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第
3
章
　
代
表
的
な
南
北
の
道

1
　
秋
葉
街
道

信
仰
の
道
「
秋
葉
み
ち
」

遠
州
人
に
と
っ
て
秋
葉
道
は
、
古
く
か
ら
特
別
の

意
味
を
持
っ
て
き
た
。
秋
葉
信
仰
の
道
で
あ
り
、
ま

た
他
の
地
域
と
の
人
・
情
報
・
物
の
交
流
の
道
で
も

あ
っ
た
。

遠
州
に
は
数
多
く
の
「
秋
葉
み
ち
」
が
、
秋
葉
山

を
中
心
に
縦
横
に
走
っ
て
い
た
。
そ
の
主
な
も
の
を

あ
げ
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

・
掛
川
起
点
の
コ
ー
ス

・
袋
井
起
点
の
コ
ー
ス

・
見
付
起
点
の
コ
ー
ス

・
浜
松
起
点
の
コ
ー
ス

・
姫
街
道
か
ら
分
離
す
る
コ
ー
ス

・
三
河
の
御
油
か
ら
鳳
来
寺
を
経
る
コ
ー
ス

・
駿
河
か
ら
大
井
川
を
越
え
て
西
進
す
る
コ
ー
ス

こ
れ
ら
の
な
か
で
最
も
代
表
的
な
の
が
、
東
海
道

の
掛
川
を
起
点
と
す
る
「
秋
葉
み
ち
」
で
あ
る
。

掛
川
は
城
下
町
で
、
東
海
道
の
宿
場
に
な
る
以
前

か
ら
、
南
遠
の
海
岸
部
の
海
の
幸
、
ま
た
北
遠
の
山

間
部
の
山
の
幸
の
、
交

易
市
場
と
し
て
発
達
し

て
き
た
。
秋
葉
信
仰
が

非
常
に
盛
ん
に
な
っ
た

江
戸
時
代
以
降
、
こ
こ

か
ら
北
へ
の
び
る
秋
葉

道
の
起
点
と
し
て
、
南

北
の
交
通
の
中
心
地
で

あ
っ
た
。

こ
の
信
仰
の
道
は
、

東
海
道
掛
川
宿
に
近
い

大
池
と
い
う
小
さ
な
村

か
ら
東
海

道
と
分

か

れ
、
北
へ
向
か
う
。
火

除
け
の
神
・
秋
葉
山
（
春

野
町
。
海
抜
八
八
五
μ
）

ま
で
、
約
一
〇
里
（
約

四
〇
j

）
の
道
で
あ
る
。

秋 葉道 の 宿 場 町 とし て 栄 え た森 町 村 の古 地 図



秋
葉
信
仰
が
盛
ん
に
な
る
以
前
、
お
そ
ら
く
は
太

古
の
時
代
か
ら
、
こ
の
南
北
の
道
は
秋
葉
山
か
ら
さ

ら
に
北
へ
と
山
道
を
行
き
、
青

崩
峠
を
経
て
、
信
州

に
つ
う
じ
る

″塩
の
道
々
で
も
あ
っ
た
。
ど
の
よ
う

な
地
に
住
ん
で
い
て
も
、
塩
は
一
日
も
欠
か
せ
な
い

生
活
必
需
品
で
あ
る
。
北
遠
の
奥
地
や
さ
ら
に
信
州

方
面
か
ら
い
え
ば
、
そ
の

。
塩
の
道
”
が
、
秋
葉
山

へ
と
参
る
信
仰
の
道
と
も
な
っ
た
。
青
崩
峠
を
越
え

て
南
下
す
る
旅
人
は
多
く
、
遠
州
の
人
は
こ
の
道
を

信
州
街
道
と
い
っ
た
。
秋
葉
街
道
信
州
路
と
い
う
こ

掛
川
か
ら
北
に
向
か
う
こ
の

。
塩
の
道
”
は
、
掛

川
と
南
遠
地
方
と
を
結
ぶ
相
良
往
還
と
つ
な
が
っ
て

い
る
。
相
良
地
方
に
は
塩
田
が
発
達
し
、
塩
の
生
産

地
と
し
て
古
く
か
ら
知
ら
れ
て
い
た
。

秋
葉
信
仰
は
、
火
の
神
を
ま
つ
る
秋
葉
神
社
と
、

そ
の
別
当
寺
の
秋
葉
寺
の
修
験
・
三
尺
坊
に
ま
つ
わ

る
、
火
除
け
の
信
仰
で
あ
る
。

秋
葉
神
社
は
、
七
〇
九
年
（
和
銅
二
）
に
秋
葉
山

を
神
体
と
し
て
社
が
建
て
ら
れ
、
九
世
紀
の
後
半
に

は
火
の
神
と
し
て
ま
つ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

ま
た
秋
葉
寺
は
、
七
一
八
年
（
養
老
二
）
に
僧
行

基
に
よ
っ
て
開
か
れ
た
と
さ
れ
る
。
そ
の
後
こ
の
秋

葉
寺
は
山
岳
修
験
の
拠
点
と
し
て
栄
え
、
修
験
者
三

尺
坊
に
象
徴
さ
れ
る
霊
験
の
あ
ら
た
か
さ
を
も
っ
て

知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

三代 広 重　 大日 本 神社 仏 閣　 秋葉 山頂 上 へ の坂 道 （浜 松 市 美術 館 蔵 ）
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神
仏

