄
︼

先代の仕事と教え
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林業家　山﨑靖代さん

新刊を手に故郷で創作意欲を高める
谷津さん（青梅市役所のテラスで）

青梅市出身の歴史小説家

あきる野市小中野167
☎042‐596‐0129

あきる野市小川633 ☎042‐559‐8080

青梅市藤橋2－32
☎0428‐30‐1661

令和4年1月の営業
日～木曜日
11時～15時受付（17時閉店）
金土祝日
11時～15時、17時～19時受付（21時閉店）

令和4年1月の営業
日～木曜日 11時～15時受付（17時閉店）
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令和4年1月の営業
平日 11時～15時受付（17時閉店）
土日祝日 11時～15時、17時～19時受付（21時閉店）

毎週火曜日定休　2月、および年末年始休業あり
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令和4年1月の営業
平日 11時～15時受付（17時閉店）
土日祝日 11時～15時、17時～19時受付（21時閉店）

毎週火曜日定休　2月、および年末年始休業あり

11時～15時受付（17時閉店）

☎042‐559‐8080

の営業

金土祝日 11時～15時、17時～19時受付（21時閉店）

11時～15時受付（17時閉店）

11時～15時、17時～19時受付（21時閉店）

11時～15時受付（17時閉店）11時～15時受付（17時閉店）

あきる野市小川633 ☎042‐559‐8080

令和4年1月の営業
日～木曜日

令和4年1月の営業
日～木曜日 11時～15時受付（17時閉店）日～木曜日 11時～15時受付（17時閉店）
金土祝日 11時～15時、17時～19時受付（21時閉店）金土祝日 11時～15時、17時～19時受付（21時閉店）

日～木曜日
11時～15時受付（17時閉店）

毎週火曜日定休　年末年始休業あり

青梅市藤橋2－32
☎0428‐30‐1661
青梅市藤橋2－32
☎0428‐30‐1661
青梅市藤橋2－32
☎0428‐30‐1661

11時～15時受付（17時閉店）
金土祝日金土祝日
11時～15時、17時～19時受付（21時閉店）

11時～15時受付（17時閉店）
日～木曜日
11時～15時受付（17時閉店）

毎週火曜日定休
年末年始休業あり

新年は2日より
営業させていただきます。

新年は6日より
営業させていただきます。

新年は6日より
営業させていただきます。

１
組
し
か
受

け
入
れ
な
い

一
棟
貸
し
の

宿
泊
施
設
は

静
か
な
人
気

を
呼
ん
で
い

る
。　
「
知

ら
な
い
人
と

の
接
触
を
避

け
た
い
」「
マ

イ
ペ
ー
ス
で

過
ご
し
た

い
」「
人
目
を
気
に
し
た

く
な
い
」
と
い
っ
た
ニ
ー

ズ
と
合
致
。
西
多
摩
周
辺

で
は
近
年
、
山
梨
県
小
菅

村
に
古
民
家
ホ
テ
ル
、
あ

き
る
野
市
養
沢
に
あ
る
養

蚕
農
家
の
屋
敷
を
修
繕
し

た
宿
な
ど
が
開
設
さ
れ
て

い
る
。

　
飯
能
市
下
名
栗
の
温
泉

旅
館
大
松
閣
（
柏
木
宏
泰

社
長
）
は
、
一
棟
貸
し
の

宿
泊
施
設
を
３
月
に
オ
ー

プ
ン
す
る
。
新
し
い
生
活

様
式
の
リ
ゾ
ー
ト
需
要
に

応
え
る
施
設
を
目
指
す
。

　

本
館
か
ら
徒
歩
５
分
ほ

ど
の
名
栗
川
沿
い
に
あ
る

カ
フ
ェ
ギ
ャ
ラ
リ
ー
「
ハ

ミ
ン
グ
・H

UM
M

ING

」

を
改
築
し
、
宿
泊
施
設
と

し
て
再
生
す
る
＝
写
真
︒

　
カ
フ
ェ
ス
ペ
ー
ス
は
ラ

グ
ジ
ュ
ア
リ
ー
な
室
内
空

間
に
な
り
、
上
質
な
睡
眠

が
提
供
で
き
る
よ
う
こ
だ

わ
り
の
寝
具
を
導
入
す

る
。
ガ
ー
デ
ン
ス
ペ
ー
ス

だ
っ
た
場
所
に
は
大
き
な

ウ
ッ
ド
デ
ッ
キ
を
設
け
、

遊
び
心
い
っ
ぱ
い
の
サ
ウ

ナ
と
露
天
風
呂
を
置
く
と

い
う
＝
イ
ラ
ス
ト
。

　

