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〇
一

ド冒ヒ

歩
行
観
想

昨
年
の
暮
れ
に
博
物
館
の
近
く
に
住
居
を
越
し
て

き
た
｡
閻
来
朝
の
歩
行
の
コ
ー
ス
が
決
ま
っ
て
博
物

館
の
庭
ま
で
か
､
こ
れ
を
通
り
抜
け
て
霊
園
か
ら
松

崎
に
下
る
コ
ー
ス
を
採
る
よ
う
に
な
っ
た
｡
芽
吹
き

の
頃
に
は
骨
ば
っ
て
見
え
た
ま
お
り
の
樹
々
も
､
桜

花
の
白
へ
　
山
吹
き
の
黄
､
つ
つ
じ
の
紅
と
う
つ
ろ
い

で
今
で
は
深
い
緑
の
衣
に
身
を
つ
つ
ん
で
静
ま
り
返

っ
て
い
る
｡
朝
早
い
せ
い
も
あ
っ
て
実
に
す
が
す
が

し
い
､
と
く
に
近
頃
は
野
鳥
の
数
が
多
く
目
立
ち
､

た
ま
に
は
テ
ン
か
リ
ス
な
の
か
小
動
物
ま
で
現
わ
れ

て
は
日
を
楽
し
ま
せ
て
く
れ
る
｡
こ
ん
な
早
い
時
間

で
も
も
う
タ
ク
シ
ー
で
上
っ
て
き
て
､
コ
マ
ク
サ
園

あ
た
り
を
観
て
い
る
旅
の
人
に
行
き
合
っ
た
り
､
私

と
同
じ
ト
レ
パ
ン
姿
の
人
た
ち
に
出
合
っ
た
り
す
る

此
頃
で
あ
る
｡
立
派
に
育
っ
た
庭
の
白
樺
の
樹
々
､

そ
の
向
こ
う
に
博
物
館
は
老
体
を
桟
た
え
で
い
る
｡

老
朽
と
い
う
に
ピ
ッ
タ
リ
の
建
物
で
あ
る
`
そ
ん
な

博
物
館
に
も
近
頃
ま
た
改
築
の
話
が
も
ち
上
っ
て
き

た
｡
長
い
間
に
集
め
ら
れ
た
資
料
や
標
本
'
こ
れ
ら

研
究
の
糧
を
よ
り
効
果
的
に
活
用
さ
せ
る
た
め
に
も
､

一
日
も
早
く
改
築
を
望
み
た
い
し
､
こ
の
美
し
い
碩

境
の
中
に
マ
ッ
チ
し
た
滅
酒
を
建
物
が
欲
し
い
と
思

う
｡
一
方
こ
ん
な
機
会
に
出
て
-
る
も
う
一
つ
の
話

は
き
ま
っ
て
中
味
の
こ
と
で
あ
る
｡
せ
っ
か
-
手
掛

け
て
い
る
雷
鳥
や
カ
モ
シ
カ
の
特
別
事
業
も
､
そ
の

拡
充
と
推
進
が
叫
ば
れ
な
が
ら
も
人
手
不
足
と
財
源

難
が
ブ
レ
ー
キ
と
な
っ
て
ま
ま
在
ら
な
い
の
が
現
状

で
あ
る
｡
し
か
し
､
だ
か
ら
と
い
っ
て
　
｢
国
か
県
へ

移
管
し
て
し
ま
え
ば
い
い
｣
と
か
｢
も
っ
と
広
-
て

交
通
至
便
を
処
へ
引
起
せ
ば
い
い
｣
を
ど
と
い
う
早

計
な
考
え
は
し
た
く
を
い
｡
い
ま
は
た
と
え
苦
し
く

て
も
ど
ん
な
に
手
狭
で
も
､
こ
の
高
台
か
ら
見
る
こ

の
衝
に
､
私
た
ち
の
こ
の
博
物
館
あ
り
と
思
い
た
い

か
ら
だ
｡
こ
れ
け
ま
た
先
達
者
の
願
い
で
も
あ
っ
た

は
ず
だ
し
､
ま
た
市
民
の
誰
で
も
が
何
時
で
も
胸
を

は
っ
て
案
内
で
き
る
唯
一
の
衛
の
宝
で
も
あ
る
か
ら

た
｡

(
山
本
携
挙
)
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来見原の発掘(昭和52年10月9日)

