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神
奈
川
宿
歴
史
の
道

「東海道五十三次之内 神奈川 台之景」 横浜市中央図書館所蔵
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道
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が
わ  
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東
海
道
五
十
三
次
の
ひ
と
つ
神
奈
川
宿
。 

こ
の
地
名
が
県
の

名
前
や
区
の
名
前
の
由
来
で
す
。 

ま
た
こ
こ
が
、近
代
都
市
横
浜

の
母
体
で
も
あ
り
ま
し
た
。 

し
か
し
、関
東
大
震
災
と
第
二
次
世

界
大
戦
に
よ
っ
て
、歴
史
的
遺
産
の
多
く
を
失
い
ま
し
た
。 

そ
の

た
め
地
元
の
人
で
さ
え
、東
海
道
が
ど
こ
を
通
り
、宿
場
町
の
様

子
が
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
か
を
知
る
人
は
少
な
く
な
り
ま
し
た
。

　

現
在
、宿
場
町
当
時
の
も
の
は
ほ
と
ん
ど
失
わ
れ
て
は
い
ま

す
が
、台
町
の
坂
な
ど
に
、当
時
の
面
影
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

　

神
奈
川
宿
は
日
本
橋
を
出
て
三
番
目
の
宿
場
町
。下
図
は
江

戸
後
期
・
幕
府
の
道
中
奉
行
所
が
作
っ
た『
東
海
道
分
間
延
絵

図
』で
す
。右
側
が
江
戸
方
向（
＝
東
）、左
側
が
京
都
方
向（
＝

西
）と
な
り
ま
す
。図
の
中
央
に
は
滝
ノ
橋
が
描
か
れ
、こ
の
橋

の
東
側
に
神
奈
川（
石
井
）本
陣
、西
側
に
青
木（
鈴
木
）本
陣
が

見
え
て
い
ま
す
。右
端
は
江
戸
側
か
ら
の
入
口
で
、長
延
寺
が
描

か
れ
て
い
ま
す
。左
側
の
街
道
が
折
れ
ま
が
っ
た
あ
た
り
が
台

町
。台
町
の
東
側
に
は
神
奈
川
湊
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
神
奈
川
が
一
躍
有
名
に
な
っ
た
の
は
、安
政
元
年（
一
八

五
四
）に
日
米
和
親
条
約（
神
奈
川
条
約
）が
締
結
さ
れ
て
か
ら

で
す
。そ
の
四
年
後
に
結
ば
れ
た
日
米
修
好
通
商
条
約
で
は
神

奈
川
が
開
港
場
に
決
め
ら
れ
ま
し
た
が
、後
に
横
浜
に
変
更
さ

れ
ま
し
た
。開
港
当
時
、こ
の
図
に
見
ら
れ
る
多
く
の
寺
が
、諸

外
国
の
領
事
館
な
ど
に
充
て
ら
れ
ま
し
た
。「
神
奈
川
宿
歴
史
の

道
」の
ル
ー
ト
は
ほ
ぼ
こ
の
範
囲
を
対
象
と
し
て
い
ま
す
。

は
じ
め
に

「神奈川台石崎楼上十五景一望之図」 横浜開港資料館所蔵

「東海道分間延絵図 神奈川」 逓信総合博物館所蔵
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※神奈川台場資料室は

　平成 25 年 3 月より

　休館しています。

　なお、建物外部の

　遺構は引き続き見

　ることができます。



　
「
神
奈
川
宿
歴
史
の
道
」は
、西
側
の
上
台
橋

よ
り
始
ま
り
ま
す
。

　
か
つ
て
こ
の
あ
た
り
は
、潮
騒
の
聞
こ
え
る

海
辺
の
道
で
し
た
。こ
の
場
所
か
ら
見
え
た
朝

日
は
、ひ
と
き
わ
美
し
か
っ
た
の
で
し
ょ
う

か
。『
神
奈
川
駅
中
図
会
』に
も
、そ
の
姿
が
描

か
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
地
に
橋
が
で
き
た
の
は
、昭
和
五
年

（
一
九
三
〇
）。開
発
が
す
す
み
、切
り
通
し
の

道
路
が
で
き
る
と
と
も
に
、そ
の
上
に
橋
が
架

け
ら
れ
た
の
で
す
。

　
こ
の
橋
を
渡
り
東
へ
坂
道
を
上
り
き
っ
た

あ
た
り
に
、関
門
跡
の
石
碑
が
建
っ
て
い
ま
す
。

　
台
町
の
こ
の
周
辺
に
、神
奈
川
台
の
関
門
が

あ
り
ま
し
た
。

　
開
港
後
、外
国
人
が
あ
い
つ
い
で
殺
傷
さ
れ

ま
し
た
が
、そ
の
犯
人
は
な
か
な
か
捕
え
ら
れ

ま
せ
ん
で
し
た
。 

イ
ギ
リ
ス
総
領
事
オ
ー
ル

コ
ッ
ク
を
初
め
と
す
る
各
国
の
領
事
た
ち
は
、

幕
府
を
激
し
く
非
難
し
ま
し
た
。 

そ
こ
で
幕

府
は
、横
浜
周
辺
の
主
要
地
点
に
関
門
や
番
所

を
設
け
、警
備
体
制
を
強
化
し
ま
し
た
。

　
こ
の
時
、神
奈
川
宿
の
東
西
に
も
関
門
が
つ

く
ら
れ
、そ
の
ひ
と
つ
が
西
側
・
神
奈
川
台
の

関
門
で
す
。

　

