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第９章 日本の道路のルーツ 

第 9.1節 「道」から「街道」へ              (2020 年 06 月 第 28 号) 

   住宅地の区割りから県境に至るまで、実は古くからの「道」が基本となっています。普段何気な
く通行している「道」について考えてみましょう。 

 
9.1.1 はじめに 

私たちの暮らしに身近な住宅地の区割りや町・市境線、区界線、県境線などが、実は古街道だったこ
とが最近わかってきています。つまり、日ごろ何気なく歩いている市街地の道や、近所の丘陵地帯のハ
イキングコースが、実は古代に都人が往来していた官道や、武士たちが馬駆けた鎌倉街道であることが
十分にあり得るのです。 

 
古い道といっても、そこにはさまざまな種類があります。飛鳥〜奈良時代の古代律令国家によって整
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⑥ 大師道（だいしみち）：東 海 道 53 宿 の 1 つ 川 崎 宿 か ら 、 厄 除 け で 知 ら れ る 川 崎 大
師 に 至 る 道  

  
9.1.2 日本の道路のルーツは獣道？  
 一口に「道」と言っても、日本では様々な呼び名や使用目的により内容の表現が異なります。「道」は
地球の誕生、2 本足や 4 本足の動物類、人類の誕生等、生物が生きていくのに必要な設備であり、道具
です。この生活の手段が、人間の開発、整備、発展に繋がったのです。人類の誕生を見ましょう。 
 
1） 猿人以前は人間とよく似た「サル」がいますが、人間は霊長類あるいはサル目（もく）と呼ばれ、

人は霊長類から分化して現れた生物種と考えられています。1 億年から 7 千年前に地球上に最初に
霊長類が現れました。 

猿人で有名なのはアウストラロピテクス（南のサルの意味）で、ピテクスとはサルの意味です。
ルーシーの名で人類学者に有名なアストラロピテクスの女性の一体は、中東アフリカで発見され、
400 万年〜300 万年位前に生存したと考えられています。 
 

2） 原人はホモ・エレクトスとも言い、猿人の次の段階になります。猿人の身長は 140〜150ｃｍですが、
原人は 160〜180ｃｍ位です。約 180 万年前から猿人が進化した様です。原人の初めての化石はイン
ドネシアのジャワ島で発見された「ジャワ原人」です。そしてアフリカを超えてアジア迄に広がっ
たのは、原人が最初です。60 万年前から氷河期に入り、原人は毛皮を身に着け、天幕を張ったシェ
ルターや洞窟で暮らしていた様です。 
 50 万年位前には、原人による「火の使用」の痕跡が中国の北京で発見されたのが「北京原人」で
す。火が使えると、暖はもとより明かりがとれ、猛獣を遠ざけたり、食べ物を加熱調理することが
出来ます。子供の歴史本の絵に描かれていたことが、思い浮かびませんか。 
 

3） 旧人類は原人の次です。ネアンダール人が良く知られています。旧石器時代の石器の製作技術を持
ち、火を積極的に使用した旧人類で、約 50〜30 万年前に登場しました。新説では約 4 万年前に絶滅
した様です。 
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 人類の期限を見てきましたが、サルが起源の 1 億年から 7 千年前に最初の霊長類が人類の始発で、
中東アフリカのアウストラピテクスや原人がヨーロッパ、アジアの人間の祖となるのでしょうか？ 
 

4）「道」とは人間が生きる為の重要な設備であり、手段であり、道具であったと考えます。現代でも同
じでしょう。「道」には次のように様々な呼び方が有ります 

 
① 「獣道（けものみち）」山野において獣（野生動物）が通る道。大型の哺乳類が日常的に使用してい

る経路のこと。森林内に人が作った林道や山道等を、他の動物が利用することも多い。人が作る道
路のルーツを辿れば、自然な「獣道」であり、それに手を加えられて歩きやすく幅広く作られて路
（みち）となり、更に改良して道路となりました。太古の人間は、動物が作った獣道を辿れば歩き
やすく、獲物となる動物を見つけやすいと考え、獣道を辿って歩く様になりました。やがて、人間
が歩く為の道路が作られていったとも考えられます。 
 

② 「踏み分け路（ふみわけみち）」荒野や丘陵地帯に大雑把に切り開かれた小道や跡。類語・同義語は、
小みち、小道です 
 

③ 「農道（のうどう）」。日本の農村地域において、農業の用に供するために設けられた道路。農作物
の運搬等の為に耕作地や田畑の間に作られた道で、一般には「土地改良法」（1949 年（昭和 24 年）
6 月 6 日法律 195 号土地改良について定める日本の法律）の農業用道路で、所轄は農林水産庁です 
 

④ 「あぜ道（あぜみち）」田と田の間の細い道。畔（あぜ）、畦道とも書きます 
 

⑤ 「田圃道（たんぼみち）」田圃の間にある道で、上記の畦道と同じ 
 

⑥ 「田舎道（いなかみち）」田舎にある道で、多くは未舗装の荒れた道を言う 
 

⑦ 「林道（りんどう）」森林の整備・保全を目的として森林地帯に設けられる道路の総称で、森や林の
中、特に林産物を運搬する為、森林の内外に設けられた道。「森林法」（1951 年（昭和 26 年）6 月
26 日法律 249 号森林生産力向上を目的とした森林行政の基本法）の規定に基づいて設置される 
 

