


時
を
旅
す
る
。

歴
史
を
歩
く
。

街
道
旅
へ
の
誘
い

遠
く
へ
出
か
け
る
だ
け
が
旅
で
は
な
い
。

こ
の
小
冊
子
が
ご
提
案
す
る
の
は
、時
を
越
え
る
旅
。

数
百
年
と
い
う
時
間
を
自
分
の
足
で
踏
み
し
め
る
行
為
も
ま
た

身
軽
で
ぜ
い
た
く
な
新
し
い
旅
の
か
た
ち
。

た
と
え
ば
そ
こ
が
見
な
れ
た
い
つ
も
の
道
で
あ
っ
て
も

ち
ょ
っ
と
し
た
想
像
力
を
プ
ラ
ス
す
れ
ば

昔
の
旅
人
た
ち
が
歩
い
た
面
影
を
た
ど
る
こ
と
も
で
き
る
。

ま
ず
は
歩
き
や
す
い
靴
を
用
意
し
て

身
近
に
あ
る
旧
街
道
へ
出
か
け
よ
う
。

弥
次
さ
ん
喜
多
さ
ん
な
ら
ず
と
も

そ
こ
に
は
多
く
の
発
見
が
待
っ
て
い
る
は
ず
だ
か
ら
。
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岐阜県

静岡県

愛知県

三
重
県

長野県

　
江
戸
幕
府
の
定
め
た
五
街
道
や
そ
の
付
属
街

道
な
ど
官
道
以
外
の
地
方
の
脇
街
道
に
は
い
ろ
い

ろ
な
名
前
が
付
け
ら
れ
、名
称
は
複
数
存
在
し
ま

し
た
。
昔
の
道
の
名
前
の
付
け
方
は
、そ
の
行
き

先
や
目
的
地
の
地
名
を
冠
す
る
場
合
が
多
か
っ
た

の
で
す
。
A
地
点
と
B
地
点
を
結
ぶ
道
は
、A
か

ら
B
に
向
か
う
人
と
っ
て
は
B
街
道
で
あ
り
、
B

か
ら
A
に
向
か
う
人
に
と
っ
て
は
A
街
道
で
し
た
。

　
明
治
9
年（
1
8
7
6
）、明
治
新
政
府
は
新

た
な
道
路
制
度
を
定
め
、全
国
の
道
を
国
道
・
県

道
・
里
道
の
3
等
級
に
分
類
し
ま
し
た
。こ
れ
を

受
け
、そ
れ
ま
で
様
々
な
名
称
で
呼
ば
れ
て
い
た

本
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
は
、
江
戸
時
代
か
ら

明
治
時
代
を
中
心
と
し
た
愛
知
県
の

歴
史
的
な
街
道
を
対
象
と
し
た
観
光
ガ

イ
ド
ブ
ッ
ク
で
す
。歴
史
的
な
学
術
書
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。

東
海
道
、美
濃
路
の
ペ
ー
ジ
は
、江
戸
か

ら
京
・
大
坂
に
向
か
う
東
か
ら
西
の
順

に
紹
介
し
て
い
ま
す
が
飯
田
街
道
の
ペ
ー

ジ
は
名
古
屋
か
ら
三
河
に
向
か
う
西
か

ら
東
の
順
に
紹
介
し
て
い
ま
す
。

街
道
の
紹
介
お
よ
び
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
コ
ー

ス
は
、紙
面
の
都
合
上
、起
点
か
ら
終
点

ま
で
の
全
ル
ー
ト
で
は
な
く
地
域
限
定

エ
リ
ア
の
紹
介
と
し
て
い
ま
す
。

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
マ
ッ
プ
の
旧
街
道
は
、旧
街

道
と
想
定
さ
れ
る
道
や
、
街
道
史
跡

を
絡
め
な
が
ら
周
辺
観
光
施
設
を
含
め

た
コ
ー
ス
を
設
定
し
て
い
ま
す
。

・・・・・    ・・

江
戸
時
代
の
街
道
名
を
整
理
し
て
新
た
に
名
称

が
付
け
ら
れ
ま
し
た
。現
在
も
通
用
し
て
い
る
街

道
名
は
、こ
の
時
の
も
の
で
あ
り
、江
戸
の
名
称
と

は
異
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
明
治
か
ら

今
日
ま
で
の
時
代
変
化
の
中
で
経
路
の
廃
止
や

付
け
替
え
、ま
た
起
点
・
終
点
も
異
な
る
場
合

も
あ
り
ま
す
。

　
街
道
名
は
、地
域
や
時
代
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま

で
あ
り
、わ
か
り
づ
ら
い
た
め
こ
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク

は
、巻
末
の
参
考
図
書
に
あ
る
街
道
名
を
参
考
に

し
な
が
ら
時
代
を
統
一
せ
ず
、江
戸
と
明
治
の
街

道
名
を
混
在
し
て
使
用
し
て
い
ま
す
。

街
道
は
生
活
道
路
や
幹
線
道
路
の
抜
け

道
に
な
っ
て
い
る
場
合
が
多
く
、歩
道
の

な
い
場
所
も
あ
り
ま
す
。ウ
ォ
ー
キ
ン
グ

時
は
道
路
周
辺
の
居
住
者
へ
の
配
慮
な

ら
び
に
ク
ル
マ
や
自
転
車
の
走
行
に
注
意

し
、
自
身
の
身
を
守
る
ル
ー
ル
と
マ
ナ
ー

を
行
っ
た
上
で
、お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

コ
ー
ス
に
よ
っ
て
は
ト
イ
レ
や
商
業
店
舗

の
な
い
場
所
も
あ
り
ま
す
の
で
、事
前
の

準
備
な
ど
を
お
願
い
し
ま
す
。

記
載
し
た
施
設
や
社
寺
な
ど
は
、今
後
も

感
染
症
拡
大
な
ど
の
影
響
に
よ
り
や
む

な
く
休
館
や
来
訪
に
制
限
が
出
る
場
合

も
あ
り
ま
す
。事
前
の
確
認
お
よ
び
自
身

の
健
康
状
態
や
感
染
症
対
策
を
講
じ
た

う
え
で
ご
来
訪
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　  時間・距離
コース全体の歩行時間
と距 離。歩 行 時 間 は
1時間3.6 ㎞で計算し
ました。歩調は個人差
があるので、あくまでも
目安としてください。各
ポイント、施設の見学時
間 は含 んでいません。
なお、高低差により時間
差があります。

ウォーキングポイント
コース中の紹介ポイントを数字と紫文字で表記。

街道名
ピンク文字で表記。

最寄り駅
紫文字で表記。

方位とスケール

旧街道と想定される道（実際より太く表示）

他ページ掲載の、旧街道と想定される道（実際より太く表示）

旧街道と想定される道の消滅箇所、不明箇所

旧街道時代の河川の渡しルート（想定）

ウォーキングコース

最寄り駅からウォーキングポイントまでのルート

国道

高速道路・有料道路

　  祭りと名産品
地域の祭り、催事、土
産情報を紹介してい
ます。

　  ウォーキング
　  マップ
ウォーキングコースの
マップを掲載。詳しく
は隣ページをご参照
ください。

＜ ウォーキングマップの使い方 ＞

　  問い合わせ先
問い合わせ先の電話番号・住所、
ガイドボランティア情報を紹介して
います。　○記載の問い合わせ先は、あく
まで地域の観光に関する問い合わせ先であ
り、街道に関する学術的な質問や史実等の問
い合わせには対応しかねる場合があります。

ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
の
構
成

街
道
旅
の
お
願
い
、注
意
事
項

◆
街
道
の
名
称
に
つ
い
て
お
こ
と
わ
り

トイレ

駅

バス停

松並木

寺

神社

学校

公園

市役所

警察署

工場

凡例

ウォーキングマップ 凡例

＊マップを見やすくするために、一部の町名や河川名の記載を省略している場合があります。

注

ガ
イ
ド
ブッ
ク
の
使
い
方

街
道
旅
に
出
か
け
る
前
に
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宿
場
の
は
ず
れ
、

境
界（
出
入
口
）に
立

つ
棒
の
杭
の
こ
と
。見

附
と
も
い
う
。歌
川
広

重「
東
海
道
五
十
三

次〈
保
永
堂
版
〉」の

藤
川
宿
の
画
に
も
棒

鼻
が
描
か
れ
、岡
崎
市

の
旧
藤
川
宿
に
復
元

さ
れ
て
い
る
。

　　
間
の
宿 
【
あ
い
の
し
ゅ
く
】

　　
土
場 

【
ど
ば
】

　　
並
木 

【
な
み
き
】

　
旅
籠 

【
は
た
ご
】

　　
馬
頭
観
音
像 

【
ば
と
う
か
ん
の
ん
ぞ
う
】

　
棒
鼻 

【
ぼ
う
は
な
】

　　
尹
良
親
王 

【
ゆ
き
よ
し
し
ん
の
う
】

　　
脇
往
還
、脇
街
道 

【
わ
き
お
う
か
ん
、わ
き
か
い
ど
う
】

　　
脇
本
陣 

【
わ
き
ほ
ん
じ
ん
】

　　
尾
州 

【
び
し
ゅ
う
】

　　
桝
形 

【
ま
す
が
た
】

　　
見
附 

【
み
つ
け
】

　　
姫
街
道 

【
ひ
め
か
い
ど
う
】

　　
七
里
の
渡
し 

【
し
ち
り
の
わ
た
し
】

　　
本
陣 

【
ほ
ん
じ
ん
】

　
中
馬 

【
ち
ゅ
う
ま
】

　　
付
け
通
し 

【
つ
け
と
お
し
】

　　
伝
馬 

【
て
ん
ま
】

　　
問
屋
場 

【
と
い
や
ば
】

　
道
中
奉
行 

【
ど
う
ち
ゅ
う
ぶ
ぎ
ょ
う
】

　　
曲
尺
手
、曲
尺
之
手  

【
か
ね
ん
て
、か
ね
の
て
】

　　
三
州
馬
稼
ぎ 

【
さ
ん
し
ゅ
う
う
ま
か
せ
ぎ
】

　　
信
州 

【
し
ん
し
ゅ
う
】

　　
助
郷 

【
す
け
ご
う
】

　　
立
場 

【
た
て
ば
】

　　
高
札
場
・
札
ノ
辻 【
こ
う
さ
つ
ば
、ふ
だ
の
つ
じ
】

　　
鎌
倉
街
道 【
か
ま
く
ら
か
い
ど
う
】

　　
塩
の
道 
【
し
お
の
み
ち
】

　　
常
夜
灯
・
燈 

【
じ
ょ
う
や
と
う
】

　　
参
勤
交
代 

【
さ
ん
き
ん
こ
う
た
い
】

　　
宿
・
宿
場 

【
し
ゅ
く
・
し
ゅ
く
ば
】

　　
五
街
道 

【
ご
か
い
ど
う
】

　　
三
州 

【
さ
ん
し
ゅ
う
】

　　
一
里
塚 

【
い
ち
り
づ
か
】

　　
追
分  

【
お
い
わ
け
】

　　
御
茶
壺
道
中  

【
お
ち
ゃ
つ
ぼ
ど
う
ち
ゅ
う
】

　　
街
道
・
海
道 【
か
い
ど
う
】

　

江
戸
時
代
は
川
を
利
用
し
た
舟
運
が
盛
ん
で
あ
っ
た
。

荷
物
を
積
み
下
ろ
す
荷
揚
げ
場
、船
着
き
場
の
こ
と
。

　

旅
人
の
道
中
を
快
適
に

す
る
た
め
、夏
の
日
差
し
を

避
け
、冬
の
冷
風
を
遮
る
た

め
街
道
の
両
側
に
杉
や
松

が
植
樹
さ
れ
並
木
と
な
っ

た
。近
代
か
ら
現
代
に
か
け

て
多
く
が
姿
を
消
し
て
い
る

が
新
た
に
植
樹
さ
れ
て
い
る

地
域
も
あ
る
。
愛
知
県
内

で
は
御
油（
豊
川
市
）、藤
川

（
岡
崎
市
）、安
城
市
、知
立
市
で
は
往
時
を
伝
え
る

松
並
木
の
景
観
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

宿
場
に
お
け
る
庶
民
が
宿
泊

す
る
食
事
付
き
の
施
設
。１
泊
２

食
付
き
が
基
本
。旅
籠
に
は
客
の

相
手
を
す
る
飯
盛
女
が
置
か
れ
て

い
る
場
合
が
多
か
っ
た
。ま
た
食

事
が
出
ず
に
自
炊
す
る
旅
人
専

用
の
宿
を
木
賃
宿
と
呼
ん
だ
。木

賃
と
は
薪
代
金
の
こ
と
。

　

中
馬
が
行
き
か
っ

た
街
道
の
路
傍
各

所
に
見
ら
れ
る
石

像
。
馬
頭
観
音
は
、

馬
の
頭
の
形
の
宝
冠

を
頂
い
た
三
面
六
臂

（
さ
ん
め
ん
ろ
っ

ぴ 

顔
が
三
つ
、腕
が
六
本
）ま
た
は
三
面
八
臂（
さ
ん

め
ん
は
っ
ぴ 

顔
が
三
つ
、腕
が
八
本
）の
目
尻
を
吊
り

上
げ
た
忿ふ
ん

怒ぬ

の
表
情
を
も
つ（
三
面
で
は
な
く
単
独
の

も
の
も
あ
る
）。「
馬
頭
」
の
名
称
か
ら
馬
の
守
護
神

と
し
て
信
仰
さ
れ
た
。道
中
の
安
全
や
荷
を
運
び
力

尽
き
た
馬
の
冥
福
を
祈
っ
た
。

　

幕
府
の
道
中
奉
行
が
管
理
し
た
五
街
道
と
そ
の

付
属
街
道
を
除
く
、地
方
の
街
道
の
こ
と
。街
道
が

通
る
地
域
の
諸
藩
が
管
理
・
運
営
し
、幕
府
で
は
勘

定
奉
行
が
間
接
的
に
関
与
し
た
。

　

公
家
や
大
名
、
幕
府
の

役
人
が
旅
の
途
中
、宿
泊
・

休
息
す
る
施
設
。
街
道
に

面
し
て
広
い
間
口
を
持
ち
、

表
門
、玄
関
、書
院
が
設
け

ら
れ
た
。一
般
の
旅
人
の
宿

泊
は
認
め
ら
れ
な
い
一
方
で

貴
人
の
宿
と
し
て
の
格
式

を
保
つ
た
め
、
維
持
管
理

に
多
く
の
費
用
が
か
か
り
本
陣
の
経
営
は
厳
し
か
っ

た
。豊
橋
市
の
二
川
宿
本
陣
は
、旧
東
海
道
の
宿
場

で
は
2
か
所
し
か
現
存
し
な
い
建
物
。

　

室
町
時
代
初
期
、南
北

朝
の
争
乱
期
の
南
朝
方
の

皇
族
。後
醍
醐
天
皇
の
孫
。

劣
勢
挽
回
の
た
め
、天
皇
に

よ
っ
て
遠
江（
静
岡
県
西

部
）に
使
わ
さ
れ
た
宗
良
親

王
が
父
と
さ
れ
、尹
良
親
王

も
各
地
を
転
戦
し
た
と
い

わ
れ
る
。飯
田
街
道
沿
い
の

足
助
、稲
武
地
域
や
別
所
街
道
の
豊
根
、さ
ら
に
南
信

州
に
か
け
て
ゆ
か
り
の
遺
跡
や
伝
説
が
点
在
す
る
。

　

本
陣
の
補
助
的
な
宿
舎
で
副
本
陣
に
あ
た
る
。本

陣
の
宿
泊
客
が
多
い
時
に
利
用
さ
れ
た
。本
陣
が
平

屋
建
て
を
原
則
と
す
る
の
に
対
し
、脇
本
陣
は
二
階
建

て
の
場
合
が
多
か
っ
た
。

　
尾
張
国
の
こ
と
。

　
曲
尺
手
、曲
尺
之
手
と
同
じ
。

　
棒
鼻
と
同
じ
。

　

東
海
道
熱
田
宿（
宮
宿
）

か
ら
次
の
桑
名
宿
ま
で
は

海
路
七
里
の
船
旅
で
あ
っ

た
。所
要
時
間
は
約
4
時
間

と
い
わ
れ
た
が
、潮
の
干
潮

や
天
候
に
よ
り
コ
ー
ス
も
異

な
り
、時
間
も
距
離
も
一
定

で
は
な
く
時
に
は
休
船
を

余
儀
な
く
さ
れ
る
こ
と
も

あ
っ
た
。ま
た
利
用
者
側
も

船
酔
い
や
、排
尿
の
心
配
も
あ
っ
た
。そ
の
た
め
、迂
回

路
と
し
て
美
濃
路
や
佐
屋
路（
佐
屋
宿
か
ら
桑
名
宿

ま
で
木
曽
川
を
下
る
三
里
の
渡
し
）が
利
用
さ
れ
た
。

　
一
般
に
は
本
坂
道（
御
油

か
ら
本
坂
峠
を
越
え
て
浜

松
な
ど
で
東
海
道
に
合
流
）

の
別
称
。厳
重
な
新
居
の
関

（
静
岡
県
）
を
避
け
る
た

め
、あ
る
い
は
浜
名
湖
を
横

断
す
る
今
切
の
渡
し
の
海

路
の
危
険
を
避
け
る
た
め
、

縁
起
を
か
つ
い
で
“
今
切
＂

と
い
う
言
葉
を
避
け
た
婦

女
子
の
往
来
が
多
か
っ
た
東
海
道
の
バ
イ
パ
ス
。七
里

の
渡
し
を
避
け
た
佐
屋
路
や
駿
河
街
道
の
う
ち
平

針
か
ら
岡
崎
ま
で
の
道
に
も
こ
の
別
称
が
あ
る
。

　

江
戸
時
代
、信
州
の
伊
那（
奈
）
谷
の
農
民
た
ち
が

農
閑
期
に
馬
や
牛
の
背
に
載
せ
運
搬
し
た
荷
物
運
送

業
者（
馬
方
）
た
ち
。さ
ら
に
そ
の
馬
や
牛
の
こ
と
。

当
初
は
自
家
の
農
産
物
を
町
の
市
な
ど
に
運
び
商
い

を
行
い
、帰
路
に
海
産
物
を
持
ち
帰
っ
た
が
次
第
に
商

人
の
荷
を
扱
っ
て
い
っ
た
。後
に
信
州
全
般
に
広
が
り

中
部
山
岳
地
帯
と
太
平
洋
岸
地
域
を
結
ぶ
重
要
な
物

資
輸
送
の
担
い
手
と
な
っ
た
。「
賃
馬（
ち
ん
ば
）」、「
中

継
馬（
ち
ゅ
う
け
い
ば
）」が
語
源
と
い
わ
れ
る
。厳
密

に
は
信
州
の
人
々
を
指
す
。

　

幕
府
や
諸
藩
の
官
道
に
お
け
る
物
資
輸
送
は
、荷

物
や
馬
が
宿
場
間
を
リ
レ
ー
式
に
継
ぎ
送
ら
れ
る
制

度
だ
っ
た
が
、官
道
を
避
け
た
中
馬
に
よ
る
輸
送
は
、

直
接
目
的
地
に
輸
送
す
る
形
態
が
と
ら
れ
た
。付
け

通
し
、あ
る
い
は
通
し
と
呼
ば
れ
た
。

　

幕
府
の
公
用
を
行
う
た
め
に
宿
場
で
馬
を
乗
り
継

ぐ
、そ
の
馬
の
こ
と
。伝
馬
制
自
体
は
、古
代
か
ら
行
わ

れ
て
い
た
。慶
長
6
年（
1
6
0
1
）、徳
川
家
康
は
今

川
、武
田
、北
条
ら
の
戦
国
大
名
や
豊
臣
秀
吉
の
伝
馬
制

を
発
展
さ
せ
、江
戸
と
京
を
結
ぶ
東
海
道
の
宿
場
に
伝

馬
定
と
伝
馬
朱
印
状
を
発
し
た（
宿
場
ご
と
に
馬
36
疋

を
置
く
こ
と
、隣
の
宿
場
ま
で
の
馬
継
ぎ
に
責
任
を
負

う
こ
と
。東
海
道
の
各
宿
場
に
は
馬
は
36
疋
を
備
え
さ

せ
た
が
、寛
永
15
年（
１
６
３
８
）以
降
は
１
０
０
疋

の
伝
馬
を
置
く
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
た
）。

　

参
勤
交
代
の
大
名
家
や
、幕
府
の
公
用
の
旅
人
た

ち
が
宿
場
を
利
用
す
る
際
、馬
の
手
配
や
次
の
宿
場

ま
で
荷
物
の
継
ぎ
送
り
を
す
る
人
馬
の
継
立（
つ
ぎ
た

て
）業
務
と
、同
じ
く
幕
府
公
用
の
書
状
や
品
物
を
次

の
宿
場
に
送
る
継
飛
脚（
つ
ぎ
ひ
き
ゃ
く
）の
業
務
を

行
っ
た
宿
場
の
中
核
的
施
設
。

　

江
戸
時
代
、五
街
道
と
そ
の
付
属
街
道（
五
街
道

に
付
属
す
る
重
要
街
道
。愛
知
県
で
は
美
濃
路
、佐
屋

路
、本
坂
道
）に
お
け
る
宿
場
の
伝
馬
、宿
屋
、飛
脚
の

取
締
り
や
道
路
、橋
梁
な
ど
、道
中
一
切
の
こ
と
を

管
轄
し
た
江
戸
幕
府
の
役
職
。多
く
の
場
合
、大
名
を

監
察
し
た
大
目
付
が
兼
帯
し
た
。

　

信
州
の
馬
稼
ぎ
＝「
中
馬
」に
対
抗
し
て
荷
を
運
び

街
道
を
往
来
し
た
三
河
の
馬
稼
ぎ
の
こ
と
。江
戸
時
代

後
期
、信
州
と
三
河
の
馬
稼
ぎ
の
間
で
争
い
が
起
き
、文

政
3
年（
1
8
2
0
）幕
府
が
仲
裁
に
入
り
、三
河
側
の

馬
の
頭
数
や
馬
稼
ぎ
に
参
加
で
き
る
村
を
制
限
し
た
。

　

信
濃
国
の
こ
と
。

　

幕
府
は
各
宿
場
に
一
定
数
の
人
馬
を
常
備
す
る
義

務
付
け
を
し
た
。し
か
し
、街
道
の
交
通
量
が
増
大
す

る
と
、宿
場
に
準
備
さ
れ
て
い
る
人
馬
だ
け
で
は
足

り
ず
、近
隣
の
村
々
か
ら
人
馬
を
提
供
さ
せ
る
こ
と
に

な
っ
た
。そ
の
制
度
の
こ
と
。

　

宿
場
の
出
入
り
口
や
宿
場
と
宿
場
の
間
に
あ
っ
て

旅
人
や
人
足
、駕
籠
か
き
な
ど
が
休
息
し
た
場
所
。も

と
も
と
杖
を
立
て
て
休
息
し
た
の
で
そ
の
名
が
起
こ
っ

た
。中
に
は
「
立
場
茶
屋
」と
い
う
土
地
の
名
物
を
出

す
茶
屋
も
存
在
し
た
。

　

街
道
の
両
側
に
一

里（
約
4
km
）ご
と
に
塚

を
設
け
、
そ
の
塚
の
上

に
目
印
と
し
て
樹
木
を

植
え
た
も
の
。
一
里
山

と
も
い
う
。織
田
信
長
、豊
臣
秀
吉
の
こ
ろ
か
ら
築
か

れ
た
が
、制
度
と
し
て
確
立
さ
れ
た
の
は
、慶
長
9
年

（
1
6
0
4
）、徳
川
家
康
が
二
代
将
軍
秀
忠
に
命
じ
て
、

江
戸
日
本
橋
を
起
点
と
し
て
主
要
街
道
に
築
か
せ
て
か
ら
。

　

宿
場
間
の
距
離
が
長
い
場
合
や

峠
道
な
ど
の
難
路
で
あ
る
場
合
、

正
規
の
宿
場
と
宿
場
の
間
に
設
け

ら
れ
た
休
憩
用
の
宿（
自
然
発
生

的
に
成
立
し
た
場
合
も
あ
る
）。

本
陣
や
旅
籠
は
な
く
宿
泊
は
で
き

な
か
っ
た
。有
松（
名
古
屋
市
）、

本
宿（
岡
崎
市
）は
、間
の
宿
。

　

鎌
倉
時
代
、東
海
道
も
含
め
て
、諸
国
か
ら
鎌
倉
に

至
る
道
の
こ
と（
P
17
・
18
参
照
）。

　

高
札
と
は
幕
府
や
諸
藩

が
決
め
た
法
度
や
掟
書
、禁

令
、罪
人
の
人
相
な
ど
を
木

の
板
札
に
掲
示
し
た
立
て

札
の
こ
と
。
こ
の
高
札
を
、

人
目
を
引
く
よ
う
に
交
通

量
の
多
い
宿
場
の
辻
や
市

場
に
高
く
掲
げ
て
お
く
場

所
。札
ノ
辻
と
も
い
う
。

　

沿
岸
部
で
と
れ
た
塩
を
内
陸
部
に
運
ん
だ
道
の
こ

と
。中
部
地
方
で
は
信
州
の
塩
尻
を
終
点
と
し
、尾

張
・
三
河
か
ら
信
州
に
至
っ
た
飯
田
街
道
、伊
那
街
道

な
ど
の
こ
と
。な
お
、尾
張
・
三
河
か
ら
運
ば
れ
た
塩
を

「
南
塩
」
と
呼
び
、日
本
海
か
ら
千
国
街
道
を
南
下

し
て
運
ば
れ
た
塩
を「
北
塩
」と
呼
ん
だ（
P
38
参
照
）。

　

宿
場
内
や
寺
社
境
内
を
照
ら
す
た
め
、あ
る
い
は
遠

方
か
ら
の
目
印
と
し
て
夜
間
に
火
を
灯
し
た
灯
籠
。街

道
に
は
宿
内
安
全
、町
内
安
全
な
ど
と
彫
ら
れ
た
一
般
的

な
も
の
と
、火
伏
の
神
を
祀
っ
た
秋
葉
山
へ
参
詣
す
る
た

め
に
街
道
沿
い
や
、人
々
が
火
伏
の
神
への
信
仰
や
地
域

の
安
全
を
願
っ
て
建
て
た
秋
葉
山
常
夜
燈
が
あ
る
。

　

