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※
区
長
さ
ん
を
は
じ
め
と
し
た
切
差

地
区
9
名
の
方
に
お
話
を
聞
き
ま
し

た ※
本
文
は
全
員
の
お
話
を
ま
と
め
た

形
式
で
記
述
さ
せ
て
頂
い
て
い
ま
す 

※
昭
和
50
年
代
の
地
区
の
生
業
と
地

区
の
特
色
を
中
心
に
お
話
し
を
聞
い

て
お
り
ま
す 

  

質
問
① 

ご
自
身
の
歴
史 

 ・
ご
自
身
の
価
値
観
や
仕
事
観
の
形

成
に
大
き
く
影
響
し
た
と
考
え
ら
れ

る
、
人
生
中
の
濃
い
期
間
や
転
機
に
つ

い
て
教
え
て
く
だ
さ
い
。 

 

昭
和
50
年
代
ま
で
の
切
差
地
区
は
、

絹
糸
を
採
取
す
る
養
蚕
を
生
業
と
し

て
き
ま
し
た
。 

養
蚕
は
「
お
か
い
こ
さ
ん
」
と
呼
ば

れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
の
2
階
3
階
部

分
を
作
業
場
と
し
て
家
族
ぐ
る
み
で

取
り
組
ん
で
い
ま
し
た
。
そ
の
名
残

で
、
地
区
に
あ
る
家
屋
の
大
部
分
は

3
階
部
分
の
あ
る
切
妻
造
り
の
大
き

な
古
民
家
が
占
め
て
お
り
、
独
特
の

景
観
を
形
成
し
て
い
ま
す
。 

蚕
は
、
2
～
3
か
月
で
羽
化
か
ら

産
卵
ま
で
完
結
す
る
生
物
で
、
切
差

地
区
で
は
、
春
・
夏
・
秋
の
年
3
回
絹

糸
を
採
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
人
に

よ
っ
て
は
晩
秋
も
採
る
よ
う
に
し
て

い
る
方
も
お
り
ま
し
た
。
養
蚕
に
お

い
て
私
た
ち
が
行
う
作
業
範
囲
は
、

繭
を
集
め
る
ま
で
で
、
そ
れ
以
降
の

絹
糸
つ
む
ぎ
や
販
売
は
業
者
さ
ん
に

任
せ
て
お
り
ま
し
た
。 

養
蚕
の
糸
は
販
売
す
る
こ
と
で
現

金
収
入
に
な
る
の
は
勿
論
で
す
が
、

自
分
達
が
着
る
服
の
原
料
と
し
て
も

使
っ
て
い
ま
し
た
。 

養
蚕
が
主
な
生
業
で
は
あ
り
ま
す

が
、
生
活
の
た
め
に
養
蚕
を
行
っ
て

い
る
最
中
で
も
他
の
幾
つ
か
の
仕
事

を
並
行
し
て
取
り
組
ん
で
い
ま
し
た
。

そ
れ
は
、
こ
ん
に
ゃ
く
作
り
、
畑
作
、

稲
作
、
キ
ノ
コ
栽
培
、
川
魚
の
養
殖
や

雑
木
の
伐
採
な
ど
多
岐
に
渡
り
ま
し

た
。 

 

切
差
は
、
平
坦
地
が
少
な
く
傾
斜

地
が
多
い
地
区
で
す
が
、
傾
斜
地
の

水
は
け
の
良
さ
は
、
こ
ん
に
ゃ
く
芋

の
栽
培
に
適
し
た
地
形
で
も
あ
り
ま
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す
。
水
は
け
の
よ
い
傾
斜
地
の
日
向

