
表
紙
の
イ
ラ
ス
ト 

／ 

都
田
川
橋

「
出
世
の
街 

浜
松
」
で
訪
れ
た
、
新
東
名
高
速

道
路
の
山
岳
に
か
か
る
都
田
川
橋
を
イ
ラ
ス
ト

と
し
て
描
い
た
も
の
で
す
。

　
今
、
夢
中
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
大
河
ド

ラ
マ『
お
ん
な
城
主 

直
虎
』。戦
国
時
代
に
女

性
の
城
主
が
い
た
こ
と
を
初
め
て
知
っ
た
。

井
伊
家
の
男
が
戦
死
や
殺
害
で
次
々
と
亡

く
な
り
、存
続
の
危
機
に
立
た
さ
れ
て
城
主

に
な
る
こ
と
を
決
意
。井
伊
家
や
領
地
に
暮

ら
す
人
た
ち
を
守
り
続
け
た
直
虎
の
生
き

方
は
、
簡
単
に
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
し
、

同
じ
女
性
と
し
て
強
く
惹
か
れ
る
。

　
直
虎
が
生
涯
を
過
ご
し
た
井
伊
谷
は
、

大
国
に
囲
ま
れ
た
小
国
だ
っ
た
が
、
彼
女

が
養
母
と
な
り
育
て
た
井
伊
直
政
は
、
徳

川
四
天
王
の
一
人
と
し
て
活
躍
し
、
幕
末

の
大
老
・
直
弼
へ
と
家
系
は
続
い
た
。直

虎
は
、
井
伊
家
発
展
の
き
っ
か
け
を
つ

◀ 浜松城
徳川家康が1570年に築城。17年間、浜松城を拠点
に天下統一への道を切り拓いていった。後に城主
になった諸大名が、入城後に幕府の要職についた
ことが「出世城」と呼ばれる所以。

▲ 野面積みの石垣
浜松城の石垣は、自然石を積み上げる野面積みという工法で造られた。石
の大きさや形はバラバラで不安定に見えるが、戦国時代に手がけたもの
が、そのまま残っている。

謹んで豪雨災害のお見舞いを申し上げます。
「平成29年7月九州北部豪雨」により甚大な被害を受けられた
皆さまに対して、心よりお見舞い申し上げますとともに

1日も早い復興をお祈り申し上げます。

♯001 p.1

♯003 p.10

く
っ
た
重
要
な
人
物
だ
。

　
井
伊
谷
は
、
現
在
の
静
岡
県
浜
松
市
の

北
西
部
に
あ
る
。浜
松
に
つ
い
て
調
べ
て
み

る
と
徳
川
家
康
、
近
代
で
は
山
葉
寅
楠
や

河
合
小
市
、本
田
宗
一
郎
、鈴
木
道
雄
を
は

じ
め
と
す
る
偉
人
の
ゆ
か
り
の
地
で
、楽
器

や
オ
ー
ト
バ
イ
、自
動
車
、光
電
子
産
業
な

ど
の
世
界
的
な
ブ
ラ
ン
ド
を
生
み
出
し
た

「
出
世
の
街
」と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
。東

京
と
大
阪
の
中
間
地
点
で
交
通
の
要
だ
っ

た
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、浜
松
に
は
チ
ャ
レ
ン

ジ
精
神
を
象
徴
す
る
「
や
ら
ま
い
か
」
と
い

う
風
土
が
根
づ
い
て
い
る
そ
う
。そ
れ
は
、

ど
ん
な
も
の
か
。現
地
を
訪
れ
て
、
そ
の
精

神
に
触
れ
て
み
た
く
な
っ
た
。 や

ま
は 

　と
ら
く
す

い
　
い
の
　や

な
お
す
け

日本を発展させた偉人たちの
「やらまいか精神」に触れる

出世の街　浜松

「社会資本整備と共助の役割」
PC建協定時総会 特別講演

♯002 p.9［お天気雑記帳］日本書紀

♯005 p.46PCニュース ～北から南から～

♯004 p.17PCのニューフェイスたち 
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日本を発展させた偉人たちの「やらまいか精神」に触れる

出世
の街
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織
機
か
ら
自
動
車
メ
ー
カ
ー
へ

ス
ズ
キ
の
挑
戦
の
軌
跡
を
た
ど
る

　

浜
松
駅
の
構
内
に
は
、
ク
ラ
シ
ッ
ク
音

楽
が
流
れ
て
い
た
。う
な
ぎ
や
自
動
車
、バ

イ
ク
、
楽
器
な
ど
の
大
き
な
看
板
広
告
が

目
を
楽
し
ま
せ
、
浜
松
餃
子
や
う
な
ぎ
の

名
店
も
建
ち
並
ぶ
。新
幹
線
の
改
札
か
ら

広
が
る
真
っ
白
な
コ
ン
コ
ー
ス
に
は
、
ス

ズ
キ
や
カ
ワ
イ
等
の
シ
ョ
ー
ル
ー
ム
が
あ

り
、
ピ
カ
ピ
カ
の
自
動
車
や
ピ
ア
ノ
が
展

示
さ
れ
て
い
た
。至
る
と
こ
ろ
に
浜
松
を

感
じ
、
私
の
旅
行
気
分
は
ぐ
っ
と
高
ま
る
。

駅
の
近
く
の
レ
ン
タ
カ
ー
シ
ョ
ッ
プ
で
ス

ズ
キ
車
を
借
り
た
と
き
、
最
初
の
行
き
先

を
決
め
た
。

　

ス
ズ
キ
歴
史
館
は
、
本
社
に
隣
接
さ
れ

た
３
階
建
て
の
建
物
。入
口
す
ぐ
の
階
段

の
天
井
に
は
、
幅
２
メ
ー
ト
ル
の
布
が
天

蓋
の
よ
う
に
張
ら
れ
、
最
上
階
ま
で
続
く
。

３
階
ま
で
登
り
つ
め
る
と
、
そ
こ
に
は
古

い
織
機
が
あ
り
、「
ガ
チ
ャ
ン
、ガ
チ
ャ
ン
」

と
い
う
大
き
な
音
が
聞
こ
え
て
き
た
。こ

の
フ
ロ
ア
に
は
、
約
１
０
０
年
前
に
織
機

メ
ー
カ
ー
と
し
て
創
業
し
た
ス
ズ
キ
の
今

日
ま
で
の
歴
史
が「
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
Ｘ
」風

の
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
像
と
当
時
の
製

品
を
中
心
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

　

浜
松
は
江
戸
後
期
か
ら
遠
州
織
物
が
盛

ん
だ
っ
た
地
域
。ス
ズ
キ
の
創
業
者
で
あ

る
鈴
木
道
雄
は
、
織
物
職
人
の
悩
み
や
苦

労
を
聞
き
、試
行
錯
誤
を
し
な
が
ら
、日
本

で
初
め
て
格
子
柄
が
自
動
で
織
れ
る
鈴
木

式
織
機
を
完
成
さ
せ
た
。そ
の
技
術
を
活

か
し
て
バ
イ
ク
、
自
動
車
づ
く
り
に
挑
戦
。

特
に
日
本
初
の
軽
自
動
車『
ス
ズ
ラ
イ
ト
』

を
開
発
し
た
と
き
は
、
大
き
な
壁
に
何
度

も
ぶ
ち
当
た
っ
た
。諦
め
か
け
て
い
た
社

員
に
当
時
の
社
長
は
「
こ
れ
か
ら
は
必
ず
、

自
動
車
の
時
代
が
来
る
」
と
背
中
を
押
し

た
ス
ト
ー
リ
ー
に
は
胸
が
熱
く
な
っ
た
。

　

年
代
モ
ノ
の
貴
重
な
製
品
の
中
で
目
を

▲ スズキ歴史館
1909年、織機メーカーとして創業したスズキ
のこれまでの歴史や技術の進化を紹介した歴
史館。自動車の開発から製造までの流れが実物
大で展示されているコーナーは見ごたえあり。

▼ 浜名大橋
浜名湖の今切口に架かる５径間有ヒンジラーメン箱桁橋。国道1号
線・浜名バイパス の馬郡IC―新居弁天IC間にあり、橋長は631.8m。
周辺は海水浴と潮干狩りが人気の観光地で、赤い大鳥居は絶景のパ
ワースポットとして有名。1976年完成。

