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伝鎌倉街道をめぐる

る
糸
を
紡
ぐ
道
具
が
出
土
し
ま
し
た
。

直
系
５㎝
程
の
小
さ
な
遺
物
で
す
が
、表

面
に
は
阿
弥
陀
如
来
の
横
顔
と
、施
無

畏
印
と
い
う
仏
が
結
ぶ
印
相（
右
手
）、

ま
た
、「
牛
甘
」と
い
う
持
主
で
あ
る
と

思
わ
れ
る
人
名
も
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　
　

  

放
光
寺
と
天
神
社

　放
光
寺
は
天
台
宗
の
お
寺
で
す
。境

内
に
は
中
世
の
板
石
塔
婆
が
あ
る
こ
と

か
ら
も
創
建
は
古
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

石
像
物
で
は
、閻
魔
大
王
像
が
目
を
引

き
ま
す
。最
近
で
は
三
春
滝
桜
の
苗
木
が

成
長
し
、見
ご
た
え
の
あ
る
枝
垂
桜
に
成

長
し
て
い
ま
す
。

　同
じ
敷
地
内
に
あ
る
天
神
社
は
地
元

の
氏
神
と
し
て
祭
ら
れ
て
い
ま
す
。祭
神

は
菅
原
道
真
で
、学
問
の
神
様
で
す
。ま

た
、天
神
社
に
は
樹
齢
約
６
０
０
年
の
天

然
記
念
物
で
あ
る「
ム
ク
」を
は
じ
め
、市

指
定
文
化
財
が
五
件
も
所
在
し
ま
す
。

　
　

  

芭
蕉
の
句
碑

　エ
ノ
木
の
古
木
の
下
に
は
元
禄
12（
１

６
９
９
）年
に
建
て
ら
れ
た
庚
申
塔
が
祭
ら

れ
、芭
蕉
の
句
碑
が
建
立
さ
れ
て
い
ま
す
。

　句
碑
は
地
元
に
集
ま
っ
た
石
戸
連
と

い
う
俳
人
の
グ
ル
ー
プ
が
、作
句
の
上
達

を
祈
願
し
て
、嘉
永
４（
１
８
５
１
）年
に

奉
納
し
た
も
の
で
す
。正
面
に
は「
原
中

や
　も
の
に
も
つ
か
ず

　啼
雲
雀
」と
、

松
尾
芭
蕉
の
句
が
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。

　
　

  

下
宿
遺
跡

　遺
跡
は
荒
川
の
低
地
に
突
き
出
し
た

台
地
上
に
あ
り
ま
す
。

　平
成
10
年
に
行
わ
れ
た
発
掘
調
査
に

お
い
て
、平
安
時
代
の
紡
錘
車
と
呼
ば
れ

　
鎌
倉
街
道
筋
は
、徒
歩
で
の
歴
史
散
歩
に
う
っ
て
つ
け
の
古
道
で
す
。歩
く
こ
と
で
、

普
段
は
見
過
ご
し
て
い
る
風
景
を
ぜ
ひ
発
見
し
て
く
だ
さ
い
。自
然
が
多
い
地
区
で
も

あ
る
の
で
、季
節
に
応
じ
た
楽
し
み
方
が
で
き
ま
す
。こ
れ
か
ら
の
冬
場
は
少
し
寒
い
で

す
が
、富
士
山
を
眺
め
な
が
ら
の
散
策
は
お
勧
め
で
す
。（
地
図
は
次
ペ
ー
ジ
参
照
）

街
道
を
彩
る
文
化
財

伝
鎌
倉
街
道

を
め
ぐ
る

北
本
の
歴
史
を
探
る 

④

1２

３

県
へ
と
通
じ
る
支
道
で
あ
る
上
野
道
と

考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　こ
の
街
道
沿
い
を
つ
ぶ
さ
に
調
べ
る

