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第
4
章
　
水
上
の
道

1
　
天
竜
川

猛
威
を
ふ
る
っ
た

。
あ
ば
れ
天
竜
”

天
竜
川
は
信
州
の
諏
訪
湖
（
標
高
七
五
九
片
）
を

源
と
し
、
伊
那
盆
地
を
経
て
、
木
曽
・
赤
石
両
山
系

の
水
を
集
め
、
信
州
・
三
河
・
遠
州
の
山
々
を
縫
っ

て
流
れ
下
る
。
遠
州
地
方
の
ほ
ぼ
中
央
部
を
貫
い
て

南
下
し
、
太
平
洋
（
遠
州
灘
）
に
注
い
で
い
る
。
全

延
長
は
ニ

ー
五
j

。

日
本
の
三
大
急
流
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
、
太
古
の

昔
か
ら
氾
濫
を
繰
り
返
し
て
き
た
。
氾
濫
の
た
び
に

竜
が
あ
ば
れ
る
よ
う
に
村
々
を
呑
み
つ
く
し
、
押
し

流
し
、
川
の
流
れ
を
変
え
た
。
縄
文
時
代
や
弥
生
時

代
の
集
落
も
、
天
竜
川
の
氾
濫
に
よ
っ
て
破
滅
し
た

と
推
定
さ
れ
る
も
の
が
い
く
つ
も
あ
る
。

記
録
と
し
て
天
竜
川
の
氾
濫
と
災
害
復
旧
が
残
っ

て
い
る
の
は
、
国
の
正
史
に
み
る
か
ぎ
り
で
は
七
六

一
年
（
天
平
宝
字
五
）
が
最
初
で
あ
る
（「
続
日
本

紀
」
）
。
そ
れ
以
来
、
明
治
時
代
ま
で
の
約
一
一
〇
〇

年
間
に
氾
濫
は
大
小
一
五
〇
回
を
超
え
、
さ
ら
に
明

治
以
降
現
在
ま
で
に
I

〇
〇
回
を
超
え
る
災
害
を
与
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天竜川流路の今と昔



え
て
き
た
。

こ
の
川
の
豊
か
な
水
は
一
方
で
は
森
林
を
育
て
、

田
畑
を
う
る
お
し
て
き
た
。
し
か
し
他
方
で
、
ま
さ

に

″
あ
ば
れ
天
竜
″
の
名
の
と
お
り
、
恐
る
べ
き
自

然
の
猛
威
を
ふ
る
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
絵
図
に
み

る
よ
う
に
、
鹿
島
か
ら
平
野
部
に
出
る
と
、
幾
つ
か

の
流
れ
に
分
流
し
て
南
下
し
て
い
た
時
代
が
長
く
続

い
て
い
た
。

北
遠
を
流
れ
下
っ
た
天
竜
川
は
、
鹿
島
を
経
て
、

や
が
て
S

字
型
に
大
き
く
曲
が
る
。
そ
の
南
側
に
あ

る
上
嶋
村
（
現
、
浜
北
市
・
最
束
北
端
）
も
、
昔
か

ら
洪
水
に
よ
る
災
害
が
集
中
し
た
地
区
で
あ
る
。
天

竜
川
の
上
・
中
流
で
大
雨
が
降
る
と
、
た
ち
ま
ち
水

量
は
増
え
、
渦
巻
く
濁
流
と
な
っ
て
上
嶋
村
に
押
し

寄
せ
た
。
そ
し
て
田
畑
は
も
ち
ろ
ん
、
道
路
や
家
々

や
人
々
を
も
流
し
去
っ
た
。
村
の
境
は
わ
か
ら
な
く

な
り
、
田
畑
だ
っ
た
と
こ
ろ
は
石

が
ご
ろ
ご
ろ
す
る

川
原
に
変
わ
っ
た
。

現
在
の
天
竜
市
一
帯
も
、
た
び
た
び
洪
水
に
見
舞

わ
れ
た
。
た
と
え
ば
一
八
二
八
年
（
文
政
一

二

六

月
三
〇
日
か
ら
七
月
一
日
に
か
け
て
の
大
暴
風
雨
は
、

船
明
で
は

匸

丁

三

片
の
増
水
を
も
た
ら
し
、
堤
防

が
三
か
所
に
わ
た
っ
て
決
壊
し
多
く
の
流
失
家
屋
を

出
し
た
。
二
俣
で
は
屋
根
ま
で
浸
水
し
た
。
か
ろ
う

じ
て
命
が
助
か
っ
て
も
、
な
か
に
は
乞
食
と
な
っ
て

さ
ま
よ
う
人
も
少
な
く
な
か
っ
た
。

慶
応
か
ら
明
治
へ
と
変
わ
る
一
八
六
八
年
五
月
の

大
洪
水
で
は
、
下
流
地
域
は
三
か
月
に
わ
た
っ
て
家

も
田
畑
も
水
に
つ
か
り
、
浜
松
か
ら
束
は
舟
で
し
か

往
復
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
と
き
安
間
村
の
金
原
明

善
は
不
眠
不
休
の
救
援
活
動
を
つ
づ
け
、
そ
の
後
も

天
竜
川
の
治
水
に
取
り
組
む
こ
と
を
心
に
誓
い
、
生

涯
を
か
け
て
天
竜
川
に
係
わ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ

一
七
世
紀
か
ら
水
運
ひ
ら
け
る

″
あ
ば
れ
天
竜
”
で
は
あ
っ
た
が
、
遠
州
の
人
々
に

と
っ
て
森
林
や
田
畑
を
う
る
お
し
て
く
れ
る
恵
み
の

川
で
あ
り
、
ま
た
南
と
北
と
を
結
ぶ
交
通
路
と
し
て

も
大
事
だ
っ
た
。
こ
の
天
竜
川
を
た
ど
っ
て
北
遠
地

方
や
信
州
の
山
奥
ま
で
、
人
や
諸
物
資
が
、
そ
し
て

新
し
い
文
化
が
入
っ
て
い
っ
た
。
ま
た
こ
の
川
筋
を

下
っ
て
、
山
間
部
か
ら
の
木
材
や
薪
炭
な
ど
が
筏
や

舟
で
遠
州
各
地
へ
運
ば
れ
た
。

■
生

涯

を
か

け
て
天

竜
川

に
取

り
組

ん

だ

金

原
明

善

（
め

い

ぜ
ん
）

。天
竜
林
業
の
父
”
と
い
わ
れ
る
金
原
明
善
（
一

八
三
二
～

一
九
二
三
）

は
、
天
竜
川
西
岸
の
安

間
村
（
現
、
浜
松
市
安
間
町
）
　の
豪
農
の
家
に

生
ま
れ
、
明
治
、
大
正

を
つ
う
じ
て
天
竜
川
の

治
水
、
林
業
、
運
輸
業
な
ど
地
域
の
産
業
の
発

展
に
尽

く
し

た
大
恩
人
で
あ
る
。

明
善
が
若

い
頃
に
も
、
天
竜
川
は
た
び
た
び

洪
水
を
起
こ
し
た
。
安
間
村
は
そ
の
被
害
の
中

心
と
な
り
、
農
家
が
非
常
に
苦
し

む
の
を
見
て

明
善
は
心
を
痛
め
た
。

政
府
に
援
助
を
願
い
出
た
が
、
か
な
え
ら
れ

な
か
っ
た
。
そ
こ
で
家
財
を
処
分
し
て
得
た
資

金
を
も
と
に
、
天
竜
川
の
治
水
事
業
に
取
り
組

ん
だ
。
た
と
え
ば
二
俣
で
天
竜
川
の
流

れ
を
二

つ
に
分
け
、
一
方
を
浜

名
湖
に
導
い
て
、
元
の

流
れ
の
跡
地
は
開
墾
し
て
米
を
作
る
と
い
う
大

計
圓
を
実
行
に
移
そ
う
と
し
た
が
、
こ

れ
は
巨

額
の
資
金
が
必
要
な
た
め
実
現
し

な
か
っ
た
。

し
か
し
天
竜
川
通
堤
防
会
社
（
後
に
治
河
協
力

社
）
を
設
立
し
、
天
竜
川
治
水
一
〇
〇
年
の
計

に
取
り
組
ん
だ
。

つ
い
で
植
林
事
業
に
も
取
り
組
ん
だ
。「
山
は

国
土
の
骨
、
川
は
筋
肉
」
と
明
善
は
言

い
、
密

接
な
関
係
の
下
に
あ
る
山
と
川
と
が
し
っ
か
り

し
て
い
て
こ
そ
、
国
土
は
は
じ
め
て
安
全
だ
と

考
え
て
い
た
。
荒
れ
山
に
八
〇
〇
万
本
を
植
林

し
、
そ
れ
を
国
に
寄
付
し
た
の
も
そ
の
表
れ
で

あ

る
。

静
岡
県
龍
山
村
に
は
、
明
善
が
一
八
八
八
年

（
明
治
こ

こ

に
植
林
し
た
ス
ギ
林
が
、
学
術

参
考
林
と
し
て
保
護
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
国
有

林
に
は
今
、
樹
齢
一
〇
〇
年
を
超
え

る
ス
ギ
、

ヒ
ノ
キ
な
ど
が
繁
り
、訪

れ
る
人
が
絶
え
な
い
。

天竜川の船運（『郷土浜北のあゆみ』2



古
く
か
ら
木
材
の
筏
流
し
は
行
わ
れ
て
い
た
が
、

天
竜
川
の
舟
運
が
ひ
ら
け
て
く
る
の
は
、
信
州
・
北

遠
の
木
材
に
対
す
る
需
要
が
高
ま
っ
て
か
ら
で
、
そ

れ
は
戦
国
時
代
に
始
ま
り
、
江
戸
時
代
に
入
っ
て
本

格
化
し
た
。

ヱ
（

○
七
年
（
慶
長

匸
一
）
、
徳
川
家
康
が
角
倉
了

以
に
富
士
川
お
よ
び
天
竜
川
の
開
削
を
命
じ
、
木
材

や
年
貢
米
を
舟
で
運
べ
る
よ
う
に
図
っ
た
。
角
倉
了

以
は
、
貿
易
家
・
土
木
事
業
家
で
あ
っ
た
。
信
州
か

ら
遠
州
に
か
け
て
、
天
竜
川
の
舟
の
通
行
の
障
害
に

な
る
岩
を
破
砕
す
る
な
ど
し
て
い
っ
た
が
、
こ
れ
は

た
い
へ
ん
な
難
事
業
だ
っ
た
。

そ
し
て

二
（
三
六
年
（
寛
永

匸
二
）
に
伊
勢
の
太

兵
衛
と
い
う
人
が
初
め
て
、
三
峯
川
と
の
合
流
点
か

ら
河
口
の
掛
塚
ま
で
、
川
舟
で
下
っ
た
と
伝
わ
っ
て

い
る
。

渡
し
舟
に
よ
る
川
越
え
は
、
そ
れ
以
前
か
ら
行
わ

れ
て
い
た
が
、
こ
う
し
て
一
七
世
紀
頃
か
ら
天
竜
川

の
上
り
下
り
の
往
来
も
、
筏
、
管
流
し
、
川
舟
な
ど

に
よ
っ
て
盛
ん
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
伴
っ
て
荷
物
の
積
み
降
ろ
し
・
積
み
替
え

