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東
美
濃
と
中
山
道

　

東
美
濃
と
は
、一
般
に
美
濃
国
の
東
部
を

表
し
、古
く
は
東
濃
４
郡
（
恵
那
、土
岐
、可

児
、加
茂
）と
呼
ば
れ
ま
し
た
。こ
の
地
域
は

中
山
道
が
通
っ
て
い
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
て

い
ま
す
。街
道
を
通
じ
て
人
や
物
の
交
流
も

盛
ん
に
行
わ
れ
、東
濃
弁
な
ど
の
方
言
や
食

生
活
、文
化
な
ど
に
共
通
点
が
見
ら
れ
ま
す
。

東
美
濃
活
性
化
の
動
き

　

今
年
７
月
に
は
「
ツ
ー
リ
ズ
ム
東
美
濃
協

議
会
」
と
「
ひ
が
し
み
の
歴
史
街
道
協
議
会
」

が
設
立
さ
れ
ま
し
た
。

　

ツ
ー
リ
ズ
ム
東
美
濃
協
議
会
は
東
濃
６
市

（
可
児
、
中
津
川
、
恵
那
、
瑞
浪
、
土
岐
、

多
治
見
）
の
商
工
会
議
所
と
中
部
経
済
連
合

会
が
地
域
経
済
の
活
性
化
を
目
指
し
て
設

立
。
ひ
が
し
み
の
歴
史
街
道
協
議
会
は
リ
ニ

ア
中
央
新
幹
線
の
沿
線
７
市
町
（
前
述
の
６

市
と
御
嵩
町
）
と
観
光
協
会
、
県
が
魅
力
あ

る
観
光
地
づ
く
り
を
目
指
し
て
設
立
し
ま
し

た
。
い
ず
れ
も
歴
史
や
伝
統
文
化
、
地
場
産

業
な
ど
を
生
か
し
た
広
域
的
な
観
光
振
興
に

取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。

観
光
パ
ス
ポ
ー
ト
で
東
美
濃
を
巡
ろ
う

　

ひ
が
し
み
の
歴
史
街
道
協
議
会
に
よ
る
観

光
パ
ス
ポ
ー
ト
事
業
で
す
。

　

７
市
町
の
観
光
案
内
所
や
道
の
駅
で
発
給

さ
れ
る
観
光
パ
ス
ポ
ー
ト
を
持
っ
て
参
加
施

設
を
訪
れ
る
と
、
独
自
の
特
典
が
受
け
ら

れ
ま
す
。
さ
ら
に
施
設
を
利
用
し
て
ス
タ
ン

プ
を
集
め
る
と
、
プ
レ
ゼ
ン
ト
抽
選
に
応

募
で
き
ま
す
。
賞
品
や
参
加
施
設
な
ど
詳

し
く
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

期
間　

平
成
30
年
２
月
28
日
（
水
）ま
で

問
合
先　

ひ
が
し
み
の
観
光
パ
ス
ポ
ー
ト

　