文
久
二
年（
一
八
六
二
）の
生
麦
事
件
の
さ

い
に
は
、島
津
久
光
の
行
列
の
通
過
を
待
っ

て
、た
だ
ち
に
関
門
を
閉

じ
、イ
ギ
リ
ス
兵
の
追
撃

を
封
じ
た
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。

　
田
中
家
の
前
を
さ
ら
に
下
る
と
、大
綱
金
刀

比
羅
神
社
の
前
に
出
ま
す
。 

こ
の
神
社
は
社

伝
に
よ
る
と
平
安
末
期
の
創
立
で
、も
と
飯
綱

社
と
い
わ
れ
、今
の
境
内
後
方
の
山
上
に
あ
り

ま
し
た
。 

そ
の
後
、現
在
の
地
へ
移
り
、さ
ら

に
琴
平
社
を
合
祀
し
て
、大
綱
金
刀
比
羅
神
社

に
な
り
ま
し
た
。 

か
つ
て
眼
下
に
広
が
っ
て

い
た
神
奈
川
湊
に
出
入
す
る
船
乗
り
達
か
ら

深
く
崇
め
ら
れ
、大
天
狗
の
伝
説
で
も
知
ら
れ

て
い
ま
す
。

上
台
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か
み　
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し

台
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茶
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台
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社
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現
在
の
台
町
あ
た
り
、こ
こ
は
か
つ
て
、神

奈
川
湊
を
見
お
ろ
す
景
勝
の
地
で
し
た
。

　

弥
次
さ
ん
・
喜
多
さ
ん
が
活
躍
す
る『
東
海

道
中
膝
栗
毛
』に
も
、「
爰
は
片
側
に
茶
店
軒
を

な
ら
べ
、い
ず
れ
も
座
敷
二
階
造
、欄
干
つ
き

の
廊
下 

桟
な
ど
わ
た
し
て
、浪
う
ち
ぎ
は
の

景
色
い
た
っ
て
よ
し
」と
あ
り
ま
す
。 「
お
や

す
み
な
さ
い
や
ー
せ
」……

茶
店
女
の
声
に
引

か
れ
、二
人
は
ぶ
ら
り
と
立
ち
寄
っ
て
い
ま

す
。 

鰺
の
塩
焼
を
さ
か
な
に
一
杯
ひ
っ
か
け

た
後
、気
ま
ま
な
旅
を
続
け
た
の
で
し
た
。

　
下
の
図
の
中
に
見
え
る「
さ
く
ら
や
」が
、現

在
の
料
亭
田
中
家
の
あ
た
り
だ
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。こ
の
付
近
の
地
形
は
、今
で
も
旧
東

海
道
の
面
影
を
残
し
て
い
ま
す
。

こ
こ
　
　
　
　
　
　
　　
　 

ち
ゃ
　や
　の
き

ち
ゃ
　や

あ
じ

か
け
は
し

け
い 

し
ょ
く

ば
ん 

し
ょ

「神奈川駅中図会 西台之図」 横浜市歴史博物館所蔵「金川砂子附神奈川史要 台町茶屋之景」 名著出版



　
江
戸
時
代
に
は
、金
刀
比
羅
神
社
前
の
街
道

両
脇
に
、日
本
橋
よ
り
七
つ
目
の
一
里
塚
が
置

か
れ
て
い
ま
し
た
。

　

一
里
塚
と
は
江
戸
の
日
本
橋
を
起
点
と
し

て
一
里（
約
四
キ
ロ
）ご
と
に
置
か
れ
た
塚
の

こ
と
で
す
。

　

下
の
図
の
中
ほ
ど
、街
道
北
側
に
、そ
の
姿

が
描
か
れ
て
い
ま
す
。 

土
盛
の
上
に

桜
が
植
え
ら
れ
た
大
き
な
も

の
で
し
た
。

　

現
在
の
金
刀
比
羅
神
社
の

鳥
居
横
あ
た
り
が
、そ
の
塚
跡

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
「
歴
史
の
道
」に
は
、関
門
跡
か
ら
旧
街
道
を

離
れ
、こ
の
街
道
と
並
行
し
て
丘
の
上
を
通
り

青
木
橋
に
至
る
、も
う
一
つ
の
ル
ー
ト
が
あ
り

ま
す
。静
か
な
山
の
手
の
坂
道
を
抜
け
て
行
く

と
、す
ぐ
下
に
旧
街
道
を
見
お
ろ
す
丘
の
上
に

出
ま
す
。

　

鉄
道
用
地
の
埋
め
立
て
に
力
を
尽
く
し
た

横
浜
の
実
業
家
が
、高
島
嘉
右
衛
門
で
す
。嘉

右
衛
門
は
、請
負
業
を
始
め
、学
校
・
ガ
ス
会

社
・
芝
居
小
屋
な
ど
を
経
営
し
、高
島
易
断
を

創
始
す
る
な
ど
多
彩
な
活
動
を
し
た
人
物
で

す
。

　