習

合
に
よ
る
秋
葉
神
社
と
秋
葉
寺
が
あ
る
秋

葉
山
は
、
や
が
て
遠
州
一
円
の
み
な
ら
ず
隣
の
信
州

や
三
河
を
は
じ
め
、
近
畿
、
関
東
、
北
陸
、
東
北
な

ど
全
国
的
に
火
除
け
の
信
仰
を
集
め
る
よ
う
に
な
っ

た
の
で
あ
る
。

全
国
各
地
で
、
秋
葉
参
り
を
す
る
た
め
の
講
が
組

織
さ
れ
、
参
詣
者
が
多
数
訪
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

辻
に
は
「
秋
葉
み
ち
」
と
彫
っ
た
石
の
道
標
が
立
て

ら
れ
、
村
々
に
は
常
夜
燈
が
と
も
さ
れ
た
。
そ
の
街

道
筋
に
は
宿
場
も
発
達
し
た
。

こ
う
し
て
秋
葉
信
仰
が
、
道
路
や
街
道
の
施
設
を

整
備
す
る
原
動
力
と
も
な
っ
た
。

明
治
初
め
頃
の
秋
葉
道

明
治
時
代
に
入
っ
て
、
神
仏
分
離
で
秋
葉
寺
は
一

時
廃
寺
と
な
っ
て
い
た
（
明
治
五
年
～
）
。
し
か
し
秋

葉
信
仰
は
秋
葉
神
社
に
よ
り
再
編
成
さ
れ
、
す
た
れ

る
こ
と
な
く
続
き
、
一
八
八
〇
年
（
明
治

匸
二
）
に

秋
葉
寺
は
再
建
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
と
き

三
尺
坊
の
本
体
は
、
秋
葉
山
総
本
殿
と
し
て
可
睡
斉

に
残
る
こ
と
に
な
っ
た
。

秋
葉
道
の
な
か
で
も
っ
と
も
賑
わ
っ
た
掛
川
起
点

の
コ
ー
ス
は
、
秋
葉
参
り
の
幹
線
道
路
で
あ
っ
た
。

関
東
以
北
の
人
た
ち
は
東
海
道
を
経
由
し
て
こ
の
コ
ー

ス
を
利
用
し
た
。
そ
の
行
程
は
マ
レ
ー
『
日
本
案
内
』

で
は
、

掛
川
か
ら

森
　
　
　
　

三
里

三
倉
　
　
　

六
里

犬
居
　
　

一
〇
里
一
四
町

坂
下
　
　

一
〇
里
二
四
町

秋
葉
山
　

一
一
里
二
八
町

戸
倉
　
　

匸
二
里
　

六
町

二

里
＝
三
六
町
＝
約
四
い
、
一
町
＝
約
一
〇

九
片
）

と
な
っ
て
い
る
。

掛
川
か
ら
垂
木
・
家
代
・
細
谷
・
本
郷
・
戸
綿
を

経
て
森
ま
で
は
、
丘
の
ふ
も
と
の
田
ん
ぼ
に
沿
っ
た

道
が
ほ
と
ん
ど
で
、
道
輻
は
人
力
車
が
や
っ
と
通
れ

る
く
ら
い
で
狭
か
っ
た
。

人
力
車
は
第
5

章
で
み
る
よ
う
に
明
治
の
初
期
に

登
場
し
、
「
く
る
ま
」
ま
た
は
「
ジ
ン
リ
キ
」
と
呼
ば

れ
た
が
、
三
倉
ま
で
「
く
る
ま
」
で
行
く
こ
と
が
で

き
た
。

森
町
は
、
茶
の
産
地
と
し
て
、
ま
た
古
着
市
場
と

し
て
古
く
か
ら
知
ら
れ
た
。
天
竜
市
二
俣
と
並
ん
で

北
遠
へ
の
入
り
囗
の
町
で
、
太
田
川
に
よ
る
舟
運
も

