
第
二
菎
蒻
本
」
と
上
州

市

川

祥

子

１
泉
鏡
花
「
第
二
菎
蒻
本
」

（
１
）

は
大
正
三
年
（
一九一四）
一
月
「
新
日
本
」
に
発
表
さ

れ
た
。

物
語
は
、
小
説
家
で
あ
ろ
う
俊
吉
が
牛
込
矢
来
町
の
自
宅
二
階
で
懐
か
し
い
染

次
に
逢
う
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
俊
吉
は
、
染
次
の
紅
の
長
襦
袢
ば
か
り
で
置
炬

燵
に
丸
ま
る
姿
を
訝
し
が
ら
ず
、
打
ち
解
け
た
様
子
を
嬉
し
く
思
う
。
緋
縮
緬
の

色
は
、
そ
の
姿
で
の
来
訪
を
伝
え
ら
れ
、
降
り
し
き
る
雪
を
衝
い
て
帰
り
を
急
ぐ

道
す
が
ら
も
彼
の
目
に
浮
か
ん
で
い
た
も
の
で
あ
る
。

「
第
二
菎
蒻
本
」
は
染
次
の
「『
緋
の
長
襦
袢
』
の
物
語
」
と

（
２
）

呼
ば
れ
る
。
そ
れ

に
倣
い
、
緋
の
色
に
注
目
し
つ
つ
、
作
品
を
た
ど
っ
て
お
き
た
い
。

俊
吉
は
、
染
次
と
は
そ
れ
が
最
後
に
な
っ
た
、
去
年
の
八
月
末
の
こ
と
を
思
い

出
す
。
浅
草
の
小
さ
な
芸げい
妓しゃ
屋や
か
ら
抱
え
で
出
た
彼
女
は
、
目
の
眩
む
よ
う
な
暑

さ
の
中
を
披
露
おひろめ

に
ま
わ
っ
た
と
言
う
。
し
き
た
り
で
長
襦
袢
は
緋
縮
緬
、
汗
で
化

粧
が
崩
れ
洋
傘
を
持
つ
手
が
滑
っ
た
、
と
。
俊
吉
は
雪
の
中
で
、
女
が
夏
の
待
合

で
苦
労
を
打
ち
明
け
る
姿
を
、
そ
し
て
炎
天
下
に
緋
縮
緬
を
纏
っ
て
歩
く
姿
を
思

い
浮
か
べ
て
い
る
。

染
次
は
無
理
を
し
て
洲
崎
の
廓
を
出
、
千
葉
で
芸
者
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
彼
女

に
入
れ
上
げ
た
男
は
、
呉
服
屋
の
身
上
を
潰
し
妻
子
を
捨
て
た
。
二
人
で
洲
崎
へ

戻
り
引
手
茶
屋
を
始
め
た
も
の
の
続
く
は
ず
も
な
く
、
男
と
は
切
れ
「
大
川
を
深

川
か
ら
、
身
を
倒
さかさまに

浅
草
へ
流
着
い
」
て
再
び
芸
者
と
な
っ
た
。
俊
吉
と
は
洲
崎

で
の
馴
染
み
。
染
次
は
、
住
み
替
え
る
度
に
洲
崎
、
浅
草
か
ら
便
り
を
し
た
が
、

俊
吉
は
主
あ
る
者
に
と
た
め
ら
い
、
返
事
を
し
な
か
っ
た
。

俊
吉
は
雪
の
辻
へ
出
、
あ
ら
た
め
て
浅
草
で
の
こ
と
を
思
い
出
す
。
彼
は
向
島

か
ら
の
帰
り
に
雨
に
遇
い
、電
車
の
混
雑
を
厭
っ
て
浅
草
寺
本
堂
の
廂
に
宿
っ
た
。

そ
こ
で
人
懐
か
し
さ
に
引
か
れ
、
傘
を
借
り
る
た
め
、
知
ら
さ
れ
て
い
た
染
次
の

家
へ
向
か
っ
た
。
こ
こ
ま
で
俊
吉
は
、
晩
夏
の
小
雨
に
か
す
む
浅
草
の
光
景
を「
不

思
議
に
遙
々
と
旅
を
」
し
た
よ
う
、「
旅
路
遙
な
他
国
の
廓
で
」
と
感
じ
て
い
る
。

そ
し
て
こ
の
先
へ
進
む
様
子
は
「
九
十
九

つ
ゞ
ら

折をり
な
る
抜
裏
、
横
町
。
谷
の
ド
ン
底
の

溝どぶ
づ
た
ひ
、
次
第
に
暗
き
奥
山
路
」
と
表
現
さ
れ
る
。
浅
草
寺
本
堂
の
裏
手
は
奥

山
と
呼
ば
れ
る
一
帯
。
往
時
は
興
行
の
小
屋
が
立
ち
並
ぶ
賑
わ
い
の
中
心
地
で

あ
っ
た
が
、明
治
十
年
代
後
半
に
新
設
の
第
六
区
に
そ
れ
ら
が
移
さ
れ
て
か
ら
は
、

「
観
音
の
後
ろ
に
は
、
地
獄
の
女
が
巣
を
構く
つ
て
居
る
」「
東
京
浅
草
の
奥
山
に
は

白
首
の
艶えん
魔ま
が
棲
つ
て
居
て
、
緑
の
木
の
葉
の
蔽
ふ
軒
端
に
偶たま
に
三
味
の
音
が
す

る
」
と

（
３
）

さ
れ
る
よ
う
な
町
に
な
っ
て
い
っ
た
。「
奥
山
路
」は
そ
の
地
を
行
く
こ
と

で
あ
り
、「
九
十
九
折
」「
谷
の
ド
ン
底
」
の
喩
え
や
、
芸
妓
屋
の
御
神
灯
を
「
狐

火
」
と
す
る
表
現
は
、
深
い
山
中
を
行
く
か
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
て
い
る
。

そ
の
空
間
で
三
年
ぶ
り
に
二
人
は
逢
う
。
抱
え
主
に
隠
れ
て
次
に
逢
う
こ
と
を

算
段
す
る
染
次
は
、
既
に
洲
崎
で
の
仲
に
か
え
っ
た
つ
も
り
で
い
よ
う
し
、「
湯
あ

が
り
の
水
髪
で
、
薄
化
粧
を
颯さつ
と
直
し
た
の
に
、
別
し
て
は
又
緋
縮
緬
の
お
襦
袢

を
召
し
た
処
」と
い
う
着
替
え
姿
を
、「
以
前
は
着
も
の
を
着
た
よ
り
、
其
の
方
が

多
か
つ
た
ぢ
や
な
い
か
、
私
は
些
と
も
恐
れ
や
し
な
い
よ
」
と
言
う
俊
吉
の
心
も

同
様
だ
ろ
う
。
狭
い
待
合
の
、
奥
の
間
に
は
青
蚊
帳
に
蒲
団
さ
え
敷
か
れ
た
座
敷

で
、
染
次
は
俊
吉
の
膝
に
う
つ
伏
す
。
昔
の
時
間
に
戻
る
ば
か
り
と
い
う
そ
の
時
、

隣
の
間
の
女
房
が
「
染
ち
や
ん
、
お
出
ば
な
が
」
と
声
を
か
け
た
。
洲
崎
の
出
の
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身
を
侮
る
の
だ
ろ
う
と
、
俊
吉
は
ち
ゃ
ん
付
け
で
軽
々
し
く
呼
び
付
け
ら
れ
た
女

