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これだけ知ってい
ればOK！

HOW TO 街道ト
リップ

井
伊
直
弼
公
の
ホ
ー
ム
グ
ラ
ウ
ン
ド「
彦
根
城
」を
の
ぞ
き
見
！

Ｎ
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彦
根
藩
主

井
伊
直
弼

東
洋
の
エ
ジ
ソ
ン

国
友
一
貫
斎

湖国ならではの六寺へ
舟も使って巡る

いまがアツイ！
西国三十三所
観音巡礼

おうみ
W
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※1　「井伊直弼画像」（部分）彦根 清凉寺所蔵 画像提供：彦根 清凉寺／DNPartcom
※2　「国友一貫斎関係資料」提供：長浜城歴史博物館



豊かでおだやかな国を
　　　　　次世代へつなぐ

国友一貫斎東洋のエジソン

井伊直弼NEW 彦根藩主

す
べ
て
は
近
江
の
、
世
の
太
平
の
た
め
―
―

武
器
づ
く
り
よ
り
も
、 

も
っ
と
面
白
い
こ
と
が
あ
る
。

新たに彦根藩主となられた、井伊直弼公。
そして、新たな発明を生み出し続ける国友一貫斎さん。
日本を代表する近江出身のお二人に、
じっくりとお話をうかがいました。

ま
ず
は
、
彦
根
藩
主
へ
の
就
任
、
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

―
わ
し
は
、
隠
居
さ
れ
た
父
上
の
14
番
目
の
息
子
と
し
て
生
ま

れ
た
か
ら
、
ま
さ
か
藩
主
に
な
る
と
は
思
っ
て
お
ら
な
ん
だ
。

彦
根
藩
が
始
ま
っ
て
以
来
、
直
政
公
か
ら
始
ま
り
、
こ
の
彦
根

の
地
は
ず
っ
と
我
が
井
伊
家
が
治
め
て
お
る
。
先
日
来
、
北
は

伊
香
郡
の
中
河
内
か
ら
南
は
蒲
生
郡
、
湖
上
の
竹
生
島
も
含
め

て
、
領
地
を
く
ま
な
く
巡
り
、
領
民
を
視
察
し
て
お
り
、
身
が

引
き
締
ま
る
思
い
じ
ゃ
。

藩
主
に
な
る
前
は
ど
う
さ
れ
て
い
た
ん
で
す
か
？

―
17
歳
か
ら
32
歳
ま
で
、
埋う
も
れ
ぎ
の
や

木
舎
に
て
過
ご
し
て
お
っ
た
。
茶

の
湯
や
和
歌
、
鼓つ
づ
みに

明
け
暮
れ
た
も
ん
じ
ゃ
か
ら
、「
茶ち
ゃ

歌か

ポ

ン
」
と
揶
揄
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
な
。
文
化
面
だ
け
で
な

く
、
居
合
も
免
許
皆
伝
し
と
る
ぞ
。
今
の
わ
し
は
こ
の
15
年
の

下
積
み
時
代
が
あ
っ
て
こ
そ
の
も
の
と
思
う
て
お
る
。

藩
主
に
な
っ
て
大
変
な
こ
と
は
？

―
水
戸
藩
主
の
徳
川
斉な
り

昭あ
き

殿
が
、
牛
肉
の
味
噌
漬
け
で
あ
る
当

家
秘
伝
の
反へ
ん

本ぽ
ん

丸が
ん

を
所
望
さ
れ
て
お
る
が
、
仏
の
教
え
に
従
い

牛
の
殺
生
を
禁
じ
た
故
、
贈
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
断
っ
て
も
諦

め
て
く
れ
ぬ
の
に
、
ほ
と
ほ
と
困
り
果
て
て
お
る
。
最
近
、
首

筋
が
ひ
や
り
と
す
る
こ
と
も
あ
っ
て
…
。

今
後
の
展
望
は
？

―
幕
府
か
ら
の
知
ら
せ
で
は
、
先
般
江
戸
湾
の
入
り
口
の
浦う
ら

賀が

に
、
黒
船
な
る
異
国
の
巨
大
な
船
が
や
っ
て
き
て
お
り
、
我
が

国
の
港
を
開
く
べ
し
と
迫
っ
て
お
る
と
の
こ
と
。
わ
し
も
急
ぎ

江
戸
に
戻
り
「
か
の
国
と
対
立
す
る
の
は
厳
し
そ
う
だ
か
ら
、

積
極
的
な
交
易
と
開
国
を
し
て
み
て
は
ど
う
か
」
と
、
上
様
に

申
し
述
べ
よ
う
と
思
っ
て
お
る
と
こ
ろ
じ
ゃ
。
た
だ
、
異
国
を

撃
退
し
よ
う
と
い
う
一
派
も
あ
る
よ
う
だ
し
、
厳
し
い
政
局
運

営
に
な
り
そ
う
な
ん
じ
ゃ
。
家
康
公
が
幕
府
を
開
か
れ
て
か
ら

お
よ
そ
２
５
０
年
、
天
下
は
大
乱
も
な
く
、
平
穏
な
世
が
続
い

て
お
っ
た
と
い
う
の
に
。
上
様
を
お
支
え
し
、規
律
を
重
ん
じ
、

太
平
の
世
を
保
つ
こ
と
が
、
譜
代
筆
頭
で
も
あ
る
わ
し
の
使
命

と
心
得
て
お
る
。

最
後
に
一
言
お
願
い
し
ま
す
。

―
今
回
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
も
一
期
一
会
。
互
い
に
相
手
を
思
い

や
り
、
心
を
尽
く
し
、
一
つ
ひ
と
つ
の
出
会
い
を
大
切
に
し
た

い
も
の
じ
ゃ
な
。

あ
の
鉄
砲
で
有
名
な
坂
田
郡
国
友
村
の
ご
出
身
で
、

若
く
し
て
才
覚
を
現
し
て
い
た
そ
う
で
す
ね
。

―
ほ
ぅ
や
。
代
々
鉄
砲
鍛
冶
を
営
ん
で
い
る
家
の
せ
が
れ
と
し

て
生
ま
れ
た
ん
や
。
た
だ
、
若
い
と
き
に
彦
根
の
殿
様
が
直
接

わ
し
に
大
筒
の
注
文
を
し
は
っ
た
こ
と
で
、
村
の
年
寄
り
ら
と

も
め
て
も
う
て
な
、
訴
訟
で
江
戸
に
呼
ば
れ
た
ん
や
。

江
戸
ま
で
行
っ
た
ん
で
す
か
。
そ
れ
は
大
変
で
し
た
ね
。

―
裁
判
は
勝
っ
た
さ
か
い
え
え
ん
や
け
ど
な
。
ほ
れ
よ
か
江
戸
で

は
オ
ラ
ン
ダ
か
ら
の
舶
来
品
だ
の
、
お
も
ろ
い
も
ん
を
ぎ
ょ
う
さ

ん
見
さ
し
て
も
ろ
た
ん
や
。
ほ
ん
時
に
見
た
風
砲
を
改
良
し
て

作
っ
て
み
て
な
、
威
力
の
増
し
た
空
気
銃
を
気
砲
と
名
付
け
て
、

各
地
の
殿
様
方
に
も
納
め
申
し
た
。
鉄
砲
し
か
知
ら
ん
か
っ
た
け

ど
、
新
し
い
モ
ノ
づ
く
り
は
楽
し
い
の
う
。
ほ
う
ほ
う
、
こ
の
気

砲
を
使
っ
て
、
空
気
に
「
重
さ
」
が
あ
る
こ
と
も
調
べ
た
ん
や
。

す
ご
い
発
見
で
す
ね
。

他
に
は
ど
ん
な
こ
と
を
さ
れ
て
い
る
ん
で
す
か
？

―
今
は
天
文
学
に
こ
っ
て
て
な
、
尾お

張わ
り

の
家
老
様
ん
と
こ
で
見
た

テ
レ
ス
コ
ッ
フ
遠
目
鏡
（
※
反
射
望
遠
鏡
）
ち
ゅ
う
も
ん
を
自
分

で
一
か
ら
こ
し
ら
え
た
ん
や
。
こ
れ
が
ま
あ
お
も
し
ろ
う
て
な
、

月
の
模
様
や
木
星
や
ら
土
星
も
ハ
ッ
キ
リ
見
え
る
ん
や
。
木
星
や

土
星
に
は
、
な
ん
や
ち
っ
さ
い
星
が
く
っ
つ
い
て
ん
の
も
見
え
た

な
あ
。

　

あ
、
ほ
れ
と
な
、
太
陽
に
は
黒
点
っ
ち
ゅ
う
黒
い
点
々
が
あ
る

ん
や
で
。
多
い
時
も
少
な
い
時
も
あ
る
し
、
10
日
ほ
ど
か
け
て
動

い
と
る
。
天
気
の
え
え
日
に
観
察
を
続
け
と
っ
た
ら
、
１
年
以
上

た
っ
と
っ
た
。
よ
か
っ
た
ら
記
録
を
見
や
ん
せ
。

今
後
の
展
望
は
？

―
最
近
、
天
気
が
悪
う
て
稲
の
実
り
も
あ
か
ん
く
て
な
、
こ
こ
数

年
は
姉あ
ね

川が
わ

の
氾
濫
も
あ
っ
た
し
…
。皆
の
も
ん
を
食
わ
す
た
め
に
、

こ
の
テ
レ
ス
コ
ッ
フ
も
手
放
さ
な
あ
か
ん
と
思
う
と
る
。
彦
根
の

殿
様
に
も
１
つ
買
う
て
も
ら
い
た
い
ん
や
け
ど
な
。

最
後
に
一
言

―
空
を
飛
ぶ
た
め
の
機
械
の
設
計
も
し
た
こ
と
が
あ
る
ん
や
。
い

つ
か
あ
の
大
空
を
飛
ん
で
み
た
い
も
ん
や
な
あ
。
失
敗
を
重
ね
て

も
、
思
い
を
強
う
持
っ
て
、
努
力
を
続
け
た
ら
、
い
つ
か
は
成
功

す
る
ん
や
で
！

井
い

伊
い

 直
なお

弼
すけ

文化 12 年 10月29 日生まれ。文化 12 年 10月29 日生まれ。
35 歳で彦根藩主となる。多35 歳で彦根藩主となる。多
趣味で、居合では新心新流趣味で、居合では新心新流
を開き、茶道では石州流にを開き、茶道では石州流に
一派を立てた。『茶湯一会集』一派を立てた。『茶湯一会集』
にて「一期一会」の言葉を広にて「一期一会」の言葉を広
める。真面目な性格で決断める。真面目な性格で決断
力がありすぎるために、厳し力がありすぎるために、厳し
い処罰を下しがちなので、回い処罰を下しがちなので、回
りの反感を買わないか心配りの反感を買わないか心配
なところ。なところ。

