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中
山
道
の
街
並
み
を
蘇
ら
せ
よ
う
！

　

江
戸
時
代
後
期
、
大
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
っ
た

『
東
海
道
中
膝
栗
毛
』
の
続
編
『
続
膝
栗
毛
』
は
、

五
街
道
の
一
つ
、
中
山
道
が
舞
台
と
な
っ
て
い
る
。

江
戸
・
日
本
橋
か
ら
東
海
道
と
合
流
す
る
近
江
国
・

草
津
ま
で
の
５
０
７
・
７
㎞
に
は
67
の
宿
場
が

あ
っ
た
が
、
人
々
の
移
動
手
段
が
大
き
く
変
わ
っ
た

こ
と
で
、
次
第
に
姿
を
消
し
て
い
っ
た
。
妻つ
ま
ご籠
や

馬ま
ご
め籠
な
ど
観
光
資
源
と
し
て
活
用
さ
れ
て
い
る
と
こ

ろ
は
あ
る
も
の
の
、
そ
の
数
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
。

　

そ
ん
な
中
、
か
つ
て
の
街
並
み
を
住
民
た
ち
の
手

で
蘇
ら
せ
よ
う
と
し
た
の
が
、
岐
阜
県
御
嵩
町
で

あ
る
。
町
に
は
御み
た
け嶽
宿
と
伏
見
宿
の
２
つ
の
宿
場
が

あ
っ
た
が
、
往
時
の
面
影
は
失
わ
れ
つ
つ
あ
っ
た
。

そ
れ
を
少
し
で
も
取
り
戻
そ
う
と
い
う
の
だ
。

「
町
で
は
平
成
18
年
に
第
四
次
総
合
計
画
を
策
定

し
た
の
で
す
が
、
そ
の
際
“
中
山
道
っ
て
町
に
と

っ
て
す
ご
く
大
事
な
存
在
だ
よ
ね
”
と
い
う
話
が

盛
り
上
が
り
ま
し
た
。
４
０
０
年
も
の
間
、
町
の

軸
と
な
っ
て
き
た
中
山
道
は
地
域
の
資
源
で
す
。

そ
れ
を
生
か
し
て
個
性
あ
る
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
て

い
く
こ
と
が
、
総
合
計
画
に
盛
り
込
ま
れ
ま
し
た
」

　

そ
う
話
す
の
は
御
嵩
町
生
涯
学
習
課
文
化
振
興

係
長
の
栗
谷
本
真
さ
ん
。
平
成
８
年
に
学
芸
員
と

し
て
採
用
さ
れ
、
町
の
資
料
館
で
あ
る
「
中
山
道

み
た
け
館
」
で
郷
土
の
文
化
財
や
歴
史
に
関
わ
る

調
査
研
究
、
情
報
発
信
を
続
け
て
き
た
。

「
総
合
計
画
で
は
重
点
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
て
“
中
山

道
の
再
生
”
が
掲
げ
ら
れ
、
住
民
参
加
に
よ
る
“
協

働
”
で
取
り
組
ん
で
い
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
」

　

約
15
名
の
住
民
か
ら
成
る
「
み
た
け
地
域
活
性
化

委
員
会
」
が
立
ち
上
げ
ら
れ
、
栗
谷
本
さ
ん
は
ま
ち

づ
く
り
担
当
と
し
て
平
成
20
年
か
ら
活
動
を
サ
ポ
ー

ト
し
て
い
る
。
再
生
の
た
め
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
「
景

観
づ
く
り
」
と
「
に
ぎ
わ
い
創
出
」。
景
観
づ
く
り
で

は
、
中
山
道
再
生
の
核
と
な
る
御
嶽
宿
を
中
心
に

整
備
し
て
い
く
こ
と
な
ど
指
針
が
定
め
ら
れ
た
。

＜第39回＞

【くりやもと・まこと】昭和
45年生まれ。岐阜県中津川
市出身。小学生の頃、父と
一緒に古代の石鏃（せきぞ
く）探しに出かけたことがきっ
かけで歴史に興味を持ち、
学芸員を目指した。大学院
卒業後、平成８年御嵩町に
入庁、町立資料館「中山道
みたけ館」の学芸員として
従事する。平成20年企画課、
平成21年まちづくり課を経
て、平成28年より再び「中
山道みたけ館」に勤務。右の
写真で着用しているジャン
パーはペンキが付着してい
るが、手づくりの景観整備
に携わっている間もずっと
愛用していた「宝物」。

