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道

鎌倉街道・再発見

私
が
最
初
に
鎌
倉
街
道
に
関
心
を
も
っ
た
の
は
、
学
生
時
代
に
北
ア
ル
プ
ス
乗
鞍
岳
山
麓
で
く
ら
し
て
い
た
頃
だ
っ

お
お
の
が
わ

た
。
そ
の
頃
、
乗
鞍
に
あ
る
大
学
の
学
生
寮
に
関
わ
っ
て
い
た
た
め
、
地
元
の
大
野
川
の
小
・
中
学
生
に
接
触
す
る

お
り
し
も
宮
本
常
一
『
私
の
日
本
地
図
・
上
高
地
周
辺
』
を
読
ん
で
、
そ
の
地
の
鎌
倉
街
道
の
存
在
を
知
っ
た
。
そ
し

て
そ
の
道
筋
が
、
急
峻
な
梓
川
沿
い
に
で
は
な
く
、
小
さ
な
峠
と
峠
を
つ
な
ぎ
つ
つ
、
梓
川
に
併
行
し
て
い
く
道
で
あ
る
こ
と
も
知
っ
た
。

河
川
を
制
禦
す
る
技
術
が
な
か
っ
た
中
世
と
い
う
時
代
に
、
災
害
に
も
強
く
、
最
も
安
定
し
た
道
が
鎌
倉
街
道
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ

お

お

の

が

わ

ひ

の

き

そ
こ
で
、
子
ど
も
た
ち
と
と
も
に
こ
の
古
道
を
調
べ
て
み
よ
う
と
思
っ
た
。
小
大
野
川
に
か
か
る
吊
橋
を
経
て
桧
峠
（
く
ろ
ん
ぷ
ら
）
へ
、

前
川
に
か
か
る
吊
橋
を
経
て
神
洞
峠
へ
と
、
鎌
倉
街
道
に
沿
っ
た
村
々
を
訪
ね
歩
い
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
安
曇
ダ
ム
の
完
成
と
と
も
に
桧
峠

鎌
倉
街
道
と
の
出
会
い

｜
｜
回
想
の
乗
鞍

機
会
が
あ
っ
た
が
、

も
神
洞
峠
も
道
路
を
断
た
れ
て
廃
村
と
な
っ
た
が
、
当
時
は
ま
だ
大
野
川
に
移
り
住
ん
だ
人
た
ち
が
出
作
に
行
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
く

ろ
ん
ぷ
ら
の
頑
丈
な
造
り
の
家
々
の
ま
わ
り
に
は
、

ま
だ
耕
作
さ
れ
て
い
た
畑
が
か
な
り
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。
夏
の
青
空
に
ひ
ま
わ
り
が

印
象
的
だ
っ
た
。

一
緒
に
行
っ
た
子
ど
も
た
ち
の
中
に
く
ろ
ん
ぷ
ら
出
身
の
少
女
も
い
て
、

み
な
が
「
す
ず
こ
ね
え
ち
ゃ
ん
の
家
、
だ
L

と
い
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地図 1 乗鞍岳山麓の3つの鎌倉街道①大野川、角が平、入山で伝承する鎌倉街道。②稲

核で伝承する鎌倉街道。③野麦、阿多野で伝承する鎌倉街道。（破線は推定）



う
の
で
、
「
す
ず
こ
の
家
か
L

と
開
い
た
ら
、

は
ず
か
し
そ
う
に
う
な
ず
い
て
い
た
。

二
十
年
た
っ
て
も
う
一
度
一
人
で
く
ろ
ん
ぷ
ら
を
訪
ね
て
み
た
。
吊
橋
は
朽
ち
て
い
た
。
昔
三
人
で
吊
橋
を
渡
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の

う
ち
の
一
人
が
翌
春
雪
の
剣
岳
で
遭
難
し
た
。
亡
き
友
の
こ
と
な
ど
思
い
出
し
つ
つ
、
山
道
を
行
っ
た
。
そ
ろ
そ
ろ
く
ろ
ん
ぷ
ら
に
着
い
て

も
良
い
頃
と
思
い
な
が
ら
も
、
な
ぜ
か
暗
い
森
ば
か
り
が
つ
づ
い
た
。
し
か
し
た
ち
ど
ま
っ
て
目
を
こ
ら
し
て
み
た
ら
、
木
立
の
む
こ
う
に

家
の
残
骸
と
お
ぼ
し
き
柱
、
が
た
つ
て
い
た
。
こ
こ
が
あ
の
く
ろ
ん
ぷ
ら
か
と
思
い
い
た
る
の
に
、

し
ば
ら
く
の
時
間
が
必
要
だ
っ
た
。

過
ぎ
去
っ
た
歳
月
は
、
明
る
い
村
を
太
古
の
森
に
帰
す
ま
で
に
十
分
な
時
間
帯
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

あ
ぼ
う

古
老
た
ち
の
話
に
も
鎌
倉
街
道
は
登
場
す
る
。
そ
の
径
路
は
北
陸
よ
り
安
房
峠
に
到
り
、
そ
れ
よ
り
下
っ
て
、

伝

承

の

鎌
倉
街
道

障
子
が
わ
瀬
↓
夏
小
屋
↓
ぼ
っ
た
り
↓
い
で
の
尻
（
池
の
尻
）
↓
ネ
ギ
の
沢
渡
↓
牛
道
↓
桧
峠
↓
く
ろ
ん
ぶ
ら
↓
じ
よ
う
あ
ん
坂

つ

の

に

ゅ

う

や

ま

（
十
半
坂
）
↓
花
戸
↓
中
平
↓
大
野
川
↓
峠
沢
↓
神
洞
峠
↓
角
が
平
↓
入
山
、

お
お
ま
ご
し

そ
し
て
以
後
は
大
白
川
を
通
り
、
現
、
朝
日
村
の
御
馬
越
に
出
て
塩
尻
、
さ
ら
に
甲
府
よ
り
鎌
倉
に
到
っ
た
と
す
る
。
別
に
五
領
沢
（
鵬
雲
崎

い
ね
こ
さ

の
一
つ
西
の
沢
）
よ
り
稲
核
・
橋
場
を
経
て
松
本
に
出
た
と
す
る
説
も
あ
る
。
後
者
は
近
世
の
「
松
本
さ
ま
L

へ
の
道
で
も
あ
る
。

ウ
エ
ス
ト
ン
の
道
日
本
の
近
代
登
山
の
父
と
呼
ば
れ
た
ウ
エ
ス
ト
ン
が
明
治
二
十
五
年
（
一
八
九
二
）
、
あ
る
い
は
大
正
三
年
（
一
九
一
四
）
、

安
房
峠
や
上
高
地
か
ら
の
帰
路
に
用
い
た
道
も
、
大
野
川
ま
で
は
こ
の
鎌
倉
街
道
で
あ
っ
た
。
そ
の
道
筋
は
寸
、
ザ
・
ジ
ャ
パ
ニ

1
ズ
ア
ル
プ

ス
」
の
付
図
に
も
示
さ
れ
て
い
る
。

鎌倉街道・再発見

ウ
エ
ス
ト
ン
は
桧
峠
の
茶
店
で
の
出
来
事
を
記
し
て
い
る
が
、
往
来
は
賑
や
か
な
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
も
っ
と
も
こ
の
茶
店
は
白
骨

温
泉
へ
の
通
行
客
を
も
あ
て
こ
ん
だ
も
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
神
洞
峠
の
場
合
、

3 

一
帯
の
村
々
が
全
て
夏
期
の
出
作
り
で
、
冬
期
に
は
、
み

な
本
村
大
野
川
に
帰
っ
て
い
た
の
に
較
べ
、
唯
一
神
洞
峠
七
戸
の
み
が
冬
期
も
定
住
す
る
村
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
流
通
線
上
に
あ
る

優
位
さ
を
物
語
る
と
も
考
え
ら
れ
る
（
但
し
廃
村
前
の
神
洞
峠
に
は
店
は
な
く
、
生
活
物
資
は
下
っ
た
大
野
川
に
求
め
て
い
た
と
い
う
が
、
こ

れ
は
明
治
以
降
の
交
通
形
態
の
変
化
に
よ
ろ
う
。
ウ
エ
ス
ト
ン
も
大
野
川
よ
り
明
治
二
十
一
年
開
撃
の
梓
川
沿
い
の
新
道
を
通
っ
て
い
る
）
。
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安
曇
の
人
た
ち
は
正
月
を
越
す
の
に
獅
を
食
し
た
。
獅
は
飛
騨
高
山
か
ら
野
麦
峠
を
越
え
て
き
た
。
だ
か
ら
飛
騨
鯛
と
呼
ば
れ

た
。
信
州
人
に
は
鯛
が
飛
騨
で
と
れ
る
と
思
っ
て
い
た
人
が
多
い
そ
う
で
あ
る
。

（お）

し
か
し
飛
騨
の
中
継
地
高
山
を
経
由
し
な
い
大
野
川
で
は
、
そ
れ
を
「
の
う
と
ぶ
り
L

と
い
っ
た
。
能
登
鯛
で
あ
る
。
一
本
三
貫
目
も
す

の

う

と

ぷ

り

ぼ

つ

か

る
能
登
鯛
は
歩
荷
や
牛
荷
に
よ
っ
て
、
鎌
倉
街
道
を
運
ば
れ
て
き
た
。

秀
綱
伝
承
鎌
倉
街
道
に
ま
つ
わ
る
伝
承
に
「
秀
綱
さ
ま
」
に
関
わ
る
も
の
が
あ
る
。
私
は
大
野
川
の
子
ど
も
た
ち
か
ら
こ
の
人
物
の
名
前
を

聞
き
、
ま
た
秀
綱
さ
ま
を
肥
る
洞
も
教
え
て
も
ら
っ
た
と
記
憶
す
る
が
、
し
か
し
こ
の
誰
も
が
知
る
「
秀
綱
L

な
る
人
物
の
実
体
を
当
初
は

全
く
知
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

の
う
と
ぷ
り

鎌倉街道・再発見

み
つ
ぎ

そ
れ
が
わ
か
っ
た
の
は
飛
騨
側
の
歴
史
を
読
ん
だ
時
で
、
天
正
十
三
年
ご
五
八
五
）
、
金
森
長
近
に
追
わ
れ
た
松
倉
城
・
高
堂
城
主
三
木

秀
綱
が
こ
の
道
を
落
ち
の
び
る
途
中
殺
さ
れ
た
事
件
を
知
り
、
秀
綱
さ
ま
と
は
三
木
秀
綱
の
こ
と
と
了
解
し
た
。

こ
の
事
件
に
つ
い
て
は
実
は
『
吉
蘇
志
略
』
『
信
府
統
記
』
な
ど
信
濃
側
の
史
料
に
も
詳
し
か
っ
た
の
だ
が
、
秀
綱
夫
妻
は
夫
人
の
実
家
、

