
い
ざ
鎌
倉
街
道

　
　
　
　

・
上か

み
つ
み
ち道

古
道
に
親
し
む
　
古
道
を
楽
し
む

特　集

　

鎌
倉
街
道
は
、
中
世
、
鎌
倉
か
ら
関
東
諸
国
あ
る
い
は
遠
く
信
濃
・

越
後
・
奥
州
方
面
に
通
じ
た
主
要
な
街
道
で
、
鎌
倉
幕
府
が
そ
の
権

力
を
支
え
る
政
治
的
道
路
と
な
る
よ
う
に
整
備
し
た
も
の
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
。
御ご
け
に
ん

家
人
た
ち
を
鎌
倉
へ
参
集
さ
せ
る
軍
事
的
道
路
で
も

あ
り
、
街
道
沿
線
で
は
幾
多
の
合
戦
が
繰
り
広
げ
ら
れ
ま
し
た
。
埼

玉
県
内
を
通
る
鎌
倉
街
道
は
、
県
東
部
の
川
口
市
か
ら
さ
い
た
ま
市

岩
槻
区
付
近
を
経
て
茨
城
県
古
河
市
方
面
に
向
か
う｢

中
な
か
つ
み
ち
道｣

と
、

県
西
部
の
台
地･

丘
陵
地
帯
を
抜
け
て
本
庄
市
児
玉
か
ら
群
馬
県
藤

岡
市
方
面
に
向
か
う｢

上か
み
つ
み
ち
道
」
が
有
名
で
、ほ
か
に｢

秩
父
道｣

と
い
っ

た
よ
う
な
間か
ん
ど
う道

や
支
道
も
あ
り
ま
し
た
。

　

毛
呂
山
町
に
も
、
当
時
こ
の｢

上
道｣

が
通
っ
て
お
り
、
町
東
部

を
南
北
に
つ
な
い
で
い
ま
し
た
。
今
で
も
大
類
地
区
か
ら
市
場
地
区

に
か
け
て
、
鎌
倉
街
道
の
遺
構
が
残
っ
て
い
ま
す
。
鎌
倉
時
代
の
史

書
で
あ
る
『
吾あ
ず
ま
か
が
み

妻
鏡
』
に
よ
る
と
毛
呂
郷
の
鎌
倉
御
家
人
毛
呂
季す

え
み
つ光

は
、

鎌
倉
大
火
の
翌
日
、
鎌
倉
街
道
を
通
り
、
真
っ
先
に
鎌
倉
へ
駆
け
つ

け
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
鎌
倉
武
士
に
と
っ
て
こ
の
道
は
ま
さ
に
〝
い

ざ
鎌
倉
〞
の
道
だ
っ
た
よ
う
で
す
。

　

ま
た
、
鎌
倉
街
道
筋
に
は
、
中
世
の
文
書
な
ど
か
ら
、
河
川
の
渡と

河か

地
点
な
ど
交
通
の
要よ

う
し
ょ
う衝

に｢

宿
し
ゅ
く｣

が
存
在
し
た
こ
と
が
明
ら
か
で

す
が
、
毛
呂
山
町
に
も｢

苦
林
宿｣

が
あ
っ
た
こ
と
が
史
料
か
ら
確

認
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
大
類
グ
ラ
ウ
ン
ド
の
下
に
眠
る
堂ど
う
や
ま
し
た

山
下

遺
跡
こ
そ
、
こ
の
苦
林
宿
に
相
当
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
見
解

が
出
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

毛
呂
山
町
内
だ
け
を
み
て
も
、
そ
の
沿
線
に
分
布
し
て
い
る
古
戦

場
跡
や
集
落･

寺
院
跡
、
そ
し
て｢

市
場｣

と
い
う
大
字
名
な
ど
か

ら
も
、
こ
の
街
道
が
中
世
の
主
要
な
軍
事
道
路
と
し
て
機
能
し
、
ま
た
、

仏
教
文
化
の
伝で
ん
ぱ播

や
経
済
流
通
な
ど
に
も
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て

い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
想
像
で
き
ま
す
。

　

今
回
の
特
集
で
は
、こ
の
「
鎌
倉
街
道
・
上
道
」
を
い
く
つ
か
の
キ
ー

ワ
ー
ド
に
分
け
、
町
内
の
史
跡
だ
け
で
は
な
く
、
街
道
全
体
の
史
跡

や
遺
構
な
ど
を
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

鎌倉街道上道の遺構（毛呂山町大類地区）
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INTERVIEW

古道を楽しむ会

山田　秀明さん

　鎌倉街道上道に関する武将を
調べると、多少時代の前後はあ
りますが、皆さんがよくご存知
の名前がたくさんでてきます。
街道を巡るときには、実際に武
将たちが通った古の時代をイ
メージしながら歩くと、とても
楽しいと思います。

武将像・碑

武
将
へ
の
思
い
を
馳は

せ
る

　

