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横
山
隧
道
・

　

佐
和
山
隧
道
（
滋
賀
県

【
沿
革
】

●
路
線
創
始
の
頃　
　

佐
和
山
隧
道
が
建
設
さ
れ
た
路
線
は
当
時

は
朝
鮮
人
街
道
と
い
っ
た
。
江
戸
時
代
に
朝
鮮
国
か
ら
の
例
幣
使

が
通
行
し
た
こ
と
に
由
来
し
、
中
山
道
の
脇
道
と
し
て
需
要
が
高

く
明
治
20
年
（
１
８
８
７
）
に
滋
賀
県
が
初
め
て
認
定
し
た
際
に

も
県
道
路
線
の
一
つ
に
認
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
県
道
朝
鮮
人
街

道
の
犬
上
郡
彦
根
町
〜
鳥
居
本
村
間
に
佐
和
山
隧
道
は
建
設
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
。
一
方
横
山
隧
道
の
路
線
は
坂
田
郡
東
黒
田
村
と

波乱万丈の歴史を秘めた
湖国の煉瓦隧道兄弟
▲横山隧道鳥羽上口（2023 年撮影）
）
横山隧道 D A T A

行政／滋賀県長浜市鳥羽上～米
原市菅生
延長／ 164.2m
幅員／ 4.5m
竣工／大正 12年（1923）

廃止／平成 15年（2003）
共用年数／ 80年 +
備考／近代土木遺産 Cランク、
土木学会選奨土木遺産

隧道菅生口（2003 年撮影）
◀横山



西
黒
田
村
を
結
ん
だ
里
道
で
黒
田
道
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
黒
田
道
は
明
治
28

年
に
制
定
さ
れ
た
地
方
税
土
木
工
費
支
弁
規
則
で
〝
地
方
税
支
弁
里
道
〞
に

認
定
さ
れ
て
い
る
。
地
方
町
村
に
よ
る
里
道
改
修
を
促
進
す
る
た
め
に
改
修

費
用
を
県
費
で
支
弁
・
補
助
す
る
制
度（
そ
の
対
象
と
な
る
里
道
を
認
定
し〝
支

弁
里
道
〞〝
補
助
里
道
〞
等
と
称
呼
し
た
制
度
）
は
ど
の
府
県
で
も
採
用
さ
れ

て
い
た
が―

―
―

む
し
ろ
県
治
の
第
一
歩
と
し
て
そ
れ
を
制
定
し
た
府
県
が

多
い
。
明
治
20
年
に
独
立
を
果
た
し
た
奈
良
県
な
ど
も
第
一
回
県
会
の
劈
頭

で
こ
の
制
度
を
審
議
可
決
し
て
い
る―

―
―

、
制
定
が
遅
れ
た
滋
賀
県
で
は

そ
の
埋
合
せ
と
し
て
対
象
路
線
の
改
修
費
を
全
額
支
弁
す
る
と
い
う
惜
無
な

内
容
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
せ
い
も
あ
っ
て
県
会
で
支
弁
里
道
認
定
を
求
め

る
請
願
運
動
が
相
次
ぎ
、
認
定
道
の
数
は
鰻
登
り
に
増
え
て
い
く
こ
と
に
な

る
が
、
そ
れ
ら
全
て
を
改
修
す
る
よ
う
な
余
裕
は
滋
賀
県
に
は
な
く
、
主
要

方）
▲佐和山隧道西口（彦根方）

隧道東口（鳥居本方）
◀横山
佐和山隧道 D A T A
行政／滋賀県彦根市古沢町～佐和山町

延長／ 230.0m

幅員／ 4.5m

竣工／大正 13年（1924）

廃止／昭和 30年（1955）

共用年数／ 31年

備考／近代土木遺産 Cランク



費
を
償
還
す
る
計
画
を
申
請
（
明―

な
―

２
７
８―

２
）。
中
山
の
計
画
は
東
京
府
に
照
会
の
う
え
内
務
大
臣
山
縣

有
朋
に
対
し
て
許
可
可
然
の
上
申
が
な
さ
れ
て
い
る
が
実
現
し
て
い
な
い
と

こ
ろ
を
見
る
と
山
縣
に
よ
っ
て
棄
却
さ
れ
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
因
み

に
明
治
初
期
の
滋
賀
県
で
は
民
間
資
本
に
よ
る
隧
道
・
新
道
建
設
が
多
数
計

画
さ
れ
て
い
る
が―
―
―

例
え
ば
京
都
在
の
人
物
に
よ
る
観
音
坂
隧
道
計
画

（
明
治
９
年
）、
大
音
竜
太
に
よ
る
賤
ヶ
岳
隧
道
計
画
（
明
治
21
年
）
な
ど―

―
―

実
現
し
た
も
の
は
少
な
い
。
明
治
10
年
代
末
に 

中
山
道
や
東
海
道
筋
に

建
設
さ
れ
た
天
井
川
隧
道
群 

も
元
は
地
元
人
民
の
発
案
・
申
請
し
た
事
業
で

あ
っ
た
（
明―

な―

３
３
７―

９
ほ
か
）。

　

黒
田
道
の
関
係
町
村
で
も
早
く
か
ら
路
線
改
良
の
要
望
が
あ
っ
た
。
隧
道

竣
工
記
念
碑
に
は
明
治
18
年
頃
か
ら
運
動
が
始
ま
っ
た
と
あ
り
（
こ
れ
は

横山隧道

観音坂隧道

西黒田まちづくりセンター

長 

浜

長 

岡
彦 

根

多 

賀

佐和山隧道

米 

原

▲横山隧道周辺図。 ▲佐和山隧道周辺図。
路
線
の
要
所
が
姑
息
に
改
修
さ
れ
た
の

み
で
あ
る
（
こ
の
時
期
他
府
県
で
計
画

さ
れ
た
よ
う
な
全
県
的
な
道
路
改
修
は

滋
賀
県
で
は
行
な
わ
れ
て
い
な
い
）。

　

佐
和
山
隧
道
の
位
置
は
彦
根
市
街
か

ら
中
山
道
に
出
る
捷
路
と
し
て
需
要
が

あ
り
、
早
く
か
ら
隧
道
計
画
が
持
ち
上

が
っ
て
は
消
え
し
て
い
た
。
例
え
ば
明

治
10
年
に
は
阪
田
郡
柏
木
村
の
仁
木
貫

一
な
る
者
が
発
起
人
と
な
っ
て
胎
内
堀

建
設
を
申
請
し
た
が
人
物
内
偵
の
結
果

却
下
さ
れ
て
い
る
（
滋
賀
県
蔵
公
文
書:

