
慶
長
８
（
1
6
0
3
）
年
、
相
川
に
奉
行
所
が
置
か
れ
て
以
降
、
幕
末
ま
で
に
1
0
2

名
が
佐
渡
代
官
あ
る
い
は
佐
渡
奉
行
に
任
命
さ
れ
ま
し
た
。
今
回
は
、
そ
の
一
人
、
川
路

聖
謨
が
綴
っ
た
佐
渡
滞
在
日
記
『
島
根
の
す
さ
み
』
か
ら
、
天
保
11
（
1
8
4
0
）
年
８

月
22
日
の
日
記
を
紹
介
し
ま
す
。

「
朝
雨
に
て
、西
北
風
強
し
。波
の
音
、殊
に
甚
し
。百
千
の
滝
の
う
ち
に
あ
る
が
如
し
。

午
後
よ
り
雨
止
み
ぬ
。然
る
に
、陣
屋
下
の
町
を
み
る
に
、白
雨
の
に
わ
か
に
来
る
が
如
し
。

よ
く
み
れ
ば
、荒
波
の
く
だ
け
て
、き
り
の
如
く
に
成
り
し
を
、風
の
吹
き
散
ら
せ
し
が
雨

の
如
く
に
み
ゆ
る
也
。磯
辺
の
鳥
、吹
飛
ば
さ
れ
て
、お
も
し
ろ
き
姿
也
。」

そ
の
日
は
、
朝
か
ら
風
が
強
く
、
滝
の
よ
う
に
雨
が
降
っ
て
い
ま
し
た
。
午
後
に
な
る

と
雨
は
止
み
、
台
地
上
の
奉
行
所
か
ら
下
町
を
眺
め
る
と
、
そ
こ
に
は
ま
だ
雨
が
降
っ
て

い
る
よ
う
に
見
え
た
そ
う
で
す
。
よ
く
見
る
と
、
そ
れ
は
、
打
ち
付
け
る
荒
波
が
風
に
吹

か
れ
て
霧
状
に
な
っ
た
も

の
で
、
鳥
も
風
に
吹
き
飛

ば
さ
れ
る
ほ
ど
の
強
風

だ
っ
た
よ
う
で
す
。

江
戸
時
代
の
佐
渡
奉
行

が
見
た
風
景
も
、
今
の
私

た
ち
が
目
に
す
る
風
景
と

変
わ
り
な
か
っ
た
よ
う
で

す
。

出
典
：『
島
根
の
す
さ
み
│
佐
渡
奉

行
在
勤
日
記
』（
昭
和
48
年
、平
凡
社
）
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第20号の予告
◆町並み見学報告
　ほか 
次回3月25日
刊行予定

2016年2月25日発行

第19号

昭和の頃の相川（相川下戸町・相川羽田村）

か
わ
じ

と
し
あ
き
ら

合 格

がんばれ
受験生！
受験生の皆さん、あともうひと息です。
にゃんじーも応援しています！

佐
渡
奉
行
が
み
た
相
川
の
風
景

相
川 
昔
の
ひ
な
ま
つ
り

　

相
川
地
区
の
昔
の
ひ
な
ま
つ
り
は
、
今
と
は
少
し

違
い
、
地
域
ご
と
に
面
白
い
習
慣
が
あ
っ
た
た
よ
う

で
す
。『
佐
渡
相
川
の
歴
史　

資
料
集
八　

相
川
の
民

俗
Ⅰ
』（
昭
和
61
年
、
相
川
町
）か
ら
、
そ
の
い
く
つ
か

を
ご
紹
介
し
ま
す
。

　

例
え
ば
、橘
で
は
昔
、「
雛
さ
ん
に
山
を
見
せ
る
」と

言
っ
て
、雛
人
形
を
持
っ
て
山
を
歩
い
た
そ
う
で
す
。

関
で
は
、
古
い
雛
や
欠
け
た
雛
は
、
桟
俵（
米
俵
の
両

端
に
あ
て
る
、わ
ら
で
編
ん
だ
円
形
の
蓋
）に
雛
人
形

を
乗
せ
て
海
に
流
し
た
そ
う
で
す
。ま
た
、
戸
中
で

は
、「
雛
見
し
や
れ（
見
せ
て
く
れ
）」と
言
っ
て
、家
々

を
歩
い
た
そ
う

で
す
。

　

