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０

コ
ー

ス
ガ

イ
ド

こ
の
コ
ー
ス
で
メ
イ
ン
ル
ー
ト
と
し
て

紹
介
し
て
い
る
の
は
川
沿
い
を
効
率
よ
く

歩
く
道
．
左
岸
か
ら
歩
き
だ
し
、
観
月
橋

で
右
岸
に
渡
れ
ば
、
ゴ
ー
ル
の
御
幸
橋
ま

で
ほ
ぼ
全
ル
ー
ト
が
川
治
い
の
道
だ
。
た

だ
し
観
月
橋
ま
で
は
車
道
が
続
く
の
で
、

少
々
歩
き
づ
ら
い
か
も
し
れ
な
い
っ

何
か
を
見
な
が
ら
歩
き
た
い
人
は
右
岸

側
を
行
く
と
い
い
だ
ろ
う
。
注
意
し
た
い

の
は
桃
面
の
山
科
川
だ
。
右
岸
か
ら
は
こ

の
川
を
直
接
渡
れ
ず
迂
回
を
余
儀
な
く
さ

れ
る
の
で
、
こ
れ
を
避
け
た
い
人
は
隠
元

橋
で
左
岸
に
渡

っ
て
お
こ
う
。
山
科
川
沿

い
に
字
治
川
に
戻

っ
て
く
る
と
、
前
方
に

観
月
橋
が
見
え
る
´́
伏
見

へ
は
こ
の
橋
付

近
か
ら
町
に
入
る
と
い
い
．
酒
蔵
の
町
伏

見
は
こ
の
コ
ー
ス

一
番
の
み
ど
こ
ろ
だ
っ

中
書
島
か
ら
先
、
右
岸
の
道
は
広
く
歩

き
や
す
く
な
る
が
、
い
さ
さ
か
殺
風
景
な

眺
め
が
続
く
。
左
岸
に
は
落
洋
た
る
巨
椋

池
干
拓
地
ぅ
伏
見
下
水
処
理
場
辺
り
に
ど
ヽ

る
と
、
千
両
松
と

い
う
名
の
町
が
あ
る
。

昔
、
こ
の
辺
り
の
川
堤
は
大
閤
堤
と
呼
ば

れ
、
秀
古
か
築
防
の
た
め
に
植
え
さ
せ
た

見
事
な
松
が
続
い
て
い
た
と
い
う
が
、
そ

れ
に
山
来
す
る
の
だ
ろ
う
。
京
都
競
馬
場

を
過
ぎ
れ
ば
ゴ
ー
ル
ま
で
も
う

一
息
。
右

折
し
て
町
に
入
り
淀
城
跡
を
み
て
帰
る
も

よ
し
、
も
う
少
し
川
沿
い
を
歩
き
、
御
幸

橋
を
渡

っ
て
八
幡
に
出
、
つ
い
で
に
徒
然

草
の
仁
和
キ
の
法
師
で
お
な
じ
み
の
石
清

水
八
幡
宮

へ
参
拝
し
て
帰
る
の
も
ま
た
い

い
だ
ろ
う
。

０
周
辺
ガ
イ
ド

東
屋
観
音

京
阪
宇
治
駅

前
の
広
場
を
出

て
す
ぐ
左
に
ひ

ょ
っ
こ
り
現
れ

る
観
青
様
。
実

は
鎌
倉
時
代
に

つ
く
ら
れ
た
聖

観
音
菩
薩
坐
像

で
、
宇
治
市
指
定
の
文
化
財
だ
。
も
と
も

と
は
今
よ
り
南
西
に
あ

っ
た
が
、
宇
治
橋

の
架
け
か
え
と
道
路
拡
幅
工
事
に
と
も
な

い
現
在
の
場
所
に
移
転
さ
れ
た
と
い
う
。

菟
道
稚
郎
子
皇
子
御
墓

駅
か
ら
右
岸
に
出
て
す
ぐ
、
茶
畑
の
向

こ
う
に
見
え
る
ｃ
菟
道
稚
郎
子
は
応
神
天

皇
の
皇
子
．
優
れ
て
い
た
た
め
皇
太
子
に

任
命
さ
れ
た
が
、
自
分
よ
り
年
長
の
兄

大
鶴
鶴
皇
子

（後
の
仁
徳
天
皇
）
こ
そ
皇

位
を
継
ぐ
べ
き
だ
と
思
い
悩
ん
だ
末
、
み

ず
か
ら
命
を
絶

つ
た
悲
運
の
人
。
世
界
文

化
遺
産
に
登
録
さ
れ
て
い
る
宇
治
上
神
社

の
祭
神
の

一
人
で
も
あ
る
。

本
幡

・
許
波
多
神
社

隠
元
橋
で
左
岸
に
渡
ら
ず
進
む
な
ら
、

本
幡
経
由
で
山
科
川
を
越
え
る
の
も
い
い

だ
ろ
う
。
実
は

一
級
河
川

・
堂
の
川
の

一

部
と
い
う
木
幡
池
を
過
ぎ
、
京
阪
本