江
戸
時
代
、諸
国
の
大
名
は
幕
府
か
ら
江
戸
に
屋
敷

を
与
え
ら
れ
、妻
子
は
そ
こ
に
暮
ら
し
、江
戸
を
離
れ
る

こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。一
方
、大
名
た
ち
は
江
戸
と
国
元

（
領
地
）
を
原
則
、1

年
交
代
で
往
復
し
て
い
た
。江
戸

に
赴
き
将
軍
に
拝
謁
す
る
こ
と
を
参
勤
、国
元
に
帰
る
こ

と
を
交
代
と
い
い
、合
わ
せ
て
参
勤
交
代
と
呼
ば
れ
た
。

三
代
将
軍
徳
川
家
光
の
時
に
制
度
化
さ
れ
た
。本
来
は

平
時
に
お
け
る
軍
役
奉
仕
の
た
め
、出
府
し
将
軍
家
を
守

る
こ
と
が
目
的
で
あ
っ
た
が
、泰
平
の
世
に
あ
っ
て
は
大

名
た
ち
の
権
威
と
格
式
を
示
す
機
会
に
な
っ
た
。ま
た
こ

の
制
度
に
よ
り
街
道
や
宿
場
な
ど
交
通
イ
ン
フ
ラ
の
整

備
や
各
地
へ
文
化
の
伝
播
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
。

　

街
道
の
要
衝
に
あ
る
集
落
。旅
人
の
宿
泊
・
休
息
の

た
め
の
宿
屋
・
茶
屋
や
、荷
物
を
運
ぶ
た
め
の
人
足
や

馬
を
集
め
た
町
場
。宿
駅
と
も
い
う
。宿
場
の
最
も
重

要
な
役
割
は
、隣
の
宿
場
か
ら
運
ば
れ
て
き
た
幕
府
の

公
用
の
荷
物
や
通
信
物
を
、次
の
宿
場
ま
で
運
ぶ
継

ぎ
送
り
業
務
で
あ
っ
た
。そ
の
た
め
宿
場
は
、本
陣
、脇

本
陣
、旅
籠
な
ど
の
宿
泊
施
設
だ
け
で
な
く
、継
ぎ
送

り
を
行
う
問
屋
場
が
中
心
と
な
っ
た
。宿
場
は
、交
通

量
が
増
大
す
る
に
つ
れ
、し
だ
い
に
町
と
し
て
の
様
相
、

機
能
を
整
え
て
い
っ
た
。

　

江
戸
・
日
本
橋
を
起
点
に
放
射
線
上
に
設
定
さ
れ

た
江
戸
幕
府
の
五
つ
の
主
要
幹
線
道
。東
海
道
、中
山

道
、奥
州
道
中（
街
道
）、日
光
道
中（
街
道
）、甲
州

道
中（
街
道
）。

三
河
国
の
こ
と
。

　

街
道
が
左
右
に
分
岐
す
る
と

こ
ろ
で
、各
地
で
地
名
と
し
て

残
っ
て
い
る
。茶
屋
が
置
か
れ
て

い
る
場
合
が
多
く
、休
憩
所
と

し
て
利
用
さ
れ
た
。

　

毎
年
旧
暦
の
4
月
か
ら
6
月
に
か
け
て
江
戸
と
京

の
宇
治
を
往
復
し
、幕
府
御
用
の
茶
を
運
ん
だ
一
行
の

こ
と
。基
本
は
東
海
道
を
利
用
し
た
が
茶
を
詰
め
た

復
路
は
、湿
気
を
嫌
い
東
海
道
の
海
路
を
避
け
て
、美

濃
路
や
本
坂
道
を
通
っ
た
。幕
府
御
用
の
御
茶
壺
道

中
は
他
の
す
べ
て
に
優
先
さ
れ
た
た
め
、宿
場
の
人
々

や
街
道
沿
い
の
人
々
は
負
担
を
強
い
ら
れ
た
と
い
う
。

「
茶
壺
に
追
わ
れ
て
ト
ッ
ピ
ン
シ
ャ
ン
、抜
け
た
ら
ド
ン

ド
コ
シ
ョ
」の
童
歌
で
有
名
。

　

交
通
往
来
の
多
い
主
要
な
道
。海
道
や
道
中
、往
還

な
ど
と
表
さ
れ
た
。こ
の
う
ち
海
道
は
、も
と
も
と
は

海
沿
い
の
道
を
意
味
す
る
。鎌
倉
時
代
の
東
海
道
は
、

「
京
・
鎌
倉
往
還
」
と
も
、「
海
道
」
と
も
呼
ば
れ
て

い
た
。そ
の
後
時
代
は
不
明
な
が
ら
、主
要
幹
線
道
を

海
沿
い
に
な
く
て
も「
海
道
」と
呼
ぶ
こ
と
も
あ
っ
た
。

　

宿
場
の
出
入
り
口
、ま

た
は
宿
場
内
の
道
筋
を
、

鍵
型
に
曲
げ
た
道
筋
の
こ

と
。桝
形
と
も
い
う
。当
初

は
、
敵
の
進
行
を
妨
げ
る

意
味
合
い
が
あ
っ
た
が
、後

に
は
宿
場
内
で
大
名
行
列

が
鉢
合
せ
し
な
い
よ
う
に

視
界
を
遮
る
役
目
と
な
っ

た
。
互
い
の
行
列
を
見
え

な
い
う
ち
に
曲
尺
手
の
先
で
確
認
し
、も
し
鉢
合
わ

せ
る
場
合
、
格
下
大
名
家
は
近
く
の
寺
な
ど
で
待

ち
、通
過
時
期
を
外
し
た
。

有松の町（名古屋市）

鳴海宿の曲尺之手（名古屋市）二川宿の高札場（豊橋市）豊川市大橋屋（旧旅籠鯉屋）（豊川市） 知立松並木（知立市）

宮の渡し公園（名古屋市）

姫街道（本坂道）道標（豊橋市）

尹良親王の腰掛石（豊田市武節町）

歌川広重「東海道五拾三次内 藤川 棒鼻ノ図」
　/資料提供：静岡市東海道広重美術館

足助町新町の
馬頭観音（豊田市）

二川宿本陣（豊橋市）

冨田一里塚（一宮市）東海道・吉良道追分（岡崎市）

街
道
旅
に
出
か
け
た
際
、ふ
と
出
会
う
江
戸
の
旅
用
語
の
数
々
。出
か
け
る
前
に
知
っ
て
お
く
と
ち
ょ
っ
と
便
利
（
＊
概
ね
、愛
知
に
関
わ
る
用
語
を
中
心
に
五
十
音
順
に
記
載
）。

街
道
旅
が
も
っ
と
楽
し
く
な
る
、な
る
ほ
ど
街
道
用
語
集
。 
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愛
知
の
東
海
道

東
海
道
は
、江
戸
と
京
・
大
坂
を
結
ぶ
交
通
の
要
路
と
し
て
、

参
勤
交
代
の
大
名
や
多
く
の
旅
人
た
ち
が
往
来
を
重
ね
た
道
。

東
西
と
結
ば
れ
た
愛
知
の
東
海
道
と
そ
の
宿
場
町
は
、

に
ぎ
や
か
だ
っ
た
頃
の
歴
史
文
化
を
今
に
伝
え
な
が
ら
時
を
刻
む
。

松
並
木
や
一
里
塚
、本
陣
や
旅
籠
な
ど
往
時
の
面
影
を
訪
ね
れ
ば

眼
前
の
風
景
の
向
こ
う
に
江
戸
の
旅
模
様
が
浮
か
び
上
が
る
。

さ
あ
、東
海
道
へ
。

◀  池鯉鮒 首夏馬市

◀  鳴海 名物有松絞

◀  宮 熱田神事

◀  赤坂 旅舎招婦ノ図

◀  藤川 棒鼻ノ図

◀  岡崎 矢矧之橋

◀  二川 猿ヶ馬場

◀  吉田 豊川橋

◀  御油 旅人留女

二川宿／豊橋市二川宿本陣資料館（豊橋市）吉田宿／吉田城鉄櫓（豊橋市）

御油宿／御油のマツ並木（豊川市）

赤坂宿／豊川市大橋屋（旧旅籠鯉屋）（豊川市）藤川宿/東棒鼻（岡崎市）

岡崎宿/八丁蔵通り（岡崎市）

歌川広重 「東海道五拾三次内」（保永堂版） 
／ 資料提供：静岡市東海道広重美術館

池鯉鮒宿/知立神社参道（知立市）

鳴海宿/瑞泉寺（名古屋市）熱田宿（宮宿）／宮の渡し公園（名古屋市）
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二川宿本陣まつり大名行列
（11月）

二川八幡神社例祭（10月）

江 戸 時 代 の街
道風俗絵巻を繰
り広げる大名行
列が行われる。

豊橋市でもっとも歴史があるとい
われる山車が出る。

地域とふれあう！四季カレンダー

鬼祭（2月10・11日）
国指定重要無形民俗文化財の奇祭。

春まつり（さくら）（3月下旬～4月上旬）

菜めし田楽

豊橋公園で開催。

豆腐田楽と菜めしは江戸か
ら続く名物。

地域とふれあう！四季カレンダー

味わいたい！地元の名産品

現
存
す
る
本
陣
が
、江
戸
の
旅
を
伝
え
る

城
下
町
、湊
町
と
し
て
も
に
ぎ
わっ
た
宿
場
町

二ふ

た

川が

わ

宿

吉よ

し

田だ

宿

　

二
川
宿
は
、江
戸
日
本
橋
か
ら
数
え
て
33
番
目
の

宿
場
町
。
当
初
は
二
川
村
と
大
岩
村
の
二
村
で

一
宿
分
の
役
を
は
た
し
て
い
た
が
、交
通
量
の
増
大

に
よ
る
不
都
合
か
ら
移
転
し
一
続
き
の
町
と
な
っ

た
。
現
在
で
も
江
戸
時
代
の
町
割
り
が
ほ
ぼ
残
る

中
、東
海
道
で
2
か
所
し
か
現
存
し
な
い
本
陣（
大

名
や
公
家
な
ど
貴
人
の
宿
舎
）、庶
民
の
宿
で
あ
っ

た
旅
籠
、さ
ら
に
宿
村
役
人
の
店
舗
兼
住
居（
商

家
）が
公
開
さ
れ
て
い
る
。ま
た
住
民
・
行
政
・
大
学

の
協
働
に
よ
り
一
般
の
住
居
や
店
舗
も
歴
史
的
な

町
並
み
に
調
和
す
る
よ
う
工
夫
が
な
さ
れ
、切き
り

妻つ
ま

平ひ
ら

入い
り
の
軒
が
並
ぶ
宿
場
町
ら
し
い
景
観
が
見
ら
れ
る
。

　

吉
田
宿
は
、
江
戸
日
本
橋
か
ら
数
え
て
34
番

目
の
宿
場
町
で
現
在
の
豊
橋
市
中
心
部
と
重
な

る
。
吉
田
の
町
は
古
く
は
今
橋
と
呼
ば
れ
、
東
三

河
の
拠
点
と
し
て
戦
国
時
代
の
争
乱
の
最
中
に
吉

田
に
改
称
さ
れ
た
。
江
戸
時
代
は
、
吉
田
藩
の
城

下
町
、
東
海
道
の
宿
場
町
、
さ
ら
に
豊
川
の
舟
運

や
伊
勢
詣
で
の
船
旅
の
湊
町
と
し
て
も
に
ぎ
わ
っ

た
。
東
海
道
は
吉
田
城
の
惣そ
う

構が
ま

え
の
堀
に
沿
っ
て

道
筋
が
通
さ
れ
町
屋
が
立
ち
並
ん
だ
。明
治
2
年

（
1
8
6
9
）、吉
田
は
豊
橋
に
改
称
。
戦
災
や
戦

後
復
興
の
た
め
宿
場
町
や
城
下
町
の
景
観
は
失
わ

れ
た
が
町
名
や
拡
幅
さ
れ
た
道
筋
に
街
道
の
名
残

が
残
さ
れ
て
い
る
。

調
和
の
と
れ
た
町
並
み
に
宿
場
町
風
情
を
味
わ
う

街
中
で
宿
場
町
、
城
下
町
の
面
影
を
た
ど
る

　

JR
二
川
駅
か
ら
豊
鉄
バ
ス
に
乗
車
し
二
川
東
町
バ
ス
停

で
下
車
。南
に
1
0
0
m
歩
く
と
東
海
道
。東
海
道
を
西

へ
進
み
旧
二
川
宿
に
向
か
う
、芭
蕉
句
碑
の
あ
る
妙
泉
寺
、

商
家
「
駒
屋
」、本
陣
と
旅
籠
屋
「
清
明
屋
」、さ
ら
に
本

陣
資
料
館
で
江
戸
の
旅
模
様
を
学
ぶ
。町
並
み
散
策
の
後

は
旅
人
た
ち
も
眺
め
た
観
音
像
の
立
つ
岩
屋
山
へ
足
を
の

ば
し
て
み
よ
う
。

　

豊
橋
駅
前
か
ら
路
面
電
車
に
乗

り
東
八
町
電
停
で
下
車
。歩
道
橋

を
西
へ
渡
る
。
東
海
道
は
吉
田
城

の
東
惣
門
跡
レ
プ
リ
カ
を
右
手
に

南
へ
進
み
、す
ぐ
に
右
へ
折
れ
、さ
ら

に
左
へ
折
れ
て
国
道
1
号
線
と
平

行
に
西
へ
進
む
。鍛
冶
町
、呉
服
町

等
の
町
名
を
頼
り
に
吉
田
宿
を
し

の
ぶ
。途
中
、豊
橋
公
園
と
な
っ
て

い
る
吉
田
城
本
丸
へ
寄
り
道
。
再

び
東
海
道
に
戻
り
本
陣
跡
、脇
本

陣
跡
、旧
豊
橋
跡
に
向
か
う
。

豊橋観光コンベンション協会
0532-54-1484
豊橋市花田町字石塚42-1

【豊橋観光ボランティアガイドの会】
　0532-54-1484

※要予約・無料
実費（交通費・食事代・入場料等）負担

　松尾芭蕉の「阿ちさゐや　藪を小庭の　別座敷」が刻まれ
た紫陽花塚がある。　　聖観音像は、街道の風物詩として道中
記などにも取り上げられた。

　 元 は文 化2年（ 1805）
に建てられた秋葉山常夜燈。
平成13年（2001）復元。
　吉田城の東惣門跡を伝える
ミニチュアが再現されている。
　 曲尺手とは鍵型に曲げた
道のこと。東海道に交差し
た道を屈曲させ城側に門が
あった。

　 櫓の内部は吉田城や吉田宿に関する資料を
展示する。　　（右）吉田宿には本陣が2軒あった。

（左）駐車場の片隅にひっそりと佇む脇本陣跡。

　 二川宿で商家を営むかたわら、問屋役や
名主を務めた田村家の遺構。主屋、離れ座
敷、土蔵などが一般公開。　　二川宿本陣と
旅籠屋「清明屋」が見学できる。東海道、宿
場、本陣について学べる。　　境内には寛延
4年（ 1751）の灯籠や秋葉山常夜燈があ
る。　　田原街道との分岐として明治33年

（ 1900）に建てられた。

豊橋市豊橋市

問

所

豊
橋
市
二
川
宿
本
陣

資
料
館（
二
川
宿
本
陣
、

旅
籠
屋「
清
明
屋
」、資
料
館
）

湊
町
公
園
・
松
尾
芭
蕉

吉
田
の
宿
旅
籠
の
記

豊
鉄
バ
ス 

岩
屋
観
音

Ｊ
Ｒ
東
海
道
本
線 

豊
橋
駅

大
岩
神
明
宮

吉
田
城
鉄
櫓

妙
泉
寺

秋
葉
山
常
夜
燈

商
家「
駒
屋
」

東
惣
門
跡

曲
尺
手
門
石
碑

渥
美
郡
奥
郡
道
標

本
陣
跡
、脇
本
陣
跡

岩
屋
観
音

西
惣
門
跡

ト
ヨ
バ
シ
遊
園

（
旧
豊
橋
跡
）

徒
歩
5
分

徒
歩
22
分

徒
歩
3
分

徒
歩
1
分

徒
歩
10
分

徒
歩
14
分

徒
歩
17
分

徒
歩
10
分

徒
歩
17
分

徒
歩
10
分

徒
歩
8
分

徒
歩
8
分

徒
歩
12
分

所要時間
約1時間
5分

所要時間
約1時間
26分

距離
約3.5km

距離
約4.7km

徒
歩
7
分

灯籠で飾ろう二川宿（7月下旬）
3 ,500基の灯籠が旧街道沿いを
照らし、幻想的な雰囲気に。

夏

秋 information（P9・10共通）

祇園祭（7月第３金・土・日曜）

炎の祭典（11月）

手筒花火約300本を奉納する豊橋の夏
の風物詩。

三 河 伝 統の手 筒 花 火
250本が放揚され、毎年
多くの見物人が訪れる。

春

夏

冬

秋

徒
歩
5
分

徒
歩
2
分

豊
橋
鉄
道
市
内
線 

東
八
町
駅

豊
鉄
バ
ス 

二
川
東
町

1

1

2

2

3

4

4

5

5

6

7

　西惣門跡を伝えるミニチュア。この門を出ると宿
外れとなった。　　貞享4年（1687）、松尾芭蕉
が吉田宿に泊まった際の宿の跡。　　江戸時代には
木製の大橋（吉田大橋）が架けられていた。明治期
以降に上流に新たな吉田大橋が架けられた後、豊橋

（とよばし）に名称変更された。

8

6
7

1

1

2 2

3

3

4

4

5

5

6

3 曲尺手門石碑

秋葉山常夜燈

東惣門跡

西惣門跡

8 トヨバシ遊園 （旧豊橋跡）
湊町公園・松尾芭蕉
吉田の宿旅籠の記

吉田城鉄櫓

吉田宿本陣跡

5 吉田宿脇本陣跡

妙泉寺

渥美郡奥郡道標

大岩神明宮

6 岩屋観音

商家「駒屋」

豊橋市二川宿本陣資料館

11 22 33 44 55 668 7

愛知の東海道愛知の東海道
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豊川市観光協会
0533-89-2206
豊川市諏訪3-133
プリオ5F

【豊川市観光
  ボランティアガイド
 （豊川市観光案内所内）】
FAX 0533-89-2412

（豊川市観光案内所）
（電話受付はなし）
※要予約・無料

御油夏まつり（8月第1土・日曜）
約3000発の
打ち上げ花火
が夜空を彩る。

杉森八幡社祭礼
（大名行列）（10月第2日曜）

赤坂宿宮路
もみじまつり（11月下旬）
宮 路 山は古 来より紅 葉の名
所。紅葉の時期に合わせもみじ
まつりを開催する。

豊川市桜まつり
（3月下旬～4月上旬）
桜の開花にあわせ各種行事
が行われる。

東海道沿いを壮麗な大名行列が
練り歩く。参勤交代の様子を再現。

赤坂の舞台
伝統芸能公演（10月下旬）
明治期の農村舞台で歌舞伎
公演等が実施される。

地域とふれあう！
四季カレンダー

浮
世
絵
や
弥
次
喜
多
道
中
の
舞
台
を
満
喫

御ご

油ゆ

宿
〜

赤あ

か

坂さ

か

宿

　

御ご

ゆ油
宿
は
江
戸
日
本
橋
か
ら
数
え
て
35
番

目
、
赤
坂
宿
は
36
番
目
の
宿
場
町
。二
つ
の
宿
は

と
も
に
宿
泊
客
の
多
い
宿
場
で
、そ
の
距
離
は
1.7

キ
ロ
と
東
海
道
の
宿
場
間
で
も
っ
と
も
短
い
。
そ

の
た
め
双
方
の
客
引
き
合
戦
も
激
し
く
、
歌
川

広
重
の
浮
世
絵
に
も
そ
の
様
子
が
描
か
れ
て
い

る
ほ
ど
。ま
た
、そ
の
短
さ
を
松
尾
芭
蕉
は
「
夏

の
月
御
油
よ
り
出
で
て
赤
坂
や
」
と
い
う
句
に

詠
ん
で
い
る
。二
つ
の
宿
の
境
界
に
は
現
在
も
約

3
5
0
本
の
松
並
木
が
約
6
0
0
メ
ー
ト
ル
に
渡
っ

て
続
く
（
国
天
然
記
念
物
）
。
赤
坂
宿
に
は
江

戸
時
代
の
建
物
の
ま
ま
平
成
27
年（
2
0
1
5
）

ま
で
営
業
を
続
け
て
い
た
大
橋
屋（
旧
旅
籠
鯉

屋
）が
公
開
さ
れ
て
い
る
。

　

名
鉄
国
府
駅
よ
り
西
へ
進
む
と
東
海
道
に
突
き
当
た
る
。

東
海
道
と
本
坂
道
の
分
岐
点
で
あ
っ
た
御
油
の
追
分
、御
油

橋
を
渡
り
旧
御
油
宿
へ
。高
札
場
跡
を
右
に
折
れ
直
進
す
る

と
T
字
路
。東
海
道
は
こ
れ
を
左
折
す
る
が
先
に「
御
油
の

松
並
木
資
料
館
」に
立
ち
寄
る
。東
海
道
に
戻
り
5
0
0
m

ほ
ど
歩
く
と
松
並
木
が
現
れ
る
。そ
の
先
が
旧
赤
坂
宿
。芭
蕉

句
碑
の
関
川
神
社
、「
大
橋
屋
」の
建
物
を
訪
ね
よ
う
。

松
並
木
、
旅
籠
を
め
ぐ
り
江
戸
の
旅
人
気
分

　 幕府の交通政策として植
樹された、約350本の松の
大木が並ぶ。

　本坂道との分岐点で、常夜燈と道標
がある。　　御油宿の町並みの復元模
型などの資料が揃う。　　 樹齢800
年の楠の大木と、芭蕉句碑がある。　

　 平成27年まで旅館業を
営んでいた。
　 赤坂宿の歴史を紹介。
生涯学習センター内に設
置。

豊川市

問

所

information

　

◆
古
代
古
代
　　
東
海
道
は
も
と
も
と
海
沿
い
の

東
海
道
は
も
と
も
と
海
沿
い
の

道
、「
う
み
つ
み
ち
」
と
い
わ
れ
、都
の
東
の
伊

道
、「
う
み
つ
み
ち
」
と
い
わ
れ
、都
の
東
の
伊

勢
に
向
か
い
伊
勢
湾
を
渡
り
、渥
美
半
島
の

勢
に
向
か
い
伊
勢
湾
を
渡
り
、渥
美
半
島
の

伊
良
湖
か
ら
海
岸
線
を
通
っ
て
東
国
に
至
る

伊
良
湖
か
ら
海
岸
線
を
通
っ
て
東
国
に
至
る

道
だ
っ
た
。こ
れ
が
最
古
の
東
海
道
と
い
わ
れ

道
だ
っ
た
。こ
れ
が
最
古
の
東
海
道
と
い
わ
れ

る
。そ
の
後
、大
化
の
改
新
を
経
て

る
。そ
の
後
、大
化
の
改
新
を
経
て
律律り

つ
り
ょ
う
せ
い

り
つ
り
ょ
う
せ
い

令
制
令
制
のの

時
代
に
な
る
と
、都
の
あ
る
大
和
を
含
め
た
畿

時
代
に
な
る
と
、都
の
あ
る
大
和
を
含
め
た
畿

内
五
カ
国（

内
五
カ
国（
五五ご

き

ご

き畿畿
）
と
そ
の
外
の
諸
国
を

）
と
そ
の
外
の
諸
国
を
七七し

ち
ど
う

し
ち
ど
う道道

（
古
代
の
行
政
地
域
）に
分
け
、諸
国
に
置
か

（
古
代
の
行
政
地
域
）に
分
け
、諸
国
に
置
か

れ
た
国
府
と
国
府
を
つ
な
ぐ「

れ
た
国
府
と
国
府
を
つ
な
ぐ「
駅駅え

き
ろ

え
き
ろ路路
」を
通
じ

」を
通
じ

さ
せ
た
。こ
の
七
道
駅
路
の
う
ち
最
重
要
路
は

さ
せ
た
。こ
の
七
道
駅
路
の
う
ち
最
重
要
路
は

大大た
い
ろ

た
い
ろ路路
と
呼
ば
れ
た
山
陽
道
、中
路
は
東
海
道

と
呼
ば
れ
た
山
陽
道
、中
路
は
東
海
道

とと
東東と

う
さ
ん
ど
う

と
う
さ
ん
ど
う

山
道
山
道
、残
り
は
小
路
に
分
け
ら
れ
た
。東

、残
り
は
小
路
に
分
け
ら
れ
た
。東

海
道
は
、伊
賀
、伊
勢
か
ら
尾
張
、三
河
を
経
て

海
道
は
、伊
賀
、伊
勢
か
ら
尾
張
、三
河
を
経
て

常
陸
ま
で
の

常
陸
ま
で
の
1 51 5
ヶ
国
と
さ
れ
た
。こ
の
駅
路
は

ヶ
国
と
さ
れ
た
。こ
の
駅
路
は

広
く
直
線
路
と
さ
れ
各
所
に
駅
家
を
設
け
て

広
く
直
線
路
と
さ
れ
各
所
に
駅
家
を
設
け
て

人
馬
を
常
備
さ
せ
た
と
い
う
。

人
馬
を
常
備
さ
せ
た
と
い
う
。

　

◆
中
世
中
世　　
都
が
平
安
京
に
移
り
律
令
制
が

都
が
平
安
京
に
移
り
律
令
制
が

崩
れ
る
と
と
も
に
古
代
の
駅
伝
制
は
衰
退
し

崩
れ
る
と
と
も
に
古
代
の
駅
伝
制
は
衰
退
し

た
が
、源
頼
朝
が
鎌
倉
に
幕
府
を
開
く
と
、鎌

た
が
、源
頼
朝
が
鎌
倉
に
幕
府
を
開
く
と
、鎌

倉
を
中
心
と
し
た
道
を
整
備
し
、中
で
も
京
と

倉
を
中
心
と
し
た
道
を
整
備
し
、中
で
も
京
と

鎌
倉
を
結
ん
だ「
鎌
倉
街
道
」（
京
・
鎌
倉
往

鎌
倉
を
結
ん
だ「
鎌
倉
街
道
」（
京
・
鎌
倉
往

還
）と
呼
ば
れ
た
東
海
道
を
重
視
し
た
。古
代

還
）と
呼
ば
れ
た
東
海
道
を
重
視
し
た
。古
代

東
海
道
は
近
江
か
ら
鈴
鹿
峠
を
越
え
て
伊
勢

東
海
道
は
近
江
か
ら
鈴
鹿
峠
を
越
え
て
伊
勢

に
入
り
、陸
路
尾
張
に
至
る
「
伊
勢
廻
り
」の

に
入
り
、陸
路
尾
張
に
至
る
「
伊
勢
廻
り
」の

コ
ー
ス
が
と
ら
れ
て
い
た
が
、中
世
東
海
道
は

コ
ー
ス
が
と
ら
れ
て
い
た
が
、中
世
東
海
道
は

近
江
か
ら
美
濃
の

近
江
か
ら
美
濃
の
不不ふ

わ

ふ

わ破破（
関
ヶ
原
）
を
越
え
大

（
関
ヶ
原
）
を
越
え
大

垣
、墨
俣
か
ら
尾
張
に
入
る
「
美
濃
廻
り
」の

垣
、墨
俣
か
ら
尾
張
に
入
る
「
美
濃
廻
り
」の

コ
ー
ス
が
と
ら
れ
た
。

コ
ー
ス
が
と
ら
れ
た
。

　