彼
は
こ
の
丘
の
上
か
ら
埋
め
立
て
を
指
揮

し
、後
年
こ
の
地
に
住
み
ま
し
た
。そ
の
た
め
、

埋
立
地
は
高
島
町
、こ
の
丘
は
高
島
山
と
呼
ば

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。現
在
の
高
島
山
公

園
に
は
、嘉
右
衛
門
を
顕
彰
す
る「
望
欣
台
の

碑
」が
、そ
の
す
ぐ
西
の
住
宅
地
に
は「
高
島
易

断
の
碑
」が
立
っ
て
い
ま
す
。

　

や
が
て
こ
の
あ
た
り
一
帯
は
埋
め
立
て
ら

れ
、古
い「
神
奈
川
湊
」か
ら
新
し
い「
ミ
ナ
ト

ヨ
コ
ハ
マ
」へ
と
姿
を
変
え
て
い
き
ま
し
た
。

　

三
宝
寺
で
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
人
物
と
し

て
、嘉
永
四
年（
一
八
五
一
）に
住
職
に
な
っ

た
、第
二
一
世
住
職
弁
玉
和
尚
が
い
ま
す
。

　
和
歌
の
長
歌
を
橘
守
部
に
、短
歌
は
岡
部
東

平
に
学
ん
だ
弁
玉
は
、江
戸
末
期
か
ら
明
治
初

期
に
か
け
て
活
躍
し
た
歌
人
で
も
あ
り
、文
明

開
化
の
新
事
物
を
詠
い
ま
し
た
。

　
昭
和
五
十
年（
一
九
七
五
）、開
宗
八
百
年
を

記
念
し
て
、約
十
メ
ー
ト
ル
の
高
架
柱
上
に
本

堂
を
新
築
し
、市
内
で
も
珍
し
い
建
造
物
の
寺

院
と
な
り
ま
し
た
。

　
坂
道
を
下
っ
て
い
く
と
、本
覚
寺
の
山
門
前

に
出
ま
す
。

　
開
港
当
時
、ア
メ
リ
カ
領
事
館
に
充
て
ら
れ

た
の
が
、こ
の
本
覚
寺
。神
奈
川
領
事
で
あ
っ

た
ド
ー
ア
は
、庭
の
松
の
枝
を
払
い
落
と
し
、

こ
の
木
の
上
に
星
条
旗
を
掲
げ
た
と
い
い
ま

す
。さ
ら
に
、こ
の
寺
の
本
尊
を
板
囲
い
で
覆

い
、山
門
を
ペ
ン
キ
で
塗
り
、日
本
人
の
立
ち

入
り
を
禁
じ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

安
政
五
年（
一
八
五
八
）日
米
修
好
通
商
条

約
締
結
に
際
し
、ア
メ
リ
カ
公
使
ハ
リ
ス
と
の

交
渉
に
あ
た
っ
た
全
権
委
員・岩
瀬
忠
震
を
記

念
す
る
石
碑
が
境
内
に
建
て
ら
れ
て
い
ま
す
。

一
里
塚
跡

い
ち     

り     

づ
か    

あ
と

埋
立
と
高
島
嘉
右
衛
門

う
め  

た
て　
　
　

た
か 

し
ま   

か        

え      

も
ん

三
宝
寺

さ
ん　

 

ぽ
う 　

じ

本
覚
寺

ほ
ん　

 

が
く 　

じ

た
だ
な
り

「高島嘉右衛門の肖像」 
横浜開港資料館所蔵

「神奈川駅中図会 一里塚三宝寺飯綱社之図」 横浜市歴史博物館所蔵



　

本
覚
寺
の
あ
る
丘
と
幸
ヶ
谷
公
園
の
あ
る

丘
と
は
元
来
ひ
と
続
き
で
し
た
。こ
の
丘
を
切

り
開
き
、明
治
五
年（
一
八
七
二
）、新
橋―

横

浜
間
に
鉄
道
が
通
さ
れ
た
の
で
す
。こ
の
工
事

に
伴
い
、鉄
道
を
ま
た
い
で
旧
東
海
道
を
結
ん

で
架
け
ら
れ
た
橋
が
青
木
橋
で
す
。当
時
、神

奈
川
の
停
車
場
は
、こ
の
橋
の
す
ぐ
南
側
に
つ

く
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、明
治
三
十
七
年（
一
九
〇
四
）に

は
、後
に
横
浜
市
電
と
な
る
横
浜
電
気
鉄
道
が

神
奈
川―

大
江
橋
間
に
、翌
三
十
八
年（
一
九

〇
五
）に
は
京
浜
電
気
鉄
道
が
川
崎―

神
奈
川

間
に
、ま
た
、大
正
十
五
年（
一
九
二
六
）に
は
、

東
京
横
浜
電
気
鉄
道
が
丸
子
多
摩
川―

神
奈

川
間
に
そ
れ
ぞ
れ
電
車
を
走
ら
せ
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
交
通
の
中
心
地
と
し
て
栄
え