と
、中
世
の
城
館
跡
や
寺
院
等
の
文
化

財
が
数
多
く
存
在
し
、歴
史
的
に
も
重
要

な
道
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。

　街
道
筋
は
、上
尾
市
の
平
方
か
ら
桶

川
市
の
川
田
谷
を
経
て
、市
内
で
は
庚
塚

（
芭
蕉
句
碑
）―

石
戸
宿 ―

 

須
賀
神
社・

氷
川
神
社 ―

 

道
標「
こ
れ
よ
り
石
と
舟

と
ミ
ち
」 ―

 

鉄
砲
宿―

鴻
巣
市
域
へ
と

結
ん
で
い
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
　

　今
回
は
、こ
の
ル
ー
ト
に
沿
っ
て
、歴
史

の
道
を
尋
ね
て
い
き
ま
す
。

 

北
本
市
内
の
西
部
に
は
、古
く
か
ら
鎌

倉
街
道
と
伝
わ
る
古
街
道
が
南
北
に

通
って
い
ま
す
。

　一
般
的
に「
鎌
倉
街
道
」と
は
、鎌
倉

幕
府
の
成
立
と
と
も
に
整
備
さ
れ
た
上

道・中
道・下
道
の
三
線
を
い
い
ま
す
。こ

の
道
路
は
、鎌
倉
と
関
東
諸
国
・
信
濃
・

陸
奥
と
を
結
ん
で
、各
地
に
所
在
す
る
御

家
人
や
地
頭
を
参
集
さ
せ
る
た
め
に
大

き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
し
た
。そ
し

て
、こ
の
幹
線
を
中
心
と
し
て
大
小
の
枝

道
が
発
達
し
て
い
ま
し
た
。

　市
内
の
鎌
倉
街
道
は
中
道
か
ら
枝
分

か
れ
し
て
荒
川
沿
岸
を
北
上
し
、群
馬 か

み
つ

み
ち

な
か
つ
み
ち

な
く
　 ひ
ば
り

は
ら  

な
か

し
も  

じ
ゅ
く

ぼ
う  

す
い  

し
ゃ

せ
　
　む

い
　 い
ん

い
ん
　ぞ
う

う
し
　か
い

し
　だ
れ

え
ん
　 ま
　 だ
い
　お
う

み
ち 

ざ
ね

し
も
つ
み
ち

こ
う
ず
け  

み
ち

し
　 ど
う

か
ね
　づ
か

ご

け
　 に
ん

じ
　 と
う

え
だ

み
ち
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特集 ● 伝鎌倉街道をめぐる

　
　

  

逆
さ
椿
の
碑

　石
戸
城
に
出
陣
し
て
き
た
上
杉
謙
信

の
兵
が
こ
の
場
所
に
陣
を
張
っ
て
、か
ま

ど
で
煮
炊
き
を
し
た
場
所
だ
と
い
い
ま

す
。謙
信
た
ち
が
引
き
上
げ
た
後
に
、

一
本
の
か
ま
ど
杭
か
ら
芽
が
出
て
、椿
の

花
が
咲
い
た
そ
う
で
す
。

　枝
が
幹
か
ら
下
に
向
か
っ
て
伸
び
て
い

た
か
ら「
逆
さ
椿
」、白
い
椿
で
あ
っ
た
か

ら
、越
後
の
雪
に
ち
な
ん
で「
越
後
銀
」

と
も
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。椿
の
木
は
戦

前
ま
で
は
残
っ
て
い
ま
し
た
が
、今
は
枯

れ
て
し
ま
い
、椿
を
記
念
す
る
石
碑
が
建

て
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
　

  