◀ 浜松餃子
キャベツと豚肉の具材をモチモチの薄皮
で包んだ餃子は、あっさりとしたジュー
シーな味わいでいくつでも食べられる。も
やしが添えられているのが特徴。

惹
い
た
の
は
、
１
９
５
６
年
に
バ
ン
コ
ク

か
ら
パ
リ
ま
で
の
32
カ
国
４
万
７
０
０
０

キ
ロ
を
２
年
間
か
け
て
走
り
続
け
た
ボ
ロ

ボ
ロ
の
実
車
バ
イ
ク
。い
つ
の
時
代
も「
お

客
様
の
た
め
に
価
値
あ
る
製
品
を
」
を

テ
ー
マ
に
、
何
が
あ
っ
て
も
諦
め
る
こ
と

な
く
挑
ん
で
き
た
数
々
の
ド
ラ
マ
に
夢
中

に
な
っ
て
い
た
。

国
内
初
の
楽
器
博
物
館
で

世
界
中
の
音
楽
文
化
を
楽
し
く
体
感

　

外
の
空
気
が
吸
い
た
く
な
っ
た
の
で
、

潮
風
を
浴
び
に
弁
天
島
海
浜
公
園
へ
と
車

を
走
ら
せ
た
。弁
天
島
海
浜
公
園
は
浜
名

湖
が
太
平
洋（
遠
州
灘
）に
つ
な
が
る
今
切

口
と
呼
ば
れ
る
場
所
に
あ
る
。昔
は
湖
の

入
口
が
閉
じ
て
い
た
が
、
室
町
時
代
の
大

地
震
で
陸
が
切
れ
、外
海
と
つ
な
が
っ
た
。

現
在
で
は
今
切
口
に
浜
名
大
橋
が
架
か

り
、
目
の
前
の
湖
上
に
は
赤
い
大
鳥
居
が

建
つ
。地
元
の
人
に「
鳥
居
の
真
ん
中
に
夕

日
が
沈
む
絶
景
の
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
」
と

聞
き
、ぜ
ひ
見
た
か
っ
た
が
、夕
方
ま
で
時

間
が
あ
る
の
で
断
念
。浜
松
駅
近
く
の
ア

ク
ト
タ
ワ
ー
に
あ
る
『
浜
松
市
楽
器
博
物

館
』へ
足
を
運
ぶ
こ
と
に
し
た
。

　

同
館
は
、
楽
器
産
業
の
メ
ッ
カ
・
浜
松

に
ち
な
ん
で
建
て
ら
れ
た
日
本
初
の
公
立

楽
器
博
物
館
。楽
器
の
代
表
メ
ー
カ
ー
で

あ
る
ヤ
マ
ハ
の
創
業
者
・
山
葉
寅
楠
は
、

出
張
先
の
浜
松
の
小
学
校
で
オ
ル
ガ
ン
の

修
理
を
頼
ま
れ
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
初

の
国
産
品
を
手
が
け
、
１
９
０
０
年
に
は

第
一
号
の
ピ
ア
ノ
を
製
造
。こ
の
と
き
、ピ

ア
ノ
の
心
臓
部
で
あ
る
ア
ク
シ
ョ
ン
を
担

当
し
た
河
合
小
市
が
、
後
に
独
立
し
て
カ

ワ
イ
を
設
立
し
た
。当
時
、山
葉
寅
楠
が
つ

く
っ
た
オ
ル
ガ
ン
の
実
物
の
ほ
か
、
世
界

中
の
１
３
０
０
点
も
の
楽
器
が
展
示
さ

れ
、見
て
い
る
だ
け
で
楽
し
く
な
る
。

モ
ノ
づ
く
り
に
一
生
を
捧
げ
た

本
田
宗
一
郎
の
少
年
時
代
に
触
れ
る

　

日
本
の
近
代
産
業
の
歴
史
を
語
る
な
か

で
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
が
本
田
宗
一

郎
。彼
に
つ
い
て
も
知
り
た
い
と
思
い
、生

ま
れ
育
っ
た
地
へ
と
向
か
っ
た
。

　

本
田
宗
一
郎
は
、浜
松
市
の
北
部
、天
竜

川
が
流
れ
る
自
然
豊
か
な
天
竜
（
現
在
の

天
竜
区
山
東
）で
育
っ
た
。こ
の
地
に
建
て

ら
れ
た
『
本
田
宗
一
郎
も
の
づ
く
り
伝
承

館
』
を
訪
れ
る
と
少
年
時
代
の
エ
ピ
ソ
ー

ド
を
は
じ
め
、
人
と
な
り
や
モ
ノ
づ
く
り

の
精
神
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

勉
強
は
苦
手
で
、
遊
び
と
い
た
ず
ら
に

熱
中
。子
ど
も
の
こ
ろ
か
ら
手
先
が
器
用

で
機
械
い
じ
り
が
大
好
き
。当
時
、
珍
し

か
っ
た
自
動
車
が
村
に
来
る
と
夢
中
に

な
っ
て
追
い
か
け
、
飛
行
機
シ
ョ
ー
が
開

催
さ
れ
る
と
聞
け
ば
無
断
で
学
校
を
休

み
、
20
キ
ロ
先
の
会
場
ま
で
自
転
車
で
駆

け
つ
け
た
。少
年
時
代
か
ら
の
夢
を
か
な

え
、
モ
ノ
づ
く
り
に
一
生
を
捧
げ
て
き
た

宗
一
郎
。そ
の
45
年
以
上
の
歴
史
が
刻
ま

れ
て
い
る
の
が
彼
の
手
だ
。館
内
の
入
口

に
展
示
さ
れ
た
大
き
な
黒
板
に
は
、「
私
の

手
が
語
る
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
左
手
の
絵

が
描
か
れ
、カ
ッ
タ
ー
で
切
っ
た
り
、ハ
ン

マ
ー
で
叩
い
た
無
数
の
キ
ズ
に
つ
い
て
紹

介
さ
れ
て
い
た
。満
足
な
機
械
が
な
い
時

代
か
ら
自
動
車
の
修
理
を
は
じ
め
、
い
ろ

ん
な
も
の
を
つ
く
っ
て
き
た
手
。「
夢
中
に

な
っ
て
仕
事
を
し
て
い
る
と
自
分
の
手
な

ど
見
て
い
な
い
の
だ
」
と
い
う
彼
の
メ
ッ

セ
ー
ジ
が
心
に
残
っ
た
。

　

多
く
の
偉
人
た
ち
の
生
き
ざ
ま
や
功
績

に
触
れ
て
感
動
し
た
余
韻
に
浸
り
な
が

ら
、本
日
の
宿
へ
。浜
名
湖
畔
に
あ
る
舘
山

寺
温
泉
で
ゆ
っ
く
り
と
温
泉
に
入
り
、
明

日
の
計
画
を
練
っ
た
。

▲ 浜松市楽器博物館
楽器と音楽を通じて世界の人たちの価値観や
美意識、暮らしを紹介。館内には、身近なもの
から貴重なものまで世界各国の楽器を展示
し、ヘッドホンで音色を聞くこともできる。
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織
機
か
ら
自
動
車
メ
ー
カ
ー
へ

ス
ズ
キ
の
挑
戦
の
軌
跡
を
た
ど
る

　

浜
松
駅
の
構
内
に
は
、
ク
ラ
シ
ッ
ク
音

楽
が
流
れ
て
い
た
。う
な
ぎ
や
自
動
車
、バ

イ
ク
、
楽
器
な
ど
の
大
き
な
看
板
広
告
が

目
を
楽
し
ま
せ
、
浜
松
餃
子
や
う
な
ぎ
の

名
店
も
建
ち
並
ぶ
。新
幹
線
の
改
札
か
ら

広
が
る
真
っ
白
な
コ
ン
コ
ー
ス
に
は
、
ス

ズ
キ
や
カ
ワ
イ
等
の
シ
ョ
ー
ル
ー
ム
が
あ

り
、
ピ
カ
ピ
カ
の
自
動
車
や
ピ
ア
ノ
が
展

示
さ
れ
て
い
た
。至
る
と
こ
ろ
に
浜
松
を

感
じ
、
私
の
旅
行
気
分
は
ぐ
っ
と
高
ま
る
。

駅
の
近
く
の
レ
ン
タ
カ
ー
シ
ョ
ッ
プ
で
ス

ズ
キ
車
を
借
り
た
と
き
、
最
初
の
行
き
先

を
決
め
た
。

　

