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浦島太郎の木像（写真提供：横浜市歴史博物館、浦島町内会）

う

ら
し
ま
だ
ゅ
う

昔
、
相
模
の
国
三
浦
の
里
に
浦
島
大
夫
と
いた

ん

う
人
が
い
た
。
大
夫
は
公
務
で
任
地
の
京
都
丹

ご後
へ
行
く
こ
と
に
な
り
、
家
族
を
連
れ
て
行
っ

た
。
大
夫
の
屋
敷
は
海
の
近
く
で
あ
っ
た
の
で
、

そ
こ
で
生
ま
れ
た
浦
島
太
郎
は
、
幼
時
か
ら
海

び
じ
ょ
う

ふ

で
遊
び
釣
り
を
好
む
美
丈
夫
と
な
り
、
里
娘
の

憧
れ
の
的
で
あ
っ
た
。

そ
の
日
も
、
太
郎
は
一
人
小
舟
で
釣
り
に
行

｀
l

・
？
ら

き
、
珍
し
い
大
亀
を
釣
り
上
げ
た
。
甲
羅
が
五

色
の
き
れ
い
な
亀
は
、
太
郎
の
後
ろ
で
い
つ
の

間
に
か
乙
姫
に
変
身
し
て
い
た
。

太
郎
は
誘
わ
れ
る
ま
ま
に
姫
の
住
む
竜
宮
へ

行
き
、
時
の
経
つ
の
も
忘
れ
る
ほ
ど
に
毎
日
を

楽
し
く
過
ご
し
た
。

し
か
し
、

三
年
も
過
ぎ
る
頃
、
父
母
の
も
と

へ
帰
る
こ
と
を
乙
姫
に
告
げ
た
。
乙
姫
は
熱
心

か

な

が

わ

「

民

話

の

里

」

物

語

古
く
か
ら
語
り
継
が
れ
て
き
た
様
々
な
民
話
。
五
組
の
お
話
の
紹
介
と
、
そ
の
舞
台
の
地
を
訪
ね
て
み
ま
し
た
。

