


も
と
も
と
街
道
は
公
用
道
路
の
役
割
で
造
ら
れ
、

参
勤
交
代
や
幕
府
役
人
の
公
用
の
往
来
や

物
資
運
搬
の
た
め
に
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。し
か
し
、経
済
が
発
達
し

社
会
が
落
ち
着
き
を
見
せ
始
め
る
と
、庶
民
が
伊
勢
神
宮
な
ど
の

寺
社
参
詣
や
湯
治
の
旅
の
た
め
に
活
用
し
始
め
ま
し
た
。

徒
歩
で
行
く
し
か
な
か
っ
た
江
戸
時
代
の
旅
。

車
も
新
幹
線
も
な
い
、険
し
い
道
の
り
に
求
め
ら
れ
た
の
は

各
所
で
味
わ
え
る“
グ
ル
メ
”だ
っ
た
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

当
時
唯
一
の
情
報
ル
ー
ト
だ
っ
た
街
道
を
通
し
て
、

名
物
は
全
国
へ
伝
わ
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。

江
戸
の
庶
民
が
こ
ぞ
っ
て
歩
い
た

 “
お
い
し
い
”で
辿
る
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海
道
五
十
三
次
」
シ
リ
ー
ズ

最
初
の
一
図
は
、
東
海
道
の

起
点
で
あ
る
日
本
橋
。
夜
が
明
け
、

明
る
み
始
め
た
空
の
下
の
様
子
で
す
。

橋
の
向
こ
う
か
ら
向
か
っ
て
く
る
武

家
の
行
列
は
、
一
日
に
歩
く
距
離
を

少
し
で
も
長
く
し
て
経
費
を
抑
え
る

た
め
、
早
朝
に
江
戸
を
発
っ
た
と
い

わ
れ
ま
す
。
手
前
左
の
高こ
う

札さ
つ

場ば

前
に

は
、
仕
入
れ
た
魚
を
盤ば
ん

台だ
い

に
入
れ
頭

上
に
掲
げ
る
魚
屋
や
天
秤
棒
で
担
ぐ

棒ぼ
う

手て

振ふ
り

、
野
菜
売
り
な
ど
が
早
朝
の

に
ぎ
わ
い
を
見
せ
て
い
ま
す
。
日
本

橋
は
、
百
万
都
市
江
戸
の
消
費
を
支

え
る
市
場
、
魚
河
岸
と
し
て
の
役
割

が
あ
り
、
毎
日
日
銭
で
１
千
両
が
落

ち
た
そ
う
。
こ
の
よ
う
に
に
ぎ
わ
っ

た
日
本
橋
の
魚
河
岸
に
は
、
数
多
く

の
魚
が
荷
揚
げ
さ
れ
ま
し
た
。
な
か

で
も
春
先
〜
初
夏
の
「
初
カ
ツ
オ
」

は
特
別
な
も
の
で
、
非
常
に
高
値
で

取
引
さ
れ
て
い
た
と
い
わ
れ
ま
す
。

日
本
橋
は
中
心
で
あ
り

流
通
経
済
の
要

東

初物に銭を惜しまないのが江戸っ子といわ
れ、「鎌倉を 生きて出てけん はつがつを」と
いう句を、松尾芭蕉も詠んだとされています。

❸カツオ

の答え第一問

岡
崎
宿

京
師 水

口
宿

石
薬
師
宿

23ページで
浮世絵を
ご紹介

朝之景（日本橋／始点）

※地図はイメージです。2022.57



現在の「二八そば」は、そば8割、小麦粉2割の配合のことをいいますが、江戸時代は
当時のそばが16文だったことから、2×8＝16に掛けて「二八そば」と呼んでいました。
しかし慶応年間に、物価が値上がりし小麦粉を混ぜて作ったそばに質の低下したも
のが増え、「二八そば」は安価なそばの代名詞として使われたとの説があります。