ス
ズ
キ
歴
史
館
は
、
本
社
に
隣
接
さ
れ

た
３
階
建
て
の
建
物
。入
口
す
ぐ
の
階
段

の
天
井
に
は
、
幅
２
メ
ー
ト
ル
の
布
が
天

蓋
の
よ
う
に
張
ら
れ
、
最
上
階
ま
で
続
く
。

３
階
ま
で
登
り
つ
め
る
と
、
そ
こ
に
は
古

い
織
機
が
あ
り
、「
ガ
チ
ャ
ン
、ガ
チ
ャ
ン
」

と
い
う
大
き
な
音
が
聞
こ
え
て
き
た
。こ

の
フ
ロ
ア
に
は
、
約
１
０
０
年
前
に
織
機

メ
ー
カ
ー
と
し
て
創
業
し
た
ス
ズ
キ
の
今

日
ま
で
の
歴
史
が「
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
Ｘ
」風

の
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
像
と
当
時
の
製

品
を
中
心
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

　

浜
松
は
江
戸
後
期
か
ら
遠
州
織
物
が
盛

ん
だ
っ
た
地
域
。ス
ズ
キ
の
創
業
者
で
あ

る
鈴
木
道
雄
は
、
織
物
職
人
の
悩
み
や
苦

労
を
聞
き
、試
行
錯
誤
を
し
な
が
ら
、日
本

で
初
め
て
格
子
柄
が
自
動
で
織
れ
る
鈴
木

式
織
機
を
完
成
さ
せ
た
。そ
の
技
術
を
活

か
し
て
バ
イ
ク
、
自
動
車
づ
く
り
に
挑
戦
。

特
に
日
本
初
の
軽
自
動
車『
ス
ズ
ラ
イ
ト
』

を
開
発
し
た
と
き
は
、
大
き
な
壁
に
何
度

も
ぶ
ち
当
た
っ
た
。諦
め
か
け
て
い
た
社

員
に
当
時
の
社
長
は
「
こ
れ
か
ら
は
必
ず
、

自
動
車
の
時
代
が
来
る
」
と
背
中
を
押
し

た
ス
ト
ー
リ
ー
に
は
胸
が
熱
く
な
っ
た
。

　

年
代
モ
ノ
の
貴
重
な
製
品
の
中
で
目
を

▲ アクトタワー
ハーモニカをモチーフにしたタワーは、浜松のラン
ドマーク的存在。浜松駅前に位置する45階建ての高
層ビルには、楽器博物館や商業施設、ホテルなどがあ
り、最上階の展望回廊から市内を一望できる。

▲ 本田宗一郎ものづくり伝承館
国の登録有形文化財である旧二俣町役場を改装して
2010年にオープン。本田宗一郎の軌跡をたどる年譜
をはじめ、写真や映像、関係者の談話のほか、遺品や
初期のバイクなどを展示している。

惹
い
た
の
は
、
１
９
５
６
年
に
バ
ン
コ
ク

か
ら
パ
リ
ま
で
の
32
カ
国
４
万
７
０
０
０

キ
ロ
を
２
年
間
か
け
て
走
り
続
け
た
ボ
ロ

ボ
ロ
の
実
車
バ
イ
ク
。い
つ
の
時
代
も「
お

客
様
の
た
め
に
価
値
あ
る
製
品
を
」
を

テ
ー
マ
に
、
何
が
あ
っ
て
も
諦
め
る
こ
と

な
く
挑
ん
で
き
た
数
々
の
ド
ラ
マ
に
夢
中

に
な
っ
て
い
た
。

国
内
初
の
楽
器
博
物
館
で

世
界
中
の
音
楽
文
化
を
楽
し
く
体
感

　

外
の
空
気
が
吸
い
た
く
な
っ
た
の
で
、

潮
風
を
浴
び
に
弁
天
島
海
浜
公
園
へ
と
車

を
走
ら
せ
た
。弁
天
島
海
浜
公
園
は
浜
名

湖
が
太
平
洋（
遠
州
灘
）に
つ
な
が
る
今
切

口
と
呼
ば
れ
る
場
所
に
あ
る
。昔
は
湖
の

入
口
が
閉
じ
て
い
た
が
、
室
町
時
代
の
大

地
震
で
陸
が
切
れ
、外
海
と
つ
な
が
っ
た
。

現
在
で
は
今
切
口
に
浜
名
大
橋
が
架
か

り
、
目
の
前
の
湖
上
に
は
赤
い
大
鳥
居
が

建
つ
。地
元
の
人
に「
鳥
居
の
真
ん
中
に
夕

日
が
沈
む
絶
景
の
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
」
と

聞
き
、ぜ
ひ
見
た
か
っ
た
が
、夕
方
ま
で
時

間
が
あ
る
の
で
断
念
。浜
松
駅
近
く
の
ア

ク
ト
タ
ワ
ー
に
あ
る
『
浜
松
市
楽
器
博
物

館
』へ
足
を
運
ぶ
こ
と
に
し
た
。

　

同
館
は
、
楽
器
産
業
の
メ
ッ
カ
・
浜
松

に
ち
な
ん
で
建
て
ら
れ
た
日
本
初
の
公
立

楽
器
博
物
館
。楽
器
の
代
表
メ
ー
カ
ー
で

あ
る
ヤ
マ
ハ
の
創
業
者
・
山
葉
寅
楠
は
、

出
張
先
の
浜
松
の
小
学
校
で
オ
ル
ガ
ン
の

修
理
を
頼
ま
れ
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
初

の
国
産
品
を
手
が
け
、
１
９
０
０
年
に
は

第
一
号
の
ピ
ア
ノ
を
製
造
。こ
の
と
き
、ピ

ア
ノ
の
心
臓
部
で
あ
る
ア
ク
シ
ョ
ン
を
担

当
し
た
河
合
小
市
が
、
後
に
独
立
し
て
カ

ワ
イ
を
設
立
し
た
。当
時
、山
葉
寅
楠
が
つ

く
っ
た
オ
ル
ガ
ン
の
実
物
の
ほ
か
、
世
界

中
の
１
３
０
０
点
も
の
楽
器
が
展
示
さ

れ
、見
て
い
る
だ
け
で
楽
し
く
な
る
。

モ
ノ
づ
く
り
に
一
生
を
捧
げ
た

本
田
宗
一
郎
の
少
年
時
代
に
触
れ
る

　

日
本
の
近
代
産
業
の
歴
史
を
語
る
な
か

で
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
が
本
田
宗
一

郎
。彼
に
つ
い
て
も
知
り
た
い
と
思
い
、生

ま
れ
育
っ
た
地
へ
と
向
か
っ
た
。

　

本
田
宗
一
郎
は
、浜
松
市
の
北
部
、天
竜

川
が
流
れ
る
自
然
豊
か
な
天
竜
（
現
在
の

天
竜
区
山
東
）で
育
っ
た
。こ
の
地
に
建
て

ら
れ
た
『
本
田
宗
一
郎
も
の
づ
く
り
伝
承

館
』
を
訪
れ
る
と
少
年
時
代
の
エ
ピ
ソ
ー

ド
を
は
じ
め
、
人
と
な
り
や
モ
ノ
づ
く
り

の
精
神
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

勉
強
は
苦
手
で
、
遊
び
と
い
た
ず
ら
に

熱
中
。子
ど
も
の
こ
ろ
か
ら
手
先
が
器
用

で
機
械
い
じ
り
が
大
好
き
。当
時
、
珍
し

か
っ
た
自
動
車
が
村
に
来
る
と
夢
中
に

な
っ
て
追
い
か
け
、
飛
行
機
シ
ョ
ー
が
開

催
さ
れ
る
と
聞
け
ば
無
断
で
学
校
を
休

み
、
20
キ
ロ
先
の
会
場
ま
で
自
転
車
で
駆

け
つ
け
た
。少
年
時
代
か
ら
の
夢
を
か
な

え
、
モ
ノ
づ
く
り
に
一
生
を
捧
げ
て
き
た

宗
一
郎
。そ
の
45
年
以
上
の
歴
史
が
刻
ま

れ
て
い
る
の
が
彼
の
手
だ
。館
内
の
入
口

に
展
示
さ
れ
た
大
き
な
黒
板
に
は
、「
私
の

手
が
語
る
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
左
手
の
絵

が
描
か
れ
、カ
ッ
タ
ー
で
切
っ
た
り
、ハ
ン

マ
ー
で
叩
い
た
無
数
の
キ
ズ
に
つ
い
て
紹

介
さ
れ
て
い
た
。満
足
な
機
械
が
な
い
時

代
か
ら
自
動
車
の
修
理
を
は
じ
め
、
い
ろ

ん
な
も
の
を
つ
く
っ
て
き
た
手
。「
夢
中
に

な
っ
て
仕
事
を
し
て
い
る
と
自
分
の
手
な

ど
見
て
い
な
い
の
だ
」
と
い
う
彼
の
メ
ッ

セ
ー
ジ
が
心
に
残
っ
た
。

　

