
峠から暫くは急坂が続く

御膳水 道元禅師の碑

休
み
石
（
腰
掛
け
石
）

㊤
と
説
明
板
の
図
㊧

紫式部の歌の説明板

言奈地蔵から峠に向かう言奈地蔵から峠に向かう

■
今
庄
〜
敦
賀
の
最
短
路

嶺
南
と
嶺
北
を
結
ぶ
古
代
の
北
陸
官

道
は
、
当
初
、
敦
賀
か
ら
東
浦
の
海
岸

沿
い
の
五
幡
な
ど
を
経
由
。
山
中
峠
を

越
え
て
今
庄
に
達
す
る
ル
ー
ト
を
と
っ

て
い
ま
し
た
。

そ
の
後
、
平
安
初
期
の
天
長
７
年

（
８
３
０
）
に
木
ノ
芽
峠
（
６
２
８
ｍ
）

越
え
の
道
が
上か

み

毛け

野の

陸む

奥つ

公き
み

に
よ
っ
て

開
か
れ
た
と
言
い
ま
す
。
木
ノ
芽
峠
越

え
は
山
中
峠
よ
り
高
く
険
し
い
道
で
し

た
が
、
敦
賀
か
ら
今
庄
へ
抜
け
る
最
短

路
と
し
て
選
ば
れ
た
と
見
ら
れ
て
い
ま

す
。さ

ら
に
信
長
時
代
の
天
正
６
年

（
１
５
７
８
）、
柴
田
勝
家
が
今
庄
か
ら

直
接
近
江
に
抜
け
る
栃
ノ
木
峠
越
え

（
北
国
街
道
）
を
改
修
。
以
後
、
こ
の

ル
ー
ト
が
北
陸
道
の
幹
線
と
な
り
ま
し

た
が
、
木
ノ
芽
峠
越
え
も
利
用
さ
れ
て

い
ま
し
た
。

■
木
ノ
芽
古
道
を
敦
賀
に
下
る

敦
賀
の
新
保
の
バ
ス
停
か
ら
木
ノ
芽

峠
ま
で
は
約
２
・
６
㎞
の
登
り
で
す
が
、

峠
に
は
今
庄
側
か
ら
今
庄
３
６
５
ス

キ
ー
場
内
の
道
を
登
っ
て
も
行
く
こ
と

が
で
き
ま
す
。
登
り
詰
め
る
と
言い

う

奈な

地

蔵
の
直
下
の
駐
車
場
に
至
り
ま
す
。
今

回
は
言
奈
地
蔵
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
、
峠

を
敦
賀
側
に
下
っ
て
み
ま
し
た
。

■
道
元
禅
師
の
別
れ

地
蔵
の
前
か
ら
平
坦
な
道
を
進
む
と

峠
に
至
り
、
石
畳
と
茅
ぶ
き
の
家
が
見

え
て
き
ま
す
。
そ
の
向
か
い
に
は
道
元

禅
師
の
碑
が
建
っ
て
い
ま
す
。　

永
平
寺
を
開
山
し
た
禅
師
が
建
長
５

年
（
１
２
５
３
）、
病
い
を
得
て
京
に

帰
る
た
め
永
平
寺
を
出
発
。
こ
の
峠
で

送
っ
て
き
た
弟
子
と
別
れ
ま
し
た
。

そ
の
折
、
こ
の
峠
で
「
草
の
葉
に
首か

ど

途で