北
向
き
地
蔵

　文
字
ど
お
り
北
を
向
い
て
い
る
石
造

り
の
地
蔵
菩
薩
で
、道
し
る
べに
な
って
い

ま
す
。建
立
は
享
保
14（
１
８
５
１
）年
、

高
さ
は
台
座
を
入
れ
る
と
２
５
０㎝
も
あ

り
ま
す
。冬
に
は
毛
糸
の
帽
子
を
冠
っ
て

い
る
姿
も
見
ら
れ
ま
す
。

　地
蔵
の
足
元
を
見
る
と
、い
つ
も
泥
の

団
子
が
供
え
て
あ
り
ま
す
。こ
れ
は
お
地

蔵
さ
ま
に
お
願
い
事
を
す
る
と
き
の
約

束
で
す
。も
し
、願
い
が
叶
っ
た
ら
お
米
の

団
子
を
供
え
て
お
礼
を
す
る
こ
と
に
な
っ

て
い
ま
す
。

　
　

  
厳
島
神
社

　石
段
を
谷
底
に
向
か
って
降
り
た
と
こ

ろ
に
池
が
あ
り
、そ
の
中
央
の
小
島
に
神

社
は
祭
ら
れ
て
い
ま
す
。こ
こ
に
は
か
つ
て

太
さ
９ｍ
に
も
な
る
大
杉
が
あ
っ
た
と
い

わ
れ
ま
す
。祭
神
は
弁
財
天
で
す
。そ
の

昔
は
周
辺
の
高
台
に
楓
の
樹
が
多
く
、

「
楓
ヶ
岡
」と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。

　神
社
に
は
安
産
祈
願
に
訪
れ
る
参
拝

者
が
多
く
い
ま
す
。そ
の
際
に
は
拝
殿
の

腹
帯
を
持
ち
帰
る
こ
と
が
で
き
、無
事
安

産
と
な
っ
た
際
に
は
倍
返
し
を
し
ま
す
。

　
　

  

道
標「
こ
れ
よ
り
石
と
舟
と
ミ
ち
」

　五
差
路
の
交
差
点
に
あ
る
道
し
る
べ

で
、銘
文
は「
こ
こ
か
ら
は
石
戸
の
舟
渡

（
石
戸
河
岸
）への
道
」と
い
う
意
味
で
す
。

　現
在
は
模
造
塔
で
す
が
、実
物
は
享

保
12（
１
７
２
７
）年
に
建
立
さ
れ
ま
し

た
。河
岸
場
の
存
在
を
実
証
す
る
資
料

と
し
て
、市
指
定
文
化
財
と
な
っ
て
お

り
、教
育
委
員
会
で
保
管
し
て
い
ま
す
。

　
　

  

鉄
砲
宿

　

　鉄
砲
宿
は
北
袋
地
区
に
残
さ
れ
た
小

字
で
す
。そ
の
昔
、石
戸
城
に
仕
え
た
鉄

砲
鍛
冶
職
人
が
集
団
で
住
ん
だ
場
所
で

あ
る
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　少
し
歩
く
と「
鉄
砲
宿
」の
銘
文
が
残

る
地
蔵
が
祭
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
　

  

須
賀
神
社

　旧
荒
井
村
の
鎮
守
で
、ま
た
の
名
を

「
荒
井
の
天
王
様
」と
い
い
ま
す
。創
建

は
約
４
０
０
年
前
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　須
賀
神
社
に
は
昔
か
ら
面
白
い
習
俗

が
残
って
い
ま
す
。そ
れ
は
キ
ュ
ウ
リ
を
奉

納
し
て
は
い
け
な
か
っ
た
そ
う
で
す
。神

社
の
御
紋
が
キ
ュ
ウ
リ
の
切
り
口
に
似
て

い
る
た
め
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。ま

た
、鳥
居
近
く
に
道
祖
神
が
祭
ら
れ
て
い

ま
す
。こ
れ
は
旅
の
神
様
と
し
て
、現
在

で
も
履
物
を
供
え
祈
願
す
る
信
仰
が
残

り
ま
す
。今
で
は
、現
代
風
に
ス
ニ
ー
カ
ー

な
ど
が
供
え
ら
れ
て
も
い
ま
す
。

　
　

  

