
今
年
の
五
月
に
残
雪
の
黒
姫
山
の
地
蔵
峠
を

越
え
故
郷
石
黒
に
向
か
っ
た
。 

こ
の
道
は
か
つ
て
は
、
通
称
「
松
之
山
脇
街

道
」
と
呼
ば
れ
、
柏
崎
か
ら
折
居
、
上
石
黒
、

落
合
、
居
谷
、
小
貫
、
寺
尾
を
経
て
本
街
道
（
松

之
山
街
道
）
に
接
合
す
る
重
要
な
道
路
で
あ
っ

た
。 折

居
の
拝
庭
で
車
を
降
り
て
上
向
集
落
内
の

道
を
上
っ
て
行
く
と
、
に
わ
か
に
、
視
界
が
開

け
真
正
面
に
黒
姫
山
の
雄
大
な
姿
が
迫
る
。 

こ
の
近
く
に
は
ミ
ツ
ガ
シ
ワ
の
自
生
地
が
あ

る
。
水
位
の
変
化
を
嫌
う
こ
の
植
物
を
は
ぐ
く

む
も
の
は
池
底
か
ら
湧
く
黒
姫
山
の
豊
か
な
水

源
で
あ
る
。 

 
 

 

そ
こ
か
ら
、
小
川
に
沿
っ
た
農
道
を
百
メ
ー

ト
ル
ほ
ど
進
み
、
黒
姫
登
山
道
入
り
口
を
左
に

見
て
右
に
折
れ
て
山
道
に
入
る
。
雪
解
け
水
が

音
を
立
て
て
流
れ
下
る
沢
沿
い
に
は
、
ホ
ク
リ

ク
ネ
コ
ノ
メ
ソ
ウ
や
ア
ズ
マ
シ
ロ
ガ
ネ
ソ
ウ
が

目
を
引
く
。 

し
ば
ら
く
歩
き
沢
の
水
音
が
遠
ざ
か
る
頃
か

ら
山
道
は
や
や
斜
度
を
上
げ
な
が
ら
尾
根
筋
へ

と
蛇
行
し
て
上
っ
て
い
く
。
尾
根
筋
に
達
す
る

眼
下
に
女
谷
・
折
居
集
落
が
一
望
で
き
る
。 

兼
帯
庄
屋
か
ら
の
独
立 

か
つ
て
、
石
黒
は
こ
こ
女
谷
村
の
庄
屋
の
支

配
下
に
あ
っ
た
。 

一
六
八
三
年
（
天
和
三
）
の
検
地
帳
の
表
紙

に
は
「
別
俣
郷 

女
谷
村
の
内
石
黒
村
」
と
記

さ
れ
て
い
る
。 

こ
の
時
代
の
石
黒
村
の
戸
数
は
名
寄
帳
に
よ

れ
ば
二
十
八
戸
ほ
ど
で
あ
っ
た
。 

し
か
し
、
一
七
０
二
年
（
元
禄
十
四
）
に
は

六
十
戸
に
倍
増
し
て
い
る
。
更
に
五
十
年
後
の

宝
暦
四
年
に
は
百
二
十
六
戸
と
倍
増
を
重
ね
て

い
る
。
こ
れ
だ
け
戸
数
と
な
る
と
共
同
体
と
し

て
の
力
も
付
き
自
治
意
識
が
高
ま
る
こ
と
は
い

う
ま
で
も
な
い
。 

左
の
古
文
書
は
、
石
黒
村
が
脇
野
町
代
官
所
に

提
出
し
た
庄
屋
分
離
の
願
い
書
の
写
し
で
あ
る
。

 

分
離
願
い
の
理
由
と
し
て
、
庄
屋
の
年
貢
の
不

等
な
る
割
当
の
他
に
、
こ
の
地
蔵
峠
を
越
え
る
両

村
を
結
ぶ
道
の
り
は
十
二
㎞
余
あ
り
、
特
に
冬
季

は
危
険
が
伴
う
こ
と
を
上
げ
て
い
る
。 

降
雪
期
に
は
お
そ
ら
く
尾
根
筋
づ
た
い
に
上
り

下
り
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
実
際
に
明
治
以
降
の

悲
し
い
遭
難
事
故
も
何
件
か
今
も
語
り
継
が
れ
て

い
る
。 

 

