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地
域
の
今
昔
に
お
詳
し
い
方
や
、
現
在
活
躍
中

の
方
八
人
に
お
話
を
う
か
が
い
ま
し
た
。 

 

皆
様
は
大
変
熱
心
に
た
く
さ
ん
の
お
話
を
お
聞

か
せ
下
さ
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
紙
面
の
都
合
上
、

そ
の
す
べ
て
を
載
せ
ら
れ
な
か
っ
た
の
が
残
念
で

す
。
お
話
を
い
た
だ
い
た
皆
様
に
は
申
し
訳
ご
ざ

い
ま
せ
ん
が
、
編
集
委
員
の
考
え
で
短
く
ま
と
め

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

   

 

藤
本
宗
信
師 

 

法
ほ

う

泉
寺

せ

ん

じ

住
職 

 

 

一
村
流
失
、
こ
の
あ
た
り
は
四
谷
に
か
け
て
北

浅
川
が
氾
濫
し
、
大
き
な
洪
水
が
よ
く
あ
り
ま
し

た
。
洪
水
を
防
ぐ
た
め
の
土
手
を
築
い
た
跡
が
、

子
供
キ
ャ
ン
プ
場
や
運
動
場
に
み
ら
れ
ま
す
。 

明
治
三
十
九
年
の
洪
水
で
は
村

（

 

西
寺
方
の

大
幡
村
）

一
村
が
そ
っ
く
り
流
さ
れ
て
し
ま
い
ま

し
た
。
も
と
も
と
、
こ
の
寺
の
あ
た
り
も
河
原
だ

っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
が
証
拠
に
地
面
を

掘
る
と
石
が
ゴ
ロ
ゴ
ロ
出
て
き
ま
す
。
ま
た
、
大

柳
や
神
戸
に
大
き
な
石
が
あ
る
の
は
洪
水
が
運
ん

で
き
た
も
の
で
し
ょ
う
。 

陣
馬
街
道
は
昔
は
今
よ
り
ず
っ
と
南
を
通
っ
て

い
ま
し
た
。
旧
道
は
今
も
あ
り
ま
す
。
八
王
子
消

防
署
の
元
八
王
子
出
張
所
の
前
を
西
南
に
入
る
道

が
旧
道
の
入
り
口
に
あ
た
り
ま
す
。 

神
戸
と
は
、
神
社
仏
閣
の
畑
を
耕
す
民
の
こ
と

を
い
い
ま
す
。
こ
の
辺
は
田
畑
し
か
な
く
皆
貧
し

い
暮
ら
し
で
し
た
が
、
そ
れ
で
も
醤
油
絞
り
や
石

積
、
土
木
な
ど
の
技
術
を
身
に
付
け
て
い
た
人
は

仕
事
に
め
ぐ
ま
れ
、
わ
り
と
豊
か
で
し
た
。 

法
泉
寺
境
内
の
地
下
か
ら
古
銭
が
二
千
枚
近
く

出
て
き
ま
し
た
。
西
暦
六
二

一
年
の
開
元
通
宝
か

ら
永
楽
通
宝
ま
で
多
種
類
に
わ
た
り
ま
す
。
こ
れ

ら
の
貨
幣
は
諏
訪
町
、
四
谷
町
に
か
け
て
開
か
れ

て
い
た
八
日
市
場
で
使
わ
れ
ま
し
た
。 

 

 

豊
島
康
明
師 

相
即
寺

そ

う

そ

く

じ

住
職 

 

 

相
即
寺
周
辺
の
昔
の
様
子
―
大
昔
、
こ
の
あ
た

り
は
河
原
で
、
大
き
な
洪
水
が
よ
く
あ
り
ま
し
た
。

昭
和
二
十
年
頃
は
、
寺
社
以
外
は
家
が
ま
ば
ら
で
、

見
渡
す
限
り
ほ
と
ん
ど
田
ん
ぼ
で
し
た
。 

 
 

万
目

ま

ん

も

く

供
養
仏

く

よ

う

ぶ

つ

―
万
目

ま

ん

も

く

は
バ
ン
モ
ク
と
も
読
み
、

多
く
の
人
の
見
る
所
の
こ
と
を
い
い
ま
す
。
転
じ

て

「

 