た
青
木
橋
付
近
も
、昭
和
三
年（
一
九
二
八
）、

現
在
の
横
浜
駅
が
で
き
る
と
と
も
に
、そ
の
中

心
性
は
失
わ
れ
て
い
っ
た
の
で
す
。

　

甚
行
寺
の
先
に
普
門
寺
が
あ
り
ま
す
。

　

普
門
寺
は
、洲
崎
大
神
の
別
当
寺
で
あ
っ
た

た
め
、「
洲
崎
山
」と
号
し
、真
言
宗
智
山
派
に

属
し
ま
す
。

　

ま
た
、寺
号
の「
普
門
」は
洲
崎
大
神
の
本
地

仏
で
あ
る
観
世
音
菩
薩
を
安
置
し
た
こ
と
に

よ
り
、観
世
音
菩
薩
が
多
く
の
人
々
に
救
い
の

門
を
開
い
て
い
る
と
の
意
味
で
名
付
け
ら
れ

た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

青
木
橋
を
渡
り
、旧
東
海
道
の
道
筋
に
あ
る

宮
前
商
店
街
に
入
る
と
、山
側
に
甚
行
寺
が
あ

り
ま
す
。開
港
当
時
、甚
行
寺
の
本
堂
は
土
蔵

造
で
し
た
が
、改
造
を
加
え
て
フ
ラ
ン
ス
公
使

館
に
充
て
ら
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

大
関
東
大
震
災
と
横
浜
大
空
襲
に
よ
っ
て

建
物
は
失
わ
れ
ま
し
た
が
、昭
和
四
十
六
年

（
一
九
七
一
）に
本
堂
・
客
殿
を
再
建
し
、現
在

に
至
っ
て
い
ま
す
。 

　

境
内
に
は
横
浜
市
の
名
木
古
木
に
指
定

さ
れ
て
い
る
、樹
齢
二
百
年
以
上
の
イ
チ
ョ
ウ

の
古
木
が
あ
り
ま
す
。

　

宮
前
商
店
街
は
、台
町
あ
た
り
と
と
も
に
、

旧
東
海
道
の
風
情
を
今
に
留
め
る
と
こ
ろ
で
、

こ
の
歴
史
の
道
の
ル
ー
ト
で
は
唯
一
の
商
店

街
に
な
っ
て
い
ま
す
。か
つ
て
、神

奈
川
宿
の「
亀
の
甲
せ
ん
べ
い
」は

有
名
で
、幕
府
や
諸
大
名
の
御
用

達
だ
っ
た
と
い
わ
れ
ま
す
。

　

近
隣
の
ポ
ー
ト
サ
イ
ド
地
区
で
は「
ア
ー
ト

＆
デ
ザ
イ
ン
の
街
」を
テ
ー
マ
に
、都
市
型
住

宅
・
商
業
・
業
務
・
文
化
機
能
が
調
和
し
た
街
づ

く
り
が
進
め
ら
れ
て
お
り
、こ
れ
を
機
に
由
緒

あ
る
こ
の
地
域
の
あ
ら
た
な
発
展
が
期
待
さ

れ
ま
す
。

「神奈川蒸気車鉄道之全図」 横浜開港資料館所蔵



　

宮
前
商
店
街
を
さ
ら
に
進
む
と
、洲
崎
大
神
に

出
ま
す
。源
頼
朝
が
、安
房
国
の
安
房
神
社
の
神
を

こ
の
地
に
招
い
た
の
が
、洲
崎
大
神
の
始
ま
り
と

い
い
ま
す
。

　

昔
、こ
の
神
社
に
あ
っ
た
御
神
木
の
ア
ハ
キ
が

な
ま
り
、青
木
町
の
町
名
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。『
江
戸
名
所
図
会
』に
描
か
れ
た
雰
囲
気

は
、今
も
石
鳥
居
や
周
囲
の
地
形
な
ど
に
残
っ
て

い
ま
す
。神
社
前
の
道
を
海
側
へ
、第
一
京
浜
に
出

る
あ
た
り
が
舟
着
き
場
で
し
た
。か
つ
て
六
月
の

お
祭
り
に
は
、み
こ
し
を
神
社
前
の
海
に
か
つ
ぎ

入
れ
、安
房
神
社
の
神
と
対
面
さ
せ
る「
お
浜
下

り
」と
い
う
神
事
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

幸
ヶ
谷
公
園
か
ら
幸
ケ
谷
小
学
校
脇
の
坂

道
を
下
る
と
、『
神
奈
川
駅
中
図
会
』で
は
権
現

山
の
麓
に
描
か
れ
て
い
る
、宗
興
寺
に
出
ま

す
。

　

開
港
当
時
、ア
メ
リ
カ
人
宣
教
師
で
医
者
で

あ
っ
た
ヘ
ボ
ン
博
士
が
、こ
こ
に
施
療
所
を
開

い
て
い
ま
し
た
。こ
れ
を
記
念
す
る
石
碑
が
境

内
に
立
て
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
ヘ
ボ
ン
博
士
は
、「
ヘ
ボ
ン
式
ロ
ー
マ

