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歴
史
と
文
化
の
道

　
　
　
　
　
　東
海
道

沼
津
の
み
ち

　人
や
も
の
を
移
動
さ
せ
る
た
め
の
交
通
空
間
で
あ
る
と
と
も
に
、
人
々
が
集

い
、
語
ら
う
と
い
っ
た
日
常
の
生
活
空
間
で
も
あ
る「
み
ち
」。
長
い
歴
史
の
中

で
、
形
や
役
割
を
変
え
、
そ
の
地
域
に
あ
っ
た
街
並
み
を
作
り
出
し
て
い
ま
す
。

　沼
津
市
で
は
昔
か
ら
日
本
の
骨
格
を
担
う
主
要
道
路
が
横
断
し
、
日
本
の
経

済
を
支
え
る
一
方
で
、
市
民
の
皆
さ
ん
か
ら
愛
さ
れ
、
馴
染
み
深
い
生
活
道
路

も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

　今
回
の
特
集
で
は
、
沼
津
の
み
ち
の
歴
史
を
紐
解
き
、
市
民
の
皆
さ
ん
か
ら

愛
着
を
持
た
れ
、
憩
い
の
空
間
と
し
て
利
用
さ
れ
る
様
々
な
沼
津
の
み
ち
を
紹

介
し
ま
す
。

　
古
く
か
ら
沼
津
市
を
東
西
に
横
断
す
る
東

海
道
。
日
本
の
大
動
脈
と
し
て
政
治
や
文
化

の
中
心
を
繋
い
で
い
た
と
同
時
に
沼
津
市
が

ま
ち
と
し
て
成
り
立
つ
大
き
な
要
因
で
も
あ

っ
た
と
言
え
ま
す
。

　
東
海
道
と
い
う
名
称
は
大
宝
律
令
（701

年
）
で
制
定
さ
れ
た
地
域
名
で
し
た
が
、
後

に
こ
れ
ら
の
地
域
を
経
由
し
、
貫
通
す
る
道

路
も
指
す
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
江
戸
時
代
に
入
る
と
徳
川
氏
の
本
城
が
あ

る
江
戸
と
朝
廷
の
あ
る
京
都
や
経
済
の
中
心

で
あ
っ
た
大
坂
と
の
情
報
伝
達
が
迅
速
に
行

え
る
よ
う
、
街
道
沿
い
に
あ
る
各
宿
場
に
は
、

公
用
の
書
状
や
荷
物
を
次
の
宿
場
ま
で
届
け

る
た
め
、
人
や
馬
を
配
置
す
る
宿
駅
伝
馬
制

度
が
敷
か
れ
、
こ
れ
に
よ
り
近
世
の
東
海
道

が
成
立
し
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
そ
の
後
、
参
勤
交
代
の
大
名
行
列
な
ど
に

よ
り
人
の
往
来
が
増
え
、
街
道
や
宿
場
施
設

の
整
備
が
進
む
一
方
、
軍
事
上
の
目
的
か
ら

各
地
に
は
関
所
な
ど
が
設
け
ら
れ
ま
し
た
。

や
が
て
、
世
の
中
が
平
和
に
な
る
に
し
た
が

い
、
政
治
・
軍
事
の
道
か
ら
多
く
の
人
々
が

旅
な
ど
で
行
き
交
う
庶
民
の
道
へ
と
変
わ
っ

て
い
き
ま
す
。

　
こ
の
頃
、
沼
津
を
通
る
東
海
道
は
、
木
瀬

川
か
ら
市
街
地
へ
入
り
、
駿
河
湾
沿
岸
を
原

方
面
へ
抜
け
て
い
ま
す
。
宿
場
は
２
カ
所
設

け
ら
れ
て
お
り
、
全
国
か
ら
多
く
の
人
が
訪

れ
、
賑
わ
い
を
見
せ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
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愛
鷹
山
南な
ん
ろ
く麓
の
集
落
を
結
び
、
黄
瀬
川
流