を
す
る
拠
点
で
あ
る
河
岸
場
（
川
の
港
）
や
、
河
口

の
掛
塚
港
が
発
展
し
た
。
掛
塚
港
か
ら
、
さ
ら
に
沿

岸
航
路
の
船
に
積
み
替
え
ら
れ
、
江
戸
方
面
・
京
都

大
坂
方
面
へ
送
ら
れ
た
。

主
な
河
岸
場
と
し
て
は
、
西
渡
、
二
俣
、
中
ノ
町
、

芳
川
、
掛
塚
な
ど
が
あ
っ
た
。

川
舟
は
、
二
俣
か
ら
褂
塚
ま
で
約
七
里
（
約
二
八
j

）
を
、
下
り
は
約
三
時
間
、
上
り
は
約

匸
二
時
間

で
往
復
し
た
。

■
天

竜
下

り

の
舟

長
さ
　
　
　
　

四
五
フ
ィ
ー
ト

最
大
幅
　
　
　

三
フ
ィ
ー
ト
ハ
イ
ン
チ

深
さ
　
　
　
　

ニ
フ
ィ
ー
ト
六
イ
ン
チ

の
舟
で
、
杉
の
厚
板
で
つ
く
ら
れ
て

い
た
。
全

体
と
し
て
見

る
と
つ
な
ぎ
目
が
柔

構
造
で
、
急

流
を
乗
り
切
る
の
に
都
合
よ
く
で

き
て

い
た
。

（
注
・
一
フ
ィ
ー
ト
＝
約
三
〇
・
五
惣
）

こ
の
舟
を
四
人
で
操
る
が
、
う
ち
三
人
は
長

さ
九
フ
ィ
ー
ト
の
か
い
で
漕
ぎ
、

一
人
が
長
さ

一
四
フ
ィ
ー
ト
の
長
い
棒
で
舵
を
と
っ
た
。

制
作
費
は
四
一
円
。
通
常
、
三
年
間
使
用
で

き
た
（
底
は
毎
年
新
し
く
す
る
）
。
一
八
八
〇
年

当
時
、
ト
キ
マ
タ
か
ら
川
下
り
の
行
程
最
長
の

下
流
ま
で
、
八
円
五
〇
銭
で
あ
っ
た
。

舟
が
上
流
に
帰
る
と
き
は
、
流
れ
の
ゆ
る
や

か
な
所
で

は
帆
を
使
っ
た
が
、
そ
の
ほ
か

の
と

こ
ろ
は
陸
か
ら
ロ
ー
プ
で
引
っ
張
っ
た
。

（
マ
レ
ー

『
日
本
案
内
』
）
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西
渡
と
二
俣
の
間
に
は
、
明
治
の
初
め
か
ら

″
客

船
”
が
通
う
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
毎
朝
九
時
に
西

渡
を
出
発
し
、
二
俣
（
西
鹿
島
）
に
午
後
一
時
半
～
二

時
頃
着
く
。
約
五
時
間
の
下
り
だ
が
、
そ
の
途
中
に
は

船
頭
の
目
の
色
が
変
わ
る
よ
う
な
難
所
が
多
か
っ
た
。

水
窪
の
人
た
ち
が
こ
れ
に
乗
る
に
は
、
早
朝
五
時

頃
に
家
を
出
た
。
そ
し
て
二
人
は
並
ん
で
歩
け
な
い

よ
う
な
山
中
の
細
い
道
を
た
ど
り
、
よ
う
や
く
九
時

発
の
。
客
船
”
に
間
に
合
っ
た
。
帰
り
の
舟
は
な
か
っ

た
か
ら
、
二
俣
か
ら
約
六
〇
j

の
道
の
り
を
歩
く
し

か
な
か
っ
た
。

交
通
の
障
害
と
し
て
の
天
竜
川

北
遠
の
天
竜
川
沿
い
の
村
で
は
昔
、
対
岸
に
住
む

人
と
連
絡
を
と
る
の
に
、
矢
に
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
結
び

つ
け
て
弓
で
飛
ば
し
た
と
い
う
。
橋
が
な
か
っ
た
り
、

あ
っ
て
も
増
水
で
壊
さ
れ
た
り
流
さ
れ
た
り
し
た
の

で
あ
る
。
連
絡
の
た
め
舟
で
向
こ
う
岸
に
渡
ろ
う
と

し
て
も
、
こ
れ
ま
た
困
難
な
場
合
が
少
な
く
な
か
っ

た
。旅

人
に
と
っ
て
は
、
大
き
な
川
を
渡
る
こ
と
は
地

元
の
人
々
以
上
に
大
変
だ
っ
た
。
手
段
と
し
て
は
、

泳
い
で
渡
る
か
、
水
が
少
な
け
れ
ば
徒
歩
で
渡
れ
る

こ
と
も
あ
る
。
ど
ち
ら
も
で
き
な
け
れ
ば
、
渡
し
舟

に
頼
る
し
か
な
い
が
、
舟
が
そ
こ
に
い
て
く
れ
る
と

は
か
ぎ
ら
な
い
。
い
ち
ば
ん
便
利
な
の
は
橋
が
架
か
っ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
大
き
な
川
に
橋
を
架
け
る
こ
と
は
、
昔
の

技
術
で
は
非
常
に
困
難
だ
っ
た
。
仮
に
架
け
て
も
、

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

の
た
び
に
天
竜
川
下
流
は
流
路
を
変
え
た
か
ら
、
橋

は
架
け
に
く
か
っ
た
。
そ
れ
に
前
に
み
た
よ
う
に
江

戸
時
代
に
は
、
幕
府
は
天
竜
川
に
橋
を
か
け
る
こ
と

も
禁
じ
て
い
た
。

さ
か
の
ぼ
っ
て
中
世
の
頃
に
、
新
田
義
貞
が
足
利

尊
氏
に
敗
れ
て
西
に
逃
げ
る
途
中
、
天
竜
川
に
浮
橋

を
つ
く
ら
せ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
江
戸
時
代
に
も
、

将
軍
が
江
戸
か
ら
京
に
行
く
と
き
と
か
、
外
国
か
ら

の
使
節
な
ど
が
江
戸
に
向
か
っ
て
通
過
す
る
と
き
な

ど
特
別
の
場
合
に
、
舟
橋
が
つ
く
ら
れ
た
り
し
た
こ

と
は
あ
っ
た
。

二
（
五
五
年
（
明
暦

二

に
朝
鮮
使

歌川広重　隷書東海道 廿九 見附（浜松市美術館蔵）
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節
が
来
朝
し
た
と
き
、
舟
六
〇
艘
を
つ
ら
ね
て
舟
橋