南
安
曇
の
波
田
・
淡
路
城
を
た
よ
り
、
飛
騨
高
原
郷
よ
り
中
尾
峠
を
経
て
坂
巻
に
下
り
、
そ
れ
よ
り
夫
人
は
島
々
谷
を
下
り
、
そ
の
途
中
殺

つ
の

さ
れ
、
秀
綱
の
方
は
大
野
川
を
経
、
角
が
平
に
下
っ
た
と
こ
ろ
で
土
民
に
殺
さ
れ
た
と
い
う
。
既
に
高
原
郷
の
今
見
村
で
別
れ
て
中
尾
峠
・

安
房
峠
と
別
々
の
峠
を
通
っ
た
と
す
る
説
も
あ
る
。
秀
綱
を
か
く
ま
っ
た
大
野
川
で
は
、
そ
の
後
養
蚕
が
盛
ん
に
な
っ
た
。
大
野
川
（
元
大
野

つ
の

川
）
に
も
、
殺
さ
れ
た
角
が
平
に
も
蚕
霊
神
社
と
し
て
「
秀
綱
様
L

が
杷
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
怨
霊
信
仰
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
伝
承
か
ら
、
飛
騨
高
原
郷
と
松
本
平
・
安
曇
野
を
結
ぶ
道
に
は
二
本
あ
っ
て
、
一
本
が
安
房
峠
か
ら
大
野
川
、
一
本
が
中
尾
峠
か

ら
土
高
地
、
徳
本
峠
か
ら
島
々
谷
を
下
る
道
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
う
ち
中
尾
峠
の
道
は
、
近
世
に
な
っ
て
加
賀
前
田
藩
が
、
最

短
で
行
け
る
参
勤
交
代
道
を
整
備
し
よ
う
と
し
て
、
上
高
地
に
陣
屋
を
建
て
た
と
い
う
記
録
が
あ
る
（
加
州
新
道
目
論
見
一
件
〈
『
南
安
曇
郡

誌
』
二
｜
（
下
）
三
八
六
頁
〉
）
。
ま
た
安
房
峠
は
現
在
新
ト
ン
ネ
ル
を
掘
進
中
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
完
成
す
れ
ば
、
信
州
・
関
東
と
、
北
陸
西

部
を
結
ぶ
最
短
路
に
な
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。



安
一
房
峠
・
中
尾
峠
よ
り
飛
騨
に
入
る
道
は
、
先
に
見
た
今
晃
、
即
ち
秀
嬬
夫
妻
が
揺
れ
た
と
も
い
う
そ
の
村
で
合
流
す
る
。

高
原
川
は
沿
い
つ
つ
、
灘
は
惑
に
進
む
が
、
高
原
郷
の
中
、
む
に
は
入
ら
ず
、
山
吹
絡
を
越
え
て
和
佐
狩
に
入
ハ
ソ
、
そ
れ
よ

り
飛
越
国
境
・
麗
尾
峠
を
越
え
る
。
今
は
ダ
ム
に
水
没
し
た
有
峰
を
経
て
、
や
が
て
常
頴
寺
川
よ
り
越
中
平
野
に
出
る
。

こ
の
道
も
ま
た
鎌
倉
街
道
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
は
岐
阜
県
教
育
委
員
会
『
歴
史
の
道
・
飛
騨
概
略
語
道
調
査
報
告
書
』
（
一
九
八

O
年
）
に

報
告
が
あ
る
し
、
筆
者
も
「
史
跡
の
見
方
・
諮
べ
方
i
i
i地
名
・
城
館
・
荘
問
題
し
（
『
文
化
財
保
護
の
実
務
』
一
九
七
九
年
）
で
言
及
し
た
こ
と

越
中
に
の
び
る

が
あ
る
。

こ
の
古
道
に
沿
っ
て
は
、
高
原
郷
を
支
配
し
た
江
馬
一
一
族
の
城
館
が
多
い
。
ま
た
永
隷
七
年
二
五
六
回
〉
武
田
信
玄
の
飛
騨
侵
攻
の
道
で

も
あ
る
。

こ
ろ
、

"""' 

い
う
べ
き
そ
の

、ヲ骨

、舗a・

地
に
中
地
山
域
を
構
え
て
い
る
。

も
う
つ
の
鎌
会
構
道

端
核
犠
沢
通
〈
骸
称
〉

さ
で
一
舟
び
大
野
川
け
帯
の
地
域
の
歴
史
を
叙
述
し
た
秀
れ
た
地
誌
が

で

あ

る

む

こ

の

本

に

よ

れ

ば

叙

上

か

に

、

つ
の
別

こ
の

道
が
あ
っ
た
凸

鎌倉摺滋・再発見

い

お

こ

き

み

ど

の

大
野
川
よ
り
詰
る
か
下
流
の
梓
貯
の
左
岸
、
謡
核
の
水
穀
沢
の
も
う
一
つ
下
流
に
栃
沢
と
い
う
支
流
が
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
沢
の
実
に
か

く
れ
小
援
、
お
よ
び
殿
様
小
麗
と
呼
ば
れ
る
地
名
が
あ
る
。
そ
の
場
所
か
ら
は
中
世
の
や
じ
り
も
出
土
し
て
お
り
、
中
設
の
遺
跡
と
い
え
る

が
、
そ
こ
を
登
り
つ
め
る
と
北
富
は
小
嵩
沢
山
の
尾
根
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
道
を
「
鎌
倉
街
道
」
と
称
し
、
徳
本
峠
か
ら
上
高
地
に
続
い

て
い
た
と
い
う
。
中
尾
峠

l
徳
本
線

i
島
々
谷
道
の
校
選
が
鎌
倉
街
道
だ
っ
た
こ
と
じ
な
る
。

以
上

J、ミ

の
怖
が
吋
あ
〉

の
二
つ

の
鎌
倉
街
道
・

番
所
越
（
高
山
越
）

い
野
麦
峠
で
あ
る
。
担
し
実
は
野
麦
綜
の
北
方
に
も
、
も
う
一
つ
綜
が
あ
っ
て
大
野
川
と
野
麦
（
飛
騨
側
）
を
結
ん
で
い

5 

の
地
関
〈
一



6 

た

か

や

ま

，

た

か

や

ま

の
一
図
（
昭
和
四
十
一
年
・
乗
鞍
岳
）
に
「
番
所
越
」
と
あ
る
峠
が
そ
れ
で
、
大
野
山
で
は

J
田
岡
山
越
し
と
呼
ん
で
い
た
（
峠
の
麓
を
高
山
と
い

鎌会街道・再発見

ム
ウ
の

つ

こ
の
道
を
飛
騨
側
の
野
麦
・
阿
多
野
で
は
「
鎌
倉
街
道
」
と
呼
ん
で
い
た
。
こ
の
こ
と
は
前
掲
岐
阜
県
教
育
委
員
会
『
歴
史
の
道
・
飛
騨

轄
街
道
調
査
報
告
書
』
に
も
詳
し
い
が
、
こ
こ
で
は
安
曇
村
の
研
究
者
横
山
篤
美
氏
の
文
化
六
年
（
一
八

O
九
）
の
中
沢
家
文
書
に
関
す
る
報

告
を
引
用
し
た
い
（
福
島
立
吉
口
述
・
長
沢
武
編
『
北
ア
ル
プ
ス
乗
鞍
物
語
』
〈
一
九
八
六
〉
よ
り
）
。

そ
れ
は
上
高
地
を
含
め
た
近
世
松
本
領
上
野
組
二
十
六
か
村
の
大
庄
屋
中
沢
家
に
残
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
を
要
約
す
る
と
、

飛
騨
の
国
益
田
郡
開
多
野
郷
十
二
か
村
と
秋
神
七
か
村
が
飯
米
不
足
か
ら
松
本
来
を
買
入
れ
た
い
が
、
そ
の
道
筋
に
当
た
る
奈
川
の

て
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
こ

村

々

が

か

ら

奈

川

村
へ
下
ら
ず
に
乗
鞍
岳
麓
伝
い
に
番
所
へ
出
て
大
野
川
に
至
り
、
神
洞
峠
道
に

p

向
か
わ
ず
に
そ
の
ま
ま
梓
川
鮮
に
出
て
、
そ
こ
で
架
橋

で
梓
川
左
岸
に
移
り
還
称
中
山
と
呼
ぶ
斜
面
に
つ
い
て
下
り
、
稲
核
の
対
岸
で
再
び
右
岸
に
一
戻
る
鎌
倉
吉
道
を
再
び
切
り
開
き
た
い
。

阿
多
野
の
伝
承
に
よ
っ
て
も
、
こ
の
古
文
書
に
よ
っ
て
も
、
大
野
川
の
い
う
鎌
倉
街
道
と
は
別
の
道
、
即
ち
そ
の
道
と
は
十
字
に
ク
ロ
ス

し3

しユ

す
る
番
所
越
が
、
飛
韓
関
で
い
う
鎌
倉
街
道
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
c

今
で
こ
そ
地
図
に
も
な
い
道
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
こ
の
道
は
大
野
川
に
と
っ
て
も
野
麦
に
と
っ
て
も
重
要
な
道
で
、
近
年
ま
で
双
方

に
よ
っ
て
切
り
開
き
が
行
な
わ
れ
て
い

サ
ク
ラ
ヤ
ス
ン
パ
、

カ
ラ
マ
ツ
ヤ
ス
ン

に
は
ヒ
チ
パ
バ
ヤ
ス
ン
パ
、

記
沿
っ

パ
な
ど
多
く
の
休
み
場
地
名
が
残
っ
て
い
る
こ
と
は
、
往
来
が
頻
繁
で
あ
っ
た
こ
と
を
し
の
ば
せ
る
。

誇
り
あ
る
古
道
こ
の
よ
う
に
乗
鞍
岳
周
辺
に
は
鎌
倉
密
道
と
呼
ば
れ
る
古
道
が
、
少
な
く
と
も
三
本
は
検
出
で
き
た
。
鎌
倉
街
道
と
い
う
言

葉
の
響
き
に
、
私
は
次
の
よ
う
な
印
象
を
も
っ
。

第
一
に
、
鎌
倉
街
道
を
缶
承
す
る
村
々
は
、
か
つ
て
は
定
畑
や
焼
畑
に
よ
る
そ
ば
作
り
、
養
蚕
、
炭
焼
な
ど
を
主
た
る
生
業
と
し
て
き
た

山
間
の
小
村
だ
っ
た
。
そ
う
し
た
村
々
を
、
そ
の
昔
に
首
都
鎌
倉
に
通
ず
る
一
級
冨
選
が
通
っ
て
い
た
。
こ
の
村
が
百
本
の
中
心
に
つ
な
が



っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
村
人
た
ち
は
そ
の
こ
と
を
強
く
誇
り
、
語
り
継
い
だ
も
の
で
あ
ろ
う
。