の
境
遇
を
思
い
、
自
分
も
ま
た
侮
ら
れ
た
と
感
じ
る
。
そ
し
て
、
受
け
取
っ
た
染

次
が
元
の
座
へ
着
こ
う
と
す
る
時
、
盆
は
手
か
ら
滑
り
、
茶
碗
、
急
須
に
満
た
さ

れ
た
お
茶
が
彼
女
の
肩
か
ら
胸
へ
か
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
蝉
の
羽
に
も
た
と
え
ら

れ
る
明
石
の
着
物
を
透
っ
て
、
緋
縮
緬
の
長
襦
袢
に
染
み
わ
た
り
、
表
に
紅
の
色

が
に
じ
む
。
洲
崎
で
俊
吉
の
目
に
馴
染
ん
で
い
た
色
、
二
人
の
時
間
を
象
徴
す
る

色
は
、
湿
り
気
を
帯
び
て
さ
ら
に
生
々
し
く
鮮
や
か
に
染
次
を
彩
る
。
し
か
し
、

次
の
瞬
間
に
は
雑
巾
で
拭
く
や
ら
着
替
え
る
や
ら
で
逢
瀬
は
頓
挫
し
、
見
送
ら
れ

て
帰
っ
た
俊
吉
は
、
女
の
一
張
羅
を
弁
償
す
る
金
が
な
い
た
め
に
再
訪
の
約
束
も

果
た
さ
ず
、
上
州
伊
香
保
に
住
み
替
え
た
と
の
便
り
に
も
返
事
を
し
て
い
な
い
。

雪
の
中
で
俊
吉
が
思
い
出
し
て
い
た
の
は
、
夏
に
深
山
に
分
け
入
っ
て
懐
か
し

い
女
に
逢
い
、
ぎ
り
ぎ
り
の
と
こ
ろ
ま
で
進
み
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
深
い
情
の
淵

