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人
形
町
の
住
人
達
は
、
浜

町
川（
現
在
の
グ
リ
ー
ン
ベ
ル
ト

付
近
）に
、そ
れ
ぞ
れ
の
思
い
が

あ
り
ま
す
。

浜
町
河
岸
に
は
、
十
軒
ほ

ど
の
船
宿
が
あ
っ
て
網
船
、釣

り
船
、屋
形
船
、涼
み
船
な
ど

を
子
供
の
頃
か
ら
羨
望
の
思

い
で
見
て
お
り
、や
っ
と
の
こ
と

で
乗
れ
た
時
の
う
れ
し
さ
、楽

し
さ
は
…
。

荒
川
や
江
戸
川
の
河
口
の

浅
場
が
網
船
の
テ
リ
ト
リ
ー
で

し
て
、魚
の
棲
み
処
の
”の
り
し

び
“の
中
に
船
を
乗
り
入
れ
て
、

魚
を
し
び
の
外
に
追
い
出
し

た
と
こ
ろ
に
投
網
を
打
て
ば
、

文
字
通
り
の
一
網
打
尽
で
し
た
。

セ
イ
ゴ
、ボ
ラ
が
主
で
、た
ま

に
は
キ
ス
、カ
レ
イ
な
ど
も
入

っ
て
ま
し
た
。

船
あ
そ
び文

・
有
田
芳
男

船
頭
さ
ん
の
技
の
見
せ
ど
こ

ろ
で
、大
き
く
打
っ
た
真
ん
丸

の
投
網
が
一
瞬
の
美
し
さ
を

見
せ
て
、海
中
に
消
え
て
ゆ
く

刹
那
を
愛
で
て
…
。
た
ぐ
り

寄
せ
て
来
る
網
の
中
の
大
漁

に
期
待
を
か
け
て
…
。
そ
し

て
、と
れ
た
て
の
獲
物
を
料
理

し
て
の
船
上
パ
ー
テ
ィ
。こ
れ
は

子
供
に
も
大
人
に
も
楽
し
く

嬉
し
い
も
の
で
し
た
。

一
昔
前
の
東
京
湾
の
河
口

で
は
、良
い
潮
の
好
条
件
の
時

に
は
、た
く
さ
ん
の
船
が
出
て

楽
し
い
一
日
を
過
ご
し
て
い
ま

し
た
。

＊

＊

人
形
町
商
店
街
協
同
組
合
は
応
援
し
て
い
ま
す
。
人
と
セ
ラ
ピ
ー
ド
ッ
グ
の
心
の
ふ
れ
あ
い
。
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代
々
将
軍
様
は

花
好
き
だ
っ
た

江
戸
は
世
界
一
の
庭
園
都
市
だ
っ
た
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。
広
大
な
敷
地
を
持

つ
大
名
や
旗
本
屋
敷
、
神
社
仏
閣
が
、

代
々
の
将
軍
の
花
好
き
に
も
刺
激
さ

れ
、
緑
豊
か
な
庭
園
を
造
り
、
自
慢
の

花
を
競
っ
て
咲
か
せ
る
よ
う
に
な
っ
た

か
ら
で
す
。

将
軍
の
花
好
き
は
徳
川
家
康
か
ら
始

ま
り
ま
す
。
家
督
を
息
子
の
秀
忠
に
ゆ

ず
り
、
隠
居
生
活
に
入
っ
た
家
康
は

花
の
栽
培
に
熱
を
入
れ
ま
す
。
ま
ず
、

今
年
は
徳
川
家
康
が
江
戸
幕
府
を
開
い
て
四
〇
〇
年
。

江
戸
の
文
化
や
暮
ら
し
に
注
目
が
集
ま
っ
て
い
ま
す
。

長
く
平
和
が
続
い
た
江
戸
時
代
、

将
軍
か
ら
庶
民
ま
で
身
分
の
上
下
を
と
わ
ず
多
く
の
人
々
が

夢
中
に
な
り
ブ
ー
ム
に
な
っ
た
も
の
に
園
芸
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
楽
し
み
方
は
千
差
万
別
で
す
が
、

共
通
し
て
い
る
の
は
丹
精
を
こ
め
て
花
を
育
て
、

そ
し
て
、花
を
愛
す
る
気
持
ち
だ
っ
た
よ
う
で
す
。

そ
こ
に
は
豊
か
な
暮
ら
し
と
遊
び
心
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。