室
町
時
代
後
期
の
戦
国
の
争
乱
は
、東
海
道

　

室
町
時
代
後
期
の
戦
国
の
争
乱
は
、東
海
道

の
各
地
で
ル
ー
ト
を
荒
廃
さ
せ
、や
が
て
中
世

の
各
地
で
ル
ー
ト
を
荒
廃
さ
せ
、や
が
て
中
世

東
海
道
は
崩
壊
し
た
。一
方
、各
地
の
戦
国
大

東
海
道
は
崩
壊
し
た
。一
方
、各
地
の
戦
国
大

名
は
そ
の
領
国
に
お
い
て
政
治
・
軍
事
・
商
業

名
は
そ
の
領
国
に
お
い
て
政
治
・
軍
事
・
商
業

発
展
の
た
め
街
道
の
整
備
や
伝
馬
制
を
布
い

発
展
の
た
め
街
道
の
整
備
や
伝
馬
制
を
布
い

た
。駿
河
・
遠
江
の
戦
国
大
名
・
今
川
氏
は
や

た
。駿
河
・
遠
江
の
戦
国
大
名
・
今
川
氏
は
や

が
て
尾
張
国
境
ま
で
進
出
し
た
が
、そ
の
領
内

が
て
尾
張
国
境
ま
で
進
出
し
た
が
、そ
の
領
内

の
東
海
道
は
今
川
氏
が
整
備
し
た
と
さ
れ
る
。

の
東
海
道
は
今
川
氏
が
整
備
し
た
と
さ
れ
る
。

徳
川
家
康
の
近
世
東
海
道
の
誕
生
以
前
、尾
張

徳
川
家
康
の
近
世
東
海
道
の
誕
生
以
前
、尾
張

の
熱
田
、鳴
海
、三
河
の
御
油
、赤
坂
に
は
宿
場

の
熱
田
、鳴
海
、三
河
の
御
油
、赤
坂
に
は
宿
場

的
機
能
が
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。

的
機
能
が
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。

　

◆
近
世
近
世　　

慶
長
慶
長
55
年（年（
1
6
0
0

1
6
0
0
）
関
ヶ
）
関
ヶ

原
の
戦
い
に
勝
利
し
た
家
康
は
、東
海
道
諸
国

原
の
戦
い
に
勝
利
し
た
家
康
は
、東
海
道
諸
国

を
勢
力
下
に
置
き
、翌
年
江
戸
か
ら
京
ま
で
の

を
勢
力
下
に
置
き
、翌
年
江
戸
か
ら
京
ま
で
の

各
宿
場
を
指
定
し
伝
馬
制
を
布
い
た
。こ
こ
に

各
宿
場
を
指
定
し
伝
馬
制
を
布
い
た
。こ
こ
に

近
世
東
海
道
の
原
型
が
整
え
ら
れ
た
。
慶
長

近
世
東
海
道
の
原
型
が
整
え
ら
れ
た
。
慶
長

99
年（年（
1
6
0
4

1
6
0
4
）に
は
江
戸
・
日
本
橋
を

）に
は
江
戸
・
日
本
橋
を

起
点
に一里
塚
が
築
か
れ
て
いっ
た
。な
お
、家
康

起
点
に一里
塚
が
築
か
れ
て
いっ
た
。な
お
、家
康

が
定
め
た
東
海
道
の
経
路
は
熱
田
か
ら
海
路

が
定
め
た
東
海
道
の
経
路
は
熱
田
か
ら
海
路

桑
名
に
渡
り
鈴
鹿
峠
を
越
え
る「
伊
勢
廻
り
」

桑
名
に
渡
り
鈴
鹿
峠
を
越
え
る「
伊
勢
廻
り
」

コ
ー
ス
で
あ
る
。「
美
濃
廻
り
」の
道
＝
美
濃
路

コ
ー
ス
で
あ
る
。「
美
濃
廻
り
」の
道
＝
美
濃
路

は
、名
古
屋
城
の
完
成
と
と
も
に
整
備
さ
れ
た
。

は
、名
古
屋
城
の
完
成
と
と
も
に
整
備
さ
れ
た
。

　

大
坂
の
陣
、参
勤
交
代
制
を
経
て
交
通
政

　

大
坂
の
陣
、参
勤
交
代
制
を
経
て
交
通
政

策
を
整
え
た
江
戸
幕
府
は
、東
海
道
、中
山

策
を
整
え
た
江
戸
幕
府
は
、東
海
道
、中
山

道
、日
光
海
道
、奥
州
海
道
、甲
州
海
道
の
五

道
、日
光
海
道
、奥
州
海
道
、甲
州
海
道
の
五

街
道
と
付
属
街
道
を
道
中
奉
行
の
管
轄
下

街
道
と
付
属
街
道
を
道
中
奉
行
の
管
轄
下

に
お
き
、全
国
支
配
を
強
固
な
も
の
に
し
た
。

に
お
き
、全
国
支
配
を
強
固
な
も
の
に
し
た
。

さ
ら
に
幕
府
は
豊
臣
家
滅
亡
後
、東
海
道
大

さ
ら
に
幕
府
は
豊
臣
家
滅
亡
後
、東
海
道
大

坂
延
伸
に
着
手
。大
津
宿
西
側
の
髭
茶
屋
追

坂
延
伸
に
着
手
。大
津
宿
西
側
の
髭
茶
屋
追

分
か
ら
分
岐
し
大
坂
に
至
る
街
道
を
整
備

分
か
ら
分
岐
し
大
坂
に
至
る
街
道
を
整
備

し
、こ
れ
も
東
海
道
と
し
て
管
理
し
た
。東
海

し
、こ
れ
も
東
海
道
と
し
て
管
理
し
た
。東
海

道
は
江
戸
日
本
橋
か
ら
京
三
条
大
橋
ま
で
の

道
は
江
戸
日
本
橋
か
ら
京
三
条
大
橋
ま
で
の

“
五
十
三
次
＂
と
と
も
に
、江
戸
日
本
橋
か
ら

“
五
十
三
次
＂
と
と
も
に
、江
戸
日
本
橋
か
ら

大
阪
・
高
麗
橋
ま
で
の“
五
十
七
次
＂も
併
存

大
阪
・
高
麗
橋
ま
で
の“
五
十
七
次
＂も
併
存

し
て
い
た
。

し
て
い
た
。

　　

享享き
ょ
う
ほ
う

き
ょ
う
ほ
う保保元
年（
元
年（
1
7
1
6

1
7
1
6
）、幕
府
は
五
街
道

）、幕
府
は
五
街
道

の
正
式
な
呼
び
名
を
統一。主
要
幹
線
道
は
海

の
正
式
な
呼
び
名
を
統一。主
要
幹
線
道
は
海

辺
の
道
で
な
く
て
も
「
海
道
」
と
呼
ば
れ
て
い

辺
の
道
で
な
く
て
も
「
海
道
」
と
呼
ば
れ
て
い

た
が
、東
海
道
を
除
き
日
光
・
奥
州
・
甲
州
の

た
が
、東
海
道
を
除
き
日
光
・
奥
州
・
甲
州
の

各
「
海
道
」
を
各
「
道
中
」
と
改
称
し
た
。幕

各
「
海
道
」
を
各
「
道
中
」
と
改
称
し
た
。幕

府
公
式
文
書
で
も「
海
道
」は「
街
道
」に
、「
中

府
公
式
文
書
で
も「
海
道
」は「
街
道
」に
、「
中

仙
道
」は「
中
山
道
」に
書
き
換
え
ら
れ
て
いっ

仙
道
」は「
中
山
道
」に
書
き
換
え
ら
れ
て
いっ

た
。た
だ
し一般
への
普
及
は
広
ま
ら
ず
、以
後

た
。た
だ
し一般
への
普
及
は
広
ま
ら
ず
、以
後

も
海
道
や
中
仙
道
が
使
い
続
け
ら
れ
た
。

も
海
道
や
中
仙
道
が
使
い
続
け
ら
れ
た
。

　

◆
近
代
近
代　

明
治
新
政
府
は
、近
代
国
家
に

明
治
新
政
府
は
、近
代
国
家
に

ふ
さ
わ
し
い
制
度
への
変
革
を
推
し
進
め
た
。

ふ
さ
わ
し
い
制
度
への
変
革
を
推
し
進
め
た
。

そ
れ
は
宿
場
や
街
道
の
交
通
に
も
お
よ
ん
だ
。

そ
れ
は
宿
場
や
街
道
の
交
通
に
も
お
よ
ん
だ
。

明
治
明
治
22
年（
１
８
６
９
）に
は
関
所
、翌
年
に
は

年（
１
８
６
９
）に
は
関
所
、翌
年
に
は

本
陣
・
脇
本
陣
の
名
目
が
廃
止
さ
れ
た
。同
じ

本
陣
・
脇
本
陣
の
名
目
が
廃
止
さ
れ
た
。同
じ

頃
に
は
「
七
里
の
渡
し
」
や
「
三
里
の
渡
し
」

頃
に
は
「
七
里
の
渡
し
」
や
「
三
里
の
渡
し
」

も
廃
止
。ま
た
「
海
道
」は
「
街
道
」に
表
記

も
廃
止
。ま
た
「
海
道
」は
「
街
道
」に
表
記

を
統
一
さ
れ
た
。そ
し
て
、新
政
府
が
重
点
を

を
統
一
さ
れ
た
。そ
し
て
、新
政
府
が
重
点
を

置
い
た
鉄
道
網
の
整
備
が
推
進
さ
れ
、明
治

置
い
た
鉄
道
網
の
整
備
が
推
進
さ
れ
、明
治
2 22 2

年（
１
８
８
９
）東
海
道
線（
新
橋
―
神
戸
間
）

年（
１
８
８
９
）東
海
道
線（
新
橋
―
神
戸
間
）

が
全
通
し
た
。

が
全
通
し
た
。

四
つ
の
東
海
道

江
戸
時
代
、幕
府
の
五
街
道
第
一
と
さ
れ
た
東
海
道
は
、京
・
大
坂
と
江
戸
を
結
ぶ
最
重
要
幹
線
と
し
て
整
備
さ
れ
た
。

江
戸
時
代
、幕
府
の
五
街
道
第
一
と
さ
れ
た
東
海
道
は
、京
・
大
坂
と
江
戸
を
結
ぶ
最
重
要
幹
線
と
し
て
整
備
さ
れ
た
。

99
つ
の
宿
場
が
あ
っ
た
愛
知
の
旧
東
海
道
沿
い
で
も
、今
な
お
往
時
の
た
た
ず
ま
い
を
残
し
た
町
並
み
や
松
並
木
、一
里
塚
が
見
ら
れ
る
。

つ
の
宿
場
が
あ
っ
た
愛
知
の
旧
東
海
道
沿
い
で
も
、今
な
お
往
時
の
た
た
ず
ま
い
を
残
し
た
町
並
み
や
松
並
木
、一
里
塚
が
見
ら
れ
る
。

し
か
し
、東
海
道
が
東
西
交
通
の
主
要
幹
線
に
な
る
の
は
江
戸
時
代
よ
り
は
る
か
以
前
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、東
海
道
が
東
西
交
通
の
主
要
幹
線
に
な
る
の
は
江
戸
時
代
よ
り
は
る
か
以
前
か
ら
で
あ
る
。

笠寺一里塚（名古屋市）

春

夏

秋

冬

赤
坂
宿
場
資
料
室

 

（
豊
川
市
音
羽
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
内
）

名
鉄
名
古
屋
本
線

名
電
赤
坂
駅

御
油
の
マ
ツ
並
木

御
油
の
追
分
、

秋
葉
山
常
夜
燈

御
油
の
松
並
木
資
料
館

関
川
神
社

豊
川
市
大
橋
屋

（
旧
旅
籠
鯉
屋
）

徒
歩
22
分

徒
歩
10
分

徒
歩
17
分

徒
歩
11
分

徒
歩
6
分

徒
歩
2
分

所要時間
約1時間
23分

距離
約4.2km

徒
歩
15
分

名
鉄
名
古
屋
本
線 

国
府
駅

1

1 御油の追分、秋葉山常夜燈

3

3

御油のマツ並木

4

4 関川神社

6 赤坂宿場資料室 5 豊川市大橋屋（旧旅籠鯉屋）

2

5

6

2 御油の松並木資料館

126 345

愛知の東海道

12 11



 

五穀豊穣を願い
山中八幡宮に古
くから伝わるお田
植え神事。（山中
八幡宮の位置は
P14 地図参照）

（一社）岡崎市観光協会
0564-64-1637
岡崎市康生通東
二丁目47番地

本宿夏祭り（7月第4日曜日）

からむし（８月～10月開花）
古くはちょうちん
祭りなどと呼 ば
れていた。４輌
の山車が東海道
を練り歩く。

古来から衣類などの繊
維材料とされてきた植
物。藤川では本陣石垣
近くに自生地がある。

デンデンガッサリ（1月3日）

むらさき麦（５月中旬が見頃） 松並木こも巻き
（10月下旬より）食料や染料に利用され

た紫色の麦。別名・紺屋
麦。松尾芭蕉が俳句に
詠んだことで知られる。

江戸時代から行われて
いる害虫駆除法だが、
現在は冬の風物詩とし
て親しまれている。

地域とふれあう！
四季カレンダー

地域とふれあう！四季カレンダー

むらさき麦とろご飯
地元特産品たっぷり。
道の駅限定メニュー。

味わいたい！
地元の名産品

岡崎市岡崎市

（一社）岡崎市観光協会
0564-64-1637
岡崎市康生通東
二丁目47番地

名
鉄
名
古
屋
本
線 

藤
川
駅

名
鉄
名
古
屋
本
線

名
電
山
中
駅

名
鉄
名
古
屋
本
線

名
電
山
中
駅

旧
本
宿
村
役
場

舞
木
町

ポ
ケ
ッ
ト
パ
ー
ク

藤
川
宿
資
料
館

（
脇
本
陣
跡
）

徒
歩
30
分

徒
歩
15
分

家
康
幼
少
時
ゆ
か
り
の
寺
が
残
る

自
然
景
観
が
美
し
い「
歴
史
国
道
」選
定
の
宿

本も

と 
宿

じ

ゅ

く

〈
本
宿
〜
山
中
〉

藤ふ

じ

川か

わ

宿
〈
山
中
〜
藤
川
〉

　

藤
川
宿
は
、江
戸
日
本
橋
か
ら
数
え
て
37
番
目
の

宿
場
町
。東
隣
の
赤
坂
宿
や
西
隣
の
岡
崎
宿
に
比
べ

る
と
小
さ
な
宿
だ
っ
た
。藤
川
宿
の
名
物
は
む
ら
さ

き
麦（
＊
）と
藤
の
花
で
、そ
の
美
し
さ
が
歌
に
詠
ま
れ

た
。松
尾
芭
蕉
の
「
爰こ

こ

も
三
河　

む
ら
さ
き
麦
の
か

き
つ
ば
た
」
が
知
ら
れ
る
。脇
本
陣
門
、本
陣
跡
石

垣
な
ど
江
戸
期
の
遺
構
と
古
い
町
屋
が
点
在
し
、町

の
東
西
に
は
歌
川
広
重
の
浮
世
絵
に
描
か
れ
た
棒

鼻
が
復
元
さ
れ
て
い
る
。松
並
木
や
街
道
の
先
に
山

の
姿
が
見
え
る
“
山
当
て
”の
道
筋
、里
山
な
ど
景

観
が
美
し
い
。平
成
8
年（
1
9
9
6
）に
は
愛
知

県
内
で
唯
一「
歴
史
国
道
」の
選
定
を
受
け
て
い
る
。

＊ 

む
ら
さ
き
麦
は
、昭
和
半
ば
に
姿
を
消
し
た
が
、平
成
６
年

（
1
9
9
4
）に
栽
培
に
成
功
。今
で
は
５
月
中
旬
に
美
し
く
実
る
。

　 約１キロメートルに渡り90本
のクロマツがそそり立つ。

　

本
宿
の
集
落
付
近
に
は
古
代
東
海
道
が
通
り
宿

駅
が
置
か
れ
た
と
さ
れ
る
。そ
の
こ
と
か
ら
元
の
宿

“
元
宿
”
と
呼
ば
れ
、そ
れ
が
地
名
に
な
っ
た
と
伝

え
ら
れ
る
。中
世
に
は
法
蔵
寺
の
門
前
町
が
形
成
さ

れ
、江
戸
時
代
に
赤
坂
宿
と
藤
川
宿
の
間
の“
間あ

い

の

宿
”に
発
展
し
た
。法
蔵
寺
は
松
平
家
の
菩
提
寺
で

徳
川
家
康
が
幼
少
時
に
学
問
に
励
ん
だ
と
い
う
。参

勤
交
代
の
大
名
・
旗
本
は
下
馬
し
て
参
拝
す
る
の
が

習
わ
し
だ
っ
た
。境
内
に
は
新
選
組
局
長
近
藤
勇
の

も
の
と
伝
わ
る
首
塚
も
あ
る
。江
戸
中
期
、本
宿
に

は
旗
本
柴
田
氏（
柴
田
勝
家
の
子
孫
）が
入
り
陣
屋

を
置
い
た
。旧
代
官
屋
敷
が
残
る（
＊
）
。

＊ 

代
官
屋
敷
の
建
物
は
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
し
イ
タ
リ
ア
ン
レ
ス
ト

ラ
ン
に
、土
蔵
は
郷
土
史
資
料
展
示
室
と
し
て一
般
公
開
し
て

い
る（
と
も
に
国
登
録
有
形
文
化
財
に
登
録
）。

　

名
鉄
本
宿
駅
で
下
車
。地
下
道
で
国
道
下
を
く
ぐ
り
本
宿
の

町
へ
。T
字
路
の
東
西
の
道
が
東
海
道
。ま
ず
家
康
ゆ
か
り
の
法

蔵
寺
を
訪
ね
る
。来
た
道
を
戻
り
、東
海
道
を
北
西
に
進
む
。本

宿
町
沢
渡
の
交
差
点
で
東
海
道
は
国
道
下
に
消
え
る
。国
道
脇

の
歩
道
を
進
み
東
海
中
学
校
入
口
の
横
断
歩
道
ま
た
は
地
下
道

で
北
側
の
歩
道
へ
。2
0
0
m
ほ
ど
進
む
と
国
道
脇
か
ら
東
海

道
が
現
れ
山
中
の
町
へ
至
る
。

＊
国
道
脇
の
歩
道
を
歩
く
際
は
十
分
に
注
意
を（
ま
た
は
電
車
移
動
で
も
よ
い
）。

　

名
鉄
名
電
山
中
駅
で
下
車
。駅
前
を
通
る

東
海
道
を
西
へ
進
む
。舞
木
町
西
の
交
差
点
で

東
海
道
は
国
道
下
に
消
え
る
。国
道
脇
の
歩

道
を
歩
く
が
時
間
が
あ
れ
ば
国
道
の
南
の
丘

の
山
中
八
幡
宮
に
立
ち
寄
っ
て
も
よ
い
。国
道

を
3
0
0
m
ほ
ど
進
む
と
市
場
町
の
信
号
の

先
で
国
道
か
ら
分
岐
し
て
東
海
道
が
現
れ
る
。

そ
の
先
に
藤
川
宿
の
東
棒
鼻（
入
口
）。こ
こ

を
通
り
鍵
の
手
の
道
を
左
折
す
れ
ば
旧
藤
川

宿
だ
。

＊
国
道
脇
の
歩
道
を
歩
く
際
は
十
分
に
注
意
を

  （
ま
た
は
電
車
移
動
で
も
よ
い
）。

   家康お手植えの松といわれている（現在の
松は4代目）。 　 大宝元年（ 701）行基に
よる開基と伝わる。徳川家ゆかりの品を所蔵す
る。　　柴田氏に仕え陣屋代官職を世襲した
冨田家の居宅。文政10年（1827）の建築物。
　 日本レトルトフーズの前身である神谷合名
会社（アイチ味噌溜店舗）時代の建物。
　 昭和3年（ 1928）竣工の額田郡本宿村
の役場庁舎（三代目）を令和4年（ 2022）
に復原。館内では地域の歴史文化を紹介する。

← 国 道と
交 わる交
差点付近
に松 並 木
が ま ば ら
に残る。

間
の
宿
・
本
宿
か
ら
山
中
へ

里
山
や
田
畑
の
緑
に
囲
ま
れ
た
宿
場
町
を
歩
く

問

所

ア
イ
チ
味
噌
溜
店
舗

十
王
堂

藤
川
の
松
並
木

御
草
紙
掛
松

法
蔵
寺

東
棒
鼻

本
宿
旧
代
官
屋
敷

明
星
院

徒
歩
9
分

徒
歩
5
分

徒
歩
15
分

徒
歩
8
分

徒
歩
8
分

徒
歩
23
分

徒
歩
5
分

徒
歩
12
分

徒
歩
13
分

徒
歩
20
分

所要時間
約1時間
13分

所要時間
約1時間
42分

距離
約3.7km

距離
約4.5km

information

春 冬

夏

夏

冬

徒
歩
12
分

名
鉄
名
古
屋
本
線 

本
宿
駅

　 門は江戸中期の貴重な遺構。資料館内には宿場
のジオラマや高札などを展示。　　冥途で死者の罪
状を決める十人の判官を祀る。境内に芭蕉句碑。

　冠木門のモニュメント
を設けたポケットパーク。
　 歌川広重が浮世絵に描
いた景観を復元。  　本
尊は不動明王立像で通称

「片目の不動尊」と呼ば
れる。

問

所

information

愛知の東海道

間の宿間の宿

514

3

6

1

2
3

4
5

6

2 東棒鼻

明星院

4 藤川宿資料館（脇本陣跡）

5 芭蕉句碑

山中八幡宮

5 十王堂

1 舞木町
ポケットパーク

藤川の松並木

1
2

3

4

4

3

5

5

近藤勇の首塚

2 法蔵寺 1 御草紙掛松

アイチ味噌溜店舗（※外観見学のみ）

本宿旧代官屋敷（※郷土史資料展示室のみ一般公開）

旧本宿村役場

122 33 456

愛知の東海道
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岡崎城下家康公
夏まつり花火大会

（8月第一土曜）

秋葉まつり（９月中旬）
乙川河畔（殿橋下流）・
矢作川河畔の会場で
バラエティに富んだ花
火が披露される。

知立神社で披露される炎の高さ７mを超
える勇壮な手筒花火が見もの。

家康行列（４月）

史跡八橋かきつばたまつり
（４月下旬～５月中旬）

八丁味噌あんまき

春の風物詩。公募で選
ばれた家 康 公 はじめ
武士団や姫行列など
７００名余が練り歩く。

八橋は在原業平ゆか
りのかきつばたの名勝。
ゴールデンウィークごろ
が一番の見ごろとなる。

大豆と塩だけで作られた岡
崎名産の伝統的な赤味噌。

ふっくらした皮と優しい甘
みの餡が特色の銘菓。

地域とふれあう！四季カレンダー

地域とふれあう！四季カレンダー

味わいたい！地元の名産品味わいたい！地元の名産品

名
鉄
名
古
屋
本
線 

知
立
駅

名
鉄
名
古
屋
本
線

岡
崎
公
園
前
駅

岡
崎
信
用
金
庫

資
料
館

徒
歩
10
分

徒
歩
12
分

隨
念
寺

来
迎
寺
一
里
塚

新
田
白
山
神
社

馬
市
の
碑

八
丁
蔵
通
り

知
立
古
城
址

知
立
神
社

徒
歩
15
分

徒
歩
25
分

徒
歩
35
分

徒
歩
15
分

徒
歩
45
分

徒
歩
15
分

徒
歩
25
分

徒
歩
10
分

岡
崎
二
十
七
曲
り

の
碑

1

無
量
壽
寺

1 3 22 43 545

東
海
道
で
最
も
屈
折
し
た
二
十
七
曲
り

木
綿
市
と
馬
市
で
知
ら
れ
た
市
場
の
宿

岡お

か

崎ざ

き

宿

池ち

鯉り

鮒ふ

宿
知立まつり（５月２日・３日）

知立公園花しょうぶまつり
（５月下旬～６月中旬）

初夏を彩る知立神社の祭礼。本祭の時に山
車上で上演される山車文楽・からくり人形芝
居は必見。

明治神宮から下賜された花しょうぶが紫や
白の花を咲かせ目を楽しませてくれる。

　

岡
崎
宿
は
江
戸
日
本
橋
か
ら
数
え
て
38
番
目
の

宿
場
町
。岡
崎
は
徳
川
家
康
が
生
ま
れ
た
岡
崎
城

の
城
下
町
で
あ
り
、ま
た
矢
作
川
の
舟
運
に
よ
る

物
資
集
積
で
栄
え
、東
海
道
の
宿
場
町
で
は
三
番

目
の
規
模
を
誇
っ
た
。岡
崎
城
は
城
下
町
を
堀
や

土
塁
で
囲
っ
た
惣そ
う

構が
ま

え
を
持
ち
、
東
海
道
は
そ
の

内
側
の
外
郭
内
に
通
さ
れ
、「
二
十
七
曲
り
」
と

呼
ば
れ
る
屈
折
の
多
い
道
筋
と
な
っ
て
い
る
。こ
れ

は
城
の
中
枢（
内
郭
）
の
防
衛
と
と
も
に
多
く
の

町
屋
を
立
ち
並
べ
る
工
夫
と
も
い
わ
れ
る
。
戦
災

や
都
市
化
に
よ
り
町
並
み
は
失
わ
れ
道
路
は
拡

幅
さ
れ
た
が
、八
丁
味
噌
の
蔵
が
立
ち
並
ぶ
通
り

は
風
景
が
一
変
す
る
。

　

