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特集―甲州道中 八王子宿

市
内
を
東
西
に
貫
く
甲
州
街
道
。
国
道
20
号
と
い
う
幹
線
道
路
で
あ
り
、
険
し
い
山
道
も
あ
り
、
多

く
の
歴
史
的
見
所
も
あ
り
…
…
と
、
多
彩
な
姿
を
見
せ
て
く
れ
る
魅
力
溢
れ
る
道
路
で
す
。
市
民
な

ら
一
度
は
歩
い
た
こ
と
が
あ
る
こ
の
道
の
歴
史
や
見
所
に
つ
い
て
、
ガ
イ
ド
と
し
て
何
度
も
案
内
し

て
き
た
大
高
利
一
郎
さ
ん
の
思
い
出
を
辿
り
な
が
ら
探
り
ま
す
。

―
街
道
歩
き
の
プ
ロ
が
振
り
返
る

八
王
子
の
大
通
り
、

 

甲
州
街
道
の
思
い
出

市
電
の
通
る
大
通
り

　
「
子
ど
も
の
こ
ろ
は
甲
州
街
道

の
こ
と
を
〝
大
通
り
〟
と
呼
ん
で

い
ま
し
た
ね
。
大
通
り
に
は
道
の

両
側
に
お
店
が
ず
ら
っ
と
並
ん
で

い
て
、
何
で
も
手
に
入
る
場
所

だ
っ
た
ん
で
す
よ
」

　

大
高
さ
ん
が
語
る
よ
う
に
、
八

王
子
市
民
に
と
っ
て
古
く
か
ら

「
甲
州
街
道
」
は
特
別
な
道
で
し

た
。
そ
も
そ
も
江
戸
時
代
に
五
街

道
の
１
つ
と
し
て
整
備
さ
れ
た
甲

州
街
道
。
江
戸
の
日
本
橋
を
起
点

に
甲
府
を
経
て
、
中
山
道
と
合
流

す
る
信
州
の
下
諏
訪
ま
で
45
の
宿

場
を
も
つ
約
53
里
（
２
１
０
㎞
）

の
道
で
、
古
く
か
ら
多
く
の
旅
人

や
文
化
人
が
行
き
交
い
ま
し
た
。

ま
た
、
物
産
を
運
ぶ
流
通
の
道
と

し
て
の
役
割
も
担
っ
て
い
ま
し
た
。

　

小
さ
い
こ
ろ
八
王
子
駅
前
に

住
ん
で
い
た
大
高
さ
ん
に
と
っ

て
、
大
通
り
の
思
い
出
と
い
え
ば
、

「
市
電
（
路
面
電
車
）」
だ
そ
う
で

す
。
１
９
３
２
年
か
ら
38
年
に
か

け
て
、
市
電
は
八
王
子
駅
～
高
尾

駅
間
の
甲
州
街
道
を
走
り
、
沿
線

の
風
景
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る

市
民
の
足
の
１
つ
で
し
た
（「
は

ち
と
ぴ
」
34
号
参
照
）。

　
「
イ
ベ
ン
ト
の
時
に
広
告
を
兼

ね
て
装
飾
さ
れ
た
花
電
車
に
乗
せ

て
も
ら
っ
て
、
高
尾
ま
で
行
っ
て

帰
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
ん
で
す
。

八
王
子
駅
か
ら
し
ば
ら
く
は
八
光

館
（
映
画
館
）
と
か
近
代
的
な
建

物
が
多
か
っ
た
の
で
す
が
、
追
分

交
差
点
を
過
ぎ
る
と
急
に
茅
葺
き

屋
根
が
並
び
、
別
世
界
に
来
た
よ

う
な
感
じ
が
し
ま
し
た
ね
」

先
生
か
ら
ガ
イ
ド
へ

　

小
さ
な
こ
ろ
か
ら
な
じ
み
の
あ

る
道
が
一
変
し
た
の
が
、
１
９
４

５
年
８
月
２
日
未
明
の
こ
と
。
八

王
子
空
襲
に
よ
っ
て
、
市
街
地
は

も
と
よ
り
市
内
の
甲
州
街
道
も
大

き
な
被
害
を
受
け
ま
し
た
。
こ
の

日
、
移
り
住
ん
で
い
た
子
安
町
の

山
の
上
か
ら
市
街
地
の
町
並
み
が

燃
え
さ
か
る
惨
状
を
、
大
高
さ
ん

は
目
撃
し
ま
し

た
。

　

