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早
川
町
・
赤
沢
へ

行
っ
て
き
ま
し
た

南
巨
摩
郡
早
川
町
の
赤
沢
地
区
は
、
ご
承
知
の
と
お
り
県
内

で
唯
一
の
重
要
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区
で
す
。
平
成
五
年

七
月
に
選
定
を
受
け
、
十
九
年
を
経
過
し
て
い
ま
す
。
数
年
前

に
集
落
内
に
蕎
麦
屋
が
オ
ー
プ
ン
し
、
マ
ス
コ
ミ
に
取
り
上
げ

ら
れ
、
賑
わ
い
が
戻
り
つ
つ
あ
る
と
紹
介
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

赤
沢
は
「
講
中
宿
」
と
い
う
特
異
な
集
落
で
す
。
身
延
山
と

七
面
山
と
を
結
ぶ
参
詣
路
の
中
間
に
位
置
し
、
毎
年
多
く
の
参

詣
客
を
迎
え
て
い
た
こ
と
が
、
現
存
す
る
多
く
の
旅
館
か
ら
も

わ
か
り
ま
す
。
こ
こ
で
一
泊
し
、
十
分
に
休
息
し
て
か
ら
、
七

面
山
や
身
延
山
を
目
指
し
て
出
立
し
た
の
で
し
ょ
う
。

訪
ね
た
の
は
四
月
十
五
日
で
、
甲
府
で
は
サ
ク
ラ
は
す
で
に

満
開
を
過
ぎ
て
い
ま
し
た
が
、
赤
沢
で
は
ち
ょ
う
ど
満
開
を
迎

え
て
お
り
、
春
の
の
ど

か
さ
を
満
喫
で
き
る
日

和
で
し
た
。
観
光
客
も

比
較
的
多
く
、
宿
内
を

散
策
し
て
い
る
と
必
ず

ど
こ
か
で
す
れ
違
う
感

じ
で
し
た
。
蕎
麦
屋
目

当
て
の
観
光
客
も
い
た

よ
う
で
、
店
の
前
で
は

順
番
待
ち
の
客
が
見
え

ま
し
た
。

早
川
町
赤
沢
（
山
村
・
講
中
宿
）

所
在
地

山
梨
県
南
巨
摩
郡
早
川
町
赤
沢

種
別

山
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講
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早
川
町
は
南
ア
ル
プ
ス
連
峰
を
抱
え
る
県
西
部
に
位
置
し
、

九
六
パ
ー
セ
ン
ト
が
森
林
地
で
、
山
村
文
化
を
よ
く
残
し
て
い

る
と
こ
ろ
で
す
。
町
の
最
深
部
・
奈
良
田
地
区
は
平
家
の
落
人

伝
説
が
あ
り
、
昭
和
四
〇
年
代
に
水
力
発
電
開
発
が
さ
れ
る
ま

で
、
外
部
と
の
接
触
が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と
い
い
ま
す
。
こ

こ
に
は
、
国
指
定
の
有
形
民
俗
文
化
財
と
し
て
「
奈
良
田
の
焼

畑
用
具
」
が
あ
り
、
こ
れ
も
県
内
唯
一
の
指
定
物
件
で
す
。

赤
沢
の
始
ま
り
は
よ
く
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。
長
野
か
ら
移