す
べ
て
の
こ
と
」
を
意
味
し
ま
す
。 

 
 

延
命
閣

え

ん

め

い

か

く

地
蔵
堂

じ

ぞ

う

ど

う

―
八
王
子
城
落
城
の
時
、
戦
死 

し
た
相
即
寺
の
縁
故
者
二
八
三
人
の
冥
福
を
祈
る 

た
め
戦
死
者
の
首
級
が
地
蔵
堂
の
地
に
埋
葬
さ
れ 

て
い
ま
す
。
地
蔵
尊
は

一
五
三
体
あ
り
ま
す
。 

ラ
ン
ド
セ
ル
地
蔵
尊

（

 

元
八
王
子
百
景

「

 

相
即
寺
」
参
照
）
―
ラ
ン
ド
セ
ル
を
背
負
わ
せ

た
地
蔵
尊
は
、
当
時
の
ま
ま
残
っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
当
時
の
ラ
ン
ド
セ
ル
は
戦
争
の
た
め

革
を
使
う
こ
と
が
で
き
な
く
て
、
芯
に
ダ
ン
ボ

地
域
地
域
地
域
地
域
でででで
活
躍
活
躍
活
躍
活
躍
す
る
す
る
す
る
す
る    

人人人人
々々々々 
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ー
ル
の
よ
う
な
厚
紙
を
使
い
表
面
を
加
工
し
た

だ
け
の
も
の
な
の
で
、
今
は
ほ
と
ん
ど
芯
の
部

分
し
か
残
っ
て
い
ま
せ
ん
。 

し
か
し
、
戦
争
の
た
め
に
亡
く
な
っ
た
疎
開
児
童 

神
尾

か

み

お

明
治

あ

き

じ

さ
ん
の
こ
と
は
童
話
作
家
の
古
世
古
和 

子
氏
が
「

 

ラ
ン
ド
セ
ル
を
背
負

っ
た
地
蔵
さ
ん
」 

と
い
う
童
話
で
世
に
紹
介
し
て
以
来
、
広
く
知
ら 

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

地
蔵
堂
の
参
詣
―
八
王
子
城
落
城
時
の
戦
死
者
、 

そ
し
て
疎
開
児
童
の
死
。
両
者
に
は
四
百
年
と
い

う
時
の
隔
た
り
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
地
蔵
堂
は

戦
争
が
な
け
れ
ば
死
な
ず
に
す
ん
だ
人
た
ち
の
供

養
堂
で
す
。
神
尾
明
治
さ
ん
の
死
か
ら
六
十
年
余
、

日
本
は
戦
争
の
な
い
平
和
な
時
代
が
続
い
て
い
ま

す
。
こ
れ
か
ら
も
、
ず
っ
と
平
和
で
あ
り
ま
す
よ

う
願
っ
て
、
今
で
は
地
蔵
尊
は
平
和
守
護
尊
と
呼

ば
れ
て
い
ま
す
。
参
詣
の
折
に
は
平
和
で
あ
る
幸

せ
を
地
蔵
尊
と

一
緒
に
か
み
し
め
て
み
た
い
も
の

で
す
。 

 

地
蔵
堂
は
毎
年
六
月
二
十
三
日

（

 

八
王
子
城

落
城
の
日
）
、
七
月
八
日

（

 

神
尾
明
治
さ
ん
の

ご
命
日
）
、
八
月
八
日(  

児
童
や
学
生
が
夏
休

み
で
参
詣
し
や
す
い
日
）
に

一
般
に
開
帳
し
て

い
ま
す
。 

 

 

安
田
マ
キ 

諏
訪
町
在
住 

 
 
 
 

百

一
歳
。 

 