江
戸
城
二
の
丸
下
の「
御
花
畠
」の
手

入
れ
を
命
じ
ま
す
。こ
の「
御
花
畠
」

は
、築
山
や
池
、石
な
ど
で
演
出
す
る

日
本
庭
園
で
は
な
く
、
ツ
バ
キ
や
四
季

の
草
花
な
ど
が
植
え
ら
れ
た
、
あ
く

ま
で
も
花
を
観
賞
す
る
た
め
の
庭
で

し
た
。
こ
れ
は
現
代
の
庭
造
り
に
近

く
、
家
康
は
江
戸
の
ガ
ー
デ
ニ
ン
グ
の

先
駆
者
だ
っ
た
と
言
え
る
よ
う
で
す
。

続
く
二
代
将
軍
秀
忠
は
、家
康
に
輪

を
か
け
た
花
好
き
で
、あ
り
と
あ
ら
ゆ

る
花
を
国
中
か
ら
収
集
し
て
植
え
さ

せ
た
と
か
。な
か
で
も
、ツ
バ
キ
に
は
こ

と
の
ほ
か
思
い
入
れ
が
強
か
っ
た
そ
う

で
す
。
三
代
将
軍
家
光
は
、愛
玩
の
マ

ツ
の
小
鉢
を
箱
枕
の
引
き
出
し
に
入

れ
て
寝
た
と
い
う
ほ
ど
の
盆
栽
好
き
。

そ
し
て
カ
エ
デ
に
熱
中
し
た
八
代
将

軍
吉
宗
な
ど
、代
々
の
将
軍
は
本
当

に
花
好
き
だ
っ
た
よ
う
で
す
。

世
情
が
落
ち
着
く
に
し
た
が
っ
て
、
園

芸
趣
味
は
武
家
社
会
ば
か
り
で
は
な

く
、
広
く
庶
民
に
ま
で
広
が
っ
て
行
き

ま
す
。
身
分
の
上
下
を
問
わ
ず
多
く

の
同
好
会
が
生
ま
れ
、
品
評
会
や
展

示
会
が
開
催
さ
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
園

芸
書
も
出
版
さ
れ
ま
す
。
こ
う
し
て

植
物
を
中
心
と
し
た
文
化
が
一
斉
に

花
開
き
ま
し
た
。
幕
末
に
来
日
し
た

外
国
人
も
、美
し
い
庭
園
や
手
入
れ
の

行
き
届
い
た
路
地
の
草
花
や
鉢
植
え

を
見
て
、
そ
の
文
化
度
の
高
さ
に
驚

い
た
と
い
う
記
録
が
残
っ
て
い
ま
す
。

江
戸
の
ガ
ー
デ
ニ
ン
グ
・

平
成
人
形
町
の
ガ
ー
デ
ニ
ン
グ

江
戸
開
府
400
年
記
念

「江戸図屏風」より 国立歴史民俗博物館蔵

竹の塀と植木がよくマッチした人形町の路地



江
戸
の
四
季
を

彩
っ
た
花
た
ち

江
戸
期
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
園
芸
植
物

が
人
々
に
愛
さ
れ
、
時
代
と
と
も
に
、

「
寛
永
の
ツ
バ
キ
」「
元
禄
の
ツ
ツ
ジ
」

「
正
徳
の
カ
エ
デ
」「
寛
政
の
タ
チ
バ
ナ
」

な
ど
と
呼
ば
れ
る
大
流
行
も
あ
り
ま

し
た
。江
戸
っ
子
に
愛
さ
れ
た
い
く
つ

か
の
花
を
紹
介
し
ま
す
。

江
戸
の
園
芸
は
ツ
バ
キ
か
ら
始

ま
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。ツ

バ
キ
は
日
本
特
産
の
植
物
で
、古
く
か

ら
実
用
の
花
木
と
し
て
親
し
ま
れ
て

き
ま
し
た
が
、茶
道
の
広
が
り
と
と
も

に
観
賞
用
植
物
と
し
て
珍
重
さ
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。江
戸
初
期
の
ツ

バ
キ
は
花
よ
り
も
葉
が
主
役
で
、時
代

が
進
む
に
つ
れ
て
花
の
大
き
さ
や
形
、

色
に
関
心
が
移
り
ま
し
た
。そ
し
て
、

江
戸
初
期
の
ツ
バ
キ
ブ
ー
ム
の
火
付
け

役
は
二
代
将
軍
秀
忠
。あ
ら
ゆ
る
品

種
を
集
め
庭
園
に
植
え
さ
せ
た
と
か
。

時
の
権
力
者
の
好
み
に
合
わ
せ
て
、品

種
改
良
が
進
み
、寛
永
年
間
に
は
五
百

種
以
上
の
品
種
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

気
品
と
華
や
か
さ
を
持
つ

ボ
タ
ン
は
美
人
の
代
名

詞
。昔
か
ら
多
く
の
人
々
を
魅
了
し
、

江
戸
時
代
以
前
よ
り
、雪
舟
の
屏
風
、

狩
能
山
楽
の
大
覚
寺
襖
絵
な
ど
に
も

描
か
れ
て
い
ま
す
。ボ
タ
ン
は
栽
培
の

む
ず
か
し
い
植
物
で
、日
当
た
り
の
よ

い
肥
沃
な
場
所
を
選
ん
で
、独
立
し

た
牡
丹
園
を
造
ら
な
い
と
な
か
な
か

美
し
い
花
を
咲
か
せ
な
い
の
で
、誰
で

も
が
気
軽
に
栽
培
で
き
な
い
こ
と
も

珍
重
さ
れ
た
理
由
の
一
つ
で
す
。
元
禄

年
間
に
は
品
種
改
良
が
進
み
、江
戸

市
中
に
築
か
れ
た
庭
園
に
植
え
ら
れ

る
こ
と
が
多
く
な
り
、ボ
タ
ン
の
専
門

書
も
多
数
出
版
さ
れ
て
い
ま
す
。

元
禄
時
代
に
ブ
レ
イ
ク
し

た
の
が
ツ
ツ
ジ
で
す
。ツ
ツ

ジ
は
古
く
か
ら
愛
さ
れ「
万
葉
集
」に

も
た
び
た
び
登
場
し
て
い
ま
す
が
、広

く
庶
民
に
ま
で
広
が
っ
た
の
は
江
戸
時

代
に
な
っ
て
か
ら
で
す
。当
時
の
好
事

家
た
ち
は
名
花
を
求
め
て
薩
摩
を
は

じ
め
、琉
球
や
朝
鮮
半
島
に
ま
で
足

を
伸
ば
し
た
と
か
。そ
の
代
表
格
が
植

木
商
・
三
代
目
伊
兵
衛
三
之
丞
で
、キ

リ
シ
マ
ツ
ツ
ジ
を
取
り
寄
せ
、接
ぎ
木

や
挿
し
木
を
駆
使
し
て
、多
彩
な
花

を
咲
か
せ
た
そ
う
で
す
。彼
は
研
究

者
と
し
て
も
優
れ
、自
ら
が
収
集
し
た

内
外
の
サ
ツ
キ
、ツ
ツ
ジ
三
百
数
十
種

類
を
分
類
、そ
れ
ぞ
れ
の
特
性
も
表

し
た「
錦
繍
枕

き
ん
し
ゅ
う
ま
く
ら」と
い
う
本
を
刊
行
し

て
い
ま
す
。

カ
エ
デ
は
紅
葉
の
最
後
を
飾
る

樹
木
で
す
。冬
枯
れ
の
季
節
を

前
に
激
し
く
生
命
を
燃
焼
さ
せ
る
姿

は
、日
本
人
の
心
を
深
く
と
ら
え
て
き

ま
し
た
。現
代
で
も
カ
エ
デ
は
身
近
な

植
物
で
す
が
、ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

「
紅
葉
狩
り
」に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に

自
然
の
中
で
鑑
賞
す
る
樹
木
と
考
え

ら
れ
て
い
ま
す
。し
か
し
、江
戸
時
代

は
植
木
や
鉢
植
と
し
て
、れ
っ
き
と
し

た
園
芸
植
物
で
し
た
。カ
エ
デ
は
花
は

咲
き
ま
す
が
特
に
目
立
つ
花
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。あ
く
ま
で
も
季
節
に
よ
っ