に
こ
ん
に
ゃ
く
芋
を
植
え
、
日
陰
に

は
桑
の
木
を
植
え
る
と
い
う
よ
う
に
、

限
ら
れ
た
土
地
を
有
効
利
用
し
生
活

の
糧
を
得
る
よ
う
に
し
て
き
ま
し
た
。

こ
ん
に
ゃ
く
芋
は
栽
培
に
3
年
か
か

り
こ
ん
に
ゃ
く
に
す
る
ま
で
に
時
間

が
か
か
り
ま
す
が
、
当
時
は
現
金
収

入
と
し
て
重
要
な
も
の
だ
っ
た
の
で

す
。 こ

の
よ
う
に
、
こ
ん
に
ゃ
く
と
桑

を
植
え
た
残
り
の
土
地
で
畑
作
を
行

っ
て
い
た
わ
け
で
す
が
、
稲
作
を
行

え
る
よ
う
な
土
地
は
な
く
地
区
内
に

田
ん
ぼ
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
、

切
差
の
住
民
は
皆
、
少
し
下
っ
た
八

幡
の
水
口
地
区
に
少
し
ば
か
り
の
棚

田
を
持
ち
お
米
を
作
っ
て
い
ま
し
た
。

当
時
の
棚
田
の
稲
作
は
、
牛
や
馬
で

耕
し
、
家
畜
の
糞
を
肥
料
と
す
る
よ

う
な
稲
作
で
す
。
稲
作
の
た
め
に
切

差
と
水
口
を
往
復
し
、
自
分
た
ち
が

消
費
す
る
た
め
の
米
を
栽
培
し
て
い

た
の
で
す
。 

一
方
、
川
魚
の
養
殖
は
、
ヤ
マ
メ
に

似
た
川
魚
で
あ
る
ア
マ
ゴ
の
養
殖
を

兄
川
の
支
流
の
湧
水
を
取
水
し
て
行

っ
て
い
ま
し
た
。
切
差
地
区
は
、
現
在

に
至
る
ま
で
、
付
近
の
山
を
源
泉
と

す
る
湧
水
を
飲
み
水
と
し
て
利
用
し

て
い
ま
す
。
飲
み
水
の
管
理
は
、
現
在

で
は
他
の
多
く
の
地
域
と
同
様
に
市

の
水
道
課
に
行
っ
て
も
ら
っ
て
い
ま

す
が
、
長
ら
く
は
地
域
の
管
理
水
道

組
合
が
行
っ
て
来
ま
し
た
。
川
魚
の

養
殖
は
、
そ
の
よ
う
な
澄
ん
だ
水
を

使
う
こ
と
が
出
来
た
か
ら
こ
そ
、
行

え
て
い
た
も
の
だ
っ
た
の
で
す
。 

こ
の
他
に
も
、
シ
メ
ジ
の
栽
培
を

行
っ
た
り
し
ま
し
た
し
、
春
の
お
金

が
無
い
時
は
雑
木
を
伐
採
し
販
売
す

る
な
ど
も
行
い
、
日
々
の
生
活
の
足

し
と
し
て
き
た
の
で
す
。 

 
 昭

和
の
途
中
ま
で
は
、
上
記
の
よ

う
な
生
活
を
送
っ
て
き
ま
し
た
が
、

だ
ん
だ
ん
と
現
金
確
保
の
た
め
に
地

区
外
に
出
て
働
く
必
要
が
発
生
し
て

き
ま
し
た
。
最
初
に
取
り
組
む
よ
う

に
な
っ
た
仕
事
は
、
市
街
地
を
中
心

に
行
わ
れ
て
い
る
土
木
作
業
で
あ
り
、

そ
こ
か
ら
様
々
な
仕
事
に
取
り
組
む

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
特
に
若
い
世

代
は
、
生
活
の
た
め
に
切
差
を
出
て

市
街
で
働
く
よ
う
に
な
り
、
地
区
全

体
か
ら
人
が
出
て
い
く
よ
う
に
な
っ

た
の
で
す
。 

 

こ
の
よ
う
な
事
態
は
切
差
に
限
ら

ず
山
梨
市
内
全
域
で
進
ん
で
き
た
こ

と
か
と
思
い
ま
す
が
、
出
て
い
っ
て

し
ま
う
だ
け
で
は
な
く
、
何
か
し
ら

人
の
入
り
が
あ
る
よ
う
に
な
る
と
楽

し
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
お
り

ま
す
。 
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質
問
② 

昭
和
50
年
代
の
ラ
イ
フ
ス

タ
イ
ル 

 

■
季
節
単
位 

季
節
ご
と
に
変
化
す
る
生
活
ぶ
り
を

簡
潔
に
教
え
て
下
さ
い
。 

 

