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特集―――わがまち八王子探訪シリーズ「由木」

あともう
少しだよ！

この場所を
ご紹介します！

はちとぴ
観光

―特 撰―

天
台
宗
と
し
て
開
山
し
た
が
、
後
に
曹
洞

宗
に
改
宗
し
た
。
本
尊
の
薬
師
如
来
立
像

は
、〝
別
所
の
薬
師
さ
ま
〟
と
呼
ば
れ
、

眼
病
の
仏
と
し
て
あ
が
め
ら
れ
て
い
る
。

都
文
化
財
で
平
安
時
代
末
期
作
の
木
造
廬

舎
那
仏
坐
像
、
市
文
化
財
で
市
内
最
大
の

宝
篋
印
塔
が
あ
る
。

❶蓮生寺（薬師堂）季
節
感
豊
か
な
コ
ナ
ラ
や
ク
ヌ
ギ
の
雑
木

林
と
鎮
守
の
森
が
残
さ
れ
た
公
園
。
多
様

な
ハ
イ
キ
ン
グ
コ
ー
ス
が
設
定
さ
れ
て

い
る
。
散
策
路
に
は
「
ふ
く
ろ
う
の
道
」

「
ど
ん
ぐ
り
の
道
」
な
ど
の
名
が
つ
け
ら

れ
、
各
所
に
広
場
が
あ
る
。「
さ
え
ず
り

橋
」
と
い
う
吊
り
橋
も
架
か
る
。

❷蓮生寺公園

由木城址探求コース
★由
木地
域を 知

る！　その２
深～く
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マイペースで
歩きましょう！

車や自転車に
気をつけて

歩きましょうね！

由
木
地
区
最
大
級
の
広
い
芝
生
が
あ
る
緑

豊
か
な
公
園
。
ソ
メ
イ
ヨ
シ
ノ
や
ヤ
マ
ザ

ク
ラ
な
ど
が
植
え
ら
れ
て
い
る
。
最
高
所

の
展
望
台
か
ら
は
、
天
気
が
良
け
れ
ば
富

士
山
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
２
０
２
０

（
令
和
２
）
年
に
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
さ
れ
、

多
く
の
遊
具
が
設
置
さ
れ
た
。

❹富士見台公園 ❸
松
木
七
郎
の
宝
篋
印
塔

浅
間
神
社
の
境
内
に
建
ち
、
松
木
七
郎
の

墓
と
伝
え
ら
れ
る
。
室
町
時
代
初
期
の
も

の
で
高
さ
１
７
５
㎝
と
小
型
。
ほ
ぼ
完
全

に
近
い
形
で
残
っ
て
い
る
中
世
の
宝
篋
印

塔
で
あ
る
。
松
木
七
郎
は
不
明
な
点
の
多

い
人
物
だ
が
、「
松
木
」
の
地
名
の
由
来

に
な
っ
た
と
い
う
。
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特集―――わがまち八王子探訪シリーズ「由木」

１
９
８
８
（
昭
和
63
）
年
、
市
内
５
番
目

の
市
民
セ
ン
タ
ー
と
し
て
開
館
。
会
議
室

や
和
室
、
調
理
室
、
音
楽
室
、
体
育
室
、

談
話
コ
ー
ナ
ー
な
ど
が
あ
る
。
由
木
事
務

所
の
ほ
か
、
地
域
福
祉
推
進
拠
点
と
由
木

中
央
市
民
セ
ン
タ
ー
図
書
館
を
併
設
し
て

い
る
。

❺由木中央市民センター

１
５
３
２
（
天
文
元
）
年
〝
永
鱗
寺
〟
と

し
て
創
建
さ
れ
、
大
石
定
久
や
北
条
氏
照

の
庇
護
を
受
け
た
。
本
堂
は
１
５
４
６

（
天
文
15
）
年
に
建
立
。
後
に
焼
失
し
た

が
、
１
６
６
９
（
寛
文
９
）
年
に
再
建
さ

れ
、
現
在
に
至
る
。
墓
地
に
は
大
石
定
久

の
墓
、
本
堂
裏
手
高
台
に
銅
像
が
建
つ
。

❼永林寺

南
北
朝
時
代
の
創
建
と
伝
え
ら
れ
る
。
古

来
よ
り
真
言
密
教
の
修
行
道
場
と
し
て
興

隆
し
、
堂
内
に
は
歴
代
の
修
行
僧
の
法
具

や
経
典
が
数
多
く
守
り
伝
え
ら
れ
て
い

る
。
境
内
に
は
１
７
９
８
（
寛
政
10
）
年

造
立
の
宝
篋
印
塔
が
１
基
あ
り
、
信
州
高

遠
の
石
工
団
蔵
の
銘
が
あ
る
。

❾玉泉寺

起
伏
豊
か
な
地
形
的
特
徴
を
生
か
し
て
整

備
さ
れ
た
公
園
。
高
さ
15
ｍ
も
の
巨
大
ピ

ラ
ミ
ッ
ド
に
あ
る
大
き
な
滑
り
台
「
ド
ラ

ゴ
ン
ス
ラ
イ
ダ
ー
」
が
目
を
ひ
く
。
も
と

も
と
あ
っ
た
秋
葉
神
社
が
火
伏
せ
の
神
を

祀
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、「
火
の
鳥
」
を

デ
ザ
イ
ン
し
た
オ
ブ
ジ
ェ
も
あ
る
。

❿秋葉台公園

　