含
め
て
交
通
の
要
衝
で
あ
る
。
一
八
八
〇
年
代
の
人

口
が
約
一
七
〇
〇
人
た
っ
た
。

森
か
ら
三
倉
の
間
は
、
道
は
太
田
川
の
瀬
を
ジ
グ

ザ
グ
に
何
度
も
渡
る
。
昔
か
ら
「
四
八
瀬
の
渡
し
」

と
い
わ
れ
て
き
た
ほ
ど
、
瀬
を
渡
る
回
数
が
多
か
っ

た
。
橋
が
か
か
っ
て
い
て
も
グ
ラ
グ
ラ
す
る
よ
う
な

板
橋
、
木
橋
た
っ
た
。

三
倉
か
ら
は
山
道
に
な
る
。
坂
道
、
谷
間
の
道
、

う
っ
そ
う
と
茂
る
杉
林
、
小
さ
く
開
け
た
空
き
地
の

畑
が
、
代
わ
り
ば
ん
こ
に
続
く
。
犬
居
ま
で
、
こ
の

山
道
を
昔
か
ら
馬
で
物
資
を
運
ん
だ
。
途
中
に
あ
る

小
奈
良
安
そ
の
ほ
か
の
集
落
は
、
か
つ
て
荷
継
ぎ
場

だ
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

気
田
川
を
渡
る
と
犬
居
で
あ
る
。
こ
の
渡
し
に
は

明
治
の
中
頃
に
木
橋
が
か
け
ら
れ
た
が
、
そ
れ
ま
で

三倉川にかかっていた吊り橋



は
底
の
浅
い
川
舟
で
、
一
日
に
数
回
往
復
し
て
人
と

物
資
を
渡
し
て
い
た
。
犬
居
は
城
下
町
で
あ
り
、
こ

の
地
域
の
交
易
の
中
心
地
で
宿
場
町
で
も
あ
っ
た
。

犬
居
か
ら
遠
州
灘
沿
岸
へ
の
舟
運
も
発
達
し
て
い

た
。
気
田
川
を
下
り
、
天
竜
川
に
出
て
、
二
俣
、
中

野
町
を
経
て
掛
塚
ま
で
、
一
日
で
流
れ
下
っ
た
。
帰

り
は
、
川
の
流
れ
に
さ
か
ら
っ
て
舟
を
岸
か
ら
綱
で

引
っ
張
る
の
で
、
四
日
が
か
り
で
あ
っ
た
。

国
道
や
県
道
が
整
備
さ
れ
る
ま
で
、
北
遠
の
人
々

の
暮
ら
し
は
、
そ
の
多
く
が
舟
で
支
え
ら
れ
て
い
た

の
で
あ
る
。

犬
居
か
ら
領
家
に
入
り
、
秋
葉
神
社
下
社
を
経
て
、

坂
下
ま
で
は
す
ぐ
で
あ
る
。
坂
下
は
昔
は
旅
籠
や
茶

屋
が
多
く
賑
わ
い
を
み
せ
て
い
た
。
浜
松
起
点
の
秋

葉
道
も
こ
こ
に
通
じ
て
い
た
。

秋
葉
山
か
ら
の
す
ば
ら
し
い
眺
め

坂
下
か
ら
秋
葉
山
頂
ま
で
は
、
約
四
j

あ
ま
り
の

坂
道
で
あ
る
。
昔
は
そ
の
途
中
の
三
か
所
に
銅
の
鳥

居
が
立
ち
、
茶
屋
も
た
く
さ
ん
あ
っ
た
。

「
こ
の
山
を
上
り
は
じ
め
る
と
、
一
町
（
約
一
〇
九

片
）
ご
と
に
番
号
を
彫
っ
た
小
さ
な
石
の
里
程
標
が

立
っ
て
い
る
。
そ
の
数
は
五
〇
で
、
山
頂
か
ら
戸
倉

へ
の
下
り
坂
に
も
同
じ
く
五
〇
。
し
か
し
実
距
離
は

こ
れ
よ
り
少
な
く
て
、
せ
い
ぜ
い
こ
の
五
分
の
四
程

度
で
あ
る
。
合
わ
せ
て
ち
ょ