　
訪
日
外
国
人
の
増
加
に
伴
っ
て
、
各
自
治
体
で
は
観
光
資
源

の
開
発
整
備
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
彼
ら
に
選
ば
れ
る
観
光
地

と
な
る
た
め
に
は
、
ま
ず
、
そ
こ
に
暮
ら
す
人
々
が
、
地
域
の

歴
史
や
文
化
を
知
り
、
そ
の
魅
力
を
発
見
す
る
必
要
が
あ
る
。

御み
た
け
ち
ょ
う

嵩
町
生
涯
学
習
課
文
化
振
興
係
係
長 

栗
谷
本 

真
さ
ん

知
識+

チ
ャ
レ
ン
ジ
精
神
で

協
働
の
ま
ち
づ
く
り
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手
づ
く
り
で
も
、
こ
ん
な
に
変
わ
る

　
「
景
観
整
備
」
と
な
る
と
お
金
を
か
け
て
…
と
い

う
話
に
な
り
が
ち
だ
が
、
活
性
化
委
員
会
で
は
ア
ド

バ
イ
ザ
ー
役
の
大
学
教
授
の
意
見
を
採
り
入
れ
、

手
づ
く
り
で
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。

　

最
初
に
手
を
着
け
た
の
は
、
御
嶽
宿
地
区
に
設

置
さ
れ
た
ゴ
ミ
集
積
箱
。
ス
チ
ー
ル
製
の
ゴ
ミ
集
積

箱
は
堅
牢
で
衛
生
的
で
は
あ
る
が
、
古
の
風
情
の
中

に
あ
っ
て
は
、
や
は
り
違
和
感
が
あ
る
。
木
造
家
屋

の
景
観
に
合
わ
せ
て
、
表
面
に
板
を
貼
る
こ
と
に
し

た
。
の
こ
ぎ
り
で
板
を
切
り
、
ゴ
ミ
集
積
箱
の
表
面

を
覆
う
よ
う
に
打
ち
付
け
た
。
仕
上
げ
に
骨
董
家

具
の
よ
う
な
焦
げ
茶
色
の
ペ
ン
キ
を
塗
っ
た
。
木
の

素
材
感
に
「
手
づ
く
り
」
と
い
う
要
素
が
加
わ
っ
た

効
果
も
あ
る
だ
ろ
う
。
無
機
質
な
ゴ
ミ
集
積
箱
が
温

も
り
を
帯
び
た
。

　

次
に
目
を
着
け
た
の
は
、
名
古
屋
鉄
道
・
御
嵩
駅

の
駅
舎
。
町
の
玄
関
口
と
な
る
駅
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

駅
舎
は
色
あ
せ
て
い
た
。
所
有
者
で
あ
る
名
古
屋

鉄
道
の
許
可
を
得
て
、
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
す
る
こ
と
に

し
た
。
味
気
な
か
っ
た
窓
枠
に
格
子
を
付
け
、
景
観

に
ふ
さ
わ
し
く
屋
根
は
焦
げ
茶
色
、
壁
は
白
、
壁
面

の
木
組
み
は
空
色
で
ペ
イ
ン
ト
し
た
。
駅
舎
の
化
粧

直
し
に
よ
り
、
駅
前
の
雰
囲
気
ま
で
明
る
く
な
っ
た
。

　
「
手
づ
く
り
で
、
こ
こ
ま
で
で
き
る
ん
だ
」
―
―

手
応
え
を
感
じ
た
地
域
活
性
化
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー

た
ち
は
、
公
営
駐
車
場
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
塀
、
橋
の

欄
干
…
と
修
景
し
て
い
っ
た
。

　