焼
け
跡
と

な
っ
た
甲
州
街

道
は
、
や
が
て

見
違
え
る
よ
う

に
復
興
し
、
以

前
よ
り
も
宅
地

開
発
が
進
み
ま

す
。
教
師
の
道

を
進
ん
だ
大
高

さ
ん
で
す
が
、
退
職
の
際
に
修
学

旅
行
な
ど
で
か
か
わ
り
の
あ
っ
た

旅
行
会
社
か
ら
声
を
か
け
ら
れ
ま

す
。

　

大
学
生
の
と
き
は
、
山
岳
部
に

所
属
す
る
ほ
ど
山
が
好
き
で
、
教

員
時
代
も
夏
休
み
に
は
よ
く
山
登

り
に
出
か
け
て
い
た
と
い
う
大
高

さ
ん
。
そ
ん
な
健
脚
を
見
込
ま
れ

て
「
山
歩
き
ガ
イ
ド
」
を
し
な
い

か
と
白
羽
の
矢
を
立
て
ら
れ
た
の

で
す
。
そ
し
て
ガ
イ
ド
を
始
め
て

し
ば
ら
く
す
る
と
、
今
度
は
街
道

歩
き
ツ
ア
ー
を
や
ら
な
い
か
と
声

を
か
け
ら
れ
ま
す
。

　

大
高
さ
ん
は
な
じ
み
の
あ
る

「
甲
州
街
道
」
を
推
し
た
も
の
の
、

旅
行
会
社
か
ら
は
人
気
の
高
い

「
日
光
街
道
」、
そ
し
て
松
尾
芭
蕉

が
歩
い
た
「
奥
の
細
道
」
を
提
案

さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
ガ
イ
ド
を
務
め

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

甲
州
街
道
の
特
徴

　

や
が
て
「
甲
州
街
道
」
の
ガ
イ

ド
も
任
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、

以
来
20
年
間
、
日
本
橋
か
ら
下
諏

訪
ま
で
を
30
回
以
上
歩
い
て
き
た

と
い
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
全
行
程

を
１
回
で
歩
く
こ
と
は
難
し
い
の

で
、
区
間
を
区
切
っ
て
少
し
ず

つ
、
毎
回
バ
ス
１
台
を
利
用
し
て

20
～
30
人
の
参
加
者
と
と
も
に
歩

い
て
き
ま
し
た
。

　

甲
州
街
道
を
何
度
も
歩
い
て
き

た
大
高
さ
ん
は
、
そ
の
特
徴
を
３

点
挙
げ
ま
す
。
ま
ず
小
仏
峠
や
笹

子
峠
な
ど
、
山
道
が
多
く
あ
る
こ

と
。
だ
い
ぶ
舗
装
さ
れ
て
い
る
現 ▲甲州街道の思い出を語る大高利一郎さん



3

在
で
も
全
行
程
を
歩
く
に
は
か
な

り
の
健
脚
で
あ
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。

　

ま
た
、
皇
居
の
周
囲
を
歩
け
る

街
道
は
甲
州
街
道
し
か
あ
り
ま
せ

ん
。
ほ
か
に
も
都
心
に
は
歴
史
的

な
見
所
が
た
く
さ
ん
あ
る
こ
と
か

ら
、
ガ
イ
ド
し
な
が
ら
だ
と
な
か

な
か
前
に
進
め
な
い
と
い
う
こ
と

が
あ
っ
た
そ
う
で
す
。

　

東
京
を
離
れ
る
と
、
古
い
町
並

み
が
多
く
残
っ
て
い
る
の
も
特
徴

で
す
。
た
と
え
ば
山
梨
県
上
野
原

市
の
野
田
尻
宿
や
北
杜
市
の
台
ヶ

原
宿
は
、
今
も
往
時
の
雰
囲
気
が

残
っ
て
い
て
、
歩
く
だ
け
で
江
戸

時
代
の
旅
の
雰
囲
気
を
味
わ
え
ま

す
。（
本
誌
Ｐ
８
～
９
参
照
）

八
王
子
の
甲
州
街
道

　

