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甲州と信州の
佐久を結ぶ佐久往還。

今回は、途中若神子から分
岐し津金、海岸寺峠を越え
る「佐久道」とも呼ばれ

た道を歩いた。

州
街
道
韮
崎
か
ら
若
神
子
、
長
沢

を
通
り
信
州
佐
久
方
面
に
向
か
い
、

中
山
道
へ
と
通
じ
る
佐
久
往
還
。
古
く
は

信
州
攻
略
の
軍
用
道
路
と
し
て
、
後
に
交

易
の
道
路
と
し
て
に
ぎ
わ
っ
た
道
で
あ
る
。

今
回
は
、
大
豆
生
田
か
ら
、
海
岸
寺
峠
ま

で
を
歩
く
こ
と
に
し
た
。

　

海
岸
寺
峠
ま
で
は
約
15
㎞
の
道
の
り
で
、

歩
い
て
行
く
に
は
か
な
り
の
距
離
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
先
人
達
は
、
こ
の
道
を
一

歩
一
歩
自
分
の
足
で
歩
い
て
行
っ
た
の
で

あ
る
。

　

国
道
一
四
一
号「
桐
の
木
橋
」交
差
点
か

ら
旧
国
道（
現
県
道
六
二
一
号
）へ
と
分
か

れ
中
央
自
動
車
道
と
立
体
交
差
す
る
と
こ

ろ
に「
大
豆
生
田
の
ヒ
イ
ラ
ギ
」が
あ
る
。

江
戸
時
代
の
終
わ
り
の
こ
ろ
に
天
下
太
平

国
家
安
泰
を
願
い
建
て
ら
れ
た
、「
題
目
大

宝
塔
」の
背
後
に
あ
る
ヒ
イ
ラ
ギ
は
、
幹
囲

三
・
五
メ
ー
ト
ル
、
高
さ
七
・
七
メ
ー
ト
ル

も
あ
る
巨
木
で
あ
る
。
解
説
板
に
は
、
ヒ

イ
ラ
ギ
の
葉
は
歳
を
重
ね
る
ほ
ど
葉
か
ら

ト
ゲ
が
消
え
丸
く
な
っ
て
い
く
と
書
か
れ

て
い
て
、
ど
こ
か
人
間
の
一
生
に
も
通
じ

る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

　

道
は
緩
や
か
に
上
り
街
中
に
入
る
。
左

手
に
旧
須
玉
商
業
高
校
、
現
在
の
北
杜
市

庁
舎
を
見
な
が
ら
歩
く
と
築
80
年
余
り
を

経
過
し
た「
水
上
写
真
館
」が
あ
る
。
木
造

2
階
建
の
写
真
館
に
は
、
木
製
の
看
板
が

掛
け
ら
れ
、
ガ
ラ
ス
越
し
に
飾
ら
れ
た
写

真
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

往
還
は
百
観
音
の
交
差
点
で
左
折
す
る
。

歩
き
始
め
て
30
分
ほ
ど
で
若
神
子
地
区
に

入
る
。
か
つ
て
甲
斐
源
氏
が
拠
点
を
構
え

た
と
も
い
わ
れ
て
い
る
こ
の
地
域
は
、
若

神
子
城
跡
を
は
じ
め
と
し
て
多
く
の
遺
跡

が
残
さ
れ
て
い
て
、
ゆ
っ
く
り
と
散
策
を

し
て
み
た
く
な
る
興
味
深
い
場
所
の
ひ
と

つ
で
あ
る
。
こ
こ
に
あ
る「
三
輪
神
社
」の

六
地
蔵
幢
は
甲
州
型
と
も
い
う
べ
き
特
徴

を
備
え
た
、
本
県
に
お
け
る
室
町
時
代
の

代
表
的
な
遺
構
で
あ
る
。
ま
た
、
高
さ
が

二・七
メ
ー
ト
ル
も
あ
る「
長
泉
寺
の
板
碑
」

は
、県
の
文
化
財
に
も
指
定
さ
れ
て
い
て
、

こ
れ
も
室
町
時
代
に
建
て
ら
れ
た
も
の
で

あ
る
。

「
長
泉
寺
」か
ら「
若
神
子
上
」の
交
差
点
を

過
ぎ
る
と
間
も
な
く
左
側
に「
味
噌
な
め
地

蔵
」が
あ
る
。
体
の
具
合
が
悪
い
と
こ
ろ
と
、

地
蔵
の
同
じ
と
こ
ろ
に
味
噌
を
塗
っ
て
お

祈
り
を
す
れ
ば
、
病
気
が
治
る
と
い
わ
れ

た
の
が
名
前
の
由
来
な
の
だ
そ
う
で
、
そ

の
歴
史
は
古
く
武
田
信
玄
の
時
代
ま
で
さ

か
の
ぼ
る
。
地
蔵
に
塗
ら
れ
た
真
新
し
い

味
噌
が
、
昔
も
今
も
健
康
を
願
う
思
い
を

伝
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　

そ
の
先
で
道
は
二
手
に
分
か
れ
、
左
が

「
小
諸
・
清
里
」方
面（
佐
久
往
還
）、
右
に

進
め
ば「
浅
川
・
津
金
」方
面（
佐
久
道
）と

な
る
。
今
回
は
佐
久
道
を
た
ど
る
。

　