せ
る
身
の
木き

の
め
や
ま

部
山　

雲
に
道
あ
る
心

地
こ
そ
す
れ
」
の
歌
を
詠

み
ま
し
た
。
禅
師
は
京
到

着
後
間
も
な
く
54
歳
で
没

し
ま
し
た
。

■
古
戦
場 

│ 

信
長
も

木
ノ
芽
峠
一
帯
は
、
敦

賀
か
ら
府
中
（
越
前
市
）

へ
抜
け
る
北
陸
道
の
関
門

で
、
古
く
か
ら
戦
略
上
重
要
視
さ
れ
て

き
ま
し
た
。
山
頂
付
近
の
峠
を
挟
ん
だ

屋
根
筋
に
城
跡
群
が
今
も
残
り
ま
す
。

天
正
３
年
（
１
５
７
５
）
に
は
、
信
長

軍
が
10
万
余
の
軍
勢
で
越
前
入
り
、
木

ノ
芽
峠
で
戦
い
越
前
の
一
向
一
揆
を
平

定
し
て
い
ま
す
。

■
つ
づ
ら
折
り
の
急
坂

明
治
11
年
、
明
治
天
皇
は
北
陸
巡
幸

の
折
、
こ
の
峠
を
越
え
て
敦
賀
入
り
さ

れ
ま
し
た
。
峠
を
下
っ
て
す
ぐ
に
「
明

治
天
皇
御
膳
水
」
の
碑
が
立
つ
水
場
が

あ
り
ま
す
。

こ
こ
か
ら
暫
く
は
谷
あ
い
の
急
な
下

り
、
つ
づ
ら
折
り
が
続
き
ま
す
。
道
幅

は
一
人
が
通
れ
る
ほ
ど
。
時
折
沢
水
の

流
れ
を
越
え
た
り
、
細
い
川
筋
に
並
行

す
る
と
こ
ろ
も
。
下
流
で
は
木
ノ
芽
川

と
な
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

■
休
み
石

坂
が
少
し
緩
く
な
っ
た
と
こ
ろ
で
、

腰
か
け
る
の
に
具
合
の
良
さ
そ
う
な
石

が
い
く
つ
か
並
ん
で
い
ま
し
た
。
説
明

板
に
は
「
休
み
石
（
腰
掛
け
石
）」
と
あ

り
ま
す
。
か
つ
て
多
く
の
荷
が
人
の
背

に
負
わ
れ
運
ば
れ
ま
し
た
が
、
荷
を
背

負
っ
た
ま
ま
腰
を
掛
け
て
休
め
る
よ
う

に
と
置
か
れ
た
石
と
の
こ
と
で
す
。

■
峠
越
え
に
難
渋
し
た
紫
式
部

そ
こ
か
ら
少
し
下
る
と
平
安
時
代
の

紫
式
部
の
詠
ん
だ
歌
を
書
い
た
説
明
板

が
立
っ
て
い
ま
す
。

式
部
は
越
前
国
司
と
な
っ
た
父
に
従

い
、
京
か
ら
今
の
越
前
市
に
下
り
ま
し

た
が
、
長
徳
３
年
（
９
９
７
）、
越
前

か
ら
京
へ
帰
る
際
に
、
こ
の
峠
で
詠
ん

だ
詞こ

と
ば
が
き書
と
歌
を
記
し
て
い
ま
す
。

　

