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昭和30年ごろ、中央町にあった古河セントラル劇場や若松稲
荷神社の風景です。正月に通りを行き交う人たちの服装が、和
服と洋服などさまざまであることから、時代の転換期であった
ことを映し出しています。

正
月
の
江
戸
大
火～鷹

見
泉
石
の
日
記
よ
り
～

古河図書館

【一般書/小説】
曲

ま

直
な

瀬
せ

道
ど う

三
ざ ん

 乱世を医
い

やす人
山崎光夫　著

　信長、秀吉、光秀の命を預
かり、家康に医術を授けた名
医がいた。戦国の世、市

し

井
せ い

の
人々から多くの武将まで、わ
けへだてなく診た医師・曲直
瀬道三の生涯を描く。「和漢
薬」連載を単行本化。

出版社…東洋経済新報社

【一般書】
走り続ける力

山中伸弥　著
　iPS細胞による再生医療の
実現に向け、苦闘する日々。
患者を救うべく、山中伸弥は
今日も走り続ける。ノーベル
賞科学者の栄光と挫折を、山
中伸弥が自ら語る。「毎日新
聞」連載に対談等を加え書籍
化。

出版社…毎日新聞出版

【児童書】 
女の子だって、野球はできる！

長谷川晶一　著
　日本の女子野球レベルは、
世界一！　でも、日本で女の
子が野球を続けるには、乗り
こえなければいけない、大き
な壁があります。「野球が好
き」という気持ちを胸に、そ
の壁に立ち向かい、道を切り
開いてきた女子選手たちを紹
介します。

出版社…ポプラ社

【絵本】 
まねきねこ だいさくせん！

澤野秋文　作
　味はいいのになかなかお客
がはいらない、うなぎどおり
の一番奥にあるそば屋「かど
やぶ」。その店のまねきねこ・
ぼろまるが、うなぎどおりの
まねきねこたちと起こした大
作戦とは…。

出版社…講談社

弘
化
３
年
正
月
の
大
火

　
弘
化
３(

１
８
４
６)

年
正
月
15
日
の

14
時
頃
、
江
戸
本
郷
丸
山
町
か
ら
上

が
っ
た
火
の
手
は
、
北
西
の
強
風
に
あ

お
ら
れ
て
神
田
川
を
飛
び
火
、
駿
河

台
、
小
川
町
、
神
田
町
、
日
本
橋
本
町
、

大お
お

伝で
ん

馬ま

町ち
ょ
う

、
小こ

網あ
み

町ち
ょ
う

、
茅か

や

場ば

町ち
ょ
う

、
浜は

ま

町ち
ょ
う

、
霊れ

い

厳が
ん

島じ
ま

、
佃つ

く
だ

島じ
ま

、
八は

つ

丁ち
ょ
う

堀ぼ
り

な
ど
江

戸
の
町
を
焼
き
尽
く
し
て
、
翌
日
昼
ご

ろ
、
よ
う
や
く
鎮
火
し
ま
す
。
明
暦
３

(

１
６
５
７)

年
正
月
の
江
戸
最
大
級
の

大
火
災
、「
振
り
袖
火
事
」
に
酷
似
す

る
大
火
で
し
た
。

貴
重
な
火
事
場
レ
ポ
ー
ト

　

と
こ
ろ
で
、
古
河
藩
家
老
の
鷹た

か

見み

泉せ
ん
せ
き石
は
、
同
日
昼
前
、
日
比
谷
門
下
の

土
井
家
江
戸
上
屋
敷(

有
楽
町
1
丁
目)

を
発
ち
上
野
界か

い
わ
い隈
に
公
用
の
た
め
外
出

中
で
、
偶た

ま
た
ま々

こ
の
大
火
に
巻
き
込
ま
れ

て
そ
の
詳
細
な
記
録
を
残
し
て
い
ま
す
。

　
ま
ず
、
泉
石
は
上
野
か
ら
藩
邸
へ
向

か
う
も
、
烈は

げ

し
い
火
勢
を
避
け
て
行
き

場
を
失
っ
た
雑
踏
に
遮さ

え
ぎ

ら
れ
、
迂
回
を

重
ね
て
夕
刻
よ
う
や
く
上
屋
敷
に
辿た

ど

り

着
き
ま
し
た
。
帰
還
し
た
泉
石
の
も
と

に
関
係
情
報
が
集
め
ら
れ
、
す
ぐ
に
筋す

じ

違か
い

橋ば
し(

千
代
田
区
神
田
須
田
町)

