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日本百街道紀行
街
道
と
ま
ち
づ
く
り

中
山
道

第
40
回

外
国
人
市
民
は
パ
ー
ト
ナ
ー

　

令
和
元
年
10
月
20
日
、
日
曜
の
午
後

の
穏
や
か
な
秋
晴
れ
の
も
と
、
第
35
回

お
ん
祭
Ｍ
Ｉ
Ｎ
Ｏ
Ｋ
Ａ
Ｍ
Ｏ
秋
の
陣
の

姫
行
列
イ
ベ
ン
ト
が
中
山
道
太
田
宿
地

内
で
開
催
さ
れ
、
艶あ
で

や
か
な
衣
装
を
着

た
姫
を
見
よ
う
と
２
万
人
を
超
す
観
衆

が
押
し
寄
せ
た
。

　

こ
の
イ
ベ
ン
ト
で
恒
例
と
な
っ
て
い

る
の
が
、
行
列
の
参
列
者
に
多
く
の
外

国
人
市
民
が
参
加
し
て
い
る
こ
と
で
、

江
戸
時
代
の
歴
史
に
基
づ
く
催
し
で
あ

り
な
が
ら
、
美
濃
加
茂
市
ら
し
い
多
国

籍
の
人
々
に
よ
る
行
列
と
な
っ
て
い
る
。

　

本
市
は
、
人
口
５
万
７
０
０
０
人
の

う
ち
、
そ
の
約
10
％
が
在
住
外
国
人
市

民
で
あ
り
、
こ
の
割
合
は
全
国
の
都
市

の
中
で
、
最
も
高
い
も
の
と
な
っ
て
い

る
。
市
内
に
は
、
日
系
ブ
ラ
ジ
ル
人
や

フ
ィ
リ
ピ
ン
人
の
方
々
な
ど
を
中
心
に

37
の
国
や
地
域
の
人
々
が
生
活
さ
れ
て

い
る
が
、
彼
ら
は
自
分
た
ち
だ
け
の
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
形
成
す
る
こ
と
な
く
、

日
本
人
と
一
緒
に
地
域
に
溶
け
込
ん
で

暮
ら
し
て
い
る
。
最
近
で
は
、
一
戸
建

て
の
住
居
を
構
え
る
方
も
多
く
な
り
、

中
に
は
地
域
組
織
で
あ
る
自
治
会
に
加

入
し
、
地
元
の
消
防
団
員
と
し
て
地
域

の
安
全
安
心
の
た
め
に
活
動
さ
れ
て
い

る
方
も
い
る
。

　

ま
た
、
市
内
の
小
学
校
に
は
、
ク
ラ

ス
の
３
分
の
１
が
外
国
人
児
童
の
学
校

も
あ
り
、
子
ど
も
た
ち
は
、
国
籍
を
問

わ
ず
一
緒
に
な
っ
て
学
ん
で
い
る
。
外

国
人
児
童
の
中
で
日
本
語
の
指
導
が
必

要
と
な
る
子
ど
も
た
ち
に
つ
い
て
は
、

そ
の
日
本
語
能
力
に
応
じ
て
日
本
語
で

の
教
育
を
指
導
す
る「
の
ぞ
み
教
室
」に

入
校
し
、
そ
こ
で
日
本
語
や
日
本
で
の

習
慣
な
ど
を
数
カ
月
間
学
ん
だ
後
、
居

住
す
る
地
区
の
学
校
に
転
入
す
る
こ
と

に
な
っ
て
い
る
。

女
性
の
起
業
支
援

　

今
年
で
オ
ー
プ
ン
３
年
目
を
迎
え
る

ソ
レ
イ
ユ
は
、
中
山
道
太
田
宿
「
本
陣

門
」
の
す
ぐ
西
側
に
雑
貨
屋
と
し
て
開

業
し
た
。
オ
ー
ナ
ー
は
市
内
在
住
の
女

性
で
、
市
が
推
進
す
る
女
性
起
業
支
援

事
業「
姫
ｂ
ｉ
ｚ
」（
ひ
め
ビ
ズ
）の
後
押

し
を
得
て
、
念
願
の
自
分
の
お
店
を
持

つ
こ
と
に
な
っ
た
。

　