八
王
子
の
甲
州
街
道
の
特
徴
に

つ
い
て
尋
ね
る
と
、「
い
ま
で
も

昔
の
名
残
を
留
め
て
い
る
の
は
、

２
か
所
あ
る
〝
鉤
の
手
〟
く
ら
い

で
し
ょ
う
か
」
と
大
高
さ
ん
。

　

現
在
、
市
内
に
は
新
町
の
辺
り

と
、
並
木
町
辺
り
に
鉤
の
手
（
敵

の
侵
入
を
阻
む
た
め
、
ま
っ
す
ぐ

に
進
め
な
い
よ
う
意
図
的
に
道
を

折
り
曲
げ
た
場
所
）
が
残
っ
て
い

ま
す
。
新
町
の
公
園
に
は
一
里

紹
介
し
て
い
ま
す
。

　
「
こ
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
を
手
に
、

ぜ
ひ
甲
州
街
道
を
歩
い
て
い
た
だ

き
た
い
」
と
語
る
大
高
さ
ん
。
現

在
は
街
道
歩
き
を
引
退
さ
れ
て
い

ま
す
が
、
そ
れ
で
も
甲
州
街
道
の

謎
を
解
く
た
め
の
調
査
を
続
け
て

い
ま
す
。
何
十
回
と
歩
い
た
大
高

さ
ん
だ
か
ら
こ
そ
作
り
得
た
ガ
イ

ド
ブ
ッ
ク
を
お
供
に
、
あ
な
た
も

甲
州
街
道
を
体
感
し
て
み
ま
せ
ん

か
。

塚
（
日
本
橋
を
起
点
と
し
て
１
里

（
約
４
㎞
）
ご
と
に
作
ら
れ
た
道

し
る
べ
）
の
跡
が
碑
と
し
て
残
っ

て
い
ま
す
。

　
「
八
王
子
に
は
、
直
接
街
道
や

宿
場
を
示
す
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
や
は
り
本
陣
跡
や
問と

い

屋や

場ば

跡

を
説
明
す
る
標
識
と
か
、
も
う
少

し
江
戸
時
代
の
甲
州
街
道
の
面
影

を
伝
え
る
よ
う
な
も
の
を
設
置
し

て
ほ
し
い
で
す
よ
ね
」

　

こ
う
語
る
大
高
さ
ん
は
、
江
戸

時
代
の
街
道
の
様
子
を
表
わ
し
た

絵
図
や
説
明
が
街
道
沿
い
に
掲
示

さ
れ
て
い
て
、
当
時
の
様
子
が
分

か
り
や
す
く
示
さ
れ
て
い
る
台
ヶ

原
宿
な
ど
の
例
を
挙
げ
、
市
内
で

も
実
際
に
街
道
を
歩
き
な
が
ら
学

ぶ
こ
と
の
で
き
る
標
示
が
で
き
な

い
も
の
か
と
提
案
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
八
王
子
に
は
、
甲
州
街

道
に
つ
い
て
分
か
っ
て
い
な
い
点

が
多
い
と
も
指
摘
し
ま
す
。
た
と

え
ば
八
王
子
宿
の
下
地
区
の
本
陣

は
い
ま
だ
に
分
か
ら
ず
、
竹
の
鼻

以
外
の
一
里
塚
の
位
置
も
特
定
さ

れ
て
い
ま
せ
ん
。

　

大
高
さ
ん
は
自
身
の
記
憶
を

辿
っ
て
、
か
つ
て
横
山
事
務
所
の

辺
り
に
あ
っ
た
金
網
の
中
や
、
小

仏
の
地
元
の
人
に
教
え
て
も
ら
っ

た
、
土
が
盛
り
上
が
っ
て
い
た
場

所
な
ど
か
ら
、
一
里
塚
の
場
所
を

推
定
し
て
い
ま
す
。

ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
の
作
成

　

