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人
が
生
き
て
い
く
上
で
水
の
次
に
大
切
と
い
わ

れ
る
「
塩
」。
日
本
で
は
太
古
よ
り
主
に
海
水
か
ら

塩
を
採
取
し
て
き
ま
し
た
が
、
製
塩
技
術
が
発
達

し
て
生
産
量
が
増
え
る
と
、
商
品
と
し
て
塩
を
運

ぶ
た
め
の
道
筋
―「
塩
の
道
」―
が
生
ま
れ
ま
し
た
。

相
馬
〜
栃
窪
（
鹿
島
）
〜
飯
樋
（
飯
舘
）
〜
山
木
屋

（
川
俣
）
〜
白
髭
（
東
和
）
〜
小
浜
を
経
て
二
本
松
や

本
宮
へ
続
く
「
奥
州
西
海
道
」
も
そ
の
一
つ
で
す
。

逸
話
や
資
料
の
多
い
こ
の
道
中
、
阿
武
隈
高
地
越

え
の
難
所
で
あ
っ
た
八
木
沢
峠
ま
で
を
中
心
に
塩

の
道
の
道
筋
と
歴
史
を
訪
ね
ま
し
た
。
旅
の
道
連

れ
は
元
原
町
市
歴
史
民
俗
資
料
館
館
長
の
西
徹
雄

さ
ん
、
炭
焼
き
仕
事
の
た
め
、
若
い
こ
ろ
は
八
木
沢

峠
を
毎
日
の
よ
う
に
歩
い
て
い
た
と
い
う
武
田
重

喜
さ
ん
、
こ
の
お
二
人
に
お
願
い
し
ま
し
た
。

■
相
馬
藩
の
財
政
を
支
え
た
塩
づ
く
り

相
馬
で
塩
づ
く
り
が
盛
ん
に
な
っ
た
の
は
、
江
戸
時

代
に
入
り
、入
浜
塩
田

い
り
は
ま
え
ん
で
ん

法
が
伝
わ
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
、

以
来
明
治
38
年
（
１
９
０
５
）
に
塩
の
専
売
制
が
敷
か

れ
る
ま
で
、
相
馬
の
塩
は
奥
州
西
海
道
を
通
り
、
県
内

の
内
陸
部
に
暮
ら
す
人
々
の
生
活
を
支
え
て
き
ま
し

た
。

近
世
の
塩
づ
く
り
を
振
り
返
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。

塩
田
の
海
水
が
天
日
で
干
上
が
る
と
、
残
っ
た
砂
を
か

き
集
め
て
場
壺

ば

つ

ぼ

に
入
れ
、
さ
ら
に
こ
れ
に
海
水
を
か
け

て
塩
分
の
濃
縮
さ
れ
た
塩
ダ
レ
を
つ
く
り
ま
す
。
こ

こ
ま
で
が
春
か
ら
夏
ま
で
の
仕
事
で
、
い
っ
た
ん
岩
穴

な
ど
に
保
管
し
た
塩
ダ
レ
を
秋
か
ら
冬
に
か
け
て
釜

で
煮
詰
め
、
塩
を
取
り
出
し
ま
し
た
。
塩
づ
く
り
は
相

当
な
重
労
働
で
し
た
が
、
相
馬
藩
が
塩
田
開
発
を
積
極

的
に
行
っ
た
こ
と
も
あ
り
、『
東
奥

と
う
お
う

紀き

行こ
う

』（
長
久
保
赤

水
著
）
に
よ
れ
ば
、
宝
暦
年
間
（
18
世
紀
半
ば
）
こ
ろ
に

は
、
大
熊
町
か
ら
相
馬
市
の
海
岸
線
に
沿
っ
て
塩
田
が

続
き
、
人
々
が
働
く
風
景
が
当
た
り
前
の
よ
う
に
見
ら

れ
た
よ
う
で
す
。

相
馬
藩
は
塩
づ
く
り
を
奨
励
す
る
一
方
、
す
べ
て
の

塩
を
藩
の
専
売
と
し
、
厳
し
く
管
理
し
ま
し
た
。
前
出

の
文
献
に
は
「
其
賦
居
闊
国
租
税
半
云
」
と
あ
り
、
藩

の
財
源
の
半
分
と
い
う
の
は
大
げ
さ
に
し
て
も
、
塩

が
重
要
な
資