都
の
方
へ
と
て
帰
る
山
越
え
け
る

に
、
よ
び
坂
と
い
ふ
な
る
所
の
、
い

と
わ
り
な
き
か
け
ぢ
に
輿こ

し

も
か
き
わ

づ
ら
ふ
を
お
そ
ろ
し
と
思
ふ
に
猿
の

木
の
葉
の
中
よ
り
い
と
多
く
出
で
来

た
れ
ば 

（
次
ペ
ー
ジ
へ
）

木ノ芽峠

南越前町

新保

敦  

賀  

市
木ノ芽峠
トンネル

 
⽊
ノ
芽
峠
を
越
え
て
敦
賀
と
今
庄︵
南
越
前
町
︶を
結
ぶ
道
は
、

 
⽊
ノ
芽
峠
を
越
え
て
敦
賀
と
今
庄︵
南
越
前
町
︶を
結
ぶ
道
は
、

古
代
か
ら
中
世
に
か
け
て
の
重
要
な
道
で
し
た
。
そ
の
後
も
近
代

古
代
か
ら
中
世
に
か
け
て
の
重
要
な
道
で
し
た
。
そ
の
後
も
近
代

に
な
る
ま
で
多
く
の
⼈
や
荷
、
⽂
化
が
⾏
き
か
っ
た
﹁
⽊
ノ
芽
古

に
な
る
ま
で
多
く
の
⼈
や
荷
、
⽂
化
が
⾏
き
か
っ
た
﹁
⽊
ノ
芽
古

道
﹂を
訪
ね
ま
し
た
。

道
﹂を
訪
ね
ま
し
た
。 木
ノ
芽
古
道
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│
№105

岩に彫られた六字名号

水戸浪士ゆかりの新保陣屋

弘法の爪描き地蔵を
刻む岩㊨と説明板に
ある図㊤

▲六字名号の彫られた岩
（岩の右側に文字がある）

親鸞聖人・蓮
如上人の碑

棚田の跡棚田の跡

▲新保の集落近
くに立つ説明板。
国道をくぐると、
ここへ出る

猿ま
し

も
な
ほ
遠を

ち

方か
た

人び
と

の
声
か
は
せ

わ
れ
越
し
わ
ぶ
る 

た
こ
の
呼
坂

■
弘
法
の
爪
描
き
地
蔵

下
り
も
中
間
辺
り
で
爪
描
き
地
蔵
に

出
会
え
ま
す
。
目
印
の
説
明
板
付
近
で

道
な
り
に
左
折
し
て
下
ら
ず
、
山
肌
に

沿
っ
て
右
手
に
回
り
込
む
と
谷
川
が
あ

り
、
対
岸
に
大
き
な
岩
が
あ
り
ま
す
。

説
明
板
に
よ
れ
ば
若
越
八
十
八
ヶ
所

第
十
二
番
の
札
所
で
「
木
ノ
芽
中
坂
地

蔵
尊
」
と
称
し
、「
苔
む
し
た
岩
の
上

の
方
に
、
高
さ
七
〇
㌢
ほ
ど
の
、
蓮
台

に
乗
っ
た
地
蔵
菩
薩
立
像
が
、
腰
か
ら

上
は
薄
肉
彫
り
で
、
下
は
線
彫
り
で
描

か
れ
て
い
ま
す
」
と
の
こ
と
。

作
者
や
年
代
は
不
詳
で
す
が
、
弘
法

の
爪
描
き
地
蔵
さ
ん
と
呼
ば
れ
て
い
る

と
も
記
さ
れ
、
次
の
卸
詠
歌
を
紹
介
し

て
い
ま
す
。

春
雨
や
木
の
芽
中
坂
地
蔵
尊

　