ガ
イ
ド
を
す
る
前
に
大
高
さ
ん

は
、
江
戸
幕
府
が
当
時
の
五
街
道

の
実
態
を
把
握
す
る
た
め
に
作
成

し
た
「
甲
州
道
中
分
間
延
絵
図
」

を
読
み
込
み
、
そ
の
解
説
を
元
に

現
在
の
地
図
と
照
ら
し
合
わ
せ
る

作
業
を
し
て
い
ま
し
た
。

そ
れ
を
元
に
資
料
を
作
成

し
、
実
際
に
歩
い
た
り
、

写
真
を
撮
っ
た
り
し
て
、

ガ
イ
ド
に
挑
ん
で
い
た
の

で
す
。

　

こ
う
し
た
資
料
や
経
験

を
元
に
、
２
０
０
９
年
に

出
版
し
た
の
が
『
街
道
を

歩
く　

甲
州
街
道
』
で

す
。
増
補
改
訂
版
を
経

て
、
こ
の
た
び
約
10
年
ぶ

り
に
内
容
を
一
新
し
た
新

版
を
刊
行
し
ま
し
た
。
10

年
の
間
に
大
き
く
様
変
わ

り
し
た
街
道
沿
い
の
風
景

の
変
化
や
読
者
か
ら
の

指
摘
な
ど
も
反
映
し
て
、

「
い
ま
」
の
甲
州
街
道
を

◀
新
町
の
竹
の
鼻
一
里
塚
跡
の
碑

▶
並
木
町
の
八
王
子
宿
西
端
の
碑

定価1800円＋税　揺籃社刊
A 5判、160ページ＋口絵４ページ

新版 街道を歩く

甲州街道

大高利一郎著

お近くの書店にて
好評販売中！
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特集―甲州道中 八王子宿

江
戸
時
代
に
整
備
さ
れ
た
甲
州
街
道
の
中
で
、
最
も
大
き
な
宿
場
の
１
つ
で
あ
っ
た
八
王
子
宿
。
現

在
、
市
内
で
そ
の
面
影
を
残
す
場
所
は
あ
ま
り
残
っ
て
い
な
い
の
で
す
が
、
八
王
子
宿
を
活
用
し
た

新
た
な
取
り
組
み
が
各
所
で
展
開
さ
れ
て
い
ま
す
。
甲
州
街
道
の
宿
場
町
は
ど
の
よ
う
な
場
所
だ
っ

た
の
で
し
ょ
う
か
？　

そ
の
姿
を
新
旧
織
り
交
ぜ
て
、
多
面
的
に
紹
介
し
ま
す
。

―
甲
州
街
道
最
大
の
宿
場
の
今
昔

い
ま
も
息
づ
く

 

八
王
子
宿

八
王
子
宿
の
成
り
立
ち

　

１
５
９
０
（
天
正
18
）
年
、
八

王
子
城
落
城
後
、
江
戸
幕
府
の
代

官
頭
大
久
保
長
安
は
、
城
下
に

あ
っ
た
横
山
・
八
日
市
・
八
幡
の

３
宿
を
横
山
の
地
に
移
し
て
、
新

し
い
八
王
子
宿
を
建
設
し
ま
し

た
。
こ
れ
が
現
在
の
中
心
市
街
地

の
基
盤
と
な
り
、
甲
州
街
道
沿
い

の
八
王
子
宿
の
原
型
と
な
っ
て
い

ま
す
。

　

八
王
子
宿
で
は
定
期
的
に
市
が

立
て
ら
れ
、
市
に
や
っ
て
来
る
商

人
ら
の
宿
泊
や
商
う
荷
物
の
保
管

な
ど
を
し
て
い
ま
し
た
。
横
山
宿

は
４
の
つ
く
日
、
八
日
市
宿
は
８

の
つ
く
日
、
合
わ
せ
て
毎
月
６
回

の
市
（
六
斎
市
）
が
開
か
れ
、
食

料
や
織
物
・
生
糸
、
薪
な
ど
の
燃

料
を
販
売
。
中
で
も
こ
の
市
で
多

数
取
り
扱
わ
れ
て
い
た
、
周
辺
の

村
々
で
生
産
さ
れ
た
織
物
の
こ
と

を
「
八
王
子
織
物
」
と
呼
ぶ
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

　