黒
姫
山
と
石
黒
の
昔
の
暮
ら
し 



し
か
し
、
石
黒
村
の
悲
願
で
あ
っ
た
兼
帯
庄
屋

か
ら
の
独
立
が
実
現
し
、
石
黒
村
に
庄
屋
が
誕
生

し
た
の
は
、
実
に
上
記
の
願
い
書
が
出
さ
れ
て
か

ら
数
十
年
後
の
（
明
和
五
）
の
こ
と
で
あ
っ
た
。 

身
代
わ
り
地
蔵 

さ
て
、
折
居
集
落
を
一
望
で
き
る
場
所
か
ら
は

少
し
上
る
と
尾
根
づ
た
い
の
細
い
道
に
出
る
。
道

の
左
右
は
険
し
い
絶
壁
で
あ
る
。
近
く
に
は
馬
頭

観
音
ら
し
い
小
さ
な
石
仏
が
見
ら
れ
る
。
荷
鞍
に

米
や
塩
を
つ
け
た
馬
が
バ
ラ
ン
ス
を
崩
し
て
転
落

死
す
る
こ
と
も
時
た
ま
あ
り
、
牛
馬
の
道
中
の
安

全
を
祈
願
し
た
石
仏
で
あ
ろ
う
。 

尾
根
道
を
通
り
過
ぎ
る
と
平
ら
な
少
し
広
い
場

所
に
出
る
。
日
当
た
り
を
好
む
ス
ス
キ
や
ワ
ラ
ビ

が
目
に
付
く
。
頂
上
ま
で
の
中
間
地
点
で
あ
る
こ

の
場
所
で
、
昔
か
ら
人
も
馬
も
一
息
入
れ
た
も
の

で
あ
ろ
う
。 

そ
の
先
は
、
灌
木
の
斜
面
を
横
切
っ
て
道
は
山

ひ
だ
の
奧
に
入
り
込
み
、
沢
に
沿
っ
た
坂
道
と
な

る
。
こ
の
沢
は
「
マ
キ
ノ
サ
ワ
」
と
呼
ば
れ
夏
で

も
水
量
が
ほ
と
ん
ど
減
ら
な
い
。
こ
こ
に
も
、
昔

か
ら
、
水
山
（
み
ず
や
ま
）
と
も
呼
ば
れ
た
黒
姫

山
の
豊
富
な
水
源
が
あ
る
。 

沢
沿
い
に
生
え
た
巨
大
な
サ
ワ
ア
ザ
ミ
が
目
を

引
く
。
こ
の
あ
た
り
に
は
そ
の
他
、
サ
ン
カ
ヨ
ウ

な
ど
珍
し
い
野
草
も
多
く
見
ら
れ
る
。 

ま
た
、
マ
キ
ノ
サ
ワ
の
水
源
の
す
ぐ
そ
ば
の
道

上
に
一
体
の
地
蔵
が
祀
ら
れ
て
い
る
。
昔
は
、
こ

の
よ
う
な
石
仏
が
地
蔵
峠
の
道
に
は
五
、
六
体
も

あ
っ
た
。

 

