
道県
く歩

越
後
街
道

沼

田
街
道

米
沢
街
道

白
河
街
道

二本松
街
道

会
津
若
松

小
林

新
発
田

米
沢

福
島

い
わ
き

白
河

二
本
松

日
光

檜
枝
岐

至
沼
田

猪
苗
代
湖

束
松
峠銀

山
峠

美
女
峠

吉
尾
峠 郡

山

南
相
馬

会
津
銀山

街道

美
女
峠
、
最
深
部
に

木
道
を
つ
く
る

地域づくりニュース

 

美
⼥
峠
は
約
7
ｋ
ｍ
と
会
津
銀
⼭
街
道
の
中
で
⼀
番
⻑
い

峠
道
で
す
︒
今
年
度
は
最
深
部
の
3.5
ｋ
ｍ
地
点
の
整
備
を
し

ま
し
た
︒
令
和
5
年
10
⽉
20
・
23
・
24
⽇
に
︑
銀
⼭
街
道
を

活
⽤
し
て
地
域
を
元
気
に
す
る
会
を
は
じ
め
︑
か
し

猫
ク

ラ
ブ
な
ど
か
ら
総
勢
45
名
の
参
加
を
い
た
だ
き
︑
昨
年
度
ま

で
に
整
備
し
た
路
肩
⼟
留
め
の
仕
上
げ
と
し
て
板
を
貼
り
︑

⽊
道
を
つ
く
り
ま
し
た
︒

 

⽊
道
に
使
⽤
し
た
板
は
計
57
枚
︒
地
形
の
状
況
に
合
わ
せ

て
板
を
貼

て
い
く
複
雑
な
作
業
で
し
た
︒
活
躍
し
た
の
は

三
島
町
浅
岐
地
区
の
あ
ん
つ
※
︒
森
林
事
業
が
本
職
で

チ

ン
ソ

裁
き
は
⼿
際
よ
く
繊
細
︒
板
の
運
搬
の
⽅
が

忙
し
く
な
る
ほ
ど
︑
あ

と
い
う
間
の
⼿
際
で
し
た
︒

 

改
め
て
︑
様
々
な
⽅
々
に
ご
協
⼒
い
た
だ
き
︑
本
事
業
が

成
り
⽴

て
い
る
こ
と
を
実
感
し
て
い
ま
す
︒
今
後
も
連
携

を
継
続
し
︑
地
域
の
⾃
然
や
歴
史
︑
⽂
化
を
楽
し
み
な
が
ら

と
も
に
学
ん
で
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
︒

令   和
5 年度
vol.2

下
野
街
道

1：施⼯前の様⼦。昨年度までに丸太で路肩
   ⼟留めを組み上げていました。
2：施⼯後の様⼦。延⻑ 43ｍの⽊道は壮観！
3：周辺の路肩落ち箇所も合わせて整備。細
   やかに⼿が⾏き届いているトレイルは安
   ⼼して利⽤できる。
4： 仕上げの板を貼っている様⼦。釘を上⼿
   く打つコツはみんなで教え合い、⼥性も
   ⼤活躍！
5： 和気あいあいと記念撮影！
   達成感でみんなの笑顔がこぼれる。

※ 「あんつぁ」
  会津弁で年上男性の敬称

会津 街道山銀
峠山銀 峠女美 峠尾吉/ /

1

3 4 5

整備前 整備後

歩
く
県
道
と
「
Ｙ
Ａ
Ｍ
Ａ
Ｐ
」

2

ワ
ッ
セ

ワ
ッ
セ

 

福
島
県
で
は
︑
⾞
の
通
⾏
が
不
能
と
な

て
い
る
県
道
会
津
若
松
三
島
線
︑
県
道
⼩
林

会
津
宮
下
停
⾞
場
線
︵
会
津
銀
⼭
街
道
の
銀

⼭
峠
︑
美
⼥
峠
︑
吉
尾
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
地
域
の
皆

様
や
市
町
村
と
協
働
で
⾏

て
い
ま
す
︒

 

各
峠
道
の
最
新
情
報
発
信
の
た
め
︑ス
マ

ト
フ

ン
ア
プ
リ
﹁
Ｙ
Ａ
Ｍ
Ａ
Ｐ
﹂︵
国
内
利

⽤
者
2
3
0
万
⼈
︶
の
活
⽤
に
取
り
組
ん
で

い
ま
す
︒
整
備
や
現
地
調
査
の
際
に
各
峠
の

魅
⼒
や
注
意
点
を
地
図
に
投
稿
し
︑
⼭
⾏
計

画
や
利
⽤
時
の
⼀
助
に
な
れ
ば
と
考
え
て
い

ま
す
︒
詳
し
く
は
︑﹁
銀
⼭
峠
﹂と﹁
志
津
倉
⼭
﹂

︵
美
⼥
峠
・
吉
尾
峠
︶
で
地
図
検
索
す
る
か
左

の
Ｑ
Ｒ
コ

ド
よ
り
チ

ク
し
て
み
て
く

だ
さ
い
︒

ぶ
ぃ
ー
ん

YAMAP

銀⼭峠 志津倉⼭

パ
シ
ャ



福島県南会津建設事務所企画調査課 

MAIL ：minamiaizu.ken.kikaku@pref.fukushima.lg.jp 
TEL  ：0241-62-5322 / FAX  ：0241-62-5274