今
一
つ
の
印
象
は
忘
れ
ら
れ
た
古
道
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
栃
沢
道
も
番
所
越
（
高
山
越
）
も
近
世
の
幹
線
と
は
い
え
な
い
。
前
者
に

そ
れ
ぞ
れ
本
街
道
と
し
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
特
に
野
麦
峠
道
は
天
正
年
間

は
島
々
谷
を
行
く
徳
本
峠
道
が
、
後
者
に
は
野
麦
峠
道
が
、

金
森
法
印
（
長
近
）
の
道
普
請
に
よ
っ
て
開
通
し
た
こ
と
が
『
国
中
案
内
』
に
み
え
て
お
り
、
近
世
初
頭
の
新
道
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
だ
。

新
道
の
隆
盛
に
よ
っ
て
脇
街
道
と
な
っ
た
道
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
古
道
で
、
し
か
も
中
世
の
幹
線
路
で
あ
っ
た
。
古
き
道
と
し
て
意
識
さ
れ

て
い
た
が
故
に
、
鎌
倉
街
道
と
し
て
の
呼
称
が
残
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
現
実
的
な
面
に
お
い
て
は
、
公
儀
に
よ
る
復
旧
・
援
助
を
強

く
主
張
し
、
ア
ピ
ー
ル
す
る
た
め
に
、
こ
の
古
い
呼
称
が
政
治
的
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
も
留
意
し
て
お
こ
う
。

こ
れ
ら
は
鎌
倉
街
道
と
い
う
呼
称
が
、
増
幅
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
こ
と
も
示
し
て
い
よ
う
。

北
濃
・
郡
上
郡
母
袋
の
鎌
倉
街
道

母も
袋店

鎌倉街道・再発見

東
京
で
く
ら
し
て
い
た
頃
、
あ
る
日
私
は
「
い
ぶ
り
豆
腐
」
と
い
う
一
風
変
わ
っ
た
豆
腐
を
食
べ
た
が
、
そ
の
説
明
書
に
は
、
鎌
倉
街

道
を
通
る
旅
人
が
道
す
が
ら
食
し
た
旨
が
記
さ
れ
て
い
た
。
産
地
は
岐
阜
県
郡
上
郡
大
和
村
母
袋
。
大
和
村
は
古
今
伝
授
で
名
高
い
東
氏
の

館
跡
庭
園
の
所
在
地
で
あ
る
。
私
の
心
は
彼
の
地
に
飛
ん
だ
。
し
か
し
実
際
に
現
地
に
行
け
た
の
は
一
年
以
上
も
た
つ
た
の
ち
で
あ
っ
た
。

異
な
る
径
路
母
袋
（
上
栗
巣
）
は
長
良
川
の
本
流
か
ら
別
れ
、
東
氏
館
・
明
建
（
妙
見
）
神
社
の
あ
る
谷
を
栗
須
川
に
沿
っ
て
さ
ら
に
一

0
キ
ロ

も
遡
っ
た
源
流
、
谷
の
ど
ん
づ
ま
り
に
あ
る
村
で
あ
っ
た
。
近
年
ま
で
ナ
ギ
畑
（
焼
畑
）
も
さ
か
ん
で
あ
っ
た
山
村
で
あ
る
。
そ
の
村
に
は
確

か
に
鎌
倉
街
道
の
伝
承
が
あ
っ
た
。
但
し
語
る
人
に
よ
っ
て
、

そ
の
径
路
に
つ
い
て
は
多
少
の
差
が
あ
っ
た
。

ま
ず
西
宝
寺
方
丈
・
野
田
光
誠
氏
（
大
正
二
年
生
ま
れ
）
の
話
を
聞
い
て
み
よ
う
。

7 

「
：
：
：
昔
か
ら
裏
道
、
裏
道
っ
て
い
っ
て
ね
、
鎌
倉
街
道
と
い
っ
た
ん
で
す
わ
な
。
白
鳥
、
大
間
見
か
ら
母
袋
、
そ
し
て
東
俣
（
古
道
）
の
村

ふ

る

み

ち

ふ

る

み

ち

み

ょ

う

が

た

有
林
、
郡
有
林
を
通
っ
て
古
道
の
照
願
寺
と
い
う
寺
へ
出
る
。
古
道
の
村
の
上
の
方
、
古
道
峠
を
通
る
。
東
俣
峠
と
は
別
。
明
方
に
も
い
け



8 

か
み
の
ほ

そ
っ
か
ら
先
ど
っ
ち
か
は
知
ら
ん
。
本
道
（
長
良
川
本
流
沿
い
の
越
前
街
道
、
上
保
街
道
と
も
い
う
）
は
手
形
が
い
る
か
ら
、
抜
け

み
ち
が
た

道
で
山
ど
お
し
を
行
く
。
昔
は
道
型
が
あ
り
ま
し
た
よ
。
石
畳
？
そ
ん
な
、
無
い
な
い
。
母
袋
の
白
山
神
社
の
裏
に
平
家
の
墓
つ
で
あ
る
。

裏
街
道
を
逃
げ
て
来
た
も
の
だ
ろ
う
。
木
地
屋
の
墓
も
あ
る
。
木
地
屋
も
鎌
倉
街
道
を
伝
わ
っ
て
く
る
。
ど
と
で
木
を
切
っ
て
も
良
い
。

い

と

し

ろ

白
鳥
か
ら
は
石
徹
白
。
そ
れ
か
ら
越
前
の
吉
崎
に
蓮
如
様
の
寺
が
あ
る
。
そ
こ
ま
で
ず
っ
と
鎌
倉
街
道
が
行
っ
て
い
る
っ
て
聞
い
て
い
る
。
L

真
宗
大
谷
派
の
住
持
ら
し
い
発
言
で
あ
る
。
次
に
寛
政
之
助
氏
（
昭
和
十
四
年
生
ま
れ
）
の
話
を
聞
こ
う
。
実
は
こ
の
人
こ
そ
が
い
ぶ
り
豆

る
け
ど
、

鎌倉街道・再発見

腐
の
経
営
者
で
あ
っ
た
。

（索、水）

寸
ス
キ

1
場
を
作
る
時
、
道
し
る
べ
の
石
が
あ
っ
て
右
東
俣
街
道
と
か
左
か
の
み
ず
と
か
書
い
で
あ
っ
た
。
左
の
か
の
み
ず
峠
（
明
方
村
寒
水

に
到
る
道
）
に
行
く
方
を
鎌
倉
街
道
と
い
っ
た
と
思
う
。
ど
う
い
う
わ
け
で
い
っ
た
か
知
ら
な
い
が
、
子
ど
も
の
時
か
ら
家
の
前
の
道
を
鎌
倉

街
道
、
鎌
倉
街
道
と
い
っ
た
で
す
よ
。
家
の
前
を
通
っ
て
い
る
こ
と
は
確
実
だ
が
、
上
の
方
で
は
ど
の
道
を
言
う
の
か
は
っ
き
り
し
ら
な
い
円

こ
の
道
は
北
は
二
本
杉
、
牛
道
峠
（
牛
道
で
は
母
袋
峠
と
呼
ぶ
）
を
越
え
て
牛
道
の
栃
洞
・
源
蔵
寺
に
出
る
。
昔
母
袋
に
あ
っ
た
道
し
る
べ
の

石
は
わ
る
さ
（
不
幸
）
が
あ
っ
た
の
で
牛
道
の
方
に
も
っ
て
い
つ
で
あ
る
口
こ
の
村
は
昔
か
ら
下
（
下
栗
巣
）
よ
り
牛
道
と
の
婚
姻
が
多
い

D

古

か
の
み
ず

道
・
寒
水
と
も
多
い
。
両
方
の
村
か
ら
人
足
で
出
て
道
普
請
も
才
る
。
一
時
間
で
牛
道
も
寒
水
も
行
き
ま
す
よ
。
」

か
の
み
ず

母
袋
を
起
点
と
し
て
、
大
間
見
、
牛
道
（
牛
道
峠
）
、
古
道
（
東
俣
と
も
い
う
、
古
道
峠
）
、
寒
水
（
寒
水
峠
）
へ
と
四
方
に
道
が
伸
び
て
い
た

n

ど
う
や
ら
そ
の
い
ず
れ
も
が
、
人
に
よ
っ
て
は
鎌
倉
街
道
と
認
識
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
道
が
越
前
と
関
東
を
結
ぶ
道
で
あ
っ
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
だ
ろ
う
。
母
袋
よ
り
東
方
の
径
路
は
ど
の
よ
う
に
想
定
で

み
ょ
う
が
た

き
る
の
だ
ろ
う
か
。
考
え
ら
れ
る
道
は
奥
明
方
か
ら
馬
瀬
街
道
に
入
り
、
小
川
峠
、
楢
尾
峠
、
柿
坂
峠
を
経
て
下
呂
に
到
り
、
そ
れ
よ
り
さ

か

し

も

つ

け

ち

ら
に
加
子
母
、
付
知
を
経
て
中
津
川
に
出
る
径
路
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
下
呂
・
中
津
川
聞
は
飛
騨
街
道
な
い
し
江
戸
街
道
ま
た
本
街
道
と
呼

ば
れ
た
道
で
、
歴
史
の
道
調
査
で
は
『
南
北
街
道
』
と
し
て
報
告
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
御
厩
野
に
文
覚
建
立
と
伝
え
る
大
威
徳
寺
跡
が

残
る
こ
と
を
指
摘
し
、
鎌
倉
へ
の
道
と
し
て
の
役
割
を
担
っ
た
と
す
る
。
ま
た
中
津
川
よ
り
は
古
東
山
道
を
踏
襲
し
た
周
知
の
御
坂
峠
越
で
、

御
坂
峠
へ
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『
木
曽
路
名
所
図
会
』
に
「
鎌
倉
街

道
、
今
落
合
を
経
て
、
霧
原
山
よ
り

御
坂
小
屋
に
越
を
い
ふ
」
と
あ
る
道

で
あ
る
。

即
ち
研
究
史
に
明
ら
か
だ
が
、
恵

那
山
の
肩
を
越
え
、
伊
那
谷
を
北
上

し
、
高
遠
を
経
て
諏
訪
よ
り
甲
斐
、

御
坂
峠
、
足
柄
峠
を
経
て
鎌
倉
に
到

る
の
で
あ
る
。
こ
の
ル

1
ト
は
今
日

の
中
央
高
速
道
と
重
な
る
部
分
が
多

し〉。古
今
道

一
方
、
母
袋
よ
り
南
方
、
古

道
に
出
る
道
は
ど
こ
へ
行
く
の
で
あ

ろ
う
。
そ
れ
よ
り
東
氏
館
の
あ
る
、

コ牧
キ、

ン篠
道2脇

古明
今建

季五
と出
と、

呼 そ
ばれ
れ よ
るり

道
を
郡
上
八
幡
に
到
っ
た
も
の
で
あ

ろ
う
。
八
幡
に
は
名
水
宗
祇
清
水
が

あ
る
。
『
常
縁
集
』

』ま
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山
田
庄
架
橋
の
社
に
て

か
り
所
も
神
の
み
や
ま
か
な

さ
く
ら
に
匂
ふ
み
ね
の
榊
葉

宗
祇

と
あ
る
。
栗
栖
（
栗
巣
）

l
枚

i
八
幡
を
結
ぶ
こ
の
道
は
、
か
つ
て
宗
祇
が
、
古
今
伝
授
を
受
け
た
師
東
常
縁
と
と
も
に
歩
ん
だ
道
な
の
で
あ