金
源
だ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
か
っ
た

よ
う
で
す
。
西
さ
ん
は
「
19
世

紀
前
半
に
は
、
年
間
の
出
塩
量

2
、3
万
俵
の
う
ち
半
分
は
塩

の
道
を
通
っ
た
の
で
は
」
と
推

察
し
ま
す
。

■
石
碑
が
語
る「
塩
の
道
」
の
面
影

奥
州
西
海
道
の
起
点
は
城
下
町
中
村（
相
馬
市
）。
城

下
町
独
特
の
か
ぎ
型
の
道
を
抜
け
、
県
道
相
馬
・
浪
江

線
を
南
下
し
ま
す
。
ま
っ
す
ぐ
に
続
く
舗
装
道
に
当

時
の
面
影
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
道
ば
た
に
残
る
道
標
が

わ
た
し
た
ち
を
少
し
ず
つ
塩
の
道
へ
と
導
い
て
く
れ

ら
の
険
し
い
道
行
き
に
気
を
引
き
締
め
て
検
断
を
後

に
し
た
こ
と
で
し
ょ
う
。「
栃
窪
検
断
で
昼
飯
食
え
ば
、

八
木
沢
峠
は
夜
に
な
る
」
と
い
う
ざ
れ
歌
も
残
っ
て
い

ま
す
。
わ
た
し
た
ち
も
先
を
急
ぎ
ま
し
ょ
う
。

■
霧
深
い
八
木
沢
峠
を
越
え
る

前
方
右
手
に
霧
を
か
ぶ
っ
た
八
木
沢
峠
が
見
え
て

き
ま
し
た
。
頂
上
の
標
高
は
５
１
８
r

、
冬
は
深
い
雪

に
閉
ざ
さ
れ
ま
す
。
相
馬
藩
が
寛
文
３
年（
１
６
６
３
）

〜
享
保
20
年
（
１
７
３
５
）
の
間
に
切
り
開
い
た
こ
の

峠
道
も
、
現
在
は
植
ノ
畑
林
道
に
と
っ
て
替
わ
り
、
時

折
林
道
と
交
わ
る
古
道
へ
の
入
り
口
も
教
え
て
も
ら

奥州西海道�

ま
す
。
道
筋
が
右
折
す
る
鹿
島
町
御
山
辻
に
も
、
役
目

を
終
え
た
道
標
が
ぽ
つ
ん
と
一
つ
。
こ
こ
か
ら
、
二
宮

仕
法
に
よ
っ
て
築
か
れ
た
七
千
石
用
水
路
の
流
れ
を

右
手
に
西
へ
。
道
路
脇
に
は
新
道
を
つ
く
る
際
に
一

カ
所
に
集
め
た
石
碑
群
が
２
カ
所
あ
り
、
碑
文
を
確
認

す
る
と
小
さ
め
の
石
碑
の
多
く
が
馬
頭
観
音
。
こ
の

道
を
塩
を
積
ん
だ
馬
の
列
が
通
っ
た
こ
と
を
伝
え
て

い
ま
す
。

鹿
島
町
栃
窪
地
区
に
は
検
断

け

ん

だ

跡
が
残
っ
て
い
ま
す
。

検
断
は
役
人
が
荷
物
を
あ
ら
た
め
、
人
や
馬
が
交
代
し

た
と
こ
ろ
で
、
真
野
川
を
挟
ん
だ
２
軒
が
半
月
ご
と
に

交
代
し
ま
し
た
。
塩
を
運
ぶ
人
々
は
、
こ
こ
ま
で
馬
１

頭
に
４
俵
だ
っ
た
塩
荷
を
２
俵
に
積
み
直
し
、
こ
れ
か
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松
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本
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塩
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奥
州
西
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八
木
沢
峠
を
往
く