に
引
き
止
め
た
が
、
太
郎
の
気
持
ち
を
察
し
て

土
産
に
と
二
つ
の
品
を
手
渡
し
た
。

「こ
れ
は
私
が
大
事
に
し
て
い
る
玉
手
箱
で
す
。

ま
た
、
こ
の
観
音
菩
薩
像
は
、
あ
な
た
の
お
守

り
と
し
て
差
し
上
げ
ま
す
」

太
郎
は
こ
う
し
て
丹
後
に
戻
っ
て
き
た
が
、

あ
ま
り
に
も
様
子
が
変
わ
っ
て
い
る
の
に
驚
い

た
。
浜
に
い
た
老
人
に
浦
島
大
夫
の
消
息
を
尋

ね
る
と
、

「
よ
く
は
知
ん
ね
え
が
、

三
百
年
く
れ
え
前
に

そ
ん
な
人
が
い
た
そ
う
な
。
な
ん
で
も
、

一
人

息
子
が
海
に
出
た
ま
ま
、
行
方
知
れ
ず
に
な
っ

た
ち
ゅ
う
話
を
刷
い
た
こ
と
は
あ
る
が
な
」

太
郎
は
、
竜
宮
の
三
年
が
こ
の
世
で
は
三
百

年
に
も
な
っ
て
い
た
こ
と
を
悟
り
、
親
の
故
郷

で
あ
る
三
浦
へ
と
向
か
う
こ
と
に
し
た
。

旅
を
続
け
て
き
た
太
郎
が
、
背
負
っ
た
観
音

菩
薩
像
の
重
さ
に
疲
れ
て
、
神
奈
川
の
丘
に
腰

を
下
ろ
し
て
休
ん
だ
。

す
る
と
、
周
り
が
急
に
暗
く
な
り
、
そ
ば
に

3

立
つ
老
松
に
灯
が
と
も
っ
た
。
太
郎
は
驚
い
て

辺
り
を
見
回
す
と
、
そ
こ
に
は
「
浦
島
大
夫
夫

ぱ

と
う

妻
の
墓
」
と
書
か
れ
た
墓
塔
が
建
っ
て
い
た
。

太
郎
は
、
こ
れ
は
き
っ
と
乙
姫
が
教
え
て
く

こ
ん
り
●
う

れ
た
の
だ
と
思
い
、
こ
こ
に
観
音
堂
を
建
立
し
、

菩
薩
像
と
玉
手
箱
を
祀
り
、
堂
守
り
と
し
て

一

生
を
終
え
た
と
い
う
。

2
 



昔
、
鎌
倉
に
源
十
郎
と
い
う
魚
屋
が
い
た
。

か
ご

て
ん
ぴ
ん
ほ
う

毎
日
魚
を
籠
に
入
れ
、
天
秤
棒
に
ぶ
ら
下
げ
て

売
り
歩
い
て
い
た
。

あ
る
日
、
い
つ
も
の
よ
う
に
由
比
ヶ
浜
を
歩

い
て
い
る
と
、
狐
が
犬
に
追
わ
れ
て
来
た
。
ど

う
な
る
事
か
と
案
じ
る
間
も
な
く
狐
は
源
十
郎

の
籠
の
中
へ
飛
び
込
ん
で
し
ま
っ
た
。

源
十
郎
は
吠
え
る
犬
を
追
い
払
っ
て
、
狐
を

逃
し
て
や
っ
た
。

そ
の
夜
、
源
十
郎
の
夢
に
狐
が
現
れ
、

「
我
は
お
前
の
情
け
で
今
日
の
災
難
を
逃
れ
る

こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
恩
返
し
に
来
た
の
だ
が
、

さ

す
け
だ

に

左
介
谷
で
大
根
を
作
る
と
よ
い
。
そ
う
す
れ
ば
、

き
っ
と
幸
せ
に
な
る
だ
ろ
う
」

狐
は
そ
‘
品
口
げ
て
消
え
た
。

っ

源
十
郎
は
半
信
半
疑
な
が
ら
、
夢
の
お
告
げ

に
従
い
大
根
作
り
を
始
め
た
。

そ
の
年
、
寒
風
が
吹
く
頃
に
な
る
と
、
鎌
倉

は
や
り
や
ま

い

中
に
流
行
病
が
蔓
延
し
、
十
人
の
う
ち
の
八
、

九
は
命
を
落
と
す
と
い
う
あ
り
さ
ま
だ
っ
た
。

人
々
は
、
ど
う
し
た
も
の
か
と
嘆
い
て
い
る
と
、

あ
る
男
が
、

ー

合

佐
助
稲
荷
を
建
て
た
大
根
長
者

「実
は
な
、
昨
夜
、
夢
に
神
様
の
お
告
げ
が
あ

っ
て
な
、
今
の
流
行
病
に
は
、
左
介
谷
で
源
十

郎
が
作
っ
た
大
根
を
食
す
の
が

一
番
じ
ゃ
、
と

の
こ
と
な
の
だ
が
な
」

そ
れ
を
聞
い
た
者
た
ち
が
、
早
速
試
し
て
み
る

と
、
話
の
通
り
病
気
が
治
っ
た
。

こ
の
噂
は
、
ま
た
た
く
う
ち
に
町
中
に
広
が

り
、
源
十
郎
の
と
こ
ろ
へ
大
根
を
買
い
に
来
る

4

人
が
多
く
な
っ
て
、
人
根
の
値
段
は
高
く
な
り
、

源
十
郎
は
た
ち
ま
ち
大
金
持
ち
に
な
っ
た。

源
十
郎
は
、
こ
の
よ
う
に
な
れ
た
の
は
、
す

べ
て
御
狐
様
の
お
か
げ
で
あ
る
と
信
じ
て
、
左

介
谷
に
稲
荷
明
神
の
社
を
建
て
た
。

今
の
「
佐
助
稲
荷
神
社」

に
は
、
こ
う
し
た

話
が
語
り
伝
え
ら
れ
て
い
る
。



昭和初期の棒手振り（平塚市博物館蔵）

匹
も
ら
っ
て
お
こ
う
か
ね
」

す

相
模
川
の
河
口
に
あ
る
須
賀
は
大
き
な
漁
村
で
、

活
き
の
い
い
魚
を
、
魚
屋
が
あ
ち
こ
ち
の
村
へ
と
運

ん
で
売
り
歩
い
て
い
た
。
魚
を
売
る
に
は
、
す
っ
と

ん
き
ょ
う
な
話
で
客
を
集
め
る
の
が
一
番
と
、
面
白

お
か
し
い
話
を
す
る
商
売
上
手
が
た
ん
と
い
た
。

「
そ
う
れ
、
今
朝
あ
が
っ
た
ば
か
り
の
魚
だ
よ
。
買

わ
な
い
と
損
す
る
よ
」

「本
当
か
ね
。
魚
の
目
ん
玉
、
う
る
ん
で
ね
え
か
」

「
冗
談
言
っ
ち
ゃ
い
け
ね
え
よ
。
こ
こ
に
来
る
間
に

か
ご

ぴ
ん
ぴ
ん
跳
ね
て
龍
か
ら
飛
び
だ
し
ゃ
し
ね
え
か
と

心
配
し
た
も
ん
だ
。
さ
っ
き
の
か
み
さ
ん
な
ん
か
、

包
丁
で
切
ろ
う
と
し
た
ら
、
魚
が
逃
げ
ち
ゃ
っ
て
、

よ
う
く
見
た
ら
、
な
が
し
で
泳
い
で
た
っ
て
よ
」

「
は
つ
は
つ
は
、
話
半
分
に
し
て
も
面
白
い
や
。

「
魚
屋
さ
ん
、
来
る
途
中
で
な
に
か
面
白
い
事
は
あ

っ
た
か
ね
？
」

「
あ
っ
た
、
あ
っ
た
。
爺
さ
ん
が
ね
、
団
子
作
る
ん

だ
っ
て
粉
買
う
て
き
た
ん
だ
と
。
そ
ん
だ
ら
、
角
を

け
ん

か

曲
が
っ
た
途
端
、
白
と
プ
チ
の
犬
が
喧
嘩
し
て
飛
び

出
し
て
き
て
な
、
爺
さ
ん
び
っ
く
ら
こ
い
て
、
粉
を

7

ぶ
ち
ま
け
て
し
ま
っ
た
の
よ
。
だ
か
ら
犬
の
喧
嘩
は
、

ブ
チ
犬
負
け
て
、
粉
か
ぶ
っ
た
犬
は
白
か
っ
た
（
勝

っ
た
）
と
い
う
わ
け
さ
。
さ
あ
、
話
を
聞
い
た
ら
魚

を
買
っ
と
く
れ
！
買
っ
と
く
れ
！
」

人
々
は
「
須
賀
の
す
っ
と
ん
き
ょ
う
」
と
呼
び
、

魚
売
り
が
来
る
の
を
楽
し
み
に
し
て
い
た
と
い
う
。

6
 



ぜ
ん

ぱ

と
う

if

昔
、
善
波
峠
の
ふ
も
と
に
善
波
と
い
う
村
が

あ
っ
た
。
村
に
は
、
そ
れ
は
そ
れ
は
大
き

く
す
の
さ

な
楠
の
巨
木
が
あ
っ
た
。

村
を
通
る
人
た
ち
は
、

「な
ん
と
立
派
な
楠
よ
。

り
し
ろ
じ
ゃ
」

と
言
い
、

こ
の
木
は
神
様
の
よ

中
に
は
手
を
合
わ
せ
る
者
も
い
た
。

し
か
し
、
楠
の
大
き
く
広
が
っ
た
枝
や
葉
は

さ
ら
た

村
全
部
を
日
陰
に
し
て
、
作
物
が
育
つ
の
を
妨

げ
て
し
ま
う
。
善
波
の
村
人
に
と
っ
て
は
、
そ

れ
が
悩
み
の
種
だ
っ
た
。

そ
こ
で
、
村
人
は
寄
り
合
い
相
談
の
上
、
楠

た

い

こ

を
伐
っ
て
、
太
い
幹
の
と
こ
ろ
で
太
鼓
を
作
り
、

日
向
の
薬
師
様
へ
奉
納
す
る
こ
と
に
決
め
た
。

作
業
は
長
時
間
掛
か
っ
た
が
、
村
人
の
協
力

で
立
派
な
大
太
鼓
が
で
き
、
早
速
、
薬
師
様
の

お
菌
に
奉
納
さ
れ
た
。

そ
の
う
ち
に
、
人
々
か
ら
、
あ
ん
な
見
事
な

太
鼓
を
、
た
だ
飾
っ
て
お
く
だ
け
で
は
も
っ
た

と
き

い
な
い
、
打
ち
嗚
ら
し
て
刻
を
告
げ
る
こ
と
に

し
よ
う
と
い
う
声
が
出
た
。

そ
れ
は
、
名
案
だ
と
い
う
こ
と
で
、
朝
、
ド

日
向
薬
師
の
や
ぶ
れ
太
鼓

ー
ン
、
ド
ー
ン
と
鳴
る
と
、
村
人
は
野
良
へ
向

か
い
、
夕
方
、
日
が
沈
む
ド
ー
ン
、
ド
ー
ン
で

仕
事
を
や
め
、
家
に
帰
る
よ
う
に
な
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
太
鼓
の
音
は
、
村
人
が
思

