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中
世
の
道
路
遺
構
と
鎌
倉
街
道

　
遺
跡
の
発
掘
調
査
で
は
、
ま
れ
に
道
の
痕
跡
が
見
つ
か
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
痕
跡
は
、
近
年
ま
で
道
と
し
て
存

在
し
て
い
た
の
が
明
ら
か
な
場
合
と
、
長
い
間
の
土
地
利
用

の
結
果
、
調
査
前
に
は
畑
な
ど
に
な
り
埋
も
れ
て
し
ま
い
、

調
査
に
よ
っ
て
初
め
て
そ
の
存
在
が
分
か
っ
た
場
合
が
あ
り

ま
す
。
ま
た
発
掘
調
査
の
大
部
分
は
、
地
下
に
埋
も
れ
た
痕

跡
を
調
査
す
る
の
が
目
的
の
た
め
、
当
時
の
地
表
面
よ
り
も

下
に
造
ら
れ
た
も
の
が
調
査
対
象
と
な
り
、
高
い
部
分
に

あ
っ
た
道
は
失
わ
れ
た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　
さ
ら
に
、
現
代
に
至
る
ま
で
の
様
々
な
影
響
に
よ
っ
て
地

下
に
残
さ
れ
た
部
分
が
調
査
の
対
象
と
な
る
た
め
、
利
用
さ

れ
て
い
た
当
時
の
様
相
を
そ
の
ま
ま
の
形
で
伝
え
る
事
例
は

ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
地
下
に
残
る
の
は
江
戸
時
代
か
ら

現
代
ま
で
様
々
な
改
修
や
撹か

く
乱
を
受
け
た
結
果
で
す
。
言
い

か
え
る
と
、
調
査
の
結
果
に
は
限
り
が
あ
り
、
そ
れ
を
踏
ま

え
て
、
当
時
の
姿
を
考
え
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

　
そ
れ
に
加
え
、
道
の
遺
構
は
集
落
や
城
の
中
で
見
つ
か
る

も
の
を
除
け
ば
出
土
遺
物
の
数
が
非
常
に
乏
し
い
事
例
が
ほ

と
ん
ど
で
す
。
こ
れ
は
、
道
の
遺
構
が
生
活
の
場
と
離
れ
て

い
る
た
め
物
が
捨
て
ら
れ
に
く
い
傾
向
を
示
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
、
道
路
の
時
代
決
定
に
も
影
響
を
与
え
て
い
ま
す
。

そ
の
反
面
で
は
、
道
路
遺
構
の
周
辺
に
あ
る
別
の
遺
跡
か
ら

遠
隔
地
で
生
産
さ
れ
る
焼
き
物
や
商
工
業
に
関
す
る
道
具
な

ど
が
発
見
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
場
合
、
貴
重
な

事
物
が
も
た
ら
さ
れ
る
原
因
の
一
つ
は
交
通
路
と
そ
の
周
囲

で
活
発
な
商
工
業
者
が
集
住
す
る
集
落（
宿し

ゅ
く）が

あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
そ
の
よ
う
な
中
で
、
調
査
で
見
つ
か
る
道
の
痕
跡
に
は
幾