物情ど山

大
町
市
来
見
原
の
出
土
品

大
町
市
大
町
三
日
町
の
来
見
原
〓
市
が
､
い
よ
い

よ
は
場
整
備
事
業
の
着
工
と
決
定
さ
れ
た
の
で
､
こ

の
水
田
地
帯
に
つ
い
て
予
備
調
査
を
行
う
と
い
う
話

の
あ
っ
た
の
は
‥
北
ア
ル
プ
ス
連
峰
が
未
だ
一
面
の

雪
に
破
お
れ
て
い
た
昨
年
三
月
の
こ
と
で
あ
る
｡

予
備
調
査
と
は
､
こ
の
地
域
に
古
い
遺
跡
が
あ
る

か
ど
う
か
､
今
迄
に
出
土
品
が
左
か
っ
た
か
ど
う
か

な
ど
を
探
り
､
そ
れ
に
塞
い
て
本
調
査
の
計
画
を
樹

て
る
も
の
で
､
大
町
市
の
編
成
し
た
調
査
団
に
よ
っ

て
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
｡

こ
の
年
の
三
月
二
十
五
日
の
予
備
調
査
に
よ
っ
て
'

出
土
品
が
得
ら
れ
た
の
で
､
同
年
十
月
八
日
と
九
日

及
び
十
六
日
に
は
緊
急
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
､
こ
れ

ら
に
前
後
し
て
同
地
一
帯
の
動
植
物
や
､
地
質
土
壌

な
ど
の
調
査
も
進
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
｡

私
の
関
係
し
た
考
古
学
上
の
調
査
で
は
'
中
世
の

道
路
と
考
え
ら
れ
る
遺
構
が
発
見
さ
れ
'
遺
物
と
し

て
は
土
器
類
が
出
土
し
た
の
で
あ
る
が
､
こ
の
出
土

品
に
つ
い
て
少
し
述
べ
て
見
た
い
と
思
う
｡

原

　

田

　

　

　

拡

大
町
の
弥
生
式
土
器
と
そ
の
文
化
(
第
一
図
)

弥
生
式
文
化
と
は
日
本
列
島
に
稲
作
り
を
も
た
ら

し
た
文
化
で
あ
る
と
説
か
れ
て
来
た
｡
事
実
各
地
か

ら
発
見
さ
れ
る
遺
物
を
見
る
と
､
農
具
な
ど
を
造
る

工
具
と
し
て
の
磨
製
石
斧
を
始
め
'
稲
穂
を
摘
む
石

庖
丁
や
'
そ
れ
自
身
が
畑
な
ど
の
農
耕
具
と
見
ら
れ

て
い
る
打
製
石
斧
(
銭
形
)
が
そ
う
し
た
説
を
証
明

す
る
も
の
と
し
て
素
直
に
受
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
こ
こ
で
大
町
地
方
の
場
合
に
､

