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第
1
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遠
州
の
あ
け
ぼ
の

1
　
舟
に
よ
る
交
通

。け
も
の
み
ち
”
し
か
な
か
っ
た
時
代

太
古
の
時
代
、
囗
本
の
国
土
を
大

づ
か
み
に
見
る

と
、
原
生
林
に
お
お
わ
れ
た
山
々
は
け
わ
し
く
、
恐

ろ
し
い
峡
谷
が
あ
り
、
い
た
る
と
こ
ろ
絶
壁
が
立
ち

ふ
さ
が
り
、
急
流
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

そ
う
し
た
緑
と
水
の
豊
か
な
田
上
の
中
で
、
と
り

わ
け
気
候
温
暖
な
遠
州
の
地
に
は
、
古
く
か
ら
人
が

住
み
着
い
て
い
た
。

諏
訪
湖
を
源
と
し
て
、
山
岳
地
帯
を
太
平
洋
に
向

か
っ
て
流
れ
下
ろ
大
竜
川
は
、
遠
州
に
入
り
北
遠
地

方
を
過
ぎ
る
と
、
流
域
の
両
側
に
そ
扛
ぞ
枉
人
き
な

台
地
を
形
成
し
た
。
東
側
に
磐
田
原
台
地
（
海
抜
三

～
一
〇
五
片
）
、
西
側
に
三
方
原
台
地
（
海
抜
三
〇

～
コ

一
五
‥
い
）
。
と
も
に
遠
州
灘
に
向
か
っ
て
な
だ
ら

か
に
延
び
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
台
地
の
間
に
肥
沃

な
遠
州
丱
野
が
広
が
っ
て
い
る
。

台
地
の
ゆ
る
や
か
な
南
斜
面
に
は
、

㈲
石
器
時
代
か
ら
の
遺
跡
が
と
り

わ
け
集
中
し
て
い
て
、
た
と
え
ば

浜
松
市
博
物
館
に
行
く
と
よ
く

わ
か
る
が
、
約
二
万
年
前
と
推
定

さ
れ
る
化
石
人
骨
（
三
ヶ
日
人
、

浜
北
人
）
も
発
拙
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
時
代
に
は
、
人
々
は
小
さ
な

