
　

国
道　

号
線
を
北
進
し
、
新
庄
市
と
金
山
町
の
境

13

で
あ
る
上
台
峠
を
越
え
る
と
、突
然
に
視
界
が
開
け
、

金
山
町
の
風
景
が
広
が
る
。

　

整
然
と
つ
づ
く
緑
の
田
園
、
杉
と
白
壁
を
基
調
と

し
た
町
並
み
、
色
あ
ざ
や
か
な
錦
鯉
が
あ
そ
ぶ
清
く

澄
ん
だ
石
積
み
の
水
路
。そ
れ
ら
や
さ
し
い
眺
め
は
、

い
つ
か
心
の
奥
底
に
し
ま
い
込
ん
だ
、
セ
ン
チ
メ
ン

タ
ル
な
郷
愁
や
浪
漫
を
か
き
た
て
て
く
れ
る

―
。

　

明
治
の
時
代
に
、
英
国
人
イ
ザ
ベ
ラ
・
バ
ー
ド
女

史
が
日
本
の
奥
地
（
東
北
・
北
海
道
）
を
旅
し
、
そ

の
書
簡
の
な
か
で
「
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
雰
囲
気
の
場

所
で
あ
る
」（『
日
本
奥
地
紀
行
』平
凡
社
刊
）と
称
賛

し
た
金
山
町
の
風
情
は
現
在
も
変
わ
っ
て
い
な
い
。

　

切
り
妻
の
屋
根
に
木
組
み
の
柱
と
白
壁
、
下
見
板

張
り
と
い
っ
た
木
造
家
屋
の
家
並
み
が
、
町
内
を
巡

る
水
路
や
周
囲
の
山
々
の
緑
と
調
和
し
、
町
の
特
徴

的
な
景
観
と
し
て
、
落
ち
着
い
た
雰
囲
気
を
醸
し
出

し
て
い
る
。

　

だ
が
、
こ
の
よ
う
な
町
並
み
も
一
朝
一
夕
に
で
き

た
わ
け
で
は
な
い
。

　

昭
和
五
十
年
代
の
初
め
頃
に
は
、
建
築
メ
ー
カ
ー

の
プ
レ
ハ
ブ
工
法
な
ど
の
進
出
に
よ
り
、
町
の
風
土

や
環
境
に
馴
染
ま
な
い
家
並
み
が
目
立
つ
よ
う
に
な

り
、
ふ
る
さ
と
の
良
さ
が
失
わ
れ
か
け
よ
う
と
し
て

い
た
。
そ
の
た
め
、
町
で
は
先
人
が
伝
え
て
く
れ
た

金
山
ら
し
い
文
化
、
自
然
を
生
か
し
た
地
域
の
活
性

化
へ
の
意
識
が
高
ま
り
、
景
観
を
生
か
し
た
施
策
が

行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
昭
和
五
十
九
年
に

｢
｣

策
定
さ
れ
た 
新
金
山
基
本
構
想 
の
中
の
「
街
並
み

（
景
観
）
づ
く
り
百
年
運
動
」
と
称
す
る
町
づ
く
り
で

あ
る
。

　

こ
の
町
づ
く
り
で
は
、
目
標
と
し
て

● 
人
間
と
自
然
と
の
か
か
わ
り
づ
く
り
、
さ
ら
に
は

人
間
と
自
然
の
調
和
づ
く
り
を
推
進
す
る
こ
と

● 
美
し
い
町
並
み
の
形
成
と
地
域
の
個
性
化
を
推

進
す
る
こ
と

● 
地
域
風
土
、地
域
材
、在
来
工
法
な
ど
、杉
を
中
心

と
し
た
地
域
資
源
の
有
機
的
結
合
を
は
か
る
こ
と

を
掲
げ
て
い
る
。
林
業
の
町
と
し
て
知
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
金
山
町
が
、
美
し
い
町
並
み
を
つ
く
り
出

