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島田と東海道の文化江戸時代に栄えた

宿場町と川越しの文化が 存在します

　
宿
場
の
あ
る
ま
ち
の

　
　
地
元
学

近
世
の
東
海
道
は
、
天て

ん
し
ょ
う正

18
年
（
１
５
９
０
）
に
、

徳と
く
が
わ川
家い

え
や
す康
が
交
通
路
を
整
備

し
た
こ
と
か
ら
始
ま
り
ま
す
。

慶け
い
ち
ょ
う長
６
年
（
１
６
０
１
）
に
は
、

そ
れ
ま
で
京
都
か
ら
鎌
倉
・
小

田
原
ま
で
だ
っ
た
街
道
が
、
江

戸
ま
で
延
長
さ
れ
ま
し
た
。
日

本
橋
（
江
戸
）
か
ら
三
条
大
橋

（
京
都
）
ま
で
の
間
に
、
53
の

宿
場
「
東
海
道
五
十
三
次
」
が

結
ば
れ
、
人
や
物
資
を
馬
で

運
ぶ
伝
馬
制
度
が
定
め
ら
れ
ま

し
た
。
や
が
て
多
く
の
旅
人
が

往
来
す
る
よ
う
に
な
り
、
さ
ま

ざ
ま
な
出
版
物
も
作
ら
れ
る
な

ど
、
人
々
の
見
聞
が
広
が
っ
て

い
き
ま
し
た
。

東
海
道
の
一
部
の
河
川
は
、

架か
き
ょ
う橋

が
禁
止
さ
れ
、
渡と

河か

を
す
る
人
は
、「
川か

わ
ご
し越
人に

ん
そ
く足
」

が
担
ぐ
輦れ

ん
だ
い台
や
徒
歩
渡
し
な
ど

で
「
川
越
し
」
を
行
い
ま
し
た
。

大
井
川
は
「
箱
根
八
里
は
馬
で

も
越
す
が
、
越
す
に
越
さ
れ
ぬ

大
井
川
」
と
詠
ま
れ
た
ほ
ど
の

難
所
。
旅
人
は
、
大
雨
な
ど
の

増
水
で
川
の
水
深
が
４
尺
５

寸
（
約
１
ｍ
40
㎝
）
以
上
に
な

る
と
、
川
越
し
が
禁
止
さ
れ
る

「
川か

わ
ど留
め
」
に
あ
い
、
島
田
宿

や
金
谷
宿
な
ど
の
宿
場
に
滞
在

を
余
儀
な
く
さ
れ
ま
し
た
。
そ

の
た
め
、
宿
場
町
は
人
々
で
賑に

ぎ

わ
い
、
繁
栄
が
も
た
ら
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。
元げ

ん
ろ
く禄

９
年
（
１
６
９
６
）
に
は
、
川

越
し
を
仕
切
る
川か

わ
じ
ょ
う
や

庄
屋
な
ど
の

組
織
や
川か

わ
か
い
し
ょ

会
所
、
番
宿
な
ど
の

建
物
が
整
備
さ
れ
、
川か

わ
ご
し越
制
度

が
確
立
。
そ
の
当
時
の
大
井
川

の
川
越
人
足
は
、
両
岸
あ
わ
せ

て
３
０
０
人
以
上
い
た
と
さ
れ

て
い
ま
す
。

島
田
市
内
に
は
、「
島
田
宿
」

と
「
金
谷
宿
」
が
あ
り

ま
し
た
。
ま
た
、「
間あ

い

の
宿し

ゅ
く

菊
川
」

は
、
金
谷
宿
と
日
坂
宿
の
中
間

に
あ
り
、
金
谷
宿
で
旅
人
の
受

け
入
れ
が
困
難
と
な
っ
た
際

に
、
臨
時
の
宿
場
と
し
て
活
用

さ
れ
て
い
ま
し
た
。
島
田
宿
に

は
家
数
約
１
５
０
０
軒
・
旅は

た
ご籠

約
50
軒
、
金
谷
宿
に
は
家
数
約

１
０
０
０
軒
・
旅
籠
約
50
軒
が

あ
っ
た
と
さ
れ
、
旅
籠
の
数
か

ら
も
、
旅
人
で
賑
わ
っ
て
い
た

こ
と
が
伺
え
ま
す
。
川
越
制
度

は
、
江
戸
時
代
が
終
わ
り
、
明

治
３
年
（
１
８
７
０
）
に
架
橋
・

渡
船
の
禁
が
解
か
れ
る
ま
で
続

き
ま
し
た
。

こ
こ
に
あ
る
文
化
を
学
び
、

生
活
に
生
か
す
「
地
元

学
」。
現
在
の
島
田
市
に
は
、
そ

の
実
践
者
が
多
く
い
ま
す
。
そ

の
声
か
ら