・
春 

4
月
に
、
稲
作
の
開
始
と
し
て
籾
ま

き
と
麦
の
収
穫
を
す
る
。
繭
を
採
る

た
め
に
、
桑
の
葉
が
育
ち
始
め
る
5

月
20
日
頃
か
ら
蚕
の
生
育
を
開
始
す

る
。
や
が
て
6
月
に
入
る
と
蚕
が
糸

を
吐
き
繭
作
り
を
始
め
る
。
二
晩
寝

ず
の
管
理
を
す
る
時
も
多
々
あ
る
。

出
来
上
が
っ
た
繭
を
集
め
、
繭
の
ま

ま
業
者
に
出
荷
す
る
。 

 

・
夏 

繭
を
採
る
た
め
に
、
蚕
の
生
育
を
開

始
す
る
。
畑
や
田
ん
ぼ
の
草
刈
り
に

忙
し
い
。
真
夏
で
は
あ
る
が
、
標
高
が

高
い
た
め
、
暑
さ
も
程
々
な
感
じ
だ
。 

 

・
秋 

繭
を
採
る
た
め
に
、
蚕
の
生
育
を
開

始
す
る
。
10
月
に
は
稲
刈
か
ら
始
ま

り
、
お
米
に
か
か
わ
る
作
業
を
行
う
。

秋
は
特
に
忙
し
い
。
晩
秋
に
は
4
回

目
の
繭
取
り
の
た
め
、
蚕
の
生
育
を

開
始
す
る
。 

 

・
冬 

味
噌
な
ど
の
加
工
品
づ
く
り
を
行
う
。

冬
期
の
現
金
確
保
の
た
め
に
、
雑
木

林
を
伐
採
し
木
材
業
者
に
販
売
す
る
。 

 

 

市指定天然記念物『切差地区 金比羅山 柱状節理』の紹介 

 

木材を積み重ねたように四角形、五角形、六角形の見事な柱状節理

が、切差北部の金比羅山に発達しています。秩父裏街道と合わせ、見

学可能です。 

 

http://www.city.yamanashi.yamanashi.jp/citizen/doc

s/city_104.html 
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■
秩
父
往
還
の
図 

 

 

「秩父往還」の概念図です。切差地区は、古の軍用路である

「秩父裏街道」の一部を形成しています。なお、表街道であ

る秩父街道も本道と間道に分かれていたことが図からわか

ります。往還の大部分は山梨市で構成されています。 
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質
問
③ 

よ
く
使
う
仕
事
道
具 

 

・
生
業(

な
り
わ
い)

が
人
の
人
生
を
形

作
る
と
の
観
点
か
ら
、
仕
事
道
具
は
人

の
生
き
ざ
ま
を
具
現
す
る
も
の
と
考

え
て
い
ま
す
。
一
点
も
の
で
も
消
耗
品

で
も
構
い
ま
せ
ん
の
で
、
大
切
な
仕
事

道
具
を
一
つ
見
せ
て
く
だ
さ
い
。 

  

か
つ
て
の
地
区
の
生
業
で
あ
っ
た

養
蚕
の
道
具
を
お
見
せ
し
ま
す
。
各

戸
で
養
蚕
の
道
具
を
持
っ
て
お
り
ま

し
た
。 

 

今
で
は
持
っ
て
い
る
人
も
大
分
減

っ
て
き
ま
し
た
が
、
家
の
隅
を
探
せ

ば
出
て
く
る
も
の
で
す
。 

質
問
④ 

ご
自
身
が
お
住
み
の
地
区
に

つ
い
て
思
う
と
こ
ろ 

 

・
地
区
の
自
然
環
境
、
歴
史
、
風
俗(

祭

り
な
ど
伝
統
的
な
も
の)

な
ど
の
特
徴

を
あ
な
た
の
視
点
で
紹
介
し
て
く
だ

さ
い
。 

 