て
変
化
す
る
葉
の
美
し
さ
が
人
々
を

魅
了
し
た
の
で
す
。こ
の
カ
エ
デ
人
気

に
は
渋
い
玄
人
っ
ぽ
さ
が
あ
り
、江
戸

文
化
の
幅
と
奥
行
の
深
さ
が
感
じ
ら

れ
ま
す
。

夏
の
花
の
王
者
は
ア
サ
ガ

オ
で
す
。ア
サ
ガ
オ
と
い
う

と
丸
い
ラ
ッ
パ
型
の
花
を
思
い
浮
か
べ

ま
す
が
、江
戸
時
代
に
流
行
っ
た
の
は

変
化
ア
サ
ガ
オ
と
呼
ば
れ
る
も
の
。交

配
の
繰
り
返
し
に
よ
っ
て
不
思
議
な

形
や
色
の
ア
サ
ガ
オ
が
誕
生
し
て
い
ま

す
。絞
り
や
縁
取
り
の
あ
る
も
の
を

は
じ
め
、風
車
の
よ
う
な
も
の
や
、つ
る

の
な
い
も
の
な
ど
も
あ
り
ま
し
た
。ま

る
で
ゲ
ー
ム
の
よ
う
に
珍
色
奇
花
を

競
う
の
が
大
流
行
で
し
た
。ア
サ
ガ
オ

は
栽
培
が
簡
単
な
の
で
、江
戸
の
町
に

広
く
浸
透
。下
町
の
庶
民
が
路
地
に

ア
サ
ガ
オ
の
鉢
を
並
べ
て
楽
し
ん
で
い

る
光
景
か
ら
は
、貧
し
く
と
も
精
神

的
に
豊
か
で
、ゆ
と
り
あ
る
暮
ら
し
が

想
像
で
き
ま
す
。
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楓 躑
躅

牡
丹

椿

ツ
ツ
ジ

カ
エ
デ

ボ
タ
ン

豊原国周「花揃美人くらべ（小兼）」国立歴史民俗博物館蔵

平成のアサガオ

ツ
バ
キ

朝
顔

ア
サ
ガ
オ

江戸の変化アサガオ
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植
物
を
愛
す
る
心
が

伝
わ
っ
て
く
る
人
形
町
の
街

徳
川
家
康
の
江
戸
城
入
城
に
と
も
な

い
着
手
さ
れ
た
江
戸
の
街
の
造
成
。

城
下
町
の
中
に
必
要
な
商
業
地
が
日

本
橋
を
中
心
に
建
設
さ
れ
ま
し
た
。

日
本
橋
の
一
郭
、
人
形
町
の
歴
史
も

江
戸
か
ら
始
ま
っ
た
わ
け
で
す
。

そ
し
て
人
形
町
は
、今
も
花
と
緑
に
あ

ふ
れ
て
い
ま
す
。人
形
町
通
り
に
は
桜

並
木
を
は
じ
め
、ツ
ツ
ジ
、カ
イ
ド
ウ
、

モ
ク
レ
ン
な
ど
が
植
え
ら
れ
、
四
季

折
々
の
花
が
人
々
を
楽
し
ま
せ
て
く

れ
ま
す
。蕎
麦
屋
、床
屋
、お
好
焼
屋
、

喫
茶
店
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
お
店
の
入

り
口
で
は
、
丹
誠
を
込
め
た
植
物
が

お
客
様
を
迎
え
て
く
れ
ま
す
。
土
地

の
な
い
ビ
ル
に
は
可
愛
い
植
木
鉢
が
並

ん
で
い
ま
す
。
表
通
り
か
ら
懐
か
し
い

風
情
を
残
す
路
地
を
そ
ぞ
ろ
歩
き
し

な
が
ら
、
気
持
ち
を
和
ま
せ
て
く
れ

る
花
と
緑
の
あ
る
風
景
を
楽
し
ん
で

み
て
く
だ
さ
い
。
毎
月
五
日
は
新
大

橋
通
り
で
植
木
市
も
開
か
れ
ま
す
。

人形町ガーデニング・スナップ。交番にも鉢植えが並んでいます。

楽しいイベントがいっぱい
中央区の江戸開府400年記念事業

◆
江
戸
・
食
文
化
四
〇
〇
年
の
祭
典

日
本
橋
魚
河
岸
か
ら
始
ま
る
「
江
戸
の

食
」
に
は
世
界
に
誇
る
べ
き
独
自
の
美
意

識
や
多
様
性
が
存
在
し
ま
し
た
。
そ
こ

で
、今
回
は
江
戸
四
〇
〇
年
を
記
念
す

る
料
理
・
食
品
・
飲
み
物
・
食
器
な
ど
を
、

中
央
区
内
の
店
舗
・
団
体
・
企
業
の
方
々

に
出
品
し
て
も
ら
う
「
江
戸
・
食
文
化
四

〇
〇
年
の
祭
典
」
を
開
催
し
ま
す
。こ
れ

ら
の
商
品
の
一
部
は
既
に
一
般
販
売
が

始
ま
っ
て
い
ま
す
。
ま
す
ま
す
国
際
性
を

増
す
「
中
央
区
の
食
文
化
」を
見
つ
め
直

し
、未
来
に
向
け
て「
新
し
い
食
文
化
の

創
造
」
を
目
指
し
た
記
念
事
業
で
す
。
な

お
、現
在
も
参
加
店
舗
を
募
集
中
で
す

（
六
月
末
日
ま
で
）。
詳
し
く
は
、事
務
局

ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
お
問
い
合
わ
せ：

中
央
区
江
戸
開
府

■
四
〇
〇
年
記
念
事
業
実
行
委
員
会
事
務
局

■
電
話：

〇
三
ー

三
五
四
六
ー

五
二
四
五

◆
よ
み
が
え
る
大
江
戸
パ
ノ
ラ
マ

中
央
通
り
で
工
事
中
の
室
町
三
井
新
館

（
仮
称
）、日
本
橋
三
越
新
館
共
同
ビ
ル
、

日
本
橋
一
丁
目
計
画（
仮
称
）、第
四
銀

行
の
四
カ
所
の
壁
面
に
江
戸
の
風
景
を

描
く
と
い
う
「
よ
み
が
え
る
大
江
戸
パ
ノ

ラ
マ
」
事
業
。
各
ポ
イ
ン
ト
で
は
、日
本
橋

を
ゆ
き
か
う
人
々
を
題
材
に
し
た
「
江

戸
名
所
図
屏
風
の
世
界
」
や
、日
本
橋

魚
河
岸
の
風
景
を
描
い
た
「
江
戸
の
食

文
化
」
な
ど
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
テ
ー
マ
を

持
っ
た
ス
ト
リ
ー
ト
ア
ー
ト
が