吉
田
観
賞
魚
販
売
株
式

会
社
の
ル
ー
ツ
は
、
１
９

２
１
（
大
正
10
）
年
、
吉

田
定
一
が
井
戸
を
掘
り
、

食
用
鯉
の
養
殖
を
始
め
た

こ
と
に
遡
り
ま
す
。「
祖

父
は
と
て
も
厳
格
な
人
で

し
た
ね
」
と
定
一
の
思
い

出
を
語
る
の
は
、
現
在
社

長
を
務
め
る
吉
田
俊
一
さ

ん
。
特
に
春
は
鯉
の
産
卵

の
季
節
で
、
水
づ
く
り
を

は
じ
め
と
し
た
環
境
整
備

に
神
経
を
つ
か
う
た
め
、
と
て
も
緊

張
し
た
雰
囲
気
が
漂
っ
て
い
た
そ
う

で
す
。

　

や
が
て
観
賞
用
の
錦
鯉
や
金
魚
の

卸
業
に
か
か
わ
り
、
海
外
へ
の
輸
出

も
展
開
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

１
９
９
０
年
に
３
代
目
の
社
長
に
就

任
し
た
吉
田
さ
ん
は
、
商
談
で
イ
ギ
リ
ス
へ
出
張
し
た
際
、
と
あ
る

ガ
ー
デ
ン
セ
ン
タ
ー
で
楽
し
み
な
が
ら
生
き
生
き
と
買
い
物
を
し
て

い
る
お
客
さ
ん
の
姿
を
目
に
し
、
こ
の
雰
囲
気
を
再
現
し
た
い
と
思

い
つ
き
ま
す
。
早
速
、
卸
売
り
中
心
だ
っ
た
販
売
形
態
を
小
売
り
の

仕
組
み
に
転
換
し
、
よ
り
お
客
さ
ん
に
楽
し
ん
で
も
ら
え
る
よ
う
な

ス
タ
イ
ル
に
変
え
て
い
き
ま
し
た
。

　

現
在
は
ア
ル
バ
イ
ト
を
含
め
た
約
80
人
の
ス
タ
ッ
フ
が
、
観
賞
魚

専
門
店
「
ヨ
シ
ダ
フ
ィ
ッ
シ
ュ
フ
ァ
ー
ム
ズ
」、
園
芸
専
門
店
「
グ

リ
ー
ン
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ガ
ー
デ
ン
ズ
」、
セ
レ
ク
ト
シ
ョ
ッ
プ
「
ガ
ー

デ
ン
ズ
マ
ル
シ
ェ
」、
レ
ス
ト
ラ
ン
「A

u coju

（
オ
コ
ジ
ュ
）」
の

吉
田
観
賞
魚
販
売
株
式
会
社

ひ
と
休
み

コ
ラ
ム

❻
由
木
村
忠
魂
碑

八
王
子
市
農
協
由
木
支
店
の
北
側
に
あ

る
。
１
９
１
９
（
大
正
８
）
年
建
立
。
日

清
戦
争
２
名
、
日
露
戦
争
７
名
、
計
９
名

の
戦
死
者
の
氏
名
な
ど
を
刻
ん
で
い
る
。

背
後
に
１
９
５
２
（
昭
和
27
）
年
に
建
て

ら
れ
た
「
満
州
日
華
事
変
並
大
東
亜
戦
争

戦
没
者
英
霊
芳
名
」
の
碑
が
あ
る
。

❽
由
木
城
址

永
林
寺
の
辺
り
か
ら
野
猿
峠
ま
で
は
由
木

氏
の
居
住
地
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
、
殿
ヶ

谷
戸
と
い
わ
れ
て
い
る
。
寺
が
で
き
る
前

は
こ
こ
に
居
館
（
由
木
城
）
が
あ
り
、
大

石
定
久
が
山
城
に
移
る
ま
で
住
ん
で
い
た

と
い
う
。
本
堂
裏
手
高
台
に
石
碑
が
建

つ
。

▲現在の店舗風景▲1960年ころの店舗
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２
０
１
３
（
平
成
25
）
年
開
園
。
小
高
い

