
つ
な
ぐ
こ
の
道
は
、
時
代
と
共

に
県
道
で
あ
っ
た
り
、
国
道
19

号
で
あ
っ
た
り
、
そ
し
て
元
々

は
善
光
寺
街
道
と
い
う
歴
史
の

あ
る
道
で
す
。

　

で
は
、
松
本
城
を
発
ち
、
城

下
町
を
抜
け
、
街
道
を
進
ん
で

い
く
旅
人
（
武
者
修
行
の
侍
、

ま
た
は
俳
人
）
に
な
っ
た
気
分

で
、
い
ざ
出
発
！

庄
内
地
区
の
「
○
○
」
を
知
る
シ
リ
ー
ズ

旧
国
道
19
号
線
、
善
光
寺
街
道
筋
を
巡
る

庄
内
地
区
の
「
○
○
」
を
知
る
シ
リ
ー
ズ

旧
国
道
19
号
線
、
善
光
寺
街
道
筋
を
巡
る

第２弾

　

庄
内
地
区
の
魅
力
を
改
め
て

見
つ
け
る
「
〇
〇
を
知
る
」
シ

リ
ー
ズ
第
２
弾
。
今
回
は
地
区

の
北
西
側
を
回
り
ま
す
。

　

探
索
日
は
２
月
上
旬
で
寒
さ

が
肌
に
沁
み
ま
す
が
、
日
差
し

は
暖
か
く
、
見
上
げ
た
空
は

真
っ
青
で
す
。
春
の
訪
れ

が
待
ち
遠
し
く
な
り
ま
す

ね
。

　

出
発
時
刻
は
朝
9
時
。

沢
山
の
バ
ス
や
ト
ラ
ッ
ク

が
道
を
行
き
交
っ
て
お
り
、

交
通
量
の
多
さ
が
気
に
な

り
ま
す
。
で
き
る
だ
け
単

純
で
歩
き
や
す
そ
う
な

ル
ー
ト
を
進
ん
で
い
こ
う

と
考
え
、
ス
タ
ー
ト
地
点

を
栄
橋
に
定
め
、
こ
こ
か

ら
南
へ
と
下
っ
て
い
く
こ

と
に
し
ま
し
た
。

　

松
本
城
と
庄
内
地
区
を

栄橋栄橋

城見橋城見橋

逢新神社逢新神社

貞享義民塚貞享義民塚

庄内町庄内町

庄内西公園庄内西公園

朗
ら
か
な
陽
気
の
も
と

地
区
の
探
索
を
開
始
︕

朗
ら
か
な
陽
気
の
も
と

地
区
の
探
索
を
開
始
︕

薄川右岸から栄橋を望む

旧
Ｒ
19
号
線

旧
Ｒ
19
号
線

白
山
社

白
山
社

ち
ょ
っ
と
後
悔
…

　

路
地
裏
を
ぐ
る
ぐ
る
回
っ
て

い
る
と
、
い
つ
の
間
に
か
逢
新

神
社
の
裏
側
に
到
着
。
入
口
に

あ
る
南
新
町
町
会
の
旧
町
名
由

来
碑
を
読
ん
で
、
こ
の
町
会
が

何
故
「
南
の
新
し
い
町
」
な
の

か
謎
が
解
け
ま
し
た
。
敷
地
内

を
見
渡
す
と
何
と
防
火
水
槽
が

埋
設
さ
れ
て
い
ま
す
。
町
を
火

災
か
ら
守
る
た
め
な
の
で
す

が
、
実
は
神
社
が
災
害
か
ら
町

を
守
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ま

す
ね
。

　

逢
新
神
社
か
ら
東
の
逢
初
町

町
会
の
方
に
足
を
向
け
て
み
ま

す
。
鉄
工
所
や
染
物
工
場
等
が

道
に
連
な
り
、
少
し
南
に
進
ん

で
い
く
と
庄
内
町
の
信
号
機
に

た
ど
り
着
き
ま
し
た
。
こ
こ
は

現
時
点
で
の
出
川
か
ら
の
道
路

拡
幅
工
事
の
境
目
で
す
。

　

