
石碑は江戸時代の文化
「拓本」という紙で今の原形を
後世に残すのが私の役割です

横山淳一さん
（石碑の拓本作成）

「
い
つ
も『
た
ん
ぽ
』で
石
を
た
た
い
て

拓
本
を
取
っ
て
い
る
の
で
、指
先
が
一
年

中
ポ
カ
ポ
カ
と
温
か
い
ん
で
す
よ
。」と
気

さ
く
に
話
し
て
く
れ
る
の
は
青
柳
に
お
住

ま
い
の
横
山
淳
一
さ
ん
。早
稲
田
大
学
で

書
道
の
講
師
と
し
て
勤
務
す
る
か
た
わ
ら
、

し
ゅ
た
く

石
碑
の
拓
本
の
手
拓
に
取
り
組
ん
で
い
ら

っ
し
ゃ
い
ま
す
。

拓
本
は
石
に
彫
ら
れ
た
文
字
の
凹
凸
を

墨
を
使
っ
て
紙
に
残
す
手
法
で
、遣
唐
使

に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
。横
山
さ
ん
が
初
め
て
拓
本
を
取
っ
た

の
は
高
校
１
年
生
の
と
き
。「
当
時
は
ど
こ

の
家
に
も
煙
突
が
あ
り
ま
し
た
か
ら
、そ

す
す

の
煤
と
オ
リ
ー
ブ
油
を
練
っ
て
作
っ
た
墨

を
使
い
ま
し
た
。」き
れ
い
に
文
字
が
浮
き

出
た
の
で
び
っ
く
り
し
た
そ
う
で
す
。そ

ん
な
横
山
さ
ん
が
本
格
的
に
拓
本
に
か
か

わ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、進
学
し
た
東

京
学
芸
大
学
で
書
道
を
専
攻
す
る
一
方
、

じ
ゅ
ん

昭
和
５５
年
に
早
稲
田
大
学
の
加
藤

諄
名

誉
教
授
の
研
究
会
に
参
加
し

た
の
が
き
っ
か
け
で
し
た
。

そ
の
と
き
加
藤
先
生
か
ら
教

え
ら
れ
た
、早
稲
田
大
学
名

あ
い
づ
や
い
ち

誉
教
授
の
會
津
八
一
博
士
の

実
物
を
学
ぶ
こ
と
の
大
切
さ
、

じ
つ
が
く

「
実
学
」に
感
動
し
た
の
だ
そ

う
で
す
。

「
石
碑
に
彫
ら
れ
た
字
を
指
で
な
ぞ
る

の
は
、書
道
の
分
野
に
お
い
て
も『
生
き
た

字
』を
学
べ
る
こ
と
で
す
。い
つ
も
学
生
に

そ
の
こ
と
を
話
し
て
い
る
ん
で
す
。写
真

で
は
表
わ
せ
な
い
、石
に
刻
ま
れ
た
文
字

の
線
の
美
し
さ
を
そ
の
ま
ま
に
表
現
で
き

る
拓
本
に
よ
る
実
学
の
大
切
さ
を
後
世
に

伝
え
た
い
と
、こ
れ
ま
で
数
千
枚
も
の
拓

本
を
取
っ
て
き
ま
し
た
。」と
横
山
さ
ん
。

拓
本
の
魅
力
を
伺
う
と
、「
江
戸
・
明
治

時
代
の
石
碑
は
、蔵
を
建
て
る
く
ら
い
お

金
の
か
か
る
こ
と
で
し
た
。石
工
に
も
腕

く
ぼ
せ

の
良
し
悪
し
が
あ
っ
て
、近
年
で
は
窪
世

し
ょ
う

こ
う
ぐ
ん
か
く

せ
い
き
せ
ん

祥
、廣
群
鶴
、井
亀
泉
な
ど
が
名
石
工
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
。狭
山
市
に
も
井
亀
泉
の

