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水
戸
と
奥
州 
南 
郷
   
な
ん 
ご
う

（
福
島
県
南
部
、塙
町
周

辺
）
を
結
ぶ
南
郷
街
道

（ 
南  
郷  
道 
）
は
、
現
在
の

な
ん 
ご
う 
み
ち

国
道
一
一
八
号
線
と
ほ

ぼ
同
じ
ル
ー
ト
を
た
ど

る
、
江
戸
時
代
に
整
備

さ
れ
た
道
（「 
往  
還 
」

お
う 
か
ん

と
も
い
う
）
で
す
。
同

じ
よ
う
に
水
戸
藩
領
内

を
南
北
に
貫
く
道
は
、

他
に
陸
前
浜
街
道
、
棚

倉
道
な
ど
が
あ
り
、
そ

れ
ら
を
結
ぶ
東
西
道
や

河
川
や
湖
沼
を
結
ぶ
水

上
交
通
も
急
速
に
発
達
し
た
の
が
江
戸
時

代
で
し
た
。

　

江
戸
時
代
、
道
は
幕
府
管
轄
の
五
街
道

（
東
海
道
・
中
山
道
・
甲
州
道
中
・
日
光
道

中
・
奥
州
道
中
）
と
、
管
理
責
任
を
領
主

が
も
つ
脇
往
還
と
に
区
分
し
て
整
備
さ

れ
、
宿
駅
に
は
伝
馬
制
度
が
敷
か
れ
ま
し

た
。
一
般
に
「
南
郷
街
道
」
と
称
さ
れ
て

い
ま
す
が
、「
街
道
」「
道
中
」
と
い
う
呼

び
名
は
こ
の
五
街
道
に
つ
い
て
の
み
使
わ

れ
ま
す
の
で
、
正
確
に
は
「
南
郷
道
」「
南

郷
往
還
」と
称
さ
れ
る
べ
き
で
し
ょ
う（
本

稿
で
は
以
下
「
南
郷
道
」
と
記
し
ま
す
）。

こ
の
南
郷
道
に
つ
い
て
は
水
戸
藩
の
地
誌

に
記
述
が
散
見
さ
れ
ま
す
。
中
で
も
代
表

的
な
の
が
、
水
戸
藩
の
下
級
役
人
で
あ
っ

た
加
藤
善
兵
衛
（
寛
斎
）
が
書
い
た
「 
北 ほく

 
郡  
里  
程  
間  
数  
之  
記 
」（
以
下
「
間
数
之
記
」）

ぐ
ん 
り 
て
い 
け
ん 
す
う 
の 

き

と
い
う
書
物
で
す
。
寛
斎
の
記
述
し
て
い

以
テ
雖
防
之
、
年
忌
ト
カ
云
年
回
ニ
ア
タ

リ
テ
怪
我
ア
リ
、
此
洞
ノ
大
難
所
ナ
リ
」

と
記
さ
れ
、
大
子
へ
向
か
う
際
の
大
難
所

で
、
旅
人
や
人
馬
が
度
々
滑
落
し
て
死
傷

す
る
場
所
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

そ
れ
を
示
す
よ
う
に
、
堀
切
峠
の
両
脇

の
塚
の
上
に
は
供
養
塔
を
含
む
た
く
さ
ん

の
石
塔
が
立
っ
て
い
ま
す
。
十
七
基
の
石

塔
の
う
ち
、
馬
を
供
養
す
る
た
め
の
馬
頭

観
音
が
四
基
あ
り
ま
す
。
年
代
は
明
治
三

十
五
年
（
一
九
〇
二
）
か
ら
昭
和
二
十
八

年
（
一
九
五
三
）
と
い
う
比
較
的
新
し
い

も
の
で
す
。
同
じ
場
所
に
は
念
仏
塔
や
庚

申
塔
、
六
地
蔵
な
ど
が
あ
り
、
江
戸
時
代

の
中
期
に
さ
か
の
ぼ
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。

こ
の
道
が
、
明
治
以
降
も
し
ば
ら
く
は
使

わ
れ
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。

　

