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光
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台
風
で
こ
わ
れ
た
道
を

丸
太
と
板
で
仕
上
げ
る

地域づくりニュース束 松 峠
街道後越旧

 

令
和
元
年
東
⽇
本
台
⾵
の
影
響
で
︑
束
松
峠
の
道

は
1
箇
所
︑
路
肩
の
樹
⽊
と
と
も
に
⼤
き
く
崩
落
し

て
し
ま
い
ま
し
た
︒
昨
年
度
か
ら
丸
太
⼟
留
め
な
ど

の
復
旧
を
開
始
し
︑
今
年
度
は
︑
そ
の
仕
上
げ
作
業

な
ど
に
加
え
て
︑
洞
⾨
前
の
丸
太
列
柱
な
ど
の
メ
ン

テ
ナ
ン
ス
作
業
も
⾏
い
ま
し
た
︒

 

令
和
3
年
11
⽉
14
⽇
に
総
勢
53
名
の
参
加
を
い
た

だ
き
︑
丸
太
⼟
留
め
の
天
端
を
板
敷
き
に
し
た
り
︑

洞
⾨
前
の
道
の
両
側
に
素
掘
り
で
側
溝
を
掘

た
り

な
ど
の
作
業
を
し
て
︑
よ
り
安
全
に
歩
け
る
道
に
整

備
し
ま
し
た
︒

 

束
松
峠
で
歩
く
県
道
事
業
が
は
じ
ま

て
11
年
︒

今
年
度
は
整
備
の
技
術
や
利
活
⽤
に
つ
い
て
交
流
し

て
い
た
だ
く
こ
と
を
⽬
的
に
︑
柳
津
町
や
会
津
美
⾥

町
︑
三
島
町
よ
り
︑
会
津
銀
⼭
街
道
を
⻑
年
維
持
管

理
し
て
い
る
銀
⼭
街
道
を
活
⽤
し
て
地
域
を
元
気
に

す
る
会
の
皆
さ
ん
を
束
松
峠
に
お
招
き
し
ま
し
た
︒

会
⻑
の
佐
藤
⻑
⼋
さ
ん
は
﹁
束
松
峠
は
初
め
て
き
た
︒

と
て
も
魅
⼒
的
な
峠
道
﹂
と
語
り
︑
束
松
峠
を
護
る

会
や
⾼
寺
地
区
地
域
づ
く
り
協
議
会
の
皆
さ
ん
と
意

⾒
交
換
を
さ
れ
て
い
ま
し
た
︒
今
後
も
こ
の
よ
う
な

交
流
の
場
を
提
供
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま

す
︒

令   和
3 年度
vol.3

下
野
街
道

1： 丸太⼟留めの仕上げ、整 

   備前と整備後の様⼦。
2： ⼭側を削り、道幅を広げ 

   ている様⼦。掘った際に 

   出た⼟は、⿇⼟嚢に⼊れ 

   て、丸太⼟留めの裏に敷 

   き詰めたり、板敷き前後
   の擦り付けに使いました。
3： 崩落した法⾯の中段に丸 

   太⼟留めを⼀段 追加し 、
   より安定させました。
4： 洞⾨前の丸太列柱のメン
   テンス後の様⼦。

1

2 3 4

整備前 整備後

歩
く
県
道 

と
は 

 

福
島
県
で
は
︑
⾞
の
通
⾏
が
不
能
と
な

て
い
る
県
道
別
⾈
渡
線
︵
旧
越
後
街
道
の
束

松
峠
︶
を
歩
く
県
道
と
し
て
︑
整
備
・
利
活

⽤
し
︑
地
域
の
活
性
化
に
つ
な
げ
る
た
め
の

取
り
組
み
を
⾏

て
い
ま
す
︒
今
年
度
も
道

普
請
を
実
施
し
て
街
道
の
整
備
を
⾏
う
と
と

も
に
検
討
会
を
開
催
し
︑
峠
道
を
利
活
⽤
し

た
地
域
づ
く
り
活
動
に
つ
い
て
︑
地
域
の
皆

様
と
話
し
合
い
を
⾏
い
ま
し
た
︒

 

﹁
普
請
﹂︵
結
と
も
い
う
︶
は
︑
町
村
や
地

区
全
体
に
と

て
プ
ラ
ス
に
な
る
こ
と
を
み

ん
な
の
⼒
を
合
わ
せ
て
⾏
う
こ
と
で
す
︒
今

⽇
で
も
⻘
年
団
の
﹁
む
ら
仕
事
﹂
や
町
内
会

の﹁
側
溝
の
清
掃
﹂な
ど
が
⾏
わ
れ
て
い
ま
す
︒

 

私
た
ち
が
取
り
組
む
道
普
請
は
︑
⼈
が
歩

き
︑
⾺
や
⽜
が
⾏
き
交

て
い
た
時
代
の
主

要
な
街
道
︵
会
津
銀
⼭
街
道
と
旧
越
後
街
道
︶

の
峠
道
を
対
象
と
し
て
︑
⾃
然
に
寄
り
添

た
⼯
法
﹁
近
⾃
然
⼯
法
﹂
で
整
備
を
⾏

て

い
ま
す
︒



峠松束

古
川
利
意
美
術
館

「
束
松
を
通
る
法
師
」

 