っ
た
以
上
に
遠
く
ま
で
響
い
て
い
た
。
ド
ー
ン

と
い
ヽ
盆
口
が
、
相
模
川
の
水
を
伝
わ
っ
て
海
に

ま
で
届
い
た
の
で
、
驚
い
た
魚
が
沖
へ
沖
へ
と

逃
げ
て
し
ま
っ
た
。

そ
れ
で
困
っ
た
の
が
、
須
質
の
樵
師
た
ち
。

「
こ
の
ご
ろ
、
ど
う
も
魚
が
獲
れ
ね
え
の
は
、

朝
夕
警
い
て
く
る
で
つ
け
え
音
の
せ
い
だ
べ
」

漁
師
た
ち
は
音
の
す
る
方
へ
と
向
か
い
、
太

鼓
を
見
つ
け
る
と
、
そ
れ
っ
と
ば
か
り
に
太
鼓

の
皮
を
破
い
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
以
来
、

H
向

薬
師
の
太
鼓
は
音
無
し
に
な
っ
た
と
い
う
。
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靖
表
画

ヘ

“ 
小鬼を弾く年男の金太郎鳥居清長

（南足柄市郷土資料館蔵）

さ

が

み

す

る

が

千
年
ほ
ど
も
昔
の
こ
と
。
相
模
と
駿
河
の
国

ぁ
L
が
ら
レ
X
'げ
や

ま

う

ば

境
、
足
柄
峠
に
山
姥
が
住
ん
で
い
た
。
山
姥
は

子
ど
も
を
授
か
る
よ
う
願
を
掛
け
て
い
る
と
、

あ
る
晩
、
山
の
頂
で
真
っ
赤
な
龍
と
夫
婦
に
な

る
夢
を
見
た
。
そ
の
時
、
稲
妻
が
光
り
雷
鳴
が

．
轟
い
て
、
山
姥
に

一
子
が
宿
っ
た
。

こ
う
し
て
生
ま
れ
た
の
が
金
太
郎
で
あ
る
。

山
で
育
っ
た
金
太
郎
に
は
、
人
間
の
友
達
は
い

な
か
っ
た
が
、
山
中
の
草
原
に
は
、
猿
、
鹿
、

兎
、
さ
ら
に
熊
ま
で
も
が
遊
び
仲
間
と
し
て
集

ま
り
、
飽
き
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。

金
太
郎

動
物
た
ち
を
相
手
に
し
て
大
き
く
な
っ
た
金

太
郎
だ
か
ら
、
力
は
強
い
、
足
は
速
い
と
い
う

あ
り
さ
ま
で
、
峠
を
通
る
人
た
ち
か
ら
足
柄
峠

に
怪
童
あ
り
と
の
噂
が
広
が
っ
た
。

み
な

E
8ら
い
こ
う

あ
る
年
の
こ
と
、
源
頼
光
と
い
う
武
士
が
朝

廷
の
お
召
し
を
受
け
、
多
く
の
家
来
を
引
き
連

れ
京
の
都
へ
向
か
う
た
め
、
足
柄
峠
を
通
り
か

ま
た
が

か
っ
た
。
そ
こ
へ
出
て
き
た
の
が
、
熊
に
跨
り
、

猪
、
猿
、
山
犬
な
ど
を
従
え
た
金
太
郎
だ
っ
た
。

「
こ
い
つ
が
噂
の
怪
童
か
、
こ
れ
だ
け
の
け
だ

も
の
を
連
れ
て
歩
く
と
は
大
し
た
若
者
よ
。
ど

う
だ
、

11 

わ
し
の
家
来
に
な
ら
な
い
か
」

頼
光
の
誘
い
に
金
太
郎
は
承
諾
し
、
名
を
坂

た
の
さ
ん
と
き

田
公
時
と
改
め
、
頼
光
に
従
っ
た
。

し

e
て
ん
ど
う
じ

当
時
、
都
で
は
、
大
江
山
の
酒
呑
童
子
と
い

う
悪
者
の
集
団
が
、
若
い
娘
た
ち
を
さ
ら
っ
て

い
く
と
い
う
悪
事
を
繰
り
返
し
て
い
た
。

帝
は
、
こ
れ
を
憂
い
て
、
ち
ょ
う
ど
都
に
培

い
た
源
頼
光
に
酒
呑
童
子
退
治
を
命
じ
た
。

10

頼
光
が
、
公
時
以
下
五
人
の
家
来
を
連
れ
て

大
江
山
へ
行
く
と
、
悪
者
ど
も
は
酒
盛
り
の
最

中
だ
っ
た
の
で
、
よ
し
っ
と
ば
か
り
に
飛
び
込

ん
で
、
酒
呑
童
子
と
手
下
を
討
ち
取
り
、
娘
た

ち
を
救
い
出
し
た
。

坂
田
公
時
は
、
頼
光
の
四
天
王
の
一
人
と
し

こ
う
せ
い

て
、
そ
の
名
を
後
世
に
語
り
伝
え
ら
れ
た
。



た
。
江
戸
時
代
に
は
東
海
逍
の
名
所
の
一
っ
だ
っ
た

ず

え

ょ
う
で
、
様
々
な
図
会
に
登
場
し
ま
す
。
ま
た
、
当

時
の
略
縁
起
か
ら
は
、
よ
り
古
い
時
代
か
ら
浦
烏
観

音
が
あ
っ
た
こ
と
が
伺
え
ま
す
。

観
福
寿
寺
は
明
治
元
年
に
焼
失
し
、
廃
寺
に
。
そ

の
後
、
類
焼
を
免
れ
た
観
音
像
や
石
碑
な
ど
を
引
き

取
っ
た
炭
運
寺
が
、
通
称
「
浦
島
寺
」
と
呼
ば
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
周
辺
に
は
、
観
福
寿
寺
の
跡

地
近
く
に
建
つ
述
法
寺
や
、

「浦
島
町
」
「
角
住
町
」

な
ど
の
地
名
、
「
涙
石
」
「
浦
島
地
蔵
」

「足
洗
い
の

井
戸
」
な
ど
、
ゆ
か
り
の
事
物
が
多
く
あ
り
ま
す
。

上
／
本
堂
。
下
／
古
い
信
仰
の
姿
を
思
わ
せ
る
岩
屋
が
。

6D0m 
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【
佐
助
稲
荷
を
建
て
た
大
根
長
者
】
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弁

疎
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ク^

rの
よ
り
と
も

佐
助
稲
荷
の
縁
起
と
し
て
は
、

大
根
長
者
よ
り
も
源
頼
朝
に
ま
つ
わ
る
お
話

が
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
「
伊
豆
の
配
所
に
あ
っ
た
頼
朝
の
夢
に
、
鎌
倉

