
■
古
代
の
東
海
道

　

向
島
は
古
代
の
頃
か
ら
村
が
生
ま
れ

た
地
域
で
す
。
飛
鳥
時
代
の
６
２
８
年

に
創
建
さ
れ
た
と
い
う
浅
草
寺
と
浅
草

周
辺
、
そ
の
対
岸
の
向
島
に
は
古
代
か

ら
の
歴
史
が
息
づ
い
て
い
ま
す
。

　

『
江
戸
名
所
図
会　

大
川
橋
』
（
天
保

７
年
（
１
８
３
６
）
）
は
大
川
橋
（
現
吾

妻
橋
）
の
下
流
側
か
ら
隅
田
川
上
流
を

俯ふ

瞰か
ん

し
て
い
ま
す
。
画
面
右
手
が
向
島
、

「
梅
若
」
（
木も
く

母ぼ

寺じ

）
・
「
長
命
寺
」
・
「
牛う
し

ノの

御ご

前ぜ
ん

」
（
牛
島
神
社
）
・
「
三み
め
ぐ
り囲

」
・
「
あ

き
は
」
（
秋
葉
神
社
）
な
ど
江
戸
時
代
よ

り
古
い
寺
社
が
連
な
っ
て
い
ま
す
。

　

な
ぜ
向
島
は
古
代
の
頃
か
ら
開
け
た

の
で
し
ょ
う
か
。
二
千
年
ほ
ど
前
、
東

京
東
部
の
地
域
が
陸
地
化
し
、
現
在
の

よ
う
な
地
形
が
造
ら
れ
ま
し
た
（
東
京

低
地
と
い
い
ま
す
）
。
奈
良
・
平
安
時
代

に
な
る
と
都
の
朝
廷
は
全
国
へ
向
け
て

街
道
を
設
定
し
、
東
海
道
が
生
ま
れ
ま

す
。
江
戸
以
後
の
東
海
道
と
は
コ
ー
ス

が
や
や
異
な
り
、
武
蔵
国
か
ら
下
総
の

国
府
台
（
市
川
市
）
へ
と
向
か
う
道
筋

で
し
た
。

　

今
の
白
鬚
橋
付
近
に
あ
っ
た
「
隅す

田だ

の
渡
し
」
を
渡
り
、
北
上
す
る
と
木
母

寺
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
か
ら
東
へ
向
か

う
の
が
古
代
東
海
道
で
す
。
今
も
東
武

ス
カ
イ
ツ
リ
ー
ラ
イ
ン
鐘
ヶ
淵
駅
の
南

に
そ
の
道
筋
が
残
っ
て
い
ま
す
。

　

流
域
に
多
く
の
村
が
開
か
れ
、
す
ぐ

下
流
に
海
を
ひ
か
え
た
隅
田
川
と
、
古

代
の
幹
線
道
路
・
東
海
道
が
交
差
す
る

向
島
は
地
域
の
中
心
的
存
在
に
な
り
ま

し
た
。

■
伝
説
の
地

　

古
代
か
ら
開
か
れ
た
地
域
に
は
伝
説

が
生
ま
れ
ま
し
た
。
鐘
が
淵
伝
説
は
、

隅
田
川
の
川
底
に
沈
む
梵
ぼ
ん
し
ょ
う
鐘
が
、
天
候

の
変
化
な
ど
で
、
川
の
流
れ
が
変
わ
り

や
す
い
こ
と
か
ら
航
行
す
る
船
に
警
鐘

を
鳴
ら
し
て
く
れ
る
と
い
う
お
話
で
す
。

『
名
所
江
戸
百
景　

綾
瀬
川　

鐘
が
渕
』

（
歌
川
広
重
）
で
は
小
さ
な
筏
い
か
だ

を
搬
送

す
る
筏
師
が
描
か
れ
て
い
ま
す
が
、
綾

瀬
川
と
隅
田
川
が
合
流
す
る
場
所
の
危

う
さ
が
う
か
が
え
ま
す
。

　

