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その昔、鎌倉

往還の最大の難所と

言われた御坂峠は、いにし

えのにぎわいも消え失せ、わ

ずかに残った歴史の面影が、訪

れる人を静かに迎えてくれる。

新御坂トンネルの笛吹市

御坂町から峠へ向かう

山道を歩いた。

坂
峠
と
聞
く
と
太
宰

治
の
「
富
嶽
百
景
」
や
、

昭
和
42
年
に
開
通
し
た
新
御

坂
ト
ン
ネ
ル
を
思
い
浮
か
べ

る
人
が
多
い
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

　

御
坂
峠
は
、
甲
府
盆
地
と

御
殿
場
・
駿
河
方
面
を
結
ぶ
、

か
つ
て
は
鎌
倉
往
還
と
呼
ば

れ
た
街
道
が
御
坂
山
地
を
越

え
る
と
こ
ろ
で
、
街
道
の
最

大
の
難
所
と
し
て
知
ら
れ
て

い
た
。

　

今
回
訪
れ
た
の
は
鎌
倉
往

還
の
面
影
を
わ
ず
か
に
残
す
、

笛
吹
市
御
坂
町
藤
野
木
か
ら

新
御
坂
ト
ン
ネ
ル
の
富
士
河
口
湖
町
側
出

口
ま
で
、
約
２
時
間
半
の
旧
道
で
あ
る
。

藤
野
木
か
ら
峠
へ
向
か
う
山
道
は
、
い
き

な
り
急
勾
配
と
な
り
、
人
の
気
配
の
な
い

昼
ま
だ
暗
い
道
で
あ
る
。
登
り
始
め
て
す

ぐ
左
手
に「
藤
野
木
の
オ
オ
バ
ボ
ダ
イ
ジ
ュ
」

の
解
説
板
が
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
日
本
に
お

け
る
分
布
の
南
限
に
当
た
る
も
の
で
、
植

物
分
布
上
き
わ
め
て
貴
重
な
存
在
で
あ
る

こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の「
オ
オ
バ
ボ

ダ
イ
ジ
ュ
」を
あ
と
に
し
て
幅
２
メ
ー
ト
ル

ほ
ど
の
道
を
登
る
。
昔
の
街
道
の
雰
囲
気

は
な
い
が
、
太
陽
と
木
々
が
織
り
な
す
明

暗
の
横
じ
ま
が
道
に
不
思
議
な
模
様
を
映

し
出
し
て
い
る
。

　

30
分
ほ
ど
歩
く
と
、
道
は
二
手
に
分
か

れ
「
御
坂
峠
」
の
道
標
に
従
い
進
む
と
そ
の

先
に
小
さ
な
鉄
製
の
橋
が
見
え
て
く
る
。

こ
の
橋
を
渡
っ
た
こ
ろ
か
ら
古
道
ら
し
く

な
っ
て
く
る
。
し
ば
ら
く
進
む
と「
か
た
く

り
群
生
地
」の
看
板
が
あ
る
。
春
に
は
こ
の

辺
り
に
あ
の
淡
い
紫
の
花
が
咲
き
乱
れ
る

の
だ
ろ
う
か
。

　

勾
配
の
き
つ
い
道
を
５
分
ほ
ど
歩
い
た

と
こ
ろ
で
大
木
に
出
会
う
。
見
る
か
ら
に

歴
史
が
あ
る
と
感
じ
さ
せ
る
大
木
で
あ
る
。

　