氷
川
神
社

　神
社
の
創
建
は
貞
観
11（
８
６
９
）年

と
伝
え
ら
れ
、市
内
最
古
の
神
社
と
さ
れ

て
い
ま
す
。そ
の
後
文
明
５（
１
４
７
３
）

年
に
、現
在
の
さ
い
た
ま
市
大
宮
区
に
あ

る
武
蔵
一
宮「
氷
川
神
社
」か
ら
祭
神
を

分
祀
し
て
現
在
に
至
り
ま
す
。旧
高
尾

村
の
総
鎮
守
で
す
。

　神
仏
習
合
の
時
代
で
あ
っ
た
江
戸
期

に
は
、寺
の
お
坊
さ
ん
が
神
主
を
兼
ね
て

い
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。氷
川
神
社
で

は
そ
の
別
当
と
し
て
隣
接
地
に「
龍
泉
寺
」

と
い
う
お
寺
が
あ
り
ま
し
た
。寺
跡
近
く

に
は
今
で
も
お
坊
さ
ん
の
お
墓
が
残
さ
れ

て
い
ま
す
。

コラム Column

　神社にあった杉の大木には「龍
灯杉」という名前がありました。これ
は万治３（1660）年７月のとある夜
に、杉に龍が巻き付いて今にも昇
天するさまを村人が見つけたことか
ら言われるようになりました。
　また、神社に祭られるご神体は、
かつて江戸神田に住んでいた中
島屋久四郎が自分の家に祭って
あった弁天様でした。ある日この弁
天様が夢枕に立って、これより北
の楓ケ丘という景観地があるから
移せと言われました。その言葉に
従って各地を訪ね、現在の地を探
し出して、厳島神社へ安置したとい
われています。

厳島神社の伝説
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逆
さ
椿
の
碑

　石
戸
城
に
出
陣
し
て
き
た
上
杉
謙
信

の
兵
が
こ
の
場
所
に
陣
を
張
っ
て
、か
ま

ど
で
煮
炊
き
を
し
た
場
所
だ
と
い
い
ま

す
。謙
信
た
ち
が
引
き
上
げ
た
後
に
、

一
本
の
か
ま
ど
杭
か
ら
芽
が
出
て
、椿
の

花
が
咲
い
た
そ
う
で
す
。

　枝
が
幹
か
ら
下
に
向
か
っ
て
伸
び
て
い

た
か
ら「
逆
さ
椿
」、白
い
椿
で
あ
っ
た
か

ら
、越
後
の
雪
に
ち
な
ん
で「
越
後
銀
」

と
も
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。椿
の
木
は
戦

前
ま
で
は
残
っ
て
い
ま
し
た
が
、今
は
枯

れ
て
し
ま
い
、椿
を
記
念
す
る
石
碑
が
建

て
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
　

  

北
向
き
地
蔵

　文
字
ど
お
り
北
を
向
い
て
い
る
石
造

り
の
地
蔵
菩
薩
で
、道
し
る
べに
な
って
い

ま
す
。建
立
は
享
保
14（
１
８
５
１
）年
、

高
さ
は
台
座
を
入
れ
る
と
２
５
０㎝
も
あ

り
ま
す
。冬
に
は
毛
糸
の
帽
子
を
冠
っ
て

い
る
姿
も
見
ら
れ
ま
す
。

　地
蔵
の
足
元
を
見
る
と
、い
つ
も
泥
の

団
子
が
供
え
て
あ
り
ま
す
。こ
れ
は
お
地

蔵
さ
ま
に
お
願
い
事
を
す
る
と
き
の
約

束
で
す
。も
し
、願
い
が
叶
っ
た
ら
お
米
の

団
子
を
供
え
て
お
礼
を
す
る
こ
と
に
な
っ

て
い
ま
す
。

　
　