の
稲
伯
の
神
と
称
す
る
老
翁
が
あ
ら
わ
れ
、
平
氏
討
伐
の
挙
兵
を
す
る
よ
う
告

げ
た
。
そ
れ
に
従
っ
た
頼
朝
は
、
源
平
合
戦
で
勝
利
を
得
た
の
で
、
隠
れ
里
の

稲
荷
社
を
再
興
し
た
」
と
い
う
も
の
。
元
鎌
倉
市
図
書
館
長
の
澤
寿
郎
氏
の
稿

に
よ
れ
ば

「前
右
兵
衛
佐
殿
」
で
、
佐
殿
と
呼
ば
れ
た
頼
朝
を
助
け
た
の
で

「佐
助
稲
荷
」
と
い
わ
れ
る
、
と
あ
り
ま
す
。
稲
荷
上
社
の
裏
手
上
に
あ
る
窟

内
の
稲
荷
な
ど
は
、
鎌
倉
開
府
以
前
の
姿
を
想
像
さ
せ
ま
す
。

911
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i
I
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浦
島
太
郎
の
話
は
、
占
く
か
ら
有
名
で
「
日
本
書

紀
」
や
「
JJ葉
集
」
に
も
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
伝
承

地
は
令
国
的
に
あ
り
、
ま
た
、
似
た
よ
う
な
話
は
太

平
洋
の
諸
島
に
も
あ
り
ま
す
。
子
供
に
い
じ
め
ら
れ

て
い
る
危
を
助
け
て
、
乙
姫
に
会
う
と
い
う
の
が

一

般
的
で
す
が
、
こ
の
筋
立
て
は
近
世
に
入
っ
て
か
ら

の
も
の
。
「
H
本
書
紀
」
で
は
、
太
郎
が
大
亀
を
釣

る
と
、
そ
れ
が
た
ち
ま
ち
女
と
な
り
、
太
郎
は
感
激

し
て
妻
と
し
た
と
あ
り
ま
す
。
わ
が
国
最
初
の
恋
愛

諒
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

現
在
の
神
奈
川
区
浦
島
ケ
丘
周
辺
に
、
か
つ
て
浦

島
寺
（
観
福
寿
寺
）
が
あ
り
、
太
郎
が
竜
宮
か
ら
持

ち
帰
っ
た
と
い
わ
れ
る
観
音
像
が
祀
ら
れ
て
い
ま
し

【
よ
こ
は
ま
の
浦
島
太
郎
】

c
 

了話の里ガイドニ

上
／
浦
島
町
に
あ
る

「
浦
島
太
郎
山
車
」。

ユ
ニ
ー
ク
な
像
は
昭
和
7
年
に
造
ら
れ
た
も
の
。
毎
年
8
月
中
旬
の
祭
礼
時
に
町
内

を
巡
る
（
写
真
提
供
＂
横
浜
市
歴
史
博
物
館
、
浦
島
町
内
会
）。
右
／
慶
運
寺
門
前
に
あ
る
浦
島
寺
碑
。
左
ペ
ー
ジ
の
図
に
見
え

る
も
の
と
同
様
の
形
を
し
て
い
る
。
下
右
／
浦
島
観
音
を
祀
る
観
音
堂
。
観
音
は
12年
ご
と
に
開
帳
さ
れ
、
次
回
は
平
成
20年

の
予
定
。
中
左

・
上
／
国
道
1
号
ぞ
い
の
坂
の
上
に
あ
る
蓮
法
寺
。
昭
和
初
年
に
浦
島
寺
復
興
を
願
つ
子
安
の
漁
師
た
ち
に
よ

っ
て
奉
納
さ
れ
た
浦
島
観
世
音
が
あ
る
。
中
左

・
下
／
蓮
法
寺
境
内
に
あ
る
浦
島
太
郎
の
供
養
塔
（
電
齢
塚
）
。
下
左
／
蓮
法
寺

の
山
門
に
は
亀
と
波
を
象
っ
た
意
匠
が
。
左
ペ
ー
ジ
／
「東
海
道
名
所
之
内
神
奈
川
浦
島
古
跡
」
（
横
浜
市
歴
史
博
物
館
蔵
）
。
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足
柄
山
の
金
太
郎
の
伝
説
は
、
南
足
柄
市
を
は
じ
め
、
箱
根
町
、

開
成
町
な
ど
で
伝
わ
り
、
内
容
も
少
し
ず
つ
追
っ
て
い
ま
す
。
南
足

ゃ
え
ざ
＂

柄
市
で
は
、
古
く
か
ら
四
万
長
者
の
伝
説
が
あ
り
、
八
煎
桐
と
い
う

長
者
の
娘
が
生
ん
だ
子
ど
も
が
金
太
郎
で
あ
る
と
い
う
お
話
に
な
っ

て
い
ま
す
。
地
蔵
棠
に
は
山
姥
の
像
が
骰
か
れ
、
付
近
に
は
「
夕

n

の
滝
」
や
、
「
金
太
郎
生
家
跡
（
長
者
屋
敷
跡
）
」

「金
太
郎
の
遊
び

石
」
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
峠
を
は
さ
ん
だ
箱
根
町
・
仙
石
原
方
面
に

さ
ん
と
さ

は
公
時
神
社
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
金
時
山
へ
の
登
山
道
の
途
中
に

「
金
太
郎
の
柑
り
石
」「
手
ま
り
石
」
な
ど
の
巨
石
が
た
ち
並
ん
で
い

う
ば
、
J

ま
す
。
面
白
い
の
は
箱
根
町
の
姥
子
温
泉
の
お
話
。

「金
太
郎
が
山

で
遊
ん
で
い
る
と
、
誤
っ
て
枯
れ
枝

で
眼
を
刺
し
て
し
ま
っ
た
。
直
ら
ず

に
困
っ
て
い
た
が
、
山
姥
が
神
様
の

お
告
げ
を
受
け
温
泉
を
発
見
し
、
こ

こ
で
目
を
洗
っ
た
と
こ
ろ
、
す
ぐ
に

直
っ
た
」
と
伝
わ
り
、
こ
れ
が
当
地

の
rh来
と
な
っ
て
い
ま
す
。

【
金
太
郎
】

塗山道
I 

0 
タ，日の滝ヘ

パス停 ' 地
. ~ ... 蔵

金睛山 堂
ヘ

-林
宿り石 I 

る□ ・） し
軍 ●手まり石

↑（月 •公時神社禁。 金時

也 金時し 社 登 山 口

箱根l!J入口
仙石

</ ¥'イ山

O SOOm 1km 
石

I I I 案内所前？

御
殿
場
へ
＼

【
須
賀
の
と
ん
き
ょ
話
】

●足柄神社

.... 
矢倉岳

? ~ 
矢倉沢

狩川

南足柄市

伊豆箱根鉄道

大謹山線

I 

I 9 
馬入橋
I 

"~ 『7否
開

須賀港
＼ 

/ ..._須賀湊の碑

札の辻

~ '紐”
↑ 相撲湾 lJ 

? 5會ザ 平塚新港

す

か

ぎ

ょ

こ

う

相
模
川
河
口
、
平
塚
の
須
賀
漁
港
を
囲
む
岸
墜
を
回
る
と
、
川
べ
り
の
小
公
園
に

「
相
州
須
賀
湊
の
碑
」
が
建
っ
て
い
ま
す
。
漁
港
に
接
す
る
魚
市
場
の
前
に
は
、
こ
こ

ふ
だ

つ
じ

が
行
商
人
が
歩
き
始
め
る
起
点
だ
っ
た
と
示
し
た
「
札
の
辻
」
旧
跡
が
あ
り
ま
す
。
は

や
く
か
ら
訛
場
と
し
て
開
け
た
こ
の
地
は
、
伯
~
類
以
外
に
も
、
木
材
や
穀
物
な
ど
、
物

資
を
各
地
に
輸
送
す
る
拠
点
だ
っ
た
と
い
う
記
録
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
江
戸
時
代
に