つ
か
共
通
す
る
要
素
が
あ
り
ま
す
。
端
的
に
言
う
と
、
硬
化

面
、
側
溝
、
掘
り
込
み
事
業
な
ど
が
そ
れ
に
当
た
り
ま
す
。

硬
化
面
と
は
、
平
面
的
に
は
硬
く
締
ま
っ
た
面
と
し
て
、
立

体
的
に
は
断
面
の
層
と
し
て
発
見
さ
れ
る
も
の
で
、
昔
の
家

の
土
間
の
よ
う
に
、
土
が
固
く
な
っ
た
面
で
す
。
県
内
の
発

掘
調
査
例
で
は
幅
１
～
２
ｍ
程
度
の
も
の
が
多
く
、
遺
存
状

態
は
必
ず
し
も
良
い
と
は
い
え
ま
せ
ん
。
側
溝
と
は
、
道
の

区
画
を
明
示
し
、
雨
排
水
を
目
的
に
掘
ら
れ
た
溝
で
す
。
側

溝
は
道
の
片
側
の
み
か
、
両
側
に
掘
ら
れ
る
場
合
の
二
者

が
あ
り
ま
す
。
道
が
利
活
用
さ
れ
て
い
る
間
は
、
掘
り
直

し
や
溝
さ
ら
え
が
行
わ
れ
ま
す
が
、
管
理
が
失
わ
れ
る
と
埋

も
れ
て
い
き
ま
す
。
掘
り
込
み
事
業
は
、
古
代
の
道
路
に
も

見
ら
れ「
波な

み
い
た
じ
ょ
う
お
う
と
つ

板
状
凹
凸
」

「
波な

み
い
た
じ
ょ
う
あ
っ
こ
ん

板
状
圧
痕
」と
も
言

わ
れ
て
い
ま
す
。
道
と
直

角
方
向
に
細
い
溝
を
幾

つ
も
掘
り
、
砂
や
小
石
な

ど
を
埋
め
て
さ
ら
に
硬

く
締
ま
ら
せ
た
跡
で
す
。

道
路
の
補
修
痕
の
可
能
性

が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

埼
玉
県
や
群
馬
県
に

残
る
鎌
倉
街
道
の
遺
跡

で
は
、
幅
６
～
７
ｍ
以
上
の
硬
化
面
が
両
側
に
側
溝
を
も
っ

た
形
で
発
見
さ
れ
る
例
が
多
く
、
地
形
上
も
大
規
模
に
台
地

を
切
り
通
し
て
道
を
作
っ
て
い
る
も
の
が
少
な
く
あ
り
ま
せ

ん
。
県
内
の
発
掘
調
査
事
例
を
見
る
限
り
、
現
時
点
で
幅
７

ｍ
以
上
の
硬
化
面
を
持
ち
、
両
側
側
溝
と
掘
り
込
み
事
業
を

有
す
る
報
告
例
は
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
報
告
さ
れ
て
い
ま
せ

ん
。

　
市
内
の
発
掘
調
査
で
は
、
硬
化
面
を
発
見
し
た
遺
跡
と
し

て
、
霞
ケ
岡
遺
跡（
霞
ケ
岡
町
）、
神
明
遺
跡
・
山
川
古
墳
群

（
常
名
）、
神
出
遺
跡（
小
岩
田
東
一
丁
目
）、
中
高
津
西
原
遺

跡（
中
高
津
二
丁
目
）な
ど
が
あ
り
ま
す
。
硬
化
面
と
掘
り
込

み
事
業
を
と
も
な
う
遺
跡
と
し
て
、赤
弥
堂
遺
跡（
下
坂
田
）、

小
松
貝
塚（
富
士
崎
二
丁
目
）が
調
査
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
他
、
市
内
の
永
国
地
内
の
住
宅
地
建
設
に
と
も
な
う

発
掘
調
査
で
鎌
倉
街
道
の
一
部
が
茨
城
県
教
育
財
団
に
よ
っ

て
発
掘
調
査
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
調
査
で
は
一
部
で
片
側

側
溝
と
幅
４
ｍ
以
上
の
硬
化
面
が
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。
当

時
の
状
態
を
想
定
す
れ
ば
こ
の
道
も
群
馬
や
埼
玉
の
鎌
倉
街

道
と
ほ
ぼ
同
規
模
と
推
定
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
伝
承
に
は
正

当
性
が
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
企
画
展「
中
世
の
み
ち　
鎌
倉
街
道
」で
は
、こ
の
記
事
以

外
に
も
様
々
な
貴
重
な
発
見
例
や
出
土
資
料
を
展
示
し
て
い

ま
す
。
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。
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上
高
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