彫
っ
た
石
碑
が
あ
り
ま
す
し
、近
ご
ろ
茨

城
で
窪
世
祥
の
彫
っ
た
石
碑
を
発
見
し
た

と
き
は
と
て
も
感
動
し
ま
し
た
。そ
う
い

う
名
工
の
石
碑
を
拓
本
に
取
る
と
き
は
心

が
躍
り
ま
す
。文
字
が
生
き
て
い
る
か
ら

一
層
気
合
も
入
り
ま
す
。」と
熱
心
に
語
り

ま
す
。心
に
残
っ
て
い
る
名
碑
は
入
間
市

こ
く

ち
ょ
う
へ
き

の
宮
寺
に
あ
る
窪
世
祥
の
刻
し
た「
重
闢

さ

じ
ょ
う
ひ

茶
場
碑
」。「
よ
い
石
碑
と
い
う
の
は
近
く

に
行
く
と
何
と
な
く
分
か
り
ま
す
。『
に
お

い
』と
い
う
か
、勘
で
分
か
る
ん
で
す
。」と

話
し
て
く
れ
ま
し
た
。

そ
ん
な
石
碑
に
刻
ま
れ
た
文
字
に
魅
せ

ら
れ
て
拓
本
を
取
り
続
け
て
い
る
横
山
さ

ん
。拓
本
を
取
る
と
き
に
は
、『
紙
の
気
持

ち
』に
な
る
こ
と
に
一
番
気
を
つ
け
て
い

る
そ
う
で
す
。「
作
業
は
す
べ
て
屋
外
で
す

か
ら
天
候
に
左
右
さ
れ
ま
す
。紙
を
水
だ

け
で
石
碑
に
張
る
の
で
、特
に
風
の
影
響

を
受
け
や
す
く
、日
ご
ろ
か
ら
風
に
は
敏

感
に
な
り
ま
す
ね
。拓
本
に
適
し
た
日
は
、

空
気
が
し
っ
と
り
し
た
日
で
す
が
、季
節

に
関
係
な
く
一
年
に
一
日
く
ら
い
し
か
あ

り
ま
せ
ん
。私
は
こ
ん
な
日
を『
拓
本
日

和
』と
言
っ
て
い
る
ん
で
す
」。と
、楽
し
そ

う
に
話
さ
れ
ま
す
。そ
し
て「
結
構
作
業
も

き
つ
く
て
、真
冬
で
も
体
の
芯
か
ら
暖
ま

る
し
、夏
場
は
汗
が
し
た
た
り
落
ち
て
き

ま
す
。」と
、少
々
の
苦
労
話
も
出
て
き
ま
す
。

今
後
の
目
標
は「
石
碑
は
風
雨
に
当
た
る

戸
外
に
あ
る
か
ら
、少
し
ず
つ
風
化
が
進

ん
で
文
字
が
ぼ
や
け
て
し
ま
う
ん
で
す
。

そ
う
な
ら
な
い
う
ち
に
、拓
本
に
残
し
て

お
く
の
が
私
の
役
割
。い
つ
か
は
全
国
の

石
碑
を
本
に
ま
と
め
た
い
し
、拓
本
の
美

術
館
を
作
り
た
い
で
す
ね
。」と
の
こ
と
。

こ
れ
か
ら
も
ポ
カ
ポ
カ
し
た
温
か
な
指

先
で
、素
晴
ら
し
い
拓
本
を
取
り
続
け
て

く
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

「石は無機質ですが、そこに書家、石工が携わって命
を吹き込んでいくんです。そしてその石碑から地域の
過去の出来事、人の活躍など時代背景が分かります。ま
さに『生きた資料・財産』なんです。」と横山さんは話し
てくれました。

せん

横山さんの取る拓本は「蝉
よ く た く

翼拓」。淡く透き通るような墨
の色で透明感を出す手法です。
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住みなれた地域で
安心していきいきと暮らせる
福祉のまちづくりを推進しています

社会福祉協議会
【リポーター】
青木理恵さん（上奥富在住）

リポーターズアイでは、行政のし
くみや話題性のあることがら、市
内のいろいろな施設などを、読者
がリポートします。

皆
さ
ん
は
、社
会
福
祉
協
議
会
を
ご
存

じ
で
す
か
。今
回
は
、地
域
の
中
心
と
な
っ

て
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
る
社
会
福

祉
協
議
会
、通
称「
社
協
」に
つ
い
て
池
田

事
務
局
長
に
伺
い
ま
し
た
。

社
協
は
全
国
の
市
町
村
に
必
ず
設
置
さ

れ
て
い
る
、公
共
性
と
公
益
性
の
高
い
社

会
福
祉
法
人
で
、高
齢
者
や
障
害
者
の
福

祉
に
関
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
中
心
に
事
業
を

進
め
て
い
ま
す
。日
常
外
出
で
き
な
い
人

や
寝
た
き
り
の
か
た
の
介
助
を
支
援
す
る

た
め
の
車
い
す
な
ど
の
貸
し
出
し
、防
水

シ
ー
ツ
の
給
付
な
ど
の
ほ
か
、介
護
に
関

す
る
相
談
や
心
配
ご
と
相
談
を
行
う
な
ど
、

事
業
を
通
じ
て
高
齢
者
や
障
害
者
が
外
に

出
る
き
っ
か
け
作
り
を
考
え
て
い
ま
す
。

ま
た
、社
協
に
は
市
内
の
各
地
区
に
支
部

が
あ
り
、独
り
暮
ら
し
の
高
齢
者
の
食
事

会
や
友
愛
訪
問
、安
否
確
認
な
ど
も
行
っ

て
い
ま
す
。こ
れ
ら
の
取
り
組
み
に
は
地

域
を
知
っ
て
い
る
人
々
の
協
力
が
な
く
て

は
な
ら
ず
、多
く
の
か
た
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
と
し
て
活
動
し
て
い
る
の
だ
そ
う
で
す