池ち

り

ふ

鯉
鮒
（
＊
）
宿
は
江
戸
日
本
橋
か
ら
数
え
て
39

番
目
の
宿
場
町
。か
き
つ
ば
た
の
名
勝
八
橋
と
、に

ぎ
や
か
な
市
場
で
知
ら
れ
た
。
江
戸
時
代
、
池
鯉

鮒
は
三
河
木
綿
の
集
積
地
と
な
り
木
綿
市
が
活
況

を
博
し
た
。
松
尾
芭
蕉
も
「
不
断
た
つ
池
鯉
鮒
の

宿
の
木
綿
市
」の
句
を
残
し
て
い
る
。さ
ら
に
そ
の

木
綿
を
運
ぶ
馬
も
取
引
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、松

並
木
の
周
辺
で
開
か
れ
た
馬
市
に
は
、甲か

斐い

や
信し

な

濃の

の
荒
馬
が
集
ま
り
、商
人
や
見
物
客
で
ご
っ
た
返

し
た
。そ
の
盛
大
さ
は
歌
川
広
重
の
浮
世
絵
に
も

描
か
れ
た
。宿
場
町
景
観
は
失
わ
れ
た
が
、東
海
道

三
社
の一つ
知
立
神
社
や
松
並
木
が
今
な
お
残
る
。

＊ 

読
み
は「
ち
り
ゅ
う
」と
も
い
う

古
社
古
刹
と
松
並
木
に

街
道
の
に
ぎ
わ
い
を
し
の
ぶ

　

名
鉄
三
河
八
橋
駅
で
下
車
。南
に
進
む
と

無
量
壽
寺
。さ
ら
に
6
0
0
m
進
む
と
T
字

路
の
交
差
点
で
東
海
道
に
突
き
当
た
る
。右
に

折
れ
西
に
進
む
と
来
迎
寺
の
一
里
塚
、さ
ら
に

高
速
道
路
下
を
渡
る
と
松
並
木
の
道
に
至
る
。

並
木
道
を
直
進
し
地
下
道
で
国
道
下
を
く
ぐ

る
。県
道
と
交
わ
る
中
町
交
差
点
を
北
西
へ
。

T
字
路
を
右
折
し
了
運
寺
の
門
前
を
左
折
。地

下
道
を
く
ぐ
り
、す
ぐ
右
折
す
れ
ば
知
立
神
社

参
道
に
至
る
。

　

名
鉄
東
岡
崎
駅
か
ら
名
鉄
バ
ス
に
乗
車
し
岡

崎
げ
ん
き
館
前
バ
ス
停
下
車
。南
へ
2
0
0
m

ほ
ど
直
進
す
る
と
冠
木
門
と
二
十
七
曲
り
の
碑

に
至
る
。こ
こ
を
起
点
に
東
海
道
で
最
も
屈
折

し
た
道
筋
を
歩
く
。所
々
に
案
内
柱
や
道
標
が

あ
る
の
で
そ
れ
に
従
っ
て
歩
く
。コ
ー
ス
終
盤
は

ほ
の
か
に
味
噌
の
香
り
が
漂
う
八
丁
味
噌
の
蔵

の
道
に
至
る
。時
間
と
体
力
が
あ
れ
ば
岡
崎
公

園（
岡
崎
城
）に
立
ち
寄
っ
て
も
よ
い
。

知立市観光協会
0566-83-1111
知立市広見３-１

【知立市観光ガイドボランティアの会】
（知立市観光協会内）

　0566-83-1111
※要予約・無料

　 岡崎宿のシンボ
ル、二十七曲りの
東の出発地点。道
筋の解説とルート
図が示されている。
   徳川家康が祖
父 松 平 清 康と大
叔 母 於 久の方の
菩 提を弔 い創 建
した。楼門と白土
塀が美しい。

→無量壽寺への道
標として建てられた。
来迎寺町と牛田町
に現存。

↑ここの松並木には側道があ
り、江戸時代に行われた馬市
との関連が考えられている。

（右）20基の石彫が東海道有数
の宿場町の歴史を語ってくれる。

（左）いろは…と記号を追って
二十七曲りを歩ける便利な標示。

　大正６年（1917）に建築。赤レン
ガと地元産の御影石を組み合わせた
ルネッサンス風様式。　　家康の故
事にならい、毎 年6月30日には厄
除けの鳥居くぐりの神事が行われて
いる。　　道を挟んで光園寺の白壁
と味噌蔵の黒壁のコントラストが約
180メートルに渡って続く。

　名勝八橋の中心となる寺。境内の八橋史跡保存館では
多数の文化財を所蔵。　　江戸から数えて83番目の一
里塚。街道両側の塚が残っている例は珍しい。　　

　歌川広重の浮世絵にも描
かれた馬市の碑。　  知立神
社の神主・永見氏の居館だっ
た。　 江戸時代には東海道三
社の一つに数えられた。境内
の多宝塔は国の重要文化財。

（右）家康が三河統
一の拠点とした城。
復興天守内部は、歴
史資料館。 （左）三
河武士の源流、松平
氏の歴史などを時代
順に展示している。

案
内
柱
を
た
ど
り
な
が
ら
二
十
七
曲
り
を
歩
く

問

所

information

名
鉄
バ
ス

岡
崎
げ
ん
き
館
前

名
鉄
三
河
線

三
河
八
橋
駅

徒
歩
5
分

徒
歩
8
分

所要時間
約2時間
5分

所要時間
約1時間
35分

距離
約7.3km

距離
約6km

春

春

夏

秋

岡崎市知立市

（一社）岡崎市観光協会
0564-64-1637
岡崎市康生通東二丁目47番地

【おかざき観光ボランティアの会】
　0564-23-3751

※毎日 9：30〜15：00（3月中旬〜12月上旬。
8月第1土曜〜お盆過ぎまで休み）※要予約優先、無料

問

所

information

2
1

1

1

12

3

3

4

5

5

4

2

3

4

5

岡崎二十七曲りの碑 二十七曲り説明碑

3

2 隨念寺

4 新田白山神社5 八丁蔵通り

岡崎伝馬歴史
プロムナード　

金のわらじ
案内標示

知立松並木

無量壽寺来迎寺一里塚

元禄の道標

岡崎城天守

馬市の碑（右側）

三河武士のやかた家康館

知立古城址

知立神社

岡崎信用金庫
資料館

愛知の東海道愛知の東海道

16 15



　

源
頼
朝
は
、鎌
倉
を
根
拠
に
し
て
以
来
、京

　

源
頼
朝
は
、鎌
倉
を
根
拠
に
し
て
以
来
、京

と
鎌
倉
を
結
ぶ
東
海
道
を
重
視
し
て
文
治
元

と
鎌
倉
を
結
ぶ
東
海
道
を
重
視
し
て
文
治
元

年（
１
１
８
５
）、駅
路
之
法
を
制
定
し
、伊
豆
・

年（
１
１
８
５
）、駅
路
之
法
を
制
定
し
、伊
豆
・

駿
河
以
西
か
ら
近
江
ま
で
伝
馬
を
常
備
さ
せ

駿
河
以
西
か
ら
近
江
ま
で
伝
馬
を
常
備
さ
せ

た
。こ
の
中
世
の
東
海
道
は「
京
・
鎌
倉
往
還
」

た
。こ
の
中
世
の
東
海
道
は「
京
・
鎌
倉
往
還
」

や
単
に「
海
道
」と
呼
ば
れ
た（
江
戸
時
代
以

や
単
に「
海
道
」と
呼
ば
れ
た（
江
戸
時
代
以

降
は「
鎌
倉
街
道（
海
道
）」「
鎌
倉
古
海
道
」

降
は「
鎌
倉
街
道（
海
道
）」「
鎌
倉
古
海
道
」

と
呼
ば
れ
た
）。

と
呼
ば
れ
た
）。

　

古
代
か
ら
平
安
時
代
の
東
海
道
は
近
江
か

　

古
代
か
ら
平
安
時
代
の
東
海
道
は
近
江
か

ら
鈴
鹿
峠
を
越
え
て
伊
勢
を
通
っ
て
尾
張
に
入

ら
鈴
鹿
峠
を
越
え
て
伊
勢
を
通
っ
て
尾
張
に
入

る
「
伊
勢
廻
り
」コ
ー
ス
だ
っ
た
が
、中
世
の
東

る
「
伊
勢
廻
り
」コ
ー
ス
だ
っ
た
が
、中
世
の
東

海
道
は
美
濃
の
不
破
関（
関
ヶ
原
）
を
越
え
て

海
道
は
美
濃
の
不
破
関（
関
ヶ
原
）
を
越
え
て

青
墓（
大
垣
市
）、墨
俣
か
ら
木
曽
川
、長
良

青
墓（
大
垣
市
）、墨
俣
か
ら
木
曽
川
、長
良

川
を
越
え
て
尾
張
に
入
る
「
美
濃
廻
り
」コ
ー

川
を
越
え
て
尾
張
に
入
る
「
美
濃
廻
り
」コ
ー

ス
と
な
っ
た
。な
お
、ど
ち
ら
の
コ
ー
ス
も
庄
内

ス
と
な
っ
た
。な
お
、ど
ち
ら
の
コ
ー
ス
も
庄
内

川
と
五
条
川
が
交
わ
る
甚
目
寺
町
萱
津（
現

川
と
五
条
川
が
交
わ
る
甚
目
寺
町
萱
津（
現

あ
ま
市
）で
合
流
し
た
。

あ
ま
市
）で
合
流
し
た
。

　

愛
知
県
内
の
ル
ー
ト
は
尾
張
で
は
黒
田
、折

　

愛
知
県
内
の
ル
ー
ト
は
尾
張
で
は
黒
田
、折

戸（
下
津
）、萱
津
、熱
田
、鳴
海
、沓
掛
、三

戸（
下
津
）、萱
津
、熱
田
、鳴
海
、沓
掛
、三

河
で
は
八
橋
、八
波
木
、作
岡
、山
中
、赤
坂
、

河
で
は
八
橋
、八
波
木
、作
岡
、山
中
、赤
坂
、

渡
津
、今
橋
に
宿
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。た
だ

渡
津
、今
橋
に
宿
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。た
だ

し
、平
安
時
代
後
期
か
ら
鎌
倉
時
代
初
期
の

し
、平
安
時
代
後
期
か
ら
鎌
倉
時
代
初
期
の

地
殻
や
気
候
変
化
に
よ
る
海
進
現
象
の
た

地
殻
や
気
候
変
化
に
よ
る
海
進
現
象
の
た

め
、
め
、
飽飽あ

く
み

あ
く
み海海
川川か

わ
か
わ（
現
（
現  

豊
川
）
の
河
口
部
の
渡
河

豊
川
）
の
河
口
部
の
渡
河

は
不
可
能
と
な
り
、
新
た
に
中
流（
豊
川
市

は
不
可
能
と
な
り
、
新
た
に
中
流（
豊
川
市

当
古
付
近
）
で
渡
河
し
、海
岸
部
を
避
け
た

当
古
付
近
）
で
渡
河
し
、海
岸
部
を
避
け
た  

船
形
山
越
え
の
ル
ー
ト
に
変
更
さ
れ
た
と
い

船
形
山
越
え
の
ル
ー
ト
に
変
更
さ
れ
た
と
い

う
。全
国
を
平
定
し
た
源
頼
朝
は
、建
久
元
年

う
。全
国
を
平
定
し
た
源
頼
朝
は
、建
久
元
年

（
１
１
９
０
）、上
洛
の
途
中
こ
の
新
た
な
ル
ー

（
１
１
９
０
）、上
洛
の
途
中
こ
の
新
た
な
ル
ー

ト
を
た
ど
っ
た
。し
か
し
、こ
の
ル
ー
ト
も

ト
を
た
ど
っ
た
。し
か
し
、こ
の
ル
ー
ト
も
承承

じ
ょ
う
き
ゅ
う

じ
ょ
う
き
ゅ
う久久

33
年（
１
２
２
１
）の
承
久
の
乱

年（
１
２
２
１
）の
承
久
の
乱
（
＊
）

（
＊
）
以
後
、流

以
後
、流

域
の
変
化
が
あ
り
元
の
海
岸
部
の
ル
ー
ト
に

域
の
変
化
が
あ
り
元
の
海
岸
部
の
ル
ー
ト
に

戻
っ
た
と
い
わ
れ
る
。同
じ
よ
う
に
熱
田
か
ら

戻
っ
た
と
い
わ
れ
る
。同
じ
よ
う
に
熱
田
か
ら

鳴
海
に
行
く
途
中
に
あ
っ
た
鳴
海
潟
を
渡
る

鳴
海
に
行
く
途
中
に
あ
っ
た
鳴
海
潟
を
渡
る

道
も
干
潮
の
変
化
や
土
砂
の
堆
積
に
よ
り
時

道
も
干
潮
の
変
化
や
土
砂
の
堆
積
に
よ
り
時

代
に
よ
っ
て
ル
ー
ト
が
変
わ
っ
た
と
い
う
。

代
に
よ
っ
て
ル
ー
ト
が
変
わ
っ
た
と
い
う
。

　

鎌
倉
街
道
は
、近
世
東
海
道
よ
り
さ
ら
に
古

　

鎌
倉
街
道
は
、近
世
東
海
道
よ
り
さ
ら
に
古

い
た
め
、当
時
か
ら
今
日
に
か
け
て
の
土
地
そ

い
た
め
、当
時
か
ら
今
日
に
か
け
て
の
土
地
そ

の
も
の
の
変
化
や
耕
地
化
、宅
地
化
に
よ
っ
て

の
も
の
の
変
化
や
耕
地
化
、宅
地
化
に
よ
っ
て

道
筋
全
て
を
た
ど
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。唯

道
筋
全
て
を
た
ど
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。唯

一、残
さ
れ
た
地
名
や
伝
承
、文
学
作
品
を
も

一、残
さ
れ
た
地
名
や
伝
承
、文
学
作
品
を
も

と
に
推
定
ル
ー
ト
が
浮
か
び
上
が
る
が
、愛
知

と
に
推
定
ル
ー
ト
が
浮
か
び
上
が
る
が
、愛
知

県
で
は一
宮
市
木
曽
川
町
黒
田
、あ
ま
市
萱
津

県
で
は一
宮
市
木
曽
川
町
黒
田
、あ
ま
市
萱
津

地
区
、名
古
屋
市
瑞
穂
区
・
南
区
・
緑
区
、豊

地
区
、名
古
屋
市
瑞
穂
区
・
南
区
・
緑
区
、豊

明
市
沓
掛
町
の
二
村
山
、知
立
市
八
橋
町
、豊

明
市
沓
掛
町
の
二
村
山
、知
立
市
八
橋
町
、豊

橋
市
雲
谷
町
や
岩
崎
町
な
ど
に
古
道
の
面
影

橋
市
雲
谷
町
や
岩
崎
町
な
ど
に
古
道
の
面
影

と
史
跡
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

と
史
跡
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

＊
承
久
の
乱
…
後
鳥
羽
上
皇
が
鎌
倉
幕
府
に
対
し
討
幕
の
兵
を
挙
げ
て
敗
れ
た

＊
承
久
の
乱
…
後
鳥
羽
上
皇
が
鎌
倉
幕
府
に
対
し
討
幕
の
兵
を
挙
げ
て
敗
れ
た

争
乱
。

争
乱
。

鎌
倉
街
道
の
面
影

鎌
倉
街
道
と
は
、一
般
に
源
頼
朝
が
鎌
倉
に
幕
府
を
開
い
て
以
来
、

鎌
倉
街
道
と
は
、一
般
に
源
頼
朝
が
鎌
倉
に
幕
府
を
開
い
て
以
来
、

各
地
か
ら
鎌
倉
に
向
か
う
主
要
な
街
道
の
こ
と
。幕
府
に
よ
っ
て
全
国
各
地
に
守
護
や
地
頭
が
置
か
れ
、

各
地
か
ら
鎌
倉
に
向
か
う
主
要
な
街
道
の
こ
と
。幕
府
に
よ
っ
て
全
国
各
地
に
守
護
や
地
頭
が
置
か
れ
、

各
赴
任
地
に
散
っ
た
東
国
武
士
た
ち
に
と
っ
て「
い
ざ
鎌
倉
」の
時
に
駆
け
つ
け
る
た
め
の
道
で
あ
っ
た
。

各
赴
任
地
に
散
っ
た
東
国
武
士
た
ち
に
と
っ
て「
い
ざ
鎌
倉
」の
時
に
駆
け
つ
け
る
た
め
の
道
で
あ
っ
た
。

そ
の
中
で
幕
府
が
最
も
重
要
視
し
た
道
こ
そ
が
、東
海
道
だ
っ
た
。

そ
の
中
で
幕
府
が
最
も
重
要
視
し
た
道
こ
そ
が
、東
海
道
だ
っ
た
。

あま市

豊橋市

一宮市

知立市

1.現代の道の下に鎌倉街道が眠る。
2.日本武尊（やまとたけるのみこと）と宮簀媛（みや

ずひめ）が逢えなかったという伝説にちなむ。
3.祭神は鹿屋野比売神（かやぬひめのかみ）。通
称、漬物神社として親しまれる。　4.扉の前
の漬物石を3回なでると漬物上手になれる。

1.頼朝が上洛した際に剣と寺領を寄進。
頼朝が死んだ時、その剣が光ったため剣光
寺と呼ばれた。　2.剣光寺の西北にある小
さな橋。　3.鎌倉街道を旅してきた人の馬
が休息中に、池に飲み込まれたという。　
4.神社前の細い道が街道と伝わる。

1.歌人在原業平の菩提を弔うために業平塚
が築かれた折に創建。　2.根が2メートルほ
ど持ち上がっていることから名づけられた。
松の根元に「鎌倉街道之跡」の碑がある。　
3.在原業平が東国に下った時の言い伝えが
伝説として残っている場所。4.鎌倉末期に業
平をしのんで建立されたものと考えられる。

1.頼朝の庇護を受けた三河七御堂のひ
とつ。元は船形山の山岳寺院だが戦国
時代に焼失。今川義元が再興した。　　
2.普門寺から船形山峠に登る道。　
3.船形山山中の旧伽藍址。鎌倉街道は
この元堂付近を通っていたといわれる。
4.頼朝が鞍を奉納したという。　5.頼朝
が愛馬を止め、休息した。　6.普門寺峠
より尾根伝いに北へ。浜名湖が望める。

雲雲
うのやちょううのやちょう

谷町谷町の普門寺、の普門寺、
船形山付近から岩崎町には船形山付近から岩崎町には
頼朝ゆかりの史跡が残る。頼朝ゆかりの史跡が残る。

萱萱
か や つか や つ

津津地区には地区には
鎌倉街道の宿があった。鎌倉街道の宿があった。

五条川堤防沿いに史跡が残る。五条川堤防沿いに史跡が残る。

木曽川町黒田には鎌倉街道の木曽川町黒田には鎌倉街道の
黒田宿（北宿と南宿）黒田宿（北宿と南宿）

があったとされる。があったとされる。

知立市に残る鎌倉街道沿いに知立市に残る鎌倉街道沿いに
は平安歌人在原業平ゆかりのは平安歌人在原業平ゆかりの

史跡が点在する。史跡が点在する。

＊愛知県内では、上記以外にも鎌倉街道の痕跡や言い伝えが残る場所があります。＊愛知県内では、上記以外にも鎌倉街道の痕跡や言い伝えが残る場所があります。

1. 普門寺

3. 普門寺
　 元堂址
　 （もとどうあと）

5. 頼朝駒止めの桜 4. 鞍掛神社

6. 神石山からの眺望 2. 豊橋自然歩道：普門寺コース

1. 萱津の鎌倉街道

1. 剣光寺

1. 在原寺

4. 萱津神社香の物殿

4. 伊富利部神社

4. 業平供養塔

3. 萱津神社

3. 馬取り池の碑

3. 八橋伝説地

2. 阿和手森の石碑

二村山 
源頼朝歌碑（豊明市）

鞍掛神社（豊橋市）

2. 頼朝橋

2. 根上がりの松

2.「鎌倉街道
　  之跡」の碑
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名古屋観光
コンベンションビューロー
052-202-1143

有松山車まつり
（10月第1日曜）

成海神社例祭・鳴海祭（裏方）
（10月第2日曜日）

歴史ある町並みを背景
に、山 車の上でくりひ
ろげられる「からくり人
形」の実演が見所。

五穀豊穣を願い、4輌の山車と神輿が町
を練り歩く。裏方とあるのは社が鳴海城
の裏側に位置しているための呼称。

有松絞りまつり
（６月第１土・日曜）

笠寺観音節分会
（2月2日、3日）

有松・鳴海絞り
工芸品

旧東海道筋でイベント
や絞り製品の販売が行
われ、毎年多くの人が
訪れる盛大なまつり。

毎 年2月2日 に節
分会前夜祭、翌3
日に節分会、豆まき
祈祷を開催。

伝統の技を現代に生か
した個性的な品が多数。

地域とふれあう！四季カレンダー

地域とふれあう！四季カレンダー

手に入れたい！地元の名産品

　

鳴
海
宿
は
江
戸
日
本
橋
か
ら
数
え
て
40
番
目
の

宿
場
町
。古
来
、鳴
海
の
地
は
鳴
海
潟
と
呼
ば
れ
た

干
潟
が
広
が
り
歌
枕
に
詠
ま
れ
た
景
勝
地
で
あ
っ

た
。や
が
て
鳴
海
丘
陵（
尾
張
丘
陵
）
に
は
社
寺
が

多
く
立
ち
並
び
、桶
狭
間
の
戦
い
に
ま
つ
わ
る
城
や

砦
も
築
か
れ
た
。そ
の
後
、海
退
や
干
拓
に
よ
り
陸

地
化
が
進
み
、東
海
道
の
道
筋
が
定
ま
り
鳴
海
宿

が
置
か
れ
た
。
江
戸
中
期
に
は
松
尾
芭
蕉
が
四
度

訪
ね
て
い
る
。
鳴
海
も
有
松
と
同
じ
く
絞
り
の
生

産
・
販
売
を
行
い
、「
有
松
・
鳴
海
絞
り
」と
も
呼

ば
れ
た
。
江
戸
時
代
か
ら
残
る
東
西
の
常
夜
燈
と

数
多
い
社
寺
が
往
時
と
変
わ
ら
ず
存
在
す
る
。

名
鉄
名
古
屋
本
線

本
笠
寺
駅

鳴な

る

海み

宿
〈
鳴
海
〜
笠
寺
〉

有あ

り 
松ま

つ

〈
有
松
〜
鳴
海
〉

　宿場の東の入り口に文化3年（ 1806）に設
置された。　　東海道を西に向かう旅人の目印
になった。山門は宇治の万福寺総門を模した
もの。　　 成海神社の創祠の地。戦国期に鳴海
城の一部とされていた。

→「有松絞り」の開祖竹田庄九
郎を称えた石碑が有松・鳴海絞
会館の駐車場奥にある。

↑銀行店舗前に復
元された高札場が
ある。

　 松尾芭蕉生前に建てられ、本人直筆の文字が刻まれた碑はここだけ。
　 江戸から88里にあたる一里塚。名古屋市内で唯一残っているもの。
　 尾張四観音のひとつ。笠寺観音の名で親しまれている。

日
本
遺
産
に
認
定
さ
れ
た
染
織
の
町

　

名
鉄
有
松
駅
で
下
車
。駅
の
南
側
に
有
松
の
町
が
広
が
る
。

一
旦
線
路
沿
い
に
東
に
向
か
い
、松
野
根
橋
を
渡
り
町
中
に
向

か
う
。町
並
み
保
存
地
区
内
に
は
絞
商
の
豪
壮
な
町
家
を
中
心

に
切き
り

妻つ
ま

平ひ
ら

入い
り

形
式
の
主
屋
が
連
続
す
る
。有
松
一
里
塚
の
前
を

通
り
、自
動
車
道
の
高
架
下
を
く
ぐ
る
。6
0
0
m
ほ
ど
歩
く

と
鳴
海
宿
東
口
の
平
部
常
夜
燈
、さ
ら
に
進
み
中
島
橋
を
渡
り

旧
鳴
海
宿
の
町
中
に
至
る
。

日
本
遺
産
認
定
の
町
並
み
で
時
を
旅
す
る

松
尾
芭
蕉
が
た
び
た
び
訪
れ
た
宿
場
町

　

池
鯉
鮒
宿
と
鳴
海
宿
の
間
に
設
け
ら
れ
た

“
間あ

い

の
宿
”
有
松
は
「
有
松
絞
り
」
で
知
ら
れ

る
。
東
海
道
を
往
来
す
る
旅
人
の
土
産
物
と
し

て
考
案
さ
れ
た
絞
り
染
め
は
、
や
が
て
遠
く
江

戸
ま
で
知
れ
渡
り
、
街
道
筋
の
名
産
品
へ
と
育

ち
、
財
を
築
い
た
絞
商
た
ち
の
繁
栄
が
町
並
み

に
印
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
町
並
み
は
全
国
で
唯

一「
染
織
町
」
と
し
て
重
要
伝
統
的
建
造
物
群

保
存
地
区
に
選
ば
れ
、
さ
ら
に
有
松
独
自
の
伝

統
と
文
化
の
ス
ト
ー
リ
ー
が
評
価
さ
れ
令
和
元

年（
2
0
1
9
）に
は
日
本
遺
産
に
も
認
定
さ
れ

て
い
る
。歌
川
広
重
が
『
名
物
有
松
絞
』
の
画
題

で
描
い
た
浮
世
絵
の
通
り
、
店
前
を
行
き
交
う

旅
人
の
よ
う
に
町
並
み
散
策
が
堪
能
で
き
る
。

歌
枕
や
俳
句
に
詠
ま
れ
た

干
潟
跡
を
ゆ
く

　

名
鉄
鳴
海
駅
を
下
車
。
北
に

2
0
0
m
進
む
と
本
町
交
差

点
。
付
近
に
は
松
尾
芭
蕉
ゆ
か

り
の
誓
願
寺
も
。
西
へ
進
む
東

海
道
は
カ
ー
ブ
し
て
北
へ
向
か

う
。
丹
下
町
常
夜
燈
、
成
海
神

社
を
訪
ね
、再
び
東
海
道
を
北
へ

6
0
0
m
で
松
尾
芭
蕉
ゆ
か
り

の
千
句
塚
公
園
に
至
る
。
東
海

道
は
三
王
山
交
差
点
で
北
西
に

向
か
う
。天
白
橋
を
渡
り
笠
寺
一

里
塚
、
緩
や
か
な
坂
を
上
る
と

笠
覆
寺（
笠
寺
観
音
）に
至
る
。

　 松尾芭蕉最古
の供 養 塔や芭 蕉
像が安置されてい
る芭蕉堂が残る。
　 宿場町の西の
入り口に寛政4年

（1792）に設置さ
れた。
　 熱田神宮の東に
位置するところか
ら「東宮大明神」と
も呼ばれていた。

問

information

　 市 文 化 財 のからくり人 形を載
せた山車を見学できる。　　有松
絞りの歴史や技術を展示。絞り実
演や体験もできる。　　 江戸から
87里にあたる一里塚跡。平成24
年（ 2012）に復元。