弥
生
式
文
化
が
ど
の
様
に
波
及
し
て
い
た
か
と
い
う

こ
と
で
､
実
は
今
迄
の
所
全
市
に
及
ん
で
の
調
査
が

進
ん
で
い
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
､
予
備
知
識
に

欠
け
る
の
で
あ
る
が
､
こ
の
中
で
､
市
の
東
南
部
の

社
地
区
に
つ
い
て
は
､
先
年
の
こ
と
松
本
市
の
深
志

高
等
学
校
地
歴
会
の
人
達
に
よ
っ
て
松
崎
古
城
遺
跡

の
発
掘
調
査
が
行
を
わ
れ
､
竪
穴
住
居
址
一
つ
を
完

掘
し
､
土
器
片
多
数
と
磨
製
石
斧
三
､
打
製
石
鑑
三

と
麿
製
石
鉄
四
､
管
玉
二
と
臼
玉
一
､
石
蟹
一
､
石

庖
丁
一
な
ど
の
他
､
用
途
不
明
の
鉄
器
一
が
発
掘
さ

も
っ
と
も
弥
生
式
中
期
末
に
､

松
本
地
方
で
百
瀬
式
と
い
う

土
器
の
文
化
が
地
域
的
に
栄

え
で
あ
り
､
下
伊
那
地
方
で

は
北
原
式
の
文
化
が
あ
っ
て
､

後
期
弥
生
式
文
化
に
そ
れ
ぞ

れ
引
継
が
れ
る
の
で
あ
る
が
､

大
町
地
方
と
し
て
は
こ
の
点

に
つ
い
て
の
移
行
の
姿
は
は

っ
き
り
し
た
も
の
が
を
か
っ

た
の
で
あ
る
｡
そ
こ
で
私
け

先
日
の
こ
と
で
あ
る
が
松
崎

古
城
へ
行
き
､
約
三
〇
分
間

こ
の
遺
跡
を
歩
い
て
見
た
の

で
あ
る
｡

一
帯
は
手
入
れ
の
届
い
た

畑
で
あ
る
が
､
畑
の
中
の
小

道
を
伝
い
な
が
ら
採
集
し
た

土
器
片
は
十
九
を
算
え
で
'

そ
の
中
の
五
つ
は
赤
く
塗
彩

さ
れ
た
美
し
い
も
の
で
あ
っ

た
｡
こ
れ
ら
は
何
れ
も
弥
生

式
後
期
の
も
の
で
､
北
信
地

方
で
箱
清
水
式
と
呼
ば
れ
て

い
る
形
式
の
も
の
で
あ
る
｡

こ
れ
ら
を
見
る
と
､
古
城
追

跡
に
住
ん
だ
後
期
弥
生
人
は
､

周
辺
の
低
湿
地
で
稲
作
り
を

れ
て
い
る
｡
土
器
は
櫛
白
文
を
盛
ん
に
描
い
た
も
の

が
多
く
､
長
野
県
で
は
弥
生
式
後
期
と
さ
れ
る
も
の

で
あ
る
｡
こ
の
時
代
の
遺
跡
は
松
本
平
一
帯
に
確
認

さ
れ
て
い
る
も
の
で
､
大
町
市
で
は
こ
の
松
崎
古
城

周
辺
か
ら
南
に
か
け
て
､
土
器
が
発
見
さ
れ
て
い
る

よ
う
で
あ
る
｡
そ
こ
で
､
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
こ
の

時
代
に
急
速
に
遺
跡
が
多
-
在
る
と
い
う
原
因
で
あ

る
が
､
そ
れ
よ
り
前
の
弥
生
式
中
期
の
文
化
に
つ
い

て
は
､
大
町
市
は
も
と
よ
り
､
松
本
平
全
域
に
お
い

で
も
は
っ
き
り
し
た
遺
跡
が
少
を
-
､
当
時
の
生
活

環
境
が
'
弥
生
式
中
期
と
そ
の
後
期
で
は
相
当
異
な

っ
て
い
た
の
で
は
を
い
か
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡

し
､
赤
-
塗
彩
さ
れ
た
土
器
に
食
物
を
盛
合
わ
せ
､

更
に
大
切
を
種
子
を
ど
も
入
れ
て
貯
蔵
し
た
ら
し
い

の
で
あ
る
｡
こ
う
し
た
生
活
は
当
時
の
一
般
的
な
も

の
で
あ
っ
た
と
思
お
れ
'
そ
れ
ま
で
の
生
活
は
山
麓

に
居
住
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
に
比
べ
､
低
い
台

地
へ
と
進
出
し
､
そ
れ
も
南
か
ら
北
へ
と
そ
れ
ぞ
れ

の
生
活
域
を
広
げ
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡

大
町
地
方
で
ぼ
農
具
川
沿
い
の
一
帯
が
先
ず
対
象
地

と
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
｡

こ
こ
で
注
意
し
た
い
こ
と
は
､
大
町
地
方
は
も
と

よ
り
､
南
信
の
伊
那
地
方
に
お
い
で
も
弥
生
式
後
期

に
在
る
と
遺
跡
の
教
は
急
増
し
て
お
り
､
農
耕
社
会
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の
発
展
と
見
ら
れ
る
も
の
の
､
理
由
に
は

