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一道一会
棒道／白井沢から県境付近まで

戦国の世に
造られた軍用道路

「棒道」、その道は今で
はリゾート地となった八
ヶ岳山麓で、多くのハイ
カーでにぎわう道と
なっていた。

田
信
玄
が
北
信
濃
攻
略
の
た
め

に
造
っ
た
軍
用
道
路
。
そ
の
道

は
八
ヶ
岳
の
等
高
線
に
沿
い
、
目
的
地

で
あ
る
北
信
濃
ま
で
ほ
ぼ
直
線
的
に
伸

び
て
い
る
こ
と
か
ら「
棒
道
」と
呼
ば
れ
、

今
も
な
お
当
時
の
面
影
を
所
々
に
残
し

て
い
る
。「
棒
道
」
に
は
上
・
中
・
下
の
三

筋
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
今
回

は「
上
の
棒
道
」を
北
杜
市
長
坂
町
白
井

沢
か
ら
長
野
県
と
の
県
境
付
近
ま
で
歩

い
て
み
た
。

　

「
J
A
梨
北
小
泉
支
所
前
」と
書
か
れ

た
五
叉
路
の
交
差
点
を
、
北
杜
市
大
泉

町
谷
戸
方
面
に
向
か
い
歩
き
始
め
る
。

道
は
数
分
で
上
り
の
道
と
な
る
が
、
辺

り
の
田
園
風
景
や
背
中
越
し
に
見
え
る

甲
斐
駒
ヶ
岳
が
上
り
坂
で
あ
る
こ
と
を

忘
れ
さ
せ
て
く
れ
る
。
お
よ
そ
十
五
分

程
歩
き
鳩
川
に
架
か
る
橋
を
渡
っ
た
所

で
小
さ
な
十
字
路
を
左
折
し
、
川
沿
い

の
道
を
一
〜
二
分
歩
く
と
左
手
の
林
の

中
に
入
る
道
が
あ
る
。

　

そ
こ
か
ら
道
は
未
舗
装
と
な
り
、

歩
き
始
め
る
と
す
ぐ
に
石
仏
に
出

会
う
。
こ
こ
か
ら
は
こ
の
観
音
石

仏
群
が「
棒
道
」を
案
内
し
て
く
れ

る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
観
音

石
仏
は
江
戸
時
代
後
期
の
頃
、
通

る
人
も
少
な
く
、
荒
廃
し
て
い
た

棒
道
を
近
在
の
村
人
た
ち
が
整
備

し
た
際
に
、
道
標
と
し
て
、
ま
た
、
旅
の

安
全
を
祈
念
す
る
た
め
、「
西
国
三
十
三

ヶ
所
」「
板
東
三
十
三
ヶ
所
」
の
霊
場
を

模
し
て
安
置
さ
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
る

も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
石
仏
に
は

番
号
や
寺
院
名
な
ど
が
刻
ま
れ
て
い
る
。

残
念
な
が
ら
当
時
の
石
仏
の
す
べ
て
は

残
っ
て
い
な
い
よ
う
だ
が
、
一
体
ご
と

に
異
な
る
表
情
が
歩
く
人
を
優
し
く
見

守
っ
て
く
れ
る
。
な
だ
ら
か
な
上
り
坂

が
続
く
砂
利
道
に
歩
を
進
め
て
行
け
ば
、

木
立
の
す
き

間
か
ら
漏
れ

る
陽
や
、
川

の
せ
せ
ら
ぎ
、

野
鳥
の
さ
え

ず
り
が
五
感

を
優
し
く
刺

激
し
、
な
ん

と
も
言
え
な
い
心
地
よ
さ
を
与
え
て
く

れ
る
。

　