丘
に
広
が
る
森
を
そ
の
ま
ま
残
し
た
公
園
。

散
策
路
が
整
備
さ
れ
、
森
の
豊
か
さ
を
感

じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
園
内
に
は
古
く
か

ら
こ
の
地
に
鎮
座
す
る
愛
宕
神
社
が
あ
る

ほ
か
、
１
９
４
４
（
昭
和
19
）
年
こ
ろ
に

つ
く
ら
れ
た
防
空
壕
が
残
さ
れ
て
い
る
。

⓫沖ノ谷戸公園

１
８
８
５
（
明
治
18
）
年
「
英
吉
利
法
律

学
校
」
と
し
て
創
設
。
１
９
７
８
（
昭
和

53
）
年
に
多
摩
キ
ャ
ン
パ
ス
が
開
設
さ

れ
、
文
系
の
４
学
部
（
法
・
経
済
・
商
・

文
学
部
）
が
神
田
駿
河
台
か
ら
移
転
し

た
。
そ
の
後
、
総
合
政
策
学
部
、
国
際
経

営
学
部
も
設
置
さ
れ
た
。

⓬中央大学

旧
本
堂
は
関
東
大
震
災
で
倒
壊
し
て
し

ま
っ
た
た
め
、
自
由
党
広
徳
館
館
長
の
林

副
重
の
家
を
移
築
し
、
改
造
し
た
。
本
堂

裏
手
の
高
台
に
あ
る
観
音
堂
に
は
木
造
十

一
面
観
世
音
菩
薩
立
像
が
安
置
さ
れ
て
い

る
。
寄
木
造
り
で
作
者
不
明
だ
が
、
鎌
倉

時
代
初
期
の
も
の
と
み
ら
れ
て
い
る
。

⓭清鏡寺

１
９
９
０
（
平
成
２
）
年
開
設
の
、
市
内

で
最
も
東
に
あ
る
市
民
セ
ン
タ
ー
。
会
議

室
の
ほ
か
、
和
室
、
調
理
室
、
音
楽
室
、

美
術
室
、
地
区
図
書
室
な
ど
を
備
え
て
い

る
。
由
木
東
事
務
所
や
地
域
福
祉
推
進
拠

点
、
高
齢
者
あ
ん
し
ん
相
談
セ
ン
タ
ー
を

併
設
し
て
い
る
。

⓯由木東市民センター

旧
三
本
松
小
学
校
跡
地
を
そ
の
ま
ま
生
か

し
た
大
学
の
制
作
ス
タ
ジ
オ
。
学
校
シ
ー

ン
の
あ
ら
ゆ
る
場
面
を
撮
影
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
学
生
た
ち
の
撮
影
実
習
や
自
主

制
作
映
画
な
ど
に
使
用
さ
れ
て
い
る
ほ

か
、
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
や
映
画
の
撮
影
に
も

重
用
さ
れ
て
い
る
。

⓰デジタル・ハリウッド大学

４
店
舗
を
運
営
し
、
新
宿
や
た

ま
プ
ラ
ー
ザ
に
も
店
舗
を
展
開

し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
ガ
ー
デ

ニ
ン
グ
工
事
の
設
計
施
工
、
鯉

を
飼
う
た
め
の
池
の
工
事
や
管

理
も
請
け
負
っ
て
い
ま
す
。

　
「
来
て
い
た
だ
い
た
方
に
非

日
常
空
間
を
提
供
し
て
、
く
つ

ろ
い
で
も
ら
え
る
よ
う
心
掛
け

て
い
ま
す
」
と
語
る
吉
田
さ

ん
。
お
し
ゃ
れ
な
敷
地
内
に
は
、
色
と
り
ど
り
の
観
賞
魚
だ
け
で
な

く
、
骨
と
う
品
や
釣
り
堀
な
ど
も
あ
り
、
訪
れ
る
だ
け
で
楽
し
む
こ

と
の
で
き
る
空
間
を
作
り
上
げ
て
い
ま
す
。

　

吉
田
さ
ん
は
由
木
と
い
う
地
域
全
体
の
活
性
化
に
も
一
役
買
っ
て

い
ま
す
。
そ
の
１
つ
が
、
２
０
１
４
年
に
始
ま
っ
た
「
大
栗
川
キ
ャ

ン
ド
ル
リ
バ
ー
」
で
、
イ
ベ
ン
ト
の
立
ち
上
げ
か
ら
運
営
の
中
心
で

か
か
わ
っ
て
き
ま
し
た
（
は
ち
と
ぴ
32
号
参
照
）。
昨
年
は
コ
ロ
ナ

禍
も
あ
っ
て
、
リ
モ
ー
ト
開
催
と
い
う
形
に
な
り
ま
し
た
が
、
６

回
目
を
無
事
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
ま
た
、
毎
月
「A

u 
coju

」
で
は
「
由ゆ

っ
く
り栗
カ
フ
ェ
」
と
い
う
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
し
、
地
元

の
人
た
ち
と
の
交
流
の
場
を
作
っ
て
い
ま
す
。「
新
し
く
こ
の
地
域

に
来
た
方
、
古
く
か
ら
お
ら
れ
る
方
、
い
ろ
ん
な
方
が
自
由
気
ま
ま

に
語
り
合
え
る
、
あ
い
さ
つ
の
で
き
る
場
を
作
り
た
い
と
思
っ
て
い

ま
す
」
と
吉
田
さ
ん
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
取
り
組
み
を
通
じ
て

「
由
木
発
の
文
化
が
出
て
き
て
く
れ
る
と
面
白
い
で
す
よ
ね
」
と
も

続
け
ま
す
。
吉
田
さ
ん
が
展
開
す
る
店
舗
や
イ
ベ
ン
ト
か
ら
、
新
た

な
由
木
の
姿
が
生
ま
れ
て
く
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

⓮
大
塚
神
明
社
の
イ
チ
ョ
ウ

由
木
東
市
民
セ
ン
タ
ー
駐
車
場
横
、
梶
川

緑
地
に
立
つ
。
大
塚
神
明
社
は
、
多
摩

ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
の
開
発
に
よ
り
近
く
の
八

幡
神
社
に
移
転
し
た
が
、
神
木
と
さ
れ
て

い
た
イ
チ
ョ
ウ
は
こ
の
場
所
に
残
さ
れ

た
。
目
通
り
約
５
・
７
ｍ
、
高
さ
約
22
・

５
ｍ
、
樹
齢
約
５
０
０
年
と
い
わ
れ
る
。

●
吉
田
観
賞
魚
販
売
株
式
会
社

　