一
方
、
八
王
子
宿
は
八
王
子
十

八
代
官
や
千
人
同
心
に
人
馬
を
提

供
し
、
軍
事
的
な
役
割
を
担
わ
せ

て
い
ま
し
た
。
宿
の
な
か
で
も
小

仏
峠
に
近
接
す
る
場
所
に
千
人
同

心
の
屋
敷
を
置
い
て
軍
事
上
の
拠

点
と
し
、
甲
州
街
道
の
東
西
の
入

口
、
新
町
と
千
人
町
の
西
端
に
は

鉤
の
手
を
設
け
て
、
敵
か
ら
の
侵

入
を
防
い
で
い
ま
し
た
。

「まちなか休憩所　八王子宿」と
「桑都テラス」

　

２
０
２
０
年
、
中
町
の
一
角
に

「
ま
ち
・
な
か
」
が
誕
生
し
ま
し

た
。
１
階
は
休
憩
ス
ペ
ー
ス
、
赤

ち
ゃ
ん
・
ふ
ら
っ
と
、
ト
イ
レ
、

物
販
ス
ペ
ー
ス
な
ど
の
あ
る
「
ま

ち
な
か
休
憩
所　

八
王
子
宿
」。

２
階
に
は
展
示
会
や
セ
ミ
ナ
ー
、

会
議
な
ど
に
利
用
で
き
る
シ
ェ
ア

空
間
「
ま
ち
・
な
か
ギ
ャ
ラ
リ
ー

ホ
ー
ル
」
が
設
置
さ
れ
て
い
ま

す
。
２
０
２
２
年
に
は
、
八
王
子

の
魅
力
を
発
信
す
る
飲
食
・
物
販

店
舗
や
演
芸
場
、
に
ぎ
わ
い
広
場

な
ど
を
備
え
た
「
桑
都
テ
ラ
ス
」

が
近
接
し
て
開
設
さ
れ
、
新
た
な

交
流
の
拠
点
と
な
っ
て
い
ま
す

（
本
誌
Ｐ
16
参
照
）。

▶
桑
都
朝
市
（『
桑
都
日
記
』、
極
楽
寺
所
蔵
）

◀
桑
都
テ
ラ
ス

▶�

ま
ち
な
か
休
憩
所　

八
王
子
宿

八王子宿はいま　その一



5

江
戸
時
代
の
八
王
子
宿

　

甲
州
街
道
の
整
備
が
一
段
落
す

る
と
、
宿
が
増
え
、
宿
駅
と
し
て

の
機
能
も
加
わ
っ
て
い
き
ま
す
。

　

江
戸
時
代
後
期
の
「
甲
州
道
中

宿
村
大
概
帳
」
に
よ
る
と
、
横
山

宿
（
八
王
子
宿
）
の
規
模
は
次
の

よ
う
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

本
　
陣
（
大
名
な
ど
が
宿
泊
し
た

公
認
の
宿
舎
）
２
軒

脇
本
陣
（
大
名
の
従
者
が
多
く
、

本
陣
が
対
応
で
き
な
く
な
っ
た
と

き
、
予
備
に
あ
て
る
宿
舎
）
４
軒

旅
　
籠
（
一
般
の
旅
人
が
利
用
し

た
宿
舎
）
34
軒

問と
い

屋や

場ば

（
人
馬
の
継
立
な
ど
を
行

う
と
こ
ろ
）
２
軒

総
家
数
１
５
４
８
軒

人
口
６
０
２
６
人
（
男
３
１
１
２

人　

女
２
９
１
４
人
）

　

ま
た
、
東
は
子
安
村
と
元
横
山

村
の
入
会
地
の
境
か
ら
、
西
は
散

田
村
の
境
ま
で
家
並
み
が
続
き
、

そ
の
長
さ
は
35
町
４
間
（
約
３
８

９
０
ｍ
）
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

宿
場
の
内
部
は
、
横
山
宿
・
八

日
市
宿
・
八
幡
宿
・
八
木
宿
・
新

町
・
久
保
宿
・
嶋

し
ま
の
ぼ
う坊

宿
・
本
郷

宿
・
横
町
・
子
安
宿
・
本
宿
・
寺

町
・
馬
乗
宿
・
小
門
宿
・
上
野
原

宿
の
15
の
個
別
宿
（
町
）
の
共
同

体
に
分
か
れ
、
そ
の
中
心
的
役
割

を
担
っ
て
い
た
の
が
横
山
宿
と
八

日
市
宿
で
す
。
15
の
宿
に
は
、
そ

れ
ぞ
れ
個
々
に
名
主
や
年
寄
な
ど

の
役
人
も
置
か
れ
て
い
て
、
自
立

し
た
共
同
体
で
も
あ
り
ま
し
た
。

　

