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黒
山
三
滝
と
は
、 入
  間
 川
の
支
流
 越
  辺
  川
 

い
る
 
ま
 

お
っ
 
ぺ
 
が
わ

の
上
流
三
滝
川
に
か
か
る
 男
  滝
 （
落
差
約
　

お
 
だ
き

１０

㍍
）、 女
  滝
 （
同
約
５
㍍
）
の
二
段
の
滝
と
、

め
 
だ
き

 傘
  杉
 峠
に
発
す
る
枝
沢
に
か
か
り
、
少
し
 下
 

か
さ
 す
ぎ
 

し
も

 手
 で
合
流
す
る
天
狗
滝
（
同
約
　
㍍
）
の
三

て

１５

つ
の
滝
の
総
称
で
、
都
会
か
ら
近
い
身
近
な

観
光
地
と
し
て
、
四
季
を
通
じ
て
多
く
の
観

光
客
に
親
し
ま
れ
て
い
る
。

　
例
年
７
月
第
１
日
曜
日
に
催
さ
れ
る
滝
開

き
は
、
昭
和
　
（
１
９
５
０
）
年
に
黒
山
三

２５

滝
が
日
本
観
光
百
選
・
瀑
布
の
部
に
入
選
、

翌
　
（
１
９
５
１
）
年
に
県
立
黒
山
自
然
公

２６
園
に
指
定
さ
れ
た
の
を
契
機
に
始
め
ら
れ
た

修
験
道
の
名
残
を
留
め
る
古
式
豊
か
な
行
事

で
あ
る
。

　
 越
生
 地
方
の
修
験
道
は
、
室
町
前
期
の
応

お
ご
せ

永
２
（
１
３
９
５
）
年
、 相
  馬
  掃
部
  介
  山
  本
 

そ
う
 
ま
 
か
も
ん
の
 す
け
 や
ま
 も
と

 坊
  栄
  円
 が
箱
根
山
か
ら
黒
山
に
移
り
、
同
５

ぼ
う
 え
い
 え
ん

（
１
３
９
８
）年
に
熊
野
神
社
を
祭
っ
て
紀
州

熊
野
本
宮
に
見
た
て
、
背
後
の
 大
  平
  山
 を
大

お
お
 ひ
ら
 さ
ん

峰
山
に
な
ぞ
ら
え
て
 採
  灯
  護
  摩
 の
修
行
場
に
、

さ
い
 と
う
 
ご
 
ま

黒
山
三
滝
を
修
験
道
場
に
す
る
な
ど
辺
り
一

帯
を
霊
場
と
し
て
整
備
し
、
関
東
に
お
け
る

修
験
道
の
拠
点
と
し
た
の
が
創
始
と
さ
れ
る
。

　
慶
長
８
（
１
６
０
３
）
年
、
東
隣
り
の
 毛
 
も

 呂
  山
 町
の
 西
  戸
 に
本
拠
を
移
し
た
後
も
 越
  生
 

ろ
 
や
ま
 

さ
い
 
ど
 

お
ご
 
せ

山
本
坊
と
称
し
て
繁
栄
し
た
が
、
明
治
元

（
１
８
６
８
）年
の
神
仏
分
離
令
に
よ
り
神
仏

習
合
の
形
態
は
禁
じ
ら
れ
、
更
に
明
治
５

（
１
８
７
２
）年
に
は
修
験
道
が
廃
止
さ
れ
た
。

し
か
し
越
生
地
方
に
は
、
当
時
の
伝
跡
が
各

地
に
残
っ
て
い
る
。

　
滝
開
き
の
神
事
は
、
越
生
山
本
坊
ゆ
か
り

の
熊
野
神
社
か
ら
始
ま
る
。
所
定
時
間
が
迫

る
と
、
行
事
を
 司
 る
黒
山
三
滝
保
勝
会
の
皆

つ
か
さ
ど

さ
ん
や
見
物
客
が
大
勢
集
ま
っ
て
く
る
。
開滝開き神事一行 

 黒
  山
  三
  滝
  滝
  開
 き
　
埼
玉
県

く

ろ

 や

ま

 さ

ん

 た

き

 た

き

 び

ら

町
田
　
尚
夫

紀
行
　
夏
の
訪
れ
を
告
げ
る
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始
前
の
待
ち
時
間
に
、 巫
  女
 装
束
（
白
の
小