は
、
郷
土
愛
を
持
っ

て
活
動
す
る
こ
と
で
、
文
化
を

伝
承
し
、
よ
り
明
る
い
未
来
の

歴
史
を
作
る
姿
が
見
え
ま
す
。

自らの活動を通して文化を伝承し、活躍の場を広めている
実践者がいます。その声を聞き、私たちが創る未来の歴史
のあり方を、一緒に考えてみませんか。

過去 / 開拓者
島田と東海道の文化
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４
０
０
年
以
上
続
く

川
越
し
文
化
の
伝
承
を
未
来
へ

【
川
越
し
へ
の
熱
意
】

　

大
井
川
輦れ

ん
だ
い台
越ご

し

保
存
会
は
、
昭
和

42
年
に
発
足
し
ま
し
た
。
昭
和
61
年

の
第
１
回
総
会
時
の
会
員
は
約
80

人
。
そ
の
後
、
伝
承
や
輦
台
を
担
ぐ

事
業
な
ど
の
活
動
は
、
会
員
の
有
志

に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
き
た
た
め
、
平

成
12
年
に
、
組
織
の
見
直
し
が
話
し

合
わ
れ
、
会
員
約
90
人
の
新
生
保
存

会
が
発
足
し
ま
す
。
そ
の
時
か
ら
事

務
局
長
を
務
め
る
松
井
英
雄
さ
ん
は

「
後
世
に
伝
え
て
い
く
こ
と
が
大
切
。

川
越
遺
跡
も
国
の
文
化
財
に
ふ
さ
わ

し
い
復
元
が
必
要
で
す
」
と
保
存
と

復
元
の
重
要
性
を
語
り
ま
す
。
ま
た
、

長
年
観
光
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
続
け
て

い
る
松
井
三
宜
さ
ん
は
「
伝
承
に
は
、

渡
し
場
の
良
さ
を
知
っ
て
も
ら
う
普

段
の
活
動
と
、
地
元
の
人
の
意
識
の

高
揚
が
大
切
で
す
」
と
訴
え
ま
す
。

【
誇
り
に
思
う
日
本
一
の
宝
】

　

輦
台
の
担
ぎ
手
と
な
る
「
会
員
」、

備
品
の
補
修
を
す
る
「
資
金
」、
語
り

部
と
な
る
年
配
者
で
さ
え
川
会
所
を

寺
と
言
う
な
ど
の
「
認
識
」
の
不
足

が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
不
足
の
原

因
の
一
つ
を
「
建
物
と
文
化
が
残
っ

て
い
る
日
本
一
の
宝
と
い
う
こ
と

に
、
住
民
が
気
付
い
て
い
な
い
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
」
と
話
す
二
人

は
、
日
本
で
唯
一
の
川
越
し
に
関
す

る
国
指
定
文
化
財
「
川
越
遺
跡
」
に

誇
り
を
も
っ
て
活
動
し
て
い
ま
す
。

【
復
元
か
ら
の
ス
タ
ー
ト
】

　

昨
年
、
市
は
史
跡
の
保
存
管
理
の

方
針
を
示
し
た
計
画
を
策
定
。
二
人

は
「
イ
ベ
ン
ト
な
ど
も
、
４
０
０
年

以
上
の
歴
史
と
文
化
を
伝
え
る
意
思

を
も
っ
て
行
っ
て
ほ
し
い
で
す
。
ま

た
、
川
越
遺
跡
は
復
元
し
て
か
ら
が

始
ま
り
で
す
」
と
未
来
志
向
の
伝
承

と
さ
ら
な
る
理
解
を
目
指
し
ま
す
。

川越遺跡の文化
現在/伝承者
川越遺跡の文化

今も残る民俗文化財

伝承している人々を 紹介します

大井川輦台越保存会

事務局長

松
ま つ い

井 英
ひ で お

雄 さん（右）（河原一丁目）

会員・観光ボランティア

松
ま つ い

井 三
み つ ぎ

宜 さん（左）（河原二丁目）
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受
け
継
い
だ
機
織
り