展
開
さ
れ

ま
す
。
江
戸
庶
民
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
感
じ

ら
れ
る
タ
イ
ム
ト
リ
ッ
プ
ス
ペ
ー
ス
は
、街

行
く
人
を
楽
し
ま
せ
て
く
れ
ま
す
。

「
よ
み
が
え
る
大
江
戸
パ
ノ
ラ
マ
」
各
テ
ー
マ

・
名
所
江
戸
図
屏
風
の
世
界〈
室
町
三
井
新
館（
仮
称
）〉

・
江
戸
の
お
し
ゃ
れ〈
日
本
橋
三
越
新
館
共
同
ビ
ル
〉

・
江
戸
の
商
い
パ
ノ
ラ
マ
図〈
日
本
橋
一
丁
目
計
画（
仮
称
）〉

・
江
戸
の
食
文
化〈
第
四
銀
行
〉

◆
江
戸
東
京
”華

“パ
レ
ー
ド

例
年
区
民
の
方
々
に
ご
好
評
い
た
だ
い
て

い
る
「
日
本
橋
・
京
橋
ま
つ
り
東
京
パ
レ
ー

ド
」
と
「
銀
座
ア
キ
ュ
イ
ユ
パ
レ
ー
ド
」。
今

年
は
こ
の
二
つ
の
パ
レ
ー
ド
を
融
合
し
た

「
江
戸
東
京
”華

“パ
レ
ー
ド
」を
開
催
し
ま

す
。
総
合
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
に
ス
ー
パ
ー
歌
舞

伎
で
知
ら
れ
る
市
川
猿
之
助
氏
を
招
き
、

中
央
区
の
四
〇
〇
年
の
歴
史
を
モ
チ
ー
フ

に
、華
麗
な
祝
祭
絵
巻
パ
レ
ー
ド
と
し
て

開
催
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、中
央
区
だ
け
で

は
な
く
、広
く
全
国
か
ら
も
参
加
希
望
団

体
、大
会
運
営
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
募
集

し
て
い
ま
す
。
見
る
だ
け
じ
ゃ
も
っ
た
い
な

い
。ぜ
ひ
皆
さ
ん
で
参
加
し
て
く
だ
さ
い
。

■
期
日：

十
月
二
十
五
日（
土
）十
四
〜
十
七
時

■
コ
ー
ス：

日
本
橋
宝
町
四
丁
目
〜（
中
央
通
り
）

■
〜
銀
座
八
丁
目

■
お
問
い
合
わ
せ：

中
央
区
江
戸
開
府

■
四
〇
〇
年
記
念
事
業
実
行
委
員
会
事
務
局

■
電
話：

〇
三
ー

三
五
四
六
ー

五
二
四
五
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庶
民
が
夢
見
る
一
攫
千
金
の
夢

夏
に
な
る
と
全
国
各
地
で
多
く
の
人
た
ち
が
一
攫
千
金

を
夢
見
て
行
列
を
作
る
。サ
マ
ー
ジ
ャ
ン
ボ
宝
く
じ
を
求
め

る
人
た
ち
の
列
で
あ
る
。宝
く
じ
は
現
在
多
く
の
種
類
が

発
売
さ
れ
て
い
る
が
、江
戸
時
代
初
期
、大
阪
の
箕
面
瀧

安
寺
で
正
月
七
日
に
行
わ
れ
た
行
事
が
起
源
と
さ
れ
て

い
る
。初
詣
の
人
々
が
木
札
に
名
を
書
い
て
、唐
櫃
に
入
れ

る
と
、七
日
に
僧
が
キ
リ
で
櫃
の
中
か
ら
三
札
を
突
き
だ

し
、当
た
っ
た
人
に
お
守
り
を
授
け
た
。こ
の
富
会
と
い
う

行
事
が
、や
が
て
当
選
者
に
金
銭
を
出
す
富
く
じ
に
変
わ

っ
て
大
流
行
し
た
。元
禄
年
間
に
な
る
と
、寺
社
が
修
復

費
を
調
達
す
る
場
合
だ
け
幕
府
に
よ
っ
て
富
く
じ
の
発
売

が
許
可
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。日
本
橋
七
福
神
巡
り
の
一

つ
で
あ
る
椙
森
神
社
は
商
業
地
の
稲
荷
と
し
て
信
仰
を

集
め
た
が
、こ
こ
で
は
宝
歴
年
間
に
富
く
じ
が
は
じ
ま
り
、

江
戸
末
期
に
は
三
大
富
と
呼
ば
れ
る
谷
中
感
応
寺
、目

黒
不
動
、湯
島
天
神
に
次
ぐ
、富
く
じ
興
業
の
舞
台
と
な

っ
た
。当
時
の
富
く
じ
は
、木
と
紙
の
札
が
セ
ッ
ト
と
な
り
、

こ
れ
に
同
じ
印
と
番
号
を
書
き
込
ん
で
割
印
を
押
し
、紙

の
方
を
市
中
で
庶
民
に
売
り
さ
ば
き
、木
札
は
木
箱
に
入

れ
ら
れ
、抽
籤
日
に
な
る
と
、興
行
主
の
寺
社
に
庶
民
が

紙
束
を
手
に
し
て
集
ま
っ
た
。僧
が
大
き
な
キ
リ
で
箱
の
木

札
を
一
枚
突
き
、印
と
番
号
を
読
み
上
げ
る
。こ
れ
を
百

回
繰
り
返
す
の
が
普
通
で
あ
り
、一
番
は
じ
め
に
当
た
っ

た
札
は「
一
の
富
」と
呼
ば
れ
、五
十
両
ほ
ど
の
大
金
が
も

ら
え
、百
番
目
の「
突
き
と
め
」に
な
る
と
、百
両
以
上
、時

に
は
千
両
と
い
う
破
格
の
賞
金
が
出
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

集
ま
っ
た
人
た
ち
は
、さ
ぞ
か
し
固
唾
を
の
ん
で
、見
守
っ
て

い
た
こ
と
だ
ろ
う
。

富
く
じ
の
衰
退

江
戸
の
庶
民
に
と
っ
て
、思
い
が
け
ず
大
金
が
転
が
り
込
ん

で
く
る
チ
ャ
ン
ス
と
い
え
ば
、町
内
や
仲
間
た
ち
で
講
を
組

む「
無
尽
」か
、こ
の
富
く
じ
し
か
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
。そ

