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春 日 野 道  
（大谷～杉津） 

ら
な
い
の
で
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

な
お
車
で
実
訪
す
る
場
合
に
は
、
河
野
運

動
公
園
側
か
ら
進
入
す
れ
ば
容
易
に
到
達
で

き
る
。

  

車
を
桜
橋
か
ら
大
良
、
大
谷
へ
進
め
る
と
、

隧
道
の
連
続
と
な
る
。
合
計
五
ヶ
所
あ
る
が
、

そ
の
脇
に
は
具
谷
と
同
様
に
春
日
野
道
が
残

っ
て
い
る
。
な
お
隧
道
の
一
つ
は
供
用
停
止

と
な
り
、
逆
に
春
日
野
道
を
拡
張
し
て
現
在

使
用
し
て
い
る
。

こ
の
隧
道
群
を
過
ぎ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
戦

後
の
敦
賀
有
料
道
路
に
な
る
た
め
春
日
野
道

は
国
道
８
号
と
別
れ
海
岸
沿
い
に
降
り
、
元

比
田
、
大
比
田
、
横
浜
、
杉
津
と
集
落
の
中

を
抜
け
る
こ
と
に
な
る
。

現
在
こ
の
一
帯
は
河
野
海
岸
有
料
道
路
、

春
日
野
道
（
旧
国
道
８
号
）、
現
国
道
８
号

の
３
道
路
が
並
行
す
る
形
と
な
っ
て
い
る
が
、

春
日
野
道
だ
け
大
谷
か
ら
分
離
し
て
元
比
田

に
向
か
う
途
中
で
落
石
の
た
め
通
行
止
め
に

な
っ
て
い
る
。

車
で
行
か
れ
た
場
合
に
は
、
通
行
止
め
の

地
点
か
ら
河
野
海
岸
有
料
道
路
に
降
り
る
道

が
あ
り
、
こ
こ
で
一
旦
有
料
道
路
に
出
て
、

元
比
田
付
近
で
再
び
山
側
に
登
り
春
日
野
道

に
戻
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
付
近
は
か
つ

て
塩
業
が
盛
ん
だ
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

 

 