❷そばの値段から

の答え第二問

落語の「時そば」もこの二八
そばを題材にしているそう。

二八そばの行燈看板
の前で女性がふたり
いるようです。お店の
おかみさんでしょうか。

新町橋（保土ヶ谷宿／神奈川）

戸
を
出
て
最
初
の
難
所
と
い

わ
れ
る
急
坂
「
権
太
坂
」
の

手
前
に
あ
っ
た
の
が
現
神
奈
川
県
の

保
土
ヶ
谷
宿
で
し
た
。
旅
人
の
多
く

は
こ
こ
で
休
息
を
と
っ
た
と
い
わ
れ

ま
す
。
手
前
の
橋
の
上
で
こ
ち
ら
を

振
り
返
っ
て
い
る
深ふ
か

編あ
み

笠が
さ

を
か
ぶ
っ

た
男
は
、
尺
八
を
袋
に
入
れ
て
腰
に

差
し
た
虚こ

無む

僧そ
う

で
、
そ
の
後
ろ
か
ら

駕か

籠ご

に
乗
っ
た
武
士
が
付
き
添
い
の

家
来
と
両
掛
を
担
ぐ
用
人
を
伴
っ
て

続
い
て
い
ま
す
。
橋
の
た
も
と
に
は

〝
二
八
そ
ば
〞
と
お
ぼ
し
き
看
板
を

出
し
た
茶
店
が
あ
り
、
そ
れ
が
名
物

だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
江

戸
末
期
、
価
格
が
一
杯
16
文
で
あ
る

こ
と
か
ら
「
二
八
、
十
六
」
で
「
二

八
」
そ
ば
と
い
わ
れ
た
そ
う
。

一
杯
十
六
文
の

“
二
八
そ
ば
”
を
味
わ
っ
た

江

101112131415
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先
に
は
梅
が
咲
き
、
藁
屋
根
の
上
に

は
つ
が
い
の
鳥
が
…
…
。
現
在
の
静

岡
県
静
岡
市
に
あ
っ
た
鞠
子
宿
。
丸
子
と
も

呼
ば
れ
ま
す
。
軒
下
に
は
「
御
ち
ゃ
つ
け
」

の
看
板
、
さ
ら
に
「
名
ぶ
つ
と
ろ
ろ
汁
」
の

立
て
看
板
を
立
て
か
け
て
い
る
茶
店
の
図
で

す
。
店
先
で
縁
台
に
腰
か
け
た
旅
人
が
2
人
、

と
ろ
ろ
汁
を
肴
に
酒
を
飲
ん
で
い
ま
す
。
こ

包
ん
だ
餅
を
食
べ
、
戦
勝
後
に
再
び

立
ち
寄
り
、
そ
の
餅
に
「
勝
和
餅
」

と
名
付
け
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
後
、「
勝
和
餅
」
が
「
柏
餅
」
に

転
じ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
真
偽

の
ほ
ど
は
定
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

サ
ッ
と
食
べ
ら
れ
る
名
物
で
パ
ワ
ー
チ
ャ
ー
ジ

庭

の
と
ろ
ろ
汁
は
、
自
然
薯
を
使
っ
て
い
た
の

が
特
徴
だ
そ
う
で
、
す
っ
て
味
噌
仕
立
て
に

し
、
麦
飯
に
か
け
た
も
の
。
こ
の
茶
店
で
疲

れ
た
体
を
癒
し
、
精
を
つ
け
た
の
で
し
ょ
う
。

ち
な
み
に
こ
の
2
人
旅
人
は
、
十
返
舎
一
九

の
『
東
海
道
中
膝
栗
毛
』
の
弥
次
喜
多
の
イ

メ
ー
ジ
が
重
ね
ら
れ
て
お
り
、
ほ
か
の
図
に

も
た
び
た
び
登
場
し
て
い
ま
す
。

この描かれたとろろ汁のお
店は、今でも「丁子屋」とい
う名で現存しています。

猿ヶ馬場（二川宿／愛知）

面
左
端
に
い
る
武
士
が
買
っ

て
い
る
の
が
「
名
物
か
し
ハ

餅
」。
今
の
愛
知
県
豊
橋
市
に
あ
っ

た
と
さ
れ
る
二
川
宿
。
そ
こ
に
向
か

う
途
中
の
猿
ヶ
馬
場
と
呼
ば
れ
る
地

は
、
小
松
が
多
く
生
え
て
い
る
景
勝

地
で
し
た
。
柏
餅
を
名
物
と
す
る
茶

店
が
あ
り
、
荒
涼
感
あ
ふ
れ
る
風
景

で
和
菓
子
を
味
わ
っ
た
よ
う
で
す
。

言
い
伝
え
に
豊
臣
秀
吉
が
小
田
原
攻

め
の
際
に
二
川
の
茶
屋
で
柏
の
葉
に

原
野
を
臨
む

絶
品
和
菓
子
の
店

画

だだっ広い平野の左
端にポツンと佇む「か
しハ餅」の看板が。

名物茶店（鞠子宿／静岡）
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重
県
の
石
薬
師
宿
の
図
は
、