稲
の
品
種
改
良
に
よ
る
と
見
る
人
が
多
い

が
､
私
と
し
て
は
､
品
種
改
良
も
そ
の
一

つ
で
あ
る
け
れ
ど
も
､
も
う
一
つ
大
切
を

問
題
と
し
て
は
､
気
候
の
温
暖
化
に
よ
っ

て
稲
の
生
育
条
件
が
通
年
的
に
よ
-
な
っ

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
､
と
考
え
て
い

る
の
で
あ
る
｡
こ
れ
は
今
後
に
検
討
さ
れ

る
大
事
な
こ
と
と
し
て
､
今
は
こ
れ
以
上

触
れ
な
い
こ
と
と
す
る
｡

弥
生
式
中
期
の
土
器
(
第
二
回
)

来
見
原
の
北
端
に
近
い
地
下
一
メ
ー
ト

ル
程
の
所
で
､
中
世
の
道
路
と
思
わ
れ
る

集
石
が
発
見
さ
れ
､
そ
の
石
の
更
に
下
か

ら
細
か
く
割
れ
て
出
土
し
た
も
の
で
'
第

二
図
A
が
口
緑
部
の
破
片
で
あ
る
｡
上
が

表
面
で
下
が
内
面
で
あ
る
｡
表
面
は
先
ず

櫛
歯
状
器
具
に
て
軽
-
櫛
に
条
痕
を
描
き
､

次
に
口
縁
か
ら
下
方
に
斜
め
に
深
い
条
痕

を
付
け
て
あ
る
｡
内
面
の
文
様
は
同
様
の

条
痕
を
浅
く
検
定
さ
せ
た
も
の
で
､
他
に

同
時
に
出
土
し
た
破
片
も
同
一
個
体
と
思

わ
れ
る
様
に
､
表
面
は
磨
滅
し
て
い
た
が
へ

内
面
け
同
様
の
条
痕
が
梯
走
し
て
い
た
｡

こ
の
土
器
は
弥
生
式
中
期
で
も
早
い
形
式

に
属
し
､
東
海
地
方
に
文
化
の
発
生
を
持

っ
て
い
て
､
長
野
県
に
は
伊
那
谷
経
由
で

入
っ
て
来
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
｡

一
般
的
に
条
痕
文
土
器
と
も
呼
ば
れ
､
各

地
の
出
土
名
を
名
称
と
し
て
い
る
も
の
も

あ
る
が
､
大
町
地
方
で
は
今
迄
知
ら
れ
な

か
っ
た
新
し
い
タ
-
プ
で
あ
る
｡
所
が
昨

年
十
一
月
に
私
の
調
査
し
た
大
町
市
平
地

区
の
コ
ボ
レ
沢
追
跡
で
､
縄
文
式
晩
期
終

末
及
び
晩
朝
直
後
形
式
と
考
え
ら
れ
る
土

器
が
相
当
数
発
見
さ
れ
､
現
在
整
理
中
で

あ
る
が
､
こ
の
中
に
来
見
原
の
も
の
と
よ

く
似
て
い
る
土
器
片
が
混
在
し
て
お
り
､

参
考
の
資
料
と
し
た
い
と
思
う
｡
こ
の
土

器
は
第
二
図
B
が
そ
れ
で
､
表
面
に
煤
が

着
い
て
い
て
'
文
様
の
剥
落
が
多
い
が
､

A
と
同
様
条
痕
を
斜
め
に
描
き
､
又
'
内

面
は
や
は
り
条
痕
を
措
定
さ
せ
て
い
る
の

で
あ
る
｡
器
形
や
大
き
さ
も
A
と
B
は
ほ

と
ん
ど
同
じ
も
の
で
あ
る
点
に
私
は
非
常

に
興
味
を
持
っ
た
の
で
あ
る
｡
こ
う
し
た

も
の
を
見
る
と
､
大
町
市
の
地
域
に
弥
生

式
中
期
の
文
化
は
到
達
し
て
い
た
こ
と
で
'

そ
れ
を
受
入
れ
た
人
達
は
恐
ら
-
こ
の
地

～

-

1

-

1

-

-

-

.

