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東
町
駐
車
場

小布施
スマートIC

OBUSE花屋

古堂塚

町営森の駐車場

グラススタジオ Licco

ギャラリー唐十郎

おぶせガイドセンターおぶせガイドセンター
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髙井鴻山記念館

ながの
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天
保
年
問
、
江
戸
日
本
橋
本
銀
町
で
呉
服
商
な
ど
を
営
む
小
布
施
出
身
の
十

八
屋
を
介
し
て
、
髙
井
鴻
山
が
浮
世
絵
師
葛
飾
北
斎
と
出
会
い
ま
す
。
そ
の

数
年
後
、
北
斎
は
鴻
山
の
招
き
に
応
じ
て
小
布
施
を
訪
れ
ま
し
た
。

北
斎
が
初
め
て
小
布
施
を
訪
れ
た
の
は
、
実
に
83
歳
の
秋
で
し
た
。
以
後
、
北

斎
は
都
合
４
回
小
布
施
を
訪
れ
、
晩
年
の
集
大
成
で
あ
る
肉
筆
画
に
全
力
を

注
ぎ
込
み
ま
し
た
。
当
時
の
小
布
施
は
北
信
濃
の
経
済
の
中
心
地
と
し
て
栄

え
、
小
布
施
文
化
の
華
開
い
た
時
代
で
し
た
。
北
斎
は
、
こ
の
地
で
絵
師
と
し

て
の
充
実
感
を
得
て
、
安
ら
ぎ
に
満
ち
た
時
を
過
ご
し
た
の
で
す
。

昭
和
51
年
、
町
内
に
遺
さ
れ
て
い
る

北
斎
作
品
の
散
逸
を
防
ぎ
、
収
蔵
・

公
開
す
る
た
め
の
美
術
館
と
し
て
建

設
さ
れ
ま
し
た
。
肉
筆
画
や
版
画
、

版
本
な
ど
を
数
多
く
所
蔵
し
、
２
基

の
祭
屋
台
を
展
示
し
て
い
ま
す
。

今
な
お
鮮
や
か
な
魅
力
を
放
つ
４
面

の
屋
台
天
井
絵
は
、
北
斎
晩
年
の
傑

作
と
し
て
広
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

「
富
士
越
龍
」
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寺
の
桜
の
花
見
時
に
な
る
と
裏
庭
の
小

さ
な
池
に
ヒ
キ
ガ
エ
ル
が
集
ま
り
、
求
愛

を
す
る
カ
エ
ル
合
戦
の
池
と
し
て
有
名
。

１
年
の
う
ち
の
約
５
日
間
、
昼
夜
の
別

な
く
ヒ
キ
ガ
エ
ル
の
く
く
み
声
が
聴
こ

え
る
の
は
、
静
か
な
山
寺
の
春
の
風
情

で
す
。
俳
人
小
林
一
茶
は
カ
エ
ル
合
戦

を
見
て
「
や
せ
蛙
ま
け
る
な
一
茶
こ
れ

に
あ
り
」
と
詠
み
ま
し
た
。
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福原祭り屋台

「樹霊淡墨櫻」中島千波

個
性
豊
か
な
美
術
館
群
。

髙
井
鴻
山
が
土
台
を
築
い
た

芸
術
を
愛
す
る
風
土
は
、

今
も
小
布
施
人
に
よ
っ
て

連
綿
と
受
け
継
が
れ
て
い
ま
す
。

お
ぶ
せ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
・
中
島
千
波
館
は
、

小
布
施
出
身
の
日
本
画
家
・
中
島
千
波
と

金
属
造
形
作
家
・
春
山
文
典
の
作
品
を
中

心
に
収
蔵
し
て
い
る
美
術
館
で
す
。
館
内

は
中
島
千
波
作
品
を
常
設
展
示
す
る
中
島

千
波
館
、
企
画
展
示
室
、
江
戸
後
期
か
ら

明
治
期
の
町
内
の
祭
り
屋
台
５
台
を
展
示

す
る
屋
台
蔵
、
地
域
の
作
家
等
の
文
化
活

動
の
発
表
の
場
と
し
て
様
々
に
活
用
さ
れ

て
い
る
木
造
館
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
他
に
も
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
シ
ョ
ッ
プ
や
、

