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甲州と駿河

を結ぶ道といえば、

富士川舟運が有名である

が、現在の国道52号、その昔

の駿州往還または河内路も、
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今回は南部町切久保地区

から西行峠を越え、万

沢地区まで

甲州と駿河
を結ぶ交通といえ

ば、富士川舟運が有名
であるが、駿州往還（甲駿
往還ともいう）も、多くの歴
史を持つ街道である。今回
は南部町切久保地区から
西行峠、万沢地区ま
でを歩いた。

の
駅
と
み
ざ
わ
」

か
ら
国
道
52
号
を

清
水
方
面
に
向
け
、
数
分
歩

い
た
右
手
（
切
久
保
バ
ス
停

付
近
）
に
西
行
峠
に
向
か
う

旧
道
が
あ
る
。
登
り
は
じ
め

て
大
き
な
カ
ー
ブ
を
二
つ
過

ぎ
た
と
こ
ろ
に
、
左
手
に
進

む
細
い
道
（
駿
州
往
還
と
思

わ
れ
る
）
が
あ
る
が
、
あ
ま

り
整
備
が
さ
れ
て
い
な
い
た

め
歩
き
や
す
い
舗
装
さ
れ
た

道
を
行
く
こ
と
に
し
た
。

　

道
の
両
側
に
は
よ
く
手
入

れ
さ
れ
た
杉
や
ヒ
ノ
キ
が
、

真
っ
直
ぐ
に
天
に
向
か
っ
て
立
っ
て

い
る
。「
こ
の
木
々
も
、い
つ
か
は
人
々

の
家
の
柱
や
梁
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
？
」

な
ど
と
、思
い
な
が
ら
足
を
す
す
め
る
。

30
分
ほ
ど
歩
く
と
道
は
二
手
に
分
か

れ
て
い
る
。
道
標
は
な
い
が
西
行
峠

を
目
指
し
て
左
手
に
進
む
。
道
は
平

坦
か
ら
や
や
下
り
に
な
り
、
所
々
に

竹
林
や
茶
畑
が
み
え
て
い
る
。
南
部

町
は
タ
ケ
ノ
コ
で
も
有
名
な
地
域
で

あ
る
。
土
地
の
人
か
ら
聞
い
た
話
で

あ
る
が
、
こ
の
地
域
の
赤
土
で
育
っ

た
タ
ケ
ノ
コ
は
ア
ク
が
少
な
い
た
め
、

風
味
よ
く
お
い
し
い
の
だ
そ
う
だ
。

　

10
分
ほ
ど
歩
い
て
増
野
地
区
に
入

る
。
今
で
は
住
ん
で
い
る
家
が
３
軒
と
な

っ
た
小
さ
な
集
落
に
早
春
の
陽
が
暖
か
く

差
し
込
ん
で
い
る
。
こ
こ
か
ら
さ
ら
に
10

分
ほ
ど
下
っ
た
と
こ
ろ
に
西
行
峠
へ
の
入

り
口
は
あ
る
。

　

勾
配
の
き
つ
い
坂
道
を
５
分
く
ら
い
登

る
と
峠
に
到
着
す
る
。
峠
は
よ
く
整
備
さ

れ
た
公
園
と
な
っ
て
い
て
、
そ
の
昔
西
行

法
師
が
詠
ん
だ
と
さ
れ
る
「
風
に
な
び
く

　

富
士
の
煙
の　

空
に
消
え
て　

ゆ
く
え

も
知
ら
ぬ　

わ
が
思
ひ
か
な
」
と
記
さ
れ

た
歌
碑
が
置
か
れ
て
い
る
。
峠
か
ら
は
富

士
川
越
し
に
富
士
見
三
景
と
し
て
有
名
な
「
盆

中
の
富
士
」
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

こ
は
新
富
獄
百
景
の
最
も
南
に
位
置
す
る

場
所
で
も
あ
る
。
ま
た
、
身
延
方
面
を
望

め
ば
、
遠
く
に
は
南
ア
ル
プ
ス
の
山
々
が

見
え
、
手
前
に
は
昔
多
く
の
舟
が
行
き
来

し
た
富
士
川
が
悠
々
と
し
て
広
が
り
、
そ

の
右
手
に
は
身
延
線
、
左
手
に
は
国
道
52

号
、
そ
し
て
駿
州
往
還
が
あ
る
。
さ
な
が

ら
道
の
博
物
館
の
よ
う
で
あ
る
。
や
が
て

何
年
か
後
に
は
、
こ
の
光
景
の
中
を
高
速

道
路
が
走
ろ
う
と
し
て
い
る
。

　