ろ
う
。
中
世
の
主
要
道
で
あ
り
、
の
ち
近
世
越
前
街
道
の
脇
道
に
転
じ
た
も
の
か
c

ま
た
歴
史
の
道
調
査
報
告
書
『
郡
上
街
道
』
に
よ
れ
ば
、

八
幡
城
下
か
ら
寒
水
へ
の
小
駄
良
街
道
が
あ
り
、
枝
道
も
多
か
っ
た
と
い
う
。
古
い
五
万
分
の
一
図
に
み
え
る
上
古
道
か
ら
南
へ
峠
越
す
る

道
は
直
接
八
幡
に
行
く
道
で
あ
ろ
う
。
ま
た
こ
の
報
告
書
は
、
越
前
街
道
（
郡
上
海
道
）
は
中
世
の
白
山
長
滝
寺
参
詣
路
で
あ
り
、
芥
見
（
岐
阜

市
〉
に
お
い
て
中
津
山
川
か
ら
部
下
し
て
く
る
鎌
倉
街
道
と
合
流
す
る
と
す
る
。
京
へ
の
道
と
い
え
よ
う
。

か
の
み
ず

し
か
し
な
が
ら
、
母
袋
か
ら
み
て
鎌
倉
に
急
行
す
る
場
合
は
、
寒
水
峠
を
選
ん
だ
方
が
適
切
だ
っ
た
。

私
は
今
後
、
な
る
べ
く
早
い
機
会
に
牛
道
、
大
関
晃
、
寒
水
、
古
道
を
訪
ね
、
鎌
倉
携
道
伝
承
の
有
無
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
さ
ら
に

明
方
l
下
呂
l
中
津
川
川
の
沿
隷
の
各
村
に
、
鎌
倉
街
道
長
承
が
残
さ
れ
て
い
る
の
か
ど
う
か
調
査
し
て
み
た
い
と
考
え
て
い
る
。
な
お
母
袋

（
栗
巣
）
そ
し
て
隣
接
す
る
寒
水
に
も
そ
れ
ぞ
れ
っ
領
家
L

と
い
う
字
名
が
残
さ
れ
て
い
る
。
山
田
庄
領
家
方
、
気
長
正
（
摂
関
家
領
）
領
家
方

に
相
当
し
ょ
う
か
。

II 

都
道
府
県
に
よ
る
歴
史
の
道
調
査

私
は
昭
和
五
十
三
年
か
ら
文
化
庁
記
念
物
課
に
勤
務
す
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
ち
ょ
う
ど
こ
の
年
に
国
庫
（
文
北
庁
）
補
助
に
よ
る
歴
史
の

道
の
調
査
・
整
備
事
業
が
強
ま
っ
た
。
現
在
ま
で
の
十
六
年
間
に
都
道
府
県
に
よ
る
影
大
な
量
の
調
査
報
告
書
が
者
行
さ
れ
て
い
る
（
別
表
参

路…）
lo
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歴史の道調査実施状況（平成6年まで）

調 査 対 象 街 道

羽州街道、松前街道（奥州街道2）、乳井（高田）通り、大豆板通り、百沢街道、

三円金三 米フk本
西浜街道（鯵ケ沢街道）、十三街道、下之切通り（小泊道）、黒石・山形街道、奥

州街道（1）、鹿角街道、上り街道（八戸街道）、久慈街道、田名部道、北通道、北

浜街道、西通道

奥州道中、奥の細道、気仙沼街道、今泉街道、院内街道、仙北道、平和街道、

岩手 秋田街道、浄法寺・八戸街道、小本街道、宮古街道、大槌・釜石街道、盛街道、

浮街道、久慈・野田街道、沢内街道

奥州街道、笹谷街道、一関街道、松山街道、水戸街道、七ヶ宿街道、笹谷街道、

宮城
出羽街道（中山越）、金花山道、二日越最上街道、関山越最上街道、江戸浜街道、

気仙道、最上街道（田代西崎越・軽井沢越）、上仙北通、仙北道佐沼・登米道、

涌谷・登米通、角田道・相馬道、白石・角田道

北国街道（酒田街道）、男鹿街道（湯西街道）、大間越街道、北部・南部羽州街道、

秋田
五城目街道、阿仁街道、鹿角街道、来満街道、濁川街道、生保内街道、角館街

道、刈和野街道、平和（小松川）街道、大覚野（阿仁）街道、亀田街道、矢島街道、

川大内街道、本荘街道、男鹿街道、手倉街道、須川街道、沼館街道

奥の細道、羽州街道、笹谷街道、最上川、出羽三山参詣道、六十里越街道、浜

山形
街道、小国街道、越後街道、米沢・板谷街道、二井宿・大塚街道、会津街道、

最上小国街道、仙台街道（軽井沢・寒風沢越）、青沢越え、村山西部街道、関山

街道、二口街道、狐越え街道、小滝街道、茂庭街道

奥州道中、羽州街道、米沢街道、相馬街道、二本松街道、白河街道、越後街道、

福島 下野街道（南山通り）、水戸街道、浜街道、岩城街道、御斎所街道、沼田街道（八

十里越・六十里越・銀山街道）

足尾銅山街道、日光例幣使街道、三国街道、信州街道、沼田・会津道、下仁田

群馬 街道、清水峠越往還、古戸・桐生道、佐渡奉行街道、古河往還、利根川、中山

道、十石街道、鎌倉街道、東山道、日光脇往還、吾妻諸街道

鎌倉街道上道、日光御成道、日光道中、日光脇往還、中山道、秩父往還、甲州

埼 玉
裏街道、川越街道、秩父巡礼道、信州、｜・上州道（土坂峠越・志賀坂峠越・十文字

峠越）、児玉往還、荒川水運、新河岸川水運、入間川水運、利根川水運、元荒川

水運、綾瀬川水運

東京 五日市街道、中山道

成田街道、佐倉道、水戸道中、鮮魚街道、日光東往還、木下街道、江戸川、利

千 葉 根川、御成街道、房総東往還、土気街道、伊南房州往還、大多喜道、久留里道、

房総往還、安房街道、保田鴨川道、諸河川、海運

新 潟
北国街道、加賀街道、松本街道（千国街道）、富倉街道、松之山街道、魚沼街道、

北国脇街道、三国街道、沼田街道、六十里越、八十里越

富山
飛騨街道、北陸街道、立川街道、氷見能登道、飛騨街道（五箇山道・飛州小白川

道）
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調 査 対 象 街 道

石川 北国街道、北国脇街道、能登街道（七尾街道）

秩父往還、穂坂道、中道往還、甲州街道、佐久往還、鎌倉街道（御坂道）、河内

山梨 路（繁信往還）、西部路、若彦道、青梅街道、棒道、御岳路、谷村道、高尾道、

戸田街道、逸見路、東河内路、市川往還、御幸道、鎌倉道、富士川

中山道、甲州道中、北国街道、大笹街道、佐久甲州街道、伊那街道、千国街道、

善光寺街道、飯山街道、野麦街道、権兵衛街道、木曽街道、秋葉街道、裾花川

長野
通り大町通、土尻川通り大町通、戸隠道、保福寺遇、富岡道、武州道、大門道、

遠州街道、大平街道、岡谷道、三原道、草津道、富倉道、上州道、保科道、毛

無道、犀川、千曲川、天竜川、木曽川、余地峠道、日影新道、谷街道、極楽峠

道、有賀道、初期中山道、御巌道

中山道、飛騨野麦街道、飛騨越中街道、北国街道、九里半街道、美濃路、伊勢

岐阜
西街道、伊勢東街道、郡上街道、高賀往還、谷汲巡礼道、中馬街道、下街道、

岩村街道、南北街道、飛騨街道、飛騨西街道、白川街道、高山街道、天生街道・

小鳥道、越中西街道、平湯街道、飛騨北街道、馬瀬街道

静岡 東海道、姫街道、身延街道、秋葉道、下回街道

愛知
東海道、本坂道、岐車街道・美濃道、佐屋路、木曽街道、下街道、常滑街道、

師崎街道、飯田街道、足助街道、平坂道、伊那街道、別所街道、田原街道

熊野街道、和歌山街道、伊勢本街道、初瀬街道、伊賀街道、大和街道、巡見街

三重 道、伊勢別街道、鈴鹿の峠道、菰野街道、八風街道、濃州街道、美濃街道、東

海道、伊勢街道、（朝熊岳道・二見道・磯部道・青峯道・鳥羽道）

滋賀 朝鮮人街道

熊野街道（小栗街道）、紀州街道、父鬼街道、粉河街道、大木嶺、横尾嶺、井関

越、根来街道、箱作越、東畑越、西畑越、東高野街道、西高野街道、竹の内街

大阪
道、下高野街道、中高野街道、天野嶺、千早街道、富田林街道、水越嶺、平石

嶺、釜室越、京街道、奈良街道（暗嶺）、奈良街道（亀瀬越）、古堤街道、河内街

道、磐船街道、清滝街道、荒坂嶺、尊延寺越、傍示越、生駒越、中垣内越、十

三嶺、信貴越

兵庫 西国三十三ヶ所巡礼道、山陽道、山陰道、美作街道、因幡街道、市川舟運

奈良 初瀬街道、竹内街道（二上山麓の道）、伊勢本街道

和歌山
熊野街道、高野山参詣道、南海道、大和街道、淡島街道、上方街道、修験の道、

高野・竜神街道、竜神往来、大峯熊野修験道、諸河川、海運

智頭街道、津山往来、備中往来、日野往来、若桜往来、八橋往来、境往来、法

鳥取 勝寺往来、雨滝往来、倉吉往来、新出雲街道、但馬往来、鹿野往来、伯嘗街道、

大山道、出雲街道

岡山
山陽道、玉島往来、倉安川、津山往来、出雲街道、因幡街道、金比羅往来、鴨

方往来、高瀬通し

山口 萩往還、山陽道、赤間関街道（中道筋・北道筋・北浦道筋）
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調 査 対 象 ？苛 道

