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近

江

路

見

学

「
落
花
の
雪
に
踏
み
迷
う
…
…
」
は
あ
ま
り
に
も
有
名
で
、
太

平
記
と
い
え
ば
す
ぐ
口
誦
さ
ま
れ
る
道
行
文
で
あ
る
が
、
こ
の
中

に
読
み
込
ま
れ
た
番
場
・
醒
ヶ
井
・
柏
原
が
本
日
の
見
学
地
で
あ

る。
先
づ
集
合
地
米
原
駅
の
東
方
に
あ
る
青
岸
寺
へ
。

今
日
は
「
大
暑
」
で
あ
る
。
灼
け
付
く
よ
う
な
屋
並
み
を
暫
く

行
く
と
、
正
面
の
鬱
蒼
と
し
た
杉
木
立
の
中
に
神
社
、
そ
の
横
の

楓
葉
の
涼
し
い
山
際
に
寺
門
は
開
か
れ
て
い
た
。
こ
こ
は
南
北
朝

時
代
、
こ
の
地
の
守
護
大
名
で
あ
っ
た
佐
々
木
道
誉
が
書
写
し
た

法
華
経
を
奉
納
し
て
開
創
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
お
寺
で
、
名
園
の

あ
る
こ
と
で
も
知
ら
れ
て
い
る
。
廻
遊
式
の
枯
山
水
蓬
莱
庭
園
で

江
戸
初
期
の
作
、
松
を
主
木
に
さ
つ
き
の
植
栽
、
そ
の
中
に
近
江

石
を
豊
富
に
配
し
た
豪
華
な
も
の
で
あ
る
。
背
後
の
楓
の
木
々
も

見
事
で
秋
の
風
情
も
さ
こ
そ
と
感
ぜ
ら
れ
た
。
殊
に
珍
し
か
っ
た

の
は
水
に
見
立
て
る
砂
が
、
枯
滝
の
滝
口
か
ら
地
中
に
か
け
て
杉

苔
の
敷
か
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
日
照
り
で
緑
波
を

近
江
路
見
学
の
記

の

記

五

表
す
そ
の
苔
が
焼
け
て
碧
水
の
趣
の
感
ぜ
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
惜

し
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
手
前
に
は
珍
し
い
灯
籠
が
置
か
れ
て
あ
る
。

風
鈴
の
清
韻
が
四
辺
の
空
気
を
引
き
締
め
て
い
た
。
門
前
の
緑
の

ト
ン
ネ
ル
に
四
季
の
情
趣
を
感
じ
つ
つ
駅
へ
戻
る
。

い
よ
い
よ
米
原
駅
を
あ
と
に
バ
ス
で
蓮
華
寺
へ
。
国
道
二
十
一

号
線
か
ら
右
へ
曲
り
旧
中
山
道
に
入
る
。
入
口
に
は
「
番
場
の
忠

太
郎
」
と
か
「
蓮
華
寺
」
の
大
き
な
標
柱
が
立
っ
て
迎
え
て
い
る
。

う
ね
う
ね
と
五
分
程
で
門
前
の
集
落
に
着
く
。
バ
ス
停
の
標
識
に

は
「
れ
ん
げ
い
じ
」
と
振
り
仮
名
が
あ
っ
た
。
立
派
な
勅
使
門
で

あ
る
。
門
扉
の
菊
桐
紋
や
本
堂
の
格
天
井
に
こ
の
お
寺
の
格
の
高

さ
を
知
る
。

南
北
朝
時
代
六
波
羅
探
題
で
あ
っ
た
北
条
仲
時
が
、
元
弘
の
乱

に
敗
れ
鎌
倉
へ
引
挙
げ
る
途
中
こ
の
番
場
で
佐
々
木
道
誉
の
輩
下

に
阻
ま
れ
、
無
念
の
涙
を
呑
ん
で
部
下
四
百
三
十
二
名
と
共
に
果

て
た
処
で
あ
る
。
本
堂
の
横
、
山
の
斜
面
に
五
輪
塔
の
三
段
に
ぎ

っ
し
り
と
身
を
寄
せ
て
並
ぶ
墓
地
は
、
鬼
気
迫
る
を
惑
じ
真
夏
の

栗

生

照

子



近
江
路
見
学
の
記

日
を
忘
れ
そ
ぞ
ろ
肌
寒
さ
さ
え
覚
え
た
が
、
お
寺
に
残
る
一
陸
波

羅
南
北
過
去
帳
」
を
拝
す
る
に
及
ん
で
は
胸
の
熱
く
な
る
思
い
で

あ
っ
た
。
若
冠
二
十
八
歳
の
総
大
将
仲
時
に
従
っ
て
四
十
八
歳
の

壮
者
か
ら
僅
か
十
四
歳
の
少
年
ま
で
親
子
・
兄
弟
と
覚
し
い
幾
組

か
を
混
え
た
将
兵
が
自
害
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
固
く
強
い
信
頼