特
に
頂
上
の
お
堂
の
中
に
祀
ら
れ
て
い
る
地
蔵

は
「
身
代
わ
り
地
蔵
」
と
呼
ば
れ
、
次
の
よ
う
な

伝
説
に
よ
っ
て
今
に
語
り
伝
え
ら
れ
て
い
る
。 

昔
、
峠
越
え
の
女
の
人
が
、
地
蔵
峠
の
頂
上
か

ら
折
居
に
向
か
っ
て
少
し
下
っ
た
と
こ
ろ
で
一
人

の
浪
人
に
乱
暴
さ
れ
そ
う
に
な
っ
た
。
浪
人
は
、

逃
げ
る
女
を
追
い
か
け
て
刀
を
抜
い
て
袈
裟
懸
け

に
斬
り
つ
け
た
。
切
ら
れ
た
女
の
人
は
気
を
失
っ

て
倒
れ
た
。 

女
の
人
が
我
に
返
る
と
、
切
ら
れ
た
は
ず
の
肩

か
ら
背
中
に
か
け
て
傷
ひ
と
つ
な
か
っ
た
。
不
思

議
に
思
っ
て
周
り
を
見
渡
す
と
近
く
の
草
む
ら
に
、

一
体
の
石
地
蔵
が
倒
れ
て
い
た
。
そ
の
石
地
蔵
の
、

肩
か
ら
脇
下
に
斜
が
け
に
真
新
し
い
割
れ
目
が
入

っ
て
い
た
。 

女
の
人
は
、
こ
の
地
蔵
様
が
身
代
わ
り
に
な
っ

て
自
分
を
救
っ
て
く
れ
た
と
信
じ
て
、
峠
の
頂
上

に
安
置
し
て
毎
日
拝
み
続
け
た
。
す
る
と
、
不
思

議
な
こ
と
に
長
年
病
ん
で
い
た
持
病
も
治
っ
た
。 

以
来
、
近
在
の
村
人
か
ら
「
身
代
わ
り
地
蔵
」

と
呼
ば
れ
、
特
に
腰
か
ら
下
の
病
い
に
霊
験
あ
り

と
さ
れ
信
仰
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。 

戦
後
、
熱
心
な
信
者
た
ち
が
御
堂
を
建
て
、
そ

こ
に
石
地
蔵
（
石
祠
に
は
宝
永
元
年
の
刻
字
が
見

ら
れ
る
と
い
う
）
を
安
置
し
現
在
に
至
っ
て
い
る
。 

 