現
在
地
に
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
、

横
山
町
郵
便
局
の
辺
り
に
横
山

宿
、
ビ
ュ
ー
タ
ワ
ー
八
王
子
前
の

「
八
日
市
宿
跡
」
標
柱
辺
り
に
八

日
市
宿
の
本
陣
・
脇
本
陣
・
問
屋

場
が
あ
り
、
八
日
町
交
差
点
辺
り

が
高こ

う

札さ
つ

場ば

（
法
度
な
ど
を
板
札
に

記
し
、
人
目
を
ひ
く
所
に
高
く
掲

げ
た
施
設
）
の
あ
っ
た
場
所
に
あ

た
り
ま
す
。

　

開
通
当
初
は
軍
用
道
路
と
し
て

の
意
味
合
い
が
強
か
っ
た
甲
州
街

道
は
、
絹
織
物
を
中
心
と
し
た
商

品
経
済
が
発
展
し
て
く
る
と
、
庶

民
の
旅
や
商
品
の
運
送
に
使
わ
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
富
士

山
・
身
延
山
に
詣
で
る
人
び
と
や

手
紙
を
配
達
す
る
飛
脚
な
ど
、
多

く
の
人
び
と
が
行
き
交
う
よ
う
に

な
り
、
地
域
経
済
の
中
心
地
と
し

て
「
八
王
子
宿
」
は
発
展
し
て

い
っ
た
の
で
す
。

「八王子十五宿めぐり絵図」と
「大久保長安スタンプラリー」

　

２
０
２
３
年
４
月
21
日
～
23
日

に
か
け
て
、
大
久
保
長
安
の
会
が

主
催
し
て
八
王
子
十
五
宿
を
め
ぐ

る
ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
を
開
催
し
ま

し
た
。
八
王
子
の
町
づ
く
り
の
基

礎
を
築
い
た
大
久
保
長
安
を
偲
ぶ

「
長
安
祭
」
に
合
わ
せ
、
市
内
15

宿
に
位
置
す
る
寺
社
や
店
舗
な
ど

10
か
所
で
ス
タ
ン
プ
コ
ー
ナ
ー
を

設
置
。
ス
タ
ン
プ
数
に
応
じ
て
大

久
保
長
安
グ
ッ
ズ
（
オ
リ
ジ
ナ
ル

缶
バ
ッ
ジ
と
シ
ー
ル
、
絵
本
『
長

安
さ
ま
の
ま
ち
づ
く
り
』）
が
も

ら
え
る
な
ど
、
楽
し
み
な
が
ら
大

久
保
長
安
や
八
王
子
十
五
宿
を
学

べ
る
機
会
と
な
り
ま
し
た
。

▲
◀�

八
王
子
十
五
宿
め
ぐ
り

絵
図

▲
▶�

八
日
市
宿
（『
八
王
子
名
勝
志
』、

国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
）

八王子宿はいま　その二
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特集―甲州道中 八王子宿

御
宿
場
印
と
は
？

　
「
御
宿
場
印
」
と
は
、
寺
社
な
ど
の
「
御

朱
印
」、
お
城
の
「
御
城
印
」
と
同
じ
よ
う

に
、
街
道
沿
い
の
宿
場
を
訪
れ
た
記
念
と
な

る
訪
宿
証
に
あ
た
り
ま
す
。
ハ
ガ
キ
サ
イ
ズ

の
用
紙
に
、
宿
場
名
と
記
念
の
角
印
が
印
刷

さ
れ
、
そ
の
地
域
に
関
連
し
た
絵
柄
が
描
か

れ
た
記
念
品
で
す
。
文
字
や
絵
柄
は
多
種
多

彩
で
、
そ
の
土
地
だ
か
ら
こ
そ
の
魅
力
あ
ふ

れ
た
１
枚
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

も
と
も
と
２
０
２
１
年
７
月
に
日
光
街
道

の
宿
場
の
１
つ
、
千
住
宿
を
地
盤
に
も
つ
足

立
成
和
信
用
金
庫
が
立
ち
上
げ
た
一
大
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
「
日
光
街
道
、
日
光
西
街
道
御
宿

