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道
の
か
た
わ
ら
に
残
る
道
標
は
、

街
道
の
歴
史
を
今
に
伝
え
ま
す
。
前

回
紹
介
し
た
十
三
街
道
に
残
る
道
標

に
つ
い
て
お
話
し
し
ま
し
ょ
う
。

　
『
河
内
名
所
図
会
』
に
掲
載
さ
れ
た

十
三
峠
の
つ
づ
ら
折
り
の
急
坂
を
下

り
、
旧
神
立
村
を
西
に
進
ん
で
い
き

ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
南
に
あ
る
神

立
共
同
墓
地
に
向
か
う
四
つ
辻
に
道

標
が
あ
り
ま
す
。
安
政
２
年（
１
８

５
５
年
）に
建
て
ら
れ
た
道
標
で
、「
右 

大
坂
（
道
）」・「
左 

信
貴
山
松
尾
山

／
た
つ
た
、法
り
ゆ
う
し
」と
刻
ま
れ

て
お
り
、十
三
街
道
が
法
隆
寺
に
至

る
道
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

　

十
三
街
道
は
、
西
に
そ
の
ま
ま
進

む
の
で
は
な
く
、
こ
こ
で
北
に
折
れ

て
旧
大
竹
村
に
至
り
ま
す
。
ま
っ
す

ぐ
西
に
下
れ
ば
、
平
安
時
代
後
期
の

向む
か
い

山や
ま

瓦が

窯よ
う

が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、

旧
大
竹
村
の
地
蔵
堂
の
そ
ば
に
あ
る

道
標
に
は
「
左 

十
三
峠
」
と
あ
り
ま

す
。
建
て
ら
れ
た
年
は
刻
ま
れ
て
い

ま
せ
ん
が
、
こ
の
道
が
街
道
と
し
て

に
ぎ
や
か
だ
っ
た
江
戸
時
代
の
も
の

で
し
ょ
う
。

　

こ
の
道
標
の
斜
め
向
か
い
に
、「
高

安
遊
園
地 

四
千
年
前
穴
居
跡 

徒
歩

近
道
」
と
刻
ま
れ
た
不
思
議
な
道
標

が
あ
り
ま
す
。
大
正
３
年
（
１
９
１

４
年
）
の
大
阪
電
気
軌
道
（
現
在
の

近
鉄
）
の
奈
良
線
開
業
の
こ
ろ
に
設

置
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
道
標
で
す
。

徒
歩
で
の
来
訪
だ
け
で
な
く
、
鉄
道

の
最
寄
り
駅
か
ら
高
安
山
麓
を
観
光

す
る
新
た
な
時
代
の
は
じ
ま
り
の
象

徴
で
す
。
同
じ
内
容
の
道
標
が
東
高

野
街
道
に
面
す
る
松
の
馬
場
の
鳥
居

の
横
に
残
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
道
標
の「
高
安
遊
園
地
」と
は
、

玉た
ま
の
お
や祖

神
社
の
近
く
に
あ
っ
た
休
憩
所

な
ど
を
備
え
た
梅
林
の
こ
と
で
す
。

そ
し
て
、「
四
千
年
前
穴
居
跡
」
と
は
、

神
立
に
あ
る
愛
宕
塚
古
墳
の
こ
と

だ
っ
た
の
で
す
。　
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