鎌
倉
街
道
が
本
格
的
に
整
備

さ
れ
た
の
は
鎌
倉
時
代
で
す

が
、
街
道
の
整
備
に
伴
い
、
様

ざ
ま
な
人
が
こ
の
街
道
を
往
来

し
ま
し
た
。
教
科
書
や
テ
レ
ビ

ド
ラ
マ
な
ど
で
な
じ
み
の
あ
る

武
将
た
ち
も
、
こ
の
街
道
で
鎌

倉
を
往
来
し
て
い
ま
す
。

　

毛
呂
山
町
に
ゆ
か
り
の
あ
る

武
将
毛
呂
季す
え
み
つ光

（
写
真
１
）
も

ま
た
然
り
で
、
１
１
９
１
（
建

久
２
）
年
に
鎌
倉
で
大
火
が
起

こ
る
と
、
鎌
倉
街
道
を
通
り
、

翌
日
に
は
鎌
倉
ま
で
馳
せ
参
じ
て
い
ま
す
。

　

畠
は
た
け
や
ま山

重し
げ
た
だ忠(

写
真
２
）
も
鎌
倉
時
代
の
有
名
な
武

将
で
す
。
源
頼よ
り
と
も朝

に
仕
え
た
重
忠
は
、旧
川
本
町（
現

深
谷
市
）
に
生
ま
れ
、
街
道
か
ら
ほ
ど
近
い
嵐
山
町

の
菅す
が
や
や
か
た

谷
館
に
も
居
を
構
え
て
い
ま
し
た
。
新
田
義よ

し
さ
だ貞

（
写
真
３
）
は
、
鎌
倉
幕
府
を
滅
ぼ
し
た
武
将
で
、

鎌
倉
を
攻
め
る
際
に
は
鎌
倉
街
道
上
道
を
南
下
し
て

い
ま
す
。
足あ
し
か
が利

基も
と
う
じ氏

（
写
真
４
）
は
、
室
町
幕
府
を

興お
こ

し
た
足
利
尊た

か
う
じ氏
（
写
真
５
）
の
子
で
鎌
倉
公
方
を

務
め
た
武
将
で
す
。
基
氏
は
、
幕
府
が
京
都
に
移
っ

た
後
の
関
東
地
方
の
統
治
を
任
さ
れ
、
室
町
幕
府
の

関
東
に
お
け
る
基
盤
を
築
き
ま
し
た
。ま
た
基
氏
は
、

苦
林
野
で
合
戦
を
し
た
武
将
と
し
て
、
毛
呂
山
町
に

も
ゆ
か
り
が
あ
り
ま
す
。

　

鎌
倉
街
道
は
時
代
を
築
い
た
武
将
た
ち
が
往
来
し

た
街
道
で
も
あ
り
ま
し
た
。
街
道
沿
い
に
は
そ
の
よ

う
な
武
将
の
像
な
ど
が
建
て
ら
れ
て
い
る
場
所
も
あ

り
ま
す
。
古
の
武
将
に
思
い
を
馳
せ
な
が
ら
、
史
跡

巡
り
を
す
る
の
も
お
も
し
ろ
い
と
思
い
ま
す
。

伝
でん

木
きそ よ し な か

曽義仲産
うぶゆ

湯の清
しみず

水（嵐山町）

　嵐山町北部にある鎌
かまがた

形八幡神社には、木
曽義仲が産湯に浸

つ

かったと伝えられている
清水があります。義仲は、父義

よしかた

賢の館であっ
た大蔵館に近い鎌形の地内で生まれたと伝
えられています。

下 野

武 蔵

常 陸

下 総

上

相 模

総

上
野

上

野

道

上
道

中
道

秩
父
道

中
道

下
道

塚田

児玉

奈良梨

大蔵

苦林

伝木曽義仲
　産湯の清水

畠山重忠公像

季光公之碑

新田義貞公之像

足利基氏の塁跡

征夷大将軍
足利尊氏公像

入間川

久米川

江
戸
川

相
模
川

荒
川隅

田
川

多摩川

入
間 川

鎌倉
鎌倉街道上道の宿

甲 斐

足柄峠

6

5 4

2

3

1 古道に親しむ　古道を楽しむ

いざ鎌倉街道・上道

１．季
すえみつ

光公之碑（毛呂山町大字大谷木）
２．畠

はたけやま

山重
しげただ

忠公像（嵐山町）
３．新

にった

田義
よしさだ

貞公之像（東京都府中市）
４．足

あしかが

利基
もとうじ

氏の塁
るいせき

跡（東松山市）
５．征

せいい

夷大将軍足
あしかが

利尊
たかうじ

氏公像（栃木県足利市）
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史
跡
は
最
高
の
学
び
の
資
料

　

街
道
沿
い
に
は
、
建
物
遺
構
や
当
時
を
偲し

の

ば
せ
る

城
館
跡
な
ど
が
数
多
く
保
存
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
ず
規
模
の
上
で
大
き
な
も
の
が
東
京
都
国
分
寺

