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五月の塩の道祭り　　千国街道を歩く人々(大町市社(こて)

花
の
咲
く
頃

編
集
部
か
ら
右
の
表
題
で
小
文
を
ま
と
め
ろ
と
の

お
達
し
が
あ
り
戸
惑
っ
た
が
､
多
分
お
花
見
時
期
に

見
ら
れ
る
大
町
近
辺
の
蝶
に
つ
い
て
散
文
調
に
書
け

と
の
こ
と
た
ろ
う
と
独
断
し
'
思
い
つ
く
ま
,
綴
っ

て
み
た
｡
早
春
の
末
だ
残
雪
が
点
在
す
る
頃
'
陽
た

ま
り
で
麹
を
休
め
て
は
い
る
が
近
寄
る
と
素
速
-
逃

げ
て
し
ま
う
濃
艶
を
色
彩
の
ク
ジ
ャ
ク
チ
ョ
ウ
や
空

色
の
ベ
ル
ト
も
鮮
や
か
な
ル
リ
タ
テ
ハ
等
タ
テ
ハ
チ

ョ
ウ
の
仲
間
は
昨
秋
か
ら
あ
の
厳
し
か
っ
た
冬
を
成

虫
の
姿
で
越
し
て
来
た
強
者
共
で
､
そ
の
生
命
力
に

は
只
々
敬
服
さ
せ
ら
れ
る
｡
一
方
郊
外
の
雑
木
林
周

辺
を
散
策
す
れ
ば
足
元
か
ら
小
さ
な
褐
色
の
超
を
も

っ
た
蛾
に
似
た
セ
セ
リ
チ
ョ
ウ
が
気
忙
し
く
飛
び
立

つ
だ
ろ
う
'
こ
れ
は
ミ
ヤ
マ
セ
セ
リ
で
や
は
り
早
春

い
ち
早
く
姿
を
現
わ
す
蝶
で
あ
る
｡
又
同
じ
小
型
で

も
麹
表
が
吉
藍
色
に
輝
や
き
裏
面
は
黒
褐
色
の
コ
ツ

バ
メ
と
呼
ば
れ
る
シ
ジ
ミ
チ
ョ
ウ
が
潅
木
の
小
枝
の

周
り
に
見
ら
れ
る
が
､
こ
れ
も
春
を
告
げ
る
仲
間
で

あ
る
｡
最
も
我
々
に
馴
染
み
深
い
モ
ン
シ
ロ
チ
ョ
ウ

も
四
月
中
旬
に
は
出
現
す
る
が
､
昨
年
は
大
町
市
債

町
で
初
め
て
見
か
け
た
の
が
四
月
十
六
日
だ
っ
た
｡

近
頃
で
は
サ
ク
ラ
前
線
に
倣
っ
て
モ
ン
シ
ロ
前
線
と

い
う
用
語
が
新
聞
紙
上
で
も
見
か
け
る
が
今
年
は
大

雪
で
サ
ク
ラ
前
線
も
大
幅
に
遅
れ
て
い
る
と
か
､
大

町
地
方
へ
モ
ン
シ
ロ
前
線
が
北
上
し
て
来
る
の
は
果

し
て
何
時
頃
か
興
味
深
い
｡
春
の
蝶
の
真
打
は
何
と

言
っ
て
も
ギ
フ
チ
ョ
ウ
属
だ
ろ
う
､
そ
の
美
し
き
は

比
類
を
い
も
の
で
ち
ょ
う
ど
桜
の
開
花
頃
に
現
れ
'