道
は
い
よ
い
よ
峠
を
目
指
し
て
進
み
、

や
が
て
木
立
の
中
に
「
行
者
平
」
の
看
板
が

見
え
て
く
る
。朽
ち
果
て
そ
う
な
看
板
に「
昔
、

役
の
行
者
が
修
行
し
た
跡
」と
書
か
れ
、
そ

こ
に
は
大
き
な
自
然
石
の
上
に
三
体
の
石

仏
が
載
っ
て
い
る
。
富
士
山
信
仰
の
伝
説

が
あ
る
「
役
の
行
者
」
で
あ
る
。
こ
こ
に
そ

ん
な
言
い
伝
え
が
残
っ
て
い
て
も
不
思
議

は
な
い
だ
ろ
う
。
行
者
平
が
峠
ま
で
の
中

間
点
。
看
板
に
は
、
こ
こ
か
ら
峠
ま
で
50

分
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　

行
者
平
を
あ
と
に
し
て
す
ぐ
の
所
に
あ

る
「
馬
頭
観
音
の
碑
」
を
過
ぎ
た
こ
ろ
か

ら
、
道
幅
が
拡
が
り
、
所
々
に
残
る
石
畳

が
か
つ
て
街
道
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
る
。

い
に
し
え
の
人
た
ち
が
こ
の
石
畳
を
踏
み

し
め
て
文
化
や
情
報
を
伝
え
、
生
活
を
営

み
、
文
化
を
築
い
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

石
畳
の
感
触
を
確
か
め
な
が
ら
登
る
と

馬
頭
観
音
で
あ
ろ
う
か
、
一
体
の
石
仏
が

あ
る
。
陽
に
当
た
っ
た
顔
が
優
し
く
ほ
ほ

笑
み
か
け
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
さ
ら
に

歩
み
を
進
め
、
小
石
が
積
み
重
な
っ
た「
子

持
ち
石
」を
過
ぎ
る
と
、
峠
ま
で
は
あ
と
一

息
と
な
る
。

　

峠
は
少
し
開
け
た
平
坦
地
で
、右
に
富
士

山
、
左
に
三
ツ
峠
、
正
面
に
河
口
湖
が
望

め
る
。
し
ば
ら
く
は
眺
望
を
楽
し
み
、
一

息
入
れ
る
。

　

峠
に
立
つ
解
説
板
に
は
、
こ
こ
が
そ
の

昔
山
城
で
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
て
、

散
策
す
れ
ば
空
堀
跡
が
確
認
で
き
る
。
こ

の
城
は
鎌
倉
往
還
の
要
所
と
し
て
戦
国
時

代
に
北
条
氏
が
築
い
た
も
の
と
言
わ
れ
て

い
る
が
、
延
々
と
流
れ
て
き
た
歴
史
に
あ

ら
た
め
て
感
動
を
覚
え
る
。

　

峠
を
あ
と
に
し
て
河
口
湖
方
面
へ
と
下

っ
て
い
く
。

　

20
分
位
下
っ
た
と
こ
ろ
で
二
人
の
外
国

人
と
出
会
う
。
聞
け
ば
「
山
梨
百
名
山
」の

制
覇
を
目
指
し
て
い
る
そ
う
で
、
黒
岳
か

ら
の
下
山
途
中
で
あ
る
よ
う
だ
。
ひ
と
り

は
ア
メ
リ
カ
人
、
も
う
ひ
と
り
は
カ
ナ
ダ

人
、
日
本
の
古
道
で
外
国
の
若
者
と
出
会

え
た
こ
と
が
妙
に
う
れ
し
い
。
峠
か
ら
40

分
位
で
新
御
坂
ト
ン
ネ
ル
の
出
口
付
近
に

下
り
る
。

　

新
御
坂
ト
ン
ネ
ル
は
、
郡
内
と
国
中
を

結
ぶ
幹
線
道
路
。
約
二
時
間
半
を
か
け
て

歩
い
た
山
道
も
、
新
御
坂
ト
ン
ネ
ル
を
通

れ
ば
車
で
約
三
分
半
。
走
り
過
ぎ
る
車
の

音
に
、
時
代
の
移
り
変
わ
り
を
実
感
し
た
。

周囲の風景に不思議と溶け込んでいる小さな鉄製の橋。

峠付近は富士山の眺望も趣があり、

その昔の山城跡が今も見られる。

その優しく穏やかな顔で

旅人を見守る石仏。 幾千万の旅人と出会ったと思われる、峠へ向かう山道にたたずむ大木。
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