国
くに

友
とも

 一
いっ

貫
かん

斎
さい

安政７年 10 月３日生まれ。17安政７年 10 月３日生まれ。17
歳で家督を相続する。国学歳で家督を相続する。国学
者、医学者である平田篤胤者、医学者である平田篤胤
とも親交がある。当代一流とも親交がある。当代一流
の技術者かつ発明家であり、の技術者かつ発明家であり、
その好奇心と知識で鋼製その好奇心と知識で鋼製弩弩

どど

弓弓
きゅうきゅう

や神鏡、や神鏡、玉玉
ぎょくぎょく

燈燈
とうとう

など、様々など、様々
なものを作り出している。なものを作り出している。

W

「国友一貫斎関係資料」提供：長浜城歴史博物館

「井伊直弼画像」（部分）
彦根 清凉寺所蔵 画像提供：彦根 清凉寺／ DNPartcom

※このインタビュー後、直弼公※このインタビュー後、直弼公
は江戸城桜田門付近で凶刃は江戸城桜田門付近で凶刃
に倒れたと一報が入りました。に倒れたと一報が入りました。
ご冥福をお祈りします。ご冥福をお祈りします。
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H I K O N EH I K O N E

C A S T L EC A S T L E

R E P O R TR E P O R T

Q
A

A

Q

私
た
ち
が
普
段
仰
ぎ
見
て

私
た
ち
が
普
段
仰
ぎ
見
て

い
る
立
派
な
建
物
。
お
殿

い
る
立
派
な
建
物
。
お
殿

様
の
住
ま
い
か
と
思
い
き

様
の
住
ま
い
か
と
思
い
き

や
、
な
ん
と
お
殿
様
も
上

や
、
な
ん
と
お
殿
様
も
上

る
の
は
藩
主
就
任
後
の
１

る
の
は
藩
主
就
任
後
の
１

度
だ
け
！
最
上
階
で
領
地

度
だ
け
！
最
上
階
で
領
地

を
見
渡
し
、
藩
主
の
責
任

を
見
渡
し
、
藩
主
の
責
任

を
確
認
す
る
の
だ
そ
う
。

を
確
認
す
る
の
だ
そ
う
。

建
物
内
に
は
歴
代
藩
主
の

建
物
内
に
は
歴
代
藩
主
の

甲甲か
っ
か
っ

冑冑ち
ゅ
う

ち
ゅ
うな

ど
を
収
め
て
い
る
。

な
ど
を
収
め
て
い
る
。

われら庶民がいつも見ているけど、
足を踏み入れることができない彦根城。
今回、当編集部が度重なる交渉の末、

特別に許可をもらい、潜入取材に成功！

馬屋

お殿様が参勤交代で江戸から帰って
くる度に将軍様からいただく馬を管
理。いわゆるスーパーカーの車庫。

藩校

15 ～ 30 才くらいの武士
の子息が学んでいる。

重臣屋敷

約 30 の重臣屋敷エリア。
重臣一家と家臣達が住む。
偉いほど敷地が広い！

中堀

堀での魚釣り禁止！

井
い

伊
い

直
なお

弼
すけ

     公のホームグラウンド「彦根城」をのぞき見！

華
美
な
服
装
禁
止
。

　

身
だ
し
な
み
は
キ
ッ
チ
リ
と
。

返
済
能
力
を
上
回
る
借
用
は
厳
禁
。

仮
病
欠
勤
に
は
極
秘
調
査
が
入
る
！

城
下
か
ら
2
・
3
里
以
上
離
れ
る

　

場
合
は
要
許
可
申
請
。

踊
り
や
相
撲
興
行
は
禁
止
。

葬
儀
は
簡
素
に
す
る
。

旅
先
で
彦
根
藩
士
の
評
判
を
落
と
さ

な
い
よ
う
節
度
あ
る
行
動
を
。

彦
根
藩
家
中
法は

っ
と度

ア
レ
コ
レ

実際お侍さんって
普段何してるんですか？
　平和なこのご時世、戦う仕事はなくなりま
した。その代わり下級武士（足軽）は番所
での監視や役所の事務、城の補修工事など
を行い、上級武士（重臣クラス）は裁判や
法令の整備など、藩全体の安定・発展のた
めの政治に取り組んでいます。また、武士
の本分として武芸に励むとともに、茶道や和
歌など文化的な活動もしています。

庶民はどこまで入れますか？
　中堀にかかる橋から先には入れません。
ただし、御用商人や下働きの者は番所で通
行証を見せて、城内に入ることができます。

Q＆A

お
殿
様
の
お
子
様
方
が
住

お
殿
様
の
お
子
様
方
が
住

ん
で
い
る
お
屋
敷
。
直
弼

ん
で
い
る
お
屋
敷
。
直
弼

公
が
名
付
け
た
こ
と
に
よ

公
が
名
付
け
た
こ
と
に
よ

り
、「
埋
木
舎
」
の
名
称

り
、「
埋
木
舎
」
の
名
称

の
方
が
有
名
に
な
っ
て
い

の
方
が
有
名
に
な
っ
て
い

る
。
直
弼
公
は
こ
こ
で

る
。
直
弼
公
は
こ
こ
で
1717

歳
か
ら

歳
か
ら
3232
歳
ま
で
を
過
ご

歳
ま
で
を
過
ご

し
、
茶
の
湯
や
和
歌
、
謡

し
、
茶
の
湯
や
和
歌
、
謡

曲
の
教
養
を
磨
い
た
の
だ

曲
の
教
養
を
磨
い
た
の
だ

そ
う
。

そ
う
。

花
火
、
賭
け
事
、

　

富
く
じ
、
夜
歩
き
禁
止

身
元
が
不
確
か
な
人
は

居
住
不
可

船
遊
び
を
し
て
、
鼓
や

三
味
線
な
ど
の
鳴
り
物

厳
禁

結
婚
式
を
妨
害
す
る
者

は
厳
罰

街
道
や
川
を
き
れ
い
に

城
下
町
の
ル
ー
ル

天天て
ん
し
ゅ

て
ん
し
ゅ守守

尾尾お
す
え
ち
ょ
う
や
し
き（
う
も
れ
ぎ
の
や
）

お
す
え
ち
ょ
う
や
し
き（
う
も
れ
ぎ
の
や
）

末
町
屋
敷

末
町
屋
敷

（
埋
木
舎
）

（
埋
木
舎
）

表表お
も
て
ご
て
ん

お
も
て
ご
て
ん御

殿
御
殿

玄玄げ
ん
き
ゅ
う
え
ん

げ
ん
き
ゅ
う
え
ん
宮
園
宮
園

お
殿
様
も
一
生
に

一
度
し
か
上
ら
な
い
？

風
光
明
媚
な
お
殿
様
の

プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
ガ
ー
デ
ン

の
のこと

“埋もれなかった”

直弼公ご成育の地！

実はココがお殿様の

オフィス兼住居

私
た
ち
が
普
段
仰
ぎ
見
て

私
た
ち
が
普
段
仰
ぎ
見
て

い
る
立
派
な
建
物
。
お
殿

い
る
立
派
な
建
物
。
お
殿

様
の
住
ま
い
か
と
思
い
き

様
の
住
ま
い
か
と
思
い
き

や
、
な
ん
と
お
殿
様
も
上

や
、
な
ん
と
お
殿
様
も
上

る
の
は
藩
主
就
任
後
の
１

る
の
は
藩
主
就
任
後
の
１

度
だ
け
！
最
上
階
で
領
地

度
だ
け
！
最
上
階
で
領
地

を
見
渡
し
、
藩
主
の
責
任

を
見
渡
し
、
藩
主
の
責
任

を
確
認
す
る
の
だ
そ
う
。

を
確
認
す
る
の
だ
そ
う
。

建
物
内
に
は
歴
代
藩
主
の

建
物
内
に
は
歴
代
藩
主
の

甲甲か
っ
か
っ

冑冑ち
ゅ
う

ち
ゅ
うな

ど
を
収
め
て
い
る
。

な
ど
を
収
め
て
い
る
。

家
臣
達
と
の
お
茶
会

家
臣
達
と
の
お
茶
会

や
歌
会
が
開
催
さ
れ

や
歌
会
が
開
催
さ
れ

る
、
お
殿
様
の
心
の

る
、
お
殿
様
の
心
の

安
ら
ぎ
の
場
。
馬
や

安
ら
ぎ
の
場
。
馬
や

弓
の
稽
古
も
行
わ
れ
、

弓
の
稽
古
も
行
わ
れ
、

お
殿
様
の
文
武
の
鍛
錬

お
殿
様
の
文
武
の
鍛
錬

の
場
に
も
な
っ
て
い
る

の
場
に
も
な
っ
て
い
る

と
の
こ
と
。
少
し
緊

と
の
こ
と
。
少
し
緊

張
す
る
が
、
こ
こ
に
お

張
す
る
が
、
こ
こ
に
お

呼
ば
れ
さ
れ
る
こ
と

呼
ば
れ
さ
れ
る
こ
と

は
家
臣
に
と
っ
て
ご
褒

は
家
臣
に
と
っ
て
ご
褒

美
で
あ
り
、
ス
テ
イ
タ

美
で
あ
り
、
ス
テ
イ
タ

ス
で
も
あ
る
！

ス
で
も
あ
る
！

お
殿
様
が
重
臣
の
方
々
と
政

お
殿
様
が
重
臣
の
方
々
と
政

務
を
行
っ
て
い
る
。
儀
式
で

務
を
行
っ
て
い
る
。
儀
式
で

使
う
た
め
、
家
臣
揃
っ
て
観

使
う
た
め
、
家
臣
揃
っ
て
観

劇
が
で
き
る
能
舞
台
も
完

劇
が
で
き
る
能
舞
台
も
完

備
。
ま
た
、
奥
は
お
殿
様
の

備
。
ま
た
、
奥
は
お
殿
様
の

住
ま
い
に
な
っ
て
お
り
「
職

住
ま
い
に
な
っ
て
お
り
「
職

場
＝
住
居
」
な
の
で
、
通
勤

場
＝
住
居
」
な
の
で
、
通
勤

時
間
ゼ
ロ
！
お
殿
様
が
参
勤

時
間
ゼ
ロ
！
お
殿
様
が
参
勤

交
代
で
江
戸
に
い
ら
っ
し
ゃ

交
代
で
江
戸
に
い
ら
っ
し
ゃ

る
時
に
は
御
殿
は
閉
鎖
、
オ

る
時
に
は
御
殿
は
閉
鎖
、
オ

フ
ィ
ス
機
能
は
当
番
家
老
の

フ
ィ
ス
機
能
は
当
番
家
老
の

屋
敷
に
移
さ
れ
る
。
な
お
ご

屋
敷
に
移
さ
れ
る
。
な
お
ご

正
室
と
ご
嫡
男
は
常
に
江
戸

正
室
と
ご
嫡
男
は
常
に
江
戸

の
お
屋
敷
に
い
ら
っ
し
ゃ
る

の
お
屋
敷
に
い
ら
っ
し
ゃ
る

の
で
、
お
殿
様
が
彦
根
に
い

の
で
、
お
殿
様
が
彦
根
に
い

る
と
き
は
別
居
状
態
。

る
と
き
は
別
居
状
態
。

ここから
シークレットゾーン！

玄宮園図は彦根城博物館蔵、それ以外は彦根市文化財課所蔵55 44



 

