
一

は
じ
め
に

本
論
で
は
、
近
世
中
期
か
ら
後
期
に
人
気
だ
っ
た
名
所
案
内
記
の
一
種
で
あ
る
名

所
図
会
が
な
ん
の
た
め
に
出
版
さ
れ
た
の
か
、
ど
ん
な
原
則
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た

の
か
、
ま
た
、
ど
う
し
て
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
っ
た
の
か
等
々
を
学
際
的
な
立
場
か

ら
考
察
し
、
名
所
図
会
そ
の
も
の
の
歴
史
を
物
語
る
よ
う
な
研
究
を
目
指
す
。
名
所

図
会
は
名
所
の
記
述
と
画
像
を
通
じ
て
、
読
み
手
で
あ
る
当
時
の
民
衆
に
、
本
の
な

か
に
描
か
れ
た
都
市
や
街
道
な
ど
未
知

(

あ
る
い
は
既
知)

の
環
境
を
仮
想
体
験
さ

せ
る
と
い
う
役
割
を
果
た
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
仮
説
に
基
づ
け
ば
、
名
所
図
会

は
旅
行
の
た
め
の
実
用
的
な
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
と
い
う
よ
り
、
空
間
認
識
を
充
実
さ
せ

る
楽
し
い
教
育
的
な
本
だ
と
考
え
た
ほ
う
が
適
切
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
編
纂
目
的

を
理
解
す
る
た
め
に
名
所
図
会
の
序
文
に
し
ば
し
ば
言
及
さ
れ
る

｢

臥
遊｣

(

す
な

わ
ち
、
居
な
が
ら
に
し
て
、
遠
い
場
所
に
自
ら
を
遊
ば
せ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と)

の
実
態
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

秋
里
籬
島
は
名
所
図
会
の
編
集
者
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
浅
野
三
平
氏

や
藤
原
玲
満
氏
が
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
詩
人
と
し
て
も
活
発
に
活
動
し
て
い
た
文

人
で
あ
る
。
京
都
の
練
石
の
も
と
で
俳
諧
を
学
び
、
伴
蒿
蹊
の
も
と
で
和
文
を
学
ん

だ
。
俳
諧
に
つ
い
て
の
本
も
多
種
出
版
し
た
。
例
え
ば
、
安
永
五
年

(

一
七
七
六)

の

『

俳
諧
早
作
伝』

は
入
門
向
き
の
実
用
的
な
本
で
あ
り
、
寛
政
十
二
年

(

一
八
〇

〇)

の

『

俳
諧
続
翌
檜』

は
句
の
解
読
を
中
心
と
す
る
教
科
書
的
な
本
、
寛
政
七
年

の

『

俳
翼』

は
芭
蕉
と
其
角
の
句
を
集
め
た
う
え
で
句
作
へ
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
行
う

ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
で
あ
る
。
籬
島
が
、
和
歌
や
俳
句
に
関
心
を
も
つ
文
人
で
あ
る
と
い

う
こ
と
は
過
言
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
籬
島
が
編
集
し
た
名
所
図
会
に
収

録
さ
れ
た
籬
島
自
身
の
句
は
、
単
な
る
意
味
の
な
い
飾
り
で
は
な
く
、
本
の
中
心
的

な
記
述
を
に
な
う
も
の
と
し
て
、
丁
寧
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

本
論
で
は
、
八
本
の
名
所
図
会
、
す
な
わ
ち
、
安
永
九
年

(

一
七
八
〇)

の

『

都

名
所
図
会』

、
寛
政
三
年

(

一
七
九
一)

刊
の

『

拾
遺
都
名
所
図
会』

、『

大
和
名
所

図
会』

、
寛
政
八
年

(

一
七
九
六)

の

『

和
泉
名
所
図
会』

、
寛
政
八
年

(

一
七
六
九)

の

『

摂
津
名
所
図
会』

、
寛
政
九
年

(

一
七
九
七)

の

『

東
海
道
名
所
図
会』

、
享
和

元
年

(

一
八
〇
一)

の

『

河
内
名
所
図
会』

、
文
化
二
年

(

一
八
〇
五)

の

『

木
曽

路
名
所
図
会』

を
取
り
上
げ
、
籬
島
が
詠
ん
だ
和
歌
や
発
句
を
、
文
学
的
な
視
点
か

ら
検
討
す
る
。
し
か
し
、
名
所
図
会
は
文
学
の
作
品
と
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
る
と

か
、
籬
島
は
素
晴
ら
し
い
古
典
文
学
の
作
者
と
し
て
登
録
さ
れ
る
ベ
き
人
物
で
あ
る
、

と
い
う
よ
う
な
内
容
を
議
論
す
る
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
名
所
図
会
を
解
釈
す
る
た

