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幕
末
の
志
士
・
西
郷
隆
盛
や
高

杉
晋
作
ら
が
通
い
、
坂
本
龍
馬
の

妻
お
り
よ
う
が
仲
居
と
し
て
勤
め

た
横
浜
最
古
の
老
舗
料
亭
「
田
中

家
」
・
一
時
は
廃
業
の
危
機
に
陥

っ
た
が
、
そ
れ
を
再
生
さ
せ
た
の

お
か
み

は
５
代
目
女
将
の
平
塚
あ
け
み
さ

ん
（
殉
）
だ
。
近
代
化
の
波
が
押
し

寄
せ
る
街
中
で
、
歴
史
に
彩
ら
れ

た
古
き
良
き
伝
統
を
今
な
お
守
り

続
け
て
い
る
。

Ｉ
料
亭
を
引
き
継
い
だ
頃
の

様
子
は
。

バ
ブ
ル
崩
壊
後
の
長
期
に
及
ぶ

不
況
や
、
「
官
官
接
待
」
な
ど
へ

の
批
判
も
あ
り
、
料
亭
は
冬
の
時

代
で
し
た
。
か
つ
て
弼
軒
の
料
亭

で
に
ぎ
わ
っ
た
街
も
、
私
の
代
に

は
４
軒
を
残
す
の
み
だ
っ
た
と
思

い
ま
す
。

田
中
家
も
廃
業
寸
前
の
経
営
危

機
に
あ
り
ま
し
た
。
跡
を
継
い
だ

も
の
の
、
着
付
け
も
芸
事
も
で
き

ず
、
さ
ん
ざ
ん
陰
口
を
た
た
か

れ
、
古
参
の
仲
居
が
次
々
と
辞
め

て
い
き
ま
し
た
。
そ
ん
な
中
で
も
、

常
に
「
先
祖
か
ら
受
け
継
が
れ
て

箒
末
の
１
８
６
３
年
（
文
久
３
年
）
創
業
。

江
戸
時
代
後
期
の
浮
世
絵
師
、
歌
川
広
重
の

代
表
作
「
東
海
道
五
十
三
次
神
奈
川
」
に

描
か
れ
た
茶
屋
「
さ
く
ら
や
」
を
初
代
の
薑

問
弥
兵
衛
が
買
い
取
り
、
〃
「
田
中
家
」
ど
し
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料
亭
文
化
と
歴
史
伝
え
る

