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第
2
章
　
代
表
的
な
東
西
の
道

1
　
本
坂
越
え
の
道
（
姫
街
道
）

山
の
手
の
古
道

七
〇
二
年
（
大
宝
二
）
に
持
統
上
皇
が
、
官
道
を

三
河
の
国
府
（
こ
う
）
ま
で
旅
し
た
記
録
が
残
っ
て

い
る
。
遠
州
の
す
ぐ
隣
で
あ
る
。
さ
ら
に
束
へ
旅
す

る
こ
と
な
く
、
上
皇
は
国
府
の
南
三
j

ほ
ど
の
津
（
港
）

か
ら
、
海
路
を
と
り
、
伊
勢
を
経
て
、
都
に
帰
っ
た
。

こ
の
と
き
上
皇
が
、
さ
ら
に
遠
州
へ
と
足
を
延
ば

し
た
と
す
れ
ば
、
ど
う
だ
っ
た
だ
ろ
う
。
道
し
る
べ

も
な
く
、
迷
い
そ
う
な
荒
れ
野
原
の
中
を
行
き
、
苦

し
い
峠
道
を
越
え
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
は
ず
で

あ
る
。
そ
の
先
に
は
南
ア
ル
プ
ス
ヘ
と
つ
ら
な
る
幾

重
も
の
山
並
が
見
え
る
。
気

が
滅
入
る
よ
う
な
寂
し

い
、
不
安
な
道
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

現
代
の
感
覚
で
は
道
と
も
い
え
な
い
そ
の
道
は
、

浜
名
湖
の
北
側
を
ま
わ
っ
て
、
や
が
て
天
竜
川
の
急

流
を
渡
り
、
磐
田
原
台
地
の
北
部
を
抜
け
る
。
一
説

に
よ
れ
ば
遠
州
森
か
ら
掛
川
を
経
て
、
小
夜
の
中
山

へ
。
ま
た
一
説
に
よ
れ
ば
森
を
経
て
、
東
へ
山
を
越

え
、
大
井
川
に
出
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
前
期
古
墳
は
浜
名
湖
の
北
側
の

ル
ー
ト
に
沿
っ
て
残
っ
て
い
る
。
遠
州
の
山
の
手
を

ぬ
う
古
道
が
そ
も
そ
も
の
「
東
海
道
」
の
本
道
で
、

遠
州
で
も
っ
と
も
早
く
ひ
ら
け
た
東
西
の
道
た
っ
た

こ
と
は
確
か
だ
ろ
う
。

第
1
章
で
み
た
よ
う
に
、
公
務
を
帯
び
た
役
人
が

馬
で
往
来
し
、
ま
た
兵
士
た
ち
が
通
過
す
る
と
き
、

昔の面影が残る大正時代末頃の姫街道

姫街道を行く姫道中



姫街道のコース（『気賀御関所』）

こ
の
道
は
大
和
王
朝
が
東
国
へ
と
そ
の
勢
力
・
権
威

を
広
げ
て
い
く

。
王
の
道
″
で
あ
っ
た
。
「
万
葉
集
」

の
東
歌
の
中
で
、
遠
江
国
の
関
係
の
歌
は
い
ず
れ
も

こ
の
古
道
で
詠
ま
れ
て
い
る
。

三
河
と
遠
州
の
国
境
い
の
本
坂
峠
か
ら
東
が
、
東

国
（
あ
ず
ま
の
く
に
）
だ
っ
た
。
そ
の
東
国
に
つ
う

じ
る
こ
の
歴
史
的
な
古
道
は
、
後
に
「
本
坂
越
え
の

道
」
あ
る
い
は
「
本
坂
通
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
な

る
。
東
国
か
ら
徴
用
さ
れ
た
防
人
た
ち
は
、
こ
の
道

を
さ
ら
に
西
の
果
て
へ
と
、
長
い
旅
を
続
け
て
い
っ

た
の
で
あ
る
。

東
海
道
の
脇
往
還
と
し
て

九
世
紀
に
な
っ
て
、
海
沿
い
の
東
海
道
の
往
来
が

し
だ
い
に
盛
ん
に
な
る
。
そ
れ
に
伴
っ
て
本
坂
越
え

の
道
は
、
遠
州
の
東
西
の
道
の
脇
役
的
な
存
在
に
な
っ

て
い
っ
た
。

江
戸
時
代
、
本
坂
越
え
の
道
は
東
海
道
の
脇
往
還

（
裏
街
道
）
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
整
備
さ
れ
た
。

表
街
道
の
東
海
道
の
新
居
の
関
所
で
は
、
鉄
砲
が
入
っ

て
く
る
こ
と
、
ま
た
女
性
の
往
来
に
対
し
て
、
と
く

に
厳
し
い
監
視
の
目
を
光
ら
せ
た
の
で
、
そ
の
「
入

り
鉄
砲
に
出
女
」
の
取
り
締
ま
り
を
避
け
て
、
女
性

は
こ
の
裏
街
道
を
利
用
す
る
こ
と
が
多
く
、「
姫
街
道
」

と
も
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
。

」
姫
街
道
を
歩
い
た
ソ

ウ

ハ
代
将
軍
吉
宗
は
、
日
本
に
は
い
な
い
ソ
ウ

を
見
た
い
池
望
ん
だ
。
そ
こ
で
あ
る
中
国
人
貿

易
商
人
が
ベ
ト
ナ
ム
か
ら
ソ
ウ
を
船
で
運
ん
で

き
て
、
将
軍
に
献
上
す
る
た
め
長
崎
を
発
っ
て

江
戸
に
向
か
っ
た
。

巨
大
な
動
物
な
の
で
東
海
道
の
今
切
の
渡
し

を
船
で
渡
る
の
は
む
ず
か
し
い
。
そ
こ
で
姫
街

道
を
通
っ
て
、
気
賀
の
本
陣
に
泊
ま
っ
た
。
落

合
の
渡
し
を
船
に
乗
せ
て
渡
ろ
う
と
し
て
失
敗

し
、
や
む
な
く
都
田
川
を
上
流
ま
で
進
み
、
ソ

ウ
は
浅
い
と
こ
ろ
を
歩
い
て
渡
っ
た
と
い
う
。

そ
れ
か
ら
浜
松
を
経
て
、
日
坂
の
急
坂
を
ソ

ウ
は
あ
え
ぎ
な
が
ら
越
え
、
な
ん
と
か
大
井
川

を
渡
っ
て
江
戸
へ
の
旅
を
つ
づ
け
た
。
一
七
二

九
年
（
享
保
一
四
）
の
こ
と
で
あ
る
。



復元された気賀関所



女手形（上）と鉄砲手形（下）

気賀関所 本番所（中の間）

姫街道終点（豊川市御油の街並）

気賀関所古図

道中図一巻



女
性
が
東
海
道
を
避
け
た
理
由
と
し
て
こ
の
ほ
か

に
、
舞
阪
～
新
居
間
に
は
一
里
半
（
約
六
j

）
の
海

が
あ
り
、
波
風
が
強
く
、
小
舟
で
渡
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
昔
の
風
習
と
し
て
女
性
を
舟
に
乗
せ
る
こ