祈
り
のの
旅

淡
海

西
国
三
十
三
所
観
音
巡
礼

舟
も
使
っ
て
巡
る 

湖
国
な
ら
で
は
の
六
寺
へ

西国三十三所
観音巡礼とは？

始まりは今から千年ほど前、
徳道上人が設けた三十三の霊場が起源。

紀伊、和泉、河内、大和、山城、近江、丹波、摂津、播磨、
丹後、若狭、美濃にまたがる三十三所すべてを巡ると

「満願」となり、極楽に導かれるといわれる。

巡礼の旅には 40 ～70 日必要。ゆとりある行程を組もう。
観音様の前では「南無大慈大悲観世音菩薩、種 重々罪、

　 五逆消滅、自他平等、即身成仏」と唱えよう。
女性が女人禁制の寺院に参詣する場合、女人堂にお札を

　 納めよう。異なるルートが設けられている巡礼道も
　　　あるので注意。（いつか、女性も全てのお堂を
　　　　　巡拝できるようになるといいが……。）

近
江
国
の
宝
厳
寺
と
長
命
寺
は
、

近
江
国
の
宝
厳
寺
と
長
命
寺
は
、

巡
礼
中
こ
の

巡
礼
中
こ
の
22
ヵ
寺
だ
け
の「
島
」

ヵ
寺
だ
け
の「
島
」

ス
ポ
ッ
ト
。
参
拝
の
前
後
に
湖
水

ス
ポ
ッ
ト
。
参
拝
の
前
後
に
湖
水

ク
ル
ー
ズ
が
楽
し
め
る
！
第
三
十

ク
ル
ー
ズ
が
楽
し
め
る
！
第
三
十

番
の
番
の
竹竹ち

く
ち
く

生生ぶぶ

島島し
ま
し
ま

（
宝
厳
寺
）
か
ら
第

（
宝
厳
寺
）
か
ら
第

三
十
一
番
の
長
命
寺
は
、
直
通
の

三
十
一
番
の
長
命
寺
は
、
直
通
の

舟
で
参
詣
す
る
の
も
オ
ツ
な
旅
だ
。

舟
で
参
詣
す
る
の
も
オ
ツ
な
旅
だ
。

途
中
、
船
頭
さ
ん
が
湖
中
の
白

途
中
、
船
頭
さ
ん
が
湖
中
の
白

石
や
多
景
島
に
寄
っ
て
く
れ
た
ら

石
や
多
景
島
に
寄
っ
て
く
れ
た
ら

ラ
ッ
キ
ー
。
た
だ
し
、
春
先
な
ど

ラ
ッ
キ
ー
。
た
だ
し
、
春
先
な
ど

の
風
の
強
い
日
は
、
舟
の
遭
難
事

の
風
の
強
い
日
は
、
舟
の
遭
難
事

故
が
起
こ
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
、

故
が
起
こ
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
、

要
注
意
。

要
注
意
。

舟
で
参
詣
！

舟
で
参
詣
！

近
江
ら
し
さ
を
堪
能

近
江
ら
し
さ
を
堪
能

京
の
帝
の
勅
願
寺
で
、

京
の
帝
の
勅
願
寺
で
、

ボ
ケ
封
じ
と
雷
除
け
の

ボ
ケ
封
じ
と
雷
除
け
の

ご
利
益
あ
り
。
芭
蕉
翁
が

ご
利
益
あ
り
。
芭
蕉
翁
が

「
古
池
や
蛙
飛
び
込
む

「
古
池
や
蛙
飛
び
込
む

水
の
音
」
と
詠
ん
だ
地

水
の
音
」
と
詠
ん
だ
地

と
言
わ
れ
て
い
る
。

と
言
わ
れ
て
い
る
。

舟
を
降
り
た
ら
、
石
段

舟
を
降
り
た
ら
、
石
段

の
激
上
り
。
苦
労
し
て

の
激
上
り
。
苦
労
し
て

登
っ
た
先
の
本
堂
前
か
ら

登
っ
た
先
の
本
堂
前
か
ら

見
下
ろ
す
琵
琶
湖
の
眺

見
下
ろ
す
琵
琶
湖
の
眺

め
は
格
別
だ
。

め
は
格
別
だ
。

瀬
田
川
の
ほ
と
り
に
建

瀬
田
川
の
ほ
と
り
に
建

つ
、
あ
の
源
氏
物
語
の

つ
、
あ
の
源
氏
物
語
の

著
者
著
者  

紫
式
部
ゆ
か
り
の

紫
式
部
ゆ
か
り
の

寺
。
参
籠
す
れ
ば
、
創

寺
。
参
籠
す
れ
ば
、
創

作
の
ひ
ら
め
き
を
得
ら

作
の
ひ
ら
め
き
を
得
ら

れ
る
か
も

れ
る
か
も

！？！？
近
江
八
景

近
江
八
景

の
一つ
「
石
山
秋
月
」
も

の
一つ
「
石
山
秋
月
」
も

堪
能
し
よ
う
。

堪
能
し
よ
う
。

岩岩い
わ
ま
で
ら（
し
ょ
う
ほ
う
じ
）

い
わ
ま
で
ら（
し
ょ
う
ほ
う
じ
）

間
寺（
正
法
寺
）

間
寺（
正
法
寺
）

大
津
宿
か
ら
す
ぐ
の
名

大
津
宿
か
ら
す
ぐ
の
名

刹
で
、
正
式
名
称
は
園

刹
で
、
正
式
名
称
は
園

城
寺
。
三
井
寺
の
名
の

城
寺
。
三
井
寺
の
名
の

由
来
と
な
っ
た
井
戸
も
要

由
来
と
な
っ
た
井
戸
も
要

チ
ェ
ッ
ク
。
毎
年
文
月

チ
ェ
ッ
ク
。
毎
年
文
月
1515

日
の
女
詣
の
際
は
、
た
く

日
の
女
詣
の
際
は
、
た
く

さ
ん
の
女
性
参
拝
者
で

さ
ん
の
女
性
参
拝
者
で

賑
わ
う
。近
江
八
景
の一つ

賑
わ
う
。近
江
八
景
の一つ

「
三
井
晩
鐘
」
の
響
き

「
三
井
晩
鐘
」
の
響
き

に
も
酔
い
し
れ
て
。

に
も
酔
い
し
れ
て
。

三三み
い
で
ら

み
い
で
ら井
寺
井
寺

長長ち
ょ
う
め
い
じ

ち
ょ
う
め
い
じ命
寺
命
寺

弁
財
天
女
の
ご
利
益
あ

弁
財
天
女
の
ご
利
益
あ

ら
た
か
な
神
の
島
。
島

ら
た
か
な
神
の
島
。
島

と
は
思
え
な
い
立
派
な

と
は
思
え
な
い
立
派
な

お
堂
が
建
ち
並
ぶ
。
島

お
堂
が
建
ち
並
ぶ
。
島

内
の
内
の
都都つつ

久久くく

夫夫ぶぶ

須須すす

麻麻まま

神
社
へ

神
社
へ

の
お
参
り
も
忘
れ
ず
に
。

の
お
参
り
も
忘
れ
ず
に
。

島
に
渡
る
に
は
、
湖
の

島
に
渡
る
に
は
、
湖
の

東
側
は
早
崎
か

東
側
は
早
崎
か
尾尾お

の
え

お
の
え上上

かか

ら
、
西
側
は
今
津
か
海

ら
、
西
側
は
今
津
か
海

津
の
港
か
ら
出
航
！

津
の
港
か
ら
出
航
！

宝宝ほ
う
ご
ん
じ

ほ
う
ご
ん
じ厳
寺
厳
寺

石石い
し
や
ま
で
ら

い
し
や
ま
で
ら山
寺
山
寺

人
魚
の
ミ
イ
ラ
は
必

人
魚
の
ミ
イ
ラ
は
必

見
！
寺
院
の
さ
ら
に

見
！
寺
院
の
さ
ら
に

上
に
あ
る
観
音
寺
城

上
に
あ
る
観
音
寺
城

の
古
城
跡
も
あ
わ
せ

の
古
城
跡
も
あ
わ
せ

て
見
学
す
る
の
が
お

て
見
学
す
る
の
が
お

す
す
め
。

す
す
め
。

観観か
ん
の
ん
し
ょ
う
じ

か
ん
の
ん
し
ょ
う
じ

音
正
寺

音
正
寺

落
書
き
は
ご
法
度
と
心
得
よ

旅
行
中
は
ど
う
し
て
も
テ
ン
シ
ョ
ン
が
高
く
な
る
の
は
世

の
常
。
と
は
い
え
、
寺
社
の
堂
塔
に
「
○
○
参
上
！
」
な

ど
と
落
書
き
す
る
の
は
厳
禁
！
過
去
、
念
書
を
書
い
た
こ

と
の
あ
る
A
氏
か
ら
、
以
下
の
投
稿
が
寄
せ
ら
れ
た
。

「
関
東
か
ら
５
、６
人
連
れ
立
っ
て
、
長
命
寺
に
参
詣
し
ま

し
た
。
は
る
ば
る
来
た
も
の
だ
か
ら
、
記
念
に
と
、
お
堂

に
出
身
村
と
名
前
を
書
き
記
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
お
坊
さ

ん
に
見
つ
か
っ
た
ん
で
す
。
こ
ん
こ
ん
と
説
教
さ
れ
証
文

を
書
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
落
書
き
し
た
の
は
自
分
だ
け

で
し
た
が
、
連
帯
責
任
で
仲

間
全
員
が
拇
印
を
押
し
ま
し

た
。
仲
間
に
も
申
し
訳
な
い

し
、
本
当
に
反
省
し
て
い
ま

す
。
み
な
さ
ん
は
絶
対
に
し

な
い
で
く
だ
さ
い
。」

第
十
三
番

第
十
三
番

石
山
寺

石
山
寺

第
三
十
番

第
三
十
番　

宝
厳
寺

　