峠
を
越
え
る
と
現
在
の
大
子
町
西
金
に

入
っ
て
い
き
ま
す
。
で
す
が
、
現
在
は
崩

落
の
た
め
通
り
抜
け
る
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
。
道
幅
の
狭
い
急
斜
面
の
道
で
、
荷
物

を
積
ん
だ
馬
の
通
行
は
命
が
け
だ
っ
た
に

違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
峠
の
南
側
（
市
内
盛

金
）
に
比
べ
る
と
、
大
変
な
難
所
で
あ
る

��
��
��
��
ほ
り 

き
り

��
�とうげ

る
道
が
必
ず
し
も
す
べ
て
南
郷
道
と
は
言

い
切
れ
ま
せ
ん
が
、
大
き
く
外
れ
る
こ
と

は
な
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

こ
こ
で
「
南
郷
道
中
の
大
難
所
」
と
し

て
現
れ
る
の
が
、
盛
金
地
区
の 
曽  
根  
山 
に

そ 

ね 
や
ま

あ
る
堀
切
峠
（ 
殿  
山 
と
の 
や
ま 
峠 
と
も
）
で
す
。
堀

と
う
げ

切
峠
の
名
の
由
来
は
、
峠
道
の
両
脇
が
土

塁
状
に
な
っ
て
い
て
あ
た
か
も 
堀  
底  
道 
で

ほ
り 
ぞ
こ 
み
ち

あ
る
か
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
由
来
す
る
の

で
し
ょ
う
。「
間
数
之
記
」
に
は
「
此
所

保
内
エ
ノ
往
還
大
難
場
ト
ス
、
通
行
ノ
旅

人
此
嶺
ノ
タ
メ
苦
悩
ス
、
ア
ル
ヒ
ハ
折
々

ケ
ガ
ア
リ
死
ス
」「
此
辺
下
リ
通
行
ノ
旅
客

落
馬
シ
テ
溺
死
度
々
ア
リ
、
駒
除
ノ
埒
ヲ

こ
と
が
実
感
で
き
ま
す
。

　

堀
切
峠
の
所
在
す
る
盛
金
地
区
岡
平
で

は
、
八
月
下
旬
の
日
曜
日
に
峠
の
子
安
地

蔵
と
六
地
蔵
を
ま
つ
る
行
事
が
行
わ
れ
て

い
ま
す
。
岡
平
班
十
八
戸
の
住
民
の
方
が

集
ま
っ
て
草
刈
り
を
し
て
お
参
り
し
、
会

食
を
し
て
楽
し
く
過
ご
す
も
の
で
、
女
性

だ
け
で
な
く
男
性
も
参
加
す
る
地
区
を
あ

げ
て
の
お
ま
つ
り
と
な
っ
て
い
ま
す
。
八

月
下
旬
に
地
蔵
を
ま
つ
る
と
い
う
習
俗
は
、

近
畿
地
方
を
中
心
に
分
布
す
る
地
蔵
盆
の

流
れ
を
汲
む
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
昨

年
三
月
の
震
災
で
影
響
を
受
け
ま
し
た

が
、
地
元
の
方
々
の
努
力
に
よ
り
復
旧
さ

れ
ま
し
た
。
こ
う
し
て
南
郷
道
の
難
所
、

堀
切
峠
の
景
観
が
守
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

※
現
在
は
堀
切
峠
を
越
え
て
大
子
町
側
に

通
り
抜
け
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
見

学
に
は
十
分
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

※
高
村
喜
典
さ
ん
に
聞
き
取
り
調
査
に
ご

協
力
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
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▲「常陸国北郡里程間数之記」堀切峠
　（『山方町誌　上巻』、原資料は国立国会図書館蔵）

▲堀切峠（南側から）

▲堀切峠の石塔群