市
の
武む

さ
し蔵

国こ
く
ぶ
ん
じ

分
寺
跡
・
国こ

く
ぶ
ん
に
じ

分
尼
寺
跡
（
写
真
１
・
２
）

で
す
。
武
蔵
国
分
寺
は
、
７
４
１
（
天

て
ん
ぴ
ょ
う平

13
）
年
に

聖し
ょ
う
む武
天
皇
の
勅

ち
ょ
く
が
ん願
に
よ
っ
て
国
ご
と
に
建

こ
ん
り
ゅ
う立
さ
れ
た

寺
院
で
す
が
、
１
３
３
３
（
元
弘
３
）
年
、
新
田
義

貞
軍
が
鎌
倉
幕
府
軍
と
戦
っ
た
分ぶ

ば
い
が
わ
ら

倍
河
原
の
合
戦
の

際
に
焼
失
し
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
現
在
は
、
基
礎

部
分
の
一
部
し
か
残
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
市
街
地

に
存
在
す
る
広
大
な
跡
地
に
は
圧
倒
さ
れ
る
も
の
が

あ
り
ま
す
。

　

ま
た
国
分
寺
市
の
南
、
府
中
市
に
は
武む

さ
し蔵

国こ
く

府ふ

が

存
在
し
ま
し
た
。
武
蔵
国
府
は
、
奈
良
時
代
の
初
め

ご
ろ
か
ら
平
安
時
代
の
中
ご
ろ
に
か
け
て
、
武
蔵
国

を
治
め
た
役
所
が
置
か
れ
た
と
こ
ろ
で
す
。
平
成
21

年
に
国
史
跡
に
指
定
さ
れ
た
武
蔵
国
府
跡
に
は
、
史

跡
と
し
て
整
備
が
行
わ
れ
た
武
蔵
国こ

く
が衙
跡（
写
真
４
）

や
大お

お
く
に
た
ま

國
魂
神
社
な
ど
が
あ
り
古
の
時
代
へ
の
思
い
が

広
が
り
ま
す
。

　