塩荷を積んだ馬の列も霧の中を往ったのでしょうか（助けの観音堂付近の古道）

新しい助けの観音堂（左）と地蔵の碑は、これからも峠越えの人々を見守ります

手前ははるかに見える八木沢峠へと続く塩の道の道筋

わ
な
け
れ
ば
ま
ず
分
か
り
ま
せ
ん
。

新
し
い
林
道
と
人
足

ひ
と
あ
し

の
遠
の
い
た
古
道
。
対
照
的

な
二
つ
の
道
は
、
そ
れ
ぞ
れ
峠
頂
上
に
あ
る「
助
け
の

観
音
堂
」に
続
き
ま
す
。
こ
こ
は
、
山
路
を
登
り
疲
れ

き
っ
た
旅
人
が
手
を
合
わ
せ
た
場
所
。「
助
け
」
と
い

う
呼
び
名
が
、
峠
越
え
の
厳
し
さ
を
物
語
り
ま
す
。
明

治
の
こ
ろ
ま
で
あ
っ
た
茶
屋
も
途
絶
え
、
長
い
間
、
半

分
欠
け
た
地
蔵
の
碑
が
雨
ざ
ら
し
と
な
っ
て
い
ま
し
た

が
、林
道
開
通
に
伴
っ
て
新
し
い
お
堂
が
建
ち
、
地
蔵
も

小
さ
な
屋
根
の
下
で
霧
雨
を
や
り
過
ご
し
て
い
ま
す
。

少
し
だ
け
木
々
の
間
に
続
く
古
道
へ
足
を
踏
み
入

れ
て
み
ま
し
た
。
腐
葉
土
の
感
触
が
心
地
良
い
柔
ら

か
さ
。
い
っ
そ
う
深
く
な
っ
た
霧
が
舞
台
装
置
と
な

り
、
向
こ
う
か
ら
塩
荷
の
一
行
が
今
に
も
現
れ
そ
う
で

す
。
峠
を
通
っ
た
の
は
塩
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

船
で
原
釜（
相
馬
市
）の
港
に
水
揚
げ
さ
れ
た
北
海
道

松
前
産
の
タ
ラ
、
ニ
シ
ン
、
ア
ワ
ビ
な
ど
の
魚
介
類
も

運
ば
れ
、
と
き
に
は
、
相
馬
の
殿
様
も
参
勤
交
代
の
帰

路
に
利
用
し
ま
し
た
。
助
け
の
観
音
堂
か
ら
少
し
上

り
、
林
道
を
左
に
入
っ
た
場
所
に
は
、
殿
様
な
ど
の
行

列
と
旅
人
が
す
れ
違
う
た
め
つ
く
ら
れ
た
上
下
二
段

に
分
か
れ
た
道
筋
も
残
っ
て
い
ま
す
。

峠
越
え
の
終
着
は
ち
ょ
う
ど
鹿
島
町
と
飯
舘
村
の

境
。
県
道
原
町
・
川
俣
線
に
合
流
す
る
ま
で
、
と
っ
ぷ

り
と
塩
の
道
の
幻
想
に
浸
っ
た
一
日
で
し
た
。

入
浜
塩
田
法
　

塩
の
満
ち
引
き
を
利
用
し
て
海
水
を
塩
田
の
溝
に
取
り

入
れ
る
方
法
で
、
大
規
模
な
塩
田
が
可
能
で
す
。
こ
れ

以
前
は
海
水
面
よ
り
高
い
場
所
に
つ
く
っ
た
塩
田
ま
で
、

海
水
を
人
力
な
ど
で
運
び
あ
げ
る
揚
浜
塩
田

あ
げ
は
ま
え
ん
で
ん

法
が
主
流

で
し
た
。
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本筋（飯樋～比曽～山木屋～小浜）のほかに、川俣
～針道～小浜の道筋が近世まで利用されていたと
推測されます

＊1その税（塩税）は藩の租税の半分に達している＊2二宮尊徳が実践した農村振興策

＊
１

「塩の道」の思い出を語る武田さん
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