集
落
を
つ
く
っ
て
住
ん
で
い
た
。

近
く
の
森
や
浜
辺
で
、
狩
り
を

し
た
り
、
魚
や
貝
を
と
っ
た
り
、

本
の
実
な
ど
の
採
集
を
し
て

生
活
し
て
い
た
。

集
落
ご
と
に
二
疋
の

領
域
が
あ
っ
た
。

そ
こ
か
ら
他
の

地
域
ま
で
足
を

三ヶ日人の化石 浜北人の化石



延
ば
し
て
遠
い
旅
を
す
る
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
な
か
っ

た
よ
う
で
あ
る
。

つ
ま
り
社
会
現
象
と
し
て
の

ご
父
通
”
が
ま
だ
な

か
っ
た
こ
の
時
代
、
陸
地
に
は
、
″
け
も
の
み
ち
”
は

あ
っ
て
も
、
人
が
行
き
交
う
道
ら
し
い
道
は
な
か
っ

た
。舟

で
遠
く
へ
も
出
か
け
る

や
が
て
縄
文
時
代
、
そ
し
て
農
耕
が
始
ま
る
弥
生

時
代
に
な
る
。
集
落
の
ま
わ
り
に
、
濠
を
め
ぐ
ら
せ

た
ム
ラ
も
現
れ
る
。
濠
は
外
敵
を
防
ぐ
の
が
主
な
目

的
だ
っ
た
と
見
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
と
同
時
に
濠
が

運
河
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
ム
ラ
も
あ
り
、
そ
こ

か
ら
舟
で
湖
に
、
あ
る
い
は
川
に
出
る
。
さ
ら
に
河

口
を
経
て
海
へ
出
る
こ
と
も
可
能
だ
っ
た
。

ま
だ
歴
史
が
記
録
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
以
前
の
こ

の
時
代
に
は
、
人
々
は
集
落
を
出
て
遠
く
ま
で
行
こ

う
と
す
る
と
、
交
通
の
手
段
は
舟
し
か
な
か
っ
た
と

思
わ
れ
る
。

古
墳
時
代
に
入
り
、
日
本
神
話
の
中
で
九
州
か
ら

大
和
へ
の
神
武
天
皇
の
東
征
も
、
陸
伝
い
で
は
な
く

舟
で
あ
っ
た
。
紀
州
か
ら
大
和
へ
の
道
中
は
、
人
が

ふ
た
り
並
ん
で
通
れ
な
か
っ
た
と
あ
る
。
道
と
い
う

よ
り

″け
も
の
み
ち
ヵ
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

大
和
に
強
い
政
権
が
で
き
る
と
、
東
国
に
向
か
っ

て
は
、
伊
勢
湾
が
海
上
交
通
の
起
点
と
な
っ
た
。
ま

だ
陸
の
道
は
整
備
さ
れ
て
な
く
て
、
東
海
道
の
沿
岸

沿
い
を
行
く
海
の
旅
で
あ
る
。
舟
は
伊
勢
湾
を
横
ぎ
っ

て
、
東
国
に
向
か
い
遠
州
灘
に
出
る
。
風
待
ち
や
、

水
・
食
料
の
補
給
の
た
め
、
遠
州
と
の
交
渉
も
生
じ

た
に
違
い
な
い
。
そ
れ
は
文
化
が
伝
わ
っ
て
く
る
ル
ー

卜
で
も
あ
っ
た
。

し
か
し
舟
は
い
つ
も
、
急
に
変
わ
る
海
上
の
気
象

や
、
舟
を
押
し
流
す
速
い
潮
流
、
あ
る
い
は
暗
礁
な

ど
を
相
手
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
遠
州
灘
は
と

り
わ
け
海
の
難
所
で
あ
る
。
命
が
け
の
き
び
し
い
旅

だ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
か
た
く
な
い
。

次
に
み
る
よ
う
に
馬
に
よ
る
陸
の
旅
が
始
ま
っ
て

か
ら
も
、
船
は
遠
州
の
人
々
に
と
っ
て
大
切
な
交
通

の
手
段
だ
っ
た
。
「
日
本
書
紀
」
の
仁
徳
紀
に
も
、
遠

江
国
司
が
船
の
建
造
を
申
し
出
て
、
都
か
ら
職
人
が

出
向
い
て
船
を
造
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。

伊場遺跡 ナウマン象の骨格（複製）
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馬
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る
交
通