大
比
田
〜
横
浜
間
で
現
国
道
８
号
か
ら
河

野
海
岸
に
繋
が
る
道
（
有
料
道
路
）
を
横
切

り
杉
津
に
入
る
。
そ
の
ま
ま
南
下
し
て
阿
曽

に
向
か
う
が
、
阿
曽
の
手
前
で
集
落
に
入
る

旧
道
が
あ
り
、
こ
れ
が
春
日
野
道
で
あ
る
。

阿
曽
集
落
を
抜
け
、
再
び
国
道
８
号
と
合

流
し
て
間
も
な
く
ロ
ッ
ク
シ
ェ
ー
ド
が
見
え

て
く
る
。
注
意
し
て
み
な
け
れ
ば
気
が
つ
か

な
い
が
、
そ
の
海
岸
沿
い
に
本
号
の
表
紙
と

な
っ
て
い
る
阿
曽
隧
道
が
垣
間
見
え
る
。

こ
の
隧
道
は
春
日
野
道
よ
り
も
古
く
、
明

治
９
年
に
敦
賀
か
ら
杉
津
を
経
て
北
に
向
か

う
海
岸
道
路
（
東
浦
道
と
呼
ば
れ
た
）
を
計

画
し
た
際
に
削
ら
れ
た
も
の
で
、
こ
れ
ま
で

の
春
日
野
道
と
は
着
工
時
期
が
異
な
っ
て
い

る
。
こ
の
計
画
は
途
中
で
中
止
と
な
っ
た
が
、

隧
道
だ
け
は
開
削
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
計
画

ル
ー
ト
が
、
そ
の
ま
ま
後
の
春
日
野
道
に
生

か
さ
れ
た
と
考
え
て
間
違
い
な
い
。

明
治
16
年
７
月
８
日
、
こ
の
隧
道
は
大
雨

で
崩
落
し
て
、
暫
く
放
置
さ
れ
て
い
た
が
、

春
日
野
道
着
工
と
と
も
に
出
入
口
部
分
だ
け

は
石
造
り
、
中
間
部
分
は
素
堀
の
ま
ま
と
い

う
中
途
半
端
な
形
で
再
度
整
備
さ
れ
た
。
長

さ
52
・
５
ｍ
と
短
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
何

故
こ
の
よ
う
な
半
端
な
仕
上
げ
を
し
た
の
か

不
明
で
あ
る
が
、
あ
え
て
推
測
す
れ
ば
、
海

岸
沿
い
は
崖
で
し
か
も
曲
折
し
て
お
り
難
所

に
あ
た
る
こ
と
か
ら
、
当
初
か
ら
山
側
に
新

た
な
隧
道
を
掘
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
た
の

か
も
知
れ
な
い
。

阿
曽
隧
道
を
過
ぎ
る
と
再
び
春
日
野
道
は

国
道
８
号
と
し
て
い
ま
な
お
現
役
で
あ
る
。

万
葉
集
に
も
詠
ま
れ
た
五
幡
、
明
治
以
降
絵

葉
書
の
定
番
で
あ
っ
た
名
勝
松
ヶ
崎
、
赤
崎

を
過
ぎ
て
鞠
山
へ
と
入
っ
て
い
く
。
国
道
８

号
は
鞠
山
ト
ン
ネ
ル
を
抜
け
る
が
、
鞠
山
海

水
浴
場
に
へ
分
岐
す
る
道
が
春
日
野
道
で
あ

る
。
鞠
山
は
江
戸
時
代
小
浜
藩
の
支
藩
鞠
山

藩
（
敦
賀
藩
）
の
陣
屋
が
置
か
れ
た
場
所
で

あ
る
。
そ
の
陣
屋
跡
付
近
の
鞠
山
神
社
の
地

点
で
春
日
野
道
は
途
切
れ
る
。
そ
こ
か
ら
先

は
敦
賀
新
港
で
海
岸
が
埋
め
立
て
ら
れ
、
さ

ら
に
そ
の
先
は
敦
賀
セ
メ
ン
ト
㈱
の
私
有
地

と
な
っ
て
い
る
た
め
立
ち
入
る
こ
と
が
で
き

な
い
。
こ
の
付
近
だ
け
は
春
日
野
道
が
中
断

す
る
こ
と
に
な
る
。

国
道
８
号
に
戻
り
鞠
山
ト
ン
ネ
ル
を
抜
け

る
と
、
そ
の
出
口
に
鞠
山
に
繋
が
る
春
日
野

道
の
一
部
が
敦
賀
セ
メ
ン
ト
㈱
の
敷
地
の
一

部
と
し
て
見
て
と
れ
る
。
鞠
山
ト
ン
ネ
ル
は

昭
和
34
年
９
月
に
竣
工
す
る
が
、
こ
の
鞠
山

に
繋
が
る
春
日
野
道
の
区
間
が
役
割
を
終

え
、
敦
賀
セ
メ
ン
ト
㈱
に
払
い
下
げ
ら
れ

る
の
は
二
年
後
の
昭
和
36
年
７
月
で
あ
る
。

 

