
伊
勢
本
街
道
を
歩
く

　

宣
長
ら
一
行
は
、
多
武
峰
、
吉
野
、
飛

鳥
な
ど
を
巡
り
、
明
和
９
年
（
１
７
７
２
）

３
月
12
日
に
萩
原
へ
戻
っ
て
き
ま
し
た
。

往
路
の
３
月
６
日
に
泊
ま
っ
た
同
じ
旅
籠

に
宿
を
と
り
ま
し
た
。『
菅
笠
日
記
（
す

が
が
さ
の
に
っ
き
）』
に
は
、
旅
籠
名
が

書
か
れ
て
い
な
い
の
で
、
残
念
な
が
ら
、

ど
の
旅
籠
に
泊
ま
っ
た
か
は
、
わ
か
っ
て

い
ま
せ
ん
。

　

翌
13
日
、
一
行
は
、
萩
原
か
ら
松
坂
へ

の
帰
り
は
、
道
を
変
え
て
、
ま
だ
歩
い
た

こ
と
が
な
い
「
赤
羽
根
（
あ
か
ば
ね
）
越

え
」
と
も
い
わ
れ
て
い
る
少
々
険
し
い
道

を
帰
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。
街
道
の
分
岐

点
・
札
の
辻
（
ふ
だ
の
つ
じ
）
か
ら
、
ま

だ
見
た
こ
と
の
な
い
「
伊
勢
本
街
道
」
を

歩
き
は
じ
め
ま
し
た
。

　

榛
原
と
室
生
と
の
境
で
あ
る
石
割
峠
を

越
え
、
田
口
、
黒
岩
、
山
粕
、
桃
俣
、
菅

野
を
ひ
た
す
ら
歩
き
ま
し
た
。
こ
の
日

は
、
多
気
ま
で
行
く
予
定
で
し
た
が
、
雨

が
ひ
ど
く
降
り
、
風
も
激
し
い
の
で
、
そ

の
手
前
の
石
名
原
（
い
し
な
は
ら
／
三
重

県
津
市
美
杉
町
）
で
の
宿
泊
と
な
り
ま
し

た
。
翌
日
の
14
日
に
は
、
松
坂
の
自
宅
へ

戻
り
、
10
日
間
の
大
和
へ
の
旅
が
終
わ
り

ま
し
た
。

　

自
宅
の
「
鈴
屋
（
す
ず
の
や
）」
は
、

松
坂
城
内
（
三
重
県
松
阪
市
殿
町
）
に
移

築
さ
れ
、
現
在
は
「
国
特
別
史
跡 

本
居
宣

長
旧
宅
」
と
し
て
公
開
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
近
く
に
は
「
本
居
宣
長
記
念
館
」

が
あ
り
、
宣
長
の
関
係
史
料
が
収
蔵
・
展

示
さ
れ
て
い
ま
す
。

文
・
柳
澤
一
宏
（
文
化
財
課
）
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１
９
４
８
年
12
月
10
日
、

第
３
回
国
際
連
合
総
会
で

「
世
界
人
権
宣
言
」
が
採
択

さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
「
宣

言
」
は
、
第
２
次
世
界
大
戦

の
深
い
反
省
に
立
ち
、
平
和
の
実
現

の
た
め
に
は
、
人
権
の
確
立
が
不
可

欠
で
あ
る
と
い
う
理
念
に
基
づ
い
て
、

す
べ
て
の
人
び
と
や
国
が
達
成
す
べ

き
人
権
に
つ
い
て
の
基
準
を
前
文
と

全
30
条
に
わ
た
っ
て
示
し
て
い
ま
す
。

本
年
は
こ
の
「
宣
言
」
が
採
択
さ
れ

て
70
年
の
節
目
の
年
に
あ
た
り
ま
す
。

　

ま
た
、
本
年
は
、
人
権
の
確
立
に

大
切
な
役
割
を
果
た
す
人
権
擁
護
委

員
制
度
発
足
70
周
年
、「
毎
月
11
日
は

『
人
権
を
確
か
め
あ
う
日
』」
の
設
定

30
周
年
に
も
あ
た
り
ま
す
。

　
「
人
権
は
侵
す
こ
と
の
で
き
な
い
永

久
の
権
利
と
し
て
保
障
さ
れ
て
い
る
」

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
人
権
獲
得

の
た
め
の
先
人
た
ち
の
た
ゆ
ま
ぬ
努

力
に
よ
り
実
現
し
て
い
る
も
の
と
感

謝
し
て
や
み
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
、
昨
今
、
国
内
で
は
、「
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
人
権
侵
害
」

「
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
」
な
ど
新
た
な
人

権
問
題
が
発
生
し
て
き
ま
し
た
。
ま

た
「
い
じ
め
」
や
「
虐
待
」
な
ど
人

権
が
守
ら
れ
ず
苦
し
ん
で
い
る
人
た

ち
も
い
ま
す
。
さ
ら
に
国
外
に
お
い

て
は
、
内
戦
や
テ
ロ
な
ど
、
今
な
お
、

命
を
脅
か
さ
れ
な
が
ら
生
き
て
い
る

人
た
ち
が
い
ま
す
。

　

障
害
者
や
高
齢
者
、
児
童
に
対
す

る
虐
待
防
止
法
の
ほ
か
、「
Ｄ
Ｖ
防
止

法
」「
い
じ
め
防
止
法
」「
子
ど
も
の

貧
困
対
策
法
」
な
ど
こ
れ
ま
で
さ
ま

ざ
ま
な
法
律
が
制
定
さ
れ
て
き
ま
し

た
。
そ
し
て
２
０
１
６
年
、「
部
落
差

別
解
消
推
進
法
」「
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ

解
消
法
」「
障
害
者
差
別
解
消
法
」
の

「
人
権
三
法
」
と
呼
ば
れ
る
法
律
が
新

た
に
施
行
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の

法
律
が
実
現
し
た
背
景
に
は
、
目
を

覆
い
た
く
な
る
よ
う
な
人
権
侵
害
の

実
態
に
対
し
、
そ
れ
ら
の
解
決
を
求

め
る
各
方
面
の
取
り
組
み
の
大
き
な

う
ね
り
が
あ
る
の
で
す
。

　

残
念
な
が
ら
、
差
別
や
偏
見
は
だ

れ
の
心
の
中
に
も
あ
り
ま
す
。
だ
か

ら
こ
そ
、
人
権
問
題
は
自
分
自
身
の

問
題
と
し
て
と
ら
え
る
意
識
を
高
め
、

人
権
感
覚
を
一
層
磨
く
こ
と
が
大
切

な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？
こ
の

よ
う
な
法
律
を
必
要
と
し
な
く
て
も

人
権
が
尊

重
さ
れ
る

世
の
中
に

な
っ
て
ほ

し
い
も
の

で
す
ね
。

節
目
の
年
で
す

－
本
居
宣
長 

篇
3
－
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