と
を
好
ま
な
か
っ
た
し
、
女
性
た
ち
も
命
の
縮
む
思

い
を
し
て
海
を
渡
り
た
く
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

ま
た
舞
阪
～
新
居
間
の
海
を
「
今
切
」
と
い
い
。

「
今
、
縁
が
切
れ
る
」
と
い
う
連
想
か
ら
、
こ
こ
を

避
け
た
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。

と
も
あ
れ
、
脇
往
還
だ
っ
た
こ
の
「
東
海
道
本
坂

道
」
を
西
か
ら
た
ど
る
と
、

御
油
（
欠
間
）
～
嵩
山
　
　

約
一
七
丿

嵩
山
上
二
ヶ
囗
　
　
　
　
　
　
″
一
〇
j

三
ヶ
日
～
気
賀
　
　
　
　
　
　
″
匸
一
丿

気
賀
～
市
野
　
　
　
　
　
　
　
″
一
五
丿

市
野
～
見
付
　
　
　
　
　
　

″

八
丿

両
端
の
御
油
（
豊
川
市
）
と
見
付
（
磐
田
市
）
は

い
ず
れ
も
東
海
道
の
宿
場
。
全
長
約
六
〇
j

余
り
の

行
程
で
あ
る
。

姫
街
道
は
こ
の
コ
ー
ス
の
ほ
か
に
、
浜
松
か
ら
北

上
し
て
追
分
で
合
流
す
る
道
、
ま
た
天
竜
川
近
く
の

安
間
か
ら
北
上
し
て
市
野
で
合
流
す
る
道
も
あ
っ
た
。

脇
往
還
で
も
、
東
海
道
な
ど
の
主
要
街
道
と
同
じ

く
、
幕
府
の
道
中
奉
行
の
支
配
下
に
置
か
れ
て
い
た
。

気
賀
に
は
関
所
が
設
け
ら
れ
、
ま
た
姫
街
道
の
裏
道

を
取
り
締
ま
る
拠
点
と
し
て
、
金
指
に
気
賀
関
所
の

出
番
所
が
あ
っ
た
。

大
地
震
で
新
居
関
所
を
は
じ
め
浜
名
湖
南
部
が
大

き
な
被
害
を
受
け
た
年
な
ど
、
こ
の
姫
街
道
を
通
る

人
は
多
く
一
日
に
五
〇
〇
〇
人
を
数
え
る
こ
と
も
あ
っ

て
、
気
賀
関
所
や
落
合
の
渡
し
は
大
変
な
混
雑
を
み

せ
た
。

毎年4 月第一土・日に行われる「姫様道中」
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2
　
東
海
道