松
木
15
―
３

　
☎
６
７
６
―
７
１
１
１

　

営
業
時
間　

�

10
～
19
時
（
火
曜
の
み

17
時
ま
で
）

　

定
休
日
な
し

▲レストランAu coju
▲吉田俊一さん



市内で活躍する元気な団体・サークル・同好会を紹介するコーナーです。
活動内容やイベント情報など、編集部までお知らせください。

の市民団体紹介

※�

こ
こ
は
「
は
ち
と
ぴ
」
を
応
援
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
方
々
に
自
由
に
使
っ
て
い
た
だ
く

フ
リ
ー
ス
ペ
ー
ス
で
す
。
今
回
は
「
百
草
画
荘
」
で
す
。

10

農
な
く
し
て
里
山
な
し

　

１
９
９
０
年
代
、
定
年
を
迎
え
た
塩

谷
暢
生
さ
ん
が
堀
之
内
に
移
住
し
た
と

き
、
由
木
地
域
は
多
摩
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン

の
開
発
途
上
に
あ
り
ま
し
た
。
住
宅
も

建
た
ず
、
荒
れ
果
て
た
土
地
を
前
に
し

て
、
塩
谷
さ
ん
は
何
と
か
し
な
け
れ
ば

と
奮
起
し
、
農
作
業
に
取
り
組
み
始
め

ま
す
。
塩
谷
さ
ん
同
様
、
定
年
を
迎
え

た
地
元
の
方
々
と
と
も
に
、
田
ん
ぼ
を

耕
し
て
の
米
作
り
、
昔
な
が
ら
の
窯
で

の
竹
炭
焼
き
な
ど
を
開
始
。
２
０
０
０

（
平
成
12
）
年
12
月
12
日
に
は
「
里
山

農
業
ク
ラ
ブ
」
を
立
ち
上
げ
ま
し
た
。

現
在
は
根
っ
か
ら
の
地
元
の
人
は
い
な

く
な
り
、
メ
ン
バ
ー
は
30
人
ほ
ど
。
メ

カ
イ
作
り
が
メ
イ
ン
の
活
動
と
な
っ
て

き
ま
し
た
。

　

メ
カ
イ
は
メ
カ
ゴ
と
も
言
い
、
里

山
に
自
生
す
る
シ
ノ
を
使
い
、
６
つ

目
編
み
に
し
て
作
ら
れ
る
目
の
粗
い

ザ
ル
や
カ
ゴ
の
こ
と
で
す
（「
は
ち

と
ぴ
」
41
号
参
照
）。
由
木
地
域
で

は
１
９
５
０
年
代
く
ら
い
ま
で
農
家

の
副
業
と
し
て
、
シ
ノ
を
活
用
し
た

メ
カ
イ
作
り
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い

ま
し
た
。
し
か
し
現
在
で
は
生
業
と

し
て
い
る
方
は
い
な
い
た
め
、
か
つ

て
メ
カ
イ
を
作
っ
て
い
た
地
元
の
方

を
講
師
と
し
て
、
一
連
の
作
業
工
程

を
学
ん
で
い
き
ま
し
た
。
メ
カ
イ
作
り

に
か
か
わ
る
メ
ン
バ
ー
は
、
山
に
行
っ

て
シ
ノ
を
切
り
、
最
後
の
整
形
ま
で
１

人
で
こ
な
し
て
い
ま
す
。
力
仕
事
も
あ

る
の
で
す
が
、
そ
れ
を
担
っ
て
い
る
の

は
主
に
元
気
な
女
性
た
ち
。
作
業
日
に

は
み
ん
な
で
ワ
イ
ワ
イ
と
語
ら
い
な

が
ら
自
分
の
作
品
を
作
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
郷
土
資
料
館
や
高
尾
５
９
９

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
な
ど
で
の
実
演
、
講
習

会
で
の
編
み
方
の
指
導
の
ほ
か
、
技
術

継
承
の
た
め
に
マ
ニ
ュ
ア
ル
『
メ
カ
イ

の
作
り
方
』
を
作
成
し
て
、
後
進
の
指

導
も
し
て
い
ま
す
。

　
「
里
山
を
残
す
と
い
う
こ
と
は
、
農

業
を
す
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
ん
で

す
」
と
塩
谷
さ
ん
。
地
元
に
根
付
い
て

い
た
農
作
業
に
取
り
組
む
こ
と
で
、
由

木
地
域
の
里
山
の
保
全
活
動
に
つ
な
げ

よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

里山農業クラブ◆活 動 場 所：由木地域の市民センター、公園など
◆活 動 時 間：メカイ作りは10～４月の毎週木曜日
◆問い合わせ先：（674）9901（塩谷）

メカイ作り実演のようす
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八王子散歩のしめくくり（最終回）
元・八王子市市史編さん研究協力員　馬場喜信
八王子の原風景 14

　

東
京
都
の
西

端
に
位
置
す
る

私
た
ち
の
ま
ち

八
王
子
。
多
摩

川
の
主
要
な
支

流
で
あ
る
浅
川

の
流
域
に
市
域

が
広
が
り
、
西

方
に
は
関
東
地

方
を
か
こ
む
山

稜
を
締
め
く
く

る
連
山
が
並
ん

で
い
る
。

　