字
」で
よ
く
知
ら
れ
、日
本
で
最
初
の
和
英
辞

典
を
完
成
し
、聖
書
の
翻
訳
な
ど
も
行
い
ま
し

た
。後
に
、明
治
学
院
を
創
設
す
る
な
ど
、わ
が

国
の
教
育
に
も
尽
く
し
た
人
で
し
た
。

　

神
奈
川
宿
を
描
く
絵
図
に
は
、街
道
北
側
に

ひ
と
き
わ
高
い
山
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が

多
く
、そ
の
山
を
権
現
山
と
い
い
ま
す
。

　

幕
末
に
描
か
れ
た『
神
奈
川
権
現
山
外
国
人

遊
覧
』の
図
に
も
、外
国
人
の
背
後
に
は
こ
の

山
が
見
え
て
い
ま
す
。し
か
し
、今
は
も
う
、そ

れ
ら
し
き
山
は
あ
り
ま
せ
ん
。幕
末
か
ら
明
治

に
か
け
て
こ
の
山
が
削
り
取
ら
れ
、そ
の
土
が

台
場
や
鉄
道
用
地
の
埋
め
立
て
に
使
わ
れ
た

の
で
す
。

　

現
在
、幸
ヶ
谷
公
園
や
幸
ケ
谷
小
学
校
の
あ

る
丘
は
、権
現
山
の
跡
で
あ
り
、本
覚
寺
の
あ

る
丘
と
も
ひ
と
続
き
で
し
た
。

　

こ
の
権
現
山
は
、古
戦
場
と
し
て
知
ら
れ
て

い
ま
す
。戦
国
時
代
、関
東
管
領
上
杉
一
門
の

家
臣
で
あ
り
な
が
ら
、北
条
早
雲
に
内
通
し
て

主
君
に
反
旗
を
翻
し
た
上
田
蔵
人
の
砦
が
こ

の
山
の
上
に
あ
り
ま
し
た
。管
領
方
二
万
の
大

軍
が
山
上
の
上
田
方
の
砦
を
包
囲
し
、十
日
に

わ
た
る
戦
い
の
後
、つ
い
に
上
田
方
の
砦
が
落

ち
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

宗
興
寺
の
境
内
の
す
ぐ
脇
に

は
、「
神
奈
川
の
大
井
戸
」と
呼
ば

れ
る
井
戸
が
あ
り
ま
す
。

　

徳
川
将
軍
や
明
治
天
皇
の
通
行

の
際
、そ
の
水
が
使
わ
れ
た
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
水
の
量
が
増
え
る
と
翌
日

の
天
気
が
よ
く
な
る
と
い
わ
れ
、

街
道
を
通
る
旅
人
に
は
、「
お
天
気

井
戸
」と
も
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。

あ
　わ  

の 

く
に

ふ
も
と

か
ん
れ
い

と
り
で

く
ら
ん
ど

ひ
る
が
え

「神奈川権現山外国人遊覧」 横浜市歴史博物館所蔵



　

宗
興
寺
か
ら
東
へ
進
む
と
滝
の
川
に
出
ま

す
。

　

こ
の
川
沿
い
を
海
側
へ
行
く
と
第
一
京
浜

に
突
き
あ
た
り
ま
す
。こ
の
付
近
よ
り
東
京
寄

り
は
、旧
東
海
道
が
拡
幅
さ
れ
第
一
京
浜
と

な
っ
て
い
ま
す
。そ
の
上
に
は
現
在
、高
速
道

路
が
走
っ
て
い
ま
す
。

　
宿
場
町
時
代
に
は
、滝
の
川
を
挟
ん
で
江
戸

側
に
神
奈
川（
石
井
）本
陣
、そ
の
反
対
側
に
青

木（
鈴
木
）本
陣
が
置
か
れ
て
い
ま
し
た
。

　
本
陣
と
い
う
の
は
、大
名
や
公
家
な
ど
が
宿

泊
や
休
息
を
す
る
幕
府
公
認
の
宿
で
す
。

　
神
奈
川
本
陣
に
つ
い
て
は
、『
金
川
砂
子
』や

本
陣
を
勤
め
た
石
井
家
に
伝
わ
る
資
料
が
あ

り
、そ
の
外
観
や
間
取
り
な
ど
を
知
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

　

滝
の
川
は
、権
現
山
か
ら
流
れ
出
る
水
が
、

滝
と
な
っ
て
落
ち
て
い
た
の
で
、滝
の
川
と
い

わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
の
説
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
川
に
は
、「
河
童
の
く
れ
た
さ
れ
こ
う

べ
」と
い
う
伝
説
が
あ
り
ま
す
。

　
昔
々
、滝
の
川
に
は
河
童
が
住
ん
で
い
ま
し

た
。旅
人
を
困
ら
せ
て
い
る
と
聞
い
た
一
人
の

侍
が
、見
事
に
こ
の
河
童
を
捕
ま
え
ま
し
た
。

　