迷
う
わ
が
身
を
引
き
上
げ
て
た
べ

■
六
字
名
号
岩 

│ 

南
無
阿
弥
陀
仏

そ
こ
か
ら
ほ
ん
の
少
し
下
る
と
、
円

球
を
斜
め
に
半
分
に
切
っ
た
よ
う
な
形

の
大
き
な
岩
が
道
の
右
手
に
見
え
て
き

ま
す
。
こ
れ
が
六ろ

く

字じ

名み
ょ
う
ご
う号
岩
。
道
と

は
反
対
側
（
裏
側
）
に
文
字
が
彫
ら
れ

て
い
る
の
で
見
落
と
さ
な
い
よ
う
。

文
字
は
六
字
名
号
の
「
南
無
阿
弥
陀

仏
」。
そ
の
下
に
「
天
下
太
平
」
と
読
め

る
字
も
。
道
を
下
り
て
、
岩
の
背
後
に

回
っ
て
見
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

■
棚
田
の
跡

道
は
、
さ
ら
に
勾
配
を
緩
く
し
、
足

も
軽
く
感
じ
ま
す
。
次
第
に
杉
の
木
が

目
立
ち
始
め
、
人
の
暮
ら
し
の
匂
い
が

感
じ
ら
れ
始
め
ま
す
。
杉
木
立
の
向
こ

う
、
左
手
に
石
垣
が
垣
間
見
え
て
き
ま

し
た
。
石
垣
は
奥
に
向
か
っ
て
二
段
、

三
段
と
あ
り
、
棚
田
の
跡
だ
そ
う
で

す
。■

蓮
如
上
人
は
吉
崎
へ

や
が
て
視
界
が
大
き
く
開
け
、
国
道

476
号
に
出
ま
し
た
。
国
道
に
面
し
て
車

が
何
台
か
止
ま
れ
る
ほ
ど
の
空
き
地
が

あ
り
、
絵
地
図
入
り
の
木
ノ
芽
古
道
の

説
明
板
が
立
っ
て
い
ま
す
。
近
く
に
は

「
親
鸞
聖
人
ハ
越
後
ノ
国
国
府
ヘ　

蓮

如
上
人
は
越
前
ノ
国
吉
崎
へ
」
と
刻
ん

だ
新
し
い
碑
が
あ
り
ま
す
。

毎
年
春
、
吉
崎
御
坊
（
あ
わ
ら
市
）

で
の
蓮
如
上
人
の
御ぎ

ょ

忌き

法
要
に
向
け
、

上
人
の
肖
像
画
「
御ご

影え
い

像
」
を
輿
に
載

せ
て
、
京
都
東
本
願
寺
か
ら
吉
崎
へ
道

中
を
し
ま
す
が
、
御
影
像
は
木
ノ
芽
峠

の
難
所
を
越
し
て
い
く
そ
う
で
す
。

■
新
保
へ
下
っ
て

木
ノ
芽
峠
か
ら
の
道
は
、
さ
ら
に
新

保
の
集
落
へ
と
続
く
の
で
す
が
、
国
道

476
号
の
整
備
で
分
断
さ
れ
ま
し
た
。
現

在
は
、
こ
の
空
き
地
か
ら
国
道
に
面
し

て
右
手
に
あ
る
階
段
を
下
り
る
と
国
道

を
く
ぐ
る
道
が
あ
り
、
反
対
側
に
抜
け

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
先
に
進
む
と
木

ノ
芽
古
道
の
も
う
一
つ
の
説
明
板
が

立
っ
て
い
ま
し
た
。

■
水
戸
浪
士
の
本
陣 

│ 

新
保
陣
屋

新
保
に
は
敦
賀
市
文
化
財
の
新
保
陣

屋
（
武
田
耕
雲
斎
本
陣
跡
）
が
あ
り
ま

す
。
こ
の
建
物
は
、
当
時
、
問
屋
だ
っ

た
家
の
屋
敷
の
一
部
で
、
規
模
は
小
さ

い
が
書
院
造
。

幕
末
、
天
狗
党
と
呼
ば
れ
た
武
田

耕
雲
斎
ら
水
戸
浪
士
の
一
行
は
、
水

戸
か
ら
は
る
ば
る
京
を
目
指
し
、
山

越
え
を
重
ね
て
越
前
入
り
。
八
百
余

名
が
木
ノ
芽
峠
を
越
え
て
元
治
元
年

（
１
８
６
４
）
12
月
、
新
保
に
到
着
し

ま
し
た
が
、
こ
こ
で
幕
府
軍
に
下
り
、

後
に
敦
賀
の
来
迎
寺
野
で
大
勢
が
処
刑

さ
れ
て
い
ま
す
。

耕
雲
斎
が
陣
を
取
っ
た
の
が
こ

の
本
陣
で
、
浪
士
ら
の
降
伏
に
際

し
幕
府
軍
の
先
陣
を
務
め
た
加
賀

藩
の
使
者
と
会
談
を
行
っ
た
の
も

こ
の
書
院
で
し
た
。
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