
宿
場
町
か
ら
始
ま
る

銅
銭
糖

井
手
が
で
き
た
こ
と
が

繁
栄
の
始
ま
り

　
下
井
手
や
上
井
手
な
ど
の
水
路
が

完
成
し
、
水
が
豊
か
に
な
る
と
上
井

手
に
沿
っ
て
町
並
み
が
で
き
ま
す
。

そ
れ
は
「
塘と

う
町ま

ち
筋す

じ
」
と
呼
ば
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
す
。
お
寺
や
神
社
が
建

て
ら
れ
参
勤
交
代
の
宿
場
町
と
し
て

大
津
町
は
大
き
く
発
展
し
て
い
き
ま

し
た
。

最
初
の
宿
場
町
大
津

　
参
勤
交
代
の
時
に
、
熊
本
を
出
発

し
た
藩
主
の
行
列
は
、
大
津
の
御
茶

屋
で
あ
る
「
本
陣
」
で
最
初
の
夜
を

過
ご
し
ま
し
た
。
そ
の
日
は
、
簀す

戸ど

口ぐ
ち

と
言
う
臨
時
の
関
所
を
作
っ
て
、

出
入
り
を
制
限
し
、
人
々
は
早
く
か

ら
道
路
に
座
っ
て
行
列
を
迎
え
ま
し

た
。
町
は
き
れ
い
に
清
掃
さ
れ
、
町

全
体
が
静
ま
り
返
っ
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
、
参
勤
交
代
の
行
列
が
消
費

す
る
費
用
は
多
く
、
各
宿
場
町
は
繁

栄
し
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
大
津
町

も
例
外
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

宿
場
町
と
し
て
大
津
町
は
繁
栄
す
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。
現
在
の
大
津
町

の
繁
栄
は
、
正
に
宿
場
町
の
時
代
か

ら
始
ま
っ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は

な
い
の
で
す
。

第二部

宿場町おおづ 細川忠利肥後就封は寛永九年であり三年後の寛永十二年には
参勤交代の制度が定められ大津宿駅つくりが始まり大津殷盛
時代をむかえることとなる。上井手の開さくにより南方に築
き揚げた土堤の上に旅籠屋、小売店、露店を建て承応二年

（1654年）には光尊寺が開基され民心の安定に貢献し、塘町
筋の集落が形成された。　　　　　　      ―大津町史より

　

棒
型
の
銅
銭
大
、
自
慢
の
肥

後
米
の
ら
く
が
ん
に
餡
が
一
筋

器
用
に
入
っ
て
い
る
。
阿
蘇
の

古
い
古
い
町
、
旅
人
の
土
産
は

こ
れ
に
決
ま
っ
て
い
て
、
一
本

ず
つ
の
包
装
を
破
っ
て
、
雪
白

の
ら
く
が
ん
が
現
れ
る
の
は
い

つ
で
も
楽
し
い
。

麦
秋
の
母
を
ひ
と
り
の
野
の
起
伏

　

銅
銭
糖
の
季
感
は
な
ん
と
し

て
も
夏
。
麦
熟
れ
て
、
野
茨
の

花
が
咲
く
初
夏
の
阿
蘇
路
の
菓

子
。

書
籍
名
「
ふ
る
さ
と
の
菓
子
」

（
２
０
０
６
年
初
版
発
行
）　

　
　
　
　
　
　
　
　
中
村
汀
女　
著

文
化
人
も
好
ん
だ
銅
銭
糖

　
大
変
な
菓
子
好
き
で
あ
っ
た
熊
本

が
生
ん
だ
俳
人
、
中な

か
村む

ら
汀て

い
女じ

ょ
は
か
つ

て
浪
花
屋
本
店
を
訪
れ
て
お
り
、
自

身
の
著
書
に
、
句
と
と
も
に
銅
銭
糖

の
思
い
を
綴
っ
て
い
ま
す
。

銅
銭
糖
の
始
ま
り

　
明
治
時
代
の
大
津
町
で
は
、
井
手

筋
に
22
カ
所
の
水
車
業
が
営
ま
れ
て

い
た
と
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
水
車

に
よ
っ
て
精
米
・
製
粉
業
な
ど
が
盛

ん
に
な
り
、
大
津
町
銘
菓
の
銅
銭
糖

は
米
粉
や
も
ち
粉
な
ど
を
原
料
と
す

る
落ら

く

雁が
ん

粉
に
よ
っ
て
作
ら
れ
ま
し

た
。
明
治
15
年
頃
、
町
内
の
菓
子
業

中村汀女の著書「ふるさと
の菓子」に銅銭糖が掲載

現在も浪花屋本店で使われている銅銭糖を作る道具

者
が
、
当
時
庶
民
の
あ
こ
が
れ
の
一

つ
で
あ
っ
た
１
銭
銅
貨
五
十
枚
包
、

通
称「
１
０
０
目
包
み
」を
模
し
て
、

製
造
販
売
を
は
じ
め
た
の
が
銅
銭
糖

の
起
こ
り
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
銅
銭
糖
は
、
落
雁
粉
と
砂
糖
を
混

ぜ
合
わ
せ
た
も
の
で
あ
ん
こ
を
包
ん

だ
上
品
な
伝
統
菓
子
で
す
。
当
時
、

お
菓
子
な
ど
の
甘
味
は
高
級
食
品
と

し
て
扱
わ
れ
て
お
り
、
子
ど
も
た
ち

は
な
か
な
か
口
に
す
る
こ
と
が
無

か
っ
た
そ
う
で
す
。

　
参
勤
交
代
で
使
わ
れ
て
い
た
豊
後

街
道
沿
い
に
は
、
か
つ
て
20
店
舗
以

上
の
お
店
が
立
ち
並
び
、
多
く
の
旅

人
や
地
元
の
人
た
ち
に
愛
さ
れ
て
き

ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
味
は
長
い

年
月
の
中
で
、
代
々
守
り
続
け
ら
れ

て
い
ま
し
た
。

　
現
在
は
、
町
内
で
３
店
舗
の
み
が

銅
銭
糖
を
作
り
続
け
、
伝
統
を
守
り

続
け
て
い
ま
す
。
そ
の
伝
統
を
守
る

人
も
大
津
町
の
歴
史
で
す
。
そ
の
人

た
ち
に
話
を
聞
い
て
み
ま
し
ょ
う
。

【
参
考
文
献
】　

「
お
お
づ　
〜
い
ま
・
む
か
し
〜
」　

「
大
津
町
史
」

「
大
津
町
の
魅
力
再
発
見
！
銅
銭
糖
で

め
ぐ
る
「
こ
れ
ま
で
」
＆
「
こ
れ
か
ら
」

も
の
が
た
り　
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
」
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