を
つ
く
り
渡
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
橋
は
い

ず
れ
も
臨
時
の
仮
橋
で
、
用
が
終
わ
れ
ば
取
り
壊
さ

れ
た
。

し
た
が
っ
て
、
明
治
の
初
期
に
橋
が
架
け
ら
れ
る

よ
う
に
な
る
ま
で
、
天
竜
川
を
通
過
す
る
に
は
渡
し

舟
に
頼
る
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

家
康
が
公
認
し
た
池
田
の
渡
し

天
竜
川
下
流
で
は
、
池
田
が
中
世
の
頃
か
ら
知
ら

れ
た
渡
し
場
で
あ
り
、
江
戸
時
代
に
は
下
流
で
唯
一

の
公
に
認
め
ら
れ
た
渡
し
場
と
な
っ
た
。

そ
う
な
っ
た
の
に
は
歴
史
的
な
理
由
が
あ
る
。
徳

川
家
康
が
浜
松
城
に
入
っ
て
遠
州
に
勢
力
を
広
げ
よ

う
と
し
て
い
た
頃
、
武
田
勢
が
遠
州
に
侵
攻
し
、
一

五
七
二
年
（
元
亀
三
）
に
は
有
名
な
三
方
原
の
合
戦

が
行
わ
れ
た
。
武
田
勢
と
徳
川
勢
は
そ
の
前
後
に
、

各
地
で
小
競
り
合
い
を
繰
り
広
げ
た
が
、
天
竜
川
を

は
さ
ん
で
対
峙
し
た
と
き
に
徳
川
勢
が
危
機
に
陥
っ

た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
の
と
き
、
天
竜
川
の
状
態
に

く
わ
し
い
池
田
の
里
人
が
兵
船
を
葦
原
に
か
く
し
て
、

武
田
勢
の
急
追
を
阻
止
し
家
康
の
危
急
を
救
っ
た
。

こ
れ
に
対
す
る
恩
賞
と
し
て
家
康
は
一
五
七
三
年

（
天
正
一
）
　一
一
月
、
池
田
の
船
頭
た
ち
に
天
竜
川

下
流
に
お
け
る
独
占
的
な
渡
船
権
を
与
え
た
の
で
あ

こ
の
と
き
同
時
に
、
船
越
一
色
村
に
も
、
小
天
竜

（
後
の
馬
込
川
。
当
時
天
竜
川
は
大
小
二
つ
の
流
れ

に
分
か
れ
て
い
た
）
の
渡
船
権
を
与
え
て
い
る
。

東
の
見
付
か
ら
来
る
と
、
東
海
道
は
池
田
村
を
南

北
に
通
過
し
て
、
天
竜
川
岸
の
渡
船
場
に
つ
う
じ
て

い
た
。
街
道
沿
い
に
茶
屋
、
食
べ
物
屋
、
宿
屋
な
ど

が
軒
を
つ
ら
ね
、
池
田
は
見
付
と
浜
松
の
間
の
宿
と

し
て
賑
わ
い
を
み
せ
た
。

池
田
の
渡
し
に
は
、
公
儀
の
た
め
の
舟
、
一
般
旅

行
者
用
の
舟
な
ど
、
合
計
約
四
〇
艘
が
配
置
さ
れ
て

い
た
。

そ
れ
か
ら
時
代
が
下
り
、
一
九
世
紀
の
初
め
頃
に

は
天
竜
川
下
流
の
渡
し
は
池
田
を
含
め
て
合
計
九
か

所
に
な
っ
て
い
た
（
別
図
参
照
）
。

I
天

竜

川

の
改
修
で

消
え

た

村

河
輪
村
は
も
と
も
と
天
竜
川
下

流
西
岸
に
こ

ぶ
の
よ
う
に
せ
り
出
し
て
い
た
。
増
水
時
に
こ

の
村
が
あ
る
た
め
に
水
が
せ
き
と
め
ら
れ
、
堤

防
が
切
れ
る
と
さ
れ
て
、
そ
れ
を
防
ぐ
た
め
国

は
強
制
的
に
村
の
住
民
を
立
ち
退
か
せ
た
。
一

九
二
八
年
（
昭
和
三
）、

五
一
戸
の
家
屋
と
約
二

〇
お
の
田

畑
が
天
竜
川

の
川
底
に
沈
ん
だ
。

歌川広重　狂歌入り東海道五十三次 見附（浜松市美術扼蔵）



うのである。武田勢は犬居から森を経て、袋井・磐田地方へ

と怒濤のごとく押し寄せた。家康は磐田でこれを迎え撃った

が、武田勢におされて敗走し、見附から豊田、池田を経て、

浜松城に逃げ帰った。

同年12月、両軍は浜松北方の三方原台地でふたたび激突、

ここでも家康は破れて命からがら浜松城に退却した。



北
遠
の
天
竜
川
の
渡
し

一
九
世
紀
初
め
に
書
か
れ
た
「
遠
淡
海
地
志
」
に

よ
る
と
、
北
遠
地
方
に
は
次
の
各
所
に
渡
船
場
が
あ
っ

た
。

中
部
－

河
合
　
　
　
　
　
（
現
、
佐
久
間
町
）

戸
口
－

西
渡
　
　
　
　
　
（
　

″

）

大
峰
－

戸
倉
　
　
　
　

（
現
、
龍
山
村
）

日
明
－

船
明
　
　
　
　
　
（
現
、
天
竜
市
）

川
口
村
－

渡
ヶ
嶋
　
　

（
　

″

）

北
鹿
島
－

西
鹿
島
　
　

（
　

″

）

こ
れ
ら
の
渡
船
場
は
、
関
係
す
る
村
々
で
運
営
さ

れ
て
い
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
主
な
街
道
を
結
ぶ

大
切
な
渡
し
で
、
旅
人
や
物
資
の
輸
送
に
大
き
な
役

割
を
果
た
し
て
い
た
。

た
と
え
ば
中
部
の
渡
し
は
、
北
遠
と
三
河
と
を
結

ぶ
重
要
な
コ
ー
ス
に
あ
た
り
、
近
く
の
村
人
の
生
活

の
道
と
し
て
だ
け
で
な
く
鳳
来
寺
や
豊
川
稲
荷
に
参

詣
す
る
人
々
に
も
利
用
さ
れ
た
。

ま
た
西
渡
の
渡
し
は
、
さ
き
に
秋
葉
街
道
信
州
路

の
と
こ
ろ
で
み
た
よ
う
に
、
秋
葉
道
を
北
上
し
、
秋

葉
山
を
経
て
西
渡
に
い
た
り
、
さ
ら
に
明
光
寺
峠
を

越
え
て
水
窪
、
青
崩
峠
か
ら
信
州
へ
と
つ
う
じ
る
コ
ー

ス
の
要
衝
の
地
た
っ
た
。
対
岸
の
戸
口
か
ら
南
へ
瀬

尻
、
横
山
と
下
っ
て
、
遠
州
平
野
に
出
る
こ
と
も
で

き
た
。
さ
ら
に
上
流
へ
浦
川
、
川
合
を
経
て
三
河
に

も
つ
う
じ
て
い
た
。

戸
倉
の
渡
し
は
、
東
海
道
か
ら
秋
葉
山
へ
、
さ
ら

に
鳳
来
寺
を
経
て
再

び
束
海
道
に
つ
う
じ
る
、
秋
葉



道
・
鳳
来
寺
道
の
コ
ー
ス
に
あ
た
っ
て
い
た
。
一
七

八
八
年
（
天
明
八
）
に
、
参
詣
者
の
少
な
い
夏
に
こ

こ
を
通
っ
た
司
馬
江
漢
は
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
い

「
此
河
舟
渡
し
、
何
く
を
見
て
も
渡
し
舟
見
得
ず
。

人
の
足
跡
あ
る
を
見
て
行
は
、
渡
し
場
な
り
と
思
ひ

し
に
、
人
の
足
跡
に
は
あ
ら
ず
、
獣
の
足
跡
な
り
。

夫
よ
り
大
声
に
て
舟
よ
舟
よ
と
呼
び
け
れ
ば
、
ど
こ

か
ら
か
舟
出
て
け
れ
ば
、
其
舟
に
乗
り
渡
り
け
る
。
」

当
時
の
情
景
が
し
の
ば
れ
る
。

さ
ら
に
鹿
島
の
渡
し
は
、
北
遠
の
入
り
囗
に
あ
た

り
、
下
流
の
池
田
と
並
ん
で
遠
州
の
重
要
な
渡
船
場

だ
っ
た
。
す
で
に
家
康
の
時
代
か
ら
公
認
さ
れ
て
き

た
渡
し
場
で
、
船
役
所
が
あ
り
、
筏
流
し
の
管
理
も

行
っ
て
い
た
。

そ
の
後
、
人
の
移
動

が
多
く
な
り
交
通
の
発
達
に

と
も
な
っ
て
、
天
竜
川
の
渡
し
は
さ
ら
に
増
え
た
。

明
治
を
経
て
大
正
時
代
に
、
浜
名
郡
で
天
竜
川
の
常

設
渡
船
場
は
I

〇
か
所
、
磐
田
郡
で
一
六
か
所
あ
っ

た
（
別
図
参
照
）
。

と
く
に
幕
末
か
ら
明
治
初
め
に
か
け
て
、
天
竜
川

全
域
で
渡
し
場
が
増
え
た
。
府
県
統
計
晝
集
成
（
静

岡
県
乃
部
）
明
治

匸
一
年
に
よ
る
と
、
天
竜
川
（
静

岡
県
）
に
は
二
五
の
渡
し
場
が
あ
っ
た
。
な
お
、
こ

の
頃
浜
名
湖
に
三
、
大
千
瀬
川
に
二
、
気
田
川
と
井

ノ
田
川
に
そ
れ
ぞ
れ
一
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
後
の
章
で
み
る
よ
う
に
こ
れ
以
後
、
道
路

の
整
備
改
良
や
架
橋
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
つ

い
で
鉄
道
・
軌
道
が
発
達
し
、
さ
ら
に
は
自
動
車
や

バ
ス
が
登
場
し
て
く
る
。
そ
れ
に
伴
っ
て
天
竜
川
の

水
運
・
渡
船
は
衰
退
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
も
、
昭
和
の
長
い
戦
争
が
終
わ
っ
て
し
ば

ら
く
の
間
は
ま
だ
、
北
遠
の
人
々
の
生
活
が
天
竜
川

の
水
運
・
渡
船
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
面
が
残
っ
て

い
た
。
し
か
し
そ
れ
も
昭
和
三
〇
年
代
に
天
竜
川
の

佐
久
間
ダ
ム
、
秋
葉
ダ
ム
が
完
成
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
つ
い
に
消
え
去
っ
迦
。