そ
の
河
童
が
泣
き
泣
き
い
う
こ
と
に
は
、

…
…

「
あ
る
年
一
匹
の
う
わ
ば
み
が
現
わ
れ

て
、亭
主
は
殺
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。 

そ
れ

か
ら
と
い
う
も
の
は
、二
人
の
子
ど
も
を
養
う

た
め
に
悪
い
こ
と
と
は
知
り
な
が
ら
、つ
い

つ
い
ご
迷
惑
を
か
け
ま
し
た
。 

以
後
い
っ
さ

い
悪
い
こ
と
は
い
た
し
ま
せ
ん
。 
約
束
の
し

る
し
に
、大
事
な
亭
主
の
首
を
さ
し
あ
げ
ま

す
。 

ど
う
ぞ
お
許
し
く
だ
さ
い…

…
」

　
哀
れ
に
思
っ
た
侍
は
許
し
て
や
り
ま
し
た
。

　
そ
の
夜
、河
童
は
約
束
通
り
首
を
届
け
、以

後
宿
場
は
静
か
に
な
っ
た
そ
う
で
す
。

　
左
図
の『
金
川
砂
子
』に
は
、滝
ノ
橋
の
た
も

と
に
、高
札
場
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

　
高
札
場
は
、幕
府
の
法
度
や
掟
な
ど
を
庶
民

に
徹
底
さ
せ
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
施
設
で

す
。

　
宿
場
の
施
設
と
し
て
は
重
要
な
も
の
で
し
た

が
、明
治
に
入
り
情
報
伝
達
の
手
段
が
整
う
に

つ
れ
て
、や
が
て
姿
を
消
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

当
時
の
高
札
場
は
、神
奈

川
警
察
署
西
側
付
近
に
あ

り
ま
し
た
。上
の
写
真
は
、

資
料
を
も
と
に
神
奈
川
地
区

セ
ン
タ
ー
の
前
に
復
原
し
た

も
の
で
す
。そ
の
規
模
は
お

お
よ
そ
、間
口
五
メ
ー
ト
ル
、

高
さ
三・五
メ
ー
ト
ル
、奥
行

一
・
五
メ
ー
ト
ル
と
大
き
な

も
の
で
し
た
。

　
下
の
写
真
は
、滝
の
川
の
ほ
と
り
に
あ
る
浄

瀧
寺
で
す
。

　

開
港
時
に
は
イ
ギ
リ
ス
領
事
館
に
充
て
ら

れ
ま
し
た
。本
堂
を
始
め
と
し
て
諸
所
に
ペ
ン

キ
が
塗
ら
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

横
浜
大
空
襲
で
焼
失
し
て

し
ま
い
ま
し
た
が
、当
時
、イ

ギ
リ
ス
領
事
が
手
植
し
た

「
多
行
松
」と
呼
ば
れ
る
松
が

あ
り
、横
浜
十
名
木
と
さ
れ

て
い
ま
し
た
。

本
陣
跡

ほ
ん　

 

じ
ん　

 

あ
と

滝
の
川
と
河
童

た
き　
　
　

 

が
わ　
　
　
　

 

か
っ 

 

ぱ

高
札
場

こ
う　

 

さ
つ　

  

ば

浄
瀧
寺

じ
ょ
う 

り
ゅ
う　

じ　
　

か
な 

が
わ 

す
な 

ご

は
っ
と

お
き
て
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旧
街
道
を
は
ず
れ
、滝
の
川
に
沿
っ
て
海
に

向
か
い
、Ｊ
Ｒ
貨
物
線
に
突
き
あ
た
る
辺
り

が
、神
奈
川
台
場
跡
で
す
。開

港
当
時
大
砲
が
置
か
れ
、港
を

警
備
し
て
い
ま
し
た
。

　

江
戸
幕
府
は
伊
予
松
山
藩

に
建
設
を
命
じ
、勝
海
舟
の
設

計
で
海
防
砲
台
を
構
築
し
ま

し
た
。当
時
の
台
場
は
面
積
約

八
千
坪
の
海
に
突
き
出
た
扇

形
で
、約
七
万
両
の
費
用
と
一

年
の
歳
月
を
費
や
し
て
万
延

元
年（
一
八
六
〇
）に
完
成
さ

れ
ま
し
た
。明
治
三
十
二
年（
一
八
九
九
）に

廃
止
さ
れ
る
ま
で
礼
砲
用
と
し
て
使
わ
れ
ま

し
た
が
、埋
め
立
て
が
進
み
、現
在
で
は
石
垣

の
一
部
の
み
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

慶
運
寺
の
す
ぐ
近
く
に
成
仏
寺
が
あ
り
ま
す
。

開
港
当
時
、成
仏
寺
は
ア
メ
リ
カ
人
宣
教
師
の
宿

舎
に
充
て
ら
れ
ま
し
た
。

　

ヘ
ボ
ン
は
本
堂
に
、ブ
ラ
ウ
ン
は
庫
裏
に
住
ん

だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。ヘ
ボ
ン
が
友
人
に
宛
て

た
手
紙
の
中
に
、こ
の
こ
と
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　
そ
れ
に
よ
る
と
、広
い
本
堂
を
襖
で
仕
切
り
、大