ぼ

て

ふ

は、

「棒
手
振
り
（
ボ
テ
イ
）
」
と
呼
ば
れ
る
魚
売
り
や
、
商
人
た
ち
が
活
躍
し
、
そ
の

奇
知
と
勤
勉
で
、
広
く
江
戸
に
ま
で
知
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
ユ
ニ

ー
ク
な
と
ん
き
ょ
話

は
、
彼
ら
が
歩
い
た
厚
木
市
や
愛
川
町
、
松
田
町
な
ど
で
も
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。
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．

夕
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跡

山

地

石
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家
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時
面

仙

金

生
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方
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南足柄市郷土資料館

（足柄森林公園内）． 
2km 

昂乗寺•

「
門~
U
“

右上／落差23mの夕日の滝。金太郎が産湯をつかったと言われる。右下／金太郎生家

跡地。金太郎の遊び石の公園などが近くにある。左上／公時神社と、境内にあるまさ

かりのモニュメント。左下／金太郎の宿り石。かつて、この岩の下の洞窟に金太郎と

山姥が住んでいたといういわれがある。昭和6年に突如割れて現在のようになった。

下方に小さく写るのは、登山者が置いていく杖代わりの木の枝。
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伊勢原温泉

($ ヽ

↑ 
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? 1 4km喝
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伊勢原市

総合運動公固・ 厚木ノ

【

B
向
薬
師
の
や
ぶ
れ
太
鼓
】

ひ
な
た
や
く

し

ぎ

ょ
う
き

な
た

ぼ

伊
勢
原
の
日
向
薬
帥
と
い
え
ば
、
本
尊
の
薬
帥
如
米
像
は
、
名
俯
行
甚
の
鈍
彫
り

ょ
ゎ
や

ま

し

ば
お
り

薬
師
と
し
て
伝
え
ら
れ
、
新
潟
県
の
米
山
薬
師
、
高
知
県
の
柴
折
薬
師
と
と
も
に
、

三
薬
帥
の
―
つ
に
数
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
大
太
鼓
は
、
本
堂
の
奥
に
置
か
れ
て
い
る

も
の
。
「
吾
妾
鋭
」
建
久
四
年

（
―
-
九
三
）
五
月
の
条
に
あ
る
、
源
頼
朝
が
富
士

の
裾
野
で
盛
人
な
巻
狩
り
を
催
し
た
際
に
打
ち
嗚
ら
さ
れ
、
そ
の
後
、
奉
納
さ
れ
た

と
の
伝
が
あ
り
ま
す
。
直
径

一
”
d
-．八
、
長
さ

一
討
一―1
0も
あ
り
、
大
き
さ
は
県
下

で
最
大
級
。
内
側
に
張
り
替
え
の
記
録
が
書
か
れ
、
天
文
九
年
（

一
五
四
0
)
の
記

4
 

録
が
一
番
古
く
、

一
番
最
近
の
も
の
は
宝
暦
四
年
（

一
七
五
四
）
と
な
って
い
ま
す
。

0
大
雄
山
駅



園

かながわの民話マップ
（県内の主なものを掲載）
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Dせなかの赤いカニ＇（川崎市） 饂おこんどぷ（横浜市港北区）

国鼻取地蔵（川崎市） 口浦島太郎（横浜市神奈Ill区） 国黒猫ときゅうり（横須賀市）

国夫掃岩（三浦市、横須賀市） 國八本目の蛸の脚（葉山町、三浦市）

国お夏ぎつねと孫三郎ぎつね（逗子市） 国佐助稲荷を達てた大根長者 （鎌倉市）

四遺長寺の狸門（鎌倉市） 国猫の踊り場（横浜市戸塚区） 国天女と五頭龍（藤沢市）

国でいらぼっち（相模原市） 田姥山（大和市）国小桜姫と小柳姫（座間市）

国おいてけ堀（綾瀬市） 国すずめの唐櫃（海老名市）国かっばどっくり （茅ヶ崎市）

回須賀のとんきょ話（平塚市）回善正坊の一しよい門 （愛川町）

国とんちの久助（厚木市） 囮日向薬師のやぷれ太鼓（伊勢原市）図虎御石（大磯町）

図泣ケ原の地蔵（大礫町、 二宮町） 固狼の恩返し （藤野町） 固天狗沢（津久井町）

囮鷲の育て子（秦野市） 固天狗の神隠し（大井町） 回犬越路（山北町）

回山姥の糸車（山北町）国竜宮女房（小田原市）回金太郎 （南足柄市、箱恨町）

困乙女峠 （箱根町） 四芦ノ湖の九頭竜（箱根町） 国ぽんばん鮫 （真鶴町）

t
の
に
お
い
の
魅
力

琉
球
大
学
名
巻
教
授

昔
か
ら
H
本
の
村
で
は
、
暮
ら
し
に
必
要
な

知
識
は
、
家
族
や
周
囲
の
人
か
ら
直
接
に
学
ぶ

も
の
で
し
た
。
現
代
な
ら
「
文
学
」
と
で
も
い

い
そ
う
な
様
々
な
物
語
も
、
口
話
り
を
耳
か
ら

聞
き
ま
し
た
。
文
字
に
よ
ら
な
い
村
人
の
物
語

と
い
う
意
味
で
「
民
話
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

ま
つ

「
民
話
」
に
は
古
く
は
神
社
に
祀
ら
れ
て
い
る

よ
う
な
神
々
の
物
語
も
あ
り
ま
し
た
。
神
々
が

世
の
中
を
ど
の
よ
う
に
創
っ
た
か
を
語
る

「神

話
」
で
す
。
八
世
紀
初
め
の
酋
物
、
『
古
事
記
」

「U
本
吾
紀
』
『
風
上
記
』
に
は
、
「
神
話
」
が

盟
富
に
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
名
残
は
、

現
代
ま
で

「伝
説
」
と
し
て
伝
わ
っ
て
い
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
金
太
郎
も
そ
の
一
例
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