八
王
子
市
域
の
一
隅
に
住
み
つ
い
て
か
ら

半
世
紀
ち
か
い
歳
月
が
す
ぎ
た
。
拙
宅
は

ち
ょ
っ
と
し
た
高
台
に
あ
り
、
西
方
へ
の
眺

望
に
め
ぐ
ま
れ
て
い
た
。
高
尾
山
か
ら
陣
馬

山
へ
と
つ
づ
く
峰
々
が
四
季
折
々
に
そ
の
姿

を
見
せ
て
く
れ
て
い
る
。
そ
の
山
容
に
惹
か

れ
、
そ
れ
ま
で
中
断
し
て
い
た
山
歩
き
を
は

じ
め
た
。
思
い
立
っ
て
暇
さ
え
あ
れ
ば
い
つ

で
も
、
小
さ
な
ザ
ッ
ク
ひ
と
つ
に
握
り
飯
と

水
筒
を
入
れ
て
山
に
ゆ
け
る
。
そ
の
喜
び
と

楽
し
さ
を
満
喫
し
て
き
た
。

　

必
携
品
は
、
国
土
地
理
院
の
２
万
５
千
分

の
1
地
形
図
。
そ
の
刊
行
図
面
が
遅
れ
て
い

た
東
京
近
郊
の
地
に
ま
で
お
よ
ぶ
よ
う
に
な

り
、
八
王
子
市
域
の
地
形
が
鮮
明
に
読
み
と

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
登
山
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク

と
と
も
に
、
こ
の
地
形
図
が
な
に
よ
り
も
歩

く
指
針
と
な
っ
た
。
川
沿
い
の
道
を
歩
い
て

か
ら
尾
根
に
登
り
、
遠
く
の
山
々
を
眺
め
な

が
ら
稜
線
の
道
を
行
く
。
広
い
市
域
の
す
み

ず
み
ま
で
を
歩
き
つ
く
し
た
と
は
い
え
な
い

が
、
楽
し
い
充
実
し
た
日
々
だ
っ
た
。

　

こ
の
連
載
で
市
内
の
全
域
に
ふ
れ
る
こ
と

は
で
き
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
で
最
終
回
と
し

ま
す
。

（
写
真
は
、
１
９
７
８
年
こ
ろ
の
片
倉
町
風

景
で
す
）

由木地区の歴史民俗を記録した方々
八王子地域社会研究会 代表　佐藤　広

八王子の民俗誌 14

　

鑓
水
に
八
王
子
市
で
唯
一
の
東
京
都
指
定

有
形
民
俗
文
化
財
が
あ
る
。
八
王
子
市
の
日

本
遺
産
認
定
ス
ト
ー
リ
ー
の
構
成
文
化
財
の

１
つ
に
も
な
っ
て
い
る
「
小
泉
家
屋
敷
」
で

あ
る
。

　

多
摩
丘
陵
の
谷
戸
に
い
だ
か
れ
た
典
型
的

な
養
蚕
農
家
で
、
裏
の
尾
根
道
は
鎌
倉
み

ち
、
表
は
横
浜
へ
と
つ
づ
く
浜
街
道
（
絹
の

道
）
に
面
す
る
。
母
屋
や
土
蔵
な
ど
の
建
築

物
だ
け
で
な
く
、
環
境
も
含
め
た
面
と
し
て

の
屋
敷
の
指
定
と
な
っ
て
い
る
。
鑓
水
の
市

指
定
文
化
財
の
諏
訪
神
社
の
三
社
殿
と
絹
の

道
、
そ
し
て
「
小
泉
家
屋
敷
」
は
相
互
に
養

蚕
や
絹
取
引
で
関
連
し
て
い
る
。

　