の
た
め
に
富
く
じ
は
大
流
行
し
、文
化
文
政
年
間
に
は
、

三
十
三
カ
所
も
の
興
業
が
出
現
し
た
。こ
う
な
る
と
富
突

き
の
な
い
日
は
な
く
、直
接
札
を
買
わ
ず
に
当
選
番
号
を

当
て
る
だ
け
の
賭
博
ま
で
行
わ
れ
始
め
た
。こ
う
し
た
不

祥
事
が
続
出
す
る
よ
う
に
な
り
、天
保
の
改
革
で
富
く
じ

は
禁
止
と
な
る
。そ
し
て
、約
百
年
後
の
昭
和
二
十
年
七

月
、軍
費
調
達
の
た
め
、「
勝
札
」と
称
す
る
富
く
じ
が
発

売
さ
れ
る
ま
で
日
の
目
を
見
る
こ
と
も
な
く
、し
か
も
こ

の「
勝
札
」は
抽
選
日
を
待
た
ず
に
終
戦
と
な
っ
て
し
ま
い
、

後
に
は「
負
札
」な
る
不
名
誉
な
名
称
ま
で
付
け
ら
れ
て

し
ま
っ
た
。話
は
変
わ
る
が
、こ
の
富
く
じ
は「
富
久
」な
る

落
語
の
ネ
タ
に
な
っ
て
い
る
。こ
れ
は
大
変
難
し
い
題
材
で
、

古
今
亭
志
ん
生
や
桂
文
楽
、立
川
談
志
な
ど
の
名
人
た

ち
が
得
意
と
す
る
も
の
。富
く
じ
を
当
て
る
町
人
が
主
人

公
の
落
語
を
聞
き
な
が
ら
、夢
を
膨
ら
ま
し
、サ
マ
ー
ジ
ャ
ン

ボ
宝
く
じ
の
当
選
結
果
を
待
つ
の
も
一
興
か
も
し
れ
な
い
。

◯

人形町の
ヒト
・
モノ
・
コト

第
九
回

椙
森
神
社
の
富
く
じ

す
ぎ
の
も
り

み
の
お
り
ょ
う

あ
ん
じ

か
ら
び
つ

と
み
え

か
ん
の
う
じ

む
じ
ん

か
ち
ふ
だ

ま
け
ふ
だ

と
み
き
ゅ
う

江戸時代の庶民の泣き笑いをしのんだ富塚碑

瀧安寺で行われた富会のようす 「摂津名所図会」（みずほ銀行宝くじ部蔵）
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江
戸
か
ら
現
代
に
受
け
継
が
れ
る
屋
台
の
味

食いしん坊
フク丸が行く

◆
屋
台
は
庶
民
が
作
り
上
げ
た

江
戸
の
外
食
産
業

現
在
、お
店
で
食
べ
る
こ
と
が
多
い
に
ぎ
り
寿
司
や
そ
ば
、天
ぷ
ら
。こ
れ
ら

は
、江
戸
時
代
に
屋
台
か
ら
人
気
に
な
っ
た
の
が
始
ま
り
で
す
。
江
戸
の
庶

民
の
グ
ル
メ
と
言
え
ば
、な
ん
と
言
っ
て
も
屋
台
の
食
べ
物
で
し
た
。理
由
は
、

手
軽
さ
と
安
さ
で
、上
方
か
ら
来
た
商
人
や
出
稼
ぎ
の
労
働
者
、参
勤
交
代

で
単
身
赴
任
の
武
士
た
ち
へ
と
広
ま
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。
屋
台
が
江
戸
の

街
に
登
場
す
る
の
は
、享
保
年
間（
一
七
一
六
〜
三
六
年
）。
八
代
将
軍
吉
宗

が
行
っ
た
享
保
の
改
革
で
引
き
締
め
政
策
を
取
っ
た
時
期
に
新
商
法
と
し

て
生
ま
れ
ま
し
た
。
当
初
は
、神
社
仏
閣
の
祭
礼
、花
見
、花
火
大
会
な
ど

の
”ハ
レ
の
日
“や
人
々
が
多
く
集
ま
る
大
通
り
で
発
達
し
、天
明
年
間（
一

七
八
一
〜
八
九
年
）に
一
層
盛
ん
に
な
り
ま
す
。
江
戸
時
代
の
屋
台
は
、現
在

の
よ
う
に
車
輪
が
付
い
て
い
な
い
「
据
置
き
型
」
で
、車
輪
を
付
け
て
簡
単
に

移
動
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
明
治
に
な
っ
て
か
ら
で
す
。
戦
の
な
い
平
和
な

江
戸
の
社
会
で
は
、資
金
力
を
持
っ
た
商
人
文
化
が
台
頭
し
、自
由
な
気
風

が
広
が
っ
た
中
で
、屋
台
の
よ
う
な
外
食
文
化
も
大
い
に
栄
え
た
の
で
し
た
。

◆
江
戸
前
寿
司
は
ネ
タ
に

仕
事
が
さ
れ
て
い
る

江
戸
前
寿
司
の
歴
史
は
、文
政
年
間（
一

八
二
〇
年
代
）、本
所
横
綱
の
華
屋
与
兵

衛
が
屋
台
で
に
ぎ
り
寿
司
を
売
っ
た
の
が

始
ま
り
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
当
時
は
、上

方
で
生
ま
れ
た
「
な
れ
寿
司
」
や
「
箱
寿

司
」
と
い
っ
た
押
し
寿
司
が
主
流
で
し
た
。

し
か
し
、せ
っ
か
ち
な
江
戸
っ
子
は
箱
に
詰

め
て
押
す
時
間
も
待
て
ま
せ
ん
。
そ
こ
で

酢
で
調
味
し
た
飯
に
魚
を
乗
せ
る
「
に
ぎ

り
寿
司
」
が
考
え
出
さ
れ
、大
人
気
と
な

っ
た
の
で
す
。
魚
は
な
ん
と
い
っ
て
も
新
鮮

さ
が
命
。
ネ
タ
も
江
戸
前（
江
戸
湾
＝
東

京
湾
）で
取
れ
る
魚
が
中
心
と
な
り
ま
す
。

そ
れ
で
も
、冷
蔵
庫
が
な
い
時
代
、鮮
度

を
保
つ
の
は
一
苦
労
。
そ
こ
で
、酢
で
締
め

た
り
、煮
た
り
す
る
”仕
事
“
が
必
要
に
な

り
、「
江
戸
前
寿
司
は
ネ
タ
に
仕
事
が
さ

れ
て
い
る
」
と
い
う
言
葉
は
、こ
こ
か
ら
生

ま
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、相
模
湾
な
ど
で

取
れ
る
魚
を
使
っ
た
「
に
ぎ
り
寿
司
」
で

も
「
江
戸
前
寿
司
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
す
。
現
在
の
東
京
湾
で
も
新
鮮
な