宿
泊
業
が
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
で

大
打
撃
を
被
る
中
、
１
日

飯
能
市
の
温
泉
旅
館  

大
松
閣

一
棟
貸
し
の
宿
泊
施
設  

３
月
オ
ー
プ
ン

遊
び
心
い
っ
ぱ
い
の
サ
ウ
ナ

完成をイメージしたイラスト

谷津矢車さんがＵターン
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福
生
市
の
風
景
に
歴
史
と
文
化
を
添
え
る
酒
蔵

田村酒造場
〒 197-0011 福生市福生 626
042 ‐ 551-0003　
Ｆ Ａ Ｘ : 042-553-6021
営業時間 : 8:30 ～ 17:00
定 休 日 : 日・祝

（冬季を除き月曜日休業あり）

　
文
政
５
（
１
８
２
２
）
年
か
ら
福
生
市
福
生
で
日
本
酒
を
造
っ
て
い
る
田
村
酒
造
場
（
田
村
半
十
郎
社
長
）
が
創
業

２
０
０
年
を
迎
え
た
。
敷
地
内
の
井
戸
に
湧
く
、
秩
父
奥
多
摩
山
系
の
伏
流
水
は
中
硬
水
で
酒
造
り
に
好
適
。
そ
の
水
が
あ

る
喜
び
か
ら
「
嘉
泉
」
を
酒
銘
に
し
た
。
伝
統
を
守
る
傍
ら
、
同
社
の
気
風
で
あ
る
〝
進
取
の
精
神
〟
の
下
、
品
質
向
上
と

新
し
い
酒
の
醸
造
に
も
意
欲
的
に
取
り
組
ん
で
き
た
。
そ
し
て
近
年
、
16
代
目
当
主
の
田
村
社
長
（
63
）
の
視
線
は
、
地
元

の
多
摩
か
ら
東
京
、
そ
し
て
海
外
を
し
っ
か
り
と
見
据
え
て
い
る
。
２
０
０
年
の
今
年
は
記
念
酒
発
売
や
記
念
誌
発
行
、
11

月
の
蔵
開
き
な
ど
で
祝
い
、
創
業
以
来
の
家
訓
「
丁
寧
に
造
っ
て
丁
寧
に
売
る
」
を
改
め
て
確
認
す
る
１
年
に
な
る
。

創
業
２
０
０
年

東
京
の
酒
と
し
て
海
外
見
据
る

私
は
、
酒
蔵
と
い
う
よ
り

田
村
家
に
行
幸
さ
れ
た
と

思
い
ま
す
。
と
い
う
の

も
、
福
生
市
に
来
ら
れ
る

の
は
初
め
て
の
こ
と
。
お

そ
ら
く
、
歴
史
や
産
業
を

知
る
た
め
に
当
家
を
会
場

と
し
て
選
ば
れ
た
の
で
し

ょ
う
」

　
　
　
　

■

　

