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耕

海
沿
ひ
の
新
道
か
ら
山
の
中
に
入
る
路
を
訊
く

た
め
に
、
私
は
逢
ふ
人
毎
に
道
を
間
切
っ
た
。
逢
ふ

人
も
、
逢
ふ
人
も
、
コ
ン
ナ
シ
、
カ
リ
サ
ン
、
晒

木
綿
の
手
拭
ひ
で
姉
さ
ん
か
ぶ
り
に
し
た
女
達
ば

か
り

|
i。
男
に
は
一
人
も
逢
は
な
い
。
漁
場
回

烏
の
畠
仕
事
は
、
や
っ
ぱ
り
女
の
仕
事
に
な
っ
て

い
る
ら
し
い
。
老
婆
や
若
嫁
、
娘
ら
が
一
人
、
或

ひ
は
二
三
人
連
れ
だ
っ
て
や
っ
て
来
る
。
そ
の
誰

も
が
み
な
申
合
せ
た
か
の
や
う
に
、
「
今
日
は
人

が
出
て
ゐ
る
か
ら
山
の
中
で
も
道
に
迷
ふ
こ
と
は

な
い
」
と
言
っ
て
く
れ
る
。
今
日
に
限
っ
て
何
故

人
が
出
て
い
る
の
か
、
は
っ
き
り
私
に
は
訳
ら
な

い
が
、
山
路
を
行
く
旅
人
に
と
っ
て
、
全
く
頼
も

し
い
言
葉
で
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
あ
ま
り
に
簡

単
す
ぎ
て
い
さ
さ
か
心
細
い
気
も
す
る
。

山
路
に
入
る
と
、
道
は
漸
く
細
く
険
し
く
な
っ

た
。
枯
葉
が
一
杯
に
道
を
埋
め
て
ゐ
る
。
「
山
の

中
で
も
人
が
出
て
ゐ
る
か
ら
:
:
:
」
と
は
言
っ
て

く
れ
た
が
、
人
の
姿
ど
ζ
ろ
か
、
も
の
音
さ
へ
聞

え
な
い
。
落
葉
樹
は
、
枝
々
の
芽
ば
え
が
も
う
か

な
り
ふ
く
ら
ん
で
、
し
と
ど
宿
っ
た
露
の
玉
が
木

の
間
か
ら
き
し
こ
む
日
光
に
き
ら
め
い
て
ゐ
た
。

陸
測
五
万
分
の
一
の
地
図
を
と
り
出
し
て
、
か
そ

か
に
聞
え
る
潮
騒
の
音
と
、
山
の
地
形
と
を
た
よ

り
に
地
図
を
読
み
な
が
ら
、
私
の
足
は
い
つ
か
急

ぎ
足
に
な
っ
て
ゐ
た
。
矢
代
の
祭
り
が
何
時
ご
ろ

か
ら
初
ま
る
の
か
訳
ら
な
い
だ
け
に
、
息
を
は
づ

ま
せ
つ
つ
、
心
は
ひ
た
す
ら
急
い
で
ゐ
た
。
潮
騒

の
音
が
急
に
ま
近
く
な
っ
た
か
と
、
眼
の
前
の
谷

が
展
け
て
山
の
木
の
間
か
ら
限
に
し
む
ば
か
り
に

青
い
若
狭
の
海
が
再
び
ひ
ら
け
て
来
た
。
裏
日
本

に
し
て
は
珍
し
い
春
日
和
で
あ
る
。
海
の
中
に
た

だ
一
つ
見
え
る
も
の
、
地
図
で
み
れ
ば
ど
う
や
ら

「
沖
の
石
」
ら
し
い
。
小
倉
百
人
一
首
の
名
歌

わ
が
袖
は
潮
干
に
見
え
ぬ
沖
の
石
の
人
乙

そ
知
ら
ね
か
わ
く
間
も
な
し

の
沖
の
石
が
あ
れ
だ
。
と
土
地
で
は
伝
へ
て
ゐ
る

の
で
あ
る
。
歌
の
作
者
讃
岐
は
二
条
院
の
侍
女
で

源
頼
政
の
女
、
勅
勘
を
蒙
っ
て
田
烏
浦
に
請
せ
ら

れ
た
。
配
流
の
原
因
は
、
平
清
盛
の
謹
言
に
よ
る

も
の
と
伝
へ
ら
れ
て
お
り
、
不
遇
の
身
を
泣
き
佑

び
て
、
つ
ひ
に
乙
の
土
地
で
亡
く
な
っ
た
。
姫
の

住
ん
だ
屋
敷
跡
は
今
も
御
所
平
と
い
っ
て
里
人
達

は
そ
の
附
近
へ
女
子
の
入
る
こ
と
を
禁
じ
て
ゐ

る
、
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
讃
岐
姫
が
死
ん
で
の
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ヅ
ル
ペ