落
葉
松
林
の
中
一
面
に
咲
き
乱
れ
る
カ
タ
ク
リ
の
花

を
訪
れ
て
い
る
姿
は
確
か
に
春
の
女
神
に
相
応
し
い
〔

し
か
し
美
し
き
が
禍
し
て
か
､
は
た
ま
た
生
息
地
を

ス
キ
ー
場
に
奮
わ
れ
て
か
､
い
や
そ
の
双
方
の
原
因
､

即
ち
乱
獲
と
環
境
破
壊
の
挟
み
討
ち
に
遭
い
大
町
地

方
の
ギ
フ
キ
ョ
ウ
は
絶
滅
/
ヒ
メ
ギ
フ
キ
ョ
ウ
が
僅

か
に
命
脈
を
保
っ
て
い
る
の
み
で
あ
る
｡
一
方
白
馬

山
麓
や
小
谷
方
面
の
ギ
フ
キ
ョ
ウ
属
も
激
減
し
て
お

り
､
こ
の
ま
,
で
は
大
町
の
二
の
舞
を
辿
る
の
で
は

と
憂
慮
さ
れ
て
い
る
｡
テ
ー
マ
に
逆
ら
っ
た
〝
お
ち
〟

に
な
っ
て
恐
縮
だ
が
現
実
は
直
視
し
て
早
急
に
対
策

を
構
し
た
い
も
の
で
あ
る
｡

(
山
岳
博
物
館
協
譲
合
委
員
･
福
島
融
)
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高田屋根職の法被(はっぴ)

辰徳岩

松蔵七

舵物悼ど山

信
越
文
化
の
交
流

-
千
国
街
道
を
仲
立
ち
と
し
て
-

田

　

中

　

欣

一

生
き
て
い
た
｢
四
ケ
庄
｣

昭
和
5
6
年
の
夏
､
屋
根
職
の
こ
と
を
調
べ
る
た
め

に
､
越
後
の
高
田
在
に
出
か
け
た
こ
と
が
あ
っ
た
｡

そ
こ
　
(
上
越
市
稲
荷
)
　
は
飯
森
(
白
馬
村
)
屋
根
職

の
集
団
居
住
地
で
何
代
か
に
わ
た
っ
て
､
越
後
と
信

州
を
住
来
し
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
｡

γ
･
]
-
い

探
訪
の
主
た
る
目
的
は
､
茅
葺
き
が
民
素
の
主
流

を
占
め
て
い
た
昭
和
3
0
年
頃
ま
で
の
､
屋
根
職
人
と

そ
の
棟
梁
で
あ
っ
た
草
間
素
を
訪
ね
て
､
当
時
の
話

を
聞
く
こ
と
に
あ
っ
た
｡
稲
荷
部
落
は
広
い
田
園
に

因
れ
た
木
立
ち
の
多
い
静
か
を
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
｡

目
指
す
草
間
素
は
直
ぐ
わ
か
っ
た
が
､
着
い
た
時
刻

が
夕
方
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
､
私
は
ま
だ
あ
ち
こ

ち
に
残
っ
て
い
る
茅
屋
根
の
民
素
を
急
い
で
捕
っ
て

拭
い
た
｡
白
馬
村
や
小
谷
村
の
そ
れ
と
比
較
し
て
み

た
い
と
い
う
こ
と
か
ら
で
あ
っ
た
｡

や
が
て
停
め
て
お
い
た
車
が
｢
松
本
｣
で
あ
る
こ

と
を
知
っ
た
通
り
が
か
り
の
老
人
か
ら
､

｢
信
州
か
ら
お
出
か
ね
｡
｣

｢
は
い
､
大
町
の
近
-
か
ら
｡
｣

｢
そ
れ
じ
ゃ
四
ケ
庄
か
な
｡
｣

｢
そ
う
で
す
｡
よ
-
ご
存
知
で
｡
｣

｢
や
あ
'
若
い
頃
は
毎
年
行
っ
た
も
の
だ
｡
｣

今
は
日
馬
村
に
お
い
て
さ
え
､
死
語
に
在
り
か
か

っ
て
い
る
｢
四
ケ
畦
｣
を
､
高
田
の
地
で
聞
-
と
は

思
い
も
よ
ら
ぬ
こ
と
で
あ
っ
た
｡
じ
い
さ
ん
の
こ
と

も
な
げ
に
言
っ
た
｢
四
ケ
庄
｣
　
と
い
う
こ
と
ば
の
響

き
の
中
に
は
､
長
年
使
い
馴
れ
た
語
感
と
な
つ
か
し

さ
が
こ
め
ら
れ
て
い
た
｡
香
れ
な
ず
む
路
地
に
涼
み

な
が
ら
や
っ
て
き
た
老
人
た
ち
も
'