に
結
ば
れ
た
主
従
の
心
憎
い
ま
で
の
心
情
は
太
平
記
巻
第
九
「
越

後
守
仲
時
已
下
自
害
事
」
に
詳
し
い
。

又
こ
の
お
寺
は
、
建
立
や
再
建
の
変
遥
に
よ
っ
て
お
釈
迦
様
と

阿
弥
陀
様
の
二
尊
を
本
尊
と
す
る
珍
し
い
お
寺
で
も
あ
る
と
御
住

職
の
説
明
で
あ
っ
た
。
再
建
の
由
来
を
陰
刻
し
た
弘
安
七
年
の
銘

の
あ
る
国
宝
の
銅
鐘
、
そ
の
再
建
に
力
の
あ
っ
た
こ
の
地
の
豪
族

土
肥
元
頼
の
塔
と
い
わ
れ
る
鎌
倉
後
期
の
宝
態
印
塔
、
他
に
斎
藤

茂
吉
の
歌
碑
も
見
学
「
瞼
の
母
」
の
忠
太
郎
地
蔵
尊
も
昭
和
三
十

三
年
の
春
本
堂
の
裏
手
に
出
来
て
、
文
人
墨
客
の
杖
を
曳
く
名
跡

で
あ
る
。

昼
食
を
し
た
た
め
講
師
先
生
か
ら
は
近
江
源
氏
発
祥
の
土
地
柄

の
歴
史
的
な
お
話
を
伺
い
寺
を
辞
す
。
門
前
の
高
架
は
名
神
高
速

道
路
で
往
き
交
う
車
の
絶
え
ず
横
ぎ
る
音
を
聞
き
な
が
ら
、
旧
街

道
に
立
っ
て
摺
針
峠
へ
通
じ
て
い
る
昔
の
東
山
道
を
想
い
蓮
華
寺

に
別
れ
を
告
げ
た
。

再
び
国
道
へ
出
て
、
バ
ス
は
一
路
東
へ
。
伊
吹
山
を
前
方
に
大
き

＜
眺
め
つ
つ
走
る
こ
の
二
十
一
号
線
を
柏
原
に
入
っ
て
間
も
な
く

国
道
を
離
れ
へ
、
清
滝
に
向
う
。

車
を
降
り
鄭
び
た
集
落
か
ら
少
し
登
り
勾
配
の
参
道
に
入
る
。

桜
の
並
木
が
続
い
て
い
る
こ
の
辺
は
昔
は
多
く
の
寺
坊
が
建
っ
て

い
た
の
だ
そ
う
で
あ
る
。
右
手
後
方
は
田
圃
を
隔
て
て
伊
吹
山
麓

で
あ
る
。
間
も
な
く
こ
こ
も
山
を
背
に
し
た
清
滝
寺
徳
源
院
に
着

く
。
石
垣
の
上
に
低
く
真
白
な
築
地
塀
の
廻
る
高
雅
な
惑
じ
の
古

寺
で
あ
る
。
門
前
に
は
未
だ
花
に
は
遠
い
が
萩
が
乱
れ
て
い
た
。

こ
こ
は
守
護
大
名
を
誇
っ
た
近
江
源
氏
佐
々
木
氏
京
極
家
の
菩

提
所
で
あ
る
。
歴
代
の
お
像
を
ま
つ
る
位
牌
堂
の
横
を
入
る
と
厳

粛
な
埜
域
で
あ
っ
た
。
墓
地
は
二
段
に
な
っ
て
い
て
石
段
を
上
っ

た
高
所
は
奥
行
三
米
程
の
場
所
で
あ
る
が
、
初
代
か
ら
十
八
基
の

宝
態
印
塔
が
白
塀
を
背
に
一
列
に
並
ん
で
い
る
。
壮
観
で
あ
る
。

中
に
や
や
低
い
の
も
あ
る
が
、
何
れ
も
ニ
・
五
米
級
の
し
か
も
鎌

倉
期
か
ら
室
町
期
に
か
け
て
の
立
派
な