木
母
寺
（
江
戸
初
期
ま
で
は
梅
若
寺
）

ゆ
か
り
の
梅
若
伝
説
は
、
都
の
吉
田
少

将
の
子
、
梅
若
丸
が
人
さ
ら
い
に
よ
っ

て
東
へ
と
連
れ
去
ら
れ
、
隅
田
川
の
ほ

と
り
で
命
を
落
と
す
と
い
う
、
謡
よ
う
き
ょ
く

曲

「
隅
田
川
」
で
知
ら
れ
た
物
語
で
す
。

こ
う
し
た
伝
説
は
、
人
里
離
れ
た
場
所

で
は
な
く
、
村
や
町
場
が
あ
り
人
の
往

来
も
頻
繁
だ
っ
た
都
市
化
さ
れ
た
場
所

だ
っ
た
か
ら
こ
そ
の
物
語
だ
と
感
じ
ら

れ
、
都
に
も
知
ら
れ
た
場
所
だ
っ
た
こ

と
が
う
か
が
え
ま
す
。

　

こ
う
し
た
伝
説
が
現
代
に
ま
で
語
り

継
が
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
大
都

市
江
戸
の
歴
史
が
関
係
し
て
い
ま
す
。

江
戸
は
徳
川
家
康
に
よ
り
開
か
れ
た
新

た
な
城
下
町
。
そ
の
規
模
は
時
代
を

追
っ
て
周
囲
に
拡
大
し
て
い
き
ま
し
た
。

　

江
戸
の
庶
民
に
は
次
第
に
親
代
々
の

「
江
戸
っ
子
」
が
増
え
て
い
き
ま
す
。

そ
の
人
た
ち
が
自
分
た
ち
の
足
元
を
知

り
た
く
な
る
の
は
今
も
変
わ
ら
な
い
こ

と
で
し
ょ
う
。
「
徳
川
家
康
が
開
い
た

町
」
と
い
う
だ
け
で
は
飽
き
足
ら
な
く

な
り
、
こ
う
し
た
伝
説
や
伝
承
が
注
目

さ
れ
、
そ
の
物
語
を
共
有
し
て
い

っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

■
江
戸
の
行
楽
地

　

こ
れ
ま
で
も
紹
介
し
て
き
ま
し

た
が
、
向
島
に
は
江
戸
よ
り
古
い

創
建
年
代
を
誇
る
寺
社
が
た
く
さ

ん
あ
り
、
境
内
の
堂ど

う

宇う

と
樹
木

・
草
花
、
梅
屋
敷
か
ら
始
ま
っ

た
百
花
園
、
そ
れ
に
隅
田
川
堤

の
桜
並
木
が
あ
い
ま
っ
て
江
戸

の
行
楽
地
と
な
り
ま
し
た
。
し

か
も
向
島
の
対
岸
に
は
古
代
か

ら
の
「
聖
地
」
浅
草
寺
が
あ
り

ま
す
。
浅
草
と
向
島
の
往
復
に

は
、
西
岸
の
山
谷
堀
河
口
か
ら
対
岸
の

三
囲
稲
荷
土
手
下
を
結
ぶ
竹
屋
の
渡
し

が
お
お
い
に
利
用
さ
れ
ま
し
た
。
ま
さ

に
江
戸
随
一
の
信
仰
と
行
楽
の
地
と
な

り
ま
し
た
。

　

『
名
所
江
戸
百
景　

木
母
寺
内う
ち
か
わ川

御ご

前ぜ
ん

栽さ
い
ば
た畑
』
（
歌
川
広
重
）
で
は
、
隅
田

川
か
ら
木
母
寺
境
内
へ
の
入
り
堀
に
船

が
着
き
、
芸
者
衆
が
料
理
屋
へ
向
か
う

シ
ー
ン
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

■
自
分
を
見
つ
め
る

　

向
島
の
数
々
の
寺
社
を
巡
り
、
草
木

に
触
れ
、
隅
田
川
の
流
れ
を
眺
め
る
こ

と
が
江
戸
の
人
び
と
に
と
っ
て
、
自
分

や
先
祖
が
暮
ら
し
て
き
た
町
・
江
戸
を

あ
ら
た
め
て
見
つ
め
直
す
場
と
な
っ
て

い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

（
江
戸
・
東
京
郷
土
史
研
究
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　

久
染　

健
夫
）
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「江戸名所図会　大川橋」

長谷川　雪旦　画

「名所江戸百景 木母寺内川御前栽畑」

歌川　広重　画

「名所江戸百景 綾瀬川 鐘が淵」

歌川　広重　画



■
つ
ま
み
細
工
と
は

　
ど
の
よ
う
な
も
の
か

　