め
に
和
歌
が
分
析
の
鍵
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
な
い
。
た
だ
、
詩
文
に
意
味
を
込
め

る
傾
向
を
も
つ
籬
島
自
身
が
編
集
し
た
本
に
収
録
さ
れ
た
詩
文
に
よ
り
深
く
注
目
す

る
こ
と
が
、
名
所
図
会
そ
の
も
の
を
解
釈
す
る
こ
と
に
役
立
つ
と
考
え
て
い
る
。
し

か
も
、
籬
島
の
句
は
、
文
学
の
世
界
に
つ
な
が
る
編
集
目
的
の

｢

臥
遊｣

と
関
係
が
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あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

具
体
的
に
い
え
ば
、
先
の
八
本
の
名
所
図
会
の
中
に
は
籬
島
が
詠
ん
だ
和
歌
、
発

句
、
漢
詩
が
一
〇
〇
点
以
上
あ
る
。
今
回
は
そ
れ
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
ら
の

句
に
ど
ん
な
機
能
が
あ
る
の
か
、
挿
絵
や
本
文
の
中
で
ど
ん
な
役
割
を
は
た
し
、
何

を
伝
え
て
い
る
の
か
、
と
い
う
問
題
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
詩
文
の
働
き
に
は
、
九

の
特
徴
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
広
告
と
し
て
の
句
、
風
景
賞
賛
と
し
て
の
句
、
日
常
性

の
面
白
み
と
し
て
の
句
、
感
覚
的
に
人
を
刺
激
さ
せ
る
句
、
歴
史
・
伝
説
を
想
像
さ

せ
る
句
、
編
集
者
の
籬
島
が
文
学
者
で
あ
る
と
認
識
で
き
る
句
、
文
学
的
に
楽
し
む

句
、
旅
そ
の
も
の
を
描
写
し
た
句
、
そ
し
て
、
女
性
の
心
に
訴
え
る
句
と
い
う
特
徴

で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
が
も
つ
機
能
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。
一
つ

ず
つ
代
表
的
な
句
を
検
討
し
て
い
く
。

こ
の
分
析
方
法
を
と
お
し
て
、
名
所
図
会
の
中
の
詩
文
が
も
つ
働
き
や
意
味
を
探

る
と
い
う
文
学
的
な
課
題
と
、
そ
の
一
方
で
、
詩
文
の
も
つ
機
能
を
利
用
し
、
地
理

書
を
編
纂
す
る
目
的
や
方
針
、
ま
た
は
、
編
集
者
の
主
観

(
バ
イ
ア
ス)

に
ど
ん
な

特
徴
が
あ
る
か
と
い
う
歴
史
的
な
課
題
も
検
討
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ

れ
は
、
地
理
の
考
え
方
か
ら
文
学
が
理
解
で
き
る
と
同
時
に
、
文
学
の
考
え
方
で
歴

史
地
理
学
も
理
解
で
き
る
一
石
二
鳥
の
考
え
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

二

広
告
と
し
て
の
句

彦
根
市
鳥
居
本
町

名
所
図
会
に
よ
く
見
る
広
告
の
句
の
機
能
を
紹
介
す
る
。
茶
屋
、
料
理
屋
、
宿
と

い
う
店
自
体
を
広
告
す
る
句
や
、
薬
、
扇
、
水
瓜
、
饅
頭
、
蕎
、
お
酒
と
い
う
名
物

自
体
を
広
告
す
る
句
が
あ
る
。
例
え
ば
、『

木
曾
路
名
所
図
会』

の
第
一
巻
に
は
、

こ
の
挿
絵
の
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
と
し
て
の
狂
歌
が
掲
載
さ
れ
て
い
る

(

図
１)

。

く
れ
な
ゐ
の
花
に
い
み
じ
く
お
く
露
も
薬
に
な
ら
ひ
赤
玉
と
い
ふ

西
村
中
和
の
挿
絵
の
中
に
、
輿
に
座
っ
て
こ
の
鳥
居
本
の
店
を
覗
い
て
い
る
旅
行
者

が
い
る
。
店
の
中
に

｢

神
教
丸｣

と
書
い
て
あ
る
看
板
が
あ
る
の
で
、
薬
を
販
売
す

る
店
だ
と
分
か
る
。
神
教
丸
と
い
う
の
は
腹
痛
や
暑
気
あ
た
り
な
ど
に
効
く
江
戸
時

代
に
人
気
の
薬
で
あ
っ
た
。
こ
の
店
は
有
川
と
い
う
人
が
作
っ
た
神
教
丸
を
売
っ
て

い
る
。

絵
図
を
見
る
だ
け
で
、
旅
行
者
が

｢

神
教
丸｣

に
興
味
を
持
つ
の
は
明
ら
か
だ
が
、

籬
島
の
狂
歌
が
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
の
で
、
薬
と
い
う
名
物
が
読
者
に
よ
り
強
い

イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
る
だ
ろ
う
。
赤
い
花
を
薬
に
見
立
て
、
こ
の
薬
の
赤
い
色
を
よ

り
一
層
印
象
付
け
て
い
る
。
印
象
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
読
者
に
薬
の
名
前
を
覚
え

て
も
ら
う
た
め
に
こ
の
薬
が
花
の
よ
う
に
き
れ
い
な
色
を
も
つ
こ
と
を
滑
稽
的
に
表

現
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
店
は
新
名
所
だ
が
、
詩
文
で
表
現
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、

店
が
文
化
的
な
価
値
を
持
つ
よ
う
に
見
え
る
と
い
う
効
果
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

要
す
る
に
、
狂
歌
と
挿
絵
の
組
み
合
わ
せ
は
、
な
ぜ
こ
の
場
所
は
面
白
い
か
説
明

( ) 名所図会解釈の可能性 (ゴーリ)147
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す
る
と
同
時
に
、
商
品
も
広
告
す
る
働
き
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
籬
島
は
編
集
者
と

し
て
の
立
場
を
利
用
し
、
客
観
的
な
編
纂
で
は
な
く
、
主
観
的
な
バ
イ
ア
ス
が
含
ま

れ
る
情
報
を
提
供
し
て
い
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

三

風
景
賞
賛
と
し
て
の
句

塩
尻

次
は
風
景
賞
賛
と
し
て
の
句
を
挙
げ
る
。
籬
島
が
編
集
し
た
名
所
図
会
に
は
、
山
、

川
、
海
の
自
然
的
な
パ
ノ
ラ
マ
を
写
生
す
る
挿
絵
と
詩
文
の
組
み
合
わ
せ
が
た
く
さ

ん
あ
る
。
例
え
ば
、『

木
曾
路
名
所
図
会』

第
三
巻
の

｢

塩
尻｣

と
い
う
名
所
は
代

表
的
で
、
西
村
中
和
が
書
い
た
も
の
で
あ
る

(

図
２)

。
左
上
に
座
っ
て
い
る
人
物

は
塩
尻
の
山
道
か
ら
眺
め
を
見
て
い
る
。
籬
島
の
句
を
読
む
と
こ
の
人
物
が
何
を
見

て
い
る
か
分
か
る
。

塩
尻
嶺
よ
り
富
士
遥
か
に
見
ゆ
る

月
千
里
は
る
か
に
富
士
と
諏
訪
の
湖

富
士
山
と
諏
訪
湖
を
見
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
月
の
光
で
見
て
い
る
よ
う

だ
。
し
か
し
、
絵
図
を
見
れ
ば
、
空
は
明
る
く
て
夜
で
は
な
さ
そ
う
。
つ
ま
り
、
籬

島
の
句
で
夜
の
景
色
を
描
写
す
る
一
方
で
、
中
和
の
挿
絵
で
は
昼
の
景
色
を
描
写
す

る
と
い
う
解
釈
は
お
か
し
く
な
い
が
、
絵
図
を
見
れ
ば
見
る
ほ
ど
他
の
解
釈
も
で
き

る
と
思
わ
れ
る
。
挿
絵
の
下
部
に
描
か
れ
た
阿
礼
神
社
や
店
の
正
面
に
は
、
作
業
な

ど
す
る
人
物
は
全
く
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
名
所
図
会
の
挿
絵
は
一
般
的
に
人
物
が

多
く
て
賑
や
か
な
雰
囲
気
だ
け
れ
ど
も
、
こ
の
挿
絵
の
中
に
は
旅
行
者
ば
か
り
で
、

も
の
売
る
商
人
も
神
社
の
前
を
掃
く
人
な
ど
も
い
な
い
。
昼
で
あ
っ
た
ら
あ
り
得
な

い
状
況
だ
ろ
う
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
挿
絵
が
、
店
な
ど
が
閉
店
し
て
い
る
夜
の
景
色
で
あ

り
、
塩
尻
の
山
道
に
座
っ
て
い
る
人
物
が
明
る
い
月
の
光
で
景
色
を
見
て
い
る
と
読
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み
取
れ
る
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
籬
島
の
発
句
に
は
、
た
だ
の
写
生
的
な
働
き
だ
け
で

