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今
日
、私
達
が
何
げ
な
く
歩
い
て
い
る
「
道
」
。

そ
の
道
の
な
か
に
は
昔
か
ら
多
く
の
人
々
が

往
き
来
し
、長
い
間
物
資
や
文
化
の
交
流
に
役

立
っ
て
き
た
古
道
の
あ
る
こ
と
を
、現
在
の
人

達
は
も
う
忘
れ
去
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

古
く
か
ら
村
と
村
、村
と
町
を
結
ん
で
い
た
街

道
に
は
、早
く
目
的
の
場
所
に
到
達
す
る
た
め

に
、山
地
や
丘
陵
で
は
そ
の
鞍
部
を
越
え
る
峠

道
を
開
い
て
、人
々
の
往
来
に
利
用
し
て
き
た

歴
史
が
あ
る
。
そ
の
古
道
が
、私
達
の
暮
ら
し

が
近
年
急
速
に
変
化
し
、ど
ん
ど
ん
開
発
が
進

ん
で
、立
派
な
道
路
が
敷
設
さ
れ
ト
ン
ネ
ル
が

掘
ら
れ
て
、そ
の
面
影
を
ひ
そ
め
荒
れ
果
て
よ

う
と
し
て
い
る
。
 

　
日
毎
に
発
展
す
る
香
芝
市
内
に
も
、昔
の
道

筋
を
ほ
と
ん
ど
失
う
こ
と
も
な
く
今
も
 

残
っ
て
い
る
古
道
が
あ
る
。私
は
、そ
の
一
つ「
関

屋
峠
」
の
道
を
、今
回
歩
い
て
み
る
こ
と
に
し

た
。
 

　
近
鉄
大
阪
線
「
関
屋
駅
」
の
北
部
の
丘
陵
に

は
、大
阪
の
ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン
と
し
て
大
規
模
な

住
宅
地
が
広
が
り
、そ
の
景
観
は
以
前
の
こ
の

地
を
知
る
人
に
と
っ
て
、大
変
な
変
わ
り
様
だ

と
思
わ
れ
る
。
 

　
青
葉
台
の
Ｆ
公
園
の
ベ
ン
チ
に
座
っ
て
み
る

と
、南
側
に
く
っ
き
り
と
二
上
山
を
仰
ぎ
見
る

こ
と
が
で
き
、私
の
心
を
や
さ
し
く
包
ん
で
く

れ
る
。
こ
の
二
上
山
は
、約
一
三
〇
〇
万
年
も

前
に
噴
火
を
始
め
、そ
の
後
何
度
も
噴
火
を
繰

り
返
し
、現
在
の
美
し
い
山
容
を
造
り
だ
し
た

と
い
わ
れ
て
い
る
。
噴
火
の
と
き
噴
出
し
た
サ

ヌ
カ
イ
ト
は
石
器
の
材
料
と
し
て
長
い
間
人
々

の
生
活
を
支
え
、流
出
し
た
凝
灰
岩
は
古
墳
や

寺
院
の
築
造
、石
仏
や
仏
塔
の
製
作
に
用
い
ら

れ
た
と
い
う
。
 

　
Ｆ
公
園
の
北
側
に
は
大
学
の
グ
ラ
ウ
ン
ド

が
あ
っ
て
、そ
の
手
前
の
な
だ
ら
か
な
砂
利
道

を
登
っ
て
行
く
と
、バ
イ
ク
が
止
め
て
あ
り
、何

人
か
の
人
が
そ
こ
か
ら
古
道
を
歩
い
て
い
る

よ
う
に
も
思
え
た
。
こ
こ
か
ら
、関
屋
峠
を
越

え
る
古
道
の
面
影
が
よ
く
残
さ
れ
、道
幅
も
急

に
狭
く
な
り
、山
腹
を
縫
う
よ
う
に
峠
の
上
の

方
へ
と
旧
街
道
が
続
く
。
途
中
、右
手
少
し
奥

に
「
関
屋
地
蔵
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
石
仏
が
祀

ら
れ
、こ
の
道
の
往
来
が
頻
繁
で
あ
っ
た
頃
に

旅
人
の
安
全
を
祈
願
し
て
造
立
さ
れ
た
も
の

だ
ろ
う
か
、供
え
ら
れ
た
き
れ
い
な
花
を
目
の

当
た
り
に
し
、今
日
ま
で
受
け
継
が
れ
て
い
る

石
仏
へ
の
信
仰
の
深
さ
に
心
が
打
た
れ
た
。
石

仏
の
祀
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
少
し
登
る
と
、

平
坦
な
道
に
出
る
が
、こ
の
辺
り
か
ら
河
内
の

平
野
が
一
望
で
き
る
国
分
の
ぶ
ど
う
畑
の
手

前
ま
で
、割
合
に
道
幅
の
広
い
本
来
の
旧
道
の

面
影
が
偲
ば
れ
る
古
道
が
続
い
て
い
る
。
 

　
約
三
十
分
ほ
ど
歩
い
た
だ
ろ
う
か
、正
面
に

河
内
平
野
が
ひ
ら
け
国
分
の
町
並
み
が
眼
下

に
見
え
る
ぶ
ど
う
畑
の
と
こ
ろ
に
到
着
し
た
。

こ
の
辺
り
で
は
大
阪
側
の
眺
望
が
す
ば
ら
し
く
、

眼
下
の
国
分
の
町
並
み
は
勿
論
の
こ
と
、悠
然

と
流
れ
る
大
和
川
、点
在
す
る
河
内
平
野
の
古

墳
、高
安
山
か
ら
信
貴
山
へ
の
山
並
み
な
ど
、

関
屋
峠
を
越
え
て
歩
い
た
者
に
し
か
体
験
し

得
な
い
感
激
で
あ
る
。
 

　
ぶ
ど
う
畑
か
ら
は
、舗
装
さ
れ
た
道
が
、国

分
本
町
の
方
へ
と
続
い
て
い
る
。
こ
の
道
筋
に

古
い
道
標
が
立
っ
て
い
て
、「
左
た
つ
た
、□
□

山
、右
た
ゑ
ま
、は
せ
、よ
し
の
」
と
刻
ま
れ
、関

屋
峠
を
越
え
る
と
「
た
ゑ
ま
、は
せ
、よ
し
の
」

に
至
る
こ
と
を
旅
人
に
教
え
、遠
く
伊
勢
に
通

じ
て
い
る
道
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
 

　
私
の
住
ん
で
い
る
関
屋
は
、こ
の
峠
の
東
、

大
和
側
か
ら
の
入
口
に
あ
た
る
と
こ
ろ
で
、古

い
歴
史
を
も
つ
村
だ
と
聞
い
て
い
る
。
こ
の
関

屋
越
え
の
古
道
は
、今
日
開
発
さ
れ
た
住
宅
団

地
の
と
こ
ろ
を
通
っ
て
関
屋
駅
の
東
に
通
じ
て

い
た
の
だ
が
、現
在
の
関
屋
北
七
丁
目
か
ら
六

丁
目
の
東
側
に
古
道
の
一
部
が
残
さ
れ
て
い

る
。
大
昔
か
ら
河
内
と
大
和
を
結
び
交
易
や

文
化
の
通
路
と
な
っ
て
き
た
こ
の
古
道
を
、歴

史
の
生
き
証
人
と
し
て
、私
達
は
大
切
に
保
存

し
、後
世
に
伝
え
る
責
任
が
あ
る
よ
う
に
思
え

て
な
ら
な
い
。
 

献花に感じられる深い信仰心 

旧街道の面影を残す関屋峠 