に
落
ち
る
こ
と
な
く
、
例
え
ば
千
葉
の
男
と
同
じ
轍
を
踏
む
こ
と
な
く
、
戻
っ
て

来
ら
れ
た
経
験
で
あ
る
。
場
所
は
浅
草
寺
、
観
音
の
加
護
に
大
き
く
与
る
の
で
あ

ろ
う
。

帰
っ
た
俊
吉
は
、
冒
頭
の
姿
に
逢
う
。
染
次
は
伊
香
保
で
の
「
酷
い
、
情
な
い

目
」
を
語
る
。
望
み
も
し
な
い
「
博
徒

ばくちうち
」
の
旦
那
が
付
い
て
、
そ
れ
の
出
す
石
段

下
の
射
的
の
店
に
い
た
。
落
ち
ぶ
れ
て
訪
ね
て
来
た
千
葉
の
男
を
説
き
伏
せ
て
返

す
時
、
送
り
が
て
ら
湯
に
入
っ
た
の
を
旦
那
は
怪
し
み
、
嫉
妬
に
逆
上
し
て
彼
女

を
殺
し
た
。

「
短
刀
で
、
此
、
此
処
と
此
処
を
、
彼
方
あ
つ
ち

此
方
こ
つ
ち

、
ぎ
ら
〳
〵
引
か
れ
て
身
体

一
面
に
血
が
流
れ
た
時
は
、
…
…
私
、
其
の
、
た
ら
〳
〵
流
れ
て
胸
か
ら
乳

か
ら
伝
ふ
の
が
、
渇
き
の
留
る
ほ
ど
嬉
し
か
つ
た
。
莞
爾
に
こ

々
々

〳
〵

し
た
わ
。
何

と
も
言
へ
な
い
可い
い
心
持
だ
つ
た
ん
で
す
よ
。
お
前
さ
ん
に
、
お
前
さ
ん
に
、

…
…
あ
の
時
、
｜
｜
一
面
に
染
ま
つ
た
事
を
思
出
し
て
何
と
も
言
へ
な
い
、

い
ゝ
心
持
だ
つ
た
の
。
此
の
襦
袢
で
す
。
斬
ら
れ
た
の
は
、
此
処
だ
の
、
此

処
だ
の
、」

刺
さ
れ
た
胸
か
ら
雪
に
注
ぐ
血
は
、
浅
草
で
の
濡
れ
た
緋
縮
緬
と
重
ね
ら
れ
る
。

そ
の
紅
は
、最
後
に
は
染
次
の
死
を
彩
る
血
の
色
と
な
っ
た
。彼
女
は
死
を
喜
ぶ
。

（
４
）

逢
瀬
を
思
い
返
す
時
間
の
内
に
、
思
い
が
俊
吉
に
届
か
な
い
以
上
生
き
よ
う
の
な

い
人
生
に
決
着
が
つ
い
た
の
で
あ
る
。
俊
吉
宅
二
階
の
姿
は
、
そ
の
夜
と
い
う
こ

と
に
な
ろ
う
。

と
俊
吉
の
みは

る
目
に
、
胸
を
開
く
と
、
手
巾
ハンケチ

を
当
て
た
。
見
る
と
、
顔
の

色
が
真
蒼
まつさを

に
成
る
と
と
も
に
、
垂ぽた
々〳

〵

と
血
に
染
ま
る
の
が
、
溢
れ
て
、
わ
な
ゝ

く
指
を
洩
れ
る
。

俊
吉
は
突
伏
し
た
。

血
は
ま
だ
溢
れ
る
、
音
な
き
雪
の
や
う
に
、
ぽ
た
〳
〵
と
鳴
つ
て
留や
ま
ぬ
。

真
っ
蒼
に
な
っ
て
胸
か
ら
血
を
流
し
続
け
る
姿
は
美
し
く
、
恐
ろ
し
い
。
恐
ろ
し

さ
に
俊
吉
は
突
っ
伏
す
。
染
次
が
俊
吉
の
前
に
姿
を
現
し
た
の
は
恋
し
さ
ゆ
え
だ

が
、
応
え
る
思
い
の
強
さ
を
持
た
な
い
身
は
、
そ
の
姿
の
直
視
に
堪
え
ら
れ
な
い
。

や
が
て
、
お
祖
母
さ
ん
が
観
音
に
あ
げ
る
お
経
と
と
も
に
染
次
の
姿
は
消
え
る
。

観
音
の
加
護
に
よ
り
、
染
次
は
情
念
か
ら
解
き
放
た
れ
、
俊
吉
も
一
旦
は
救
わ
れ

た
。

新
聞
の
電
報
と
、
続
い
て
掲
げ
ら
れ
た
上
州
の
記
事
は
、
こ
ゝ
に
は
言
ふ

ま
い
。
俊
吉
は
年
紀
と
し

二
十
七
。

い
か
ほ
野
や
い
か
ほ
の
沼
の
い
か
に
し
て

恋
し
き
人
を
い
ま
一
目
見
む

こ
の
末
尾
は
語
り
手
の
感
慨
だ
が
、
追
っ
て
新
聞
の
記
事
に
よ
り
伊
香
保
で
染
次

が
殺
さ
れ
た
と
知
る
俊
吉
に
も
、
こ
の
歌
は
想
起
さ
れ
る
は
ず
だ
。
事
情
が
あ
っ

た
に
せ
よ
便
り
に
返
事
す
ら
出
さ
な
か
っ
た
彼
は
、
こ
の
時
、「
い
か
に
し
て
恋
し

き
人
を
い
ま
一
目
見
む
」、な
ん
と
か
し
て
も
う
一
度
逢
い
た
い
と
い
う
染
次
の
思

い
を
真
に
理
解
す
る
。
そ
れ
は
、
救
わ
れ
は
し
た
も
の
の
、
最
後
ま
で
自
分
だ
け

の
誠
実
に
閉
じ
こ
も
っ
た
男
に
、
責
め
る
よ
う
に
突
き
つ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

２「（
略
）
｜
｜
染
や
、
今
日
は
い
ゝ
天
気
だ
、
裏
の
山
か
ら
隅
田
川
が
幽かすかに

見
え
る
の
が
、
雪
晴
れ
の
名
所
な
ん
だ
。
一
所
に
見
な
い
か
つ
て
誘
ふ
ん
で
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す
も
の
。

余
り
可
懐
な
つ
か

し
さ
に
、
う
つ
か
り
雪
路
を
上
つ
た
わ
。（
略
）」

染
次
は
「
隅
田
川
が
幽
に
見
え
る
」
と
誘
わ
れ
「
余
り
可
懐
し
さ
に
」
付
い
て

行
く
。
そ
こ
が
俊
吉
と
の
思
い
出
の
場
所
だ
か
ら
で
あ
る
。

実
際
の
地
理
の
上
か
ら
は
、
伊
香
保
と
隅
田
川
と
の
取
り
合
わ
せ
は
奇
妙
に
感

じ
ら
れ
る
。

（
５
）

東
京
か
ら
百
キ
ロ
以
上
離
れ
た
伊
香
保
の
、
千
メ
ー
ト
ル
程
度
の
裏

の
山
か
ら
、
幽
か
に
と
は
い
え
隅
田
川
が
見
え
る
も
の
だ
ろ
う
か
。

伊
香
保
は
榛
名
山
の
東
側
斜
面
中
腹
に
開
け
た
温
泉
地
で
あ
る
。
温
泉
街
に
は

湯
の
沢
の
流
れ
が
あ
り
、
少
し
離
れ
て
榛
名
湖
に
発
し
い
く
つ
も
の
滝
を
経
て
流

れ
落
ち
る
沼
尾
川
が
あ
る
。
東
に
は
裾
野
を
広
げ
た
赤
城
山
が
聳
え
、
二
つ
の
山

の
間
に
は
、
銚
子
で
太
平
洋
に
至
る
利
根
川
が
流
れ
て
い
る
。
伊
香
保
で
川
と
あ

れ
ば
こ
れ
ら
が
挙
が
っ
て
然
る
べ
き
で
あ
り
、
秩
父
山
脈
に
発
し
荒
川
か
ら
分
か

れ
る
隅
田
川
と
は
接
点
を
持
た
な
い
。

両
者
を
つ
な
ぐ
の
は
案
内
記
で
あ
る
。

大
槻
文
彦
『
伊
香
保
志
』

（
６
）

巻
一
（
明
15
・
６
）
に
は
、「
熊
谷
駅
」
に
付
し
た
挿

絵
「
熊
谷
堤どて
」
に
「
西
北
の
山
々
を
眺
め
て
景
色
よ
ろ
し
北
の
方
に
伊
香
保
の
山

も
見
ゆ
」
と
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。
東
京
伊
香
保
の
道
の
り
の
半
ば
、
上
州
に
近

づ
い
た
熊
谷
の
堤
に
至
っ
て
伊
香
保
の
山
は
見
え
る
の
で
あ
る
。
一
方
、
巻
二
で

名
跡
を
紹
介
し
た
内
、「
水
沢
山
」
の
項
に
は
「
又
浅
間
山
と
も
い
ふ
伊
香
保
よ
り

東
南
一
里
水
沢
村
の
上
に
あ
り
此
の
山

の
東
北
の
端
に
あ
り
て
殊
に
尖
り
て
聳

え
た
れ
ば
遠
く
よ
り
望
む
べ
し

こ
の
山
二
ツ
岳
と
共
に
東
京
九
段
坂
又
墨
田
川

堤
よ
り
も
見
ゆ
」
と
あ
り
、
田
山
花
袋
編
『
伊
香
保
温
泉
誌
』

（
７
）

明
41
・
８
）
の
「
水

沢
山
」
の
項
に
も
「
山
端
尖
り
て
聳
え
た
れ
ば
、
二
ツ
岳
と
共
に
東
京
の
九
段
坂

又
は
隅
田
川
堤
よ
り
遙
望
し
得
べ
し
」
と
あ
る
。
こ
こ
で
は
隅
田
川
か
ら
伊
香
保

が
見
え
て
い
る
。
た
だ
し
、
後
の
田
山
花
袋
『
伊
香
保
案
内
』

（
８
）

大
６
・
４
）
の
凡

例
に
は
「
初
め
に
、
私
は
「
伊
香
保
案
内
」
と
い
ふ
小
冊
子
を
出
し
た
が
、
忙
し

い
の
で
、
主
と
し
て
他
の
人
が
や
つ
た
の
で
、
自
分
に
も
不
満
足
で
あ
り
、
土
地

の
人
に
も
気
の
毒
で
あ
つ
た
の
で
、
そ
れ
で
更
に
新
た
に
こ
れ
を
書
い
て
見
る
こ

と
に
な
つ
た
の
で
あ
る
」
と
あ
り
、
こ
こ
で
の
以
前
の
『
伊
香
保
案
内
』
が
『
伊

香
保
温
泉
誌
』
の
こ
と
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
多
く
他
人
の
執
筆
に
よ
っ
て
い
る
。

東
京
よ
り
遙
望
の
部
分
は
、
文
章
の
類
似
か
ら
『
伊
香
保
志
』
の
記
述
を
取
り
込

ん
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
著
者
た
ち
に
も
確
信
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
。

市川： 第二菎蒻本」と上州

(図) 上州伊香保温泉場真図」より
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鈴
木
秋
風
『
伊
香
保
案
内
』

