
川
崎
城
は
約
八
百
年
前

の
鎌
倉
時
代
（
一
二
〇
〇

年
ご
ろ
）
、
塩
谷
朝
業
公

が
築
城
し
た
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。

こ
の
川
崎
城
跡
公
園
は
、

矢
板
市
指
定
文
化
財
に
登

録
（
平
成
元
年
）
さ
れ
て

い
る
た
め
、
前
号
（
第
六

号
・
七
月
十
五
日
発
行
）

で
ご
紹
介
し
た
「
川
崎
城

跡
公
園
整
備
計
画
」
を
実

行
す
る
に
先
立
ち
、
歴
史

的
な
埋
没
品
が
な
い
か
を

調
査
す
る
た
め
、
市
民
会

議
の
メ
ン
バ
ー
を
中
心
に

発
掘
作
業
が
行
わ
れ
ま
し

た
。
こ
の
結
果
出
て
き
た

の
は
、
大
量
の
土
と
メ
ン

バ
ー
の
汗
だ
け
だ
っ
た
と

い
う
笑
い
話
が
残
っ
て
い

ま
す
。

整
備
作
業
は
七
月

の
中
旬
か
ら
開
始
さ

れ
、
本
丸
と
二
の
丸

を
含
む
「
眺
望
を
楽

し
む
ゾ
ー
ン
」
の
伐

採
や
間
伐
が
再
生
会

議
メ
ン
バ
ー
の
手
に

よ
っ
て
行
わ
れ
て
い

ま
す
。
眺
望
を
遮
っ

て
い
た
サ
ク
ラ
や
ツ

ゲ
を
間
伐
し
た
こ
と

に
よ
り
、
本
丸
は
光
が
差

し
込
む
明
る
い
エ
リ
ア
に

生
ま
れ
変
わ
り
ま
し
た
。

作
業
を
始
め
る
前
の
公
園

内
は
草
が
生
い
茂
り
う
っ

そ
う
と
し
て
い
て
、
公
園

と
し
て
の
魅
力
が
感
じ
ら

れ
な
い
場
所
だ
っ
た
そ
う

で
す
。

危
険
を
伴
う
既
存
遊
具
の

撤
去
の
み
業
者
へ
委
託
し
、

他
は
出
来
る
限
り
メ
ン
バ
ー

の
力
を
合
わ
せ
て
作
業
を

進
め
て
い
く
そ
う
で
す
。

九
月
十
五
日
に
は
あ
ん

ど
ん
ま
つ
り
に
向
け
て
の

会
場
整
備
や
、
本
丸
を
囲

む
園
路
に
ウ
ッ
ド

チ
ッ
プ
が
敷
か
れ

ま
す
。
園
路
は
今

後
本
丸
の
外
周
に

も
新
た
に
整
備
さ

れ
、
東
側
駐
車
場

か
ら
も
直
接
本
丸

ま
で
登
れ
る
よ
う

に
す
る
予
定
で
す
。

十
月
以
降
、
本

丸
東
側
部
分
の
本

格
的
伐
採
が
行
わ
れ
、
終

了
後
は
本
丸
か
ら
矢
板
市

街
地
が
一
望
で
き
る
城
跡

公
園
と
し
て
新
た
な
姿
を

現
す
こ
と
に
な
っ
て
い
る

そ
う
で
す
。

今
ま
で
は
薄
暗
く
、
ウ

オ
ー
キ
ン
グ
の
途
中
に
寄

る
こ
と
も
少
な
か
っ
た
場

所
が
、
今
後
は
川
崎
城
跡

公
園
を
目
指
し
ウ
オ
ー
キ

ン
グ
を
楽
し
み
、
本
丸
よ

り
市
街
地
を
眺
め
ゆ
っ
く

り
と
し
た
時
間
を
過
ご
せ

る
憩
い
の
場
所
と
な
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
整
備
後

の
、
生
ま
れ
変
わ
っ
た
城

跡
公
園
が
ど

の
様
に
な
る

の
か
今
か
ら

大
変
楽
し
み

で
す
。
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昭
和
四
十
年
、
初
代
当
主
が
氏
家
・