も
の
ば
か
り
で
あ
っ
た
。

私
は
礼
拝
す
る
こ
と
も
忘
れ
手
元
に
い
た
だ
い
た
実
測
図
と
ひ
き

比
べ
見
と
れ
て
い
た
。
婆
沙
羅
の
異
名
を
と
っ
た
道
誉
の
お
墓
も

特
別
の
こ
と
は
な
く
同
列
に
あ
っ
た
。
下
段
は
桃
山
期
か
ら
江
戸

期
ま
で
の
も
の
で
立
派
な
石
廟
に
は
び
っ
く
り
し
た
。
こ
こ
は
石

造
美
術
研
究
家
の
垂
涎
の
場
所
だ
そ
う
で
あ
る
。

修
理
中
の
三
重
塔
（
室
町
時
代
建
立
）
に
は
小
さ
い
が
周
溝
の

あ
る
の
が
珍
し
い
と
思
っ
た
。
庫
裡
で
も
お
話
を
う
か
が
い
後
山

を
借
景
に
し
た
さ
つ
き
の
芝
庭
も
拝
見
し
て
静
論
の
気
瀕
る
お
寺

五



を
退
出
し
た
。

次
い
で
近
く
の
小
山
の
山
頂
に
南
朝
の
忠
臣
北
畠
具
行
卿
の
お

墓
を
訪
ね
た
。
同
時
代
の
立
派
な
宝
筐
印
塔
が
松
樹
の
下
に
一
藍

淋
し
く
夏
の
日
を
一
ぱ
い
浴
び
て
い
た
。
京
極
道
誉
の
助
命
歎
願

も
空
し
く
斬
首
さ
れ
た
人
で
あ
る
が
こ
う
し
て
手
厚
く
葬
ら
れ
た

の
で
あ
ろ
う
。
爪
先
上
り
の
約
五
百
米
は
ち
ょ
っ
と
き
つ
い
山
道

で
あ
っ
た
が
御
老
体
の
皆
様
も
よ
く
頑
張
っ
て
登
ら
れ
た
。

長
い
日
も
よ
う
／
＼
西
に
傾
き
都
合
で
柏
原
の
文
屋
「
伊
吹
堂

亀
屋
」
や
醒
ヶ
井
の
地
名
と
な
っ
た
清
水
の
湧
出
地
の
見
学
は
割

愛
さ
れ
、
今
宵
の
宿
地
へ
向
う
。
再
び
二
十
一
号
線
を
国
鉄
醒
ヶ

井
駅
ま
で
戻
り
、
丹
生
川
の
清
流
に
沿
っ
て
進
む
と
今
ま
で
の
暑

さ
を
す
っ
か
り
忘
れ
る
。
街
道
の
名
残
り
の
あ
る
家
並
は
今
に
伝

え
ら
れ
て
い
る
。
更
に
醒
ヶ
井
峡
谷
を
遡
る
と
滋
賀
県
立
醒
ヶ
井

蓑
鱒
場
が
あ
る
。
明
治
十
一
年
に
出
来
た
も
の
で
あ
る
が
日
本
一

を
誇
っ
て
い
る
。
観
光
客
の
帰
っ
て
し
ま
っ
た
場
内
は
ま
こ
と
に

静
か
で
こ
こ
の
山
荘
に
一
日
の
旅
の
疲
れ
を
憩
う
。

は
じ
め
に
、
こ
の
度
の
見
学
地
を
定
め
て
下
さ
っ
た
と
い
う
酒

井
全
太
郎
様
の
予
期
せ
ぬ
急
逝
を
悼
む
。
こ
の
会
の
最
長
老
の
お

一
人
で
今
ど
き
珍
し
い
、
し
か
し
懐
し
い
白
髪
の
い
が
栗
頭
（
失

礼
で
す
が
）
。
慕
落
奇
偉
の
方
で
見
学
会
に
は
必
ず
同
道
さ
れ
、

ち
ょ
っ
と
お
口
の
悪
さ
も
巧
ま
ざ
る
ユ
ー
モ
ア
と
な
っ
て
会
員