（
９
）

明
44
・
７
）
の
「
水
沢
山
」
の
項
は
「
山
の
先
が
尖

つ
て
居
る
の
で
、
遠
近
か
ら
望
見
す
る
事
が
出
来
る
。
東
京
の
九
段
の
辺あたりか
ら
も

見
え
る
と
云
ふ
」
と
伝
聞
の
形
を
取
り
、
自
身
で
書
い
た
と
い
う
花
袋
『
伊
香
保

案
内
』の
水
沢
山
の
紹
介
も
、「
晴
れ
た
日
に
は
、
東
京
の
九
段
阪
の
上
、
も
し
く

は
隅
田
川
の
堤どて
あ
た
り
か
ら
、
二
つ
岳
と
一
つ
に
な
つ
て
見
え
る
と
い
ふ
こ
と
で

あ
る
」
と
同
様
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
隅
田
川
か
ら
伊
香
保
が
、
伊
香
保
か
ら
隅
田
川
が
見
え
る
と
い
う

事
象
は
、
そ
の
地
に
立
っ
た
者
の
実
感
と
し
て
で
は
な
く
、
案
内
記
の
上
で
作
り

出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
鏡
花
は
お
そ
ら
く
作
品
執
筆
ま
で
に
伊
香
保
を
訪
れ

て
い
な
い
。
案
内
記
を
読
む
か
伝
え
聞
く
か
し
て
、
二
つ
の
場
所
を
結
び
つ
け
た

と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
伊
香
保
を
想
像
す
る
に
あ
た
っ
て
は
温
泉
図
も
参
照
さ

れ
た
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
「
上
州
伊
香
保
温
泉
場
真
図
」

（
10
）

明
41
・
７
）
に
は
、

温
泉
街
の
最
も
特
徴
的
な
風
景
、
そ
の
象
徴
で
あ
る
石
段
の
坂
の
下
方
に
、
玉
突

場
や
大
弓
場
の
建
物
が
見
え
て
い
る
（
図
）。

末
尾
に
置
か
れ
た
「
い
か
ほ
野
や
い
か
ほ
の
沼
の
い
か
に
し
て
恋
し
き
人
を
い

ま
一
目
見
む
」
は
「
拾
遺
集
」
読
み
人
知
ら
ず
の
歌
で
あ
り
「
定
家
八
代
抄
」
な

ど
に
も
採
ら
れ
て
い
る
。
多
く
の
案
内
記
が
載
せ
て
お
り
、『
伊
香
保
志
』巻
二
に

は
「
伊
香
保
の
沼
」
の
項
の
挿
絵
に
「
拾
遺

伊
香
保
の
や
い
か
ほ
の
沼
の
い
か

に
し
て
恋
し
き
人
を
い
ま
ひ
と
め
見
ん

読
人
不
知
」
が
書
き
込
ま
れ
、
和
田
稲

積
編
『
伊
香
保
便
覧
』

（
11
）

明
17
・
７
）
や
『
伊
香
保
温
泉
誌
』
に
も
あ
り
、
後
者
に

は
「（
拾
遺
集
）」
と
付
し
て
あ
る
。
し
か
し
、
作
品
初
出
の
「
新
日
本
」
掲
載
時

は
「
い
か
ほ
野
や
い
か
ほ
の
沼
の
い
か
に
し
て
恋
し
き
人
を
い
ま
一
目
見
む
｜
夫

木
集
｜
」
と
な
っ
て
る
。
自
筆
原
稿
、

（
12
）

『
遊
里
集
』（
大
４
・
10
）、
春
陽
堂
版
『
鏡

花
全
集
』
巻
九
（
大
15
・
３
）
も
同
様
で
あ
る
（『
相
合
傘
』（
大
３
・
７
）
は
歌

集
名
を
付
さ
な
い
）。
し
か
し
、
こ
の
歌
は
「
夫
木
集
」
に
は
採
ら
れ
て
い
な
い
。

案
内
記
で
は
、
物
聞
山
を
詠
ん
だ
伊
勢
の
歌
が
「
夫
木
集
」
に
あ
る
こ
と
に
必

ず
触
れ
て
い
る
。『
伊
香
保
志
』
巻
二
に
は
「
物
聞
山
」
の
項
に
「
夫
木
集
の
伊
勢

の
詠
に
よ
り
て
名
高
く
今
物
聞
山
の
時
鳥

ほとゝ
ぎす

を
八
景
の
一
と
す
」
に
続
い
て
「
夫
木

集

い
か
ほ
な
る
物
聞
山
の
時
鳥
に
こ
ら
ぬ
こ
と
に
聞
ゆ
な
る
か
な

伊
勢
」
が

あ
り
、『
伊
香
保
温
泉
誌
』に
は
物
聞
山
の
宮
内
省
御
用
邸
を
紹
介
し
た
後
に「（
夫

木
集
）
い
か
ほ
な
る
物
聞
山
の
ほ
と
ゝ
き
す
に
こ
ら
ぬ
こ
と
に
き
こ
ゆ
な
る
か
な

伊
勢
」
と
あ
る
。『
伊
香
保
便
覧
』、
島
田
齊
胤
『
伊
香
保
案
内
』

（
13
）

明
39
・
４
）、

秋
風
『
伊
香
保
案
内
』
に
も
あ
る
。
こ
れ
が
「
拾
遺
集
」
と
混
同
さ
れ
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