文
化
と
幸
せ
を
伝
え
る

【
存
続
さ
せ
た
い
生
活
文
化
】

　

平
成
４
年
、
島
田
市
博
物
館
の
開

館
に
あ
わ
せ
て
、
川
越
遺
跡
の
番

宿
「
札ふ

だ
ば場
」
で
民
俗
資
料
を
使
っ
た

「
機は

た
お織
り
体
験
」
が
始
ま
り
ま
し
た
。

体
験
は
、
使
わ
な
く
な
っ
た
布
を
裂

い
て
機
織
り
機
で
織
り
込
む
「
裂さ

き

織お

り
」
の
技
法
で
行
な
わ
れ
ま
す
。

平
成
15
年
か
ら
講
師
を
し
て
い
る
内

藤
さ
ん
は
「
先
人
た
ち
の
生
活
文
化

と
知
恵
か
ら
、
役
目
を
終
え
た
古
布

を
使
っ
た
『
も
の
づ
く
り
』
の
喜
び

を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
れ

に
、
江
戸
情
緒
あ
ふ
れ
る
川
越
遺
跡

で
機
織
り
体
験
で
き
る
こ
と
は
、
全

国
か
ら
み
て
も
貴
重
だ
と
思
い
ま

す
。『
継
続
は
力
な
り
』
の
精
神
で

伝
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
」

【
こ
れ
か
ら
の
課
題
】

　
「
人
に
教
え
る
、
伝
え
る
こ
と
は
大

変
で
す
が
、
出
会
い
や
協
力
が
あ
っ
て

続
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
い
つ
か
は
、
誰

か
に
受
け
継
い
で
ほ
し
い
で
す
ね
」
と

支
え
て
く
れ
る
人
た
ち
へ
感
謝
を
忘
れ

な
い
内
藤
さ
ん
。
し
か
し
、
受
け
継
い

で
く
れ
る
担
い
手
が
い
な
い
こ
と
が
課

題
で
あ
る
と
も
話
し
ま
す
。

【
未
来
に
つ
な
ぐ
幸
せ
】

　
機
織
り
は
、
古
く
か
ら
伝
わ
っ
て
き

た
文
化
で
す
。
さ
ら
に
、
裂
き
織
り
に

は
、
役
目
を
終
え
た
布
も
新
し
く
生
ま

れ
変
わ
る
魅
力
が
加
わ
り
ま
す
。「
織

ら
な
い
と
、
ど
ん
な
仕
上
が
り
に
な
る

か
は
分
か
り
ま
せ
ん
。川
越
遺
跡
に
も
、

訪
ね
て
み
な
い
と
分
か
ら
な
い
魅
力
が

あ
り
ま
す
よ
。
体
験
か
ら
、
新
発
見
や

喜
び
を
味
わ
え
新
た
な
展
開
が
生
ま

れ
る
は
ず
で
す
。
体
験
者
が
、
少
し

で
も
こ
の
文
化
を
未
来
に
引
き
継
い
で

い
け
ば
、
自
分
の
よ
う
に
幸
せ
を
感
じ

る
人
が
増
え
て
い
く
と
思
い
ま
す
」
と

話
す
笑
顔
か
ら
は
、
裂
き
織
り
へ
の

深
い
愛
情
が
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。

⑦札場の機織り機
⑧裂いた布を織り込んだ織物
⑨織物の元となる裂いた布
⑩裂き織りによるハンドバック
⑪裂き織りによる敷物

①川会所
②川越しをするために購入する川札
③身分が高い人が使用した大

だいこうらん

高欄輦台
④川越人足のふんどし
⑤川越人足の法被
⑥川越人足の草鞋

⑤ ④

③ ② ①

⑥⑪
⑦

⑨ ⑧

⑩

宿場のあるまちの地元学

川越遺跡の番宿「札場」

機織り体験講師

内
な い と う

藤 雅
ま さ み

巳 さん

問島田市博物館 ☎ 37-1000
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語り部

茶道

野
の ざ き

﨑 千
ち か こ

賀子 さん
（金谷中町）

教授
講座／香

こ う ど う

道・茶道

大
お お む ら

村 和
か ず お

夫 さん
（菊川）

教授
講座／菊川を知ろう

金
谷
宿
大
学
は
、
学
ぶ
人
の
「
学
ぶ
喜
び
を
感

じ
た
い
」と
い
う
希
望
を
叶
え
ま
す
。ま
た「
地

域
の
た
め
に
手
伝
い
た
い
」
と
い
う
教
え
る
人
の
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
精
神
と
実
践
す
る
力
を
育
み
ま
す
。
こ