誓
願
寺

名
鉄
名
古
屋
本
線

鳴
海
駅

千
鳥
塚

笠
寺
一
里
塚

丹
下
町
常
夜
燈

成
海
神
社

笠
覆
寺

（
笠
寺
観
音
）

徒
歩
4
分

徒
歩
3
分

徒
歩
15
分

徒
歩
5
分

徒
歩
15
分

徒
歩
20
分

徒
歩
8
分

夏

冬

秋

秋

名古屋市 名古屋市

名
鉄
名
古
屋
本
線

鳴
海
駅

徒
歩
5
分

有
松
・
鳴
海
絞
会
館

有
松
一
里
塚

平
部
町
常
夜
燈

有
松
山
車
会
館

瑞
泉
寺

天
神
社

徒
歩
22
分

徒
歩
20
分

徒
歩
1
分

徒
歩
15
分

徒
歩
18
分

22 33 445 11 56 6

徒
歩
12
分

所要時間
約1時間
33分

所要時間
約1時間
10分

距離
約5.3km

距離
約4.2km

information（P19〜21共通）

名
鉄
名
古
屋
本
線

有
松
駅

間の宿間の宿
1

5
6

4

6

4

4

3

3

2

3

5

6

1 誓願寺

有松の町並み

天神社

平部町常夜燈

5 笠寺一里塚

4 千鳥塚

3 成海神社

4 千句塚公園からの眺め

6 笠覆寺（笠寺観音）

有松一里塚

2 丹下町常夜燈

1

1

2

2

有松山車会館有松・鳴海絞会館

5 瑞泉寺

愛知の東海道愛知の東海道
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熱田まつり（６月初旬）

ひつまぶし

天皇陛下のおつかいで
ある勅 使 が参 向 され
る、熱田神宮で最も重
要で荘厳な祭り。

刻んだ蒲焼きを用いた
なごやめしの代表。

地域とふれあう！四季カレンダー

味わいたい！地元の名産品

熱あ

つ

田た

宿
〈
笠
寺
〜
熱
田
〉

　江戸時代は
源 太 夫 社と呼
ばれ、　「ほう
ろく地蔵」の位
置 に鎮 座して
いた。昭和24
年（ 1949）に
熱田神宮境内
に遷座した。

東
海
道
で
最
大
規
模
を
誇
っ
た
宿
場
町

　

熱
田
宿
は
、江
戸
日
本
橋
か
ら
数
え
て
41
番
目

の
宿
場
町
。
熱
田
神
宮
の
門
前
町
で
も
あ
っ
た
こ

と
か
ら
「
宮
宿
」
と
も
呼
ば
れ
た
。
熱
田
宿
は
名

古
屋
城
下
へ
至
る
美
濃
路
の
分
岐
点
で
あ
り
、桑

名
ま
で
海
路
七
里
の
日
和
待
ち
の
大
名
や
旅
人
が

宿
泊
し
た
た
め
、東
海
道
随
一
の
規
模
を
誇
っ
た
。

天
保
14
年（
1
8
4
3
）の
記
録
で
は
本
陣
2
軒
、

脇
本
陣
1
軒
、旅
籠
2
4
8
軒
の
ほ
か
、尾
張
藩
の

浜
御
殿
や
奉
行
所
な
ど
が
立
ち
並
ん
だ
。戦
災
と

戦
後
復
興
、道
路
敷
設
に
よ
り
東
海
道
や
町
は
分

断
さ
れ
た
。現
在
、か
つ
て
の
船
着
場
跡
に
常
夜
燈

が
復
元
さ
れ
、
戦
火
を
免
れ
た
旅
籠
屋
建
物
（
＊
）

が
往
時
の
名
残
を
と
ど
め
て
い
る
。

＊ 

丹
羽
家
住
宅
は
、脇
本
陣
格
の
旅
籠
屋
だ
っ
た
。

東
海
道
一
に
ぎ
わ
っ
た
町
の

面
影
を
た
ど
る

　

名
鉄
本
笠
寺
駅
下
車
し
、北
に
進
む
と

東
海
道
に
突
き
当
た
る
。し
ば
ら
く
住
宅

街
を
歩
く
。4
0
0
m
ほ
ど
進
む
と
左
手

に
富
部
神
社
の
社
叢
や
呼
続
公
園
の
木
々

が
見
え
る
。さ
ら
に
進
み
山
崎
の
坂
道
を

下
り
、山
崎
橋
を
渡
る
。都
市
高
速
道
下

を
走
る
堀
田
高
岳
線（
空
港
線
）の
松
田

橋
交
差
点
で
東
海
道
は
、国
道
下
に
消
え

る
。国
道
脇
の
歩
道
を
進
み
、JR
東
海
道

本
線
ガ
ー
ド
下
を
く
ぐ
る
と
再
び
東
海

道
が
現
れ
る
。熱
田
橋
を
渡
る
と
か
つ
て

の
宿
場
町
が
あ
っ
た
場
所
に
至
る
。

　 徳川家康四男の松平忠吉が創建した。　　人々
が湯を浴びせ祈願したといわれる湯浴地蔵が安置
されている。　　織田信長が整備した浜の道（熱田
～笠寺）に松並木が植えられ海から見ると一筋の縄
に見えたという。熱田宿まで八丁の距離があったこ
とから八丁縄手と呼ばれた。　　小田原の陣で病死
した息子を思う母の気持ちを刻んだ擬宝珠の名文
で知られる。　　三河と熱田をめぐる不思議な由来
を持つ石地蔵を祀るお堂。　 　「七里の渡し」の船
着場跡。常夜燈と時の鐘の鐘楼が復元されている。
　

城
下
町
名
古
屋
を
め
ぐ
る
街
道

　　

慶
長
慶
長
1 51 5
年（
１
６
１
０
）、徳
川
家
康
は

年（
１
６
１
０
）、徳
川
家
康
は

名
古
屋
城
の
築
城
と
城
下
町
建
設
、

名
古
屋
城
の
築
城
と
城
下
町
建
設
、    

運運

河
開
削（
堀
川
）を
行
う
と
と
も
に
、戦
国

河
開
削（
堀
川
）を
行
う
と
と
も
に
、戦
国

時
代
に
清
須
城
と
那
古
野
城（
名
古
屋
城

時
代
に
清
須
城
と
那
古
野
城（
名
古
屋
城

の
前
身
）
を
結
ん
で
い
た
街
道
や
、信
長
死

の
前
身
）
を
結
ん
で
い
た
街
道
や
、信
長
死

後
、清
須
城
主
に
な
っ
た
二
男
・
織
田
信
雄

後
、清
須
城
主
に
な
っ
た
二
男
・
織
田
信
雄

が
美
濃
へ
通
じ
る
た
め
に
拓
い
た
道
な
ど
を

が
美
濃
へ
通
じ
る
た
め
に
拓
い
た
道
な
ど
を

整
備
し
、こ
れ
を
名
古
屋
の
城
下
町
に
通
し

整
備
し
、こ
れ
を
名
古
屋
の
城
下
町
に
通
し

た
。こ
の
道
が
美
濃
路
で
、五
街
道
に
並
ぶ

た
。こ
の
道
が
美
濃
路
で
、五
街
道
に
並
ぶ

重
要
な
道
と
し
て
幕
府
が
管
理
し
た
。

重
要
な
道
と
し
て
幕
府
が
管
理
し
た
。

　

さ
ら
に
家
康
は
慶
長

　

さ
ら
に
家
康
は
慶
長
1 71 7
年（
１
６
１
２
）、

年（
１
６
１
２
）、

大
坂
の
豊
臣
方
と
の
決
戦
に
備
え
、熱
田

大
坂
の
豊
臣
方
と
の
決
戦
に
備
え
、熱
田

を
通
ら
ず
名
古
屋
と
岡
崎
を
結
ぶ
最
短

を
通
ら
ず
名
古
屋
と
岡
崎
を
結
ぶ
最
短

ル
ー
ト
と
し
て
駿
河
街
道
と
平
針
宿
を
開

ル
ー
ト
と
し
て
駿
河
街
道
と
平
針
宿
を
開

設
し
た
。こ
の
道
は
、そ
の
後
の
大
坂
の
陣

設
し
た
。こ
の
道
は
、そ
の
後
の
大
坂
の
陣

の
時
、家
康
と
そ
の
軍
勢
が
利
用
し
大
坂

の
時
、家
康
と
そ
の
軍
勢
が
利
用
し
大
坂

に
向
か
って
い
る
。

に
向
か
って
い
る
。

　

大
坂
夏
の
陣
後
、元
和
元
年（
１
６
１
５
）、

　

大
坂
夏
の
陣
後
、元
和
元
年（
１
６
１
５
）、

木
曽
地
方
と
そ
の
山
林
が
尾
張
藩
領
と
な

木
曽
地
方
と
そ
の
山
林
が
尾
張
藩
領
と
な

り
、こ
れ
を
受
け
元
和

り
、こ
れ
を
受
け
元
和
99
年（
１
６
２
３
）、藩

年（
１
６
２
３
）、藩

に
よ
っ
て
名
古
屋
と
木
曽
地
方
を
結
ぶ
木
曽

に
よ
っ
て
名
古
屋
と
木
曽
地
方
を
結
ぶ
木
曽

街
道
が

街
道
が
拓拓
か
れ
た
。木
曽
領
を
得
た
尾
張
藩

か
れ
た
。木
曽
領
を
得
た
尾
張
藩

で
は
、参
勤
交
代
の
経
路
に
木
曽
街
道
～
中

で
は
、参
勤
交
代
の
経
路
に
木
曽
街
道
～
中

山
道
を
し
ば
し
ば
利
用
し
た
。ま
た
元
和
５
年

山
道
を
し
ば
し
ば
利
用
し
た
。ま
た
元
和
５
年

（
１
６
１
９
）
岐
阜
町
と
長
良
川
水
運
の
支
配

（
１
６
１
９
）
岐
阜
町
と
長
良
川
水
運
の
支
配

権
が
尾
張
藩
領
に
な
り
、か
つ
て
信
長
が
清
須

権
が
尾
張
藩
領
に
な
り
、か
つ
て
信
長
が
清
須

と
岐
阜
間
に

と
岐
阜
間
に
拓拓
い
た
道
を
整
備
し
、美
濃
路

い
た
道
を
整
備
し
、美
濃
路

か
ら
分
岐
し
た
岐
阜
街
道
が

か
ら
分
岐
し
た
岐
阜
街
道
が
拓拓
か
れ
た
。尾

か
れ
た
。尾

張
藩
は
、

張
藩
は
、駿
河
駿
河
街
道
、木
曽
街
道
、岐
阜
街
道

街
道
、木
曽
街
道
、岐
阜
街
道

を
藩
営
街
道
と
し
て
五
街
道
に
準
じ
た
施
設

を
藩
営
街
道
と
し
て
五
街
道
に
準
じ
た
施
設

と
制
度
を
備
え
、整
備
し
た
。

と
制
度
を
備
え
、整
備
し
た
。

　

そ
の
他
、木
曽
街
道
と
同
じ
く
中
山
道

　

そ
の
他
、木
曽
街
道
と
同
じ
く
中
山
道

に
至
る
庶
民
の
道
で
あ
っ
た
下
街
道
や
、尾

に
至
る
庶
民
の
道
で
あ
っ
た
下
街
道
や
、尾

張
地
方
の
野
菜
な
ど
を
下
小
田
井
市
場
に

張
地
方
の
野
菜
な
ど
を
下
小
田
井
市
場
に

運
ん
だ
岩
倉
街
道
な
ど
が
城
下
と
結
ば
れ

運
ん
だ
岩
倉
街
道
な
ど
が
城
下
と
結
ば
れ

て
い
っ
た
。こ
う
し
て
名
古
屋
城
下
は
、街

て
い
っ
た
。こ
う
し
て
名
古
屋
城
下
は
、街

道
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
結
節
点
と
な
り
、各
街

道
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
結
節
点
と
な
り
、各
街

道
の
起
点
は
、城
下
町
を
南
北
に
貫
く
メ

道
の
起
点
は
、城
下
町
を
南
北
に
貫
く
メ

イ
ン
ス
ト
リ
ー
ト
で
あ
っ
た
本
町
通
と
東
西

イ
ン
ス
ト
リ
ー
ト
で
あ
っ
た
本
町
通
と
東
西

に
走
る
伝
馬
町
筋
が
交
差
す
る
「
伝
馬
会

に
走
る
伝
馬
町
筋
が
交
差
す
る
「
伝
馬
会

所
札
の
辻
」と
定
め
ら
れ
て
い
た
。

所
札
の
辻
」と
定
め
ら
れ
て
い
た
。

　

そ
れ
か
ら
約
４
０
０
年
。時
代
の
変
化
と

　

そ
れ
か
ら
約
４
０
０
年
。時
代
の
変
化
と

と
も
に
、道
幅
は
大
き
く
変
わ
り
、ル
ー
ト

と
も
に
、道
幅
は
大
き
く
変
わ
り
、ル
ー
ト

も
変
更
さ
れ
た
箇
所
も
多
く
あ
る
が
、街

も
変
更
さ
れ
た
箇
所
も
多
く
あ
る
が
、街

道
は
今
も
名
古
屋
の
街
中
か
ら
延
び
る
道

道
は
今
も
名
古
屋
の
街
中
か
ら
延
び
る
道

路
網
に
活
き
て
い
る
。

路
網
に
活
き
て
い
る
。

尾
張
地
域
は
古
代
か
ら
交
通
の
要
地
で
あ
り
、北
に
中
山
道（
東
山
道
）、

尾
張
地
域
は
古
代
か
ら
交
通
の
要
地
で
あ
り
、北
に
中
山
道（
東
山
道
）、

南
に
東
海
道
が
走
り
、そ
の
二
つ
の
幹
線
道
が
最
も
接
近
す
る
場
所
で
あ
っ
た
。

南
に
東
海
道
が
走
り
、そ
の
二
つ
の
幹
線
道
が
最
も
接
近
す
る
場
所
で
あ
っ
た
。

清
須
越
に
は
じ
ま
る
名
古
屋
城
下
町
の
建
設
は
、同
時
に
町
と
東
海
道
、中
山
道
と
の
直
結
、

清
須
越
に
は
じ
ま
る
名
古
屋
城
下
町
の
建
設
は
、同
時
に
町
と
東
海
道
、中
山
道
と
の
直
結
、

さ
ら
に
美
濃
・
木
曽
の
重
要
地
域
への
街
道
新
設
が
目
論
ま
れ
て
い
た
。

さ
ら
に
美
濃
・
木
曽
の
重
要
地
域
への
街
道
新
設
が
目
論
ま
れ
て
い
た
。

　　

都
や
主
要
な
城
下
町
か
ら
外
に
延

都
や
主
要
な
城
下
町
か
ら
外
に
延

び
る
街
道
の
出
口
を
何
々
口
と
称
し

び
る
街
道
の
出
口
を
何
々
口
と
称
し

た
が
、名
古
屋
城
下
の
主
な
出
口
は
五

た
が
、名
古
屋
城
下
の
主
な
出
口
は
五

つ
あ
り
、俗
に「
名
古
屋
の
五
口
」
と

つ
あ
り
、俗
に「
名
古
屋
の
五
口
」
と

呼
ば
れ
た
。第
一
は
佐
屋
路
や
東
海

呼
ば
れ
た
。第
一
は
佐
屋
路
や
東
海

道
に
出
る
熱
田
口
、第
二
は
美
濃
路

道
に
出
る
熱
田
口
、第
二
は
美
濃
路

や
途
中
で
分
岐
す
る
岐
阜
街
道
に
出

や
途
中
で
分
岐
す
る
岐
阜
街
道
に
出

る
枇
杷
島
口
、第
三
は
木
曽
街
道
に

る
枇
杷
島
口
、第
三
は
木
曽
街
道
に

出
る
志
水
口（
清
水
口
）、第
四
は
下

出
る
志
水
口（
清
水
口
）、第
四
は
下

街
道（
善
光
寺
街
道
）に
出
る
大
曽

街
道（
善
光
寺
街
道
）に
出
る
大
曽

根
口
、第
五
は
駿
河
街
道
や
伊
那
街
道

根
口
、第
五
は
駿
河
街
道
や
伊
那
街
道

（
明
治

（
明
治
99
年（年（
1
8
7
6

1
8
7
6
）以
降
の
飯

）以
降
の
飯

田
街
道
）に
出
る
三
河
口
で
あ
っ
た
。

田
街
道
）に
出
る
三
河
口
で
あ
っ
た
。〈名古屋城下略図〉

富
部
神
社

名
鉄
名
古
屋
本
線

本
笠
寺
駅

地
下
鉄
名
城
線

熱
田
神
宮
伝
馬
町
駅

地
蔵
院

八
丁
畷
公
園

ほ
う
ろ
く
地
蔵

姥
堂
、裁
断
橋
跡

宮
の
渡
し
公
園

上
知
我
麻
神
社

（
熱
田
神
宮
摂
社
）

徒
歩
10
分

徒
歩
10
分

徒
歩
20
分

徒
歩
10
分

徒
歩
20
分

徒
歩
10
分

徒
歩
18
分

235 1467

夏

名古屋市

所要時間
約1時間
45分

距離
約6km

徒
歩
7
分

1 2

3

4

5
6

1 富部神社

4 姥堂、裁断橋跡

3 八丁畷（はっちょうなわて）
公園

7

7

5

上知我麻神社（熱田神宮摂社）

2 地蔵院

6

5 ほうろく地蔵

宮の渡し公園

愛知の東海道

22 21



　

美
濃
路 
1
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1718

13

6

1011

2223
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名
古
屋
城
下
を
通
り
、東
海
道（
熱

田（
宮
）宿
）と
中
山
道（
垂
井
宿
）を

結
ん
だ
街
道
。東
海
道
の
付
属
街
道
で

あ
り
、宿
場
は
名
古
屋
・
清
須
・
稲
葉
・

萩
原
・
起
・
墨
俣
・
大
垣
の
七
宿
を
数
え

た（
大
垣
以
外
は
尾
張
藩
領
）。参
勤
交

代
に
も
利
用
さ
れ
、ま
た
、朝
鮮
通
信
使
、

琉
球
使
節
、御
茶
壷
道
中
が
通
っ
た
。

　
上
街
道
と
も
い
う
。幕
府
か
ら
木

曽
の
山
林
を
拝
領
さ
れ
た
尾
張
藩

が
開
発
し
た
藩
営
街
道
。名
古
屋

城
下
か
ら
小
牧
宿
、楽
田
、善
師
野

宿
、美
濃
国
土
田
宿
を
経
て
太
田

宿
付
近
で
中
山
道
に
合
流
す
る
。

　

美
濃
路
を
清
須
宿
で
分
岐
し
て
矢
合
、祖
父
江
を
経
て

木
曽
川
を
渡
り
、美
濃
国
・
八
神
に
至
る
街
道
。八
神
に
は

関
ヶ
原
の
戦
い
後
、家
康
さ
ら
に
尾
張
徳
川
家
に
仕
え
た
毛

利
家（
河
内
源
氏
末
裔
）の
八
神
城
が
あ
っ
た
。街
道
は
そ

の
ま
ま
北
上
し
、長
良
川
を
渡
り
、中
山
道
へ
合
流
し
た
。

　

尾
張
藩
初
代
藩
主
徳
川
義
直
が
鷹
狩
を
行
い
、そ
の

風
光
を
愛
で
た
水
野
の
地
。
義

直
は
定
光
寺
を
自
ら
の
墓
所
と

し
た
。歴
代
藩
主
が
、藩
祖
を
祀

る
こ
の
道
を
通
っ
た
た
め〝
殿
様

街
道
”と
も
い
う
。瀬
戸
街
道
の

新
居
で
分
岐
し
、水
野
か
ら
美
濃

国
に
入
り
下
街
道
に
合
流
し
た
。

　

平
針
か
ら
赤
池
、足
助
、武
節
、

稲
橋
を
経
て
信
州
伊
那
谷
に
至
っ

た
道
。古
く
か
ら
尾
張
・
三
河
と

信
州
を
結
ん
だ
要
路
。戦
国
期
に

は
武
田
信
玄
や
織
田
信
長
ら
の
軍

用
道
と
し
て
も
利
用
さ
れ
た
。江
戸
時
代
以
降
は
交
易
路
と

し
て
、中
馬
街
道
、塩
の
道
、信
州
で
は
三
州
街
道
と
も
呼
ば

れ
た
。中
馬
の
荷
駄
が
往
来
し
、信
州
か
ら
は
木
地
椀
や
山

地
の
産
物
が
、名
古
屋
か
ら
は
塩
や
海
産
物
が
運
ば
れ
た
。

＊
吉
田（
豊
橋
）か
ら
新
城
、田
口
、津
具
を
経
て
信
州
伊
那
谷
に
至
っ

た
街
道
も「
伊
那
街
道
」と
呼
ば
れ
て
い
た
。地
域
に
よ
り「
伊
奈
」の

表
記
、「
伊
那
」の
表
記
が
あ
っ
た
。

　

伊
那
街
道
の
赤
池
か
ら
分
岐
し
、和
合
を
経
て
三
河
国

に
入
り
、挙
母
城
下
に
至
る
街
道
。さ
ら
に
矢
作
川
を
渡

り
、尾
張
藩
の
重
臣
渡
邊
家
の
所
領
地
で
あ
る
寺
部
の
南

を
通
り
、七
里
街
道（
足
助
街
道
）に
合
流
し
て
い
た
と
い

う
。明
治
以
降
に
新
城
ま
で
通
じ
た
。

　

名
古
屋
城
下
の
大
曽
根
か
ら
瀬
戸
・
品
野
、美
濃
国
・
柿

野
を
経
て
信
州
へ
通
じ
た
中
馬
の
道
と
し
て
信
州
飯
田
街
道

と
も
呼
ば
れ
た
。江
戸
後
期
以
降
は
、瀬
戸
周
辺
で
焼
か
れ

た
陶
磁
器
の
運
搬
道
と
な
っ
た
。

　

尾
張
藩
が
木
曽
街
道
を
拓
い

た
後
、尾
張
藩
重
臣
で
犬
山
城

主
の
成
瀬
正
虎
が
拓
い
た
。木

曽
街
道
の
楽
田
追
分
で
分
岐

し
、犬
山
城
下
に
至
る
街
道
。

　

東
海
道
・
熱
田（
宮
）
宿
と
桑

名
宿
を
海
路
で
結
ん
だ
七
里
の
渡

し
を
避
け
る
東
海
道
の
バ
イ
パ
ス

道
。「
東
海
道
佐
屋
廻
り
」と
呼
ば
れ
た
。宿
場
は
、岩
塚
・

万
場
・
神
守
・
佐
屋
の
四
宿
を
数
え
た
。佐
屋
湊
か
ら
は
桑

名
宿
ま
で
は
船
で
佐
屋
川
、木
曽
川
を
渡
っ
た
。佐
屋
宿
は

渡
し
場
が
あ
る
重
要
な
宿
で
、将
軍
や
紀
州
徳
川
家
な
ど

の
賓
客
用
の
佐
屋
御
殿
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。

　

中
世
の
津
島
は
木
曽
川
の
支
流
が

流
れ
込
み
川
湊
と
し
て
栄
え
た
。美
濃

路
の
須
ヶ
口
か
ら
分
岐
し
て
津
島
に
至

る
古
く
か
ら
の
道
。上
街
道
と
も
呼
ば

れ
た
。甚
目
寺
か
ら
勝
幡
ま
で
は
古
代

条
里
制
の
遺
構
を
利
用
し
、ほ
ぼ
一
直
線
の
道
筋
と
な
っ
て

い
る
。津
島
神
社
へ
の
参
詣
の
道
と
し
て
も
に
ぎ
わ
っ
た
。

　

東
海
道
の
鳴
海
宿
で
分
岐
し
、大

高
、横
須
賀
、大
野
、常
滑
に
至
る
街

道
。知
多
半
島
の
西
側
を
通
る
た
め

西
浦
街
道
と
呼
ば
れ
た
。尾
張
藩
二

代
藩
主
徳
川
光
友
は
横
須
賀
に
御

殿
を
建
て
、し
ば
し
ば
来
臨
し
た
。

　

海
の
面
し
た
知
多
半
島
の
物
資
輸
送

は
、海
路
が
中
心
で
あ
っ
た
た
め
、特
に

南
部
の
陸
路
の
整
備
は
進
ま
な
か
っ
た
。

東
海
道
の
池
鯉
鮒
宿（
知
立
）
で
分
岐

し
刈
谷
、緒
川
、半
田
、河
和
を
経
て
師

崎
ま
で
至
る
街
道
。知
多
半
島
の
東
側

を
通
る
た
め
東
浦
街
道
と
い
う
。

＊
東
海
道
の
起
点
を
東
阿
野（
豊
明
市
）と
し
以
降
、大
府
、緒
川
、

半
田
、河
和
、師
崎
に
至
る
道
と
い
う
説
も
あ
る
。

　

名
古
屋
城
下
の
東
、出
来
町（
古
出
来
町
）か
ら
猪
子
石
、

尾
張
旭
の
稲
葉
、三
郷
を
経
て
瀬
戸
で
信
州
飯
田
街
道
に

合
流
し
た
中
馬
の
道
。

　

名
古
屋
城
築
城
以
前
か
ら
名
古
屋
の
東
部
と
三
河
を

結
ん
だ
古
く
か
ら
の
道
。名
古
屋
城
下
か
ら
末
森
、高
針
、岩

崎
を
通
り
、伊
那
街
道
に
合
流
し
た
。高
針
に
は
中
馬
の
馬
宿

が
あ
り
、こ
の
道
も
か
つ
て
は
信
州
飯
田
街
道
と
呼
ば
れ
た
。

　

平
針
西
口
か
ら
八
事
丘
陵
の
す
そ
野
を
通
っ
て
東
海
道

の
山
崎
に
合
流
し
た
道
。熱
田
神
宮
や
伊
勢
神
宮
へ
の
宮

参
り
の
道
と
し
て「
み
や
道
」と
も
呼
ば
れ
た
。

　

美
濃
路
の
江
川
か
ら
分
岐
し
、浄
心
を
北
に
小
田
井
で

岩
倉
街
道
と
合
流
す
る
道
。名
古
屋
城
築
城
以
前
か
ら
の

古
道
と
さ
れ
る
。

　