｢
ほ
う
､
四
ケ
庄
か
ら
の
う
｡
｣
　
と
口
々
に
､
若
き

日
々
に
想
い
を
馳
せ
て
語
り
合
う
の
だ
っ
た
｡
こ
の

人
た
ち
に
と
っ
て
､
雪
が
消
え
て
春
が
や
っ
て
-
る

と
､
｢
さ
て
'
ま
た
四
ケ
圧
だ
の
う
｡
｣
は
合
言
葉
で
あ

っ
た
と
い
う
の
だ
っ
た
｡

以
下
信
越
交
流
の
あ
と
を
'
三
､
四
の
例
を
あ
げ

て
た
ず
ね
て
み
た
い
｡

茅
屋
根
職

目
指
す
草
間
素
は
す
ぐ
わ
か
っ
た
｡
思
わ
ぬ
珍
客

と
い
う
よ
り
旧
知
の
人
を
迎
え
る
よ
う
に
へ
　
私
は
奥

の
間
へ
招
じ
入
れ
ら
れ
て
早
速
お
茶
を
い
た
だ
い
た
｡

部
屋
に
は
額
に
入
れ
た
昔
風
の
大
き
な
写
真
が
'
い

く
つ
も
飾
ら
れ
て
あ
っ
た
｡
私
は
ど
こ
か
見
覚
え
の

あ
る
よ
う
な
気
が
し
て
'
見
て
ま
わ
っ
て
驚
い
た
｡

そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
四
ケ
畦
平
　
(
現
白
馬
村
)
を
主

と
し
た
茅
屋
根
の
竣
工
記
念
の
写
真
で
あ
っ
た
｡
飯

森
長
谷
寺
山
門
･
嶺
方
諏
訪
社
本
殿
と
い
う
よ
う
に
′

写
真
は
'
単
に
建
物
を
写
し
た
と
い
う
だ
け
で
な
-
'

当
時
の
風
俗
を
活
写
し
て
余
り
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
｡

現
当
主
と
そ
の
母
は
'
先
代
ま
で
が
幾
世
代
か
に

わ
た
っ
て
世
話
に
な
っ
た
四
ケ
圧
へ
'
是
非
一
度
は

訪
ね
て
見
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
っ
　
そ
し
て
'

の
お
+
享
丁
一
･
t

棟
梁
草
聞
久
五
郎
が
使
っ
た
法
枝
や
大
鋏
･
中
鋏
･

ノ

I

′

▲

.