混
同
を
促
し
た
と
推
測
さ
れ
る
の
は
吉
田
東
伍
『
大
日
本
地
名
辞
書
』
第
四
冊

の
下
（
明

（
14
）

37
・
12
）
で
あ
る
。
そ
の
「
伊
可
抱
嶺
」
の
項
に
は
「
伊
加
保
呂
に
雨

雲
い
つ
ぎ
可
奴
麻
づ
く
ひ
と
と
お
た
は
ふ
い
ざ
ね
し
め
こ
ら
」

伊
香
保
風
ふ
く

日
吹
か
ぬ
日
あ
り
と
云
へ
ど
あ
が
こ
ひ
の
み
し
時
な
か
り
け
り
」

伊
香
保
禰
に

か
み
な
な
り
そ
ね
わ
が
へ
に
は
ゆ
ゑ
は
な
け
ど
も
こ
ら
に
よ
り
て
そ
」

可
美
都

気
の
伊
可
抱
の
禰
呂
に
ふ
ろ
よ
き
の
ゆ
き
す
ぎ
が
て
ぬ
い
も
が
い
へ
の
あ
た
り
」

「
伊
可
保
呂
の
蘇
比
の
は
り
は
ら
わ
が
き
ぬ
に
つ
き
よ
ら
し
も
よ
た
へ
と
お
も
へ

ば
」
が
「〔
万
葉
上
野
国
歌
〕」
と
出
典
を
示
し
つ
つ
引
か
れ
、
次
に
「
い
か
ほ
ろ

や
い
か
ほ
の
沼
の
い
か
に
し
て
こ
ひ
し
き
人
を
今
ひ
と
目
見
む
、〔
拾
遺
〕い
か
ほ

な
る
物
聞
山
の
ほ
と
と
ぎ
す
に
ご
ら
ぬ
こ
と
に
き
こ
ゆ
な
る
か
な
、伊
勢〔
夫
木
〕」

が
続
く
。
他
と
異
な
り
、
こ
こ
で
は
「
拾
遺
集
」
と
「
夫
木
集
」
が
並
ん
で
い
る
。

こ
れ
を
実
際
に
見
た
こ
と
が
、「
い
か
ほ
野
や
」
の
歌
を
「
夫
木
集
」
と
記
憶
さ
せ

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

群
馬
県
議
会
は
明
治
一
五
年
（
一八八二）
三
月
、
全
国
に
先
駆
け
娼
妓
廃
絶
の
建

議
を
可
決
、
同
年
四
月
に
は
廃
娼
令
が
布
告
さ
れ
た
。
存
娼
勢
力
の
抵
抗
は
根
強

か
っ
た
も
の
の
、
伊
香
保
も
影
響
を
免
れ
ず
、
盛
況
を
見
せ
て
い
た
娼
妓
、
妓
楼

に
つ
い
て
、
齊
胤
『
伊
香
保
案
内
』
は
「
同
十
六
年
六
月
廃
娼
の
県
令
発
せ
ら
れ

て
遂
に
其
の
隻
影
を
止
め
ざ
る
に
至
れ
り
」、『
伊
香
保
温
泉
誌
』
は
「
十
六
年
六

月
廃
娼
の
公
達
に
従
ひ
今
は
全
く
そ
の
跡
を
絶
つ
」、
秋
風『
伊
香
保
案
内
』は「
十

六
年
に
廃
娼
の
令
が
あ
つ
て
、
そ
れ
か
ら
以
後
全
く
其
跡
を
断
つ
て
了
つ
た
。
今

も
伊
香
保
の
温
泉
宿
の
多
く
が
、妓
楼
め
い
た
建
築
に
昔
の
名
残
を
留
め
て
居
る
」

と
、
こ
の
地
の
風
紀
が
改
ま
っ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、『
大
日
本
地

名
辞
書
』
に
は
「
伊
香
保
」
の
項
に
「
十
六
年
六
月
に
至
り
、
群
馬
県
管
下
都
て

廃
娼
の
制
と
為
り
た
り
。（
而
も
芸
妓
の
公
許
あ
れ
ば
、
其
実
は
旧
俗
を
改
む
る
を
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得
ざ
る
也
）」と
あ
り
、
廃
娼
の
建
て
前
の
裏
で
旧
態
依
然
で
あ
る
こ
と
を
伝
え
て

い
る
。
実
態
は
さ
て
お
き
、
博
徒
の
情
婦
が
射
的
場
の
店
番
を
し
、
挙
げ
句
に
刺

し
殺
さ
れ
る
と
い
う
作
品
の
内
容
に
は
、
こ
れ
の
伝
え
る
雰
囲
気
が
相
応
し
い
。

鏡
花
の
目
に
触
れ
た
可
能
性
を
示
す
も
の
だ
ろ
う
。

こ
こ
で
は
東
歌
五
首
に
続
い
て
「
い
か
ほ
野
や
」
の
歌
が
あ
る
。
東
歌
も
恋
の

歌
で
あ
る
が
、
実
景
に
即
し
、
伊
香
保
特
有
の
雲
、
風
、
雷
と
い
っ
た
自
然
を
生

か
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
。
一
方
、「
い
か
ほ
野
や
」
の
歌
は
「
い
か
ほ
野
や
い
か
ほ

の
沼
の
」
を
「
い
か
に
」
を
引
き
出
す
序
詞
と
し
て
用
い
る
。
そ
の
風
景
、
自
然

を
思
い
描
く
こ
と
も
な
い
都
人
に
よ
っ
て
、
歌
枕
伊
香
保
に
は
「
い
か
（
に
）」
の

音
だ
け
が
求
め
ら
れ
た
。
そ
れ
に
よ
り
、
反
復
さ
れ
る
「
い
か
（
に
）」、
つ
ま
り
、

何
と
か
し
て
も
う
一
度
逢
い
た
い
と
い
う
思
い
の
み
が
強
烈
に
印
象
づ
け
ら
れ

る
。
東
歌
と
並
べ
て
読
む
時
、
こ
の
歌
の
湛
え
る
情
念
は
際
立
っ
て
み
え
る
。

こ
う
し
て
、
伊
香
保
の
裏
の
山
か
ら
幽
か
に
見
え
る
隅
田
川
と
そ
の
遙
望
を
期

待
す
る
人
物
、
博
徒
が
仕
切
る
石
段
下
の
射
的
場
と
い
う
世
界
は
形
成
さ
れ
、
そ

の
地
に
纏
わ
る
歌
の
情
念
を
核
と
し
て
作
品
は
作
り
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

自
筆
原
稿
で
は
、
他
の
多
く
の
作
品
と
同
様
、
最
初
に
ひ
ら
が
な
の
題
名
が
記

さ
れ
、
そ
れ
が
消
さ
れ
て
現
在
の
題
名
に
な
っ
て
い
る
。「
か
い
た
う
き
」
↓
「
第

二
菎
蒻
本
」
で
あ
る
。「
か
い
た
う
き
」
は
街
道
記
だ
ろ
う
か
海
道
記
だ
ろ
う
か
。

例
え
ば
、
京
か
ら
鎌
倉
へ
下
っ
た
紀
行
文
で
あ
る
「
海
道
記
」

（
15
）

の
著
者
は
、
駿
河

の
国
遇
沢
に
達
し
た
時
、
直
前
の
承
久
の
乱
に
よ
っ
て
こ
の
地
で
斬
ら
れ
た
中
納

言
藤
原
宗
行
の
最
期
に
思
い
を
馳
せ
て
「
况
や
馬

の
道
に
出
て
牛
頭
の
境
に
か

へ
ら
ん
と
す
る
涙
の
底
に
も
。
都
に
思
ひ
お
く
人
々
や
心
に
か
ゝ
り
て
。
あ
り
や

な
し
や
の
こ
と
の
葉
だ
に
も
。
今
一
度
き
か
ま
ほ
し
か
り
け
ん
。
さ
れ
ど
も
隅
田

川
に
も
あ
ら
ね
ば
。
言
問
ふ
鳥
の
た
よ
り
だ
に
も
な
く
て
」
と
記
す
。
こ
れ
に
限

ら
ず
、
都
を
遠
く
離
れ
た
地
で
無
念
の
死
を
遂
げ
る
者
は
、
残
し
た
人
々
が
心
に

掛
か
り
、
も
う
一
度
安
否
を
気
遣
う
言
葉
だ
け
で
も
聞
け
た
ら
と
思
う
も
の
だ
ろ

う
。
そ
し
て
、
後
に
そ
の
地
に
立
つ
者
は
、
そ
の
思
い
を
痛
切
に
受
け
取
る
。
そ

の
人
を
知
る
時
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
東
京
を
遠
く
離
れ
た
地
で
殺
さ
れ
た
女
の