う
ど
I
〇
〇
町
に
な
る

よ
う
に
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
（
中
略
）

山
頂
ま
で
に
は
茶
屋
が
い
く
つ
か
あ
り
、
参
詣
者

た
ち
は
立
ち
寄
っ
て
富
士
山
を
眺
め
る
の
で
あ
る
。

最
後
の
急
坂
を
上
る
と
、
視
界
が
ひ
ら
け
、
す
ば
ら

し
い
眺
め
が
楽
し
め
る
。
遠
州
一
円
が
眼
下
に
広
が

り
、
そ
の
向
こ
う
に
海
が
見
え
る
。
海
に
向
け
て
天

竜
川
の
広
い
河
床
が
曲
が
り
く
ね
り
、
白
く
光
っ
て

い
る
。
右
手
に
は
遠
州
の
低
い
山
波
が
連
な
り
、
左

手
に
は
甲
州
の
山
々
と
、
そ
の
向
こ
う
に
富
士
山
が

円
錐
形
の
麗
わ
し
い
姿
を
見
せ
て
い
る
」（
マ
レ
ー
『
日

本
案
内
』
）

神
社
の
入
り
囗
に
は
お
寺
が
あ
っ
た
頃
の
名
残
り

の
美
し
い
二
層
の
門
楼
が
あ
り
、
左
右
の
彫
像
は
移

さ
れ
て
榊
に
と
っ
て
代
わ
っ
て
い
る
、
と
同
書
は
伝

え
て
い
る
。
ま
た
、
神
仏
習
合
の
名
残
を
と
ど
め
た

社
殿
が
一
八
七
五
年
（
明
治
八
）
に
火
事
で
焼
失
し
、

再
建
さ
れ
た
の
は
純
神
道
風
で
、
か
つ
て
の
境
内
に

比
べ
る
と
味
わ
い
に
乏
し
い
と
も
述
べ
て
い
る
。

一
九
四
三
年
（
昭
和
一
八
）
三
月
、
秋
葉
山
の
北

側
の
ふ
も
と
か
ら
出
火
し
、
火
は
山
頂
ま
で
燃
え
広

が
り
、
秋
葉
神
社
は
全
焼
し
た
。
こ
の
た
め
坂
下
に

火防せの霊場　秋葉神社本殿（標 高866メートル）

天竜川を下る鉱石 船



下
社
が
建
て
ら
れ
、
山
頂
に
は
神
社
跡
が
残
る
だ
け

だ
っ
た
が
、
一
九
八
六
年
（
昭
和
六
匸

に
再
建
さ

れ
た
。

秋
葉
山
か
ら
水
窪
へ
の
道

マ
レ
ー
『
日
本
案
内
』
に
よ
る
と
、
秋
葉
山
頂
か

ら
天
竜
川
沿
い
の
戸
倉
側
に
下
る
道
の
、
最
初
の
鳥

居
の
と
こ
ろ
に
茶
屋
が
あ
っ
た
。
そ
こ
か
ら
戸
倉
に

下
る
道
と
、
平
山
を
経
て
水
窪
に
い
た
る
山
道
と
が

分
か
れ
て
い
た
。

戸
倉
に
下
る
道
は
、
天
竜
川
を
渡
っ
て
、
鳳
来
寺

へ
と
向
か
う
山
道
に
な
る
（
第
2

章
参
照
）
。
秋
葉
山

頂
か
ら
戸
倉
よ
り
や
や
下
流
の
雲
名
に
下
り
る
コ
ー

ス
も
あ
り
、
こ
の
道
も
天
竜
川
を
渡
っ
て
西
進
す
る

と
、
石
打
で
戸
倉
か
ら
の
道
と
合
流
す
る
。

鳳
来
寺
方
面
に
向
か
わ
な
い
で
、
秋
葉
山
か
ら
浜

松
方
面
に
も
ど
る
場
合
に
は
、
雲
名
か
ら
舟
で
鹿
島

を
経
て
、
浜
松
に
出
る
大
が
多
か
っ
た
。

秋
葉
山
頂
か
ら
尾
根