慶
安
2
年（
1
6
4
9
）、熱
田
新
田
の
干
拓
が
行
わ

れ
た
後
、新
田
の
北
側
の
堤
防
上
に
自
然
に
で
き
た
道
。城

下
南
の
尾
頭
橋
か
ら
下
之
一
色
を
結
ん
だ
。堤
防
上
の
道

が
よ
く
曲
が
っ
て
い
た
た
め
、く
ね
く
ね
曲
が
っ
て
お
り
や

が
て「
百
曲
街
道
」と
呼
ば
れ
た
。熱
田
新
田
は
33
に
区
画

さ
れ（
番
割
と
呼
ば
れ
た
）、干
拓
地
に
安
全
と
守
護
を
願

い
西
国
三
十
三
ヶ
所
を
模
し
て
観
音
堂
が
祀
ら
れ
た
。

　

津
島
街
道
の
根
高（
愛
西
市
）か
ら
分
岐
し
、木
曽
川
を

越
え
て
美
濃
国
・
高
須
に
通
じ
た
街
道
。高
須
に
は
尾
張
藩

二
代
藩
主
徳
川
光
友
の
二
男
が
、幕
府
か
ら
所
領
を
与
え
ら

れ
立
藩
し
た
高
須
藩
が
置
か
れ
た
。

　

日
本
武
尊
の
東
征
の
帰
り

道
と
い
う
伝
説
が
残
る
道
。

木
曽
街
道
を「
上
街
道
」
と

呼
ぶ
の
に
対
し
、「
下
街
道
」

と
呼
ば
れ
た
。
名
古
屋
大
曽

根
か
ら
勝
川
、内
津
を
経
て
美
濃
国
へ
入
り
中
山
道
に
合
流

す
る
。名
古
屋
か
ら
木
曽
方
面
に
出
る
の
に
木
曽
街
道
に
比

べ
距
離
も
短
く
、平
坦
で
あ
っ
た
た
め
、善
光
寺
参
り
や
伊

勢
参
り
の
庶
民
を
は
じ
め
、物
資
の
輸
送
で
に
ぎ
わ
っ
た
。

　

美
濃
路
の
下
小
田
井
で
分
岐
し
岩

倉
、小
折（
江
南
市
布
袋
）に
至
る
街

道
。江
戸
時
代
、枇
杷
島
橋
西
詰
め
に

下
小
田
井
の
市
場
が
設
け
ら
れ
、尾

張
北
部
で
と
れ
た
青
物
が
こ
の
道
を

通
り
名
古
屋
城
下
に
運
ば
れ
た
。

　

江
戸
時
代
初
期
、名
古
屋
南

部
か
ら
旧
愛
知
郡
の
海
岸
部
の

星
崎
七
ヶ
村（
名
古
屋
市
南
区

星
崎
）
に
は
塩
浜
が
広
が
り
前

浜
と
呼
ば
れ
た
。こ
こ
で
生
産
さ

れ
た
塩
を
内
陸
に
運
ん
だ
街
道
。

街
道
は
、伊
那
街
道
や
瀬
戸
街
道

（
品
野
街
道
）、下
街
道
と
合
流

し
、塩
は
信
州
に
運
ば
れ
た
。

　

美
濃
路
の
四
ツ
家
で
分
岐
し
、一
宮
、黒
田
を
経
て
木

曽
川
を
渡
り
、美
濃
国
に
入
り
笠
松
、中
山
道
加
納
宿
を

経
て
岐
阜
町（
尾
張
藩
領
）に
至
る
街
道
。

　

岐
阜
街
道

　

木
曽
街
道（
上
街
道
）

　

八
神
街
道

　

水
野
街
道

　

伊
那
街
道（
飯
田
街
道
）

　

挙
母
街
道

　

瀬
戸
街
道（
品
野
街
道
）

　

稲
置
街
道（
犬
山
街
道
）

　

佐
屋
路

　

津
島
街
道

　

西
浦
街
道（
常
滑
街
道
）

　

東
浦
街
道（
師
崎
街
道
）

　

山
口
街
道

　

高
針
街
道

　

平
針
街
道

　

稲
生
街
道

　

百
曲（　

）街
道

　

高
須
街
道

　

下
街
道（
善
光
寺
街
道
）

　

岩
倉
街
道

　

駿
河
街
道 

　

塩
付
街
道

　
徳
川
家
康
が
熱
田（
宮
）を
通
ら
ず
、名

古
屋
と
岡
崎
を
直
接
結
ぶ
た
め
に
拓
い
た

街
道
。岡
崎
街
道
と
も
い
う（
＊
名
古
屋

か
ら
平
針
ま
で
を
駿
河
街
道
と
し
て
、平

針
か
ら
岡
崎
ま
で
を
岡
崎
街
道
や
平
針
街

道
と
す
る
説
も
あ
る
）。豊
臣
方
と
の
決

戦
を
控
え
当
初
は
軍
事
目
的
が
強
か
っ
た

が
、泰
平
の
世
と
な
る
と
平
針
・
岡
崎
間
の
重
要
性
が
下
が
り
、

平
針
経
由
で
接
続
し
て
い
た
伊
那
街
道
と
の
結
び
つ
き
が
強
ま

り
、信
州
に
向
か
う
重
要
な
交
易
路
に
変
わ
っ
て
い
っ
た
。

＊
明
治
9
年（
1
8
7
6
）に
伊
那
街
道
が
県
道
三
等
飯
田
街
道
と
さ
れ
、

の
ち
に
名
古
屋
・
平
針
間
の
駿
河
街
道
も
含
ま
れ
、現
在
に
至
っ
て
い
る
。

ひ
ゃ
く
ま
が
り

旧枇杷島橋案内板（名古屋市西区）

下之町の旧街道（小牧市）道標（名古屋市東区）

道標
（名古屋市

熱田区）

定光寺（瀬戸市）

“中馬の道”に残る
馬頭観音

（豊田市足助町）

道標（津島市）

中小田井の旧街道
（名古屋市西区）

本町通の風景（犬山市）

石仏町の旧街道（名古屋市昭和区）
大高の旧街道
（名古屋市緑区）

緒川の旧街道
（東浦町）

駿河街道説明版
（名古屋市昭和区：川名公園）

＊上記地図は、江戸期の尾張地方の全街道図ではありません。
　また地形や河川の形状はおおよその位置であり、略図としてご覧ください。

城下町名古屋をめぐる街道
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地域とふれあう！四季カレンダー 東
海
道
と
中
山
道
を
結
ん
だ
陸
路
の
道

名な

古ご

屋や

宿

〈
丸
の
内
〜
東
枇
杷
島
〉

　

美
濃
路
は
、東
海
道
の
熱
田
宿（
宮
）
と
中
山
道
の
垂

井
宿
を
結
ん
だ
東
海
道
の
脇
街
道
。宿
場
は
名
古
屋
、清

須
、稲
葉
、萩
原
、起
、墨
俣
、大
垣
の
七
宿
が
置
か
れ
た
。

幕
府
の
規
定
に
よ
れ
ば
、各
宿
に
は
中
山
道
と
同
じ
く
50
人・

50
疋
の
人
馬
が
置
か
れ
、五
街
道
に
次
ぐ
重
要
な
街
道
と

さ
れ
た
。こ
の
う
ち
名
古
屋
宿
は
特
殊
な
宿
場
だ
っ
た
。

本
陣
、脇
本
陣
、旅
籠
は
な
く
将
軍
や
朝
鮮
通
信
使
ら
の

休
泊
を
担
っ
た（
＊
1
）
。ま
た
名
古
屋
宿
の
札
の
辻
は
、美
濃

路
を
は
じ
め
、岡
崎
に
至
る
駿
河
街
道
（
＊
2
）
、中
山
道
伏

見
宿
に
通
じ
る
木
曽
街
道
、中
山
道
大
井
宿
に
通
じ
る
下

街
道
、各
街
道
の
起
点
で
あ
っ
た（
P
22
参
照
）。

＊
1 

諸
大
名
は
通
過
さ
せ
、一
般
の
旅
人
は
宿
場
に
近
い
玉
屋
町（
名
古

　
　

 

屋
市
中
区
）の
旅
籠
を
利
用
さ
せ
た
。

＊
2 

明
治
以
降
は
飯
田
街
道

清
須
越
由
来
の
橋
、蔵
の
道
、

古
民
家
が
残
る
道

　 堀川七橋のひとつ。美濃路がこの橋を通っていた
ため江戸時代は一番のにぎわいであったといわれる。
　 元は清須を流れる五条川に架かっていたもの
を「清須越」の際一緒に移した橋。現在の橋は昭和
13年（ 1938）に架け替えられたもの。

　 新道六箇寺のひとつ。尾張徳川家初代徳川義直
は、鷹狩に行った際にここでよく小憩したという。
　 榎権現で親しまれる。織田信長が桶狭間の戦い
の際、戦勝祈願に太刀一口を寄贈したといわれる。
　 長寿延命と豊作祈願の提灯祭りが有名。

　江戸時代の枇杷島橋が架かっ
ていたとされる位置に設置。江戸
時代の橋は川の中にあった中島
を中継し二つの橋が架かっていた。

起宿／旧湊屋文右衛門邸（一宮市）

起宿／冨田一里塚（一宮市）

旧枇杷島橋案内板（名古屋市西区 ）

名古屋宿/札の辻跡（本町通・伝馬町通交差点 ）（名古屋市中区 ）

萩原宿／正瑞寺（一宮市）

清須宿／清須宿本陣跡（ 清須市）

稲葉宿／稲葉宿本陣跡ひろば（稲沢市）

6

1

2

5

4

3

愛
知
の
美
濃
路

名古屋市

八
坂
神
社

白
山
神
社 距離

約6km

地
下
鉄
桜
通
線
／
鶴
舞
線

丸
の
内
駅

名
鉄
名
古
屋
本
線

東
枇
杷
島
駅

五
条
橋

海
福
寺

旧
枇
杷
島
橋

案
内
板

伝
馬
橋

徒
歩
7
分

徒
歩
12
分

徒
歩
15
分

徒
歩
27
分

徒
歩
18
分

徒
歩
19
分

徒
歩
10
分

所要時間
約1時間
48分

6

5 八坂神社

旧枇杷島橋案内板

3

4 白山神社

海福寺

1 伝馬橋2 五条橋

名古屋観光
コンベンションビューロー
052-202-1143

問

information

美
濃
路
は
、東
海
道
と
中
山
道
を
結
ん
だ
重
要
な
街
道
。

陸
路
の
道
ゆ
え
将
軍
の
上
洛
に
、朝
鮮
通
信
使
や
琉
球
使
節
の
貴
人
、

そ
し
て
将
軍
家
へ
献
上
さ
れ
た
象
も
運
ば
れ
た
。

新
た
な
道
と
交
わ
り
生
活
道
路
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
っ
た
今
も
な
お
、

街
道
風
景
や
史
跡
と
と
も
に
時
を
刻
む
。

さ
あ
、美
濃
路
へ
。

アーケードには各店舗
などが作成した張りぼ
てや装飾、出店が並ぶ。

提灯祭り（5月第3土・日曜日）

円頓寺七夕まつり
（7月最終水曜日から5日間）

八坂神社のおまつり。境内に沢山の提灯が飾
られ、中でも高さ約20mの竿に吊るした「山
笠提灯」は見物。

春

夏

　
名
古
屋
市
営
地
下
鉄
丸
の
内

駅
5
番
口
か
ら
東
に
向
か
い
本

町
通
を
南
へ
。1

本
目
の
交
差
点

が
旧
札
の
辻（
本
町
通
と
伝
馬

通
の
交
差
点
）。美
濃
路
は
そ

の
ま
ま
西
へ
向
か
い
、伝
馬
橋
を

渡
り
堀
川
沿
い
を
北
へ
。中
橋

か
ら
五
条
橋
に
か
け
て
美
濃
路

と
並
行
に
四
間
道
が
あ
る
。幅

下
二
丁
目
交
差
点
を
西
へ
。な

ご
や
小
学
校
・
幅
下
公
園
の
敷

地
に
沿
っ
て
北
へ
。国
道
22
号
線

を
歩
道
橋
で
渡
り
3
本
目
の
T

字
路
を
西
へ
進
む
。後
は
庄
内

川
ま
で一
直
線
の
道
と
な
る
。

5 4 1236

愛知の美濃路
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清須市観光協会
052-400-2911
清須市須ケ口1238

稲沢市観光協会
0587-22-1414
稲沢市朝府町15-12
稲沢市産業会館内

【清須市ガイドボランティアの会】
　052-400-2911

（清須市役所産業課内 清須市観光協会）
※要予約・無料（随時コースは有料）

【稲沢市観光協会観光ボランティア】
　0587-22-1414

（稲沢市観光協会事務局内）※要予約・無料

地域とふれあう！
四季カレンダー

名
鉄
名
古
屋
本
線 

新
清
洲
駅

名
鉄
名
古
屋
本
線 

西
枇
杷
島
駅

長
束
正
家
邸
跡

新
川
橋
橋
詰

ポ
ケ
ッ
ト
パ
ー
ク

四
ツ
家
追
分
跡

清
洲
城
、清
須
古
城
跡

長光寺の六角堂

信
長
を
は
じ
め
武
将
た
ち
の
面
影
に
出
会
う

　

美
濃
路
は
、信
長
死
後
、清
須
城
主
と
な
っ
た
織
田
信

雄
（
＊
1
）
が
清
須
か
ら
美
濃
方
面
へ
至
る
道
を
改
修
し
た
の

が
始
ま
り
と
い
わ
れ
る
。さ
ら
に
信
雄
の
後
、城
主
と
な
っ

た
豊
臣
秀
次
が
伝
馬
制
を
敷
き
、清
須
、墨
俣
、大
垣
が

宿
駅
と
な
っ
て
い
た
。

　

清
須
は
室
町
時
代
後
期
に
は
、尾
張
の
中
心
と
な
っ
た

が
、慶
長
15
年（
1
6
1
0
）の
清
須
越
で
町
は
一
時
寂
れ

た
。し
か
し
、美
濃
路
が
整
備
さ
れ
新
た
に
宿
場
が
置
か

れ
町
は
再
び
に
ぎ
わ
い
を
取
り
戻
し
た
。稲
葉
宿（
＊
2
）は
、

美
濃
路
で
は
最
も
多
い
3
か
所
の
問
屋
場
が
設
け
ら
れ
て

い
た
。稲
葉
村
と
小
沢
村
の
二
村
で
宿
駅
機
能
を
務
め
て
い

た
が
、明
治
20
年（
1
8
8
7
）に
合
併
し
、稲
沢
村
と
な

り
現
在
の
市
名
と
な
っ
た
。

＊
１　

信
長
二
男
。名
の
読
み
は「
の
ぶ
か
つ
」、「
の
ぶ
お
」の
２
つ
の
説
が
あ
る
。

＊
２　

稲
葉
宿
ル
ー
ト
、史
跡
紹
介
は
P

29 
に
掲
載

風
情
あ
る
町
家
を
眺
め
、

清
洲
城
へ
向
か
う
コ
ー
ス

城
下
町
ら
し
さ
と

信
長
の
面
影
を
感
じ
る
コ
ー
ス

　

名
古
屋
か
ら
西
北
へ
進
み
庄
内
川
を
越
え
て

西
枇
杷
島
に
入
る
と
、橋
詰
神
社
の
東
に
美
濃

路
の
道
標
が
残
さ
れ
て
い
る
。こ
の
辺
り
は
か
つ

て
岩
倉
、八
神
、津
島
へ
向
か
う
各
街
道
が
集
中

し
て
い
た
た
め
、
市
場
や
問
屋
町
と
し
て
栄
え

た
。屋
根
神
様
を
祀
っ
た
家
や
豪
壮
な
家
屋
、珍

し
い
木
造
三
階
建
て
な
ど
貴
重
な
木
造
町
家
建

築
の
家
々
が
残
る
西
枇
杷
島
、須
ヶ
口
、清
須
宿

の
跡
を
歩
き
、清
洲
城
を
目
指
す
。

　

ＪＲ
清
洲
駅
の
東
側
か
ら
街
道
を
歩
く
と
、三
差
路

や
見
通
し
の
悪
い
曲
が
り
角
な
ど
、城
下
町
ら
し
い

道
が
残
る
。長
光
寺
前
に
あ
る
四
ツ
家
追
分
の
道
標

な
ど
、街
道
の
旧
跡
も
見
逃
せ
な
い
。ま
た
織
田
信
雄

が
父
・
信
長
の
菩
提
寺
と
し
て
建
て
た
総
見
院
や
、

信
長
が
愛
飲
し
た
井
戸
水
が
湧
い
て
い
た「
臥が

松し
ょ
う

水す
い

」

の
あ
る
長
光
寺
な
ど
信
長
ゆ
か
り
の
地
も
多
く
、歴

史
の
鼓
動
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
コ
ー
ス
だ
。

清洲城で初日の出（1月1日）

天下の奇祭 国府宮
はだか祭（旧暦正月13日）

土田南瓜カレー（清須市）
清須特産の土田かぼちゃを
使ったカレー。

清洲城を中心に、時代行列や火
縄銃演武、各種アトラクションを
開催。

毎年元旦の午前6時30分から
城を開館し、清洲城天主閣から
初日の出を望むイベント。

42歳と25歳の厄年を迎える
男性を中心に、サラシの褌に白
足 袋 姿 の
数 千 人 の
裸男が集ま
り、厄除け
を祈願する
奇祭。

清洲城信長まつり
（10月中旬）

西枇杷島の
町並み

新川の屋根神様

西枇杷島問屋記念館（旧山田邸）

総見院

飴茶庵

亀翁寺

四ツ家追分跡

清洲城

清須宿本陣跡

国府宮一ノ鳥居

清涼寺

長束正家邸跡

　山田九左衛門家を移築した「問屋記念館」。
問屋の暮らしを学ぶことができる　　町家を改修
した休憩所「飴茶庵」。駄菓子の販売やギャラ
リーがある

　高さ3.6mの宝塔。寺の北に刑場があっ
たことから罪人を弔うために建立。　　
　新川橋西詰にあるポケットパークには街
道の道標や新川開削の碑などがある。
　寺の前の角に高札が立ち、「札ノ辻」と
呼ばれていた。　　美濃路最大の建坪を
誇ったが、地震や火災で正門だけが残る。
　 平成元年（ 1989）に建設された模擬
天守。館内は歴史資料館。

　 元は織田信雄が父・信長の菩提寺として建立。清須越で移転した後、新たに建立された。　
　南北朝時代の寄木造による秘蔵・虚空蔵菩薩坐像を安置する。　　
　（道標）岐阜街道との分岐にあたる四ツ家追分にあった道標。長光寺門前に移築された。

（町並み）長光寺付近は古い建物と現代的な民家が混在している。　
（六角堂）長光寺のシンボル六角堂。六角形をした珍しい形の地蔵堂。　
（井戸）織田信長が愛飲したと伝わる「臥松水」といわれる井戸。

　 美濃路と岐阜街道の分岐点を示す。
　 豊臣秀吉の五奉行の一人であった長束
正家の屋敷があった地。 　 農商業守護、
厄除けの神として信仰される「尾張大國
霊神社（国府宮）」の一の鳥居。

（右上）「須ヶ口一里塚跡」。熱田宿から
古渡、江川を経て3つ目の一里塚。（左上）
屋根の上に祀る名古屋独特の屋根神様。
秋葉、津島、熱田の三社を祀っている。 

（下）琉球使節や象、茶壺道中など多くの
旅人が行き交った美濃路。

いなざわ植木まつり
（4月20日～29日）

尾張西枇杷島まつり
（6月上旬の土・日曜）

国府宮参道一帯で植木・苗木の
即売、体験講座やマルシェなど
を開催。

200余年の伝統ある山車がひ
き回され、美濃路に夏の訪れを
告げる。

味わいたい！地元の名産品

問 問

所 所

所要時間
約2時間
2分

距離
約7.2km

距離
約6.4km

J
R
東
海
道
本
線

清
洲
駅

名
鉄
名
古
屋
本
線

国
府
宮
駅

瑞
正
寺（
大
宝
塔
）

亀
翁
寺

長
光
寺

清
須
宿
本
陣
跡

国
府
宮
一
ノ
鳥
居

西
枇
杷
島
問
屋

記
念
館（
旧
山
田
邸
）

飴
茶
庵

総
見
院

清
涼
寺

徒
歩
15
分

徒
歩
50
分

徒
歩
35
分

徒
歩
1
分

徒
歩
4
分

徒
歩
3
分

徒
歩
23
分

徒
歩
5
分

徒
歩
10
分

徒
歩
5
分

徒
歩
13
分

徒
歩
12
分

徒
歩
15
分

徒
歩
23
分

徒
歩
15
分

所要時間
約1時間
47分

information

清須市

清須市・稲沢市

春

夏

冬

秋

清き

よ

須す

宿
〜
稲い

な

葉ば

宿  

5 44 7

3

3

3

長光寺付近の町並み3

長光寺前の四ツ家追分の道標3

長光寺の井戸3

3

7

7

6

6

6

6

5

5

5

5

4

4

4

4

2

2

2

2

1

1

1

1

須ヶ口
一里塚跡

瑞正寺（大宝塔）新川橋橋詰ポケットパーク

121 5 323 66

愛知の美濃路愛知の美濃路
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祖父江ぎんなん（稲沢市）
日本を代表する産地。
菓子や麺など加工品もある。

稲沢市観光協会
0587-22-1414
稲沢市朝府町15-12 
稲沢市産業会館内

【稲沢市観光協会観光ボランティア】
　0587-22-1414

（稲沢市観光協会事務局内）
※要予約・無料

地域とふれあう！四季カレンダー

　 船橋河戸の近くに高札場があった。
　 街道から定渡船場に向かう角に建
つ「旧湊屋文右衛門邸」は明治初期
に建てられた商家。　　 金刀比羅社
前の定渡船場跡。他に宮河戸と船橋
河戸に渡し口があった。

名
鉄
尾
西
線 

萩
原
駅

起
渡
船
場
跡
～
定
渡

船
場
跡
、常
夜
燈

川
面
を
渡
る
風
と
と
も
に
尾
張
側
の
終
点
へ

稲い

な

葉ば

宿
〜

萩は

ぎ

原わ

ら

宿
〜
起

お

こ

し

宿

　

美
濃
路
は
、濃
尾
平
野
を
貫
く
道
の
た
め
平
坦
な
道

が
続
く
が
、美
濃
国
で
は
大
河
川
が
多
か
っ
た
。輪
中
地

帯
を
流
れ
る
揖い

斐び

川（
佐さ
わ
た
り渡
川
）、長
良
川（
墨
俣
川
）、

境
川（
小
熊
川
）、
尾
張
と
美
濃
の
国
境
を
流
れ
る
木

曽
川（
起
川
）は
い
ず
れ
も
渡
船
に
よ
る
通
行
で
あ
っ
た
。

一
方
、尾
張
国
で
は
庄
内
川
に
枇
杷
島
橋
、日
光
川（
萩

原
川
）に
は
萩
原
橋
が
架
け
ら
れ
て
い
た
。

　

萩
原
橋
の
あ
っ
た
萩
原
宿
は
、小
さ
な
宿
場
だ
っ
た
が
、

幕
府
の
巡
見
使
が
通
っ
た
巡
見
街
道
が
交
わ
り
、西
美
濃

に
続
く
多
良
街
道
の
起
点
で
も
あ
っ
た
た
め
陸
上
交
通
の

タ
ー
ミ
ナ
ル
で
も
あ
っ
た
。起
宿
は
、木
曽
川
を
渡
る
起
渡

船
場
の
あ
る
宿
場
町
で
、水
陸
交
通
の
拠
点
と
し
て
に
ぎ

わ
い
、明
治
時
代
以
降
も
織
物
の
町
と
し
て
栄
え
た
。

問
屋
場
を
中
心
に
栄
え
た

宿
場
町
を
歩
く
コ
ー
ス

水
陸
交
通
の
要
と
し
て
栄
え
た

起
を
目
指
す
コ
ー
ス

　

東
、
中
、
西
に
問
屋
場
が
置
か
れ
て
い
た
稲
葉

宿
。中
問
屋
場
を
務
め
た
伊
東
家
の
前
に
は
現
在

石
碑
が
あ
り
、格
子
の
立
派
な
町
家
造
り
が
歴
史

を
伝
え
て
い
る
。三
代
将
軍
徳
川
家
光
が
上
洛
し

た
際
に
宿
と
し
た
禅
源
寺
や
、街
道
沿
い
に
鳥
居

が
あ
る
中
嶋
宮
を
経
て
立
場
茶
屋
の
あ
っ
た
高
木

へ
。茶
屋
で
一
服
す
る
人
々
の
賑
わ
い
を
思
い
浮
か

べ
な
が
ら
、
国
道
１
５
５
号
を
越
え
て
萩
原
宿
へ

向
か
う
。

　

名
鉄
萩
原
駅
か
ら
ま
ず
は
冨
田
の
一
里
塚
へ
。街

道
の
両
側
に
榎
の
木
が
残
り
、美
濃
路
で
唯
一
原
形

を
と
ど
め
る
貴
重
な
一
里
塚
で
あ
る
。美
濃
路
を
し

ば
し
逸
れ
て
、織
田
信
長
と
舅
の
斎
藤
道
三
が
初
対

面
し
た
聖
徳
寺
跡
へ
立
ち
寄
り
、そ
の
ま
ま
北
へ
向

か
う
。木
造
の
町
家
が
点
在
す
る
起
の
宿
場
跡
で
歴

史
の
薫
り
に
包
ま
れ
な
が
ら
木
曽
川
の
渡
船
場
跡

に
着
く
と
、尾
張
側
の
美
濃
路
は
終
点
と
な
る
。

　美濃路稲葉宿本陣跡ひろば
の門前には稲葉宿本陣跡の石
碑が立つ。 　3つの問 屋 場
の内、中問屋場を務めていた
伊東氏邸前。　   南へ続く津
島道を示す道標。「右つしま道 
三里」と刻まれた石の円柱。

（町並み）古い町家や蔵が多く残り、宿場町ならではの風情を色濃く伝えている。
　 美濃路で唯一両側に塚が残る「冨田一里塚」。西側には公園が整備されている。
　織田信長と舅の斎藤道三が会見したと伝わる聖徳寺があった場所。　

（右）商店の横に残る
高木一里塚跡の碑。
明治の初めまで榎が
残っていた。　（左）
串作庄屋・佐藤家跡。
徳川家茂が上洛の際
休憩した地。

（右）尾張藩家老の
石河氏が名古屋城に
参勤した道の分岐点。

（ 左 ）大明神社前か
ら対 岸 の新 井 村 の
燈明河戸へ向かう渡
し口。　

　三代将軍徳川家光が旅宿にしたほか、朝鮮
通信使や琉球使節とも関係が深い。　　街道
沿いにある中嶋宮の鳥居。社殿は離れて建
ち、隣接して長隆寺がある。　　正瑞寺の前
には高札場が置かれていた。　　萩原宿は上
町と下町に問屋場が置かれていた。上問屋跡
に石碑が建っている。