重
要
だ
っ
た
東
国
へ
の
道

平
安
時
代
の
日
本
は
、
中
国
の
唐
の
制
度
を
模
倣

し
た
律
令
制
国
家
だ
っ
た
。
朝
廷
は
地
方
を
支
配
す

る
た
め
に
、
交
通
路
の
整
備
に
力
を
注
ぎ
、
全
国
を

五
畿
・
七
道
と
し
た
。

（
五
畿
）
大
和
・
山
城
・
摂
津
・
河
内
・
和
泉

（
七
道
）
東
海
・
東
山
・
北
陸
・
山
陰
・
山
陽

。

南
海
・
西
海

地
方
の
行
政
区
域
と
し
て
の
国
々
は
、
こ
の
七
道

の
ど
れ
か
に
付
随
す
る
も
の
と
さ
れ
た
。
遠
江
国
は

東
海
道
に
属
し
た
。

七
道
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
府
に
つ
う
じ
る
幹
線
交

通
路
で
あ
る
。
当
時
は
外
交
・
国
防
上
、
九
州
の
太

宰
府
が
最
も
重
要
な
地
方
拠
点
だ
っ
た
か
ら
、
都
と

九
州
を
結
ぶ
山
陽
道
が
「
大
路
」
と
さ
れ
た
。
東
海

道
と
東
山
道
が
「
中
路
」
、
あ
と
の
四
道
は
「
小
路
」

と
さ
れ
た
こ
と
で
も
わ
か
る
よ
う
に
、
九
州
に
次
い

で
東
国
の
経
営
が
重
要
視
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

五畿・七道・諸国の図（『日本交通史』）



そ
の
東
国
に
行
く
海
寄
り
の
道
が
東
海
道
（
う
み

つ
み
ち
）、
山
沿
い
の
道
が
東
山
道
だ
っ
た
。

東
海
道
　
伊
賀
・
伊
勢
・
志
摩
・
尾
張
・
三
河
・

遠
江
・
駿
河
・
伊
豆
・
甲
斐
・
相
模
・

武
蔵
・
安
房
・
上
総
・
下
総
・
常
陸

二

五
か
国
）

東
山
道
　
近
江
・
美
濃
・
飛
騨
・
信
濃
・
上
野
・

下
野
・
陸
奥
・
出
羽

（
八
か
国
）

東
山
道
は
近
江
か
ら
美
濃
を
通
り
、
神
坂
峠
を
越

え
て
伊
那
谷
に
抜
け
、
天
竜
川
上
流
を
北
上
し
て
い

く
道
で
、
わ
が
国
で
最
も
早
く
ひ
ら
か
れ
た
東
国
へ

の
ル
ー
ト
だ
っ
た
。

遠江国絵図・遠江小国

歌川広重　保 永堂版東海道五十三次 浜松（浜松市美術 館蔵）



海
沿
い
の
道
が
発
達
し
は
じ
め
た

東
海
道
に
は
大
き
な
川
が
い
く
つ
も
あ
る
。
海
沿

い
を
行
く
と
当
然
の
こ
と
川
は
河
口
付
近
に
な
り
、

そ
の
川
幅
は
広
い
。
こ
れ
が
交
通
の
大
き
な
障
害
に

な
っ
て
い
た
。

当
時
は
長
い
橋
を
か
け
る
技
術
は
未
熟
だ
っ
た
。

渡
し
舟
に
頼
る
に
し
て
も
、
風
雨
や
増
水
な
ど
で
、

す
ぐ
に
舟
は
出
せ
な
く
な
る
。
長
期
に
わ
た
る
交
通

途
絶
も
珍
し
く
な
か
っ
た
。

一
方
、
東
山
道
の
ほ
う
は
深
山
幽
谷
を
行
く
。
山

の
中
の
け
わ
し
い
道
が
多
く
、
冬
な
ど
気
候
は
厳
し

い
。
道
の
り
も
東
海
道
よ
り
は
る
か
に
長
い
。
し
か

し
平
安
時
代
の
中
央
政
権
に
と
っ
て
、
陸
奥
・
出
羽

の
経
営
や
、
そ
の
北
方
ま
で
支
配
を
及
ぼ
す
こ
と
は
、

重
要
な
政
治
課
題
に
な
っ
て
い
た
。
だ
か
ら
道
中
の

状
態
や
、
行
政
的
な
事
情
か
ら
、
東
海
道
よ
り
も
東

山
道
の
ほ
う
が
、
よ
く
利
用
さ
れ
て
い
た
。

八
三
五
年
（
承
和
二
）
に
、
各
地
の
河
川
に
橋
あ

る
い
は
渡
し
舟
を
増
設
す
る
命
が
出
さ
れ
て
い
る
。

遠
州
で
は
、
八
六
二
年
（
貞
観
四
）
に
浜
名
の
橋
が

修
造
さ
れ
た
。
長
さ
約
一
七
〇
气

幅
約
七
片
で
、

当
時
と
し
て
は
立
派
な
橋
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
橋

が
必
要
だ
っ
た
ほ
ど
交
通
が
盛
ん
に
な
っ
て
き
た
の

で
あ
る
。

も
と
も
と
東
海
道
は
平
坦
部
が
多
く
、
気
候
も
温

暖
、
し
か
も
景
色
の
よ
い
と
こ
ろ
が
多
い
。
交
通
の

悪
条
件
が
軽
減
さ
れ
れ
ば
、
そ
の
往
来
が
に
ぎ
わ
う

の
は
当
然
で
あ
っ
た
。

こ
の
頃
に
は
、
国
府
の
あ
る
見
付
の
南
に
ひ
ろ
が
っ

て
い
た
大
乃
浦
も
、
天
竜
川
の
流
出
土
砂
で
し
だ
い

に
浅
く
な
り
縮
小
し
は
じ
め
て
い
た
。
海
沿
い
の
「
海

道
」
の
往
来
が
、
よ
う
や
く
本
格
化
す
る
と
き
を
迎

え
た
の
で
あ
る
。

私
的
な
交
通
が
盛
ん
に
な
っ
た

（
平
安
末
期
～
鎌
倉
時
代
）

律
令
時
代
に
、
都
の
貴
族
や
社
寺
仏
閣
が
所
有
す

る

。植
民
地
”
と
も
い
え
る
荘
園
が
各
地
に
で
き
、

平
安
時
代
の
終
わ
り
頃
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
、

そ
れ
ら
の
荘
園
を
管
理
・
支
配
す
る
地
頭
の
勢
力
が

し
だ
い
に
強
く
な
っ
た
。

平安時代の浜名の橋

池田荘立券文書　冒頭（右）と末尾 （左）



鎌
倉
が
政
治
の
中
心
に
な
る
と
、
交
通
に
大
き
な

変
化
が
起
き
た
。
鎌
倉
に
移
り
住
む
公
家
も
い
た
し
、

公
用
あ
る
い
は
訴
訟
や
陳
情
、
ま
た
荘
園
年
貢
な
ど

の
物
資
の
運
搬
で
、
鎌
倉
土

足
都
間
を
往
来
す
る
人

が
多
く
な
っ
た
。
東
海
道
は
、
政
治
・
経
済
・
文
化

的
に
も
軍
事
的
に
も
、
そ
の
重
要
性
が
飛
躍
的
に
高

ま
り
、
そ
れ
ま
で
の
山
陽
道
を
抜
い
て
名
実
と
も
に

日
本
の
幹
線
道
路
と
し
て
脚
光
を
浴
び
る
こ
と
に
な
っ

た
。鎌

倉
幕
府
は
、
駅
制
を
整
備
し
、
橋
を
架
け
、
あ

る
い
は
渡
し
舟
を
置
く
な
ど
、
交
通
の
整
備
を
図
っ

た
。各

地
の
荘
園
が
自
律
的
な
発
達
を
み
せ
る
よ
う
に

な
り
、
そ
の
地
域
の
自
然
の
地
形
や
、
経
済
の
状
況

に
即
し
て
、
道
が
し
だ
い
に
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
。

つ
ま
り
官
道
の
交
通
の
ほ
か
に
、
私
的
な
交
通
も
い

ろ
い
ろ
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
こ
の
時
代
で

あ
る
。

』
退
州
は
と
り
わ
け
荘
園
の
発
達
が
著
し
い
地
域
だ
っ

た
。
村
櫛
、
飯
田
、
浜
松
、
池
田
、
浅
羽
、
山
香
、

相
良
、
初
倉
な
ど
に
荘
園
が
あ
り
、
た
と
え
ば
池
田

荘
な
ど
は
大
き
く
て
田
畑
約
五
五
〇
町
、
こ
れ
を
お

よ
そ
五
〇
世
帯
の
荘
民
が
耕
作
し
て
い
た
。

ま
た
遠
州
に
は
、
伊
勢
神
宮
の
荘
園
で
あ
る
御
厨

（
み
く
り
や
）
が
多
く
、
尾
奈
、
浜
名
、
刑
部
、
都

田
、
美
園
、
蒲
、
大
墓
、
川
匂
、
鎌
田
な
ど
に
あ
っ

た
。
こ
の
関
係
も
あ
っ
て
伊
勢
商
人
が
各
地
で
活
躍

す
る
よ
う
に
な
る
。

官
道
の
駅
と
は
別
に
、
そ
れ
に
代
わ
る
も
の
と
し

て
地
域
の
長
者
の
私
的
経
営
に
よ
る
宿
が
、
経
済
と

交
通
の
要
所
に
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
。
大
体
が
身
分

上代遠江の交通路（一 部鎌倉時代の宿名）（『磐田市誌』）



の
高
い
人
た
ち
の
た
め
の
宿
で
、
こ
の
時
代
に
は
ま

だ
庶
民
は
農
家
な
ど
に
一
夜
の
宿
を
借
り
る
か
、
野

中
の
お
堂
に
寝
る
か
、
野
宿
を
す
る
か
し
か
な
か
っ

た
。遠

州
で
は
、
橋
本
、
池
田
な
ど
の
宿
が
有
名
だ
っ

た
。
橋
本
は
現
在
の
新
居
の
あ
た
り
で
あ
る
。
池
田

は
浜
松
地
区
で
、
平
安
時
代
か
ら
京
都
松
尾
社
領
だ
っ

た
と
こ
ろ
だ
が
、
そ
の
中
心
部
に
池
田
宿
が
形
成
さ

れ
た
の
で
あ
右
。
ど
ち
ら
の
宿
も
遊
女
で
知
ら
れ
て

い
る
。
当
時
の
旅
は
苦
し
く
、
寂
し
さ
は
骨
身
に
し

み
、
苦
行
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
か
ら
、
そ
の
旅
の

憂
さ
を
遊
女
は
ま
ぎ
ら
せ
て
く
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

中
世
の
旅
人
た
ち
と
遠
州
路

こ
の
時
代
に
は
、
西
行
の
よ
う
な
漂
泊
の
歌
人
も

現
れ
た
。
彼
ら
は
当
時
の
隠
者
で
あ
り
文
化
人
で
、

各
地
の
名
所
や
、
歌
枕
を
訪
ね
る
な
ど
し
た
。

僧
た
ち
の
な
か
に
は
、
親
鸞
、
日
蓮
、
一
遍
な
ど

大
き
な
旅
を
す
る
人
が
い
た
。

仕
事
を
持
つ
旅
人
も
、
こ
の
頃
か
ら
以
降
現
れ
て

く
る
。
た
と
え
ば
行
商
人
、
旅
職
人
、
旅
芸
人
、
旅

絵
師
な
ど
が
そ
う
で
あ
る
。

ま
た
各
地
の
霊
山
・
霊
場
参
り
も
、
盛
ん
に
行
わ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
社
寺
巡
礼
は
平
安
時
代
の
終