筋
を
歩
い
て
北
へ
、
水
窪
に

向
か
う
道
が
、
信
州
へ
と
つ
う
じ
る
秋
葉
街
道
信
州

路
で
あ
る
。
天
竜
川
束
岸
の
山
の
尾
根
道
か
ら
中
腹

を
た
ど
る
道
で
、
平
山
を
経
由
し
、
天
竜
の
流
れ
を

百
数
十
片
下
に
見
下
ろ
す
大
滝
の
村
を
通
る
。
そ
れ

か
ら
や
が
て
西
渡
に
出
る
。

西
渡
は
、
水
窪
川
が
天
竜
川
に
流
れ
込
む
地
点
に

あ
り
、
秋
葉
道
の
宿
場
で
、
。
山
の
港
”
と
し
て
栄
え

た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
天
竜
川
を
上
り
下
り
す
る
舟
が
、

西
渡
で
さ
ま
ざ
ま
の
物
資
を
陸
揚
げ
し
た
。
そ
れ
ら

の
物
資
は
陸
路
、
人
の
背
や
馬
の
背
で
運
ば
れ
て
、

水
窪
や
信
州
へ
と
届
け
ら
れ
た
。

西
渡
の
や
や
上
流
に
は
、
一
七
ご
二

年
（
享
保
一

六
）
開
山
の
久
根
鉱
山
が
あ
り
、
明
治
時
代
に
は
銅

鉱
石
を
積
ん
だ
帆
掛
け
舟
が
「
一
日
に
I
〇
〇
艘
ほ

ど
も
天
竜
川
を
下
っ
て
い
っ
た
。
そ
れ
は
実
に
壮
観

と
も
い
う
べ
き
眺
め
だ
っ
た
」
と
古
老
は
回
想
し
て

い
る
。

旅
人
が
下
流
の
戸
倉
ま
で
約
四
j

を
舟
で
下
る
こ

と
も
可
能
だ
っ
た
。
こ
れ
は
舟
を
チ
ャ
ー
タ
ー
す
る

こ
と
に
な
り
、
そ
の
舟
は
帰
り
に
苦
労
す
る
か
ら
、

し
ば
し
ば
法
外
な
料
金
を
要
求
さ
れ
た
。
そ
の
た
め

通
常
は
、
上
り
も
下
り
も
陸
の
道
に
頼
っ
た
。

西
渡
か
ら
明
光
寺
峠
ま
で
、
道
は
心
臓
破
り
と
も

い
か
れ
る
急
坂
で
あ
る
。
峠
に
は
荷
継
ぎ
場
が
あ
っ

て
、
そ
こ
ま
で
運
び
上
げ
ら
れ
た
塩
、
魚
、
醤
油
、

酒
、
米
、
日
用
雑
貨
な
ど
の
物
資
は
、
馬
や
荷
車
で

北
に
向
け
て
運
ば
れ
た
。
そ
の
道
は
水
窪
川
沿
い
の

山
の
中
腹
を
、
瀬
戸
、
間
庄
、
立
原
、
横
吹
、
島
、

秋葉山常夜燈と道標

五雲亭貞秀　東海道五十三次勝景 雲名～西川舟渡真写之図



切
間
、
芋
掘
を
経
て
、
水
窪
へ
と
向

か
っ
た
。

南
信
州

と
の
深
い
つ
な
が
り

水
窪
は
、
信
州
と
つ
う
じ
る
秋
葉

道
の
最
大
の
宿
場
だ
っ
た
。
こ
れ
ま

で
見
て
き
た
よ
う
に
、
南
遠
州
か
ら

は
る
か
に
遠
い
。
難
所
の
連
続
で
あ

る
秋
葉
道
や
天
竜
川
を
経
由
し
て
、

こ
の
山
中
の
町
ま
で
、
は
る
ば
る
物

資
が
運
ば
れ
た
。

一
方
、
信
州
の
飯
田
方
面
か
ら
南

下
し
て
遠
州
と
の
境
の
青
崩
峠
を
越

え
、
信
州

中
馬
が
運
ん
で
く
る
物
資

も
多
か
っ
た
。
こ
の