明―

な―
３
３
７―

１
０
〜
１
２
）。

ま
た
明
治
17
年
に
は
彦
根
出
身
東
京
在

の
中
山
茂
七
が
隧
道
会
社
を
設
立
し
そ

の
株
金
と
通
行
料
の
徴
収
に
よ
っ
て
工



黒
田
道
の
県
道
昇
格
を
求
め
る
運

い
）、
ま
た
隧
道
実
現
に
尽
力
し

31
年
頃
か
ら
党
員
の
高
森
慶
太
郎

の
両
氏
が
中
心
と
な
っ
て
隧
道
建

い
る
。
地
方
税
支
弁
里
道
に
認
定

良
と
し
て
隧
道
建
設
が
提
唱
さ
れ

し
か
し
こ
の
方
面
の
交
通
は
黒
田

長
浜
道
が
す
で
に
存
在
し
て
い
た

の
タ
ー
ン
が
回
っ
て
来
る
こ
と
は

●
隧
道
計
画
の
進
展
と
政
党
政
治　

時
代
に
か
け
て
変
化
し
て
い
く
。

滋賀県 （その他）埼玉県
動
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
か
も
知
れ
な

た
政
友
会
滋
賀
県
支
部
の
党
史
に
は
明
治

（
東
黒
田
村
）
北
村
幾
多
郎
（
西
黒
田
村
）

設
の
請
願
運
動
が
始
ま
っ
た
と
記
さ
れ
て

さ
れ
た
こ
と
を
受
け
て
よ
り
抜
本
的
な
改

る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
想
像
さ
れ
る
。

道
の
北
隣
・ 

観
音
坂 

を
経
由
す
る
県
道

こ
と
も
あ
り
明
治
年
間
に
黒
田
道
へ
改
良

な
か
っ
た
。

　

こ
の
膠
着
状
況
は
明
治
末
か
ら
大
正

原
動
力
は
「
政
治
の
民
主
化
」、
政
党
の

台
頭
で
あ
っ
た
。
雄
藩
出
身
者

が
政
府
要
職
を
占
め
彼
ら
の

思
惑
に
よ
っ
て
国
が
動
か
さ

れ
て
い
た
時
代
か
ら
民
衆
意

見
の
代
弁
者
た
る
政
党
員
に

よ
る
政
治
へ
と
移
り
変
わ
っ

て
い
く
過
程
で
政
党
運
動
と

結
び
つ
い
た
陳
情
運
動
が
増

加
し
て
い
き
、
県
当
局
も
そ
れ

を
無
下
に
扱
う
こ
と
が
で
き

な
く
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

両
隧
道
が
実
現
し
た
背
景
に

は 

立
憲
政
友
会 

の
関
与
が
濃

厚
に
あ
り
、
そ
の
視
点
で
観
て

ゆ
く
と
地
方
道
路
の
一
改
修

史
と
し
て
で
は
な
く
国
政
変

▲大正期の滋賀県官吏の移動状況（滋賀県⇔埼玉県を中心に）。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AB%8B%E6%86%B2%E6%94%BF%E5%8F%8B%E4%BC%9A


遷
史
と
い
う
大
き
な
流
れ
の
中
に
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
て
興
味
深
い
。

　

大
正
２
年
に
政
友
会
と
の
連
携
内
閣
で
あ
る 

第
一
次
山
本
権
兵
衛
内
閣 

が
成
立
し
、
そ
の
見
返
り
と
し
て
各
地
に
政
友
会
系
知
事
が
誕
生
し
た
際
に

は
滋
賀
県
内
務
部
長
を
務
め
て
い
た
添
田
敬
一
郎
が
埼
玉
県
に
異
動
し
て
第

15
代
知
事
と
な
っ
た
。
そ
の
移
動
と
対
応
す
る
よ
う
に
大
正
４
年
に
は
埼
玉

県
内
務
部
土
木
課
長
だ
っ
た 

山
田
博
愛 

技
師
が
滋
賀
県
へ
移
り
土
木
課
長

に
就
い
て
い
る
。
そ
う
し
て
山
田
の
異
動
を
引
き
金
と
し
て
埼
玉
県
下
で
働

い
て
い
た
技
手
た
ち
が
何
人
も
滋
賀
県
へ
渡
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
（
前
掲

図
）。
後
に
横
山
隧
道
・
佐
和
山
隧
道
を
始
め
と
す
る
数
々
の
道
路
隧
道
の

設
計
者
と
し
て
名
を
残
す
こ
と
に
な
る
村
田
鶴
も
そ
ん
な
移
籍
組
の
一
人
で

あ
っ
た
※
１
。

　

山
田
博
愛
は
東
京
帝
大
土
木
科
の
出
身
で
道
路
行
政
や
都
市
計
画
の
エ
キ

ス
パ
ー
ト
で
あ
っ
た
。
滋
賀
県
で
土
木
課
長
を
務
め
た
後
は
内
務
省
本
局
に

戻
り
新
設
さ
れ
た
都
市
計
画
課
に
入
っ
て 

都
市
計
画
法 
の
成
立
に
尽
力
。
ま

た
関
東
大
震
災
後
に
は
帝
都
復
興
計
画
の
樹
立
に
も
関
わ
っ
て
い
る
。
そ
の

よ
う
な
道
路
の
専
門
家
を
招
い
て
滋
賀
県
の
道
路
行
政
の
遅
れ
を
取
り
戻
そ

う
と
し
た
人
事
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

※
１　

山
田
の
異
動
は
滋
賀
県
と
埼
玉
県
の
間
で
行
な
わ
れ
た
交
渉
に
よ
り

決
定
し
て
い
る
（
山
田
の
招
聘
を
乞
う
滋
賀
県
知
事
↓
埼
玉
県
知
事

宛
書
面
の
下
書
き
や
両
者
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
電
報
文
な
ど
が
公
文

書
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
）。
知
事
や
部
長
、
技
師
と
い
っ
た
親
任

官
の
人
事
は
内
務
大
臣
に
任
免
権
が
あ
っ
た
＝
内
務
省
本
局
が
掌
握

し
て
い
た
と
さ
れ
る
が
、
こ
の
例
の
よ
う
に
府
県
の
希
望
・
都
合
に

よ
る
人
事
も
あ
っ
た
の
は
興
味
深
い
。
な
お
親
任
官
の
人
事
は
官
報

に
掲
載
さ
れ
逐
一
を
追
う
こ
と
が
可
能
だ
が
判
任
官
で
あ
る
技
手
は

各
府
県
の
知
事
に
任
免
権
が
あ
り
そ
の
人
事
も
府
県
広
報
に
し
か
掲

載
さ
れ
な
い
た
め
府
県
を
跨
い
で
の
技
手
の
異
動
は
非
常
に
追
い
か

け
に
く
い
。
制
度
上
も
そ
の
よ
う
な
異
動
を
想
定
し
て
い
な
か
っ
た

よ
う
で
他
府
県
に
移
る
場
合
は
病
気
等
の
理
由
で
依
願
退
職
↓
異
動

先
の
府
県
で
任
用
と
い
う
イ
レ
ギ
ュ
ラ
ー
な
こ
と
を
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
。『
廃
道
を
読
む
』（
37
）
参
照
。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AC%AC1%E6%AC%A1%E5%B1%B1%E6%9C%AC%E5%86%85%E9%96%A3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E7%94%B0%E5%8D%9A%E6%84%9B
https://www.archives.go.jp/exhibition/digital/henbou/contents/38.html