鑓
水
は
、
伝
統
的
な
谷
戸
ご
と
の
集
落
が

今
も
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
基
礎
と
な
っ
て
い

る
。
貴
重
な
明
治
初
期
の
共
有
文
書
を
保
存

し
、
２
０
１
５
年
に
は
町
会
と
鑓
水
歴
史
研

究
会
で
『
ふ
る
さ
と
鑓
水

―
八
王
子
市
鑓

水
の
歴
史
と
文
化
』
を
住
民
の
手
で
執
筆
・

刊
行
し
た
。
歴
史
文
化
を
大
切
に
す
る
気
風

は
保
た
れ
て
い
る
。

　
「
小
泉
家
屋
敷
」
の
小
泉
栄
一
（
１
９
１

７
～
99
）
は
、
故
郷
へ
の
深
い
愛
情
を
『
多

摩
の
丘
か
げ
』（
１
９
７
０
）
な
ど
多
く
の

著
作
に
残
し
て
い
る
。
家
族
や
周
囲
の
賛
同

も
少
な
い
な
か
、「
隗
よ
り
始
め
よ
」
と
、

多
摩
丘
陵
か
ら
農
家
が
消
え
て
し
ま
う
の
で

自
宅
の
文
化
財
指
定
に
同
意
し
、
１
９
７
２

年
４
月
に
都
有
形
民
俗
文
化
財
の
指
定
を
受

け
た
。
多
摩
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
造
成
工
事
に
直

面
し
、
心
情
を
吐
露
し
て
い
る
。「
い
よ
い

よ
向
山
に
も
ブ
ル
ド
ー
ザ
ー
が
う
な
り
出
し

た
。
多
摩
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
造
成
の
た
め
に
、

何
百
年
来
わ
が
家
所
有
と
し
て
代
々
眺
め
暮

し
て
き
た
山
は
、
畑
は
、
竹
藪
は
、
突
き
崩

さ
れ
始
め
た
。
秋
毎
に
根
元
に
千
本
し
め
じ

を
育
て
て
く
れ
た
楢
の
雑
木
山
、
銀
寄
せ
と

い
う
品
の
栗
林
、
又
五
月
に
は
や
わ
ら
か
い

筍
を
食
卓
に
送
っ
て
く
れ
た
孟
宗
竹
が
、
十

人
程
の
作
業
員
の
電
気
鋸
で
バ
リ
バ
リ
と
切

り
倒
さ
れ
て
ゆ
く
、
も
う
お
し
ま
い
で
あ

る
。
長
い
長
い
溜
息
、
限
り
な
い
愛
情
、
わ

た
し
に
は
耐
え
き
れ
な
い
昭
和
四
十
七
年
一

月
十
四
日
で
あ
っ
た
」（「
四
面
楚
歌
」『
由

木
西
小
百
年
史
』）
と
。

　

教
員
で
あ
っ
た
東
中
野
の
堀
口
進
は
、
多

摩
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
の
造
成
工
事
が
進
行
し
た

１
９
７
０
年
こ
ろ
か
ら
、
由
木
地
区
全
域
で

の
写
真
撮
影
を
行
っ
て
い
た
。
そ
の
写
真
の

一
部
が
『
八
王
子
市
東
部
地
域　

由
木
の
民

俗
』（
八
王
子
市
）
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

　

下
柚
木
の
古
刹
、
永
林
寺
の
住
職
で
教
員

で
あ
っ
た
小
倉
英
明
は
、
早
く
か
ら
郷
土
教

育
に
着
目
し
、『
私
た
ち
の
郷
土
由
木
村
』

（
１
９
６
１
）
を
ま
と
め
て
い
る
。
こ
れ
ら

の
記
録
が
、
そ
の
後
の
由
木
地
区
の
歴
史
文

化
の
基
礎
デ
ー
タ
と
な
っ
て
い
る
。

　

激
変
し
た
由
木
地
区
の
歴
史
や
民
俗
の
事

実
だ
け
で
な
く
、
そ
の
時
代
、
そ
の
場
所
に

生
き
た
人
々
の
心
持
ち
に
も
、
ぜ
ひ
関
心
を

持
っ
て
ほ
し
い
。

▲小泉栄一氏
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私
は
高
尾
山
に
近
い

現
在
の
八
王
子
市
上
恩

方
町
（
旧
南
多
摩
郡
恩

方
村
）
に
生
ま
れ
ま
し

た
。
高
尾
山
に
近
い
と

こ
ろ
に
生
ま
れ
、
こ
の

山
に
ず
っ
と
か
か
わ
り

な
が
ら
日
々
を
送
る
こ

と
が
で
き
る
の
は
本
当

に
私
に
と
っ
て
何

よ
り
の
幸
せ
で
し

た
。

　

本
文
に
入
る
前

に
、
こ
れ
ま
で
43

年
に
わ
た
っ
て
つ

づ
け
た
私
の
つ
た

な
い
版
画
の
年
賀

状
を
お
目
に
か
け

た
い
と
思
い
ま

す
。
干え

支と

を
題
材
と
し
て
、
そ
れ

に
関
連
す
る
植
物
を
そ
れ
ぞ
れ
デ

ザ
イ
ン
し
た
も
の
で
す
。
こ
れ
を

長
く
続
け
て
き
ま
し
た
。
ぜ
ひ
皆

様
に
み
て
い
た
だ
け
た
ら
う
れ
し

い
で
す
。
そ
の
年
の
干
支
に
つ
な

が
る
植
物
を
さ
が
す
の
は
、
私
に

と
っ
て
毎
年
の
楽
し
み
で
も
あ
り

ま
し
た
。
長
く
つ
づ
け
た
と
い
う

こ
と
で
ご
容
赦
く
だ
さ
い
。

　

高
尾
山
は
海
抜
わ
ず
か
５
９
９

メ
ー
ト
ル
と
い
う
あ
ま
り
高
い
山

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
面
積
も
そ
れ

ほ
ど
広
く
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
で

も
、
自
然
に
恵
ま
れ
た
山
、
動
植

物
の
豊
富
さ
は
他
に
例
が
な
い
ほ

ど
と
い
わ
れ
ま
す
。
東
京
都
心
か

ら
至
近
の
距
離
に
あ
り
な
が
ら
、

こ
の
あ
た
り
に
は
珍
し
く
、
か
な

り
の
面
積
の
天
然
林
が
残
さ
れ
て

い
ま
す
。
地
形
を
み
て
も
、
岩

場
、
滝
な
ど
、
複
雑
な
地
形
を
も

ち
、
そ
の
森
林
が
奈
良
時
代
か
ら

山
岳
信
仰
の
霊
場
と
し
て
常
に
守

ら
れ
て
き
た
と
い
う
の
は
多
く
の

人
に
う
な
ず
か
れ
る
こ
と
で
し
ょ

う
。

　

こ
れ
か
ら
も
ず
っ
と
高
尾
を
愛

す
る
人
た
ち
に
よ
っ
て
守
っ
て
ゆ

き
た
い
も
の
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
こ
の
山
は
日
本
の
森
林