幡
駅

近
辺
に
く
る
と
飲
食
店
や
コ
ン
ビ

ニ
も
あ

る
。
さ
ら
に
東
進
す
る
と
、
や
が
て
お
茶

の
匂
い
が
漂
う

と
と
も
に
、
創

業
３
５
０
年
と

い
う
宇
治
茶
の

老
舗
松
北
園
が

見
え
る
。
そ
の

北
に
あ
る
許
波

多
神
社
は
、
神

の
お
告
げ
を
受
け
た
皇
極
天
皇
が
中
臣
鎌

足
に
詔
し
て
建
造
さ
せ
た
も
の
。
境
内
に

は
宇
治
市
名
木
百
選
に
選
ば
れ
た
樹
高
約

２２
ｍ
の
ク
ス
ノ
キ
が
あ
る
。

向
島
と
巨
椋
池

古
同
届
鴨
マ
ンヽ
ンヽ
ョ
／ヽ
の
工
裕
工）
〓
，
ス
ニ
円
貞
ロ
ニ

ュ
ー
タ
ウ
ン
っ
島
と
名
に
付
く
よ
う
に
、

そ
の
昔
、
こ
の
辺
り
は
巨
椋
の
入
江
と
し

て
古
歌
に
も
詠
わ
れ
た
巨
椋
池
に
浮
か
ぶ

島
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

宇
治
か
ら
淀
に
か
け
て
広
が
っ
て
い
た

巨
椋
池
は
、
木
津
川

・
宇
治
川

・
桂
川
の

三
川
が
流
れ
込
む
遊
水
地
で
、
周
辺
の
集

落
に
は
特
権
的
な
漁
業
権
が
与
え
ら
れ
て

い
た
。
し
か
し
度
重
な
る
洪
水
と
そ
れ
に

と
も
な
う
築
堤
や
改
修
を
く
り
返
し
た

末
、
明
治
期
に
池
は
川
か
ら
分
離
さ
れ
、

昭
和
に
入
る
と
千
拓
さ
れ
、
現
在
は
整
然

と
し
た
田
園
地
帯
と
な

っ
て
い
る
。

観
月
橋

国
道
２４
号
が
宇
治
川
と
交
わ
る
地
点
に

架
か
る
橋
。
こ
の
橋
は
も
と
も
と
桂
橋
と

い
う
名
で
、
桃
山
丘
陵
南
側
に
あ

っ
た
月

見
の
名
所

。
指
月
の
森

へ
渡
る
た
め
の
橋

で
あ
っ
た
。
幕
末
の
動
乱
で
焼
失
し
た
橋

が
再
び
架
け
ら
れ
た
の
は
明
治
に
入
っ
て

か
ら
。
今
の
観
月
橋
は
古
事
に
ち
な
ん
だ

風
雅
な
そ
の
名
に
反
し
て
、
車
の
行
き
交

う
せ
わ
し
な
い

橋
で
あ
る
。
な

お
、
観
月
橋
近

く

の
川

上

に

は
、
昭
和
期
に

復
元
さ
れ
た
■

十
石
船
が
見
ら

れ
る
。

御
香
宮
神
社

近
鉄
伏
見
桃
山
駅
前
か
ら
東
に
鳥
居
が

見
え
る
。
術型
資
冨
と
い
う
名
は
８
６
２
年
、

境
内
に
湧
い
た
清
泉
が
様
々
な
奇
跡
を
起

こ
し
た
こ
と
に
出
来
す
る
。
今
日
で
も
こ

の
清
水
を
汲
み
に
く
る
人
々
の
姿
が
絶
え

な
い
。
御
香
宮
は
鳥
羽
伏
見
の
戦
い
で
薩

摩
藩
の
陣
営
と
な

っ
た
こ
と
で
も
有
名
。

近
年
、
拝
殿
と

本
殿
が
修
復
さ

れ
、
極
彩
色
の

彫
刻
が
よ
み
が

え

っ
た
。
社
務

所
奥
の

「小
堀

遠
州
ゆ
か
り
の

石
庭
」
も
必
見
。

油
掛
地
蔵

（西
岸
寺
）

そ
の
昔
、
転
倒
し
て
油
を
こ
ぼ
し
た
山

崎
の
油
売
り
が
、
残
り
の
油
を
地
蔵
に
掛

け
て
帰

っ
た
と
こ
ろ
商
売
が
急
に
繁
盛
し

た
と
い
う
言
い
伝
え
か
ら
、
商
人
に
信
仰

の
あ
つ
い
寺
。
ぬ
ら
り
と
に
ぶ
く
黒
光
―，

す
る
お
地
蔵
様
は
ち
ょ
っ
と
独
特
。

月
桂
冠
大
倉
記
念
館

１
６
３
７
年
創
業
の
月
桂
冠
の
資
料

館
。
明
治
時
代
の
酒
蔵
を
利
用
し
て
、
酒

造
り
の
工
程
を
展
示
す
る
。
９
時