れ
に
よ
り
、
地
域
の
文
化
を
地
域
住
民
全
体
で
共
有

で
き
る
、
新
た
な
魅
力
に
つ
な
が
っ
て
き
ま
し
た
。

当
初
は
私
自
身
、
金
谷
宿
大
学
の
学
生
で
し
た

が
、
平
成
20
年
か
ら
教
授
と
し
て
、
地
域
の

こ
と
を
テ
ー
マ
に
講
座
を
開
い
て
い
ま
す
。
き
っ
か

け
は
、
か
な
や
観
光
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
会
の
事
務
局

長
と
し
て
、
地
元
の
課
題
を
地
元
で
解
決
し
て
、
新

た
な
魅
力
を
生
み
出
し
た
い
と
思
っ
た
か
ら
で
す
。

今
年
度
の
テ
ー
マ
は
、国
指
定
史
跡
「
諏
訪
原
城
跡
」

で
し
た
。
講
座
で
学
生
と
話
す
こ
と
は
、
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
活
動
に
も
生
か
さ
れ
、
新
た
な
話
題
も
生
ま
れ

る
の
で
、
互
い
に
学
び
合
え
ま
す
。
一
方
で
、
人
が

集
ま
ら
な
い
講
座
も
あ
り
、
ま
だ
ま
だ
地
域
に
根
付

い
て
な
い
と
感
じ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
地
域
を
知

る
意
欲
を
高
め
る
た
め
に
も
、
若
者
や
社
会
に
合
わ

せ
て
変
化
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
す
。

今
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
で
た
く
さ
ん
の

情
報
を
一
瞬
で
集
め
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
は
同

時
に
、
多
く
の
不
正
確
な
情
報
も
集
ま
っ
て
く
る
と

い
う
こ
と
で
す
。
私
は
語
り
部
と
し
て
、
正
し
い
歴

史
や
文
化
を
伝
え
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

旧
金
谷
町
で
は
、
平
成
２
年
に
発
足
し
た
「
ま

ち
づ
く
り
一
〇
〇
人
会
議
」
な
ど
「
東
海
道

金
谷
宿
」
を
テ
ー
マ
に
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
て
い
ま

し
た
。
そ
の
流
れ
を
く
ん
で
、
町
民
同
士
が
教
え
、

学
び
合
う
「
東
海
道
金
谷
宿
大
学
」
が
平
成
５
年
に

開
講
。
新
市
に
な
っ
て
か
ら
も
み
ん
な
が
協
力
し
て

盛
り
上
げ
て
い
ま
す
。

茶
道
の
教
授
を
始
め
た
の
は
、
茶
の
生
産
が
昔

か
ら
盛
ん
な
の
に
、
作
法
や
楽
し
み
方
が
ま

だ
ま
だ
知
ら
れ
て
い
な
い
と
感
じ
た
か
ら
で
す
。
は

じ
め
は
、
茶
道
と
抹
茶
の
こ
と
を
よ
り
多
く
の
人
に

知
っ
て
も
ら
お
う
と
、
ゆ
っ
た
り
し
た
腰
掛
け
を
使

用
し
た
茶
会
を
開
き
ま
し
た
。
ま
ず
は
、「
ほ
っ
と

す
る
」時
間
を
経
験
す
る
こ
と
に
よ
り
、余
裕
を
も
っ

た
生
活
を
楽
し
ん
で
ほ
し
い
と
思
っ
た
の
で
す
。

地
域
の
人
が
地
域
の
こ
と
を
教
え
る
の
で
気
軽

に
参
加
で
き
、
教
授
と
学
生
が
お
互
い
を
磨

く
こ
と
も
で
き
ま
す
。
そ
れ
は
、
講
座
を
超
え
て
広

が
っ
て
い
ま
す
。
私
も
、
教
授
か
ら
島
田
に
あ
る
句

碑
や
俳
句
を
学
び
、
宿
場
の
こ
と
な