そ
こ
か
ら
少
し
進
ん
だ
地
点
に
山
側
に
入

る
道
が
在
り
、
そ
れ
を
登
っ
た
と
こ
ろ
に
旧

金
ヶ
崎
隧
道
に
通
じ
る
春
日
野
道
が
残
っ
て

い
る
。
車
で
行
く
と
右
側
の
セ
メ
ン
ト
工
場

に
気
を
と
ら
れ
、
う
っ
か
り
通
り
過
ぎ
る
の

で
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
は
歩
い

て
隧
道
に
向
か
う
こ
と
に
な
る
が
一
本
道

な
の
で
迷
う
こ
と
は
な
い
。

数
分
で
隧
道
入
り
口
に
到
着
す
る
。
長
い
。

現
在
の
ト
ン
ネ
ル
の
真
上
付
近
で
、二
階
に
も

う
一
本
ト
ン
ネ
ル
が
あ
る
と
考
え
れ
ば
よ
い
。

た
だ
、
天
気
が
良
い
と
外
が
明
る
い
分
、

隧
道
の
中
は
漆
黒
の
世
界
と
な
る
の
で
、
反

対
側
の
入
り
口
が
見
え
て
い
て
も
一
人
で
通

行
す
る
の
は
危
険
で
お
勧
め
で
き
な
い
。
二

人
以
上
で
懐
中
電
灯
を
持
参
し
、
ゆ
っ
く
り

と
眼
を
闇
に
慣
ら
し
な
が
ら
進
ん
で
ほ
し
い
。

敦
賀
側
の
出
口
は
金
網
で
塞
が
れ
て
い
る
が

簡
単
に
乗
り
越
え
ら
れ
る
。

こ
の
隧
道
が
着
工
ま
た
竣
工
し
た
時
期
に

つ
い
て
は
、
阿
曽
隧
道
と
同
時
期
と
み
る
説

も
あ
る
が
、
こ
の
時
は
峠
道
の
整
備
に
と
ど

ま
っ
て
い
る
。
隧
道
着
工
は
春
日
野
隧
道
と

同
時
期
で
、
両
者
が
工
事
の
進
行
を
競
っ
た

こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
貫
通
し
た
の
は

明
治
19
年
８
月
６
日
、
と
い
っ
て
も
線
で
繋

が
っ
た
だ
け
で
隧
道
と
し
て
竣
工
し
た
の
は

年
末
で
あ
る
。
こ
の
隧
道
に
も
松
平
春
嶽
の

扁
額
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
記
載

さ
れ
て
い
る
明
治
19
年
11
月
の
記
載
は
事
実

と
考
え
ら
れ
る
。
隧
道
を
出
る
と
舗
装
さ
れ

た
道
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
を
下
っ
た
と
こ

ろ
が
鉄
道
の
金
ヶ
崎
駅
と
な
る
。
ま
さ
に
物

流
道
路
に
ふ
さ
わ
し
い
ル
ー
ト
で
あ
る
。

明
治
22
年
、
県
は
春
日
野
道
を
敦
賀
道
と

改
称
し
、
全
額
県
費
負
担
の
第
一
条
道
路
と

し
、
従
来
の
木
ノ
芽
峠
を
経
由
す
る
道
を
第

三
条
道
路
と
し
た
。

そ
の
後
春
日
野
道
は
国
道
12
号
、
後
さ
ら

に
国
道
８
号
と
な
り
、
物

資
搬
送
の
動
脈
と
な
る
の

で
あ
る
。

  

昭
和
33
年
10
月
26
日
、

現
在
の
国
道
８
号
と
な
る

武
生
有
料
道
路
が
開
通
し

た
。
河
野
の
具
谷
か
ら
武

生
ま
で
の
区
間
で
、
こ
れ

ま
で
の
春
日
野
隧
道
に
代

わ
り
新
た
に
武
生
ト
ン
ネ
ル
が
開
削
さ
れ
供

用
開
始
と
な
っ
た
。
当
初
は
25
年
の
償
還
計

画
で
あ
っ
た
が
、
お
り
か
ら
の
モ
ー
タ
リ
ゼ

ー
シ
ョ
ン
の
波
に
乗
り
、
七
年
後
の
昭
和
40

年
に
は
全
国
有
料
道
路
の
中
で
も
ト
ッ
プ
の

利
用
水
準
と
な
り
、
建
設
費
全
額
を
償
還
し

た
。
そ
し
て
こ
れ
を
追
う
よ
う
に
昭
和
37
年

６
月
、
敦
賀
の
杉
津
か
ら
河
野
の
大
谷
ま
で

敦
賀
有
料
道
路
が
開
通
、
予
想
の
二
倍
を
超

え
る
利
用
で
供
用
開
始
と
な
っ
た
。

そ
し
て
、
昭
和
43
年
１
月
20
日
武
生
有
料

道
路
が
、
昭
和
47
年
12
月
27
日
に
は
敦
賀
有

料
道
路
が
無
料
開
放
と
な
り
、
国
道
８
号
に

組
み
入
れ
ら
れ
、
春
日
野
道
は
そ
の
歴
史
的

役
割
を
終
え
る
。

今
で
は
、
昭
和
40
年
代
ま
で
、
国
道
８
号

が
武
生
の
山
中
を
通
り
、
春
日
野
隧
道
を
抜

け
て
河
野
、
敦
賀
へ
繋
が
っ
て
い
た
こ
と
を

知
る
人
は
少
な
く
な
り
つ
つ
あ
る
。
ま
し
て

明
治
期
に
、
本
県
産
業
振
興
の
切
り
札
と
し

て
商
法
会
議
所
が
そ
の
開
削
に
全
力
を
挙
げ

た
こ
と
を
知
る
人
も
ま
た
、
殆
ど
い
な
く
な

っ
た
。

明
治
、
大
正
、
戦
前
、
戦
後
と
嶺
北
の
発

展
と
と
も
に
在
っ
た
春
日
野
隧
道
は
、
明
治

の
風
格
あ
る
姿
を
今
な
お
留
め
な
が
ら
少
し

ず
つ
朽
ち
、
静
か
に
山
中
に
眠
っ
て
い
る
。 

本
稿
の
記
載
内
容
は
既
存
の
文
献
・
資
料
と
相
違
し
て

い
ま
す
の
で
ご
留
意
下
さ
い
。 

文
責
／
福
井
商
工
会
議
所 

奥
山
秀
範 

◆
鞠
山
へ
◆ 

―
エ
ピ
ロ
ー
グ 

◆
阿
曽
隧
道
◆ 

◆
大
谷
隧
道
群
と
大
比
田
付
近
◆ 

◆
金
ヶ
崎
隧
道
へ
◆ 