子

‖

つ

つ

′

｢

つ
ま
み
鋏
･
金
鉱
･
竹
針
･
槌
な
ど
､
屋
根
職
と
し

て
の
詣
道
具
を
見
せ
て
く
れ
た
｡
摩
滅
や
ま
だ
尖
を

わ
れ
て
い
な
い
光
沢
の
中
に
'
職
人
の
息
遣
い
が
あ

っ
た
｡

草
間
京
の
近
く
に
住
む
､
か
つ
て
の
屋
根
職
で
あ

っ
た
老
人
た
ち
を
交
え
て
､
話
は
は
ず
ん
だ
｡
そ
れ

に
よ
る
と
､
同
じ
高
田
在
の
棟
梁
様
的
氏
の
仲
間
は
､｣

春
夏
の
時
季
に
け
松
本
の
島
立
地
区
を
､
秋
に
は
小

･

一

-

曽
部
(
元
東
筑
摩
郡
洗
馬
村
)
地
区
を
､
い
れ
ば
縄

張
り
と
し
て
い
た
こ
と
へ
草
間
氏
死
後
の
飯
森
屋
根

屋
は
江
平
氏
が
継
承
し
た
こ
と
､
な
ど
の
よ
う
に
安

曇
･
塩
筑
は
無
論
､
北
信
一
帯
は
ほ
と
ん
ど
越
後
職

人
を
棟
梁
と
し
て
､
地
元
の
屋
根
職
た
ち
が
つ
在
が

り
を
持
っ
て
､
そ
れ
ぞ
れ
の
地
区
に
入
り
こ
ん
で
い

た
こ
と
が
分
っ
た
｡

棟
梁
は
春
の
屋
根
仕
事
に
先
立
っ
て
'
正
月
に
は

得
意
先
め
ぐ
り
を
し
た
の
だ
と
い
う
し
､
そ
の
時
の

土
産
は
高
田
の
翁
餅
を
常
と
し
た
と
い
う
｡
ま
た
へ

安
曇
へ
の
出
嫁
ぎ
は
四
月
か
ら
八
月
ま
で
で
､
秋
か

ら
幕
に
か
け
て
は
松
本
東
筑
方
面
が
主
で
あ
っ
た
と

い
う
｡
篠
の
井
線
が
で
き
て
か
ら
は
､
麻
績
駅
で
下

車
し
て
大
町
･
小
谷
田
ケ
庄
方
面
へ
往
復
し
た
の
だ

と
い
う
し
､
四
ケ
庄
か
ら
の
帰
り
の
土
産
は
麻
と
真

綿
だ
っ
た
と
い
う
話
も
､
な
る
ほ
ど
と
思
わ
せ
ら
れ

た
の
だ
っ
た
｡
上
越
市
黒
田
の
石
野
氏
は
草
間
久
五

郎
の
弟
子
で
あ
っ
た
が
､
そ
の
言
に
よ
る
と
､
草
間

氏
の
グ
ル
上
フ
は
十
人
で
､
春
は
四
ケ
畦
､
夏
は
更

埴
雨
宮
､
秋
は
山
形
村
竹
田
を
得
意
先
と
し
､
葺
き

草
は
四
ケ
圧
は
茅
'
雨
宮
は
麦
､
竹
田
は
妻
と
茅
で

あ
っ
た
と
い
い
'
こ
の
こ
と
も
土
地
の
事
情
を
よ
く

示
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
｡

総
称
｢
高
田
屋
根
屋
｣
は
今
日
な
お
､
老
人
た
ち

か
ら
聞
く
こ
と
が
で
き
る
し
､
小
谷
四
ケ
圧
か
ら
安

患
地
区
に
わ
ず
か
に
残
る
茅
屋
根
蹄
人
の
大
部
分
は
'

若
い
時
代
に
越
後
搬
入
に
つ
い
て
そ
の
業
を
享
ん
だ

人
々
で
あ
る
(

大

　

工

白
嶋
村
飯
森
の
長
谷
寺
は
曹
洞
宗
の
大
事
で
あ
る

が
へ
　
そ
の
重
厚
を
中
門
は
禅
宗
の
建
築
様
式
を
よ
-

伝
え
､
道
立
同
乗
百
六
十
余
年
を
経
た
今
日
な
お
微

動
た
に
し
な
い
へ
､
そ
の
標
札
を
見
よ
う
=

｢
上
方
碑
那
蔦
善
雄
　
文
政
二
庚
辰
年
　
九
月
十

回
日
　
大
丁
棟
梁
　
越
後
田
浦
原
耶
三
条
住
人

読
巻

越
後
園
住
人

信
州
女
装
那
大
町
住
人

向
大
町
粗
野
平
住
人

同
大
町
組
飯
森
住
人

越
後
団
住
人

大
町
組
細
野
住
人

越
後
国
住
人

同
住
人

大
町
組
佳
人

和

　

吉

葉

　

七

八
五
･
艮

米

　

蔵

鍛
治
良

徳

　

七

政
右
衛
門

柵
棟
梁
　
信
州
安
亜
郡
大
町
組
飯
森
村
住
人

清
五
良

同
組
入
野
林
住
人
　
佐
五
右
衛
門

同
　
清
兵
衛
｣
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松本深志神社に寄進された玉垣(拓本)
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松本の魚問屋から糸魚川天津神社に寄進された常夜燈