穴
子
、シ
ャ
コ
、カ
レ
イ
な
ど
が
獲
ら
れ
、多

く
の
お
寿
司
屋
さ
ん
で
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

◆
そ
ば
は
威
勢
良
く

音
を
す
す
る
の
が
江
戸
流

夜
鳴
き
そ
ば
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、蕎

麦
は
屋
台
売
り
が
主
流
で
し
た
。
屋
台
か

ら
専
門
の
店
を
構
え
て
、沢
山
の
水
を
使

え
る
よ
う
に
な
り
、現
在
の
よ
う
に
茹
で

て
か
ら
水
に
さ
ら
す
冷
た
い
蕎
麦
が
普
及

し
ま
す
。
そ
し
て
、水
切
り
の
た
め
に
、丸

い
ざ
る
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、こ
れ

が「
ざ
る
そ
ば
」の
ル
ー
ツ
と
な
り
ま
し
た
。

江
戸
時
代
中
期
に
は
蕎
麦
は
す
っ
か
り
庶

民
の
間
に
定
着
し
、元
禄
年
間
の
赤
穂
浪

士
の
話
に
も
蕎
麦
屋
が
登
場
し
ま
す
。
江

戸
で
は
三
大
蕎
麦
屋
と
い
っ
て
、『
藪
』『
砂

場
』『
更
級
』
が
覇
を
競
い
ま
す
。『
藪
』
は

江
戸
中
期
か
ら
雑
司
ヶ
谷
名
物
の
「
藪
の

内
そ
ば
」
と
し
て
知
ら
れ
、こ
こ
の
蕎
麦
は

長
く
切
れ
に
く
い
の
が
特
徴
で
、台
を
低

く
し
て
、一
気
に
ズ
ル
ズ
ル
と
吸
い
込
む
食

べ
方
に
な
り
ま
す
。
江
戸
庶
民
は
そ
ば
を

威
勢
良
く
音
を
す
す
り
な
が
ら
食
べ
る
こ

と
を
喜
ん
だ
と
言
い
ま
す
か
ら
、『
藪
』
の

蕎
麦
は
、ま
さ
に
江
戸
っ
子
の
人
気
の
食

べ
物
だ
っ
た
の
で
す
。

今
回
は
フ
ク
丸
が
江
戸
時
代
に
タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
。

江
戸
の
味
の
代
表
、寿
司
と
蕎
麦
、そ
の
ル
ー
ツ
に
迫
り
ま
す
。

神田藪そばからのれん分けした浜町藪そば。伝統の味を受け継
いでいる。 取材協力：浜町藪そば

現在では生で食べる鰺やイカも昔は酢で締めたり煮てネタにした
取材協力：満寿鮨
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今
回
の
先
生：

世
界
湯
　
佐
々
木
英
夫
さ
ん

知
っ
て
得
す
る

な
ん
で
も
講
座

江
戸
の
銭
湯
の
楽
し
み
方

第九回

中
央
区
日
本
橋
人
形
町
二
―

十
七
―

二

電
話
〇
三
―

三
六
六
六
―

七
六
六
三

営
業
十
五
時
〜
二
十
三
時

定
休
日
月
曜

世
界
湯

●
江
戸
時
代
は
裸
で
入
ら
な
か
っ
た

銭
湯
の
始
ま
り
は
、蒸
し
風
呂
で
し
た
。
そ
し

て
、こ
の
頃
は
裸
で
な
く
、
男
女
と
も
布
を

巻
い
て
入
浴
し
、女
性
は
そ
の
裾
が
開
か
な
い

よ
う
に
し
て
い
ま
し
た
。
後
に
湯
に
浸
か
る
よ

う
に
な
る
と
、男
性
は
ふ
ん
ど
し
、女
性
は
腰

巻
き
を
し
て
入
浴
し
、ふ
ん
ど
し
を
湯
船
の

中
で
洗
っ
て
上
が
っ
た
そ
う
。し
か
し
、こ
れ
は

あ
く
ま
で
も
江
戸
の
お
話
。
現
在
は
、も
ち
ろ

ん
裸
で
、洗
濯
も
禁
止
で
す
。

●
江
戸
っ
子
は
熱
湯
が
好
き

江
戸
に
は
肉
体
労
働
者
が
多
く
、
重
労
働
の

疲
れ
を
取
る
た
め
に
も
入
浴
は
必
須
で
し

た
。
熱
い
湯（
四
十
二
〜
三
度
）は
、特
に
筋

肉
痛
に
効
果
が
あ
り
、熱
い
湯
に
入
り
汗
を

か
く
と
、皮
膚
の
表
面
の
汗
の
水
分
が
蒸
発

す
る
際
に
、気
化
熱
を
奪
っ
て
爽
快
な
気
分

が
味
わ
え
ま
す
。
そ
し
て
江
戸
っ
子
は
見
栄
っ

張
り
。
何
事
に
も
張
り
合
う
気
質
か
ら
お
湯

が
熱
く
て
も
そ
れ
に
耐
え
る
こ
と
を
信
条
と

し
て
い
た
よ
う
で
す
。

●
銭
湯
は
江
戸
の
社
交
場

江
戸
の
銭
湯
に
は
二
階
に
休
憩
室
が
あ
り
、

武
士
も
町
人
も
身
分
に
関
係
な
く
、湯
上
が

り
の
涼
を
取
り
な
が
ら
、囲
碁
や
将
棋
を
楽

し
ん
で
い
ま
し
た
。こ
の
休
憩
室
は
男
性
の
み

利
用
が
可
能
で
、そ
の
後
女
性
が
接
客
す
る

よ
う
に
な
る
と
、風
気
が
乱
れ
る
と
し
て
明

治
時
代
に
禁
止
に
な
り
ま
し
た
。こ
の
社
交

場
と
い
う
感
覚
は
、脱
衣
場
で
、冷
た
い
も
の

を
飲
み
、坪
庭
を
眺
め
な
が
ら
世
間
話
を
す

る
今
の
姿
に
通
じ
る
も
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
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インフォメーション

ロ
イ
ヤ
ル
パ
ー
ク
ホ
テ
ル

明
治
座

■
平
成
十
五
年
九
月
公
演
日
本
橋
創
架
四
百
年

●
日
本
橋
物
語

ビ
ッ
グ
で
異
色
な
顔
合
わ
せ
で
お
届
け
す
る
心
暖

ま
る
人
情
喜
劇
の
決
定
版
。

出
演：

三
田
佳
子
平
幹
二
朗
桂
三
枝
中
村
扇
省

会
期：

九
月
四
日（
木
）〜
二
九
日（
月
）

開
演：

昼
の
部
十
一
時
三
〇
分
／
夜
の
部
四
時
三
〇
分

前
売
電
話
予
約：

七
月
二
十
八
日（
月
）か
ら

料
金：

Ａ
席
一
万
二
千
円
、Ｂ
席
五
千
円

電
話
予
約
受
付：

〇
三
―

三
六
六
〇
―

三
九
〇
〇

●
ベ
ト
ナ
ム
フ
ー
ド
フ
ェ
ア

●
”フ
ラ
マ
リ
ゾ
ー
ト
ダ
ナ
ン
“

毎
年
好
評
の「
ベ
ト
ナ
ム
フ
ー
ド
フ
ェ
ア
」。
今
年
は
、中

部
ベ
ト
ナ
ム
の
中
心
地
ダ
ナ
ン
に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
た
お