思
い
を
描
い
た
こ
の
作
品
が
「
か
い
た
う
き
」
と
題
さ
れ
て
い
た
の
は
そ
の
た
め

で
あ
ろ
う
し
、
街
道
と
す
れ
ば
中
山
道
だ
ろ
う
か
、
東
京
と
街
道
の
果
て
伊
香
保

と
を
つ
な
ぐ
世
界
が
、
そ
の
思
い
の
、
作
品
で
の
展
開
を
支
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

３
大
正
二
年
（
一九一三）
一
一
月
三
日
の
「
上
毛
新
聞
」

（
16
）

に
殺
人
事
件
の
第
一
報
が

あ
る
。情

夫
を
斬
殺
せ
ん
と
し
却
て
情
婦
が
殺
害
さ
る

女
は
有
名
な
浮
気
娘
臨
江
閣
の
お
て
い

男
は
日
赤
支
部
病
院
内
科
医
長
本
多
操

一
日
午
後
六
時
廿
分
市
内
柳
町
一
臨
江
閣
留
守
居
番
高
木
庄
八
養
女
て
い

（
二
九
）
が
予
て
情
を
通
じ
居
た
る
南
曲
輪
町
九
五
日
本
赤
十
字
社
群
馬
支

部
病
院
婦
人
科
医
長
医
学
士
本
田ママ
操
（
二
九
）
の
心
変
り
せ
る
を
怒
り
同
人

を
殺
害
し
て
共
に
死
な
ん
と
日
本
刀
を
携
へ
て
押
入
り
背
部
よ
り
斬
付
け
て

重
傷
を
負
は
せ
た
る
も
大
格
闘
の
末
遂
に
肺
部
数
ケ
所
を
突
か
れ
却
つ
て
殺

害
さ
れ
た
る
の
大
惨
劇
を
演
出
し
た
り

操
は
夕ゆう
飯げ
を
終
り
下
女
と
く
（
三
二
）
に
寝
床
を
延
べ
さ
せ
て
入
浴
に
赴

か
せ
奥
座
敷
八
畳
の
間
の
北
東
に
据
へ
た
る
洋
机
ていぶる

に
向
ひ
安
楽
椅
子
に
恁よ
り

て
鏡
花
集
を
繙ひもと
き
絵
日
傘
の
四
九
九
頁
颯さつ
と
開
け
た
落
花
の
逕こみち
云
々
と
凄

艶

麗
な
る
詞
華
読
者
を
魅
せ
ん
と
す
る
條くだりを
心
静
に
読
み
耽
り
傍
な
る
信

楽
の
大
火
鉢
に
炭
を
継
ぎ
居
た
る
折
し
も
あ
れ
無
言
に
て
入
来
り
し
お
て
い

は
予
て
覚
悟
な
し
来
り
て
か
羽
織
を
脱
捨
て
た
る
下
に
は
燃
ゆ
る
が
如
き
緋

縮
緬
の
襷
十
字
に
綾
取
り
携
へ
た
る
長
さ
一
尺
八
寸
の
日
本
刀
の
鞘
を
払
ひ

て
突
如
操
の
右
頸
部
に
斬
付
け
尚
ほ
頭
に
斬
付
け
た
る
よ
り
操
は
驚
き
て
倒

れ
な
が
ら
組
付
き
漸
く
刀
を
挘もぎ
取と
り
て
立
向
ひ
八
畳
の
間
を
追
ひ
つ
潜
り
つ

な
し
居
る
間
に
お
て
い
は
左
の
乳
の
下
に
二
ケ
所
右
の
胸
に
一
ケ
所
を
突
か

れ
操
は
右
足
の
□
を
貫
く
創
傷
を
負
ひ
た
れ
ば
血
汐
は
迸
り
て
悽
□
目
も
あ

て
ら
れ
ず
お
て
い
は
尚
ほ
も
刀
を
握
り
て
躍おどり
狂くる
ひ
し
も
胸
部
の
傷
は
深
さ

肺
に
達
し
た
る
事
と
て
遂
に
其
場
に
倒
れ
た
り
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事
件
は
一
一
月
一
日
、
操
の
下
宿
で
起
き
た
。
心
変
わ
り
を
恨
ん
だ
貞
は
、
緋
縮

緬
の
襷
が
け
に
日
本
刀
の
姿
で
操
に
斬
り
か
か
る
が
、
逆
に
刀
を
奪
わ
れ
殺
さ
れ

た
。
刺
さ
れ
た
の
は
左
の
乳
の
下
に
二
ヶ
所
、
右
の
胸
に
一
ヶ
所
。
肺
の
傷
が
致

命
傷
と
な
っ
た
。
記
事
は
さ
ら
に
、
前
橋
の
社
交
場
で
あ
っ
た
臨
江
閣
の
玉
突
場

に
操
が
通
っ
て
親
し
く
な
っ
た
こ
と
、
貞
の
男
性
関
係
の
乱
脈
ぶ
り
、
操
は
、
親

も
認
め
る
仲
で
あ
り
な
が
ら
、
昔
の
恋
人
と
の
復
縁
や
親
族
の
反
対
を
理
由
に
離

縁
を
申
し
込
ん
だ
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
男
女
と
も
に
不
誠
実
な
人
物
と
の
印
象

を
受
け
る
。
ス
キ
ャ
ン
ダ
ラ
ス
な
事
件
は
関
心
を
集
め
、
挙
式
を
待
つ
ば
か
り
で

あ
っ
た
こ
と
、
貞
に
犯
行
後
の
自
刃
を
覚
悟
し
た
遺
書
が
あ
っ
た
こ
と
な
ど
を
伝

え
て
、「
殺
人
の
令
状
執
行

入
院
中
の
本
多
操
に
対
し
て
」（
11
・
９
）、「
本
多
操

は
死
せ
ず

市
中
の
風
説
は
嘘
也
」（
11
・
19
）、「
本
多
操
予
審
終
る

到
底
殺
人

を
免
か
れ
ず
」（
11
・
28
）、「
操
の
公
判
愈
本
日

近
来
の
大
公
判
た
ら
ん
か
」（
12
・

15
）、「
お
貞
殺
し
本
多
操
の
公
判

瞑
目
当
時
を
追
想
し
縷
言
糸
の
如
し
」（
12
・

16
）、「
鬼
気
迫
る
夜
の
公
判

兇
行
の
有
た
時
間
頃
操
の
罪
は
取
裁
か
る
」（
12
・

17
）、「
操
は
懲
役
二
ケ
年

二
年
間
の
執
行
猶
予
慰
籍
金
は
金
七
百
円
」（
12
・
20
）

ま
で
記
事
が

（
17
）

続
く
。
し
か
し
、
こ
の
事
件
は
東
京
の
新
聞
に
は
報
道
さ
れ
て
い
な

い
。こ

こ
で
は
第
一
報
に
「
鏡
花
集
」
の
名
が
あ
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
貞
が
斬