事
務
局
☎
０
５
８
（
２
６
５
）
７
５
０
４

東
美
濃
の
豆
知
識

戦
国
時
代
の
東
美
濃

　
戦
国
時
代
、
交
通
の
要
衝
で
あ
る
東

美
濃
は
織
田
信
長
や
武
田
信
玄
な
ど
多

く
の
戦
国
武
将
が
進
出
を
図
り
ま
し

た
。

　
信
長
や
秀
吉
の
勢
力
拡
大
に
合
わ

せ
、
重
臣
の
森
氏
は
美
濃
金
山
城
、
岩

村
城
、
苗
木
城
な
ど
を
治
め
て
い
き
ま

す
。
森
氏
の
領
地
は
東
美
濃
全
域
に
及

び
、
当
時
の
権
力
者
が
こ
の
地
域
を
一

つ
の
区
域
と
し
て
捉
え
て
い
た
こ
と
が

う
か
が
え
ま
す
。

兼
山
札さ

つ

　
中
山
道
と
木
曽
川
の
近
く
に
位
置
す

る
兼
山
は
、
戦
国
時
代
か
ら
物
流
の
拠

点
と
し
て
栄
え
ま
し
た
。
江
戸
時
代
末

期
に
な
る
と
貨
幣
経
済
が
発
展
し
、
小

銭
が
不
足
す
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
、

小
銭
札
（
兼
山
札
）
が
発
行
さ
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。

　
兼
山
札
は
主
に
東
美
濃
で
流
通
し
て

い
た
他
、
遠
く
は
信
州
の
一
部
で
も
使

わ
れ
た
よ
う
で
す
。

東
美
濃
の
地
歌
舞
伎

　
俗
に
「
東
濃
の
芝
居
、
西
濃
の
花
火
」

と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
言
葉

の
と
お
り
、
西
美
濃
と
東
美
濃
で
は
文

化
に
違
い
が
あ
る
と
思
わ
れ
て
い
た
よ

う
で
す
。

　
東
美
濃
の
地
歌
舞
伎
（
地
芝
居
）
に

つ
い
て
は
、
現
在
も
中
津
川
市
な
ど
県

内
各
地
で
公
演
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

可
児
で
も
戦
前
の
庶
民
の
娯
楽
と
い
え

ば
地
歌
舞
伎
で
、
専
用
の
小
屋
が
あ
る

ほ
ど
で
し
た
。
市
内
に
は
現
在
も
地
歌

舞
伎
の
同
好
会
が
あ
り
、
そ
の
文
化
が

引
き
継
が
れ
て
い
ま
す
。

出典：戦国の雄 森一族と居城美濃金山城の軌跡（一部加工）

森氏の当主、森長可
画像（可成寺所蔵）

東美濃から発信“可児の宝もの”

壱

弐

参

続
百
名
城
　
美
濃
金
山
城
跡

　

国
史
跡
・
美
濃
金
山
城
跡
を
は
じ

め
、市
内
に
は
10
の
城
跡
が
あ
り
ま
す
。

美
濃
金
山
城
跡
は
今
年
９
月
に
全
国

に
誇
る
県
内
の
観
光
資
源
「
岐
阜
の

宝
も
の
」
に
苗
木
城
跡
（
中
津
川
市
）、

岩
村
城
跡
と
岩
村
城
下
町
（
恵
那
市
）

と
一
体
で
認
定
さ
れ
ま
し
た
。

　

ガ
イ
ド
ツ
ア
ー
や
保
全
活
動
な
ど

が
評
価
さ
れ
た
も
の
で
、
東
美
濃
の

新
た
な
観
光
資
源
と
し
て
期
待
さ
れ

ま
す
。

美
濃
桃
山
陶
の
聖
地

　

か
つ
て
は
志
野
・
瀬
戸
黒
を
は
じ
め

と
し
た
陶
器
は
、
瀬
戸
（
愛
知
県
）

で
焼
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
人
間
国
宝
の
陶
芸
家
・
荒
川

豊
蔵
が
久
々
利
大
萱
で
筍
絵
の
あ
る
古

志
野
の
陶
片
を
発
見
し
た
こ
と
で
、
こ

れ
ら
の
陶
器
が
可
児
を
含
む
東
美
濃
の

各
地
域
で
作
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
実
証

さ
れ
ま
し
た
。
市
は
豊
蔵
が
生
活
・
作

陶
し
て
い
た
地
を
整
備
し
、
陶
芸
の
歴

史
と
と
も
に
美
濃
桃
山
陶
の
聖
地
と
し

て
今
年
４
月
か
ら
公
開
し
て
い
ま
す
。

癒
し
の
空
間
　
木
曽
川
左
岸

　
「
木
曽
の
か
け
は
し　

太
田
の
渡
し

碓
氷
峠
が
な
く
ば
よ
い
」
と
う
た
わ

れ
た
よ
う
に
、
東
美
濃
を
流
れ
る
木

曽
川
の
渡
し
場
は
中
山
道
の
難
所
と

し
て
知
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
市
内
に

あ
る
「
今
渡
の
渡
し
場
」
は
、
昭
和

２
年
の
太
田
橋
開
通
に
よ
り
そ
の
役

割
を
終
え
ま
し
た
。
渡
し
場
周
辺
は

今
後「
か
わ
の
ほ
と
り
の
散
歩
道
の
会
」

に
よ
る
か
わ
ま
ち
づ
く
り
が
進
め
ら

れ
、
市
民
が
集
え
る
憩
い
の
場
と
し

て
整
備
さ
れ
て
い
き
ま
す
。

可
児
か
ら
発
信
、「
東
美
濃
」

中
山
道
、木
曽
川
が
通
り
、文
化
や
経
済
な
ど
古
く
か
ら
交
流
の
あ
っ
た
東
美
濃
。そ
の
一
帯
を

東
美
濃
ブ
ラ
ン
ド
と
し
て
観
光
を
盛
り
上
げ
て
い
く
動
き
と
、歴
史
的
背
景
を
紹
介
し
ま
す
。

問
合
先　

観
光
交
流
課

広報かに  2017.11　23　広報かに  2017.11