ち
、
哀
れ
な
姫
の
霊
を
社
に
杷
っ
た
の
が
釣
姫
明

神
で
、
社
の
所
在
す
る
部
落
は
明
神
の
名
を
と
っ

た
今
の
釣
姫
の
部
落
な
の
で
あ
る
。
讃
岐
姫
の
物

語
と
と
も
に
、
父
頼
政
の
鶴
退
治
の
話
ま
で
が
、

田
烏
や
矢
代
を
中
心
と
し
て
内
外
海
村
の
山
々
や

谷
々
の
木
、
磯
辺
の
岩
石
な
ど
に
し
っ
か
り
根
を

下
し
、
村
人
達
の
心
の
中
で
す
く
/
¥
と
成
長
し

て
、
い
つ
し
か
村
の
歴
史
に
ま
で
発
展
し
て
ゐ

た
。
か
っ
と
れ
が
、
村
人
達
に
と
っ
て
は
お
ら
が

村
の
自
慢
話
の
一
つ
に
も
な
っ
て
ゐ
る
ら
し
く
、

郷
土
誌
な
ど
は
、
誇
ら
し
げ
な
記
述
の
筆
を
は
し

ら
せ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

私
は
山
路
を
歩
き
な
が
ら
、
二
条
院
讃
岐
姫
の

哀
話
に
思
ひ
を
め
ぐ
ら
せ
て
ゐ
た
。
村
と
は
縁
の

な
い
旅
人
の
ほ
ん
の
気
ま
ぐ
れ
に
思
ひ
浮
べ
た
常

識
的
な
判
断
で
あ
る
の
に
、
そ
れ
で
も
割
り
切
れ

な
い
乙
と
ば
か
り
で
あ
る
。

第
一
は
、
土
地
の
伝
へ
に
よ
る
と
、
乙
の
附
近

は
頼
政
の
領
地
で
、
そ
の
住
居
跡
が
今
の
宮
川
村

大
谷
に
あ
る
と
い
ふ
。
讃
岐
姫
が
流
人
生
活
を
し

た
屋
敷
跡
は
、
釣
姫
の
西
北
に
あ
た
る
山
の
中
に

あ
る
が
、
も
と

f
k頼
政
と
は
縁
の
深
か
っ
た
土

地
な
の
で
あ
る
。
さ
う
し
た
土
地
ヘ
讃
岐
姫
を
流

し
た
と
す
れ
ば
、
凡
そ
ぼ
ん
く
ら
な
処
罰
で
あ
っ

て
、
清
盛
は
乙
乙
で
も
頼
朝
の
蛭
ケ
島
式
誤
謬
を

冒
し
て
ゐ
た
わ
け
に
な
る
。

第
二
は
父
の
屋
敷
近
く
1

1
仮
に
乙
れ
が
別
荘

だ
っ
た
と
し
て
も
|
|
で
暮
し
な
が
ら
流
罪
の
身

の
位
び
し
さ
を
か
と
っ
た
と
は
、
ど
う
考
へ
で

も
、
讃
岐
姫
も
随
分
我
が
ま
ま
な
姫
君
で
お
は
し

た
ら
し
い
乙
と
に
な
る
。

第
三
は
歌
の
内
容
か
ら
想
像
し
て
み
よ
う
。
潮

干
に
見
え
ぬ
沖
の
石
の
は
序
に
な
っ
て
ゐ
る
。
毎

日
眺
め
暮
し
て
は
涙
に
か
き
く
れ
て
ゐ
た
の
だ
か

ら
、
単
な
る
想
像
で
な
く
蝿
自
発
想
を
し
て
ゐ
る

と
と
に
な
る
。
と
す
れ
ば
、
い
