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龍
穏
寺
は
越
生
か
ら
黒
山
へ
行
く
県
道
の

上
大
満
バ
ス
停
か
ら
竜
谷
入
を
２
㌔
入
っ
た

所
に
あ
る
。
山
奥
に
ひ
っ
そ
り
と
建
つ
山
寺

を
思
う
が
、
広
い
境
内
は
諸
堂
が
建
ち
並
ぶ

曹
洞
宗
の
大
寺
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
付
近
の
山
歩
き
を
し
て
い
て
、
帰
路

龍
穏
寺
に
参
詣
し
た
い
と
思
っ
て
い
て
も
、

い
つ
も
時
間
が
な
く
て
そ
の
機
会
が
な
か
っ

た
。
そ
れ
な
ら
ば
と
龍
穏
寺
参
詣
を
目
標
に

お
い
て
歩
い
た
コ
ー
ス
で
あ
る
。

　
越
生
駅
前
通
り
を
県
道
に
出
て
信
号
を
渡

り
左
へ
少
し
行
き
、
斜
め
に
入
る
道
が
あ
る
。

こ
れ
を
進
む
と
再
び
広
い
三
差
路
に
出
る
か

ら
右
へ
行
く
。
こ
の
季
節
な
ら
渋
い
風
景
の

中
に
梅
も
咲
い
て
い
る
。

　
越
生
駅
を
出
て
　
分
程
で
虚
空
蔵
尊
に
着

３０

く
。
丑
年
と
寅
年
の
守
り
本
尊
で
、
限
り
な

い
広
大
な
智
恵
を
有
し
て
い
る
と
さ
れ
る
仏

で
あ
る
。

　
コ
ー
ス
は
こ
の
先
登
山
道
と
な
り
、
し
っ

と
り
と
し
た
植
林
の
中
を
登
る
と
　
分
で
車

４０

道
に
出
る
。
桂
木
峠
は
す
ぐ
上
で
、
山
上
の

桂
木
集
落
に
は
い
ろ
い
ろ
な
花
が
咲
い
て
い

る
。
越
生
を
早
く
出
発
す
る
と
大
高
取
山
に

登
っ
て
越
生
梅
林
に
下
り
ら
れ
る
が
、
こ
こ

で
は
ま
っ
す
ぐ
上
大
満
に
下
る
こ
と
に
す
る
。

ゆ
る
く
下
っ
て
行
く
道
の
両
側
に
は
梅
も
ち

ら
ほ
ら
咲
い
て
い
る
。

　
上
大
満
の
県
道
の
手
前
に
小
平
地
が
あ
り

こ
こ
で
一
息
入
れ
る
。
県
道
か
ら
分
か
れ
て

竜
谷
入
の
車
道
を
進
む
と
　
分
で
右
手
に
龍

４０

穏
寺
の
山
門
を
見
る
。
そ
の
古
色
蒼
然
と
し

た
姿
は
、
曹
洞
宗
の
禅
寺
を
如
実
に
物
語
っ

て
い
る
。
境
内
に
は
本
堂
を
初
め
経
蔵
、
庫

裏
、
鐘
楼
な
ど
が
建
つ
。
こ
の
寺
は
い
く
た

び
も
の
戦
乱
で
焼
失
し
、
室
町
時
代
後
期
に

太
田
道
真
・
道
灌
父
子
に
よ
り
再
興
さ
れ
た

と
言
う
。
太
田
道
灌
と
言
え
ば
、
江
戸
城
築

城
で
知
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
地
方
も
治
め  龍穏寺山門
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て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
か
の
有
名
な
古
歌

「
七
重
八
重
　
花
は
咲
け
ど
も
　
山
吹
の
　

み
の
ひ
と
つ
だ
に
　
な
き
ぞ
悲
し
き
」
は
越

生
の
山
吹
の
里
で
の
出
来
事
で
あ
る
か
ら
、

こ
こ
か
ら
は
近
い
。
江
戸
時
代
に
な
る
と
、

幕
府
か
ら
曹
洞
宗
関
東
三
カ
寺
の
地
位
を
与

え
ら
れ
て
隆
盛
し
た
。
墓
地
の
一
角
に
立
つ

モ
ミ
の
木
は
、
樹
高
　
㍍
の
巨
木
で
あ
る
。

３７

　
さ
て
境
内
を
出
て
往
路
を
少
し
戻
る
と
右

に
分
か
れ
る
林
道
が
あ
る
。
こ
れ
に
入
り
ゆ

っ
た
り
と
登
っ
て
行
く
と
、　
分
程
で
横
吹

２５

峠
を
越
え
る
。
作
業
用
の
車
も
通
ら
な
い
静

か
な
道
で
あ
る
。
下
り
は
少
し
傾
斜
が
急
に

な
っ
た
が
　
分
で
県
道
に
出
る
。

２５

　
黒
山
バ
ス
停
は
す
ぐ
先
で
、
こ
こ
か
ら
黒

山
三
滝
を
往
復
し
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
日

の
差
し
込
ま
な
い
沢
沿
い
の
道
は
、
ひ
ん
や

り
し
て
い
る
。

　
時
間
の
余
裕
を
見
て
、
バ
ス
を
途
中
下
車

し
て
越
生
梅
林
を
訪
れ
る
の
も
良
い
が
、
こ

の
時
期
は
有
料
だ
し
、
混
雑
す
る
の
で
、
あ

ま
り
す
す
め
ら
れ
な
い
。

 

（
　
年
３
月
７
日
土
歩
く
）

０９

●
コ
ー
ス
タ
イ
ム

越
生
駅
―
　
分
―
虚
空
蔵
尊
―
　
分
―
桂
木
峠
―

３０

４０

　
分
―
上
大
満
―
　
分
―
龍
穂
寺
―
　
分
―
横
吹

３０

４０

２５

峠
―
　
分
―
黒
山
バ
ス
停（
黒
山
三
滝
往
復
　
分
）

２５

３０

●
費
　
用

池
袋
＝
越
生
　
　
　
東
武
 

７
０
０
円

黒
山
＝
越
生
　
　
　
バ
ス
 

３
４
０
円

越
生
＝
池
袋
　
　
　
東
武
 

７
０
０
円

 

（
執
筆
／
山
崎
　
毅
）横吹峠から南方を望む