の

気
持
を
和
ま
せ
て
下
さ
っ
た
酒
井
様
。
魂
塊
紡
彿
と
天
降
ら
れ
ま

近
江
路
見
学
の
記

し
て
同
席
し
て
下
さ
る
こ
と
を
願
い
つ
つ
献
ぜ
ら
れ
た
詩
吟
の
数

篇
に
明
治
の
気
風
を
惑
ず
る
夕
宴
で
あ
っ
た
。

料
理
は
お
皿
毎
に
鱒
で
あ
っ
た
。

上
弦
の
月
の
下
、
鱒
も
眠
っ
て
か
涼
し
く
更
け
て
い
っ
た
。

静
澄
な
朝
を
迎
え
る
。
木
の
間
に
さ
し
込
む
日
光
は
大
日
如
来

の
後
光
に
も
似
て
尊
い
光
で
あ
っ
た
。
山
の
霊
気
と
も
感
じ
た
。

そ
の
爽
や
か
な
光
を
浴
び
て
何
千
尾
と
も
知
れ
ぬ
鱒
が
清
流
に
群

れ
泳
い
で
い
る
。
中
に
黄
色
い
鯉
か
と
見
紛
う
も
の
も
あ
り
種
類

も
い
ろ
／
＼
ら
し
い
。
殊
に
細
長
い
池
に
魚
群
の
二
つ
の
輪
を

描
い
て
泳
い
で
い
る
様
は
ま
こ
と
に
美
事
で
、
私
は
自
分
の
影
を

水
に
落
し
て
何
時
ま
で
も
見
と
れ
て
い
た
ー
ー
—
。
気
が
付
く
と
赤

と
ん
ぼ
も
群
れ
て
い
た
。
こ
の
夏
は
蝉
が
静
か
で
こ
こ
で
も
ニ
イ

／
＼
蝉
と
ひ
ぐ
ら
し
の
声
を
僅
か
に
聞
い
た
の
み
で
あ
っ
た
。

涼
や
か
な
山
荘
を
後
に
第
二
日
目
の
旅
に
出
る
。
今
日
は
長
浜

市
内
の
お
寺
に
重
要
文
化
財
拝
観
の
予
定
で
あ
る
。
先
づ
市
街
を

外
れ
北
方
に
あ
る
神
照
寺
へ
。
千
手
観
音
立
像
を
拝
す
る
。
半
肉

一
木
彫
り
の
こ
の
種
の
も
の
は
石
像
に
は
あ
る
が
木
造
で
は
珍
品

の
由
、
又
真
手
に
垂
下
手
の
あ
る
の
も
大
層
珍
し
い
と
先
生
の
御

説
明
で
あ
っ
た
。
他
に
毘
沙
門
天
立
像
と
不
動
明
王
立
像
の
静
動

二
艇
も
拝
し
た
。
工
芸
品
と
し
て
の
華
籠
は
流
石
に
国
宝
だ
け
あ

っ
て
見
事
で
あ
っ
た
。
金
銀
鍍
透
彫
文
様
で
花
唐
草
が
輝
い
て
い

る
。
”
中
等
国
語
“
の
表
紙
に
使
わ
れ
欧
米
に
も
出
品
さ
れ
た
と



近
江
路
見
学
の
記

い
う
第
一
級
品
で
あ
る
。
し
か
も
こ
れ
が
十
六
枚
も
あ
る
の
で
あ

る
。
こ
の
華
籠
に
盛
ら
れ
た
花
々
の
散
華
さ
れ
る
極
楽
浄
土
は
何

処
に
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
華
霊
も
重
厚
な
金
銅
透
彫
の
す

ば
ら
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
先
年
見
た
葛
川
明
王
院
の
手
作
り
の