さ
さ
か
お
組
末
す

ぎ
る
描
写
で
は
な
い
か
。
ま
う
少
し
実
感
的
な
、

痛
切
な
調
子
が
出
て
ゐ
て
も
よ
さ
そ
う
で
、
お
せ

っ
か
い
な
話
で
は
あ
る
が
、
有
名
す
ぎ
る
歌
だ
け

に
一
一
作
者
の
名
誉
が
気
に
か
か
る
の
で
あ
る
。
ま
た

沖
あ
ひ
約
一
里
の
沖
の
石
を
配
流
の
身
の
上
に
ひ

っ
か
け
て
流
さ
れ
て
ゐ
る
と
解
釈
す
る
と
、
ど
う

も
芝
居
気
が
あ
り
す
ぎ
て
か
へ
っ
て
悲
し
さ
の
方

が
ひ
っ
乙
ん
で
じ
ま
ふ
。

第
四
は
、
沖
の
石
な
ど
と
い
ふ
名
称
は
、
ど
こ

の
土
地
へ
行
っ
て
も
一
つ
や
二
つ
は
あ
り
そ
う
な

名
で
あ
る
。
吉
田
東
伍
氏
な
ど
も
、
「
附
会
の
談

の
み
」
と
あ
っ
さ
り
一
笑
に
附
し
て
土
地
の
人
々

の
気
持
ち
に
少
し
も
同
情
の
な
い
口
ぶ
り
で
あ

る
。
さ
ら
に
頼
政
父
娘
の
物
語
も
、
此
土
地
の
専

売
特
許
で
は
な
く
、
ま
だ

/
L他
の
地
方
に
も
伝

へ
ら
れ
て
ゐ
る
筈
で
あ
る
。
『
松
山
雑
記
』
の
話

で
は
、
頼
政
の
母
が
、
我
が
子
に
立
身
さ
せ
た
い

為
に
鶴
に
な
っ
て
京
都
を
騒
が
せ
、
ま
た
あ
ら
か

じ
め
打
合
せ
を
し
て
お
い
て
息
子
頼
政
の
弓
に
射

ら
れ
た
と
と
に
な
っ
て
ゐ
る
が
、
乙
ん
な
と
と
ろ

ま
で
矢
代
の
話
と
一
致
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

矢
代
と
い
ふ
地
名
に
つ
い
て
は
乙
ん
な
話
も
あ

ヲ。。
『
矢
代
は
も
と
稲
富
浦
と
い
っ
て
、
と
の
あ
た

り
は
源
頼
政
の
領
地
で
あ
っ
た
。
観
音
様
の
お

告
げ
が
あ
っ
た
翌
朝
、
稲
富
村
の
山
中
で
山
鳥

を
捕
へ
て
羽
を
と
り
、
ま
た
宮
川
村
の
竹
簸
で

矢
竹
を
と
っ
て
来
て
矢
を
作
り
怪
物
を
退
治
し

た
。
頼
政
は
非
常
に
喜
ん
で
直
ち
に
稲
富
村
の

観
音
様
へ
お
礼
ま
ゐ
り
を
し
て
厚
く
礼
を
の
ベ

稲
富
村
の
一
部
と
外
面
の
方
面
を
観
音
様
に
奉

納
し
た
。
こ
れ
か
ら
稲
富
村
を
矢
代
と
呼
ぶ
よ

う
に
な
っ
た
。
今
も
宮
川
村
に
頼
政
を
杷
っ
た

堂
が
あ
り
、
矢
代
に
も
頼
政
の
屋
敷
跡
が
あ

る
。
尚
矢
代
で
は
山
鳥
を
食
べ
な
い
。

(
l福

井
県
伝
説
集

l
)