宝
厳
寺

第
十
二
番

第
十
二
番

岩
間
寺

岩
間
寺

第
三
十
一
番

第
三
十
一
番　

長
命
寺

　

長
命
寺

第
十
四
番

第
十
四
番　

三
井
寺

　

三
井
寺

第
三
十
二
番

第
三
十
二
番　

観
音
正
寺

　

観
音
正
寺

旅のポイント

各
札
所
で
観
音
さ
ま
と
対
面
し
、

各
札
所
で
観
音
さ
ま
と
対
面
し
、

御
詠
歌
を
唱
え
る
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
体
験
―
―
。

御
詠
歌
を
唱
え
る
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
体
験
―
―
。

お
伊
勢
参
り
に
続
く
ブ
ー
ム
が
到
来
し
た

お
伊
勢
参
り
に
続
く
ブ
ー
ム
が
到
来
し
た

「
西
国
三
十
三
所
観
音
巡
礼
」
の
う
ち
、

「
西
国
三
十
三
所
観
音
巡
礼
」
の
う
ち
、

近
江
国
の
六
ヵ
寺
を
一
挙
紹
介
。

近
江
国
の
六
ヵ
寺
を
一
挙
紹
介
。

へ
の
へ

へ
の

も

お
う
み

納経帳を忘れずに

各
寺
院
で

御
朱
印 

を

G
E
T
！

特集 2

長命寺所蔵／滋賀県立安土城考古博物館写真提供

『
今
後
道
中
で
は

 

一
切
落
書
き
を
し
ま
せ
ん
』

77 66



矢立（筆記用具）
日記手帳 1 冊
帰ってから
旅日記を作ろう！
針糸（ソーイングセット）
服装のメンテは各自で！ 
扇子
懐中鏡
櫛・鬢付け油
旅先の身嗜みに 

提灯、ろうそく、火打道具、
懐中付木（マッチ）　
旅籠の行灯は
消えやすいので注意！
麻綱、カギフック
印板

（為替の利用時に必要。）
常備薬　
印籠に入れておくと便利 
手ぬぐい
合羽
財布　
腹巻きタイプが○ 
風呂敷
往来手形、
関所手形※

※特に女性は必須。

荷物は少なめにすることが旅のコツ！

弥
次
喜
多

　

っ
ぽ
さ
が

　
　

イ
マ
ド
キ

これだけ
知っていれば

OK!

H
O
W 

T
O 

街
道
ト
リ
ッ
プ

旅
に
出
る
た
め
の　
　
　

 

ス
テ
ッ
プ

最
新
ト
レ
ン
ド
旅
装
は
コ
レ
！

旅
じ
た
く
編

い
ざ
旅
立
ち
！
そ
の
土
地
の
風
土
に
よ
り
、
水
や
気
候
、
人
の
性
質
、
食
べ
物
な
ど
、

あ
ら
ゆ
る
も
の
が
千
差
万
別
。
旅
の
前
の
知
っ
て
お
き
た
い
情
報
を
一
挙
ご
紹
介
！

ま
ず
は
旅
行
費
を
準
備
し
よ
う
。

ま
ず
は
旅
行
費
を
準
備
し
よ
う
。

１
か
月
の
旅
に
は
、
お
よ
そ
収

１
か
月
の
旅
に
は
、
お
よ
そ
収

入
１
～
２
か
月
分
が
必
要
。
自

入
１
～
２
か
月
分
が
必
要
。
自

前
で
賄
え
そ
う
に
な
い
人
は
、

前
で
賄
え
そ
う
に
な
い
人
は
、

大
人
数
で
旅
行
費
を
積
み
立
て
る

大
人
数
で
旅
行
費
を
積
み
立
て
る

「「
講講こ

う
こ
う

」
に
入
る
の
が
お
す
す
め
。

」
に
入
る
の
が
お
す
す
め
。

代
表
者
選
抜
の
く
じ
引
き
で
当

代
表
者
選
抜
の
く
じ
引
き
で
当

た
り
を
引
い
た
ら
ラ
ッ
キ
ー
！

た
り
を
引
い
た
ら
ラ
ッ
キ
ー
！

親
戚
や
近
所
の
人
に
も
知
ら
せ

親
戚
や
近
所
の
人
に
も
知
ら
せ

て
、
餞
別
も
ゲ
ッ
ト
だ
！

て
、
餞
別
も
ゲ
ッ
ト
だ
！

旅
行
許
可
兼
身
分
証
の
「
往

旅
行
許
可
兼
身
分
証
の
「
往

来
手
形
」
を
檀
家
の
お
寺
で

来
手
形
」
を
檀
家
の
お
寺
で

ゲ
ッ
ト
し
よ
う
。
関
所
を
通
る

ゲ
ッ
ト
し
よ
う
。
関
所
を
通
る

た
め
に
も
必
要
。
社
寺
参
拝
か

た
め
に
も
必
要
。
社
寺
参
拝
か

湯
治
だ
と
許
可
さ
れ
や
す
い
の

湯
治
だ
と
許
可
さ
れ
や
す
い
の

で
、
ま
ず
は
手
軽
に
伊
勢
神
宮

で
、
ま
ず
は
手
軽
に
伊
勢
神
宮

の
「
お
か
げ
参
り
」
に
行
く
申

の
「
お
か
げ
参
り
」
に
行
く
申

請
を
！　
（
最
近
は
抜
け
参
り

請
を
！　
（
最
近
は
抜
け
参
り

も
流
行
っ
て
い
る
よ
う
だ
が
…
）

も
流
行
っ
て
い
る
よ
う
だ
が
…
）

旅
の
ル
ー
ル
や
持
ち
物
、
道
中

旅
の
ル
ー
ル
や
持
ち
物
、
道
中

の
名
所
旧
跡
な
ど
を
事
前
に
確

の
名
所
旧
跡
な
ど
を
事
前
に
確

認
し
よ
う
。
ル
ー
ル
を
覚
え
て

認
し
よ
う
。
ル
ー
ル
を
覚
え
て

お
か
な
い
と
、
命
の
危
険
が
あ

お
か
な
い
と
、
命
の
危
険
が
あ

る
か
も
…

る
か
も
…
!?!?

ど
う
し
て
も

行
け
そ
う
に

な
い
人
は

「
お
か
げ
犬
」
に

頼
む
の
も
ア
リ

先
立
つ
も
の
は

先
立
つ
も
の
は

「
お
金
」

「
お
金
」

マ
ス
ト
ア
イ
テ
ム

マ
ス
ト
ア
イ
テ
ム

「
往
来
手
形
」

「
往
来
手
形
」

旅
に
つ
い
て

旅
に
つ
い
て

事
前
に
チ
ェ
ッ
ク

事
前
に
チ
ェ
ッ
ク

1

2

3

3

お伊勢参りの代参（代わりに参詣）をする犬。
首には飼い主の住所と名前、お札や餌代用の
銭を巻いている。お世話すると功徳になるので、
出会ったらお手伝いを！

おかげ犬

ワン　ポイント

 多彩な装束に驚くなかれ！ 
 道中で見かけるはずの あんな人 こんな人 

『旅行用心集』を『旅行用心集』を
一部改変 /一部改変 /
人間文化研究機構人間文化研究機構
国文学研究資料館 国文学研究資料館 
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4040
～～
5050
代
か
ら
が
メ
ジ
ャ
ー
。
女
性
の
み
グ
ル
ー
プ
や
一
人
旅
で
は
な

代
か
ら
が
メ
ジ
ャ
ー
。
女
性
の
み
グ
ル
ー
プ
や
一
人
旅
で
は
な

く
、
案
内
や
荷
物
持
ち
と
し
て
信
頼
で
き
る
男
性
に
道
連
れ
を
頼
も
う
。

く
、
案
内
や
荷
物
持
ち
と
し
て
信
頼
で
き
る
男
性
に
道
連
れ
を
頼
も
う
。

社
寺
や
霊
山
の
女
人
禁
制
・
女
人
結
界
の
場
所
は
入
れ
な
い
の
で
注
意
！

社
寺
や
霊
山
の
女
人
禁
制
・
女
人
結
界
の
場
所
は
入
れ
な
い
の
で
注
意
！

【
女
子
旅
最
大
の
難
関
「
関
所
」】

【
女
子
旅
最
大
の
難
関
「
関
所
」】

関
所
手
形
は
必
須
ア
イ
テ
ム
！
道
中
通
過
す
る
関
所
の
数
だ
け

関
所
手
形
は
必
須
ア
イ
テ
ム
！
道
中
通
過
す
る
関
所
の
数
だ
け

必
要
に
な
る
。
関
所
で
は
身
体
検
査
を
す
る

必
要
に
な
る
。
関
所
で
は
身
体
検
査
を
す
る
人人ひ

と
ひ
と

見見みみ

女女お
ん
な

お
ん
なやや

改改あ
ら
た

あ
ら
ためめ

婆婆ば
ば
あ

ば
ば
あに

は
逆
ら
わ
な
い
こ
と
。
関
所
手
形
の
記
載

に
は
逆
ら
わ
な
い
こ
と
。
関
所
手
形
の
記
載

事
項
と
照
合
さ
れ
る
の
で
、
手
形
に
書
く
自
分
の
容
姿
は

事
項
と
照
合
さ
れ
る
の
で
、
手
形
に
書
く
自
分
の
容
姿
は

盛
ら
な
い
よ
う
に
！

盛
ら
な
い
よ
う
に
！

女子旅のススメ

たばこ道具
愛煙家は
お忘れなきよう。

菅笠
日焼け対策にも◎

小銭は懐中へ
道中で使う小銭は
小出しにしやすい
ように懐中に
入れておこう。

振り分け荷物
（旅行李）
中のものが濡れ
ないようにパッ
キング。

道中差
（脇差）

道中着
コートのような役割も。
実用性＋おしゃれも楽しもう！

手甲

ももひき

脚絆

草鞋（わらじ）
2 ～ 3 日で潰れる消耗品！
道々買い歩こう。
足のコンディションは万全に！
男性で 1 日 8 ～ 10 里、
女性で6 ～ 8 里歩くのが基本。

たび

杖
いざという時の
護身用にも。

持ち物
チェックリスト

⬇
旅
の
お
約
束
は

P10
へ

案
内
賃
を
支
払
え
ば
、
関
所
抜
け
を
旅
籠

案
内
賃
を
支
払
え
ば
、
関
所
抜
け
を
旅
籠

な
ど
に
頼
む
こ
と
が
で
き
る
場
合
も

な
ど
に
頼
む
こ
と
が
で
き
る
場
合
も
!?!?