み
 
こ

袖
と
 緋
  袴
 ）
を
着
け
た
滝
乙
女
と
、
大
天
狗
、

ひ
 ば
か
ま

山
伏
を
囲
ん
で
見
物
客
か
ら
盛
ん
に
シ
ャ
ッ

タ
ー
が
切
ら
れ
る
。

　
保
勝
会
の
役
員
や
、
越
生
町
町
長
・
教
育

長
ら
の
挨
拶
の
後
、
い
よ
い
よ
出
発
で
あ
る
。

先
頭
は
 大
  団
扇
 で
天
狗
を
あ
お
ぎ
な
が
ら
進

お
お
 
う
ち
わ

む
案
内
役
。 羽
  団
扇
  柄
 の
衣
装
を
ま
と
い
、

は
 
う
ち
わ
 
が
ら

高
下
駄
を
履
き
金
剛
杖
を
つ
い
た
大
天
狗
。

白
装
束
に
 脚
  絆
 を
着
け
白
足
袋
を
履
い
た
山

き
ゃ
 は
ん

伏
３
人
。 唐
  櫃
 を
担
ぐ
２
人
、 神
籬
 （神
座
）

か
ら
 び
つ
 

ひ
も
ろ
ぎ

を
抱
え
持
つ
人
、
神
職
２
人
、
僧
侶
、
６
人

の
滝
乙
女
の
順
に
行
列
を
組
み
、
三
滝
に
向

か
っ
て
ス
タ
ー
ト
す
る
。
例
年
こ
の
時
季
は

お
天
気
が
気
に
な
る
が
、
今
日
は
高
曇
り
で

雨
の
心
配
は
な
さ
そ
う
だ
。

　
山
伏
が
吹
き
鳴
ら
す
勇
壮
な
 法
  螺
  貝
 の
 音
 

ほ
 
ら
 
が
い
 

ね

が
響
き
渡
り
、
行
列
は
 整
  斉
 と
進
む
。
後
に

せ
い
 せ
い

ぞ
ろ
ぞ
ろ
と
見
物
客
が
従
う
。
法
螺
貝
の
音

を
聞
き
つ
け
て
、
沿
道
の
家
々
の
人
が
外
に

出
て
見
送
る
。
中
に
は
喜
捨
す
る
人
も
い
る
。

１
㌔
先
の
三
滝
ま
で
、
見
物
客
を
伴
い
な
が

ら
行
列
が
練
り
歩
く
。
初
夏
の
候
で
蒸
し
暑

い
の
が
通
例
だ
が
、
三
滝
川
沿
い
の
道
は
涼

風
が
通
り
抜
け
て
心
地
よ
い
。

　
梅
雨
の
季
節
と
あ
っ
て
、
男
滝
・
女
滝
は

水
量
が
多
く
見
映
え
が
良
い
。
滝
前
の
小
平

地
に
祭
壇
を
設
け
、 御
  神
  酒
 、 御
  供
  物
 が
供

お
 
み
 
き
 

お
 
く
 
も
つ

え
ら
れ
る
。
熊
野
神
社
か
ら
抱
え
て
き
た
神

籬
を
真
ん
中
に
奉
安
す
る
。
一
同
が
勢
揃
い

す
る
と
滝
開
き
の
行
事
が
始
ま
る
。

　
神
仏
習
合
の
名
残
を
留
め
、
神
職
と
僧
侶

が
同
席
す
る
形
式
だ
が
、 修
  祓
 に
始
ま
り
 降
 

し
ゅ
う
 ば
つ
 

こ
う

 神
 ・ 献
  餞
 ・ 献
  水
 ・ 祝
  詞
  奏
  上
 に
至
る
ま
で

し
ん
 

け
ん
 せ
ん
 

け
ん
 す
い
 

の
り
 
と
 
そ
う
 じ
ょ
う

神
事
が
中
心
で
、
越
生
町
西
和
田
の
春
日
神

社
宮
司
が
執
り
行
う
。
次
に
越
生
七
福
神
の

寺
、
弘
法
山
 見
  正
  寺
 の
住
職
が
不
動
明
王
 真
 

け
ん
 し
ょ
う
 じ
 

し
ん

 言
  献
  上
 を
唱
え
た
後
、
滝
清
め
に
移
る
。
滝

ご
ん
 け
ん
 じ
ょ
う

乙
女
と
神
職
が
女
滝
の
滝
壺
に
下
り
る
。
滝

乙
女
が
御
神
酒
を
滝
壺
に
注
ぐ
。
神
職
が
お

祓
い
し
て
清
め
の
紙
片
を
ま
く
。
滝
の
周
り

の
狭
い
エ
リ
ア
に
、
良
い
見
物
場
所
を
選
ぼ

う
と
す
る
人
た
ち
が
右
往
左
往
し
て
混
雑
す

る
。 夫
婦
  橋
 を
渡
っ
て
対
岸
の
高
み
か
ら
見

め
お
と
 
ば
し

よ
う
と
し
た
が
、
前
の
人
や
立
ち
木
に
遮
ら

れ
て
思
う
に
ま
か
せ
な
い
。

　
滝
清
め
の
次
は
、
祭
壇
の
前
に
戻
り
玉
串

 奉
  奠
 に
移
る
。
地
元
官
公
署
、
金
融
、
交
通

ほ
う
 て
ん

機
関
、
観
光
関
係
等
の
代
表
者
が
代
わ
る
代

わ
る
神
職
か
ら
玉
串
を
受
け
て
奉
納
、
拝
礼

す
る
。
そ
し
て
 撤
  饌
 ・ 昇
  神
 の
儀
が
済
む
と

て
っ
 せ
ん
 

し
ょ
う
 し
ん

神
職
が
一
礼
し
て
神
事
は
終
わ
る
。

　
次
い
で
滝
開
き
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
と
も
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言
え
る
山
伏
の
滝
入
り
が
始
ま
る
。
こ
の
頃