』

か
う
し
た
田
舎
の
人
の
夢
を
あ
ざ
噴
ふ
都
会
人
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の
方
が
か
へ
っ
て
も
の
の
あ
は
れ
を
知
ら
ぬ
哀
れ

な
人
間
な
の
か
も
知
れ
な
い
。
や
っ
ぱ
り
こ
の

ま
』
じ
っ
と
蓋
を
閉
ぢ
て
、
村
人
達
の
心
の
平
和

を
か
き
乱
さ
な
い
方
が
幸
福
な
の
だ
と
い
ふ
や
う

な
気
が
し
て
な
ら
な
い
。

第
五
は
、
讃
岐
姫
を
杷
っ
た
社
を
何
故
釣
姫
明

神
と
い
ふ
の
で
あ
ろ
う
か
。
釣
姫
は
つ
る
ベ
と
訓

ま
せ
て
、
古
文
書
な
ど
に
は
釣
部
と
記
し
て
も
ゐ

る
。
讃
岐
に
つ
い
て
の
記
録
は
、
田
烏
の
秦
氏
の

家
か
ら
出
た
古
文
書
と
し
て
珍
ら
し
が
ら
れ
て
ゐ

る
「
秦
守
高
注
進
状
白
鳥
立
始
所
子
細
事
」
に
「

さ
ぬ
き
の
尼
御
前
の
あ
と
な
り
と
て
宮
川
地
頭
殿

可
知
行
由
度
々
沙
汰
候
い
し
か
と
て
、
今
以
て
田

烏
浦
い
ろ
は
ず
候
き
。
さ
ぬ
き
の
尼
御
前
の
御
子

息
も
、
黒
崎
山
上
を
は
か
り
も
せ
ら
れ
ず
候
き
」

と
あ
っ
て
讃
岐
姫
の
哀
話
は
随
分
古
く
か
ら
乙
の

地
方
に
伝
承
さ
れ
て
ゐ
た
ら
し
い
。
と
こ
ろ
で
、

歌
の
作
者
を
讃
岐
姫
と
い
ふ
の
と
、
讃
岐
の
尼
御

前
と
い
ふ
の
と
で
は
歌
の
も
つ
存
情
的
価
値
が
よ

ほ
ど
臭
っ
て
感
じ
ら
れ
る
。
姫
と
い
ふ
文
字
や
語

感

i
l尤
も
現
代
人
の
感
情
で
あ
る
ー
ー
か
ら
歌

の
も
つ
内
容
が
一
層
哀
れ
に
響
い
て
、
い
か
に
も

楚
々
と
し
た
う
ら
ぶ
れ
た
姫
君
の
流
人
生
活
が
連

想
さ
れ
、
も
の
L

あ
は
れ
は
一
入
ま
さ
っ
て
、
近

代
女
性
の
も
つ
感
傷
に
近
い
ま
で
の
線
の
細
さ
と

錦

沖
の
石

情
緒
さ
へ
感
じ
ら
れ
る
。
そ
れ
に
反
し
て
尼
御
前

と
す
る
と
、
調
子
の
優
美
さ
が
か
な
り
減
殺
さ
れ

る
乙
と
は
否
め
な
い
。
土
地
の
人
々
は
尼
御
前
と

い
は
ず
、
姫
と
伝
へ
て
ゐ
る
の
で
、
お
そ
ら
く
哀

れ
な
姫
君
の
物
語
を
心
に
描
い
て
来
た
の
で
あ
ら

う
。
そ
し
て
村
人
達
は
、
波
聞
に
見
え
が
く
れ
す

る
沖
の
石
を
見
る
に
つ
け
、
哀
れ
な
姫
君
の
物
語

を
実
感
的
に
思
ひ
浮
べ
て
共
鳴
し
、
同
情
の
一
波
を

絞
っ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
讃
岐
姫
の
物
語
は

存
外
村
人
の
生
活
に
持
情
的
要
素
を
植
え
つ
け
、

潤
ほ
ひ
の
あ
る
人
生
を
教
へ
て
ゐ
た
の
で
あ
っ

た。
か
う
し
て
考
へ
て
来
る
と
、
ふ
と
思
ひ
浮
ぶ
暗

示
は
、
讃
岐
の
尼
御
前
と
い
ふ
の
も
頼
政
父
娘
の

物
語
を
語
っ
て
歩
い
た
旅
の
亙
女
が