関
所
で
嫌
な
思
い
を
し
な
い
た
め
に
は
、

関
所
で
嫌
な
思
い
を
し
な
い
た
め
に
は
、

袖
の
下
（
祝
儀
）
も
必
要
経
費

袖
の
下
（
祝
儀
）
も
必
要
経
費
!?!?

旅のマル秘
ワンポイント
アドバイス

99 88



旅
中「
食
」事
情

覚
え
て
お
き
た
い

これだけ
知っていれば

OK!

H
O
W 

T
O 

街
道
ト
リ
ッ
プ

旅
中
編

「
道
中
は
自
由
を
せ
ん
と
思
う
ま
じ 

不
自
由
せ
ん
と
す
れ
ば
自
由
ぞ
」
と
歌
わ
れ
た
よ
う
に
、

旅
は
と
か
く
不
自
由
な
も
の
。
覚
え
て
お
き
た
い
ポ
イ
ン
ト
を
ま
と
め
て
ご
紹
介
。

左
側
通
行
が
基
本
。
急
い
で
い

左
側
通
行
が
基
本
。
急
い
で
い

て
も
知
ら
な
い
近
道
は
×
。
夜

て
も
知
ら
な
い
近
道
は
×
。
夜

間
の
移
動
も
危
険
だ
。
宿
場
に

間
の
移
動
も
危
険
だ
。
宿
場
に

は
明
る
い
う
ち
に
到
着
で
き
る

は
明
る
い
う
ち
に
到
着
で
き
る

よ
う
に
計
画
し
よ
う
。
宿
場
以

よ
う
に
計
画
し
よ
う
。
宿
場
以

外
の
場
所
で
は
原
則
宿
泊
で
き

外
の
場
所
で
は
原
則
宿
泊
で
き

な
い
の
で
、
要
注
意
。

な
い
の
で
、
要
注
意
。

街
道
沿
い
の
柿
や
ミ
カ
ン
を
勝

街
道
沿
い
の
柿
や
ミ
カ
ン
を
勝

手
に
持
っ
て
い
く
の
は

手
に
持
っ
て
い
く
の
は
N
G
N
G
！！

宿
場
に
お
殿
様
が
泊
ま
っ
て

宿
場
に
お
殿
様
が
泊
ま
っ
て

い
る
時
に
は
「
本
陣
」
を

い
る
時
に
は
「
本
陣
」
を

訪
ね
な
い
よ
う
に
。
一
発
で

訪
ね
な
い
よ
う
に
。
一
発
で

お
手
打
ち
モ
ノ
だ
。

お
手
打
ち
モ
ノ
だ
。

道
中
の
楽
し
み
は
、
お
土
産
を
買
っ
た
り
名
物

道
中
の
楽
し
み
は
、
お
土
産
を
買
っ
た
り
名
物

を
食
べ
ら
れ
る
宿
場
の
合
間
に
あ
る

を
食
べ
ら
れ
る
宿
場
の
合
間
に
あ
る
立立た

て
た
て

場場ばば

（（
間間あ

い
あ
い

のの

宿宿し
ゅ
く

し
ゅ
く）

で
の一服
！
ど
こ
の
立
場
で
お
昼
・
お
や
つ
・

）
で
の一服
！
ど
こ
の
立
場
で
お
昼
・
お
や
つ
・

お
酒
を
楽
し
む
か
を
計
画
し
て
お
く
の
が
お
す

お
酒
を
楽
し
む
か
を
計
画
し
て
お
く
の
が
お
す

す
め
。
た
だ
し
、
一
度
に
た
く
さ
ん
食
べ
る
と
歩

す
め
。
た
だ
し
、
一
度
に
た
く
さ
ん
食
べ
る
と
歩

く
の
が
し
ん
ど
く
な
る
の
で
ほ
ど
ほ
ど
に
。

く
の
が
し
ん
ど
く
な
る
の
で
ほ
ど
ほ
ど
に
。

『
東
海
道
名
所
図
会
』
な
ど
、
い
ろ
ん
な
ガ

『
東
海
道
名
所
図
会
』
な
ど
、
い
ろ
ん
な
ガ

イ
ド
本
が
出
版
さ
れ
て
い
る
の
で
、
読
み
比

イ
ド
本
が
出
版
さ
れ
て
い
る
の
で
、
読
み
比

べ
て
み
る
の
が
◎
。

べ
て
み
る
の
が
◎
。

み
ん
な
の
「
い
い
ね
！
」
で
選
ば
れ
た
各
種

み
ん
な
の
「
い
い
ね
！
」
で
選
ば
れ
た
各
種

番
付
も
要
チ
ェ
ッ
ク
。

番
付
も
要
チ
ェ
ッ
ク
。

橋
の
架
か
っ
て
い
な
い
川
は
、

橋
の
架
か
っ
て
い
な
い
川
は
、

渡
し
場
に
い
る

渡
し
場
に
い
る
川川か

わ
か
わ

越越ご
し
ご
し

人人に
ん
に
ん

足足そ
く
そ
く

にに

お
願
い
し
よ
う
。

お
願
い
し
よ
う
。
徒徒かか

歩歩ちち

渡
し
渡
し

の
手
段
と
し
て
は
、
肩
車
や

の
手
段
と
し
て
は
、
肩
車
や

輦輦れ
ん
れ
ん

台台だ
い
だ
い

が一般
的
。
そ
の
時
の
川

が一般
的
。
そ
の
時
の
川

の
水
量
や
渡
し
方
に
よ
っ
て
、

の
水
量
や
渡
し
方
に
よ
っ
て
、

料
金
は
変
動
。
水
量
が
多
い

料
金
は
変
動
。
水
量
が
多
い

と
こ
ろ
で
は
渡
し
船
も
あ
る
。

と
こ
ろ
で
は
渡
し
船
も
あ
る
。

橋
を
渡
る
場
合
も
、
基
本
的

橋
を
渡
る
場
合
も
、
基
本
的

に
は
橋
銭
が
か
か
る
。

に
は
橋
銭
が
か
か
る
。

大
雨
で
増
水
し
た
と
き
は
、

大
雨
で
増
水
し
た
と
き
は
、

川川か
わ
か
わ

留留どど

め
で
川
が
渡
れ
な
く

め
で
川
が
渡
れ
な
く

な
り
、
手
前
の
宿
場
で
足

な
り
、
手
前
の
宿
場
で
足

止
め
さ
れ
る
の
で
、
余
裕

止
め
さ
れ
る
の
で
、
余
裕

の
あ
る
日
程
で
計
画
し
よ

の
あ
る
日
程
で
計
画
し
よ

う
。
川
留
め
で
暇
だ
か
ら

う
。
川
留
め
で
暇
だ
か
ら

と
言
っ
て
博
打
で
の
散
財

と
言
っ
て
博
打
で
の
散
財

に
は
注
意
！

に
は
注
意
！

一
般
的
な
宿
屋
で
あ
る
旅
籠
は
夕
食
と
朝
食
付
き
。
1
つ
の
宿
場
で
旅
籠
は

10
～
70
軒
ほ
ど
あ
る
の
で
、
ど
の
旅
籠
に
す
る
か
は
迷
い
ど
こ
ろ
。
定
宿

や
旅
仲
間
の
ク
チ
コ
ミ
情
報
を
事
前
に
入
手
し
て
お
こ
う
。
節
約
志
向
の
方
は
、

素
泊
ま
り
の
木き

賃ち
ん

宿
へ
。

浪な
に
わ花

講こ
う

加
盟
の
旅
籠
は
安
心
安
全
が
保
証
さ
れ
て
い
る
。

留と
め

女お
ん
な

の
強
引
な
客
引
き
に
は
要
注
意
！

「「
飯め

し

盛も
り

旅
籠
」
と
呼
ば
れ
る
宿
に
は
、
接
客
す
る

　

女
性
が
い
る
の
で
、
精
進
落
と
し
の
遊
興
で
楽
し
む

　

人
も
。（
1
軒
に
つ
き
飯
盛
女
は
2
人
ま
で
と
決
ま
っ
て

　

い
る
は
ず
だ
が
、
も
っ
と
い
る
よ
う
な
…

！？
）

旅
で
は
い
つ
も
控
え
め
に
、
思
い

旅
で
は
い
つ
も
控
え
め
に
、
思
い

通
り
に
な
ら
な
く
て
も
我
慢
を
。

通
り
に
な
ら
な
く
て
も
我
慢
を
。

そ
の
土
地
の
風
俗
や
言
葉
を

そ
の
土
地
の
風
俗
や
言
葉
を

　

受
け
入
れ
よ
う
。

　

受
け
入
れ
よ
う
。

自
分
の
こ
と
は
自
分
で
。

自
分
の
こ
と
は
自
分
で
。

　

人
を
頼
り
に
し
な
い
こ
と
。

　

人
を
頼
り
に
し
な
い
こ
と
。

見
栄
を
張
ら
な
い
こ
と
。

見
栄
を
張
ら
な
い
こ
と
。

社
寺
は
も
ち
ろ
ん
、
橋
や
立
木

社
寺
は
も
ち
ろ
ん
、
橋
や
立
木

な
ど
に
も
落
書
き
厳
禁
！

な
ど
に
も
落
書
き
厳
禁
！

余
裕
を
持
っ
た
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

余
裕
を
持
っ
た
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

と
お
金
の
管
理
を
し
っ
か
り
と
。

と
お
金
の
管
理
を
し
っ
か
り
と
。

　
（
い
ざ
と
な
っ
た
ら
、実
家
に「
為

　
（
い
ざ
と
な
っ
た
ら
、実
家
に「
為

替
送
金
」
を
頼
も
う
！
た
だ
し
、

替
送
金
」
を
頼
も
う
！
た
だ
し
、

そ
の
間
は
旅
籠
で
足
止
め
。）

そ
の
間
は
旅
籠
で
足
止
め
。）

街
道
を
歩
い
て
、宿
場
に
泊
ま
る
べ
し

街
道
を
歩
い
て
、宿
場
に
泊
ま
る
べ
し

街
道
沿
い
の
グ
ル
メ
を

街
道
沿
い
の
グ
ル
メ
を

事
前
に
チ
ェ
ッ
ク

事
前
に
チ
ェ
ッ
ク

川
を
渡
る
に
は

川
を
渡
る
に
は

お
金
が
か
か
る
と
心
得
よ

お
金
が
か
か
る
と
心
得
よ

旅旅は
た
ご

は
た
ご籠籠

選
び
は

選
び
は

ク
チ
コ
ミ
が
肝
心

ク
チ
コ
ミ
が
肝
心

そ
も
そ
も「
街
道
」っ
て
な
ん
ぞ
や
？

関
ケ
原
の
合
戦
後
に
、
確
実
な
情
報
伝
達
な
ど
の
た
め
に
家

康
公
が
整
備
さ
れ
た
道
。
江
戸
日
本
橋
が
起
点
の
五
街
道
を

幹
線
と
し
、
多
く
の
人
が
行
き
交
っ
て
い
る
。
街
道
に
は
宿
場

が
設
け
ら
れ
、
旅
人
の
休
泊
、
人
馬
の
継
ぎ
立
て
（
人
と
馬

を
用
意
し
て
宿
場
間
を
継
ぎ
送
る
こ
と
）、
飛ひ

脚き
ゃ
く

（
通
信
・
輸

送
）
業
務
、
街
道
の
日
常
的
な
維
持
管
理
が
行
わ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
要
所
に
置
か
れ
た
関
所
で
は
通
行
が
管
理
さ
れ
、
特