-

～

｢

一
口
=
∪

l

-
･
･
寸
､
-
レ

方
に
古
く
か
ら
住
ん
で
い
た
所
の
'
縄
文

式
土
器
を
使
用
し
て
い
た
人
達
で
あ
っ
た

こ
と
で
あ
る
｡

弥
生
式
後
期
の
土
器
(
第
三
･
四
回
)

第
三
図
c
D
E
は
何
れ
も
椅
白
文
を
多

く
描
い
た
土
器
で
､
後
期
の
箱
清
水
式
に

図
　
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
｡
第
四
図
C
は
弥

緯
整
識
描
帥
諾
鷺
補

が
浅
-
見
ら
れ
､
器
台
に
三
個
の
円
形
孔

を
あ
け
て
あ
り
､
特
別
な
用
途
に
使
用
さ

れ
た
も
の
ら
し
く
､
予
備
調
査
で
深
さ
約

七
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
か
ら
発
見
さ
れ
､

大
破
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
｡

土
師
器
(
は
じ
き
)
(
第
四
図
)

第
四
図
A
と
B
は
土
師
器
の
杯
で
あ
,
･
同
書
一
'
J
J

は
土
師
器
の
類
が
一
番
多
か
っ
た
が
､
そ
の
中
の
大

形
破
片
を
作
図
し
た
も
の
で
あ
る
｡
底
は
平
底
で
糸

切
底
で
あ
っ
て
ロ
グ
ロ
整
形
に
よ
る
｡
一
点
表
面
に

墨
書
の
一
字
あ
る
も
の
が
出
土
し
た
が
:
つ
ず
れ
て

判
読
出
来
を
か
っ
た
｡
こ
れ
ら
は
平
安
時
代
末
期
の

も
の
と
見
ら
れ
る
｡(

大
町
市
文
化
財
調
査
員
･

長
野
県
考
古
学
会
員
)
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安
曇
の
民
話
　
㈲