⑧ 「道（みち）」。古来を通して自然発生的に生じ、人や車等が往来するための所、どこかへ行く時に
通る・通った場所であり。人・ものだけでなく目的を達成するための「方法」も含みます。英語で
は road、way、route、street、track、path、pass と表します 
 

⑨ 「通り（とおり）」。通り（go）、通り抜ける（through）からできた名詞です。人が通るところで、
英語では street（通り・街路）、大通りは avenue（大通り・並木道）です 
 

⑩ 「道路（どうろ）」。車が通るために人工的に築造（古代では石貼、敷石、砂利敷、現代では舗装等々）
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し、管理されているもので、道の中でも一定の要件を満たすもので、多くある「道」の中でも目的
があって法令で決められたものだけを「道路」と言います 

 

人生を豊かに（雑学のすすめ）  

文豪たちが送るお祝い状は、名文が多い様です。有島武郎は 1920 年（大正 9
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第 9.2 節 日本の道路の歴史について        （2020 年 07 月 第 29 号） 

   道の起源が獣道や踏み分け道である事が分かりましたが、日本の道はどの様な経緯で形作られた
のでしょうか。時代ごとに見ていきます 

 
1) 原始時代 

原始の時代（旧石器時代・縄文時代・弥生時代・200 万年前〜西暦 250 年）に狩猟や採取を行ってい
た原始社会（人類の歴史の始まりの、まだ文明を持たない社会で、都市も国家もなく、分業（例えば江
戸時代の士農工商や階級を持たない社会）では動物の移動に伴って出来る「けもの道」が狩猟する民に
よって利用される場合も有りました。 

 
もう一つは、「踏み分け道」でした。人が生きて行く為に木の実や魚の採取や、狩猟をしながら、何度

も同じ所を行き交うことを繰り返すうちに、地面は踏み固められて自然に草が減り、土が出た筋状の「み
ち」になりました。彼らは動物の水飲み場とか、糞をする場所等を良く掌握していた様で、新しく分け
入る時は木の枝を折って目印として新しい道を拓いて行った様です。 

 
2) 飛鳥時代まで 

日本に稲作が伝わったのは、今から約 3000 年前の縄文時代後期です。それよりも古い時代に、原始
的農耕が行われた可能性も有る様です。稲が日本にもたらされた最も古い証拠は、縄文時代後期末迄遡
り、福岡県や熊本県の遺跡の土壌からプラントオパール（イネ科植物の葉身にあるケイ酸を含む細胞）
が検出され、イネの痕跡が確認されています。 

 
人々が農耕を始め、稲作が日本国内に広まり、次々と集団で定住した場所には集落ができ、集落間で

物品の交易や情報の交換、婚姻等が行われることが頻繁になり、人の往来が増えると、はじめは一人が
やっと通行出来た道幅が自然に踏み分けられ、幅が広い道へと変化していきました。 

 
それ以外の場所では、獣道や踏み分け道が次第に踏み固められ、川沿いや尾根伝い、低い峠等に、自

然発生的に主要な道路が形成されていきました。2000 年（平成 12 年）に国の特別史跡に指定された三
内丸山遺跡（青森県）には、幅 12ｍ、長さ 420ｍの舗装された道路が発見され、すでに縄文時代の中期
（紀元前 3500 年〜2000 年頃）には、人力で道路が作られたことが判り、それまでの通説が覆った様で
す。 

 
日本書紀（720 年・養老 4 年）の神武東征の折に、河内国から大和国に兵を進めた様子を描いた記述

で、「皇師兵を勅（ちょく）へて歩より龍田に赴く。而（しか）もして其の道嶮しくして、人並み行くを
得」が日本の書物の中で道路についての最も古い記述であるとされている様です。 

 
 当時の道路が、人が 2 列で行進することが出来ない程、狭いものであったことが判る文だそうです 
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3) 奈良時代 
7 世紀当初、飛鳥地方の大和政権（4 世紀〜７世紀半ば頃迄）が誕生し、大和（奈良県）を中心とする

畿内政治勢力の連合体で、従来は大
和朝廷と呼ばれていましたが、最近
では大和政権又は大和王権と呼んで
います。奈良盆地東縁を通る山辺の
道や、聖徳太子が通ったとされる太
子道、南北に通る上ッ道（かみつみ
ち）、中ッ道（なかつみち）、下ッ道（し
もつみち）（古代大和盆地を南北に縦
貫する様に造られた幹線道路）、これ
に直行する横大道、竹内街道等が作
られました。日本書紀の第 33 代推古天皇（在位 593 年 1 月〜628 年 4 月）の 613 年（推古 21 年）11
月の記事に、「難波より京に至る大道を置く」とあり、これが日本における道路整備の最初の記述だそう
です。当時の「京」は飛鳥に有り、竹内街道は現在の奈良県葛城市と大阪府堺市を結び、現在の国道 166
号線にほぼ相当するそうです。 