多
く
の
偉
人
た
ち
の
生
き
ざ
ま
や
功
績

に
触
れ
て
感
動
し
た
余
韻
に
浸
り
な
が

ら
、本
日
の
宿
へ
。浜
名
湖
畔
に
あ
る
舘
山

寺
温
泉
で
ゆ
っ
く
り
と
温
泉
に
入
り
、
明

日
の
計
画
を
練
っ
た
。
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▲ うなぎパイファクトリー
成型から焼き上げ、包装までうなぎパイの製
造工程を見学できる。併設されたカフェや売
店には、ここでしか食べられないスイーツも。

▲ 浜名湖うなぎ
浜名湖は日本で初めてうなぎを養殖した発
祥の地。今では市内に100店舗以上のうなぎ
店がある。炭火の香りとふんわりとした食
感、旨みが凝縮された秘伝のタレは絶品。

▼ バス停「銭取」
銭取という地名はないが、バス停の名前で残
り、近くには「銭取まんじゅう跡」という碑が
建てられている。ちなみに小豆餅は１丁目か
ら４丁目まであり、「小豆餅」という銘菓をつ
くる和菓子店がある。

出
世
城
と
呼
ば
れ
る
浜
松
城
で

ユ
ニ
ー
ク
な
家
康
の
伝
説
を
知
る

　

翌
朝
、最
初
に
訪
れ
た
の
は
、か
ん
ざ
ん

じ
ロ
ー
プ
ウ
ェ
イ
。浜
名
湖
を
中
心
に
浜
松

の
街
を
パ
ノ
ラ
マ
で
一
望
で
き
る
大
草
山

展
望
台
か
ら
、
こ
れ
か
ら
向
か
う
浜
松
城
、

直
虎
ゆ
か
り
の
地
・
井
伊
谷
を
見
つ
け
る

と
、わ
く
わ
く
し
て
き
た
。

　
家
康
が
岡
崎
か
ら
浜
松
へ
と
拠
点
を
移

し
た
の
は
１
５
７
０
年
。最
初
は
今
川
領

だ
っ
た
引
馬
城
を
居
城
と
し
た
が
、「
馬
を

曳
く（
退
く
）」は
縁
起
が
悪
い
た
め
、
こ
の

地
に
あ
っ
た
荘
園
の
名
前
を
取
り
、「
浜
松

城
」
と
し
て
築
城
。29
歳
か
ら
45
歳
ま
で
の

間
、
本
拠
地
と
し
て
過
ご
し
た
後
、
天
下
統

一
を
果
た
し
た
。そ
れ
か
ら
25
代
の
城
主
が

誕
生
し
、
幕
府
の
要
職
に
つ
い
た
こ
と
か
ら

出
世
城
と
呼
ば
れ
る
。

　

浜
松
城
は
、
浜
松
の
中
心
部
に
位
置
す

る
10 

ha
の
広
大
な
浜
松
城
公
園
内
に
そ
び

え
る
。美
し
い
新
緑
の
ト
ン
ネ
ル
を
歩
い
て

い
く
と
天
守
門
が
見
え
て
き
た
。天
守
閣
は

も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、自
然
石
を
積
み
上
げ
た

野
面
積
み
の
石
垣
が
当
時
の
状
態
で
そ
の

ま
ま
残
っ
て
い
る
城
は
、全
国
的
に
も
珍
し

い
そ
う
。早
速
、天
守
閣
に
登
り
、展
望
室
か

ら
街
並
み
を
眺
め
て
み
る
。家
康
は
、
眼
下

に
広
が
る
景
色
を
ど
ん
な
想
い
で
眺
め
て

い
た
の
だ
ろ
う
。

　
浜
松
城
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
、
家
康
生
涯

最
大
の
敗
戦
と
言
わ
れ
る
三
方
ヶ
原
の
合

戦
（
１
５
７
２
年
）
で
の
面
白
い
エ
ピ
ソ
ー

ド
が
書
か
れ
て
い
た
。武
田
軍
に
敗
れ
て
逃

げ
帰
る
途
中
、茶
屋
を
見
つ
け
て
小
豆
餅
を

食
べ
て
い
た
と
こ
ろ
、
武
田
勢
が
や
っ
て
き

た
。逃
げ
出
し
た
家
康
を
店
の
老
婆
が
走
っ

て
追
い
つ
き
、
代
金
を
受
け
取
っ
た
そ
う
。

こ
の
場
所
を「
銭
取
」と
呼
び
、
茶
屋
の
あ
っ

た
場
所
に
は
「
小
豆
餅
」
と
い
う
地
名
が
今

で
も
残
さ
れ
て
い
る
。実
際
に
車
で
向
か
っ

て
み
る
と
カ
ー
ナ
ビ
が
「
小
豆
餅
１
丁
目
で

す
」「
小
豆
餅
２
丁
目
で
す
」と
ア
ナ
ウ
ン
ス
。

「
〇
〇
シ
ョ
ッ
プ
小
豆
餅
店
」
と
い
う
店
の

看
板
を
見
つ
け
る
た
び
に
笑
っ
て
し
ま
う
。

　
ち
な
み
に
家
康
は
、敗
戦
し
て
憔
悴
し
た

姿
を
肖
像
画
に
残
し
、自
分
の
慢
心
の
戒
め

と
し
て
常
に
持
ち
歩
い
た
そ
う
だ
。三
河
の

小
大
名
家
に
生
ま
れ
、幼
少
時
代
は
今
川
氏

の
人
質
と
な
り
、
苦
労
を
重
ね
た
家
康
。自

分
に
は
厳
し
い
一
方「
家
臣
は
宝
」と
言
い
、

信
頼
関
係
を
築
き
な
が
ら
着
実
に
地
盤
を

固
め
て
き
た
人
物
像
を
私
な
り
に
感
じ
た
。

　

昼
に
炭
火
で
じ
っ
く
り
と
焼
き
上
げ
た

浜
名
湖
う
な
ぎ
を
味
わ
っ
て
か
ら
、う
な
ぎ

パ
イ
フ
ァ
ク
ト
リ
ー
へ
。館
内
に
入
っ
た
瞬

間
か
ら
バ
タ
ー
と
甘
い
香
り
に
包
ま
れ
て

幸
せ
気
分
！ 

２
階
に
上
が
る
と
職
人
さ
ん

が
手
仕
事
で
パ
イ
を
つ
く
る
工
程
全
体
を

見
下
ろ
す
こ
と
が
で
き
た
。ち
な
み
に
、
う

な
ぎ
パ
イ
の
表
面
に
塗
ら
れ
る
タ
レ
は
、隠

し
味
に
ガ
ー
リ
ッ
ク
を
使
用
し
て
い
る
が
、

工
場
内
で
も
数
人
し
か
知
ら
な
い
秘
伝
の

レ
シ
ピ
な
の
だ
そ
う
。さ
て
、
お
腹
も
満
足

し
た
の
で
、直
虎
ゆ
か
り
の
井
伊
谷
へ
と
向

か
う
こ
と
に
し
た
。

▼ 大草山から望む浜名湖
浜名湖周辺のパノラマ眺望が楽しめる大草山の山頂は、
天気がよければ富士山を望むことができる。人の手の形
にも見える浜名湖の入り組んだ湖岸線がよくわかる。

