
四
、
天
龍
川
を
下
る
浅

井
洌

翌
朝
五
時
半
、
開
善

寺
を
出
発
し
て
半
里
ほ

ど
で
時
又
に
着
い
た
。

か
ね
て
郡
役
所
を
通
じ

て
井
原
文
平
と
い
う
通

船
会
社
に
依
頼
し
て
五

艘
の
舟
を
手
配
さ
せ
た

の
だ
が
、
準
備
が
ま
だ

整
わ
ず
、
す
ぐ
に
乗
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

舟
一
艘
の
買
い
上
げ

代
金
は
十
八
円
で
、
五

艘
だ
か
ら
九
十
円
と
な

る
。
一
艘
の
乗
客
は
凡

そ
二
十
人
、
舟
子
（
船

頭
）
三
〜
四
人
で
あ

る
。
舟
の
長
さ
は
三
間

余
、
幅
は
四
尺
に
過
ぎ

な
い
。

約
一
時
間
ほ
ど
で
準

備
が
整
い
、
七
時
過
ぎ

と
も
づ
な

に
纜
を
解
い
て
時
又
を

ろ

出
発
し
た
舟
は
、
艪
や

か
い櫂
の
力
を
借
り
ず
と
も

矢
の
よ
う
に
進
ん
だ
。

へ

舟
子
が
舳
（
船
首
）
と

と
も艫
（
船
尾
）
に
い
て
、

方
向
を
定
め
た
り
、
舵

を
操
っ
た
り
す
る
だ
け

で
あ
る
。

川
の
両
岸
は
嶮
し
い

絶
壁
で
、
水
中
は
所
々

に
巨
岩
が
潜
ん
で
い

る
。
加
え
て
川
が
屈
曲

し
て
い
て
河
床
が
斜
め

に
な
っ
て
い
る
。
従
っ

て
、
水
勢
は
す
さ
ま
じ

く
、
激
浪
や
怒
濤
が
随

所
に
認
め
ら
れ
る
。
そ

の
た
め
、
舟
子
が
も
し

か
じ楫
の
方
向
を
誤
れ
ば
、

舟
は
た
ち
ま
ち
微
塵
に

砕
け
、
舟
中
の
人
は
こ

と
ご
と
く
魚
腹
に
葬
ら

れ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
の
上
、
過
日
来
の

降
雨
で
水
量
が
増
し
、

平
日
よ
り
数
尺
も
水
位

が
上
が
っ
て
い
る
ら
し

く
、
舟
子
も
気
を
引
き

締
め
て
い
る
よ
う
に
見

え
る
。
そ
の
舟
子
に
こ

の
先
の
旅
程
を
問
う

と
、
駿
河
と
遠
江
の
国

境
ま
で
は
約
十
一
里
、

遠
州
中
野
町
ま
で
は
三

十
里
ば
か
り
だ
と
答
え

た
。
そ
の
内
、
四
分
の

三
の
航
路
は
艱
難
を
極

め
る
と
言
っ
た
。

我
々
は
最
初
そ
の
言

葉
を
さ
ほ
ど
意
に
介
さ

な
か
っ
た
が
、
舟
の
下

る
に
従
っ
て
そ
れ
が
嘘

で
な
い
こ
と
に
気
づ
い

た
。
そ
れ
ば
か
り
か
、

か
え
っ
て
言
葉
以
上
の

凄
さ
を
感
じ
た
。
そ
の

た
め
、
両
岸
の
景
色
が

秀
れ
て
奥
深
い
こ
と
は

わ
か
る
が
、
静
か
に
左

右
を
眺
め
、
天
然
の
美

景
を
賞
賛
す
る
暇
も
無

か
っ
た
。
ま
し
て
や
、

船
頭
に
各
所
の
名
称
を

問
い
、
そ
の
様
を
筆
記

す
る
こ
と
な
ど
で
き
よ

う
は
ず
が
無
か
っ
た
。

従
っ
て
、
こ
こ
に
書
い

た
こ
と
な
ど
十
中
の
一

に
も
及
ば
な
い
。

聞
く
と
こ
ろ
で
は
、

天
龍
川
の
勝
形
は
独
り

我
が
国
に
於
い
て
勝
れ

て
い
る
の
み
な
ら
ず
、

五
大
州
中
で
も
そ
う
多

く
は
無
い
風
景
だ
と
い

う
。今

、
仮
に
頼
山
陽
や

斉
藤
拙
堂
の
よ
う
な
能

文
の
士
が
こ
の
様
子
を

記
し
た
な