館物情ど山

が
そ
れ
で
'
宝
暦
七
年
は
今
を
去
る
二
百
二
十
七
年

前
の
こ
と
で
あ
る
｡
高
遠
か
ら
千
国
街
道
を
経
て
､

越
後
へ
脚
を
運
ん
だ
石
工
た
ち
の
歴
史
は
､
い
つ
ご

ろ
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡
糸
魚

川
市
及
び
そ
の
周
辺
に
は
`
調
査
が
進
め
ば
さ
ら
に

高
遠
石
工
の
系
譜
と
足
跡
を
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
｡

墓
石
に
至
っ
て
は
相
当
を
数
に
の
ぼ
る
も
の
と
推
定

さ
れ
る
｡

こ
れ
ら
石
仏
や
碑
の
ほ
か
に
'
信
越
両
国
の
交
流

を
物
語
る
も
の
と
し
て
､
千
国
街
道
の
そ
れ
ぞ
れ
の

起
点
と
終
点
で
あ
る
松
本
と
糸
魚
川
に
記
念
す
べ
き
､

石
造
物
が
あ
る
｡
松
本
の
そ
れ
は
深
志
神
社
の
社
殿

卯
年
｣
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
｡

ら

)

-

こ
の
よ
う
に
信
越
交
流
の
糸
を
手
繰
れ
ば
､
さ
ま

ざ
ま
台
形
で
現
存
す
る
も
の
だ
け
で
も
､
他
方
面
に

わ
た
っ
て
実
に
興
味
深
い
｡
旧
素
に
所
蔵
さ
れ
て
い

る
古
文
書
に
い
た
っ
て
は
､
数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
の

点
数
で
あ
ろ
う
し
'
伝
承
や
形
築
き
も
の
に
も
大
い

に
注
目
し
な
く
で
は
な
ら
な
い
｡

一

｣

ぜ

弊
女
を
王
と
す
る
旅
芸
人
や
毒
消
し
売
り
や
富
山

の
薬
売
り
､
小
谷
温
泉
へ
の
湯
治
､
善
光
寺
∴
手
｡
隠

神
社
･
雲
台
寺
へ
の
参
詣
､
越
中
早
乙
女
た
ち
の
善

光
寺
平
へ
の
間
植
え
な
ど
な
ど
､
い
ず
れ
も
こ
の
街

道
を
歩
く
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
､
果
た
さ
れ
た
こ
と

(
以
下
略
)
　
こ
の
標
札
に
よ
っ
て
､
名
建
築
の
誉
請

い
長
谷
寺
山
門
の
造
営
に
越
後
の
大
工
が
大
き
-
関

わ
っ
た
こ
と
が
'
歴
無
と
し
て
い
る
へ
し
未
調
査
の
た

め
に
確
か
を
こ
と
は
言
え
な
い
が
､
安
愚
地
区
の
寺

院
で
そ
の
建
築
が
､
越
後
職
人
の
手
に
よ
っ
た
も
の

で
あ
る
と
い
う
伝
承
の
あ
る
こ
と
を
､
私
は
い
-
つ

か
聞
い
て
い
る
｡

石

　