わ
り
頃
か
ら
流
行
し
は
じ
め
て
い
た
。

こ
う
し
た
背
景
の
中
で
、
中
世
に
は
旅
の
記
録
や

文
学
が
数
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。

「
東
関
紀
行
」
（

匸
一
四
二
年
に
東
海
道
を
鎌
倉
へ

下
っ
た
）
は
、
遠
州
の
旅
を
こ
う
述
べ
て
い
る
。

「
天
竜
と
名
付
た
る
渡
り
あ
り
。
川
深
く
流
れ
け
は

し
く
と
見
ゆ
る
、
秋
の
水
み
な
ぎ
り
来
た
り
て
、
舟

の
去
る
事
す
み
や
か
な
れ
ば
、
往
来
の
旅
人
た
や
す

く
む
か
へ
の
岸
に
着
難
し
。
こ
の
川
増
れ
る
時
は
、

舟
な
ど
も
を
の
ず
か
ら
く
つ
帰
り
て
、
底
の
み
づ
く

と
な
る
た
ぐ
ひ
多
か
り
と
聞
く
」

ま
た
、
「
十
六
夜
日
記
」
（

匸
一
七
九
年
に
東
海
道

を
鎌
倉
へ
下
る
）
に
み
る
遠
州
の
旅

「
今
宵
は
遠
江
見
付
の
里
と
い
ふ
所
に
と
ど
ま
る
。

里
荒
れ
て
物
恐
ろ
し
。
傍
に
水
の
井
あ
り
。

誰
か
来
て
見
付
の
里
と
聞
く
か
ら
に

い
と
ど
旅
寝
ぞ
空
恐
ろ
し
き
」

「
万
葉
集
」
に
行
き
倒
れ
の
旅
人
を
詠
ん
だ
歌
が
少

な
く
な
か
っ
た
よ
う
に
、
こ
の
時
代
の
旅
も
や
は
り

危
険
に
満
ち
て
い
た
。
天
竜
川
で
舟
が
転
覆
し
て
溺

れ
死
ぬ
旅
人
も
い
た
。
見
付
も
非
常
に
寂
し
い
里
た
っ

た
。
な
ん
と
も
心
細
い
道
中
だ
っ
た
こ
と
が
、
こ
う

し
た
紀
行
文
か
ら
も
よ
く
わ
か
る
。

一
一
世
紀
の
中
頃
書
か
れ
た
「
更
級
日
記
」
で
は
、

東
海
道
の
旅
は
三
か
月
近
く
か
か
っ
て
い
た
が
、
そ

れ
か
ら
約
二
〇
〇
年
経
っ
て
も
旅
の
実
態
は
あ
ま
り

変
わ
り
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

十六夜日記（上）と東関紀行のコース

（『中世日記紀行集』）

天竜川を舟で渡る西行

西行が舟に乗り込ん

だところ人数が多くて

危険 だから降りろとい

われ、船頭に鞭で打た

れたと鎌倉時代初期の

「西行物語」に書かれ

ている。

西行物語絵巻



新
し
い
時
代
へ

の
息
吹
き

（
室
町
・
戦
国
時
代
）

鎌
倉
時
代
の
末
か
ら
室
町
時
代
に
か
け
て
、
荘
園

の
解
体
が
進
む
。
そ
の
所
有
者
（
貴
族
・
社
寺
）
た

ち
の
没
落
は
決
定
的
と
な
り
、
そ
れ
に
と
っ
て
か
わ
っ

て
守
護
が
任
国
を
自
分
の
土
地
と
し
、
守
護
大
名
に

な
っ
て
い
っ
た
。

そ
し
て
商
品
の
流
通
が
盛
ん
に
な
っ
た
。
物
資
を

運
ぶ
船
も
し
だ
い
に
大
き
く
な
り
、
戦
国
時
代
に
は

朱
印
船
な
ど
が
海
外
へ
も
盛
ん
に
進
出
し
、
囗
本
の

。大
航
海
時
代
”
が
始
ま
る
の
で
あ
る
。

遠
州
は
、
都
か
ら
み
る
と
、
政
治
的
に
も
戦
略
的

に
も
関
東
に
対
す
る
最
前
線
の
地
で
あ
っ
た
。
そ
の

た
め
に
、
鎌
倉
幕
府
が
滅
び
た
あ
と
の
南
北
朝
時
代

に
も
、
動
乱
の
重
要
な
舞
台
と
な
る
。

新
し
い
時
代
へ
の
模
索
の
な
か
で
、
群
雄
入
り
乱

れ
て
相
争
う
中
か
ら
、
駿
河
の
守
護
の
今
川
氏
が
東

海
地
方
で
勢
力
を
伸
ば
し
、
一
六
世
紀
初
め
に
は
遠

江
と
三
河
一
帯
を
も

支
配
下
に
収
め
た
。

そ
の
今
川
氏
を
桶

狭
間
に
破
っ
た
織
田

信
長
が
、
天
下
を
取

る
の
が
一
六
世
紀
後

半
で
あ
る
。
応
仁
の

乱
以
後
、
お
よ
そ
I

〇
〇
年
間
に
わ
た
る

動
乱
の
間
に
、
各
地

の
道
路
や
橋
な
ど
は

い
た
る
と
こ
ろ
荒
廃

し
て
い
た
。
信
長
は

四
人
の
道
中
奉
行
を
置
い
て
道
路
の
整
備
に
着
手
し
、

東
海
道
は
輻
三
間
半
、
そ
の
他
の
主
要
道
路
は
幅
三

間
と
定
め
て
改
修
工
事
を
行
わ
せ
て
い
る
。

信
長
の
あ
と
全
国
を
統
一
し
た
豊
臣
秀
吉
も
、
長

塚
正
家
を
奉
行
と
し
て
街
道
を
整
備
し
た
。
ま
た
各

駅
に
飛
脚
を
置
く
な
ど
し
た
の
で
、
宿

駅
が
発
達
し

た
。
権
力
を
手
中
に
収
め
た
者
に
と
っ
て
、
交
通
路

を
整
備
し
管
理
を
強
化
す
る
こ
と
は
、
つ
ね
に
至
上

の
課
題
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

主
な
街
道
の
整
備
が
進
む

（
江
戸
時
代
）

信
長
、
秀
吉
に
次
い
で
、
徳
川
家
康
が
武
田
勝
頼

と
の
長
篠
の
合
戦
を
経
て
遠
州
の
支
配
も
確
立
し
、

最
終
的
に
天
下
を
統
一
す
る
。

家
康
は
一
六
〇
一
年
（
慶
長
六
）
、
幕
府
直
轄
の
官

道
と
し
て
、
江
戸
を
中
心
と
す
る
五
つ
の
主
要
街
道

の
整
備
に
着
手
し
た
。
東
海
道
を
手
始
め
に
、
街
道

筋
の
主
要
拠
点
に
宿
駅
を
設
け
、
ま
た
関
所
を
設
置

し
た
。
五
街
道
は
道
中
奉
行
が
管
理
し
た
。
家
康
以

後
も
、
交
通
路
の
整
備
は
つ
づ
け
ら
れ
て
い
っ
た
。

朱印船入港

今川義元木像

後藤善太夫使用の印



五
街
道
に
次
ぐ
脇
街
道
で
も
、
美
濃
路
、
例
弊
使

道
（
日
光
街
道
）
、
本
坂
道
（
姫
街
道
）
、
佐
屋
路
は

道
中
奉
行
が
支
配
し
た
。
し
か
し
人
馬
、
宿
泊
な
ど

の
施
設
は
、
五
街
道
に
比
べ
る
と
か
な
り
劣
っ
て
い

た
（
本
坂
道
が
道
中
奉
行
の
管
轄
下
に
置
か
れ
た
の

は
一
七
六
四
年
）
。

街
道
を
整
備
す
る
と
い
っ
て
も
、
主
な
目
的
は
公

務
の
往
来
の
た
め
で
あ
る
。
こ
れ
は
律
令
時
代
と
発

想
は
ま
っ
た
く
変
わ
ら
な
か
っ
た
。
人
が
歩
い
て
踏

み
固
め
ら
れ
た
と
こ
ろ
が
道
で
、
そ
の
両
側
に
松
あ

る
い
は
杉
の
木
を
植
え
、
根
を
張
ら
せ
て
上
が
流
れ

な
い
よ
う
に
し
た
。
ま
た
里
程
標
と
し
て
一
里
塚
を

設
け
、
そ
こ
に
は
榎
を
植
え
た
。
そ
れ
が
道
路
の
整

備
で
あ
っ
た
。
計
画
的
に
、
広
く
効
串
の
よ
い
道
路

を
つ
く
る
と
か
、
路
面
を
改
良
す
る
と
か
は
、
考
え

な
か
っ
た
。

軍
事
上
の
警
戒
か
ら
、
街
道
で
車
を
使
用
す
る
こ

と
を
禁
正
し
た
。
人
、
駕
籠
、
馬
が
通
る
こ
と
が
で

き
れ
ば
、
そ
れ
で
よ
か
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
宿

場
町
に
入
っ
て
か
ら
は
と
も
か
く
、
道
中
の
道
幅
は

狭
か
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　

‐

ま
た
、
大
き
な
川
に
は
橋
を
架
け
る
こ
と
を
禁
じ

た
。
当
時
の
技
術
で
は
、
た
と
え
橋
を
架
け
て
も
、

洪
水
な
ど
で
す
ぐ
に
流
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
れ
に
反

乱
勢
力
が
蜂
起
し
た
場
合
、
そ
の
行
動
を
制
約
す
る

と
い
う
軍
事
的
な
見
地
か
ら
も
、
大
き
な
川
に
は
橋

を
架
け
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
西
欧
で
は
早
く
か
ら
発
達
し
て
い
た