645 年（大化元年）「乙巳の変」（いっしのへん）の翌年 646 年（大化 2 年）に、第 36 代孝徳天皇か
ら発布された「改新の詔」（かいしんのみことのり）（政治運営に邪魔だった蘇我氏を排除後、天皇主権
国家を造るための基本方針）により、天皇を中心とする中央集権国家の建設を目指し、律令制が制定さ
れました。 
     

閑話休題 以前の歴史では 645 年（乙巳の変）が大化の改新と教育されていましたが、現在で
は 646 年発行の「改新の詔」により改革されたことが「大化の改新」と修正されています。 
・それぞれの条文で、1 条は公地公民制、2 条は国郡制、3 条は班田制、4 条は税制について
の記載が有り、これら条文は、律令国家となる 1 歩で、のちに律令国家完成となる大宝律令
につながるものとなります。 

 
その中に広域地方行政区画として五畿七道（ごきし

ちどう）が定められ、日本で最初の計画的な道路網の
整備が始められました。 

「改新の詔」により、地方に国司・郡司を置き、中央
（①大和国・奈良県、②山城国・京都府、③摂津国・大
阪府北西部、④河内国・大阪府、⑤和泉国・大阪府南部
の五畿）と地方の官庁とを結ぶ「駅路」（えきろ）が整
備されることになり、七道駅路（しちどうえきろ）と
も呼ばれました。この駅路の全長は 6500km 迄になり、
30 里（約 16km は古代中国の 1 里＝500ｍからの換算
か？）毎に駅が設けられて、輸送機関として、駅夫・駅

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1589199026/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2thaWRvdWFydWtpdGFiaS5jb20vcmVraXNpL3Jla2lzaTEuaHRtbA--/RS=%5eADBgt7CDTGPaoaTZ0aDyD68ED40J.I-;_ylc=X3IDMgRmc3QDMD9yPTUmbD1yaQRpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjUTNwU2xSdi1idHQ4Y25mMm1wUDNwX09nUWttNXhrOVZ2UFlMV2ZmNVV0M09aZUtqTFdPQ2daZ0J3BHADNUxpRDZZR1Q2YWVGNkxldgRwb3MDMjUEc2VjA3NodwRzbGsDcmk-
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馬が置かれました。駅路は京（畿内）を中心に、放射状に作られ、特に山陽道・東海道・東山道・山陰
道・北陸道・西海道・南海道の 7 線路を「七道駅路」として、重点的に整備しました。 

 
  閑話休題 駅路とは古代律令制時代に、駅馬に乗用することが許された公的な駅使が通行する官

道と定められました。幅は最小で 6m 程度、最大では 30 m を超えていたことが判明しています。 
 
これら七道の呼称は道路を指すだけでなく、その道路によって結ばれる国の地域的集合区分として用

いられました。この中で京と太宰府を結び、最重要視されていた山陽道と西街道の一部が「大路」（おお
じ）、東国へ向かう東海道・東山道を「中路」（ちゅうろ）、その他を「小路」（こうじ）と呼びました。
これらの道路の特徴は、小さな谷を埋めて峠付近を切通にする等、出来るだけ直線的で平担になる様に
造られ、集落からは遠く離れた箇所を通っていました。 

 
閑話休題 日本は西暦 50 年代には中国に遣使を送り始めていますので、ヨーロッパの情報はシ
ルクロード〜中国経由で紀元前のローマ帝国の情報も入手出来ました。すべての道はローマに通
じると同時に、日本もすべての道は畿内に通じていると、ローマを参考にしたものでしょう。 

七道駅路は中国の隋や唐代の道路制度に倣い、中央の情報をいち早く諸国に伝えるために地形
の起伏よりも距離を重視しました。 

所沢市の東山道武蔵路遺跡の発掘調査状況の結果では、当初 12 m あった道幅が、平安時代に
入ると 9 m、さらには 6 m にまで縮小されていたことが判明しています。 

 
奈良時代には僧行基の指導により、平城京と各地を結ぶ奈良街道等の整備や、神社・寺院が各地に建

立された為、高野街道、熊野古道等の信仰の道も整備されました。 

 
（乙巳の変） 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9A%8B
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%94%90
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%89%80%E6%B2%A2%E5%B8%82
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E5%B1%B1%E9%81%93%E6%AD%A6%E8%94%B5%E8%B7%AF
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B3%E5%AE%89%E6%99%82%E4%BB%A3
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人生を豊かに（雑学のすすめ） 

① 人を恋うる歌（与謝野鉄幹）に「妻をめとらば才たけて みめ麗しく情けあり 友を選ばば書を
読みて 六分の侠気四分の熱・・・」があります。よい友を得られることは幸せです。 
「絶対うそを言えない人をひとり、友人に持つと良い。」あるお坊さんの言葉です。先日物故され
た女優の樹木希林さんは、「おごらず、人と比べず、おもしろがって生きれば良い。」といわれま
した。あなたならどうしますか？ 
 

② 原産国とは最終加工地のことです。原材料表示の下段に記載されている「販売者」がそれにあた
ります。ここに日本の会社が有り、所在地が国内であれば原産国は「日本」です。でも原材料原
産地が記載されていなければ、どこで作られたかはわかりません。原料原産地とは原料が作られ
た国や地域のことで、原材料名の後ろの（かっこ）内に記載されます。表示されていないものは、
外国産かも知れないし、産地が特定出来ないものかも知れません。 
さらに食料品の場合は輸入後日本で何日か育てる事で日本産と表示できるなど、食品中の危険物
質が取りざたされる中、余程注意が必要です。 
これもあるお坊さんの言葉で「近くて遠いものを食べなさい」と云うのがあります。（産地が近く、 
生物分類上遠いもの） 

