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■
 探
訪
録
 ■　

秘
境
 小
和
田
駅
 と
 徳
久
保
集
落

「
か
つ
て
塩
沢
集
落
の
更
に

山
奥
に
徳
久
保 (

と
っ
く
ぼ)

と
い
う
集
落
が
あ
っ
た
。
そ

こ
に
は
ネ
ズ
コ
の
巨
木
と
と

も
に
集
落
跡
が
静
か
に
残
っ

て
い
る
」

　　
昨
年
に
そ
ん
な
話
を
伺
っ

て
か
ら
、
長
ら
く
徳
久
保
集

落
を
訪
れ
た
い
と
思
っ
て
い

ま
し
た
が
、
よ
う
や
く
実
行

す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　
今
回
は
飯
田
線
小
和
田
駅

を
下
車
後
、
塩
沢
集
落
を
経

由
し
て
徳
久
保
集
落
に
徒
歩

で
ア
ク
セ
ス
し
ま
し
た
の
で
、

道
中
の
写
真
と
と
も
に
探
訪

録
を
お
届
け
し
ま
す
。

　

　
小
和
田
駅
は
か
つ
て
塩

沢
集
落
を
含
め
た
周
辺
の

集
落
の
住
民
が
利
用
し
て

い
ま
し
た
が
、
現
在
地
元

の
方
に
利
用
さ
れ
る
こ
と

は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。

　
一
方
、
そ
の
秘
境
感
を

求
め
る
観
光
客
や
鉄
道
愛

好
家
な
ど
か
ら
根
強
い
人

気
が
あ
り
、
駅
舎
の
思
い

出
日
記
帳
に
は
、
訪
れ
た

人
た
ち
の
膨
大
な
手
記
が

残
さ
れ
て
い
ま
す
。

日
記
帳
の
端
っ
こ
に
走
り

書
き
で
ど
こ
か
の
誰
か
が

書
い
た
こ
ん
な
メ
モ
が
。

「
ヤ
ッ
ホ
ー
と
　
恥
じ
ら
  

   う
こ
と
な
く
　
叫
ぶ
妻
」

小
和
田
駅
の
開
放
感
が
伝

わ
る
と
と
も
に
、
微
笑
ま

し
い
情
景
が
浮
か
ん
で
き

ま
し
た
。

　
小
和
田
駅
は
一
度
下
車

す
る
と
二
時
間
程
度
は
電

車
が
来
な
い
の
で
す
が
、

こ
の
日
記
帳
を
広
げ
な
が

ら
ゆ
っ
く
り
時
間
を
過
ご

小
和
田
駅
と
塩
沢

　
集
落
を
つ
な
ぐ
道

す
の
も
ま
た
お
す
す
め
で

す
。

　
駅
か
ら
塩
沢
集
落
へ
と

続
く
歩
道
は
、
か
つ
て
の

生
活
道
と
し
て
の
名
残
で

「
市
道
」
扱
い
に
な
っ
て

い
る
そ
う
で
す
。
小
和
田

駅
か
ら
一
時
間
ほ
ど
で
塩

沢
集
落
と
天
竜
川
林
道
に

到
着
す
る
こ
の
歩
道
は
、

人
が
住
ま
な
く
な
っ
た
家

や
畑
な
ど
、
生
活
の
跡
が

垣
間
見
え
る
と
て
も
興
味

深
い
道
で
し
た
。

　