ゆ
っ
く
り
く
つ
ろ
げ
る
喫
茶
室
も
あ
り
ま

す
。
ま
た
、
広
い
敷
地
に
は
四
季
折
々
の
花

や
木
を
あ
し
ら
い
、
訪
れ
る
人
々
を
な
ご
ま

せ
て
い
ま
す
。

日
本
画
家
の
中
島
清
之
を
父
に
持
つ
中
島
千

波
は
、昭
和
20
年
疎
開
先
の
小
布
施
で
生
ま

れ
ま
し
た
。桜
や
牡
丹
な
ど
み
ず
み
ず
し
く

華
や
か
な
花
の
作
品
、人
間
性
を
追
求
し
た

人
物
画
の
大
作
、新
聞
小
説
の
挿
絵
や
本
の

装
丁
な
ど
、幅
広
い
分
野
で
活
躍
し
、挑
戦
し

続
け
る
姿
は
高
く
評
価
さ
れ
て
い
ま
す
。

令
和
元
年
、日
本
藝
術
院
会
員
と
な
っ
た
春

山
文
典
は
、昭
和
20
年
母
方
の
実
家
が
あ
る

疎
開
先
の
小
布
施
で
生
ま
れ
ま
し
た
。日
展

や
、日
本
現
代
工
芸
美
術
展
で
活
躍
す
る
金

属
造
形
作
家
で
、国
内
は
も
と
よ
り
海
外
で

も
高
い
評
価
を
得
て
い
ま
す
。小
布
施
駅
前

の「
豊
穣
の
門
」は
、小
布
施
の
自
然
の
豊
か

さ
と
文
化
を
表
現
し
た
作
品
で
す
。
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小
布
施
の
考
古
資
料

