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「
宮
の
渡
し
か
ら
西
の
東
海
道
」
と
言
え
ば
、「
桑く

わ

名な

ま
で
海
路

か
い
ろ

七し
ち

里り

」

が
定
番

て
い
ば
ん

で
す
が
、
実
は
「
東
海
道
」
と
名
付
け
ら
れ
た
西
へ
行
く
陸り

く

路ろ

が

あ
っ
た
の
で
す
。 

そ
れ
は
、
東
海
道
の
脇わ

き

往
還

お
う
か
ん

だ① 

っ
た
「
佐さ

屋や

路じ

」
と
も
違ち

が

い
ま
す
。

た
だ
、
佐
屋
路
が
深
く
関
係
し
て
い
ま
し
た
。 

佐
屋
路
は
、
熱
田
神
宮
南
の
現
ほ
う
ろ
く
地
蔵
前
で
東
海
道
か
ら
北

へ
分ぶ

ん

岐き

し
、
熱
田
神
宮
南

門

み
な
み
も
ん

前
か
ら
西
門

に
し
も
ん

前
を
北
上
。
金
山
駅
南
西

な
ん
せ
い

で

西
に
折
れ
、
尾お

頭と
う

橋ば
し

か
ら
岩
塚

い
わ
つ
か

、
万ま

ん

場ば

、
神か

守も
り

経
由
で
木き

曽そ

川が
わ

支
流

し
り
ゅ
う

の

佐
屋
川

 

②

東
岸

と
う
が
ん

佐
屋

さ

や

湊
み
な
と

ま
で
を
陸り

く

路ろ

。
そ
こ
か
ら
船
で
佐
屋
川
を
下
り
、

中な
か

州す

を
縫ぬ

っ
て
揖い

斐び

川が
わ

西
岸
の
桑
名

く

わ

な

川

口

港

か
わ
ぐ
ち
み
な
と

ま
で
、
三さ

ん

里り

の
渡
し
で

川か
わ

路じ

を
行
く
ル
ー
ト
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
幕
末
ま
で
相
次
い
で
行
わ

れ
た
新し

ん

田で
ん

開か
い

発は
つ

や
、
長
い

間
あ
い
だ

の
土ど

砂し
ゃ

の
堆
積

た
い
せ
き

で
佐
屋
川
が
埋う

ま
り
、

三
里
の
川か

わ

路じ

は
機き

能の
う

を

失
う
し
な

い
つ
つ
あ
っ
た
の
で
す
。 

そ
し
て
、
明
治
元
年(

一
八
六
八
年)