き
た
歴
史
を
消
し
て
は
な
ら
な

い
」
と
の
思
い
で
再
建
を
目
指
し

ま
し
た
。

ま
ず
は
、
近
所
か
ら
「
お
化
け

屋
敷
」
と
う
わ
さ
さ
れ
て
い
た
１

２
０
０
坪
（
約
４
０
０
０
平
方
届
）

の
旅
館
部
分
を
処
分
し
、
料
亭
と

し
て
の
生
き
残
り
に
か
け
ま
して

営
業
を
始
め
た
。
家
訓
は
「
ネ
バ
ー
ギ
ブ

ア
ッ
プ
（
絶
対
に
諦
め
な
い
）
」
・
昼
席
（
午

前
皿
時
釦
分
～
午
後
２
時
）
と
夜
席
（
午
後

５
時
～
ｎ
時
）
・
で
、
完
全
予
約
制
。
資
本
金

は
１
０
０
０
万
円
。
従
業
員
は
昭
人
。

か
な
が
わ
経
済

た
。
ユ
場
感
さ
ん
お
断
り
」
と
い

う
格
式
張
っ
た
ル
ー
ル
も
や
め
、
‐

昼
の
会
席
を
始
め
た
り
、
結
婚
や

七
五
三
な
ど
の
プ
ラ
ン
を
企
画
し

た
り
し
て
敷
居
を
低
く
し
ま
し

た
。
．
《
↑

１
１
大
切
に
し
て
い
る
こ
と

は
。

酎
叫
寺
』
出
砺
野
可
瑚
や
＃
ｆ
黙
侭
内
記
輔
ｄ
臨
む
肌
吊
４
４
弾
蝉
＆
“

料
理
や
芸
能
、
日
本
文
化
、
会

話
な
ど
で
す
。
料
理
は
「
純
和
風
」

に
こ
だ
わ
ら
ず
、
四
季
折
々
の
旬

の
食
材
を
利
用
し
た
和
洋
折
衷
の

新
メ
ニ
ュ
ー
を
開
発
し
て
、
幅
広

い
お
客
さ
ん
に
喜
ば
れ
る
よ
う
に

し
て
い
ま
す
。
”
、
・
§
ダ
臆

太
鼓
や
三
味
線
、
踊
り
な
ど
の

芸
能
で
座
を
盛
り
上
げ
る
ほ
か
へ

入
り
母
屋
造
り
の
建
物
や
庭
園
、

掛
け
軸
や
生
け
花
な
ど
か
ら
日
本

文
化
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
感
じ
て
も

ら
え
る
よ
う
心
掛
け
、
お
客
さ
ん

と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
も
大

砂
屯
閣
５
Ｆ
令
息
別
Ｆ
弓
■
叶
賓
・
鯉
早
出
Ｐ
向
踊
町
砂
罷
閏
力
Ｆ
竃
幻
鞭
叫
苫
別
ｑ
９
関
津
巳
夙
舎
憩
唖
匪
忍
陶
革
油
む
ぽ
Ｌ
Ｐ
律
部

横浜市出身。青山学院大卒業後、

商社マンと結婚して長年海外に滞

在。兄が事故で急逝したため、 5代

目女将として1993年に田中家を引

き継いだ。趣味は山登りやヨガ、三

味線。自身の性格を「物おじしない、

いざとなったら強い」と分析する。

モットーは「たった一度しかない人

生を大切に生き抜こう」。

す
る
な
ど
、
》
輝
か
し
い
歴
史
が

刻
ま
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
前
面

に
打
ち
出
し
、
お
客
さ
ん
に
は
古

写
真
や
資
料
を
ス
ラ
イ
ド
に
し

て
見
て
も
ら
え
る
よ
う
に
し
て
い

ま
す
。

ｌ
今
後
の
抱
負
は
。

新
型
コ
ロ
ナ
の
影
響
で
、
３
月

以
降
の
お
客
さ
ん
は
３
割
ほ
ど
に

減
り
、
４
月
は
丸
々
休
み
ま
し
た
Ｃ

幸
い
、
う
ち
は
全
て
個
室
で
、
天

井
は
高
く
、
空
間
が
広
い
の
で
密

に
な
る
心
配
は
あ
ま
り
あ
り
ま
せ

ん
。
た
だ
、
こ
の
よ
う
な
状
態
が

長
く
続
く
よ
う
な
ら
、
「
会
席
弁

当
」
の
販
売
な
ど
も
検
討
し
な
け

れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。

今
後
は
、
木
造
建
築
や
着
物
、

料
理
、
邦
楽
な
ど
の
日
本
文
化
が

堪
能
で
き
る
「
料
亭
文
化
」
の
魅

力
を
子
供
た
ち
に
も
伝
え
て
い
き

た
い
で
す
。
か
つ
て
数
百
人
い
た

芸
者
も
現
在
は
４
人
だ
け
。
「
鳴

了
、
ぎ

り
物
」
が
で
き
る
芸
妓
の
育
成
に

も
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
と
思
っ

・
て
い
ま
す
。
“

（
聞
き
手
・
鈴
木
英
二
）

切
に
し
て
い
ま
す
。

そ
し
て
何
よ
り
も
こ
だ
わ
っ
て

い
る
の
は
田
中
家
の
歴
史
の
Ｐ

Ｒ
で
す
。
明
治
の
元
勲
・
伊
藤
博

文
や
夏
目
漱
石
ら
文
豪
が
投
宿

鐙