に
な
る
と
至
る
と
こ
ろ
に
見
物
客
が
溢
れ
、

滝
開
き
の
雰
囲
気
は
最
高
潮
に
達
す
る
。
男

滝
へ
の
狭
い
崖
道
に
は
大
勢
の
人
が
ひ
し
め

き
合
い
、
危
な
く
て
近
寄
れ
な
い
。
対
岸
か

ら
見
よ
う
と
し
て
も
、
滝
の
手
前
に
立
ち
並

ぶ
人
垣
に
隠
さ
れ
て
し
ま
う
。
カ
メ
ラ
を
構

え
た
人
が
、
間
を
開
け
て
く
れ
と
大
声
で
叫

ぶ
が
、
滝
の
轟
音
に
掻
き
消
さ
れ
て
向
こ
う

に
は
届
か
な
い
。

　
男
滝
・
女
滝
前
の
行
事
が
済
む
と
、
最
後

は
天
狗
滝
の
滝
清
め
で
あ
る
。
滝
乙
女
が
天

狗
滝
に
行
き
、
御
神
酒
を
滝
壺
に
注
い
で
清

め
る
。
こ
れ
で
全
て
の
行
事
が
終
わ
る
。
滝

開
き
の
関
係
者
は
行
事
の
後
仕
舞
を
し
、
見

物
客
は
三
々
五
々
帰
途
に
つ
く
。

　
後
で
滝
入
り
の
写
真
を
見
る
と
、
３
人
の

山
伏
が
滝
壺
の
奥
に
並
ん
で
滝
水
を
浴
び
な

が
ら
手
を
合
わ
せ
て
 印
 を
結
び
、
修
行
を
し

い
ん

て
い
る
様
子
が
写
っ
て
い
る
。
こ
の
滝
入
り

を
見
よ
う
と
す
る
に
は
、
早
く
に
来
て
特
別

席
を
確
保
し
な
い
と
無
理
だ
。
し
か
し
、
そ

れ
で
は
他
の
行
事
は
満
足
に
見
ら
れ
な
い
。

見
る
だ
け
な
ら
と
も
か
く
、
気
に
入
っ
た
写

真
を
撮
影
す
る
こ
と
は
な
お
さ
ら
難
し
い
。

　
黒
山
三
滝
は
奥
武
蔵
の
一
隅
に
あ
り
、
花

立
松
峠
を
越
え
て
関
八
州
見
晴
台
、
高
山
不

動
尊
へ
、
あ
る
い
は
傘
杉
峠
や
顔
振
峠
な
ど

へ
の
コ
ー
ス
が
発
達
し
、
西
武
線
側
か
ら
東

武
東
上
線
側
へ
、
も
し
く
は
そ
の
逆
へ
と
多

く
の
ハ
イ
カ
ー
が
訪
れ
て
い
る
。

　
ま
た
例
年
　
月
に
行
わ
れ
る
武
蔵
越
生
ウ

１０

ォ
ー
キ
ン
グ
大
会
で
、
４
０
０
０
人
規
模
の

参
加
者
の
一
部
が
歩
く
コ
ー
ス
も
含
ま
れ
る

ゾ
ー
ン
で
あ
る
。
越
生
黒
山
地
方
は
、
現
代

と
古
来
の
伝
統
を
伝
え
る
行
事
が
併
存
す
る

魅
力
に
富
ん
だ
地
域
と
言
え
よ
う
。

 

（
　
年
７
月
４
日
日
ほ
か
歩
く
）

１０

●
コ
ー
ス
タ
イ
ム

越
生
駅
（
バ
ス
　
分
）
神
社
前
―
　
分
―
黒
山
三

２２

２０

滝
―
　
分
―
黒
山
（
バ
ス
　
分
）
越
生
駅

１５

２２

 

［
計
　
分
］

３５

●
費
　
用

池
袋
＝
越
生
　
　
　
　
東
武
 

７
０
０
円

越
生
駅
＝
神
社
前
　
　
バ
ス
 

３
４
０
円

黒
山
＝
越
生
駅
　
　
　
バ
ス
 

３
４
０
円

●
問
い
合
わ
せ
先

川
越
観
光
自
動
車
 ０
４
９
―
３
５
６
―
２
０
０
１

越
生
町
観
光
協
会
（
役
場
経
済
課
）

 
０
４
９
―
２
９
２
―
３
１
２
１
（
内
１
４
５
）

●
地
　
図

越
生
　
正
丸
峠
（
２
万
５
千
）

東
京
（
　
万
）

２０

滝開き 