九く

月
二
六
日
、
事
件
が
起
き
ま

す
。
京
都
か
ら
東
幸

と
う
こ
う

さ③ 

れ
る
明
治
天
皇
ご
一
行
が
、
佐
屋
経
由
で
熱
田

に
向
か
う
た
め
、
尾
張
藩
主
差さ

し

回ま
わ

し
の
御お

召め
し

船せ
ん

白し
ろ

鳥
丸

と
り
ま
る

で
桑
名
を

出

港

し
ゅ
っ
こ
う

し
た
も
の
の
、
佐
屋
川
を

遡
さ
か
の
ぼ

れ
ず
、

急
き
ゅ
う

遽き
ょ

人に
ん

夫ぷ

四
千
人
を

熱
田
今
昔 

明
治
の
東
海
道

と
う
か
い
ど
う (

白
鳥

し
ろ
と
り

・
千ち

年と
せ

学
区) 
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動
員
し
た
川か

わ

浚ざ
ら

え
の
挙あ

げ

句く

、
佐
屋

さ

や

よ
り
も
三･

五
キ
ロ
南
の
五
之

ご

の

三
村

さ
ん
む
ら

焼や
け

田だ

港
み
な
と

で④ 

着

船

ち
ゃ
く
せ
ん

を
余
儀

よ

ぎ

な
く
さ
れ
た
の
で
す
。 

こ
れ
は
、
当
時
の
明め

い

治じ

政せ
い

府ふ

に
と
っ
て
一
大
事
で
し
た
。
そ
こ
で
、

明
治
二
年
頃
、
弥
富
の
村む

ら

田た

宗そ
う

之の

助す
け

と
い
う
人
が
桑
名
か
ら
船ふ

な

路じ

一い
ち

里り

の
前ま

え

ヶが

須す

「
ふ
た
つ
や
の
渡
し
」
と
、
陸
路
で
新し

ん

田で
ん

地ち

帯た
い

を
経
由
し
て

熱
田
の
「
宮
の
渡
し
」
と
を
結
ぶ
「
前ま

え

ヶが

須す

街か
い

道ど
う

」
を
提
案
し
ま
す
。

こ
れ
を
受
け
て
名な

古ご

屋や

藩

庁

は
ん
ち
ょ
う

が⑤ 

新
し
い
道
を
造つ

く

り
、
国
も
明
治
五
年

(

一
八
七
二
年)

一
月
一
八
日
付
で
太
政
官
布
告

だ
じ
ょ
う
か
ん
ふ
こ
く

を
出
し
ま
し
た
。 

 

東と
う

海か
い

道
ど
う
を

佐さ

屋や

路
じ
よ
り

道み
ち

換 が
え

、 す 

更さ
ら

ニ
尾び

州
し
ゅ
う

海か
い

西さ
い

郡ぐ
ん

福
ふ
く 

田た

･ ⑥ 

前ま
え

ヶが

須す

両

駅

り
ょ
う
え
き

ヲ
被
置

お
か
れ

候

条

、

そ
う
ろ
う
に
よ
り 

此
段
相

こ
の
だ
ん
あ
い

達

候

た
っ
し
そ
う
ろ
う

事こ
と 

と
い
う
も
の
で
す
。 

こ
れ
に
よ
り
「
前
ヶ
須
街
道
」
は
国
道
「
東
海
道
」
と
な
り
、
福ふ

く

田た

と

前
ヶ
須
が
宿
駅
と
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
が
「
明
治
の
東
海
道
」
で
す
。 

 

明
治
の
東
海
道
は
、
明
治
六
年
に
一
等

い
っ
と
う

道
路

ど
う
ろ

、
明
治
九く

年
に
一
等

い
っ
と
う

国
道

こ
く
ど
う

と
な
り
、
明
治
二
二
年
の
東
海
道
本
線
開
通
ま
で
、
交
通
の
大だ

い

動

脈

ど
う
み
ゃ
く

で
し
た
。
そ
の
後
も
昭
和

し
ょ
う
わ

九く

年(

一
九
三
四
年)

の
国
道
一
号
線

開
通
ま
で
は
、
熱あ

つ

田た

以い

西せ
い

の
幹
線

か
ん
せ
ん

道
路

ど
う
ろ

と
し
て
機
能
し
て
い
ま
し
た
。 

 

今
、
明
治
の
東
海
道
の
跡あ

と

を
、
宮
の
渡
し
か
ら
た
ど
っ
て
み
ま
す
。 
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ま
ず
、
神ご

う

戸ど

町
ち
ょ
う

の
船 ふ

な

着 つ
き

場 ば

跡 あ
と

か

 

ら
堀
川
沿
い
に
北
西
へ
向
か
い
、
旧

魚う
お

市い
ち

場ば

手
前
の
大お

お

瀬せ

子こ

橋ば
し

で
堀
川
を
渡
り
ま
す
。
こ
の
橋
が
明
治

め
い
じ

四

二

年

よ
ん
じ
ゅ
う
に
ね
ん

に
架
け
ら
れ
る
ま
で
は
、
南
側
、
現
在
大お

お

瀬せ

子こ

浜は
ま

公こ
う

園え
ん

の

あ
る
場
所
に
「
大
瀬
子
の
渡

 

⑦

」
が
あ
り
ま
し
た
。
景か

げ

清
社

き
よ
し
ゃ

か
ら
来
る

く

る

道

 