は
な
く
、
名
所
の
由
来
に
つ
い
て
暗
に
示
す
働
き
も
あ
る
。
本
文
で
は
、
塩
尻
は
分

水
嶺
な
の
で
塩
尻
と
名
付
け
ら
れ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
水
は
東
の
太

平
洋
に
流
れ
、
西
の
日
本
海
に
流
れ
る
と
い
う
説
明
だ
。
こ
の
地
理
的
な
説
明
に
対

し
て
、
挿
絵
の
発
句
が
滑
稽
味
を
含
ん
だ
説
明
を
添
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の

名
所
が
塩
尻
と
名
付
け
ら
れ
た
の
は
、
挿
絵
に
描
か
れ
た
よ
う
な
月
夜
に
、
諏
訪
湖

の
端
に
頂
上
を
の
ぞ
か
せ
る
富
士
山
が
本
物
の
塩
尻
の
よ
う
に
見
え
る
か
ら
だ
そ
う

だ
。
実
際
の
地
理
的
な
理
由
や
説
明
と
は
別
に
、
少
な
く
と
も
、
こ
の
発
句
が
な
け

れ
ば
、
挿
絵
は
う
つ
く
し
い
挿
絵
に
す
ぎ
ず
、
そ
こ
に
描
か
れ
た
景
色
そ
の
も
の
に

つ
い
て
深
い
理
解
や
強
い
印
象
を
も
た
せ
る
こ
と
は
な
い
。

四

日
常
性
の
面
白
み
と
し
て
の
句

大
悲
山
／
長
村
付
近

次
は
、
ハ
ッ
と
面
白
い
日
常
の
句
を
挙
げ
る
。
風
俗
だ
け
で
は
な
く
、
場
面
を
記

録
す
る
詩
文
だ
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
句
は
、
人
物
が
大
き
く
描
か
れ
て
挿
絵
の

中
に
配
置
さ
れ
、
泥
だ
ら
け
に
な
っ
て
の
草
取
り
、
小
さ
い
輿
に
乗
り
込
む
相
撲
と

り
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
仕
事
を
し
て
い
る
人
物
を
画
く
。
こ
れ
ら
は
名
所
に
つ
い
て

説
明
す
る
と
い
う
よ
り
、
鋭
い
目
を
持
つ
籬
島
の
描
写
力
を
示
す
働
き
を
す
る
。

例
え
ば
、『

拾
遺
都
名
所
図
会』

第
三
巻
の
林
業
に
関
す
る
発
句
と
挿
絵
の
組
み

合
わ
せ
が
あ
る

(

図
３)

。
本
文
で
は
、
こ
の
地
域
の
お
寺
や
神
社
な
ど
の
名
所
は

強
調
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
林
業
の
場
面
に
つ
い
て
な
に
も
言
及
し
て
い
な
い
。
し

か
し
、
挿
絵
は
林
業
で
仕
事
す
る
人
物
を
描
写
し
て
い
る
。
こ
の
場
面
で
は
、
道
具

を
使
っ
て
山
の
上
か
ら
下
の
川
沿
い
に
丸
木
を
運
ぶ
作
業
と
、
冷
た
い
雪
の
な
か
火

で
手
を
暖
め
な
が
ら
休
憩
す
る
人
物
を
写
生
し
た
挿
絵
に
対
し
て
、
籬
島
の
発
句
が

注
釈
の
よ
う
な
働
き
を
し
て
い
る
。

帆
柱
や
風
も
雇
は
ず
雪
転
し
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こ
の
句
で
は
、
山
に
落
ち
る
丸
木
と
帆
柱
を
比
べ
て
い
る
。
丸
木
は
船
の
帆
柱
と
違

い
、
風
で
は
な
く
雪
を
利
用
し
て
動
か
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
の
滑
稽
な
見
立
て
で
は

な
く
、
ま
も
な
く
丸
木
が
船
の
よ
う
に
運
送
さ
れ
る
こ
と
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
、
雪

の
中
で
船
の
帆
柱
に
見
え
る
こ
と
を
示
し
た
句
だ
と
思
わ
れ
る
。

挿
絵
の
右
上
に
、
こ
の
冬
の
林
業
の
光
景
は
江
戸
中
期
の

(

謝
恵
連
が
書
い
た)

『

雪
の
譜』

と
い
う
本
に
書
き
落
と
さ
れ
て
い
る
た
め
、
名
所
図
会
に
書
き
込
ん
だ

と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
滑
稽
的
な
句
か
ら
は
、
籬
島
が
俳
人
で
あ
る

だ
け
で
は
な
く
、
徹
底
的
に
観
察
力
の
鋭
い
地
理
編
纂
者
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え