す
こ
と
に
よ
り
、
地
域
の
林
業
と
大
工
さ
ん
を
は
じ

め
と
す
る
職
人
と
い
っ
た
資
源
を
活
性
化
し
、
地
域

振
興
の
一
助
に
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。
具
体

的
に
は
『
町
を
金
山
杉
、
金
山
住
宅
の
シ
ョ
ー
ウ
ィ

ン
ド
ー
に
！
』と
い
う
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
の
も
と
、

特
産
の
杉
を
使
っ
た
木
造
住
宅
の
普
及
を
中
心
に
、

町
民
の
方
々
の
積
極
的
な
参
加
に
よ
り
町
の
景
観
づ

く
り
を
進
め
て
い
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

金
山
町
の
景
観
に
こ
だ
わ
っ
た
町
づ
く
り
は
、
昭

和
三
十
八
年
に
岸
英
一
（
故
人
）
元
町
長
が
提
唱
し

｢
｣

た 
全
町
美
化
運
動 
を
起
点
と
す
る
が
、
そ
の
後
、

昭
和
五
十
三
年
か
ら
は
木
造
住
宅
の
普
及
や
大
工
技

術
の
向
上
を
目
指
し
た
「
金
山
町
住
宅
建
築
コ
ン

ク
ー
ル
」
が
実
施
さ
れ
、
昭
和
五
十
九
年
に
は
地
域

の
気
候
風
土
に
あ
っ
た
住
宅
景
観
の
創
造
を
進
め
た

「
金
山
町
地
域
住
宅
計
画
（
Ｈ
Ｏ
Ｐ
Ｅ
計
画
）」
を
策

定
し
、
在
来
工
法
を
中
心
に
切
り
妻
屋
根
に
木
組
み

の
柱
と
白
壁
作
り
と
い
っ
た
「
金
山
型
住
宅
」
の
様

式
を
企
画
・
開
発
、
体
系
化
し
た
。

　

さ
ら
に
、
景
観
づ
く
り
を
よ
り
実
効
性
の
高
い
も

の
に
す
る
た
め
に
、
昭
和
六
十
一
年
度
に
は
「
金
山

町
街
並
み
景
観
条
例
」
を
制
定
し
、
建
築
物
や
工
作

物
に
対
す
る
形
成
基
準
を
設
け
る
な
ど
、
助
言
や
指
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導
、
援
助
体
制
を
整
え
て
き
た
。

　
「
金
山
町
街
並
み
景
観
条
例
」に
は
罰
則
規
定
が
設

け
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
町
づ
く
り
を
行
政
が

規
制
規
則
で
進
め
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
住

民
が
主
役
で
あ
り
、
行
政
と
住
民
の
連
携
と
協
調
、

信
頼
の
な
か
で
町
づ
く
り
を
目
指
す
べ
き
で
あ
る
と

の
考
え
に
基
づ
い
て
い
る
。

　

景
観
条
例
で
は
さ
ら
に
、
金
山
町
街
並
み
形
成
基

準
に
合
致
し
た
建
築
を
す
れ
ば
、
最
大
五
十
万
円
の

助
成
金
を
差
し
上
げ
る
助
成
制
度
を
設
け
て
お
り
、

平
成
十
年
度
ま
で
の
累
計
利
用
件
数
は
三
百
三
十
三

件
を
数
え
て
い
る
。

　

金
山
の
町
づ
く
り
の
最
大
の
特
徴
は
、
住
民
生
活

と
景
観
づ
く
り
が
一
体
と
な
っ
て
い
る
点
で
あ
り
、

｢  
景
観
と
は
、個
人
の
所
有
に
帰
属
す
る
も
の
で
は
な

｣

く
、公
共
的
な
も
の
で
あ
る 
と
い
う『
景
観
公
有
論
』

を
前
提
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
美
し
い
景
観
と
は
、

個
々
の
も
の
を
あ
る
基
準
に
基
づ
い
て
統
一
的
に
整

備
し
、
全
体
と
し
て
風
景
と
調
和
の
取
れ
た
美
し
い

景
観
を
指
し
て
い
る
。
し
か
も
、
景
観
と
い
え
ど
も

見
た
目
の
美
し
さ
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
内
容
が
、

生
活
す
る
上
で
快
適
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら

に
、
景
観
づ
く
り
は
、
住
民
の
高
い
意
識
と
自
主
的

な
精
神
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
住
民
運
動
と
し
て
の

側
面
を
有
し
て
お
り
、
そ
の
真
髄
は
、
ま
さ
に
町
づ

く
り
に
直
結
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

金
山
町
に
は
、
観
光
資
源
と
な
る
よ
う
な
歴
史
的

資
源
が
集
中
的
に
多
く
残
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
ま
し
て
や
、
こ
の
町
の
景
観
づ
く
り
は
、
文
化