 

耳寄り情報 

・焼き肉料理で、焼き肉のたれを親の仇の様に、多量にかけている方を見ました。焼肉のたれの成分
の約 1/3 は糖質です。次は中濃ソースで、大匙 1 杯の糖質は 5.4gr
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第 9.3 節 鎌倉時代・戦国時代と道路            （2020 年 09 月 第 31 号） 

  源頼朝が鎌倉幕府を開くと、山陽道に代わり、都が置かれている京都と鎌倉を結ぶ東海道が重要視
されました。この時代は頼朝が支配圏を拡大する為、道路の整備を積極的に行っていきました。特
に、関東武士が鎌倉に集結する為に、関東各地と鎌倉を結ぶ鎌倉街道が切り開かれました。 

  今回は鎌倉幕府についておさらいしましょう 
 

9.3.1 鎌倉・室町幕府 

1) 初代・第 2 代将軍 
鎌倉幕府は 148 年間続きましたが、建久 3 年 7 月（1192

年）に「源頼朝」が第一代将軍につき、7 年後の建久 10 年 1
月（1199 年）に、将軍任期 6 年 6 か月の享年 53 歳で死亡し
ました。その後、第二代鎌倉幕府の将軍には、源頼朝の子で
ある「源頼家」が建仁 2 年 7 月（1202 年）18 歳で家督を継
ぎ、征夷大将軍に就任しました。母は北条政子でした。 

この第二代将軍源頼家は、後ろ盾であった比企（ひき）氏（比企氏の一族の比企尼（ひきのあま）が
第一代将軍源頼朝の乳母を務めた）と北条氏との対立が起こり、このため比企氏は滅亡し、第二代将軍
源頼家は後ろ盾を失いました。 

第二代将軍源頼家は、将軍に宣下された建仁 2 年（1202 年）から約一年後の 7 月半ばに急病に罹（か
か）り、8 月末には危篤状態になり、後のことを自分の子の一幡に任せるつもりでした。しかし頼家が
存命中にも関わらず、都（朝廷）に死亡が出されました（子供一幡も一時は難を逃れましたが、のちに
北条時政に謀殺されてしまいました）。 

その後、回復した頼家は病気中の北条家の対応に激怒し、頼家を母政子が無理やりに押しとどめて伊
豆国修善寺に幽閉させましたが、元久元年（1204 年）7 月 18 日の入浴中に北条氏の手兵（しゅへい・
北条が直接指揮してる兵）により暗殺されました。享年２３歳でした。 

この結果、北条氏が鎌倉幕府の実権を握ることになりました。 
 
2) 第 3 代将軍 

第三代将軍になった「源実朝」は、鎌倉幕府を開いた頼朝の嫡出の次男（頼朝の子としては第 6 子で
四男、北条政子の子としては第 4 子で次男）として兄の頼家が追放されると、12 歳の建仁 3 年（1203
年）9 月に征夷大将軍に就きました。 

政治については、最初は執権を務める北条氏等が主に執りましたが、成長するにつれて関与を深め、
官位の昇進も早く、武士として初めて右大臣に任じられています。しかし、その翌年の建保 7 年（1219
年）1 月に任期 15 年 4 か月の時に、第二代将軍頼家の子公暁（頼家の次男または三男と言われている）
によって、鎌倉の鶴岡八幡宮で暗殺されました。享年 28 歳でした。 

鎌倉幕府 148 年間で、源家が将軍として付いた任期は、3 名で合計 22 年 11 か月でした。 
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3) 唐船建造の夢 
第 3 代将軍の逸話に、北条義時（北条政子の弟）や側近の大江広元の諫言を退けて強行したのが、唐船の建造が

あります。事の発端は、奈良東大寺を再建した宋の僧・陳和卿の実朝への拝謁でした。実朝に拝謁した陳は、はらはらと
涙をこぼし、不審に思った実朝が訳を尋ねると、「将軍は宋の医王寺の長老の生まれ変わりです。私は門弟の一人でした」
と語ったのです。 にわかには信じられない話ですが、実朝には思い当たることがありました。以前、夢の中で高僧から
聞かされた話と同じだったのです。実朝は前世ゆかりの宋・医王寺を訪れることを思い立ち、陳に唐船建造を命じました。
建保5 年(1217)、船は完成し、海に曳き出されますが、しかし浮かぶことはなく、実朝の渡宋の夢も潰えます。 