陸
上
の
旅
が
始
ま
る

古
墳
時
代
に
、
朝
鮮
半
島
か
ら
乗
馬
の
技
術
が
伝

わ
っ
た
。
そ
の
頃
か
ら
馬
で
陸
地
を
遠
く
ま
で
旅
を

す
る
よ
う
に
な
る
。

大
和
の
政
権
は
し
だ
い
に
勢
力
範
囲
を
ひ
ろ
げ
て

い
き
、
そ
の
権
力
が
及
ぶ
地
で
は
、
土
地
の
豪
族
が

国
造
（
く
に
の
み
や
つ
こ
）
に
任
命
さ
れ
た
。
そ
う

な
る
と
、
支
配
の
た
め
の
公
務
や
情
報
の
伝
達
の
た

め
に
、
中
央
と
地
方
を
結
ぶ
ル
ー
ト
を
確
立
す
る
こ

と
が
必
要
に
な
る
。

そ
の
ル
ー
ト
を
行
き
来
す
る
の
に
、
馬
が
重
要
な

役
割
を
果
た
し
た
。
ま
だ
道
も
つ
け
ら
れ
て
い
な
い

荒
野
を
、
何
日
も
か
け
て
旅
す
る
の
で
あ
る
。
道
中

の
食
料
な
ど
荷
物
も
重
い
。
馬
な
し
に
は
旅
は
不
可

能
だ
っ
た
。

国
造
ら
が
馬
で
旅
を
し
た
そ
の
道
な
き
道
は
、
中

央
の
権
力
が
届
く
道
筋
を
意
味
し
た
。
都
か
ら
は
東

国
の
一
つ
で
あ
る
遠
州
も
そ
の
権
力
に
服
従
し
、
保

護
を
求
め
、
そ
の
証
と
し
て
貢
ぎ
物
を
献
上
し
た
。

陶馬

形 代 （人 形）形代（人形）



そ
札
を
運
ぶ
た
め
の
道
で
も
あ
っ
た
。

こ
う
し
て
遠
州
に
‥玳
仞
に
ひ
ら
か
且
だ
の
は
、
中

火
の
権
力
と
結
ば
れ
る
道
た
っ
た
。
そ
の
道
は
、
遠

州
よ
り
さ
ら
に
東
の
国
々
へ
も
延
び
て
い
っ
た
の
で

あ
る
。

奈
良

・
平
安
時
代

の
遠
州
路

大
化
の
改
新
（
六
四
五
）
以
来
、
律
令
を
基
本
法

と
し
て
、
権
力
の
中
火
へ
の
集
中
と
整
備
が
進
め
ら

れ
て
い
っ
た
。

い
玉
の
静
岡
県
西
部
が
、
遠
江
田
と
呼
ば
れ
る
よ

う
に
ご
っ
た
の
は
、
七
吐
紀
末
で
あ
る
。
そ
紅
主
で

は
天
竜
川
東
側
の
素
賀
川
（
原
野
谷
川
流
域
中
心
）、

久
努
田
（
現
在
の
袋
井
市
付
近
）
、
西
側
の
遠
淡
海
田

（
現
在
の
磐
田
市
付
近
か
ら
西
）
に
分
か
れ
て
い
た
。

そ
紅
ぞ
紅
川
造
が
任
歙
さ
紅
、
支
配
し
て
い
た
が
、

そ
紅
が
統（
日
さ
れ
て
遠

江
川
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

現
在
の
磐
田
市
に
役
所
と
し
て
遠
江
田
府
が
置
か

れ
、
人
和
朝
廷
か
ら
国
司
が
派
遣
さ
れ
て
、
遠
江
田

の
行
政
を
と
り
し
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
国
司
の
任

命
・
派
遣
は
、
中
央
政
権
に
よ
る
直
接
支
配
を
意
味

し
か
。

磐
出
原
台
地
の
天
竜
川
と
太
出
川
口
は
さ
ま
紅
九

地
域
に
は
、
前
期
占
墳
が
密
に
分
布
し
て
い
て
、
交

通
の
要
地
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

遠
江
川
の
中
の
浜
松
周
辺
に
は
、
敷
晉
、
長
旧
、

麁
玉
、
引
佐
な
ど
の
郡
が
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
の
郡
に

も
そ
九
ぞ
九
役
所
が
設
け
ら
れ
、
郡
司
が
任
歙
さ
札

た
。
俔
の
徴
収
や
、
住
民
の
動
向
の
把
握
々
と
か
郡

司
の
任
務
だ
っ
た
。

天平12年遠江国浜名郡輸租帳

馬長の文字が残る墨書土器

木簡 荷札

古代の街道（推定図）（図説 ≒兵松の歴史コ

日本最古といわれる絵馬



八

世

紀

初

め

に

は

確

立

さ

れ

た

と

み

ら

れ

る

こ

の
　
　
　

駅

馬

の

ほ

か

、

国

司

が

管

内

を

視

察

す

る

と

き

な

律

令

制

度

の

下

で

、

長

距

離

の

陸

上

交

通

路

と

し

て
　
　

ど

に

使

用

す

る

伝

馬

も

配

備

さ

れ

て

い

た

。

一

〇

世

は

、

駅

制

に

よ

る

官

道

が

あ

る

だ

け

だ

っ

た

。

遠

州
　

紀

初

め

こ

ろ

の

遠

州

で

、

駅

馬

と

伝

馬

が

置

か

れ

て

も

含

め

て

東

国

で

は

、

そ

の

官

道

の

も

と

に

な

っ

た
　
　

い

た

の

は

次

の

各

地

で

あ

る

。

い
の
は
な
　
　く
り
は
ら
　
　ひ
く
ま
　
　
よ
こ
お
　
　
は
っ
く
ら

の

は

、

日

本

武

尊

に

代

表

さ

れ

る

古

代

政

権

の

英

雄
　
　
　
　

駅

馬
　

猪

鼻

・

栗

原

・

引

摩

・

横

尾

・

初

倉

た

ち

の

遠

征

・

支

