
信
玄
が
つ
く
っ
た
理
想
郷

　

う
ー
ん
、
ま
だ
思
い
出
せ
な
い
な
。
は
た
し
て
武
田
神
社
に
お
参
り
し
た

の
か
ど
う
か
…
…
。

　

甲
府
市
は
何
か
と
縁
の
あ
る
ま
ち
だ
。
お
隣
の
竜
王
町
（
現
甲
斐
市
）
で

区
画
整
理
の
勉
強
会
を
し
た
の
は
20
年
ほ
ど
前
の
こ
と
。
事
業
化
直
前
で
断

念
し
た
も
の
の
、
そ
の
後
も
甲
府
市
内
で
事
業
化
検
討
の
機
会
が
あ
っ
て
よ

く
訪
れ
た
。
そ
れ
な
の
に
、
甲
府
の
原
点
に
し
て
象
徴
で
あ
る
武
田
神
社
参

拝
の
記
憶
が
な
い
。
い
っ
そ
確
か
め
に
行
く
か
と
ハ
ン
ド
ル
を
握
っ
た
。

　

甲
府
駅
の
観
光
案
内
所
で
地
図
を
ゲ
ッ
ト
し
て
い
ざ
武
田
神
社
へ
。
駅
北

口
か
ら
「
武
田
通
り
」
を
ク
ル
マ
で
約
２
㎞
北
上
。「
あ
れ
？ 

来
た
こ
と
が

な
い
！
」。
甲
斐
の
国
で
事
業
化
が
か
な
わ
な
か
っ
た
の
は
、不
信
心
ゆ
え
か
。

　

こ
の
武
田
神
社
は
、
名
将
武
田
信
玄
公
を
祀
る
社
だ
が
、
か
つ
て
は
信
虎
、

信
玄
、
勝
頼
と
武
田
家
三
代
の
館
で
あ
っ
た
。
武
田
家
は
北
に
急
峻
な
山
を

背
負
う
こ
の
地
を
本
拠
と
し
、
南
に
幹
線
道
路
を
つ
く
り
、
家
臣
の
屋
敷
、

寺
院
、
商
人
・
職
人
の
住
ま
い
を
巧
み
に
配
置
。
さ
ら
に
「
信
玄
堤
」
に
代

表
さ
れ
る
治
水
工
事
も
積
極
的
に
進
め
た
。ま
さ
に「
計
画
的
な
ま
ち
づ
く
り
」

謝
恩
碑
が
あ
る
の
み
で
、
平
成
に
な
っ
て
20
年
以
上
か
け
て
甲
府
城
跡
が
復

元
さ
れ
、
現
在
は
観
光
の
目
玉
と
な
っ
て
い
る
。
甲
府
城
の
築
城
が
本
格
化

し
た
の
は
、
１
５
８
２
年
の
武
田
家
滅
亡
後
に
織
田
信
長
を
経
て
徳
川
家
康

が
領
有
し
、
豊
臣
の
諸
大
名
が
甲
斐
を
支
配
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
の
こ

と
だ
。
関
が
原
の
合
戦
以
降
は
徳
川
の
所
領
と
な
り
、
城
下
町
も
整
備
さ
れ

た
と
か
。
明
治
維
新
で
廃
城
と
な
っ
た
が
、
敷
地
は
現
在
の
甲
府
駅
や
県
庁

を
含
め
約
18
㌶
に
及
ん
で
い
た
。

 

「
人
は
城
、
人
は
石
垣
、
人
は
堀
。
情
け
は
味
方
、
仇
は
敵
な
り
」
の
名
言

を
残
し
た
の
も
信
玄
だ
。
大
河
ド
ラ
マ
「
真
田
丸
」「
お
ん
な
城
主
直
虎
」

で
も
描
か
れ
て
い
る
が
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
名
将
の
強
さ
は
「
人
」
を
重
ん
じ

た
こ
と
に
あ
り
、
上
杉
謙
信
と
並
ぶ
東
の
雄
と
な
っ
た
所
以
だ
ろ
う
。

　

双
葉
50
周
年
の
会
社
案
内
作
成
時
に
、「
こ
ん
な
ま
ち
を
創
り
た
い
」
と

い
う
ペ
ー
ジ
を
設
け
て
、
街
の
イ
メ
ー
ジ
図
を
載
せ
た
こ
と
が
あ
る
。
駅
を

中
心
に
商
業
・
業
務
エ
リ
ア
の
賑
わ
い
が
あ
り
、
住
宅
地
が
あ
り
、
郊
外
に

は
く
つ
ろ
げ
る
公
園
や
運
動
施
設
、
河
川
敷
に
は
バ
ー
べ
キ
ュ
ー
な
ど
の
遊

び
場
。
高
速
道
路
の
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
が
近
く
、
ゴ
ル
フ
場
も
す
ぐ
。
甲