　

大
正
４
年
４
月
成
立
の 

第
二
次
大
隈
内
閣 

は
政
友
会
の
対
立
党
派
で
あ

る 
立
憲
同
志
会 

が
提
携
し
た
た
め
政
友
会
系
知
事
が
更
迭
さ
れ
滋
賀
県
に

も
新
知
事
が
就
任
し
た
（
第
14
代
・
池
松
時
和 

）。
ま
た
こ
の
時
に
三
重
県

事
務
官
で
あ
っ
た 

堀
田
義
次
郎 

が
滋
賀
県
内
部
部
長
に
任
命
さ
れ
て
い
る

（
後
に
滋
賀
県
知
事
と
し
て
横
山
・
佐
和
山
隧
道
の
建
設
を
実
行
す
る
こ
と

に
な
る
人
物
で
あ
る
）。
こ
の
堀
田
内
務
部
長
と
山
田
土
木
課
長
の
コ
ン
ビ

の
下
で
横
山
隧
道
・
佐
和
山
隧
道
の
最
初
の
計
画
が
作
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

両
隧
道
の
建
設
計
画
が
県
議
会
に
提
出
さ
れ
可
決
す
る
の
は
大
正
５
年
度

の
県
議
会
の
こ
と
だ
っ
た
。
こ
の
可
決
も
政
友
会
が
大
き
な
働
き
を
し
た
よ

う
で
『
立
憲
政
友
会
滋
賀
県
支
部
党
誌
』
に
も
二
隧
道
建
設
の
こ
と
が
取
り

上
げ
ら
れ
て
い
る
。
曰
く
横
山
隧
道
は
党
員
の

0

0

0

高
森
慶
太
郎
・
北
村
幾
太
郎

両
氏
が
中
心
と
な
っ
て
請
願
運
動
を
続
け
て
き
た
が
果
た
せ
ず
に
い
た
と

こ
ろ
、
佐
和
山
隧
道
の
請
願
運
動
に
対
し
て
彦
根
出
身
の
実
業
家
・
寺
村
庄

三
郎
が
個
人
で
一
万
円
も
の
寄
付
を
申
し
出
、
そ
れ
が
決
定
打
と
な
っ
て
佐

和
山
隧
道
建
設
が
内
定
。
そ
の
報
を
受
け
た
東
西
黒
田
村
で
も
運
動
熱
が
高

ま
り
、
更
に
寄
付
金
を
集
め
て
再
請
願
し
た
結
果
横
山
隧
道
も
同
時
着
工
す

る
こ
と
に
内
定
し
た
と
い
う
。
こ
の
時
黒
田
道
は
地
方
税
支
弁
里
道
で
あ
っ

た
の
で
本
来
そ
の
工
費
は
県
が
全
額
負
担
す
る
筈
の
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か

し
実
際
に
は
地
元
寄
付
金
が
決
め
手
と
な
っ
て
工
事
が
可
決
し
て
い
る
と
こ

ろ
に
当
時
の
道
路
行
政
の
機
微
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
各
地
か
ら
上

が
っ
て
く
る
数
々
の
改
修
陳
情
と
相
克
し
自
ら
の
そ
れ
を
採
用
し
て
も
ら
う

為
に
は
本
来
不
必
要
な
地
元
負
担
を
自
ら
申
し
出
て
愁
訴
す
る
し
か
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。

　

県
議
会
議
事
録
の
中
で
山
田
技
師
が
計
画
し
て
い
る
２
隧
道
の
こ
と
を
説

明
し
て
い
る
箇
所
が
あ
る
。
そ
の
内
容
を
抜
書
す
る
と

　

朝
鮮
人
街
道
（
佐
和
山
隧
道
）

　
　

隧
道
長
90
間　

う
ち
45
間
煉
瓦
巻

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AC%AC2%E6%AC%A1%E5%A4%A7%E9%9A%88%E5%86%85%E9%96%A3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AB%8B%E6%86%B2%E5%90%8C%E5%BF%97%E4%BC%9A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%A0%E6%9D%BE%E6%99%82%E5%92%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A0%80%E7%94%B0%E7%BE%A9%E6%AC%A1%E9%83%8E
https://dl.ndl.go.jp/pid/1438979/1/156


　
　

道
路
長　

９
０
５
間

　
　

幅
10
尺

　

黒
田
道
（
横
山
隧
道
）

　
　

隧
道
長
80
間　

う
ち
60
間
煉
瓦
巻

　
　

道
路
長　

９
６
５
間

　
　

幅
10
尺

　

と
あ
っ
て
①
隧
道
全
長
の
一
部
を
煉
瓦
で
巻
く
こ
と

初
は
計
画
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
同
年
の
県

和
知
事
の
予
算
説
明
中
（
県
吏
員
費
）
に
、
こ
れ
ら
二

画
し
て
い
る
が
そ
の
監
督
に
当
た
る
人
材
が
い
な
い
こ

所
か
ら
月
額
５
０
円
で
人
を
雇
っ
て
両
隧
道
の
監
督
を

と
述
べ
た
節
が
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
「
五
十
円
の
人
」

移
籍
し
て
く
る
遠
山
貞
吉
技
手
で
あ
る
。

　

遠
山
貞
吉
は
明
治
12
年
埼
玉
県
生
ま
れ
、
同
県
の
治

攻
玉
社
で
学
ん
だ
〝
子
飼
い
の
技
術
者
〞
だ
っ
た
。
明

立
郡
に
出
張
し
青
梅
街
道
の
改
修
と 

畑
隧
道 

の
工
事
▲青梅街道畑隧道南口。三段に繰り出した笠石を含め総煉

瓦造でピラスターは非採用。北口は崩落を後補した別意匠。

②
隧
道
幅
10
尺
で
当

会
議
事
録
中
池
松
時

つ
の
隧
道
工
事
を
計

と
、
そ
の
た
め
に
他

掛
け
持
ち
さ
せ
た
い

は
後
に
埼
玉
県
か
ら

水
生
徒
制
度
に
よ
り

治
40
年
か
ら
は
北
足

監
督
を
経
験
し
て
い

る
。
山
田
技
師

の
場
合
と
同
様

に
ツ
テ
に
頼
っ

て
埼
玉
県
に
人

材
を
求
め
た
結

果
隧
道
工
事
の

経
験
が
あ
っ
た

遠
山
が
招
か
れ

る
こ
と
に
な
っ

た
の
だ
ろ
う
。

　