遍路道、金比羅参詣道、多度津街道、丸亀街道、伊予街道、仏生山街道、長尾

香川 街道、志度街道（下往還）、伊予道、阿波道、讃岐国往還（南海道）、多度津道、

丸亀道、宇多津道、鵜ノ田尾越、万駄越、海運

熊 本
豊後街道、豊前街道、日向街道、薩摩街道、人吉街道、天草路、菊池川、球磨

JI I、庵室路、肥後峠越、緑川

大分
肥後街道、伊予街道、日向街道（豊前道）、勅使街道、放生会道、行幸会道、峯

入り道、奈多行幸会道、永山布政所路、岡城路、臼杵城路

都豊往還、高城往還、都於郡往還、豊後街道、高千穂往還、（田代及び水清谷、

宮崎 渡川経由）椎葉山往還、椎葉山往還、米良街道、銃肥街道、鵜戸街道、志布志

街道、肥後街道、薩摩街道、諸塚間道

鹿児島 出水筋、大口筋、日向筋、加久藤筋

末吉宮参詣街道、真珠道、国頭・中頭方西海道、弁ヶ巌参詣道、島尻方街道、

沖縄 東海道、国頭地区東海道、八重山諸島の道、宮古諸島の道、久米島及び周辺諸

島の道

こ
の
調
査
は
道
路
遺
構
の
残
り
の
状
況
を
重
視
し
て
、
近
世
の
道
が
調
査
対

象
と
な
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
そ
の
中
で
鎌
倉
街
道
そ
の
も
の
を
調
査
対
象
と

し
た
も
の
は
埼
玉
県
（
鎌
倉
街
道
上
道
）
、
山
梨
県
（
鎌
倉
街
道
｜
御
坂
路
、
及
び

鎌
倉
道
）
、
群
馬
県
（
鎌
倉
街
道
）
が
あ
る
。
ま
た
調
査
報
告
書
の
タ
イ
ト
ル
に
は

鎌
倉
街
道
と
は
な
い
が
、
報
告
書
の
中
で
鎌
倉
街
道
伝
承
に
言
及
す
る
も
の
は
、

前
掲
の
岐
車
県
教
育
委
員
会
『
歴
史
の
道
・
飛
騨
蹴
暗
街
道
調
査
報
告
書
』
、
長

野
県
教
育
委
員
会
『
歴
史
の
道
調
査
報
告
書
立
野
麦
道
』
、
同
『
却
木
曽
街
道
（
飛

騨
街
道
）
』
、
千
葉
県
教
育
委
員
会
『
伊
南
房
州
道
往
還
I
』
な
ど
多
い
。

ま
た
静
岡
県
教
育
委
員
会
お
よ
び
愛
知
県
教
育
委
員
会
に
よ
る
「
東
海
道
L

は
、
そ
れ
ぞ
れ
近
世
東
海
道
に
先
行
す
る
中
世
東
海
道
た
る
鎌
倉
街
道
に
つ
い

て
記
述
し
て
い
る
。

但
し
先
程
よ
り
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
鎌
倉
街
道
に
は
忘
れ
ら
れ
た
古
道
、

あ
る
い
は
主
要
道
の
陰
と
な
っ
た
間
道
、
と
い
う
側
面
が
あ
る
。
そ
れ
故
に
か
、

先
述
し
た
乗
鞍
山
麓
の
三
本
の
う
ち
二
本
、
ま
た
母
袋
の
鎌
倉
街
道
に
つ
い
て

は
調
査
は
さ
れ
て
い
な
い
。

さ
て
以
下
で
は
、
極
め
て
印
象
的
に
な
る
が
、
各
県
の
報
告
の
概
要
を
紹
介

し
て
お
こ
う
。

付
埼
玉
県

網
の
目
状
の
道

埼
玉
県
で
は
本
調
査
に
先
立
っ
て
、
予
備
調
査
が
行
な
わ
れ
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道く志賀坂峠、十石峠越〉を含む） 埼玉県教育委員会・埼玉県立歴史資料館『埼玉県歴史

育委員会 r歴史の道調査報告書第一集・鎌倉街道上道』昭和58年 3月の記述を加筆。
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三｛誠対概略鰐鰭整監 J

地図3 埼玉県内の鎌倉街道伝承地分布図（一部甲州街道 く十文字峠 ・雁坂峠越〉、武州街

の道調査報告書・県内鎌倉街道伝承地所在確認調査報告書』昭和57年 3月付図に埼玉県教
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-:c向上径路（東海道なと）
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て
い
る
。
そ
の
結
果
は
『
埼
玉
県
歴
史
の
道
調
査
報
告
書
・
県
内
鎌
倉
街
道
伝
承
地
所
在
確
認
調
査
報
告
書
』
（
昭
和
五
十
七
年
）
と
し
て
刊

行
さ
れ
た
が
、
そ
の
成
果
と
し
て
の
地
閣
を
見
た
時
は
全
く
脱
臼
す
る
思
い
だ
っ
た
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
そ
こ
に
記
さ
れ
た
鎌
倉
街
道
は

縞
の
自
に
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
大
げ
さ
に
い
え
ば
毛
細
管
の
よ
う
だ
つ
た
。
併
行
す
る
も
の
、
直
交
す
る
も
の
、
ま
る
で
円
孤
を
雷

く
も
の
等
々
。
鎌
倉
街
道
と
い
え
ば
国
道
一
号
線
の
よ
う
に
一
本
の
道
に
ち
が
い
な
い
。
そ
う
い
っ
た
私
の
先
入
主
を
、
こ
の
鎌
倉
街
道
伝

承
古
道
分
布
図
は
、
み
ご
と
に
払
拭
し
て
く
れ
た
。

こ
の
こ
と
の
背
景
に
誌
、
幹
線
た
る
鎌
倉
街
道
に
つ
な
が
る
支
線
も
全
て
鎌
倉
禽
道
と
呼
ば
れ
た
こ
と
、
ま
た
、
あ
る
時
期
鎌
倉
街
道
の

代
替
道
路
が
用
意
さ
れ
る
と
、
併
行
す
る
こ
本
の
道
路
も
と
も
に
鎌
倉
街
道
と
呼
ば
れ
た
こ
と
等
の
様
々
な
ケ
i
ス
が
想
定
さ
れ
る
。

八
十
盟
鵡
似
た
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
。
越
後
と
会
津
を
結
ぶ
古
道
に
穴
十
県
越
と
八
十
盟
越
と
い
う
ニ
つ
の
道
が
あ
る
。
新
潟
県
入
広
瀬

の
場
合
村
の
場
合
、
対
島
川
な
ど
の
中
心
集
落
を
通
過
す
る
の
は
六
十
里
越
で
、
八
十
里
越
は
村
の
北
方
、
わ
ず
か
に
村
境
を
か
す
め

て
通
過
す
る
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
、
通
過
道
路
で
あ
る
八
十
里
越
も
大
白
川
の
人
々
の
生
活
に
無
関
係
だ
っ
た
わ
げ
で
は
な
く
、
八
十
里

越
を
経
て
村
に
帰
っ
て
く
る
入
も
い
た
し
、
峠
の
茶
・
一
泊
な
ど
は
大
白
川
の
人
が
経
堂
し
て
い
た
。
た
め
に
大
白
川
の
人
は
そ
の
八
十
里
越
の

道
に
到
る
約
十
キ
ロ
、
二
塁
半
の
道
を
八
十
里
と
呼
ん
で
い
た
。
大
白
川
に
お
げ
る
寸
八
十
里
」
と
は
、
決
し
て
会
津
と
、
越
後
長
岡
を
結

ぶ
道
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

つ
な
が
っ
て
行
4
遊
が
、
み
な
鎌
倉
街
道
と
呼
ば
れ
た
こ
と
も
大
い
に
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
鎌
倉
街
道
は

増
幅
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
の
だ
。
但
し
大
白
川
の
寸
八
十
里
」
が
山
村
大
白
川
の
生
活
の
理
解
に
不
可
欠
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
各
村
に
お

げ
る
幹
線
鎌
倉
街
道
に
弼
る
脇
道
鎌
倉
街
道
も
、
各
村
の
生
活
と
歴
史
を
考
え
る
上
で
不
可
欠
と
い
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
増
幅
さ
れ
錯
綜
し
た
鎌
倉
街
道
網
に
も
、
報
告
書
は
以
下
の
濃
密
た
る
幹
線
道
路
を
見
出
し
て
い
る
。

か
み
（
つ
）
み
ち

山
中
道
、

ω羽
根
倉
道
、
ゆ
上
道
、

ω秩
父
道
、
切
慈
光
寺
道
、
が
そ
れ
で
あ
る
c

伺
群
馬
県



こ
こ
で
も
伝
承
古
道
は
、
時
に
螺
旋
状
に
、
時
に
稲
妻
状
に
、
と
複
雑
に
分
布
す
る
。
し
か
し
幹
線
と
推
定
で
き
る
の
は
、
い
ず
れ
も
上

道
（
埼
玉
県

ω）
の
本
線
と
支
線
で
あ
る
。

上
道
上
道
本
道
は

ω信
濃
路
と

ω越
後
路
が
あ
り
、

ωに
は
さ
ら
に
下
仁
田
・
南
牧
か
ら
佐
久
方
面
へ
の
道
（

ωlA）
と
、
碓
氷
峠
に
つ
な

が
る
と
思
わ
れ
る
道
（

ωlB）
が
あ
る
。
但
し
伝
承
地
は

ωー

Aは
南
牧
村
ま
で
伸
び
て
お
り
、
か
な
り
距
離
が
長
い
が
、

ωlBは
峠
よ

り
は
遥
か
に
手
前
、
高
崎
郊
外
の
板
鼻
あ
た
り
で
と
ま
っ
て
い
る
。

ωも
同
様
渋
川
ど
ま
り
で
、
越
後
境
の
ど
の
峠
ま
で
行
く
の
か
も
定
か

で
は
な
い
。

上
道
支
線
に
は

ω新
田
庄
に
通
ず
る
も
の
、

ω邑
楽
郡
・
足
利
庄
に
通
ず
る
も
の
、

ω館
林
に
通
ず
る
も
の
、

ω下
野
国
府
（
栃

木
市
）
方
面
に
通
ず
る
も
の
、
等
が
あ
る
。

上
道
支
線

回
山
梨
県
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山
梨
県
で
の
鎌
倉
街
道
は
、
ま
ず
第
一
に
古
東
山
道
の
継
承
で
あ
る
御
坂
路
で
あ
る
。
こ
の
道
に
も
、
鎌
倉
街
道
に
併
行
し
、
時
に

は
直
交
す
る
古
道
（
古
い
御
坂
路
）
が
あ
る
。
埼
玉
県
ほ
ど
で
は
な
い
が
、
複
雑
な
鎌
倉
街
道
の
一
側
面
が
の
ぞ
い
て
い
る
。