り
か
か
っ
た
の
は
、
操
が
「
鏡
花
集
を
繙
き
絵
日
傘
の
四
九
九
頁
颯
と
開
け
た
落

花
の
逕
云
々
と
」
を
読
ん
で
い
る
時
で
あ
っ
た
。
実
際
に
『
鏡
花
集
』
第
一
巻
は

（
18
）

「
絵
日
傘
」
を
収
め
、
四
九
八
〜
四
九
九
頁
の
見
開
き
は
「
物
園
の
あ
た
り
を
さ

し
て
、
颯さつ
と
開
け
た
落
花
の
逕こみち、
小
川
が
流
れ
る
や
う
に
畝
つ
た
上
を
静
々
と
通

る
一
行
の
貴
人
あてびと

」で
始
ま
る
。「
ち
や
う
ど
此
時
、
遙
か
に
摺
鉢
山
の
方
か
ら
推お
さ

れ
〳
〵
、
人
波
が
左
右
に
分
れ
て
鬨どつ
と
前
後
に
な
だ
れ
て
分
れ
、
一
條
動
物
園
の
」

に
続
く
部
分
で
、
花
見
の
混
雑
の
中
、
シ
ル
ク
ハ
ッ
ト
の
男
を
前
に
夜
会
結
び
に

蝙
蝠
傘
の
お
民
を
後
に
、
お
姫
様
の
一
行
が
人
の
波
を
分
け
て
登
場
す
る
場
面
で

あ
る
。
こ
の
場
合
、
鏡
花
の
読
者
で
あ
っ
た
こ
と
や
「
絵
日
傘
」
の
内
容
が
、
操

の
人
物
を
説
明
し
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
よ
う
だ
。『
鏡
花
集
』が
開
か
れ

て
い
た
の
は
事
実
と
し
て
、
殺
人
事
件
の
報
道
に
こ
れ
が
必
要
だ
っ
た
の
か
は
分

か
ら
な
い
。
記
者
が
文
学
好
き
、
鏡
花
好
き
な
だ
け
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
記
事
が
何
か
の
都
合
で
当
の
鏡
花
の
目
に
触
れ
れ
ば
、
大
変
な
興

味
を
引
く
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

「
第
二
菎
蒻
本
」
発
表
二
ヶ
月
前
の
こ
の
「
上
毛
新
聞
」
の
記
事
に
は
、
上
州

前
橋
で
、
緋
縮
緬
に
彩
ら
れ
た
女
が
胸
を
刺
さ
れ
て
殺
さ
れ
る
姿
が
あ
る
。
そ
の

光
景
が
鏡
花
の
想
像
力
を
刺
激
し
、
同
じ
上
州
の
伊
香
保
で
女
が
殺
さ
れ
、「
新
聞

の
電
報
と
、
続
い
て
掲
げ
ら
れ
た
上
州
の
記
事
」
に
よ
っ
て
そ
の
死
が
知
ら
さ
れ

る
と
い
う
物
語
を
構
想
さ
せ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

４
泉
鏡
花
は
明
治
三
二
年
（
一八九八）
秋
か
ら
三
六
年
（
一九〇三）
一
月
ま
で
祖
母
・

き
て
、
弟
・
斜
汀
と
と
も
に
牛
込
区
南
榎
町
に
住
ん
だ
。

（
19
）

矢
来
町
の
奥
に
当
た
る
。

牛
込
北
町
の
友
人
の
家
か
ら
酒
井
の
屋
敷
の
森
を
見
つ
つ
帰
る
道
筋
は
、
実
際
の

そ
の
地
を
思
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
今
、
祖
母
は
な
い
。

（
20
）

南
榎
町
の
家
は
、
母
の

か
わ
り
に
鏡
花
を
育
て
、
父
の
か
わ
り
に
精
神
的
な
支
え
と
な
っ
た
祖
母
と
の
思

い
出
の
場
所
。「
第
二
菎
蒻
本
」で
は
、
観
音
の
加
護
と
と
も
に
、
そ
れ
を
導
く
祖

母
の
慈
愛
に
も
俊
吉
は
守
ら
れ
た
。

と
こ
ろ
で
、
雪
の
中
を
男
が
遊
女
に
逢
い
に
行
く
と
な
れ
ば
、「
雪
暮
夜
入
谷
畦

道
」

（
21
）

の
直
次
郎
と
三
千
歳
が
思
い
浮
か
ぶ
。
強
請
が
露
顕
し
逃
亡
を
企
て
る
直
次

郎
は
、
入
谷
の
蕎
麦
屋
に
寄
り
、
近
く
の
大
口
屋
の
寮
で
三
千
歳
が
養
生
し
て
い

る
こ
と
を
耳
に
挟
む
。
手
紙
を
言
付
け
て
忍
び
込
み
、
二
人
は
逢
瀬
を
果
た
す
。

寮
に
下
が
っ
て
い
る
身
な
が
ら
三
千
歳
は
緋
縮
緬
。
彼
女
は
「
長
く
便
り
の
な
い

こ
と
な
ら
、
い
つ
そ
の
こ
と
に
お
前
の
手
に
掛
け
、
殺
し
て
行
つ
て
下
さ
ん
せ
」

と
縋
り
、
連
れ
て
逃
げ
る
か
殺
し
て
行
く
か
を
願
う
が
、
い
ざ
捕
り
手
の
か
か
っ

た
時
、
直
次
郎
は
足
手
ま
と
い
だ
と
振
り
切
っ
て
一
人
で
逃
げ
て
行
く
。
二
人
の

別
れ
が
胸
に
迫
る
場
面
。
し
か
し
、
女
の
願
い
は
取
り
残
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。

野
暮
っ
た
い
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
、
酒
の
肴
に
狐
蕎
麦
を
誂
え
た
こ
と
に
「
上

州
の
お
客
に
は
丁
ど
可い
い
わ
ね
」
と
嫌
味
を
言
い
、
粋
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
、
染
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次
が
「
て
ん
の
ぬ
き
」
を
嬉
し
が
る
「
第
二
菎
蒻
本
」
の
く
だ
り
は
、
直
次
郎
が