天

竜
川
駅
の
開
設

一
八
八
九
年
（
明
治
二
二
）
の
東
海
道
線
の
開
通

（
第
6

章
参
照
）
以
来
、
天
竜
川
の
水
運
は
大
き
く

変
わ
っ
た
。

そ
れ
ま
で
は
、
天
竜
川
筋
の
木
材
は
河
口
の
褂
塚

ま
で
流
れ
下
っ
て
、
沿
岸
航
路
の
船
に
積
み
込
ま
れ

て
い
た
。
そ
れ
を
、
河
口
到
着
前
に
陸
揚
げ
し
て
、

鉄
道
輸
送
す
る
こ
と
が
計
画
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

一
八
九
一
年
（
明
治
二
四
）
、
金
原
明
善
ら
は
東
海

道
線
に
木
材
輸
送
の
た
め
の
仮
停
車
場
の
設
置
を
申

請
し
た
。
許
可
さ
れ
て
翌
年
九
月
、
天
竜
川
貨
物
取

扱
所
が
で
き
た
。
こ
こ
か
ら
天
竜
川
岸
の
半
場
（
中

ノ
町
）
ま
で
、
一
・
六
い
の
軌
道
が
敷
か
れ
た
。

そ
の
年
の

匸
一
月
、
明
善
ら
は
天
竜
運
輸
会
社
を

設
立
（
翌
年
、
天
竜
運
輸
㈱
に
改
称
）
し
て
い
る
。

一
八
九
八
年
（
明
治
三

二

七
月
に
は
、
東
海
道
線

に
天
竜
川
駅
が
正
式
に
開
設
さ
れ
る
。

こ
う
し
て
、
天
竜
川
を
流
れ
下
っ
た
木
材
は
褂
塚

の
港
で
船
積
み
さ
れ
る
か
わ
り
に
、
川
上
の
半
場
で

陸
揚
げ
さ
れ
、
軌
道
で
停
車
場
ま
で
運
ば
れ
、
東
海

道
線
で
東
西
に
運
び
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で

あ
る
。
当
初
は
、
軌
道
は
人
力
で
車
両
を
押
し
て
い

た
（
一
九
〇
八
年
〈
明
治
四
一
〉
か
ら
動
力
は
蒸
気
機

関
車
に
な
っ
た
）
。

■

源

太
夫

堀

芳
川
、
馬
込
川
の
合
流
河
口
に
接
し
て

い
た

五
つ
の
村
は
、
台
風
の
た
び
に
川
が
氾
濫
し
虫

害
な
ど
に
も
悩
ま
さ
れ
、田
畑
は
荒
れ
て

い
た
。

こ
の
苦
況
を
救
う
た
め
浜
松
藩
主
の
松
平
資

俊

は
、
馬
込
川
か
ら
天
竜
川

の
河
口
ま
で
堀
（
運

河
）
を
つ
く
る
こ
と
を
命
じ
た
。
関
係
五
か
村

の
願
い
を
聞
き
入
れ
た
も
の
で
、
家
臣
の
小
笠

原
源
太
夫
が
そ
の
任
に
当
た
っ
た
。幅
四
間
（
約

七
・
二
μ

）
、
延
長
は
三
五
町
余
（
約
四
j

）
に

お
よ
ぶ
。

堀
は
三
年
の
年
月
を
か
け
て
、
一

七
二
六
年

（
享
保
一

こ

に
完
成
し
た
。
こ
の
堀
は
、
新

た
に
開
墾
さ
れ
た
田
畑
を
う
る
お
し
た
ば
か
り

で
な
く
、
ま
た
運
河

と
し
て
高
瀬
舟
や
筏
が
往

来
し
掛
塚

か
ら
浜
松
へ
の
物
資
輸
送
に
も
大
き

な
役
割
を
果
た
し
た
。
江
戸
、
大
坂
か
ら
運
ば

れ
て

き
た
物
資
は
、
掛
塚
港
か
ら
こ
の
運
河

を

通
り
、
芳
川
村
大
橋
付
近
に
陸
揚
げ
さ
れ
、
浜

松
へ
輸
送
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

約
一
〇
〇
年
の
後
、
こ
の
堀
は
砂
で

埋
ま
っ

て
し

ま
っ
た
。
馬
込
川
、
芳
川
の
河
口
に
近

か
っ

た
た
め
で
あ
る
。
そ
こ
で
一
八
三
六
年
（
天
保

七
）
、
こ
の
堀
の
南
側
に
新
源
太
夫
堀
が
つ
く
ら

れ
た
。
幅
一
〇
間（
約
一
八
μ

）
、
延
長
一
四
〇

〇
間
（
約
二
・

五
j
）
で

あ
る
。

そ
の
後
、
東
海
道
線
の
開
通
な
ど
で
掛
塚
藩

が
さ

び
れ
、
こ
の
堀
は
し

だ
い
に
使
わ
れ
な
く

な
っ
た
。

い
ま
も
こ
の
堀
ゆ
か
り
の
源
太
夫
橋
が
、
浜

松
市
江
之
島
町
に
あ
る
。



秋 葉 参 詣 と 天 竜 川 の 渡 し
卜

＼秋 葉信仰 （第3 章参 照） が普 及し て全 国 からの 参詣 者 が

増 えた。 秋葉 道の コーノス を説明 し た道中 案内 書 が出版 さ れ、

「 東海道 膝栗毛 」 を まね た「秋 葉 山街道 膝栗毛 」 とい っ た

道中I記 も書 かれ た。

つそう した旅 は 必ずし も信仰の ためとは限 らず、諸国 見聞・

観 光の ため とい う人 も少 な くはなか っ た。 そし て東 海道 の

掛 川宿 など から秋 葉道 を通 っ て秋葉 山に 参詣 す ると、 同 じ

道 を‥引 き返 さな いで天 竜川 を 渡り、 山道 を萃 河 へと抜 け、

ふ たた び東 海道 に出 るコ ー スをた どる人 も多か った。 た と

え ば江戸 時代 中期 の勤 皇 の志士 ・ 高 山彦九郎 は1774 年 （安

永 ／3コ）、 関 東 から 伊勢 ・京 都 へ向 か う途 中 で秋 葉 山 に 参 詣

し、 天 竜川 を渡 って 西川 を経 て三 河に向 か って いる。

十 江戸時 代 後期の絵 師・蘭学者 だった司馬 江 漢（1738 ～1818 ）

も、 江戸 か ら長 崎へ 向か う途 中で、 高山彦 九郎 とほ ぼ同 じ

秋 葉道 ・鳳 来寺 コ ース を利用 して 旅 をし た。

卜
「西川で ひ と休 み し、 昼 飯に し よう と握 り 飯 を取 り出 した。

ふ とあ たり を見 る と老婆 が二人 い て、 私に ど ちらの お国 の

方か と尋 ねる。 江戸 の人 間 だと答 え ると、 お江戸 はよ いと

こ ろ だそ うで、十と いう。 この あ たりに は米 な ど一 粒 もな く、

ヒ＼ポ、 麦√ 芋 を食 べて＝い ます。 その うえ塩 も味 噌 もな かな

か手 に入 らず、 生 き魚 など はと て もとて も。 そし て昼 間は

サル を見 張り、 夜 は夜 でイ ノシ シを 追う よう な暮 らし をし

＼てい るので す、こと 老婆 はい うの であ つした」 と 「江 漢西 遊日

記」 に書い て いる。　1788年 （天明8 ） の こ とであ る。　 ＼

＼ 、江 漢はこ の 後、 西川 から ー ノ瀬 を経て石 打 に向 かい 、熊

村で 庄屋 の家 に泊 まっ た。　　　　　　　 二

「T熊 村 という と犬こ ろは 実に 山深 く、 渓流 が飛 び流 れて い る
と

庄屋 の家 だが障 子 が ない。 夜に なっ た が灯 もな く√松 の節

を燃 や して灯 に する。 寝入 っ てか ら夜更 けに 、 イノ シシ を

追う声を聞いた」

江戸の人である江漢の目に映った北遠地方は、このよう

に非常にひなびた土地であった。

なお、江漢は洋画に傾倒し、和洋折衷の画風を打ち立て

た絵師として有名で、わが国でははじめての銅版画も製作

している。

秋葉山では、秘仏をとくに開扉して信者に拝観させる年

があって、その 御゙開帳″の年には参詣者も多かうた。た

とえば1772年（明和9 ）はその年で、天竜川の戸倉～西川

の渡し場では年間2 万5000人を渡したと記録にある。



一
九
〇
二
年
（
明
治
三
五
）
に
は
早
く
も
、
全
国

の
国
鉄
貨
物
取
り
扱
い
で
、
天
竜
川
駅
は
大
阪
、
神

戸
、
新
橋
、
横
浜
、
名
古
屋
、
京
都
に
次
い
で
第
七

位
を
占
め
る
ほ
ど
に
な
る
。

近
代
化
の
時
代
の
流
れ
の
中
で
、
鉄
道
輸
送
は
ど

ん
ど
ん
発
達
し
て
い
っ
た
。
後
に
は
、
半
場
よ
り
さ

ら
に
上
流
の
鹿
島
で
天
竜
川
下
り
の
木
材
を
陸
揚
げ

し
、
大
日
本
軌
道
が
軽
便
鉄
道
で
輸
送
す
る
よ
う
に

な
る
。

つ
ま
り
天
竜
川
下
り
の
木
材
の
集
散
地
は
、
掛
塚

↓

中
ノ
町
↓

鹿
島
と
北
上
し
て
い
っ
た
。

時
代
と
と
も
に
天
竜
川
の
舟
運
は
、
し
だ
い
に
衰

退
し
、
や
が
て
滅
び
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
天
竜

川
に
か
ぎ
ら
ず
ど
の
川
で
も
、
近
く
に
鉄
道
が
で
き

る
と
、
人
や
物
資
を
運
ん
で
い
た
舟
は
決
定
的
な
打

撃
を
こ
う
む
り
、
消
え
て
い
っ
た
。
鉄
道
の
影
響
は
、

海
上
交
通
よ
り
も
河
川
交
通
に
い
っ
そ
う
直
接
的
な

打
撃
を
与
え
た
の
で
あ
る
。

■

天
竜

川

の
渡

し
守

「
お
I
い
、
渡
し
て
く
れ
い
。
お
I

い
、
頼
む

ぜ
え
」

天
竜
川
の
川

原
に
立
っ
て
、
向
こ
う
の
渡
し

守
小
屋
へ
呼
び
か
け
る
と
、
小
屋
の
前
へ
、
き

ま
っ
た
よ
う
に
、
手
拭
い
頬

か
ぶ
り
の
船
頭
（
渡

し
守
）
が
出
て
、

「
お
I

い
、
い
ま
行
く
よ
」

と

い
っ
て
、
越
し
て
く
れ
た
。

村
の
者
は
舟
賃
は
タ
ダ
。
村
の
者
か
ど
う
か

を
知
ら
せ

る
た
め
に
、
庄
屋
下
げ
渡
し
の
「
住

人
名
札
」
（
木
札
）
を
見
せ
た
も
の
だ
。
遠
く
の

旅
人
は
、
舟
賃
を
納
め
て
越
し
て

も
ら
っ
た
。

な
お
、
渡
し
守
は
、
地
元
民
が
交
代
で
や
っ

た
。
村
と
関
係
の
多
い
渡
し
場
は
、
鹿
島
、
神

田
、
一
貫
地
、
三
ツ
家
、
池
田
、
馬
込
な
ど
で

あ
っ
た
。

（
『
物
語
中
瀬
村
誌
』
よ
り
）

大正初期の精米水車船

当時の木材運搬





第
4
章
　
水
上
の
道

2
　
浜
名
湖

美
し
か
っ
た
浜
名

の
橋

浜
名
湖
は
現
在
、
東
西
八
い
、
南
北

匸

冫

、
面

積
約
七
〇
平
方
j

（
琵
琶
湖
の
約
一
〇
分
の
I
。
日

本
第
一
〇
位
）
の
湖
で
あ
る
。
周
囲
は

匸
一
六
j
（
日

本
第
三
位
）
で
き
わ
め
て
変
化
に
富
み
、
昔
か
ら
琵

琶
湖
と
と
も
に
わ
が
国
を
代
表
す
る
湖
の
一
つ
と
し

て
親
し
ま
れ
て
き
た
。

古
代
ま
で
は
、
浜
名
湖
か
ら
流
れ
る
ひ
と
筋
の
川

が
遠
州
灘
に
つ
う
じ
て
い
た
。
浜
名
湖
は
海
と
切
り

離
さ
れ
て
、
完
全
な
湖
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

そ
の
後
、
地
形
が
し
だ
い
に
変
化
し
、
川
は
短
く

な
っ
て
入
江
の
入
り
囗
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
そ

こ
に
橋
が
か
か
っ
て
い
た
こ
と
が
、「
更
級
日
記
」（
東

海
道
を
I

〇
一
七
年
に
京
か
ら
上
総
へ
、
一
〇
二
〇

年
に
上
総
か
ら
京
へ
旅
し
た
）
に
書
か
れ
て
い
る
。

「
浜
名
の
橋
、下
り
し
時
は
黒
木
を
わ
た
し
た
り
し
、

こ
の
度
は
、
跡
だ
に
見
え
ね
ば
、
舟
に
て
渡
る
。
入

江
に
わ
た
り
し
橋
な
り
」

京
か
ら
下
る
と
き
は
橋
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
渡
っ

た
の
で
あ
る
。
数
年
後
、

京
に
帰
る
と
き
通
る
と
、

前
に
は
あ
っ
た
橋
が
な
く

な
っ
て
い
て
、
舟
で
渡
っ

た
。
遠
州
灘
の
側
は
波
が

荒
く
、
松
林
の
上
を
波
が

越
え
そ
う
な
ほ
ど
で
あ
っ

た
、
と
作
者
は
書
い
て
い

そ
れ
以
後
も
、
浜
名
の

橋
は
つ
く
ら
れ
て
は
、
風

波
で
流
さ
れ
、
ま
た
再
建

さ
れ
る
こ
と
を
繰
り
返
し

て
き
た
の
だ
ろ
う
。
東
海

道
の
紀
行
文
に
は
し
ば
し

ば
浜
名
の
橋
が
登
場
し
、

風
景
の
美
し
さ
と
と
も
に
、

旅
行
く
人
に
忘
れ
が
た
い

印
象
を
残
し
て
き
た
。

現在の浜名湖



浜名湖口変遷図



「
海
道
記
」
（

二

三

三
）
の
作
者
は
、
東
海
道
を
駅

路
に
向
か
っ
て
東
へ
と
道
を
行
く
と
、
名
高
い
浜
名

の
橋
に
さ
し
か
か
っ
た
。
大
陽
は
西
に
沈
み
、
早
が

現
れ
、
月
光
が
こ
う
こ
う
と
あ
た
り
を
包
む
中
で
、

松
風
の
音
と
波
の
音
が
旅
の
身
に
し
み
た
…
…
ｙ
‐｝述

べ
て
い
る
。

ま
た
「
東
関
紀
行
」
（
二
一
四
二
）
に
は
次
の
よ
う

に
書
か
れ
て
い
る
。
南
に
は
遠
州
灘
が
あ
っ
て
漁
船

が
見
え
、
北
に
は
湖
水
が
ひ
ろ
が
り
岸
に
人
家

が
つ

ら
か
っ
て
い
る
。
砂
洲
が
遠
く
ま
で
延
び
、
松
林
を

吹
く
風
が
む
せ
び
泣
く
よ
う
に
聞
こ
え
、
波
の
音
と

聞
き
分
け
ら
れ
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。
こ
の
風
光
明
媚

な
風
景
の
中
の
浜
名
の
橋
は
、
ば
か
の
ど
こ
よ
り
も

心
を
ひ
か
れ
て
、
行
き
過
ぎ
て
し
ま
う
こ
と
が
で
き

な
い
、
と
。

ま
た
、
若
い
日
の
失
恋
の
手
記
で
あ
る
「
う
た
た

ね
」
二

二

干
八
～
二

三
一
九
）
は
、
浜
ち
湖
の
外
海

の
荒
海
と
、
湖
の
静
か
な
た
た
ず
ま
い
と
の
対
照
が

す
ば
ら
し
い
、
と
記
し
て
い
る
。
松
の
木
立
が
長
く

∩
つ
き
、
絵
に
描
き
た
い
よ
う
な
景
色
だ
と
述
べ
て

い
る
。
同
じ
作
者
の
「
卜
六
夜
日
記
」
二

二
七
儿
）

で
は
、
浜
名
の
橋
か
ら
見
渡
す
と
、
鷆
が
た
く
さ
ん

飛
び
か
っ
て
い
て
、
水
の
底
に
も
ぐ
る
の
も
い
れ
ば
、

岩
の
う
え
に
も
と
ま
っ
て

い
る
、
と
鵑
に
目
を
と
め

て
い
る
。

今
切
の
渡
し
と
明
治
の
浜
名
橋

さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
浜
名
湖
の
入
り
囗
は
、
何

度
か
の
地
震
・
津
波
の
た
め
に
形
を
変
え
た
。
そ
れ

は
別
図
の
よ
う
に
変
化
し
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

一
四
九
八
年
（
明
応
七
）
の
大
地
震
と
津
波
に
よ
っ

て
南
端
の
砂
州

が
切
れ
て
太
平
洋
と
つ
な
が
り
、
そ

の
湖
口
（
湾
口
）
が
「
今
切
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
そ
の
後
も
今
切
の
口
は
地
震
・
津
波
の
た