　（右）起宿脇本陣を務めた林家
の建物。内部と日本庭園を公開。

（左）起宿や美濃路や織物に関
する資料を中心に展示。

起宿の町並み

紅葉のおもてなし（11月下旬）

びさいまつり（10月第4日曜・前日）

そぶえイチョウ黄葉まつり（11月下旬）
稲沢市祖父江町をイチョウが黄金色に彩る
季節に合わせて和太鼓の演奏や多彩なイ
ベントを開催。

全国選抜チンドン祭（5月下旬）
萩原商店街で開催。全国から集まるチン
ドンマンがパフォーマンスを披露する。

一宮市尾西歴史民俗資料館別館・旧林家
住宅で、庭園の紅葉の中で茶会や演奏会を
開催。

十二単衣を着た織姫、童女が登場する織姫パ
レードや踊る仮装パレードが町を盛り上げる。

←起渡船場には3か所
の渡し場所があった。

桃花祭（4月1日～3日）
真清田神社の例祭。短冊祭、歩射神事、神輿渡御

（みこしとぎょ）のほか、武者行列など見所も多い。

問

問

所

所

所要時間
約2時間
20分

距離
約8.4km

名
鉄
名
古
屋
本
線

国
府
宮
駅

津
島
道
道
標

正
瑞
寺

萩
原
宿
問
屋
場
跡

美
濃
路
稲
葉
宿

本
陣
跡
ひ
ろ
ば

稲
葉
宿
問
屋
場
跡

中
嶋
宮
鳥
居

禅
源
寺

徒
歩
5
分

徒
歩
30
分

徒
歩
1
分

徒
歩
52
分

徒
歩
9
分

徒
歩
3
分

徒
歩
27
分

徒
歩
13
分

起
宿
脇
本
陣
跡

（
旧
林
家
住
宅
）、

一
宮
市
尾
西

歴
史
民
俗
資
料
館

名
鉄
バ
ス 

濃
尾
大
橋
口

冨
田
一
里
塚

聖
徳
寺
跡

旧
湊
屋
文
右
衛
門
邸

徒
歩
11
分

徒
歩
17
分

徒
歩
10
分

徒
歩
1
分

徒
歩
13
分

名
鉄
尾
西
線 

萩
原
駅

所要時間
約1時間
48分

距離
約6.4km

徒
歩
53
分

information

味わいたい！地元の名産品

春

秋

稲沢市・一宮市一宮市

高
札
場
跡
、

船
橋
河
戸
跡

徒
歩
3
分

一宮市観光協会　　0586-28-9131
一宮市本町2-5-6 一宮市役所内

3 3

3

3

6

6

6

6

7
7

5

5

5

5

4

4

4

4

2

2

2

2
1

1

1

1

美濃路稲葉宿本陣跡ひろば

冨田一里塚

稲葉宿問屋場跡

聖徳寺跡

禅源寺

高札場跡、船橋河戸跡

萩原宿
問屋場跡

中嶋宮鳥居

旧湊屋文右衛門邸

起渡船場跡～
定渡船場跡、常夜燈

3 津島道道標起宿脇本陣跡（旧林家住宅）一宮市尾西歴史民俗資料館

正瑞寺

串作庄屋・
佐藤家跡

木曽川の風景

宮河戸跡

高木一里塚跡

駒塚道道標

125 4 3676 4 1235

愛知の美濃路 愛知の美濃路

30 29



名古屋市
地域とふれあう！四季カレンダー

名古屋最大の祭り。郷土英傑行
列や山車揃などの豪華絢爛な
パレードや久屋大通公園ではス
テージやグルメも楽しめる。

家
康
が
拓
い
た
名
古
屋
と
岡
崎
を
結
ん
だ
道

東
ひ

が

し

桜
さ

く

ら

〜
杁い

り

中な

か

　 西蓮寺、含笑寺、法華寺など“東寺町”
の多く寺院は清須越で移転してきた。
　 前方後円墳の上に建つ社。　　大正
のころ八事の路傍に放置された石仏を
信心深い人が見かねて安置したという。
　弁財天も祀られていることから「川名
の弁天様」として親しまれてきた。　　総
門と山門（丸門ともいわれる）は江戸時
代に建立された当時のものといわれる。

　

か
つ
て
名
古
屋
か
ら
信
州
伊
那
地
方
に
向
か
っ
た
道
は
い
く

つ
も
存
在
し
飯
田
街
道
と
呼
ば
れ
た
道
は
複
数
あ
っ
た（
＊
1
）
。

こ
の
う
ち
平
針（
名
古
屋
市
天
白
区
）か
ら
足
助
、武ぶ

節せ
つ

、稲
橋

（
い
ず
れ
も
豊
田
市
）
を
経
て
信
州
飯
田
に
向
か
っ
た
伊
那
街

道
が
、明
治
9
年（
1
8
7
6
）に
正
式
に
県
道
飯
田
街
道
に

指
定
。そ
の
後
名
古
屋
・
平
針
間
の
駿
河
街
道（
＊
2
）が
含
ま
れ
、

現
在
、飯
田
街
道
と
し
て
す
っ
か
り
定
着
し
て
い
る
。

　

駿
河
街
道
は
、豊
臣
方
と
の
決
戦
を
控
え
た
徳
川
家
康
が
名

古
屋
と
岡
崎
を
最
短
で
結
ぶ
道
と
し
て
拓
か
せ
た
道
。名
古
屋

城
下
に
入
る
街
道
入
り
口
に
は
寺
院
が
計
画
的
に
移
転
さ
せ
ら

れ
“
東
寺
町
”
が
つ
く
ら
れ
た
。戦
災
や
都
市
再
開
発
で
移
転

や
縮
小
し
た
も
の
の
、今
日
も
多
く
の
寺
院
が
集
ま
る
。

＊
1 

瀬
戸
街
道
や
高
針
街
道
に
も
信
州
飯
田
街
道
の
呼
称
が
あ
っ
た（
P
23
・
24

参
照
）。

＊
2 

名
古
屋
城
下
の
駿
河
町（
名
古
屋
市
東
区
東
桜
）、平
針
を
経
て
東
海
道

の
宇
頭（
岡
崎
市
）に
至
る
道
。岡
崎
街
道
と
も
呼
ば
れ
た
。

今
な
お
街
中
を
斜
め
に
貫
く
街
道
の
面
影

　

名
古
屋
市
営
地
下
鉄
久
屋
大
通
駅

3
B
番
出
口
か
ら
南
に
向
か
う
。1
本

目
の
道
が
旧
街
道
。街
中
を
南
東
へ
斜

行
し
て
い
る
の
で
わ
か
り
や
す
い
。
国

道
41
号
線
を
渡
る
と“
東
寺
町
”。ビ
ル

の
谷
間
に
寺
院
が
立
ち
並
ぶ
。新
栄
三

丁
目
交
差
点
の
南
に
あ
る
白
山
神
社

は
古
墳
の
上
に
建
つ
社
。若
宮
大
通
を

渡
る
と
道
幅
が
狭
く
な
る
が
道
筋
に

石
仏
や
地
蔵
堂
が
あ
る
。道
は
川
名
公

園
内
を
貫
き
、杁
中
・
八
事
に
至
る
。

→名古屋市立富士中学校と名
古屋市立東桜小学校の間の歩
道橋には「駿河町」の名が残る。

飯
田
街
道
は
、名
古
屋
城
下
か
ら
平
針
、足
助
、稲
武
を
経
て
信
州
に
至
っ
た
道
。

名
古
屋
城
下
に
山
野
の
産
物
を
運
び
、

信
州
に
は
塩
や
海
産
物
を
運
ん
だ
交
易
の
道
で
あ
り
、

ま
た
善
光
寺
詣
で
に
向
か
う
参
詣
の
道
で
も
あ
っ
た
。

街
道
の
歴
史
や
文
化
、景
色
と
と
も
に
今
も
な
お
、

愛
知
と
南
信
州
を
つ
な
ぐ
交
流
の
道
と
し
て
時
を
刻
む
。

さ
あ
、飯
田
街
道
へ
。

車
田
町
の

三
体
の
石
仏

所要時間
約1時間
52分

距離
約6.8km

地
下
鉄
名
城
線
／
桜
通
線

久
屋
大
通
駅

地
下
鉄
鶴
舞
線

い
り
な
か
駅

白
山
神
社

香
積
院

西
蓮
寺
、含
笑
寺

川
原
神
社

徒
歩
30
分

徒
歩
18
分

徒
歩
22
分

徒
歩
24
分

徒
歩
10
分

徒
歩
8
分名古屋観光

コンベンションビューロー
052-202-1143

問

information

愛
知
の
飯
田
街
道川原神社夏祭り（7月4日、5日）

名古屋まつり（10月第3土・日曜日）

無病息災を願って茅ノ輪くぐりの
神事が行われている。

夏

秋

真弓橋と足助川（ 豊田市足助町）

宗恩寺からの眺め（豊田市足助町）

夏焼の山道（ 豊田市稲武町）

川原神社（名古屋市昭和区 ）

八事山興正寺（名古屋市昭和区 ）

飯田街道・案内標識（名古屋東区 ）

1

2 3

4

5

1 西蓮寺 1 含笑寺

2 白山神社

5 香積院

小坂の地蔵堂 3 車田町の三体の石仏

4 川原神社

3 14 25

稲武の町並み（ 豊田市稲武町）

愛知の飯田街道

32 31



豊田市足助観光協会
0565-62-1272
豊田市足助町宮平34-1

【三州足助ボランティアガイドの会】
　0565-62-1272（足助観光協会内）※要予約・無料

（案内中の入館料等については、実費を負担）

地域とふれあう！四季カレンダー

名古屋市豊田市

地
下
鉄
鶴
舞
線 

赤
池
駅

お
い
で
ん
バ
ス 

足
助
大
橋

お
い
で
ん
バ
ス 

香
嵐
渓

商
人
の
心
を
伝
え
る
古
い
町
並
み
を
歩
く
コ
ー
ス

　

足
助
は
戦
国
時
代
、足
助
城
山
麓
の
集
落
を
形
成
し
、江

戸
時
代
に
入
る
と
宿
場
的
要
素
に
加
え
、塩
問
屋
を
中
心
に

商
業
の
町
と
し
て
発
展
し
た
。太
平
洋
岸
と
山
岳
地
帯
を
結

ぶ
交
易
の
要
路
と
な
っ
た
街
道
沿
い
に
は
、今
な
お
白
壁
の

土
蔵
や
重
厚
な
造
り
の
町
家
が
軒
を
連
ね
、往
時
を
し
の
ば

せ
る
。南
北
朝
時
代
の
尹ゆ
き

良よ
し

親
王
ゆ
か
り
の
史
跡
や
紅
葉
で

名
高
い
香
嵐
渓
な
ど
見
ど
こ
ろ
の
多
い
コ
ー
ス
。

足助夏まつり（8月初旬～15日）
町内に約6000本のろうそくが灯される足
助川万灯まつりや灯ろう流しなどを開催。

もみじの衣揚げ
もみじの葉を塩漬けにして
揚げた名産品。

香嵐渓もみじまつり（11月上旬～12月上旬）

中馬のおひなさん（2月上旬～3月上旬）
足助の家々や商家に伝わるおひなさんや
土びなが軒先などに飾られ、町を彩る。

祭り期間中はライトアッ
プや茶会、和太鼓の演
奏 も。見ごろは11月
中旬から12月上旬。

（上）板壁と白壁に囲ま
れ街道から裏道、宗恩
寺へと通じている小路。
　馬頭観音坐像下には
街道を往来した馬のた
めの水飲み場跡がある。
　 町並みを一望する高
台に立つ。鐘の音の美
しさでも知られる寺。

　戦国時代の山城の景観を、
発掘調査に基づき、できる限
り考証を行い復元。　　江戸
時代の三栄和尚が香嵐渓紅
葉の生みの親と伝わる。

（右）木の温もりに包まれた洋食店。ハヤシライスやシチューなどが味わえる。
（左）巴川沿いに広がる香嵐渓は四季折々に美しい景観を見せてくれる。

　稲橋銀行足助支店
社屋を利用した資料
館。県指定文化財。
　大給松平家は、十八
松 平 家のひとつ。子
孫は三河西尾藩主と
なった。　　日帰り入
浴施設や手作りハム
工房などが入る複合
施設。　　後醍醐天
皇の孫・尹良親王ゆか
りの史跡は足助、稲武
に残る。

問

所

　 愛知県下唯一の木造五重塔
は、国の重文指定。興正寺は、街
道の峠道を守る「砦」の役割を
担っていた。　　祭神は、製塩の
技術を伝えた神であり、現在は安
産の守護神とされる。　　（右）
八幡宮境内には、前方後円式古
墳の一部が残る。（左）八幡宮門
前の真向かいに馬頭観音がある。

　 石仏を彫った道
標。飯田街道と、熱
田（宮）・伊勢に続
く街道の分岐点に
ある。
　 家康が、平針宿
を設ける際に、再興
を命じた。山門は、
太平洋戦争の空襲
を免れたもの。
　信長が桶狭間の
戦いの際に、戦勝祈
願をしたと伝わる。

名古屋観光
コンベンションビューロー
052-202-1143

　

飯
田
街
道
は
そ
の
道
筋
に
多
く
の
峠
道
が
あ
っ
た
が
、名
古
屋

城
下
を
出
て
最
初
の
峠
道
が
八
事
山
を
通
っ
た
。当
初
こ
の
道
は

軍
事
用
で
あ
っ
た
が
や
が
て
交
易
の
道
と
し
て
役
割
を
変
え
、ま

た
風
光
明
媚
な
八
事
の
山
々
に
は
“
山
行
き
”
と
称
し
、文
人
や

庶
民
た
ち
が
通
っ
た
。明
治
末
期
に
は
鉄
道
馬
車
も
敷
か
れ
行

楽
地
と
し
て
に
ぎ
わ
っ
た
。

　

八
事
山
を
越
え
た
道
は
、平
針
か
赤
池
、上か
み

伊い

保ぼ

、四し

郷ご
う

、枝し
だ
れ下

さ
ら
に
力
石
峠
を
越
え
て
力
石
、足
助
に
至
っ
た（
＊
）
。足
助
は
中
馬

に
よ
っ
て
運
ば
れ
た
物
資
の
集
積
地
と
し
て
人
馬
が
行
き
交
い
栄

え
た
商
家
町
。足
助
川
に
沿
う
段
丘
上
に
位
置
す
る
町
並
み
に
そ

の
繁
栄
の
証
し
を
今
に
伝
え
る
。平
成
23
年（
2
0
1
1
）に
愛
知

県
初
の
重
要
伝
統
的
建
造
群
保
存
地
区
に
選
定
さ
れ
て
い
る
。

＊ 

赤
池
は
日
進
市
。上
伊
保
、四
郷
、枝
下
、力
石
、足
助
は
い
ず
れ
も
豊
田
市
に
含

ま
れ
る
。
平
針
と
伊
那
街
道
が
つ
な
が
っ
た
の
は
江
戸
時
代
後
期
と
さ
れ
る
。

さ
ら
に
明
治
時
代
に
な
っ
て
か
ら
も
街
道
ル
ー
ト
は
幾
度
か
変
更
さ
れ
た
。

八
事
山
か
ら
家
康
ゆ
か
り
の

平
針
宿
を
た
ど
る
コ
ー
ス

　

江
戸
時
代
は
、
城
下
を
出
て
最
初
の
山

道
が
八
事
山
だ
っ
た
。五
重
塔
が
そ
び
え
る

興
正
寺
か
ら
、今
は
ビ
ル
や
住
宅
地
の
間
を

通
る
旧
道
を
東
へ
歩
く
。風
景
は
違
う
が
、

勾
配
は
山
道
を
感
じ
さ
せ
る
。途
中
、街
道

か
ら
外
れ
案
内
板
に
従
い
塩
竃
神
社
へ
。急

坂
道
を
下
り
国
道
１
５
３
号
線
に
戻
る
。

植
田
川
を
渡
り
、家
康
が
設
置
さ
せ
た
平
針

の
旧
宿
場
へ
。わ
ず
か
に
残
る
古
い
家
屋
が

歴
史
を
感
じ
さ
せ
る
。

→平針宿を通った街道は、平針街
道とも姫街道とも呼ばれていた

問

中
馬
が
往
来
し
た
交
易
の
道
と
商
家
町

information

information

味わいたい！地元の名産品

春

夏

秋

植
田
八
幡
宮
、

馬
頭
観
音

大
給
松
平
家

先
祖
の
墓

尹
良
親
王

袈
裟
か
け
石

所要時間
約2時間
16分

所要時間
約2時間
42分

距離
約8.2km

距離
約8.7km

地
下
鉄
鶴
舞
線

い
り
な
か
駅

塩
竃
神
社

足
助
中
馬
館

秀
伝
寺

秋
葉
山
慈
眼
寺

馬
頭
観
音
、

牛
馬
摂
待
水

八
事
山
興
正
寺

宗
恩
寺

原
の
道
標

百
年
草

城
跡
公
園 

足
助
城

香
積
寺

徒
歩
13
分

徒
歩
24
分

徒
歩
5
分

徒
歩
34
分

徒
歩
27
分

徒
歩
8
分

徒
歩
17
分

徒
歩
13
分

徒
歩
32
分

徒
歩
20
分

徒
歩
19
分

徒
歩
10
分

徒
歩
15
分

徒
歩
15
分

徒
歩
23
分

徒
歩
23
分

八や

事ご

と

〜
平ひ

ら

針ば

り

、

足あ

助す

け

3

3

1

1

2

2

6

6

参州楼

馬頭観音、牛馬摂待水宗恩寺

マンリン小路足助中馬館

4

7

7

8

8

4

5

5

香嵐渓

大給（おぎゅう）松平家先祖の墓

尹良親王袈裟かけ石
（今朝平八幡神社境内）

城跡公園 足助城

百年草

香積寺

1

2

3

5

4

6

6

1 八事山興正寺

2 塩竃神社

秋葉山慈眼寺

4 原の道標

3 馬頭観音 3 植田八幡宮

5 秀伝寺

346 1 12 4578 23 56

愛知の飯田街道愛知の飯田街道

34 33



ブルーベリー
ジャム
名産のブルーベリー
を使った商品が多彩。

からすみ
うるち米の粉、
砂糖、塩で作
る伝統菓子。

地域とふれあう！四季カレンダー

豊田市

　

足
助
の
町
を
過
ぎ
、信
州
へ
と
向
か
う
街
道
は
難
所
が
続
く
。

中
馬
や
善
光
寺
参
り
、伊
勢
詣
で
の
旅
人
ら
が
利
用
し
た
伊
勢

神
峠
を
越
え
る
と
六ろ

く
ぶ部
峠
や
水み

ず
わ
か
れ別
峠
が
続
き
、や
が
て
武ぶ

せ
つ節
の

町
中
へ
入
る
。武
節
の
町
は
、東
西
を
貫
く
飯
田
街
道（
伊
那
街

道
）、南
へ
向
か
う
名な

ぐ
ら倉
通（
新
城
へ
至
る
道
で
秋
葉
神
社
へ
の

参
拝
道
で
も
あ
っ
た
）、北
に
伸
び
る
美
濃
街
道
の
分
岐
点
に

あ
り
、物
資
の
運
搬
や
参
拝
者
で
に
ぎ
わ
っ
た
。街
道
は
、地
蔵

峠
や
難
所
の
杣そ

ま
じ路
峠
と
続
き
、信
州
・
根
羽
に
至
っ
た
。

＊ 

稲
武
は
、昭
和
15
年（
1
9
4
0
）武
節
村
と
稲
橋
村
が
合
併
し
て
成
立
し
た

町
。二
つ
の
名
を
一字
ず
つ
組
み
合
わ
せ
町
名
と
し
た
。平
成
17
年（
2
0
0
5
）

豊
田
市
に
編
入
さ
れ
た
が
、広
域
地
名「
稲
武
地
区
」と
し
て
存
続
し
て
い
る
。

いなぶ観光協会　　 0565-83-3200
豊田市武節町針原4-1

尹ゆ
き

良よ
し

親
王
や
戦
国
武
将
の
足
跡
を
辿
る
コ
ー
ス

　

街
道
は
足
助
か
ら
伊
勢
神
峠
を
経
て
稲
武
に
入
る
。市
街

地
の
旧
道
沿
い
で
ひ
と
際
目
を
引
く
の
が
、材
木
問
屋
の
傍

ら
塩
の
中
継
問
屋
を
営
ん
で
い
た「
大
和
屋
」の
町
家
。武

節
宿
と
し
て
栄
え
た
宿
場
町
の
豪
商
ら
し
い
風
格
が
漂
う
。

ま
た
多
く
の
武
将
と
所
縁
が
あ
る
武
節
城
跡
や
、足
助
か
ら

続
く
尹ゆ
き

良よ
し

親
王
に
関
連
す
る
ス
ポ
ッ
ト
の
周
辺
に
は
数
々
の

伝
説
が
残
さ
れ
て
お
り
、歴
史
へ
の
好
奇
心
を
か
き
立
て
る
。

氷瀑（1月～2月）

稲武の名家、古橋家が造成した公園。
森と渓谷の鮮やかな紅葉が楽しめる。

やぐらを組み湧水をかけて作る氷瀑。ライト
アップあり。

大井平公園もみじ狩り（11月上旬～中旬）

いなぶ旧暦のひな祭り
（2月第1土曜日～4月3日）

稲武まつり（8月）

福よせ雛や昔ながらの御殿雛、土雛が展示
される。

廻り太鼓や手踊りは参加型。力強く山にこ
だまする音と大輪の花が魅力的な打ち上
げ花火。

　南朝方の皇子・尹
良親王の史跡のひ
とつ。親王の伝説は
奥三河から南信州に
点在。  　武節の町
で材 木 商 の傍ら塩
問屋を営んでいた。
　 戦国時代から残
る古道。名倉川を渡
る手 前に関 所が設
けられていた。　 推
定400年弱の枝垂
桜の名所。

　 長篠の戦いに敗れた武田勝頼がもてなしを受けた。
　 稲武の物産品を販売する。温泉施設や体験工房も隣接。

（右）武節城落城の際に姫たちが身投げした
と伝わる井戸。　（左）秋葉山本宮秋葉神社

（浜松市天竜区）に向かう人々のために建て
られた。

　国道153号と
257号線の交差
点に立ち、鳳来寺
道と善光寺道（＝
飯田街道）を示す。
　 古橋家が造成
した公園で城ヶ山
の登山口の一つで
もある。

問
所

◆
家
康
の
お
墨
付
き
を
得
た
岡
崎
の

家
康
の
お
墨
付
き
を
得
た
岡
崎
の
塩塩し

お
ざ

し
お
ざ座座
と
、
と
、

　　

塩
の
道
の
拠
点
、足
助
。

塩
の
道
の
拠
点
、足
助
。

　

江
戸
時
代
、三
河
湾
か
ら
矢
作
川
を
船
で
運

　

江
戸
時
代
、三
河
湾
か
ら
矢
作
川
を
船
で
運

ば
れ
た
塩
は
、岡
崎
の
塩
座
と
呼
ば
れ
る
塩
商

ば
れ
た
塩
は
、岡
崎
の
塩
座
と
呼
ば
れ
る
塩
商

人
の
組
織
に
納
め
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
、

人
の
組
織
に
納
め
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
、

塩
座
を
通
さ
な
け
れ
ば
入
手
で
き
な
か
っ
た
。

塩
座
を
通
さ
な
け
れ
ば
入
手
で
き
な
か
っ
た
。

戦
国
時
代
、松
平
氏
の
軍
事
物
資
を
扱
っ
て
い

戦
国
時
代
、松
平
氏
の
軍
事
物
資
を
扱
っ
て
い

た
商
人
た
ち
が
信
州
に
塩
を
販
売
し
て
い
た
。

た
商
人
た
ち
が
信
州
に
塩
を
販
売
し
て
い
た
。

彼
ら
は
、家
康
の
命
で
三
河
侵
攻
を
意
図
す
る

彼
ら
は
、家
康
の
命
で
三
河
侵
攻
を
意
図
す
る

武
田
信
玄
の
軍
勢
の
物
見
役
を
務
め
た
。そ
の

武
田
信
玄
の
軍
勢
の
物
見
役
を
務
め
た
。そ
の

功
績
を
称
え
、家
康
が
塩
座
の
特
権
を
与
え
た

功
績
を
称
え
、家
康
が
塩
座
の
特
権
を
与
え
た

こ
と
に
は
じ
ま
る
と
い
わ
れ
る
。
矢
作
川
を
上

こ
と
に
は
じ
ま
る
と
い
わ
れ
る
。
矢
作
川
を
上

る
塩
船
は
、岡
崎
か
ら
上
流
へ
直
接
の
移
入
が

る
塩
船
は
、岡
崎
か
ら
上
流
へ
直
接
の
移
入
が

禁
止
さ
れ
た
た
め
、一
旦
す
べ
て
の
塩
を
陸
揚

禁
止
さ
れ
た
た
め
、一
旦
す
べ
て
の
塩
を
陸
揚

げ
し
て
塩
座
に
通
し
、運
搬
し
な
け
れ
ば
な
ら

げ
し
て
塩
座
に
通
し
、運
搬
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
。塩
座
は
、岡
崎
藩
以
外
の
他
領
に

な
か
っ
た
。塩
座
は
、岡
崎
藩
以
外
の
他
領
に

ま
で
影
響
を
及
ぼ
す
ほ
ど
の
権
限
が
あ
っ
た
と

ま
で
影
響
を
及
ぼ
す
ほ
ど
の
権
限
が
あ
っ
た
と

さ
れ
る
が
、明
治
維
新
を
機
に
廃
止
さ
れ
、自

さ
れ
る
が
、明
治
維
新
を
機
に
廃
止
さ
れ
、自

由
な
売
買
が
可
能
と
な
っ
た
。

由
な
売
買
が
可
能
と
な
っ
た
。

　

一
方
、岡
崎
の
塩
座
の
影
響
を
受
け
て
い
た

　