帯
か
ら
み
て
、
暖
温
帯
と
冷
温
帯

の
境
目
ぐ
ら
い
に
位
置
し
て
い
ま

す
。
そ
の
た
め
、
山
の
南
側
は
カ

シ
類
、
ツ
バ
キ
、
サ
カ
キ
な
ど
の

常
緑
広
葉
樹
が
多
く
、
北
側
は
イ

ヌ
ブ
ナ
、
ブ
ナ
、
カ
エ
デ
な
ど
の

落
葉
広
葉
樹
が
広
が
っ
て
い
る
と

い
う
お
も
し
ろ
い
特
徴
も
あ
り
ま

す
。
当
然
、
植
物
な
ど
の
分
布
も

多
様
に
な
っ
て
い
ま
す
。
高
尾
山

の
植
物
相
の
得
が
た
い
特
徴
で

す
。

　

そ
の
他
、
高
尾
山
な
ど
に
関
連

す
る
こ
と
、
周
辺
で
の
エ
ピ
ソ
ー

ド
な
ど
、
エ
ッ
セ
イ
風
に
い
ろ
い

ろ
な
よ
も
や
ま
話
を
載
せ
ま
し

た
。
肩
の
こ
ら
な
い
よ
う
に
し
た

つ
も
り
で
す
。
ぜ
ひ
気
楽
に
み
て

い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

 

（
著
者
記
）

私
の

本
は
こ
う
し
て
生
ま
れ
た
　
其
の
四
十
八

Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
人
気
番
組
「
ブ
ラ
タ
モ
リ
」
の
高
尾
山
の
回
に
登
場
し
た
植
物
博
士
・
菱
山
忠
三
郎
さ
ん
の
珠
玉
の

エ
ッ
セ
イ
集
。
高
尾
山
の
麓
に
生
ま
れ
、
高
尾
山
の
懐
で
育
ち
、
高
尾
山
の
植
物
に
魅
せ
ら
れ
た
著
者
。
自
由
闊

達
に
書
き
綴
ら
れ
た
エ
ッ
セ
イ
の
数
々
に
は
、
高
尾
山
の
自
然
が
抱
く
豊
潤
な
魅
力
が
満
ち
溢
れ
て
い
ま
す
。
汲

め
ど
も
尽
き
ぬ

〝高
尾
山
よ
も
や
ま
話〟

を
堪
能
し
た
ら
、
お
次
は
自
然
を
見
つ
め
て
み
ま
し
ょ
う
。
自
然
は
い

つ
で
も
静
か
に
待
っ
て
い
て
く
れ
ま
す
よ
。

『
高
尾
山
の
麓
か
ら
―
自
然
を
見
つ
め
て
』　
菱
山
忠
三
郎
　
著

定
価
１
７
０
０
円
＋
税　

揺
籃
社
刊

Ａ
５
判
・
１
６
６
Ｐ
・
フ
ル
カ
ラ
ー

※�

本
書
を
お
求
め
の
際
は
、
お
近
く
の
書

店
か
当
誌
編
集
部
ま
で
ど
う
ぞ
。

『
高
尾
山
の
麓
か
ら

 

―
自
然
を
見
つ
め
て
』



─八王子の自費出版本を紹介─

次号
予告

「はちとぴ」の置いてあるところ
「はちとぴ48号」は9,000部を
発行、右記の場所にて配布いた
します。八王子市民にアピール
したい商品やサービスの広告に
ピッタリ。是非、協賛ください。

広告募集中！

お客さんとのコミュニケーショ
ンツールにしたり、待ち時間の
合間に雑誌感覚で読んでもらっ
たりと、利用方法はさまざま。

「はちとぴ」を新サービスとし
てご活用ください。

提携店募集中！

お問い合わせはこちら
揺籃社（清水工房内）
はちとぴ編集部
TEL（620）2615
FAX（620）2616
E-mail�info@simizukobo.com

※
こ
の
コ
ー
ナ
ー
で
紹
介
す
る
自
費
出
版
本
を
募
集
し
て
い
ま
す
。
紹
介
し
て
ほ
し
い
本
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
ご
一
報
を
。
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わがまち八王子探訪シリーズ「浅川」（仮）

次号で取り上げるのは市の南西部に位置する浅川地域。ほぼ全域が都立高尾陣
場自然公園に含まれ、市内で最も有名な観光地、高尾山を有しています。霊場
として知られる薬王院やかつて甲州道中の関所でもあった小仏峠などの歴史的
見どころのほか、豊かな自然環境もご紹介します。情報募集中！

夜
間
中
学
と
い
う
と
、
山
田
洋
次
監
督
の
映
画
「
学
校
」
シ
リ
ー
ズ
を
思
い
出
す
方
が
多
い
で

し
ょ
う
か
。
様
々
な
事
情
で
義
務
教
育
を
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
年
配
の
方
が
学
び
直
し
て
い
る
と

い
う
印
象
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
現
代
で
は
、
生
徒
の
多
く
を
在
留
外
国
人
が
占
め

て
い
ま
す
。
少
子
高
齢
化
を
背
景
に
、
国
や
経
済
界
が
外
国
か
ら
の
労
働
者
を
積
極
的
に
受
け
入

れ
て
い
る
た
め
で
す
。
彼
ら
や
彼
ら
の
子
ど
も
た
ち
の
教
育
機
会
に
つ
い
て
多
角
的
に
論
じ
て
い

る
の
が
本
書
。
先
進
的
取
り
組
み
を
続
け
て
き
た
川
口
市
で
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
元
に
、
夜