び
に
拡
大
し
、
四
い
を
超
え
る
ほ
ど
に
な
り
、
遠
州

明治14年に架けられた浜名橋の銅版画



灘
の
荒
波
を
ま
と
も
に
受
け
る
難
所
と
な
っ
た
。

こ
の
今
切
に
橋
を
か
け
る
こ
と
は
不
可
能
で
、
江

戸
時
代
か
ら
渡
し
船
に
頼
る
ほ
か
は
な
く
な
っ
た
。

そ
の
東
海
道
の
新
居
の
渡
し
に
つ
い
て
は
、
第
2

章

で
述
べ
た
が
、
一
七
世
紀
中
頃
の
正
保
年
間
に
す
で

に
定
船
八
四
隻
、
定
船
で
足
り
な
い
と
き
の
漁
船
三

七
隻
が
、
渡
し
船
と
し
て
用
意
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ

で
も
な
お
足
り
な
い
と
き
に
は
（
大
名
行
列
の
大
通

行
な
ど
）
、
近
く
の
村
々
か
ら
も
船
を
出
さ
せ
た
。
い

か
に
通
行
者
が
多
か
っ
た
か
わ
か
る
が
、
東
海
道
は

当
時
の
わ
が
国
の
陸
上
交
通
の
大
幹
線
だ
っ
た
の
で

あ
る
。

今
切
口
は
当
時
の
渡
し
船
に
と
っ
て
は
難
所
で
、

外
海
か
ら
の
波
を
静
め
る
た
め
に
、
海
に
何
万
本
も

の
杭
を
打
つ
な
ど
し
て
い
た
。
し
か
し
日
和
に
恵
ま

れ
た
日
に
は
、
舟
か
ら
の
眺
め
は
絶
景
だ
っ
た
。
そ

れ
は
先
に
み
た
平
安
時
代
や
中
世
の
昔
と
ほ
と
ん
ど

変
わ
ら
ぬ
、
心
に
し
み
る
よ
う
な
風
景
で
あ
っ
た
。

「
東
海
道
中
膝
栗
毛
」
に
は
、
こ
の
渡
し
の

。乗
合

ぷ
ね
”
（
渡
船
）
の
船
中
の
光
景
が
お
も
し
ろ
く
描
か

れ
て
い
る
。
乗
っ
た
人
々
は
声
高
に
思
い
思
い
の
雑

談
を
か
わ
し
、
笑
い
あ
っ
た
り
し
て
い
た
。
そ
の
う

ち
に
話
し
く
た
び
れ
て
、
柳
行
李
（
皮
を
は
い
だ
柳

の
枝
で
編
ん
だ
、
深
い
蓋
つ
き
の
箱
。
小
型
の
も
の

は
旅
行
用
に
重
宝
さ
れ
た
）
に
肘
を
も
た
げ
て
、
居

眠
り
を
始
め
る
人
も
い
る
。
膝
の
下
を
さ
ぐ
っ
た
り
、

敷
物
を
持
ち
上
げ
て
、
し
き
り
に
探
し
物
を
す
る
人

も
い
る
。
夢
の
よ
う
な
景
色
に
見
と
れ
て
、
た
だ
黙

然
と
し
て
い
る
人
も
い
た
。

明
治
時
代
に
入
っ
て
、
こ
の
今
切
口
に
も
橋
が
架

け
ら
れ
た
。
金
原
明
善
の
熱
意
と
有
志
の
出
資
に
よ

り
一
八
八
一
年
（
明
治
一
四
）
　匸
一
月
に
完
成
し
、

浜
名
橋
と
名
づ
け
ら
れ
、
翌
年
か
ら
供
用
開
始
と
な
っ

た
。
四
つ
の
橋
か
ら
な
り
、
中
間
に
三
つ
の
堤
（
島

一
、
人
口
島
二
）
が
あ
っ
た
。
四
つ
の
橋
と
三
つ
の

堤
を
合
わ
せ
る
と
総
延
長
は
五
い
に
近
く
、
全
国
一

の
長
い
橋
だ
っ
た
。

こ
の
浜
名
橋
が
で
き
て
、
東
海
道
を
旅
行
く
人
に

と
っ
て
は
非
常
に
便
利
に
な
っ
た
が
、
八
年
後
に
東

海
道
線
が
開
通
す
る
と
、
橋
を
渡
る
人
は
大
幅
に
減

少
し
た
。
な
ん
と
い
っ
て
も
徒
歩
の
旅
に
比
べ
て
汽

車
は
速
く
、
何
泊
も
し
な
が
ら
の
長
旅
よ
り
経
済
的

に
も
有
利
だ
っ
た
。
第
2

章
で
述
べ
た
よ
う
に
東
海

道
の
旅
そ
の
も
の
が
減
っ
た
の
で
あ
る
。
今
切
は
や

遠江国浜名橋之景（浜松市美術館蔵）



が
て
、
ま
た
渡
し
船
に
戻
っ
た
。

明
治
初
期
の
浜
名
湖
の
舟
運

前
に
み
た
よ
う
に
新
居
は
、
江
戸
時
代
に
は
今
切

の
渡
し
船
の
業
務
を
独
占
し
、
最
盛
期
に
は
役
船
だ

け
で
も
百
般
を
超
え
る
舟
が
あ
っ
た
。

今
切
の
渡
し
以
外
に
は
、
漁
業
は
別
と
し
て
、
浜

名
湖
を
舟
で
渡
る
こ
と
を
幕
府
は
禁
じ
て
い
た
。

明
治
に
な
っ
て
そ
の
禁
が
解
か
れ
た
。
浜
名
湖
に

は
多
く
の
舟
が
、
湖
上
を
行
き
交
う
よ
う
に
な
っ
た
。

新
居
か
ら
舞
阪
へ
の
渡
し
船
は
「
チ
ョ
ロ
ケ
ン
」
と

呼
ば
れ
、
櫓
で
波
を
切
っ
て
進
み
、
追
い
風

が
あ
る

と
き
は
帆
を
張
っ
た
。
東
海
道
線
の
新
居
駅
が
で
き

て
か
ら
も
、
渡
し
船
は
け
っ
こ
う
忙
し
か
っ
た
。

ま
た
湖
西
地
方
で
は
、
新
所
村
日
の
岡
（
現
、
湖

西
市
）
が
、
海
陸
交
通
の
中
継
地
と
し
て
新
し
く
脚

光
を
浴
び
た
。
西
へ
は
新
所
街
道
を
抜
け
て
豊
橋
に

い
た
り
、
ま
た
東
へ
は
船
で
浜
名
湖
を
渡
っ
て
浜
松

と
結
ん
で
い
た
。

そ
の
航
路
は
、
一
八
七
三
年
（
明
治
六
）
に
新
所

村
の
伊
藤
安
七
郎
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
た
。
日
の
岡

に
港
が
つ
く
ら
れ
、
浜
名
湖
を
東
へ
横
切
り
、
竣
工

し
た
ば
か
り
の
堀
留
運
河
を
通
っ
て
浜
松
に
渡
る
の

で
あ
る
。
東
海
道
を
新
居
か
ら
舞
阪
に
渡
っ
て
浜
松

に
向
か
う
よ
り
は
る
か
に
近
道
だ
っ
た
の
で
、
利
用

者
が
多
か
っ
た
。

こ
の
航
路
が
ひ
ら
け
て
か
ら
、
そ
れ
ま
で
寒
村
だ
っ

た
日
の
岡
に
は
、
茶
屋
、
旅
館
、
警
察
分
署
、
郵
便

局
、
登
記
所
、
運
送
会
社
な
ど
が
軒
を
つ
ら
ね
る
よ

う
に
な
り
、
村
に
は
活
気
が
み
な
ぎ
っ
た
。

浜
松
と
豊
橋
を
結
ぶ
新
し
い
こ
の
最
短
コ
ー
ス
が

開
発
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
湖
西
の
中
心
が
そ
れ

ま
で
の
白
須
賀
か
ら
、
囗
の
岡
に
移
っ
た
。

そ
し
て
浜
名
湖
の
商
業
・
交
通
の
中
心
は
、
明
治

初
め
に
関
所
が
廃
止
さ
れ
る
ま
で
は
新
居
だ
っ
た
の

が
、
湖
西
の
新
所
に
移
っ
た
の
で
あ
る
。

鉄
道
開
通
以
後
の
浜
名
湖

の
舟
運

浜
名
橋
が
竣
工
し
、
つ
づ
い
て
東
海
道
線
が
開
通

し
て
か
ら
、
そ
れ
ま
で
繁
栄
を
誇
っ
て
き
た
日
の
岡

は
衰
退
し
は
し
め
た
。
さ
ら
に
東
海
道
線
の
複
線
化

で
決
定
的
な
打
撃
を
受
け
た
。

鉄
道
開
通
後
ま
も
な
く
の
一
八
九
一
年
（
明
治
二

■
浜

名
橋

と
金

原
明

善

金
原
明
善

は
一
八
七
七
年
（
明
治

一
〇
）
頃
、

そ
れ
ま
で
渡
船
に
頼
っ
て
い
た
新
居
～
舞
阪
間

に
橋
を
架

け
よ
う
と
考
え
た
。
そ
し
て
海
の
深

さ
、
潮
流
の
緩
急
な
ど
を
何
度
も
調
査
し
、
ま

た
潮
虫
に
よ

る
被
害
の
程
度
を
実
験
す
る
た
め

に
海
に
杭
を
打
っ
て

一
年
余
り
か
け
て
調

べ
る

な
ど
し
た
。
そ
の
結
果
、
架
橋
に
成
功
す
る
自

信
を
得
た
が
、
国
の
役
人
は
こ
の
事
業
に
賛
成

し
な
か
っ
た
。

一
八
八
一
年
（
明
治
一
四
）

に
明
善
は
、
再

び
国

の
役
人
に
こ
の
事
業
を
認
め
る
よ
う
請
願

し
た
。
そ
の
と
き
、
次
の
よ
う
な
や
り
取
り
が

行
わ
れ
た
。

「
あ
な
た
は
天
皇
に
拝
謁
の
機
会
を
与
え

ら
れ

た
こ

と
も
あ
り
、
名
誉
あ
る
人
で
あ
る
。
難
事

業
に
手
を
出
し
て
、
失
敗
し

た
ら
、
不
名
誉
き

わ
ま
る
こ
と
に
な
る
。
や
め
て
お
き
な
さ
い
」

「
私
は
何
年
も
前
か
ら
実
験

を
重
ね
て
、
成
功

す
る
見
込
み
が
あ
る
の
で
す
。
こ
の
地
域
の
交

通
の
便
を
よ
く
し
、
産
業
の
発
達
の
た
め
に
も
、

ぜ
ひ
橋
を
架
け
た
い
」

「
そ
れ
ほ
ど
い
わ
れ
る
な
ら
、
株
を
募

っ
て
共

同
の
事
業
と
し
て
や
っ
た
ら
い
か
が
で
す
」

「
い
や
、
事
業
が
難
し
い
か
ら
と
い
っ
て
、
人

に
危
険
を
分
散
す
る
の
は
、
私
の
本
心
に
も
と

る
こ
と
で
す
」

た
ま
た
ま
地
元
の
有
力
者
ら
が
、
架
橋
を
申

し
出
た
。
明
善
の
計
画

が
実
行
に
移
さ
れ
る
こ

と
に
な
り
、
新
居
に
浜
名
社
が
設
立
さ
れ
た
。

同
社
に
よ
っ
て
四
つ
の
橋
と
三
つ
の
堤
が
つ
く

ら
れ
、
新

居
と
舞
阪
の
間
は
結
ば
れ
た
。
有
料

橋
で
あ
る
。

明
善
は
橋
か
ら
得
ら
れ
る
利
益
を
手
に
す
る

こ
と
は
潔
し
と
し
な
か
っ
た
。
そ
し
て
弁
天
島

の
弁
財
天

を
再
興
し
、
こ
れ
を
浜
名
橋
の
鎮
守

社
と
し

た
。
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四
）
に
、
新
所
村
（
三
五
七
戸
、
人
口