車
（
馬
車
な
ど
）
に
よ
る
遠
距
離
交
通
は
、
日
本
で

は
発
達
し
な
か
っ
た
。
そ
の
代
わ
り
に
海
運
と
河
川

舟
運
で
物
資
を
輸
送
し
、
そ
の
積
み
下
ろ
し
の
河
岸
・

港
が
各
地
に
つ
く
ら
れ
た
。

家
康
は
天
竜
川
の
水
運
を
ひ
ら
い
て
信
州
か
ら
遠

州
の
掛
塚
ま
で
、
舟
に
よ
る
年
貢
米
の
輸
送
体
系
を

整
備
し
、
必
要
個
所
に
渡
し
舟
を
置
い
た
（
水
運
に

つ
い
て
は
第
4

章
参
照
）
。

東
海
道
五
十
三
次
の
宿
駅

東
海
道
五
十
三
次
の
整
備
が
完
成
す
る
の
は
、
三

代
将
軍
家
光
（
一
六
二
三
～
五

二

の
時
代
で
、
遠

徳川家康画像

遠州三方原御合戦之図



州
で
は
、
東
か
ら
金
谷
、
日
坂
、
掛
川
、
袋
井
、
見

付
、
浜
松
、
舞
阪
、
新
居
、
白
須
賀
の
九
つ
の
宿
駅

が
設
け
ら
れ
た
。

宿
に
は
本
陣
が
あ
っ
た
。
本
陣
は
「
大
名
宿
」
と

も
い
わ
れ
大
名
、
勅
使
、
公
家
、
旗
本
な
ど
の
定
宿

で
あ
る
。
本
陣
は
富
裕
者
の
家
で
あ
り
、
名
主
を
兼

ね
る
な
ど
村
の
有
力
者
で
屋
敷
は
広
く
、
使
用
人
も

多
か
っ
た
。

本
陣
で
の
宿
泊
は
事
前
に
連
絡
さ
れ
る
の
が
普
通

だ
っ
た
。
大
人
数
で
収
容
し
き
れ
な
い
と
き
、
あ
る

い
は
ど
う
し
て
も
二
組
の
客
が
か
ち
あ
う
と
き
な
ど

は
、
脇
本
陣
が
本
陣
を
補
う
役
割
を
果
た
し
た
。

家
臣
や
従
者
な
ど
は
、
旅
籠
に
泊
ま
っ
た
。
旅
籠

が
い
っ
ぱ
い
の
と
き
は
、
寺
院
や
農
家
に
も
泊
ま
っ

た
。本

陣
、
脇
本
陣
、
旅
籠
の
数
は
、
他
の
街
道
に
比

べ
て
東
海
道
が
際
立
っ
て
多
か
っ
た
。
そ
れ
だ
け
交

通
量
が
圧
倒
的
に
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。

宿
駅
制
度
の
そ
も
そ
も
め
目
的
が
、
公
用
の
旅
を

円
滑
に
行
う
こ
と
に
あ
り
、
公
儀
の
輸
送
を
優
先
す

る
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
宿
場
に
は
人
手
と

馬
と
を
常
に
用
意
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
だ
っ
た
。

大
き
な
宿
場
と
小
さ
な
宿
場
に
よ
っ
て
、
そ
の
人
馬

の
数
は
異
な
っ
て
い
た
が
、
常
備
し
て
い
る
数
で
は

間
に
合
わ
な
い
場
合
、
近
く
の
村
々
か
ら
人
手
や
馬

が
徴
発
さ
れ
た
。
こ
れ
を
助
郷
と
い
っ
た
が
、
頻
発

し
た
た
め
に
農
民
は
仕
事
が
ろ
く
に
で
き
な
い
。
村
々

に
と
っ
て
は
深
刻
な
問
題
だ
っ
た
。

宿
駅
と
並
ん
で
幕
府
の
交
通
政
策
の
も
う
一
つ
の

柱
は
、
検
閲
機
関
と
し
て
の
関
所
の
設
置
だ
っ
た
。

東
海
道
で
は
箱
根
と
遠
州
の
新
居
の
関
所
が
取
締
り

が
最
も
厳
し
く
、
江
戸
を
守
る
関
門
と
し
て
の
役
割

を
果
た
し
た
。
関
所
の
通
行
に
は
手
形
が
必
要
で
、

と
く
に
「
入
り
鉄
砲
と
出
女
」
と
い
わ
れ
、
江
戸
へ

入
っ
て
く
る
鉄
砲
と
、
江
戸
か
ら
出
て
い
く
女
に
は

目
を
光
ら
せ
た
。

な
お
、
新
居
の
関
所
と
次
の
東
の
宿
場
・
舞
阪
と

の
間
は
、
海
上
約
一
里
半
（
六
j

）
、
お
よ
そ
二
時
間

の
船
の
旅
だ
っ
た
。
海
は
い
つ
も
静
か
と
は
隕
ら
ず
、

と
く
に
女
性
に
と
っ
て
は
船
は
苦
手
で
、
こ
の
関
所

を
通
る
こ
と
を
避
け
て
姫
街
道
の
ほ
う
に
回
る
場
合

が
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。

浜
松
宿
の
発
展

前
に
み
た
よ
う
に
浜
松
の
地
は
、
万
葉
の
昔
に
は

「
ひ
く
ま
」
（
引
摩
あ
る
い
は
引
馬
）
と
呼
ば
れ
て
い

た
。一

〇
世
紀
前
半
の
「
倭
名
類
聚
鈔
」
に
出
て
く
る

「
波
万
々
津
」
（
は
ま
ま
つ
）
が
、
こ
の
呼
び
名
が
記

舞阪宿絵図

浜松宿絵図



録
に
現
れ
る
最
初
だ
と
さ
れ
る
。
平
安
時
代
末
期
に

な
っ
て
、
宿
名
は
引
馬
だ
が
、
「
浜
松
庄
」
の
地
名
で

登
場
す
る
よ
う
に
な
る
。

一
六
世
紀
初
め
（
永
正
年
間
）
に
浜
松
に
城
が
築

か
れ
た
が
、
そ
の
名
は
引
馬
城
だ
っ
た
。
一
五
六
八

年
（
永
禄
一

二

に
家
康
が
入
城
し
て
増
改
築
を
行

い
、
こ
れ
を
槓
に
城
名
、
宿
名
と
も
に
浜
松
と
呼
ば

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

浜
松
は
そ
れ
以
後
、
東
海
道
の
城
下
町
・
宿
駅
と

し
て
発
展
し
て
い
く
。

浜
松
宿
の
人
馬
は
I
〇
〇
人
一
〇
〇
匹
。
伝
馬
町

に
人
馬
を
継
ぎ
立
て
る
問
屋
場
が
あ
り
、
ほ
か
に
塩

町
、
肴
町
、
田
町
、
旅
篭
町
な
ど
も
そ
れ
ぞ
れ
宿
の

任
務
・
事
務
を
果
た
し
て
い
た
。

幕
末
に
近
い
一
八
四
三
年
（
天
保
一
四
）
に
は
、

浜
松
宿
の
規
模
は
別
表
の
よ
う
に
大
き
く
な
り
、
武

家
屋
敷
七
地
区
、
町
屋
敷
は
二
四
町
で
あ
っ
た
。
比

較
の
た
め
に
ほ
か
の
宿
場
の
例
も
あ
げ
て
あ
る
。

水
陸
交
通

の
要
地
・
笠
井
の
繁
栄

浜
松
を
中
心
に
し
た
天
竜
川
沖
積
平
野
と
、
浜
名

湖
の
周
辺
地
域
は
、
土
地
の
生
産
力
が
高
い
。
江
戸

時
代
に
平
野
部
で
新
田
の
開
拓
が
盛
ん
に
行
わ
れ
、

ま
た
山
間
部
で
も
木
材
、
茶
、
和
紙
な
ど
の
生
屋
が

増
大
し
た
。

遠
州
で
と
く
に
注
目
さ
れ
る
の
は
綿
作
で
あ
る
。

一
七
世
紀
以
来
盛
ん
に
な
り
、
江
戸
時
代
の
終
わ
り

頃
に
は
浜
松
藩
で
第
一
の
産
業
に
な
っ
た
。
そ
し
て

明
治
時
代
に
遠
州
綿
織
物
と
し
て
大
き
く
発
展
す
る

基
盤
が
つ
く
ら
れ
た
。

生
産
力
が
発
展
す
る
と
、
そ
れ
に
伴
っ
て
市
場
が

各
地
に
現
れ
、
交
易

が
盛
ん
に
な
る
。
商
圏
と
し
て

は
城
下
町
、
吉
美
市
場
（
湖
西
地
方
）
、
金
指
市
場
、

二
俣
市
場
、
笠
井
市
場
、
山
梨
市
場
な
ど
が
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
は
地
域
の
中
だ
け
で
な
く
、
地
域
を
越
え
て