ル
ー
ト
で
運
ば

れ
て
く
る
物
資
の
ほ
う
が
多
い
く
ら

い
で
、
文
化
も
む
し
ろ
南
信
州
か
ら

水
窪
地
区
に
入
っ
て
き
た
。

中
馬
と
い
う
の
は
、一
人
で
ご
了

五

頭
の
馬
を
ひ
い
て
、
仕
入
れ
た
物
資

を
運
ぶ
。
途
中
の
荷
継
ぎ
場
で
馬
を

替
え
な
い
で
す
む
。
信
州
で
と
く
に

発
達
し
た
物
資
運
搬
方
法
だ
っ
た
。

こ
う
し
て
水
窪
の
町
は
物
資
集
散
の
中
心
地
と
し

て
栄
え
、
多
く
の
商
店
、
宿
屋
な
ど
が
あ
り
、
ま
た

芸
者
な
ど
も
い
て
、
た
い
へ
ん
賑
わ
っ
た
。

遠
州
と
信
州
の
境
の
青
崩
峠
は
、
海
抜
一
〇
八
二

片
に
あ
る
急

峻
な
峠
。
中
央
構
造
線
の
露
出
地
と
し

て
知
ら
れ
、
信
州
側
は
息
を
の
む
ば
か
り
の
大
崩
壊

面
が
谷
底
ま
で
っ
づ
き
、
斜
面
の
岩
は
い
た
る
と
こ

ろ
崩
れ
落
ち
、
青
い
岩
肌
を
さ
ら
し
て
い
る
。
草
木

ら
し
い
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
信
州
へ
下
る
道
は

こ
の
大
崩
壊
面
を
斜
め
に
横
切
っ
て
、
細
い
紐
の
よ

う
に
つ
い
て
い
る
が
、
昨
日
あ
っ
た
道
が
今
日
は
も

う
崩
れ
落
ち
て
い
る
。

足
元
が
す
べ
り
、
馬
、
荷
物
も
ろ
と
も
谷
底
に
転

落
し
て
死
ん
で
し
ま
う
人
も
珍
し
く
な
か
う
た
。

人
も
馬
も
　

道
ゆ
き
つ
か
れ
死
に
に
け
り

旅
寝
か
さ
な
る
ほ
ど
の
　
か
そ
け
さ

釈
　

迢
空
（
枡
口
信
夫
）

信州との境にある青崩峠

北遠地方の秋葉道の宿場として栄えた水窪の絵図



戦
国
時
代
、
甲
斐
の
武
田
信
玄
が
三
万
の
大
軍
を

率
い
て
遠
州
に
攻
め
入
っ
た
が
、
そ
の
と
き
の
コ
ー

ス
も
伊
那
谷
か
ら
こ
の
青
崩
峠
を
越
え
、
秋
葉
道
を

南
下
し
た
。
そ
し
て
北
遠
・
中
遠
を
攻
略
し
、
浜
松

城
の
徳
川
を
三
方
原
の
戦
い
で
破
っ
た
。

ち
な
み
に
、
信
州
飯
田
か
ら
の
秋
葉
道
の
行
程
は

次
の
と
お
り
で
あ
る
（
マ
レ
ー
『
日
本
案
内
』
）
。

飯
田
か
ら

越
久
保
　
　
　

二
里
二
五
町

和
田
　
　
　
　

八
里
ご
二

町

青
崩
峠
　
　
　一
〇
里
三
一
町

水
窪
　
　
　

一
四
里
　
五
町

西
渡
　
　
　

一
七
里
　

五
町

平
山
　
　
　

二
〇
里
一
〇
町

秋
葉
山
　
　

二
一
里
二
八
町

（
一
里
＝
三
六
町
＝
約
四
い
、
一
町
＝
約
一
〇

九
片
）

青
崩
峠
は
、
現
在
は
林
道
も
整
備
さ
れ
、
水
窪
か

ら
車
で
林
道
終
点
ま
で
約
三
五
分
、
そ
こ
か
ら
歩
い

て
二
〇
分
程
度
で
峠
に