「
民
話
」
を
代
表
す
る
の
は
、
そ
の
士
地
に
結

び
つ
い
た
物
語

「伝
説
」
で
す
。
歴
史
上
の
人

物
や
身
近
な
先
祖
が
主
人
公
で
す
。
山
や
川
、

泉
や
樹
木
や
石
、
あ
る
い
は
橋
や
石
像
や
塚
な

ど
の
由
来
談
と
し
て
語
ら
れ
る
ほ
か
、
村
の
旧

小
島
環
禍

市区町表示は平成18年2月末日現在

が
れ
て
き
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
人
々
の
思
い

が
豊
か
に
反
映
し
て
い
ま
す
。
村
人
が
語
る

「
民
話
」
の
魅
力
は
、
自
然
の
中
で
生
き
て
き

た
、
人
々
の
暮
ら
し
の
生
命
力
の
魅
力
で
す
。

「
民
話
」
の
土
の
に
お
い
は
、
そ
こ
か
ら
生
ま

れ
ま
す
。

こ
じ
ま
・
よ
し
ゆ
き
●
1
9
3
5年
、
神
奈
川
県
生
ま
れ
。
國

學
院
大
学
卒
。
民
俗
学
専
攻
。
相
模
民
俗
学
会
会
員
。
著
書
に

「太
陽
と
稲
の
神
殿
~
勢
神
宮
の
稲
作
儀
礼
」（白
水
社
）
、
編

著
に
H

全
国
昔
話
資
料
集
成
35
武
相
昔
話
集
l

（
岩
崎
美
術
社
）

な
ど
。
受
申
郡
愛
川
町
半
原
在
任
。

か
な
が
わ
「
民
話
の
里
」
プ
ッ
ク
ガ
イ
ド

「よ
こ
は
ま
の
浦
島
太
郎
J
C

特
別
展
資
料
）
横
浜
市
厖
史
博
物
館

『よ
こ
は
ま
の
う
ら
し
ま
た
ろ
う
」
（
絵
本
）
横
浜
市
歴
史
博
物
館

『金
太
郎
伝
説—
謎
と
き
と
全
国
の
伝
承
地
ガ
イ
ド
j

金
太
郎
・
山
姥
伝
説
地
謂
査
グ
ル
ー
プ
編
／
夢
工
房

「か
な
が
わ
の
伝
説
散
歩
j

萩
坂
昇
著
／
暁
印
書
館

「神
奈
川
県
の
民
話
」
日
本
児
溢
文
学
者
協
会
編
／
偕
成
社

「か
な
が
わ
の
む
か
し
ば
な
し
五
0
選
」
（
絶
版
）

神
奈
川
県
教
育
庁
文
化
財
保
護
速
綸
／
神
奈
川
合
同
出
版

17 

家
や
神
社
、
寺
院
を
舞
台
に
し
て
い
る
こ
と
も

あ
り
ま
す
。
浦
島
太
郎
、
佐
助
稲
荷
、
日
向
薬

師
の
伝
説
は
こ
の
例
で
す
。
村
人
に
と
っ
て
は
、

歴
史
で
す
が
、
多
く
は
人
々
の
夢
で
彩
ら
れ
て

い
ま
す
。

ま
た
、
桃
太
郎
な
ど
の
よ
う
に
ま
っ
た
＜
空

想
の
物
語
も
あ
り
ま
す
。
「
昔
々
、
あ
る
と
こ

ろ
に
」
と
語
り
始
め
る
の
で
、

「昔
話
」
と
言

16

い
ま
す
。
時
問
も
場
所
も
特
定
し
な
い
、
抽
象

的
な
人
生
を
語
り
ま
す
。
た
だ
本
来
は
、

目
の

前
の
事
実
に
な
ぞ
ら
え
て
語
る
も
の
で
あ
っ
た

ら
し
く
、
「
伝
説
」
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
こ
と

も
あ
り
ま
す
。
須
賀
の
と
ん
き
ょ
話
や
、
と
ん

ち
の
久
助
は
そ
の
例
で
す
。

「
民
話
」
は
、
村
人
の
記
憶
を
通
し
て
語
り
継



平
成
十
六
年
に
、
⑱
は
ま
ぎ
ん
産
業
文
化

振
興
財
団
主
催
の
商
業
従
業
者
海
外
派
遣
団

に
参
加
し
て
、
パ
リ
、
コ
ブ
レ
ン
ツ
、
フ
ラ

ン
ク
フ
ル
ト
の
専
門
店
を
視
察
し
て
き
ま
し

た
。
正
直
言
っ
て
、
当
初
は
あ
ま
り
気
乗
り

が
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

私
は
、
祖
父
の
代
か
ら
続
く
文
房
具
店
に

勤
め
て
い
ま
す
が
、
今
更
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文

房
具
店
を
視
察
し
て
、
い
っ
た
い
得
ら
れ
る

も
の
が
あ
る
だ
ろ
う
か
、
世
界
の
文
具
市
場

に
つ
い
て
は
自
分
な
り
に
学
習
し
て
い
ま
し

た
か
ら
、
た
か
を
括
っ
て
い
た
ん
で
す
ね
。

最
初
は
軽
い
気
持
ち
で
応
募
し
て

上／左利き専用グッズのコーナーで急須を手にする浦上さん。日本で唯一という左利

き商品のオンラインショップを運営中◇中・上／左利き用商品の一部。中 ・下右／専

務で父親の浦上裕史さんと。「我社は環境保全を基本理念にしています」と語る。中・

下左／清潔で明るい店内。下／取材で訪れたフランクフルトの文房具店で。

—• ~ - ~---~;-~ ・

し
か
し
、
相
模
原
市
商
店
会
連
合
会
の
勧

め
も
あ
る
し
、
ま
あ
、
軽
い
気
持
ち
で
応
募

し
て
み
よ
う
か
な
と
。
レ
ポ
ー
ト
を
提
出
し

て
、
面
接
を
受
け
て
、
幸
い
参
加
す
る
こ
と

が
適
い
、
実
際
に
行
っ
て
み
る
と
、
も
う
、

い
ろ
い
ろ
な
意
味
で
、
い
い
勉
強
を
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。

今
回
の
視
察
で
、
私
が
担
当
し
た
の
は
フ

ラ
ン
ク
フ
ル
ト
の
中
心
部
に
あ
る
文
房
具
店

で
す
。
従
業
員
が
二
十
九
人
も
い
る
、

、2
り

と
は
比
べ
よ
ヽ
？
も
な
い
大
き
な
お
洒
落
な
店

で
し
た
。
ち
ょ
う
ど
ク
リ
ス
マ
ス
シ
ー
ズ
ン

丁
寧
な
接
客
と
確
か
な
顧
客
管
理

と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
店
内
は
お
客
様
で

ご
っ
た
が
え
し
て
い
ま
し
た
。
と
は
い
え
、

従
業
員
の
接
客
は
も
の
す
ご
く
丁
寧
で
、
ゆ

っ
た
り
し
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
万
年
箪
売
り
場
で
は
、
お
客

