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日本百街道紀行
街
道
と
ま
ち
づ
く
り

鎌
倉
街
道
下
道

第
51
回

は
じ
め
に

　

東
京
23
区
の
一
つ
で
あ
る
墨
田
区

は
、
東
京
区
部
の
東
側
に
位
置
し
て
お

り
、
隅
田
川
、
荒
川
、
旧
中
川
な
ど
周

囲
を
川
に
囲
ま
れ
て
い
る
。
昭
和
22
年

に
北
部
区
域
の
向
島
区
と
南
部
区
域
の

本
所
区
が
合
併
し
て
墨
田
区
が
誕
生
し

た
が
、「
墨
田
」の
名
は
、
隅
田
川
堤
の

通
称“
墨
堤
”の
呼
び
名
の「
墨
」と
、“
隅

田
川
”の
名
の「
田
」の
２
字
か
ら
名
付

け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

都
営
地
下
鉄
、
東
武
鉄
道
、
京
成
線

な
ど
複
数
路
線
が
乗
り
入
れ
て
い
る
ほ

か
、
路
線
バ
ス
も
充
実
し
て
お
り
、
さ

ら
に
は
羽
田
空
港
お
よ
び
成
田
空
港
か

ら
の
ア
ク
セ
ス
も
良
い
こ
と
か
ら
、
交

通
利
便
性
の
高
い
地
域
と
し
て
評
価
さ

れ
て
い
る
。

　

こ
の
地
域
が
本
格
的
に
発
展
し
て
い

く
の
は
、江
戸
時
代
、明め
い
れ
き暦

３（
１
６
５
７
）

年
の
「
明
暦
の
大
火
」
が
き
っ
か
け
で

あ
っ
た
。
江
戸
は
ほ
ぼ
全
滅
、
10
万
人

余
り
の
命
が
奪
わ
れ
た
こ
の
出
来
事
を

機
に
、
幕
府
は
防
火
対
策
中
心
の
都
市

復
興
に
着
手
す
る
が
、
こ
の
際
、
武
家

屋
敷
な
ど
の
移
転
先
に
選
ば
れ
た
の
が
、

現
在
の
墨
田
区
南
部
す
な
わ
ち
本
所
で

あ
り
、
武
家
屋
敷
を
主
と
す
る
市
街
へ

と
発
展
し
て
い
っ
た
。元げ
ん
ろ
く禄

15（
１
７
０
２
）

年
、
赤
穂
浪
士
が
主
君
の
あ
だ
を
討
っ

た
事
件
は「
忠
臣
蔵
」と
し
て
広
く
知
ら

れ
て
い
る
が
、
そ
の
舞
台
と
な
っ
た
吉

良
邸
跡
地
の
一
部
は
、
現
在
本
所
松
坂

町
公
園
と
し
て
維
持
管
理
さ
れ
て
い
る
。

　

一
方
、
北
部
の
向
島
地
域
は
農
村
地

帯
の
ま
ま
で
あ
っ
た
が
、
風
光
明
媚
な

こ
の
地
は
、
寺
社
仏
閣
を
巡
っ
た
り
、

庭
園
で
草
花
を
め
で
た
り
、
団
子
や
桜

餅
な
ど
の
菓
子
に
舌
鼓
を
打
っ
た
り

と
、
さ
ま
ざ
ま
な
楽
し
み
方
の
で
き

る
、
全
国
的
に
も
有
名
な
一
大
行
楽
地

で
あ
っ
た
。

　

近
代
日
本
を
形
成
し
た
明
治
時
代
、

こ
の
地
も
新
し
い
首
都
東
京
の
一
角
と

し
て
、
新
た
な
役
割
を
果
た
す
よ
う
に

な
る
。
当
時
の
こ
の
地
の
生
産
品
と
い

え
ば
、
南
部
で
は
瓦
・
髪
結
い
具
・
ろ

う
そ
く
な
ど
の
日
用
品
、
北
部
で
は
農

作
物
で
あ
り
、
そ
れ
が
河
川
に
囲
ま
れ

た
好
適
な
立
地
条
件
や
労
働
事
情
で
、

次
第
に
工
業
地
帯
化
し
て
い
く
。
特
に

紡
績
・
精
密
工
業
・
石
け
ん
・
製
靴
が

盛
ん
で
、
大
正
期
に
は
輸
出
向
け
と
し

て
玩
具
製
造
・
ゴ
ム
工
業
な
ど
が
起
こ

り
発
展
し
て
い
っ
た
。

　

関
東
大
震
災
や
東
京
大
空
襲
の
災
禍

に
遭
い
な
が
ら
も
力
強
く
復
興
し
、
産

業
集
積
を
保
持
・
拡
大
し
て
き
た
。
戦

後
は
日
本
の
高
度
経
済
成
長
と
共
に
発

展
し
、
職
住
近
接
の
「
も
の
づ
く
り
の

ま
ち
」を
形
成
し
て
き
た
。

古
代
東
海
道
・
鎌
倉
街
道 

下
道
と
す
み
だ

　

現
在
、
本
区
と
い
え
ば
、
墨
堤
の
桜
、

隅
田
川
の
花
火
、
両
国
の
相
撲
、
さ
ら

人
の
往
来
で
に
ぎ
わ
う
ま
ち
・
す
み
だ

墨す
み
だ田

区
長（
東
京
都
）　

山や
ま
も
と本　

亨と
お
る
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に
は
東
京
ス
カ
イ
ツ
リ
ー
Ⓡ