田
村
家
の
歴
史
は

古
く
、
古
文
書
で
は

１
６
０
０
年
後
半
に
先

祖
の
名
前
が
確
認
さ
れ

る
と
い
う
。
明
治
33

（
１
９
０
０
）
年
に
建
て

ら
れ
た
母
屋
の
奥
座
敷
の

床
の
間
に
は
、
祭
や
神
事

の
お
り
に
狩
野
派
の
絵
師

が
描
い
た
勘
次
郎
と
酒
の

神
様
の
絵
が
飾
ら
れ
る
。

長
押
に
は
額
装
さ
れ
た
松

平
定
信
直
筆
の
「
對
鴎
」

の
書
が
置
か
れ
て
い
る
。 

そ
の
書
は
大
吟
醸
の
酒
銘

に
使
わ
れ
て
い
る
。

　
「
對
鴎
」
の
意
は
「
鴎

に
対
す
」。
捕
え
ん
と
す

れ
ば
逃
げ
る
鴎
も
、
あ
る

が
ま
ま
に
対
す
れ
ば
自
ら

寄
る
と
い
う
。
田
村
社
長

は
「
果
て
な
き
酒
造
り
の

高
み
。
移
り
ゆ
く
時
代
の

潮
流
。
追
い
求
め
る
も
の

は
数
あ
れ
ど
も
、家
訓『
丁

寧
に
造
っ
て
、
丁
寧
に
売

る
』
を
守
り
、
酒
に
向
き

合
う
一
心
を
込
め
て
酒
銘

と
し
ま
し
た
」
と
話
し
て

く
れ
た
。

　
田
村
家
は
福
生
村
を
切

り
開
い
た
旧
家
の
１
軒

で
、
村
の
政
治
一
般
を
司

る
名
主
な
ど
の
村
役
を
勤

め
た
。
玉
川
上
水
か
ら
取

水
し
た
屋
敷
内
を
流
れ
る

田
村
分
水
は
、
地
域
の
生

活
用
水
や
水
田
、
畑
を
潤

す
灌
漑
用
水
と
し
て
使
わ

れ
て
き
た
。

　

酒
造
業
は
９
代
目
の
勘

次
郎
が
創
業
し
た
。
当
時

の
江
戸
は
華
や
か
な
文
化

文
政
期
を
迎
え
、
急
速
に

発
展
し
て
い
た
。
飲
食
の

需
要
が
拡
大
し
、
主
流
だ

っ
た
上
方
（
関
西
）
で
生

産
す
る
“
下
り
酒
”
に

代
わ
る
も
の
と
し
て
幕
府

は
“
江
戸
地
廻
り
酒
”

の
生
産
を
奨
励
し
た
。
名

主
だ
っ
た
田
村
家
に
も
勧

め
が
あ
っ
て
当
然
だ
っ

た
。

　

勘
次
郎
は
近
在
の
酒
造

家
・
酒
店
と
店
内
関
係
を

結
び
、
元
締
め
と
し
て
酒

造
技
術
や
経
営
ノ
ウ
ハ
ウ

の
提
供
を
図
り
、
酒
造
体

制
の
基
盤
を
い
ち
早
く
整

　

平
成
２
（
１
９
９
０
）

年
か
ら
行
わ
れ
た
蔵
の
改

築
も
一
大
事
業
だ
っ
た
。

先
代
の
父
親
と
、
当
時
は

専
務
だ
っ
た
田
村
社
長
は

年
商
の
２
倍
を
か
け
、
建

物
を
整
備
し
、
温
度
管
理

の
で
き
る
設
備
を
導
入
。

そ
の
背
景
に
は
、
醸
造
の

担
い
手
を
高
齢
化
が
進
む

新
潟
県
の
越
後
杜
氏
や
岩

手
県
の
南
部
杜
氏
か
ら
地

元
西
多
摩
出
身
の
蔵
人
に

切
り
換
え
て
い
く
と
い
う

必
要
性
も
あ
っ
た
か
ら

だ
。

　

全
銘
柄
の
品
質
向
上
を

め
ざ
し
た
蔵
づ
く
り
と
人

づ
く
り
が
一
段
落
し
た
の

が
平
成
16
（
２
０
０
４
）

年
頃
。
田
村
社
長
は
、
自

前
の
蔵
人
に
な
っ
た
記
念

の
日
本
酒
の
醸
造
に
取
り

か
か
る
。
そ
う
し
て
で
き

上
が
っ
た
の
が「
田
む
ら
」

だ
。

　
「
す
べ
て
手
搾
り
で
、

手
間
の
か
か
る
瓶び
ん
か
ん燗
と
い

う
火
入
れ
方
法
を
採
用
し

た
純
米
吟
醸
酒
で
す
。
そ

こ
ま
で
気
合
い
を
入
れ
た

の
で
、
名
前
も
蔵
の
威
信

え
た
。
酒
造
り
に
お
い
て

は
家
訓
「
丁
寧
に
造
っ
て 

丁
寧
に
売
る
」
を
精
神
と

し
、
し
っ
か
り
と
目
が
行

き
届
く
１
５
０
０
石
前
後

の
造
り
高
を
守
り
続
け

た
。
経
営
は
堅
実
を
基
本

に
し
て
き
た
。

　
　
　
　