つ
ま
み
細
工
と
は
、
正
方
形
の
布
を

ピ
ン
セ
ッ
ト
で
折
り
、
そ
の
片
（
ピ
ー

ス
）
を
組
み
合
わ
せ
て
花
や
動
物
を
表

現
す
る
技
術
で
す
。

　

つ
ま
み
簪
の
製
造
工
程
と
し
て
、
ま

ず
は
細
工
に
使
用
す
る
絹
の
羽
二
重
を

染
色
し
ま
す
。
七
五
三
用
な
ど
の
明
る

い
色
は
、
熱
し
た
染
液
の
中
に
浸
し
て

染
め
る
浸
し
染
め
を
行
い
ま
す
。
同
じ

色
を
均
等
に
、
全
体
を
染
め
る
染
色
技

法
で
す
。
色
に
よ
っ
て
は
、
草
木
染
め

も
行
い
ま
す
。

　

次
に
丸
包
丁
を
使
っ
て
裁
断
し
、
正

方
形
に
し
ま
す
（
写
真
右
上
）
。
こ
の
正

方
形
に
し
た
布
を
ピ
ン
セ
ッ
ト
で
折
っ

て
さ
ま
ざ
ま
な
形
の
片
を
作
る
こ
と
を

『
摘
み
』
と
い
い
（
写
真
左
上
）、
こ
れ
が

つ
ま
み
細
工
の
語
源
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
摘
ん
だ
片
を
木
の
板
に
厚
く

塗
っ
た
糊
に
つ
け
お
き
、
形
作
っ
た
状

態
を
保
ち
ま

す
。
そ
れ
を
、

抜
き
型
と
木

槌
を
用
い
て

作
っ
た
『
型
』

に
並
べ
て
モ

チ
ー
フ
を
形

作
り
ま
す
。

こ
れ
を
『
葺ふ

き
』
と
い
い

ま
す
（
写
真

下
）
。

葺
い
て
乾
か
し
た
モ
チ
ー
フ
を
絹
の
平

糸
で
組
み
合
わ
せ
て
ま
と
め
て
い
き
、

簪
の
金
具
を
つ
け
製
品
と
し
て
仕
上
げ

る
作
業
を
『
組
み
上
げ
』
と
い
い
、
こ

れ
で
完
成
と
な
り
ま
す
。

　
■
つ
ま
み
細
工
の
誕
生
と
発
展

　

こ
の
技
術
は
元
々
を
辿
る
と
京
の
公

家
文
化
の
中
で
宮
廷
に
仕
え
る
女
官
達

が
、
余
っ
た
端
切
れ
な
ど
を
使
っ
て
花

な
ど
を
作
り
始
め
た
事
に
端
を
発
す
る

と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

公
家
文
化
の
中
で
生
ま
れ
た
つ
ま
み

細
工
は
、
江
戸
時
代
の
中
期
頃
ま
で
に

京
か
ら
江
戸
に
伝
わ
り
、
「
花
簪
師
」

「
つ
ま
み
師
」
と
呼
称
さ
れ
る
専
門
の

職
人
に
よ
っ
て
、
つ
ま
み
簪
が
製
造
さ

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、

江
戸
時
代
中
期
以
降
、
町
娘
達
や
花
街

の
半
玉
達
の
頭
飾
と
し
て
若
い
女
性
の

中
で
流
行
し
ま
し
た
。
江
戸
の
流
行
り

も
の
と
な
っ
た
つ
ま
み
簪
は
、
参
勤
交　

　　　　　　　　　　　　

代
や
商
用
で
江
戸
を
訪
れ
た
人
々
の

「
江
戸
土
産
」
と
し
て
全
国
に
広
ま
り

ま
し
た
。

■
つ
ま
み
細
工
の
現
在

　