と
、
暮
ら
し
の
移
り
変

わ
り
を
伝
え
る
生
活
用

具
や
産
業
用
の
道
具
、

資
料
な
ど
１
０
０
０
点

余
り
を
収
集
し
て
展
示

し
て
い
ま
す
。

建
物
は
、
か
つ
て
の
都

住
小
学
校
校
舎
を
再

生
し
た
も
の
で
す
。

文
化
・
芸
術
の
薫
る
小
布
施
で
は
、
美
術
館
だ
け

で
な
く
図
書
館
も
そ
の
中
核
を
担
っ
て
い
ま
す
。

「
交
流
と
創
造
を
楽
し
む
、
文
化
の
拠
点
」
を
コ

ン
セ
プ
ト
に
、
２
０
０
９
年
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
開

館
。
町
民
協
働
で
つ
く
ら
れ
て
き
た
経
緯
を
持

ち
、
「
学
び
の
場
」
「
子
育
て
の
場
」
「
交
流
の

場
」
「
情
報
発
信
の
場
」
の
４
つ
を
柱
と
し
て
運

営
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。

デ
ザ
イ
ン
は
、
古
谷
誠
章
さ
ん
。
屋
根
の
デ
ザ

イ
ン
は
ま
ち
の
周
囲
の
優
し
い
山
の
形
か
ら
着

想
さ
れ
、
桜
の
老
木
を
避
け
る
よ
う
に
作
ら
れ

た
光
庭
や
、
枝
分
か
れ
し
た
巨
木
の
よ
う
な
柱

に
支
え
ら
れ
た
開
放
的
で
明
る
い
館
内
は
、
ま

C-2 

小布施町立図書館
まちとしょテラソ

る
で
星
の
降
る
森
。
自
然
に
溶
け
込
む
優
し
い

空
間
が
特
徴
的
で
す
。

利
用
者
か
ら
は
、「
ま
ち
と
し
ょ
テ
ラ
ソ
」の
愛
称

で
親
し
ま
れ
、「
町
」の
図
書
館
で
あ
る
こ
と
、学
校

帰
り
な
ど
の
待
ち
合
わ
せ
に
活
用
さ
れ
る
こ
と
か

ら
「
ま
ち
」。こ
こ
か
ら
世
界
を
照
ら
し
て
い
き
た

い
と
い
う
想
い
と
、Ｔ
Ｅ
Ｒ
Ｒ
Ａ
＝
地
球
、Ｓ
Ｏ
Ｗ

＝
種
蒔
き
と
の
意
味
を
込
め
て「
テ
ラ
ソ
」と
名
付

け
ら
れ
ま
し
た
。

テ
ラ
ソ
ら
し
い
場
づ
く
り
を
大
切
に
、推
し
棚（
町

民
の
選
書
棚
）や
５
分
棚（
待
ち
時
間
５
分
で
読
め

る
棚
）
な
ど
の
他
、
テ
ラ
ソ
の
が
っ
こ
う
な
ど
、

様
々
な
イ
ベ
ン
ト
を
打
ち
出
し
て
い
ま
す
。

時
代
を
感
じ
さ
せ
る
古
道

具
の
中
で
オ
ー
ナ
ー
の
遠
藤

加
代
さ
ん
の
手
作
り
の
洋

服
や
作
家
物
の
人
形
・
織

り
衣
等
が
遊
び
交
う
楽
し

い
空
間
。

栗
菓
子
の
老
舗
、桜
井
甘
精

堂
７
代
目
、桜
井
佐
七
氏
の

個
人
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
収

蔵
・
展
示
し
て
い
ま
す
。死

後
に
評
価
さ
れ
た
夭
折
の

画
家
な
ど
の
味
わ
い
深
い

作
品
20
数
点
を
常
設
展
示
。

そ
の
他
企
画
展
も
実
施
。小

布
施
の
旧
家
、高
津
家
の
土

蔵
を
改
造
し
た
ミ
ニ
美
術

館
で
す
。
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。

デ
ザ
イ
ン
は
、
古
谷
誠
章
さ
ん
。
屋
根
の
デ
ザ

イ
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は
ま
ち
の
周
囲
の
優
し
い
山
の
形
か
ら
着

想
さ
れ
、
桜
の
老
木
を
避
け
る
よ
う
に
作
ら
れ

た
光
庭
や
、
枝
分
か
れ
し
た
巨
木
の
よ
う
な
柱

に
支
え
ら
れ
た
開
放
的
で
明
る
い
館
内
は
、
ま

C-2 

小布施町立図書館
まちとしょテラソ

る
で
星
の
降
る
森
。
自
然
に
溶
け
込
む
優
し
い

空
間
が
特
徴
的
で
す
。
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ソ
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、学
校

帰
り
な
ど
の
待
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に
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れ
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こ
と
か