が
、社
協
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
の
拠
点

と
し
て
、ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
を
社

協
の
中
に
設
置
し
て
活
動
の
仲
介
な
ど
を

行
い
、社
会
に
根
ざ
す
手
助
け
を
し
て
い

ま
す
。こ
こ
に
は
手
話
、点
字
、送
迎
な
ど

で
団
体
や
個
人
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て

８
５
０
人
も
登
録
し
て
い
ま
す
。私
は
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
と
い
う
言
葉
か
ら「
福
祉
」を

連
想
し
ま
し
た
が
、趣
味
や
特
技
な
ど
自

分
の
持
ち
味
を
生
か
し
た
い
と
い
う
人
な

ら
、だ
れ
で
も
登
録
で
き
る
の
だ
そ
う
で

す
。そ
し
て
、「
何
か
お
手
伝
い
で
き
な
い
か

な
？
」と
い
う
人
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動

の
き
っ
か
け
づ
く
り
と
し
て
講
座
な
ど
も

開
催
し
て
い
ま
す
の
で
参
加
し
て
み
て
は

い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

ま
た
、ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
受
け
た
い
人

か
ら「
こ
ん
な
こ
と
を
お
願
い
し
た
い
。」

と
い
う
依
頼
が
あ
る
と
、コ
ー
デ
ィ
ネ
ー

タ
ー
が
直
接
そ
の
人
に
会
い
、ど
ん
な
お

手
伝
い
が
必
要
か
伺
っ
て
、登
録
し
て
い

る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
中
か
ら
条
件
に
合
う

人
を
探
し
、ス
ム
ー
ズ
に
活
動
で
き
る
よ

う
橋
渡
し
を
し
て
い
ま
す
。以
前
は
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
と
い
う
と「
や
り
た
い
人
が
や

れ
ば
…
」と
い
う
雰
囲
気
だ
っ
た
そ
う
で

す
が
、最
近
は
学
校
で
も
福
祉
教
育
が
取

り
入
れ
ら
れ
、ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
し
て
い

る
人
が
体
験
な
ど
を
話
し
た
り
、高
校
生

に
高
齢
者
の
お
世
話
を
体
験
し
て
も
ら
う

ワ
ー
ク
キ
ャ
ン
プ
な
ど
も
開
催
し
て
い
ま

す
。ワ
ー
ク
キ
ャ
ン
プ
で
は
、高
校
生
と

高
齢
者
の
気
持
ち
が
通
じ
合
い
、帰
る
と

き
に
は
別
れ
難
く
て
お
互
い
に
泣
い
て
し

ま
う
こ
と
も
あ
る
そ
う
で
、ふ
れ
あ
う
こ

と
の
大
切
さ
を
感
じ
ま
し
た
。そ
し
て「
さ

ま
ざ
ま
な
立
場
の
人
が
、お
互
い
に
理
解

と
交
流
を
深
め
る
た
め
に
」と
は
じ
め
ら

れ
た
、毎
年
５
月
に
福
祉
団
体
や
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
の
サ
ー
ク
ル
が
参
加
し
て
、ハ
イ

ド
パ
ー
ク
で
開
催
さ
れ
て
い
る「
ふ
れ
あ

い
広
場
」も
社
協
の
事
業
で
す
。ふ
れ
あ
い

広
場
は
今
年
で
２３
回
を
数
え
、年
々
参
加

者
も
増
え
て
い
る
そ
う
で
す
。私
も
子
ど

も
を
連
れ
て
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
す

が
、小
さ
い
と
き
か
ら
高
齢
者
や
障
害
の

あ
る
か
た
と
過
ご
す
こ
と
が
で
き
る
こ
の

よ
う
な
イ
ベ
ン
ト
が
あ
る
の
も
、と
て
も

よ
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

地
域
福
祉
の
拠
点
と
な
る
社
協
。「
家
族

の
介
護
や
障
害
の
こ
と
は
、人
に
言
え
な

い
こ
と
も
多
い
と
思
い
ま
す
が
、そ
ん
な

と
き
こ
そ
、私
た
ち
を
活
用
し
て
ほ
し
い

で
す
ね
。高
齢
者
や
障
害
者
が
外
に
出
る

た
め
の
、き
っ
か
け
作
り
を
す
る
の
が
私

た
ち
な
ん
で
す
。」と
話
す
池
田
事
務
局
長

の
言
葉
に
、私
も
肩
肘
張
ら
ず
に
、で
き
る

こ
と
か
ら
始
め
よ
う
と
思
い
ま
し
た
。

福祉教育も社協の事業。「段差はこうやってこえるん
だよ。」とボランティアの指導で、子どものころから福
祉を身近に感じられるよう体験授業を行います。

社会福祉協議会（社会福祉会館内）
入間川２‐４‐１３ �９５４‐０２９４
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