、
比
丘
尼
の

名
前
で
は
な
か
っ
た
か
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
二

条
院
に
仕
へ
た
讃
岐
と
い
ふ
の
も
和
泉
式
部
と
同

じ
種
類
の
女
性
を
想
像
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
だ

ろ
う
か
。
物
語
の
主
人
公
の
名
と
、
物
語
を
語
っ

て
聞
か
せ
た
比
丘
尼
の
名
と
が
い
つ
の
間
に
か
習

合
し
て
し
ま
ふ
可
能
性
も
あ
る
訳
で
あ
る
。
百
人

一
首
の
名
歌
を
織
込
ん
だ
哀
れ
な
物
語
が
、
京
都

か
ら
波
状
的
に
地
方
の
村
々
に
撒
布
さ
れ
、
村
で

は
物
語
の
内
容
が
実
在
の
山
や
谷
や
岩
石
と
結
び

つ
い
て
、
村
の
歴
史
に
ま
で
育
っ
て
ゐ
る
聞
に
、

発
生
地
の
京
都
で
は
、
も
う
そ
ん
な
物
語
は
す
っ

か
り
忘
れ
て
了
う
た
乙
と
で
あ
っ
た
。

沖
の
石
は
ま
だ
見
え
て
ゐ
る
。
限
を
西
の
方
に

転
じ
る
と
、
入
海
を
隔
て
た
彼
方
の
岬
の
磯
浜
に

春
の
鶴
ざ
し
が
一

l

際
白
く
照
り
か
へ
し
て
ゐ

た。
「
あ
っ
、
矢
代
の
家
の
屋
根
で
は
な
い
か
」

目
的
地
の
矢
代
に
心
急
ぐ
私
の
眼
に
ふ
と
さ
う

見
え
た
の
で
あ
る
が
、
じ
っ
と
見
つ
め
る
と
民
家

で
は
な
く
、
磯
の
岩
や
石
が
光
っ
て
ゐ
る
の
で
あ

っ
た
。
人
里
は
ま
だ
見
え
な
い
で
、
た
だ
か
さ

/
¥
と
落
葉
を
踏
む
私
の
足
音
:
:
:
・
:
。
潮
騒
の

音
:
:
・
:
:
。
ど
こ
ま
で
行
っ
て
も
歩
い
て
も
、
寂

し
い
磯
浜
の
山
路
が
つ
づ
い
て
ゐ
た
。

O
註
解

乙
の
一
文
は
昭
和
二
十
年
四
月
三
日
の
小
浜
市

矢
代
の
手
杵
祭
を
取
材
に
出
か
け
た
と
き
の
も

の
で
あ
る
が
、
い
つ
も
の
よ
う
に
年
月
日
が
入

っ
て
い
な
い
。
当
時
朝
日
新
聞
記
者
と
し
て
福

井
支
局
に
在
勤
し
、
敗
戦
前
の
あ
わ
た
だ
し
い

中
に
あ
っ
て
、
記
者
と
し
民
俗
学
徒
と
し
て
活

躍
し
て
い
た
。
国
鉄
小
浜
線
大
鳥
羽
駅
で
下
車

し
、
白
鳥
を
経
て
矢
代
に
至
る
約
二
十
キ
ロ
の
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山
道
を
、
手
杵
祭
の
は
じ
ま
る
時
刻
を
気
に
し

な
が
ら
歩
る
い
て
い
く
筆
者
の
姿
が
し
の
ば
れ

る
。
手
杵
祭
の
記
録
は
本
誌
九
巻
一
号
に
「
矢

代
の
手
杵
祭
」
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
乙

の
時
の
も
の
と
思
は
れ
る
紀
行
文
「
田
烏
繭
宜

の
っ
と
め
」
な
'
ど
が
あ
る
。
(
小
林
一
男
)
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