現
状
で
は
、
切
差
地
区
だ
け
で
何

か
を
し
よ
う
と
す
る
の
は
非
常
に
難

し
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。 

地
区
内
で
働
く
と
こ
ろ
が
無
い
事

と
、
一
番
近
か
っ
た
堀
内
小
学
校
が

廃
校
に
な
り
通
学
が
困
難
な
事
が
状

況
に
拍
車
を
掛
け
て
い
ま
す
。
八
幡

小
学
校
で
す
ら
在
校
生
が
ど
ん
ど
ん

減
少
し
て
い
る
現
状
も
あ
り
ま
す
。

こ
の
問
題
は
、
交
通
手
段
が
乏
し
い

こ
と
が
一
番
の
原
因
と
な
っ
て
い
る

と
考
え
て
い
ま
す
。
交
通
に
関
わ
る

何
か
し
ら
の
仕
掛
け
が
無
い
と
、
今

後
、
日
常
生
活
も
大
変
に
な
っ
て
い

く
の
で
は
と
危
惧
し
て
お
り
ま
す
。 

一
方
で
、
夏
は
涼
し
く
静
か
な
環

境
の
た
め
、
避
暑
地
と
し
て
は
非
常

に
い
い
場
所
だ
と
思
い
ま
す
。
実
際
、

地
区
外
の
方
が
空
き
家
を
購
入
し
た

り
借
り
た
り
し
て
、
暑
い
期
間
中
滞

在
し
て
い
る
事
例
も
あ
り
ま
す
。
本

糸を紡ぐ器具 

蚕が繭を作る器具 

繭の周りの糸を取る

器具 
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当
は
、
避
暑
だ
け
で
は
な
く
年
間
を

通
じ
て
住
ん
で
く
れ
る
こ
と
が
一
番

だ
と
思
い
ま
す
し
、
そ
の
よ
う
な
方

が
い
た
ら
大
い
に
歓
迎
し
た
い
と
思

い
ま
す
。 

い
ず
れ
に
し
て
も
現
住
者
と
し
て

は
、
切
差
地
区
に
骨
を
埋
め
る
つ
も

り
で
暮
ら
し
て
い
ま
す
し
、
仕
事
を

終
え
た
人
も
多
く
、
気
兼
ね
な
く
暮

ら
せ
る
場
と
し
て
楽
し
ん
で
い
ま
す
。 

質
問
⑤ 

外
に
向
け
た
地
区
の
情
報
発

信
と
地
区
内
へ
の
情
報
伝
達 

 ・
他
地
区
に
紹
介
し
た
い
ご
自
身
の

地
区
の
良
い
と
こ
ろ
を
教
え
て
く
だ

さ
い
。 

・
ご
自
身
の
地
区
へ
の
意
見
な
ど
を

教
え
て
く
だ
さ
い
。 

 

切
差
地
区
は
、
八
幡
地
区
の
一
部

分
を
形
成
し
て
お
り
ま
す
が
、
歴
史

を
振
り
返
る
と
意
外
に
面
白
い
面
が

あ
り
ま
す
。 

切
差
地
区
は
、
戦
国
時
代
に
は
武

田
氏
軍
用
秘
密
道
路
で
あ
っ
た
「
秩

父
裏
街
道
」
の
一
部
を
形
成
し
て
い

ま
す
。「
秩
父
裏
街
道
」
は
、
武
田
館

(

躑
躅
ヶ
崎
館)
か
ら
始
ま
り
、
切
差
地

区
・
牧
丘
地
域
・
三
富
地
域
を
経
て
埼

玉
県
の
秩
父
ま
で
至
り
ま
す
。
そ
の

中
で
、
甲
府
市
と
山
梨
市
の
境
界
に

あ
る
太
良
賀
峠(

太
良
峠)
を
越
え
て

す
ぐ
に
「
戸
市
関
」
が
あ
り
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
躑
躅
ヶ
崎
館
か
ら
数
え
て

↑切差区公民館に展示されている法輪寺所蔵

金銅金具装笈宝の写真 

 

↓金銅金具装笈宝の内部にある五智如来の写

真 
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第
一
番
目
の
関
所
＝
「
一
の
戸
」(

イ

チ
ノ
ト)

で
あ
る
こ
と
か
ら
命
名
さ
れ

た
も
の
で
、
地
名
も
「
戸
市
」(

ト
イ

チ)

と
な
っ
て
い
ま
す
。 

こ
の
第
一
番
目
の
関
所
＝
「
一
の

戸
」
の
守
将
は
、
松
土
（
ま
つ
ど
）
姓

を
名
乗
っ
て
い
ま
し
た
。
切
差
地
区

に
は
松
土
姓
が
多
い
の
で
す
が
、
こ

の
松
土
氏
の
末
裔
で
あ
る
か
ら
と
か
、

元
々
の
地
名
が
「
松
土
（
「
ま
つ
ど
」
、

も
し
く
は
「
ま
ん
ど
」
と
読
む
）
」
で

あ
っ
た
た
め
松
土
姓
を
名
乗
っ
た
と

か
、
諸
説
あ
る
よ
う
な
状
況
で
す
。 

 