る
。
こ
の
こ
と
は
、
籬
島
を
、
じ
ゅ
う
ぶ
ん
な
知
識
を
持
っ
た
信
頼
で
き
る
地
理
案

内
者
に
見
せ
る
だ
ろ
う
。

五

感
覚
的
に
人
を
刺
激
さ
せ
る
句

勢
州
四
日
市
／
伊
勢

今
ま
で
に
検
討
し
て
き
た
句
は
あ
る
程
度
五
感
を
刺
激
さ
せ
る
働
き
も
あ
り
、
新

教
丸
の
赤
さ
、
白
い
富
士
山
、
寒
い
冬
の
暖
か
い
火
と
い
う
よ
う
な
写
生
的
な
句
と

挿
絵
は
、
読
者
に
そ
れ
ぞ
れ
の
名
所
に
い
る
よ
う
な
感
覚
を
も
た
ら
す
。
し
か
し
、

こ
こ
で
は
も
っ
と
積
極
的
に
五
感
を
刺
激
す
る
句
を
紹
介
す
る
。

例
と
し
て

『

東
海
道
名
所
図
会』

第
二
巻
に
那
古
浦
の
挿
絵
と
、
句
を
挙
げ
る

(

図
４)

。
蜃
楼
を
見
て

陽
炎
や
粟
飯
か
し
ぐ
浪
の
う
へ

籬
島
の
句
に
よ
れ
ば
、
こ
の
オ
ア
シ
ス
の
よ
う
な
現
象
は
、
米
を
炊
く
こ
と
に
も
見

え
る
と
い
う
。
炊
い
た
飯
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
何
と
な
く
大
き
な
建
物
と

揺
れ
る
幟
が
見
え
る
だ
ろ
う
。
挿
絵
は
、
本
文
で
説
明
さ
れ
て
い
る
地
元
、
特
に
漁

夫
の
伝
説
を
表
わ
し
て
い
る
の
だ
。
つ
ま
り
、
こ
の
陽
炎
は
建
物
だ
と
い
う
意
見
が
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一
般
的
だ
っ
た
。

籬
島
が
一
般
的
な
意
見
と
違
う
句
を
付
け
加
え
た
こ
と
で
、
読
者
は
こ
の
不
思
議

な
現
象
に
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
か
を
考
え
さ
せ
ら
れ
る
。
建
物
な
の
か
、
炊
い

た
飯
な
の
か
と
考
え
を
巡
ら
し
た
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
の
二
つ
の
見
方
で
、
こ
の
蜃
気

楼
の
曖
昧
な
ビ
ジ
ュ
ア
ル
状
況
が
リ
ア
ル
に
感
じ
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
。
人
に
よ
っ
て

は
蜃
気
楼
と
い
う
こ
と
で
、
建
物
か
飯
に
、
も
し
く
は
ま
た
違
う
何
か
に
見
え
て
も

良
し
と
す
る
作
者
の
意
図
が
見
ら
れ
る
。

ま
た
、
こ
こ
で
、
籬
島
が
単
純
な
写
生
的
な
句
を
詠
ん
だ
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、

句
の
な
か
に
滑
稽
的
な
雰
囲
気
も
詠
み
こ
ん
で
い
る
。
と
い
う
の
は
、
安
永
四
年

(

一
七
七
五)

に
出
版
し
た
恋
川
春
町
の

『
金
々
先
生
栄
花
夢』

と
い
う
黄
表
紙
を

知
っ
て
い
る
読
者
は
文
学
的
な
解
釈
も
す
る
だ
ろ
う
。
こ
の
人
気
の
本
の
中
、
田
舎

者
金
村
屋
金
兵
衛
と
い
う
主
人
公
が
、
目
黒
不
動
で
名
物
の
粟
餅
を
待
っ
て
い
る
間
、

多
種
多
様
の
立
派
な
建
物
が
存
在
す
る
栄
華
的
な
世
界
を
夢
で
見
て
い
る
。

し
か
し
籬
島
は
そ
の
話
を
逆
に
し
て
、
挿
絵
と
句
に
滑
稽
味
を
添
え
て
い
る
。
つ

ま
り
、
餅
が
出
来
上
が
る
間
に
栄
華
を
夢
見
る
の
で
は
な
く
、
実
際
に
栄
華
的
な
世

界
の
よ
う
な
オ
ア
シ
ス
を
見
な
が
ら
、
炊
い
て
い
る
飯
を
想
像
し
て
し
ま
う
と
い
う

意
味
に
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
籬
島
の
句
は
、
こ
の
不
思
議
な
視
覚
的
な