一
方
、岡
崎
の
塩
座
の
影
響
を
受
け
て
い
た

足
助
の
塩
問
屋
は
、そ
の
消
滅
に
よ
り
塩
の
商

足
助
の
塩
問
屋
は
、そ
の
消
滅
に
よ
り
塩
の
商

い
が
い
っ
そ
う
活
発
と
な
り
、明
治

い
が
い
っ
そ
う
活
発
と
な
り
、明
治
2020
年
代
に

年
代
に

い
た
っ
て
も

い
た
っ
て
も
1313
軒
の
塩
問
屋
を
有
す
る
な
ど
繁

軒
の
塩
問
屋
を
有
す
る
な
ど
繁

栄
が
続
い
た
。三
河
産
の
塩
を
は
じ
め
、半
田
の

栄
が
続
い
た
。三
河
産
の
塩
を
は
じ
め
、半
田
の

成成な
ら
わ

な
ら
わ岩岩
塩
、西
国
塩
な
ど
各
地
の
塩
が
移
入
さ
れ

塩
、西
国
塩
な
ど
各
地
の
塩
が
移
入
さ
れ

た
足
助
の
塩
問
屋
で
は
、長
く
険
し
い
山
道
輸

た
足
助
の
塩
問
屋
で
は
、長
く
険
し
い
山
道
輸

送
に
備
え
る
た
め
に
塩
の
包
装
を
整
え
る
「
塩

送
に
備
え
る
た
め
に
塩
の
包
装
を
整
え
る
「
塩

ふ
み
」「
塩
な
お
し
」と
い
う
作
業
を
行
っ
て
お

ふ
み
」「
塩
な
お
し
」と
い
う
作
業
を
行
っ
て
お

り
、足
助
の
田
町
に
あ
っ
た

り
、足
助
の
田
町
に
あ
っ
た
莨莨た

ば
こ
や

た
ば
こ
や屋屋
に
も
、塩
な

に
も
、塩
な

お
し
の
作
業
場
が
あ
っ
た
。詰
め
直
さ
れ
た
塩

お
し
の
作
業
場
が
あ
っ
た
。詰
め
直
さ
れ
た
塩

は
、伊
那
地
方
で「
足
助
塩
」
と
称
さ
れ
た
。

は
、伊
那
地
方
で「
足
助
塩
」
と
称
さ
れ
た
。

塩
な
お
し
が
行
わ
れ
た
背
景
に
は
、産
地
に
よ

塩
な
お
し
が
行
わ
れ
た
背
景
に
は
、産
地
に
よ

るる
11
俵
あ
た
り
の
内
容
量
の
違
い
を
統
一
す

俵
あ
た
り
の
内
容
量
の
違
い
を
統
一
す

る
目
的
な
ど
も
あ
っ
た
。

る
目
的
な
ど
も
あ
っ
た
。

　

足
助
の
塩
問
屋
で
は
、目
方
を

　

足
助
の
塩
問
屋
で
は
、目
方
を
11
俵
あ
た

俵
あ
た

りり
77
貫
目（
約

貫
目（
約
2626
㎏
）に
合
わ
せ
、馬

㎏
）に
合
わ
せ
、馬
11
頭
の
頭
の

背
に
背
に
44
俵
ず
つ
載
せ
て
運
ば
れ
た
。明
治
時
代

俵
ず
つ
載
せ
て
運
ば
れ
た
。明
治
時
代

の
記
録
に
よ
る
と
、年
間

の
記
録
に
よ
る
と
、年
間
22
万
俵
を
超
え
る
塩

万
俵
を
超
え
る
塩

が
、中
馬
に
よ
り
足
助
か
ら
信
州
に
運
ば
れ
た

が
、中
馬
に
よ
り
足
助
か
ら
信
州
に
運
ば
れ
た

と
さ
れ
、街
道
は

と
さ
れ
、街
道
は““
中
馬
街
道

中
馬
街
道
””やや““
塩
の
道

塩
の
道
””

と
呼
び
表
わ
さ
れ
た
。

と
呼
び
表
わ
さ
れ
た
。

　

し
か
し
、明
治
末
期
に
国
鉄
中
央
線
が
全
通

　

し
か
し
、明
治
末
期
に
国
鉄
中
央
線
が
全
通

す
る
な
ど
鉄
道
の
発
展
が
著
し
く
な
る
と
、塩

す
る
な
ど
鉄
道
の
発
展
が
著
し
く
な
る
と
、塩

を
は
じ
め
と
し
た
物
資
の
輸
送
も
鉄
道
利
用
へ

を
は
じ
め
と
し
た
物
資
の
輸
送
も
鉄
道
利
用
へ

と
移
行
し
、宿
場
の
賑
わ
い
は
姿
を
潜
め
て
い

と
移
行
し
、宿
場
の
賑
わ
い
は
姿
を
潜
め
て
い

く
。大
正
中
期
、莨
屋
の
廃
業
を
持
っ
て「
足

く
。大
正
中
期
、莨
屋
の
廃
業
を
持
っ
て「
足

助
塩
」は
姿
を
消
す
こ
と
に
な
っ
た
。

助
塩
」は
姿
を
消
す
こ
と
に
な
っ
た
。

足
助
の
塩

か
つ
て
日
本
で
は
、塩
の
生
産
は
海
辺
に
限
定
さ
れ
て
い
た
。そ
の
た
め
内
陸
へ
は
陸
路
を
利
用
す
る
か
、

か
つ
て
日
本
で
は
、塩
の
生
産
は
海
辺
に
限
定
さ
れ
て
い
た
。そ
の
た
め
内
陸
へ
は
陸
路
を
利
用
す
る
か
、

も
し
く
は
川
船
で
河
川
を
さ
か
の
ぼ
り
、馬
の
背
に
載
せ
替
え
て
内
陸
へ
と
運
ば
れ
た
。

も
し
く
は
川
船
で
河
川
を
さ
か
の
ぼ
り
、馬
の
背
に
載
せ
替
え
て
内
陸
へ
と
運
ば
れ
た
。

水
運
や
陸
路
で
足
助
に
集
め
ら
れ
た
各
地
の
塩
は
、新
た
な
俵
に
詰
め
直
し
信
州
に
運
ば
れ
た
。

水
運
や
陸
路
で
足
助
に
集
め
ら
れ
た
各
地
の
塩
は
、新
た
な
俵
に
詰
め
直
し
信
州
に
運
ば
れ
た
。

こ
れ
が「
足
助
塩
」と
呼
ば
れ
た
塩
で
あ
る
。

こ
れ
が「
足
助
塩
」と
呼
ば
れ
た
塩
で
あ
る
。

南
朝
の
皇
子
や
武
田
家
ゆ
か
り
の
道
は
信
州
へ

稲い

な 

武ぶ

味わいたい！地元の名産品

春

夏

冬

秋

information

道
の
駅

ど
ん
ぐ
り
の
里
い
な
ぶ

所要時間
約1時間
8分

距離
約4.2km

お
い
で
ん
バ
ス

ど
ん
ぐ
り
の
湯
前

戦
国
時
代
か
ら

現
存
す
る
道

瑞
龍
寺

大
井
平
公
園

武
節
城
址

大
和
屋

尹
良
親
王
腰
掛
け
石

寛
政
9
年
の
道
標

徒
歩
16
分

徒
歩
2
分

徒
歩
5
分

徒
歩
10
分

徒
歩
5
分

徒
歩
20
分

徒
歩
5
分

徒
歩
4
分

徒
歩
1
分

お
い
で
ん
バ
ス 

御
所
貝
津

（
＊
）

8

8

7

7

6

6

5

5

3

4

4
3

2

2

1

1 尹良親王腰掛け石大和屋

瑞龍寺
戦国時代から
現存する道

寛政 9 年の道標

大井平公園

武節城址

道の駅 どんぐりの里いなぶ

姫井戸秋葉山常夜燈

現在の莨屋外観

宗恩寺から見た足助の町並み（豊田市）

8 2 15 3467

愛知の飯田街道

36 35



美
濃
路

美
濃
路

熱田（宮）

お
い
で
ん
バ
ス 

伊
勢
神

ど
ん
ぐ
り
バ
ス 

上
野
入

尾
張
・
三
河
の
塩
の
道

日
本
で
は
か
つ
て
、塩
を
海
水
か
ら
作
っ
て
い
た
。そ
れ
ゆ
え
、塩
は
山
の
民
に
と
っ
て
貴
重
な
も
の
で
あ
り
、海
岸
部
と
山
間
部
は
塩
の
道
で
結
ば
れ
て
い
た
。

愛
知
県
で
も
古
く
か
ら
三
河
湾
や
知
多
半
島
の
沿
岸
部
で
塩
が
作
ら
れ
、伊
那
谷
、木
曽
谷
を
通
り
、信
州
の
塩
尻
ま
で
運
ば
れ
て
い
た
。

川
船
で
川
を
上
り
、馬
の
背
で
奥
地
へ
と
。人
々
の
暮
ら
し
を
支
え
る
塩
の
道
は
、さ
ま
ざ
ま
な
文
化
を
伝
え
る
道
で
も
あ
っ
た
。

◆
近
世
の
尾
張
と
三
河
の
塩
生
産

近
世
の
尾
張
と
三
河
の
塩
生
産

　

江
戸
初
期
に
は
尾
張
の
星
崎（
名
古
屋
市
南

区
）、常
滑（
常
滑
市
）、乙
川
・
成な

ら
わ岩（
半
田
市
）、

三
河
の
大
浜
・
棚
尾（
碧
南
市
）、吉
良（
西
尾

市
）を
中
心
と
し
た
幡は

ず豆
郡
か
ら
宝ほ

い飯
郡
沿
岸

部（
蒲
郡
市
）で
、塩
が
盛
ん
に
作
ら
れ
て
い
た
。

　

し
か
し
、江
戸
中
期
以
降
、瀬
戸
内
の
塩
が
全

国
に
広
が
る
と
、尾
張
の
塩
田
は
次
第
に
縮
小
し

た
。
一
方
、品
質
の
高
さ
で
饗あ

え
ば庭
塩
と
し
て
知
ら

れ
た
吉
良
や
、平へ

い
さ
か坂
街
道
に
面
し
た
宝
飯
郡
の
塩

田
は
生
産
を
拡
大
。三
河
湾
沿
岸
の
製
塩
は
、江

戸
後
期
か
ら
明
治
初
期
に
最
盛
期
を
迎
え
た
。

＊
明
治
38
年
の
国
に
よ
る
塩
の
専
売
制
以
後
、愛
知
県
内
の
塩
田
は
縮
小
さ
れ
、昭

和
47
年
、新
た
な
製
塩
技
術
の
導
入
に
よ
り
、国
内
の
塩
田
は
全
て
廃
止
さ
れ
た

◆
海
か
ら
山
へ
と
、幾
本
も
の
塩
の
道

海
か
ら
山
へ
と
、幾
本
も
の
塩
の
道

　

三
河
湾
岸
の
塩
や
瀬
戸
内
塩
は
廻
船
で
矢

作
川
河
口
の
平
坂
湊
に
回
漕
さ
れ
、川
船
に
積

換
え
ら
れ
て
第
二
の
中
継
地
、
岡
崎
へ
送
ら
れ

た
。
岡
崎
に
は
塩
の
仕
入
れ
や
、販
売
を
独
占

し
た
塩し

お
ざ座
が
あ
り
、
矢
作
川
を
上
る
す
べ
て
の

塩
が
納
め
ら
れ
て
い
た
。

　

塩
は
、岡
崎
か
ら
第
三
の
中
継
点
、足
助
に
運

ば
れ
た
。
岡
崎
か
ら
は
足
助
街
道
で
運
ぶ
ル
ー

ト
の
ほ
か
に
、矢
作
川
水
運
で
移
送
す
る
ル
ー
ト

も
利
用
さ
れ
た
。矢
作
川
や
そ
の
支
流
に
は
荷

揚
げ
を
行
う
土ど

ば場
が
複
数
造
ら
れ
、矢
作
川
上

流
部
の
古ふ

っ
そ鼠
、越こ

し
ど戸
土
場（
豊
田
市
）、巴
川
の

平ひ
ら
こ古
土
場（
豊
田
市
）
は
に
ぎ
わ
っ
た
。
塩
は
、

土
場
で
陸
揚
げ
さ
れ
足
助
に
向
か
っ
た
。
足
助

に
は
、
飯
田
街
道
で
運
ば
れ
た
塩
も
集
ま
り
、

塩
問
屋
で
七
貫
目（
約
26
㎏
）に
統
一さ
れ
、新

し
い
俵
に
詰
め
直
し
奥
地
へ
運
ば
れ
た
。こ
れ
を

足
助
塩
と
呼
ん
だ
。

　

足
助
塩
は
、飯
田
街
道
の
伊
勢
神
峠
や
杣そ

ま
じ路

峠
を
越
え
て
信
州
の
根ね

ば羽
へ
。根
羽
に
は
吉
田
湊

（
豊
橋
市
）
で
川
船
に
積
換
え
ら
れ
た
塩
も
豊

川
を
上
り
、新
城
か
ら
伊
那
街
道
を
北
上
、折

元
峠
を
越
え
て
運
ば
れ
て
い
た
。さ
ら
に
塩
は
、

根
羽
か
ら
街
道
を
北
上
し
、飯
田
、伊
那
谷
方

面
に
運
ば
れ
た
。
塩
尻
は
日
本
海
か
ら
の
塩
の

終
着
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　

尾
張
か
ら
信
州
木
曽
谷
へ
向
か
う
塩
の
道
も

あ
っ
た
。桑
名
か
ら
木
曽
川
を
上
り
、今い

ま
わ
た
り渡で
荷

揚
げ
し
、中
山
道
を
大
井
、中
津
川
、さ
ら
に
木

曽
谷
方
面
へ
至
っ
た
。
運
搬
に
は
尾
張
藩
の
鑑

札
を
持
つ
尾び

し
ゅ
う州
岡お

か
ぶ
ね船
と
呼
ば
れ
た
牛
方
が
大

き
な
力
を
持
っ
て
い
た
。し
か
し
、江
戸
幕
府
の

五
街
道
だ
っ
た
中
山
道
は
規
制
が
厳
し
く
、物

資
の
運
搬
は
敬
遠
さ
れ
た
。
尾
張
か
ら
は
、
下

街
道
の
ル
ー
ト
や
、瀬
戸
街
道（
品
野
街
道
）の

ル
ー
ト
が
多
く
利
用
さ
れ
て
い
た
。

＊地図は、豊田市郷土資料館『塩の歴史と民俗』展図録を参考に作図
＊街道の名称や経路は、時代によって変化しましたが、上記地図のルートは、江戸と明治の二つの時代を含めた〈塩の道〉の概略図で、歴史学術的には
正しくはありません。また文中、地図内の「飯田街道」は、江戸時代には「伊那街道」と呼ばれていましたが、吉田～新城を北上した伊那街道と区別
するため、あえて「飯田街道」としてあります。飯田街道としたため、江戸期、七里街道と呼ばれた道は、足助街道としてあります。

いなぶ観光協会
0565-83-3200
豊田市武節町針原4-1

　

足
助
と
稲
武
を
結
ぶ
伊
勢
神
峠
。

元
は
「
石
神
峠
」「
石
亀
峠
」
だ
っ

た
が
、
伊
勢
神
宮
の
揺
拝
所
が
設

け
ら
れ
「
伊
勢
拝
峠
」
に
改
め
ら
れ

た
。
現
在
の
主
要
道
は
昭
和
35
年

（
１
９
６
０
）
竣
工
の
伊
勢
神
ト
ン

ネ
ル
だ
が
、そ
の
真
上
に
明
治
30
年

（
１
８
９
７
）
に
造
ら
れ
た
石
造
り

の
伊い
せ
が
み
ず
い
ど
う

世
賀
美
隧
道
、
さ
ら
に
そ
の
上

に
中
馬
の
人
馬
や
善
光
寺
、伊
勢
参

り
の
旅
人
が
歩
い
た
峠
道
も
残
さ
れ
、

「
街
道
の
変
遷
を
知
る
交
通
博
物

館
」と
も
称
さ
れ
る
。

＊ 

２
０
１
２
年
か
ら
伊
勢
神
ト
ン
ネ
ル
改
良
事
業

（
新
ト
ン
ネ
ル
）の
調
査
が
開
始
さ
れ
て
い
る
。

　

稲
武
の
中
心
地
を
抜
け
て
瑞
龍
寺
を
通

り
、
夏
焼
城
ヶ
山
へ
。
5
つ
の
登
山
口
の
内
、

夏
焼
の
登
山
口
か
ら
ほ
ぼ
国
道
１
５
３
号

線
に
沿
っ
て
麓
を
な
ぞ
る
よ
う
に
野
入
へ
と

つ
な
が
る
山
道
が
旧
街
道
に
あ
た
る
。「
登

り
下
り
一
里
余
」
の
峠
は
地
蔵
峠
の
名
前

の
通
り
、今
も
地
蔵
た
ち
が
並
ぶ
。城
ヶ
山

の
山
頂
か
ら
は
稲
武
の
町
並
み
は
も
と
よ

り
、天
候
に
恵
ま
れ
れ
ば
恵
那
山
、白
山
、

御
嶽
山
な
ど
の
パ
ノ
ラ
マ
が
迎
え
て
く
れ
る

の
で
、途
中
、街
道
を
逸
れ
て
登
山
道
か
ら

山
頂
を
目
指
す
の
も
良
い
だ
ろ
う
。

今
も
昔
も
道
行
く
人
々
を
見
守
る
お
地
蔵
さ
ん

江
戸
、明
治
、昭
和 

三
代
に
わ
た
る
峠
道
の
変
遷

〈
豊
田
市
〉
伊
勢
神
峠 

〈
豊
田
市
〉 

夏
焼

　「中馬の難所　伊勢神峠」の案内板。　 　伊勢神宮を
遥かに望む場所に立つ。　　八百比丘尼（はつぴゃくびく
に）にまつわる伝説は全国に残る。

　柵の扉は自分で開けて入る。必
ず閉めること。　　山中の道には
所々に案内板が立つ。　　国道を
走る車を見守る。　　地蔵峠は、
明治時代の改修工事で7m程掘
り下げられたという。国道153号
の道路際に登り降り口がある。　

←山中の旧道／
杉の木立が旧街
道沿いにシンメ
トリーに並ぶ。

↑ 長 さ308m、高 さ3.3m、幅
3.15m。このトンネルの竣工によっ
て運送馬車の往来が可能になった
という。

豊田市足助観光協会
0565-62-1272
豊田市足助町宮平34-1

◎「伊勢神峠」にはトイレがありま
　 せん。また季節によっては害獣、
　 害虫対策を考慮してください。

◎「夏 焼 城ヶ山：飯 田 街
　 道 ル ート」にはトイレ
　 がありません。 また季
　 節によっては害獣、害虫
　 対策を考慮してください。

問

問

所

所

information

information

所要時間
約1時間
20分

所要時間
約48分

距離
約3.5km

距離
約2.2km
〜2.5km

伊
勢
神
宮
揺
拝
所

地
蔵
峠（
地
蔵・馬
頭
観
音
）

道
案
内
板

八
百
比
丘
尼
の
杉

地
蔵
峠
登
り
降
り
口

案
内
板

イ
ノ
シ
シ
除
け
の
柵

徒
歩
20
分

徒
歩
20
分

徒
歩
5
分

徒
歩
1
分

徒
歩
20
分

徒
歩
20
分

徒
歩
5
分

徒
歩
35
分

徒
歩
2
分

お
い
で
ん
バ
ス 

伊
勢
神

ど
ん
ぐ
り
バ
ス 

上
夏
焼

3

3

3
4

4

3

2

2

2

2

1

1

1

伊勢神峠

1 案内板

伊勢神宮揺拝所八百比丘尼の杉

地蔵峠（地蔵・馬頭観音） イノシシ除けの柵道案内板地蔵峠登り降り口

伊世賀美隧道

1

1

2

3 2

3

4

愛知の飯田街道

38 37



長野県

岐阜県

愛知県

静岡県

三
重
県

9：00〜17：00（塩焼き体験の受付は16:30まで）　
入館無料（塩焼き体験 200円/塩田体験（要予約）一般500円（高校生以上）、小中300円）
月曜日（祝日の場合は開館）、年末年始（12/29〜1/3）　　 〒444-0514　西尾市吉良町
白浜新田宮前59-1　 　無料駐車場あり　    吉良饗庭塩の里 　　0563-32-3373

9：00〜17：00（入館は16：30まで）　　 一般400円 小・中・高校生100円　　　月曜日（ただし、この日が祝日または振替休日の場合はその翌日）、年末年始（12/29〜1/1）
〒441-3155 豊橋市二川町字中町65　　 無料（100台）　　 豊橋市二川宿本陣資料館　　　0532-41-8580

※施設リニューアルのため、下記の期間は全面休館しています。
　令和6年1月9日(火)〜11月2日(土)

10：00〜16：00　　 無料
月曜日（祝日の場合は開館）、年末年始（12/29〜1/3）
〒441-0202　豊川市赤坂町紅里127-1　 　無料駐車場あり
豊川市大橋屋（旧旅籠鯉屋）　　0533-56-2677

10：00〜16：00（12：30〜13：30は休館）　　 無料
月曜日（祝日の場合は開館 ※翌日も開館）、年末年始（12/29〜1/3）
〒441-0299　豊川市御油町美世賜183　 　無料駐車場あり
御油の松並木資料館　　0533-88-5120
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様
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い
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“
街
道
資
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館
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出
か
け
よ
う
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A

C B

東海道で唯一の大名と庶民の宿を見学

豊橋市二川宿本陣資料館

江戸時代の貴重な旅籠建物を間近で見学

豊川市大橋屋（旧旅籠鯉屋 ）

御油宿、松並木の歴史と歌川広重の版画

御油の松並木資料館

東海道で2か所のみ現存する本陣の遺
構と、旅籠屋「清明屋」が一般公開さ
れている。本陣と旅籠が同時に見学で
きる施設は全国でここだけ。身分の違
いによる宿泊設備の相違などが比較で
きる。また併設された資料館では二川
宿、本陣、東海道というテーマで江戸の
旅や二川宿をわかりやすく紹介してい
る。企画展も実施されている。

江戸時代の建物のまま、平成27年
（ 2015）まで営業を続けていた旅

籠建物。以前は、宿泊客以外は外
観の見学しかできなかったが、保存
工事を経て内部も一般公開。格子
越しに東海道を見下ろせる座敷や
日本古来の建築様式に触れられる。

江戸時代の御油宿の街並みの復
元模型や、浮世絵版画、旅装束な
ど資料130点を展示。版画は、
歌川広重以外にも御油宿を描い
たものを多く集 めて展 示してお
り、見比べることができておもしろ
い。入り口には松の切株もある。

9：00〜17：00　　 無料
木曜日（11月および祝日は開館）、年末年始（12/28〜1/4）
〒444-2424 豊田市足助町田町11　 　なし
足助中馬館　　0565-62-0878

I 切
きり

妻
つま

平入の貴重な銀行建築

足助中馬館
大正元年（ 1912）に建てられた
旧稲橋銀行足助支店社屋を利用
した資料館。商業、金融、飯田街
道の交通、足助の町並み、馬具や
塩を量った升や秤など塩の道らし
い資料も展示。愛知県有形文化
財指定の建物も見どころ。

9：00〜17：00　　 無料　 　月曜日、年末年始（12/29〜1/3）
〒444-3523 岡崎市藤川町字中町北6-1
資料館東側、道の駅藤川宿（195台）
岡崎市教育委員会社会教育課　　0564-23-6177

E 門構え、高札、民具など貴重な資料が充実

藤川宿資料館
脇本陣跡に建てられた歴史資料
館。門構えは江戸時代のもの。藤
川宿の街並みを５００分の１に縮め
たジオラマや、岡崎市指定文化財
の高札、旧本陣文書、古民具など
の多彩な宿場資料が約60点ほど
展示されている。

10：00〜16：00（入館は15:30まで）　　 無料　 　
月曜日、祝日の翌平日（月曜日、祝日の翌平日が休日の場合は近日の開館日）、年末年始（12/29〜1/3）
〒452-0045 清須市西枇杷島町西六軒20　 　なし　 　清須市教育委員会生涯学習課　　
052-400-2911（代表）

G 市場の様子や問屋の暮らしを今に伝える

西枇杷島問屋記念館
明治初期に建てられた旧山田九左
衛門家の住居を移築復元。住居と
商用部分を持った典型的な問屋構
造になっている。江戸から明治時
代にかけての下小田井の市の様
子や野菜問屋にまつわる資料、当
時の暮らしを伝える展示が並ぶ。

9：00〜17：00　　 無料　 　
月曜日（祝日の場合は開館）、第4金曜日（その日が祝日の場合は、その前日）、
年末年始（12/29〜1/3）、特別整理期間　 　〒472-0053　知立市南新地2-３-３
無料駐車場あり　 　知立市歴史民俗資料館　　0566-83-1133

F 実物大の旅籠屋で江戸へタイムトラベル

知立市歴史民俗資料館
東海道の歴史を学ぶ資料も充実。
常設展の「池鯉鮒宿コーナー」で
は絵図やジオラマ、浮世絵、旅道
具などを展示。中でも入口から帳
場までがリアルに復元された旅籠
屋（駒屋）は必見。江戸時代の旅
人気分を味わえる。

常設展示室では美濃路起宿の歩みと
近代以降の街の移り変わりを展示。隣
接する旧林家住宅は脇本陣林家の邸
宅。1階と庭園を公開している。資料館
が作成した「歴史街道美濃路を歩く」
は美濃路の情報をまとめた街道散策の
必需品（資料館にて販売）。

9：00〜17：00（入館は16:30まで）　　 無料　 　
月曜日（祝日の場合は翌日）、祝日の翌日（土日祝の場合は開館）、年末年始
〒494-0006 一宮市起字下町211　 　無料駐車場あり　　 一宮市尾西歴史民俗資料館
0586-62-9711

H 美濃路、起宿の歴史を模型や旧建築で体感

一宮市尾西歴史民俗資料館

D 江戸時代の赤坂宿の資料を展示

赤坂宿場資料室    

9：00〜17：00（見学希望の方は1階事務室にて申込）
無料　　月曜日、年末年始
〒441-0202 豊川市赤坂町西裏47-1　　無料
豊川市音羽生涯学習センター　   0533-80-1357

赤坂宿の歴史、赤坂宿を題材とし
た浮世絵、高札や駕籠などの資
料のほか、豊川市音羽地区の歴
史や文化、宮路山など自然を紹介

（※見学をご希望の方は、生涯
学習センター1階事務所にお申し
出ください）

豊川市音羽
生涯学習センター内

J 岡崎、足助、信州に向かった饗
あえ

庭
ば

塩の歴史

西尾市塩田体験館 吉良饗庭塩の里
岡崎、足助を経て遠く信州伊那谷まで
中馬の背に載せて運ばれた饗庭塩は、
苦汁分が少ない良質な塩だった。饗庭
塩の里は昔ながらの塩田にて塩づくりを
体験できる珍しい施設。館内では、入浜
式塩田や吉良上野介義央公の系譜など
関係資料も展示。
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愛知県全域地図

清須宿本陣跡（清須市）
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