の
ど
か
な
田
園
地
帯
を
過
ぎ
、
分
岐
点

か
ら
50
分
ほ
ど
歩
い
た
だ
ろ
う
か
、
標
識

に
導
か
れ
て
着
い
た「
遠
照
寺
」の
門
前
で

は
、
巨
大
な
二
本
の
ア
カ
マ
ツ
が
迎
え
て

く
れ
る
。
こ
の
松
は「
鶴
亀
の
松
」も
し
く

は「
夫
婦
松
」と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。
ま
た
、

こ
の
寺
の
境
内
に
は「
お
葉
つ
き
イ
チ
ョ
ウ
」

と
い
わ
れ
、
一
つ
の
葉
に
二
個
の
実
が
付

く
珍
し
い
イ
チ
ョ
ウ
の
木
が
あ
る
。

　

さ
ら
に
須
玉
川
沿
い
の
道
を
進
む
と
、

徐
々
に
両
側
の
山
が
迫
り
、
道
の
つ
き
あ

た
り
を
右
折
し
て
須
玉
川
を
渡
る
。
橋
は「
万

年
橋
」と
い
う
。
昭
和
七
年
に
架
け
ら
れ
た

こ
の
橋
は
、
峡
北
地
方
で
初
め
て
建
造
さ

れ
た
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
の
橋
だ
そ
う
で
、

完
成
当
時
は
近
隣
か
ら
の
見
物
客
で
に
ぎ

わ
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
橋
は
、
今
も

歩
行
者
用
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
先
、

道
は
し
ば
ら
く
こ
う
配
が
き
つ
く
な
る
が
、

覆
う
木
々
が
つ
く
り
出
す
空
気
と
木
陰
に

気
持
ち
よ
く
つ
つ
ま
れ
る
。

　

曲
が
り
く
ね
っ
た
道
を
過
ぎ
、
津
金
地

区
に
入
る
と
急
に
視
界
が
開
け
る
。
空
が

大
き
く
広
が
り
、
山
あ
い
に
広
が
る
田
園

風
景
に
変
わ
る
。
旧
津
金
学
校
を
利
用
し

た「
須
玉
町
歴
史
資
料
館
」に
は
、
明
治
八

年
に
建
て
ら
れ
た
藤
村
式
校
舎（
擬
洋
風
建

築
）を
は
じ
め
、
大
正
、
昭
和
と
三
代
に
わ

た
る
校
舎
が
復
元
さ
れ
て
い
る
。
幼
い
こ

ろ
に
胸
に
抱
い
て
い
た
志
、
遠
く
に
離
れ

た
友
の
顔
、
そ
ん
な
こ
と
を
思
い
出
さ
せ

て
く
れ
る
優
し
い
空
間
が
、
こ
こ
に
は
あ

る
よ
う
に
思
え
る
。

　

息
を
整
え
、
再
び
先
へ
と
進
む
。
集
落

を
離
れ
、
道
は
い
よ
い
よ
こ
う
配
を
増
し
、

海
岸
寺
の
山
門
へ
と
入
っ
て
い
く
。
資
料

館
か
ら
50
分
く
ら
い
歩
い
た
だ
ろ
う
か
、

標
識
が
な
け
れ
ば
気
付
か
な
い
ほ
ど
の
静

寂
の
中
に「
海
岸
寺
」は
あ
っ
た
。
境
内
に

あ
る
石
仏
群
や
江
戸
時
代
の
名
工
に
よ
り

建
て
ら
れ
た
観
音
堂
が
、
訪
れ
る
人
を
静

か
に
迎
え
て
く
れ
る
。

　

さ
ま
ざ
ま
な
歴
史
の
面
影
を
残
す
佐
久

道
は
、
こ
の
先
峠
道
を
越
え
て
浅
川
の
集

落
へ
と
続
い
て
行
く
。
道
の
終
着
と
な
る

佐
久
は
ま
だ
は
る
か
遠
く
で
あ
る
。

上／万年橋。峡北地方では初めて建造されたコンクリート製の橋。

下／藤村式の旧津金学校校舎。現在は須玉町歴史資料館となっている。

味噌なめ地蔵。塗られた味噌が、癒やされることを願う思いを物語る。
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北杜市／佐久道（佐久往還）
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