村
人
か
ら
「
峠
の
地
蔵
さ
ん
」
と
呼
ば
れ
て
親
し

ま
れ
崇
拝
さ
れ
て
き
た
。 

昔
は
毎
月
四
日
、
十
四
日
、
二
十
四
日
に
地
蔵

尊
に
お
参
り
に
上
っ
た
も
の
だ
と
い
う
。 

そ
の
後
、
春
祭
り
は
七
月
四
日
、
秋
祭
り
は
九



月
四
日
と
決
め
て
行
っ
て
き
た
が
、
昭
和
の
終
わ

り
頃
か
ら
秋
祭
り
の
み
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

現
在
に
至
っ
て
い
る
。 

祭
礼
の
参
拝
者
は
主
に
柏
崎
市
の
石
黒
や
折
居

の
人
々
で
あ
る
が
遠
く
十
日
町
市
松
代
な
ど
か
ら

も
訪
れ
る
信
者
も
あ
る
。
ま
た
、
当
日
は
神
主
を

招
い
て
お
祓
い
を
し
て
も
ら
う
慣
例
で
あ
る
。 

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
に
地
蔵
峠
に
は
頂
上
の

地
蔵
尊
堂
を
初
め
多
く
の
石
仏
が
道
沿
い
に
多
く

見
ら
れ
る
こ
と
は
、
何
を
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う

か
。 そ

れ
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
四
百
年
以
上
に

わ
た
り
こ
の
峠
道
が
石
黒
村
の
み
な
ら
ず
当
時
の

松
代
や
松
之
山
、
嶺
村
な
ど
の
生
活
を
支
え
る
道

路
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
今
日
、
こ

の
道
が
「
塩
の
道
」
と
呼
ば
れ
る
由
縁
で
あ
る
。 

同
時
に
、
そ
の
道
中
に
は
多
く
の
困
難
が
伴
っ

た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
も
あ
る
。 

昼
夜
に
関
わ
ら
ず
、
時
に
は
暴
風
雨
や
吹
雪
の

中
で
も
こ
の
峠
を
越
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。 

と
く
に
、
冬
季
は
雪
崩
を
避
け
る
た
め
に
尾
根

づ
た
い
に
上
り
下
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
、

峠
越
え
は
困
難
を
極
め
る
。 

出
稼
ぎ
先
か
ら
正
月
に
帰
省
し
た
村
人
三
人
が

集
落
の
灯
り
の
見
え
る
と
こ
ろ
ま
で
来
て
吹
雪
き

の
た
め
遭
難
し
た
の
は
、
そ
れ
ほ
ど
昔
の
こ
と
で

は
な
い
。
今
で
も
、
遭
難
場
所
に
は
供
養
碑
が
立

っ
て
い
る
が
、
こ
こ
ま
で
来
て
何
故
と
不
思
議
に

思
う
ほ
ど
の
場
所
で
あ
る
。
し
か
し
、
い
か
に
大

声
を
上
げ
て
助
け
を
求
め
て
も
黒
姫
山
を
吹
き
下

ろ
す
猛
り
狂
う
吹
雪
の
音
に
か
き
消
さ
れ
て
し
ま

っ
た
に
ち
が
い
な
い
。 

峠
越
え
を
す
る
人
達
は
、
道
々
に
祀
ら
れ
た
石

仏
に
手
を
合
わ
せ
て
心
か
ら
道
中
の
安
全
を
祈
っ

た
も
の
で
あ
ろ
う
。 

花
坂
新
田     

お
堂
の
あ
る
頂
上
か
ら
石
黒
へ
の
峠
道
を
二
十

ｍ
ほ
ど
下
る
と
、
に
わ
か
に
広
大
な
景
色
が
眼
前

に
広
が
る
。 

何
層
も
の
山
脈
の
奧
に
、
長
野
黒
姫
、
戸
隠
山
、

妙
高
、
火
打
山
、
焼
山
な
ど
が
望
ま
れ
る
。
特
に

早
春
や
晩
秋
の
雪
山
は
美
し
い
。
海
抜
六
百
五
十

ｍ
と
は
い
え
真
に
壮
大
な
眺
め
で
あ
る
。 

数
百
年
に
渡
っ
て
、
こ
の
峠
道
を
通
っ
た
人
々

の
多
く
は
、
こ
こ
で
し
ば
し
歩
み
を
止
め
て
こ
の

広
大
な
る
景
観
に
見
入
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。 

ま
た
、
眼
下
に
目
を
移
す
と
未
だ
残
雪
が
所
々

に
見
ら
れ
る
棚
田
が
広
が
っ
て
い
る
。
一
九
九
九

年
に
日
本
棚
田
百
選
に
選
ば
れ
た
花
坂
新
田
で
あ

る
。 

花
坂
新
田
は
一
八
０
三
年
（
享
和
三
）
に
柏
崎

町
の
山
田
為
四
郎
の
資
金
に
よ
り
十
年
の
歳
月
を

か
け
て
完
成
し
た
。

 

江
戸
時
代
前
期
に
は
全
国
各
地
で
新
田
開
発
が

急
速
に
進
め
ら
れ
、
現
在
の
高
柳
町
の
殆
ど
の

村
々
で
も
新
田
開
発
が
行
わ
れ
た
。
特
に
辺
鄙
な

場
所
に
あ
る
石
黒
で
も
開
発
が
進
み
、
一
七
七
六

年
（
安
永
５
）
に
は
、
石
黒
村
は
両
隣
の
折
居
村
、

嶺
村
と
連
名
で
出
雲
崎
代
官
所
に
宛
て
、
当
地
に

は
も
は
や
開
発
の
余
地
は
無
い
と
い
う
趣
意
の
文



書
を
提
出
し
て
い
る
。 

 

 
と
こ
ろ
が
そ
の
一
八
年
後
の
寛
政
六
年
に
柏

崎
町
の
山
田
為
四
郎
と
文
書
を
取
り
交
わ
し
て
新

田
開
発
を
計
画
し
た
の
で
あ
る
。

 

そ
れ
は
、
地
蔵
峠
か
ら
や
や
西
寄
り
の
、
地
名

「
水
穴
口
」
に
「
一
升
口
」（
一
升
マ
ス
ほ
ど
の
太

さ
の
水
量
の
湧
き
水
）
と
呼
ば
れ
る
豊
富
な
湧
き

水
が
あ
り
、
長
い
用
水
路
さ
え
作
れ
ば
未
だ
黒
姫

山
沿
い
に
新
田
開
発
の
余
地
は
あ
っ
た
か
ら
で
あ

る
。 

 