戦
国
時
代
を
強
く
生
き
抜
い
た
直
虎

そ
の
功
績
を
子
ど
も
た
ち
に
受
け
継
ぐ

　

浜
名
湖
の
北
側
に
あ
る
井
伊
谷
（
浜
松

市
北
区
引
佐
町
）は
、山
々
に
囲
ま
れ
た
盆

地
に
の
ど
か
な
田
園
風
景
が
広
が
る
。澄

ん
だ
青
空
に
は
鳥
の
さ
え
ず
り
が
響
く
、

静
か
で
心
地
い
い
場
所
だ
。

　

１
０
０
０
年
に
も
及
ぶ
井
伊
家
の
歴
史

は
、初
代
・
共
保
か
ら
始
ま
っ
た
。彼
に
は

井
戸
で
出
生
し
た
と
い
う
不
思
議
な
伝
説

が
残
る
が
、
正
直
信
じ
が
た
い
と
思
っ
て

い
た
。け
れ
ど
も
現
地
に
足
を
運
ん
で
み

る
と
、
田
ん
ぼ
の
中
に
ポ
ツ
ン
と
出
現
す

る
井
戸
の
周
り
に
は
、
立
派
な
白
壁
と
門

が
築
か
れ
、
地
域
の
人
た
ち
に
大
切
に
守

ら
れ
て
き
た
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。

　

こ
こ
か
ら
歩
い
て
す
ぐ
の
場
所
に
あ
る

龍
潭
寺
は
、
平
安
時
代
か
ら
井
伊
家
の
菩

提
寺
と
な
り
、
桶
狭
間
の
戦
い
で
亡
く

な
っ
た
井
伊
直
盛（
直
虎
の
父
）の
戒
名
か

ら
寺
号
を
龍
潭
寺
に
変
え
た
そ
う
だ
。直

虎
は
出
家
し
、
第
二
代
住
職
の
南
渓
和
尚

に「
次
郎
法
師
」の
名
を
与
え
ら
れ
て
修
行

を
し
た
、
大
河
ド
ラ
マ
で
は
お
馴
染
み
の

舞
台
だ
。

　

山
門
を
進
み
、
仁
王
門
を
く
ぐ
る
と
大

き
な
屋
根
に「
井
」の
家
紋
が
つ
い
た
本
堂

が
そ
び
え
る
。周
囲
に
は
稲
荷
堂
や
開
山

堂
な
ど
が
点
在
し
、
想
像
以
上
に
ス
ケ
ー

ル
が
大
き
い
。特
に
庭
園
が
素
晴
ら
し
い

こ
と
に
驚
い
た
が
、
こ
れ
は
江
戸
初
期
に

小
堀
遠
州
が
手
が
け
た
そ
う
だ
。

　

境
内
に
は
、
南
渓
和
尚
の
位
牌
や
肖
像

画
、
直
虎
と
生
前
に
結
ば
れ
る
こ
と
の
な

か
っ
た
許
婚
の
直
親
の
墓
が
並
ぶ
井
伊
家

墓
所
な
ど
、
直
虎
の
生
き
た
時
代
を
随
所

に
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。身
近
な
人
た

ち
が
次
々
と
命
を
落
と
し
、
出
家
の
身
で

あ
り
な
が
ら
城
主
と
い
う
道
を
選
ん
だ
直

虎
。幼
少
の
直
政
を
後
見
人
と
し
て
養
育

し
、
15
歳
の
と
き
に
家
康
と
引
き
合
わ
せ

た
先
見
性
と
判
断
力
。そ
し
て
、自
分
よ
り

も
周
囲
の
人
た
ち
を
大
切
に
想
い
、
ど
ん

な
窮
地
に
お
い
て
も
井
伊
家
や
井
伊
谷
の

人
た
ち
を
守
り
通
し
た
強
い
女
性
の
姿

が
、私
の
中
で
鮮
明
に
な
っ
て
い
っ
た
。

　

直
虎
ブ
ー
ム
の
影
響
で
、
平
日
に
も
関

わ
ら
ず
、多
く
の
観
光
客
で
賑
わ
う
。な
か

に
は
地
元
の
小
学
生
が
校
外
学
習
の
一
貫

と
し
て
訪
れ
、「
こ
の
お
寺
は
、
い
つ
建
て

ら
れ
た
ん
で
す
か
」
と
元
気
い
っ
ぱ
い
に

質
問
を
し
て
い
た
。こ
う
や
っ
て
直
虎
を

は
じ
め
と
す
る
井
伊
家
の
歴
史
や
功
績
が

受
け
継
が
れ
て
い
く
と
思
う
と
嬉
し
く

な
っ
た
。

の　
づ
ら

お
お
く
さ
や
ま

ひ
く 

ま

ひ

ひ
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PRESTRESSED CONCRETE CONTRACTORS ASSOCIATION

▲ 井伊共保公出生の井戸
龍潭寺山門の南に位置する井伊家発祥の井戸。その傍らに橘の木が生えていたことから「橘」を家紋とし、「井」を旗
布の紋とした。

出
世
城
と
呼
ば
れ
る
浜
松
城
で

ユ
ニ
ー
ク
な
家
康
の
伝
説
を
知
る

　

翌
朝
、最
初
に
訪
れ
た
の
は
、か
ん
ざ
ん

じ
ロ
ー
プ
ウ
ェ
イ
。浜
名
湖
を
中
心
に
浜
松

の
街
を
パ
ノ
ラ
マ
で
一
望
で
き
る
大
草
山

展
望
台
か
ら
、
こ
れ
か
ら
向
か
う
浜
松
城
、

直
虎
ゆ
か
り
の
地
・
井
伊
谷
を
見
つ
け
る

と
、わ
く
わ
く
し
て
き
た
。

　
家
康
が
岡
崎
か
ら
浜
松
へ
と
拠
点
を
移

し
た
の
は
１
５
７
０
年
。最
初
は
今
川
領

だ
っ
た
引
馬
城
を
居
城
と
し
た
が
、「
馬
を

曳
く（
退
く
）」は
縁
起
が
悪
い
た
め
、
こ
の

地
に
あ
っ
た
荘
園
の
名
前
を
取
り
、「
浜
松

城
」
と
し
て
築
城
。29
歳
か
ら
45
歳
ま
で
の

間
、
本
拠
地
と
し
て
過
ご
し
た
後
、
天
下
統

一
を
果
た
し
た
。そ
れ
か
ら
25
代
の
城
主
が

誕
生
し
、
幕
府
の
要
職
に
つ
い
た
こ
と
か
ら

出
世
城
と
呼
ば
れ
る
。

　