鎌
倉
街
道
沿
い
に
は
建
物
遺
構
の
ほ
か
、
宿

し
ゅ
く
の
跡

も
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
今
で
も
宿
の
面
影
を
感
じ
さ

せ
る
の
が
小お

の
じ
じ
ゅ
く

野
路
宿
（
写
真
３
）
で
す
。
小
野
路
宿

は
、
鎌
倉
街
道
の
宿

し
ゅ
く
え
き駅

と
し
て
お
こ
っ
た
後
、
後ご

北ほ
う

条じ
ょ
う

氏
の
街
道
の
要

よ
う
し
ょ
う衝

と
し
て
栄
え
、
江
戸
時
代
に
は

大お
お
や
ま
も
う
で

山
詣
の
人
び
と
で
賑に

ぎ

わ
っ
た
宿
で
、
現
在
で
も
風

情
あ
る
町
並
み
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

武
蔵
国
分
寺
跡
の
近
く
に
は
、「
武
蔵
国
分
寺
跡

資
料
館
」、
武
蔵
国
府
跡
の
敷
地
内
に
は
、「
ふ
る
さ

・杉山城跡（嵐山町）

　鎌倉街道を見下ろす山の頂につく
られた杉山城は、戦国時代の山城で、
城跡が今日までほとんど無傷で残さ
れた関東屈指の名城です。

７
・松山城跡（吉見町）

　松山城は、比企丘陵の先端に築か
れた山城で、室町時代から戦国時代
にかけての関東地方で重要な拠点と
なった城のひとつでした。

6

・菅谷館（城）跡（嵐山町）

　菅谷館（城）跡は、畠山重忠の館
跡と考えられていますが、現在は戦
国時代の城跡として、築城技法を随
所に見ることができます。

8

3 1

2

45

古道に親しむ　古道を楽しむ

いざ鎌倉街道・上道

１．国
こくぶんじ

分寺跡
あと

（東京都国分
寺市）２．国

こくぶん

分尼
に じ

寺跡（東
京都国分寺市）　３．小

お の じ

野路
宿（東京都町田市）　４．武
蔵国

こくが

衙跡（東京都府中市）　
５．苦林宿の跡といわれる
堂
どうやました

山下遺跡（毛呂山町大字
大類）６～９比

ひ き

企城
じょうかんあとぐん

館跡群
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コラム
　

川
角
地
区
に
崇
徳
寺
跡
と
い
わ
れ
て
い

る
所
が
あ
り
ま
す
。
１
１
５
６
（
保ほ
う
げ
ん元

元
）
年
の
保
元
の
乱
で
敗
れ
、
讃さ
ぬ
き
の
く
に

岐
国
（
現

在
の
香
川
県
）
に
流
さ
れ
て
亡
く
な
っ
た

崇す
と
く徳
上じ

ょ
う
こ
う
皇
の
近き

ん
し
ん臣
が
こ
の
地
に
隠
れ
住
み
、

上
皇
の
霊
を
弔
と
む
ら

っ
た
と
こ
ろ
と
伝
わ
っ
て

い
ま
す
。
現
在
確
認
さ
れ
る
一
辺
が
20
メ
ー

ト
ル
ほ
ど
の
土ど
る
い塁
に
囲
ま
れ
た
平
坦
部
が
、

当
時
の
寺
院
跡
だ
と
考
え
ら
れ
、
苦
林
宿

跡
と
い
わ
れ
る
堂ど
う
や
ま
し
た

山
下
遺
跡
に
接
し
て
い

ま
す
。

　

崇
徳
寺
跡
の
調
査
は
、
こ
れ
ま
で
昭
和

37
年
度
・
63
年
度
・
平
成
15
年
度
に
実
施

さ
れ
、
様
ざ
ま
な
物
が
出
土
し
て
い
ま
す
。

そ
し
て
平
成
24
年
度
に
実
施
さ
れ
た
調
査

で
は
、
建
武
２
（
１
３
３
５
）
年
銘め
い

の
長

さ
２
メ
ー
ト
ル
近
い
板い
た
び碑

（
写
真
上
）
が

出
土
し
た
ほ
か
、
板
碑
を
集
め
て
埋
め
た

場
所（
写
真
左
上
）が
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、

丸
瓦
２
点
が
ほ
ぼ
壊
れ
て
い
な
い
状
態
で

出
土
し
ま
し
た
。

　

瓦
が
出
土
し
た
こ
と
は
、
建
物
の
存
在

を
示し

さ唆
し
て
い
ま
す
が
、
建
物
跡
の
検
出

が
今
後
の
課
題
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

崇す
う

徳と
く

寺じ

跡あ
と

城
跡
か
ら
の
眺な
が

め
は
絶
景

　

比
企
郡
に
は
、
鎌
倉
街
道
を
囲
む
よ
う
に
城

じ
ょ
う

館か
ん

跡あ
と

が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
な
か
で
も
、
吉
見
町
の
松

山
城
跡
（
写
真
６
）、
嵐
山
町
の
杉
山
城
跡
（
写
真

７
）、
菅す

が
や
や
か
た

谷
館
（
城し

ろ

）
跡
（
写
真
８
）、
と
き
が
わ
町

の
小
倉
城
跡
（
写
真
９
）
は
、
保
存
状
態
が
良
好
で

あ
っ
た
た
め
、
比ひ

き
じ
ょ
う
か
ん

企
城
館
跡あ

と
ぐ
ん群

と
し
て
、
平
成
20
年

に
国
指
定
の
史
跡
と
な
り
ま
し
た
。
い
ず
れ
の
城
館

跡
も
室
町
時
代
か
ら
戦
国
時
代
に
か
け
て
造
ら
れ
た

も
の
で
す
が
、
そ
れ
ま
で

野や
せ
ん戦
と
し
て
行
わ
れ
て
い

た
戦
い
が
、
城
や
館
を
中

心
と
し
た
合
戦
へ
と
移
り

変
わ
っ
て
い
く
過
渡
期
の

も
の
と
し
て
貴
重
な
史
跡

と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

松
山
城
跡
・
杉
山
城
跡
・

小
倉
城
跡
は
小
高
い
山
に

あ
り
、
登
る
の
に
多
少
の

労
苦
を
伴
い
ま
す
が
、
城

の
頂

い
た
だ
き

か
ら
の
眺
望
は
一
見

の
価
値
が
あ
り
ま
す
。

下 野

武 蔵

常 陸

下 総

上

相 模

総

上
野

上

野

道

上
道

中
道

秩
父
道

中
道

下
道

塚田

児玉

奈良梨

大蔵

武蔵国衙跡

小野路宿

菅谷館
（城）跡

小倉城跡
松山城跡

杉山城跡

苦林（堂山下遺跡）

入間川

久米川

国分寺跡

国分尼寺跡

江
戸
川

相
模
川

荒
川隅

田
川

多摩川

入
間 川

鎌倉
鎌倉街道上道の宿

甲 斐

足柄峠 史跡・城館跡

・小倉城跡（ときがわ町）

　小倉城跡は、戦国時代の山城跡で、
一部立ち入り禁止箇所があるものの、
現在も当時の石垣跡などを見ることが
できます。

9

と
府
中
歴
史
館
」、
小
野
路
宿
に
は
、「
小
野
路
宿
里

山
交
流
館
」
が
あ
り
、
歴
史
や
文
化
を
学
ぶ
こ
と
も

で
き
ま
す
。

　