支
線
鎌
倉
道
さ
ら
に
こ
の
幹
線
鎌
倉
街
道
に
到
る
支
線
鎌
倉
道
の
場
合
に
は
、
毛
細
管
状
現
象
が
著
し
い
。
今
そ
れ
ら
の
道
を
整
理
し
て
み

る
と
、
幹
線
で
あ
る
石
和
道
（
鎌
倉
街
道
・
御
坂
道
）
の
南
方
に
二
本
併
行
す
る
形
で
の
分
布
が
み
ら
れ
、
ま
た
御
坂
峠
を
下
っ
た
道
が
甲
府

盆
地
に
入
っ
て
ゆ
く
黒
駒
近
辺
か
ら
北
方
に
は
塩
山
や
一
ノ
宮
（
国
府
・
国
分
寺
）
方
向
に
、
主
と
し
て
三
本
の
支
線
が
、
か
ら
み
あ
い
な
が

ら
北
上
し
て
い
る
。
ま
た
近
世
の
甲
州
街
道
の
南
方
に
、
上
野
原
・
秋
山
・
道
志
の
あ
た
り
に
併
行
す
る
四
本
の
鎌
倉
道
が
走
る
。
い
ず
れ

も
西
に
行
っ
た
富
士
吉
田
、
あ
る
い
は
山
中
湖
の
あ
た
り
で
鎌
倉
街
道
・
御
坂
越
に
合
流
す
る
。
し
か
し
道
志
周
辺
の
場
合
で
は
、
道
志
川
、

御
坂
道

即
ち
相
模
川
の
源
流
に
つ
い
て
下
り
、
東
に
関
東
平
野
に
出
た
方
が
、

岡
静
岡
県

よ
ほ
ど
早
く
鎌
倉
に
到
着
で
き
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

東
海
道

以
上
み
て
き
た
三
県
は
伝
承
に
重
き
を
な
し
た
調
査
を
行
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
鎌
倉
街
道
の
最
重
要
路
で
あ
っ
た
東
海
道
が
通
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過
す
る
各
県
の
調
査
は
、
そ
れ
ら
と
は
や
や
趣
き
を
異
に
す
る
。

静
岡
県
の
場
合
、
中
世
東
海
道
筋
の
比
定
に
か
な
り
の
ス
ペ
ー
ス
が
割
か
れ
て
い
る
。
た
だ
そ
の
手
法
は
中
世
の
記
録
・
紀
行
文
か
ら
の

復
原
で
あ
る
。
今
ま
で
に
み
て
き
た
地
方
と
は
異
な
り
、
中
世
東
海
道
に
は
同
時
代
の
文
献
が
圧
倒
的
に
多
い
。

豊
富
な
紀
行
文
ま
ず
鎌
倉
時
代
の
も
の
を
挙
げ
れ
ば
『
海
道
記
』
『
東
関
紀
行
』
『
十
六
夜
日
記
』
『
吾
妻
鏡
』
『
関
東
往
還
記
』
『
信
生
法
師

集
』
『
み
や
こ
ぢ
の
わ
か
れ
』
『
春
の
深
山
路
』
『
も
が
み
の
河
池
』
『
無
名
の
記
』
『
六
代
勝
事
記
』
『
う
た
た
ね
の
記
』
『
問
わ
ず
語
り
』
が
あ

り
、
南
北
朝
期
以
降
は
さ
ら
に
そ
の
数
を
増
し
、
『
大
乗
院
記
録
』
や
『
実
暁
記
』
の
よ
う
な
京
・
鎌
倉
百
二
十
余
里
、
六
十
三
宿
を
列
挙
し

た
記
録
さ
え
残
っ
て
い
る
（
『
古
事
類
苑
』
地
部
）
。
し
た
が
っ
て
こ
の
県
の
報
告
書
の
記
述
に
は
、
他
県
に
は
な
い
鎌
倉
幕
府
や
室
町
幕
府
の

交
通
政
策
、
駅
伝
制
度
、
宿
・
伝
馬
制
の
成
立
・
変
遷
に
つ
い
て
の
詳
細
な
分
析
が
な
さ
れ
、
東
海
道
な
ら
で
は
の
叙
述
の
感
が
あ
る
。

し
か
し
こ
の
膨
大
な
報
告
書
に
は
、
鎌
倉
街
道
の
こ
と
ば
は
出
て
こ
な
い
。
た
し
か
山
梨
県
の
報
告
書
に
は
鎌
倉
街
道
の

鎌
倉
街
道
伝
承
地

伝
承
は
駿
河
・
伊
豆
に
も
分
布
す
る
、

と
あ
っ
た
が
、

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
で
あ
る
。

こ
の
報
告
書
で
道
の
異
称
と
し
て
紹
介
さ
れ
る
も
の
に
は
「
道
濯
道
L

が
あ
る
。
豪
族
滝
道
濯
か
ら
来
た
も
の
と
い
う
。

中
世
の
愛
鷹
山
麓
に
根
方
街
道
が
通
り
、
併
行
し
て
浮
島
ヶ
原
を
距
て
た
南
方
、
海
岸
砂
丘
上
を
古
東
海
道
が
通
る
。
報
告
書
で
も
そ
の

二
本
の
ル

l
ト
が
図
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
二
本
の
道
を
つ
な
ぐ
道
が
興
国
寺
城
下
の
竹
田
道
（
武
田
軍
道
か
）
で
、
小
字
名
に
も
残
る
。

実
は
前
者
の
道
濯
道
が
牧
ノ
原
台
地
に
上
っ
た
と
こ
ろ
で
は
鎌
倉
街
道
と
呼
ば
れ
て
い
た
（
『
金
谷
町
史
・
地
誌
編
』
平
成
四
年
）
。
ま
た
後

者
の
根
方
街
道
も
鎌
倉
街
道
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
『
角
川
地
名
大
辞
典
・
静
岡
県
』
に
よ
れ
ば
、
ほ
か
足
柄
峠
越
・
乙
女
峠
越
、
清
水
・
駿
府

間
の
北
街
道
が
、
ま
た
原
秀
三
郎
氏
御
教
示
に
よ
れ
ば
島
田
市
智
満
寺
を
通
過
す
る
道
も
、
鎌
倉
街
道
と
呼
ば
れ
て
い
た
と
い
う
。
本
街
道

そ
の
も
の
の
場
合
も
あ
れ
ば
、
脇
街
道
の
場
合
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

価
愛
知
県

伝
承
地

尾
張
・
三
河
に
は
鎌
倉
街
道
伝
承
地
は
か
な
り
あ
る
。
但
し
そ
れ
ら
は
既
に
近
世
の
地
誌
『
尾
張
街
行
記
』
（
一
七
九
二
（
）
一
八
二



一
一
）
、
『
尾
張
名
所
図
会
』
（
一
八
四
四
）
等
に
よ
っ
て
広
く
知
ら
れ
た
も
の
が
多
い
。
場
所
が
限
定
さ
れ
て
い
る
の
も
一
つ
の
特
色
で
、
今
日

で
は
鎌
倉
街
道
跡
の
碑
や
説
明
板
が
立
て
ら
れ
た
り
、
市
町
村
の
史
跡
に
指
定
さ
れ
た
と
こ
ろ
も
多
い
（
折
戸
〈
下
津
〉
宿
、
萱
津
東
宿
、
二

村
山
、
刈
谷
祖
母
神
社
、
安
城
熊
野
権
現
社
な
ど
）
。
よ
っ
て
埼
玉
・
群
馬
・
山
梨
県
の
よ
う
な
網
の
白
状
の
分
布
は
検
出
さ
れ
て
い
な
い
。

小
栗
街
道
尾
張
の
場
合
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
鎌
倉
街
道
の
呼
称
と
小
栗
街
道
の
呼
称
の
混
在
で
あ
る
。
小
栗
街
道
は
一
般
に
は
熊
野
古
道

の
通
称
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、
尾
張
に
も
登
場
し
て
お
り
、
『
尾
張
名
所
図
会
』
の
古
渡
に
「
小
栗
街
道
」
と
あ
る
ほ
か
、
『
尾
張
絢
行

こ
め
の

記
』
の
稲
葉
地
村
、
上
中
村
、
米
野
村
の
項
に
記
述
が
あ
っ
て
、
木
曽
川
か
ら
尾
張
を
南
下
し
、
菅
一
津
1

東
宿

l
上
中
村

l
露
橋
｜
古
渡
に

続
く
古
道
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
今
も
名
古
屋
市
内
に
二
カ
所
の
小
栗
橋
と
、
小
栗
通
が
あ
る
。
他
に
一
宮
市
内
に
も
小
栗
橋
が
あ
る
。

同
岐
阜
県

歴
史
の
道
報
告
書
『
美
濃
路
』
の
揖
斐
川
、
ま
た
旧
長
良
川
（
境
川
、
小
熊
川
）
の
渡
し
の
項
に
鎌
倉
街
道
の
記
述
が
み
ら
れ
る
が
、

研
究
史
か
ら
の
引
用
ら
し
い
。
現
地
で
は
往
還
ま
た
は
墨
俣
街
道
と
呼
ぶ
よ
う
だ
。
な
お
旧
東
山
道
を
継
承
す
る
鎌
倉
街
道
（
御
坂
峠
越
）
に

美
濃
路

つ
い
て
は
後
述
す
る
。

同
長
野
県

『
歴
史
の
道
調
査
報
告
書
盟
』
は
木
曽
福
島
七
飛
騨
高
山
を
結
ぶ
飛
騨
（
木
曽
）
街
道
、
つ
ま
り
西
野
通
り
高
山
道
の
報
告

書
で
あ
る
。
こ
の
道
は
木
曽
御
獄
山
の
北
麓
、
西
野
、
日
和
田
を
通
過
す
る
の
で
あ
る
が
、
西
野
あ
た
り
で
は
こ
の
道
を
鎌
倉
街
道
と
呼
ん

飛
騨
街
道
西
野
通
り
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だ
と
い
う
。
こ
の
道
に
沿
っ
て
は
木
曽
氏
の
蜂
火
台
が
点
々
と
配
さ
れ
て
い
る
。

次
に
先
の
上
野
国
鎌
倉
街
道
の
続
き
が
知
り
た
く
て
、
歴
史
の
道
報
告
書
三
十
四
『
余
地
峠
道
』
を
読
ん
で
み
た
。
鎌
倉
街
道
信
濃

路
の
う
ち
南
牧
村
に
到
っ
て
い
た
南
側
ル

l
ト
の
続
き
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
鎌
倉
街
道
の
伝
承
は
な
か
っ
た
が
、
近
世
の
余
地
峠
道
と
は
ま

た
別
に
古
道
が
あ
り
、
そ
の
中
世
余
地
峠
道
が
「
信
玄
道
L

と
呼
ば
れ
て
い
た
。

群
馬
県
で
も
白
井
長
尾
氏
の
勢
力
が
強
か
っ
た
こ
と
を
反
映
し
て
、
鎌
倉
街
道
が
白
井
道
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
（
前
掲
報
告