両
道
の
改
修



は
朝
鮮
人
街
道
は
大
正
６
年
か
ら
３

年
継
続
事
業
と
し
て
可
決
し
た
。
し

画
変
更
を
経
験
す
る
こ
と
に
な
る
。

●
実
現
を
阻
ん
だ
紆
余
曲
折　
　

大

の
あ
っ
た
堀
田
内
務
部
長
が
愛
知
県

月
に
滋
賀
県
下
で 
陸
軍
特
別
大
演
習 

習
は
毎
年
一
回
各
府
県
持
ち
回
り
の

習
で
、
そ
の
準
備
は
開
催
府
県
が
す

戦
前
の
憲
法
で
は
天
皇
が
軍
の
最
高

が
来
県
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
宿

ん
、
演
習
地
の
確
保
や
田
畑
を
使
用

な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
降
っ
て
▲大正六年陸軍特別大演習記念絵葉書。四日目千本村で行なわれた演習を写す。
ヶ
年
継
続
、
黒
田
道
は
同
年
か
ら
４
ヶ

か
し
こ
こ
か
ら
再
三
再
四
の
遅
延
と
計

正
６
年
１
月
末
に
は
こ
の
事
業
に
理
解

へ
転
身
。
そ
し
て
２
月
に
は
こ
の
年
11

の
開
催
が
内
定
す
る
。
陸
軍
特
別
大
演

形
で
開
催
さ
れ
て
い
た
実
戦
形
式
の
演

べ
て
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

統
帥
者
と
さ
れ
て
い
た
の
で
当
然
天
皇

泊
所
の
用
意
や
沿
道
の
警
護
は
も
ち
ろ

し
た
場
合
の
農
作
物
へ
の
補
償
等
も
行

湧
い
た
そ
の
大
演
習
の
た
め
に
隧
道
建

設
ど
こ
ろ
の
話
で
な
く
な
っ
て
し

ま
う
わ
け
で
あ
る
。
二
隧
道
の
建

設
の
た
め
に
招
聘
さ
れ
た
遠
山
技

手
も
大
演
習
の
準
備
の
最
中
に
赴

任
し
（
７
月
24
日
・
同
日
隧
道
工

営
所
主
任
に
任
命
）、
結
局
は
大

演
習
絡
み
の
工
事
の
部
局
に
回
さ

れ
て
二
隧
道
に
は
関
わ
る
こ
と
な

く
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
あ

る
。
た
だ
こ
の
大
演
習
に
関
連
し

て 

家
棟
隧
道 

が
建
設
さ
れ
て
お

り
そ
ち
ら
に
は
関
わ
っ
て
い
る
可

能
性
が
高
い
。

　

家
棟
隧
道
は
現
野
洲
市
辻
町
と

小
堤
と
の
間
に
建
設
さ
れ
た
総

https://kotobank.jp/word/%E9%99%B8%E8%BB%8D%E7%89%B9%E5%88%A5%E5%A4%A7%E6%BC%94%E7%BF%92-148508


石
造
の
天
井
川
隧
道
で
あ
っ
た
。
当
時
中
山

の
場
所
も
家
棟
川
の
土
手
を
登
り
下
り
し
て

然
だ
っ
た
が
、
大
演
習
２
日
目
に
大
正
天
皇

通
過
す
る
行
程
が
組
ま
れ
て
い
る
（
野
洲
駅

そ
の
御
輦
の
通
行
の
た
め
に
家
棟
隧
道
が
急

―

家
棟
隧
道
の
西
口
帯
石
に
は
「
大
正
六
年
十

大
演
習
開
催
の
前
月
に
完
成
し
て
い
る
わ
け

こ
と
を
明
示
的
に
書
き
残
し
た
記
録
は
管
見

別
大
演
習
は
開
催
地
の
負
担
を
軽
減
す
る
た

道
路
改
修
を
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
通
達

が
、
に
も
関
わ
ら
ず
こ
の
よ
う
な
工
事
を
行

か
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
後
に
滋
賀
県

告
書
『
大
正
六
年
陸
軍
特
別
大
演
習
滋
賀
県
▲家棟隧道西口。2006 年 9月 24 日撮影。その翌日から撤去工事が始まり同年中に完全

に姿を消した。撤去の様子や石材の保管場所は『喪われた道の物語 第 2回』参照。
 道
の
改
良
が
遅
れ
て
お
り
、
こ

越
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旧
態

を
乗
せ
た
御
輦
が
こ
の
場
所
を

↓
鏡
山
御
野
立
所
、
帰
路
同
）。

遽
建
設
さ
れ
た
節
が
あ
る―

―

月
竣
功
」
と
刻
ま
れ
て
い
た
。

で
あ
る―

―
―

。
し
か
し
そ
の

の
限
り
存
在
し
な
い
。
陸
軍
特

め
演
習
に
か
こ
つ
け
て
過
剰
な

が
予
め
出
さ
れ
る
も
の
だ
っ
た

な
っ
た
た
め
に
公
け
に
で
き
な

は
こ
の
演
習
に
係
る
事
業
の
報

記
録
』
を
作
成
し
て
い
る
が
全

１
０
０
０
ペ
ー
ジ
を
超

え
る
こ
の
大
著
の
中
に

も
家
棟
隧
道
建
設
の
記

述
は
な
く
、
た
だ
辻
町

小
堤
間
立
会
の
道
路
改

修
に
５
８
２
１
円
９
８

銭
の
大
費
が
投
じ
ら
れ

た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て

い
る
の
み
で
あ
る
。

　

陸
軍
特
別
大
演
習
に

明
け
暮
れ
た
大
正
６
年

が
過
ぎ
る
と
、
佳
境
を

迎
え
て
い
た
第
一
次
大

戦
の
影
響
で
あ
ら
ゆ
る

も
の
の
物
価
が
高
騰
し

https://dl.ndl.go.jp/pid/942244


（
同
年
８
月
米
騒
動
発
生
）。
大
正
５
年
度
県
会
で
可
決
し
た
費
用
で
は
工
事

が
完
遂
で
き
な
い
こ
と
が
自
明
と
な
り
着
工
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を
逃
し
続
け

た
。
そ
う
こ
う
し
て
い
る
う
ち
に
遠
山
技
手
は
大
津
工
区
の
土
木
出
張
所
に

異
動
と
な
り
、
代
わ
っ
て
来
滋
し
隧
道
工
営
所
の
主
任
と
な
っ
た
の
が 

村
田

鶴 

技
手
で
あ
っ
た
（
大
正
７
年
10
月
15
日
）。

　

こ
の
年
９
月
に
は
日
本
初
の
本
格
的
な
政
党
内
閣
と
さ
れ
る 

原
敬
内
閣 

が
成
立
。
政
友
会
が
党
是
と
し
て
い
た
積
極
政
策
を
国
の
政
策
と
し
て
推
進

し
て
い
く
こ
と
が
可
能
と
な
り
（
事
実
原
敬
内
閣
は 

道
路
法 

や
そ
の
付
帯

法
を
続
々
成
立
さ
せ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
）、
そ
ん
な
原
敬
内
閣
に
よ
っ
て

第
16
代
の
滋
賀
県
知
事
に
任
命
さ
れ
た
の
が
堀
田
義
次
郎
で
あ
っ
た
（
大
正

８
年
４
月
18
日
）。
堀
田
自
身
は
ど
の
政
党
に
も
与
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う