毛
呂
山
町
に
は
、
苦
林
宿
が
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い

ま
す
。
大
類
グ
ラ
ウ
ン
ド
の
敷
地
内
に
堂ど

う
や
ま
し
た

山
下
遺
跡

を
説
明
す
る
看
板
（
写
真
５
）
が
あ
り
ま
す
が
、
大

類
グ
ラ
ウ
ン
ド
か
ら
県
立
毛
呂
山
特
別
支
援
学
校
一

帯
が
苦
林
宿
の
跡
だ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

INTERVIEW

古道を楽しむ会

古澤　洋
ひろみ

水さん

　私の場合、宿や城跡、史跡など訪れる前に
は、少しの知識を得てから歩くようにしてい
ます。訪れた場所の歴史的背景や人物の関係
がわかり、更に深く楽しむことができると思
うからです。知識があると仲間同士でも話が
できて、楽しさが増します。
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45

古道に親しむ　古道を楽しむ

いざ鎌倉街道・上道
１．笛

ふえふき

吹峠（嵐山町・鳩山町）
２．大

だいぶつ

仏の街道遺
いこう

構（美里町）
３．市民の森のなかを通る鎌倉街道堀

ほりがね

兼道（川越市）
４．伝

でん

鎌倉街道（東京都国分寺市）
５．七

ななくに

国山
やま

鎌倉街道遺構（東京都町田市） -MICHI-

Keyword Ⅲ

-MICHIMICHI道

独
特
な
雰
囲
気
に
浸ひ
た

る

　

現
在
の
鎌
倉
街
道
は
、
区
画
整
理
な
ど
で
消
失
し

て
し
ま
っ
て
い
る
と
こ
ろ
や
拡
幅
な
ど
を
し
て
、
現

代
も
道
路
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
多

く
、
当
時
の
面
影
を
偲し
の

ぶ
こ
と
は
難
し
く
な
っ
て
い

ま
す
。

　

埼
玉
県
内
の
鎌
倉
街
道
の
跡
と
し
て
は
、
嵐
山
町

と
鳩
山
町
の
境
に
あ
る
笛
吹
峠
（
写
真
１
）
や
、
美

里
町
に
あ
る
大だ
い
ぶ
つ仏

の
街
道
遺い

こ
う構

（
写
真
２
）
が
知
ら

れ
て
い
ま
す
。
笛
吹
峠
は
、１
３
５
２（
正
し
ょ
う
へ
い平

７
）年
、

小こ
て
さ
し

手
指
ヶ
原
の
戦
い
で
敗
れ
た
新
田
義
貞
の
子
義よ

し
む
ね宗

が
足あ
し
か
が利

尊た
か
う
じ氏

と
戦
う
た
め
に
陣
を
敷
い
た
と
さ
れ
て

い
ま
す
。
そ
し
て
、
大
仏
の
街
道
遺
構
は
、
住
宅
地

の
脇
に
取
り
残
さ
れ
た
よ
う
に
存
在
す
る
街
道
の
跡

で
す
。

　