高
柳
町
史
に
よ
れ
ば
花
坂
用
水
の
水
上
、
水
下

合
わ
せ
て
灌
水
面
積
は
十
六
町
歩
に
及
び
そ
の
江

丸
（
用
水
路
）
の
規
模
は
お
よ
そ
二
ｍ
の
幅
で
三

㎞
に
も
達
し
た
と
い
う
。 

 

こ
う
し
て
開
か
れ
た
新
田
は
、
そ
の
後
、
除
々

に
村
人
に
売
り
渡
さ
れ
、「
相
譲
申
田
地
証
文
之
事
」

の
表
題
の
山
田
為
四
郎
名
義
の
古
文
書
が
今
も
多

く
の
家
で
保
存
さ
れ
て
い
る
。 

ま
た
、
古
老
の
話
に
よ
る
と
、
昔
は
花
坂
新
田

を
「
山
田
新
田
」
と
呼
び
、
収
穫
後
に
、
こ
こ
で

納
め
る
米
の
値
段
が
そ
の
年
の
石
黒
で
の
米
相
場

の
基
と
な
っ
た
も
の
だ
と
い
う
。 

花
坂
新
田
は
、
現
在
（
二
０
一
一
年
）
で
は
、

ほ
ぼ
全
部
が
耕
作
さ
れ
、
眺
望
に
も
恵
ま
れ
た
棚

田
で
あ
る
こ
と
か
ら
早
春
か
ら
晩
秋
ま
で
写
真
家

が
訪
れ
て
い
る
。 

だ
が
、
今
後
、
過
疎
化
に
と
も
な
う
高
齢
化
が

こ
の
ま
ま
進
む
と
こ
の
景
観
を
維
持
で
き
る
か
ど

う
か
が
危
ぶ
ま
れ
る
。 

石
黒
の
現
在
の
耕
作
者
の
平
均
年
齢
は
七
十
才

を
越
え
て
い
る
。
若
い
後
継
者
が
得
ら
れ
な
い
現

状
で
は
、
十
年
後
、
二
十
年
後
の
見
通
し
も
立
た

な
い
。 

今
、
眼
前
の
美
し
く
整
備
さ
れ
た
花
坂
新
田
が

茫
々
た
る
原
野
に
還
っ
た
光
景
を
想
像
す
る
だ
け

で
背
筋
が
寒
く
な
る
。 

そ
の
時
に
は
、
こ
の
地
蔵
峠
の
古
道
も
鬱
蒼
た

る
灌
木
に
お
お
わ
れ
て
そ
の
跡
を
と
ど
め
る
こ
と

も
な
い
で
あ
ろ
う
。 

し
か
し
、
一
昨
年
に
発
足
し
た
農
事
組
合
法

人
・
石
黒
は
「
せ
め
て
現
在
の
耕
作
田
を
こ
の
先

十
年
、
そ
し
て
二
十
年
に
わ
た
り
残
し
た
い
」
と

活
動
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
ま
た
、
広
く
県
外
の

か
ら
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
人
々
に
よ
っ
て
花
坂
新
田

の
一
部
が
数
年
ま
え
か
ら
耕
作
さ
れ
て
い
る
。 

こ
う
し
た
取
り
組
み
が
今
後
、
多
く
の
人
々
の

共
感
を
え
て
力
を
結
集
し
て
行
く
こ
と
を
願
わ
ず

に
は
い
ら
れ
な
い
。 

 

峠
を
下
っ
て
花
坂
新
田
の
水
路
に
下
り
立
つ
と
、

写
真
家
ら
し
い
身
な
り
の
人
が
三
脚
を
据
え
て
残

雪
の
棚
田
に
カ
メ
ラ
を
向
け
て
い
る
。 

声
を
か
け
る
と
、
新
潟
市
か
ら
や
っ
て
来
た
と

い
う
。「
こ
こ
の
棚
田
風
景
は
最
高
で
す
ね
。
年
三

回
は
撮
影
に
来
ま
す
よ
」
そ
う
言
い
な
が
ら
も
彼

の
視
線
は
眼
前
に
広
が
る
棚
田
か
ら
離
れ
る
こ
と

は
な
か
っ
た
。 

 

〔
編
集
会
〕 

※
市
民
文
化
誌
「
風
の
色
」
五
号
よ
り
転
載 