二
号

二

）

全
体
で
二
三
二
隻
の
舟
が
い
た
。
そ
れ
が
複
線
化
後

の
明
治
の
終
わ
り
頃
に
は
、
船
は
日
の
岡
か
ら
完
全

に
姿
を
消
し
た
。

ほ
か
の
港
も
同
様
だ
っ
た
。
わ
ず
か
に
新
居
・
鷲

津
・
新
所
・
入
出
・
太
田
・
大
知
波
な
ど
か
ら
、
浜

松
・
気
賀
・
三
ヶ
日
・
舞
阪
な
ど
に
、
数
隻
の
小
回

船
が
不
定
期
の
貨
物
の
運
送
を
行
う
く
ら
い
で
あ
っ

た
。た

と
え
ば
人
出
村
は
、
三
方

が
浜
名
湖
に
面
し
、

陸
の
交
通
は
西
へ
延
び
て
豊
橋
に
い
た
る
里
道
（
五

里
二
〇
町
）
が
あ
る
だ
け
だ
っ
た
。
舟
運
が
重
要
な

交
通
の
手
段
だ
っ
た
こ
の
村
で
も
、
明
治
の
終
わ
り

頃
に
は
小
回
船
八
隻
が
い
る
だ
け
で
、
湖
岸
の
町
に

貨
物
を
運
ん
で
い
た
。
そ
の
主
な
町
村
は
、

浜
松
　
　
　
　
（
入
出
村
よ
り
I
〇
海
里
）

気
賀
　
　
　

（
　
　

″
　
　
　
九
海
里
）

三
ヶ
日
　
　
　（
　
　

″
　
　
　
四
海
里
）

鷲
津
停
車
場
（
　
　

″
　
　

二
海
里
）

な
ど
で
あ
っ
た
。
（
一
海
里
＝
一
八
五
二

片
）

蒸
気
船
の
定
期
航
海
が
し
の
ぎ
を
削
る

明
治
の
終
わ
り
頃
か
ら
、
浜
名
湖
の
舟
運
に
新
し

い
時
代
が
訪
れ
る
。
蒸
気
船
に
よ
る
定
期
航
海
が
始

ま
り
、
鉄
道
か
ら
遠
く
交
通
不
便
な
地
域
の
人
々
の

大
事
な
足
と
な
っ
た
・。

一
九
〇
七
年
（
明
治
四
〇
）
、
敷
知
郡
大
知
波
村

（
現
、
湖
西
市
大
知
波
）
の
豊
田
武
平
ら
が
資
本
金

五
万
円
で
浜
名
湖
巡
航
船
㈱
を
設
立
、
鷲
津
に
本
拠

を
置
き
、
汽
船
八
隻
（
合
計
ト
ン
数
七
〇
ブ
）
で
、

鷲
津
上

二
ヶ
日
、
鷲
津
～
気
賀
の
定
期
航
海
を
開
始

し
た
。

引
佐
方
面
を
は
じ
め
湖
岸
の
人
々
に
と
っ
て
、
こ

の
船
は
大
事
な
足
と
な
り
、
ま
た
物
資
の
輸
送
に
も

大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
。

一
九
一
一
年
（
明
治
四
四
）
の
利
用
客
数
が
匸
二

万
二
〇
〇
〇
人
余
り
で
あ
っ
た
。
一
九
二
五
年
（
大

正
一
四
）
に
は
汽
船
は

匸
一
隻
（
合
計
ト
ン
数
一
一

七
ブ
）
で
、

匸
二
万
八
〇
〇
〇
人
を
運
ん
で
い
る
。

利
用
客
数
は
ほ
ぼ
横
這
い
状
態
で
推
移
し
た
こ
と
が

わ
か
る
。
と
い
う
こ
と
は
着
実
な
需
要
が
あ
っ
た
の

で
あ
る
。
鷲
津
港
を
基
点
と
す
る
こ
の
浜
名
湖
巡
航

船
は
、
そ
の
後
大
正
に
入
っ
て

新
居
汽
船
が
登
場
す
る
ま
で
、

湖
北
と
の
舟
運
を
独
占
し
た
。

浜
名
湖
巡
航
船
が
ス
タ
ー
ト

し
て
四
年
後
の
一
九
一
一
年
、

村
楷
に
本
拠
を
置
く
湖
東
巡
航

船
が
、
汽
船
二
隻
（
合
計
ト
ン

数
一
〇
ブ
）
で
舞
阪
、
山
崎
、

白
洲
、
協
和
、
和
田
、
村
楷
を

結
ん
で
巡
航
し
は
し
め
た
。
湖

東
の
人
々
を
中
心
に
利
用
客
は

年
間
約
一
万
五
〇
〇
〇
人
で

あ
っ
た
。

さ
ら
に
一
九
一
六
年
（
大
正

五
）
に
な
っ
て
、
新
居
の
町
長

を
け
じ
め
有
志
ら
が
新
居
汽
船
㈱
を
設
立
し
、
鷲
津

の
浜
名
湖
巡
航
船
に
対
し
て
猛
烈
な
巻
き
返
し
に
出

た
。
相
手
方
の
船
長
を
引
き
抜
き
、
紀
州
か
ら
も
船

長
経
験
者
を
ス
カ
ウ
ト
、
ま
た
舞
阪
か
ら
は
機
関
士

を
雇
い
入
れ
た
。
さ
ら
に
、
そ
れ
ま
で
鷲
津
の
巡
航

人 も荷物も運んだ団平船

汽船場と浜名湖巡航船



浜
名
湖

の
よ

さ
は
湖
北
に
あ

る
と
い
う
人
も

少
な
く
な
い
が
、
古
く
か
ら
景
勝
の
地
と
し
て

最

も
親
し
ま
れ
て
き
た
の
は
南
の
弁
天
島
界
隈

で

あ
っ
た
。
白
浜
青
松
、
そ
し
て
遠
浅
の
海
で

あ
る
。
明
治
に
な
っ
て
か
ら
も
数
多
く
の
文
人

た
ち
が
こ
の
地
に
遊
び
、
数
々
の
作
品
に
そ
の

跡
を
と
ど
め
て

い
る
。
浜

名
湖
鉄
橋
が
で

き
て

汽
車
が
湖
上
を
渡
る
よ
う
に
な
っ
た
明
治
中
期

か
ら
、
弁
天
島
は
海
水
浴
場
と
し
て
も
開
発

さ

れ
は
じ
め
た
。
東
海
道
線
も
夏
の
間

だ
け
弁
天

島
に
臨
時
停
車
す
る
駅
を
設
け
、
大
正
時
代

に

入
る
と
常
設
駅
と
な
っ
た
。
浜
松
鉄
道
な
ど
の

交
通
機
関
も
、
周
遊
券
・
巡
航
船
と
の
連
絡
割

引
乗
車
券
な
ど
を
発
行
し
、
交
通
の
発
達
と
サ
ー

ビ
ス
の
向
上
で
多
く
の
人
々
が
こ
の
地
を
訪

れ

て

″命
の
洗
濯
″

を
す

る
よ
う

に
な
っ
た
。





船
と
競
合
し
て
い
た
浜
名
共
同
汽
船
（
本
社
・
三
ヶ

日
）
を
買
収
、
そ
の
所
有
船
二
隻
を
獲
得
し
た
。

こ
う
し
て
新
居
汽
船
は
、
鷲
津
の
浜
名
湖
巡
航
船

と
真
っ
向
か
ら
競
合
す
る
定
期
航
路
を
開
設
し
た
の

で
あ
る
。

三
ヶ
日
航
路
　
　

新
居
’ヽ
’新
所
～
横
山
～
瀬
戸

～
尾
奈
～
鵺
代
上

二
ヶ
日

（
片
道
約
一
・
五
時
間
、
一
日
三
往
復
）

気

賀

航
路
　
　

新
居
～
村
楷
～
大
崎
～
都

築

～
佐

久

米
～
館

山

寺
～
寸

座

～
下
気
賀
～
伊
目
～
気
賀

（
片
道
約
二
時
間
、
一
日
二
往
復
）

村
櫛
航
路
　
　

新
居
～
村
楷

浜
名
湖
巡
航
船
と
新
居
汽
船
と
は
、
激
烈
な
競
争

を
繰
り
広
げ
た
。
と
く
に
気
賀
航
路
は
そ
う
で
、
寄

港
地
も
多
い
の
で
、
港
で
は
乗
客
の
有
無
を
白
旗
を

あ
げ
て
船
に
知
ら
せ
、
乗
客
が
な
け
れ
ば
船
長
は
寄

港
し
な
い
で
次
の
港
に
急
い
だ
。
そ
し
て
湖
上
で
は

両
社
の
船
が
、
猛
烈
な
黒
煙
を
吐
き
な
が
ら
、
速
さ

を
競
い
合
っ
た
。

ス
ピ
ー
ド
競
争
は
、
浜
名
湖
巡
航
船
の
ほ
う
に
軍

配
が
上

が
っ
た
。
す
る
と
新
居
汽
船
で
は
、
三
隻
の

新
造
船
を
投
入
し
て
対
抗
し
た
。

し
か
し
利
用
客
も
貨
物
も
、
市
場
の
大
き
さ
は
隕

ら
れ
て
い
た
。
競
争
が
激
化
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
利

用
客
に
と
っ
て
は
好
都
合
だ
が
、
両
社
は
赤
字
つ
づ

き
の
経
営
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
。

つ
い
に
た
ま
り
か
ね
て
一
九
一
九
年
（
大
正
八
）

に
両
社
は
合
併
し
、
浜
名
湖
の
舟
運
は
、
再
び
湖
西

が
独
占
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
競
争
が
な
く
な
る
と

た
ち
ま
ち
運
賃
は
上
が
り
、
ま
た
便
数
も
減
っ
た
。

新
居
～
村
櫛
間
の
路
線
は
廃
止
さ
れ
た
。

新
居
～
村
櫛
間
の
定
期
連
絡
船
が
ん
ば
る

繰
り
広
げ
ら
れ
た
激
烈
な
競
争
は
と
も
あ
れ
、
湖

上
か
ら
の
眺
め
は
年
中
を
つ
う
じ
て
美
し
か
っ
た
。

と
り
わ
け
湖
西
連
峰
が
紅
葉
す
る
秋
、
か
ら
っ
風
が

吹
く
冬
は
、
空
気
の
透
明
度
が
増
し
、
連
な
る
山
々

の
奥
の
ほ
う
ま
で
眼
前
に
迫
っ
て
く
る
よ
う
な
風
景

で
あ
る
。
そ
の
湖
上
を
、
嫁
い
で
い
く
花
嫁
と
そ
の

家
族
ら
を
乗
せ
た
船
が
渡
っ
て
い
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
村
櫛
と
新
居
・
舞
阪
方
面
と
を
結
ぶ