ま
た
、
鎌
倉
街
道
上
道
の
本
道
か
ら
そ
れ
た
支

道
で
あ
る
堀ほ
り
が
ね兼

道
に
も
街
道
遺
構
が
残
さ
れ
て
い

ま
す
。
堀
兼
道
は
、
所
沢
市
の
新
所
沢
付
近
で
上

道
と
分
岐
し
、
川
越
方
面
へ
と

向
う
道
で
す
。
川
越
市
名な
ぐ
わ
し細
に

あ
る
、「
川
越
市
民
の
森
」
の

な
か
に
堀
兼
道
の
遺
構
と
伝
え

ら
れ
る
道
が
残
さ
れ
て
い
ま
す

（
写
真
３
）。
ま
た
、
狭
山
市
の

堀
兼
道
沿
い
に
あ
る
堀
兼
神
社

に
は
、
古
く
か
ら
史
跡
と
し
て

有
名
で
あ
っ
た
堀
兼
の
井
（
写

真
７
）
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

東
京
よ
り
南
に
残
さ
れ
た
街

道
遺
構
は
少
な
い
の
で
す
が
、

山
頂
の
切き
り
ど
お通
し
付
近
に
鎌
倉
井

下 野

武 蔵

常 陸

下 総

上

相 模

総

上
野

上

野

道

上
道

中
道

秩
父
道

中
道

下
道

塚田

児玉

奈良梨

大蔵

川越市民の森
市場の
　遺構

伊勢根の
　　遺構

於茶々の井戸

堀兼の井

大仏の
　街道遺構

伝鎌倉
　街道

七国山
鎌倉井戸

苦林

入間川

久米川

江
戸
川

相
模
川

荒
川隅

田
川

多摩川

入
間 川

鎌倉
鎌倉街道上道の宿

甲 斐

足柄峠

・鎌倉井戸（東京都町田市）

　鎌倉井戸は新田義貞が鎌倉攻めの途
中、井戸を掘り湧き出た水を軍馬に与
えたといわれています。現在、井戸の
形はありますが、水は出ていません。

6
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コラム
　

平
成
８
年
、
選
定
委
員
会
の
検
討
を
踏

ま
え
、
文
化
庁
は
、
78
か
所
の
街
道
な
ど

を
『
歴
史
の
道
百
選
』
と
し
て
、
選
定
し

ま
し
た
。『
歴
史
の
道
百
選
』
は
、
文
化

庁
が
こ
れ
ま
で
に
行
っ
て
い
た
調
査
や
整

備
・
活
用
事
業
の
実
績
を
踏
ま
え
て
、
よ

り
一
層
、「
歴
史
の
道
」
と
し
て
、
地
域

の
文
化
財
へ
の
国
民
の
関
心
と
理
解
を
深

め
る
こ
と
を
目
的
に
、
都
道
府
県
教
育
委

員
会
の
協
力
に
よ
り
、
全
国
各
地
の
最
も

す
ぐ
れ
た
「
歴
史
の
道
」
を
選
定
委
員
会

で
厳
選
し
た
も
の
で
す
。

　

こ
の
78
か
所
は
、
主
に
明
治
時
代
ま
で

活
用
さ
れ
た
街
道
・
運
河
な
ど
の
交
通
遺

跡
を
選
定
し
て
お
り
、
今
後
も
追
加
を
し

て
い
く
予
定
で
す
。

　

こ
の
『
歴
史
の
道
百
選
』
に
は
、
寄
居

町
か
ら
小
川
町
ま
で
、
お
よ
び
毛
呂
山
町

の
鎌
倉
街
道
上
道
の
遺
構
も
含
ま
れ
て
お

り
、
鎌
倉
街
道
上
道
は
、
文
化
庁
か
ら
も

貴
重
な
文
化
財
と
し
て
認
め
ら
れ
た
道
と

な
っ
て
い
ま
す
。

【
選
定
さ
れ
た
ほ
か
の
歴
史
の
道（
抜
粋
）】

・
陸
奥
上
街
道
（
宮
城
県
）

・
日
光
杉
並
木
街
道
（
栃
木
県
）

・
富
士
吉
田
口
登
山
道
（
山
梨
県
）

・
野の
む
ぎ麦

道
（
長
野
県
）

・
熊
野
参さ
ん
け
い詣

道
（
三
重
県
・
和
歌
山
県
）

・
石い
わ
み見
銀
山
街
道
（
島
根
県
）

・
萩は
ぎ
お
う
か
ん

往
還
（
山
口
県
）

・
薩さ

つ
ま摩
・
肥ひ

ご後
街
道
（
熊
本
県
・
鹿
児
島
県
）

歴
史
の
道
百
選

街道遺構

・堀
ほりがね

兼の井　（狭山市）

　堀兼神社の境内に石柵で囲ま
れた状態で井戸が残っています。
分
ぶ ば い が わ ら

倍河原で敗れた新田軍が鎌倉
街道の支道である堀兼道を通り
この地まで退却しました。

・於
おちゃちゃ

茶々の井戸（深谷市）

　荒川は、街道上でも屈指の要
よう

衝
しょう

。荒川の左岸には、鎌倉街道
が通っていたと伝えられる場所
に井戸の遺構が残されています。

78

戸
（
写
真
６
）
の
あ
る
七な

な
く
に
や
ま

国
山
の
鎌
倉
街
道
遺
構
（
写

真
５
）
や
現
在
は
道
に
特
殊
な
舗
装
が
さ
れ
て
い
ま

す
が
、
国こ
く
ぶ
ん
に
じ

分
尼
寺
跡
の
近
く
に
約
２
０
０
メ
ー
ト
ル

ほ
ど
存
在
す
る
伝で
ん

鎌
倉
街
道
（
写
真
４
）
で
も
街
道

の
雰
囲
気
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

雰
囲
気
を
そ
の
ま
ま
伝
え
る
道

　

小
川
町
の
伊い

せ

ね

勢
根
地
区
に
残
る
鎌
倉
街
道
遺
構
と

毛
呂
山
町
の
市
場
地
区
に
残
る
鎌
倉
街
道
遺
跡
は
、

か
な
り
良
好
な
状
態
で
保
存
さ
れ
て
い
た
遺
構
で

す
。
こ
れ
ら
の
遺
構
は
、
専
門
的
な
発
掘
調
査
が
行

わ
れ
、当
時
の
掘ほ
り
わ
り割

の
様
子
が
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
遺
構
は
、
学
術
的
に
も
貴
重
な
遺
構
で
あ

