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井
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東
海
道
袋
井

袋
井
宿

袋井市指定文化財　袋井宿絵図

狂歌入東海道五十三次　袋井　初代広重

　
袋
井
宿
は
、
原
野
谷
川
や
、
沖
之

川
、
宇
刈
川
な
ど
に
囲
ま
れ「
袋
井

宿
絵
図
」に
も
描
か
れ
て
い
る
よ
う

に
周
囲
に
土
塁
を
巡
ら
し
た
宿
場

で
す
。徳
川
家
康
に
よ
っ
て
東
海
道

が
整
備
さ
れ
た
慶
長
六
年（
一
六
〇

一
）
か
ら
十
五
年
後
の
元
和
二
年

（
一
六
一
六
）
に
袋
井
宿
は
定
め
ら

れ
ま
し
た
。

　
東
の
掛
川
宿
と
西
の
見
付
宿
の

間
、
見
付
へ
一
里
半
（
約
六
キ
ロ

メ
ー
ト
ル
）と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る

小
さ
な
宿
場
で
す
。幕
府
の
領
地

と
し
て
、紀
伊
大
納
言
徳
川
頼
宣
が

住
還
の
利
便
の
た
め
駿
府
に
い
た

時
に
開
設
し
ま
し
た
。

　
歌
川
広
重
と
い
え
ば
東
海
道
を
連
想
さ
せ
る
ほ

ど
有
名
な
風
景
画
家
で
す
。保
永
堂
版「
東
海
道
五

十
三
次
之
内
」の
優
美
さ
に
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、

東
海
道
を
主
題
と
し
た
作
品
が
数
多
く
出
版
さ
れ

て
い
ま
す
。行
書
、隷
書
、人
物
、狂
歌
入
な
ど
現
在

確
認
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
も
三
十
五
種
が
あ
り
、

そ
の
絵
の
数
は
九
百
を
超
え
て
い
ま
す
。風
景
の

芸
術
的
な
表
現
か
ら
、
人
物
を
主
と
し
た
も
の
な

ど
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
出
版
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
広
重
は
寛
政
九
年（
一
七
九
七
）に
安
藤
源
右
衛

門
の
子
と
し
て
生
ま
れ
、
一
六
才
で
歌
川
広
重
に

入
門
し
て
い
ま
す
。役
者
絵
か
ら
出
発
し
て
、や
が

て
美
人
画
へ
進
み
、
三
十
六
才
で
安
藤
家
の
家
督

を
叔
父
に
譲
っ
た
後
、
翌
年
か
ら
風
景
画
家
と
し

て
出
発
し
て
い
ま
す
。

東
海
道
の
画
家
・
広
重



東
海
道
の
絵
図

　
東
海
道
が
絵
本
や
版
画
に
描
か

れ
て
広
く
頒
布
さ
れ
た
こ
と
は
、江

戸
時
代
の
庶
民
文
化
の
方
向
を
明

ら
か
に
示
す
も
の
と
い
え
ま
す
。

　
江
戸
時
代
の
中
期
以
降
に
、
三

都
、主
な
街
道
、名
山
巨
川
、諸
国
を

主
題
と
す
る
も
の
が
あ
ら
わ
れ
ま

し
た
。そ
れ
ら
は
各
地
の
景
勝
、
名

所
旧
跡
、物
産
な
ど
を
地
理
的
に
編

集
し
、詳
し
い
解
説
を
施
し
、こ
れ

に
挿
し
絵
を
入
れ
た
も
の
で
、芸
術

的
表
現
は
多
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。絵
を
主
と
し
て
出
版
さ
れ
た
も