古
の
色
彩
を
蘇
ら
せ
た
街
並
み
に
は
、
灯
篭
や

犬
矢
来
が
よ
く
似
合
う
。
県
に
よ
る
地
域
づ
く
り
の

補
助
金
制
度
を
活
用
し
て
設
置
す
る
と
、
旧
街
道

の
趣
き
が
一
層
増
し
た
。

「
１
つ
１
つ
は
小
さ
な
変
化
で
す
が
、
町
ゆ
く
人
々

か
ら
“
最
近
変
わ
っ
た
ね
”
と
い
う
声
が
聞
か
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
が
、
地
域
活
性
化

委
員
会
の
皆
さ
ん
た
ち
の
や
る
気
に
な
り
ま
し
た
」

手
づ
く
り
だ
か
ら
こ
そ
得
ら
れ
た
こ
と

　

御
嵩
町
は
岐
阜
県
内
で
も
早
い
時
期
に
中
学
校

が
で
き
た
り
、
裁
判
所
や
警
察
署
が
設
置
さ
れ
る
な

ど
、
地
域
の
中
心
的
な
町
だ
っ
た
。
明
治
時
代
に

亜
炭
が
発
見
さ
れ
る
と
炭
鉱
の
町
と
し
て
栄
え
た
が
、

昭
和
40
年
代
に
閉
山
さ
れ
た
。
現
在
、
自
動
車
関
連

企
業
が
数
社
あ
る
も
の
の
、
人
口
は
平
成
７
年
を

ピ
ー
ク
に
下
降
線
を
た
ど
っ
て
い
る
。

　

活
気
を
失
っ
て
い
く
町
で
、
御
嶽
宿
と
て
当
時
の

面
影
を
残
す
建
物
は
数
軒
し
か
な
か
っ
た
。「
こ
ん

な
状
態
で
何
が
御
嶽
宿
な
の
？　

中
山
道
な
の
？
」

―
―
住
民
の
空
気
も
大
半
は
冷
め
て
い
た
。「
役
所

が
今
さ
ら
何
を
す
る
つ
も
り
？
」
と
。「
手
づ
く
り
」

と
い
う
手
法
は
、
そ
の
空
気
を
変
え
た
。

「
あ
ま
り
乗
り
気
じ
ゃ
な
か
っ
た
方
も
、
実
際
に
手

を
動
か
し
て
や
っ
て
い
る
う
ち
に
、
結
構
楽
し
く

な
っ
て
い
っ
た
よ
う
で
す
。
完
成
後
に
は
達
成
感

ホース格納箱は街並みの色に合わせて化粧直し

街道らしさを盛り上げる「灯篭」を住民たちの手で設置

無機質なゴミ集積箱の表面に板を貼った

町の玄関口である駅舎も住民の手でリニューアル
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が
あ
り
ま
す
し
、
自
分
で
や
れ
ば
愛
着
も
湧
い
て

き
ま
す
。
よ
く
見
る
と
、
木
の
切
り
口
が
ガ
タ
ガ

タ
だ
っ
た
り
、
ペ
ン
キ
の
色
ム
ラ
は
あ
り
ま
す
が
、

そ
れ
も
手
づ
く
り
の
証
し
で
す
」

　
「
景
観
」
と
い
う
概
念
が
根
づ
い
て
い
な
い
中
で

始
め
た
景
観
づ
く
り
に
不
安
も
あ
っ
た
が
、
作
業
を

進
め
る
過
程
で
、住
民
自
身
が
町
の
魅
力
に
気
づ
き
、

景
観
に
対
す
る
認
識
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
大

学
教
授
の
呼
び
か
け
で
町
外
か
ら
大
学
生
の
参
加

も
あ
り
、
世
代
を
超
え
た
交
流
も
生
ま
れ
た
。
手
づ

く
り
を
選
択
し
た
の
は
町
の
財
政
事
情
も
あ
っ
た
が
、

そ
れ
以
上
に
得
ら
れ
た
こ
と
の
ほ
う
が
大
き
い
。

　