峠
の
先
の
道
は
あ
ま
り
整
備
さ
れ
て
い

な
い
た
め
、
来
た
道
を
戻
る
こ
と
に
し
た
。

10
分
ほ
ど
下
る
と
国
道
52
号
に
合
流
し
西

行
地
区
に
入
る
。
昔
を
し
の
ば
せ
る
た
た

ず
ま
い
の
家
や
石
碑
が
、
当
時
の
街
道
の

面
影
を
今
に
伝
え
、
民
家
の
庭
先
に
あ
る

西
行
法
師
の
石
像
は
表
情
豊
か
に
笠
を
手

に
持
ち
鎮
座
し
て
い
る
。
地
名
に
つ
い
た

西
行
か
ら
も
西
行
法
師
と
の
関
わ
り
を
強

く
感
じ
さ
せ
る
地
域
で
あ
る
。　
　

　

西
行
地
区
か
ら
15
分
ほ
ど
国
道
52
号
を

歩
く
。
右
手
の
旧
道
を
登
る
と
そ
こ
に
顕

本
寺
が
あ
る
。
こ
の
寺
に
は
日
蓮
上
人
が

突
い
て
き
た
杖
が
根
を
生
や
し
て
成
長
し

た
と
さ
れ
る
銀
杏
の
巨
木
や
、
ケ
ヤ
キ
の

巨
木
が
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
寺
の
前
に
広

が
る
丘
陵
で
は
、
縄
文
時
代
の
土
器
の
破

片
や
天
目
茶
碗
の
か
け
ら
が
出
土
さ
れ
て

お
り
、
こ
の
地
の
歴
史
の
古
さ
を
感
じ
る
。

　

顕
本
寺
よ
り
数
分
で
万
沢
地
区
と
な
る
。

か
つ
て
駿
河
湾
沿
い
の
東
海
道
か
ら
身
延

山
を
目
指
す
信
者
達
の
道
は
、
富
士
川
の

両
岸
に
三
筋
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、

そ
れ
ら
の
道
は
万
沢
宿
で
一
つ
と
な
り
、

信
者
達
は
そ
の
道
を
身
延
山
に
向
け
て
歩

い
て
い
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
万
沢
宿

の
中
を
通
る
道
に
対
し
て
斜
め
に
構
え
た
家
々

や
、
口
留
番
所
跡
の
碑
、
古
び
た
旅
館
の

看
板
な
ど
が
、
あ
り
し
日
の
国
境
の
宿
を

伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
。

　

口
留
番
所
跡
か
ら
橋
を
渡
り
右
斜
め
に

道
は
続
い
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
車
で
数
分

走
れ
ば
、
も
う
そ
こ
は
静
岡
県
、
駿
河
の

国
で
あ
る
。

西行公園から富士川を望む。正面に向かって流れくる川筋と、左側を走る国
道52号。その更に左側の山裾に、駿州往還が通っていた。

上／万沢がかつて宿場町であったことを伝える「玉屋」の看板。営業

はしていない。家屋が道路に面して斜めに建てられ、武者隠しの様

相も残している。下／西行地区にある西行法師の石像。江戸時代の

作だが、作者は分かっていない。穏やかな表情が印象的な石像だ。

「盆中の富士」。山間からのぞく富士が、かえって近くに見えて新鮮
な感動を与えてくれた。快晴でなかったことが残念である。

一 道 一 会
（南部町／西行峠・万沢宿）
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ま
じ
の

ぽ
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じ

け
ん