古
川
利
意
さ
ん
は
会
津
地
⽅
で
活
躍
し
た
美

術
教
師
で
し
た
︒
束
松
峠
を
は
じ
め
︑
会
津
坂

下
町
に
ま
つ
わ
る
絵
を
数
々
残
し
︑
束
松
峠
の

案
内
⼈
も
さ
れ
て
い
ま
し
た
︒ 

 

今
回
紹
介
す
る
絵
は
︑
2
0
2
1
年
の
﹁
束

松
峠
ウ

キ
ン
グ
⼤
会
﹂
の
チ
ラ
シ
で
も
使

⽤
さ
れ
た
も
の
で
す
︒
地
名
の
由
来
と
な
る
束

松
や
法
師
︑
荷
物
を
持
つ
⼈
︑
背
景
に
は
麓
の

天
屋
・
本
名
地
区
の
景
⾊
が
描
か
れ
︑
当
時
の

様
⼦
が
偲
ば
れ
ま
す
︒

※

⾼
寺
地
区
コ
ミ

ニ
テ

セ
ン
タ
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複
製
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１
０

点
程
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〒
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６
９ ｰ 
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１
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福
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ご意見・お問い合わせ
福島県会津若松建設事務所企画調査課 

MAIL ：wakamatsu.ken.kikaku@pref.fukushima.lg.jp 
TEL  ：0242-29-5455 / FAX  ：0242-29-5459

福島県喜多⽅建設事務所企画調査課 

MAIL ：wakamatsu.ken.kikakutyousaka@pref.fukushima.lg.jp 
TEL  ：0241-24-5707 / FAX  ：0241-24-5729

は
じ
め
て
11
年
、

板
を
張
り
な
お
す

 

束
松
峠
の
整
備
を
は
じ
め
て
今
年
で
11
年
︒
景
観
に
馴

染
み
︑
⾃
然
に
寄
り
添

た
素
材
と
し
て
丸
太
を
使

て

整
備
を
続
け
て
き
ま
し
た
︒
平
成
24
年
度
に
施
⼯
し
た
板

橋
︵
沢
の
丸
太
⼟
留
め
の
上
に
板
を
渡
し
た
も
の
︶
も
⽼

朽
化
が
進
ん
で
い
た
た
め
︑
今
年
度
は
︑
敷
板
と
最
上
段

の
丸
太
を
取
り
替
え
て
︑
安
全
に
歩
け
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
︒

 

1： 整備前の板橋の様⼦。
   腐⾷し、⼀枚割れてしまっている。
2：整備後の板橋の様⼦。
3： 沢の丸太⼟留めの最上段を取り替えるため、
   溜まった⼟砂を掘り起こしている様⼦。

1：束松峠の頂上に近づき、四阿の⾚い屋根がみえると、ほっと⼀息。
2： 四阿には⽊製のテーブルとベンチがあり、快適です！
3： 昭和 30年代の「峠の茶屋」の様⼦。⽴派な茅葺屋根！（頂上の案内板より）

整備後

1 2

3

整備前

束
松
峠
の
頂
上
、
峠
の
茶
屋
跡
で

コ
ー
ヒ
ー
ブ
レ
イ
ク
！

 

束
松
峠
の
頂
上
は
︑
広
く
平
ら
で
ち

う
ど
よ
い
休
憩
ポ
イ
ン
ト

で
す
︒
四
阿
か
ら
は
︑
⾼
寺
⼭
を
隔
て
て
会
津
盆
地
が
広
が
り
︑
天

気
が
良
い
と
磐
梯
⼭
も
望
め
ま
す
︒

 

﹁
お
ら
が
家
だ
︵
私
の
家
で
す
︶﹂
と
語
る
の
は
束
松
峠
を
護
る
会

の
鈴
⽊
健
寿
さ
ん
︒
こ
こ
に
は
昭
和
30
年
代
ま
で
︑
お
助
け
⼩
屋
と

し
て
2
軒
の
茶
屋
が
あ
り
︑
焼
き
⿃
や
あ
ん
こ
餅
が
名
物
で
し
た
︒

そ
こ
か
ら
の
眺
め
は
︑
会
津
に
向
か
う
⼈
に
と

て
は
じ
め
て
み
る

若
松
城
下
で
あ
り
︑
去
る
者
は
別
れ
の
涙
を
流
す
峠
で
し
た
︒

 

こ
の
地
の
時
代
背
景
を
知

た
う
え
で
︑
眺
望
や
コ

ヒ

を
楽

し
む
と
︑
普
段
よ
り
ち

ぴ
り
⼤
⼈
の
味
わ
い
で
す
！

あ
ず
ま
や

舟
渡

会
津
村

一
里
壇

七
折
峠

磐
越
道

西
吾
妻
山高
寺
山

雄
国
山

磐
梯
山

川
桁
山

布
引
山

背
あ
ぶ
り
山
鶴
ケ
城 大

沢

大
戸
岳

小
野
岳

那
須
連
峯

明
神
岳

博
士
山

束松峠頂上からの眺め

1

2 3