平
成
20
年
か
ら
３
年
間
を
か
け
た
景
観
づ
く
り

は
、
一
般
社
団
法
人
日
本
経
営
協
会
の
「
活
力
協

働
ま
ち
づ
く
り
推
進
団
体
表
彰
」
準
グ
ラ
ン
プ
リ
と

国
土
交
通
省
の
「
手
づ
く
り
郷
土
賞
」
を
受
賞
し
、

更
な
る
自
信
に
つ
な
が
っ
た
。

学
芸
員
は
雑
芸
員
？

　

地
方
自
治
体
で
は
い
ま
や
住
民
と
の
「
協
働
」

は
マ
ス
ト
に
な
っ
て
い
る
。「
ま
ち
づ
く
り
に
お
け
る

協
働
は
住
民
が
主
役
」
で
は
あ
る
が
、
言
葉
通
り

の
体
制
づ
く
り
は
容
易
で
は
な
い
。
長
年
、
行
政
任

せ
に
慣
れ
て
き
た
地
域
な
ら
、
住
民
の
自
立
を
促
す

と
こ
ろ
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「“
今
度
こ
ん
な
こ
と
を
や
っ
て
み
ま
せ
ん
か
？
”
と

提
案
し
な
が
ら
、
自
分
は
い
か
に
裏
方
に
回
っ
て
、

皆
さ
ん
た
ち
の
気
持
ち
を
盛
り
上
げ
て
い
く
か
。
そ

の
雰
囲
気
づ
く
り
に
気
を
遣
い
ま
し
た
」

　

栗
谷
本
さ
ん
に
と
っ
て
地
域
活
性
化
委
員
会
の

メ
ン
バ
ー
の
ほ
と
ん
ど
が
年
上
。
一
家
言
を
も
っ
た

人
々
に
よ
る
会
議
は
衝
突
が
多
く
、
話
が
前
に
進
ま

な
い
こ
と
も
。
多
様
な
意
見
を
一
つ
に
ま
と
め
て
い

く
の
は
、
神
経
を
擦
り
減
ら
し
た
の
で
は
な
い
か
。

「
心
が
け
た
の
は
誠
実
さ
で
す
。
真
剣
に
取
り
組
む

姿
勢
を
伝
え
る
よ
う
に
努
め
ま
し
た
」

　
「
中
山
道
み
た
け
館
」
の
開
館
に
伴
っ
て
入
庁
し

た
栗
谷
本
さ
ん
は
、
11
年
間
、
学
芸
員
と
し
て
経

験
を
積
ん
で
き
た
。
学
芸
員
の
仕
事
は
、
自
虐
的

に
「
雑
芸
員
」
と
称
さ
れ
る
ほ
ど
多
岐
に
わ
た
る
。

「
郷
土
資
料
の
収
集
・
整
理
・
保
存
に
始
ま
り
、
文

化
財
の
調
査
研
究
な
ど
何
で
も
や
り
ま
す
。
成
果
は

町
の
資
料
館
で
企
画
展
な
ど
と
し
て
公
開
し
ま
す

が
、
そ
の
展
示
も
自
分
た
ち
で
行
い
ま
す
」

　

意
外
な
と
こ
ろ
で
は
、
山
か
ら
下
り
て
き
た
ニ
ホ

ン
カ
モ
シ
カ
が
車
に
轢
か
れ
る
と
、
そ
の
後
処
理
も

文
化
財
担
当
者
の
仕
事
だ
と
い
う
。ニ
ホ
ン
カ
モ
シ
カ

は
文
化
財
保
護
法
で
指
定
さ
れ
た
国
の
特
別
天
然

記
念
物
。故
に
事
故
死
が
明
確
で
あ
っ
て
も
、獣
医
に

診
せ
死
因
の
詳
細
を
調
べ
た
上
で
埋
葬
す
る
の
だ
。

　