穏
や
か
な
景
色
に
身
を
任
せ
な
が
ら

五
十
分
程
歩
く
と
、
広
い
道
路
と
交
わ

っ
た
所
に
懐
か
し
い
水
車
小
屋
が
あ
っ

た
。今
も
使
わ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
、

水
車
は
勢
い
よ
く
水
音
を
た
て
な
が
ら

回
っ
て
い
た
。
こ
こ
か
ら
数
分
歩
け
ば

「
三
分
一
湧
水
」
に
着
く
。
よ
く
整
備
さ

れ
た
公
園
の
中
に
あ
る「
三
分
一
湧
水
」

は
、そ
の
昔
、水
利
権
を
め
ぐ
り
争
い
の

絶
え
な
か
っ
た
近
在
の
村
に
上
流
か
ら

の
水
を
三
方
に
等
し
く
分
配
す
る
よ
う

三
角
石
柱
を
持
つ
水
路
を
設
え
た
と
伝

え
ら
れ
て
お
り
、
訪
れ
る
人
々
に
先
人

達
の
知
恵
と
自
然
の
豊
か
さ
を
教
え
て

く
れ
る
。
公
園
内
に
は
数
十
年
前
の
洪

水
で
流
れ
着
い
た
と
い
う
大
き
な
石
も

残
り
、自
然
の
力
の
大
き
さ
、そ
の
前
で

の
人
間
の
小
さ
さ
を
も
伝
え
て
い
る
よ

う
で
あ
っ
た
。ま
た
、こ
こ
か
ら
五
分
ほ

ど
の
所
に
は
武
田
信
玄
が
信
濃
か
ら
侵

攻
し
て
き
た
村
上
義
清
と
合
戦
し
、
こ

れ
を
撃
退
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
「
小
荒

間
古
戦
場
跡
」が
あ
り
、信
玄
が
座
し
た

と
さ
れ
る「
信
玄
公
御
座
石
」な
ど
往
時

を
し
の
ぶ
史
跡
が
見
ら
れ
る
。

　

「
棒
道
」は「
三
分
一
湧
水
」の
公
園
を

過
ぎ
て
左
に
あ
る
橋
を
渡
り
、
す
ぐ
先

を
右
折
し
小
海
線
の
ガ
ー
ド
を
く
ぐ
り

小
荒
間
番
所
跡
へ
と
続
い
て
い
く
。

　

番
所
跡
を
過
ぎ
道
標
に
案
内
さ
れ
な

が
ら
集
落
を
抜
け
、
棒
道
橋
を
渡
る
と

再
び
林
の
中
へ
と
道
は
入
っ
て
行
く
。

途
中
、女
取
湧
水
へ
の
道
と
分
か
れ
、左

に
伸
び
て
い
く「
棒
道
」は
い
よ
い
よ
狭

く
な
り
、
往
時
の
武
田
軍
が
駆
け
抜
け

て
行
っ
た
時
と
変
わ
ら
ぬ
よ
う
な
一
筋

の
道
と
な
る
。

　

細
く
伸
び
て
い
く
道
に
歩
み
を
進
め

て
い
け
ば
、
樹
林
を
抜
け
る
風
に
よ
っ

て
お
き
る
葉
音
が
、
ま
る
で
当
時
の
兵

士
た
ち
の
甲
冑
の
擦
れ
る
音
の
よ
う
に

も
聞
こ
え
て
く
る
。
こ
の
道
を
駆
け
抜

け
北
信
濃
へ
向
っ
た
兵
士
の
何
人
か
は
、

再
び
こ
の
道
を
帰
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
う
と
、「
棒
道
」
と

言
う
言
葉
が
妙
に
切
な
く
心
に
響
い
て

き
た
。

　

道
の
左
手
に
開
か
れ
た
別
荘
地
に
沿

っ
て
さ
ら
に
進
ん
で
行
く
と
、
唐
松
林

に
囲
ま
れ
た
道
は
広
く
切
り
開
か
れ
、

乾
い
た
風
が
吹
き
抜
け
て
い
く
開
放
感

の
あ
る
爽
や
か

な
ハ
イ
キ
ン
グ

コ
ー
ス
と
な
っ

て
い
る
。
歩
き

始
め
て
か
ら
二

時
間
程
経
っ
た

だ
ろ
う
か
、
右

手
に
火
の
見
櫓

が
置
か
れ
て
い

る
所
で
八
ヶ
岳

高
原
ラ
イ
ン
に

突
き
当
た
り
、

ハ
イ
キ
ン
グ
コ

ー
ス
は
終
わ
る
。

し
か
し
軍
用
道

路
と
し
て
開
か
れ
た
「
棒
道
」
は
、
八
ヶ

岳
高
原
ラ
イ
ン
の
ガ
ー
ド
を
く
ぐ
り
さ

ら
に
真
っ
直
ぐ
に
県
境
を
目
指
し
て
進

ん
で
行
く
。

　

歴
史
に
登
場
す
る
数
々
の
道
は
、
時

に
は
軍
用
道
路
と
し
て
利
用
さ
れ
て
も
、

そ
の
後
再
び
庶
民
が
行
き
交
う
街
道
と

な
り
、
そ
の
時
々
の
文
化
を
伝
え
る
道

と
な
っ
て
き
た
が
、
信
玄
に
よ
っ
て
開

か
れ
た
と
さ
れ
る
「
棒
道
」
は
、
そ
の
あ

る
じ
の
夢
と
と
も
に
歴
史
の
舞
台
か
ら

姿
を
消
し
て
い
っ
た
道
の
よ
う
に
思
え

る
。
わ
ず
か
に
残
る
往
時
の
面
影
は
ま

さ
に「
強
者
ど
も
の
夢
の
跡
」の
よ
う
で

あ
っ
た
。

路肩には、所々に石仏が並ぶ

三分一湧水の清涼な流れ

小荒間古戦場跡に鎮座する「信玄公御座石」

木々の間を貫く棒道

武
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