る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

土
地
の
開
発
や
道
路
の
整
備
な
ど
で
保
護
や
保
存

が
難
し
く
、
現
在
も
残
存
し
て
い
る
場
所
が
少
な
い

街
道
遺
構
で
す
が
、
当
時
の
雰
囲
気
を
感
じ
る
に
は

最
も
適
し
て
い
る
と
い
え
ま
す
。
残
さ
れ
た
街
道
の

遺
構
を
尋
ね
、
往お
う
じ時
の
独
特
な
雰
囲
気
を
感
じ
て
み

て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

INTERVIEW

古道を楽しむ会

磯
いそじま

島　道
みちはる

治さん

　鎌倉街道は、主に御家人が鎌倉へ
と向うために整備されたものです
が、武士のほかにも様ざまな人が往
来していたと考えられます。沿道の
各地で出土したものには、当時の人
びとの生活をうかがうことができる
甕
かめ

などもあり、貴重な資料として資
料館などで展示されています。

伊
い せ ね

勢根地区の鎌倉街道遺構（小川町）

市場地区の鎌倉街道遺跡（毛呂山町）
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つ
わ
も
の
ど
も
が
夢
の
跡

　

鎌
倉
街
道
が
整
備
さ
れ
た
目
的
の
ひ
と
つ
は
、
軍

事
道
路
と
し
て
の
利
用
で
す
。
そ
の
た
め
、
街
道
沿

い
で
は
多
く
の
戦
い
が
繰
り
広
げ
ら
れ
ま
し
た
。

　

毛
呂
山
町
の
玉
林
寺
地
区
に
は
苦
林
野
古
戦
場

の
碑
（
写
真
１
）
が
あ
り
ま
す
。
苦
林
野
合
戦
は
、

１
３
６
３
（
貞じ
ょ
う
じ治

２
）
年
に
鎌
倉
公
方
足
利
基も

と

氏う
じ

と

前
越
後
守
護
代
芳は

が賀
禅ぜ

ん
か可

が
激
突
し
た
戦
い
で
、
基

氏
が
勝
利
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
基
氏
は
関
東
統

治
の
基
盤
を
築
き
ま
し
た
。

　

日
高
市
霞か
す
み
の野

神
社
の
境
内
に
は
女お

な
か
げ影

ヶ
原
古
戦
場

の
碑
（
写
真
２
）
が
あ
り
ま
す
。
女
影
ヶ
原
の
合
戦

は
中な
か
せ
ん
だ
い

先
代
の
乱
と
も
い
わ
れ
、
鎌
倉
幕
府
第
14
代
執

権
北
条
高た
か
と
き時

の
子
時と

き
ゆ
き行

が
１
３
３
５
（
建け

ん
む武

２
）
年
、

鎌
倉
幕
府
再
興
を
期
し
て
挙
兵
。
信
州
諏す

わ訪
か
ら
鎌

倉
を
目
指
し
進
軍
し
た
時
行
は
、
女
影
ヶ
原
で
足
利

軍
の
渋し
ぶ
か
わ川

義よ
し
す
え季

ら
を
敗
り
、
そ
の
後
一
時
的
に
鎌
倉

を
奪
還
し
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
鎌
倉
街
道
上
道
に
関
係
す
る
最
も
有
名