塩沢集落

小和田駅

徳久保集落

国道152

林道を歩く（30分）

山中を歩く（１時間30分）

林道天竜川線

当日のルート

歩道を歩く
（１時間）

中井侍駅
栗橋（ここから林道
をはずれ山へ）

小和田駅舎

駅舎前の景色

ツチアケビが生えていました塩沢に向かう歩道

新婚さんに人気だった

駅前を流れる天竜川 日記帳
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徳
久
保
集
落
へ

　
一
緒
に
歩
い
て
下
さ
っ
た
小

松
実
さ
ん
は
、
高
校
時
代
に
年

賀
状
を
塩
沢
集
落
ま
で
届
け
る

ア
ル
バ
イ
ト
を
し
て
い
た
そ
う

で
す
。
小
和
田
駅
か
ら
集
落
ま

で
の
間
を
次
の
電
車
に
間
に
合

う
よ
う
、
冬
の
寒
さ
の
中
、
急

い
で
歩
い
た
思
い
出
が
よ
み
が

え
っ
た
よ
う
で
し
た
。

　
配
達
し
た
お
宅
で
み
か
ん
な

ど
の
お
土
産
を
持
た
せ
て
く
れ

る
の
で
、
往
路
よ
り
も
復
路
の

方
が
荷
物
が
多
い
こ
と
も
し
ば

し
ば
あ
っ
た
そ
う
で
す
。

た
よ
う
で
す
が
、
今
で
は
衛
星
画

像
で
確
認
し
て
も
集
落
が
あ
っ
た

痕
跡
す
ら
わ
か
り
ま
せ
ん
。
昭
和

二
五
年
の
人
口
動
態
調
査
で
既
に

徳
久
保
の
名
前
が
消
え
て
い
た
の

で
、
少
な
く
と
も
こ
の
頃
に
は
、

ほ
と
ん
ど
人
が
住
ま
な
く
な
っ
た

の
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

　■
 集
落
の
様
子
 ■

　
廃
屋
が
一
軒
と
神
社
跡
が
あ
っ

た
ほ
か
、
建
物
は
確
認
で
き
ま
せ

ん
で
し
た
が
、
石
積
み
の
跡
は
た

く
さ
ん
確
認
で
き
ま
し
た
。
廃
屋

に
は
昔
の
大
き
な
ノ
コ
ギ
リ
や
鉄

の
塊
の
よ
う
な
重
い
チ
ェ
ー
ン

ソ
ー
、
鉄
瓶
な
ど
が
残
さ
れ
て
い

ま
し
た
。
集
落
の
入
口
に
は
炭
焼

き
窯
の
跡
が
あ
り
、
か
つ
て
の
生

活
の
様
子
が
垣
間
見
え
ま
し
た
。

■
 ネ
ズ
コ
巨
木
 ■
　

　
樹
齢
八
〇
〇
年
と
も
い
わ
れ
る

ネ
ズ
コ
の
巨
木
が
集
落
の
中
に

ど
っ
し
り
と
構
え
て
い
ま
す
。
さ

ら
と
し
た
赤
み
が
か
っ
た
樹
皮
と

鹿
の
子
を
思
わ
せ
る
白
い
斑
点
か

ら
、
非
常
に
し
な
や
か
で
美
し
い

印
象
を
受
け
ま
し
た
。
枯
れ
た
枝
が

何
本
も
張
り
出
し
て
い
る
様
子
は
、

生
き
物
の
骨
を
思
わ
せ
ま
す
。
朽
ち

ゆ
く
廃
集
落
の
中
で
、
今
な
お
生
き

続
け
て
い
る
一
本
の
巨
木
の
姿
が
記

憶
に
焼
き
付
け
ら
れ
ま
し
た
。

　　
こ
こ
に
来
て
良
か
っ
た
で
す
。
今

ま
で
多
く
の
集
落
を
歩
い
て
き
ま
し

た
が
、
こ
れ
ら
の
情
報
を
ま
と
め
て
、

し
っ
か
り
と
地
域
に
残
し
て
い
き
た

い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

　
塩
沢
集
落
か
ら
天
竜
川
林
道
を

天
龍
村
方
面
に
向
か
っ
て
三
〇
分

ほ
ど
歩
き
、
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
山

を
一
時
間
半
ほ
ど
登
っ
た
と
こ
ろ

に
徳
久
保
集
落
は
あ
り
ま
す
。

　
車
社
会
と
は
無
縁
な
場
所
に
位

置
し
て
お
り
、
昭
和
の
前
期
ま
で

炭
焼
き
な
ど
を
し
て
生
活
し
て
い

　

※
　
林
道
を
は
ず
れ
て
か
ら
の

山
道
は
、
「
山
に
生
き
る
会
」

が
案
内
の
印
を
付
け
て
く
れ
て

い
る
と
は
い
え
、
わ
か
り
づ
ら

い
箇
所
も
多
い
で
す
。
今
回
、

新
た
に
印
を
付
け
た
り
、
倒
木

を
処
理
し
た
り
し
た
の
で
、
わ

か
り
や
す
く
な
っ
た
と
は
思
い

ま
す
が
、
単
独
で
初
め
て
来
訪

す
る
こ
と
は
あ
ま
り
お
す
す
め

で
き
ま
せ
ん
。
行
か
れ
る
場
合

は
、
地
図
や
Ｇ
Ｐ
Ｓ
を
持
参
す

る
こ
と
を
お
す
す
め
し
ま
す
。

歩道終点（始点）・塩沢集落

人工林を歩く

石垣 神社跡

廃屋 ノコギリとチェーンソー

ネズコ巨木 特徴的な鹿の子模様