ら
「
ま
ち
」。こ
こ
か
ら
世
界
を
照
ら
し
て
い
き
た

い
と
い
う
想
い
と
、Ｔ
Ｅ
Ｒ
Ｒ
Ａ
＝
地
球
、Ｓ
Ｏ
Ｗ

＝
種
蒔
き
と
の
意
味
を
込
め
て「
テ
ラ
ソ
」と
名
付

け
ら
れ
ま
し
た
。

テ
ラ
ソ
ら
し
い
場
づ
く
り
を
大
切
に
、推
し
棚（
町

民
の
選
書
棚
）や
５
分
棚（
待
ち
時
間
５
分
で
読
め

る
棚
）
な
ど
の
他
、
テ
ラ
ソ
の
が
っ
こ
う
な
ど
、

様
々
な
イ
ベ
ン
ト
を
打
ち
出
し
て
い
ま
す
。

時
代
を
感
じ
さ
せ
る
古
道

具
の
中
で
オ
ー
ナ
ー
の
遠
藤

加
代
さ
ん
の
手
作
り
の
洋

服
や
作
家
物
の
人
形
・
織

り
衣
等
が
遊
び
交
う
楽
し

い
空
間
。

栗
菓
子
の
老
舗
、桜
井
甘
精

堂
７
代
目
、桜
井
佐
七
氏
の

個
人
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
収

蔵
・
展
示
し
て
い
ま
す
。死

後
に
評
価
さ
れ
た
夭
折
の

画
家
な
ど
の
味
わ
い
深
い

作
品
20
数
点
を
常
設
展
示
。

そ
の
他
企
画
展
も
実
施
。小

布
施
の
旧
家
、高
津
家
の
土

蔵
を
改
造
し
た
ミ
ニ
美
術

館
で
す
。



名
産
の
栗
の
木
を
敷
き
詰
め
た
道
は
、
木

の
感
触
が
足
に
優
し
い
や
す
ら
ぎ
の
小

径
。北
斎
館
と
髙
井
鴻
山
記
念
館
を
つ
な

ぐ
路
地
の
こ
と
で
す
。こ
の
道
を
北
斎
や

鴻
山
が
歩
い
た
の
か
と
考
え
る
と
、
ま
た

違
っ
た
興
趣
が
沸
い
て
き
ま
す
。

か
つ
て
は
将
軍
家
に
献
上
し
て
い
た
ほ

ど
良
質
な
小
布
施
栗
。
そ
の
栗
畑
が
広

が
る
エ
リ
ア
に
栗
農
家
、
平
松
家
は
あ

り
ま
す
。
収
穫
し
た
栗
を
選
定
す
る
作

業
場
の
２
階
は
養
蚕
に
使
わ
れ
て
い
た

こ
と
も
。
周
辺
の
小
道
を
散
策
す
る
と

ど
こ
か
懐
か
し
い
情
感
を
与
え
て
く
れ

ま
す
。
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30

髙
井
鴻
山
の
お
墓
が
あ
り
多
く
の
人
が
訪
れ
ま
す
。鴻
山
の
遺

品
も
多
く
、柄
が
1.5
ｍ
の
愛
用
の
太
筆
や
妖
怪
画
、書
な
ど
が
遣

さ
れ
て
い
ま
す
。ま
た
、
小
林
聖
花 

作
の
大
間
天
井
絵「
心
字
毘

沙
門
龍
図
」が
15
畳
敷
き
の
広
さ
に
描
か
れ
、
光
彩
を
放
っ
て
い

ま
す
。 髙

井
家
の
墓
所
「
祥
雲
寺
」

小
林
一
茶
ゆ
か
り
の
寺
「
梅
松
寺
」

に
由
来
し
て
い
ま
す
。金
剛
力
士
像
が
凛
と
し
て
立
ち
並
ぶ
三

門（
仁
王
門
・
約
１
８
０
年
前
建
立
）は
、
町
宝
に
指
定
さ
れ
て

い
ま
す
。

新
生
病
院
は
昭
和
７
年
に
設
立
。福
永
武
彦
な
ど
著
名
な
作
家

も
療
養
生
活
を
送
り
ま
し
た
。緑
の
中
に
凛
と
立
つ
礼
拝
堂
は

一
般
の
人
に
も
開
か
れ
た
教
会
で
す
。玄
関
の
ス
テ
ン
ド
グ
ラ

ス
に
は
、小
布
施
の
栗
と
り
ん
ご
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
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１
５
０
０
０
㎡
の
敷
地
を
彩
る
花
壇
、
築
山
、
芝
生
の
広

場
。
季
節
ご
と
に
表
情
を
変
え
る
一
年
草
の
花
壇
や
、

宿
根
草
が
メ
イ
ン
の
ボ
ー
ダ
ー
花
壇
を
楽
し
む
こ
と
が

で
き
ま
す
。
四
季
折
々
の
花
が
咲
き
、
年
間
を
通
し
て

訪
問
客
で
賑
わ
っ
て
い
ま
す
。

上
信
越
自
動
車
道
と
並
行
す
る
千
曲
川
堤
防
上
に
は
、

全
長
４
ｋ
ｍ
、約
６
０
０
本
の
八
重
桜
の
並
木
が
あ
り
、

「
桜
堤
」
の
名
で
多
く
の
方
に
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
堤
防
下
に
は
、
菜
の
花
、
ソ
メ
イ
ヨ
シ
ノ
な
ど

の
花
木
が
植
え
ら
れ
た
美
し
い
ふ
れ
あ
い
公
園
が
あ
り

ま
す
。
お
花
見
の
場
と
し
て
、
見
頃
を
迎
え
る
春
は
、

特
に
人
気
の
観
光
ス
ポ
ッ
ト
と
な
っ
て
い
ま
す
。
４
月

の
桜
と
菜
の
花
の
時
期
に
は
、「
太
陽
の
丘
マ
ル
シ
ェ
」

も
開
催
さ
れ
ま
す
。

千
曲
川
リ
バ
ー
サ
イ
ド
パ
ー
ク

3
4

A-2
A-3
B-2

（
下
・
左
の
写
真
）
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小
布
施
は
町
の
南
部
を
流
れ
る
松
川
が
氾
濫
を
繰
り
返
し