第三代将軍源実朝の期待した唐船は完成したものの、夢はかなわず、更に 2 年後には暗殺されることになる自分の生
涯を、思ってもいなかったと思います。 
 
4) 暗殺者 
第三代将軍の暗殺を行った公暁は、第二代将軍源頼家の次男または三男に当たり、母は源為朝（源頼朝、義経兄弟の叔父）
の孫娘です。暗殺した実朝は叔父にあたります。建永元年（1206 年）に母北条政子の計らいで実朝は亡兄、第二代将軍
の遺児となる善哉（幼名ぜんざい）を猶子（ゆうしー兄弟・親類や他人の子と親子関係を結ぶ制度）としました。ここで
実朝とは親子関係となりました。そして建歴（けんりゃく）元年（1211 年）に善哉は鶴岡八幡宮別当の下で出家をし、
公暁となりました。公暁はおじである第三代将軍実朝を「父の仇」として暗殺しましたが、実朝は義理の父親の殺害者で
もあったのでした。公暁自身も直後に討ち取られました。 
 
5) 執権北条氏 

その後は北条氏が執権となり、北条氏の権力確立に努めましたが、北条義時（北条政子の弟）は対抗勢力である和田義
盛に計略をめぐらしました。この和田義時は、平家滅亡後に奥州合戦に従軍して武功を立てました。源頼朝の
死後、梶原景時の変での景時弾劾追放では中心的な役割を果たし、比企能員の変や畠山重忠の乱等の御
家人の乱では北条氏に与しました。しかし、2 代執権・北条義時の挑発を受けて挙兵に追い込まれ、挙
兵に際して最も頼りにしたのが、本家に当たる三浦氏の当主・義村でした。義村は挙兵への同心を約束
し、起請文まで書きましたが、義村は弟の胤義と相談して、変心して義盛謀反を義時に通報しました。
1213 年幕府軍を相手に鎌倉で戦うが敗死し、和田一族も滅亡しました（和田合戦）。これにより、幕府の
実権を執権北条氏が掌握しました。和田合戦ではその単純・愚直さを北条義時に利用され、挑発を受けて挙
兵に追い込まれる結果となりました。 
 
6) 鎌倉・室町時代の道 

元弘 3 年（1333 年）上野国（群馬県）の新田義貞は、鎌倉幕
府を倒す為挙兵し、「小手指の戦い」、「久米川の戦い」、「関戸の
戦い」を経て鎌倉に攻め込み幕府を倒し、同年鎌倉幕府滅亡に至
りました。 

室町幕府は通路や交通に対する目立つ様な施策はほとんど見
られず、数多の関所を設けて通行人から通行税を取る政策しか行
われていませんでした。 
7) 戦国時代の道 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%A5%E5%B7%9E%E5%90%88%E6%88%A6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A2%B6%E5%8E%9F%E6%99%AF%E6%99%82%E3%81%AE%E5%A4%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AF%94%E4%BC%81%E8%83%BD%E5%93%A1%E3%81%AE%E5%A4%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%95%A0%E5%B1%B1%E9%87%8D%E5%BF%A0%E3%81%AE%E4%B9%B1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E6%9D%A1%E6%B0%8F
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9F%B7%E6%A8%A9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E6%9D%A1%E7%BE%A9%E6%99%82
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E6%B5%A6%E8%83%A4%E7%BE%A9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%92%8C%E7%94%B0%E5%90%88%E6%88%A6
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戦国時代には、各戦国大名にとって物資の往来、敵からの防御が死活問題だったので、領内の道路整備や峠の開削が行
われました。特に、武田信玄は「棒道」（ぼうみち）と呼ばれる軍事的な輸送目的の道路を、積極的に整備しています。 

領国の境には関所が設置され、通行税の徴収がされるようになってきましたが、その様な中、織田信長は全国統一を目
指して道路整備の方針を制度化したことが江戸幕府にも引き継がれてきました。 

織田信長・豊臣秀吉は天下統一の為の支配圏拡大を進めるに当たり、交通路整備を重要視し、道路改修や橋の整備を怠
らないで、国境の関所を廃止しました 

 
  閑話休題 棒道（ぼうみち）は、武田晴信（信玄）が開発したとされている軍用道路。八ヶ岳南麓

から西麓にかけての甲信国境（甲斐国（山梨県）と信濃国（長野県）の境）を通る。甲斐国北西部
の逸見筋（現在の北杜市域）にあたる山梨県北杜市（旧北巨摩郡小淵沢町、長坂町）や長野県富
士見町には現在でも上の棒道、中の棒道、下の棒道の三筋が残されており、それぞれ市・町指定
の史跡となっている。 

地元では信玄棒道と呼ばれており、「棒道」の由来は、荒野にまっすぐ一本の棒のように存在し
ていたので棒道と呼ばれるようになったとされる。別名は大門嶺口（だいもんどうげぐち）。 

    「棒道」に関する確実な初見資料は江戸時代初期の慶安 4 年（1651 年）「逸見筋小淵沢村四ヶ
村山論裁許絵図」（北杜市教育委員会所蔵）である。これは、小淵沢村（北杜市小淵沢町）と周辺
諸村の間で発生した山論に際して作成された裁許図で、小荒間村（北杜市長坂町）から西へ延び
る「ぼう道、中道」の二筋が朱筆で記されている。  

江戸後期に編纂された甲斐国地誌である『甲斐国志』には棒道は三筋あると記されている。 
   

9.3.2 源頼朝と川崎市との強い関係 

「八景いろいろ」でご紹介した様に、「武陽玉川八景」の中でも、特に鎌倉時代に川崎市高津区・多摩
区を治めた稲毛三郎重成と源頼朝の大変強い関係があります。現在の川崎市登戸にあった枡形城主稲毛
三郎重成は、以前平家の出身でしたが鎌倉幕府の傘下となり、源氏になりました。 