着
く
。

こ
の
遠
州
側
の
中
腹
に
、
か
つ
て
辰
乃
渡
村
と
い

う
村

が
あ
り
、
秋
葉
参
り
、
善
光
寺
参
り
の
人
々
や
、

塩
を
け
じ
め
遠
州
や
信
州
の
諸
物
資
を
運
ぶ

。
馬
追

い
”
の
人
た
ち
、
諸
国
か
ら
の
商
人
な
ど
で
賑
わ
っ

た
。
商
店
、
宿
屋
、
博
打
場
な
ど
も
あ
っ
た
が
、
い

ま
は
廃
村
と
な
り
姿
を
消
し
て
し
ま
っ
た
。

産業・観光にエポックを画するとされる スーパー林道

水窪町全図 （『みさくぼ』）



第
3
章
　
代
表
的
な
南
北
の
道

2
　
そ
の
ほ
か
の
主
な
南
北
の
道

半
僧
坊
道

遠
州
の
信
仰
の
道
と
し
て
、
も
う
一
つ
半
僧
坊
道

が
あ
る
。

秋
葉
道
と
同
様
に
、
こ
の
信
仰
の
道
に
も
い
く
つ

か
の
ル
ー
ト
が
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
代
表
的
な
の
は

浜
松
の
半
僧
坊
別
院
正
福
寺
（
高
町
）
を
起
点
に
、

姫
街
道
を
北
上
し
て
気
賀
に
出
、
奥
山
へ
と
い
た
る

約
六
里
（
約
二
四
い
）
の
道
で
あ
る
。

引
佐
町
奥
山
の
半
僧
坊
（
方
広
寺
）
に
い
た
る
こ

の
道
は
、
一
九
世
紀
の
終
わ
り
頃
（
明
治
の
中
頃
）

か
ら
参
詣
者
が
多
く
訪
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
弾
除

け
の
神
と
し
て
信
仰
さ
れ
、
日
本
が
明
治
以
降
、
日

清
戦
争
、
日
露
戦
争
、
日
中
戦
争
、
太
平
洋
戦
争
と

戦
争
が
続
い
た
こ
と
も
あ
り
、
急
に
信
仰
を
集
め
る

よ
う
に
な
っ
た
。

大
正
時
代
に
な
っ
て
、
こ
の
道
に
は
軽
便
鉄
道
が

走
る
よ
う
に
な
る
。
一
九
二
三
年
に
奥
山
ま
で
全
通

し
た
奥
山
線
が
そ
れ
で
あ
る
。

こ
の
浜
松
か
ら
北
上
す
る
ル
ー
ト
の
ほ
か
に
、
東

遠州奥 山半僧坊拝殿之図（浜松市美術館蔵）



海
道
線
の
鷲
津
か
ら
船
で
三
ヶ
日
に
渡
り
、
そ
こ
か

ら
北
上
す
る
ル
ー
ト
も
多
く
の
参
詣
者
を
集
め
た
。

相
良
往
還

駿
河
湾
に
面
し
た
相
良
は
、
最
近
急
速
に
都
市
化

が
進
ん
で
い
る
が
、
古
く
か
ら
漁
業
と
農
業
の
町
と

し
て
、
ま
た
城
下
町
（
江
戸
中
期
に
老
中
と
し
て
腕

を
ふ
る
っ
た
田
沼
意
次
の
居
城
）
と
し
て
発
達
し
た

町
で
あ
る
。
静
岡
市
へ
約
四
〇
j
、
浜
松
市
へ
約
五

〇
い
の
地
に
あ
る
。

萩
間
川
河
口
の
相
良
湊
は
、
天
然
の
良
港
で
、
南

遠
地
方
の
物
資
の
積
出
し
港
で
あ
っ
た
。

一
九
〇
五
年
（
明
治
三
八
）
に
国
が
塩
の
専
売
を

開
始
す
る
ま
で