だ
が
政
友
会
内
閣
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
た
関
係
か
ら
滋
賀
県
で
も
親
政
友
会

的
な
積
極
政
策
を
展
開
し
て
ゆ
く―

―
―

そ
の
た
め
に
政
友
会
系
の
傀
儡
県

政
と
揶
揄
さ
れ
た―

―
―

※
２
。
停
滞
し
て
い
た
二
隧
道
の
工
事
計
画
も
堀

田
の
就
任
に
よ
っ
て
再
点
火
さ
れ
、
同
年
７
月
２
日
に
は
朝
鮮
人
街
道
・
黒

田
道
の
工
事
請
負
の
入
札
、
８
月
に
は
佐
和
山
隧
道
工
事
に
着
手
、
11
月
に

は
横
山
隧
道
に
も
着
工
と
一
気
呵
成
に
進
ん
で
い
る
。
こ
の
あ
か
ら
さ
ま
な

急
加
速
は
政
府
意
向
の
反
映
で
も
あ
っ
た
ろ
う
が
、
内
務
部
長
時
代
に
手
を

付
け
て
い
た
事
業
故
に
早
く
完
遂
さ
せ
た
い
と
い
う
思
い
も
あ
っ
た
ろ
う
。

　

そ
ん
な
着
工
後
に
も
隧
道
設
計
を
変
更
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
い

※
２　

堀
田
知
事
は
そ
の
就
任
中
に
多
く
の
道
路
改
修
計
画
を
成
立
さ
せ
て

い
る
。
道
路
法
成
立
に
伴
っ
て
政
府
が
策
定
し
た
第
一
次
道
路
改
良

計
画
に
対
応
す
る
汎
県
的
な
道
路
改
良
計
画
を
樹
立
し
た
し
（
政
府

の
方
針
転
換
に
伴
い
補
助
が
打
ち
切
ら
れ
中
途
半
端
に
終
わ
っ
た
の

は
他
県
と
同
様
で
あ
る
）、
湖
北
の
東
西
を
連
絡
す
る
県
道
木
之
本

海
津
線
、
通
称
「
琵
琶
湖
北
岸
周
遊
道
路
」
の
建
設
も
堀
田
知
事
時

代
に
可
決
し
た
も
の
で
あ
る
。
賤
ヶ
岳
隧
道
・
湖
北
隧
道
・
大
崎
隧

道
な
ど
を
含
む
大
工
事
で
10
数
年
の
歳
月
を
経
て
昭
和
11
年
に
完
成

し
た
。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8E%9F%E5%86%85%E9%96%A3
https://hourei.ndl.go.jp/simple/detail?lawId=0000015128&current=-1


る
。
大
正
８
年
４
月
に
成
立
し
た
道
路
法
に
関
連
し
同
12
月
６
日
に
公
布
さ

れ
た 

道
路
構
造
令 

に
伴
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
政
令
は
文
字
通
り
道
路
の
構

造
を
規
定
し
た
も
の
で
、
そ
の
中
で
府
県
道
幅
員
が
３
間
（
5.4
ｍ
）
以
上
と

定
め
ら
れ
た
。
但
し
書
き
で
「
山
地
其
他
特
殊
の
箇
所
に
限
り
３
尺
以
内
縮

小
す
る
こ
と
を
得
」
と
さ
れ
た
も
の
の
そ
れ
で
も
最
低
4.5
ｍ
の
幅
員
が
求
め

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
大
正
５
年
に
予
算
が
可
決
し
た
時
に

は
幅
10
尺
（
3.0
ｍ
）
で
計
画
し
て
い
た
た
め
道
路
構
造
令
に
従
っ
て
隧
道
設

計
を
大
き
く
変
更
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
、
そ
の
変
更
に
隧
道
工
営
所

の
二
代
目
主
任
と
な
っ
て
い
た
村
田
技
手
が
関
わ
る
こ
と
に
な
っ
て
、
そ
の

た
め
に
彼
が
設
計
者
と
し
て
名
を
残
す
こ
と
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
他
に
も
工
事
に
着
手
し
て
み
る
と
地
山
が
予
想
以
上
に
安
定
し
て
い
な

い
こ
と
が
わ
か
り
坑
道
全
部
を
煉
瓦
巻
き
に
す
る
と
い
う
変
更
も
な
さ
れ
て

い
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
紆
余
曲
折
の
末
、
横
山
隧
道
は
大
正
12
年
５
月
に
、
佐
和

山
隧
道
は
13
年
６
月
に
竣
工
し
た
。
横
山
隧
道
は
当
初
４
ヶ
年
継
続
事
業
と

予
定
さ
れ
て
い
た
の
で
工
事
自
体
は
ほ
ぼ
計
画
通
り
進
ん
だ
と
い
え
る
。
む

し
ろ
手
間
取
っ
た
の
は
佐
和
山
隧
道
で
３
ヶ
年
継
続
の
予
定
が
５
年
か
か
っ

て
漸
く
完
成
し
た
こ
と
に
な
る
。
な
お
黒
田
道
は
道
路
法
施
行
に
伴
う
県
道

指
定
で
府
県
道
長
浜
大
垣
線
に
昇
格
（
大
正
９
年
４
月
１
日
）。
こ
の
路
線

は
か
つ
て
観
音
坂
が
そ
の
役
割
を
担
っ
て
い
た
も
の
で
、
横
山
隧
道
に
か
け

ら
れ
て
い
た
期
待
の
程
が
わ
か
る
。
佐
和
山
隧
道
に
関
し
て
は
近
辺
路
線
が

錯
綜
し
て
い
て
判
然
と
し
な
い
も
の
の
大
正
13
年
６
月
18
日
に
府
県
道
仏
生

寺
彦
根
線
が
認
定
さ
れ
た
際
に
は
確
実
に
府
県
道
と
な
っ
て
い
る
筈
で
あ
る

（
そ
れ
以
前
か
ら
県
道
大
津
福
井
線
、
国
道
14
号
等
と
し
て
供
用
さ
れ
て
い

た
可
能
性
も
あ
る
）。

　

