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追
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特集―――わがまち八王子探訪シリーズ「恩方」

▲�

桑
の
実
フ
ァ
ー
ム
に
携
わ
る
先

生
方
（
左
端
が
木
村
さ
ん
）

出
入
り
を
取
り
締
ま
る
口
留
番
所

が
置
か
れ
て
い
ま
し
た
。
都
の
通

称
道
路
名
と
し
て
「
陣
馬
街
道
」

と
い
う
呼
称
が
使
用
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
の
は
１
９
６
３
（
昭
和

38
）
年
の
こ
と
で
す
。

　

街
道
の
起
点
と
な
る
の
は
、
甲

州
街
道
の
追
分
交
差
点
。
脇
に
建

つ
江
戸
時
代
の
道
標
に
は
「
右
あ

ん
げ
道
」
と
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。

南
浅
川
を
越
え
、
元
八
王
子
地
域

を
経
て
、
切
り
通
し
を
境
に
恩
方

地
域
に
入
り
ま
す
。

　

か
つ
て
は
の
ど
か
な
農
村
地
帯

で
し
た
が
、
１
９
６
９
年
に
繊
維

工
業
団
地
が
完
成
し
、
陵
北
大

橋
が
竣
工
し
た
後
の
１
９
７
３

年
に
宝
生
寺
団
地
の
入
居
が
ス

タ
ー
ト
。
１
９
８
３
年
に
は
小
田

野
ト
ン
ネ
ル
が
開
通
す
る
な
ど
、

街
道
沿
い
は
少
し
ず
つ
発
展
し
、

チ
ェ
ー
ン
店
な
ど
も
出
店
し
て
賑

や
か
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

恩
方
の
地
域
文
化

　

宝
生
寺
や
観
栖
寺
、
宮
尾

神
社
に
は
、
童
謡
「
夕
焼

小
焼
」
に
ま
つ
わ
る
碑
が

建
っ
て
い
ま
す
。
毎
日
夕
方

の
チ
ャ
イ
ム
で
流
れ
、
八
王

子
市
民
の
誰
も
が
口
ず
さ
め

る
こ
の
曲
は
、
上
恩
方
出
身

の
中
村
雨
紅
（
本
名
・
高
井

宮
吉
）
が
１
９
２
３
（
大

正
12
）
年
に
作
詞
し
ま
し

た
。
日
暮
里
で
教
員
時
代
を

送
っ
て
い
た
中
村
は
、
児
童

の
情
操
教
育
の
た
め
、
童

話
・
童
謡
の
執
筆
に
励
ん
で

い
ま
し
た
。
こ
の
曲
は
故
郷

へ
の
帰
り
道
の
情
景
を
詩
に

し
た
も
の
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。

　

ま
た
、
恩
方
地
域
で
は
大

正
時
代
か
ら
地
元
青
年
た
ち

に
よ
る
地
域
研
究
が
活
発
に

行
わ
れ
ま
し
た
。
特
に
恩
方

村
青
年
団
は
農
村
文
化
の

振
興
に
邁
進
し
、『
緑
土
』
と
い

う
団
報
を
発
行
す
る
な
ど
し
て
積

極
的
に
外
部
へ
発
信
を
続
け
ま
し

た
。
彼
ら
の
活
動
に
関
心
を
寄
せ

て
、
折
口
信
夫
や
中
村
星
湖
、
小

田
内
通
敏
、
今
和
次
郎
の
他
、
多

く
の
文
人
や
研
究
者
が
恩
方
地
域

を
訪
れ
て
い
ま
す
。

　

戦
後
に
至
っ
て
も
、
地
域
の
研

究
は
積
極
的
に
進
め
ら
れ
、
恩
方

の
文
化
を
紹
介
し
た
書
籍
が
続
々

と
発
行
さ
れ
ま
し
た
。
彼
ら
が
こ

う
し
た
交
流
の
た
め
に
往
来
し
て

い
た
の
が
、
陣
馬
街
道
だ
っ
た
の

で
す
。

陣
馬
街
道
と

陣
馬
街
道
と
は
？

　