ま
ん
じ
ゅ
う
ま
つ
り
―
昔
、
お
諏
訪
さ
ま
の
お
祭

り
の
時
は
各
家
で
饅
頭
を
作
り
ま
し
た
。
私
の
家

で
は
、
よ
そ
の
家
よ
り
も
多
く
四
百
か
ら
六
百
個

位
つ
く
り
ま
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
家
に
よ
り
、
生

地
や
あ
ん
こ
に
微
妙
な
違
い
が
あ
り
、
近
所
で
配

り
あ
い
ま
し
た
。 

諏
訪
神
社
の
お
祭
に
は
饅
頭
を
売
る
店
が

一
の

鳥
居
か
ら
二
の
鳥
居
ま
で
隙
間
な
く

一
杯
に
並
ん

だ
も
の
で
し
た
。
露
店
も
今
と
同
じ
よ
う
に
た
く

さ
ん
出
て
大
変
な
賑
わ
い
で
し
た
。 

お
諏
訪
さ
ま
の
森
―
諏
訪
神
社
の
森
は
杉
の
大

木
が
繁
っ
て
い
て
、
西
八
王
子
や
八
王
子
市
街
か

ら
も
森
が
よ
く
見
え
目
印
に
な
っ
た
ほ
ど
。
昔
は

大
き
な
建
物
も
な
く
、
こ
の
辺
が
西
八
王
子
や
八

王
子
市
街
よ
り
も
高
台
に
位
置
し
て
い
た
か
ら
で

し
ょ
う
。
で
も
昭
和
四
十

一
年
の
台
風
で
杉
の
木

が
全
部
倒
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。 

そ
の
ほ
か
の
こ
と
ー
昔
、
今
の
市
民
セ
ン
タ
ー
あ

た
り
に
競
馬
場
が
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
村
芝
居
も

行
わ
れ
ま
し
た
。 

松
木
貞
雄 

 

上
壱
分
方
在
住 

 
 

九
十
八
歳 

 

大
柳
と
い
う
地
名
の
由
来
―
昔
、
上
壱
分
方
町

に

「

 

大
柳
山

だ

い
り
ゅ
う
ざ

ん

真し

ん

光
こ

う

院
長

い
ん
ち
ょ
う

覚
寺

か

く

じ

」
と
い
う
寺
が
あ
っ

た
の
が
そ
の
由
来
で
す
。
こ
の
寺
は
、
明
治
初
年

に
宝
生
寺
に
合
併
さ
れ
ま
し
た
。 

水
不
足
―
昔
、
こ
の
あ
た
り
は
桑
畑
が
多
か
っ

た
で
す
が
、
北
浅
川
に
は
水
が
少
な
く
水
に
不
便

を
し
ま
し
た
。
又
地
盤
が
固
く
畑
仕
事
も
大
変
で

し
た
。
深
井
戸
を
掘

っ
た
り
し
ま
し
た
が
、
長
期

的
に
は
う
ま
く
い
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、

北
浅
川
に
堰
を
設
け
る
こ
と
で
、
田
に
水
を
引
く

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

元
八
王
子
地
域
の
代
官
―
元
八
王
子
地
域
に
は

七
つ
の
村

（

 

元
八
王
子
、
横
川
、
川
、
弐
分
方
、

大
楽
寺
、
上
壱
分
方
、
下
壱
分
方
）
が
あ
り
、
各

村
に
名
主
が
い
て
、
そ
の
名
主
の
上
に
江
川
太
郎

左
衛
門
と
い
う
代
官
が
お
り
ま
し
た
。 

伊
奈
街
道
―
高
尾
街
道
で
四
谷
の
交
差
点
を
北
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へ
九
十
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
い
く
と
左
斜
め
前
に
入
る

道
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
道
は
、
ほ
ぼ
ま
っ
す
ぐ
延

び
て
北
浅
川
に
ぶ
つ
か
り
ま
す
。
北
浅
川
を
越
え

て
さ
ら
に
行
く
と
五
日
市
町
の

「

 

伊
奈
」
と
い

う
と
こ
ろ
に
通
じ
ま
す
。
こ
の
道
を
、
昔
か
ら

「

 

伊
奈
街
道
」
と
い
っ
て
い
ま
す
。
昔
は
北
浅

川
に
橋
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
水
量
が
少
な

い
た
め
川
の
流
れ
の
中
に
そ
の
辺
に
あ
る
石
を
放

り
込
め
ば
、
飛
び
石
の
要
領
で
川
を
渡
る
こ
と
が

で
き
た
の
で
す
。 

   