の
経
済
活
動
に
発
展
し
て
い
こ
う
と
す
る
。
そ
う
し

た
経
済
活
動
は
、
人
と
物
の
移
動
を
伴
う
か
ら
、
陸

上
の
交
通
ば
か
り
で
な
く
、
海
や
川
の
交
通
の
整
備
・

発
達
も
う
な
が
し
た
。

浜
松
周
辺
で
は
水
陸
の
交
通
の
要
地
だ
っ
た
笠
井

の
市
場
が
、
遠
州
物
産
の
集
散
地
と
し
て
大
い
に
発

浜松細見絵図　浜松城と宿場

浜松以西の遠州の宿駅の規模（1843　＝天保14）

宿 駅　　　 人 口　　 家 数　　 本 陣　　 脇本 陣　　　　 旅籠　　　

（大） （中） （小）

浜 松　　5 ，964　　1，622　　　6　　　　0　　　19　　22　　53

舞 阪　　2 ，475　　　541　　　2　　　　1　　　　0　　15　　13

新 居　　3 ，474　　　797　　　3　　　　0　　　4　　7　　15

白須賀　2 ，704　　　613　　　1　　　　1　　　15　　2　　10

（新居関所史 料館）



展
し
た
。
毎
月
六
回
の
市
が
立
ち
、
そ
の
繁
栄
は
鉄

道
の
開
通
に
よ
り
そ
の
地
位
を
浜
松
に
奪
わ
れ
る
ま

で
続
い
た
の
で
あ
る
。

盛
ん
だ
っ
た
社
寺
参
詣

街
道
が
も
と
も
と
公
務
の
た
め
の
も
の
で
、
そ
れ

が
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
整
備
さ
れ
た
の
で
あ
っ

た
に
せ
よ
、
庶
民
も
街
道
を
利
用
し
な
か
っ
た
わ
け

で
は
な
い
。
庶
民
を
そ
の
十
地
に
し
ば
り
つ
け
、
移

動
・
旅
行
な
ど
を
原
則
と
し
て
認
め
な
い
時
代
だ
っ

た
が
、
伊
勢
参
り
や
善
光
寺
参
り
を
け
じ
め
と
す
る

社
寺
参
詣
は
許
さ
れ
た
。
と
く
に
伊
勢
参
り
は
、
す

で
に
室
町
・
戦
国
時
代
か
ら
全
国
的
に
広
が
り
は
じ

め
て
い
て
、
「
一
生
に
一
度
は
お
伊
勢
参
り
に
／・
」
と

い
う
の
が
庶
民
の
願
い
だ
っ
た
。

伊
勢
参
り
（
秋
葉
山
参
り
も
同
様
。
第
3

章
を
参

照
）
は
、
た
い
て
い
の
場
合
、
講
（
講
中
＝
敬
神
団

体
）
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
。
講
は
全
国
に
無
数
に
あ
っ

た
。
会
員
は
毎
月
、
小
額
の
お
金
を
出
し
合
っ
て
積

み
立
て
て
お
く
。
毎
年
あ
る
時
期
に
な
る
と
、
会
員

の
何
人
か
が
抽
選
で
選
ば
れ
、
ほ
か
の
会
員
た
ち
に

代
わ
っ
て
参
詣
に
出
か
け
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
費

用
は
す
べ
て
共
同
の
資
金
か
ら
支
出
さ
れ
た
。

道
中
で
泊
ま
る
宿
は
、
毎
年
の
慣
習
で
た
い
て
い

決
ま
っ
て
い
た
か
ら
、
宿
で
は
玄
関
先
に
そ
の
巡
礼

団
の
名
を
記
し
た
旗
や
看
板
を
掲
げ
て
歓
迎
し
た
。

■

乞
食

を

し
な

が
ら

の
旅

北
遠
地
方
の
今
は
水
窪
ダ
ム
の
底
に
沈
ん
だ

村
に
住
ん
で
い
た
古
老
は
、
次
の
よ
う
に
書
き

残
し
て
い
る
。

「
明
治
元
年
生
ま
れ
の
父
の
話
を
総
合
し
て
書

い
て
み
る
。
今
か
ら
二
〇
〇
年
か
ら
一
五
〇
年

前
の
話
。
昔

は
西
国
参
り
に
四
国
ま
で
出

か
け

た
と
い
う
。
現
金
収
入
の
な
い
村
た
っ
た
。
舟

に
し
て
も
、
金
が
な
い
と
乗
せ
て
く
れ
な
い
。

そ
れ
で
も
出
か
け
た
。
今
な
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ

行
く
の
に
匹
敵
す
る
と
い
う
。
無
銭
旅
行
で
、

そ
の
長
い
間
の
生
活
は
乞
食
を
し
て

い
た
よ
う

だ
。
ぷ
乙
食
は
三
日
し

た
ら
止
め
ら
れ
な
い
”
と

い
う
か
ら
、
い
つ
ま
で

に
帰
ら
な
け
れ
ば
と
い

う
必
要

も
な
く
、
人
間

の
最
低
生
活
な
が
ら
ノ

ン
キ
な
旅
を
し
た
わ
け
だ
」
（
坂
下
弁
蔵
「
水
窪

ダ
ム
湖
底
最
年
長
者
手
記
」
昭
和
五
四
）

」
お

か
げ
参

り

奇
跡
的
な
こ
と
が
起
こ
っ
た
と
か
、
噂

が
火

元
に
な
っ
て
、
伊
勢
参
り
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
爆

発
的
に
発
生
し
、
熱
狂
的
な
参
詣
者
が
群

れ
を

な
し
て
伊
勢
に
押
し
か
け
る
こ
と
が
あ
っ
た
。

村
じ
ゅ
う
が
出
か
け
る
例
も
あ
っ
た
。
一
八
三

〇
年
（
天
保

匸

に
は
遠
州
に
も
こ
れ
が
流
行

し

た
。
（
『
袋
井
市
史
』
資
料
編
第
五
巻
）

秋葉大鳥居
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当
時
の
人
々
の
多
く
は
、
貧
し
く
、
単
調
で
変
わ