古
い
町
並
み
が
消
え
て
い
く

の
か
、
新
し
く
生
ま
れ
変
わ
っ

て
い
る
の
か
、
皆
さ
ん
は
町
の

変
化
を
ど
う
お
感
じ
で
す
か
？

　

辺
り
か
ら
は
工
場
の
作
業
音

や
ラ
ジ
オ
の
音
声
が
聞
こ
え
て

き
ま
す
。
少
し
行
く
と
、
４
つ

並
ん
だ
石
碑
を
見
つ
け
ま
す
。

そ
の
中
の
ひ
と
つ
に
文
政
10
年

（
1
8
2
7
年
頃
）
の
記
載
が

あ
り
ま
し
た
。
ふ
と
気
に
な
っ

て
こ
の
頃
の
出
来
事
を
調
べ
た

と
こ
ろ
、
文
政
8
年
に
松
本
藩

内
で

あ
か
み
の

赤
蓑
騒
動
と
い
う
打
ち
こ

わ
し
一
揆
が
発
生
し
て
い
た
よ

う
で
す
。
そ
ん
な
時
期
に
こ
の

石
碑
を
彫
っ
た
方
は
、
一
揆
の

こ
と
を
知
っ
て
ど
う
い
う
気
持

ち
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
ね
？

　

も
う
少
し
路
地
裏
を
進
む

と
、
新
家
町
町
会
の
白
山
社
に

到
着
。
敷
地
内
に
あ
る
石
碑
の

名
前
や
年
号
を
見
な
が
ら
一
休

み
。
ち
ょ
う
ど
散
歩
に
来
ら
れ

た
近
所
の
方
と
に
っ
こ
り
ご
あ

い
さ
つ
。

　

休
憩
を
終
え
て
す
ぐ
の
場
所

で
新
家
町
の
旧
町
名
由
来
を
記

し
た
石
碑
を
発
見
。
大
正
14
年

の
旧
松
本
村
合
併
の
際
に
新
家

町
と
し
て
独
立
し
た
と
の
記
載

が
あ
り
ま
す
。
先
程
の
白
山
社

の
中
に
も
同
年
に
彫
ら
れ
た
石

碑
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
年
は

新
家
町
の
皆
さ
ん
に
と
っ
て
重

要
な
年
だ
っ
た
の
で
す
ね
。
と
、

こ
こ
で
「
さ
っ
き
お
散
歩
に
き

た
ご
近
所
の
人
に
神
社
の
由
来

と
か
聞
け
ば
よ
か
っ
た
！
」
と
、

　

栄
橋
を
渡
っ
た
す
ぐ
の
場

所
、
横
断
旗
の
備
わ
っ
た
横
断

歩
道
に
道
祖
神
が
祭
ら
れ
て
い

ま
す
。
今
も
昔
も
行
き
交
う

人
々
を

守
っ
て
く

れ
て
い
る

の
で
す

ね
。
と
、

こ
こ
で
庄
内
地
区
公
民
館
の
常

連
さ
ん
と
ば
っ
た
り
。「
こ
ん

な
所
で
行
き
会
う
な
ん
て
珍
し

い
で
す
ね
」
と
、
に
っ
こ
り
声

を
か
け
て
頂
き
ま
し
た
。

　

古
く
か
ら
の
町
だ
け
あ
っ
て

な
ま
こ
壁
、
隣
同
士
が
接
し
合

う
家
屋
、
時
代
を
感
じ
さ
せ
る

字
体
の
店
看
板
等
が
あ
ち
こ
ち

目
に
留
ま
り
ま
す
。
で
は
、
路

地
裏
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の

か
、
道
角

の
八
百
屋

さ
ん
を
曲

が
っ
て
奥

へ
と
行
っ

て
み
ま

し
ょ
う
。

古
く
か
ら
の
町
を
巡
っ
て…

古
く
か
ら
の
町
を
巡
っ
て…

▼昔からの街並み

拡幅前後では空の広さが違いますね

スタート

ゴール

▲道祖神
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再
度
街
道
筋
へ
戻
り
、
城
見

橋
が
あ
る
場
所
へ
向
か
い
ま

す
。
昔
は
こ
こ
か
ら
松
本
城
が

見
え
た
の
で
そ
う
名
付
け
ら
れ

た
そ
う
で
す
。
ま
た
、
か
つ
て

松
本
か
ら
罪
人
が
出
川
の
刑
場

へ
向
か
う
時
、
こ
の
位
置
か
ら

刑
場
が
見
え
て
が
っ
く
り
と
首

を
垂
れ
た
こ
と
か
ら
、
通
称

が
っ
た
ら
橋
と
も
呼
ば
れ
て
い

ま
す
ね
。

　