域
か
ら
富
士
市
吉
原
ま
で
続
い
て
い
る
道
路

が
い
わ
ゆ
る
根
方
街
道
。「
根
方
」は
山
裾
を

意
味
し
、
海
岸
部
を
示
す「
浦
方
」に
対
置
す

る
言
葉
で
す
。
昔
の
街
道
は
愛
鷹
山
の
尾
根

の
先
端
を
か
す
め
な
が
ら
集
落
内
に
入
り
、

折
れ
曲
が
り
を
繰
り
返
し
な
が
ら
隣
の
集
落

へ
と
続
い
て
い
ま
し
た
。

　
現
在
で
は
、
自
動
車
が
よ
う
や
く
相
互
通

行
で
き
る
道
路
と
し
て
、
門
池
、
大
岡
、
金

岡
、
愛
鷹
、
浮
島
の
各
地
区
を
結
び
、
概お
お
むね

旧
集
落
の
南
側
を
か
す
め
る
よ
う
に
続
い
て

い
ま
す
。
街
道
沿
い
に
は
道
祖
神
な
ど
石
造

物
が
多
く
残
っ
て
お
り
、
古
道
の
面
影
を
残

し
て
い
ま
す
。

　
バ
ス
や
ト
ラ
ッ
ク
と
す
れ
違
え
ば
速
度
を

落
と
し
、
笑
顔
で
譲
り
合
う
、
地
域
の
皆
さ

ん
に
愛
着
を
持
た
れ
た
根
方
街
道
は
、
今
も

昔
も
生
活
道
路
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果
た

し
て
い
ま
す
。

地
域
を
結
ぶ

　
　
　
　
　根
方
街
道

街
道
と
歩
む
老
舗

　
東
海
道
沿
い
の
原
宿
場
町
で
江
戸
後
期

（
文
化
元
年
・1804

年
）か
ら
商
い
を
続
け

て
い
る
髙
嶋
酒
造
。
沼
津
の
地
酒
、
白
隠
正

宗
の
醸
造
元
と
し
て
多
く
の
人
に
知
ら
れ
て

い
ま
す
。
白
隠
正
宗
の
酒
銘
に
は
、
明
治
17

年
に
勅
使
と
し
て
松
蔭
寺
を
訪
れ
た
山
岡
鉄

舟
が
、
出
さ
れ
た
酒
の
旨
さ
に
原
宿
で
生
ま

れ
た
白
隠
禅
師
に
因
ん
で「
白は
く
い
ん
ま
さ
む
ね

隠
正
宗
」と
銘

名
し
た
と
い
う
逸
話
が
あ
り
ま
す
。

　
代
表
を
務
め
る
髙
嶋
さ
ん
は
「
酒
蔵
と
い

う
と
米
ど
こ
ろ
に
あ
る
の
が
一
般
的
で
す
が
、

う
ち
は
東
海
道
の
賑
わ
い
と
と
も
に
育
っ
た

蔵
な
ん
で
す
。
宿
場
町
と
し
て
多
く
の
旅
人

や
要
人
が
宿
や
寺
社
に
立
ち
寄
っ
た
の
で
、

お
も
て
な
し
の
お
酒
を
振
る
舞
う
機
会
が
多

か
っ
た
こ
と
か
ら
、
お
酒
を
造
る
よ
う
に
な

っ
た
ん
で
す
よ
」
と
教
え
て
く
れ
ま
し
た
。

　
道
路
整
備
が
進
む
と
、
箱
根
や
伊
豆
方
面

へ
出
荷
を
す
る
よ
う
に
な
り
、
今
で
は
沼
津

の
地
酒
を
国
外
に
も
届
け
て
い
る
そ
う
で
す
。

　
江
戸
時
代
か
ら
続
く
髙
嶋
酒
造
。
そ
の
営

み
は
東
海
道
と
と
も
に
歩
ん
で
き
た
こ
と
が

う
か
が
え
ま
す
。

道の守り神である道
祖神が数多く残って
います（東椎路）

髙嶋酒造株式会社
代表取締役　髙嶋一孝さん

え
ま
す
。

　
江
戸
か
ら
12
番
目
の
沼
津
宿
で
は
、
慶
長

19
年（1619

年
）に
廃
城
と
な
っ
た
三
枚
橋

城
と
狩
野
川
と
の
間
を
東
海
道
が
通
り
、
本

町
付
近
を
中
心
に
宿
の
機
能
が
集
中
し
て
い

ま
し
た
。

　
沼
津
宿
を
西
に
一
里
半（
約
６
km
）行
く
と

13
番
目
の
原
宿
が
あ
り
ま
す
。
街
道
沿
い
に

町
が
発
展
し
た
原
宿
に
は
寺
社
が
多
く
、
旅

人
の
宿
と
し
て
も
使
わ
れ
て
い
た
そ
う
で
す
。

今
も
原
に
は
当
時
か
ら
あ
る
神
社
仏
閣
や
間

口
の
狭
い
敷
地
な
ど
昔
の
面
影
を
残
し
て
い

ま
す
。

　
現
在
は
、
県
道
東
柏
原
沼
津
線
の
西
間
門

交
差
点
か
ら
植
田
ま
で
を
旧
東
海
道
と
呼
ぶ

ほ
か
、
市
内
各
所
に
も
当
時
の
様
子
を
う
か

が
う
こ
と
が
で
き
る
痕
跡
が
多
く
残
さ
れ
、

今
に
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
東
海
道
は
、
交
通
事
情
の
変
化
な
ど
に
伴

い
そ
の
形
態
や
役
割
は
変
わ
り
ま
し
た
が
、

沼
津
市
の
歴
史
や
文
化
の
発
展
に
大
き
く
影

響
を
与
え
て
い
た「
み
ち
」と
言
え
ま
す
。
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