稲毛三郎重成の正室は、頼朝の正室である北条政子の妹です。稲毛三郎重成は頼朝の挙兵当初から源
頼朝に従い，武功をあげて有力御家人となりましたが，他面大変な愛妻家であり，妻の病没に際しては
別離の愁いに耐えかねて出家し，追善のためにと莫大な費用を投じて相模川に橋を架けています。（川
崎の玉川南岸に所領を持っていた稲毛三郎重成にちなんで、スーパーマーケットの「いなげや」は命名

された。） 
  更に、津田山の緑が丘霊園内にある武陽玉川八景
の一つ松寿弁財天にあった綱下げの松に、源頼朝が
乗ってきた船を係留したので、綱下げの松と言われ
ているそうです。稲毛三郎重成が相模川に橋を架け、
その完成式典に源頼朝が出席し、その帰途中の落馬
が原因で死亡したと言われています。 
 これまで中世、特に鎌倉幕府を背景として道路の
ルーツの説明をしましたが、鎌倉幕府を興した源頼

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A6%E7%94%B0%E4%BF%A1%E7%8E%84
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E8%BB%8D%E7%94%A8%E9%81%93%E8%B7%AF&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E9%87%8E%E7%9C%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%B8%E8%A6%8B%E7%AD%8B
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E6%9D%9C%E5%B8%82
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E6%A2%A8%E7%9C%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E6%9D%9C%E5%B8%82
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E5%B7%A8%E6%91%A9%E9%83%A1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E6%B7%B5%E6%B2%A2%E7%94%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E5%9D%82%E7%94%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E9%87%8E%E7%9C%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AF%8C%E5%A3%AB%E8%A6%8B%E7%94%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AF%8C%E5%A3%AB%E8%A6%8B%E7%94%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%B2%E8%B7%A1
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朝と「校友会川崎支部」の拠点の地が、強い関係があること、また後半に出てくる鎌倉幕府の滅亡
を左右する戦の話題があるとは、大変感慨深い「川崎」です。 

  
 

 人生を豊かに（雑学のすすめ） 

 ゴボウのポリフェノールの含有量は、根の皮部分が最も多いのです。皮は実の 2 倍以上含まれていま
す。 

ゴボウの先端には、約 8 倍の鉄分が含まれ、鉄分が多い順に、先端の皮部>根の皮部>中央の皮部。一
番少ない中央部でも、皮は実の 6 倍以上、先端部は実に約 8 倍です。根の先端は捨てないで下さい。     

もったいない切り方の NO.1 は「ささがき」です。抗酸化力根本と皮がポイントです。ゴボウに含ま
れるポリフェノールには、風邪予防、老化防止等高い抗酸化作用が隠されています。「ささがき」よりも
「輪切り」が有用です。 

ささがきのゴボウを茹で料理した場合、ゴボウのポリフェノールの主成分であるクロロゲン酸が 8％
にまで減ります。皮ごとの輪切りなら、残存率は最大 72％にもなります。 
 カルシウムやマグネシウムも、ささがきや細いせん切りでは、その多くが消失します。また、皮が命
の野菜なので、真っ白になるまでこすり洗いをすると、皮に含まれるタンニンがほとんど消えるので注
意しましょう。 
 
 

耳寄り情報 

戦時中、日本国内には、空襲を絶対に受けない安全な場所が二か所だけありました。軽井沢と箱根で
す。 

軽井沢にはスイス公使館、スウェーデン公使館を始めとする、西ヨーロッパ各国の公使館が疎開して
いたからです。そして箱根には、ソ連の大使館がありました。 

日本はアメリカに対し、中立国のスペインを通じて連絡していましたが、途中でうまくいかなくなっ
たので、スイス公使館を通じ、軽井沢周辺の地図をアメリカに送っています。ここには中立国の大使館
がありますから空爆はしないで下さい、とお願いをしておくわけです。そうすれば、絶対空爆されませ
ん。 

ちなみに、ドイツ大使館は河口湖にあったため、河口湖周辺は空爆されています。日本人で外交事情
に詳しい人や金持ち、官僚たちは家族を軽井沢や箱根に疎開させました。情報格差が命の格差になって
いたのです。 

アメリカファーストと言いますが、現実はみんな「我が家ファースト」ですね。（佐藤優 宗教改革者
から） 
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第 9.4節 江戸時代の道                （2020 年 10 月 第 32 号） 
 
1) 五街道 

関ヶ原合戦の後、徳川家康は江戸を全国支配の拠点にすべく、江戸と各地を結ぶ道路網を整備しまし
た。3 代・家光の時代に諸国大名の参勤交代が行われる
様になると、街道や宿場も整えられました。4 代・家綱
が、日本橋を起点として放射線状につくった幹線道路
が、五街道（東海道・中山道・日光街道・奥州街道・甲
州街道）です。街道は軍事目的だけでなく、幕府の役人
や大名が往来する重要な道となりました。物流にも欠
かせず、また庶民が移動する生活道路でもありました。 
・その中心となったのが、幕府直轄の五街道でした。
五街道は、皆様も良くご存じの江戸（東京）日本橋を
起点として                        廃止直前の都電 1971 年 