に
「
入
り
鉄
砲
に
出で

女お
ん
な」

は
厳
し
く
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
る
。

松
並
木

高こ
う

札さ
つ

場

道
筋
に
並
ぶ
松
並
木
が
日

差
し
や
積
雪
・
寒
風
か
ら

守
っ
て
く
れ
る
。

一い
ち
り
づ
か

里
塚

街
道
の
両
側
に
一
里
ご
と
に

整
備
。
塚
上
に
は
榎え

の
き

や
松

な
ど
が
植
え
ら
れ
て
い
て
、

遠
く
か
ら
で
も
よ
く
見
え

る
。
馬
や
駕か

籠ご

賃
の
距
離

計
算
の
目
安
に
も
。

道
標

道
の
分
岐
点
や
曲
が
り
角

に
あ
る
。
名
所
や
社
寺
に

行
く
道
案
内
と
し
て
も
便

利
。
近
江
国
に
は
た
く
さ

ん
の
街
道
・
間
道
・
脇
道

が
あ
る
の
で
、
見
落
と
さ
な

い
よ
う
に
進
も
う
！

宿
場
に
は
必
ず
設
置
さ
れ
、

掟
書
な
ど
の
板
書
が
掲
げ

ら
れ
る
。
町
の
ル
ー
ル
や

ニ
ュ
ー
ス
を
要
チ
ェ
ッ
ク
！

各
地
の
食
事
に
は
文
句
を
言
わ
ず
に
、

風
土
を
味
わ
い
な
が
ら
食
べ
よ
う
。

食
べ
過
ぎ
、
早
食
い
、

　

空
腹
の
酒
、
大
酒
は
N
G
。

休
み
の
度
に
少
し
ず
つ
何
度
も
食
べ
る
こ
と
。

道
中
は
き
れ
い
な
水
を
選
ん
で
飲
む
こ
と
。

夏
は
特
に
食
あ
た
り
に
注
意
！

知
ら
な
い
食
べ
物
は
多
く
食
べ
な
い
こ
と
。

食
後
に
は
急
い
で
歩
い
て
は
ダ
メ
。

私
ど
も
お
偉
方
を

お
客
様
に
し
て
い
ま
す
が
、

最
近
は
お
殿
様
の
懐
具
合
が

芳
し
く
な
く
、
支
払
い
も

滞
り
が
ち
。
結
構
、

火
の
車
な
ん
で
す
…

楽
し
い
旅
の
た
め
の　
　
　

つ
の
お
約
束

5

マ
ス
ト
で
押
さ
え
て
お
く
べ
き
！

1

2

5

3

行
列
に
出
会
っ
た
ら
、
と
り
あ
え
ず
道
端
に
下
が
っ

て
頭
を
下
げ
る
の
が
鉄
則
！
特
に
こ
ん
な
行
列
は
要

注
意
!!

＊
参さ
ん

勤き
ん

交こ
う

代た
い

：
言
わ
ず
と
知
れ
た
、
大
名
方
の
江
戸

と
国
元
の
行
き
来
の
行
列
。
春
か
ら
夏
頃
に
多
い
。

宿
場
で
か
ち
合
う
と
旅
籠
も
満
室
に
…
。

＊
お
茶ち
ゃ

壷つ
ぼ

道ど
う

中ち
ゅ
う

：
将
軍
様
へ
の
献
上
品
な
の
で
、
壷

と
将
軍
様
に
は
同
じ
対
応
が
必
須
。
大
名
方
も
道

を
譲
る
。
毎
年
卯
月
か
ら
皐
月
の
頃
に
、
空
の
茶

壷
が
江
戸
か
ら
東
海
道
経
由
で
宇
治
に
。

　

新
茶
を
詰
め
て
、
中
山
道
や
甲
州
街
道

　

経
由
で
江
戸
に
送
ら
れ
て
い
る
。

＊
朝ち
ょ
う

鮮せ
ん

通つ
う

信し
ん

使し

：
こ
れ
は
会
え
た
ら
ラ
ッ
キ
ー
！

　
３
０
０
～
５
０
０
人
か
ら
な
る

　

朝
鮮
国
の
友
好
使
節
団
。

　

海
外
の
最
先
端
知
識
を

　