浜
松
城
は
、
浜
松
の
中
心
部
に
位
置
す

る
10 

ha
の
広
大
な
浜
松
城
公
園
内
に
そ
び

え
る
。美
し
い
新
緑
の
ト
ン
ネ
ル
を
歩
い
て

い
く
と
天
守
門
が
見
え
て
き
た
。天
守
閣
は

も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、自
然
石
を
積
み
上
げ
た

野
面
積
み
の
石
垣
が
当
時
の
状
態
で
そ
の

ま
ま
残
っ
て
い
る
城
は
、全
国
的
に
も
珍
し

い
そ
う
。早
速
、天
守
閣
に
登
り
、展
望
室
か

ら
街
並
み
を
眺
め
て
み
る
。家
康
は
、
眼
下

に
広
が
る
景
色
を
ど
ん
な
想
い
で
眺
め
て

い
た
の
だ
ろ
う
。

　
浜
松
城
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
、
家
康
生
涯

最
大
の
敗
戦
と
言
わ
れ
る
三
方
ヶ
原
の
合

戦
（
１
５
７
２
年
）
で
の
面
白
い
エ
ピ
ソ
ー

ド
が
書
か
れ
て
い
た
。武
田
軍
に
敗
れ
て
逃

げ
帰
る
途
中
、茶
屋
を
見
つ
け
て
小
豆
餅
を

食
べ
て
い
た
と
こ
ろ
、
武
田
勢
が
や
っ
て
き

た
。逃
げ
出
し
た
家
康
を
店
の
老
婆
が
走
っ

て
追
い
つ
き
、
代
金
を
受
け
取
っ
た
そ
う
。

こ
の
場
所
を「
銭
取
」と
呼
び
、
茶
屋
の
あ
っ

た
場
所
に
は
「
小
豆
餅
」
と
い
う
地
名
が
今

で
も
残
さ
れ
て
い
る
。実
際
に
車
で
向
か
っ

て
み
る
と
カ
ー
ナ
ビ
が
「
小
豆
餅
１
丁
目
で

す
」「
小
豆
餅
２
丁
目
で
す
」と
ア
ナ
ウ
ン
ス
。

「
〇
〇
シ
ョ
ッ
プ
小
豆
餅
店
」
と
い
う
店
の

看
板
を
見
つ
け
る
た
び
に
笑
っ
て
し
ま
う
。

　
ち
な
み
に
家
康
は
、敗
戦
し
て
憔
悴
し
た

姿
を
肖
像
画
に
残
し
、自
分
の
慢
心
の
戒
め

と
し
て
常
に
持
ち
歩
い
た
そ
う
だ
。三
河
の

小
大
名
家
に
生
ま
れ
、幼
少
時
代
は
今
川
氏

の
人
質
と
な
り
、
苦
労
を
重
ね
た
家
康
。自

分
に
は
厳
し
い
一
方「
家
臣
は
宝
」と
言
い
、

信
頼
関
係
を
築
き
な
が
ら
着
実
に
地
盤
を

固
め
て
き
た
人
物
像
を
私
な
り
に
感
じ
た
。

　

昼
に
炭
火
で
じ
っ
く
り
と
焼
き
上
げ
た

浜
名
湖
う
な
ぎ
を
味
わ
っ
て
か
ら
、う
な
ぎ

パ
イ
フ
ァ
ク
ト
リ
ー
へ
。館
内
に
入
っ
た
瞬

間
か
ら
バ
タ
ー
と
甘
い
香
り
に
包
ま
れ
て

幸
せ
気
分
！ 

２
階
に
上
が
る
と
職
人
さ
ん

が
手
仕
事
で
パ
イ
を
つ
く
る
工
程
全
体
を

見
下
ろ
す
こ
と
が
で
き
た
。ち
な
み
に
、
う

な
ぎ
パ
イ
の
表
面
に
塗
ら
れ
る
タ
レ
は
、隠

し
味
に
ガ
ー
リ
ッ
ク
を
使
用
し
て
い
る
が
、

工
場
内
で
も
数
人
し
か
知
ら
な
い
秘
伝
の

レ
シ
ピ
な
の
だ
そ
う
。さ
て
、
お
腹
も
満
足

し
た
の
で
、直
虎
ゆ
か
り
の
井
伊
谷
へ
と
向

か
う
こ
と
に
し
た
。

 ▲ 龍潭寺
直虎が修行をした井伊家の菩提寺は、奈良時代に行基によって開創された。建物内には貴重な文化財が多数所蔵さ
れ、井伊家を知るうえで欠かせない古寺。四季折々の美しい景色を魅せてくれる国指定名勝の庭園は、本堂から眺
めることができる。

戦
国
時
代
を
強
く
生
き
抜
い
た
直
虎

そ
の
功
績
を
子
ど
も
た
ち
に
受
け
継
ぐ

　

浜
名
湖
の
北
側
に
あ
る
井
伊
谷
（
浜
松

市
北
区
引
佐
町
）は
、山
々
に
囲
ま
れ
た
盆

地
に
の
ど
か
な
田
園
風
景
が
広
が
る
。澄

ん
だ
青
空
に
は
鳥
の
さ
え
ず
り
が
響
く
、

静
か
で
心
地
い
い
場
所
だ
。

　

１
０
０
０
年
に
も
及
ぶ
井
伊
家
の
歴
史

は
、初
代
・
共
保
か
ら
始
ま
っ
た
。彼
に
は

井
戸
で
出
生
し
た
と
い
う
不
思
議
な
伝
説

が
残
る
が
、
正
直
信
じ
が
た
い
と
思
っ
て

い
た
。け
れ
ど
も
現
地
に
足
を
運
ん
で
み

る
と
、
田
ん
ぼ
の
中
に
ポ
ツ
ン
と
出
現
す

る
井
戸
の
周
り
に
は
、
立
派
な
白
壁
と
門

が
築
か
れ
、
地
域
の
人
た
ち
に
大
切
に
守

ら
れ
て
き
た
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。

　

こ
こ
か
ら
歩
い
て
す
ぐ
の
場
所
に
あ
る

龍
潭
寺
は
、
平
安
時
代
か
ら
井
伊
家
の
菩

提
寺
と
な
り
、
桶
狭
間
の
戦
い
で
亡
く

な
っ
た
井
伊
直
盛（
直
虎
の
父
）の
戒
名
か

ら
寺
号
を
龍
潭
寺
に
変
え
た
そ
う
だ
。直

虎
は
出
家
し
、
第
二
代
住
職
の
南
渓
和
尚

に「
次
郎
法
師
」の
名
を
与
え
ら
れ
て
修
行

を
し
た
、
大
河
ド
ラ
マ
で
は
お
馴
染
み
の

舞
台
だ
。

　

山
門
を
進
み
、
仁
王
門
を
く
ぐ
る
と
大

き
な
屋
根
に「
井
」の
家
紋
が
つ
い
た
本
堂

が
そ
び
え
る
。周
囲
に
は
稲
荷
堂
や
開
山

堂
な
ど
が
点
在
し
、
想
像
以
上
に
ス
ケ
ー

ル
が
大
き
い
。特
に
庭
園
が
素
晴
ら
し
い

こ
と
に
驚
い
た
が
、
こ
れ
は
江
戸
初
期
に

小
堀
遠
州
が
手
が
け
た
そ
う
だ
。

　

境
内
に
は
、
南
渓
和
尚
の
位
牌
や
肖
像

画
、
直
虎
と
生
前
に
結
ば
れ
る
こ
と
の
な

か
っ
た
許
婚
の
直
親
の
墓
が
並
ぶ
井
伊
家

墓
所
な
ど
、
直
虎
の
生
き
た
時
代
を
随
所

に
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。身
近
な
人
た

ち
が
次
々
と
命
を
落
と
し
、
出
家
の
身
で

あ
り
な
が
ら
城
主
と
い
う
道
を
選
ん
だ
直

虎
。幼
少
の
直
政
を
後
見
人
と
し
て
養
育

し
、
15
歳
の
と
き
に
家
康
と
引
き
合
わ
せ

た
先
見
性
と
判
断
力
。そ
し
て
、自
分
よ
り

も
周
囲
の
人
た
ち
を
大
切
に
想
い
、
ど
ん

な
窮
地
に
お
い
て
も
井
伊
家
や
井
伊
谷
の

人
た
ち
を
守
り
通
し
た
強
い
女
性
の
姿

が
、私
の
中
で
鮮
明
に
な
っ
て
い
っ
た
。

　

直
虎
ブ
ー
ム
の
影
響
で
、
平
日
に
も
関

わ
ら
ず
、多
く
の
観
光
客
で
賑
わ
う
。な
か

に
は
地
元
の
小
学
生
が
校
外
学
習
の
一
貫

と
し
て
訪
れ
、「
こ
の
お
寺
は
、
い
つ
建
て

ら
れ
た
ん
で
す
か
」
と
元
気
い
っ
ぱ
い
に

質
問
を
し
て
い
た
。こ
う
や
っ
て
直
虎
を

は
じ
め
と
す
る
井
伊
家
の
歴
史
や
功
績
が

受
け
継
が
れ
て
い
く
と
思
う
と
嬉
し
く

な
っ
た
。

と
も
や
す

い
い
な
ず
け
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▲ 秋葉山本宮秋葉神社
秋葉山を神体山と仰ぎ、709年に創建された神社
は、火防の神様として有名。交通網が整備された
明治時代には、山頂の参籠者が一晩に400人に
なったことも。現在の本殿は1986年の再建。流れ
造りの本殿と入母屋造りの拝殿を幣殿で繋ぐ権
現造りで建坪は130坪。