四
､
地
名
の
い
わ
れ

現
在
呼
ば
れ
て
い
る
地
名
に
は
'
そ
れ
ぞ
れ
理
由

と
い
わ
れ
が
あ
る
｡
歴
史
､
地
形
､
地
質
､
事
件
の

人
物
名
を
ど
分
類
す
れ
ば
い
ろ
い
ろ
に
分
れ
る
が
､

そ
の
中
か
ら
民
話
的
な
も
の
を
拾
っ
て
み
よ
う
｡

燦
岳
の
涙
油

煙
岳
は
今
も
噴
煙
を
上
げ
て
い
る
活
火
山
で
あ
る

が
､
そ
の
昔
､
こ
の
山
の
麓
に
太
一
と
お
文
と
い
う

仲
睦
し
い
若
夫
婦
が
あ
っ
た
｡
然
し
結
婚
後
二
年
目

の
冬
お
文
は
双
児
の
死
児
を
産
ん
で
か
ら
'
産
後
の

肥
た
ち
が
悪
く
渡
込
ん
だ
ま
ゝ
だ
っ
た
｡

と
こ
ろ
が
そ
の
頃
か
ら
､
あ
れ
程
仲
の
良
か
っ
た

夫
太
一
の
態
度
が
次
第
に
冷
た
-
な
っ
て
き
た
｡
太

一
に
情
婦
が
で
き
た
の
で
あ
る
｡
お
文
は
､
い
た
し

か
た
を
い
こ
と
､
健
康
を
快
復
し
て
昔
の
容
色
に
も

ど
れ
晴
夫
の
気
持
ち
も
変
る
で
し
ょ
う
と
､
じ
っ
と

が
ま
ん
し
た
｡
が
､
あ
る
夜
｡
情
婦
に
そ
､
の
か
さ
れ

た
夫
の
為
に
お
文
は
締
め
殺
さ
れ
'
焼
岳
の
噴
火
口

深
く
投
げ
込
ま
れ
て
し
ま
っ
た
｡
や
が
て
噴
火
は
休

止
し
､
も
と
の
火
口
に
は
紺
碧
の
水
を
た
-
え
る
よ

う
に
在
っ
た
が
､
里
人
は
こ
の
池
の
水
は
お
文
の
涙

が
溜
っ
た
の
た
と
い
っ
て
い
る
｡

か
く
ね
里

鹿
島
用
の
大
川
沢
の
奥
深
-
､
天
狗
尾
根
と
主
積

に
囲
ま
れ
た
鹿
島
檎
北
壁
直
下
の
広
い
谷
は
､
な
か

な
か
人
の
寄
り
つ
け
る
所
で
は
な
い
が
､
こ
､
は
昔

か
ら
｢
隠
ね
里
｣
と
呼
ば
れ
て
い
る
｡

そ
れ
は
昔
源
氏
に
追
わ
れ
た
平
家
の
落
人
が
こ
,

に
隠
れ
住
ん
だ
と
言
わ
れ
る
も
の
で
'
山
麓
の
鹿
島

部
落
は
そ
の
後
裔
と
い
わ
れ
､
昔
か
ら
戸
数
け
十
一

戸
を
守
り
通
し
､
分
家
や
他
所
者
の
加
入
を
認
め
な

い
特
殊
な
む
ら
で
あ
る
｡
水
田
は
全
体
で
三
ヘ
ク
タ

ー
ル
種
し
か
な
い
の
で
全
戸
山
仕
事
に
従
事
し
て
生

計
を
た
で
ゝ
き
て
い
る
｡

｢
隠
ね
る
｣
と
は
隠
れ
る
の
方
言
で
､
こ
ゝ
で
は

長

　

沢

　

　

　

武

武
家
社
会
の
陰
語
が
そ
の
ま
､
生
き
て
い
て
､
馬
を

止
め
る
時
は
ド
-
(
動
)
歩
か
せ
る
時
は
シ
　
(
止
)

と
号
令
を
か
け
た
り
､
相
手
を
呼
ぶ
の
に
ワ
レ
(
戟
)

と
い
い
'
｢
さ
あ
ワ
レ
も
山
へ
行
か
ず
｣
　
(
さ
あ
お

前
も
山
へ
行
こ
う
)
を
ど
と
言
っ
て
い
る
｡

六
ぜ
み
滝

今
で
は
登
山
コ
ー
ス
も
変
っ
て
白
馬
鑓
温
泉
へ
の

道
は
､
そ
こ
を
通
ら
な
く
在
っ
て
し
ま
っ
た
が
､
昔

は
松
川
詰
腹
沿
い
の
道
が
も
っ
ぱ
ら
で
あ
っ
て
､
温

泉
か
ら
南
股
の
揚
ノ
入
沢
に
沿
っ
て
二
㌔
程
下
っ
た

所
に
あ
る
大
き
な
滝
を
六
ぜ
み
(
六
左
衝
門
)
滝
と

呼
び
､
コ
ー
ス
中
の
名
所
で
あ
り
難
所
で
も
あ
っ
た
｡

鎚
ケ
岳
の
裏
山
に
は
､
火
付
け
木
用
の
硫
黄
が
あ
り
､

里
人
は
こ
れ
を
採
っ
て
柴
ぞ
り
に
乗
せ
て
曳
き
下
し

売
り
出
し
て
い
た
が
'
或
時
六
左
街
門
も
仲
間
と
一

緒
に
硫
黄
を
産
す
る
朱
殿
坊
山
へ
､
錨
ケ
岳
を
越
え

て
探
り
に
行
き
高
腰
の
雪
渓
を
曳
き
下
し
て
き
た
が
'