て
形
成
さ
れ
た
扇
状
地
の
上
に
あ
り
、
土
壌
は
水
は
け
が

良
く
酸
性
で
、
果
物
の
栽
培
に
適
し
た
環
境
と
な
っ
て
お

り
ま
す
。

小
布
施
の
栗
栽
培
は
、
室
町
時
代
か
ら
す
で
に
始
ま
り
、

そ
の
歴
史
は
一
説
に
よ
る
と
６
０
０
余
年
と
も
言
わ
れ

て
い
ま
す
。松
川
が
も
た
ら
す
酸
性
土
壌
の
扇
状
地
に
は

見
渡
す
限
り
栗
林
が
広
が
り
、
小
布
施
は
昔
か
ら
栗
の
名

産
地
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
し
た
。江
戸
時
代
に
は
将
軍

へ
の
献
上
品
と
さ
れ
、
小
布
施
栗
は
全
国
に
名
を
馳
せ
た

の
で
す
。そ
の
品
質
は
今
も
変
わ
る
こ
と
な
く
、
は
じ
け

そ
う
な
ほ
ど
ツ
ヤ
ツ
ヤ
に

実
っ
た
栗
は
、栗
お
こ
わ
や

栗
羊
羮
、栗
か
の
こ
な
ど
の

銘
菓
と
な
っ
て
お
客
様
の

も
と
ヘ
届
け
ら
れ
ま
す
。
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。



「
フ
ロ
ー
ラ
ル
ガ
ー
デ
ン
お
ぶ
せ
」

敷
地
内
に
あ
る
レ
ス
ト
ラ
ン
。
美

し
い
ガ
ー
デ
ン
を
望
む
店
内
に
は

ガ
ラ
ス
窓
を
通
し
て
外
光
が
射
し

込
み
、
ま
る
で
温
室
の
よ
う
な
空

間
を
演
出
し
て

い
ま
す
。
地
元

産
の
素
材
を
吟

味
し
た
創
作
料

理
が
メ
イ
ン
メ

ニ
ュ
ー
で
す
。

ガ
ー
デ
ン
レ
ス
ト
ラ
ン

「
Ｏ
Ｂ
Ｕ
Ｓ
Ｅ
花
屋
」

E-2

農産物直売所ろくさん（小布施屋）

（
一
財
）小
布
施
町
振
興
公
社
が
運

営
す
る
農
産
物
直
売
所
で
、
６
次
産

業
セ
ン
タ
ー
内
に
あ
り
ま
す
。
地
元

農
家
が
育
て
た
果
物
や
野
菜
を
数
多

く
取
り
揃
え
て
お
り
、
「
小
布
施
の

旬
」
を
お
楽
し
み
い
た
だ
け
ま
す
。

小
布
施
町
振
興
公
社
の
オ
リ
ジ
ナ
ル

食
品
ブ
ラ
ン
ド
「
小
布
施
屋
」
の
商

品
も
販
売
さ
れ
て
お
り
、
小
布
施
の

様
々
な
味
覚
を
お
届
け
し
て
い
ま
す
。

寒
暖
の
差
が
大
き
く
雨
が
少
な
い
気
候
を
生
か
し
て
、
色

付
き
が
良
く
甘
み
の
あ
る
果
物
が
多
く
生
産
さ
れ
ま
す
。

特
に
り
ん
ご
は
赤
身
が
濃
く
蜜
が
た
っ
ぷ
り
。ぶ
ど
う
は

ひ
と
粒
ひ
と
粒
が
大
き
く
甘
み
が
い
っ
ぱ
い
で
す
。

さ
ら
に
、小
布
施
は
町
の
面
積
が
狭
い
た
め
、栽
培
地
に
よ

る
味
の
ば
ら
つ
き
が
少
な
く
、
小
布
施
産
の
果
物
は
ど
れ

も
高
い
ク
オ
リ
テ
ィ
を
誇
り
ま
す
。

小
布
施
に
は
、イ
ギ
リ
ス
生
ま
れ
の
調
理
用
り
ん
ご「
ブ
ラ

ム
リ
ー
」が
あ
り
、旬
の
時
期
に
は
町
内
飲
食
店
が
オ
リ
ジ

ナ
ル
料
理
を
提
供
す
る
フ
ェ
ア
が
行
わ
れ
ま
す
。ジ
ャ
ム

や
ソ
フ
ト
ク
リ
ー
ム
に
す
る
だ
け
で
な
く
、
お
店
に
よ
っ

て
蕎
麦
に
練
り
こ
ん
で
み
た
り
、
ピ
ザ
の
ト
ッ
ピ
ン
グ
に

し
て
み
た
り
、珍
し
い
料
理
も
あ
り
ま
す
。ブ
ラ
ム
リ
ー
は

９
月
中
旬
が
旬
の
時
期
。こ
こ
で
し
か
味
わ
え
な
い
物
ば

か
り
で
す
。

農
産
物
直
売
所
ろ
く
さ
ん

　
　
　
　
　（
小
布
施
屋
）

こ
の
小
さ
な
小
布
施
町
に
は
造
り
酒
屋
が
４

軒
も
あ
り
ま
す
。
小
布
施
の
良
質
な
水
と
米
、

恵
ま
れ
た
気
候
の
も
と
熟
成
さ
れ
た
美
味
し

い
日
本
酒
が
造
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
小
布
施
の
地
で
昔
か