府
市
に
は
、そ
ん
な
思
い
描
い
た
ま
ま
の
ま
ち
な
み
が
広
が
る
。
小
瀬
ス
ポ
ー

ツ
公
園
、
笛
吹
川
、
中
央
高
速
「
甲
府
昭
和
Ｉ
Ｃ
」
が
あ
り
、
名
勝
「
昇
仙
峡
」

も
近
い
。
加
え
て
「
甲
州
ワ
イ
ン
」「
葡
萄
と
桃
」「
ほ
う
と
う
」「
鳥
も
つ
煮
」

│
│
│
甲
府

甲州銘菓「信玄餅」。粉をこぼさずに
食べるのは難しい



JR甲府駅に接する舞鶴城（甲府城）公園
かつては家庭食だった甲州名物の「ほうとう」

甲府駅北口から武田通りを北上したところにある武田神社

と
食
も
魅
力
的
だ
。

　

そ
う
そ
う
、
隣
に
は
石
和
温
泉
、
フ
ル
ー
ツ
ラ
イ
ン
を
上
れ
ば
絶
景
露
天

風
呂
の
「
ほ
っ
た
ら
か
し
の
湯
」
も
あ
っ
た
っ
け
。
あ
い
に
く
の
マ
イ
カ
ー

だ
が
、夕
焼
け
の
富
士
を
眺
め
な
が
ら
、湯
上
り
の
一
献
は
最
高
だ
ろ
う
な
あ
。

残
念
…
…
。（
小
野 

均
）

信玄餅とともに昔からの
定番土産「くろ玉」



　

う
っ
、
寒
い
。
ク
リ
ス
マ
ス
が
間
近
な
年
末
某
日
、
稚
内
へ
出
張
で
や
っ
て
き
ま
し
た
。
何
し
ろ

稚
内
は
、
モ
ン
ゴ
ル
や
黒
海
付
近
と
同
じ
北
緯
45
度
。
海
を
挟
ん
で
わ
ず
か
50
㎞
先
は
樺
太
（
サ
ハ

リ
ン
）
と
い
う
日
本
最
北
端
の
ま
ち
で
す
か
ら
、
寒
さ
も
半
端
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
。

　

仕
事
が
終
わ
り
、
中
心
街
の
凍
結
し
た
夜
道
を
そ
ろ
そ
ろ
歩
く
と
、
商
店
の
看
板
は
皆
ロ
シ
ア
語

併
記
。
閉
じ
た
シ
ャ
ッ
タ
ー
に
は
マ
ト
リ
ョ
ー
シ
カ
が
描
か
れ
、
国
境
の
ま
ち
を
実
感
し
ま
す
。

　

港
近
く
に
あ
っ
た
の
が
レ
ト
ロ
な
「
波
止
場
横
丁
」
。
居
酒
屋
に
混
じ
っ
て
、
ロ
シ
ア
料
理
や

ス
ー
プ
カ
レ
ー
の
店
も
あ
り
ま
す
。
「
内
地
に
行
き
た
く
て
東
京
に
住
ん
だ
け
ど
、
親
に
す
ぐ
連
れ

戻
さ
れ
ち
ゃ
っ
て
（
笑
）
」
「
ウ
チ
も
兄
弟
は
皆
札
幌
と
東
京
だ
よ
」
と
、
テ
ー
ブ
ル
に
向
か
い
合

う
初
老
の
男
女
。
そ
う
か
、
年
配
の
人
は
内
地
っ
て
言
う
ん
だ
。
明
治
の
頃
に
様
々
な
事
情
を
抱
え

て
北
の
大
地
に
入
植
し
た
先
祖
を
持
ち
、
ふ
る
さ
と
に
複
雑
な
感
情
を
抱
く
人
た
ち
の
人
生
に
思
い

を
は
せ
な
が
ら
、
ボ
ル
シ
チ
の
赤
い
ス
ー
プ
を
口
に
運
び
ま
す
。
ふ
ー
っ
、
あ
っ
た
ま
る
な
あ
。
こ

の
ま
ち
で
暮
ら
す
人
た
ち
に
も
、
春
が
早
く
や
っ
て
き
ま
す
よ
う
に
。
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JR「稚内」駅

稚内港
市立稚内病院

稚内市役所

波止場横丁

J
R
宗
谷
本
線←
最
北
端
の
レ
ト
ロ
な
横
丁

│
│
│
稚
内
・
波
止
場
横
丁

稚内港にある昭和初期に造られた
ドーム型の珍しい防波堤