工

高
遠
石
工
の
名
で
知
ら
れ
る
現
伊
那
高
遠
町
と
そ

の
周
辺
の
石
工
た
ち
の
活
躍
舞
台
が
'
信
州
一
帯
を

遥
か
に
越
え
て
'
遠
-
関
東
･
中
京
･
関
西
の
地
に

ま
で
及
ん
で
い
る
こ
と
は
､
す
で
に
い
-
つ
か
の
著

作
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
｡

大
町
以
北
の
も
の
を
少
し
給
っ
て
み
よ
う
｡

○
大
町
市
大
黒
町
追
分
　
大
黒
條

嘉
永
五
壬
子
年
三
月
廿
一
日

石
工
　
営
団
高
遠
非
持
住
　
伊
熊
徳
十

同
　
留
十

〇
大
町
市
青
木
湖
畔
　
佐
野
坂
西
国
三
十
三
番
観

音

文
政
十
二
丑
年

高
遠
　
片
倉
村
石
工
　
伊
藤
堅
吉

○
白
馬
村
佐
野
　
二
伸
壌
由
来
稗

貫
政
八
年
丙
辰
夏
五
月

石
工
　
伊
奈
郡
高
遠
河
下
青
嶋
村
　
北
原

喜
代
八

〇
白
馬
村
白
馬
町
平
川
八
幡
社
　
日
清
戦
争
凱
旋

記
念
碑

明
治
二
十
九
年
二
月

上
伊
那
郡
実
篤
村
　
石
工
　
伊
藤
逸
平

○
小
谷
村
親
ノ
原
　
前
山
観
音
弘
法
大
師
保

安
政
五
戒
午
年
七
月
供
費
目

高
遠
　
伊
藤
条
左
工
門
　
原
方
蔵

な
ど
で
あ
る
が
､
高
遠
石
工
の
足
跡
は
さ
ら
に
北
上

し
て
信
越
国
境
の
大
網
峠
を
越
え
て
､
糸
魚
川
市
に

及
ん
で
い
る
｡

○
糸
魚
川
市
一
の
宮
天
津
神
社
　
石
舞
台

安
永
乙
末
四
年
九
月
出
来

信
州
伊
奈
郡
福
島
在
住
　
山
岸
伴
左
工
門

○
糸
魚
川
市
早
川
日
光
寺
　
宝
暖
印
塔

宝
暦
七
丁
丑
天
七
皇
-

信
み
高
遠
四
日
市
揚
　
石
工
　
五
右
衛
門

を
と
り
ま
く
石
の
玉
垣
に
､
｢
越
後
国

糸
魚
川
町
　
四
十
物
南
中
｣
　
の
名
を
三

塞
見
出
す
こ
と
で
あ
り
､
糸
魚
川
の
そ

れ
は
一
の
宮
の
天
津
神
社
域
内
に
あ
る

立
派
を
常
夜
燈
二
基
に
刻
ま
れ
た
､
｢
信

濃
松
本
魚
問
屋
　
滝
沢
仙
作
　
梅
山
長

吉
　
滝
沢
憲
治
　
吉
沢
薯
七
　
吉
沢
保

一
郎
　
鷲
沢
勝
吉
　
樺
山
政
太
郎
　
明

治
三
十
三
年
康
子
四
月
　
世
話
人
四
十

物
年
行
司
｣
　
で
あ
る
｡

共
に
両
国
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
神
社
に

寄
進
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
小
谷
村
池

原
の
諏
訪
神
社
に
あ
る
､
｢
糸
魚
川
横

町
住
北
邑
惣
治
郎
｣
が
｢
文
政
十
一
年

八
月
吉
日
｣
　
に
奉
納
さ
れ
た
､
帆
船
永

順
丸
を
描
-
絵
馬
二
面
も
､
そ
の
好
例

で
あ
ろ
う
し
'
千
国
街
道
筋
の
各
地
に

残
る
道
標
も
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
｡

例
え
ば
信
越
国
境
の
山
上
池
で
あ
る
角

問
地
下
に
あ
る
道
標
｢
右
　
松
本
街
道

大
網
　
左
　
中
谷
道
横
川
　
奉
納
為
往

還
安
全
　
文
久
元
㌔
人
里
口
祥
昌
禅

寺
羅
漢
法
光
大
和
尚
禅
師
　
世
話
人

武
田
俊
徳
嵩
　
松
山
良
輔
｣
 
'
白
馬

村
飯
森
に
あ
る
｢
右
　
ゑ
ち
ご
　
左
や

ま
道
｣
､
小
谷
村
深
原
鎧
袖
平
の
｢
右

ハ
越
後
道
　
左
ハ
深
原
道
　
天
明
三
美
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松本市養老坂を往く糸魚川市｢塩の適歩こう会｣の人たち