◀ 秋葉山山頂からの風景
標高 866 メートルの秋葉山の山頂に建つ秋葉
神社。黄金色の「幸福の鳥居」の先に広がる景
色は、まさに絶景。遠く離れた遠州灘まで見渡
すことができる。

▼ 新天竜川橋
新東名高速道路の遠州森町PA－浜松浜北IC間の天竜川に
架かる23径間連続箱桁橋。橋長は1585.5ｍ、連続桁長は
1584.7ｍ。

秋
葉
原
の
地
名
の
由
来
に
な
っ
た

天
空
の
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
神
社
へ

　
「
浜
松
に
は
、
東
京
・
秋
葉
原
の
地
名

の
由
来
に
も
な
っ
て
い
る
天
空
の
パ
ワ
ー

ス
ポ
ッ
ト
が
あ
る
」。
旅
に
出
か
け
る
前

に
知
人
か
ら
聞
い
た
情
報
を
頼
り
に
、
最

後
に
足
を
延
ば
し
て
み
た
。

　
『
火
事
と
喧
嘩
は
江
戸
の
華
』
と
言
わ

れ
る
ほ
ど
、江
戸
の
街
に
は
火
事
が
多
発
。

１
８
６
９
年
に
も
大
火
が
あ
り
、
明
治
天

皇
は
そ
の
焼
け
野
原
（
現
在
の
J
R
秋
葉

原
駅
付
近
）
を
火
除
地
と
し
、
鎮
火
社
を

設
け
た
。
人
々
は
そ
の
鎮
火
社
を
火
防
の

神
と
し
て
有
名
な
秋
葉
山
信
仰
の
秋
葉
大

権
現
が
祀
ら
れ
て
い
る
と
思
い
、
鎮
火
社

を
「
秋
葉
さ
ん
」、火
除
地
を
「
秋
葉
っ
原
」

と
呼
ん
だ
の
が
由
来
に
な
っ
て
い
る
そ

う
。
浜
松
の
秋
葉
神
社
は
、
全
国
４
０
０

社
を
超
え
る
秋
葉
神
社
の
本
宮
。
足
利
尊

氏
や
武
田
信
玄
、
豊
臣
秀
吉
な
ど
の
名
立

た
る
武
将
が
一
族
の
繁
栄
を
願
っ
て
刀
を

奉
納
し
て
い
る
。

　

天
竜
川
に
沿
っ
て
走
る
国
道
１
５
２
号

線
を
北
上
す
る
と
、
標
識
に
神
社
の
上
社

と
下
社
の
ル
ー
ト
案
内
が
あ
っ
た
。「
行

く
な
ら
上
社
か
な
」
と
思
い
、
途
中
か
ら

林
道
を
ひ
た
す
ら
登
っ
て
い
く
。「
本
当

に
こ
の
道
で
大
丈
夫
？
」
と
不
安
に
な
る

く
ら
い
細
く
う
ね
っ
た
道
は
、
カ
ー
ナ
ビ

の
地
図
に
も
表
示
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ

で
も
「
神
社
ま
で
あ
と
〇
キ
ロ
」
の
標
識

に
勇
気
づ
け
ら
れ
、
よ
う
や
く
た
ど
り
着

い
た
。
後
に
宮
司
さ
ん
か
ら
、
山
頂
に
あ

る
上
社
か
ら
歩
い
て
２
時
間
ほ
ど
下
っ
た

場
所
に
下
社
が
あ
る
と
教
え
て
も
ら
う
。

下
社
は
後
か
ら
建
立
さ
れ
、
高
齢
者
や
足

が
不
自
由
な
方
が
そ
こ
で
上
社
に
向
か
っ

て
拝
む
そ
う
だ
。

　

神
社
に
到
着
し
て
車
の
ド
ア
を
開
け
る

と
ひ
ん
や
り
と
し
た
澄
ん
だ
空
気
に
包
ま

れ
た
。
大
き
な
鳥
居
を
く
ぐ
り
、
秋
葉
杉

が
立
ち
並
ぶ
山
道
の
階
段
を
ひ
た
す
ら

登
っ
て
、
登
っ
て
十
数
分
。
標
高
８
６
６

メ
ー
ト
ル
の
山
頂
に
建
て
ら
れ
た
黄
金
に

輝
く
「
幸
せ
の
鳥
居
」
と
本
殿
が
目
に
飛

び
込
ん
で
き
た
。眼
下
に
広
が
る
景
色
は
、

ま
さ
に
下
界
。
大
き
な
達
成
感
と
同
時
に

体
の
中
か
ら
パ
ワ
ー
が
み
な
ぎ
る
。
さ
ら

に
本
殿
の
前
に
置
か
れ
て
い
た
巨
大
な
火

打
ち
石
を
カ
チ
カ
チ
叩
き
、
ご
利
益
を

願
っ
た
。

チ
ャ
レ
ン
ジ
精
神
に
共
感
す
る

仲
間
た
ち
と
偉
業
を
成
し
遂
げ
た

　

浜
松
駅
へ
と
戻
る
帰
り
道
、
天
竜
川
に

架
か
る
壮
大
な
橋
を
見
つ
け
た
。

　

こ
の
新
天
竜
川
橋
は
、新
東
名
高
速
道
路

の
遠
州
森
町
Ｐ
Ａ
と
浜
松
浜
北
Ｉ
Ｃ
間
に

あ
り
、橋
長
は
１
５
０
０
メ
ー
ト
ル
を
超
え

る
。間
近
で
見
た
く
な
り
、
橋
の
下
の
原
っ

ぱ
に
車
を
停
め
て
橋
脚
ま
で
歩
い
て
行
く

と
、こ
の
ル
ー
ト
を
毎
日
散
歩
す
る
地
元
の

人
と
出
会
っ
た
。そ
の
お
じ
さ
ん
は
「
こ
の

橋
が
完
成
し
た
と
き
に
見
学
会
に
参
加
し

て
、
橋
の
中
を
歩
い
た
よ
。車
が
走
る
道
路

の
下
は
空
洞
に
な
っ
て
い
て
広
か
っ
た
」と

嬉
し
そ
う
に
話
し
て
く
れ
た
。橋
は
交
通
イ

ン
フ
ラ
の
役
割
を
担
う
だ
け
で
な
く
、地
域

の
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
と
し
て
親
し
ま
れ
、次
世

代
へ
受
け
継
が
れ
る
も
の
だ
と
感
じ
た
。

　

目
の
前
に
流
れ
る
天
竜
川
を
見
な
が
ら
、

今
回
の
旅
を
振
り
返
っ
て
み
る
。浜
松
の

偉
人
た
ち
は
、
考
え
て
悩
む
よ
り
も
行
動

し
よ
う
と
い
う「
や
ら
ま
い
か
精
神
」に
溢

れ
た
人
物
だ
と
い
う
こ
と
が
よ
く
理
解
で

き
た
。根
底
に
あ
る
の
は
、地
域
の
人
た
ち

を
幸
せ
に
し
た
い
、
役
に
立
ち
た
い
と
い

う
強
い
想
い
。そ
の
情
熱
が
周
囲
を
引
き

込
ん
で
輪
を
広
げ
て
い
っ
た
。ど
ん
な
偉

人
で
も
一
人
で
は
何
も
で
き
な
い
。前
人

未
到
の
偉
業
を
成
し
遂
げ
ら
れ
た
の
は
、

彼
ら
に
共
感
す
る
多
く
の
仲
間
が
い
た
か

ら
だ
と
思
う
。

　

世
の
中
は
目
ま
ぐ
る
し
く
進
化
し
、
豊

か
で
便
利
に
な
っ
た
。何
不
自
由
な
く
生

活
が
で
き
る
一
方
で
、
大
切
な
も
の
が
薄

れ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
た
。
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PRESTRESSED CONCRETE CONTRACTORS ASSOCIATION