場
印
」
が
ル
ー
ツ
で
、
街
道
沿
線
に
あ
る
信

用
金
庫
（
鹿
沼
相
互
信
用
金
庫
、
足
利
小
山

信
用
金
庫
、
結
城
信
用
金
庫
）
を
主
体
と
し

て
、
沿
線
の
観
光
協
会
、
商
工
会
議
所
、
自

治
体
、
鉄
道
会
社
な
ど
の
協
力
に
よ
っ
て
生

み
出
さ
れ
ま
し
た
。
昨
年
に
は
東
海
道
も
部

分
的
に
ス
タ
ー
ト
し
、
現
在
は
京
都
の
三
條

大
橋
ま
で
の
間
の
53
の
宿
場
を
つ
な
い
で
い

ま
す
。

　

御
宿
場
印
は
、
歴
史
的
観
光
資
源
で
あ

る
「
宿
場
」
を
活
用
す
る
こ
と
で
街
お
こ
し

を
狙
い
、
購
入
の
た
め
実
際
に
多
く
の
観
光

客
に
足
を
運
ん
で
い
た
だ
く
こ
と
を
目
指
し

て
い
ま
す
。
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
ス
タ
ー
ト
し

た
の
は
、
コ
ロ
ナ
禍
の
中
で
旅
行
も
ま
ま
な

ら
な
い
時
期
で
し
た
が
、
密
に
な
る
こ
と
な

く
、
来
街
動
機
と
消
費
行
動
を
同
時
に
創
出

で
き
る
こ
と
も
追
い
風
と
な
り
、
大
き
な
反

響
を
呼
び
ま
し
た
。

甲
州
街
道
の
御
宿
場
印

　

そ
し
て
こ
の
春
、
八
王
子
観
光
コ
ン
ベ
ン

シ
ョ
ン
協
会
の
企
画
協
力
で
、
満
を
持
し
て

清
水
工
房
主
催
の
「
甲
州
街
道
御
宿
場
印
」

が
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。

　

甲
州
街
道
は
江
戸
五
街
道
の
中
で
も
街
道

そ
の
も
の
の
距
離
が
短
く
、
交
通
量
の
往
来

が
少
な
い
道
で
し
た
。
も
と
も
と
軍
用
路
と

し
て
整
備
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
八
王
子
宿

を
は
じ
め
と
し
た
宿
場
町
の
出
入
り
口
に
は

直
進
さ
せ
な
い
た
め
の
「
鉤
の
手
」
が
設
置

さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
（
Ｐ
３
参

照
）。
や
が
て
天
下
泰
平
の
時
代
に
な
る
と

旅
人
や
文
化
人
が
行
き
交
い
、
甲
州
や
信
州

か
ら
江
戸
へ
農
産
物
を
運
ぶ
流
通
の
道
と
し

て
の
役
割
も
担
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

甲
州
街
道
は
起
点
の
日
本
橋
か
ら
下
諏
訪

宿
ま
で
の
間
に
45
宿
（
32
次
）
あ
り
ま
し
た

が
、
こ
の
沿
線
の
宿
場
に
１
枚
ず
つ
「
御
宿

場
印
」
が
作
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
甲
州
街
道
に
は
宿
場
の
数

（
45
）
と
は
別
に
「
32
次
」
が
設
置
さ
れ
て

い
ま
す
。
こ
れ
は
一
部
に
近
隣
の
村
同
士
が

協
力
し
て
運
営
し
て
い
た
「
合

あ
い
し
ゅ
く宿

」
と
い
う

宿
場
形
態
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で
す
。
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た
と
え
ば
市
内
で
は
駒
木
野
宿
と
小
仏
宿