露野葛賀
ヽ

l

白馬村飯森にある道標'右ゑちご左やま道｣

984　4.25

こ
う
し
て
'
信
越
交
流
の
歴
史
は
探

れ
げ
探
る
ほ
ど
､
深
さ
と
広
が
り
を
も

っ
て
古
代
史
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き

る
｡
小
谷
村
深
原
か
ら
地
蔵
峠
を
経
て
､

三
振
峠
(
大
晦
)
　
に
立
つ
と
日
本
海
の

ホ
平
線
が
､
せ
り
上
っ
て
見
え
る
｡
糸

魚
川
の
衛
は
指
呼
の
間
に
あ
っ
て
沖
を

宿
-
船
が
数
え
ら
れ
､
岸
打
つ
潮
騒
の

音
を
聴
-
思
い
で
あ
る
｡
振
り
か
え
る

と
信
州
路
の
山
並
み
は
､
幾
重
に
も
な

っ
て
次
第
に
影
を
淡
く
し
て
､
美
々
た

る
歴
史
空
間
の
中
に
消
え
て
い
く
｡

峠
の
右
に
腰
を
お
ろ
し
て
頻
り
に
胸

に
去
来
す
る
の
は
､
国
を
異
に
し
'
ま

ま
な
ら
ぬ
交
通
条
件
下
に
あ
っ
た
昔
は

人
馬
物
質
の
往
来
が
繁
く
､
今
日
斯
様

を
目
的
を
持
ち
､
牛
き
る
こ
と
の
蜜
を

得
る
た
め
に
'
こ
の
道
を
歩
-
こ
と
ば

を
-
な
っ
た
と
い
う
こ
と
へ
の
思
い
で

あ
る
｡
今
日
､
自
動
車
を
駆
っ
て
魚
を

食
べ
に
行
っ
た
り
'
夏
､
海
水
浴
に
向

か
う
車
の
列
は
､
国
道
百
四
十
八
号
線

を
埋
め
つ
-
し
て
時
在
ら
ぬ
騒
動
を
お

こ
す
こ
と
が
あ
る
が
､
そ
れ
で
も
を
お

越
後
は
遠
い
｡
明
治
初
期
に
お
け
る
越

後
の
人
目
は
､
江
戸
を
越
え
て
日
本
最

さ

し

,

-

1

大
で
あ
っ
た
｡
雪
の
中
か
ら
牛
れ
た
強

し
･
ん靭

を
バ
-
タ
リ
テ
ィ
は
､
確
固
た
る
標

が
叫
ば
れ
､
そ
う
し
た
立
場
で
塩
の
道
が
脚
光
を
浴

び
つ
つ
あ
る
が
､
街
道
や
峠
の
時
代
が
終
焉
し
た
今

日
'
道
は
ま
た
新
し
い
装
い
で
よ
み
が
え
り
つ
つ
あ

る
の
た
｡
人
は
自
ら
へ
の
問
い
と
し
て
旅
を
求
め
､

峠
に
立
っ
て
来
し
方
行
末
に
小
手
を
か
ざ
し
､
や
お

ら
腰
を
下
ろ
し
て
､
し
ば
し
の
時
を
黙
っ
て
送
り
た

い
の
で
あ
る
｡

(
五
十
九
･
四
･
十
｢
白
馬
小
谷
研
究
｣
主
宰
)

博
物
館
だ
よ
り

資
料
寄
贈
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

で
あ
っ
た
｡
千
国
街
道
が
越
後
か
ら
の
塩
や
海
産
物
､

信
州
か
ら
の
麻
や
綿
を
主
と
し
た
数
百
種
類
に
も
の

ぼ
る
､
生
活
物
資
運
搬
の
典
型
的
な
経
済
路
線
で
あ

i
l
l
_
I

っ
た
こ
と
は
'
勿
論
否
め
な
い
こ
と
で
あ
る
が
'
駄

は
っ
か

賃
稼
ぎ
の
牛
馬
や
歩
荷
だ
け
が
往
来
し
た
道
で
は
'