▼ 天竜川
長野県から愛知県、静岡県を南流して遠州灘（太平洋）に注ぐ川。特に浜松市の上流
は、のどかな風光明媚な景色が広がり、釣りを楽しむ人を多く見かけた。

秋
葉
原
の
地
名
の
由
来
に
な
っ
た

天
空
の
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
神
社
へ

　
「
浜
松
に
は
、
東
京
・
秋
葉
原
の
地
名

の
由
来
に
も
な
っ
て
い
る
天
空
の
パ
ワ
ー

ス
ポ
ッ
ト
が
あ
る
」。
旅
に
出
か
け
る
前

に
知
人
か
ら
聞
い
た
情
報
を
頼
り
に
、
最

後
に
足
を
延
ば
し
て
み
た
。

　
『
火
事
と
喧
嘩
は
江
戸
の
華
』
と
言
わ

れ
る
ほ
ど
、江
戸
の
街
に
は
火
事
が
多
発
。

１
８
６
９
年
に
も
大
火
が
あ
り
、
明
治
天

皇
は
そ
の
焼
け
野
原
（
現
在
の
J
R
秋
葉

原
駅
付
近
）
を
火
除
地
と
し
、
鎮
火
社
を

設
け
た
。
人
々
は
そ
の
鎮
火
社
を
火
防
の

神
と
し
て
有
名
な
秋
葉
山
信
仰
の
秋
葉
大

権
現
が
祀
ら
れ
て
い
る
と
思
い
、
鎮
火
社

を
「
秋
葉
さ
ん
」、火
除
地
を
「
秋
葉
っ
原
」

と
呼
ん
だ
の
が
由
来
に
な
っ
て
い
る
そ

う
。
浜
松
の
秋
葉
神
社
は
、
全
国
４
０
０

社
を
超
え
る
秋
葉
神
社
の
本
宮
。
足
利
尊

氏
や
武
田
信
玄
、
豊
臣
秀
吉
な
ど
の
名
立

た
る
武
将
が
一
族
の
繁
栄
を
願
っ
て
刀
を

奉
納
し
て
い
る
。

　

天
竜
川
に
沿
っ
て
走
る
国
道
１
５
２
号

線
を
北
上
す
る
と
、
標
識
に
神
社
の
上
社

と
下
社
の
ル
ー
ト
案
内
が
あ
っ
た
。「
行

く
な
ら
上
社
か
な
」
と
思
い
、
途
中
か
ら

林
道
を
ひ
た
す
ら
登
っ
て
い
く
。「
本
当

に
こ
の
道
で
大
丈
夫
？
」
と
不
安
に
な
る

く
ら
い
細
く
う
ね
っ
た
道
は
、
カ
ー
ナ
ビ

の
地
図
に
も
表
示
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ

で
も
「
神
社
ま
で
あ
と
〇
キ
ロ
」
の
標
識

に
勇
気
づ
け
ら
れ
、
よ
う
や
く
た
ど
り
着

い
た
。
後
に
宮
司
さ
ん
か
ら
、
山
頂
に
あ

る
上
社
か
ら
歩
い
て
２
時
間
ほ
ど
下
っ
た

場
所
に
下
社
が
あ
る
と
教
え
て
も
ら
う
。

下
社
は
後
か
ら
建
立
さ
れ
、
高
齢
者
や
足

が
不
自
由
な
方
が
そ
こ
で
上
社
に
向
か
っ

て
拝
む
そ
う
だ
。

　

神
社
に
到
着
し
て
車
の
ド
ア
を
開
け
る

と
ひ
ん
や
り
と
し
た
澄
ん
だ
空
気
に
包
ま

れ
た
。
大
き
な
鳥
居
を
く
ぐ
り
、
秋
葉
杉

が
立
ち
並
ぶ
山
道
の
階
段
を
ひ
た
す
ら

登
っ
て
、
登
っ
て
十
数
分
。
標
高
８
６
６

メ
ー
ト
ル
の
山
頂
に
建
て
ら
れ
た
黄
金
に

輝
く
「
幸
せ
の
鳥
居
」
と
本
殿
が
目
に
飛

び
込
ん
で
き
た
。眼
下
に
広
が
る
景
色
は
、

ま
さ
に
下
界
。
大
き
な
達
成
感
と
同
時
に

体
の
中
か
ら
パ
ワ
ー
が
み
な
ぎ
る
。
さ
ら

に
本
殿
の
前
に
置
か
れ
て
い
た
巨
大
な
火

打
ち
石
を
カ
チ
カ
チ
叩
き
、
ご
利
益
を

願
っ
た
。

チ
ャ
レ
ン
ジ
精
神
に
共
感
す
る

仲
間
た
ち
と
偉
業
を
成
し
遂
げ
た

　

浜
松
駅
へ
と
戻
る
帰
り
道
、
天
竜
川
に

架
か
る
壮
大
な
橋
を
見
つ
け
た
。

　

こ
の
新
天
竜
川
橋
は
、新
東
名
高
速
道
路

の
遠
州
森
町
Ｐ
Ａ
と
浜
松
浜
北
Ｉ
Ｃ
間
に

あ
り
、橋
長
は
１
５
０
０
メ
ー
ト
ル
を
超
え

る
。間
近
で
見
た
く
な
り
、
橋
の
下
の
原
っ

ぱ
に
車
を
停
め
て
橋
脚
ま
で
歩
い
て
行
く

と
、こ
の
ル
ー
ト
を
毎
日
散
歩
す
る
地
元
の

人
と
出
会
っ
た
。そ
の
お
じ
さ
ん
は
「
こ
の

橋
が
完
成
し
た
と
き
に
見
学
会
に
参
加
し

て
、
橋
の
中
を
歩
い
た
よ
。車
が
走
る
道
路

の
下
は
空
洞
に
な
っ
て
い
て
広
か
っ
た
」と

嬉
し
そ
う
に
話
し
て
く
れ
た
。橋
は
交
通
イ

ン
フ
ラ
の
役
割
を
担
う
だ
け
で
な
く
、地
域

の
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
と
し
て
親
し
ま
れ
、次
世

代
へ
受
け
継
が
れ
る
も
の
だ
と
感
じ
た
。

　

目
の
前
に
流
れ
る
天
竜
川
を
見
な
が
ら
、

今
回
の
旅
を
振
り
返
っ
て
み
る
。浜
松
の

偉
人
た
ち
は
、
考
え
て
悩
む
よ
り
も
行
動

し
よ
う
と
い
う「
や
ら
ま
い
か
精
神
」に
溢

れ
た
人
物
だ
と
い
う
こ
と
が
よ
く
理
解
で

き
た
。根
底
に
あ
る
の
は
、地
域
の
人
た
ち

を
幸
せ
に
し
た
い
、
役
に
立
ち
た
い
と
い

う
強
い
想
い
。そ
の
情
熱
が
周
囲
を
引
き

込
ん
で
輪
を
広
げ
て
い
っ
た
。ど
ん
な
偉

人
で
も
一
人
で
は
何
も
で
き
な
い
。前
人

未
到
の
偉
業
を
成
し
遂
げ
ら
れ
た
の
は
、

彼
ら
に
共
感
す
る
多
く
の
仲
間
が
い
た
か

ら
だ
と
思
う
。

　

世
の
中
は
目
ま
ぐ
る
し
く
進
化
し
、
豊

か
で
便
利
に
な
っ
た
。何
不
自
由
な
く
生

活
が
で
き
る
一
方
で
、
大
切
な
も
の
が
薄

れ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
た
。
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旅MAP

出世の街

浜松

今切口
浜名大橋 (p.02)

弁天島海浜公園

スズキ歴史館 (p.02)

アクトタワー(p.03)
浜松市楽器博物館 (p.03)

元城町東照宮

浜松城 (p.01)

気賀関所跡

おんな城主 直虎
大河ドラマ館
（平成30年1月14日まで）

龍潭寺 (p.05)

はままつ
フルーツパーク
時の栖

天竜二俣駅
転車台と扇形車庫

本田宗一郎
ものづくり伝承館 (p.03)

秋葉山本宮
秋葉神社上社 (p.06)
秋葉山本宮
秋葉神社上社 (p.06)

秋葉山本宮
秋葉神社下社

井伊共保公出生の井戸(p.05)

うなぎパイファクトリー(p.04)

舘山寺温泉

はままつ
フラワーパーク

大草山
展望台 (p.04)

かんざんじ
ロープウエイ
かんざんじ
ロープウエイ

とびうお大橋

はまゆう大橋

新天竜川橋 (p.06)

浜北高架橋

東ノ谷池橋

大平高架橋

都田川橋