様
の
字
の
ク
セ
や
筆
圧
を
み
て
選
ん
で
く
れ

る
万
年
箪
の
プ
ロ
が
い
て
、
あ
れ
や
こ
れ
や

19

と
ア
ド
バ
イ
ス
を
し
て
い
る
。
お
客
様
も
納

得
の
い
く
ま
で
質
問
を
し
て
い
る
。
ま
る
で

会
話
を
楽
し
ん
で
い
る
よ
う
に
さ
え
見
え
ま

し
た
。

H
本
だ
っ
た
ら
、
「
お
い
！
早
く

し
て
く
れ
」

っ
て
い
う
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
け

ど
ね
（
笑
い
）
。

オ
ー
ナ
ー
の
方
の
話
で
は
、
こ
の
店
で
は

18 



上右／喋立相模原公園にある県内最大級という温室。上左／相模原の歴史・文化を紹

介する相模原市立博物館。下右／「でいらぼっち」という巨人伝説が伝わる鹿沼公園。

下中／相模原中央緑地の「木もれびの森」。左中／岡本太郎の r呼ぶ膏い手l。道路を

隔てて「赤い手」が建つ。下左／横浜銀行相模原駅前支店。

完 ¥i"""-パー
い、沢｀
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店
頭
で
の
売

t
が
全
体
の
九
五
パ
ー
セ
ン
ト

で
、
残
り
は
カ
タ
ロ
グ
通
販
に
よ
る
注
文
と

の
こ
と
で
し
た
が
、
こ
れ
に
は
び
っ
く
り
し

ま
し
た
ね
。
と
い
う
の
は
、
現
在
日
本
の
主

流
は
通
信
販
売
で
す
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に

よ
る
オ
ン
ラ
イ
ン
シ
ョ
ッ
プ
も
普
及
し
て
い

ま
す
。
い
ま
や
文
房
具
は
店
頭
で
買
‘？
も
の

で
は
な
く
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。
う
ち
の
店

な
ど
は
、
＇

店
頭
販
売
は
全
体
の
五
パ
ー
セ
ン

ト
く
ら
い
の
も
の
で
す
。

さ
ら
に
、
西
品
管
理
に
し
て
も
、
機
械
管

理
で
は
な
く
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
担
当
者
が
在

庫
管
理
を
行
い
、
見
込
み
発
注
を
し
て
い
る

と
い
う
。
な
ん
と
見
込
み
発
注
の
的
中
率
が

も
の
を
大
切
に
す
る
姿
勢
に
感
動
'
・

九
0
パ
ー
セ
ン
ト
と
の
こ
と
で
し
た
。
そ
れ

だ
け
社
員
の
ス
キ
ル
が
高
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の

担
当
者
が
き
ち
ん
と
顧
客
管
理
を
し
て
い
る

ん
で
す
ね
。
そ
れ
が
接
客
に
も
現
れ
て
い
る

ん
で
し
ょ
う
ね
。

も
ち
ろ
ん
接
客
は
営
業
の
基
本
で
す
。
た

と
え
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
時
代
で
も
変
わ
り

は
あ
り
ま
せ
ん
。
メ
ー
ル
の
注
文
で
も
、
お

客
様
と
の
や
り
と
り
は
必
要
で
す
。
と
は
い

っ
て
も
、
驚
き
で
し
た
ね
。
ま
さ
に
、
伝
統

に
支
え
ら
れ
た
ビ
ジ
ネ
ス
の
原
点
を
見
る
思

い
が
し
ま
し
た
。
そ
れ
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

園公原模目序魯

、
む
り
．

麻

袋
庫
＼4

↓
／
当

＼
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浦
上
裕
生

（う
ら
か
み

・
ひ
ろ
お
）
●
昭
和
50年
生
ま
れ
。
大

学
卒
業
後
、
流
通
お
よ
び
ー
T
関
連
の
仕
事
を
経
て
、
菊
屋
浦

上
商
車
昧
に
入
社
。
ア
イ
デ
ア
に
宮
ん
だ
営
業
に
取
り
組
む
。

※
帥
は
ま
ぎ
ん
産
業
文
化
振
興
財
団
で
は
、
事
業
の

―
つ
の

柱
と
し
て
、
平
成
元
年
よ
り
神
奈
川
県
の
商
業
従
業
者
の
方

を
対
象
に
「
神
奈
川
県
商
業
従
業
者
海
外
派
遺
事
業
」
を
主
催
。

海
外
の
商
業
文
化
を
視
察
す
る
機
会
を
提
供
し
て
お
り
ま
す
。

‘、 横浜線
横浜銀行 fヽ＼相模原駅

‘ 3 ヽ 菊屋浦上直事（樹

相模原
市役所・

令翠た部駅
岡本太郎の、ヽ 淵野辺駅

彫刻 ＼、

鹿沼公園 ゞ
市立博物館•

木もれびの森

O 1,000m 

'' ' 
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人
々
の
、
も
の
を
大
切
に
す
る
と
い
う
姿
勢

に
は
感
動
し
ま
し
た
。

こ
の
経
験
を
、
直
接
、
現
在
の
仕
事
に
生

か
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
か
ら
仕

事
を
広
げ
て
い
く
上
で
、
必
ず
役
に
た
っ
と

思
っ
て
い
ま
す
。
ま
だ
ま
だ
自
分
は
甘
い
ん

だ
な
あ
と
、
つ
く
づ
く
感
じ
ま
し
た
ね
。

ま
た
、
他
の
業
種
の
専
門
店
を
訪
ね
た
こ
。2

 

と
も
、
た
い
へ
ん
い
い
勉
強
に
な
っ
た
。

一

緒
に
行
っ
た
仲
間
た
ち
は
皆
そ
れ
ぞ
れ
、
そ

の
業
種
の
プ
ロ
で
す
か
ら
、
取
材
を
み
て
い

る
だ
け
で
も
タ
メ
に
な
り
ま
し
た
。
で
き
れ

ば
も
う

一
度
、
い
や
、

二
度
で
も
一
ー一度
で
も

行
き
た
い
で
す
ね
（
笑
い
）
。
（
談
）



年金

- ―  お知らせ

編集後記

〈
は
ま

ぎ
ん

ホ

ー

ル

ヴ

ィ

ア

マ

ー

レ
〉
か
ら
の
お
知
ら
せ

春
の
文
化
講
演
会
の
ご
案
内

は
ま
ぎ
ん
産
業
文
化
振
典
財
団
で
は
、
神
奈
川
近
代
文
学
館
と
の
共
催
に
よ
り
、

永
六
輔
さ
ん
を
お
迎
え
し
て
、
春
の
文
化
講
演
会
ー
誰
か
と
ど
こ
か
で
＼
を

開
催
い
た
し
ま
す
。
ど
う
ぞ
皆
様
お
誘
い
合
わ
せ
の
う
え
、

は
ま
ぎ
ん
ホ
ー
ル
ヴ
ィ
ア
マ
ー
レ
ヘ
お
出
か
け
く
だ
さ
い
。

日
時
●
平
成
18
年
4
月
2
9
日
（土
）
開
演
15
ぷ
3

（
開
場
15
ぶ
3
)