⑧

の
突つ

き
当あ

た
り
で
す
。
対
岸

た
い
が
ん

の
旧

船

方

き
ゅ
う
ふ
な
か
た

新
田

し
ん
で
ん

側
は
、
現
在
、
民
間

み
ん
か
ん

会
社

が
い
し
ゃ

の
敷し

き

地ち

で
す
が
、
堤
防

て
い
ぼ
う

の
南
西

な
ん
せ
い

に
は
、
今
も
千ち

年と
せ

方
面
へ
の
道
が
真ま

っ

直す

ぐ
に
伸
び
て
い
ま
す
。
渡
し
場
の
廃は

い

止し

で
、
東
海
道
は
や
や
北
回
り

の
大お

お

瀬せ

子こ

橋ば
し

ル
ー
ト
に
変
更

へ
ん
こ
う

さ
れ
、
現
千ち

年と
せ

一
丁
目
バ
ス
停
付
近
で

旧

道

き
ゅ
う
ど
う

に
合ご

う

流
り
ゅ
う

し
ま
す
。
こ
こ
か
ら
熱
田
高
校
の
東
を
南
下
、
現
千ち

年と
せ

水み
ず

処し
ょ

理り

セ
ン
タ
ー
正
門
前

せ
い
も
ん
ま
え

の
八
幡

は
ち
ま
ん

神
社

じ
ん
じ
ゃ

南
を
右
折
し
て
、
千
年
小
学

校
の
南
を
西に

し

に
抜ぬ

け
、
千
年
交
差
点
の
二
〇
メ
ー
ト
ル
北
に
出
ま
す
。

こ
れ
が
船
方

ふ
ね
か
た

新
田

し
ん
で
ん

南
端

な
ん
た
ん

の
道
で
、
左
の
マ
ー
ケ
ッ
ト
側
が
作さ

く

良ら

新
田

し
ん
で
ん

(

現
港
区)

で
す
。
た
だ
、
こ
の
道
は
大
正
始
め
頃
に
は
、
千ち

年と
せ

水み
ず

処し
ょ

理り

セ

ン
タ
ー
北
西

ほ
く
せ
い

角か
ど

か
ら
八
幡
神
社
裏う

ら

を
通と

お

っ
て
斜
め
に
千
年
交
差
点
に

出で

る
新
道

し
ん
ど
う

に
付つ

け
換か

わ
り
ま
し
た
。 

千
年
交
差
点
か
ら
、
東

海

通

と
う
か
い
ど
お
り

を⑨ 

熱
田
区
と
港
区
の
境
界
に
沿
っ
て

西
へ
四
百
メ
ー
ト
ル
程ほ

ど

行
け
ば
、
熱
田
区
と
も
お
別
れ
で
す
。 

明
治
の
東
海
道ど

う

は
東
海

通
ど
お
り

の
日ひ

之の

出で

橋
で
新
川

し
ん
か
わ

を
渡
っ
た
と
こ
ろ
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で
左
折
。
三
百
メ
ー
ト
ル
南
の
天
王
社

て
ん
の
う
し
ゃ

前
を
右
折
し
て
福
田

ふ
く
た 

新
田

し
ん
で
ん

を⑩ 

過
ぎ
、
河
合

か
わ
い

小
橋

こ
ば
し

、
日
光

に
っ
こ
う

大
橋

お
お
は
し

で⑪ 

蟹
江
町

か
に
え
ち
ょ
う

を⑫ 

通
過
し
ま
す
。 

続
い
て
弥や

富と
み

市し(

旧
海か

い

西
郡

さ
い
ぐ
ん

十
四
山
村

じ
ゅ
う
し
や
ま
む
ら)