∞
分
～

‐６
時
∞
分
、
月
曜
体
、
３
０
０
円
（）
な
０

寺
田
屋

内
紛
で
９
名

の
薩
摩
藩
士
が

命
を
お
と
し
た

寺
田
屋
騒
動
の

舞
台
、
そ
し
て

坂
本
竜
馬
が
幕

府
側
に
襲
撃
さ

れ
た
場
所
と
し

て
知
ら
れ
る
。
寺
田
屋
は
今
も
旅
館
と
し

て
営
業
し
て
い
る
が
、
竜
馬
の
好
ん
だ
梅

の
間
や
刀
傷
な
ど
の
見
学
も
可
能
だ
。
庭

に
は
寺
田
屋
の
女
将
お
登
勢
を
祀
る
お
登

勢
明
神
や
竜
馬
の
像
も
あ
る
。
捧
げ
ら
れ

た
絵
馬
に
は
竜
馬

へ
の
熱
烈
な
メ
ッ
セ
ー

ジ
が
い
つ
ぱ
い
だ
、．

宇
治
川
派
流
・伏
見
港
公
園

宇
治
川
派
流
は
秀
吉
の
伏
見
城
築
城
に

と
も
な
う
建
築
資
材
運
搬
の
た
め
に
造
ら

れ
た
。
川
沿
い
に
は
酒
蔵
や
宿
屋
が
立
ち

並
び
、
米
や
酒
を
運
ぶ
舟
が
行
き
交

っ
て

い
た
と
い
う
。
現
在
で
も
柳
に
酒
蔵
の
残
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一
ノ

る
こ
の
辺
り
は

情

緒

た

っ
ぷ

人
々
の
甜
“
い

の
場
で
あ
る
伏

見
港
公
園
も
、

か
つ
て
は
伏
見

の
浜
と
よ
ば
れ

た
淀
川
舟
運
の
基
地
で
、
大
阪
と
京
都
を

往
」不
す
る
三
十
石
船
や
高
瀬
船
で
賑
わ

っ

た
。
酒
蔵
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
体
育
館
の
奥

に
再
現
さ
れ
た
港
と
二
十
石
船
が
あ
る
。

長
建
寺

酒
蔵
の
立
ち
並
ぶ
宇
治
川
派
流
の
対
岸

に
あ
る
寺
で
、
「島
の
弁
天
さ
ん
」
と
親

し
ま
れ
て
き
た
。
創
建
は
１
６
９
９
年
、

京
都
で
唯

一
弁
財
天
を
本
尊
と
す
る
。
赤

′
　
　́
、

い
竜
宮
門
と
土
塀
は
そ
の
名
残
と
か
）^

淀
城
跡
・与
抒
神
社

京
阪
淀
駅
の

日
の
前
。
淀
城

と
い
つヽ
と
淀
君

を
思
い
浮
か
ベ

る
人
も
多
い
だ

ろ
う
が
、
淀
君

ゆ
か
り
の
城
は

こ
こ
よ
り
北
の

納

所

に
あ

っ

た
。
新
城
は
元
和
９
年

（１
６
２
３
）、

伏
見
城
廃
城
に
と
も
な
い
徳
川
二
代
将
軍

秀
忠
が
築
城
さ
せ
た
も
の
。
江
戸
期
に
は
、

濠
を
二
重
に
め
ぐ
ら
せ
、
あ
た
か
も
水
に

れ
て
い
た
直
径
８

ｍ
の
水
卓
は
、
「淀
の

川
瀬
の
水
卓
　
誰
を
待
つ
や
ら
く
る
く
る

と
」
と
歌
わ
れ
、
淀
名
物
の

一
つ
と
な

っ

て
い
た
）^

与
抒
神
社
は
城
内
の

Ｆ
油
に
立
つ
。
も

と
も
と
は
淀
よ
り
北
の
水
垂
に
あ

っ
た

が
、
明
治
期
、
淀
川
改
修
工
事
に
と
も
な

い
こ
こ
に
移
さ
れ
た
と
い
う
。
本
殿
の
左

方
に
は
、
大
坂
の
豪
商
淀
屋
が
献
納
し
た

燈
籠
が
あ
る
。

●
交
通

起
点

二
思
阪
ま
た
は
Ｊ
Ｒ
宇
治
駅

終
点

¨
京
阪
八
幡
市
駅
ま
で
徒
歩
５
分

●
問
い
合
わ

せ

字
治
市
観
光
協
会
奮
０
７
７
４
・
２３

・
３

、
伏
見
観
光
協
会
８
０
７
５

，
６

麻 くて歩 きやすぃ
遺が続く   う

浮
か
ぶ
要
塞
の
よ
う
で
あ

っ
た
と

い
う

ま
た
城
の
西
南
と
北
の
２
カ
所
に
設
置
さ

Ｌ
Ｉ