小
八
つ
ば
か
り
の
部
屋
を
つ
く
っ
た
と
あ
り
ま

す
。 

そ
の
結
果
、ず
い
ぶ
ん
住
み
よ
く
な
っ
た
、広

い
庭
も
美
し
く
気
に
入
っ
て
い
る
、と
書
か
れ
て

い
ま
す
。

　

ま
た
、ブ
ラ
ウ
ン
は
聖
書
や
賛
美
歌
の
翻
訳
に

尽
力
し
た
人
で
す
。

　

滝
の
川
に
沿
っ
て
山
側
に
進
む
と
、慶
運

寺
前
に
出
ま
す
。開
港
当
時
、こ
の
寺
は
フ
ラ

ン
ス
領
事
館
に
充
て
ら
れ
ま
し
た
。

　

浦
島
丘
に
あ
っ
た
観
福
寿
寺
が
慶
応
年
間

の
大
火
で
焼
失
し
た
た
め
、浦
島
伝
説
に
か

か
わ
る
記
念
物
が
こ
の
寺
に
も
た
ら
さ
れ
ま

し
た
。そ
れ
以
来
、慶
運
寺
は「
浦
島
寺
」と
も

呼
ば
れ
て
い
ま
す
。浦
島
太
郎
が
竜
宮
城
に

行
っ
た
時
、乙
姫
様
か
ら
い
た
だ
い
た
と
い

う
菩
薩
像
な
ど
が
伝
わ
っ
て
い
る
、と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。

　
成
仏
寺
か
ら
東
へ
向
か
う
と
、ほ
ど
近
い
場

所
に
神
奈
川
地
区
セ
ン
タ
ー
が
あ
り
ま
す
。

　
歴
史
の
道
の
ル
ー
ト
は
、こ
の
建
物
の
前
を

通
り
、さ
ら
に
東
の
金
蔵
院
へ
と
続
い
て
い
ま

す
。

　
地
区
セ
ン
タ
ー
前
の
広
場
に
は
、か
つ
て
滝

ノ
橋
の
た
も
と
に
あ
っ
た「
高
札
場
」が
、往
時

を
し
の
ん
で
復
原
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、こ
の
広
場
の
床
面
に
は
、「
神
奈
川
宿

歴
史
の
道
」の
シ
ン
ボ
ル
マ
ー
ク
と
な
っ
た

「
青
海
波
」が
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
て
い
ま
す
。

神
奈
川
台
場
跡

か　

  

な　

 

が
わ  

だ
い　

 

ば　

 

あ
と
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仏
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ま
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地
区
セ
ン
タ
ー
を
過
ぎ
る
と
、道
の
右
手
に

東
神
奈
川
公
園
が
あ
り
ま
す
。こ
の
公
園
の
す

ぐ
向
こ
う
に
、熊
野
神
社
が
見
え
て
き
ま
す
。

　
こ
の
神
社
は
、も
と
権
現
山
に
あ
り
ま
し

た
。平
安
時
代
に
、紀
伊
の
熊

野
権
現
を
招
い
た
こ
と
に
よ

る
、と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。そ

の
後
、江
戸
時
代
の
中
頃
に
金

蔵
院
の
境
内
に
移
さ
れ
、明
治

初
め
の
神
仏
分
離
令
に
よ
り
、

金
蔵
院
か
ら
分
か
れ
ま
し
た
。

　
下
の『
金
川
砂
子
』の「
夜
宮

祭
礼
」図
は
、江
戸
時
代
後
期

の
神
社
の
に
ぎ
わ
い
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。 

社
殿
の
脇
で
神
楽
が
舞
わ
れ
、参
道
の
東
側
に

み
こ
し
が
置
か
れ
て
い
ま
す
。

　
現
在
の
社
殿
は
戦
後
再
建
さ
れ
た
も
の
で

す
が
、境
内
に
は
イ
チ
ョ
ウ
の
古
木
な
ど
が

残
っ
て
い
ま
す
。

　
東
光
寺
の
本
尊
は
も
と
太
田
道
灌
の
守
護

仏
で
し
た
が
、道
灌
の
小
机
城
攻
略
後
、小
田

原
北
条
氏
の
家
臣
で
あ
る
平
尾
内
膳
が
こ
の

仏
を
賜
り
、東
光
寺
を
草
創
し
た
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。

　
ま
た
道
灌
は
内
膳
に
本
尊
を
与
え
る
に
際

し
、「
海
山
を
へ
だ
つ
東
の
お
国
よ
り
、放
つ
光

は
こ
こ
も
か
わ
ら
じ
」と
の
歌
を
詠
ん
だ
と

い
わ
れ
、こ
の
歌
が
東
光
寺
の
名
称
の
由
来

と
も
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
金
蔵
院
は
熊
野
神
社
の
北
側
に
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、江
戸
時
代
は
東
西
に
並
ん
で
い
ま
し

た
。『
金
川
砂
子
』に
そ
の
様
子
を
見
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。こ
の
図
に
よ
る
と
、金
蔵
院
の
境

内
は
今
よ
り
広
く
、門
の
位
置
も
熊
野
神
社
と

並
ん
で
い
ま
し
た
。 

そ
し
て
こ
の
門
ま
で
、街

道
か
ら
参
道
が
延
び
て
い
ま
し
た
。

　
左
中
段
は
、昭
和
四
十
年（
一
九
六
五
）に
つ

く
ら
れ
た
現
在
の
表
門
で
す
。

熊
野
神
社

く
ま　

  