ソ
レ
イ
ユ
は
、「
姫
ｂ
ｉ
ｚ
」の
窓
口

で
開
業
前
か
ら
開
業
後
の
資
金
計
画
や

事
業
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
化
な
ど
を
綿
密

に
相
談
し
晴
れ
て
開
業
と
な
っ
た
が
、

お
も
て
な
し
文
化
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
を
未
来
に

│
外
国
人
市
民
と
女
性
が
活
躍
す
る
ま
ち
│

美み

の

か

も

濃
加
茂
市
長（
岐
阜
県
）　

伊い

と

う藤
誠せ

い
い
ち一

おん祭MINOKAMO秋の陣　姫行列

姫行列に参加する外国人市民
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今
で
は
太
田
宿
を
訪
れ
る
観
光
客
だ
け

で
な
く
固
定
客
や
リ
ピ
ー
タ
ー
も
増
え

て
い
る
。
彼
女
は
、「
姫
ｂ
ｉ
ｚ
」
と

出
会
え
た
こ
と
に
よ
り
、
よ
り
自
分
ら

し
い
生
き
方
や
社
会
と
の
つ
な
が
り
を

確
信
し
、
起
業
を
決
意
し
た
と
話
し
て

い
る
。

　

本
市
は
、
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創

生
総
合
戦
略
を
、
女
性
に
特
化
し
て「
み

の
か
も
で
、
叶
え
ら
れ
る
夢
が
あ
る
！
」

を
コ
ン
セ
プ
ト
に
、
総
合
戦
略
計
画「
カ

ミ
ー
ノ
」（
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
で「
道
」の
意

味
）
と
し
て
ま
と
め
て
い
る
が
、「
カ

ミ
ー
ノ
」
は
、
女
性
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ

ル
、
出
会
い
結
婚
、
妊
娠
・
出
産
、
子

育
て
、
教
育
を
五
つ
の
柱
と
し
て
、
さ

ま
ざ
ま
な
施
策
を
展
開
し
て
い
る
。

　

そ
の
施
策
の
一
環
と
し
て
、
女
性
の

夢
の
実
現
を
支
援
す
る「
姫
ｂ
ｉ
ｚ
」を

設
置
し
て
お
り
、
そ
の
運
営
も
女
性
が

中
心
の
一
般
社
団
法
人
が
担
っ
て
い

る
。
起
業
に
際
し
て
の
女
性
ら
し
い
き

め
細
や
か
な
サ
ポ
ー
ト
が
特
徴
で
、
起

業
の
み
で
な
く
イ
ベ
ン
ト
開
催
や
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
な
ど
で
も
相
談
者
に
寄
り

添
っ
た
相
談
が
で
き
る
こ
と
が
強
み
で

あ
る
。

　

相
談
は
市
内
の
方
に
限
定
し
て
お
ら

ず
、
市
外
県
外
か
ら
の
相
談
も
受
け
付

け
る
が
、
こ
れ
ま
で
に
市
内
だ
け
で
も

30
件
の
女
性
起
業
家
ら
が
誕
生
し
、
今

も
年
間
当
た
り
延
べ
４
０
０
件
か
ら

５
０
０
件
の
相
談
が
寄
せ
ら
れ
て
お

り
、
こ
れ
か
ら
も
女
性
の
夢
を
積
極
的

に
支
援
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

「
姫
街
道
」の
Ｄ
Ｎ
Ａ

　