 

 

宮
崎
芳
夫 

 

 

元
八
王
子
町
在
住 

 

 

古
い
地
名
―
古
い
戸
籍
簿
を
見
る
と
、
元
八
王

子
二
丁
目
辺
り
は
元
八
王
子
南
八
日
市
、
元
八
王

子

一
丁
目
辺
り
は
八
幡
宿
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

昔
の
暮
ら
し
―
船
田
地
域
や
横
川
地
域
に
は
水

田
が
あ
り
ま
し
た
が
、
こ
の
辺
は
水
が
不
便
で
水

田
に
適
し
て
い
な
い
た
め
、
桑
畑
、
麦
畑
が
多
か

っ
た
の
で
す
。
米
は
陸
稲

お

か

ぼ

を
作
り
ま
し
た
。
暮
ら

し
は
必
ず
し
も
豊
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、

こ
こ
で
は
養
蚕
や
織
物
が
盛
ん
で
し
た
。 

石
神
地
蔵
―
石
神
坂
の
日
枝
神
社
の
向
か
い
側

に
石
神
地
蔵
が
昔
か
ら
あ
り
ま
し
た
。
以
前
は
子

供
達
が
食
べ
物
の
代
わ
り
に
小
石
を
積
ん
で
お
供

え
し
た
り
し
た
も
の
で
す
が
、
今
は
そ
う
い
う
こ

と
も
な
い
よ
う
で
す
。 

高
尾
街
道
―
昔
は
幅
四
～
五
メ
ー
ト
ル
の
砂
利

道
で
し
た
。
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
時
、
自
転
車

ロ
ー
ド
レ
ー
ス
用
道
路
と
し
て
拡
張
さ
れ
舗
装
さ

れ
ま
し
た
。
そ
の
後
さ
ら
に
拡
張
さ
れ
、
今
三
回

目
の
拡
張
を
し
て
い
ま
す
。 

梶
原
杉
―
八
幡
神
社
に
あ
る
梶
原
杉
の
下
に
宝

物
が
埋
蔵
さ
れ
て
い
る
と
の
噂
が
あ
り
、
専
門
家

が
掘
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
で
も
何
も
出
て
き

ま
せ
ん
で
し
た
。
今
は
枯
れ
て
し
ま
い
伐
採
さ
れ

ま
し
た
。
切
株
だ
け
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。 

     

  

 

志
村
又
治 

元
八
王
子
町
在
住 

 

 

八
王
子
城
跡
周
辺
整
備
の
キ
ッ
カ
ケ
―
八
王
子

城
跡
近
く
の
福
善
寺
と
い
う
寺
が
無
人
で
荒
れ
て

い
ま
し
た
。
十
三
年
程
前
、
こ
の
寺
の
清
掃
を
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
で
始
め
た

一
人
の
人
が
キ
ッ
カ
ケ
。

今
は
十
五
～
十
六
人
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
活
動
し

て
い
ま
す
。
現
在
、
活
動
範
囲
を
周
辺

一
帯
に
広

げ
、
清
掃
だ
け
で
な
く
樹
木
の
手
入
れ
な
ど
も
し

て
い
ま
す
。
市
外
の
方
も
参
加
し
て
い
ま
す
。 

 

道
路
の
整
備
―
南
多
摩
霊
園
の
南
端
か
ら
八
王

子
城
跡
方
向

へ
行
く
道
に
路
線
バ
ス
を
通
す
た
め

地
元
の
人
た
ち
が
無
償
で
土
地
を
提
供
し
て
道
路

を
整
備
し
ま
し
た
。
元
八
王
子
三
丁
目
に
東
京
造

形
大
学
が
あ
っ
た
と
き
は
、
バ
ス
の
便
が
よ
か
っ

た
で
す
が
、
大
学
が
宇
津
貫
町
に
移
転
し
た
あ
と
、

バ
ス
路
線
は
廃
止
に
な
り
ま
し
た
。 

八
王
子
城
―
八
王
子
城
跡
に
あ
る
八
王
子
神
社

は
天
正
十
八
年

（
一
五
九
〇
）
八
王
子
城
落
城
の
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と
き
焼
失
し
ま
し
た
が
、
そ
の
時
残
っ
た