り
住
ん
だ
祖
先
を
も
つ
方
も
い
て
、
木
材
の
豊
富
さ
か
ら
そ
ま

師
、
大
工
、
木
挽
き
な
ど
の
職
人
が
多
い
集
落
で
し
た
。

江
戸
時
代
に
入
る
と
、
徳
川
家
康
の
側
室
・
お
万
の
方
も
赤

沢
を
通
り
七
面
山
へ
お
参
り
し
ま
し
た
。
講
中
宿
と
し
て
の
赤

沢
が
賑
や
か
に
な
っ
て
き
た
の
は
明
治
以
降
で
、
現
存
す
る
宿

屋
は
明
治
以
降
二
階
屋
に
改
造
し
た
も
の
も
少
な
く
あ
り
ま

せ
ん
。
昭
和
の
初
期
ま
で
は
賑
わ
い
を
見
せ
て
い
た
赤
沢
も
、

戦
後
は
交
通
事
情
の
変
化
か
ら
、
利
用
す
る
参
詣
者
も
少
な
く

な
り
、
若
者
が
流
出
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

旅
館
の
建
物
に
は
、
多
く
の
共
通
点
が
見
ら
れ
ま
す
。
二
階

建
で
上
下
と
も
障
子
で
開
口
部
を
広
く
取
り
、
開
放
的
な
造
り

で
す
。
講
中
の
大
勢
の
客
が
出
入
り
し
寝
泊
り
で
き
る
よ
う
、

で
き
る
だ
け
シ
ン
プ
ル
に
し
た
結
果
で
し
ょ
う
。
現
存
す
る
旅

館
建
築
の
多
く
は
、
明
治
以
降
に
建
て
ら
れ
た
も
の
で
す
。

赤沢の全景。周辺の急斜面の土地よりも若干緩やか
な場所を選んで、見事に集落を作っています。

旅館・江戸屋の全景。開口部が非常に多い
造りは、宿内の旅館に共通します。

江戸屋土蔵。庇の葺き材は板です。

大阪屋の全景。一階も二階も間口を大きくとっ
ている点は他の建物と同じです。

主屋の軒下に並ぶ板マネギ。大正時代に講中
が奉納したもので、定宿を表します。

大黒屋。観光客が急坂を上り見学しています。

人気の蕎麦屋も坂を上がったところです。



歴史文化

宿
場
の
中
ほ
ど
に
、
日
蓮
宗

の
妙
福
寺
が
あ
り
ま
す
。
こ
の

寺
は
、
古
く
は
七
面
山
御
本
社

敬
慎
院
（
身
延
本
山
別
院
）
の

「
鍵
取
役
」
と
い
っ
て
、
世
話

方
を
担
当
す
る
寺
院
で
し
た
。

別
院
と
は
い
っ
て
も
、
身
延
山

か
ら
遠
方
に
あ
る
七
面
山
の
霊

場
管
理
は
本
山
か
ら
で
は
困
難

で
あ
る
た
め
、
中
間
地
点
の
当
地
に
置
い
た
も
の
で
し
ょ
う
。

赤
沢
は
と
に
か
く
坂
道
が
多
い
と
こ
ろ
で
す
。
こ
の
坂
道
の

大
半
が
石
畳
で
舗
装
さ
れ
て
お
り
、
特
に
急
な
箇
所
に
は
階
段

も
作
ら
れ
て
い
ま
す
。
石
畳
の
両
側
に
は
石
垣
が
起
立
し
平
坦

な
面
を
造
成
し
て
お
り
、
旅
館
や
住
ま
い
が
建
ち
並
ん
で
い
ま

す
。
こ
れ
ら
の
坂
道
・
石
畳
・
石
垣
は
、
赤
沢
を
代
表
す
る
重

要
な
景
観
で
も
あ
り
ま
す
。

耕
作
地
は
あ
ま
り
見
ら
れ
ず
、
宿
の
は
ず
れ
の
傾
斜
地
に
茶

畑
が
あ
り
ま
し
た
。
昔
か
ら
農
業
に
よ
る
収
入
自
体
は
比
重
が

軽
か
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
一
方
、
宿
場
と
い
う
性
格
か
ら
、

旅
館
業
だ
け
で
は
な
く
参
詣
者
の
荷
物
の
運
搬
、
参
詣
者
の
駕

籠
か
つ
ぎ
、
雨
畑
石
を
使
っ
た
硯
づ
く
り
、
大
工
仕
事
の
合
間

に
行
っ
た
下
駄
づ
く
り
な
ど
、
客
相
手
の
商
売

に
よ
る
現
金
収
入
が
早
く
か
ら
あ
っ
た
も
の
と

考
え
ら
れ
ま
す
。

戦
後
の
自
動
車
の
普
及
に
伴
い
、
身
延
詣
も
自
動
車
が
使
わ

れ
る
よ
う
に
な
り
、
講
中
宿
と
し
て
の
赤
沢
は
廃
れ
て
い
き
ま

し
た
。
昭
和
四
十
年
代
か
ら
若
者
が
Ｕ
タ
ー
ン
し
は
じ
め
、
五

十
年
代
に
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
グ
ル
ー
プ
が
結
成
さ
れ
、
年
中
行