会
場
●
は
ま
ぎ
ん
ホ
ー
ル
ヴ
ィ
ア
マ
ー
レ
（
横
浜
銀
行
本
店
ビ
ル
1
階
）

主
催
●
⑮
は
ま
ぎ
ん
産
業
文
化
振
興
財
団

神
奈
川
近
代
文
学
館
⑮
神
奈
川
文
学
振
興
会

入
場
料
●
一
般
ー
、
2
0
0
円
神
奈
川
文
学
館
友
の
会

会
員
は
1

、

0
0
0
円
〔
全
席
自
由
]
（
消
費
税
込
み
）

※
未
就
学
児
童
の
入
場
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

チ
ケ
ッ
ト
取
扱
い

・
ブ
レ
イ
ガ
イ
ド

＠
は
ま
ぎ
ん
ホ
ー
ル
ヴ
ィ
ア
マ
ー
レ

＠
神
奈
川
近
代
文
学
館

霜

浜
高
島
屋
6
階
チ
ケ
ッ
ト
シ
ョ
ッ
プ

＠
相
鉄
観
光
プ
レ
イ
ガ
イ
ド
ジ
ョ
イ
ナ
ス

1
階

＠
ロ
ー
ソ
ン
チ
ケ
ッ
ト

(L
コ
ー
ド

3
6
5
1
7
)

〈は
ま
ぎ
ん
〉
か
ら
の
お
知
ら
せ

「
年
金
」
電
話
柑
談
サ
ー
ビ
ス

（無
料
）の
ご
案
内

年
金
制
度
や
年
金
語
求
の
手
続
き
方
法
な
ど
、

年
金
に
関
す
る
疑
問
に

何
で
も
お
答
え
い
た
し
ま
す
。

ま
た
、
年
金
に
関
迪
し
た
一
雇
用
保
険
制
度
、

健
康
保
険
制
度
に
つ
い
て
の
ご
相
談
や

「
年
金
教
室
」
の
お
申
し
込
み
も
承
り
ま
す
。

お
気
軽
に
お
電
話
く
だ
さ
い
。

●

〈
は
ま
ぎ
ん
〉
年
金
デ
ス
ク

ダ
イ
ヤ

ル

ミ

、、
、

ヨ

リ

パ

ン

ケ

-
g
0
1
2
 o
(
3
3
4
)
0
8
9
 

●
柑
談
受
付

H

銀
行
窓
口
営
業
日

●
相
談
受
付
時
間

9
時

i
1
7時

6
0
4
5
(2
2
5
)
2
1
7
3
 

6
0
4
5
(6
2
2
)
6
6
6
6
 

6
0
4
5
(3
1
1
)
5
1
1
1
 

6
0
4
5
(
3
1
9
)
2
4
5
6
 

6
0
5
7
0
(O
O
O
)
7
7
7
 

「
桃
太
郎
」
や

「猿
製
合
戦
」
を
は
じ
め
、
子

供
の
頃
に
は
、
誰
も
が
民
話
に
親
し
み
、
幼
心

に
胸
躍
ら
せ
た
経
験
を
お
持
ち
の
こ
と
で
し
ょ

う
。
「
か
な
が
わ
」
に
は
、
各
地
に
古
く
か
ら
語

り
継
が
れ
て
き
た
数
多
く
の
民
話
が
あ
り
ま
す
。

今
回
の

「
マ
イ
ウ
ェ
イ
」
は
、
五
つ
の
民
話

を
取
り
上
げ
、
そ
の
お
話
を
掲
載
す
る
と
と
も

に
、
民
話
の
舞
台
の
地
を
ご
紹
介
す
る

「か
な

が
わ
「
民
話
の
里
」
物
語
j

を
刊
行
い
た
し
ま

し
た
。
恩
義
、
正
義
、
弱
者
へ
の
い
た
わ
り
、

が
ん

t
<

ユ
ー
モ
ア
精
神
等
そ
の
含
蓄
の
あ
る
内
容
は
、

歳
月
を
経
た
現
在
で
も
、
私
た
ち
の
森
ら
し
の

中
で
、
ご
く
当
た
り
前
に
求
め
ら
れ
て
い
る
も

の
で
あ
り
、
そ
の
意
義
は
、
い
さ
さ
か
も
薄
れ

て
お
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
そ
の
舞
台
の
地
を
た
ず
ね
て
み
ま
す

と
、
た
と
え
架
空
の
話
で
あ
っ
て
も
、
あ
た
か

も
史
実
と
し
て
、
そ
の
地
に
存
在
し
て
い
る
感 曰，

 
を
錢
え
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
取
り
も
直
さ
ず
、

民
話
が
そ
の
地
に
文
化
と
し
て
し
つ
か
り
根
付

あ
か
し

き
、
誰
か
ら
も
愛
さ
れ
て
い
る
証
に
違
い
あ
り

ま
せ
ん
。
合
わ
せ
ま
し
て
、
県
内
各
地
の
民
話

マ
ッ
プ
も
掲
載
を
し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
小
冊
子
が
、
ご
家
族
で
の
、
ま
た
友
人

仲
間
と
の
、
散
策
を
兼
ね
た
民
話
の
里
巡
り
を

楽
し
む
機
会
と
な
り
得
ま
す
な
ら
ば
、

幸
甚
で

ご
ざ
い
ま
す
。

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
監
修
を
お
引
き
受

‘.

け
い
た
だ
き
ま
し
た
小
島
環
禍
氏
を
は
じ
め
、

取
材
に
ご
協
力
い
た
だ
い
た
関
係
者
の
方
々
に

厚
く
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

財
団
法
人
は
ま
ぎ
ん
産
業
文
化
振
興
財
団

事
務
局
長
消
水
照
雄

｀ 
永六輔氏

＠お問い合わせ：はまぎんホール ヴィアマーレ （横浜銀行本店ピル1階）＝

横浜市西区みなとみらい3-1-1

電話●045(225)2173 

交通●JR・ 横浜市営地下鉄線桜木町駅下車、動く歩道利用5分／みなとみ
らい線みなとみらい駅下車、 クイーンズスクエア ・ランドマークプ
ラザを通り抜け徒歩7分 （駐車場のご用意はありません）

http://www.yokohama-viamare.or.jp/ 
※ 「マイウェイ」へのご意見・ご要望は

info@yokohama-viamare.or.jp 
までお気軽にお寄せください。
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