現
象
を
も
っ
て
読
者
の
五
感
に
う
っ
た
え
か
け
、
感
覚
的
に
印
象
付
け
さ
せ
る
よ
う

に
刺
激
し
て
い
る
と
判
断
で
き
る
だ
ろ
う
。

六

歴
史
・
伝
説
を
想
像
さ
せ
る
句

矢
口
渡
口
／
東
京
都
／
玉
川

続
い
て
、
歴
史
や
伝
説
を
想
像
さ
せ
る
句
を
紹
介
す
る
。
例
と
し
て
、『

東
海
道

名
所
図
会』

第
六
巻
に
あ
る
、
新
田
義
興
と
足
利
家
の
戦
争
の
場
面
を
北
尾
政
善
が

描
く
挿
絵
を
交
え
て
紹
介
す
る
。
こ
の
挿
絵
は
、
義
興
が
矢
口
渡
し
で
殺
さ
れ
る
有

名
な
場
面
で
は
な
く
、
右
上
の
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
が
説
明
し
て
い
る
よ
う
に
、
亡
く
な
っ

た
義
興
の
幽
霊
が
自
分
を
殺
し
た
江
戸
遠
江
と
い
う
人
物
を
殺
す
場
面
、
黒
い
雲
に
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乗
っ
た
、
騎
馬
の
義
興
が
、
遠
江
を
潰
す
瞬
間
を
描
い
て
い
る

(

図
５)

。
本
文
の

説
明
の
よ
う
に
、
事
件
の
後
、
矢
口
渡
し
で
義
興
の
燃
え
る
よ
う
な
矢
を
見
た
地
元

の
人
々
は
、
怖
く
な
り
、
義
興
の
御
霊
を
な
だ
め
る
た
め
に
神
社
を
造
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
絵
図
を
見
る
こ
と
で
、
籬
島
が
伝
説
的
な
場
面
を
ど
の
よ
う
に
と
ら

え
た
の
か
想
像
で
き
る
だ
ろ
う
。
籬
島
の
発
句
の
お
か
げ
で
伝
説
は
た
だ
の
過
去
の

こ
と
だ
け
で
は
な
く
て
、
現
在
ま
で
繋
が
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

ほ
た
る
火
や
な
き
玉
川
の
ゆ
め
の
あ
と

つ
ま
り
、
義
興
が
死
ん
で
し
ま
っ
た
矢
口
渡
し
と
い
う
意
味
が
あ
り
な
が
ら
、
亡
き

魂

(

す
な
わ
ち
幽
霊)

と
か
け
て
い
る
の
で
、
義
興
自
身
と
い
う
意
味
に
も
な
る
だ

ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
夢
で
見
た
も
の
は
、
挿
絵
に
描
か
れ
た
場
面
と
同
じ
も
の
で
あ

る
と
解
釈
で
き
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
義
興
の
夢
か
ら
起
き
た
ら
、
螢
を
見
た
こ
と
を

表
現
し
た
句
で
も
あ
る
。

籬
島
が
螢
を
詠
ん
だ
理
由
は
、
実
際
に
そ
の
場
所
に
螢
が
生
息
し
て
い
る
だ
け
で

は
な
く
、
螢
を
燃
え
る
よ
う
な
矢
と
見
立
て
た
か
ら
で
も
あ
る
。
螢
は
、
夢
で
見
た

想
像
的
な
伝
説
、
つ
ま
り
義
興
の
足
跡
を
意
味
し
て
お
り
、
義
興
の
象
徴
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
暗
示
す
る
こ
と
で
、
伝
説
は
現
代
に
も
繋
が
り
、
読
者
は

歴
史
を
追
体
験
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
句
と
挿
絵
の
組
み
合
わ
せ

は
、
義
興
が
没
し
、
御
霊
も
し
ず
め
ら
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
螢
と
し
て
ま
だ
存

在
し
て
い
る
よ
う
に
読
者
に
想
像
さ
せ
る
の
だ
。

七

編
集
者
の
籬
島
が
文
学
者
で
あ
る
と
認
識
で
き
る
句

吉
野

籬
島
は
自
分
が
詠
ん
だ
句
を
名
所
図
会
に
引
用
す
る
こ
と
で
、
文
人
と
し
て
の
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
表
わ
し
て
い
る
。
句
の
な
か
に
は
籬
島
が
本
格
的
な
文
学
者
で