決
し
て
を
か
っ
た
の
で
あ
る
｡
当
然
の
こ
と
な
が
ら
､

言
葉
も
技
術
も
信
仰
も
､
そ
し
て
､
民
俗
行
事
も
荷

物
と
共
に
あ
の
重
畳
た
る
山
な
み
を
越
え
て
往
来
し

た
の
で
あ
っ
た
(
)
　
そ
の
一
例
と
し
て
､
道
祖
神
の

信
仰
道
立
は
信
州
か
ら
越
後
へ
､
念
仏
信
仰
は
越
後

か
ら
信
州
へ
の
流
れ
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
る
の
で
あ

る
｡

式
と
力
を
持
ち
､
個
性
あ
る
文
化
を
育
て
て
伝
播
し

た
｡
人
の
世
の
底
辺
に
住
ん
で
喘
ぎ
苦
し
ん
だ
盲
目

の
女
ま
で
が
､
芸
を
身
に
つ
け
て
激
流
に
架
か
る
一

本
橋
を
も
渡
り
な
が
ら
'
庶
民
の
世
界
に
人
生
の
無

常
を
唄
っ
た
の
で
あ
っ
た
｡

信
越
交
流
の
歩
み
は
､
諏
訪
信
仰
や
ヒ
ス
イ
や
黒

曜
石
の
時
代
に
ま
で
､
想
い
を
巡
ら
せ
る
も
の
で
あ

る
｡
そ
し
て
､
総
じ
て
二
つ
の
国
の
関
係
は
､
互
い

に
昔
に
遡
る
ほ
ど
遠
-
て
近
い
存
在
で
あ
り
､
明
治

中
期
か
ら
現
代
へ
下
る
ほ
ど
近
く
て
遠
い
存
在
で
あ

っ
た
と
言
え
る
｡

近
時
､
歩
-
と
い
う
人
間
本
来
の
営
み
へ
の
回
帰

キ

ノ

コ

　

-

忠

黒
曜
石
　
-
忠

岩
石
　
1
3
点

6
点

3
点

2
点

-
占
…

灯
篭
　
3
点

タ
ナ
バ
タ
　
2
点

虫
除
　
2
点

大
町
市
大
黒
町
　
太
田
勇

諏
訪
市
下
諏
訪

フ
ヨ
-
ラ
-
ト
株
式
会
社

南
安
曇
郡
三
郷
村
　
木
船
清

大
町
市
三
日
町
　
飯
島
佳
子

大
町
市
大
黒
町
　
平
林
照
雄

大
町
市
三
日
町
　
田
中
俊
宏

大
町
市
債
町
　
長
派
修
介

南
安
曇
郡
穂
高
町
　
浅
川
と
み
子

東
京
都
世
田
谷
区
砧
　
吉
澤
健

大
町
市
宮
田
町
　
西
田
均

伊
藤
静
男

大
町
市
平
中
細
　
西
沢
吉
高

大
町
市
高
根
町
　
栗
林
千
春

大
町
市
社
宮
本
　
仁
科
神
明
宮

春

歌

　

6

点

　

　

　

大

町

市

社

宮

本

ウ
ス
他
3
点
　
　
　
　
大
町
市
下
仲
町

稲
刈
鎌
他
3
点
　
前
安
曇
郡
穂
高
町
有
明

正
条
ワ
ク
他
8
点
　
　
大
町
市
大
黒
町

ス
ル
ス
他
3
点
　
　
　
大
町
市
神
栄
町

馬
の
ク
ツ
ゴ
　
3
点
　
大
町
市
高
見
町

ヨ
ノ
コ
ギ
　
2
点
　
　
大
町
市
大
黒
町

松
井
勘
泊

武
田
幸
坪

青
木
冶

宮
沢
久
子

松
沢
久
紀

松
田
禎
三

干
葉
傑
人

フ
イ
ゴ
　
ー
点
　
大
町
市
　
昭
和
電
工
長
畑
発
電
所

薪
瓦
斯
発
生
炉
装
置
　
-
忠

大
町
市
六
日
町
　
平
林
茂
雄

絵
は
が
き
　
6
点
　
大
町
市
神
栄
町
　
山
本
拐
挙

山

と

博

物

館

　

第

　

2

9

　

巻

　

第

　

1

号

一
九
八
四
年
四
月
二
十
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日
発
行

発
行
所
　
長
野
県
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T
E
L
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〇
二
二

大

　

町

　

山

　

岳

　

博

　

物

　

館
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刷
所
　
長
野
県
大
町
市
俵
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大

糸

タ

　

イ

　

ム

　

ス

　

印

　

刷
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定
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一
'
二
〇
〇
円
(
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)
(
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