配

の

ル

ー

ト

だ

っ

た

。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

各

一

〇

匹

官

道

交

通

の

中

継

所

と

し

て

駅

家

（
う

ま

や

）

を
　
　
　
　

伝

馬
　

浜

名

・

敷

智

・

磐

田

・

佐

野

・

蓁

原

郡

置

き

、

公

務

の

た

め

通

過

す

る

役

人

ら

が

使

用

で

き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

各

五

匹

る

馬

を

配

備

し

た

。

こ

れ

を

駅

馬

と

い

っ

た

。

つ

ま
　
　
　

引

摩

は

浜

松

地

方

の

古

い

呼

び

名

で

、
「

万

葉

集

」

り

は

早

馬

で

あ

る

。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に

も

よ

く

詠

ま

れ

て

い

る

。

猾

鼻

は

後

の

橋

本

、

栗

駅

に

泊

ま

る

こ

と

も

で

き

た

が

、

そ

れ

も

役

人

だ
　
　

原

は

伊

場

・

城

山

遺

跡

の

あ

た

り

、

横

尾

は

掛

川

、

け

だ

っ

た

。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

初

倉

は

金

谷

の

あ

た

り

と

さ

れ

て

い

る

。

万葉の森（浜北市）



ま
た
一
説
に
よ
れ
ば
、
猪
鼻
は
、
奥
浜
名
湖
の
ほ

う
だ
と
さ
れ
る
。
そ
う
な
る
と
官
道
は
海
沿
い
で
は

な
く
、
奥
浜
名
湖
の
山
沿
い
の
コ
ー
ス
を
と
っ
て
、

磐
田
原
台
地
に
出
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
台
地
の
南

に
は
、
大
乃
浦
と
呼
ば
れ
た
大
き
な
海
が
広
が
っ
て

い
た
。

官
道
の
旅
の
哀
歓

地
位
の
高
い
役
人
が
命
令
で
地
方
へ
出
向
く
と
き

は
、
朝
廷
か
ら
駅
鈴
を
賜
っ
た
。
旅
を
続
け
て
駅
家

に
近
づ
く
と
、
馬
に
つ
け
た
鈴
が
鳴
る
。
早
馬
が
来

た
と
駅
家
で
は
わ
か
る
わ
け
で
あ
る
。

ひ
と
休
み
し
た
役
人
は
、
新
し
く
馬
を
徴
発
し
て

再

び
旅
を
続
け
る
。
「
万
葉
集
」
に
次
の
よ
う
な
歌
が

あ
る
。

鈴
が
音
の
早
馬
駅
家
の
堤
井
の

水
を
た
ま
へ
な
妹
が
直
手
よ

早
馬
の
鈴
の
音
が
聞
こ
え
る
駅
家
に
勤
め
る
い
と

し
い
人
よ
、
井
戸
の
水
を
あ
な
た
の
手
か
ら
直
接
飲

ま
せ
て
ほ
し

い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
当
時
の
街
道

の
光
景
が
目
に
浮
か
ぶ
。

と
こ
ろ
で
、
役
人
の
往
来
の
ほ
か
に
、
別
の

。公

務
”
で
官
道
を
旅
す
る
人
々
も
い
た
。
庸
（
都
に
よ
っ

て
労
役
に
従
事
）
や
兵
役
な
ど
の
た
め
に
徴
用
さ
れ

て
、
ま
た
貢
ぎ
物
を
運
ん
で
都
へ
、
あ
る
い
は
防
人

と
し
て
九
州
へ
、
長
い
旅
を
し
た
人
々
で
あ
る
。
馬

が
使
え
な
い
と
歩
く
よ
り
ほ
か
に
な
い
が
、
そ
れ
は

苦
難
に
満
ち
た
道
中
だ
っ
た
。
裸
足
の
旅
も
珍
し
く

な
く
、
食
料
切
れ
、
雨
や
風
、
疲
労
な
ど
で
、
生
き

て
帰
れ
る
保
証
は
何
も
な
か
っ
た
。

家
な
ら
ば
妹
が
手
ま
か
む
草
枕

旅
に
臥
や
せ
る
こ
の
旅
人
あ
は
れ

家
に
い
た
ら
妻
の
手
を
枕
に
眠
る
で
あ
ろ
う
に
、

旅
の
道
で
倒
れ
て
い
る
こ
の
旅
人
は
哀
れ
な
こ
と
だ

な
あ
、
と
こ
れ
も
「
万
葉
集
」
の
歌
で
あ
る
。
ほ
か

に
も
行
き
倒
れ
の
旅
人
を
詠
ん
だ
歌
は
い
く
つ
も
あ

ま
た
、家
族
や
恋
人
と
別
れ
て
の
旅
立
ち
が
あ
っ
た
。

闇
の
夜
の
行
く
先
知
ら
ず
行
く
我
や

い
つ
来
ま
さ
む
と
問
ひ
し
子
ら
は
も

闇
の
夜
を
歩
く
よ
う
に
行
く
先
も
わ
か
ら
な
い
、

お
先
真
っ
暗
な
旅
。
い
つ
帰
っ
て
く
る
の
と
、
別
れ

際
に
た
ず
ね
た
人
は
、
い
ま
頃
ど
う
し
て
い
る
こ
と

だ
ろ
う
。

苦
し
い
道
中
で
、
い
と
し
い
人
が
思
い
出
さ
れ
、

万
感
胸
に
迫
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
官
道
の
遠
州
路
で

は
、
そ
う
し
た
歌
が
数
多
く
詠
ま
れ
た
。

万葉の歌碑

行き倒れの旅人の霊の石仏
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