得
ら
れ
る
か
も

！？

道
中
に
会
う

道
中
に
会
う

「
行
列
」は

「
行
列
」は

横
切
り

横
切
り
N
G
N
G

4

お
宿
で
の
注
意
事
項

非
常
口
・
厠か

わ
やの

場
所
の
確
認
と
火

の
用
心
を
忘
れ
ず
に
。
相
部
屋
の

と
き
に
は
十
分
用
心
を
。

風
呂
は
宿
の
人
の
案
内
に
従
っ

て
、
順
番
を
守
っ
て
入
ろ
う
。

朝
は
早
く
出
発
し
、
早
め
に
そ
の

日
の
宿
を
取
る
こ
と
。
荷
造
り
は

夜
の
う
ち
に
。

親
切
な
お
宿
は
預
か
っ
て
く
れ
る

け
ど
、忘
れ
物
に
は
気
を
つ
け
て
。

お手打ちお手打ち
されないために！されないために！

今度の
和宮様の御一行は、

行列の長さが12里にも
及ぶとか…。旅籠から

出ないに限るなぁ

川越時は川越時は
落とし物にも落とし物にも
要注意！要注意！

旅
の
基
本
の
心
得
を
お
さ
ら
い

常
の
心
が
け
が
肝
心

常
の
心
が
け
が
肝
心

あ
わ
や
大
惨
事
！

あ
わ
や
大
惨
事
！

経営者 匿名希望さん

今回、匿名を条件に
本 陣 経 営 の 本 音 を
語っていただいた。

肩車肩車輦台輦台

山庄板 東海道五十三次之内 水口 歌川広重／
大津市歴史博物館蔵

1111 1010



八

八
八

八

八

信
楽

大
津

草
津

矢
橋
矢
橋

米
原

竹
生
島

竹
生
島

余
呉
湖

京
都

三
条
大
橋

八
日
市

彦
根
城

彦
根
城

水
口
城

多
賀
大
社

長
浜

木
之
本

大
溝

塩
津大

浦

朽
木

三
上
山

土
山

日
野

瀬
田
唐
橋

↓
至 

若
狭 

小
浜

←
至 

敦
賀

五
箇
荘

五
箇
荘沖

島
沖
島

関
所

関
所

八
八

八膳
所
城

山
城

八
幡
八
幡

堅
田
堅
田

伊
香
郡

浅
井
郡

坂
田
郡

犬
上
郡

愛
知
郡

神
崎
郡

蒲
生
郡

甲
賀
郡

栗
太
郡

野
洲
郡

滋
賀
郡

高
島
郡

今
津

江
戸
と
都
を
つ
な
ぐ 

ザ
・
王
道
の
旅
路

山
あ
い
を
行
く
ち
ょ
い
渋
ル
ー
ト

東
海
道

東と
う
か
い
ど
う海

道

中な
か
せ
ん
ど
う山

道

中
山
道

北
国
街
道

八
風
越

北
国
海
道

↑
至 

伊
勢

↑
至 

美
濃

←
至 

越
前

五
街
道
の一つ
で
、
江
戸
の
日
本
橋

か
ら
京
都
の
三
条
大
橋
を
結
ぶ
。

全
53
宿
場
の
う
ち
、
近
江
国
に
あ

る
の
は
土
山
、水
口
、

石
部
、
草
津
、
大
津

の
5
つ
の
宿
。

宿
場
の
浮
世
絵
で

も
有
名
な
メ
ジ
ャ
ー

ス
ポ
ッ
ト
が
目
白
押

し
！

浮
世
絵
映
え
ス
ポ
ッ
ト
い
っ
ぱ
い

北ほ
っ
こ
く
か
い
ど
う
国
海
道

琵
琶
湖
の
西
岸
の
港
と
直
結

し
な
が
ら
、
越
前
と
大
津

を
つ
な
ぐ
。
名
所
図
会
に
も

紹
介
さ
れ
る
風
光
明
媚
な
ス

ポ
ッ
ト
が
た
く
さ
ん
あ
る
。

素
朴
な
魅
力
あ
ふ
れ
る
湖
北
の
道

北ほ
っ
こ
く
か
い
ど
う
国
街
道

中
山
道
か
ら
分
か
れ
て
北

国
・
越
前
へ
と
抜
け
る
街
道
。

加
賀
や
越
前
の
お
殿
様
も
、

参
勤
交
代
の
折
に
は
こ
の
街

道
を
通
る
と
か
。

石い
し

山や
ま

秋し
ゅ
う

月げ
つ

、
瀬せ

田た

夕せ
き

照し
ょ
う

、
三み

井い

晩ば
ん

鐘し
ょ
う

、

唐か
ら

崎さ
き

夜や

雨う

、
粟あ

わ

津づ

晴せ
い

嵐ら
ん

、
矢や

橋ば
せ

帰き

帆は
ん

、

堅か
た

田た

落ら
く

雁が
ん

、
比ひ

良ら

暮ぼ

雪せ
つ

の
八
つ
。
全
部

見
た
い
と
思
っ
た
ら
、
東
海
道
か
ら
一
足

延
ば
し
て
プ
チ
観
光
に
行
こ
う
！

伊
勢
神
宮
と
多
賀

大
社
を
結
ぶ
ル
ー

ト
。
京
の
皇
族
方

が
派
遣
す
る
名

み
ょ
う

代だ
い

の
方
々
も
お
通
り

に
な
っ
て
い
る
。

伊
勢
・
多
賀
を

結
ぶ
近
道

琵
琶
湖
の
北
端
の
港
で
あ

る
塩
津
と
越
前
を
結
ぶ
。

北
国
か
ら
の
荷
は
、
こ
こ

で
船
に
積
み
か
え
て
大
津

港
ま
で
運
ん
で
い
る
。

京
都
の
商
人
や
加
賀
の
お

殿
様
が
、
琵
琶
湖
と
海
を

つ
な
ぐ
運
河
を
造
ろ
う
と

計
画
し
て
い
る
と
か
。

塩
津
道

若
狭
と
京
を
結
ぶ
カ
ッ
飛
び
ル
ー

ト
。「
京
は
遠
て
も
十
八
里
」、
若

狭
で
水
揚
げ
し
て
塩
漬
け
に
し
た

サ
バ
を
、
お
よ
そ
一
昼
夜
で
京
に

運
ん
で
い
る
。
よ
り
時
短
を
目
指

し
た
山
越
ル
ー
ト
も
！

若
狭
道

テッパンの
浮世絵

スポット

「
近
江
八
景
」

この

マークが目印

日の本の真ん中に位置する近江国。食べ物、風景、名所、お土産など、
行きたいスポットが盛りだくさん！あなたはどの街道を歩いて、どこに行く？

「近江」ってどんなとこ？
「近江」ってどんなとこ？

近江旅 最旬ガイド

美しい淡海を抱く湖の国

関
ヶ
原
の
戦
い
で
勝

利
し
た
家
康
公
が
、

京
に
上
る
際
に
通
っ

た
吉
例
の
道
。
縁
起

の
良
い
道
と
し
て
、

将
軍
様
の
ほ
か
、
朝

鮮
国
か
ら
の
友
好
使

節
団
で
あ
る「
朝
鮮

通
信
使
」
が
使
え
る

が
、
大
名
方
が
参
勤

交
代
で
使
用
す
る
の

は
禁
止
な
の
だ
と

か
。

将
軍
様
上
洛
の
道

旅
し
た
気
分
に
な
れ
る
す
ご
ろ
く

「
浮
世
道
中
膝
栗
毛
滑
稽
双
六
」

主
要
ル
ー
ト
の
詳
細
ガ
イ
ド
は
次
の
ペ
ー
ジ
か
ら
！

東
海
道
同
様
、
日
本
橋
と
三

東
海
道
同
様
、
日
本
橋
と
三

条
大
橋
を
結
ぶ
五
街
道
の
一

条
大
橋
を
結
ぶ
五
街
道
の
一

つ
。
全

つ
。
全
6969
の
宿
場
の
内
、
近

の
宿
場
の
内
、
近

江
国
に
は
柏
原
、
醒
井
、
番

江
国
に
は
柏
原
、
醒
井
、
番

場
、鳥
居
本
、高
宮
、愛
知
川
、

場
、鳥
居
本
、高
宮
、愛
知
川
、

武
佐
、
守
山
、
草
津
、
大
津

武
佐
、
守
山
、
草
津
、
大
津

のの
1010
の
宿
が
あ
る
。
山
が
ち

の
宿
が
あ
る
。
山
が
ち

だ
が
難
所
が
少
な
く
、
川
留

だ
が
難
所
が
少
な
く
、
川
留

め
や
大
名
行
列
に
か
ち
合
う

め
や
大
名
行
列
に
か
ち
合
う

リ
ス
ク
が
少
な
い
の
が
ポ
イ
ン

リ
ス
ク
が
少
な
い
の
が
ポ
イ
ン

ト
。
ト
。

いざ
京の都へ

比
叡
山

延
暦
寺

比
良
山

浮世絵で
みたことある
景色だなあ！

京都まで
運んで

いくぞ！

ゆっくり
行こうか

八

同
じ
道
で
も
、
下
街

道
や
浜
街
道
と
呼
ば

れ
た
り
、
京
都
方
面

に
行
く
と
き
に
は

「
京
道
」、
京
都
か
ら

下
る
と
き
に
は「
八

幡
道
」
や「
彦
根
道
」

と
言
っ
た
り
と
、
い

ろ
ん
な
呼
び
名
が
あ

る
の
で
注
意
！

P
14

17

P
16

17

P
20

24

P
18

P
19
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お六櫛
大切な女性へのお土産
によろこばれること
間違いなし！

名
品お茶「曙」

名産のお茶で
ほっと一息。

名
物

大野の焼き鳥
鴨やキジ、サギの焼き
鳥。どのトリにするか
迷っちゃう！？

名
物

土
山
宿

土
山
宿

水
口
宿

水
口
宿

蟹
が
坂

化
け
蟹
が
出
た
と
の

言
い
伝
え
あ
り
。

伝
説
に
か
こ
つ
け
た

山
賊
も
出
る
の
で

ご
用
心
あ
れ
!!

鈴
鹿
峠

箱
根
に
負
け
ず

劣
ら
ず
、

東
海
道
の

難
所
！

荷
物
が

多
い
場
合
は
馬
子
に

お
願
い
す
る
と
ラ
ク

に
な
り
ま
す
。

view spot
美し松美し松
イチオシ映えスポット！！イチオシ映えスポット！！

足を延ばして足を延ばして

日野祭
日野の商人の豊富な寄進日野の商人の豊富な寄進

（財力）でつくりあげた、（財力）でつくりあげた、
絢爛豪華な装飾や彫り物の絢爛豪華な装飾や彫り物の
曳山は一見の価値あり！曳山は一見の価値あり！

EVENT INFORMATION

view spot
大徳寺「御こしかけ石」　
家康様が腰かけたという石で、
将軍様の徳にあやかりたい。

人気の浄瑠璃・歌舞伎演目
「桂

かつら

川
がわ

連
れんりのしがらみ

理柵」の舞台のひとつ！
いわゆる “ 聖地巡礼 ” する人も。

夏
な つ

見
み

の
トコロテン
黒蜜ところてんの
発祥！カラクリ人
形が目印。

名
物

目
め

川
か わ

田楽＆菜飯

甘さと塩辛さが抜群で、
腹持ち◎ このおいしさを
味わって、次の宿場まで
もうひと頑張り！

名
物

横
田
川

増
水
期
の
弥
生

か
ら
長
月
は
渡
し

舟
、
水
量
が
少
な

い
神
無
月
か
ら
如
月

に
は
土
橋
が
か
か

り
、
歩
い
て
渡
れ

る
。
常
夜
燈
は
あ
る

け
ど
、
も
ち
ろ
ん
危

険
な
の
で
明
る
い
う

ち
に
渡
る
べ
し
！

石
部
宿

石
部
宿

↑
至 

伊
勢
国
・ 

坂
下
宿

↓
至 

草
津
宿

土つ
ち

山や
ま

宿

江
戸
方
面
か
ら
の
近
江
の
玄
関
口
。

「
あ
い
の
土
山 

雨
が
降
る
」
の

風
情
を
感
じ
て
。

石い
し

部べ

宿

京
を
出
て
最
初
に
泊
ま
る
な
ら
コ
コ
！

「
京
立
ち
、
石
部
泊
ま
り
」
で
有
名
な

安
心
安
全
・
幕
府
直
轄
の
宿
場
。

山賊出没
注意

Be
w

ar
e 

of
 ba

ndit 　 　　Beware of bandit

水み
な

口く
ち

宿

「
街
道
一
の
人
止
め
場
」
で

の
ん
び
り
お
土
産
選
び
♡　

城
下
町
の
雰
囲
気
も
楽
し
め
る
。

PR

Shigarakiyaki
信楽焼

茶壷の聖地・
信楽で日用品をゲット！
梅壺・味噌壺から徳利、
土鍋まで、同じデザインで
そろえて QOL アップ

 

お
う
み
の 

 

最
旬
ア
イ
テ
ム 

普
段

使
い
も

贈
り
物
に

最
適

泉のかんぴょう
夏にはかんぴょうを干す
風景が見られるかも。
もちろんおいしいうえに
軽いので、お土産にはぜひ。

名
物

水口細工

繊細な藤・葛細工は
実用にもお土産にも◎

名
品

PR

腹
痛
も

た
ち
ま
ち

治
っ
た
！ 

の

東
照
大
権
現

枇杷葉・桂枝・辰砂・木香・甘草配合生薬由来成分が効く!

つ
ら
い

腹
痛
に
は和わ

中ち
ゅ
う

散さ
ん

店舗所在地：梅の木立場

大
野
大
野

泉泉
夏
見
夏
見

梅
の
木

梅
の
木

目
川
目
川

EVENT INFORMATION水口祭
江戸神田の流れをくむとい江戸神田の流れをくむとい
われるポップなお囃子。われるポップなお囃子。
卯月の祭り日程に合わせて卯月の祭り日程に合わせて
旅してみるのもおすすめ。旅してみるのもおすすめ。

近江名所図会 1 ／滋賀県立図書館蔵

滋賀県管下近江国六郡物産図説／３／甲賀
郡［下］／滋賀県立図書館蔵

滋賀県管下近江国六郡物産図説／甲賀郡／
信楽焼茶壺／滋賀県立図書館蔵

近江名所図会 1 ／近江名所図会 1 ／
滋賀県立図書館蔵滋賀県立図書館蔵

近
江
名
所
図
会

近
江
名
所
図
会
11
／
滋
賀
県
立
図
書
館
蔵

／
滋
賀
県
立
図
書
館
蔵

1515 1414

東
海
道 

❶



PR PR

草
津
宿

草
津
宿大

津
宿

大
津
宿

矢
倉
矢
倉

矢
橋
矢
橋

石
場
石
場

札
ノ
辻

札
ノ
辻

↑
至 

石
部
宿

← 

北
国
海
道
へ

足を延ばして足を延ばして

木
きの

内
うち

石
せき

亭
てい

邸
石コレクター・石亭氏の自宅石コレクター・石亭氏の自宅
には、奇石珍石がそろい踏み！には、奇石珍石がそろい踏み！
新名所として人気急上昇中。新名所として人気急上昇中。