平
成
20
年
、栗
谷
本
さ
ん
は
「
企
画
課
」
に
異
動
、

さ
ら
に
翌
年
に
は
新
設
さ
れ
た
「
ま
ち
づ
く
り
課
」

に
配
属
さ
れ
た
。
そ
の
任
務
は
住
民
の
中
に
入
っ
て

町
を
盛
り
上
げ
て
い
く
こ
と
。
学
芸
員
の
仕
事
は
基

本
的
に
個
人
の
中
で
完
結
し
て
き
た
た
め
、
仕
事
に

対
す
る
ス
タ
ン
ス
か
ら
大
き
く
変
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
。
と
は
言
っ
て
も
、
学
芸
員
と
し
て
蓄
積

し
て
き
た
町
の
歴
史
・
文
化
に
関
す
る
知
識
や
経
験

は
ま
ち
づ
く
り
に
携
わ
る
上
で
、
大
き
な
プ
ラ
ス
と

な
っ
た
。
専
門
的
見
地
か
ら
の
意
見
に
は
説
得
力
が

あ
り
、
地
域
資
源
を
活
用
し
た
ま
ち
づ
く
り
を
進
め

て
い
く
大
き
な
動
機
づ
け
に
も
な
っ
た
。

ど
う
や
っ
た
ら
皆
が
喜
ん
で
く
れ
る
だ
ろ
う

　

御
嵩
町
で
は
景
観
づ
く
り
と
並
行
し
、
に
ぎ
わ
い

創
出
の
一
環
と
し
て
、
中
山
道
で
の
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
イ

ベ
ン
ト
も
実
施
し
て
い
る
。そ
の
名
も「
御み
た
け
じ
ゅ
く
う
ぉ
ー
く

嶽
宿
往
来
」。

「
往
来
」
と
書
い
て
「
う
ぉ
ー
く
」
と
読
ま
せ
る
ネ
ー

ミ
ン
グ
は
栗
谷
本
さ
ん
の
ア
イ
デ
ア
だ
。

「
御
嶽
宿
か
ら
東
へ
向
か
う
街
道
は
、
史
跡
も
多
く

当
時
の
雰
囲
気
が
色
濃
く
残
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
を

皆
さ
ん
で
歩
こ
う
と
い
う
イ
ベ
ン
ト
で
す
」

　

平
成
20
年
、
参
加
者
約
１
２
０
名
で
ス
タ
ー
ト

し
た
「
御
嶽
宿
往
来
」
は
、
平
成
22
年
か
ら
次
の

宿
場
が
あ
る
瑞み
ず
な
み
し

浪
市
と
連
携
し
、「
中
山
道
往
来
」

と
し
て
開
催
し
て
い
る
。
御
嵩
町
内
で
完
結
し
て
い

た
約
５
㎞
の
コ
ー
ス
は
11
・
８
㎞
に
延
び
、
参
加
者

１
０
０
０
名
規
模
の
一
大
イ
ベ
ン
ト
に
成
長
し
た
。

「
ど
う
や
っ
た
ら
皆
が
喜
ん
で
く
れ
る
か
、
楽
し
ん
で

く
れ
る
か
、
ゴ
ー
ル
を
想
像
し
な
が
ら
考
え
る
の
が

好
き
な
ん
で
す
。
そ
れ
も
、
困
難
が
あ
っ
た
ほ
う
が

よ
り
良
い
も
の
に
な
る
し
、
自
分
自
身
も
燃
え
ま
す
」

　