の
屋
敷

類
焼
と
い
う
報
告
を
受
け
ま
す
。
筋
違

橋
藩
邸
の
主あ

る
じ

と
は
越
前
大
野
藩
主
土ど

井い

利と
し

忠た
だ

、
す
な
わ
ち
分
家
の
江
戸
上
屋
敷

焼
失
の
報し

ら
せ
で
し
た
。
ち
な
み
に
古

河
藩
土
井
家
は
、
す
ぐ
さ
ま
復
興
支
援

と
し
て
江
戸
下
屋
敷
に
仮
設
住
居
を
建

て
て
焼
け
出
さ
れ
た
大
野
藩
土
井
家
中

の
援
助
に
あ
た
っ
て
い
ま
す
。

　
続
く
同
日
22
時
過
ぎ
、
中
屋
敷
の
箱

崎
屋
敷(

中
央
区
日
本
橋
箱
崎
町)

近
く

ま
で
火
の
手
が
迫
る
と
い
う
報ほ

う

が
届
き

ま
し
た
。
当
時
、
こ
の
屋
敷
は
藩
主
土

井
利と

し
つ
ら位
の
住
居
を
兼
ね
て
い
た
の
で
類

焼
す
れ
ば
殿
様
の
一
大
事
、
す
ぐ
に
泉

石
は
箱
崎
へ
向
け
て
出
発
し
て
い
ま
す
。

　
し
か
る
に
、
箱
崎
ま
で
の
道
筋
は
い

ず
れ
も
火
の
海
で
、
や
む
な
く
数
寄
屋

橋
か
ら
築
地
を
経
て
も
八
丁
堀
を
抜
け

ら
れ
な
い
、
そ
れ
か
ら
夜
通
し
明
け
方

ま
で
迷
走
状
態
が
続
き
ま
し
た
。
神
田

橋
か
ら
一
ツ
橋
を
経
て
駿
河
台
、
焼
け

野
原
と
な
っ
た
町
を
通
り
筋
違
橋
を
渡と

河か

す
る
も
柳
原
土
手
に
火
が
残
り
足
止

め
。
や
む
な
く
駿
河
台
か
ら
一
ツ
橋
を

経
て
空む

な

し
く
上
屋
敷
に
帰
還
し
て
い
ま

す
。

　
そ
の
後
の
報
告
に
よ
っ
て
、
箱
崎
屋

敷
は
、
ほ
と
ん
ど
の
長
屋
を
焼
失
し
た

も
の
の
、
御
殿
、
米
蔵
、
土
蔵
い
ず
れ

も
無
事
で
あ
る
と
判
明
し
ま
し
た
。
泉

石
を
安あ

ん

堵ど

さ
せ
て
い
ま
す
。

唯
一
無
二
の
も
の
を
守
る
た
め

　
た
び
重
な
る
大
火
を
経
験
し
た
江
戸

の
人
び
と
は
、
経
験
則
か
ら
自
衛
の
手

段
を
編
み
だ
す
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

富
裕
な
商
人
た
ち
は
耐
火
性
に
優
れ
た

土
蔵
で
財
を
守
る
。
宵よ

い

越ご

し
の
銭
を
持

た
な
い
庶
民
は
逞た

く
ま

し
く
も
穴
蔵
を
掘
り

生
活
再
建
に
必
要
な
唯
一
無
二
の
品
を

守
る
、
住
居
は
簡
素
な
長な

が

屋や

住す

ま
い
、

再
建
に
さ
ほ
ど
時
は
い
ら
な
い
、
と
い

う
よ
う
に
。

　
昨
年
9
月
、
ブ
ラ
ジ
ル
か
ら
国
立
博

物
館
全
焼
と
い
う
シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
な

ニ
ュ
ー
ス
が
届
き
ま
し
た
。
博
物
館
施

設
の
不
適
切
な
管
理
を
原
因
と
す
る
こ

の
火
災
は
、
唯
一
無
二
の
文
化
財
と
２

０
０
年
に
わ
た
る
研
究
蓄
積
を
灰か

い

燼じ
ん

に

帰
し
た
人
災
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な

い
で
し
ょ
う
。

　
博
物
館
が
設
立
さ
れ
る
重
要
な
使
命

と
意
義
の
ひ
と
つ
に
、
か
け
が
え
の
な

い
文
化
遺
産
が
適
切
に
保
存
管
理
さ
れ

る
空
間
を
、
安
全
に
運
用
し
続
け
る
こ

と
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
江
戸
の
人
び
と

に
倣な

ら

い
、
歴
史
か
ら
教
訓
を
得
る
こ
と

が
な
け
れ
ば
、
ブ
ラ
ジ
ル
の
事
例
も
対

岸
の
火
事
と
は
い
え
ま
せ
ん
。
失
わ
れ

た
文
化
財
は
決
し
て
蘇よ

み
が
え

る
こ
と
が
な
い

の
で
す
か
ら
。

古
河
歴
史
博
物
館
学
芸
員
　
永
用
俊
彦

▲「弘化三丙午正月十五日武蔵大火略図」
( 鷹見家歴史資料・古河市指定文化財 )