あ
る
と
認
識
で
き
る
句
も
あ
り
、
認
め
ら
れ
る
べ
き
詩
人
で
あ
る
こ
と
を
自
認
す
る

傾
向
も
あ
る
。
例
え
ば
、『

大
和
名
所
図
会』

第
六
巻
に
西
行
に
関
す
る

｢

苔
清
水｣

と
い
う
吉
野
の
名
所
が
あ
る
。
こ
の
名
所
に
挿
絵
は
な
い
が
、
本
文
で
は
西
行
が
こ

の
苔
清
水
と
い
う
庵
に
住
ん
だ
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
苔
清
水
が
和
歌
に
よ

く
見
え
る
名
所
で
あ
る
と
書
き
、
西
行
の

『

山
家
集』

と
い
う
私
集
か
ら
一
首
を
引

用
し
て
い
る
。

浅
く
と
も
よ
し
や
ま
た
く
む
人
も
あ
ら
じ
我
に
こ
と
た
る
山
の
井
の
水

ま
た
、
籬
島
は
芭
蕉
の

『

泊
舩
集』

と
い
う
書
物
か
ら
俳
文
を
抜
萃
し
て
い
る
。

抜
萃
か
ら
は
芭
蕉
が
西
行
に
た
い
し
て
尊
敬
感
を
強
く
も
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

芭
蕉
の
一
句
を
引
用
す
る
。

凍
解
け
て
筆
に
汲
み
干
す
清
水
か
な

西
行
も
芭
蕉
も
名
所
の
水
を
賛
美
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
項
目
の
最
後
に
籬
島
の
句

が
付
け
加
え
ら
れ
、
あ
と
が
き
の
よ
う
な
役
割
を
は
た
し
て
い
る
。

苔
清
水
こ
と
た
る
外
に
ほ
と
と
ぎ
す

西
行
と
芭
蕉
が
苔
や
清
水
の
み
を
賛
美
し
て
い
る
の
に
、
籬
島
は
時
鳥
と
い
う
モ
チ
ー

フ
も
よ
み
こ
み
、
時
鳥
も
い
れ
ば
い
い
な
と
い
う
滑
稽
的
な
響
き
を
含
ま
せ
て
い
る
。

自
分
の
句
を
挿
入
す
る
こ
と
で
、
自
分
が
西
行
と
芭
蕉
の
よ
う
な
天
才
詩
人
と
肩
を

並
べ
る
者
で
あ
る
と
暗
示
さ
せ
て
い
る
と
も
解
釈
で
き
る
。
少
な
く
と
も
、
こ
の
項

目
を
読
ん
だ
読
者
は
、
籬
島
は
西
行
と
芭
蕉
の
よ
う
に
こ
の
名
所
の
詩
的
な
世
界
を

充
分
味
わ
え
る
優
秀
な
詩
人
で
あ
る
と
認
識
し
、
籬
島
が
立
派
な
詩
人
に
な
る
大
望

を
抱
い
て
い
る
こ
と
も
感
じ
る
の
で
は
な
い
か
。
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八

文
学
的
に
楽
し
む
句

静
岡
市
丸
子
泉
が
谷

次
の
詩
文
は
、
籬
島
が
文
学
者
で
あ
る
こ
と
を
認
識
さ
せ
る
句
に
関
連
す
る
が
、

異
な
っ
た
特
徴
を
持
っ
て
い
る
。
籬
島
は
、
文
中
に
挿
入
し
た
自
分
の
句
全
て
に
文

学
的
な
楽
し
み
を
盛
り
込
ん
で
い
る
。
そ
の
中
で
も
、
も
っ
と
も
洗
練
さ
れ
て
い
る

句
を
紹
介
す
る
。
例
え
ば
、『

東
海
道
名
所
図
会』

第
四
巻
に

｢

丸
子
駅｣

と
い
う

項
目
に
二
つ
の
発
句
が
あ
る
。
ま
ず
、
芭
蕉
が
駅
の
名
物
と
ろ
ろ
汁
を
詠
む
句
が
出

る
。

梅
若
菜
丸
子
の
宿
の
と
ろ
ろ
汁

次
に
、
籬
島
の
句
も
出
る
。

と
ん
と
ん
と
路
次
を
た
た
い
て
炉
び
ら
き
を
し
ら
せ
に
来
た
が
る
す
に
ぞ

あ
り
け
る

ざ
っ
と
読
む
だ
け
で
は
、
意
味
が
分
か
り
に
く
い
一
首
だ
。
な
ぜ
、
炉
開
き
の
知
ら

せ
が
来
る
と
誰
も
い
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
丸
子
駅
と
の
関
係
は
い
っ
た
い
何
だ
ろ
う