さ
ら
に
、
こ
こ
は
地
区
を
流

れ
る
三
番
川
と
田
川
の
合
流
点

で
あ
り
、
バ
ッ
ク
ウ
ォ
ー
タ
ー

現
象
を
防
ぐ
た
め
の
仮
設
ポ
ン

プ
施
設
が
備
え
ら
れ
て
い
ま
す

し
、
道
の
少
し
奥
に
奥
山
半
僧

坊
神
社
が
奉
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

城
見
橋
周
辺
は
、
歴
史
的
に

も
防
災
の
面
で
も
、
地
区
の
重

要
ポ
イ
ン
ト
な
の
で
す
。

　

街
道
筋
を
進
み
、
な
だ
ら
か

な
斜
面
の
先
に
豊
田
橋
が
見
え

て
き
ま
し
た
。
橋
の
向
こ
う
は

出
川
へ
と
続
い
て
い
き
ま
す

が
、
こ
こ
で
田
川
の
右
岸
側
へ

と
曲
が
り
ま
す
。
ほ
ん
の
少
し

先
の
堤
防
の
下
に
、
貞
享
義
民

塚
が
安
置
さ
れ
て
い
る
か
ら
で

す
。

　

貞
享
義
民
塚
は
、
貞
享
3
年

（
1
6
8
6
年
）
に
松
本
藩
で

起
き
た
貞
享
騒
動
と
呼
ば
れ
る

百
姓
一
揆
を
起
こ
し
た
農
民
の

う
ち
、
筑
摩
郡
出
身
者
が
こ
の

出
川
の
刑
場
に
連
れ
て
来
ら
れ

た
こ
と
が
由
来
に
な
っ
て
い
ま

す
。
塚
の
あ
る
場
所
が
刑
場
跡

な
の
で
は
な
く
、
周
辺
の
河
川

敷
内
一
帯
が
、
か
つ
て
そ
う
い

う
場
所
だ
っ
た
と
か
。
な
お
、

騒
動
の
中
心
人
物
多
田
加
助

は
、

せ
い
だ
か

勢
高
（
現
在
の
丸
の
内
中

学
校
内
）
の
刑
場
に
連
れ
て
行

か
れ
ま
し
た
。
磔
の
際
、
年
貢

軽
減
を
訴
え
な
が
ら
松
本
城
を

睨
ん
だ
結
果
、
城
が
傾
い
た
と

い
う
伝
説
が
語
り
継
が
れ
て
い

ま
す
。

　

凶
作
の
上
に
重
い
年
貢
を
課

せ
ら
れ
て
一
揆
を
決
意
し
た
義

民
の
方
々
。
後
世
の
私
た
ち
の

問
題
の
ひ
と
つ
が
食
品
ロ
ス
だ

と
知
っ
た
ら
、
果
た
し
て
ど
う

思
わ
れ
る
の
で
し
ょ
う
？

　

豊
田
橋
を
渡
り
、
出
川
町
会

町
並
み
に
残
さ
れ
て
い
る

忘
れ
て
は
い
け
な
い
こ
と

町
並
み
に
残
さ
れ
て
い
る

忘
れ
て
は
い
け
な
い
こ
と

の
入
り
口
に
見
え
て
き
た
の
が

一
里
塚
（
一
里
＝
約
3.9
㎞
）
の

跡
。
そ
こ
か
ら
田
川
を
挟
ん
だ

反
対
側
に
庄
内
西
公
園
と
逢
初

川
の
仮
設
ポ
ン
プ
施
設
が
あ
り

ま
す
。
こ
こ
も
地
区
の
防
災
と

し
て
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
の
ひ
と

つ
で
す
。
庄
内
西
公
園
は
道
路

よ
り
も
下
に
整
備
さ
れ
て
お

り
、
河
川
氾
濫
を
想
定
し
た
調

整
池
と
し
て
の
機
能
が
付
与
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
先
は
平
成
23
年
に
区
画