が
思
い
浮

か
ぶ
こ
と
と
思
う
が
、
実
は
古
く
は
平

安
時
代
か
ら
、
こ
の
地
は
和
歌
の
歌
枕

の
地
と
し
て
人
々
に
知
ら
れ
て
い
た
。

平
安
時
代
の
歌
物
語『
伊
勢
物
語
』に
あ

る
有
名
な
故
事
の
く
だ
り
で
「
す
み
だ

川
…
」の
名
が
記
さ
れ
、
在あ
り
わ
ら
の
な
り
ひ
ら

原
業
平
が
、

「
名
に
し
お
は
ば 

い
ざ
言
問
は
む 

都

鳥 

わ
が
思
ふ
人
は 

あ
り
や
な
し
や

と
」
と
詠
ん
だ
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ

の
歌
を
詠
ん
だ
の
が
、
古
代
東
海
道
上

の
隅
田
川
の
渡
し
（
現
在
の
白し
ら
ひ
げ
ば
し

鬚
橋
付

近
）の
船
の
上
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

　

隅
田
川
流
域
に
は
、
平
安
初
期
以

来
、
今
の
台
東
区
浅
草
や
橋
場
付
近
と

墨
田
区
堤
通
付
近
を
結
び
、
古
代
東
海

道
が
通
過
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い

る
。
中
世
に
入
り
、
こ
の
道
筋
は
東
京

湾
・
隅
田
川
の
水
上
交
通
と
相
ま
っ
て

さ
ら
に
街
道
と
し
て
発
展
を
遂
げ
、
鎌

倉
街
道
下
道
と
し
て
使
用
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
い
く
。
水
陸
交
通
の
要
衝
で

あ
っ
た
こ
の
地
に
は
、
隅
田
宿
と
呼
ば

れ
る
交
通
集
落
が
あ
り
、
多
く
の
人
や

物
が
行
き
交
う
場
と
し
て
に
ぎ
わ
っ
て

い
た
。

　

治じ
し
ょ
う承

４（
１
１
８
０
）年
、
鎌
倉
へ
向

か
う
源
頼
朝
が
下
総
国
か
ら
武
蔵
国
へ

向
か
う
際
に
、
隅
田
宿
に
逗と
う
り
ゅ
う留し
た
と

『
吾あ
づ
ま
か
が
み

妻
鏡
』に
は
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

こ
と
か
ら
、
付
近
の
隅
田
川
神
社
な
ど

河
畔
に
あ
っ
た
神
社
に
は
、
源
頼
朝
の

隅
田
川
渡
河
に
ま
つ
わ
る
伝
承
が
残
さ

れ
て
い
る
。

墨
田
区
の
こ
れ
か
ら

　

現
在
、
世
界
的
な
課
題
と
し
て
「
誰

一
人
取
り
残
さ
な
い
」
社
会
の
実
現
を

目
指
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
Ｓ
Ｄ

Ｇ
ｓ
へ
の
対
応
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　

本
区
は
、
内
閣
府
が
実
施
す
る

「
２
０
２
１
年
度
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
未
来
都
市
・

自
治
体
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
モ
デ
ル
事
業
」
に
お

い
て
、
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
の
達
成
に
向
け
た
優

れ
た
取
り
組
み
を
行
う
都
市
と
し
て

「
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
未
来
都
市
」
に
選
定
さ
れ

た
。
ま
た
、
産
業
振
興
を
基
軸
と
し
、

環
境
や
保
健
衛
生
と
も
連
携
し
た
事
業

と
し
て
「
自
治
体
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
モ
デ
ル
事

業
」に
も
認
定
さ
れ
て
い
る
。

　

古
く
か
ら
交
通
の
要
衝
と
し
て
、
ま

た「
も
の
づ
く
り
の
ま
ち
」と
し
て
発
展

し
て
き
た
歴
史
や
文
化
を
生
か
し
、“
す

み
だ
”
ら
し
い
共
に
支
え
合
う
ま
ち
づ

く
り
を
進
め
な
が
ら
、
持
続
可
能
な

“
す
み
だ
”の
実
現
に
向
け
、
本
区
は
こ

れ
か
ら
も
歩
み
を
続
け
て
い
く
。

隅田川筏渡ノ図（すみだ郷土文化資料館提供）

企
画
協
力
：
全
国
街
道
交
流
会
議
「
街
道
交
流
首
長
会
」

一
口
メ
モ

鎌倉街道下道
　

鎌
倉
街
道
と
は
、
幕
府
の
置
か
れ
た

鎌
倉
と
地
方
と
を
結
ん
だ
街
道
の
総

称
。
上か
み
つ
み
ち道

、
中な
か
つ
み
ち道

、
下し
も
つ
み
ち道

と
呼
ば
れ
た

３
本
の
幹
線
道
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
多

く
の
支
道
が
分
か
れ
て
い
た
。

　

下
道
は
、
鎌
倉
を
出
た
後
品
川
を

通
っ
て
東
京
湾
沿
い
に
北
上
し
、
橋
場

の
渡
し
（
隅
田
川
の
渡
し
）
を
経
て
松

戸
、
柏
を
通
り
常
陸
方
面
へ

向
か
う
ル
ー
ト
で
、
こ
れ
と

は
別
に
市
川
方
面
に
行
く

ル
ー
ト
も
あ
っ
た
。

　
「
吾
妻
鏡
」
で
は
鎌
倉
往
還

や
鎌
倉
路
と
記
さ
れ
て
お
り
、

江
戸
時
代
に
は
鎌
倉
街
道
と

呼
ば
れ
て
そ
の
呼
称
は
現
在

も
各
地
で
使
わ
れ
て
い
る
。

東京湾

鎌倉街道
下道

橋場の渡し
（隅田川の渡し）

市川

品川

鎌倉

「
吾
妻
鏡
」に
記
さ
れ
た
源
頼
朝
ゆ
か
り
の
道