に
入
っ
て
善ぜ

ん

太た

川が
わ

を
渡
り
、

西
岸

せ
い
が
ん

を
左
折
し
て
南な

ん

下か

。
一
キ
ロ
程
で
西
に
直

角

ち
ょ
っ
か
く

に
曲
が
り
、
亀か

め

ヶが

地ん
ぢ

か
ら

東

蜆

ひ
が
し
し
じ
み

、
西

蜆

に
し
し
じ
み

を⑬ 

経へ

て
子こ

宝
だ
か
ら

橋ば
し

、⑭ 

弥み

勒ろ
く

寺じ

前⑮ 

か
ら
子
供

こ
ど
も

の
国く

に

北
交
差
点

き
た
こ
う
さ
て
ん

を
右
折
。
筏

い
か
だ

川が
わ

沿ぞ

い
を
北
西

ほ
く
せ
い

に
行
き
、
六

条

ろ
く
じ
ょ
う

津
島

つ
し
ま

神
社

じ
ん
じ
ゃ

の⑯ 

左
側
か
ら
平
島

へ
い
じ
ま

に
入
る
と
旧
弥
富
町
で
す
。

筏
い
か
だ

川か
わ

は
、
木
曽
の
木
材

を
筏
流
し
で
白
鳥

し
ろ
と
り

に
運
ん
だ
の
が
由
来
で
す
。
さ
ら
に
筏
川
沿
い
を
西

に
行
く
と
「
お
み
よ
し
松

 

⑰

」
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
か
ら
旧
東
海
道
は
、

旧

堤

沿

き
ゅ
う
つ
つ
み
ぞ

い
に
、
現
日
の
出
小
学
校
の
敷
地
内
を
通
っ
て
い
ま
し
た
。

そ
の
先
が
前ま

え

ヶが

須す

で
す
。
弥や

富と
み

市し

歴れ
き

史し

民み
ん

俗ぞ
く

資し

料
り
ょ
う

館か
ん

前⑱ 

か
ら
交
差
点

を
直
進
。
二
股

ふ
た
ま
た

に

 

分
か
れ
た
右
が
新
道

し
ん
ど
う

左
が
旧

道

き
ゅ
う
ど
う

で
す
。
最
初
の
角か

ど

を

左
折
し
て
二
〇
メ
ー
ト
ル
程
で
終
点
「
ふ
た
つ
や
の

渡
わ
た
し

」
に
到
着
で
す
。

今
の
木
曽
川
は
、
こ
こ
か
ら
西
へ
百
メ
ー
ト
ル
の
位
置
で
す
。 

な
お
、
こ
の
石
碑
の
南
東
約
百
メ
ー
ト
ル
の
海あ

部ま

幹か
ん

線せ
ん

水す
い

路ろ

沿ぞ

い
に

「
竹た

け

長な
げ

押し

茶ぢ
ゃ

屋や

」⑲ 

が
あ
り
ま
す
。
明
治
五
年
（
一
八
七
二
年
）
、
名
古

屋
城
御
深
井

お

ふ

け

丸ま
る

の
休

息

き
ゅ
う
そ
く

茶
屋

ぢ
ゃ
や

の
一
部
を
移い

築ち
く

し
た
も
の
で
、
堤
を
登

っ
た
玄
関
脇
に
「
明
治
天
皇
前
ヶ
須
御
小
休
所
」
の

 

石
碑
が
あ
り
ま
す
。 
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【
注
① 

～
⑲
】 

① 
脇
往
還
…
江
戸
時
代
の
主
要
五
街
道
以
外
の
主
要
な
街
道
。
佐
屋
路
は
七
里
の
渡
し
の
バ
イ
パ
ス
と
し
て
陸
路

六
里
川
路
三
里
。
海
路
の
危
険
を
避
け
る
た
め
、
利
用
頻
度
が
極
め
て
高
か
っ
た
。 

② 

佐
屋
川
…
か
つ
て
祖
父
江(

木
曽
三
川
公
園)

で
木
曽
川
か
ら
分
岐
、
前
ヶ
須
の
北
で
木
曽
川
に
注
い
で
い
た
派

川
。
天
正
一
四(

一
五
八
六)