整
理
が
完
了
し
た
新
し
い
街
並

み
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。

出川の刑場にあたる方向
ポンプ施設

国道19号線の銘板あり神社

▼逢初川と田川の合流点

▲貞享義民塚

歴
史
は
繰
り
返
す
︖

歴
史
は
繰
り
返
す
︖

　

さ
て
、
牛
伏
寺
断
層
や
大
小

の
河
川
が
存
在
す
る
た
め
災
害

に
弱
い
と
さ
れ
る
庄
内
地
区
。

直
近
で
大
き
い
被
害
が
生
じ
た

の
は
、
平
成
11
年
6
月
29
日
か

ら
30
日
に
か
け
た
集
中
豪
雨
に

よ
る
逢
初
川
の
氾
濫
で
豊
田
町

町
会
等
が
浸
水
し
た
事
例
と
、

平
成
23
年
6
月
30
日
に
起
き
た

松
本
地
震
の
２
つ
。

　

奇
し
く
も
同
じ
日
だ
っ
た
こ

と
も
含
め
、
私
た
ち
は
災
害
の

記
憶
を
忘
れ
な
い
よ
う
に
し
な

け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
ね
。

伝
統
と
進
化
︑

２
つ
の
顔
を
持
つ

 
 

庄
内
地
区
を
再
発
見

伝
統
と
進
化
︑

２
つ
の
顔
を
持
つ

 
 

庄
内
地
区
を
再
発
見

　

今
回
の
探
索
は
、
古
き
良
き

と
新
し
さ
を
同
時
に
感
じ
さ
せ

る
所
が
、
い
か
に
も
庄
内
地
区

ら
し
い
と
感
じ
る
一
日
で
し

た
。
紙
面
の
都
合
上
、
回
っ
た

場
所
全
て
を
載
せ
ら
れ
ず
残
念

で
す
。

　

最
後
は
冠
雪
の
美
ヶ
原
を
背

景
に
、
庄
内
公
園
で
は
し
ゃ
ぎ

回
る
保
育
園
児
の
写
真
で
終
わ

り
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

今
度
は
地
区
の
北
東
側
を
回

り
、
新
し
い
〇
〇
を
探
し
て
い

き
ま
す
。
お
楽
し
み
に
。

　

か
つ
て
会
社
勤
め
を
し
て
い

た
頃
、
某
中
学
校
か
ら
「
生
徒

の
職
場
体
験
を
さ
せ
て
ほ
し
い

」
と
依
頼
さ
れ
、
渋
々
、
受
け

た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ

が
実
際
に
訪
れ
た
彼
等
の
好
奇

心
と
学
び
た
い
意
欲
に
溢
れ
た

質
問
に
、
我
々
社
員
が
刺
激
を

受
け
、
共
に
学
び
合
う
良
い
機

会
に
な
り
ま
し
た
。
彼
等
に

と
っ
て
我
々
は
少
し
親
や
先
生

以
外
の
意
味
あ
る
他
者
と
し
て

の
大
人
に
な
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
。

　

以
降
、
私
は
会
社
で
の
研
修

や
大
学
の
授
業
で
「
教
育
」
を

行
う
際
に
、
お
互
い
の
「
知
る
。

わ
か
る
。
気
づ
く
」
を
増
や
し

共
に
学
び
育
つ
場
と
な
る
「
共

育
」
を
大
切
に
し
て
い
ま
す
。

人
は
皆
同
じ
で
は
な
く
、
皆
違

い
ま
す
。
一
人
一
人
の
自
分
ら

し
く
自
立
し
て
生
き
た
い
と
い

う
思
い
を
認
め
合
い
た
い
で

す
。

　

昨
年
か
ら
公
民
館
に
関
わ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
公
民
館

が
、
子
ど
も
や
若
者
に
大
人
が

関
わ
り
共
に
学
び
合
い
育
つ
よ

う
な
「
社
会
教
育
の
場
」
に
な

る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。（

Y
）
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