ど
当
時
の
風
景

や
心
情
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
人
に
尋
ね
た

り
、
年
上
の
人
の
意
見
を
聞
い
た
り
す
る
こ
と
が
、
見

解
を
広
め
探
究
心
を
高
め
て
く
れ
る
の
で
す
。
金
谷
宿

大
学
で
知
識
を
蓄
え
た
学
生
に
、
次
は
教
え
る
側
と
な

り
、地
域
の
文
化
を
伝
え
広
げ
て
い
っ
て
ほ
し
い
で
す
。

東海道金谷宿大学
市民自らが「教え・学ぶ」文化

教授と学生の 声を聞く

現在 / 継承者
東海道金谷宿大学

茶
道
の
文
化
と
知
識
を
広
め
る

語
り
部
と
し
て
地
域
の
こ
と
を
伝
え
る

teach

teach
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和服

金谷宿大学｜

山
や ま だ

田 ひとみ さん
（旭一丁目）

学生
講座／きもの着付け

　

東
海
道
金
谷
宿
大
学
は
、
誰
で
も
学
び
、

教
え
る
こ
と
の
で
き
る
事
業
と
し
て
、
金

谷
地
区
を
中
心
に
23
年
間
続
い
て
い
ま

す
。
教
え
る「
教
授
」と
学
ぶ「
学
生
」は
、

創
立
時
か
ら
参
加
し
て
い
る
人
も
多
く
い

ま
す
。
経
験
豊
富
な
学
生
が
、
い
ず
れ
地

域
で
教
え
る
立
場
に
な
っ
て
く
れ
る
こ
と

を
期
待
し
て
い
ま
す
。

　

平
成
28
年
度
か
ら
は
、
申
し
込
み
の
簡

略
化
、
運
営
費
の
導
入
な
ど
、
金
谷
宿
大

学
の
運
営
方
法
が
変
わ
り
ま
す
。
特
に
、

市
内
全
域
の
社
会
教
育
施
設
を
利
用
で
き

る
よ
う
に
な
る
こ
と
で
、
ど
な
た
で
も
参

加
し
や
す
く
な
り
ま
す
。
多
く
の
市
民
の

皆
さ
ん
に
、
学
ぶ
喜
び
や
教
え
る
喜
び
を

感
じ
て
ほ
し
い
で
す
。

　

参
加
者
が
、
地
域
の
た
め
に
何
か
し
た

い
と
い
う
気
持
ち
を
育
み
、
島
田
市
の
魅

力
を
高
め
る
き
っ
か
け
に
な
れ
ば
と
思
っ

て
い
ま
す
。

杉
す ぎ も と

本 浩
こ う へ い

平 書記 

社会教育課
社会教育係
☎ 46-5625
FAX 46-5302

兵
庫
県
か
ら
、
11
年
前
に
島
田
市
に
移
り
住
み

ま
し
た
。
祖
母
の
影
響
で
、
子
ど
も
の
頃
か

ら
着
物
を
着
る
機
会
が
多
く
あ
り
ま
し
た
。
島
田
に

は
、
和
服
の
良
さ
を
あ
ら
た
め
て
実
感
で
き
る
帯
ま

つ
り
や
髷
ま
つ
り
の
文
化
が
あ
っ
た
の
で
、
私
も
子

ど
も
に
着
物
を
着
せ
て
あ
げ
た
い
と
思
い
、
着
付
け

教
室
に
通
い
始
め
ま
し
た
。
金
谷
宿
大
学
は
、
そ
の

先
生
の
紹
介
で
３
年
前
か
ら
受
講
し
て
い
ま
す
。

講
座
を
通
し
て
、
髷
ま
つ
り
に
も
参
加
で
き
ま

し
た
。
子
ど
も
は
、
今
年
４
回
目
の
参
加
を

予
定
を
し
て
い
ま
す
。
講
座
は
、
広
い
年
齢
層
の
人

と
関
わ
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
そ
の
人
が
知
っ
て
い

る
技
術
や
文
化
を
教
え
て
く
れ
る
の
で
、
自
分
を
磨

く
こ
と
が
で
き
ま
す
。ス
キ
ル
ア
ッ
プ
す
る
こ
と
で
、

生
活
に
も
生
か
せ
て
、
着
物
を
よ
り
身
近
に
感
じ
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
一
方
で
、
若
い
世
代
が
着
物
の