田
ん
ぼ
の
畦あ
ぜ

道み
ち

を
突
き
当
た

っ
た
と
こ
ろ
に
石
薬
師
寺
の
山
門
が

描
か
れ
て
い
ま
す
。
東
寺
真
言
宗
の

お
寺
で
、
道
中
の
旅
人
は
安
全
祈
願

に
訪
れ
ま
し
た
。
そ
ん
な
石
薬
師
の

ま
わ
り
に
あ
る
、
小
さ
な
宿
駅
だ
っ

た
よ
う
で
す
。
右
手
の
田
ん
ぼ
に
は

刈
り
入
れ
後
の
稲い
な

叢む
ら

が
点
々
と
立
て

ら
れ
、
農
作
業
し
て
い
る
人
々
が
描

か
れ
て
い
ま
す
。
古
来
か
ら
続
く
稲

作
の
様
子
が
垣
間
見
え
る
、
ど
こ
か

懐
か
し
さ
も
感
じ
る
風
景
で
す
ね
。

稲
作
か
ら
伺
い
知
る
日
本
の
原
風
景

鶏
肉
の

カ
シ
ュ
ー
ナ
ッ
ツ

炒
め
風

三

面
に
む
し
ろ
を
敷
い
て
そ
の
上

に
ま
な
板
を
置
き
、
包
丁
で
夕

顔
の
果
肉
を
細
く
長
く
む
く
。
上
手
に

た
る
ま
せ
な
が
ら
干
し
て
い
く
―
―
現

在
は
滋
賀
県
甲
賀
市
に
あ
る
水み
な

口く
ち

宿
の

様
子
で
す
。
女
性
た
ち
が
干
し
て
い
る

の
は
名
物
の
干か
ん

瓢ぴ
ょ
う

。
よ
く
見
る
と
向

か
い
の
家
に
も
垣
根
を
利
用
し
て
干
す

様
子
が
。
こ
の
地
域
全
体
で
盛
ん
に
作

ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
乾

燥
さ
せ
て
保
存
食
と
し
て
用
い
ら
れ
、

和
え
物
、
漬
物
や
精
進
料
理
の
だ
し
の

材
料
に
な
る
干
瓢
は
、
江
戸
の
頃
、
日

常
的
な
食
材
で
し
た
。

名
産
は
保
存
も
利
く
オ
ー
ル
マ
イ
テ
ィ
な
食
材

地

江戸時代の藩主の異動によって干瓢生産の技術
は水口から関東に伝えられました。現在は栃木県
で全国の干瓢の生産が行われています。

❶干
かん

瓢
ぴょう

の答え第三問

石薬師寺（石薬師宿／三重）

名物干瓢（水口宿／滋賀）
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岡部宿（静岡県） 鞠子宿（静岡県） 府中宿（静岡県） 江尻宿（静岡県） 興津宿（静岡県） 由井宿（静岡県）詳しくは、まごころ商店（ふかしいも）第7号をご確認ください

旅

鶏
団
子
と

エ
ビ
の

ち
ゃ
ん
こ
鍋
風

［ 

東
京 

］

両国のお相撲さんが
作ってくれそうな、具だく
さん献立。鶏団子とエ
ビの旨みがおいしい。

滋賀では定番の近江ちゃんぽ
んを、宅食流で再現。和だしで
あっさりおいしくいただけます。

ブランド野菜三島馬鈴薯（メークイ
ン）を使ったご当地コロッケです。

上品な湯葉をあんか
けにして、白身魚とご
一緒に。湯葉の風味
が口に広がります。

伊勢湾を臨む三重をイ
メージした、創作料理で
す。トマトソースも◎。

中華街のある神奈川に思
いを馳せて、オリエンタル
な味わいの一品が登場！

近
江

ち
ゃ
ん
ぽ
ん
風

［ 

滋
賀 

］

鶏
肉
の

カ
シ
ュ
ー
ナ
ッ
ツ

炒
め
風［ 

神
奈
川 

］

三
島

コ
ロ
ッ
ケ［ 静

岡 

］

ク
リ
ー
ム
コ
ロ
ッ
ケ

エ
ビ
の

ト
マ
ト
ソ
ー
ス

［ 

三
重 

］

白
身
魚
の

湯
葉

あ
ん
か
け［ 京

都 

］

5月16日週
に
登場！

まごころおかず

まごころおかず

まごころダブル

まごころおかず
まごころダブル

まごころダブル

まごころ御膳
まごころ手鞠

まごころ御膳
まごころ手鞠

まごころ御膳
まごころ手鞠

伝統食・B級グルメ・創作料理を楽しむ！

する献立
東海道五十三次から約400年。ワタミが「東海道」を
題材に、創作や地元グルメなどを再現しました。

〜東海道編〜
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