相
川
地
区
で

は
、他
の
地
域
で

も
、子
供
た
ち
が

各
家
庭
の
雛
飾

り
を
見
て
歩
い

た
と
い
う
話
を

聞
き
ま
す
。ひ
な

ま
つ
り
は
町
を

あ
げ
て
の
楽
し

い
行
事
だ
っ
た

よ
う
で
す
。

も
う
す
ぐ
３
月
、
今
年
も
「
佐
渡
國
相
川
ひ
な
ま
つ
り
」

（
３
月
１
日
〜
３
月
21
日
）が
開
催
さ
れ
ま
す
。

さ
て
、
世
界
遺
産
推
進
課
の
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
、
こ
れ
ま

で
た
く
さ
ん
の
方
に
ご
参
加
い
た
だ
い
て
き
た
「
あ
い
か
わ

発
見
ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
」
で
す
が
、
今
年
も
開
催
し
ま
す
！

例
年
ど
お
り
、「
佐
渡
國
相
川
ひ
な
ま
つ
り
」の
開
催
中
、
相

川
地
区
の
各
所
に
ス
タ
ン
プ
を
設
置
し
ま
す
。ス
タ
ン
プ
ラ

リ
ー
専
用
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
ス
タ
ン
プ
を
５
種
類
集
め

た
方
に
は
、
景
品
を
お
渡
し
し
ま
す
。パ
ン
フ
レ
ッ
ト
や
景

品
は
あ
い
か
わ
ぽ
ん
ぽ
こ
ホ
ー
ル
内
の
「
ひ
な
ま
つ
り
案
内

所
」（
相
川
羽
田
町
）に
あ
り
ま
す
。

お
か
げ
さ
ま
で
、
ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
も
今
年
で
３
回
目
と

な
り
ま
す
。大
勢
の
方
の
ご
参
加
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
！

も
う
す
ぐ

ひ
な
ま
つ
り

スタンプを集めて
景品ゲット！
※イラストはイメージです

今年も

やりま
す
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報
告
歴
史
を
活
か
し
た
各
地
の
ま
ち
づ
く
り
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昨
年
11
月
、歴
史
を
活
か