な
お
隧
道
誘
致
の
功
績
者
で
あ
っ
た
高
森
慶
太
郎
・
北
村
幾
多
郎
の
両
氏

は
大
正
９
年
に
流
行
性
感
冒
の
病
痾
に
斃
れ
竣
工
を
見
る
こ
と
な
く
他
界
し

た
。
北
村
氏
の
葬
儀
に
は
工
事
監
督
だ
っ
た
村
田
鶴
も
出
席
し
た
こ
と
が
同

https://dl.ndl.go.jp/pid/1207656


家
に
残
さ
れ
て
い
る
芳
名
帳
か
ら
判
明
し
て
い
る
。
今
な
ら
誤
解
を
招
き
か

ね
な
い
行
動
だ
が
明
治
生
ま
れ
の
人
情
家
で
あ
り
〝
ポ
リ
ス
メ
ン
〞
で
あ
っ

た
彼
に
は
当
然
為
す
べ
き
こ
と
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

●
対
称
的
な
〝
そ
の
後
〞　　

両
隧
道
と
も
滋
賀
県
道
と
し
て
長
く
機
能
し
た

が
末
期
は
対
称
的
で
あ
る
。
佐
和
山
隧
道
は
後
に
中
山
道
筋
の
機
能
を
奪
っ

て
国
道
14
号
に
昇
格
、
戦
後
の
国
道
指
定
で
は
８
号
と
な
っ
た
が
、
昭
和
30

年
に
新
隧
道
が
建
設
さ
れ
そ
の
際
に
東
口
が
埋
め
戻
さ
れ
た
た
め
完
膚
無
き

ま
で
の
廃
道
に
な
っ
て
い
る
。
西
口
は
か
ろ
う
じ
て
露
出
し
て
い
る
が
傷
み

が
進
行
し
て
お
り
扁
額
も
風
化
が
進
ん
で
い
る
。
横
山
隧
道
は
県
道
名
称
を

変
え
な
が
ら
平
成
15
年
（
２
０
０
３
）
ま
で
現
役
で
稼
働
し
、
そ
の
後
も
旧

道
と
し
て
長
く
利
用
可
能
な
状
態
に
あ
っ
た
が
、
近
年
改
修
の
た
め
に
柵
が

設
け
ら
れ
通
行
不
能
に
な
っ
て
い
る
（
滋
賀
県
に
よ
る
調
査
で
ヴ
ォ
ー
ル
ト

上
の
空
洞
が
見
つ
か
り
そ
の
埋
め
戻
し
工
事
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て

い
る
。
工
事
完
了
後
に
改
め
て
長
浜
市
道
と
な
る
予
定
）。
ま
た
横
山
隧
道

は
平
成
13
年
に
、
佐
和
山
隧
道
は
平
成
17
年
に 

近
代
土
木
遺
産 
と
認
め
ら

れ
、
横
山
は
さ
ら
に
令
和
３
年
（
２
０
２
１
）、
長
浜
市
上
草
野
の
谷
坂
隧

道
と
と
も
に 

選
奨
土
木
遺
産 

に
認
定
さ
れ
た
（
タ
イ
ト
ル 

『
村
田
鶴
が
湖

北
地
方
に
残
し
た
隧
道
群
』 

）。
ま
た
１
９
９
０
年
代
末
頃
に
地
元
有
志
を

中
心
と
し
て
横
山
隧
道
保
存
会
が
結
成
さ
れ
、
令
和
５
年
11
月
５
日
に
竣
工

１
０
０
周
年
の
節
目
を
祝
っ
て
記
念
事
業
を
開
催
す
る
な
ど
保
存
活
用
運
動

が
活
発
に
行
な
わ
て
い
る
。

【
特
徴
】
同
時
に
工
事
が
進
め
ら
れ
た
関
係
か
ら
両
隧
道
と
も
ほ
ぼ
同
一
構

造
の
ポ
ー
タ
ル
で
あ
る
。
即
ち
イ
ギ
リ
ス
積
み
煉
瓦
の
胸
壁
に
花
崗
岩
製
の

笠
石
帯
石
と
ピ
ラ
ス
タ
ー
４
本
を
備
え
、
ま
た
坑
門
意
匠
と
一
体
化
し
た

丁
寧
な
作
り
の
排
水
渠
を
有
し
て
い
る
。
た
だ
し
横
山
隧
道
の
ピ
ラ
ス
タ
ー

は
笠
石
を
貫
通
す
る
い
わ
ゆ
る
冠
木
門
式
の
構
造
で
佐
和
山
隧
道
は
笠
石
を

https://www.jsce.or.jp/committee/hsce/2800/index2(2800).htm
https://www.jsce.or.jp/contents/isan/
https://committees.jsce.or.jp/heritage/node/1186
https://committees.jsce.or.jp/heritage/node/1186


貫
通
し
な
い
鳥
居
式
で
あ
る
と
い
う
違
い
が
あ
る
。
均
整
の
取
れ
た
美
し
い

ポ
ー
タ
ル
は
煉
瓦
造
隧
道
の
一
つ
の
到
達
点
と
評
し
て
よ
い
（
全
国
的
に
見

て
も
最
晩
期
の
煉
瓦
隧
道
）。

　

坑
道
は
い
ず
れ
も
総
煉
瓦
巻
で
幅
員
も
確
か
に
4.5
ｍ
あ
る
。
横
山
隧
道
な

ど
は
坑
道
補
修
の
痕
跡
が
全
く
見
ら
れ
ず
、
ほ
ぼ
無
傷
の
ま
ま
１
０
０
年
を

経
過
し
て
い
る
の
は
貴
重
。
施
工
の
丁
寧
さ
や
設
計
の
正
し
さ
の
現
れ
と
見

て
よ
い
。
た
だ
し
組
積
造
隧
道
の
宿
命
で
あ
る
ポ
ー
タ
ル
裏
の
亀
裂
が
わ
ず

か
な
が
ら
見
ら
れ
、
ま
た
ヴ
ォ
ー
ル
ト
裏
に
空
隙
が
生
じ
て
い
る
こ
と
が
判

明
し
そ
の
埋
め
戻
し
工
事
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
佐
和
山
隧
道

の
方
は
半
水
没
状
態
で
長
く
放
置
さ
れ
て
き
た
た
め
か
坑
道
側
面
水
平
に
大

き
な
亀
裂
が
入
っ
て
い
る
（
湿
潤
の
た
め
基
礎
が
緩
ん
で
土
圧
の
影
響
が
顕

れ
て
い
る
も
の
と
み
ら
れ
る
）。
胸
壁
も
背
後
か
ら
か
な
り
強
い
力
が
掛
か
っ

て
い
る
よ
う
で
扁
額
中
央
に
縦
に
亀
裂
が
入
り
つ
つ
あ
る
。

　

両
隧
道
と
も
竣
工
当
時
の
知
事
で
あ
る
堀
田
義
次
郎
の
書
が
扁
額
に
掲
げ

ら
れ
て
い
る
。
横
山
隧
道
西
口
は
篆
書
の
「
開
衆
正
門
」（
人
々
に
開
か
れ

た
門
、
あ
る
い
は
人
々
が
開
い
た
門
）、
東
口
に
は
草
書
の
「
在
野
抂
路
」（
山

▲横山隧道菅生口の排水渠。ポータル意匠と一体化する形で煉瓦造の
溝が切られている。排水渠の下段はポータル面と垂直方向を向いてい
て、それ自体がポータル面を支持する控え壁の役割も果たしているの
が地味に秀逸である。佐和山隧道にも全く同じ作りの溝あり。