■

　

酒
造
場
史
に
輝
く
の
が

先
代
の
15
代
半
十
郎
が
産

み
出
し
た
「
ま
ぼ
ろ
し
の

酒 

嘉
泉
」。
本
来
は
一
級

酒
と
な
る
高
精
白
の
本
醸

造
を
二
級
酒
と
し
て
販
売

す
る
こ
と
は
画
期
的
で
、

昭
和
47
（
１
９
７
２
）
年

に
発
売
さ
れ
瞬
く
間
に
看

板
商
品
と
な
り
、
現
在
も

販
売
量
の
３
割
を
占
め
て

同
社
の
屋
台
骨
を
支
え
て

い
る
。

を
か
け
て
、
社
名
を
冠
し

ま
し
た
。
販
売
は
問
屋
を

通
さ
ず
小
売
店
に
任
せ
て

い
ま
す
」

　

良
い
酒
は
和
か
ら
生
ま

れ
、
和
を
生
む
。
当
主
の

酒
造
り
へ
の
思
い
と
蔵
人

た
ち
の
技
術
の
協
働
と
い

っ
て
い
い
。
こ
れ
を
さ
し

て
、
田
村
社
長
は
〝
和
醸

良
酒
〟
と
い
う
言
葉
で
表

現
す
る
。

　

近
年
、
日
本
酒
は
海
外

で
人
気
を
高
め
て
い
る
。

田
村
酒
造
場
は
平
成
27

（
２
０
１
５
）
年
、
そ
の

名
も
「
東
京
和
醸
」
と
い

う
純
米
酒
を
発
売
し
た
。

国
内
は
も
と
よ
り
外
国
へ

東
京
土
産
と
し
て
も
通
用

す
る
こ
と
を
狙
っ
た
。
パ

ッ
ケ
ー
ジ
に
は
東
京
の
街

並
み
と
桜
が
デ
ザ
イ
ン
さ

れ
、
一
見
す
る
と
ワ
イ
ン

の
よ
う
だ
。

　

こ
れ
ま
で
、
同
社
の
酒

は
多
摩
の
酒
と
い
う
位
置

づ
け
だ
っ
た
。
し
か
し
、

こ
れ
を
機
に
田
村
社
長
は

出
荷
の
箱
な
ど
も
、
全
部

を
東
京
の
酒
に
改
め
た
。

い
ま
や
〝
東
京
〟
そ
の
も

の
が
外
国
人
に
と
っ
て
は

一
流
の
ブ
ラ
ン
ド
だ
か
ら

で
あ
る
。

　

平
成
28
（
２
０
１
６
）

年
４
月
12
日
は
田
村
酒
造

場
に
と
っ
て
誉
の
１
日
と

な
っ
た
。
当
時
の

天
皇
、
皇
后
両
陛

下
を
酒
造
場
に
お

迎
え
し
た
こ
と

だ
。
酒
造
蔵
で
酒

造
り
の
手
順
な
ど

の
説
明
を
受
け
ら

れ
、
す
ぐ
そ
ば
を

流
れ
る
玉
川
上
水

に
も
足
を
延
ば
さ

れ
て
い
る
。

　
「
大
変
光
栄
な

こ
と
で
す
。
た
だ

床
の
間
に
掛
か
る
創
業
者
の
勘
次
郎
と
酒
の
神
様
の
絵
を
前
に
２
０
０
年

の
節
目
に
気
持
ち
を
新
た
に
す
る
田
村
社
長
＝
母
屋
の
奥
座
敷
で

田村酒造場　福生市

展示コーナーでは天皇、皇
后両陛下を酒造場にお迎え
した時の様子が分かる

松
平
定
信
直
筆
の
「
對
鴎
」。
大

吟
醸
の
酒
銘
に
使
わ
れ
て
い
る

家
訓
「
丁
寧
に
造
っ
て 

丁
寧
に
売
る
」
守
る