  
厳
島
神
社

　石
段
を
谷
底
に
向
か
って
降
り
た
と
こ

ろ
に
池
が
あ
り
、そ
の
中
央
の
小
島
に
神

社
は
祭
ら
れ
て
い
ま
す
。こ
こ
に
は
か
つ
て

太
さ
９ｍ
に
も
な
る
大
杉
が
あ
っ
た
と
い

わ
れ
ま
す
。祭
神
は
弁
財
天
で
す
。そ
の

昔
は
周
辺
の
高
台
に
楓
の
樹
が
多
く
、

「
楓
ヶ
岡
」と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。

　神
社
に
は
安
産
祈
願
に
訪
れ
る
参
拝

者
が
多
く
い
ま
す
。そ
の
際
に
は
拝
殿
の

腹
帯
を
持
ち
帰
る
こ
と
が
で
き
、無
事
安

産
と
な
っ
た
際
に
は
倍
返
し
を
し
ま
す
。

　
　

  

道
標「
こ
れ
よ
り
石
と
舟
と
ミ
ち
」

　五
差
路
の
交
差
点
に
あ
る
道
し
る
べ

で
、銘
文
は「
こ
こ
か
ら
は
石
戸
の
舟
渡

（
石
戸
河
岸
）への
道
」と
い
う
意
味
で
す
。

　現
在
は
模
造
塔
で
す
が
、実
物
は
享

保
12（
１
７
２
７
）年
に
建
立
さ
れ
ま
し

た
。河
岸
場
の
存
在
を
実
証
す
る
資
料

と
し
て
、市
指
定
文
化
財
と
な
っ
て
お

り
、教
育
委
員
会
で
保
管
し
て
い
ま
す
。

　
　

  

鉄
砲
宿

　

　鉄
砲
宿
は
北
袋
地
区
に
残
さ
れ
た
小

字
で
す
。そ
の
昔
、石
戸
城
に
仕
え
た
鉄

砲
鍛
冶
職
人
が
集
団
で
住
ん
だ
場
所
で

あ
る
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　少
し
歩
く
と「
鉄
砲
宿
」の
銘
文
が
残

る
地
蔵
が
祭
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
　

  

須
賀
神
社

　旧
荒
井
村
の
鎮
守
で
、ま
た
の
名
を

「
荒
井
の
天
王
様
」と
い
い
ま
す
。創
建

は
約
４
０
０
年
前
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　須
賀
神
社
に
は
昔
か
ら
面
白
い
習
俗

が
残
って
い
ま
す
。そ
れ
は
キ
ュ
ウ
リ
を
奉

納
し
て
は
い
け
な
か
っ
た
そ
う
で
す
。神

社
の
御
紋
が
キ
ュ
ウ
リ
の
切
り
口
に
似
て

い
る
た
め
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。ま

た
、鳥
居
近
く
に
道
祖
神
が
祭
ら
れ
て
い

ま
す
。こ
れ
は
旅
の
神
様
と
し
て
、現
在

で
も
履
物
を
供
え
祈
願
す
る
信
仰
が
残

り
ま
す
。今
で
は
、現
代
風
に
ス
ニ
ー
カ
ー

な
ど
が
供
え
ら
れ
て
も
い
ま
す
。

　
　

  