陣
馬
街
道
は
、
街
道
沿
い
に

あ
る
地
域
名
か
ら
「
恩
方
街
道
」

「
佐
野
川
往
還
」「
案あ

ん

下げ

道
」、
ま

た
甲
州
街
道
と
別
に
甲
斐
国
に
向

か
う
ル
ー
ト
と
し
て
利
用
さ
れ

て
い
た
こ
と
か
ら
、「
甲
州
脇
往

還
」「
甲
州
裏
街
道
」
な
ど
、
多

く
の
別
称
が
あ
り
ま
す
。
古
く
か

ら
武
蔵
と
甲
斐
を
つ
な
ぎ
、
甲
州

や
恩
方
な
ど
の
山
の
産
物
を
江
戸

へ
運
ぶ
た
め
の
重
要
な
交
易
路
で

も
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
た
め
江
戸

時
代
に
は
、
上
恩
方
町
の
高
留
に

　
陣
馬
街
道
は
、
甲
州
街
道
の
追
分
交
差
点
か
ら
和
田
峠
を
経
て
、

神
奈
川
県
相
模
原
市
緑
区
の
藤
野
地
域
ま
で
を
結
ぶ
街
道
で
す
。
こ

こ
で
は
陣
馬
街
道
に
ま
つ
わ
る
逸
話
を
取
り
上
げ
つ
つ
、
恩
方
地
域

の
歴
史
も
掘
り
下
げ
て
み
ま
す
。

陣
馬
山

▲宮尾神社の「夕焼小焼」碑

▲宝生寺の「夕焼小焼」碑

▲中村雨紅の墓

▲宝生寺の「夕焼小焼の鐘」碑

中
村
雨
紅
の
碑
あ
れ
こ
れ
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陣
馬
街
道
沿
い
の
松ま

つ

竹た
け

橋
を
渡
っ
て
西
へ
し
ば

ら
く
進
ん
だ
圏
央
道
に
さ
し
か
か
る
辺
り
に
、
５

０
０
坪
の
土
地
を
擁
す
る
「
桑
の
実
フ
ァ
ー
ム
」
が

あ
り
ま
す
。
こ
こ
は
、
諏
訪
町
に
あ
る
桑
の
実
幼
稚

園
が
２
０
１
７
（
平
成
29
）
年
か
ら
、
無
農
薬
で
安

心
・
安
全
な
野
菜
を
育
て
る
た
め
に
整
備
し
て
き
た

農
園
で
す
。
こ
こ
で
日
々
、
畑
の
世
話
を
し
て
い
る

の
は
、
も
と
も
と
恩
方
地
域
で
無
農
薬
農
法
に
取
り

組
ん
で
き
た
木
村
正
男
さ
ん
を
は
じ
め
、
６
名
の
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
の
方
々
で
す
。
特
に
当
番
な
ど
は
設
け

ず
、
メ
ン
バ
ー
は
各
々
時
間
が
あ
る
と
き
に
フ
ァ
ー

ム
へ
出
向
き
、
畑
の
手
入
れ
を
し
て
い
ま
す
。
ま

た
、
駐
車
場
や
物
置
、
休
憩
所
な
ど
、
徐
々
に
周
辺

の
整
備
も
進
め
て
き
ま
し
た
。

　

桑
の
実
幼
稚
園
の
園
児
た
ち
は
、
昨
年
度
か
ら
年

間
を
通
し
て
、
時
期
を
迎
え
た
と
き
に
野
菜
の
種
ま

き
や
収
穫
体
験
に

出
向
い
て
い
ま
す
。

収
穫
し
た
野
菜
は

園
の
給
食
で
も
使

用
さ
れ
る
ほ
か
、

園
児
た
ち
が
持
ち

帰
っ
て
い
ま
す
。

園
児
た
ち
は
野
菜

だ
け
で
な
く
、
土

の
中
に
い
る
虫
や

周
囲
の
花
々
に
も

興
味
津
々
。
ふ
だ

ん
体
験
で
き
な
い
農

作
業
を
思
い
思
い
に

楽
し
み
な
が
ら
、
自

分
た
ち
で
育
て
た
野

菜
を
食
べ
る
、
ま
さ

に
「
食
育
」
の
体
験

を
し
て
い
ま
す
。

　

現
在
育
て
て
い

る
の
は
、
ト
マ
ト
、

キ
ュ
ウ
リ
、
ジ
ャ

ガ
イ
モ
、
キ
ク
イ

モ
、
パ
プ
リ
カ
、
カ

ボ
チ
ャ
、
ス
イ
カ
、
ヘ
ビ
ウ
リ
（「
は
ち
と
ぴ
」
31

号
参
照
）
な
ど
。
日
本
で
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
赤

い
ヒ
マ
ワ
リ
と
い
っ
た
珍
し
い
花
々
も
植
え
ら
れ
て

い
ま
す
。
桑
の
実
フ
ァ
ー
ム
全
体
を
管
理
し
て
い
る

木
村
さ
ん
は
、
こ
れ
か
ら
さ
ら
に
ブ
ル
ー
ベ
リ
ー
、

パ
ッ
シ
ョ
ン
フ
ル
ー
ツ
な
ど
の
果
物
や
、
里
芋
、
こ

ん
に
ゃ
く
芋
な
ど
、
次
か
ら
次
へ
と
新
し
い
野
菜
の

栽
培
に
取
り
組
み
た
い
と
抱
負
を
語
り
ま
す
。

　