が
合
宿
に
あ
た
り
、
こ
の
２
宿
で
は
１
か
月

の
う
ち
、
１
日
か
ら
15
日
を
小
仏
宿
、
16
日

か
ら
晦
日
ま
で
は
駒
木
野
宿
が
宿
場
業
務
を

担
っ
て
い
ま
し
た
。
甲
州
街
道
は
主
に
山
間

部
を
通
る
た
め
、
宿
の
規
模
も
小
さ
く
、
宿

場
の
役
割
を
２
～
５
宿
で
割
り
振
っ
て
い
た

と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
で
す
。
今
回
の
御
宿
場

印
で
は
、
こ
れ
ら
の
合
宿
を
ひ
と
ま
と
め
に

し
て
全
部
で
32
宿
と
し
、
こ
こ
に
日
本
橋
と

下
諏
訪
宿
を
加
え
た
34
の
御
宿
場
印
を
作
成

し
、
現
地
で
販
売
し
て
い
ま
す
。

御
宿
場
印
が
買
え
る
場
所

　

御
宿
場
印
は
、
歴
史
あ
る
甲
州
街
道
沿
線

の
街
道
歩
き
に
興
味
を
も
つ
方
々
は
も
ち
ろ

ん
、
単
に
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
が
好
き
な
方
も
気

軽
に
収
集
で
き
ま
す
。
ま
た
、
全
宿
場
踏
破

に
こ
だ
わ
ら
ず
、
特
定
の
地
域
、
好
き
な
絵

柄
を
集
め
て
み
る
の
も
楽
し
い
で
し
ょ
う
。

　

市
内
で
は
２
枚
の
御
宿
場
印
が
あ
り
、

「
八
王
子
宿
」
は
中
町
の
「
ま
ち
な
か
休
憩

所　

八
王
子
宿
」、「
駒
木
野
宿
・
小
仏
宿
」

は
「
高
尾
山
口
観
光
案
内
所
（
む
さ
さ
び
ハ

ウ
ス
）」
で
購
入
で
き
ま
す
。
ま
た
、
追
分

町
の
揺
籃
社
（
清
水
工
房
）
で
は
こ
の
２
枚

ど
ち
ら
も
購
入
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

御
宿
場
印
は
、
そ
の
土
地
に
行
っ
て
楽
し

ん
で
も
ら
う
こ
と
に
主
眼
を
置
い
て
い
ま
す

の
で
、
た
と
え
ば
全
く
異
な
る
土
地
の
御
宿

場
印
を
購
入
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ

の
土
地
の
御
宿
場
印
を
入
手
す
る
た
め
に

は
、
あ
く
ま
で
実
際
に
そ
の
土
地
を
訪
れ
る

必
要
が
あ
り
ま
す
（
日
本
橋
か
ら
下
諏
訪
宿

ま
で
の
購
入
場
所
に
つ
い
て
は
左
記
Ｑ
Ｒ

コ
ー
ド
参
照
）。

　

御
宿
場
印
を
集
め
る
ツ
ー
ル
と
し
て
、

「
御
宿
場
印
帳
」
も
用
意
し
て
い
ま
す
。
こ

れ
は
じ
ゃ
ば
ら
状
に
全
宿
場
の
名
前
が
記
入

さ
れ
、
そ
こ
に
各
地
御
宿
場
印
を
挿
入
で
き

る
と
い
う
ア
イ
テ
ム
で
す
。
こ
ち
ら
も
各
販

売
所
で
販
売
し
て
い
ま
す
の
で
、
記
念
の
印

を
コ
ン
プ
リ
ー
ト
し
て
大
切
に
保
存
し
た
い

方
に
は
、
必
携
の
１
冊
で
す
。

　

甲
州
街
道
御
宿
場
印
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
、

今
後
さ
ま
ざ
ま
な
イ
ベ
ン
ト
や
期
間
限
定
御

宿
場
印
な
ど
も
続
々
展
開
す
る
予
定
で
す
。

御
宿
場
印
を
通
し
て
、
八
王
子
、
そ
し
て
甲

州
街
道
の
魅
力
を
探
っ
て
み
ま
せ
ん
か
。

甲州街道御宿場印の詳しい
最新情報はこちらから

https://www.simizukobo.com/
goshukuba