太
良
賀
峠(

太
良
峠)

へ
至
る
道
は
、

今
で
こ
そ
自
動
車
道
路
が
で
き
て
い

ま
す
が
、
本
来
は
険
し
い
峠
越
え
の

道
で
す
。
古
来
か
ら
太
良
賀
峠(

太
良

峠)

と
そ
こ
に
至
る
道
は
、
自
動
車
道

路
か
ら
は
若
干
ず
れ
た
場
所
に
あ
り

ま
す
。
そ
の
た
め
、
足
を
踏
み
入
れ
る

人
も
少
な
く
、
時
間
の
経
過
と
と
も

に
、
峠
か
ら
の
景
観
が
樹
木
に
隠
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
来
ま
し
た
。
古

の
守
将
達
が
甲
府
盆
地
を
見
下
ろ
し

て
い
た
景
観
を
廃
れ
さ
せ
る
の
は
本

意
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
今
後
、
帯
那
山

の
手
入
れ
も
含
め
、
名
地
域
内
外
の

力
で
守
っ
て
い
け
れ
ば
と
考
え
て
い

ま
す
。 

 

秩
父
裏
街
道
に
お
け
る
切
差
地
区

の
次
の
集
落
は
、「
天
王
ザ
ク
ラ
」
で

有
名
な
牧
丘
地
域
の
赤
芝
地
区
に
な

り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
切
差
地
区
は
赤

芝
地
区
を
中
心
と
し
た
牧
丘
地
域
西

部(

西
保
下)

の
各
地
区
と
の
交
流
が

盛
ん
で
、
盆
踊
り
な
ど
の
年
中
行
事

が
行
わ
れ
る
際
に
は
、
鍵
懸
峠(

古
峠)

を
越
え
て
皆
で
参
加
し
て
お
り
ま
し

た
。
そ
の
た
め
、
切
差
に
は
西
保
下
地

区
か
ら
の
嫁
入
り
が
多
く
親
戚
関
係

が
多
く
あ
り
ま
す
。
か
つ
て
は
、
こ
の

鍵
懸
峠(

古
峠)

が
男
女
の
「
泣
き
別
れ

の
場
所
」
と
も
言
わ
れ
、
色
々
な
ド
ラ

マ
が
あ
っ
た
と
聞
い
て
お
り
ま
す
。 

他
に
も
、
秩
父
裏
街
道
の
武
田
の

狼
煙
台
で
あ
っ
た
城
山(

切
差
城
跡)

や
金
比
羅
山
の
柱
状
節
理
な
ど
が
あ

り
、
こ
れ
ら
を
ハ
イ
キ
ン
グ
と
し
て

楽
し
め
る
道
が
あ
り
ま
す
の
で
、
是

非
お
越
し
い
た
だ
い
て
、
往
年
の
ド

ラ
マ
を
感
じ
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま

す
。 切差の集落の様子 
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質
問
⑥ 

他
地
区
に
つ
い
て 

 
・
山
梨
市
の
地
区
で
、
ご
自
身
が
行
っ

た
こ
と
な
い
が
知
り
た
い
／
行
っ
て

み
た
い
地
区
が
あ
れ
ば
教
え
て
く
だ

さ
い
。 

 

■ 

牧
丘
地
域
の
塩
平
地
区
は
、
家
の

中
に
座
り
な
が
ら
に
し
て
富
士
山

を
見
る
こ
と
が
出
来
る
と
聞
い
て

い
る
。
ま
た
、
若
い
移
住
者
が
増

え
て
い
る
と
も
聞
い
て
い
る
た
め
、

訪
問
し
て
様
子
を
聞
い
て
み
た
い
。 

 ■ 

奥
秩
父
主
稜
線
上
の
「
大
弛
峠
」

と
「
夢
の
庭
園
」
を
訪
問
し
て
み

た
い
。 

 

■ 

八
幡
地
区
と
牧
丘
地
域
西
保
下
地

区
を
つ
な
ぐ
新
し
い
道
路
で
あ
る
、

野
瀬
坂
を
車
で
走
っ
て
み
た
い
。 