信
玄
道
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室
岡
・
三
頁
）
。
同
様
に
こ
の
本
来
の
鎌
倉
古
道
が
信
玄
道
と
呼
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
、
考
え
ら
れ
よ
う
む

以
前
に
権
問
城
跡
を
現
地
調
査
し
た
折
、

の
ち
に

権
問
平

黒
坂
周
平
先
生
に
そ
の
話
を
し
た
ら
「
あ
れ
は
ま
ち
が
い
だ
っ
た
」
と
の
こ
と
だ
っ
た
。
そ
れ
よ
り
北
方
、
下
城
戸
を
通
る
の
が
正
し
い
鎌

倉
街
道
と
の
こ
と
で
あ
る
む

す
向
、
じ

『
上
田
小
県
誌
』
付
（
一
九
八

O
）
を
み
る
と
、
先
述
の
前
山
寺
前
か
ら
砂
原
峠
に
還
、
ず
る
道
が
直
路
、
即
ち
軍
患
道
路
で
、
一
方
、
下
城
戸

を
通
る
道
が
本
道
だ
っ
た
と
あ
り
、
「
こ
の
鎌
倉
と
を
結
ぶ
道
（
現
在
鎌
倉
道
と
呼
ん
で
い
る
）
」
（
九
八
九
頁
）
と
い
う
ま
ぎ
ら
わ
し
い
記
述
が

あ
っ
た
。
四
三
五
頁
の
地
図
で
は
下
城
戸
通
過
分
の
道
の
み
に
「
鎌
倉
街
道
」
と
あ
る
。
研
究
者
が
推
考
し
た
っ
鎌
倉
街
道
し
と
、
実
際
に

は
峨
別
し

べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ

し3
0 

て
き
た

に
つ
い
て

同
千
葉
県

千
葉
県
内
に
は
木
更
津
市
鳥
田
に
よ
ゐ
か
ま
く
ら
道
」
と
あ
る
道
諜
が
、
ま
た
君
津
郡
根
形
村
野
田
お
よ
び
平
岡
村
川
原
井

に
寸
鎌
会
街
道
し
の
小
字
が
あ
り
、
古
く
小
熊
吉
蔵
氏
の
報
告
が
あ
る
（
『
千
葉
県
史
蹟
名
勝
天
紫
紀
念
物
調
査
報
告
』
〈
鎌
倉

街
道
〉
、
「
西
上
総
に
於
け
る
古
街
道
と
国
府
郡
家
所
在
地
の
関
係
」
〈
『
史
蹟
名
勝
天
然
紀
念
物
』
七
l
四
、
一
九
三
二
〉
）
。

歴
史
の
道
調
査
報
告
書
『
伊
南
房
州
通
往
還
I
』
で
は
、
こ
れ
ら
と
は
ま
た
別
に
長
生
郡
長
柄
町
山
根
に
残
る
鎌
倉
街
道
伝
承
古
道
が
報

れ

て

い

る

。

て

い

る

。

港
津
か
ら
の

謙
倉
街
道

に
つ
な
が

つ

は

か
ら
国
府
、
そ
し
て
内
陸
に
む
か
つ
た
道
に
ち
が
い
な
い
。
上
総
の
三
本
の
鎌
倉
街
道
は
い
ず
れ
も
港
津
を
起
点
と
す
る
古
道
で
あ
り
、
鎌

倉
の
外
港
六
浦
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。

出
福
島
県

「
歴
史
の
道
」
調
査
報
告
書
『
奥
州
道
中
』
は
『
郡
山
市
史
』
や
文
致
顛
の
「
貞
一
聞
書
し
に
よ
っ
て
鎌
倉
街
道
、
古
海
道
を

推
定
し
て
い
る
。
近
世
奥
州
道
中
に
併
行
す
る
道
の
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
安
達
太
良
山
、
吾
妻
山
の
山
麓
か
ら
半
田
山
を
峰
越
す
る
「
あ
づ

あ
づ
ま
街
道



ま
街
道
L

に
も
言
及
が
あ
る
。
私
は
こ
の
道
に
つ
い
て
秀
衡
街
道
、
吉
次
街
道
と
い
う
呼
称
を
聞
い
た
。

同
岩
手
県

岩
手
県
寸
歴
史
の
道
」
調
査
報
告
『
奥
州
道
中
』
に
よ
る
と
、
北
上
川
東
岸
に
寸
あ
づ
ま
街
道
」
、
ま
た
稗
貫
郡
や
紫
波
郡
に
「
鎌

倉
街
道
L

や
「
安
倍
街
道
」
と
称
さ
れ
る
旧
道
が
あ
る
が
、
部
分
的
に
存
在
し
、
つ
な
が
ら
な
い
と
あ
る
。
最
北
の
鎌
倉
街
道
で
あ
ろ
う
。

※
以
上
主
と
し
て
都
道
府
県
教
育
委
員
会
に
よ
る
歴
史
調
査
に
言
及
し
た
。
ほ
か
に
近
年
の
県
史
、
市
町
村
史
の
刊
行
に
よ
っ
て
も
新
知

見
が
多
く
得
ら
れ
て
い
る
。
今
そ
の
全
て
を
紹
介
す
る
紙
幅
の
余
裕
は
な
い
が
、
と
り
あ
え
ず
『
長
野
県
史
』
（
通
史
編
二
）
、
『
栃
木
県
史
』

（
通
史
編
3
）
、
『
小
山
市
史
』
（
通
史
編
I
）
、
『
新
編
埼
玉
県
史
』
（
通
史
編
一
一
）
、
『
富
士
見
市
史
』
（
通
史
編
上
）
を
鎌
倉
街
道
必
読
文
献
と

し
て
挙
げ
て
お
こ
う
（
こ
れ
ら
の
成
果
は
地
図
4
に
と
り
い
れ
た
）
。

安
倍
街
道

Y
－
a
 

T

・EaI
 
伝
承
と
文
献
史
学
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見
て
き
た
よ
う
に
、
鎌
倉
街
道
の
復
原
に
あ
た
っ
て
は
、
大
き
く
二
つ
の
手
法
が
あ
っ
た
。
鎌
倉
街
道
の
伝
承
、
ま
た

地
名
に
残
る
鎌
倉
街
道
（
鎌
倉
海
道
）
、
あ
る
い
は
近
世
の
村
絵
図
に
記
さ
れ
た
鎌
倉
街
道
、
い
わ
ば
そ
う
し
た
現
地
の

伝
承
・
情
報
を
収
集
す
る
方
法
と
、
今
一
つ
は
中
世
の
紀
行
・
記
録
か
ら
宿
を
比
定
し
、
そ
れ
を
結
ん
で
行
く
方
法
で
あ
る
。

前
者
の
伝
承
・
地
名
を
重
視
す
る
方
法
で
は
、
鎌
倉
街
道
は
毛
細
管
状
に
、
網
の
目
状
に
検
出
さ
れ
る
。
一
方
、
文
献
に
比
重
を
置
い
た

調
査
の
場
合
は
、
鎌
倉
街
道
は
原
則
単
線
と
し
て
の
み
表
現
さ
れ
る
。
方
法
の
差
異
に
よ
る
結
論
の
差
異
が
明
瞭
で
あ
る
。

先
に
恵
那
山
の
北
、
信
濃
・
美
濃
境
の
御
坂
峠
に
言
及
し
た
が
、
中
津
川
よ
り
西
方
の
径
路
に
つ
い
て
は
、
『
瑞
浪
市
史
』
『
恵
那
市
史
』

に
も
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
記
述
の
中
心
は
、
安
永
年
間
（
一
七
七
二

1
一
七
八

O
）
の
記
述
に
な
る
寸
美
濃
御
坂
越
記
L

に
み
え
る
径

路
の
現
地
比
定
で
、
実
際
そ
れ
ぞ
れ
の
市
域
内
に
鎌
倉
街
道
伝
承
が
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
言
及
が
な
い
。
た
だ
『
恵
那
市
史
』

方
法
の
差
に
よ
る

結
論
の
差
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地
名
編
を
み
て
み
る
と
、
竹
折
の
宿
と
い
う
所
に
寸
鎌
倉
街
道
」
の
地
名
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
実
は
こ
の
竹
折
こ
そ
「
美
濃
御
坂
越

記
」
に
記
さ
れ
た
古
道
の
宿
場
な
の
で
あ
る
。
こ
の
竹
折
の
、
そ
れ
も
「
宿
」
に
鎌
倉
街
道
の
地
名
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
単
に
近
世
記

録
の
補
強
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
れ
を
臨
場
感
あ
ふ
れ
る
も
の
に
す
る
。
し
か
し
寸
通
史
編
L

に
は
こ
の
こ
と
へ
の
言
及
が
全
く
な
い
。

一
般
に
文
献
史
家
の
記
述
に
な
る
調
査
報
告
で
は
、
伝
承
・
地
名
の
収
集
に
割
か
れ
る
労
力
は
少
な
い
。
交
通
史
研
究
の
古
典
、
例
え
ば

新
城
常
三
『
鎌
倉
時
代
の
交
通
』
（
一
九
六
七
）
な
ど
を
読
ん
で
も
、
そ
の
思
い
は
強
い
。
学
界
状
況
か
ら
す
れ
ば
、
文
献
に
よ
っ
て
確
実
な

記
述
を
す
る
ス
タ
イ
ル
が
主
流
で
、
正
統
な
よ
う
に
も
み
え
る
が
、
し
か
し
近
世
以
降
の
長
い
研
究
史
を
視
野
に
入
れ
れ
ば
、
必
ず
し
も
そ

う
と
ば
か
り
は
い
え
な
い
。

江
戸
時
代
の
鎌

倉
街
道
研
究

例
え
ば
寛
延
四
年
（
一
七
五
二
、
酒
井
忠
昌
が
叙
述
し
た
『
南
向
茶
話
』
（
『
日
本
随
筆
大
成
』
三
期
所
収
）
を
み
よ
う
。

問
目
、
王
子
村
の
脇
に
谷
村
と
申
処
あ
り
て
、
畑
道
の
聞
を
鎌
倉
海
道
と
申
伝
へ
候
、
古
へ
当
国
の
往
来
筋
の
由
申
候
、

如
何
承
度
候
、

答
日
、
仰
之
通
り
に
予
も
承
候
、
此
所
谷
村
と
呼
申
候
に
付
、
畑
道
も
鎌
倉
海
道
と
唱
へ
候
哉
と
被
存
候
所
に
、
古
老
の
説
に
（
中
略
）
、

当
国
往
古
の
道
筋
は
、
今
の
青
山
百
人
町
の
西
北
の
方
、
原
宿
と
申
所
を
へ
て
、
千
駄
ヶ
谷
八
幡
の
前
は
側
新
駐
酬