①「東海道」（五十三次は京都三条大橋迄で、大阪迄加え五十七次とする説も有ります。） 
②「中山道」（本州中部の山道を経由する道で、中仙道とも表記しましたが、1716 年徳川幕府は中山
道と、名称を統一しました。 
 経由は、日本橋⇒国道 17 号線⇒群馬県高崎市⇒国道 18 号線⇒長野県佐久市⇒国道 142 号線⇒長野
県諏訪市⇒国道 20 号線⇒長野県塩尻市⇒国道 19 号線⇒岐阜県土岐市⇒国道 21 号線⇒滋賀県米原市⇒
国道 8 号線⇒滋賀県草津市⇒国道 1 号線東海道⇒三条大橋。日本橋を出発し、板橋から近江の守山迄
67 宿ですが、東海道と合流する草津、大津を加えて六十九次が通例です。） 
③「甲州街道」（内藤新宿・日本橋から最初の宿場で、青梅街道の起点⇒八王子⇒甲府⇒信濃国の下諏
訪宿で中山道と合流する迄、38 の宿場が置かれました。） 
④「奥州街道」（正式には奥州道中と言うそうです。宇都宮迄は日光街道と重複し、白川以南を指し、道
中 27 の宿場が有りました。 

江戸時代には江戸と陸奥国（むつのくに、りくおうのくに―現在の福島県、宮城県、岩手県、青森県）
を結ぶ街道。陸奥国は古代律令国の等級区分の一つで、大国（たいこく、たいごく）でした。国道 4 号
線が奥州街道とほぼ同じルートで、日本橋
から青森迄の約 855ｋｍです。  
⑤「日光街道」（日本橋を起点とし、日光防
中（にっこうぼうちゅう：下野国都賀郡日光
東照宮、現在の栃木県日光市の中、寺の中、
寺院の中、寺の中の人々等のこと）に至る街
道。道中には21 の宿場が置かれていました。 
 宇都宮迄は奥州街道と共通でした。この
区間はもともと古道奥州道が有りました
が、日光街道開通で、日光街道と称される様
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になりました。日光街道は五街道のひとつで、江戸から日光までの約 140km を結ぶ街道で、幕府の公道
として日光道中と言いました。日光には東照大権現と崇められた徳川家康の墓があり、歴代将軍や諸大
名の社参の道として整備され、江戸から宇都宮までは東北へ向かう奥州街道と重複しているため、参勤
交代の大名の通行も多かったそうです。 

 
2) 「脇往還」または「脇街道」 

五街道に繋がる街道（附属街道）のうち、主要なものを「脇往還」または「脇街道」と言います。川
崎市でいうと、中原街道・大山街道・津久井道の 3 本が東海道の脇街道と呼ばれてきました。後程、ご
紹介します。江戸時代は五街道と脇街で、本州中央部のかなりの地域を網羅していたのです。五街道沿
いは原則として、天領・親藩（徳川家康の男系男子の子孫が始祖の藩）・譜代大名が配置されていました。
また、交通上重要な個所には 関所や番所も置きました。1604 年（慶長 9 年）第 2 代将軍秀忠の時に
日本橋を五街道起点と定め、江戸城本丸再建の 1659 年（万次 2 年）以降には、五街道と脇街道は幕府
の道中奉行（五街道及び五街道の附属街道として、主要街道を支配下にしました。）の管轄となり、それ
以外の街道は勘定奉行が管理をしていました。道中奉行の様な直接管理ではなく、沿道の藩に実際の管
理を行わせました。その理由は、五街道と脇街道以外の街道が外様大名の大藩の領地であったことに関
係が有るそうです。 

 

  
3) 道の整備 

軍事・警察上の必要から、街道の要所には関所を配置して検問が行われた他、一里（約４km）毎に一
里塚が設けられ、一定間隔毎に開設した宿場には本陣・脇本陣・旅籠等が立ち並びました。江戸時代の
街道は一般民衆の通行も多くなり、旅人は道路を見てその藩の状況を評価判断するだろうと、各藩は道
路の整備に気を配っていた様です。当時は馬や駕籠は使われていましたが、まだ馬車は無く交通の大半
が徒歩だったので、道路の傷みは馬車交通で破壊された欧州諸国の道路様に酷くはありませんでした。 
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日本を訪れていた西欧人（フランス・ドイツ・オーストリア・スイス・ベルギー・オランダ他）の旅
行記には、この当時の日本の道路の印象について書かれていて、ヨーロッパの道路と異なり、整備状況
が大変よく行われていると評価されているそうです。平戸や長崎にはオランダ人の手によって、石畳に
よる日本初の舗装道路が造られたそうです。 

 
4) 七里の渡し 

東海道を良く見ると、江戸を出発してから小田原を経て津の近くの宮で線がとぎれています。これは，
東海道の宮の宿場と次の宿場の桑名（現在の三重県桑名市）との間が、海路で結ばれていたためです。 