ら
愛
さ
れ
て
き
た
町
の
牛

乳
屋
さ
ん
。
素
材
を
生
か

し
て
低
温
殺
菌
処
理
を
施

し
た
牛
乳
は
、
コ
ク
は
あ

る
け
ど
さ
ら
っ
と
し
た
飲

み
心
地
。
小
布
施
に
来
た

ら
、
一
度
は
試
し
て
み
て

く
だ
さ
い
。
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望
む
店
内
に
は

ガ
ラ
ス
窓
を
通
し
て
外
光
が
射
し

込
み
、
ま
る
で
温
室
の
よ
う
な
空

間
を
演
出
し
て

い
ま
す
。
地
元

産
の
素
材
を
吟

味
し
た
創
作
料

理
が
メ
イ
ン
メ

ニ
ュ
ー
で
す
。

ガ
ー
デ
ン
レ
ス
ト
ラ
ン

「
Ｏ
Ｂ
Ｕ
Ｓ
Ｅ
花
屋
」

E-2

農産物直売所ろくさん（小布施屋）

（
一
財
）小
布
施
町
振
興
公
社
が
運

営
す
る
農
産
物
直
売
所
で
、
６
次
産

業
セ
ン
タ
ー
内
に
あ
り
ま
す
。
地
元

農
家
が
育
て
た
果
物
や
野
菜
を
数
多

く
取
り
揃
え
て
お
り
、
「
小
布
施
の

旬
」
を
お
楽
し
み
い
た
だ
け
ま
す
。

小
布
施
町
振
興
公
社
の
オ
リ
ジ
ナ
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食
品
ブ
ラ
ン
ド
「
小
布
施
屋
」
の
商

品
も
販
売
さ
れ
て
お
り
、
小
布
施
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様
々
な
味
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。
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特
に
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濃
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蜜
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た
っ
ぷ
り
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ひ
と
粒
ひ
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粒
が
大
き
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甘
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が
い
っ
ぱ
い
で
す
。

さ
ら
に
、小
布
施
は
町
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面
積
が
狭
い
た
め
、栽
培
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に
よ

る
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の
ば
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つ
き
が
少
な
く
、
小
布
施
産
の
果
物
は
ど
れ

も
高
い
ク
オ
リ
テ
ィ
を
誇
り
ま
す
。

小
布
施
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は
、イ
ギ
リ
ス
生
ま
れ
の
調
理
用
り
ん
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ブ
ラ

ム
リ
ー
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り
、旬
の
時
期
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町
内
飲
食
店
が
オ
リ
ジ

ナ
ル
料
理
を
提
供
す
る
フ
ェ
ア
が
行
わ
れ
ま
す
。ジ
ャ
ム

や
ソ
フ
ト
ク
リ
ー
ム
に
す
る
だ
け
で
な
く
、
お
店
に
よ
っ

て
蕎
麦
に
練
り
こ
ん
で
み
た
り
、
ピ
ザ
の
ト
ッ
ピ
ン
グ
に

し
て
み
た
り
、珍
し
い
料
理
も
あ
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ま
す
。ブ
ラ
ム
リ
ー
は

９
月
中
旬
が
旬
の
時
期
。こ
こ
で
し
か
味
わ
え
な
い
物
ば

か
り
で
す
。

農
産
物
直
売
所
ろ
く
さ
ん

　
　
　
　
　（
小
布
施
屋
）
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材
を
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し
て
低
温
殺
菌
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を
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し
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は
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コ
ク
は
あ

る
け
ど
さ
ら
っ
と
し
た
飲

み
心
地
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小
布
施
に
来
た

ら
、
一
度
は
試
し
て
み
て

く
だ
さ
い
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４
㎞
に
渡
る
６
０
０
本
の
八
重
桜
が
壮
観
で
す
。