文
化
か
ら
離
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
感
じ
ま
す
。
若

者
に
も
帯
ま
つ
り
や
髷
ま
つ
り
な
ど
に
参
加
し
て
も

ら
い
、ぜ
ひ
和
服
の
良
さ
を
味
わ
っ
て
ほ
し
い
で
す
。

私
と
同
じ
子
育
て
世
代
の
人
は
、
子
育
て
施
設

や
事
業
な
ど
で
情
報
入
手
し
や
す
い
環
境
に

あ
る
と
思
い
ま
す
。
大
人
が
、
子
ど
も
た
ち
に
和
装

を
楽
し
む
機
会
を
提
供
す
れ
ば
、
良
さ
を
知
る
き
っ

か
け
に
な
り
ま
す
。若
者
た
ち
が
魅
力
を
感
じ
れ
ば
、

自
ら
発
信
す
る
活
動
に
結
び
つ
く
と
思
い
ま
す
。

①金谷宿大学作品展示とおりがみ教室
②きもの着付け講座
③諏訪神社
④茶道講座の茶器

和
服
を
通
し
た
出
会
い
と
自
分
磨
き

相
互
に
学
び
魅
力
を
高
め
る

learn

①
④

②③

宿場のあるまちの地元学
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農
業
を
通
じ
て

人
と
場
所
を
大
切
に
す
る

東
京
で
ア
パ
レ
ル
関
係
の

サ
ー
ビ
ス
業
を
し
て
い

ま
し
た
が
、
地
元
の
文
化
や
自

然
、
親
の
仕
事
で
あ
る
農
業
に

魅
力
を
感
じ
た
こ
と
か
ら
、
就

農
を
決
め
ま
し
た
。
ち
ょ
う
ど

そ
の
時
、
風
情
が
残
る
川
越
街

道
に
、
江
戸
時
代
の
よ
う
な
賑

わ
い
を
創
出
し
た
い
と
い
う
活

動
を
知
り
ま
し
た
。
そ
の
こ
と

に
共
感
し
、
川
越
遺
跡
の
番
宿

「
荷に

な

わ

や

縄
屋
」
で
農
作
物
を
販
売

す
る
朝
市
を
始
め
ま
し
た
。

始
め
て
５
年
が
経
ち
ま
し

た
。
最
初
は
、
人
通
り

たむらのうえん（農家）

田
た む ら

村 善
よ し ゆ き

之 さん（川根町家山）

も
少
な
く
苦
労
し
ま
し
た
。
次

第
に
、「
こ
こ
が
き
っ
か
け
で

初
め
て
川
越
街
道
に
来
た
よ
」

と
い
う
市
内
の
お
客
さ
ん
も
増

え
、
今
で
は
た
く
さ
ん
の
人
に

支
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

訪
れ
た
人
に
は
、
こ
こ
の
雰
囲

気
や
自
慢
の
お
茶
と
珍
し
い
野

菜
な
ど
を
知
っ
て
も
ら
え
た
と

思
い
ま
す
。

荷
縄
屋
の
朝
市
は
、
子
ど

も
か
ら
大
人
ま
で
楽
し

め
る
商
品
を
、
農
家
自
ら
が
販

売
す
る
と
い
う
安
心
が
あ
り
ま

す
。
私
は
、
無
農
薬
の
地
元
産

農
作
物
が
並
ぶ
こ
の
朝
市
と
一

緒
に
、
こ
の
場
所
の
情
景
を
大

切
に
し
続
け
て
い
き
ま
す
。

毎週土曜日の朝市（午前９時〜正午）

伝
承
さ
れ
た
菓
子
の
復
元

か
ら
地
域
の
菓
子
へ

江
戸
時
代
の
「
間
の
宿
菊

川
」
で
東
海
道
の
名
物

菓
子
だ
っ
た
「
飴あ

め
の
も
ち餅
」
を
昨

年
、
新
・
金
谷
名
物
「
家
康
公

の
勝か

ち
ど
き
も
ち

鬨
餅
」
と
し
て
再
現
し

ま
し
た
。
再
現
し
た
き
っ
か
け

は
、
地
域
な
ら
で
は
の
食
文
化

が
時
代
と
と
も
に
減
少
し
て
い

く
こ
と
を
寂
し
く
感
じ
た
か
ら

で
す
。
私
自
身
、
菓
子
の
歴
史

文
化
を
学
ぶ
機
会
が
少
な
か
っ

た
の
で
、
当
時
の
材
料
の
品
質

や
様
子
を
考
え
な
が
ら
作
る
こ

の
取
り
組
み
は
、
貴