近
年
、
つ
ま
み
細
工
が
ハ
ン
ド
メ
イ

ド
作
品
と
し
て
一
般
の
方
の
中
で
急
激

に
流
行
り
出
し
ま
し
た
。
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
で
誰
も
が
気
軽
に
作
品
を
販
売

で
き
る
ツ
ー
ル
が
で
き
た
こ
と
、
ま
た

そ
れ
は
、「
好
き
な
こ
と
で
食
べ
て
い

く
」
と
い
う
様
な
新
し
い
概
念
が
浸
透

し
て
い
っ
た
時
流
と
ち
ょ
う
ど
重
な
り

ま
す
。
つ
ま
み
細
工
職
人
（
職
人
の
下

で
修
業
を
積
み
、
伝
統
的
な
技
術
で
製

造
を
行
う
者
）
は
高
齢
化
で
年
々
減
少

し
、
現
在
で
は
全
国
で
も
10

人
以
下
と

な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
と
は

対
照
的
に
、
つ
ま
み
細
工
で
商
売
を
す

る
作
家
は
次
々
と
生
ま
れ
て
お
り
、

１
０
０
０
人
を
有
に
超
え
て
い
る
現
状

が
あ
り
ま
す
。

　

私
は
現
在
製
造
と
平
行
し
て
弟
子
の

育
成
を
す
る
と
と
も
に
、
全
国
の
技
術

を
学
び
た
い
方
へ
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を

用
い
た
指
導
を
し
て
い
ま
す
が
、
生
徒

達
の
多
く
は
作
家
活
動
を
し
て
い
ま
す
。

つ
ま
み
細
工
の
業
界
も
時
代
の
流
れ
を

受
け
て
刻
々
と
変
化
を
と
げ
て
お
り
、

自
分
自
身
も
そ
の
変
化
を
恐
れ
ず
新
し

い
事
柄
に
も
積
極
的
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し

て
い
ま
す
。

■
墨
田
区
伝
統
工
芸
保
存
会
の

　
職
人
と
し
て

　

そ
ん
な
中
で
も
、
先
人
か
ら
受
け
継

い
で
き
た
自
分
の
職
人
と
し
て
の
考
え

方
が
、
新
し
い
時
代
の
な
ん
で
も
あ
り

な
イ
ン
ス
タ
ン
ト
な
価
値
観
に
う
ま
く

馴
染
め
ず
に
孤
独
を
感
じ
る
時
も
あ
り

ま
す
。
し
か
し
、
こ
こ
墨
田
区
に
は
今

で
も
昔
気
質
の
職
人
が
た
く
さ
ん
い
て

仕
事
を
し
て
い
ま
す
。
私
が
現
在
所
属

し
て
い
る
墨
田
区
伝
統
工
芸
保
存
会
は
、

そ
う
い
う
昔
気
質
な
職
人
達
の
集
ま
り

で
す
。
先
輩
方
と
話
を
し
た
り
共
に
イ

ベ
ン
ト
に
取
り
組
ま
せ
て
い
た
だ
い
た

り
す
る
中
で
、
日
々
職
人
と
し
て
の
仕

事
へ
の
取
り
組
み
方
や
生
き
方
を
再
認

識
で
き
、
そ
れ
に
勇
気
づ
け
ら
れ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
墨
田
区
は
街
全
体
で
も

の
づ
く
り
を
支
え
る
環
境
づ
く
り
に
熱

心
に
取
り
組
ん
で
い
て
、
下
町
文
化
の

色
濃
く
残
る
地
域
の
方
々
も
が
ん
ば
れ

よ
！
と
い
つ
も
応
援
し
て
く
れ
ま
す
。

　

私
は
こ
の
街
が
好
き
で
す
。
こ
こ
で

暮
ら
し
、
日
々
鍛
錬
を
怠
ら
ず
、
こ
れ

か
ら
も
職
人
と
し
て
成
長
し
続
け
て
い

き
た
い
と
思
い
ま
す
。

（
墨
田
区
伝
統
工
芸
保
存
会

　
　
　
　
　

花
簪
師　

宮　

あ
き
子
）
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左上：「摘み」の作業　右上：裁断後の羽二重

下：「葺き」の作業　　　　　　　　　　