た
だ
、
恩
方
地
域
で
は
、
イ
ノ
シ
シ
な
ど
の
野
獣

の
農
業
被
害
が
深
刻
な
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。
桑

の
実
フ
ァ
ー
ム
で
も
さ
ま
ざ
ま
な
対
策
を
立
て
て
い

る
も
の
の
、
昨
年
は
フ
ェ
ン
ス
を
破
ら
れ
、
サ
ツ
マ

イ
モ
が
一
晩
で
全
滅
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た

そ
う
で
す
。
生
き
物
相
手
ゆ
え
、
な
か
な
か
予
定
通

り
に
な
ら
な
い
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
が
、
大
人
た
ち

は
子
ど
も
た
ち
に
少
し
で
も
喜
ん
で
も
ら
お
う
と
、

工
夫
を
凝
ら
し
な
が
ら
奮
闘
し
て
い
ま
す
。

＊
問
い
合
わ
せ

：

６
５
１
―
１
９
４
３
（
桑
の
実
幼
稚
園
）

桑
の
実
フ
ァ
ー
ム

ひ
と
休
み

コ
ラ
ム

▲�

桑
の
実
フ
ァ
ー
ム
に
携
わ
る
先

生
方
（
左
端
が
木
村
さ
ん
）

陣
馬
山

　

陣
馬
街
道
の
中
間
地
点
、
神
奈

川
県
と
の
境
に
は
、
八
王
子
市
内

で
２
番
目
に
高
い
山
、
陣
馬
山
が

そ
び
え
て
い
ま
す
。
一
説
に
は
、

戦
国
時
代
に
北
条
氏
が
甲
斐
の
武

田
氏
と
対
陣
し
て
い
た
こ
と
か

ら
「
陣
張4

山
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う

に
な
り
、
後
に
「
陣
場4

山
」
と
名

付
け
ら
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま

す
。

　

１
９
５
６
年
、「
陣
場
観
光
協

会
」
が
設
立
さ
れ
、
高
尾
と
並
ぶ

観
光
地
化
を
目
指
し
て
い
き
ま

す
。
そ
の
中
心
に
い
た
の
が
京
王

帝
都
電
鉄
で
、
観
光
客
へ
の
イ

メ
ー
ジ
ア
ッ
プ
を
図
る
た
め
、
陣

場
山
か
ら
景
信
山
周
辺
を
「
陣
馬4

高
原
」
と
名
付
け
ま
す
。
山
頂
に

は
富
士
山
に
向
か
っ
て
い
な
な
く

「
白
馬
の
像
」（
表
紙
写
真
）
が
建

て
ら
れ
、「
陣
馬4

山
」
と
い
う
名

称
が
定
着
し
て
い
き
ま
し
た
。

　

陣
馬
山
は
「
関
東
の
富
士
見
１

０
０
景
」
に
選
ば
れ
た
関
東
屈
指

の
好
展
望
の
山
で
、
山
頂
か
ら
は

３
６
０
度
の
大
パ
ノ
ラ
マ
が
楽
し

め
ま
す
。
高
尾
駅
か
ら
「
陣
馬

高
原
下
」
行
き
バ
ス
で
終
点
下

車
（
約
40
分
）
し
、
山
頂
ま
で
は

徒
歩
約
90
分
。
藤
野
駅
や
高
尾
山

か
ら
の
登
山
コ
ー
ス
も
あ
り
、
登

山
初
心
者
で
も
登
る
こ
と
の
で
き

る
行
楽
向
き
の
山
と
し
て
、
季
節

を
問
わ
ず
多
く
の
ハ
イ
カ
ー
で
賑

わ
っ
て
い
ま
す
。

▶�

バ
ス
停
「
陣
馬
高
原
下
」
そ
ば
の

登
山
口

▶
山
頂
の
碑

▲新ハイキングコースへの入口

▲

園
児
た
ち
の
ジ
ャ
ガ
イ
モ
収
穫