ゴ
ー
ル
を
想
像
し
て
成
功
さ
せ
た
一
つ
が
、
流
し

そ
う
め
ん
の
ギ
ネ
ス
記
録
挑
戦
だ
。「
全
国
豊
か
な

海
づ
く
り
大
会
」
の
岐
阜
県
開
催
に
合
わ
せ
、
県

内
の
各
市
町
で
イ
ベ
ン
ト
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

担
当
の
若
手
職
員
と
し
て
栗
谷
本
さ
ん
は
「
ど
う
せ

な
ら
面
白
い
こ
と
を
や
ろ
う
」
と
提
案
し
た
の
だ
。

「
豊
か
な
海
を
育
む
の
は
き
れ
い
な
川
。
そ
れ
を

イ
メ
ー
ジ
し
て
“
流
し
そ
う
め
ん
”
で
す
」

　

平
成
22
年
当
時
の
ギ
ネ
ス
記
録
は
２
３
４
０
ｍ
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だ
っ
た
か
ら
、
目
指
す
の
は
２
５
０
０
ｍ
。
ギ
ネ
ス

ワ
ー
ル
ド
レ
コ
ー
ド
に
申
請
す
る
と
「
日
本
古
来
の

方
法
で
」
な
ど
細
か
い
条
件
が
提
示
さ
れ
た
。

　

各
課
か
ら
人
員
を
出
し
て
も
ら
い
、
８
０
０
本
の

竹
を
切
り
出
す
と
こ
ろ
か
ら
準
備
を
始
め
、
そ
う
め

ん
が
途
中
で
引
っ
か
か
ら
な
い
よ
う
竹
の
節
を
す
べ

て
グ
ラ
イ
ン
ダ
ー
で
削
っ
て
い
く
。
土
日
も
休
み
な

し
で
作
業
し
「
開
催
直
前
は
夢
の
中
で
竹
星
人
に

追
い
か
け
ら
れ
ま
し
た
」
と
栗
谷
本
さ
ん
は
笑
う
が
、

提
案
者
の
一
人
と
し
て
「
絶
対
に
失
敗
で
き
な
い
」

と
い
う
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
は
相
当
だ
っ
た
だ
ろ
う
。
そ

の
甲
斐
あ
っ
て
、
平
成
22
年
６
月
、
皆
が
固か
た
ず唾

を

飲
ん
で
見
守
る
中
、
ギ
ネ
ス
記
録
が
達
成
さ
れ
た
。

考
え
る
な
。
感
じ
ろ
！

「
仕
事
を
す
る
上
で
意
識
し
て
い
る
の
は
、
与
え
ら

れ
た
使
命
の
中
で
、
ど
れ
だ
け
面
白
い
ア
イ
デ
ア
を

出
し
実
現
さ
せ
ら
れ
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
町
の

宣
伝
マ
ン
の
つ
も
り
で
、
皆
さ
ん
に
町
の
魅
力
を
知

り
感
じ
て
も
ら
う
た
め
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
い
き
た
い
」

　

昨
年
10
月
、
御
嵩
町
内
の
中
山
道
14
・
５
㎞
の

う
ち
３
・
６
㎞
が
国
の
史
跡
に
指
定
さ
れ
た
。
平
成

８
年
か
ら
の
町
の
取
り
組
み
が
、
20
年
と
い
う
年
月
を

か
け
て
よ
う
や
く
実
を
結
ん
だ
。
国
指
定
の
史
跡
と

な
れ
ば
学
芸
員
の
果
た
す
べ
き
役
割
は
増
え
る
。

「
中
山
道
も
地
元
の
人
に
と
っ
て
は
生
活
道
で
す
。

史
跡
と
生
活
の
折
り
合
い
を
、
ど
こ
で
つ
け
る
か
。

ま
た
、
道
だ
け
じ
ゃ
な
く
景
観
も
併
せ
て
残
そ
う
と

す
る
と
、
土
地
所
有
者
の
賛
同
が
欠
か
せ
ま
せ
ん
。

地
域
の
資
源
を
守
り
後
世
に
伝
え
て
い
く
意
義
を
、

ど
う
や
っ
て
理
解
し
て
も
ら
い
協
力
を
得
て
い
く
か
、

課
題
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
」

　