氷
川
神
社

　神
社
の
創
建
は
貞
観
11（
８
６
９
）年

と
伝
え
ら
れ
、市
内
最
古
の
神
社
と
さ
れ

て
い
ま
す
。そ
の
後
文
明
５（
１
４
７
３
）

年
に
、現
在
の
さ
い
た
ま
市
大
宮
区
に
あ

る
武
蔵
一
宮「
氷
川
神
社
」か
ら
祭
神
を

分
祀
し
て
現
在
に
至
り
ま
す
。旧
高
尾

村
の
総
鎮
守
で
す
。

　神
仏
習
合
の
時
代
で
あ
っ
た
江
戸
期

に
は
、寺
の
お
坊
さ
ん
が
神
主
を
兼
ね
て

い
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。氷
川
神
社
で

は
そ
の
別
当
と
し
て
隣
接
地
に「
龍
泉
寺
」

と
い
う
お
寺
が
あ
り
ま
し
た
。寺
跡
近
く

に
は
今
で
も
お
坊
さ
ん
の
お
墓
が
残
さ
れ

て
い
ま
す
。

コラム Column

　神社にあった杉の大木には「龍
灯杉」という名前がありました。これ
は万治３（1660）年７月のとある夜
に、杉に龍が巻き付いて今にも昇
天するさまを村人が見つけたことか
ら言われるようになりました。
　また、神社に祭られるご神体は、
かつて江戸神田に住んでいた中
島屋久四郎が自分の家に祭って
あった弁天様でした。ある日この弁
天様が夢枕に立って、これより北
の楓ケ丘という景観地があるから
移せと言われました。その言葉に
従って各地を訪ね、現在の地を探
し出して、厳島神社へ安置したとい
われています。

厳島神社の伝説
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街
道
沿
い
に
残
る
城
と
館

い
ま
す
。

　子
供
公
園
西
側
に
は
、こ
の「
お
茶
屋

跡
」と
呼
ば
れ
る
エ
リ
ア
が
あ
り
ま
す
。

近
く
に
は「
御
殿
稲
荷
」と
呼
ば
れ
る
個

人
宅
の
氏
神
が
あ
り
、家
康
を
顕
彰
し

た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
　

  

石
戸
城
跡

　石
戸
宿
六
丁
目
に
あ
る
石
戸
城
跡
は

遺
跡
と
し
て
の
残
存
状
況
が
良
い
た
め
、

「
県
選
定
重
要
遺
跡
」に
選
ば
れ
て
い
ま

す
。　歴

史
上
で
は
石
戸
城
は
北
条・武
田・

上
杉
等
の
戦
国
大
名
を
は
じ
め
、上
田・

太
田
氏
等
の
北
武
蔵
の
武
将
と
関
わ
っ

た
、大
宮
台
地
上
に
お
け
る
最
大
級
の
城

郭
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。築
城
に
つ
い
て

は
、今
か
ら
５
０
０
年
余
り
前
に
上
杉・

太
田
氏
方
の
軍
事
拠
点
の
一
つ
と
し
て

造
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　永
禄
６（
１
５
６
３
）年
２
月
に
は
、上

杉
謙
信
が
、北
条
氏
康
と
武
田
信
玄
の

　
　

  

堀
ノ
内
館
跡

　石
戸
宿
三
丁
目
の「
堀
ノ
内
館
跡
」は

鎌
倉
時
代
の
築
城
で
す
。館
の
南
西
に
あ

る
東
光
寺
は
文
化
財
の
宝
庫
で
、樹
齢
八

百
年
を
超
え
る「
石
戸
蒲
ザ
ク
ラ
」を
は

じ
め
、か
つ
て
日
本
最
古
の「
板
石
塔
婆
」

や
鎌
倉
時
代
の「
銅
像
阿
弥
陀
如
来
坐

像
」な
ど
が
あ
り
ま
す
。ま
た
、源
範
頼

と
娘
と
さ
れ
る
亀
御
前
の
伝
説
が
残
さ

れ
て
い
ま
す
。

　史
実
と
し
て
の
居
住
者
は「
石
戸
左

衛
門
尉
」と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
　

  

お
茶
屋
跡

　徳
川
家
康
は
、戦
国
時
代
の
末
期
に

関
東
へ
移
封
さ
れ
、時
に
領
内
の
視
察
を

兼
ね
て
、よ
く
鷹
狩
り
に
出
か
け
た
と
い

い
ま
す
。北
本
市
域
周
辺
の
鷹
狩
り
は
、

現
在
の
鴻
巣
駅
南
側
に
あ
っ
た「
鴻
巣
御

殿
」を
拠
点
と
し
て
、各
地
で「
お
茶
屋
」

と
呼
ば
れ
る
休
憩
所
に
立
ち
寄
っ
た
と
い

　
北
本
市
の
西
部
に
は
、鎌
倉
時
代
か
ら
室
町
時
代
、戦
国
時
代
に
至
る
城
や
館
跡
が

点
在
し
て
い
ま
す
。こ
の
う
ち
鎌
倉
街
道
沿
い
に
は
五
つ
の
城
跡
、館
跡
な
ど
が
見
ら
れ

ま
す
。城
館
の
立
地
は
、街
道
と
強
い
関
係
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

