
岡
垣
の
歴
史
と
風
土
③

　
　
―
岡
垣
を
囲
む
五
つ
の
峠と

う
げ
じ路

―

岡
垣
歴
史
文
化
研
究
会　
石
井　
邦
一

　

岡
垣
町
は
、
北
が
響
灘
の
海
で
、

そ
の
東
西
と
南
は
す
べ
て
山
々
に
囲

ま
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
外
の
地

域
か
ら
岡
垣
に
入
る
た
め
に
は
、
す

べ
て
峠
越
え
と
な
る
。

　

言
う
ま
で
も
な
く
、
峠
は
山
と
山

の
鞍あ

ん
ぶ部
の
通
路
で
あ
る
。
西
側
の
遠

賀
町
と
の
境
は
す
べ
て
山
地
で
、
標

高
20
メ
ー
ト
ル
か
ら
40
メ
ー
ト
ル
前

後
の
第
三
紀
層
丘
陵
で
、
山
田
峠

は
約
40
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。
山
田
峠

は
、
遠
賀
町
尾
崎
と
岡
垣
の
山
田
お

よ
び
戸
切
の
接
点
に
あ
り
、
こ
こ
を

東
西
に
岡
垣
バ
イ
パ
ス
の
国
道
３
号

が
通
り
、
旧
国
道
は
今
県
道
に
な
っ

て
い
る
。
こ
の
山
田
峠
は
、
交
通
量

が
多
い
峠
道
で
、
こ
の
道
路
の
宗
像

市
と
の
境
が
城
山
峠
で
あ
る
。
こ
の

峠
は
、
か
つ
て
宗
像
氏
貞
が
築
い
た

蔦つ
た
が
だ
け
じ
ょ
う

ヶ
岳
城（
城
山
）の
山
麓
に
あ
る
。

　

こ
の
峠
道
は
、
江
戸
時
代
の
筑
前

二
十
一
宿
の
一
つ
赤
間
と
芦
屋
を
結

ぶ
街
道
で
あ
る
。

　

明
治
23（
１
８
９
０
）年
に
開
通

し
た
九
州
鉄
道
は
、
こ
の
峠
越
え
で

敷ふ
せ
つ設
さ
れ
た
の
で
、
後
押
し
機
関
車

を
付
け
て
峠
を
越
え
た
が
、
国
鉄
に

移
管
後
の
明
治
42（
１
９
０
９
）年
に

城
山
ト
ン
ネ
ル
が
開
通
。
同
時
に
国

道
も
山
沿
い
か
ら
鉄
道
沿
い
に
移
動

し
た
た
め
、
旧
国
道
の
峠
は
消
え
、

今
の
峠
に
な
っ
た
。

　

さ
て
、
城
山（
369
・
２
メ
ー
ト
ル
）

か
ら
北
側
に
続
く
金か

な
や
ま山（
308
メ
ー
ト

ル
）・
孔こ

だ
い
し
や
ま

大
寺
山（
499
メ
ー
ト
ル
）・

湯ゆ
が
わ
や
ま

川
山（
471
メ
ー
ト
ル
）が
、
孔
大
寺

山
系
で
あ
る
。
こ
の
山
々
の
鞍
部
に

あ
る
の
が
次
の
三
つ
の
峠
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
城
山
と
金
山
の
間
に
あ
る

の
が
石
峠
で
あ
る
。
石
峠
は
、
上
畑

か
ら
宗
像
市
平
等
寺
に
越
え
る
峠
道

で
あ
る
が
、
今
で
は
通
る
人
も
い
な

い
。
金
山
に
は
四
つ
の
峰
が
あ
り
、

こ
の
北
の
峰
に
は
、
か
つ
て
宗
像
氏

の
草
場
山
城
址
が
あ
り
、
石
峠
路
は

蔦
ヶ
岳
城
の
兵
糧
運
搬
道
だ
っ
た
と

言
わ
れ
る
。

　

次
に
、
金
山
と
孔
大
寺
山
の
鞍
部

に
あ
る
の
が
地
蔵
峠
で
あ
る
。
標
高

約
160
メ
ー
ト
ル
の
峠
で
、
岡
垣
の
高

倉
・
百
合
野
と
山
田
の
地
蔵
で
知
ら

れ
る
宗
像
市
山
田
を
結
ん
で
い
る
こ

と
で
地
蔵
峠
の
名
が
あ
る
。

　

最
後
に
垂た

る
み
と
う
げ

見
峠
で
あ
る
が
、
古
代

か
ら
の
伝
承
も
残
る
最
も
古
い
峠
で

あ
る
。
峠
の
標
高
は
108
メ
ー
ト
ル
で
、

孔
大
寺
山
と
湯
川
山
の
鞍
部
を
通
過

す
る
峠
道
は
、
古
代
に
は
太
宰
府
と

都
を
結
ぶ
官
道
で
、
内
浦
に
は
当
時

の
名
切
の
宿
駅
跡
も
残
っ
て
い
る
。

　
『
平
家
物
語
』の「
太
宰
府
落
」の

条
に
、
都
落
ち
で
幼
い
安
徳
天
皇
を

奉
じ
、
千
人
を
超
え
る
官
人
官
女
が

太
宰
府
に
向
う
も
、
こ
こ
も
す
で
に

敵
勢
あ
り
と
引
き
返
す
場
面
に
、
こ

の
峠
越
え
の
様
子
を
…「
た
る
み
山
・

鶉う
ず
ら
は
ま濱

な
ど
い
ふ

峨が

が々

た
る
嶮け

ん
な
ん難
を

し
の
ぎ
、
渺び

ょ
う
び
ょ
う々
た

る
平へ

い
さ沙
へ
ぞ
お
も

む
き
給
ふ
。
い
つ

な
ら
わ
し
の
御
事

な
れ
ば
、
御
足
よ

り
い
づ
る
血
は
沙い

さ
ご

を
そ
め
、
紅

く
れ
な
いの
袴は

か
ま

は
色
を
ま
し
、
白

袴
は
す
そ
紅
に
ぞ

な
り
に
け
る
。」と

書
い
て
い
る
。
こ

の「
た
る
み
山
」は
、

垂
見
峠
の
上
に
あ
る
湯
川
山
の
こ
と

で
、「
鶉
濱
」は
こ
の
こ
ろ
の
内
浦
郷

の
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
ろ
の
内
浦
は
内
海
の
海
に

面
し
た
村
里
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

平
家
物
語
は
、
鎌
倉
時
代
に
書
か
れ

た
も
の
で
、
こ
の
場
面
は
人
目
を
避

け
て
の
逃
避
行
で
あ
り
、
垂
見
峠
も

官
道
を
避
け
て
の
、
道
な
き
道
の
山

歩
き
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

さ
て
、
い
つ
の
時
代
で
も
峠
越
え

は
、
単
な
る
人
々
の
行
き
交
い
だ
け

で
な
く
、
見
知
ら
ぬ
地
域
の
民
俗
や

文
化
も
、
こ
れ
ら
の
峠
道
を
経
て
伝

わ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
ん
な
想お

も

い

を
こ
の
峠
道
に
偲し

の

び
た
い
。

▲内浦地区から見た垂見峠

第367回
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