「

 

八

王
子
神
社
」
と
書
か
れ
た
金
属
製
の
額
や
鎖
帷
子

く
さ
り
か
た
び
ら

が
、
八
王
子
市
郷
土
資
料
館
に
あ
り
ま
す
。
今
、

八
王
子
神
社
は
城
跡
内
に
再
建
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
落
城
の
時
、
奥
女
中
達
が
御
主
殿
の
滝
に

飛
び
込
む
な
ど
し
て
城
山
川
の
水
が
三
日
三
晩
血

で
に
ご
り
ま
し
た
。
そ
の
た
め
こ
の
辺
り
で
は
落

城
の
年
に
は
餅
を
搗
か
ず
、
年
が
明
け
て
か
ら
搗

い
た
と
い
い
ま
す
。
八
王
子
城
跡
に
あ
る
今
の
石

垣
は
、
城
内
を
発
掘
調
査
し
た
と
き
に
掘
り
出
さ

れ
た
石
を
使
っ
て
当
時
の
様
子
を
復
元
し
た
も
の

で
す
。 

   

 

 

吉
沢 

守 

 

諏
訪
町
在
住 

 

 

観
音
さ
ま
―

「 

観
世
音

か

ん

ぜ

お

ん

菩
薩

ぼ

さ

つ

」
が
正
式
名
、

「

 

聖
し
ょ
う

観
音

か

ん

の

ん

」
と
も
い
い
ま
す
。
作
者
は
御
鋳
物

師
大
田

お

お

た

駿
河

す

る

が

の

守か

み

藤
原

ふ

じ

わ

ら

正
儀

ま

さ

の

り

で
、
元
禄
六
年

（
一
六
九

三
）
に
造
ら
れ
ま
し
た
。
大
正
二
年

（
一
九

一
三
）

類
焼
に
よ
り
観
音
堂
が
焼
け
た
と
き
、
上
壱
分
方

村
に
住
む
松
木
陸
太
郎
氏
が
火
災
の
中
か
ら
搬
出

し
た
た
め
、
焼
失
を
ま
ぬ
が
れ
ま
し
た
。 

観
音
像
作
者
の
藤
原
正
儀
は
江
戸
神
田
鍋
町
の
人

で
、
品
川
区
の
品
川
寺

ほ

ん

せ

ん

じ

の
銅
造
地
蔵
菩
薩
座
像
、

台
東
区
浅
草
東
禅
寺
の
地
蔵
菩
薩
座
像
、
新
宿
区

大
宗
寺
の
銅
造
地
蔵
菩
薩
座
像

（

 

い
ず
れ
も
都

指
定
有
形
文
化
財
。
現
存
）
な
ど
の
作
者
と
し
て

名
を
残
し
て
い
ま
す
。 

白
馬
観
音
―
昔
か
ら
、
馬
の
像
が
祀
ら
れ
て
い

ま
し
た
が
、
観
音
堂
が
焼
け
た
時
に
焼
失
し
ま
し

た
。
復
活
さ
せ
た
い
と
い
う
地
域
の
人
た
ち
の
強

い
思
い
と
協
力
を
得
て
、
平
成
六
年
に
白
馬
像
と

し
て
復
元
奉
納
し
ま
し
た
。 

 

今
で
は

「

 

観
音
堂
維
持
会
」
の
名
称
を

「

 

白

馬
観
音
保
存
会
」
と
改
名
し
て
い
ま
す
。 

観
音
堂
の
年
中
行
事 

〔

 

一
月
〕
御
嶽
供
養
。 

〔

 

八
月
〕
第
二
土
曜
、
観
音
さ
ま
の
お
祭
り
。

盆
踊
り
は
遠
方
か
ら
来
る
人
も
あ
り
賑
わ
い
ま
す
。 

〔

 