し
た
ま
ち
づ
く
り
を
学
ぶ
た

め
、相
川
第
２
分
団
の
代
表

者
の
皆
さ
ん
と
と
も
に
、ま

ち
づ
く
り
の
活
動
が
盛
ん
な

３
地
区
を
訪
ね
ま
し
た
。現

地
を
見
学
す
る
と
と
も
に
、

実
際
に
活
動
さ
れ
て
い
る

方
々
の
お
話
し
を
伺
っ
て
き

ま
し
た
の
で
、そ
の
模
様
を
報

告
し
ま
す
。

今
号
で
は
、見
学
地
の
ひ

と
つ
で
あ
る「
東
京
谷
中
」

の
、歴
史
あ
る
町
並
み
を
活

か
し
た
活
動
を
紹
介
し
ま

す
。

①
東
京
谷
中 

〜
若
者
が
集
う
、寺
と
坂
の
ま
ち
〜

②
静
岡
蒲
原 

〜
女
性
が
が
ん
ば
る
東
海
道
の
宿
場
町
〜

③
群
馬
桐
生 

〜
大
久
保
長
安
が
町
立
て
し
た
織
物
の
ま
ち
〜

見学先

谷中の最寄駅は、上野駅から２駅目の「日暮里駅」にゃ。
上野動物園からも歩いていけるところにあるにゃ。

昔ながらの商店が元気 地元客と観光客が混在する商店街

江戸時代の銭湯をアートギャラリーに 昭和13年築の３軒の家を複合施設に

店先にさりげなく置かれた観光マップ 大正時代の町家が若者に人気の喫茶店に

澪子さんとは…世界遺産推進課の指導員さん。相川の文献資料に詳しい。

静岡県静岡市清水区蒲原群馬県桐生市本町

『佐渡相川郷土史事典』（平成14年,相川町）

澪
子
：
に
ゃ
ん
じ
ー
も
相
川
に

は
だ
い
ぶ
詳
し
く
な
っ
た
と
思

う
け
れ
ど
、江
戸
時
代
の
相
川

の
こ
と
を
も
っ
と
よ
く
知
り
た

い
と
思
わ
な
い
？
佐
渡
に
は
、

『
佐
渡
年
代
記
』『
佐
渡
国
略

記
』『
佐
渡
相
川
志
』『
佐
渡
四

民
風
俗
』な
ど
、江
戸
時
代
の

佐
渡
の
様
子
を
記
録
し
た
歴

史
書
が
た
く
さ
ん
残
さ
れ
て
い

る
の
。な
か
で
も『
佐
渡
相
川

志
』に
は
、相
川
の
町
々
の
成

り
立
ち
、お
寺
や
神
社
の
ほ
か
、

色
々
な
商
売
・
職
業
を
営
ん
で

い
た
人
た
ち
、医
師
や
文
人
な

ど
学
芸
の
達
人
に
つ
い
て
も
記

述
さ
れ
て
い
る
の
よ
。

に
ゃ
ん
じ
ー
：
す
ご
い
に
ゃ
。

澪
子
：
今
紹
介
し
た
歴
史
書

の
原
本
は
、昔
の
文
体
や
文
字

で
書
か
れ
て
い
る
の
だ
け
れ
ど
、

明
治
時
代
以
後
、多
く
の
人
が

努
力
し
て
そ
れ
を
読
み
と
っ
て

活
字
の
本
に
し
て
く
れ
た
か

ら
、
誰
で
も
読
め
る
よ
う
に

な
っ
た
の
。そ
う
は
言
っ
て
も
、

昔
の
読
み
物
は
難
し
く
て
意

味
が
よ
く
分
か
ら
な
い
と
い
う

人
に
は
、『
佐
渡
相
川
郷
土
史

事
典
』
を
お
す
す
め
し
た
い

わ
。色
々
な
歴
史
書
や
資
料
を

元
に
、相
川
に
関
す
る
事
柄
が

五
十
音
順
に
分
か
り
や
す
く

記
述
さ
れ
て
い
る
の
。こ
の
歴

史
書
や
事
典
は
図
書
館
に
揃
っ

て
い
る
か
ら
、ぜ
ひ
、一
度
手
に

取
っ
て
見
て
ね
。

に
ゃ
ん
じ
ー
：
澪
子
さ
ん
、ま

た
色
々
教
え
て
に
ゃ
。

澪子さんおすすめ歴史資料のコーナー

に
ゃ
ん
じ
ー

澪
子
さ
ん

江
戸
時
代
、江
戸
城
の
鬼
門
に
あ

た
る
場
所
に
寛
永
寺
が
建
立
さ
れ
ま

し
た
。谷
中
は
、寛
永
寺
の
創
建
に
と

も
な
い
、門
前
町
と
し
て
発
展
し
、今

も
70
を
超
え
る
寺
院
が
残
り
ま
す
。

台
地
に
挟
ま
れ
た
谷
間
に
あ
る
の
で

坂
道
も
多
く
、寺
と
坂
が
風
情
あ
る

町
並
み
を
つ
く
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、震
災
や
戦
災
に
よ
る
大
き
な

被
害
を
免
れ
た
の
で
昔
な
が
ら
の
町
家
が
多
く
残

り
、近
年
で
は
、若
者
向
け
の
店
と
し
て
活
用
さ

れ
て
い
る
町
家
も
増
え
て
い
ま
す
。

谷
中
で
は
、
時
代
が
進
む
に
つ
れ
て
昔
な
が
ら
の
商
店

や
建
物
が
減
少
す
る
な
か
、
ま
ち
づ
く
り
の
機
運
が
高

ま
っ
て
い
っ
た
そ
う
で
す
。
現
在
は
、
谷
中
の
魅
力
を
守

る
た
め
に
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
や
地
域
が
連
携
し
な
が
ら
取
組
み
を

進
め
て
い
ま
す
。

古
い
建
物
を
活
用
す
る
活
動
も
盛
ん
で
す
。
再
利
用
さ

れ
て
い
る
建
物
は
、
修
理
は
必
要
最
低
限
、
手
を
入
れ
す

ぎ
ず
、
昔
か
ら
あ
る
建
物
の
古
さ
が
活
か
さ
れ
て
い
ま
し

た
。
懐
か
し
い
に
お
い
の
す
る
商
店
街
や
建
物
に
若
者
や

外
国
人
観
光
客
が
集
っ
て
い
ま
し
た
。

ゆ
る
や
か
に
変
化
し
て
き
た
自
然
な
姿
に
歴
史
を
感
じ

ま
す
。

見 学 報 告

東京谷中～若者が集う、寺と坂のまち～
や なか