航
路
が
な
く
な
っ
た
こ
と
に
、
不
便
を
感
じ
る
人
は

多
か
っ
た
。
そ
の
要
望
を
背
景
に
一
九
二
二
年
（
大

正
一

二

、
河
野
作
蔵
が
新
居
村
櫛
間
定
期
連
絡
船
の

営
業
を
開
始
し
た
。
新
村
丸
（
ニ

ブ
、
定
員
二
〇
人
）

が
一
日
四
往
復
し
、
経
営
は
順
調
だ
っ
た
。

こ
の
航
路
も
運
航
能
力
の
向
上
に
力
を
注
ぎ
、
一

九
二
六
年
（
大
正
一
五
）
に
は
新
鋭
の
第
三
河
野
丸

（
四
・
七
べ

定
員
二
五
人
）
を
就
航
さ
せ
て
い
た
。
新

居
に
高
等
女
学
校
が
で
き
て
汽
船
通
学
も
増
え
、
ま

た
遠
州
各
地
に
バ
ス
が
走
り
は
じ
め
、
鷲
津
駅
前
に

本
拠
を
持
つ
湖
西
自
動
車
（
一
九
一
九
年
創
設
。
新

居
、
白
須
賀
、
三
ヶ
日
方
面
ヘ
バ
ス
を
運
行
）
と
の

船
・
車
連
絡
切
符
を
発
売
す
る
な
ど
、
増
加
す
る
乗

客
・
貨
物
の
需
要
に
応
え
て
一
日
八
往
復
し
て
い
た
。

一
九
二
九
年
（
昭
和
四
）
に
な
っ
て
、
村
櫛
村
で

村
営
に
近
い
形
で
弁
天
島
村
櫛
航
路
が
開
設
さ
れ
る

と
、
河
野
汽
船
と
の
競
争
が
始
ま
っ
た
。
船
賃
は
値

下
げ
さ
れ
、
し
だ
い
に
経
営
が
悪
化
し
河
野
汽
船
は

一
九
三
七
年
（
昭
和

匸
一
）
、
新
鋭
船
第
五
河
野
丸
を

は
じ
め
権
利
一
切
を
村
櫛
村
在
郷
軍
人
会
お
よ
び
同



青
年
団
に
譲
渡
し
て
、
一
五
年
間
に
わ
た
っ
た
営
業

を
終
え
た
。

堀
留
運
河

（
井
ノ
田
川
掘
割
）

明
治
の
初
め
ま
で
は
、
浜
松
か
ら
荷
物
を
運
び
出

す
に
は
、
舞
阪
、
新
居
、
あ
る
い
は
褂
塚
の
港
ま
で

陸
路
を
運
び
、
そ
こ
か
ら
船
で
積
み
出
さ
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
。
ど
の
港
も
浜
松
か
ら
二
上