年
の
洪
水
で
河
道
が
西
に
移
る
ま
で
は
木
曽
川
本
流
。
津
島
天
王
川
を
支
流
に
持

ち
、
江
戸
初
期
は
流
量
も
豊
富
だ
っ
た
が
、
徐
々
に
土
砂
で
埋
ま
り
、
明
治
三
二(

一
八
九
九)

年
廃
川
。 

③ 

東
幸
…
江
戸
は
七
月
に
東
京
と
な
る
。
こ
の
時
は
行
幸
。
翌
年
東
京
奠
都(

て
ん
と=

東
京
も
京
都
も
都) 

④ 

焼
田
港
…
愛
知
県
弥
富
市
五
之
三
町
川
平
九
三
。
佐
屋
港
代
替
目
的
で
文
化
四(

一
八
〇
七)

年
開
港
。
石
碑
有
。 

⑤ 

名
古
屋
藩
庁
…
明
治
二
年
の
版
籍
奉
還
で
、
藩
主
は
名
古
屋
知
藩
事
と
な
っ
て
い
た
。
廃
藩
置
県
は
明
治
四
年
。 

⑥ 

福
田
…
旧
海
東
郡
福
田
村
。
海
西
郡
は
間
違
い
。
明
治
初
期
に
福
田
新
田
か
ら
改
称
。
現
在
は
名
古
屋
市
港
区

の
一
部
。
な
お
、
海
東
郡
と
海
西
郡
は
大
正
二(

一
九
一
三)

年
の
合
併
で
海
部
郡
と
な
る
。 

⑦ 

大
瀬
子
の
渡
…
架
橋
に
よ
る
廃
止
は
、
百
曲
街
道
の
木
之
芽
の
渡
に
白
鳥
橋
が
架
橋
さ
れ
た
翌
年
。 

⑧ 

景
清
社
か
ら
来
る
道
…
熱
田
神
宮
西
門
前
か
ら
北
端
は
名
古
屋
城
正
門
に
通
じ
る
本
町
通
に
接
続
。 

⑨ 

東
海
通
…
名
古
屋
市
道
東
海
橋
線
の
通
称
。
西
は
港
区
河
合
小
橋
か
ら
東
は
緑
区
徳
重
交
差
点
ま
で
を
結
ぶ
市

道
。
正
式
名
は
中
川
運
河
に
架
か
る
橋
の
名
に
由
来
。
通
称
は
一
九
八
四
年
に
名
古
屋
市
土
木
局
が
市
民
公
募

で
決
定
し
た
た
め
由
来
は
不
明
だ
が
、
千
年
交
差
点
と
日
之
出
橋
間
は
明
治
の
東
海
道
と
一
致 

⑩ 

福
田
新
田
…
寛
永
一
七(

一
六
四
〇)

年
、
鬼
頭
吉
兵
衛
景
義
が
開
発
。
八
田
村
の
景
義
は
、
夢
枕
に
立
っ
た
白

衣
観
音
の
お
告
げ
に
よ
り
白
鳥
の
と
ま
る
位
置
に
堰
を
築
き
、
困
難
な
工
事
を
成
功
さ
せ
た
逸
話
と
、
熱
田
新

田
三
十
三
番
割
に
各
々
観
音
堂
を
建
て
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。
福
田
新
田
に
は
分
家
の
鬼
頭
勘
兵
衛(

重
勝)

の
屋
敷
跡
が
あ
り
、
明
治
天
皇
福
田
行
在
所
碑
が
あ
る
。
な
お
、
弥
富
の
子
宝
新
田
も
景
義
が
開
発
し
た
。 

⑪ 

河
合
小
橋
、
日
光
大
橋
…
明
治
初
期
は
蟹
江
川
河
口
が
北
に
あ
り
、
日
光
川
を
渡
る
河
合
大
橋
だ
っ
た
。 

⑫ 

蟹
江
町
…
河
合
小
橋
か
ら
日
光
大
橋
、
鍋
蓋
新
田
ま
で
旧
東
海
道
が
通
り
善
太
橋
か
ら
弥
富
市(

旧
十
四
山
村)