の
は
菱
川
師
宣
の「
東
海
道
分
間
絵

図
」を
待
た
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

こ
の
後
、十
返
舎
一
九
は
東
海
道
中
膝
栗
毛
の

出
版
が
終
わ
っ
た
あ
と
に「
東
海
道
中
膝
栗
毛

画
帳
」を
出
版
し
、
こ
の
画
帳
を
ヒ
ン
ト
と
し

て
、北
斎
を
初
め
と
し
て
多
く
の
絵
師
が
五
十

三
次
の
版
画
を
出
版
し
ま
し
た
。

　
北
斎
や
広
重
ら
に
よ
っ
て
精
魂
を
傾
け
て

描
か
れ
た
風
景
画
は
、大
和
絵
に
お
け
る
名
所

絵
の
復
興
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

五十三次名所図会　袋井
　初代広重

東海道張交図絵　袋井他
初代広重

双筆五十三次　袋井
三代豊国・初代広重

蔦屋版東海道五十三次　袋井　初代広重

　
天
保
三
年（
一
八
三
二
）の
夏
、
江
戸
幕
府
が

京
都
御
所
へ
八
朔
の
節
会
に
御
料
の
御
馬
を
献
身

す
る
行
列
に
つ
い
て
東
海
道
を
は
じ
め
て
旅
し
た

広
重
は
、
す
べ
て
が
珍
し
い
風
景
景
勝
に
ふ
れ
、

あ
ふ
れ
ん
ば
か
り
の
情
熱
を
も
っ
て
ス
ケ
ッ
チ
に

は
げ
ん
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。そ
の
年
の
内
か
ら

作
図
を
始
め
、
天
保
四
年（
一
八
三
三
）に
入
っ
て

か
ら
竹
之
内
保
永
堂
と
僊
鶴
堂
鶴
喜
を
版
元
と
し

て
、日
本
橋
か
ら
順
次
開
版
し
て
い
ま
す
。江
戸
日

本
橋
五
十
三
駅
、
京
を
上
が
り
と
し
て
五
十
五
枚

を
完
成
す
る
の
に
は
一
カ
年
の
歳
月
を
要
し
、
翌
年

正
月
に
は
五
十
五
枚
を
セ
ッ
ト
と
し
て
売
り
出
し

て
い
ま
す
。広
重
は
こ
の
一
作
を
も
っ
て
天
下

第
一
の
風
景
画
家
と
な
っ
て
い
ま
す
。

広
重
の
出
世
作
・
東
海
道



春興五十三次　袋井　葛飾北斎

契情道中双禄　ふくろ井
　渓斎英泉

東海名所改正道中記　袋井
三代広重

東海道五十三次　袋井　三代豊国

　
東
海
道
で
名
声
を
博
し
た
広
重
よ
り
三
十
年
前

に
北
斎
は
東
海
道
五
十
三
次
図
を
描
い
て
い
ま

す
。北
斎
が
東
海
道
に
着
目
す
る
以
前
に
も「
東
海

道
名
所
図
会
」
や
栄
松
斎
長
喜
の
「
東
海
道
双
六
」

が
出
版
さ
れ
、十
返
舎
一
九
の「
美
人
一
代
五
十
三

次
」な
ど
も
あ
り
ま
し
た
。こ
の
頃
、
美
人
風
俗
画

の
画
中
の
上
部
に
色
紙
形
な
ど
の
小
窓
を
作
り
、

五
十
三
次
の
宿
駅
を
略
画
す
る
の
が
流
行
と
な

り
、
北
斎
は
精
力
的
に
そ
の
手
法
を
取
り
入
れ
多

く
の
作
品
を
手
掛
け
て
い
ま
す
。北
斎
の
画
風
は

広
重
の
よ
う
な
抒
惰
性
は
な
く
、
北
斎
独
自
の
自

然
観
照
の
激
し
さ
が
現
れ
て
い
ま
す
。

北
斎
と
東
海
道
版
画



東海道五十三次
　袋井　三代広重

東海道五十三駅　
袋井　二代広重

東海道　袋井　二代国輝東海道　袋井　二代広重

末広五十三次　袋井　二代国輝

　
袋
井
を
描
い
た
浮
世
絵
で
は
、
多
く
の
も
の
に

凧
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。凧
上
げ
は
正
月
の
子
ど

も
の
遊
び
と
考
え
ら
れ
が
ち
で
す
が
、
浮
世
絵
に

は
田
植
え
を
す
る
早
乙
女
の
上
に
凧
が
描
か
れ
、

稲
作
の
神
事
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
袋
井
周
辺
は
起
状
の
な
い
平
坦
地
形
で
、
豊
か

な
田
園
の
中
の
街
道
を
往
来
す
る
旅
人
が
描
か
れ

て
い
ま
す
。背
景
に
は
北
の
秋
葉
山
や
南
の
小
笠

山
と
考
え
ら
れ
る
山
を
配
置
し
て
い
ま
す
が
、
浮

世
絵
は
江
戸
で
の
出
版
物
の
た
め
、
描
か
れ
た
風

景
は
想
像
上
の
も
の
が
多
く
、
現
実
の
ど
こ
を
描

い
た
も
の
か
特
定
は
大
変
に
む
ず
か
し
く
な
っ
て

い
ま
す
。

袋
井
を
描
い
た
浮
世
絵



行書版東海道　袋井　初代広重

このパンフレットに掲載されている浮世絵はすべて袋井市所蔵のものです。
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