料
理
を
ご
紹
介
し
ま
す
。フ
ェ
ア
期
間
中
に
ア
オ
ザ
イ

を
着
用
で
ご
来
店
さ
れ
た
方
に
は
素
敵
な
プ
レ
ゼ
ン
ト

を
ご
用
意
し
て
い
ま
す
。ぜ
ひ
、お
越
し
く
だ
さ
い
。

ラ
ン
チ：

二
五
〇
〇
円
デ
ィ
ナ
ー：

六
〇
〇
〇
円

レ
デ
ィ
ス
デ
ィ
ナ
ー：

三
八
〇
〇
円

〈
お
問
い
合
わ
せ
・
ご
予
約
〉
〇
三
―

三
六
六
七
―

一
一
一
一

銭
湯
が
江
戸
に
登
場
し
た
の
は
、天
正

十
九（
一
五
九
一
）年
、現
在
の
東
京
駅

の
す
ぐ
近
く
、呉
服
橋
と
常
磐
橋
の
中

間
あ
た
り
、銭
瓶
橋
の
た
も
と
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
。
そ
の
後
庶
民
の
人
気
と
な

り
、慶
長
十
九（
一
六
一
四
）年
の
記
録

に
よ
る
と
江
戸
の
街
ご
と
に
銭
湯
が
あ

っ
た
そ
う
で
す
。
現
代
に
伝
わ
る
銭
湯

の
歴
史
の
中
で
、江
戸
の
庶
民
た
ち
は

ど
の
よ
う
に
お
風
呂
を
楽
し
ん
で
い
た

の
で
し
ょ
う
か
。

「
最
近
の
人
は
、銭
湯
の
マ
ナ
ー
が
な
っ
て
な

い
よ
。
濡
れ
た
ま
ま
脱
衣
場
に
上
が
る
し
、

身
体
も
洗
わ
ず
に
湯
船
に
入
る
、ち
ゃ
ん
と

タ
オ
ル
を
絞
れ
な
い
や
つ
ま
で
い
る
ん
だ
か

ら
」
と
佐
々
木
さ
ん
。
銭
湯
は
江
戸
時
代
か

ら
、立
派
な
社
交
場
。み
な
さ
ん
、ち
ゃ
ん
と

マ
ナ
ー
を
守
っ
て
銭
湯
を
楽
し
み
ま
し
ょ

う
。そ
し
て
、帰
り
道
に
冷
た
い
ビ
ー
ル
を
キ

ュッ
と
一
杯
。こ
れ
が
、下
町
の
最
高
の
夕
涼

み
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

■
人
形
町
サ
マ
ー
セ
ー
ル

日
頃
の
ご
愛
顧
に
感
謝
し
て「
現
金
つ
か
み
ど

り
」を
開
催
。期
間
中
、人
形
町
商
店
街
で
お

買
物
す
る
と
五
百
円
で
福
引
補
助
券
一
枚

（
四
枚
で
一
回
分
）、二
千
円
で
福
引
券
一
枚

を
差
し
あ
げ
ま
す
。特
賞
、一
等
、二
等
は
現

金
つ
か
み
ど
り
、三
等
は
人
形
町
お
買
物
券
、

四
等
は
五
十
円
と
、空
く
じ
な
し
で
す
。こ
の

夏
の
運
試
し
を
ぜ
ひ
。

期
間：

六
月
二
十
三
日（
月
）〜
七
月
十
日（
木
）

時
間：

十
一
時
〜
十
八
時

福
引
所：

人
形
町
通
り「
大
観
音
寺
」前

■
草
市

迎
え
火
や
送
り
火
に
用
い
る
オ
ガ
ラ
や
お
供
え

の
草
花
な
ど
の
お
盆
用
具
が
並
ぶ
草
市
。甘
酒

横
丁
交
差
点
近
く
の
人
形
町
通
り
に
草
市
が

立
つ
様
は
、夏
に
は
欠
か
せ
な
い
街
の
風
景
で
す
。

籠
に
盛
ら
れ
た
な
す
、ピ
ー
マ
ン
、ト
マ
ト
、長
い

茎
の
ほ
う
ず
き
な
ど
が
並
び
ま
す
。

期
間：

七
月
十
一
日（
金
）〜
十
三
日（
日
）〈
予
定
〉

場
所：

人
形
町
一
丁
目
、二
丁
目
、甘
酒
横
丁

場
所：

交
差
点
界
隈

■
せ
と
も
の
市

人
形
町
の
夏
の
風
物
詩
で
も
あ
る
せ
と
も

の
市
。水
天
宮
か
ら
人
形
町
交
差
点
に
至

る
大
通
り
の
両
歩
道
に
陶
磁
器
問
屋
の

テ
ン
ト
が
立
ち
並
び
ま
す
。日
本
橋
界
隈

の
陶
磁
器
問
屋
が
会
し
て
行
わ
れ
る
の

で
、商
品
の
種
類
や
量
が
と
に
か
く
豊
富
。

市
価
よ
り
安
く
、掘
り
出
し
物
が
見
つ
か

る
か
も
。

期
間：

八
月
四
日（
月
）〜
六
日（
水
）

時
間：

九
時
〜
二
十
一
時

場
所：

人
形
町
通
り
一
帯

人
形
町
商
店
街
夏
の
イ
ベ
ン
ト
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
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人 形 町 協 賛 店 一 覧