の
た
ヽ
さ

素
朴
な
野
草
の
華
堂
を
想
い
出
し
た
り
も
し
た
。
外
の
寺
宝
も
拝

見
し
た
が
「
馬
の
角
」
と
は
何
で
あ
ろ
う
。
私
は
こ
こ
の
お
庭
の

拝
見
を
忘
れ
た
。

次
は
総
持
寺
。
大
門
を
入
り
参
道
を
奥
へ
進
む
と
広
い
境
内
の

立
派
な
お
寺
で
弘
法
大
師
の
お
像
が
立
っ
て
い
た
。
本
堂
は
灌
頂

型
式
建
築
で
内
陣
も
広
々
と
し
て
大
へ
ん
明
る
い
。
他
の
お
寺
の

本
堂
と
随
分
違
う
惑
じ
を
受
け
た
。
江
戸
時
代
は
近
江
・
美
濃
の

学
問
寺
で
凡
て
の
儀
式
が
行
わ
れ
て
い
た
の
だ
そ
う
で
あ
る
。
聖

観
音
立
像
は
一
木
彫
り
の
藤
原
時
代
の
作
。
同
じ
十
一
世
紀
で
も

平
等
院
の
阿
弥
陀
様
よ
り
前
の
作
で
あ
る
と
先
生
か
ら
教
え
て
い

た
だ
く
と
時
代
性
が
よ
く
解
る
。
立
派
な
愛
染
明
王
立
像
を
も
拝

し
、
美
し
い
池
庭
の
見
え
る
広
い
結
構
な
客
殿
を
吹
き
放
っ
た
涼

し
い
お
座
敷
を
お
借
り
し
て
、
鱒
の
姿
ず
し
の
お
弁
当
の
中
食
を

す
ま
す
。

い
よ
！
＼
最
後
の
真
広
寺
。
前
以
て
お
願
い
し
て
あ
る
の
に
も

か
か
わ
ら
ず
改
め
て
壇
家
の
総
代
さ
ん
の
御
了
解
を
得
て
別
棟
の

新
し
い
お
堂
を
開
扉
し
て
い
た
だ
い
た
の
で
あ
る
が
、
容
易
な
ら

ぬ
気
配
で
あ
っ
た
。
恐
る
憫
る
前
の
人
の
肩
越
し
に
拝
す
る
と
、

鈍
い
金
色
の
薬
師
様
が
坐
っ
て
お
ら
れ
た
。

平
安
後
期
の
寄
木
造
り
で
挿
し
頸
に
な
っ
て
お
り
像
底
は
厚
板

が
貼
っ
て
あ
っ
て
落
ち
着
き
が
な
か
っ
た
と
は
後
で
の
先
生
の
お

話
で
あ
っ
た
。

急
ぎ
拝
観
し
、
民
家
の
間
を
足
早
に
バ
ス
に
帰
る
。
そ
の
民
家

の
軒
先
に
咲
い
て
い
た
夏
の
花
の
赤
や
黄
、
緑
の
業
ま
で
が
ジ
リ

ぐ
と
暑
い
日
射
し
の
中
に
照
り
返
っ
て
い
た
。

こ
の
時
私
は
フ
ッ
と
思
っ
た
。
作
家
の
井
上
靖
が
十
一
面
観

音
巡
拝
を
は
じ
め
ら
れ
た
頃
、
や
は
り
直
に
は
拝
し
得
ず
何
十

年
に
一
度
の
御
開
帳
と
定
っ
て
い
て
、
何
度
も
足
を
運
ん
で
苦

労
さ
れ
た
こ
と
の
書
か
れ
て
い
た
「
星
と
祭
」
を
。

先
生
の
御
説
明
の
場
所
は
と
う
／
＼
バ
ス
の
中
に
な
っ
て
し
ま

っ
た
が
、
国
宝
を
誇
り
高
く
護
り
き
っ
て
い
る
信
心
深
い
土
地
柄

で
の
拝
観
の
む
つ
か
し
さ
と
、
こ
れ
を
拝
観
見
学
す
る
我
々
も
そ

れ
な
り
の
心
構
え
を
持
っ
て
心
よ
り
拝
す
る
敬
虔
な
態
度
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
痛
感
さ
せ
ら
れ
帰
途
に
着
い
た
が
よ
い
教
訓
と