査
で
発
見
さ
れ
ま
し
た
。館
の
名
前
は
ま

だ
決
ま
っ
て
お
ら
ず
、こ
こ
で
は
仮
に「
宮

岡
館
跡
」と
し
て
お
き
ま
す
。

　発
掘
さ
れ
た
堀
跡
は
深
さ
が
約
３ｍ

で
、箱
薬
研
堀
と
呼
ば
れ
る
型
式
で
掘
ら

れ
て
い
ま
し
た
。ま
た
、堀
の
斜
面
に
は

乱
杭
を
埋
め
て
い
た
よ
う
で
、小
穴
が
多

数
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

　逆
さ
椿
が
伝
え
て
い
た
伝
説
が
史
実

に
つ
な
が
る
例
と
し
て
注
目
を
浴
び
た
と

と
も
に
、未
知
の
館
跡
発
見
が
話
題
と
な

り
ま
し
た
。

　
　

  

大
宮
館
跡

　高
尾
さ
く
ら
公
園
周
辺
か
ら
は
、高

尾
の
阿
弥
陀
堂
を
取
り
囲
む
よ
う
な
堀

跡
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。こ
の
こ
と
に
よ

り
、鎌
倉
時
代
に
さ
か
の
ぼ
る
館
跡
が
確

認
さ
れ
、付
近
の
小
字
を
と
っ
て「
大
宮

館
跡
」と
名
づ
け
ら
れ
ま
し
た
。

　館
跡
の
発
掘
調
査
で
は
中
国
か
ら
輸

入
さ
れ
た
青
磁
な
ど
が
出
土
し
て
い
ま

す
。こ
の
た
め
、居
住
者
は
格
の
高
い
人

物
が
想
定
さ
れ
て
お
り
、言
い
伝
え
で
は

石
戸
氏
の
一
族
で
あ
る
、石
戸
頼
兼
が

住
ん
で
い
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　ま
た
、源
範
頼
の
伝
説
が
残
さ
れ
て
い

ま
す
。堀
ノ
内
の
言
い
伝
え
と
は
異
な

り
、亀
御
前
は
範
頼
の
妻
と
し
て
、夫
の

悲
報
を
聞
き
、こ
の
地
で
入
水
し
た
と
伝

え
ら
れ
て
い
ま
す
。

連
合
軍
に
よ
り
包
囲
さ
れ
た
松
山
城

（
吉
見
町
）の
救
援
の
た
め
、石
戸
城
に
着

陣
し
た
史
実
が
有
名
で
す
。

　
　

  

宮
岡
館
跡（
仮
称
）

　逆
さ
椿
周
辺
に
は
、近
年
新
た
に
室

町
時
代
の
館
跡
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。そ

の
規
模
は
逆
さ
椿
の
碑
を
取
り
囲
む
よ

う
に
約
百ｍ
四
方
の
範
囲
に
館
が
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　平
成
19
年
に
堀
跡
の
一
部
が
発
掘
調

コラム Column

　石戸左衛門尉は「堀ノ内館」の居住者とされ、鎌
倉幕府の御家人として当時の史料に名が残ります。
　『吾妻鑑』には２か所に記述がみられ、寛元３

（1245）年は鶴岡八幡宮放生会（捕らえた魚や鳥を
野に放って殺生を戒める行事）の馬場の儀におい
て、重要な役割を足立直元等とともに務めたとして

います。また、寛元５（1247）年には将軍藤原頼嗣の
参宮に際する行列で、将軍御後布衣衆として参列して
います。石戸氏は29番中25番、安達義景は6番に
列していますが、武蔵国の御家人はこの2人だけで
あり、その格の高さがうかがわれます。
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。
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も
の
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跡
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堀
ノ
内
館
跡
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