本
市
は
、
江
戸
時
代
の
中
山
道
の
宿

場
町
を
基
と
し
て
発
展
し
て
き
た
。
中

山
道
は
、
難
所
が
少
な
く
女
性
で
も
往

来
が
楽
な
こ
と
や
、
徳
川
第
14
代
将
軍

家
茂
の
正
室
と
し
て
皇
女
和
宮
が
姫
行

列
に
て
降
嫁
し
た
こ
と
か
ら
、
別
名

「
姫
街
道
」と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。
昔
か

ら
交
通
の
要
衝
と
し
て
栄
え
た
太
田
宿

の
人
々
が
、
長
年
多
く
の
旅
人
を
温
か

く
出
迎
え
も
て
な
し
、
無
事
を
祈
っ
て

送
り
出
す
と
い
う
文
化
を
育
み
、
そ
れ

が
Ｄ
Ｎ
Ａ
と
な
っ
て
、
現
代
の
本
市
の

人
々
の
根
底
に
脈
々
と
受
け
継
が
れ
て

い
る
。

　

外
部
か
ら
の
人
に
対
し
て
構
え
る
こ

と
な
く
、
さ
り
げ
な
く
受
け
入
れ
る
気

持
ち
を
常
に
持
つ
こ
と
で
、
他
の
地
域

か
ら
移
り
住
む
日
本
人
も
外
国
人
も
、

そ
し
て
女
性
も
、
誰
も
が
隔
た
り
な
く

暮
ら
せ
る
ま
ち
、
そ
れ
が
美
濃
加
茂
市

で
あ
る
。

　

こ
れ
か
ら
も
、
女
性
や
外
国
人
市
民

な
ど
が
生
き
生
き
と
暮
ら
す
市
の
特
色

を
生
か
し
、
み
ん
な
が
互
い
に
必
要
な

パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
、
そ
し
て
、
全
て
の

人
が
自
分
ら
し
く
生
き
る
こ
と
が
叶か
な

う

ま
ち
と
し
て
、
お
も
て
な
し
文
化
の
Ｄ

Ｎ
Ａ
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
て
い
き
た
い
。

カミーノによる女性活躍支援の様子

一
口
メ
モ

中山道
　

中
山
道
は
、
江
戸
時
代
徳
川
幕
府
に

よ
り
整
備
さ
れ
た
五
街
道
の
一
つ
。
東

海
道
と
並
ん
で
参
勤
交
代
路
と
し
て
利

用
さ
れ
、
太
田
宿
は
日
本
橋
か
ら
数
え

て
51
番
目
の
宿
場
町
で
あ
る
。

　

国
重
要
文
化
財
「
旧
太
田
脇
本
陣
林

家
住
宅
」
は
、
太
田
宿
の
脇
本
陣
で
、

創
建
年
代
は
明
和
６（
１
７
６
９
）年
と

さ
れ
て
い
る
。

　

林
家
は
、
江
戸
中
期
か
ら
脇
本
陣

を
勤
め
る
傍
ら
、
庄
屋
と
し
て
尾
張

藩
太
田
代
官
の
指
揮
下
で
宿
の
行
政

事
務
に
携
わ
り
、
ま
た
、
家
業
と
し
て

質
屋
や
味み

そ噌
・
溜た
ま
り（

醤
油
の
起
源
と
も

い
わ
れ
る
、
味
噌
を
仕
込
ん
だ
後
に

浸
出
し
た
液
の
こ
と
）の
製
造
販
売
も

営
ん
で
い
た
旧
家
。

　

主
屋
・
表
門
・
質し

ち
ぐ
ら倉
・
借か
り
も
の
ぐ
ら

物
倉
・

隠い
ん
き
ょ
や

居
家
な
ど
の
建
物
群
が
ま
と
ま
っ
て

残
っ
て
お
り
、
宿
場
の
拠
点
施
設
と
し

て
の
屋
敷
構
え
を
伝
え
る
貴
重
な
遺
構

で
あ
る
。

美濃太田駅

中山道

木曽川

高山
本線

美濃加茂市

可児市

太田宿

中
山
道
と
「
旧
太
田
脇
本
陣
林
家
住
宅
」

企
画
協
力: 

全
国
街
道
交
流
会
議
「
街
道
交
流
首
長
会
」