※
３　

隧
道
は
峠
下
に
立
地
し
て
い
る
が
東
口
を
下
る
と
す
ぐ
に
菅
江
の
集

落
と
そ
の
背
後
に
広
が
る
田
園
風
景
を
見
晴
ら
せ
る
。
西
口
も
竣
工

当
時
は
隧
道
口
か
ら
坂
田
の
平
野
を
遠
望
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い

う
（
西
黒
田
ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー
研
修
室
に
当
時
の
写
真
が
掲
げ

ら
れ
て
い
る
）。
山
に
在
る
と
い
う
よ
り
も
野
に
囲
ま
れ
て
い
る
印

象
の
ほ
う
が
強
く
す
る
隧
道
で
、
そ
れ
を
踏
ま
え
た
「
在
野
」
で
あ

る
の
だ
ろ
う
。

▲横山隧道扁額。上：上鳥羽方、下：菅生方。 ▲
に
竣
工
し
た
隧
道
で
は
珍
し
い
こ
と
と

言
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
な
お
横
山
隧

道
篆
書
額
の
関
防
印
は
「
啓
風
」、
佐

和
山
額
に
は
「
聚
気
」。
白
文
朱
文
は

す
べ
て
の
額
で
共
通
で
、
白
文
は
「
義

卿
」、
朱
文
は
「
从
黄
斎
主
」
用
い
て

い
る
。
朱
文
の
「
斎
主
」
は
滋
賀
県
知

事
た
る
身
を
表
し
て
い
る
も
の
と
想
像

さ
れ
る
が
「
黄
に
従
う
」
と
い
う
の
は

意
味
深
で
あ
る
。
あ
る
い
は
黄
＝
政
友

会
で
あ
っ
て
、
政
友
会
系
知
事
と
し
て

の
現
在
地
を
自
嘲
を
込
め
て
そ
う
名

佐和山隧道扁額。上：彦根方、下：鳥居本方。
野
の
捷
路
※
３
）。
佐
和
山
隧
道
も
西
口

は
篆
書
額
で
「
宮
容
妙
門
」（
宮
殿
の

よ
う
な
美
し
い
門
）、東
口
草
書
額
「
茂

進
遂
路
」（
困
難
を
乗
り
越
え
て
完
成

さ
せ
た
道
）
を
掲
げ
る
。
い
ず
れ
の
額

も
関
防
印
や
白
文
・
朱
文
印
ま
で
再
現

さ
れ
て
お
り
、
作
品
と
し
て
書
か
れ
た

書
が
そ
の
ま
ま
に
再
現
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
本
格
的
な
扁
額
は
明
治
時
代

に
は
珍
し
く
な
か
っ
た
が
、
大
正
末
期



乗
っ
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
（
三
顆
印
詳
細
は

タ
ー
に
寄
贈
し
た
篆
書
額
拓
本
を
参
照
さ
れ
た
い

　

横
山
隧
道
は
東
西
に
一
つ
ず
つ
開
通
記
念
碑
が

し
い
。
東
西
の
黒
田
村
が
そ
れ
ぞ
れ
で
完
成
を
祝

完
成
が
喜
ば
れ
た
隧
道
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

章
は
東
西
で
全
く
同
じ
だ
が
東
西
黒
田
村
の
有
志

と
い
う
下
り
の
村
名
の
表
記
が
そ
れ
ぞ
れ
の
側
の

違
い
が
あ
る
。
即
ち
西
側
は
「
西
黒
田
村
鳥
羽
上

は
「
東
黒
田
村
菅
江
西
黒
田
村
鳥
羽
上
」。
碑
の

喜
在
の
富
田
節
信
に
よ
る
も
の
で
（
大
正
期
『 

纂
者
）、
こ
の
筆
も
大
変
美
し
く
鑑
賞
の
し
甲
斐
が

　

両
隧
道
と
も
設
計
者
は
滋
賀
県
技
手
村
田
鶴

▲横山隧道碑。右：東黒田村側、左：西黒田村側。石材は近江長岡駅からコロを使って運
ばれ現場で刻字されたと伝えられる。赤点線の部分が相違。なお東碑は裏面に寄付者名を
刻むが西口は別に碑を立てて刻んでいる。
西
黒
田
ま
ち
づ
く
り
セ
ン

）。建
て
ら
れ
て
い
る
の
が
珍

っ
た
わ
け
で
、
そ
れ
だ
け

碑
に
刻
ま
れ
た
文
字
や
文

が
隧
道
建
設
を
首
唱
し
た

も
の
を
先
に
掲
げ
て
い
る

東
黒
田
村
菅
江
」、
東
側

篆
額
と
書
は
西
黒
田
村
常

近
江
国
坂
田
郡
志 

』
の
編

あ
る
。

と
さ
れ
て
い
る
が
、
沿
革

の
項
で
述
べ
た
よ
う

な
時
系
列
が
あ
る
た

め
彼
が
ゼ
ロ
か
ら
設

計
し
た
も
の
で
は
な

か
っ
た
可
能
性
が
高

い
。
特
に
家
棟
隧
道

の
意
匠
と
の
共
通
点

を
考
え
て
み
る
必
要

が
あ
る
だ
ろ
う
。
家

棟
隧
道
は
総
石
造
の

隧
道
だ
っ
た
が
幅
広

く
取
ら
れ
た
胸
壁
を

笠
石
帯
石
と
４
本
の

ピ
ラ
ス
タ
ー
で
支
え

る
構
造
は
横
山
佐
和

山
と
共
通
し
て
い
た
。

https://dl.ndl.go.jp/search/searchResult?pageNum=0&pageSize=20&sortKey=SCORE&fullText=true&includeVolumeNum=true&keyword=%E8%BF%91%E6%B1%9F%E5%9B%BD%E5%9D%82%E7%94%B0%E9%83%A1%E5%BF%97&displayMode=list&accessRestrictions=ooc&accessRestrictions=internet


こ
の
隧
道
が
陸
軍
大
演
習
の
開
催
決
定
を
受
け
て
急
造
さ
れ
た
こ
と
を
考

る
と
既
存
の
隧
道
の
設
計
を
流
用
し
た
可
能
性
が
高
く
、
そ
う
で
な
く
て

そ
の
時
点
で
在
籍
し
て
い
た
誰
か
の
設
計
で
あ
っ
た
わ
け
だ
か
ら
横
山
・

和
山
の
初
期
設
計
も
こ
れ
に
近
か
っ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
得
る
。
た
だ
し