。 

⑬ 

西
蜆
…
明
治
天
皇
西
蜆
小
休
場
の
石
碑
が
あ
る
。
明
治
一
三
年
の
行
幸
を
記
念
し
て
昭
和
一
二
年
建
立
。 

⑭ 

子
宝
橋
…
橋
の
南
を
直
進
し
子
宝
新
田
へ
。
秋
葉
三
尺
坊
に
木
造
阿
弥
陀
如
来
の
珍
し
い
半
迦
惟
像
安
置
。 

⑮ 

弥
勒
寺
…
孝
女
曽
與
の
墓
、
銅
像
阿
弥
陀
如
来
坐
像
な
ど
が
あ
る
大
き
な
寺
。
な
お
東
八
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
場

所
に
孝
女
曾
與
宅
跡
。 

⑯ 

六
条
津
島
神
社
・
⑰
お
み
よ
し
松
…
木
曽
川
が
天
王
川
と
繋
が
っ
て
い
た
頃
、
津
島
天
王
祭
の
神
葭
船(

み
よ

し
ぶ
ね)

が
漂
着
し
た
こ
と
が
由
来
。 

⑱ 

弥
富
市
歴
史
民
俗
資
料
館
…
旧
弥
富
町
役
場
跡
に
建
ち
、
弥
富
の
歴
史
を
学
べ
る
。
ガ
イ
ド
マ
ッ
プ
等
を
発
行
。 

⑲ 

竹
長
押
茶
屋
…
前
ヶ
須
の
佐
藤
七
三
朗
氏
が
購
入
し
、
移
築
。
各
部
屋
に
使
用
さ
れ
た
竹
の
半
割
長
押
が
由
来
。

昔
は
二
階
か
ら
筏
川
船
着
場
と
木
曽
川
の
絶
景
が
一
望
で
き
た
。
長
押
は
壁
で
柱
と
柱
を
繫
ぐ
横
木
。 

【
参
考
に
し
た
文
献
等
】 

『
佐
屋
路 

歴
史
散
歩
』
日
下
英
之/

著 

七
賢
出
版 

一
九
九
四
年 

『
な
ご
や
の
古
道
・
街
道
を
歩
く
』
池
田
誠
一/

著 

風
媒
社 

二
〇
〇
七
年 

『
や
と
み 

も
の
し
り
ブ
ッ
ク
』
弥
富
市
歴
史
民
俗
資
料
館/

編
集 

弥
富
市
教
育
委
員
会 

二
〇
一
五
年 

「
文
化
財
ガ
イ
ド
マ
ッ
プ 

弥
富
市
の
文
化
財
」
弥
富
市
教
育
委
員
会 

二
〇
一
八
年 

「
明
治
二
十
一
年
名
古
屋
近
傍
図
」
第
三
師
団
参
謀
部 

一
八
八
八
年 

『
熱
田
区
の
歴
史
』
三
渡
俊
一
郎
著 

愛
知
県
郷
土
資
料
刊
行
会 

二
〇
〇
六
年 

『
愛
知
県
史 

第
三
巻
』
愛
知
県 

吉
川
弘
文
館 

一
九
三
九
年 

「
ミ
ナ
ト
ガ
タ
リ
第
一
〇
弾 

な
ご
や
古
道
・
街
角
案
内
人
池
田
誠
一
「
ミ
ナ
ト
を
語
る
！
」
第
九
章 

国
道 

東
海
道
」 

二
〇
一
六
・
三
・
一
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー 

名
古
屋
市
公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（
二
〇
一
八
・
六
・
一
〇
最
終
ア
ク
セ
ス
）  

 http://www.city.nagoya.jp/minato/page/0000083528.html 

http://www.city.nagoya.jp/minato/page/0000083528.html
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