蕎
麦
屋
に「
お
い
、
天
麩
羅
で
一
合
つ
け
て
く
ん
ね
え
」「
な
け
り
や
あ
、
た
ゞ
の

か
け
で
い
ゝ
」
と
言
い
、
子
分
の
丑
松
が
別
れ
際
「
天
か
玉
子
の
抜
き
で
呑
む
の

も
、
しヽ
みヽ
つヽ
たヽ
れヽ
な
は
な
し
だ
か
ら
」と
話
す
場
面
を
連
想
さ
せ
る
。
こ
れ
に
与
っ

て
俊
吉
宅
二
階
で
の
二
人
は
、
直
次
郎
と
三
千
歳
の
よ
う
な
、
情
夫
と
遊
女
と
の

雰
囲
気
を
十
分
に
湛
え
て
い
る
。
三
千
歳
の
「
殺
し
て
行
つ
て
下
さ
ん
せ
」
は
、

そ
の
ま
ま
染
次
の
心
で
あ
っ
た
ろ
う
。

作
者
の
実
人
生
に
近
い
設
定
の
中
で
描
か
れ
た
染
次
の
境
遇
、
悲
し
み
の
向
こ

う
に
は
、
三
千
歳
は
じ
め
廓
に
身
を
置
い
た
全
て
の
女
性
が
い
る
の
で
あ
る
。

注１
）

泉
鏡
花
「
第
二
菎
蒻
本
」（「
新
日
本
」
第
４
巻
第
１
号
、
大
３
・
１
・
１
）

２
）

松
村
友
視
「
解
説
」（『
化
鳥
・
三
尺
角

他
六
篇
、
平
25
・
11
・
15
、
岩
波
文

庫
）

ま
た
、
後
述
の
「
奥
山
路
」
の
表
現
に
つ
い
て
、
同
書
注
「
奥
山
路
」

は
「
山
道
深
く
迷
い
込
ん
だ
イ
メ
ー
ジ
に
浅
草
の
奥
山
を
掛
け
る
」
と
し
て
い

る
。

３
）

児
玉
花
外
「
十
二
階
の
窓
の
眼
」（「
新
小
説
」
第
17
年
第
４
巻
、
明
45
・
４
・

１
）

４
）

注
（
２
）
は
こ
の
場
面
に
つ
い
て
、「
上
州
伊
香
保
の
旦
那
に
切
り
殺
さ
れ
る

末
期
の
と
き
に
俊
吉
の
も
と
を
訪
れ
た
染
次
の
ま
と
う
緋
の
長
襦
袢
は
、
熱
い

茶
を
浴
び
た
と
き
の
官
能
の
愉
楽
に
似
た
短
刀
の
痛
苦
を
代
償
に
し
て
、
身
体

の
受
苦
か
ら
の
が
れ
出
た
女
の
魂
の
姿
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。

５
）

久
保
田
淳
「
悪
所
と
魔
界
｜
｜
泉
鏡
花
の
『
深
川
物
』
を
例
と
し
て
｜
｜
」

（「
国
語
と
国
文
学
」
第
70
巻
第
11
号
、
平
５
・
11
・
１
）
は
伊
香
保
と
隅
田
川

の
関
係
に
つ
い
て
、「
こ
の
深
川
育
ち
の
女
は
上
州
の
山
中
で
見
え
る
筈
の
な
い

隅
田
川
恋
し
さ
に
、
死
地
に
赴
い
た
の
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。

６
）

大
槻
文
彦
『
伊
香
保
志
』
巻
一
〜
巻
三
（
明
15
・
６
・
１
、
国
文
社
、
挿
絵：

長
命
晏
春
）

引
用
は
『
伊
香
保
志
』
上
・
下
（
昭
63
・
３
・
30
、
平
元
・
３
・

30
、
み
や
ま
文
庫
）
に
よ
る
。

７
）

田
山
花
袋
編
『
伊
香
保
温
泉
誌
』（
明
41
・
８
・
25
、
伊
香
保
温
泉
組
合
取
締

所
）

８
）

田
山
花
袋
『
伊
香
保
案
内
』（
大
６
・
４
・
３
、
日
本
温
泉
協
会
代
理
部
）

９
）

鈴
木
秋
風
『
伊
香
保
案
内
』（
明
44
・
７
・
３
、
岸
物
産
商
店
）

10
）

上
州
伊
香
保
温
泉
場
真
図
」（
明
41
・
７
・
15
、
山
田
治
衛
門
、
写
生
画
工：

古
耕
）

図
）
は
群
馬
県
立
図
書
館
蔵
の
も
の
を
用
い
た
。

11
）

和
田
稲
積
編
『
浴
客
必
携

伊
香
保
便
覧
』（
明
17
・
７
、
絵
入
自
由
出
版
社
）

12
）

泉
鏡
花
「
第
二
菎
蒻
本
」
自
筆
原
稿

慶
應
義
塾
大
学
図
書
館
蔵

13
）

島
田
齊
胤
『
伊
香
保
案
内
』（
明
39
・
４
・
13
、
印
刷：

前
橋
印
刷
所
）

14
）

吉
田
東
伍
『
大
日
本
地
名
辞
書
』
第
四
冊
の
下
（
明
37
・
12
・
29
、
冨
山
房
）

15
）

海
道
記
」

作
者
不
詳

貞
応
二
年
（
一二二三）
に
京
か
ら
鎌
倉
へ
下
っ
た
紀

行
文
。
引
用
は
「
海
道
記
」（
続
帝
国
文
庫
第
24
編
『
続
紀
行
文
集
』
所
収
、
明

33
・
９
・
４
、
博
文
館
、
著
者
を
源
光
行
と
す
る
）
に
よ
る
。

16
）

情
夫
を
斬
殺
せ
ん
と
し
却
て
情
婦
が
殺
害
さ
る
」（「
上
毛
新
聞
」（
大
２
・

11
・
３
（
月
）
第
３
面
））

引
用
に
あ
た
り
ル
ビ
を
取
捨
し
た
。

17
）

記
事
は
い
ず
れ
も
「
上
毛
新
聞
」

資
料
の
欠
号
に
よ
り
翌
年
一
月
の
紙
面

は
未
確
認
。

18
）

泉
鏡
花
『
鏡
花
集
』
第
一
巻
（
明
43
・
１
・
１
、
春
陽
堂
）

19
）

吉
田
昌
志
編
「
年
譜
」（『
新
編
泉
鏡
花
集
』
別
巻
２
、
平
18
・
１
・
20
、
岩

波
書
店
）
に
よ
る
。

20
）

明
治
三
八
年
（
一九〇五）
二
月
二
〇
日
没

21
）

雪
暮
夜
入
谷
畦
道
」

河
竹
黙
阿
弥
「
天
衣
紛
上
野
初
花
」（
明
14
・
３
）

の
内
、「
入
谷
村
蕎
麦
屋
の
場
」以
降
の
直
侍
を
中
心
と
し
た
上
演
に
用
い
ら
れ

る
名
題
。

引
用
は
「
天
衣
紛
上
野
初
花
」（『
黙
阿
弥
脚
本
集
』
第
13
巻
所
収
、

大
10
・
５
・
18
、
春
陽
堂
）
に
よ
る
。

※
群
馬
県
立
図
書
館
に
「
上
州
伊
香
保
温
泉
場
真
図
」
の
掲
載
を
お
認
め
い
た
だ
い

た
。「
第
二
菎
蒻
本
」自
筆
原
稿
の
閲
覧
に
あ
た
っ
て
は
、
慶
應
義
塾
大
学
三
田
メ

デ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
に
便
宜
を
お
図
り
い
た
だ
い
た
。記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。

※
「
第
二
菎
蒻
本
」
の
引
用
は
岩
波
書
店
版
『
鏡
花
全
集
』
に
よ
り
、
ル
ビ
を
取
捨

し
た
。
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