の　

   

じ
ん　

 

じ
ゃ

東
光
寺

と
う　

こ
う　
　

じ

金
蔵
院

こ
ん　

 

ぞ
う　

 

い
ん

　
江
戸
時
代
の
神
明
宮
は
能
満
寺
に
所
属
し

て
い
ま
し
た
が
、明
治
初
め
の
神
仏
分
離
令
に

よ
り
分
か
れ
ま
し
た
。

　
か
つ
て
境
内
を
流
れ
て
い
た
上
無
川
に
牛

頭
天
王
の
御
神
体
が
現
わ
れ
、洲
崎
大
神
お
よ

び
こ
の
神
社
に
牛
頭
天
王
を
祀
っ
た
と
の
伝

承
も
あ
り
ま
す
。 

ま
た
、境
内
に
あ
る
梅
の
森

稲
荷
に
は
、若
い
女
旅
人
に
ま
つ
わ
る
哀
れ
な

話
も
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。

神
明
宮

し
ん  

め
い    

ぐ
う

よ  

み
や

か
ぐ
ら

「金川砂子附神奈川史要 熊野社夜宮祭礼」 
名著出版

「金川砂子附神奈川史要  金蔵院熊野社御殿跡」 名著出版

ず  

て
ん
　の
う

ご

ど
う 

か
ん

な
い 

ぜ
ん



　
東
光
寺
の
前
を
通
り
、さ
ら
に
東
へ
進
む

と
、能
満
寺
が
あ
り
ま
す
。

　
能
満
寺
は
、鎌
倉
時
代
の
創
立
と
さ
れ
て
い

ま
す
。

　
そ
の
由
来
は
、内
海
新
四
郎
光
善
と
い
う

こ
の
地
の
漁
師
が
海
中
か
ら
虚
空
蔵
菩
薩
を

拾
い
上
げ
、こ
れ
を
祀
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い

ま
す
。 能

満
寺

の
う    

ま
ん     

じ

　
能
満
寺
を
後
に
東
へ
向
か
う
と
、良
泉
寺
の

塀
に
突
き
あ
た
り
ま
す
。

　
こ
の
寺
に
は
、次
の
よ
う
な
話
が
伝
わ
っ
て

い
ま
す
。 

開
港
当
時
、幕
府
か
ら
外
国
人
宿
舎

に
す
る
よ
う
に
命
ぜ
ら
れ
た
住
職
は
、屋
根
を

は
が
し
、修
理
中
と
の
口
実
で
こ
れ
を
断
っ
た

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
京
浜
急
行
・
神
奈
川
新
町
駅
の
近
く
に
、神
奈

川
通
東
公
園
が
あ
り
ま
す
。こ
こ
が「
歴
史
の
道
」

の
終
点
で
す
。

　
昭
和
四
十
年（
一
九
六
五
）に
移
転
す
る
ま
で
、

こ
こ
に
長
延
寺
が
建
っ
て
い
ま
し
た
。 

こ
の
寺

は
、開
港
当
時
、オ
ラ
ン
ダ
領
事
館
に
充
て
ら
れ

ま
し
た
。

　
ま
た
、こ
の
あ
た
り
は
、神
奈
川
宿
へ
の
江
戸

か
ら
の
入
口
に
あ
た
り
ま
す
。

　
下
の
図
は
、神
奈
川
本
陣
・
石
井
家
に
伝
わ
っ

た
土
居
の
絵
図
で
す
。街
道
両
脇
に
土
盛
り
が
さ

れ
、そ
の
高
さ
は
約
二
・
五
メ
ー
ト
ル
。そ
の
上
に

は
竹
矢
来
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

笠
　
稲
荷
神
社

か
さ  

の
ぎ　

 

い 　

な
り   

じ
ん   

じ
ゃ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

良
泉
寺

り
ょ
う  

せ
ん     

じ

長
延
寺
跡
・
土
居
跡

ち
ょ
う
え
ん  

じ　

あ
と　

       

ど    

い   

あ
と

こ  

く
う 

ぞ
う  

ぼ  

さ
つ

ま
つ

た
け  

や  

ら
い

「神奈川宿入口土居絵図」 神奈川県立公文書館所蔵

　
良
泉
寺
を
左
に
折
れ
曲
り
、京
浜
急
行
の

ガ
ー
ド
下
を
く
ぐ
り
抜
け
る
と
、笠
　
稲
荷
神

社
で
す
。

　
こ
の
神
社
の
名
前
に
は
、次
の
よ
う
な
由
来

が
あ
り
ま
す
。 

笠
を
か
ぶ
っ
た
人
が
こ
の
前

を
通
る
と
、不
思
議
に
笠
が
脱
げ
落
ち
た
そ
う

で
す
。 

そ
の
た
め
笠
脱
稲
荷
と
呼
ば
れ
る
よ

う
に
な
り
、そ
の
後
、

笠
脱
を
笠
　
に
改
め

た
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。

か
さ 

ぬ
ぎ 
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