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中
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狭
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若狭高浜青郷松尾寺

敦
賀

東海道

中
山
道

鯖街道には多くのコースがあるが、
京都へ最も盛んに利用された街
道が、小浜から熊川を経て朽木谷
に入り滋賀県の途中を経由して京
都の八瀬（やせ）から出町柳に至
る若狭街道である。

鯖街道

自
然
環
境
に
恵
ま
れ
た

食
の
宝
庫

都
の
食
文
化
を
支
え
た

「
御
食
國
」

み
け
つ
く
に

「

」

　
四
季
が
は
っ
き
り
し
て
い
て
、
一
年

を
通
し
て
降
水
量
が
多
く
、
冬
に
な
る

と
ま
と
ま
っ
た
積
雪
が
あ
り
ま
す
。
福

井
県
は
山
々
に
囲
ま
れ
た
地
域
が
多
く
、

春
と
秋
の
朝
と
夜
の
寒
暖（
温
度
）の
差

が
大
き
い
の
が
特
長
で
す
。
そ
の
現
象

が
美
味
し
い
農
作
物
を
育
て
る
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
。

　
若
狭
は「
御
食
國
」と
呼
ば
れ
、
奈
良
・

京
都
か
ら
日
本
海
側
で
一
番
近
い
湾
が
あ

る
こ
の
地
を
通
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
大
陸

文
化
が
伝
え
ら
れ
ま
し
た
。
神
に
供
え
天

皇
に
捧
げ
る
食
物「
御
贄（
み
に
え
）」を

供
給
し
て
い
た
若
狭
で
は
水
揚
げ
さ
れ

た
魚
介
類
は
若
狭
街
道（
通
称
：
鯖
街
道
）

を
通
り
都
ま
で
運
ば
れ
て
い
ま
し
た
。

も
の
が
た
り

ふ
く
い

気
候

風
土

名
水

御
食
國
若
狭

北
前
船

　
江
戸
か
ら
明
治
時
代
に
か
け
て
三
国
、

敦
賀
、
小
浜
な
ど
は
、
交
易
船
で
あ
る
北

前
船
の
寄
港
地
と
な
り
、
京
の
都
へ
物

資
を
運
ぶ
中
継
点
と
し
て
も
賑
わ
っ
て

い
き
ま
す
。
寄
港
す
る
た
び
に
、
北
海
道

や
東
北
を
は
じ
め
と
す
る
全
国
各
地
の

食
材
や
物
資
、
文
化
が
北
前
船
に
い
っ

ぱ
い
積
み
込
ま
れ
、
次
の
寄
港
地
へ
運
ば

れ
た
の
で
す
。

　
本
州
の
ほ
ぼ
中
央
部
に
位
置
し
、
西

側
は
日
本
海
、
東
側
は
標
高
１
０
０
０

ｍ
以
上
の
山
稜
が
連
な
る
山
間
部
。
そ

の
間
に
は
田
園
風
景
が
広
が
り
ま
す
。

生
産
者
が
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
や
努
力
を

重
ね
、
そ
の
土
地
に
合
っ
た
土
作
り
を

行
う
こ
と
で
農
作
物
に
適
し
た
良
質
の

土
壌
が
整
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
霊
峰
白
山
の
支
脈
や
福
井
県
を
横
断

す
る
九
頭
竜
川
な
ど
の
水
源
も
豊
富
で

味
も
ま
ろ
や
か
。
福
井
県
内
に
は
湧
き

水
や
地
下
水
が
多
く
、
そ
の
ど
れ
も
が

美
味
し
い
と
定
評
が
あ
り
ま
す
。
中
で

も
大
野
市（
県
東
部
）に
あ
る
名
水「
御
清

水（
お
し
ょ
う
ず
）」は
、
今
な
お
住
民
の

生
活
用
水
と
し
て
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。

「
信
仰
の
國
」
に
伝
わ
る
食
の
教
え

発
酵
文
化
が
息
づ
く

食
の
國

　
福
井
県
は
曹
洞
宗
大
本
山
永
平
寺
や

蓮
如
上
人
ゆ
か
り
の
浄
土
真
宗
の
寺
が

多
く
点
在
し
て
い
る
仏
教
王
国
で
す
。

永
平
寺
で
は「
法
食
同
輪
」の
考
え
の
も

と
、
食
事
も
大
切
な
修
行
と
し
て
と
ら

え
て
い
ま
す
。
食
材
を
余
す
こ
と
な
く

調
理
し
、
感
謝
し
て
い
た
だ
く
こ
と
が

食
文
化
と
し
て
受
け
継
が
れ
て
い
ま
す
。

精
進
料
理

報
恩
講
料
理

ほ
う 

お
ん 

こ
う

　
親
鸞
聖
人
の
恩
徳
を
謝
す
最
も
重
要

な
行
事
で
す
。
そ
の
報
恩
講
の
昼
食
を

お
齋（
お
と
き
）と
言
い
、
当
番
の
門
徒

の
方
が
作
っ
た
料
理
を
参
拝
者
に
ふ
る

ま
い
ま
す
。
お
齋
は
一
汁
三
菜
を
基
本

に
野
菜
の
煮
物
や
和
え
物
中
心
の
献
立
。

報
恩
講
は
心
と
心
の
交
流
と
食
事
の
大

切
さ
を
再
確
認
で
き
る
行
事
な
の
で
す
。

　
古
く
か
ら
福
井
県
で
は
大
量
に
獲
れ

た
食
材
を
加
工
し
保
存
し
て
い
ま
し
た
。

中
で
も
発
酵
を
活
用
し
た
保
存
法
、
特

に
魚
介
の
発
酵
食
品
が
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
で

す
。
代
表
格
は
鯖
を
丸
ご
と
糠
漬
け
に

し
た
へ
し
こ
で
、
鯖
と
糠
か
ら
Ｄ
Ｈ
Ａ

や
タ
ン
パ
ク
質
、
食
物
繊
維
な
ど
の
栄

養
が
摂
れ
ま
す
。
先
人
の
知
恵
が
生
ん

だ
逸
品
は
今
で
も
食
さ
れ
て
い
る
他
、

和
食
以
外
に
も
使
わ
れ
、
全
国
か
ら
も

注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。

へ
し
こ

日
本
酒
・酢
・
醤
油
・

味
噌

　
福
井
県
は
全
国
有
数
の
米
ど
こ
ろ
で
、

コ
シ
ヒ
カ
リ
の
生
誕
地
で
も
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
白
山
霊
峰
の
山
々
か
ら
脈
々
と

流
れ
る
清
ら
か
な
名
水
が
県
内
中
か
ら

湧
き
出
て
お
り
、
生
活
用
水
と
し
て
も

利
用
し
て
い
ま
す
。
県
内
で
は
、
そ
れ

ら
を
使
っ
た
日
本
酒
や
酢
、
醤
油
、
味

噌
な
ど
の
発
酵
食
品
が
数
多
く
造
ら
れ

て
い
ま
す
。
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