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河
原
に
入
り
、
野
尻
へ
向
か
う
か
竹
田
へ

と
向
か
う
か
の
通
過
点
に
す
ぎ
な
か
っ
た
こ

の
地
点
、
今
、
車
を
降
り
て
野
尻
方
向
に
歩

き
、
橋
を
渡
り
最
初
の
辻
を
右
折
す
る
。

す
ぐ
に
狭
い
石
段
が
あ
り
、
そ
こ
を
登
る

と
お
堂
へ
到
る
。
こ
の
お
堂
か
ら
見
え
る
豪

壮
な
家
々
に
、
往
時
河
原
が
も
っ
た
豊
か
さ

を
、
垣
間
見
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。

そ
の
お
堂
内
部
に
は
、
神
仏
混
合
の
宝
物

が
納
め
ら
れ
、
そ
の
外
側
に
は
棺
桶
を
運
ん

だ
木
枠
が
置
か
れ
て
い
ま
す
。
暫
く
前
ま
で

は
、
こ
の
お
堂
は
冠
婚
葬
祭
に
は
欠
く
事
が

出
来
な
か
っ
た
場
所
で
あ
り
、
人
々
の
心
の

よ
り
ど
こ
ろ
で
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

江
戸
時
代
末
期
文
久
元
年
に
寄
進
し
た
と

書
か
れ
て
お
り
、
こ
の
お
堂
が
で
き
あ
が
っ

た
頃
、
周
囲
の
宝
物
も
一
緒
に
奉
納
さ
れ
た

の
で
し
ょ
う
。

い
つ
も
車
で
通
過
し
て
い
た
河
原
。
車
を

降
り
て
歩
く
と
色
々
な
出
会
い
が
あ
り
ま
す
。

お
堂
か
ら
見
る
河
原
は
、
窪
地
に
あ
り
周

囲
を
大
杉
で
囲
ま
れ
て
い
る
そ
の
景
観
は
、

さ
し
こ
め
る
陽
光
が
屋
根
瓦
を
照
ら
す
さ
ま

は
、
高
森
で
は
な
く
何
処
か
遠
く
の
旅
先
で

出
会
え
る
、
そ
ん
な
景
色
の
広
が
り
を
感
じ

ま
す
。
そ
し
て
四
方
の
山
々
に
は
、
風
お
さ

め
の
神
様
が
奉
ら
れ
て
い
ま
す
。

立
派
な
つ
く
り
の
家
々
、
そ
し
て
門
構
。

若
者
に
出
会
え
る
機
会
が
少
な
く
な
っ
て
来

た
こ
と
に
、
寂
し
さ
を
感
じ
ま
す
。

河
原
に
は
か
つ
て
神
楽
が
あ
り
ま
し
た
。

衣
装
か
ら
お
面
も
全
部
残
っ
て
お
り
、
大
切

に
保
存
さ
れ
て
い
ま
す
。
戦
後
ま
も
な
く
し

て
舞
う
人
達
も
い
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し

た
。
子
供
の
頃
に
し
か
見
た
事
が
な
い
と
、

そ
し
て
今
と
な
っ
て
は
ど
う
し
よ
う
も
な
い

と
老
人
が
語
り
ま
し
た
。

河
原
の
北
手
、
集
落
を
上
り
詰
め
る
と
熊

野
座
神
社
の
参
道
に
さ
し
か
か
り
ま
す
。
そ

の
参
道
に
立
ち
な
が
め
る
と
、
眼
前
に
は
高

冷
地
野
菜
の
生
産
基
地
と
言
え
る
広
い
畑
に
、

キ
ャ
ベ
ツ
が
植
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
本
来
熊

野
座
神
社
は
水
田
地
帯
に
は
無
く
、
林
業
を

主
と
し
、
狩
猟
の
民
の
お
社
で
し
た
。

高
森
町
に
熊
野
座
神
社
は
四
社
あ
り
ま
す
。

上
色
見
、
色
見
、
下
切
に
此
処
河
原
で
す
。

い
ず
れ
も
紀
州
熊
野
が
発
祥
地
で
、
熊
野
信

仰
の
特
長
と
言
え
る
社
の
位
置
は
、
水
田
地

帯
に
は
少
な
く
、
畑
作
地
帯
す
な
わ
ち
山
間

部
に
多
く
存
在
し
ま
す
。
熊
野
三
山
の
地
理

的
条
件
に
よ
る
も
の
で
し
ょ
う
。

熊
野
座
神
社
前
に
農
免
道
路
が
開
通
し
、

す
で
に
廃
校
に
な
っ
た
河
原
小
・
中
学
校
跡

を
か
す
め
る
か
の
よ
う
に
走
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
農
免
道
路
に
接
す
る
か
の
よ
う
に
校
門

が
立
っ
て
い
ま
す
。
廃
校
と
な
っ
て
す
で
に

十
余
年
が
す
ぎ
ま
し
た
。
い
つ
も
手
入
れ
が

い
き
と
ど
き
雑
草
な
ど
あ
り
ま
せ
ん
。

小
学
校
跡
と
体
育
館
が
残
り
、
も
う
暫
く

は
誰
も
入
っ
て
い
な
い
だ
ろ
う
と
思
え
る
校

舎
に
、
た
だ
た
だ
こ
の
ま
ま
朽
ち
ら
せ
て
し

ま
う
に
は
、
あ
ま
り
に
も
愛
お
し
さ
が
漂
い

ま
す
。

農
免
道
路
の
反
対
側
の
通
路
、
か
つ
て
は

こ
の
道
が
正
式
な
学
校
へ
の
通
学
路
だ
っ
た

の
で
す
が
、
今
は
通
る
人
と
て
少
な
く
な
り

ま
し
た
。
そ
の
方
向
か
ら
学
校
に
入
っ
て
す

ぐ
の
所
か
ら
土
器
類
の
出
土
が
あ
り
ま
し
た
。

縄
文
か
ら
弥
生
時
代
に
か
け
て
の
も
の
ら
し

い
の
で
す
が
、
こ
の
地
に
居
を
構
え
た
古
代

の
人
々
。
狩
猟
を
糧
に
生
き
た
青
年
達
の
姿

が
彷
彿
と
し
て
現
れ
ま
す
。

河
原
を
過
ぎ
左
折
す
る
と
、
味
鳥
集
落
に

至
り
ま
す
。
河
原
よ
り
や
や
高
台
に
位
置
し
、

豊
後
と
の
繋
が
り
が
深
く
国
境
線
の
問
題
も

度
々
起
こ
し
ま
し
た
。
そ
の
境
観
と
は
単
な

る
領
土
欲
で
は
な
く
、
人
と
人
の
交
流
に
よ

る
も
の
。
そ
れ
は
隣
接
す
る
旧
荻
町
に
、「
味

鳥
」
の
字
名
が
つ
く
集
落
が
あ
り
ま
す
。
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