ω府
一
大
窪
へ
過
、
高

田
馬
場
よ
り
雑
司
ヶ
谷
法
明
寺
脇
通
り
、
護
国
寺
後
通
り
、
只
今
の
中
仙
道
の
道
を
横
ぎ
り
、
谷
村
瀧
の
川
村
を
経
て
、
豊
島
村
よ
り

千
住
の
方
へ
古
の
通
筋
也
と
い
へ
り
、
右
物
語
を
案
ず
る
に
、
其
間
の
道
筋
三
ケ
所
迄
旧
名
残
り
候
得
ば
、
其
拠
な
き
に
あ
ら
ず
、
只

今
青
山
百
人
町
よ
り
直
に
相
州
小
田
原
へ
往
来
道
を
、
俗
に
中
通
と
呼
び
、
東
海
道
よ
り
二
里
近
く
、
日
本
橋
よ
り
相
州
小
田
原
迄
十

八
里
の
由
也
。
配
下

今
か
ら
二
百
五
十
年
前
、
江
戸
近
郊
の
王
子
や
千
駄
ヶ
谷
に
残
っ
て
い
た
鎌
倉
街
道
の
小
名
を
手
が
か
り
に
、
近
世
の
識
者
は
鎌
倉
街
道

中
道
の
復
原
を
行
な
っ
て
い
た
。
こ
の
手
法
こ
そ
真
に
古
典
的
で
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
方
法
で
あ
り
、
『
新
編
武
蔵
国
風
土
記
稿
』
（
一
八
二

八
）
、
『
新
編
相
模
国
風
土
記
稿
』
（
一
八
四
二
の
編
纂
を
準
備
す
る
も
の
だ
っ
た
（
ほ
か
に
大
田
南
畝
の
鎌
倉
街
道
研
究
も
あ
る
）
。



告
承
＊
地
名
に
よ
る
復
震
と
、
文
献
に
よ
る
復
療
で
は
確
か
に
一
長
一
短
が
あ
ろ
う
。
伝
承
自
体
が
増
幅
傾
向
に
あ
る
と
す
る
と
、
仮
に

派
生
し
た
鎌
倉
密
道
枝
道
指
互
を
連
結
し
て
し
ま
え
ば
、
奇
妙
な
復
原
に
な
る
こ
と
も
あ
り
得
ょ
う
。
し
か
し
、
こ
の
点
は
よ
り
徹
底
し
た

収
集
に
よ
り
防
ぐ
こ
と
も
で
き
よ
う
。
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一
方
の
文
献
史
料
（
記
録
・
紀
行
）
は
一
時
的
・
一
過
性
的
で
あ
り
、
ま
た
一
場
的
で
も
あ
る
。
鎌
倉
街
道
の
葉
が
り
、
派
生
の

仕
方
、
ま
た
変
遷
な
ど
、
多
面
的
で
複
雑
な
あ
り
方
は
考
え
に
く
い
の
か
も
知
れ
な
い
む
道
は
動
く
。
筆
者
が
文
化
庁
に
勤
務

し
て
い
た
十
六
年
間
に
、
新
品
同
様
に
整
犠
し
た
控
史
の
道
が
、
災
害
に
よ
っ
て
別
位
麓
に
付
け
蕗
さ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
が
、

再
々
あ
っ
た
り
ま
さ
に
道
は
生
き
物
で
あ
っ
て
、
動
く
の
で
あ
る
。
長
い
鐙
史
の
中
で
は
さ
ら
に
大
き
な
動
き
が
あ
っ
た
辻
、
ず
で
あ
る
。
そ

う
し
た
動
き
は
、
文
献
に
よ
っ
て
解
明
で
き
る
場
合
も
多
少
は
あ
ろ
う
が
、
や
は
り
現
地
の
観
察
が
有
効
で
あ
る
。

ま
た
文
献
史
料
は
、
東
海
道
二
つ
の
欝
坂
路
（
侶
東
山
道
）
、
善
光
寺
参
詣
道
な
ど
限
ら
れ
た
街
道
に
し
か
残
っ
て
い
な
い

G

貴
重
な
記
述

で
あ
る
が
、
そ
れ
は
鎌
倉
番
役
、
関
東
郷
公
事
を
勤
め
た
武
士
や
従
者
、
年
貢
送
進
・
夫
役
に
あ
た
っ
た
民
・
菩
姓
ら
に
と
っ
て
の
鎌
倉
街

道
の
全
て
で
は
な
か
っ
た
。
偏
在
す
る
文
献
史
料
の
限
界
と
い
え
よ
う
。

そ
れ
に
し
て
も
、
文
献
史
料
の
豊
富
な
街
道
に
撮
っ
て
、
伝
一
本
や
地
名
の
諦
査
が
お
ろ
そ
か
に
な
り
が
ち
な
傾
向
が
あ
っ
た
よ
う
に
も
思

う
。
文
献
史
学
者
は
文
献
の
み
を
重
ん
じ
、
伝
承
・
地
名
等
の
史
料
に
は
関
心
が
薄
い
。
し
か
し
そ
れ
で
は
、
僻
地
・
山
村
に
細
々
と
訟
え

ら
れ
て
き
た
、
生
き
た
鎌
倉
街
道
の
再
発
見
は
困
難
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

伝
承
を
援
史
史
料
と

文
献
史
料

の
問
題

伝
承
か
ら
の

歴
史
叙
述

る
の
だ
。

そ
の
こ
と
は
短
所
で
も
あ
る
が
、

全
国
に
は
中
世
的
な
伝
承
を
も
っ
密
道
が
多
く
残
る
。
奥
州
で
は
秀
衡
街
道
、
吉
次
街
道
。
関
東
周
辺
で
泣
道
濯
道
、
信
玄

道
。
北
陸
で
は
謙
信
道
、
木
曽
街
道
。
近
畿
で
は
小
栗
街
道
、
北
九
州
で
は
太
閤
道
。

秀
樹
・
吉
次
と
誌
む
ろ
ん
藤
原
秀
衡
、
金
売
り
吉
次
に
悶
む
。
奥
州
平
泉
を
話
指
す
道
で
、
近
世
の
奥
州
選
中
が
、
盆
地
内
の
平
地
を
行

く
の
に
較
べ
、
出
簡
を
通
る
こ
と
が
多
い
。
間
道
で
も
あ
る
（
福
島
県
中
通
り
地
方
、
あ
づ
ま
街
道
と
も
い
う
）
。
木
曽
街
道
は
木
曽
義
持
に
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国
み
、
近
世
の
北
国
街
道
（
北
陸
道
）
よ
り
海
鑓
を
行
く
。
安
宅
関
は
こ
の
木
曽
街
道
に
配
置
さ
れ
て
い
る
（
石
川
県
小
松
市
周
辺
）
。
小
栗
街

道
は
架
空
の
人
物
小
栗
判
官
に
因
む
。
熊
野
を
百
ざ
す
道
で
あ
り
、
大
阪
府
や
和
歌
山
市
周
辺
で
は
熊
野
吉
道
と
同
義
語
だ
が
、
由
辺
市
か

ら
熊
野
に
か
け
て
は
、
御
幸
道
た
る
熊
野
道
と
は
厳
然
と
綾
附
加
さ
れ
て
い
る
。
小
栗
判
官
は
カ
ッ
タ
イ
〈
ラ
イ
患
者
〉
で
あ
り
、
ふ
架
道
は
カ

ツ
タ
イ
道
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
差
別
さ
れ
た
小
栗
道
は
、
今
一
つ
の
差
別
別
の
問
題
に
も
つ
な
が
る
。
小
栗
判
官
が
と
ま
っ
た
と
こ
ろ
が
「
夙
L

そ

れ

で

あ

る

。

私

た

ち

は

こ

か

り

に

、

の
み
で
は
な
く
、

の

しユ

心
の
復
原
、
彼
ら
彼
女
ら
、
そ
し
て
そ
の
旅
を
救
け
た
人
々
に
対
す
る
い
わ
れ
な
き
差
別
と
葛
藤
の
歴
史
を
も
復
原
す
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
る
（
綴
部
っ
現
地
鋸
査
と
荘
胸
部
の
復
原
し
令
講
座
日
本
荘
闘
史
』

1

荘
摺
入
門
、
一
九
八
九
所
収
〉
ニ
四
七
賞
以
下
〉
。

今
私
は
、
主
た
る
壁
史
史
料
を
こ
う
し
た
吉
道
に
関
わ
る
告
承
そ
の
も
の
に
求
め
つ
つ
、
文
献
史
料
は
議
完
的
に
の
み
用
い
る
方
法
に
よ

い
つ
の
日
に
か
、
道
の
中
世
史
を
叙
述
し
た
い
も
の
と
考
え
て
い
る
。

っ
て
、、迂2 1 

乗
鞍
で
の
間
関
取
調
査
は
、
斎
藤
辰
恵
氏
（
大
正
二
年
生
ま
れ
て
撞
島
清
毅
氏
（
明
治
一
一
一
十
九
年
生
ま
れ
）
の
両
氏
か
ら
に
よ
る
。

鎌
倉
街
道
北
関
す
る
研
究
は
多
い
が
、
包
括
的
な
古
典
的
研
究
と
し
て
、
阿
部
正
道
「
鎌
倉
街
道
に
つ
い
て
l
iー
そ
の
分
布
と
遺
跡
l
i
J
2人
文
地
理

学
の
諸
問
題
i
小
牧
実
繁
先
生
古
稀
記
念
論
文
集
』
（
昭
和
四
十
三
年
）
を
あ
げ
た
い
。

続
阜
県
教
育
委
員
会
『
歴
史
の
道
調
査
報
告
書
・
馬
瀬
街
道
』
（
昭
和
五
十
九
年
）
に
よ
る
と
、
こ
の
道
沿
い
の
弓
掛
に
悪
源
太
義
平
に
か
か
わ
る
地
名
張

説
が
あ
り
、
ま
た
こ
の
選
よ
り
派
生
し
、
よ
呂
方
面
に
向
か
う
道
〈
近
世
馬
瀬
街
遵
の
本
道
〉
に
は
蓮
如
沼
が
あ
る
と
い
う
。

金
お
筆
者
泣
今
春
、
異
動
に
よ
り
文
化
庁
を
去
っ
た
の
で
、
刊
行
さ
れ
た
全
て
の
壁
史
の
道
調
査
報
告
書
を
、
手
元
に
取
り
掻
え
て
読
む
こ
と
が
で
き

ず
、
ま
た
榔
関
連
す
る
県
史
、
市
町
村
史
に
も
十
分
間
を
過
す
こ
と
が
か
な
わ
な
か
っ
た
。
こ
の
点
広
っ
き
、
読
者
・
関
係
者
の
鰐
海
容
を
藤
い
た
い
。

〈
は
っ
と
り
・
ひ
で
お
／
九
州
大
学
助
教
授
）

3 4 
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