も
な
っ
た
。

予
定
よ
り
一
時
間
も
早
い
解
散
に
な
っ
た
の
で
、
私
は
一
人
で

摺
針
峠
を
訪
ね
る
こ
と
に
し
た
。
近
江
鉄
道
で
次
の
鳥
居
本
駅
で

降
り
、
軒
の
低
い
家
並
の
旧
中
山
道
を
米
原
の
方
へ
戻
る
よ
う
に

辿
る
。
駅
の
近
く
に
は
「
明
治
天
皇
御
小
休
所
」
と
な
っ
た
立
派

な
門
構
え
の
邸
宅
や
ひ
っ
そ
り
と
「
合
羽
所
」
の
看
板
の
下
っ
た

五
四



家
も
残
っ
て
い
る
。
十
五
分
程
で
国
道
八
号
線
と
合
す
る
所
に
出

る
。
山
手
に
ゆ
る
や
か
な
坂
道
が
延
び
て
い
る
。
傍
に
「
旧
中
仙

道
、
明
治
天
皇
御
聖
跡
磨
針
峠
望
湖
堂
、
弘
法
大
師
縁
の
地
、
是

よ
り
東
へ
山
道
八
百
米
」
と
書
か
れ
た
大
き
な
新
し
い
石
標
が
建

っ
て
い
る
。
裏
を
見
る
と
「
昭
和
五
十
二
年
五
月
、
彦
根
市
長
井

伊
直
愛
書
」
と
あ
っ
た
。
峠
へ
の
入
口
で
あ
る
。
今
は
車
の
通
れ

る
簡
易
輔
装
の
道
に
な
っ
て
い
る
。
山
の
中
へ
入
っ
て
行
く
。
ゆ

っ
く
り
十
五
分
程
す
る
と
僅
か
に
古
の
急
道
が
残
し
て
あ
っ
て
手

す
り
ま
で
取
付
け
て
楽
に
上
れ
る
よ
う
に
配
慮
さ
れ
て
い
た
。
登

り
き
る
と
そ
こ
が
も
う
峠
で
あ
っ
た
。
正
面
の
石
段
の
上
に
「
神

明
宮
」
の
額
の
か
か
っ
た
鳥
居
が
あ
り
そ
の
奥
は
小
罰
を
囲
ん
で

杉
の
大
樹
が
数
本
、
天
を
突
い
て
聟
え
て
い
る
。
弘
法
大
師
が
植

え
ら
れ
た
と
い
う
伝
説
が
あ
る
。

む
か
し
弘
法
大
師
が
修
行
の
途
中
こ
の
峠
に
着
く
と
石
で
斧

を
磨
い
て
い
る
老
人
が
居
っ
た
、
ど
う
す
る
の
か
と
尋
ね
る
と

斧
を
磨
っ
て
針
に
す
る
の
だ
と
い
う
、
不
思
議
な
こ
と
を
す
る

人
も
あ
る
も
の
だ
と
見
直
す
と
も
う
そ
こ
に
老
人
の
姿
は
な
か

っ
た
。
大
師
は

道
は
な
ど
学
ぶ
る
こ
と
の
難
か
ら
ん

斧
を
針
と
せ
し
人
も
こ
そ
あ
れ

の
歌
を
詠
じ
、
こ
こ
を
磨
針
峠
と
命
名
し
、
杉
の
苗
を
植
え
て

立

去

っ

た

。

（

「

近

江

む

か

し

話

」

よ

り

）

近
江
路
見
学
の
記

五
五

明
治
天
皇
の
御
休
み
に
な
ら
れ
た
と
い
う
望
湖
堂
を
峠
の

ぐ
ら
い
に
考
え
て
い
た
私
は
目
を
見
張
っ
た
。
石
垣
の
上
に
立
つ

ま
る
で
お
城
の
見
張
り
櫓
で
あ
る
。
真
白
な
塗
り
壁
の
立
派
な
建

物
で
あ
る
。
生
憎
今
日
は
こ
こ
の
方
は
旅
行
中
と
か
で
留
守
で
あ

っ
た
。
こ
の
峠
は
さ
程
高
い
と
も
思
わ
れ
な
い
の
に
こ
の
望
湖
堂

か
ら
は
竹
生
島
を
真
中
に
琵
琶
湖
の
眺
め
ら
れ
る
よ
い
位
置
に
な

っ
て
い
る
。
峠
を
向
う
へ
下
れ
ば
昨
日
訪
ね
た
番
場
の
蓮
華
寺
へ

と
通
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
峠
の
名
に
憧
れ
て
訪
ね
て
み
た
が
よ

い
所
で
、
わ
ざ
人
＼
来
た
甲
斐
が
あ
っ
た
と
う
れ
し
か
っ
た
。

二
日
間
、
満
ち
足
り
た
見
学
会
で
あ
っ
た
こ
と
を
感
謝
し
つ
つ

峠
を
く
だ
っ
た
。