難
所
の
大
滝
を
前
に
柴
ぞ
り
に
腰
を
下
し
て
一
服
し

て
い
る
時
だ
っ
た
｡
こ
の
日
は
天
候
が
悪
-
ガ
ス
っ

て
い
た
の
で
見
通
し
が
さ
か
な
か
っ
た
の
で
､
後
か

ら
下
り
て
き
た
柴
ぞ
り
の
一
人
が
､
目
の
前
に
六
左

衝
門
の
姿
を
発
見
し
た
時
に
は
も
う
遅
か
っ
た
｡
あ

わ
て
,
ブ
レ
ー
キ
を
か
け
た
が
間
に
あ
わ
ず
､
ア
ッ

と
い
う
間
に
六
左
衝
門
は
そ
り
も
ろ
共
後
か
ら
の
そ

り
に
押
さ
れ
て
滝
壷
へ
落
ち
て
し
ま
っ
た
｡

仲
間
の
一
行
は
な
ん
と
か
助
け
よ
う
と
す
る
が
ど

う
す
る
こ
と
も
で
き
ず
､
六
左
衝
門
は
三
日
三
晩
滝

壷
の
中
か
ら
助
け
を
求
め
て
叫
び
続
け
た
が
'
つ
い

に
カ
つ
き
で
泡
の
中
に
消
え
て
行
っ
て
し
ま
っ
た
｡

坊
主
の
岩
小
屋

上
高
地
か
ら
槍
ヶ
岳
へ
登
る
ル
ー
ト
の
槍
沢
の
上

部
に
坊
主
の
岩
小
屋
と
呼
ぶ
岩
屋
が
あ
る
｡

こ
の
岩
屋
は
'
文
政
十
一
年
描
隆
上
人
が
初
め
て

槍
ヶ
岳
へ
登
っ
た
時
利
用
し
た
の
で
名
付
け
ら
れ
た

も
の
で
､
赤
沢
の
岩
小
屋
か
ら
さ
ら
に
登
り
､
中
岳

や
大
喰
岳
の
見
え
る
お
花
畑
の
中
に
あ
り
､
入
口
は

九
尺
ば
か
り
だ
が
中
は
二
間
四
方
も
あ
り
:
ん
聯
隆
は

初
登
頂
の
時
､
こ
の
岩
屋
に
こ
も
り
念
仏
三
昧
に
明

け
暮
れ
､
晴
れ
た
時
に
は
槍
ヶ
岳
の
絶
頂
に
登
り
御

来
光
の
奇
瑞
に
た
び
た
び
恵
ま
れ
､
四
十
八
日
間
の

別
時
満
願
も
無
事
に
終
え
､
里
に
下
っ
た
｡

こ
う
し
て
つ
い
に
大
願
成
就
し
た
播
隆
は
､
｢
お

か
れ
て
も
ま
た
逢
い
ぬ
ら
ん
極
楽
の
ひ
と
つ
の
蓮
の

友
と
思
え
ば
｣
と
い
う
歌
を
唱
え
つ
ゝ
決
別
を
惜
し

む
村
人
に
再
会
を
約
し
て
､
再
び
布
教
の
旅
に
旅
立

っ
て
行
っ
た
と
い
う
｡

お
か
る
の
穴

今
は
栂
池
ス
キ
ー
場
か
ら
自
然
園
へ
の
車
道
が
完

成
し
､
通
る
人
も
少
な
-
な
っ
た
が
､
そ
の
昔
は
千

国
街
道
を
経
て
落
合
か
ら
赤
抜
け
へ
出
る
道
が
も
っ

ぱ
ら
利
用
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
｡

そ
の
千
国
街
道
が
桶
川
を
渡
る
瀬
戸
の
橋
は
､
両

岸
の
絶
壁
に
架
け
ら
れ
た
高
い
橋
で
'
こ
の
橋
の
下

の
岩
壁
に
は
一
つ
の
岩
穴
が
あ
り
､
昔
か
ら
お
か
る

の
穴
と
呼
ば
れ
て
知
ら
れ
て
い
る
｡

昔
近
-
の
切
久
保
と
い
う
部
落
の
あ
る
素
に
､
お

か
る
と
い
う
嬢
が
来
た
｡
初
め
は
家
中
仲
睦
ま
じ
く

暮
し
て
い
た
が
'
慣
れ
る
に
従
い
姑
の
嫁
い
び
り
が

始
っ
た
｡
つ
い
に
が
ま
ん
で
き
な
-
な
っ
た
あ
が
る

は
､
或
晩
'
今
夜
こ
そ
姑
を
驚
か
し
日
頃
の
う
っ
ぷ

ん
を
晴
ら
し
て
や
ろ
う
と
､
一
計
を
案
じ
､
氏
神
様

の
宝
物
で
秋
祭
り
の
行
列
に