二
里
あ
っ

て
、
不
便
で
あ
っ
た
。

旧
幕
臣
で
明
治
に
な
っ
て
廃
藩
置
県
ま
で
浜
松
城

代
を
務
め
た
井
上
延
陵
は
、
も
う
一
人
の
田
村
弘
蔵

と
と
も
に
一
八
七
一
年
（
明
治
四
）
、
浜
名
湖
か
ら
浜

松
ま
で
運
河
を
掘
る
計
画
を
立
て
た
。

そ
の
位
置
は
浜
名
湖
東
岸
の
入
野
村
（
現
、
浜
松

市
入
野
町
）
と
浜
松
の
上
新
町
（
現
、
浜
松
市
菅
原

町
）
の
間
で
あ
る
。
運
河
の
延
長
は
八
五
〇
間
（
約

三代広重　東海名所改正道中記 堀留の渡し（浜松市美術館蔵）



一
五
三
〇
片
）
、
幅
四
・
五
間
（
約
八
・
一
片
）
で
あ
っ

た
。井

上
と
田
中
は
地
域
有
力
者
に
出
資
を
求
め
、
ま

た
近
辺
の
各
村
に
助
成
を
求
め
て
、
田
畑
計
二
町
九

反
を
買
い
取
り
、
こ
の
工
事
を
行
っ
た
。
近
隣
の
一

三
四
か
村
か
ら
、
延
ベ

ー
ハ
ニ
〇
人
が
無
給
で
労
力

を
提
供
す
る
な
ど
、
こ
の
運
河
開
通
に
は
地
元
の
大

き
な
協
力
が
あ
っ
た
。

工
事
完
成
の
翌
年
か
ら
、
運
河
は
営
業
を
開
始
し

た
。
井
上
ら
が
設
立
し
た
堀
留
会
社
は
、
静
岡
県
内

で
最
初
の
株
式
会
社
で
あ
っ
た
。

新
所
村
の
伊
藤
安
七
郎
が
浜
松
県
（
当
時
）
の
許

可
を
得
て
始
め
た
、
新
所
と
浜
松
を
結
ぶ
客
船
通
航

は
、
東
海
道
を
歩
い
て
行
く
よ
り
早
道
で
、
大
い
に

利
用
さ
れ
た
。
一
八
七
六
年
（
明
治
九
）
に
は
小
蒸

気
船
を
就
航
さ
せ
、
ま
す
ま
す
便
利
に
な
っ
た
。

こ
の
客
船
通
航
の
ほ
か
、
運
河
は
大
い
に
利
用
さ

れ
て
営
業
は
順
調
で
、
通
船
料
は
年
三
〇
〇
〇
両
を

超
え
た
。
運
河
建
設
の
際
に
借
り
入
れ
た
起
業
資
金

も
、
わ
ず
か
三
年
で
、
一
割
の
利
子
を
つ
け
て
返
還

さ
れ
た
。
新
所
は
賑
わ
い
、
一
八
七
七
年
（
明
治
一

〇
）
に
は
警
察
分
署
も
白
須
賀
か
ら
新
所
に
移
転
し

た
ほ
ど
で
あ
る
。

し
か
し
一
八
八
一
年
（
明
治
一
四
）
に
新
居
～
舞

阪
問
に
浜
名
橋
が
架
橋
さ
れ
、
東
海
道
の
交
通
が
便

利
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
一
八
八
九
年
（
明
治
二
二
）

に
は
東
海
道
線
も
開
通
し
た
。
堀
留
運
河
を
利
用
す

る
新
所
航
路
は
、
ほ
と
ん
ど
利
用
す
る
人
が
な
く
な
っ

て
廃
止
さ
れ
る
運
命
を
た
ど
っ
た
。

そ
れ
で
も
運
河
自
体
は
な
お
貨
物
の
輸
送
な
ど
に

利
用
さ
れ
、
堀
留
会
社
は
営
業
成
績
は
悪
化
し
て
も

堀留運河
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伊

藤
安

七
郎

と
通

運
丸

伊
藤
安
七
郎
（
一
八
三
一
～

一
九
〇
一
）
は

新
所
東
方
村
の
庄
屋
の
家
に
生
ま
れ
、
後
に
東

方
村
と
西
方
村
が
合
併
し
て
新
所
村
と
な
る
と
、

初
代
村
長

と
な
っ
た
人
で
あ
る
。

一
八
六
九
年
（
明
治
二
）
に
全
国
の
関
所
が

廃
止
さ
れ
、
浜
名
湖
の
交
通
も
自
由
に
な

る
と
、

伊
藤
安
七
郎
は
村
の
財
政
を
う
る
お
す
た
め
に

村
民
に
呼

び
か
け
て
渡
し
船
組
合
を
つ
く
っ
た
。

し
か
し
新
居
の
業
者
ら
が
、
江
戸
時
代
に
彼
ら

が
持
っ
て

い
た
権
利
を
た
て
に
反
対
し
、
両
者

の
間
で
話
し
合
い
が
続
け
ら
れ
た
。

よ
う
や
く
話
し
合
い
が
ま
と
ま
っ
た
頃
、
ち
ょ

う
ど
一
八
七
一
年
（
明
治
四
）
に
旧
幕
臣
の
井

上
延
陵
ら

に
よ
っ
て

進
め
ら
れ
て

い
た
堀
留
運

河
が
開
通
し
た
。
こ

れ
に
よ
り
浜
松
ま
で
の
船

の
乗

り
入
れ
が
可
能

に
な
り
、

渡
し
船
組
合
は

新
所
渡
し
船
会
社
と
改
め
、
浜
松
堀
留
会
社
と

提
携
し
て
浜
松
～
新
所
間
の
渡
航
が
開
始
さ
れ

た
。
所
要
時
間
は
五
～
六
時
間
、
船
賃
は
一
人

八
銭
五
厘
で
あ
っ
た
。

乗
船
客
が
集
ま
っ
た
段
階
で
船
を
出
す
不
定

期
運
航
だ
っ
た
が
、
こ
の
渡
し
船
は
東

海
道
の

名
物
に
な
っ
た
。
一
八
七
四
年
（
明
治
七
）
頃
、

一
日
の
利
用
客
は
数
百
人
に
の
ぼ
っ
た
と
い
う
。

新

所
渡
し

船
会
社

は
一

八
七

六
年
（
明

治

九
）
、
初
め
て
蒸
気
船
「
通
運
丸
」
一
号

を
就
航

さ
せ
た
。
全
長

匸
一
片
、
幅
二
片
、
三
・
五
馬

力
、
積
載
量
ニ

プ
。
新
型
船
に
よ
る
運
航
能
力

の
向
上
で
、
こ
の
年
か
ら
郵
便
物
も
そ
れ
ま
で

の
二

川
～
白

須

賀
～
新

居
～

舞
阪
～
浜

松

か

ら
、
こ
の
航
路
に
よ
る
二
川
～
日

の
岡
～
浜
松

で
運
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

伊
藤
安
七
郎
は
造
船
所
を
設
け
、
浜
名
橋
が

開
通
し

た
翌
年
一
八
八
二
年
（
明

治
一
五
）

に

は
、
「
第
一
通
運
丸
」
（
定
員
三
四
人
）
、
「
第
二

通
運
丸
」
（
定
員
四
四
人
）
、
さ
ら
に
「
日
の
岡

丸
」（
定
員

六
〇
人
）
を
あ
い
つ
い
で
進
水
さ
せ
、

運
航
能
力

の
い
っ
そ
う
の
向
上
を
図
っ
た
。

明治の頃の旅行案 内図



そ
の
後
も
存
続
し
た
。
た
と
え
ば
浜
名
湖
周
辺
か
ら

の
出
荷
物
を
、
湖
を
渡
っ
て
堀
留
運
河
を
経
て
浜
松

に
陸
揚
げ
し
、
鉄
道
引
込
線
で
浜
松
停
車
場
ま
で
運

ぶ
こ
と
も
行
わ
れ
て
い
た
。

明治時代の堀留会社 浜松～新所間の船便案内

通運丸の設計図

伊藤安七郎



第
4
章
　
水
上
の
道

3
　
海
上
交
通

天

竜
川
河
口
の
天
然
の
港

交
通
の
始
ま
り
は
舟
を
利
用
し
た
海
の
道
だ
っ
た
。

遠
州
灘
は
海
の
難
所
だ
っ
た
が
、
そ
れ
を
乗
り
越
え

て
人
々
は
移
動
し
、
あ
る
い
は
荷
物
を
輸
送
し
て
き

た
。遠

州
の
沿
岸
に
は
入
江
に
な
っ
た
天
然
の
良
港
は

な
く
、
大
き
な
川
の
河
口
や
浜
名
湖
の
湖
口
が
、
港

と
し
て
利
用
さ
れ
た
。
そ
れ
ら
の
港
に
属
す
る
船
が

江
戸
や
上
方
に
遠
州
の
産
物
を
運
ん
だ
り
、
他
の
地

方
の
船
が
風
待
ち
や
避
難
の
た
め
に
遠
州
の
港
を
利

用
し
た
。

港
と
い
っ
て
も
現
在
の
整
備
さ
れ
た
築
港
と
は
ち

が
い
、
河
口
な
ど
の
自
然
の
地
形

が
ほ
と
ん
ど
そ
の

ま
ま
利
用
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
天
竜
川
を
は
じ
め
豊

富
な
水
と
と
も
に
押
し
出
す
土
砂
の
量
が
多
く
、
河

口
の
港
は
し
ば
し
ば
水
深
が
浅
か
っ
た
の
が
一
つ
の

特
色
に
な
っ
て
い
る
。
場
合
に
よ
っ
て
は
港
と
し
て

使
用
不
能
に
な
る
例
も
あ
っ
た
。

江
戸
時
代
に
は
沿
岸
航
路
が
非
常
に
発
達
し
た
。

沿岸航路で活躍した回船の絵馬



東
北
・
北
陸
地
方
か
ら
も
、
東
回
り
あ
る
い
は
西
回

り
で
江
戸
に
産
物
を
運
ぶ
船
が
あ
い
つ
い
だ
。

と
く
に
江
戸
～
大
坂
を
航
海
す
る
菱
垣
廻
船
と
樽

廻
船
は
、
木
綿
、
酒
、
醤
油
、
油
そ
の
ほ
か
の
諸
物

資
を
運
ん
で
活
況
を
み
せ
、
そ
れ
ぞ
れ
一
五
〇
隻
以

上
が
定
期
的
に
就
航
し
て
い
た
。

最
も
盛
況

だ
っ
た
大

坂
～
紀
伊
～
鳥
羽
～
遠
江

～
駿
河
～
伊
豆
下
田
～
相
模
～
江
戸
の
コ
ー
ス
で
、

遠
州
灘
は
と
り
わ
け
難
所
で
あ
り
、
多
く
の
舟
が
難

破
し
た
。
当
時
の
海
の
旅
は
「
板
子
一
枚
下
は
地
獄
」

と
い
う
実
感
だ
っ
た
か
ら
、
気
象
や
海
象
が
少
し
で

も
悪
い
と
日
和
待
ち
を
し
た
。
沿
岸
の
入
り
江
な
ど

に
あ
る
良
港
に
は
、
そ
う
い
う
役
割
も
あ
っ
た
の
で

天竜川河口　掛塚港

静岡県遠江国敷知長上浜名郡管内図　明 治18年



あ
る
。

昔
か
ら
知
ら
れ
た
遠
州
の
港
と
し
て
は
、
掛
塚
、

新
居
、
福
田
、
相
良
、
川
崎
な
ど
が
あ
っ
た
。

明
治
に
な
っ
て
、
一
八
七
九
年
（
明
治

匸
一
）
の

府
県
統
計
書
集
成
に
は
、
遠
州
の
港
と
し
て
浜
名
、

掛
塚
、
福
田
、
川
崎
の
四
港
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
な
か
で
江
戸
時
代
か
ら
の
遠
州
の
港
と
し

て
代
表
的
な
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
掛
塚
港
で
あ

大
竜
川
の
河
口
に
あ
る
掛
塚
は
、
古
く
は
懸
塚
、

欠
須
賀
（
か
け
卞
か
）
と
も
書
か
牡
、
南
北
朝
時
代

に
港
と
し
て
開
け
た
と
い
わ
れ
る
。

港
と
し
て
の
発
展
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、

一
六
二
五
年
（
寛
永
二
）
に
麁
玉
郡
新
原
村
の
築
堤

が
行
わ
れ
、
天
竜
川
の
流
れ
が
変
え
ら
れ
た
こ
と
だ
っ

た
。
そ
れ
ま
で
の
本
流
（
現
在
の
馬
込
川
）
が
支
流

と
な
り
、
鹿
島
か
ら
の
支
流
だ
っ
た
も
の
（
現
在
の

天
竜
川
）
が
本
流
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

以
前
の
本
流
の
河
口
に
は
出
尻
港
（
現
、
浜
松
市

法
枝
町
）
が
、
新
し
く
本
流
と
な
っ
た
河
口
に
は
掛

塚
港
が
あ
っ
た
。
田
尻
港
は
し
だ
い
に
衰
微
し
、
代

か
っ
て
掛
塚
港
が
城
下
町
浜
松
の
外
港
と
し
て
重
要

な
役
割
を
拱
っ
て
繁
栄
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

北
遠
の
大
奄
川
一
帯
は
、
江
戸
時
代
の
天
領
三
山

で
、
木
曽
に
次
ぐ
わ
が
国
有
数
の
美
林
で
あ
る
。
ス

ギ
、
ヒ
ノ
キ
、
ア
カ
マ
ツ
、
モ
ミ
、
ツ
ガ
、
ク
ロ
マ

ツ
、
ク
ヌ
ギ
、
キ
リ
な
ど
の
良
材
が
豊
富
で
、
お
よ

そ
二
匪
紀
に
わ
た
っ
て
伐
り
出
さ
れ
て
き
た
。

伐
り
出
さ
れ
た
木
材
は
、
筏
に
組
ま
れ
て
天
竜
川

を
流
札
下

っ
た
。
ま
た
そ
の
は
か
の
遠
州
の
諸
物
産

（
木
炭
、
茶
、
生
姜
、
瓦
、
石
材
、
繰
綿
、
栗
、
松

茸
、
柿
、
竹
皮
な
ど
）
も
、
天
竜
川
河
口
の
掛
塚
の

港
に
集
ま
っ
た
。
そ
し
て
江
戸
、
大
坂
（
さ
ら
に
淀

川
を
よ
っ
て
京
都
）
方
面
へ
と
積
み
出
さ
れ
た
。
ま

た
汗
尸
な
ど
か
ら
掛
塚
港
に
回
漕
さ
れ
て
く
る
物
資

は
、
掛
塚
街
道
を
経
由
し
て
浜
松
へ
迸
ら
れ
た
。

江
戸
時
代
に
は
天
竜
川
の
水
流
も
豊
か
で
、
水
深

六
尺
（
約
一
・
八
‥
い
）
以
上
あ
り
、
工
石
船
も
白
‥
由

に
入
港
で
き
た
。

掛
塚
港
の
繁
栄
と
衰
退

掛
塚
港
は
明
治
に
入
っ
て
ま
卞
ま
卞
繁
栄
を
み
せ

た
。一

八
八
二
千

八
五
年
（
明
治
一
六
～
一
八
）
に
商

」
東
京

～
大

阪
を

結

ぶ
船

の
旅

明
治
時
代
に
ま
だ
東
海
道
線
が
開
通
す
る
前
、

東
海
道
の
陸
上
の
道
の
ほ
か
、
東
京
と
大
阪
を

結

ぶ
海
上
の
道
も
あ
っ
た
。

ど
ち
ら
も
楽
な
旅
で
は
な
か
っ
た
。「
舳
が
嫌

ひ
な
の
で
、
東
京
か
ら
五
十
三
次
を
人
力
車
で

大
阪
へ
来

た
」
と
い
う
人

も
い
た
と
、
笹
川
臨

風
『
明
治
還
魂
紙
』
に
あ
る
。
当

時
の
人
力
車

は
車
輪
が
鉄
の
輪
で
、
し
か
も
道
は
悪
路
で
あ

る
（
第
5
章
参
照
）
。
カ
タ
カ
タ
と
上
下
左
右
に

揺
ら
れ
な
が
ら
の
人
力
車
の
旅
も
、
船
以
上
に

苦
痛
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

掛塚灯台の落成　明治30年

江戸時代の相良港を描いた古絵図



業
港
と
し
て
本
格
的
に
修
築
さ
れ
、
東
西
四
町
（
約

四
四
〇
片
）
、
南
北
二
町
（
約
二
二
〇
μ

）
の
規
模
を

誇
っ
た
。

港
お
よ
び
周
辺
に
は
、
造
船
所
、
逓
信
省
出
先
機

関
、
天
気
予
報
信
号
標
、
帝
国
水
艦
救
難
所
、
製
材

所
な
ど
を
は
じ
め
、
温
泉
場
、
料
理
店
、
娯
楽
所
な

ど
も
あ
っ
て
、
大
変
な
活
気
が
あ
っ
た
。

東
海
道
線
が
開
通
す
る
一
八
八
〇
年
代
終
わ
り
頃

が
最
盛
期
で
、
掛
塚
港
の
船
は
お
よ
そ
二
〇
〇
隻
を

数
え
た
。

一
八
九
二
年
（
明
治
二
五
）
に
は
ま
だ
回
船
問
屋

三
六
、
船
隻
五
九
が
あ
っ
た
。
し
か
し
東
海
道
線
の

開
通
に
よ
っ
て
、
掛
塚
港
は
し
だ
い
に
衰
退
の
道
を

た
ど
る
。
そ
し
て
明
治
の
終
わ
り
（
一
九
一
〇
年
代

初
め
）
頃
に
は
、
商
業
港
と
し
て
の
機
能
を
ほ
ぼ
終

え
る
の
で
あ
る
。

も
と
も
と
天
竜
川
木
材
の
輸
送
お
よ
び
売
買
は
、・

掛
塚
港
の
船
主
が
す
べ
て
実
権
を
握
っ
て
お
り
、
独

占
的
地
位
を
占
め
て
い
た
。
荷
主
に
と
っ
て
は
不
満

も
少
な
く
は
な
か
っ
た
。
し
か
も
当
時
の
船
は
、
風

待
ち
な
ど
も
あ
っ
て
輸
送
に
時
間
が
か
か
っ
た
。
難

船
、
沈
没
な
ど
も
珍
し
く
な
か
っ
た
。
輸
送
の
迅
速

性
・
確
実
性
に
お
い
て
も
問
題

が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

荷
主
の
受
け
る
損
害
は
小
さ
く
な
か
っ
た
。

鉄
道
輸
送
が
始
ま
っ
て
船
に
よ
る
輸
送
が
し
だ
い

に
衰
退
し
た
の
に
は
、
そ
う
し
た
事
情
も
背
景
に
あ
っ

た
。
金
原
明
善
が
東
海
道
線
の
開
通
を
機
に
、
木
材

輸
送
の
便
利
の
た
め
に
天
竜
運
輸
を
設
立
し
た
の
も
、

そ
う
し
た
海
運
の
現
状
に
対
抗
す
る
た
め
で
も
あ
っ

た
。
鉄
道
に
よ
る
陸
上
輸
送
は
、
よ
り
確
実
で
近
代

的
な
方
法
で
あ
っ
た
。

林文吉邸　うしろに天竜川河口が見える
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