この宮は、現在の名古屋市熱田区、熱田神宮の付近です。旅人はこの川岸で船に乗り現在の
三重県の桑名市、揖斐川の川岸で再上陸しました。小学生の地図帳を見て頂くと、桑名市付近
で，「史跡・名勝」の記号があり、「七里（しちり」の渡し」と説明があります。ここが再上陸
地点です。この宮宿は、東海道でも最大の宿場であり、1843 年（天保 14 年）には本陣：2 軒、
脇本陣：1 軒、旅籠屋：248 軒を擁し、家数：2924 軒、人口：10,342 人を数えたそうです。古
くからの熱田神宮の門前町、港町でもあり、尾張藩により名古屋城下、岐阜と並び町奉行の管
轄地とされました。 

この宮の宿場と桑名宿の間は陸路では木曽三川と言われている「木曽川」「長良川」「揖斐川」をはじ
めとして、大川が旅人人の進行を遮断するように流れています。このため、東海道は宮（熱田）から桑
名宿（三重県桑名市）までは海路となっています。その航海距離は７里（約 27km）でした。（陸路の佐
屋街道の距離は、宮宿〜桑名宿迄は、「約 35km」） 

しかしこの「七里の渡し」は天候悪化などにより、海難事故がしばしば発生する東海道の難所のひと
つでした、又船酔いや犯罪に巻きこまれる事を嫌った人達は、東海道の脇往還の陸路の「佐屋街道・さ
やかいどう」を利用して宮の宿から岩塚宿〜万場宿〜神守宿〜佐屋宿〜三里の渡しで桑名宿まで行き、
「七里の渡し」より距離はありました。 

    
  

大坂城の再建を始めた２代将軍・徳川秀忠が、豊臣秀吉の制定した京街道（京都〜大坂）を加え、
新たに４つの宿駅を置きました。歌川広重が江戸時代後期に手がけた浮世絵「東海道五十三次」は江

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E6%B5%B7%E9%81%93
https://ja.wikipedia.org/wiki/1843%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A9%E4%BF%9D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%AC%E9%99%A3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%86%B1%E7%94%B0%E7%A5%9E%E5%AE%AE
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%96%80%E5%89%8D%E7%94%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%BE%E5%BC%B5%E8%97%A9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8D%E5%8F%A4%E5%B1%8B%E5%9F%8E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B2%90%E9%98%9C%E5%B8%82
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%BA%E5%A5%89%E8%A1%8C
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戸〜京都間でしたが、実際は江戸〜大坂間を結ぶ「五十七次」の街道だ
ったと考えられます。江戸時代の「宿駅制定証文」では、元和 2(1616)
年に守口宿が制定されたことが記されています。 

 
人生を豊かに（雑学のすすめ） 
 「炭酸飲料で歯が溶ける？」「炭酸飲料を飲み過ぎると、何故歯が溶け
るの？」。ご存知でしょうか。水のイオン指数は「pH7」ですが、それより
値が小さいものは酸性飲料、大きいものはアルカリ性飲料です。歯の表面
のエナメル質は酸に弱いので、口内環境が「ｐH5.4」以下の酸性になると
溶け始めます。炭酸飲料だけでなくスポーツドリンクや天然果汁飲料等は「pH7」より値が小さいので、
だらだら飲んでいると口の中は常に酸性になって、歯が溶けやすい環境になります。  
 
 勿論、一度飲んだ位では歯が溶けることは有りませんが、それは唾液が口の中の酸を中和してくれる
からです。唾液には歯から溶け出したカルシウム成分を、歯に戻す再石灰化の働きがあるからです。炭
酸飲料を飲んだ時は、口をよくすすぐ、歯磨きをする等で口内環境を中性に保つようにしましょう。 
 「知覚過敏」は歯が溶け始める合図です。虫歯の原因にもなります。自分の歯を守りましょう。  
 

耳寄り情報 

日本のロボット研究は進んでいます。現実の人間は、囲碁や将棋だけに特化して生活しているわけで
はありません。囲碁だけに特化しているロボットは、同時にそれ以外の事、例えば掃除も出来るでしょ
うか。「ルンバ」と同じことは出来ないでしょう。日本の AI 研究に重要なのは、そうした何かに特化し
たロボットではありません。そこで注目されるのは「東（とう）ロボくん」の実績です。東大に合格す
るロボットを作るプロジェクトで、2011 年から 2016 年迄行われました。 
 

・実は AI 技術はすでに、MARCH（明治大学、青山学院大学、立教大学、中央大学、法政大学）の一部
の学科での入試の合格可能性は 80％を超えています。AI は問題文の意味を理解していないにもかかわ
らず、です。膨大なデータベースの中から、AI は問題に会う答えを見つけてきます。AI が意外と苦手
なのは、物理の問題だそうです。 
 
・例えば、設問に滑車が描いてあると、その滑車が良く分からないそうです。滑車の図が手書きで、ひ
もが途中でかすれていたりすると、何が描かれているのか判断できない為に、質問の意味が全く分から
ないのです。 
 
・ある汎用ロボットの研究者は、熱心なあまりロボットに感情移入して、自分はロボット一本で行きた
い。このロボットがいれば一緒に生きたいからと、一生シングルで過ごすことを希望する研究者が、増
えていると言います。そうなると、ロボットに人格があるかないかという問題は、有ると思っている人
にはあるのでしょう。（佐藤優「宗教改革者」から） 