使
う
七
道
の
面
の
一
つ

の
鬼
の
面
を
神
社
か
ら
持
ち
出
し
､
こ
れ
を
か
ぶ
り

姑
の
寝
床
の
隣
り
の
部
屋
か
ら
姑
を
呼
び
起
し
'
｢

日
頃
お
前
け
嫁
の
わ
か
る
を
い
じ
め
て
い
る
が
､
今

夜
は
俺
が
代
っ
て
そ
の
怨
を
晴
ら
し
て
や
る
ゾ
｣
と

お
ど
し
た
｡
日
を
党
し
た
姑
は
恐
ろ
し
い
鬼
が
障
子

の
穴
か
ら
の
ぞ
い
て
い
る
の
を
見
て
気
絶
し
て
し
ま

っ
た
｡
お
か
･
る
は
計
略
の
当
っ
た
の
を
喜
び
､
面
を

と
ろ
う
と
し
た
が
こ
れ
は
如
何
に
､
面
は
顔
に
-
つ

上
高
地
線
の
車
道
は
島
々
部
落
に
入
る
と
､
梓
川

の
谷
も
急
に
狭
は
ま
り
'
そ
の
川
沿
い
の
道
と
な
る

が
､
明
治
の
終
り
こ
の
車
道
が
開
か
れ
る
前
の
道
は
､

今
の
役
場
の
前
か
ら
川
の
右
岸
に
渡
り
､
橋
場
部
落

ぞ
う
す
い

を
経
る
も
の
で
､
こ
の
橋
は
雑
食
橋
と
呼
ば
れ
昔
か

ら
名
橋
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
｡

そ
れ
は
一
つ
に
は
こ
の
橋
は
川
中
に
橋
脚
を
持
た

ず
､
両
岸
霧
鱗
木
を
幾
枚
か
せ
り
出
さ
せ
,
霞

に
中
央
に
行
桁
を
架
け
る
珍
し
い
橋
で
あ
る
こ
と
､

二
つ
に
は
こ
の
橋
が
十
三
年
目
の
寅
年
各
に
架
け
替

え
を
行
う
が
'
そ
の
時
行
桁
の
先
に
､
こ
の
橋
誕
生

伝
説
の
｢
せ
つ
女
｣
と
｢
清
兵
衛
｣
を
形
取
っ
た
人

形
を
飾
る
行
事
で
あ
る
｡

昔
へ
島
々
に
清
兵
衛
と
お
せ
つ
と
い
う
若
者
が
あ

り
､
ね
せ
つ
は
口
減
し
の
た
め
対
岸
の
橋
場
へ
奉
公

に
出
る
こ
と
､
な
っ
た
｡
そ
の
頃
橋
は
四
里
も
下
流

に
し
か
な
か
っ
た
の
で
､
二
人
は
破
毎
し
め
し
合
せ

て
岸
に
立
っ
た
が
激
流
に
さ
い
を
ま
れ
恋
の
さ
､
や

ぎ
も
充
分
で
き
な
い
｡
そ
こ
で
二
人
は
噴
気
し
､
三

度
の
食
事
を
二
度
に
滅
し
､
雑
炊
雑
穀
に
切
り
変
え

架
橋
資
金
を
生
み
出
す
べ
く
努
力
し
た
｡

や
が
て
こ
の
こ
と
が
村
人
の
知
る
と
こ
ろ
と
在
り

数
年
後
に
は
両
村
の
人
達
も
共
に
そ
の
不
便
と
必
要

性
を
感
じ
､
つ
い
に
こ
こ
に
目
出
度
-
橋
が
架
け
ら

れ
た
の
で
あ
っ
た
｡

(
白
馬
村
役
場
･
山
博
調
査
員
)
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山

と

博

物

館
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2

3

　

巻

第

　

6

号

つ
い
た
ま
,
ど
う
や
っ
て
も
と
れ
な
い
｡
明
け
方
近
‥

く
在
っ
て
き
た
あ
が
る
は
そ
の
姿
を
恥
じ
､
素
を
飛
･

び
出
し
桶
川
の
室
八
に
身
を
隠
し
た
の
だ
っ
た
｡
そ
‥

の
後
の
あ
が
る
の
こ
と
は
誰
も
知
ら
な
い
｡
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