亀
田
屋
に
て
修
行
後
、
現
在
地
に

創
業
。
「
和
菓
子
は
、
あ
ん
が

勝
負
」
で
、
あ
ず
き
は
吟
味
し

た
北
海
道
産
を
使
い
、
あ
ん
は
、

お
菓
子
の
種
類
に
よ
っ
て
固
さ

と
配
合
を
変
え
る
な
ど
、
大
変

気
を
使
う
と

の
こ
と
。
当

初
は
和
菓
子

が
専
門
で
し

た
が
、
若
い

人
に
も
食
べ

て
も
ら
え
る

よ
う
な
、
洋

風
菓
子
（
カ
ス

テ
ラ
・
ブ
ラ
ン

デ
ー
ケ
ー
キ
）

な
ど
に
も
力
を
入
れ
て
き
て
い
ま

す
。
特
に
、
和
洋
折
衷
の
冷
凍
生

ク
リ
ー
ム
大
福
は
、
現
在

の
二
代
目
当
主
が
発
案
。

ク
リ
ー
ム
は
日
持
ち
が
悪

い
た
め
、
食
べ
た
い
と
き

に
い
つ
で
も
食
べ
ら
れ
る

よ
う
に
と
冷
凍
に
。
年
間

を
通
し
て
好
評
で
す
が
、

冷
凍
と
は
い
え
、
お
買
い

求
め
い
た
だ
い
た
ら
、
早

め
に
召
し
上
が
る
よ
う
に

お
薦
め
し
て
い
ま
す
。

そ
の
ほ
か
、
い
な
か
ま

ん
じ
ゅ
う
、
お
赤
飯
、
も

ち
（
誕
生
も
ち
・
紅
白
も
ち
な
ど
）

も
創
業
以
来
、
一
年
中
販
売
し
て

い
ま
す
。
ま
た
、
健
康
食
品
ブ
ー

ム
に
あ
や
か
り
、
沖
縄
の
黒
糖
入

り
の
利
休
饅
頭
な
ど
時
代
の
流
れ

を
受
け
な
が
ら
も
、
昔
か
ら
の
お

菓
子
を
受
け
継
ぎ
な
が
ら
新
し
い

も
の
を
生
み
出
し
つ
つ
、
お
客
さ

ま
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
て
い
ま
す
。

昭
和
十
年
に

創
業
。
小
学
四
、

五
年
生
の
こ
ろ

か
ら
、
あ
ん
作

り
の
手
伝
い

を
さ
せ
ら
れ

た
と
い
う
当

主
は
二
代
目
。

「
吉
澤
や
さ

ん
」
の
名
前

が
な
じ
み
深
い
方
が
多
い
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
、
平
成
七
年
、

お
店
を
建
て
直
し
た
と
き
に
、

新
た
に
「
関
龍
庵
」
の
看
板
を
掲

げ
ま
し
た
。
由
来
は
、
当
主
の
名

字
の
関
谷
、
名
前
の
龍
男
か
ら
二

文
字
を
と
っ
て･･･

。

名
物
の
八
起
最
中
は
二
代
目
が

二
十
四
、
五
歳
で
、
ま
だ
矢
板
に

昭
和
座
と
い
う
映
画
館
が
あ
っ
た

こ
ろ
、
「
路
傍
の
石
」
の
映
画
を

観
た
時
の
「
一
度
し
か
な
い

人
生･

･
･

」
と
い
う
言
葉
に

ヒ
ン
ト
を
得
て
創
り
出
し

ま
し
た
。

試
行
錯
誤
の
末
、
や
っ

と
初
代
に
認
め
ら
れ
た
作

品
と
の
こ
と
。

「
ほ
か
に
売
れ

筋
の
品
は
？
」

と
お
聞
き
す

る

と

、

「
こ
の
お

店
の
品
と

い
う
安
心

感
で
買
っ

て
い
た
だ
い
て
い
る
の
で
、
ご
希

望
に
添
う
よ
う
に
私
が
選
ん
で
詰

め
合
わ
せ
て
い
ま
す
」
と
の
こ
と
。

特
に
、
涼
し
げ
な
水
饅
頭
は
冬

で
も
人
気
が
あ
る
と
か
。
「
路
地

を
入
っ
た
場
所
で
分
か
り
づ
ら
い

の
で
は
？
」
と
の
問
い
に
は
「
〝こ

こ
だ
、
こ
こ
だ
〟
と
お
店
を
見
つ

け
て
く
る
の
が
楽
し
み
に
な
っ
て

い
る
よ
う
で
す
」
と
明

る
く
。

〔
あ
ん
が
命
〕
と
い
う

初
代
の
言
葉
を
守
り
続

け
、
二
代
目
も
誇
り
を

持
っ
て
菓
子
作
り
を
し

て
い
る
の
が
伝
わ
っ
て

き
ま
し
た
。

「よそに行く時、何をお土産にす
るか困ってしまう！」そんな方も
多いのでは？今号から２回にわた
り、伝統を守りながら地域に根ざ
している和菓子店をご紹介いたし
ます。ぜひ一度ご賞味あれ！！

お
勧
め
菓
子

【

鳥
花
】
【

や
い
た
】

代表菓子

八起最中

関龍庵（扇町）

矢板の名産紹介

和菓子司亀田屋（鹿島町）

川 崎 城 跡
公園の整備
が始まって
いますよ

現在の本丸か
ら見た北東の
風景。これが
どう変わるか？