NEW SPOT

草く
さ

津つ

宿

東
海
道
と
中
山
道
が
出
会
う

賑
わ
い
の
宿
場
！
ど
ち
ら
の
街
道
を

通
っ
て
江
戸
に
行
く
か
の
分
岐
点

ここの本陣は、「忠臣蔵」のアノ人物たちも宿泊！
運がよければ有名人に出会えるかも！？

うばがもち
近松の浄瑠璃や広重の浮世絵、名所図会
にも取り上げられる最旬スイーツ！もち
を食べつつ、矢橋のルート
か瀬田の唐橋ルートか
じっくり悩んで。

名
物

徹
底
ア
ド
バ
イ
ス

道
中
100
人
に
聞
い
た！

矢
橋
か
ら
の

舟
ル
ー
ト
派

近
江
に
来
た
か
ら
に

は
琵
琶
湖
で
舟
に
乗

る
べ
し
！

歩
く
よ
り
、
舟
の
方

が
楽
で
す
よ
。

現
地
で
も
こ
ち
ら
を

選
ぶ
人
が
多
か
っ
た

か
ら
、
多
数
派
な
の

で
は
？

瀬
田
の

唐
橋
ル
ー
ト
派

お
殿
様
の
大
名
行
列
と
同
じ

ル
ー
ト
を
通
り
た
い
！

浮
世
絵
で
有
名
な
橋
を
自
分

の
足
で
歩
け
る
チ
ャ
ン
ス
。

当
然
、
風
な
ど
天
候
の
影
響

で
舟
が
運
休
に
な
る
リ
ス
ク

は
回
避
し
な
い
と
！

大お
お

津つ

宿

東
海
道
一
大
き
な
〝
大
津
百
町
〟。

将
軍
様
や
大
名
方
の
蔵
屋
敷
も

立
ち
並
ぶ
、
近
江
経
済
の
中
心
地
！

大津祭
町がまつりの舞台！町がまつりの舞台！
コンチキチンのお囃子に誘コンチキチンのお囃子に誘
われて、宵のまつりへ。そわれて、宵のまつりへ。そ
れぞれの曳山の上で披露されぞれの曳山の上で披露さ
れるからくり人形も必見。れるからくり人形も必見。

EVENT INFORMATION

大津絵

近江一の縁起物！ 1 枚 1 枚手書
きで仕上げられた、シンプルな
がらもどこかポップで、個性的
な絵。あなただけのお気に入り
の 1 枚を見つけて。

走井餅

走井のきよ水が癒す、旅のオア
シスで、ほっとひと息。

旅客は危ないよ！
退いた退いた！

波風にさらされるお城は修理
費がかさんで大変なのだとか

荒天時は
欠航します。

走井茶屋にも
寄っていこうか

何度見ても
飽きないなあ

逢
坂
山

「
車
石
」
が
敷
か
れ
た

車
（
牛
車
）
専
用
道
が
あ
る
。

危
険
な
の
で
立
ち
入
り
厳
禁
！

【
青
花
紙
】

【
青
花
紙
】

染
織
物
の
下
絵
描
き
に
、ぜ
ひ
こ
ち
ら
！ 

  

完
全
手
づ
く
り
の
最
高
級
品
質

新
規
の
友
禅
染
ベ
ン
チ
ャ
ー
を

立
ち
上
げ
る
際
に
は
、

常
備
し
て
お
い
て

間
違
い
な
し
！栽

培
か
ら

製
造
ま
で
、

一
貫
生
産
で

丁
寧
に
作
り
上
げ
た

自
慢
の
逸
品
で
す

← 

至 

守
山
宿

大津大津
そろばんそろばん

これこれで練習するだけで、

で練習するだけで、
頭頭がよくなる！
がよくなる！

名
物

急がば回れ！？
どっちの道を
選ぶべき？

名
品

↓
至 

山
城
国
・
京
都

近江八景近江八景
近
江
八
景

近
江
八
景

草津川は歩いて
渡っても橋銭が
必要かも！？

5050銭銭

1515銭銭

八

八

view spot

近江八景近江八景

この辺りはこの辺りは
近江八景の近江八景の
景勝地が点在！景勝地が点在！
見逃さないように。見逃さないように。

八

瀬田の唐橋瀬田の唐橋

⬅ 

中
山
道

⬆ 

東
海
道

湖から見るお城の風景を楽しめる！湖から見るお城の風景を楽しめる！

滋賀県管下近江国六郡物産図説／ 1 ／滋賀郡・栗太郡／
栗太郡山田郷青花紙取調書／滋賀県立図書館蔵

近江名所図会 1 ／滋賀県立図書館蔵

近江名所図会 1 ／滋賀県立図書館蔵

大津絵 猫と鼠／
大津市歴史博物館蔵

大津絵 鬼念仏／
大津市歴史博物館蔵

錦樹堂板 木曾海道六拾九次之内 大津 歌川広重画／大津市歴史博物館蔵

魚
栄
板 

近
江
八
景 

瀬
田
夕
照 

歌
川
広
重
画
／

大
津
市
歴
史
博
物
館
蔵

近江名所図会 1 ／滋賀県立図書館蔵近江名所図会 1 ／滋賀県立図書館蔵

美人東海道 東海道五十三次之内 草津之図 歌川国貞画／
草津市立草津宿街道交流館蔵

1717 1616

東
海
道
❷
&
中
山
道 

❶



北
国
街
道

戦
国
の
も
の
の
ふ
達
の

い
ぶ
き
を
感
じ
る
湖
北
の
道

長
浜
長
浜

木
之
本

木
之
本

中中な
か
の

な
か
の

河河か
わ
ち

か
わ
ち内内

小小おお

谷谷だ
に
だ
に

春春す
い
す
い

照照じ
ょ
う

じ
ょ
う
藤
川
藤
川

米
原
米
原

大
溝
大
溝

↑
至 
中
山
道

　

 

関
ヶ
原
宿

↑

至 

中
山
道 

鳥
居
本
宿

菊
き く

水
す い

飴
あ め

参勤交代の
お殿様の
腹痛も治した！
滋養強壮に◎

名
物

『湖北賤ケ嶽圖會』を
一部改変 / 人間文化研究
機構国文学研究資料館 /
CC BY-SA

『湖北賤ケ嶽圖會』を一部改変 / 人間文化
研究機構国文学研究資料館 /CC BY-SA

『湖北賤ケ嶽圖會』を一部改変 / 人間文化
研究機構国文学研究資料館 /CC BY-SA

木き

之の

本も
と

宿

木之本地蔵・縁日
睦月と水 無月の 24 日は、睦月と水 無月の 24 日は、
大賑わいの大縁日。大賑わいの大縁日。

牛馬市
毎年 2 回、藩公認の牛馬市を毎年 2 回、藩公認の牛馬市を
開催。多い時は 600 頭も出開催。多い時は 600 頭も出
品されることも！牛馬を購入し品されることも！牛馬を購入し
て、荷物を載せて帰るのもいて、荷物を載せて帰るのもい
いかも。いかも。

EVENT INFORMATION

EVENT INFORMATION

長浜曳
ひき

山
やま

祭
豪華絢爛な曳山の祭り。大豪華絢爛な曳山の祭り。大
人顔負けの子ども歌舞伎の人顔負けの子ども歌舞伎の
名演技も一見の価値あり。名演技も一見の価値あり。

EVENT INFORMATION

view spot

米ま
い

原ば
ら

宿

入い
り

江え

内
湖
に
面
す
る
、

彦
根
三
湊
の
一
つ
。

大
津
大
津

今
津
今
津

河
原
市

河
原
市

北
小
松

北
小
松

木
戸
木
戸

和和わわ

邇邇にに

衣衣き
ぬ
き
ぬ

川川が
わ
が
わ

海
津
海
津

海津大崎海津大崎

view spot

view spot

view spot

view spot

白白
し らし ら

鬚鬚
ひ げひ げ

神社神社
能の演目「白鬚」の能の演目「白鬚」の
舞台はココ！舞台はココ！

浮
う き

御
み

堂
ど う

湖に浮かぶお堂は映えること間違いなし！

唐
か ら

崎
さ き

神社
芭蕉翁

「辛崎の松は花より朧にて」
の句で一躍有名に！ 
でっかい松は壮観！

山
さ ん

王
の う

祭
さ い

日吉大社の祭礼。7 基の御神日吉大社の祭礼。7 基の御神
輿、甲冑行列、花渡りなど、輿、甲冑行列、花渡りなど、
盛りだくさんでとっても華や盛りだくさんでとっても華や
か！湖上での見物もおすすめ。か！湖上での見物もおすすめ。

EVENT INFORMATION

北
国
海
道

浮
世
絵
映
え
ス
ポ
ッ
ト
が

い
っ
ぱ
い
の
湖
西
の
道

湖面の霧で松が
朧に見えるなあ

比良おろしが吹き
荒れる比良八荒
圧巻の雪化粧！

近
江
商
人
「
高
島
商
人
」

の
拠
点
の
一
つ
！

馬がいないと
仕事になんねえ！
オラに売ってくれ！

この馬いいな！
幾らだい？

おいらに
譲ってくれよ！

今い
ま

津づ

宿

街
道
が
分
岐
す
る
港
ま
ち
。

街
道
が
分
岐
す
る
港
ま
ち
。

竹
生
島
行
き
の
舟
も
こ
こ
が
発
着
。

竹
生
島
行
き
の
舟
も
こ
こ
が
発
着
。

繊維のまちから発信！
繊維のまちから発信！

NEWトレンド

“ちりめん織り”
の魅力に迫る！の魅力に迫る！

浜ちりめん
養蚕業が盛んな湖北地域。
元々生糸を出荷していたが、
より付加価値の高い製品とし
て、ちりめん織りの生産にシ
フト。糸の撚

よ

りによる美しい
シボが特徴の絹織物が誕生し
た。ちりめんの他に、ビロー
ド織りも人気。

名
品

太
閤
様
が
開
い
た

太
閤
様
が
開
い
た

に
ぎ
わ
い
の
町
。

に
ぎ
わ
い
の
町
。

長な
が

浜は
ま

宿

お
地
蔵
さ
ま
の
門
前
町

八

八

八

札
の
辻

札
の
辻

竹
生
島

竹
生
島

早
崎
早
崎

柳柳や
な
が
せ

や
な
が
せ瀬瀬

坂
本
坂
本

「長浜曳山祭鳳凰山図・猩々丸図」／長浜城歴史博物館蔵

井伊の殿様は、参勤交代
の時に米原の湊

みなと

から船に
乗って彦根城にお帰りにな
ることもあるとか！

← 

至 

越
前
国

「日吉祭礼図屏風」（部分）
／琵琶湖文化館蔵

狩野派狩野派
《近江名所図》《近江名所図》
（右隻部分）（右隻部分）
室町時代室町時代

（16 世紀後半）、（16 世紀後半）、
滋賀県立美術館蔵滋賀県立美術館蔵

近江八景八

近江八景八

近江八景八

比
ひ

良
ら

山
さ ん

彦根市文化財課所蔵

「山水真写（海津大崎）」／
長浜城歴史博物館蔵

1919 1818

北
国
街
道
＆
北
国
海
道