り
ば
え
の
し
な
い
日
々
を
送
っ
て
い
た
。
自
由
な
旅

行
な
ど
で
き
ず
、
抑
圧
さ
れ
た
生
活
を
強
い
ら
れ
て

い
た
。
そ
れ
が
伊
勢
参
り
と
も
な
る
と
、
信
仰
の
た

め
と
い
う
大
義
名
分
が
あ
り
、
こ
の
と
き
ば
か
り
は

街
道
を
大
手
を
振
っ
て
歩
く
こ
と
が
で
き
た
。
日
常

性
か
ら
の
脱
却
、
し
か
も
気
心
の
知
れ
た
グ
ル
ー
プ

で
の
旅
、
文
字
通
り

ズ
叩
の
洗
濯
”
で
あ
る
。

だ
か
ら
社
寺
参
詣
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
む
し
ろ

道
中
そ
の
も
の
に
意
義
の
大
半
が
あ
っ
た
。
伊
勢
参

り
な
ら
、
目
的
の
伊
勢
神
宮
に
お
参
り
す
る
つ
い
で

に
、
京
見
物
、
大
和
見
物
も
し
た
。
な
か
に
は
四
国

の
金
毘
羅
さ
ん
（
金
刀
比
羅
宮
）
、
あ
る
い
は
広
島
の

宮
島
に
ま
で
足
を
延
ば
す
巡
礼
団
も
あ
っ
た
。

旅
の
行
先
で
は
、
夜
と
も
な
れ
ば
娯
楽
が
提
供
さ

れ
、
「
動
く
宴
会
の
よ
う
な
」
（
柳
田
国
男
）
性
格
も

持
っ
て
い
た
。

外
国
人
が
見
た
明
治
初
め
頃
の
遠
州
路

一
九
世
紀
の
後
半
か
ら
二
〇
世
紀
の
初
め
に
か
け

て
、
欧
米
で
は
海
外
へ
の
関
心
か
ら
旅
行
熱
が
高
ま

り
、
主
な
国
々
の
地
理
・
歴
史
・
風
俗
を
紹
介
し
た

国
別
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
が
出
版
さ
れ
た
。
も
っ
と
も

有
名
で
海
外
旅
行
者
の
必
携
書
と
さ
れ
た
の
が
、
マ

レ
ー
社
の
旅
行
案
内
で
あ
る
。

『
日
本
案
内
』
は
、
第
一
版
が
一
八
八
一
年
（
明
治

一
四
）
に
出
版
さ
れ
た
。
そ
れ
を
書
い
た
の
は
外
交

官
と
し
て
日
本
で
活
躍
し
た
英
国
人
ア
ー
ネ
ス
ト

ー

サ
ト
ウ
で
あ
る
。

同
書
け
携
帯
に
便
利
な
小
さ
な
判
型
だ
が
、
約
五

〇
〇
ペ
ー
ジ
に
わ
た
り
活
字
が
ぎ
っ
し
り
詰
ま
っ
た

（
I

ド
カ
バ
ー
本
。
何
年
か
ご
と
に
デ
ー
タ
を
新
し

く
し
て
版
を
改
め
、
第
九
版
（
一
九

匸
二
）
ま
で
出

さ
れ
て
い
る
。
第
三
版
以
降
は
、
同
じ
く
英
国
人
の
B

・
H
・
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
が
著
者
で
あ
る
。
彼
は
三

年
間
の
世
界
旅
行
の
来
に
、
一
八
七
三
年
（
明
治
六
）

言

二
歳
の
と
き
来
日
、
以
後
三
〇
年
以
上
に
わ
た
っ

て
過
渡
期
の
日
本
を
つ
ぶ
さ
に
見
た
。
日
本
語
、
日

本
古
典
を
深
く
身
に
つ
け
、
荒
木
某
と
い
う
浜
松
藩

士
の
教
え
も
受
け
た
と
い
う
か
ら
、
遠
州
と
も
ゆ
か

り
の
あ
る
英
国
人
で
あ
る
。
海
軍
兵
学
校
の
教
師
を

経
て
、
東
京
大
学
の
日
本
語
学
教
授
に
な
っ
た
碩
学
。

こ
こ
で
は
同
書
第
二
版
（
一
八
八
四
）
に
よ
り
、

明
治
初
期
の
東
海
道
の
遠
州
路
を
み
て
み
よ
う
。

■
抜

け
参

り

あ
る
人
た
ち
は
親
や
主
人
の
了
解
も
な
し
に
、

何
の
準
備

も
な
く
伊
勢
参
り
に
飛

び
出
し
た
。

道
中
は
施
し
を
受
け
な
が
ら
旅
を
し
た
。
治
安

上
、
役
人
な
ど
は
こ
れ
に
は
頭
を
悩
ま
せ
た
と

い
う
。

こ
う
し
て
社
寺
参
詣
は
な
か
な
か
の
盛
況
で
、

各
地
に
信
仰
・
観
光
の
道
が
発
達
し
、
近
代

に

な
っ
て

も
明
治
か
ら
大
正
の
初
め
頃
ま
で

そ
う

し
た
旅
人
が
参
詣
コ
ー
ス
を
賑
わ
せ
た
。

通行手形と山駕籠

旅道具



当
時
、
遠
州
に
は
ま
だ
鉄
道
は
な
く
、
駕
籠
に
代

わ
っ
て
人
力
車
が
お
目
見
え
し
て
問
も
な
い
頃
で
、

江
戸
時
代
の
ま
ま
の
面
影
が
残
る
時
代
で
あ
る
。
乗

合
馬
車
も
ま
だ
走
っ
て
い
な
か
っ
た
。

金
谷宿

　
　

ふ
沢
屋
戸
山
田
屋

食
事
　

あ
ぶ
み
屋

金
谷
を
過
ぎ
る
と
、
東
海
道
を
右
に
そ
れ
て
人
力

車
で
行
け
る
、
ゆ
る
や
か
な
上
り
下
り
の
脇
道
が
で

き
て
い
る
（
筆
者
注
・
一
八
七
九
年
に
開
通
し
た
中

山
新
道
の
こ
と
だ
ろ
う
）
。
日
坂
ま
で
の
途
中
に
、
夜

泣
き
石

が
あ
る
。
近
く
の
茶
屋
で
は
飴
餅
を
売
っ
て

い
る
。

日
坂宿

　
　

あ
ず
ま
屋
／
か
わ
ざ
か
屋
／
黒
田
屋

日
坂
は
西
坂
の
訛
っ
た
地
名
。
道
は
し
だ
い
に
下
っ

て
掛
川
へ
。

掛
川宿

　
　

ふ
じ
屋
／
松
屋
／
常
磐
屋

五
万
石
の
城
下
町
だ
っ
た
が
、
城
は
一
八
七
六
年

に
焼
失
し
た
。
葛
布
の
産
地
。
こ
の
掛
川
は
、
秋
葉

山
を
経
て
、
三
河
の
御
油
で
再
び
東
海
道
に
出
る
道

の
起
点
で
あ
る
。

掛
川
の
西
の
大
池
を
過
ぎ
る
と
、
金
谷
道
越
し
に

富
士
山
が
見
え
る
。
や
が
て
道
は
平
坦
に
な
り
、
両

側
は
た
ん
ぽ
が
続
く
。

袋
井宿

　
　

本
田
屋
／
若
松
屋

食
事
　

山
田
屋

わ
び
し
い
町
で
あ
る
。
半
里
ほ
ど
北
に
可
睡
斉
が

あ
る
（
宿
は
三
好
屋
）
。
観
音
と
三
尺
坊
を
ま
つ
る
寺

東海道中金谷阪勝景



院
。
三
尺
坊
は
火
除
け
の
信
仰
を
集
め
て
以
前
は
秋

葉
山
に
祭
ら
れ
て
い
た
。
可
睡
斉
の
後
ろ
の
山
に
不

動
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
平
野
を
越
え
て
海
を
望
む
眺

め
は
す
ば
ら
し
い
。

袋
井
か
ら
秋
葉
山
へ
の
道
も
あ
る
。
森
ま
で
の
近

道
が
あ
り
掛
川
か
ら
の
秋
葉
街
道
に
出
る
。

袋
井
か
ら
東
海
道
を
西
ヘ
ニ
マ
イ
ル
ニ

マ
イ
ル
＝

丁

六
ｙ

）
、
三
ケ
野
川
を
渡
り
、
松
に
お
お
わ
れ
た

三
ケ
野
坂
の
丘
を
上
る
。や
が
て
道
は
下
り
に
な
る
。

見
付宿

　
　

石
橋
六
郎
／
大
江
戸
屋
／
大
三
河
屋

食
事
　

中
野
屋
／
村
田
又
蔵

人
力
車
で
は
見
付
か
ら
天
竜
川
に
出
る
近
道
を
行

く
。
約
半
里
の
近
道
に
な
る
。
東
海
道
は
こ
の
コ
ー

ス
よ
り
左
に
延
び
て
、
境
松
の
村
の
八
幡
宮
の
森
に

出
る
。
こ
の
社
は
二
階
建
て
の
山
門
が
あ
り
、
拝
殿

に
は
奉
納
物
の
絵
が
い
っ
ぱ
い
あ
る
。

中
泉

古
代
の
こ
の
地
方
の
都
で
、
駅
家
の
あ
っ
た
土
地

だ
が
、
今
は
さ
び
れ
て
い
る
。

天
竜
川
東
岸
の
池
田
も
、
昔
の
宿
場
で
あ
る
。
信

州
の
諏
訪
湖
に
源
を
発
す
る
天
竜
川
は
、
飯
田
の
時

俣
の
湊
か
ら
舟
で
流
れ
下
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
西

渡
ま
で
の
間
は
急
流
で
エ
キ
サ
イ
テ
ィ
ン
グ
。
雨
の

後
な
ど
は
危
険
で
あ
る
。
五
月
と
六
月
に
は
こ
の
川

で
鮎
が
と
れ
る
。

天
竜
川
西
岸
の
町
家
村
あ
る
い
は
中
野
町
は
、
東

京
土
累
都
の
ち
ょ
う
ど
中
間
と
さ
れ
て
い
る
。

浜
松宿

　
　