九
月
〕
庚
申
講
。 

こ
こ
に
は
、
小
型
の
庚
申
様
の
像
が
あ
り
ま
す
。

昔
は
持
ち
回
り
で
年
番
を
き
め
て
、
そ
の
年
の
年

番
に
あ
た
っ
た
家
が
庚
申
様
の
像
を
預
か
り
ま
し

た
。
庚
申
講
の
日
に
は
年
番
の
家
に
大
勢
集
ま
り
、

庚
申
様
の
像
の
前
で
祭
祀
を
行
っ
た
あ
と
、
飲
食

を
し
な
が
ら
御
籠
り
を
し
ま
し
た
。
こ
の
行
事
は

庚
申
待

こ

う

し

ん

ま

ち

、
宵よ

い

庚
申

ご

う

し

ん

な
ど
と
い
い
ま
す
。
昔
は
年
番
の

家
で
夜
明
け
ま
で
御
籠
り
を
し
た
そ
う
で
す
。
今

は
年
番
制
で
は
な
く
庚
申
様
の
像
を
常
時
観
音
堂

内
に
安
置
し
、
御
籠
り
は
観
音
堂
内
で
行
い
ま
す
。

時
間
も
夜
十

一
時
頃
ま
で
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

    

 

松
井 

功 

上
壱
分
方
町
在
住 

 

 

冊
子
「 

大
柳
神
戸
の
今
昔
」―
地
域
に
伝
わ
る

古
い
話
や
地
名
、
行
事
な
ど
を
知
っ
て
い
る
年
配

の
私
た
ち
が
、
書
き
物
に
し
て
残
し
て
お
か
な
い
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と
何
も
か
も
分
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
私
が
見
聞
き
し
て
憶
え
て
い
る
こ
と
を
、

書
き
残
し
て
お
こ
う
と
思
っ
た
の
で
す
。
地
域
を

歩
い
て
自
分
で
写
真
も
撮

っ
て
、
思
う
ま
ま
に
二

十
項
目
ば
か
り
に
ま
と
め
て
み
た
も
の
で
す
。 

陣
馬
街
道
の
旧
道
―

「
 

切
り
通
し
」
の
日
枝

神
社
の
す
ぐ
南
下
に
、
そ
の
名
の
と
お
り

「

 

切

り
通
し
」
に
な
っ
て
い
る
旧
道
が
あ
り
ま
す
。
こ

の
旧
道
は
明
治
十
八
年
に
完
成
し
た
も
の
で
す
。

文
献
に
よ
り
ま
す
と
、
そ
れ
以
前
は

「
 

切
り
通

し
」
の
地
点
で
曲
が
ら
ず
に
そ
の
ま
ま
進
ん
で
北

浅
川
を
渡
り
、
大
幡

（

 

宝
生
寺
の
あ
た
り

一
帯
）

か
ら
元
木
、
上
野
原
を
経
て
、
川
原
宿
に
至
る
ル

ー
ト
で
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
ル
ー
ト
は
曲
が
り

く
ね
っ
て
い
た
り
、
橋
の
な
い
北
浅
川
を
渡
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
な
ど
、
大
変
不
便
で
し
た
。 

 

そ
こ
で
、
明
治
十
七
年

（
一
八
八
四
）
川
を
渡

ら
ず
に
神
戸
か
ら
川
原
宿
に
出
ら
れ
る
新
し
い
道

づ
く
り
を
、
村
の
人
た
ち
の
手
で
行
い
、
翌
年
、

今
で
言
う
旧
道
が
完
成
し
た
の
で
す
。
さ
ら
に
大

正
十
二
年

（
一
九
二
三
）
に
は
、
交
通
量
の
増
加

に
対
応
す
る
た
め

「

 

切
り
通
し
」
か
ら
先
を
陵

北
公
園
、
西
寺
方
グ
ラ
ン
ド
沿
い
に
下
げ
、
現
在

の
陣
馬
街
道
に
な
っ
た
の
で
す
。
大
正
十
三
年
（
一

九
二
四
）
に
は
、
八
王
子
か
ら
川
原
宿
ま
で
の
乗

合
自
動
車

（

 

バ
ス
）
が
開
通
し
て
い
ま
す
。 

 