な
武
将
と
い
え
ば
鎌
倉
幕
府
を
滅
亡
に
追
い
や
っ

た
新
田
義よ
し
さ
だ貞
で
す
。
義
貞
は

１
３
３
３
（
元げ
ん
こ
う弘
３
）
年
に
挙

兵
し
、
鎌
倉
街
道
上
道
を
南
下

し
、
鎌
倉
へ
と
向
い
ま
す
。
そ

の
道
程
で
、
小こ
て
さ
し

手
指
ヶ
原
（
写

真
３
）、
久く

め

が

わ

米
川
（
写
真
４
）、

分ぶ
ば
い
が
わ
ら

倍
河
原
（
写
真
５
）
で
迎
え

撃
つ
幕
府
軍
と
激
戦
を
行
っ
て

お
り
、
現
在
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地

域
に
は
、
古
戦
場
碑
が
残
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

鎌
倉
街
道
上
道
に
は
、
こ
の

ほ
か
に
も
古
戦
場
が
あ
り
ま

す
。
古
の
戦
を
想
像
し
な
が
ら

の
散
策
も
趣
お
も
む
きが
あ
り
ま
す
。

下 野

武 蔵

常 陸

下 総

上

相 模

総

上
野

上

野

道

上
道

中
道

秩
父
道

中
道

下
道

塚田

児玉

奈良梨

大蔵

苦林野

入間川

十社神社

女影ヶ原

小手指ヶ原
久米川

分倍河原

江
戸
川

相
模
川

荒
川隅

田
川

多摩川

入
間 川

鎌倉
鎌倉街道上道の宿

甲 斐

足柄峠 古戦場

十
じゅっしゃ

社神社（毛呂山町大字大類）

　大類地区にある十社神社の祭神は、苦林
野合戦で戦死した金井新左衛門ほか九士の
霊で、大薬寺の僧秀賀が祀

まつ

ったと伝えられ
ており、古くは十首明神と称したといわれ
ています。

6

5 4 3 2

1 古道に親しむ　古道を楽しむ

いざ鎌倉街道・上道

１．苦
にがばやしの

林野古戦場の碑（毛呂山町大字川角）
２．女

おな

影
かげ

ヶ原古戦場跡の碑（日高市）
３．小

こ て さ し

手指ヶ原古戦場の碑（所沢市）
４．久

く め が わ

米川古戦場碑（東京都東村山市）
５．分

ぶばい が わ ら

倍河原古戦場碑（東京都府中市）

-IKUSA-

Keyword Ⅳ

-IKUSAIKUSA戦
INTERVIEW

古道を楽しむ会

甲
か い

斐　紘
ひろかず

一さん

　史跡のなかでも古戦場は、歴史書や地
図で確認しただけでは、どうしても分か
らないことが多くあります。しかし、実
際に現地を確認すると、文字だけでは分
からなかったことが見えてくるのです。
まさに百聞は一見にしかずです。
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【
協
力
】　

鶴
岡
八
幡
宮
（
神
奈
川
県
鎌
倉
市
）、
東
京
都
町
田
市
・
府
中
市
・

国
分
寺
市
・
東
村
山
市
、
栃
木
県
足
利
市
、
埼
玉
県
所
沢
市
・
東
松
山
市
・

深
谷
市
・
狭
山
市
・
日
高
市
・
吉
見
町
・
嵐
山
町
・
小
川
町
・
と
き
が
わ
町
・

美
里
町
、
毛
呂
山
町
歴
史
民
俗
資
料
館
サ
ポ
ー
タ
ー
「
古
道
を
楽
し
む
会
」

【
参
考
資
料
】　

改
訂
版
日
本
史
Ⓑ
用
語
集
（
全
国
歴
史
教
育
研
究
協
議
会
編
、

山
川
出
版
社
）、
古
道
を
歩
く
ー
鎌
倉
街
道
歴
史
探
訪
ー
（
埼
玉
県
教
育
委

員
会
）、「
鎌
倉
街
道
」
上
道
周
辺
文
化
財
ガ
イ
ド
マ
ッ
プ
（
地
域
振
興
事
業

実
行
委
員
会
編
）、
新
毛
呂
山
町
史
、
常
設
展
示
解
説
図
録
、
鎌
倉
街
道
の

世
界
〜
古
道
か
ら
探
る
中
世
の
世
界
〜
（
毛
呂
山
町
歴
史
民
俗
資
料
館
）

【
鎌
倉
街
道
に
関
す
る
問
合
せ
】　

毛
呂
山
町
歴
史
民
俗
資
料
館
ｔ
０
４
９
―

２
９
５
―
８
２
８
２

鎌倉街道の起点

鶴
つるがおか

岡八
はちまんぐう

幡宮（神奈川県鎌倉市）
　

古
道
を
楽
し
む
と
い
っ
て
も
、
特
に
こ

れ
と
い
っ
た
方
法
が
あ
る
わ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
思
い
思
い
に
楽
し
む
こ
と
が
一

番
だ
と
考
え
ま
す
。

　

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
が
好
き
だ
か
ら
と
か
、

色
い
ろ
な
人
と
お
し
ゃ
べ
り
を
し
た
い
か

ら
と
か
、
夫
婦
で
楽
し
め
る
趣
味
を
見
つ

け
た
か
っ
た
か
ら
な
ど
、
き
っ
か
け
は
様

ざ
ま
で
い
い
の
で
す
。
そ
の
人
な
り
の
楽

し
み
方
を
見
つ
け
て
も
ら
え
れ
ば
、
す
ぐ

に
で
も
楽
し
め
る
と
思
い
ま
す
。
あ
え
て

付
け
加
え
れ
ば
、
ほ
ん
の
少
し
歴
史
に
興

味
が
あ
れ
ば
、
な
お
い
い
と
思
い
ま
す
。

　

例
え
ば
「
鎌
倉
街
道
・
上
道
」
で
す

が
、
こ
の
道
は
古
道
の
な
か
で
も
一
番
自

然
豊
か
な
道
だ
と
思
い
ま
す
。
い
つ
も
と

違
っ
た
道
を
歩
き
、
季
節
感
を
感
じ
る
に

は
も
っ
て
こ
い
の
道
で
す
。

　
「
古
道
を
楽
し
む
会
」
は
、
古
道
を
歩

く
ほ
か
、
鎌
倉
街
道
の
景
観
保
護
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
も
行
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
町
外

か
ら
の
参
加
者
も
た
く
さ
ん
い
ま
す
。
古

道
に
興
味
の
あ
る
人
は
、
歴
史
民
俗
資
料

館
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

古
道
の
楽
し
み
方
入
門

【
古
道
を
楽
し
む
会
】

9 広報もろやま  ２月１日号


	m-2014-02-p02
	m-2014-02-p03
	m-2014-02-p04
	m-2014-02-p05
	m-2014-02-p06
	m-2014-02-p07
	m-2014-02-p08
	m-2014-02-p09