ら
ば
、（
二
人

が
書
い
て
有
名
に
な
っ

た
）「
耶
馬
溪
の
山
水
」

も
「
月
ヶ
瀬
の
梅
花
」

も
、
恐
ら
く
そ
の
美
名

を
保
つ
こ
と
が
で
き
な

く
な
る
だ
ろ
う
。

古
人
は
、
山
水
も
ま

た
幸
不
幸
が
あ
る
と
言

っ
た
。
私
は
ま
だ
そ
れ

ら
両
地
を
見
て
い
な
い

が
、
こ
の
川
を
下
る
に

つ
れ
て
そ
の
言
が
真
実

で
あ
る
こ
と
を
悟
っ

た
。続

い
て
「
先
に
明
治

乙
酉
の
年
、
日
下
部
鳴

鶴
翁
此
地
に
遊
び
、
巨

岩
十
所
の
称
号
を
撰

び
、
自
ら
筆
を
揮
い
て

…
」
と
綴
り
、
い
わ
ゆ

る
「
天
龍
峡
十
勝
」
の

こ
と
を
述
べ
る
。「
曰
く

姑
射
橋
、
曰
く
帰
鷹
岩

…
」
と
列
記
し
、
そ
れ

ぞ
れ
漢
詩
（
五
言
絶

句
）
を
付
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は

「
聊
か
勝
地
の
名
を
発

揚
す
る
に
足
る
」
と
評

し
て
い
る
。

以
後
は
少
し
く
原
文

を
掲
載
し
、
そ
の
名
文

を
熟
読
玩
味
さ
れ
る
と

よ
い
だ
ろ
う
。

か
く斯
て
猶
下
る
こ
と

数
里
。
河
は
愈
々
重

山
深
谷
の
間
に
入
り

て
、
両
岸
の
山
は

益
々
高
く
聳
え
、
絶

壁
万
仞
頭
上
に
崩
壊

せ
ん
と
し
、
河
中
到

る
所
に
巉
巌
暗
礁
縦

横
星
散
し
て
、
或
い

は
深
淵
と
な
り
、
或

い
は
漲
瀑
と
な
り
、

…
波
浪
を
起
こ
し
飛

沫
を
生
じ
、
雲
霧

こ
う
げ
い

濛
々
と
し
て
虹
�
を

現
は
し
、
舟
中
の
人

之
が
為
に
衣

袴
内
外
濡
れ

に
濡
れ
て
、

更
に
乾
け
る

所
な
く
霑
然

た
り
。
…

（
句
読
点
等

筆
者
）

浅
井
は
、
舟

行
が
よ
ほ
ど
怖

か
っ
た
ら
し
く
、
続
い

て
「
心
胆
を
し
て
寒
か

ら
し
む
る
思
い
あ
り
」

と
か
、「
能
く
応
接
笑
語

す
る
余
暇
を
得
ず
」
と

か
記
し
て
い
る
。
そ
れ

だ
け
に
、
大
丈
夫
の
心

胆
を
鍛
錬
す
る
に
よ
い

と
も
書
い
て
い
る
。

ザ
ブ
リ
瀑
・
銚
子
瀑

や
ぐ
ら

・
櫓
瀑
・
大
島
瀑
等
を

無
事
に
過
ぎ
、
午
前
十

一
時
廿
分
、
舟
は
国
境

に
至
っ
た
。

「
川
の
西
岸
は
神
原
村

を
以
て
三
河
国
北
設
楽

郡
富
山
村
に
接
し
、
其

東
岸
は
平
岡
村
を
以
て

遠
江
国
周
智
郡
奥
山
村

に
接
す
。
此
辺
特
に
危

険
絶
所
尤
も
多
く
、
舟

行
極
め
て
至
艱
至
難
の

所
な
り
と
ぞ
」と
あ
る
。

瀬
を
は
や
み
こ
と
問

ふ
暇
も
あ
ら
浪
に
国

い

の
境
を
ふ
ね
ぞ
出
で

ぬ
る

以
下
、
浅
井
洌
の
名

文
は
続
く
が
、
舟
は
既

に
下
伊
那
を
離
れ
た
の

で
、
こ
こ
で
筆
を
擱

く
。
興
味
を
お
持
ち
の

向
き
は
、
原
文
を
読
ま

れ
る
こ
と
を
お
勧
め
し

た
い
。
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浅井洌愛用の硯（『浅井洌』より）

浅井洌も感激した天龍峡
（『蘇る伊那谷の明治』より）
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