間
学
級
の
持
つ
今
日
的
意
味
を
問
い
直
し
て
い
ま
す
。
八
王
子
市
立
五
中
の
夜
間
学
級
も
登
場
。

八
王
子
市
の
な
か
で
も
独
自
の
歴
史
を
歩
ん
で
き
た
由
木
地
域
。
由
木
に
生
ま
れ
、
故
郷
に
人
一

倍
の
愛
着
を
持
つ
著
者
が
、
長
年
の
郷
土
史
研
究
の
成
果
を
１
冊
に
ま
と
め
ら
れ
た
の
が
２
０
１

３
年
。
版
を
重
ね
た
も
の
の
、
こ
こ
数
年
は
品
切
れ
状
態
で
し
た
。『
新
八
王
子
市
史
』
の
発
刊

に
触
発
さ
れ
て
、
こ
の
た
び
新
情
報
を
盛
り
込
ん
だ
改
訂
版
を
刊
行
。
40
ペ
ー
ジ
近
い
ボ
リ
ュ
ー

ム
ア
ッ
プ
と
な
り
ま
し
た
。
先
史
時
代
か
ら
現
代
ま
で
の
由
木
の
変
化
が
編
年
体
で
分
か
り
や
す

く
つ
づ
ら
れ
て
い
ま
す
。
由
木
は
も
と
よ
り
、
八
王
子
、
多
摩
地
域
の
歴
史
研
究
に
お
い
て
も
重

要
な
位
置
を
占
め
る
名
著
、
こ
こ
に
復
活
で
す
！ 武

蔵
国
多
摩
郡
と
由
木
の
里
の
昔
語
り　

改
訂
版

石
井
義
長
・
著

★
揺
籃
社
・
発
行　

２
０
０
０
円
＋
税

★
四
六
判
、
４
６
８
ペ
ー
ジ
＋
カ
ラ
ー
グ
ラ
ビ
ア
10
ペ
ー
ジ

大
重
史
朗
・
著

★
揺
籃
社
・
発
行　

２
６
０
０
円
＋
税

★
四
六
判
、
２
５
６
ペ
ー
ジ

※�

本
書
を
お
求
め
の
際
は
、
お
近
く
の
書
店
で
ご
注
文
い
た

だ
く
か
、
当
誌
編
集
部
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

多
文
化
共
生
と
夜
間
中
学

―
在
留
外
国
人
の
教
育
課
題

―

第49号（清風号）は
９月１日発行予定

�公共施設

八王子観光コンベンション協会
八王子商工会議所
八王子市郷土資料館
八王子市中央図書館
八王子市川口図書館
八王子市南大沢図書館
八王子市生涯学習センター図書館
八王子市絹の道資料館
八王子市役所産業振興部
八王子市役所スポーツ振興課
道の駅「八王子滝山」
サイエンスドーム八王子
八王子クリエイトホール
八王子市学園都市センター
八王子市市民活動支援センター
八王子市子ども家庭支援センター
八王子市芸術文化会館いちょうホール
八王子市教育センター
八王子市南大沢事務所
八王子市南大沢文化会館
八王子セミナーハウス
長池公園自然館
高尾山599ミュージアム
夕やけ小やけふれあいの里
市内各市民センター　　　　　　　等

�お店・企業・学校

アート八王子
アクサ生命
㈲赤坂商店
御菓子司　旭苑
吾妻寿し
アメニティーライフ八王子
㈲荒物加島屋
小俣ダンススタジオ
café�de�la�poste
cafe�rin
金子商店
ギャラリー・スペースことのは
京晴㈱
くまざわ書店
くまざわ書店西八王子店
㈱クラブＳ保険サービス
グループホームびおら
桑の実幼稚園
敬愛保育園
啓文堂高尾店
工学院大学
小谷野紙店
㈲埼玉屋本店
和食　坂福
坂本クリニック・坂本医院

ＪＡ八王子ふれあい市場
シミズパーク24
東京都立大学
スマイルこどもクリニック
㈱スリーボンド
せいがの森保育園
セブンイレブン八王子北口店
創価大学
高尾の森わくわくビレッジ
拓殖大学
そば・うどん　玉川亭
たましん散田店
多摩美術大学
中央大学
東京家政学院大学
東京工科大学
東京工業高等専門学校
東京純心大学
東京造形大学
東京薬科大学
とみりえ
中野屋商店
㈲中村自動車
㈱日住
ハーモニーネット
はちねこ！カフェ
八王子エルシィ

八王子学園八王子高等学校
八王子自動車学校
八王子市役所売店「はっち」
八王子消化器病院
㈱富士屋
ふもとや
Coffee�Bricks
ベネック
法政大学
まつおか書房
松姫本店
㈲峰尾豆腐店
みやま大樹の苑
山梨中央銀行八王子支店
㈱山六
有隣堂CELEO八王子店 　　等

�その他団体など

サイバーシルクロード八王子
八王子法人会
八王子市医師会
八王子市職員等事業本部
八王子自治研究センター
八王子センター元気
八王子いちょう祭り祭典委員会
墨のアトリエ墨童舎
はちとぴサポーターの会　　等

※�

本
書
を
お
求
め
の
際
は
、
お
近
く
の
書
店
で
ご
注
文
い
た

だ
く
か
、
当
誌
編
集
部
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。


