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の
昔
、
江
戸
と
甲
府
を
結
ぶ
街

道
は
二
つ
あ
っ
た
。
ひ
と
つ
は

甲
州
街
道
、
も
う
ひ
と
つ
は
甲
州
裏
街

道
と
い
わ
れ
た
青
梅
街
道
で
あ
る
。
青

梅
街
道
の
歴
史
は
甲
州
街
道
よ
り
も
古

く
、
甲
州
街
道
が
開
か
れ
た
後
も
江
戸

か
ら
甲
府
ま
で
の
道
の
り
が
二
里
ほ
ど

近
か
っ
た
た
め
、
多
く
の
旅
人
に
利
用

さ
れ
た
道
で
あ
っ
た
。

　

今
回
は
、
小
菅
村
余
沢
地
区
で
国
道

１
３
９
号
を
左
に
分
か
れ
る
と
こ
ろ
か

ら
歩
く
こ
と
に
し
た
。
出
発
点
と
し
た

と
こ
ろ
に
は
、
国
道
に
背
を
向
け
富
士

講（
富
士
山
を
信
仰
す
る
人
々
）の
供
養

塔
が
あ
る
。
富
士
山
に
詣
で
る
た
め
何

人
の
旅
人
が
こ
の
道
を
行
き
来
し
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
富
士
講
に
よ
り
建
て
ら

れ
た
供
養
塔
は
、
今
も
な
お
富
士
山
の

方
向
を
向
い
て
立
っ
て
い
る
。

　

小
菅
川
を
渡
り
道
が
上
り
に
か
か
る

と
、
口
留
番
所
跡
が
あ
る
。
今
は
、
解

説
板
が
あ
る
の
み
で
当
時
を
し
の
ば
せ

る
痕
跡
は
な
い
が
、
武
田
の
時
代
か
ら

こ
の
地
が
国
を
守
る
要
所
で
あ
っ
た
こ

と
が
う
か
が
え
る
。

　

し
ば
ら
く
歩
き
、
白
沢
橋
を
渡
っ
た

と
こ
ろ
で
二
手
に
分
か
れ
た
道
を
右
に

上
っ
て
行
く
。
林
道
の
よ
う
な
道
を
上

り
切
る
と
、
再
び
国
道
１
３
９
号
に
合

流
し
、
左
に
下
る
と「
馬
頭
観
音
」「
蚕
供

養
塔
」が
、
街
道
の
面
影
を
伝
え
る
よ
う

に
立
っ
て
い
た
。

 

石
丸
峠
へ
の
登
山
道
入
口
が
あ
る
田

元
地
区
は
、
国
道
を
歩
き
始
め
て
1.5
㎞

ほ
ど
の
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
登
山
道
入

口
は
、
民
家
の
庭
先
の
よ
う
な
と
こ
ろ

に
あ
り「
牛
ノ
寝
方
面
登
山
口
」と
書
か

れ
た
標
識
が
置
か
れ
て
い
る
。
良
く
整

備
さ
れ
た
入
口
か
ら
こ
う
配
の
や
や
き

つ
い
山
道
を
息
を
切
ら
し
て
１
時
間
ほ

ど
歩
く
と
モ
ロ
ク
ボ
平
で
川
久
保
地
区

か
ら
の
道
と
合
流
す
る
。
こ
こ
か
ら
は
、

こ
う
配
も
緩
や
か
と
な
り
広
葉
樹
が
つ

く
る
緑
の
ト
ン
ネ
ル
を
し
ば
ら
く
歩
い

た
と
こ
ろ
に
、
気
を
付
け
な
い
と
見
落

と
し
て
し
ま
い
そ
う
な
馬
頭
観
音
が
あ

る
。
高
さ
50
㎝
ほ
ど
の
馬
頭
観
音
の
薄

れ
た
字
が
、
こ
の
道
が
古
く
か
ら
利
用

さ
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

　

道
は
さ
ら
に
こ
う
配
を
緩
め
、
登
山

口
か
ら
２
時
間
ほ
ど
で
棚
倉
に
到
着
す

る
。

　

こ
こ
か
ら
し
ば
ら
く
は
多
少
の
上
り

下
り
は
あ
る
も
の
の
、
牛
ノ
寝
通
り
の

名
の
と
お
り
、
牛
の
背
を
歩
く
よ
う
な

穏
や
か
な
尾
根
道
が
続
く
。
展
望
は
き

か
な
い
が
、
道
を
覆
う
広
葉
樹
か
ら
漏

れ
る
優
し
い
陽
が
道
に
さ
ま
ざ
ま
な
影

を
落
と
し
、
歩
く
こ
と
を
飽
き
さ
せ
な

い
。

　

棚
倉
か
ら
１
時
間
ほ
ど
歩
い
た
榧
ノ

尾
山
頂
で
展
望
が
開
け
る
。
こ
こ
か
ら

石
丸
峠
ま
で
の
本
格
的
な
上
り
に
備
え

て
、
し
ば
し
体
を
休
め
、
再
び
峠
を
目

指
す
。

　

昔
の
人
は
本
当
に
荷
を
背
負
っ
て
こ

の
道
を
歩
い
た
の
だ
ろ
う
か
？　

そ
ん

な
こ
と
を
考
え
さ
せ
ら
れ
る
よ
う
な
き

つ
い
こ
う
配
を
上
り
つ
め
る
と
突
然
視

界
が
開
け
る
。
田
元
の
登
山
口
か
ら
お

よ
そ
４
時
間
30
分
。
石
丸
峠
で
あ
る
。

　

空
の
青
と
一
面
の
笹
の
緑
が
そ
う
快

な
景
色
を
作
り
、
正
面
下
方
に
は
上
日

川
ダ
ム
、
左
に
小
金
沢
山
、
右
に
大
菩

薩
峠
に
向
か
う
熊
沢
山
が
見
え
、
緑
の

笹
の
中
を
一
筋
の
道
が
の
び
て
い
く
光

景
は
、
こ
の
峠
か
ら
ま
た
何
か
が
始
ま

る
よ
う
な
、
期
待
を
抱
か
せ
て
く
れ
る
。

　

そ
の
昔
、
大
菩
薩
峠
は
丹
波
山
村
か

ら
上
る
峠
を
上
峠
と
い
い
、
小
菅
村
か

ら
上
り
こ
の
石
丸
峠
に
出
る
峠
を
下
峠

と
い
っ
た
そ
う
で
あ
る
。
柳
沢
峠
を
越

え
る
現
在
の
青
梅
街
道
が
明
治
時
代
に

開
通
す
る
ま
で
は
、
こ
の
道
を
通
っ
て

小
菅
村
か
ら
は
コ
ン
ニ
ャ
ク
や
ワ
サ
ビ

が
、
塩
山
方
面
か
ら
は
米
や
塩
な
ど
の

貴
重
な
生
活
物
資
が
運
ば
れ
た
。

　

ひ
と
つ
の
時
代
の
役
割
を
終
え
た
道

は
静
か
な
登
山
道
に
姿
を
変
え
て
い
た
。

登
山
客
で
に
ぎ
わ
う
大
菩
薩
峠
は
、
こ

こ
か
ら
わ
ず
か
30
分
の
と
こ
ろ
に
あ
る
。

一道一会
小菅村/青梅街道（小菅道）

そ

甲州裏街
道ともいわれた

青梅街道。今回は小
菅村余沢から石丸

峠までの小菅道
を歩いた。

上／街道の面影をかすかに残す馬頭観音　中／広葉樹が作り出す木漏れ
日の道　下／塩山方面から石丸峠へと続く道

田元地区の「牛ノ寝方面登山口」付近

か
や
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