桜
堤
の
花
の
見
ご
ろ

堤

桜
塚
観
音
縁
日
で
参
拝
者
に
盆
花
が
配
ら
れ
ま
す
。

北
信
濃
の
恒
例
行
事
。
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ぶ
ど
う
の
収
穫

栗
祭
り

栗
の
収
穫

ブラムリーフェア六斎市

「
栗
ど
っ
こ
」
の「
と
っ
こ
」（
ど

っ
こ
）
と
は
樹
の
根
と
い
う
意

味
。
地
元
で
育
て
た
露
地
物
の

野
菜
や
果
物
な
ど
を
、
新
鮮
な

ま
ま
提
供
す
る
小
布
施
の
朝
市

で
す
。一
年
を
通
し
て
、
地
元
で

採
れ
た
農
作
物
を
中
心
に
販
売
。

味
見
の
振
る
舞
い
も
あ
り
、
住

民
と
訪
れ
た
客
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
も
楽
し
い
。
小
布
施

の
特
産
品
を
い
ろ
い
ろ
取
り
揃

え
て
い
ま
す
。

2

2

谷街道と谷脇街道が合流する小布施では、江戸初期
から市が立ち、毎月３と８の日の計６回開かれることか
ら六斎市と呼ばれました。善光寺平の米や菜種油、木
綿が江戸に運ばれ､江戸から多彩な文化や情報がもた
らされました。この六斎市の名残を見せるのが毎年１
月14日、15日に町中心部にある皇大神社で行われる安
市です。境内には福だるまや縁起物を売る屋台が並び
ます。無病息災､五穀豊穣を祈願する行者の火渡りに
は、大勢の見物客が会場を埋めつくします。
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施
設
内
に
は
ボ
ル
ダ
リ
ン
グ
や
、
ス
タ

ジ
オ
が
あ
り
ま
す
。

カ
フ
ェ
ス
ペ
ー
ス
を
併
設
し
て
お
り
、

だ
れ
で
も
手
軽
に
楽
し
め
ま
す
。

全
天
候
型
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
、野
外
ス
テ
ー
ジ
、

ド
ッ
グ
ラ
ン
広
場
、
マ
レ
ッ
ト
ゴ
ル
フ
場
、

農
産
物
直
売
所
等
。

木
々
に
囲
ま
れ
た
中
で
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー

を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
ご
利
用
に
は
予
約
が
必
要
で
す
。）

デ
イ
キ
ャ
ン
プ
場

修
景
園
と
噴
水
広
場
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2024年３月現在

毎月第３木曜日

12/29～1/3
（祝日除く）

■観光案内問い合わせ
　小布施文化観光協会 総合案内所　TEL 026（214）6300
　お ぶ せ ガ イ ド セ ン タ ー　TEL 026（247）5050

素泊まりの宿 KOKORO 090（8843）9091

The Hotel Obuse 026（247）6800
ゲストハウス小布施 090（4706）9255
ゲストハウスおぶせのあたり

ゲストハウスまある
ゲストハウス祿 026（213）4770

町営森の駐車場

町営森の駐車場
１日

１時間

１日

１日

090（4721）4971

金

農産物直売所ろくさん

おぶせの風

026（214）6300小布施総合案内所（駅舎）

026（245）0351

026（247）5206東町駐車場

（スポーツ自転車）

秋分の日　施食会

臨時休館あり

12/8　成道会

4/20　般若会

（　　　　　　　　　）

GLASS STUDIO Licco

小布施温泉
（あけびの湯）

（穴観音の湯）
おぶせ温泉

グ ラ ス ス タ ジ オ

小・中学生

小・中学生

団体（10枚以上）
小学生
中学生以上

小学生未満

髙井鴻山記念館

おぶせミュージアム・
中島千波館

※1　障がい者手帳等お持ちの方およびその介助者半額
●特別展、企画展時に料金が変わります。　●入館料、休館日などは変更になる場合があります。
●北斎館は展示替期間中、観覧室・入館料が変わります。

大人
小学生
幼児

700円
350円
無料
700円
350円
無料

大人
小学生
幼児

200円

300円

普通

二輪

100円
1,000円

超1時間
24時間最大

年末年始
１月～３月の木曜日

※1

※1
※1
※1

※1

※1

※1

※1

※1

（冬期は休み） （季節により変更）

水曜日（9～11月を除く）

展示替等による臨時休館

（但し、祝日は開館）
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