お
お
よ
ね
屋
／
は
な
屋
／
い
ま
る
屋

食
事
　

吉
野
屋

掛川宿 歌川広重　保永堂版東海道五十三次 日坂（浜松市美術館蔵）



A
力
石
の
元
城
下
町
で
、
人
口
一
万
二
〇
〇
〇
人

の
賑
や
か
な
町
。
こ
の
町
の
北
側
の
西
は
ず
れ
に
近

く
、
枉
社
明
神
彑
跟
訪
明
椰
が
あ
る
。
江
戸
時
代
に

は
、
ど
ち
ら
も
徳
川
将
車
家
の
基
金
に
よ
り
祭
ら
れ

て
通
常
よ
り
規
模
が
大
き
く
、
見
事
な
壁
画
な
ど
が

建
物
の
内
や
外
を
飾
っ
て
い
た
。
維
新
以
降
、
こ
れ

ら
の
す
ば
ら
し
い
建
物
は
荒
且
る
に
仟
せ
て
い
る
。

浜
松
の
南
約
一
マ
イ
ル
に
、
宣（
犬
‥
宗
の
頭
陀
寺
が

あ
る
。
七
〇
二
年
の
創
建
と
さ
扛
る
。
三
重
の
塔
に

は
人
日
に闇
米
が
祭
ら
壮
、
そ
の
隣
の
建
物
に
あ
る
阿

弥
陀
如
来
燉
は
、
春
日
仏
師
の
作
と
い
う
。
こ
の
寺

は
現
在
修
復
中
で
あ
る
。

浜
松
か
ら
西
へ
は
、
い
ち
ば
ん
近
道
は
蒸
気
船
で

浜
ダい
湖
を
渡
る
。
町
の
西
約
一
〇
町
の
大
野
ま
で
行

き
、
そ
こ
か
ら
釆
船
す
る
。
さ
も
な
く
ば
郊
外
の
刎

留
か
ら
、
和
舟
で
人
野
の
而
‥
約
一
マ
イ
ル
の
と
こ
ろ

ま
ズ
ト
リ
、
そ
こ
で
蒸
気
船
に
乗
る
。

入
野
～
新
所
　
遊
女
時
㈹
二
時
問

料
金
一
〇
銭

剞
留
～
新
所
　

所
要
時
間
二
時
問
T

料
金

匸
一
銭

浜
々
1‐
1湖
を
渡
る
蒸
気
船
か
ら
の
眺
め
は
、
実
に
す

ば
ら
し
い
。
湖
と
い
う
が
、
正
確
に
は
湾
で
、
湾
口

は
約
六
〇
〇
ヤ
ー
ド
（
一
ヤ
ー
ド
＝
九
一
・
四
竹
）

と
狭
い
。
も
と
は
湖
だ
っ
た
の
が
、
一
四
九
九
年
に

地
震
で
砂
洲
が
沈
ん
で
開
口
し
た
。
遠
江
と
い
う
こ

五雲亭貞秀　東海道五十三次勝景 舞阪宿（上）浜松宿（下）



の
地
方
の
名
は
、
こ
の
浜
名
湖
に
由
来
し
て
い
る
。

都
に
近
い
琵
琶
湖
を
近
江
（
近
い
海
）
と
呼
ん
だ
の

に
対
し
て
、
浜
名
湖
を
遠
江
（
遠
い
海
）
と
い
っ
た

の
で
あ
る
。

宿
　
　

浜
田
屋

新
所
か
ら
は
、
道
は
上
り
に
な
り
、
や
が
て
平
ら

な
高
原
に
出
て
荒
野
の
中
を
行
く
。
谷
川
村
が
三
河

と
の
国
境
。

舞
阪
～
新
居

入
野
あ
る
い
は
堀
留
か
ら
船
を
利
用
し
て
新
所
に

渡
る
の
は
新
し

い
コ
ー
ス
。
も
と
の
東
海
道
は
、
浜

松
か
ら
平
地
を
舞
阪
ま
で
歩
き
、
こ
こ
か
ら
船
で
渡
っ

た
。
い
ま
で
は
、
舞
阪
か
ら
対
岸
の
新
居
ま
で
、
い

く
つ
も
の
堤
防
や
橋
で
つ
な
が
っ
て
い
る
。

こ
の
あ
た
り
か
ら
北
東
に
、
連
な
る
山
並
の
向
こ

う
に
富
士
山
が
見
え
る
。

新
居宿

　
　

き
の
く
に
屋

江
戸
時
代
に
は
こ
こ
に
関
所
が
あ
り
、
旅
人
を
厳

し
く
取
り
調
べ
た
。
そ
れ
を
さ
け
る
た
め
に
女
性
は

浜
名
湖
を
迂
回
し
て
、
本
坂
越
え
の
道
を
行
く
こ
と

が
多
か
っ
た
。
新
居
は
う
な
ぎ
が
う
ま
い
。

こ
こ
か
ら
道
は
、
沿
岸
近
く
の
低
い
丘
の
麓
を
二

上
ニ
マ
イ
ル
行
き
、
坂
道
を
登
る
。
登
り
つ
め
る
と

汐
見
坂
で
あ
る
。
遠
州
灘
の
雄
大
な
眺
め
が
す
ば
ら

し
い
。

再
び
丘
を
下
る
と
、
白
須
賀
に
出
る
。
や
が
て
境

川
と
い
う
小
さ
な
川
が
あ
り
、
こ
れ
が
遠
州
と
三
河

の
境
で
あ
る
。

新居関所　全景

今切渡海の図

舞阪の松並木







第
2
章
　
代
表
的
な
東
西
の
道

3
　
そ
の
ほ
か
の
主
な
東
西
の
道

ク
マ
も
出
没
す
る
寂
し
く
け
わ
し
い
鳳
来
寺
道

こ
の
道
は
東
海
道
や
姫
街
道
の
裏
街
道
。
遠
州
の

東
西
の
道
の
な
か
で
い
ち
ば
ん
山
奥
を
通
り
、
新
居

や
気
賀
の
関
所
を
通
ら
な
い
で
す
ん
だ
。

秋
葉
山
と
鳳
来
寺
と
を
結
ぶ
、
古
く
か
ら
ひ
ら
け

た
信
仰
の
道
で
あ
る
。
行
者
た
ち
が
掛
川
か
ら
秋
葉

山
に
参
詣
し
、
東
雲
名
か
ら
西
雲
名
に
渡
り
、
ト
サ

カ
峠
を
越
え
大
井
平
を
通
り
、
石
打
か
ら
鳳
来
寺
に

向
か
っ
た
。
ま
た
三
河
方
面
か
ら
、
石
打
、
市
乃
瀬

を
通
っ
て
西
川
に
出
て
、
渡
船
で
戸
倉
か
ら
秋
葉
山

詣
で
を
す
る
旅
人
も
多
か
っ
た
。

修
験
者
や
参
詣
者
が
通
っ
た
ほ
か
、
役
人
の
目
を

の
が
れ
た
い
無
宿
者
な
ど
も
、
こ
の
道
を
よ
く
利
用

し
た
。

鳳
来
寺
道
の
主
な
コ
ー
ス
は
、
ま
ず
秋
葉
山
か
ら

戸
倉
へ
と
杉
林
の
中
を
下
る
。
山
頂
近
く
は
巨
木
が

そ
び
え
て
い
る
が
、
下
る
に
し
た
が
っ
て
大
き
な
木

は
少
な
く
な
る
。
杉
は
二
〇
上
二
〇
年
く
ら
い
で
伐

採
し
、
ま
た
植
林
す
る
の
で
、
巨
木
は
少
な
く
な
っ

江漢西遊日記　西川茶店の図



て

い
る

の

で
あ

る
。

戸
倉

か

ら
天

竜
川

を

渡

る

。

そ

れ

か

ら
鳳

来

寺

へ

と
西

に

向

か
う

道
は

、

深

い
山

の

中

の

道

な

き

道

が

大

部

分

で
あ

る
。

ク

マ
な

ど

も

出

没
し

、

案

内

人

な

し

で

は

迷

っ
て

し

ま

う

よ

う

な

、

険
し

く

、
寂

し

い

道

で

あ

っ
た

。

戸
倉

か
ら

鳳

来

寺

を

経

て

、

さ

ら

に
東

海

道

の
豊

橋

に

い

た

る
行

程

を

、

マ

レ

ー

『
日
本

案

内

』

は

次

の
よ
う

に
記
し

て

い
る
。（
一
里

＝
三

六

町

凵
‥
約

四

い

、

一
町

＝
約

一

〇

九

片
）

戸

倉

か
ら

石

打
　
　
　
　

二

里
　

三

町

熊
　
　
　
　
　

四

里

ご
二

町

鳶

巣

山
　
　
　

九

里
二

八

町

大

野
　
　
　

一

一
里

一
〇

町

鳳

来

寺
　
　

匸

一
里

一
〇

町

門

谷
　
　
　

匸

一
里

一
九

町

新

城
　
　
　

一
五

里

二

九

町

長

山
　
　
　
　
一

七
里

二

六

町

豊

川
　
　
　

一

九
里

二
三

町

豊

橋
　
　
　

二

一
里

一

七

町

横

須

賀

街

道

家

康

が
浜

松

に
進

出

し

た

と

き

、

武
田

勢

の
前

線

基

地

で

あ

る
高

天

神

城

に

対

し

て

、
徳

川

の
最

前

線

基

地

と
し

て

築

か
れ

た

の

が
横
須

賀

城
で

あ

る
。

そ

の

城
下

町

と

し

て

発

達
し

て

き

た
横

須

賀

（
大

須

賀

町

）

は

、

南

遠

の

政

治

・
文

化

・
経

済

の
中

心

と
な

っ
て

き

た

。

遠

州

灘

に
面

す

る

こ

の
町

か
ら

、

東

海

道

筋

の

宿

場

に

つ
う

じ

る

道

、

駿
河

湾

に
面

す

る
相

良

に

つ

う

じ
る
道
、
天
竜
川
河
口
の
掛
塚
に
つ
う
じ
る
道
な
ど

が
ひ
ら
け
て
い
た
。
交
易
の
道
あ
る
い
は
参
勤
交
代

の
道
だ
っ
た
も
の
で
、
そ
れ
ら
を
総
称
し
て
横
須
賀

街
道
と
呼
ば
れ
た
。

横
須
賀
～
見
付

横
須
賀
～
袋
井

横
須
賀
～
掛
川

横
須
賀
～
金
谷

横
須
賀
～
掛
塚

横
須
賀
～
相
良

こ
の
う
ち
後
の
二
つ
は
、
ほ
ぼ
東
西
に
延
び
る
道

で
あ
る
。

江漢西遊日記　熊村の図
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