事
の
復
活
や
学
習
会
な
ど
、
文
化
遺
産
を
将
来
に
残
す
た
め
の

運
動
に
力
を
入
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
し
て
平
成
五
年
七
月
、
県

内
初
の
重
要
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区
に
選
定
さ
れ
、
往
時

の
賑
わ
い
が
戻
る
か
と
思
わ
れ
ま
し
た
が
、
今
、
宿
場
を
歩
い

て
み
て
目
立
つ
の
は
、
誰
も
住
ん
で
い
な
い
空
き
家
で
す
。

「
喜
久
屋
」
の
看
板
が
か
か
る
旅
館
に
は
、
も
う
ひ
と
つ
「
歴

史
文
化
公
園
み
の
ぶ
・
は
や
か
わ

休
憩
処
」
の
看
板
が
か
か
っ
て

い
ま
す
。
伝
建
選
定
の
こ
ろ
、
空
き
家
を
使
っ
て
整
備
し
た
の

で
し
ょ
う
が
、
観
光
客
が
少
な
い
た
め
か
、
活
用
さ
れ
て
い
な

い
状
態
が
続
い
て
い
ま
す
。
で
す
が
感
心
す
る
こ
と
が
あ
り
ま

し
た
。
道
や
畑
や
ち
ょ
っ
と
し
た
空
き
地
の
よ
う
な
と
こ
ろ

に
、
ゴ
ミ
が
全
く
落
ち
て
い
な
い
こ
と
で
す
。
普
段
の
生
活
の

中
で
、
地
域
を
き
れ
い
に
し
よ
う
と
い
う
気
持
ち
が
活
き
て
い

る
の
だ
ろ
う
と
感
じ
ま
し
た
。

往
時
の
賑
わ
い
は
戻
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
が
、
現
存
す
る
建

物
群
を
見
る
だ
け
で
、
こ
の
山
間
の
宿
場
に
一
日
に
千
人
が
訪

れ
た
と
い
う
風
景
が
想
像
で
き
ま
す
。

赤
沢
を
横
目
に
見
な
が
ら
川
へ
下
っ
て
い
く
と
、
車
で
十

五
分
ほ
ど
で
七
面
山
へ
の
登
山
口
に
着
き
ま
す
。
こ
の
一
帯

に
は
見
事
な
滝
が
何
本
か
あ
り
ま
す
。

白
糸
の
滝
は
、
徳
川
家
康
の
側
室
・
お
万
の
方
が
、
本
来

女
人
禁
制
だ
っ
た
七
面
山
に
登
る
た
め
こ
の
滝
に
打
た
れ
、

衆
僧
の
阻
止
を
振
り
切
っ
て
参
詣
を
果
た
し
、
以
来
女
人
禁

制
を
解
い
た
と
い
わ
れ
て
お
り
、
滝
の
前
に
は
お
万
の
方
の

像
が
建
立
さ
れ
て
い
ま
す
。

白
糸
の
滝
か
ら
五
分
ほ
ど
歩
く
と
、
雄
滝
が
あ
り
ま
す
。

雄
滝
と
は
、
白
糸
の
滝
を
雌
滝
と
み
て
の
名
前
で
す
。
雄
滝

の
前
に
は
弁
天
堂
が
建
ち
、
こ

こ
で
着
替
え
て
滝
に
打
た
れ
る

修
行
が
で
き
る
そ
う
で
す
。

七
面
山
敬
慎
院
へ
は
、
登
山

口
か
ら
四
時
間
ほ
ど
か
か
り
ま

す
。
途
中
、
四
つ
の
坊
と
二
つ

の
門
が
建
ち
、
信
仰
の
山
で
あ

る
こ
と
を
実
感
で
き
る
風
景
が

広
が
り
ま
す
。

妙福寺本堂（右）と八幡宮（左）。

曲がりくねった石畳の急坂。

石垣の上に建つ金坂屋と、石畳の坂道。

喜久屋（休憩所）は閉まっていました。

大黒屋。しだれ桜とともに、赤沢の顔ともいうべき
風景です。

(右)山への入り口。周辺には坊・宿坊があります。（中）白糸の滝。やや幅広に落ちてくる景色は
女性風です。（左）弁天堂と雄滝。白糸の滝よりも落ちる水が荒々しいです。