地
域
の
価
値
を
高
め
る
た
め
、
何
が
で
き
る
の
か
。

そ
の
ヒ
ン
ト
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。

　

今
年
６
月
、
栗
谷
本
さ
ん
は
同
僚
と
２
人
で
御

嶽
宿
か
ら
日
本
橋
ま
で
中
山
道
を
辿
る
旅
に
出
た
。

当
時
の
旅
人
と
同
じ
徒
歩
…
と
は
い
か
ず
に
電
動
ア

シ
ス
ト
自
転
車
を
使
っ
た
が
、
初
日
か
ら
バ
ッ
テ
リ

ー
が
切
れ
た
り
、
ヒ
ル
に
襲
わ
れ
た
り
、
弥
次
さ
ん

喜
多
さ
ん
顔
負
け
の
ア
ク
シ
デ
ン
ト
に
見
舞
わ
れ
た
。

「
自
分
の
目
で
見
て
き
た
中
山
道
は
、
本
当
に
美
し

か
っ
た
…
。
沿
道
の
人
々
の
優
し
さ
に
触
れ
る
一
方
、

い
か
に
江
戸
時
代
の
旅
人
た
ち
が
い
ろ
い
ろ
な
想
い

を
持
っ
て
旅
を
し
た
の
か
実
感
で
き
ま
し
た
。
こ
の

貴
重
な
体
験
は
文
化
財
保
存
や
観
光
政
策
の
側
面

か
ら
生
か
し
て
い
け
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
」

　

栗
谷
本
さ
ん
の
好
き
な
言
葉
は
憧
れ
の
ブ
ル
ー

ス
・
リ
ー
が
『
燃
え
よ
！
ド
ラ
ゴ
ン
』
で
放
っ
た

「D
on't think. F

eel！

（
考
え
る
な
。
感
じ
ろ
）」。

「
僕
は
心
配
性
な
反
面
、
勢
い
で
や
っ
て
し
ま
う
と

こ
ろ
が
あ
る
の
で
す
が
、
ノ
リ
で
や
る
こ
と
も
時
に

は
必
要
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
感
じ
て
い
ま
す
」

　

失
敗
を
恐
れ
考
え
過
ぎ
て
動
け
な
く
な
る
よ
り
、

神
経
を
研
ぎ
澄
ま
し
、
世
の
中
の
流
れ
、
周
囲
の

流
れ
を
感
じ
取
っ
て
果
敢
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
き
た

が
、そ
れ
で
も「
１
０
０
％
満
足
と
い
う
の
は
な
く
て
、

も
っ
と
や
れ
る
こ
と
、
楽
し
い
こ
と
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な

い
か
。
ま
だ
ま
だ
や
り
た
い
こ
と
は
尽
き
な
い
」
と

瞳
を
輝
か
せ
る
。
そ
の
心
意
気
が
、
こ
れ
か
ら
の
町

の
歴
史
を
刻
ん
で
い
く
こ
と
だ
ろ
う
。

（
取
材
／
ラ
イ
タ
ー　

更
田
沙
良
）

「岐阜県内の中山道はある程度知っているものの、県外へ出ると実際
どんな状況なのか全く知らないという現状で、できれば当時の旅人の
目線で見てきたい」という想いで実現させた中山道の旅。同僚と２人、
6泊7日の行程で、中山道の御嶽宿から日本橋まで380㎞を無事に走破
した。ゴールとなる日本橋で応援者と記念撮影した時は、身体の疲労
も忘れて感無量に（写真右から２人目が栗谷本さん）

ただでさえ重量のある電動アシスト自転
車に旅の荷物も加わって、重さは倍増。
石畳の階段を自転車をかかえて上ったり
下りたりするだけでも、かなりの重労働

旧街道を一日中自転車で走り続ける

江戸時代庶民が旅する時に使った『岐蘓路
安見絵図（きそじあんけんえず）』は、現代
で言えばガイドブック。この絵図をもと
に、当時と今の変化を確認