、
相
良
の
海
岸
に
は
塩
田
が
広
が
り

塩
の
産
地
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
た
。

戦
国
時
代
の
武
田
・
徳
川
の
戦
い
に
も
し
ば
し
ば

登
場
す
る
塩
買
坂
は
、
相
良
か
ら
掛
川
へ
向
か
う
相

良
往
還
の
途
中
（
小
笠
町
）
に
あ
る
。
全
長
約
二
い

の
山
坂
で
、
こ
こ
で
死
ん
だ
今
川
忠
親
（
義
元
の
祖

父
）
の
墓
が
こ
の
坂
の
正
林
寺
に
あ
る
。

駿
河
湾
や
遠
州
灘
で
と
れ
た
塩
や
魚
が
、
相
良
の

問
屋
か
ら
、
こ
の
道
を
人
が
担
い
だ
り
大
八
車
に
積

ん
だ
り
し
て
、
荷
継
ぎ
場
を
経
て
リ
レ
ー
式
に
掛
川

へ
と
送
ら
れ
た
。
車
が
通
れ
な
い
と
こ
ろ
は
、
人
が

担
い
だ
り
、
馬
の
背
に
乗
せ
て
運
ん
だ
。
そ
の
コ
ー

ス
は
、

相
良
～
園
坂
～
塩
買
坂
～
磯
部
～
川
上
市
場
土
局

田
～
板
沢
～
掛
川

の
七
里
（
約
二
八
い
）
の
道
の
り
だ
が
、
こ
の
相

良
往
還
も
秋
葉
街
道
に
含
め
て
い
う
場
合
も
あ
る
。

よ
う
や
く
掛
川
に
着
く
と
、
塩
は
塩
問
屋
に
買
い

浜松市の半僧坊道基点 半僧坊道基点の曳 馬山正福寺（大正期撮影）

昭 和26 年 頃 の 県道 相 良 一金谷 線



取
ら
れ
た
。
そ
こ
か
ら
東
海
道
筋
や
、
さ
ら
に
秋
葉

道
を
北
へ
、
馬
の
背
に
荷
物
を
つ
け
て
運
ば
れ
て
い

く
も
の
も
多
か
っ
た
。
行
商
で
売
り
歩
く
女
性
た
ち

も
い
た
。

現
在
も
こ
の
相
良
往
還
に
は
、
秋
葉
山
常
夜
燈
を

け
じ
め
道
標
、
馬
頭
観
音
な
ど
が
い
く
つ
も
残
り
、

人
馬
が
賑
や
か
に
往
来
し
た
昔
を
し
の
ぶ
こ
と
が
で

な
お
、
相
良
か
ら
東
海
道
筋
に
出
る
に
は
、
掛
川

に
出
る
こ
の
往
還
の
ほ
か
に
相
良
～
金
谷
（
六
里
）
、

相
良
～
藤
枝
（
六
里
）
が
あ
り
、
さ
ら
に
田
沼
街
道

も
あ
る
。

田
沼
街
道
は
権
力
者
に
よ
っ
て
ひ
ら
か
れ
た
、
江

戸
時
代
と
し
て
は
例
外
的
な
道
路
で
あ
る
。
安
永
年

間
（
一
七
七
二
～
一
七
八

匸

に
田
沼
意
次
が
そ
の

権
力
に
も
の
を
い
わ
せ
て
、
萩
間
川
に
架
け
た
橋
を

渡
っ
て
東
海
道
に
つ
う
じ
る
こ
の
道
を
つ
く
っ
た
。

こ
の
地
の
人
た
ち
に
は
便
利
で
よ
く
利
用
さ
れ
た
。

ほ
か
に
沿
岸
部
の
港
と
東
海
道
と
を
結
ぶ
道
と
し

て
、
川
崎
湊
～
掛
川
（
六
里
）
も
あ
っ
た
。

明治末期の相良港

田沼街道

全面舗装された県道相良 一金谷線　昭和46年
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