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

1：施⼯前の様⼦。⾼低差が⼤きく、沢を渡る
   際は⾜元に気を取られていた。
2： 施⼯後の様⼦。⾜元を気にせず、らくらく
   歩けるようになった。
3：ぬかるみを⽊道で対策した箇所。
4：道が狭い箇所に⽚桟橋をつけた箇所。

1：丸太階段施⼯前の様⼦。沢を渡る箇所は
   アップダウンがあり歩きにくく、草丈が 

   ⾼くて視界も悪かった。
2：丸太階段施⼯後の様⼦。両岸に丸太階段、
   沢には丸太と⽯で床固めを⾏い、歩きや
   すくなりました。
3：地元中向地区のあんつぁがカスガイの留
   め⽅を教えている様⼦。

 

吉
尾
峠
の
2
回
の
整
備
は
︑
令
和
5
年
9

⽉
25
・
27
・
28
⽇
に
︑
29
名
の
参
加
を
い
た

だ
き
︑
坂
下
沢
を
渡
る
箇
所
に
丸
太
階
段
や

河
床
路
を
設
置
し
ま
し
た
︒
作
業
は
途
中
ま

で
運
ん
だ
資
材
の
運
搬
か
ら
は
じ
め
︑
丸
太

階
段
の
組
み
上
げ
と
沢
の
床
固
め
な
ど
を
⾏

い
ま
し
た
︒
河
床
路
は
⿂
道
を
確
保
し
︑
⽣

態
系
に
も
配
慮
し
て
仕
上
げ
ま
し
た
︒

 

約
１
ｋ
ｍ
先
の
現
場
に
計
6
⽇
間
で
運
ん

だ
⽊
材
は
お
よ
そ
2
ｔ
︒
沢
道
の
た
め
︑
運

搬
は
⼈
⼒
で
の
ピ
ス
ト
ン
作
業
に
限
ら
れ
ま

し
た
︒﹁
⼀
度
に
担
ぐ
量
は
少
し
で
︑
経
由
地

を
つ
く

て
︑
復
路
で
丁
度
良
く
息
が
整
う

距
離
を
探
る
べ
し
﹂
と
ア
ド
バ
イ
ス
を
く
れ

た
の
は
︑
ま
た
ま
た
中
向
区
⻑
さ
ん
︒
知
識

量
と
経
験
値
に
は
脱
帽
で
す
︒

 

今
後
も
地
域
の
皆
さ
ん
に
学
び
な
が
ら
整

備
を
継
続
し
て
い
き
た
い
で
す
︒ 

 

吉
尾
峠
に
は
︑
⼩
さ
な
沢
が
い
く
つ
も
あ

り
︑
地
域
の
⽅
か
ら
ぬ
か
る
み
の
改
善
や
沢

を
横
断
す
る
道
に
階
段
を
つ
く

て
歩
き
や

す
く
し
て
ほ
し
い
と
要
望
を
い
た
だ
い
て
い

ま
し
た
︒

 

今
年
度
は
︑
夏
と
秋
の
2
回
に
分
け
て
︑

整
備
を
⾏
い
ま
し
た
︒
１
回
⽬
は
令
和
5
年

7
⽉
24

26
⽇
に
銀
⼭
街
道
を
活
⽤
し
て
地

域
を
元
気
に
す
る
会
や
昭
和
村
中
向
地
区
の

皆
さ
ん
を
は
じ
め
︑
20
名
の
参
加
を
い
た
だ

き
︑
⾼
低
差
の
⼤
き
い
沢
へ
の
架
橋
や
ぬ
か

る
み
箇
所
に
⽊
道
の
設
置
︑
道
が
狭
い
箇
所

へ
⽚
桟
橋
の
設
置
を
し
ま
し
た
︒
作
業
は
資

材
運
搬
か
ら
は
じ
ま
り
︑
丸
太
を
組
み
上
げ
︑

仕
上
げ
の
板
貼
り
を
⾏
い
ま
し
た
︒

 

作
業
中
︑中
向
区
⻑
さ
ん
が﹁
こ
の
沢
は︿
で

と
よ
し
﹀
だ
﹂
と
教
え
て
下
さ
り
︑
ア
ド
バ

イ
ザ

の
⽥
賀
先
⽣
が
作

た
即
席
看
板
を

最
終
⽇
に
取
り
付
け
て
フ

ニ

シ

︒
参

加
者
と
﹁
落
成
式
み
た
い
﹂﹁
⽬
印
が
あ
る
と

安
⼼
感
が
増
す
﹂
な
ど
と
喜
び
合
い
ま
し
た
︒

 

吉
尾
峠
、
沢
の
前
後
に

階
段
を
つ
く
る

吉
尾
峠
、　　
　
　

  

に

橋
を
つ
く
る

1 2

1 2 3

3

4

フン！

 「銀のおかげで県内初の電気は軽井沢地区に通りました。」と語るのは銀⼭峠を復活
させる会会⻑。銀⼭峠の雷神様の祠付近から望める銀鉱⼭は、永禄元年 (1558) 軽井
沢村の松本左⽂治によって発⾒されました。本格的に稼働されたのは会津 3 代藩主松
平正容の時代で、明治 29 年（1896 年）まで銀が採掘されていました。会津銀⼭街道
の名称の由来ともなった繁栄の証の煙突は⼀⾒の価値あり！

会津銀山街道の魅力　「銀山峠の煙突」

休むのも
山の嗜み