棟
隧
道
の
坑
道
は
垂
直
側
壁
＋
半
円
ア
ー
チ
の
構
造
で
馬
蹄
形
坑
道
で
建

さ
れ
た
二
隧
道
と
は
異
な
っ
て
い
た
。
ま
た
家
棟
隧
道
は
天
井
川
隧
道

あ
っ
た
た
め
か
ポ
ー
タ
ル
高
が
制
約
を
受
け
笠
石
帯
石
間
が
窮
屈
に
作
ら

て
い
た
。
こ
こ
を
広
く
取
っ
て
坑
道
高
さ
と
ポ
ー
タ
ル
高
さ
の
比
を
黄
金

に
近
く
し
て
い
る
２
隧
道
の
ほ
う
が
明
ら
か
に
美
し
く
、
そ
う
し
た
設
計

更
に
村
田
氏
が
関
わ
っ
た
の
だ
と
す
れ
ば
そ
の
功
績
は
無
論
彼
に
帰
せ
ら

る
べ
き
だ
ろ
う
。

【
ア
ク
セ
ス
】
２
０
２
３
年
11
月
現
在
、
隧
道
近
辺
に
至
る
公
共
交
通
機

は
な
い
た
め
、
乗
用
車
で
向
か
う
か
田
村
駅
か
ら
歩
く
か
タ
ク
シ
ー
を
利

す
る
し
か
な
い
（
駅
か
ら
約
７
㎞
）。
隧
道
取
付
き
道
路
は
施
門
さ
れ
て

る
が
自
由
に
開
閉
し
て
入
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
東
口
は
隧
道
前
に
旋

可
能
な
ス
ペ
ー
ス
が
な
い
た
め
門
前
に
停
め
て
い
く
こ
と
を
お
勧
め
す
る
。

▲横山隧道坑道（2008 年撮影）。煉瓦表面の剥離はあるもののコ
ンクリート吹付けの補修やクリティカルな傷みは見られない。こ
の頃はまだ坑道内の街灯も機能していたが 2010 年 4 月頃には通
電が止められていた。
えも佐家設でれ比変れ関用い回



●
横
山
隧
道
・
佐
和
山
隧
道
関
連
年
表
（
竣
工
ま
で
）

 
年
月

出
来
事

出
典

明
治
20
年
４
月
15
日

県
、
県
道
表
告
示

　
　

⬇　

朝
鮮
人
街
道 

が 

県
道 

に 

１

明
治
28
年

県
、
地
方
税
土
木
工
費
支
弁
規
則
を
制
定

　
　

⬇　

黒
田
道 

が 

地
方
税
支
弁
里
道 

に

２

明
治
31
年
～

高
森
慶
多
郎
、
北
村
幾
太
郎 

ら
、
横
山
隧
道
建
設
を
提
唱

７

大
正
２
年
２
月
20
日

第
１
次
山
本
権
兵
衛
内
閣　

成
立

（
立
憲
政
友
会
と
の
連
携
内
閣
）

　

同       

６
月
１
日　

滋
賀
県
内
務
部
長 

添
田
敬
一
郎 

離
滋

　
　

⬇　

第
15
代
埼
玉
県
知
事

３

大
正
４
年
３
月
11
日

埼
玉
県
内
務
部
土
木
課
長 

山
田
博ひ

ろ
よ

し愛 

来
滋

　
　

⬇ 

滋
賀
県
内
務
部
土
木
課
長

　
　

（以
降
、
埼
玉
県
か
ら
の
技
手
移
動
が
相
次
ぐ
）

４

　

同       

４
月
16
日

第
２
次
大
隈
重
信
内
閣 
成
立

（
立
憲
同
志
会
連
携
内
閣
）

　

同       

４
月
28
日

千
葉
県
知
事 

池
松
時
和 
来
滋　

　
　

⬇ 

第
14
代
滋
賀
県
知
事

（
政
友
会
系
）

５

　

同　
　
　

 

７
月
１
日

三
重
県
事
務
官 

堀
田
義
次
郎 

来
滋　

　
　

⬇ 

滋
賀
県
内
務
部
長

６

大
正
５
年
11
月

県
会
で
朝
鮮
人
街
道

（
佐
和
山
隧
道
）、
黒
田
道

（
横
山
隧
道
）
改
修
予
算
が
可
決

　
　

朝
鮮
人
街
道
：大
正
６
～
８
年　

３
ヶ
年
継
続
事
業

　
　

黒
田
道　
　
　

：大
正
６
～
９
年　

４
ヶ
年
継
続
事
業

７

大
正
６
年
１
月
29
日

滋
賀
県
内
務
部
長 

堀
田
義
次
郎 

離
滋　

　
　

⬇ 

愛
知
県
内
務
部
長

８

　

同       

２
月

陸
軍
特
別
大
演
習 

開
催
内
定

（於 

彦
根
）

９

　

同       

７
月
24
日

埼
玉
県
北
足
立
郡
技
手 

遠
山
貞
吉 

来
滋

　
　

⬇ 

隧
道
工
営
所 

主
任 

10

　

同       

10
月

中
山
道 

家
棟
隧
道 

竣
工

　

同       

11
月
13
～
16
日

陸
軍
特
別
大
演
習 

実
施

９

　

同   　
　

12
月
17
日

森
正
隆  

来
滋

　
　

⬇ 

第
15
代
滋
賀
県
知
事

（
政
友
会
系
）

11
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この記事の感想をお聞かせください。のの ささせせをのののここ

公式サイトアンケート 公公式式式 のほか、下記フォームからお送りいただく
こともできます。みなさまのご意見、お待ちしています！ともできます。みなさまのご意見、お待ちしています！ともできます。みなさまの 意見、お待ちして ます見、お待ちして まこことと

1. この記事はいかがでしたか？この記事はいかがでしたか？この記事はいかがでしたか？111. ここ

←つまらない・役に立たない　　ふつう　　おもしろい・役に立つ→つまらない 役に立たない ふつう おもしろい 役に立つ←つまらない・役に立たない ふつう おもしろい・役に立つ→
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隧　道
レッド
データブック

58 横山隧道・
　佐和山隧道（滋賀県）

http://www.the-orj.org/enquete/2312/enquete.php?kiji=2

	隧道レッドデータブック（58）　横山隧道・佐和山隧道（滋賀県）
	横山隧道D A T A
	佐和山隧道D A T A
	【沿革】
	●路線創始の頃　
	●隧道計画の進展と政党政治
	●実現を阻んだ紆余曲折　
	●対称的な〝その後〞

	【特徴】
	【アクセス】



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /UseDeviceIndependentColor
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Japan Web/Internet)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K 0
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /PDFX1a:2003
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF005b514330683059308b30bb30c330c8003a00200049006c006c007500730074007200610074006f00720020521d671f8a2d5b9a005d00200049006c006c007500730074007200610074006f0072002030d530a130a430eb3092002000410064006f006200650020005000440046002030c930ad30e530e130f330c83068305730664fdd5b583059308b58345408306e521d671f8a2d5b9a3067305930024fdd5b585f8c306b00200049006c006c007500730074007200610074006f0072002030677de896c63059308b5834540830010049006e00440065007300690067006e0020306a3069306e30ec30a430a230a630c830a230d730ea30b130fc30b730e730f330674f7f75283059308b583454083001307e305f306f30d530a130a430eb306e75289014304c4e0d660e306a58345408306b306f30013053306e8a2d5b9a30929078629e30573066304f3060305530443002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


	Q2: Off
	send: 
	tomokuji: 
	Q2_CM: 
	kiji: 2
	closed: Off
	closed2: Off