財
の
保
全
や
観
光
振
興
を
目
的
と
し
た
も
の
で
も
な

い
。
金
山
町
の
景
観
形
成
の
特
徴
は
、
あ
く
ま
で
も

｢
｣｢

｣

 
金
山
杉  
木
造
住
宅 
の
普
及
拡
大
と
い
う
地
域
固

有
の
産
業
振
興
と
文
化
形
成
を
一
体
化
し
な
が
ら
、

｢
｣

住
宅
を
中
心
と
し
た 
金
山
型
住
宅 
の
ス
タ
イ
ル
を

創
造
し
、
町
全
体
の
建
築
物
の
質
的
向
上
を
図
る
と

｢
｣

い
う
、
町
の
持
つ 
地 
と
し
て
の
景
観
形
成
を
行
っ

て
き
た
こ
と
で
あ
る
。

　

最
近
で
は
、
他
の
町
と
比
較
し
て
も
町
並
み
が

整
っ
て
き
た
こ
と
か
ら
、
地
域
住
民
に
も
、「
美
し
い

景
観
づ
く
り
は
、
町
づ
く
り
の
特
徴
的
な
施
策
」
と

し
て
理
解
さ
れ
て
き
て
お
り
、
建
造
物
の
新
築
や
増

改
築
、
地
域
内
の
環
境
整
備
に
お
い
て
風
景
と
調
和

し
た
景
観
を
意
識
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

　

ま
た
、
地
元
の
建
築
関
係
者
（
大
工
・
工
務
店
・

設
計
士
等
）
に
お
い
て
も
、
美
し
い
町
づ
く
り
の
取

り
組
み
は
好
意
的
に
受
け
止
め
ら
れ
て
お
り
、
資
金

や
施
主
の
意
向
等
と
の
関
係
は
あ
る
に
し
て
も
、
理

解
と
協
力
を
得
て
い
る
。

　

毎
年
、
視
察
に
訪
れ
る
方
々
は
増
え
て
い
る
も
の

の
、
当
町
の
本
格
的
な
美
し
い
景
観
づ
く
り
は
始

｢
｣

ま
っ
た
ば
か
り
で
あ
る
。
今
後
は
町
の 
地 
で
あ
る

素
材
を
生
か
し
た
整
備
か
ら
、
互
い
の
関
係
性
や
調

｢
｣

和
を
重
視
し
た 
図 
と
し
て
の
整
備
へ
の
発
展
を
は

か
り
、
電
線
の
地
中
化
な
ど
を
主
体
と
し
た
、
家
並

み
と
一
体
と
な
っ
た
通
り
の
景
観
と
い
う
も
の
を
創

造
し
て
い
き
た
い
。

｢
｣

　

美
し
い
町
づ
く
り
は
、 

終
わ
り
の
な
い
施
策 
で

あ
り
、
時
代
の
変
遷
に
伴
う
価
値
観
の
変
化
や
、
景

観
施
策
に
お
け
る
利
害
関
係
、
罰
則
規
定
の
な
い
景

観
条
例
の
有
名
無
実
化
へ
の
対
応
等
の
課
題
を
解
決

し
な
が
ら
、町
民
の
方
々
が
、金
山
に
住
ん
で
良
か
っ

た
と
思
え
る
こ
と
を
前
提
に
、
根
気
強
く
取
り
組
ん

で
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

金
山
で
は
、
豊
か
な
山
々
（
自
然
）
と
澄
ん
だ
水
、

人
々
を
育
て
て
き
た
す
ば
ら
し
い
田
園
や
白
壁
の
町

並
み
が
悠
々
と
大
地
に
映
え
て
い
る
。
昭
和
三
十
年

代
か
ら
始
ま
っ
た
美
し
い
町
づ
く
り
も
、
よ
う
や
く

こ
こ
に
き
て
、
そ
の
姿
が
少
し
ず
つ
見
え
は
じ
め
て

き
て
い
る
。

　

風
景
と
は
、
時
代
と
と
も
に
進
歩
す
る
も
の
で
あ

り
、
人
間
の
力
に
よ
っ
て
良
く
も
悪
く
も
制
御
で
き

も
の
で
あ
る
。
今
こ
そ
、
次
代
の
子
供
た
ち
に
美
し

い
風
景
を
継
承
す
る
た
め
に
、
何
が
必
要
で
、
何
に

価
値
が
あ
る
の
か
を
見
極
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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