重
な
体
験

だ
と
感
じ
ま
し
た
。
再
現
後
、

菓子処叶
か な や

家（金谷東）　

中
な か む ら

村 旬
じゅん

 さん（店長／伊太）

販
売
や
料
理
教
室
も
し
ま
し
た

が
、
ま
だ
ま
だ
認
知
度
が
足
り

ま
せ
ん
。
家
で
も
作
れ
る
菓
子

な
の
で
、
皆
さ
ん
に
知
っ
て
も

ら
う
販
売
形
態
を
確
立
し
「
地

域
の
お
菓
子
」
に
し
て
い
き
た

い
で
す
ね
。

伝
承
さ
れ
た
文
化
の
魅
力

は
、
江
戸
時
代
の
菓
子

を
今
も
体
感
で
き
る
こ
と
で

す
。
こ
れ
は
菓
子
に
限
っ
た
こ

と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
魅

力
を
広
め
る
た
め
に
も
、
地
域

で
お
互
い
に
協
力
し
て
挑
戦
し

て
い
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。
さ

ま
ざ
ま
な
角
度
で
考
え
れ
ば
、

可
能
性
も
よ
り
広
が
る
は
ず
で

す
。
私
も
挑
戦
し
続
け
ま
す
。 家康公の勝鬨餅（名物飴餅の復元）

新たな取り組み
未来 / 挑戦者
新たな取り組み

島田の文化を取り入れた活動

実践者の 声を聞く

東
海
道
の
地
元
学
が

つ
な
げ
る
人
と
未
来
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宿場のあるまちの地元学

実
践
者
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、

郷
土
愛
を
持
ち
未
来
に
文
化
を

残
す
必
要
を
感
じ
て
い
る
こ
と
で
す
。

市
内
に
残
る
宿
場
町
や
生
ま
れ
育
っ

た
ま
ち
を
「
知
る
」
こ
と
は
、
古
里

と
そ
の
文
化
へ
の
愛
着
の
種
に
な
り

ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
ま
ち
に
あ
る

自
分
の
ル
ー
ツ
や
懐
か
し
く
感
じ
る

情
景
と
根
付
い
て
い
る
文
化
に
対
す

る
親
し
み
が
、
種
を
育
み
愛
情
を
開

花
さ
せ
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
地
元
学

に
価
値
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。一人

で
も
多
く
の
住
民
が
、
こ
の

ま
ち
の
文
化
を
知
り
、
守
り
、

伝
え
、
さ
ら
な
る
魅
力
を
創
出
で
き

れ
ば
、
人
と
文
化
の
結
び
付
き
を
生

み
、
時
代
を
超
え
て
歴
史
を
築
い
て

い
け
ま
す
。
大
事
な
の
は
、
実
践
す

る
こ
と
で
す
。
地
元
学
の
実
践
者
は
、

こ
の
ま
ち
の
文
化
に
愛
情
と
生
き
が

い
を
見
い
だ
し
、
過
去
か
ら
未
来
に

歴
史
文
化
を
つ
な
い
で
い
ま
す
。
同

じ
ま
ち
に
住
む
私
た
ち
一
人
一
人
が
、

新
た
な
目
標
や
慈い

つ
く

し
み
を
持
っ
て
文

化
活
動
を
す
る
こ
と
で
、
豊
か
な
心

と
共
に
生
き
て
い
く
こ
と
が
で
き
ま

す
。
地
元
学
は
、
市
民
交
流
が
活
発

な
ま
ち
を
築
く
の
で
す
。
そ
し
て
、

私
た
ち
は
、
次
代
を
担
う
子
ど
も
・

若
者
が
、
生
き
生
き
と
す
る
こ
と
が

で
き
る
明
る
い
未
来
の
歴
史
を
創
る

た
め
に
も
、
郷
土
愛
を
持
っ
て
文
化

を
伝
承
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。