●日本料理・酒処

ふぐあをき

割烹魚久

和風居酒屋えいと

寿司江戸浜

串揚げ絵凡

お食事処おおいし

ふぐ料理かねまん

スナック雅楽

元気玉の神田七ふく人形町店

下町の 寿司

関西料理人形町北浜

ふぐ・一品料理吉星

割烹吉晁

やきとり久助

鮨懐石京樽人形町総本店

うなぎ ｠ 代川

和風料理清濱田

碇そば・酒処金碇庵

居酒屋くじらい

すし処彩旬

お好み焼さのや

ふぐ・一品料理三栄

生そば松竹庵

お料理＆ギャラリー旬彩

寿司幸

居酒屋素材屋人形町店

鳥料理玉ひで

居酒屋たんぽぽ

てん丼てんや人形町店

日本そば東嶋屋

旬の味豆子郎

鉄板焼とみしま

釜めしなかにし

寿司中乃見家

とんかつ一

北の味紀行と地酒北海道

日本料理前田

鮨の味満寿鮨

お好み焼・鉄板焼松浪

牛めし松屋人形町店

スナック弥太郎＆ゆき

浜町薮そば

魚河岸料理よし梅

牛丼の吉野屋人形町店

鮨処六兵衛

●レストラン・中華料理

中華あづま軒

イタリア料理アル・ポンテ

レストランアントレ

レストランカサドール

西洋厨房ガリバー

洋食キラク

グリルツカサ

西洋料理ぐるとん

焼肉香楓苑

カレーハウスCoco壱番屋

洋食小春軒

四川亭

翠蓮

創作食遊房セリカ

太一ラーメン

中華大洋軒

レストランテキサス

中華料理天下一

トラットリアサンマルツァーノ

焼肉レストラン富士

紅虎餃子房人形町店

レストラン芳味亭

ハンバーガー 日本マクドナルド

北京料理明華園

洋食来福亭

欧風料理ラ・コンセルジュ

王さんの台所人形町店

●喫茶

オリパカフェ＆パスタ

喫茶去快生軒

カフェ・ド・クリエ

カフェ・ドルチェ

カフェ・ロイド

珈琲千里軒

コーヒー高久

ドトールコーヒー人形町一丁目店

レストラン・喫茶ばく

甘味処・お好み焼初音

珈琲ぶるぼん

コーヒーの店るぴなす

カフェレストランロン　

カフェテラスワコー　

●教養・趣味・生活

趣味のギフト伊勢茂

打刃物うぶけや

遠藤電気商会

印章・ゴム印大橋印房

かえる小物グッズかえる屋

くま薬局　

55ステーション

コボリ文具店

佐野時計店

楊枝さるや

株式会社三喜

至誠堂書店

志村商店

BOOKS ジョイ

BOOKSPISMO

香老舗松榮堂

清心丹薬局

金券ショップ大黒屋

大成堂薬局

文具のチシマ

婦人服修理つるや洋装

東京家具

日用品ビデオ企画戸田屋商店

ドラッグ・オゾン

ナカジマパッケージ

家庭金物・化粧品なんや商店

ニッポンレンタカー

日本橋かきがら町クリニック

人形町指圧リバース

人形町ロックサービス

レンタルスペース白天堂

花繁

DPE パレットプラザ

漢方春蘭堂半井薬局

ガス器具販売修理日比野商店

ヒラマツ靴店

ファミリーマートマルイチ

マッサージ藤倉治療院

福住薬局　

靴・スポーツ用品ブラザー

文教堂書店

こだわりのうつわ紅とも

毎日新聞水天宮販売所

マツモトキヨシ

白衣・ユニフォーム丸富士

カメラミサワ商会

生・造花式典ミソノ

靴みどりや靴店

文具事務器ミヤギ

モリヤフォトスタジオ　

●食品

食品の店いたくらや

すき焼・割烹人形町今半

京粕漬魚久

鮨きふね人形町2丁目

お茶の共和園

和洋酒・食料品小山商店

おにぎりコロナ人形町店

銘茶佐七

酒・洋酒・食品新川屋佐々木酒店

ドイツパンの店タンネ

京漬もの近爲

佃煮ちとせ屋

築地銀だこ人形町店

鳥近

長谷川海苔店

魚貝類販売浜野院

富貴豆ハマヤ

すき焼と肉の専門店日山

須賀屋果実店

パン・食料品人形町ペティスコ

キムチのほし山

サンドウィッチパーラーまつむら

惣菜おでん美奈福

茶卸小売 森乃園東京店

うまいものの揃う食料品店わしや

親子焼・玉子焼・焼鳥・地鶏の鳥忠

●和洋菓子・煎餅

人形焼本舗板倉屋

人形焼・瓦せんべい人形町亀井堂

京菓子司玉英堂彦九郎

京菓子司寿堂

おせん・おかき処小藤屋

ゼイタク煎餅重盛の人形焼

手焼せんべい草加屋

江戸菓子匠・茶寮つくし

和風ファーストフード天運堂

天下堂菓子店

花見せんべい

カステラ文明堂

和生菓子縫月堂

和菓子舗三原堂本店

高級鯛焼本舗柳屋

●不動産・金融・他

アシスト30

菊弥不動産

ビル管理玉英堂ビル

興産信用金庫人形町支店

宝や不動産

不動産管理旅路

東京シティ・エアターミナル

東京シティ信用金庫日本橋支店

東京穀物商品取引所

富成工務店

プロミス

みずほ銀行蛎殻町支店

柳屋不動産

阿波屋洋品店

ブティックエフ・ピーエス

京扇子京扇堂　　　　

紳士婦人服キリンヤ洋品店

下町おもしろ工芸館

マタニティ専門ジョリー

きもの今昔甚右衛門

カットハウススペース

滝上理容館　　　　　

タケナカキヨシ美容室

特選呉服立花屋

紳士洋品チボリ・オオノヤ

東京メガネ日本橋店

ネクタイの中島　　　

新感覚の染めと織り錦や

きもの松ざわ

マタニティ専門美樹村

みつこ美容室　　　　　

つづら岩井商店　　　

美術陶芸京雅堂

和楽器ばち英

ホテル吉晁

グロリアツーリスト

シティペンションゼム

ホテル日本橋サイボー

パチンコ正村遊技場　

旅館満寿多　

明治座　　　　

ロイヤルパークホテル

大観音寺　　　　　　

水天宮

営団地下鉄水天宮前駅　

営団地下鉄人形町駅

都営地下鉄人形町駅　

都営地下鉄浜町駅　　

（3666）0820

（3666）3848

（3661）7795

（3669）1781

（3664）6077

（3668）3019

（3666）3717

（3660）5506

（3293）0729

（3666）1682

（3666）3348

（3666）9779

（3666）7046

（3639）5409

（3666）5445

（3666）3197

（3666）6468

（3666）4524

（3661）1325

（3668）1616

（3666）4986

（3666）8057

（3661）3995

（3666）0831

（3666）1927

（3664）7730

（3668）7651

（3668）2681

（3664）4023

（3666）6964

（3662）0163

（3664）4060

（3666）5746

（3669）2250

（3669）9251

（3667）3011

（3666）5525

（3666）4536

（3666）7773

（3666）4561

（3661）7214

（3666）6522

（3668）4069

（5645）8139

（3666）7543

（3666）1984

（3666）4499

（3669）3080

（3666）8856

（3669）8646

（3666）6555

（3666）8997

（3668）6732

（5640）1029

（5695）7760

（3661）8830

（5643）0304

（3664）0036

（3661）9531

（3666）5457

（3639）2468

（3664）1234

（3584）6951

（3666）3499

（3666）3205

（3662）8177

（3666）5687

（5642）7046

（3666）4501

（3666）3895

（3666）0808

（3665）0078

（5643）3025

（3669）0880

（3664）6070

（3666）3334

（3661）1423

（3666）6072

（3639）3233

（5645）8650

（3668）6760

（3666）3082

（3664）0476

（3664）7370

（3664）0409

（3666）7631

（3666）4039
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