か
。し

か
し
、
籬
島
の
句
を
丁
寧
に
読
め
ば
、
こ
れ
は
折
句
で
あ
る
と
分
か
る
。
折
句

と
は
、
各
の
句
の
上
に
物
名
を
一
字
ず
つ
置
い
た
も
の
で
、
こ
の
場
合
は
芭
蕉
の
句

の

｢

と
ろ
ろ
じ
る｣

と
い
う
言
葉
を
表
わ
す
。
芭
蕉
の
句
に
自
分
の
句
を
付
け
加
え

る
と
同
時
に
、
夕
暮
れ
に
誰
も
い
な
い
と
い
う
謎
解
き
に
な
り
、
つ
ま
り
、
皆
と
ろ

ろ
汁
を
食
べ
に
行
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
ヒ
ン
ト
を
句
の
な
か
に
盛
り
込
ん
で
い
る
。

こ
の
よ
う
な
言
葉
遊
び
が
読
者
を
文
学
的
に
楽
し
ま
せ
る
の
だ
ろ
う
。

九

旅
そ
の
も
の
を
描
写
し
た
句

愛
宕
山

次
は
、
旅
そ
の
も
の
を
描
写
し
た
句
を
紹
介
す
る
。
こ
の
句
と
挿
絵
の
組
み
合
わ

せ
で
、
名
所
そ
の
も
の
と
い
う
よ
り
、
名
所
を
経
験
す
る
旅
行
者
に
着
目
し
て
い
る
。

『

都
名
所
図
会』

第
四
巻
の

｢

愛
宕
山｣

の
挿
絵
の
な
か
に
書
き
入
れ
の
詞
書
と
狂

歌
は
次
の
と
お
り
だ

(

図
６)

。

あ
た
ご
参
り
の
皿
竹
輿
を
か
り
て
行
く
を
見
て
狂
歌
を
よ
め
る

桃
盛
っ
た
よ
う
に
こ
ろ
こ
ろ
打
ち
の
り
て
山
は
さ
か
し
き
み
ち
と
せ
を
行

く

こ
れ
は
、
親
子
の
旅
行
者
が
山
を
登
る
様
子
を
見
、
険
し
い
山
道
を
上
が
る
親
子
が

皿
に
の
っ
た
桃
が
揺
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
と
描
写
し
た
写
生
的
な
一
首
だ
。
こ
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の
句
が
挿
絵
の
内
容
を
よ
り
リ
ア
ル
に
感
じ
さ
せ
る
の
だ
。

本
文
で
は
、
こ
の
乗
り
物
は
楽
し
い
だ
け
で
は
な
く
、
特
に
老
人
、
女
性
、
子
供

に
便
利
な
移
動
手
段
で
あ
る
と
強
調
し
て
い
る
。
挿
絵
だ
け
で
は
な
く
、
籬
島
の
狂

歌
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
こ
の
名
所
が
読
者
に
と
っ
て
、
よ
り
印
象
的
に
な
る
と
思
わ

れ
る
。
こ
れ
は
一
例
に
す
ぎ
ず
、
他
の
籬
島
の
句
と
挿
絵
の
組
み
合
わ
せ
に
も
、
旅

そ
の
も
の
を
賛
美
す
る
も
の
が
あ
る
。

十

女
性
の
心
に
訴
え
る
句

峰
定
寺
門
前
よ
り
東

最
後
に
女
性
の
心
に
訴
え
る
句
を
紹
介
す
る
。
籬
島
の
詩
文
が
付
け
ら
れ
た
絵
図

に
は
、
多
く
の
女
性
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
報
告
で
紹
介
し
た
も
の
も
例
外
で
は

な
い
。
た
し
か
に
名
所
に
は
地
元
の
女
性
や
旅
を
し
て
い
る
女
性
が
実
際
に
い
た
が
、

な
ぜ
籬
島
は
女
性
が
描
か
れ
て
い
る
挿
絵
に
好
ん
で
自
分
の
句
を
載
せ
た
の
だ
ろ
う

か
。『

拾
遺
都
名
所
図
会』

第
三
巻
の

｢

大
悲
山
乳
岩｣

と
い
う
挿
絵
は
、
岩
の
裏
に

あ
る
婦
人
の
乳
房
に
似
た
十
四
個
の
突
起
か
ら
水
が
落
ち
て
お
り
、
名
前
の
由
来
と

な
っ
て
い
る

(

図
７)

。
籬
島
は
、
句
を
通
じ
て
こ
の
岩
の
特
徴
を
描
写
し
て
い
る
。

乳
々
と
ふ
と
こ
ろ
捜
す
さ
ざ
れ
石
そ
の
乳
母
の
名
は
お
岩
と
の
な
り

こ
の
例
で
は
女
性
自
体
は
描
か
れ
て
い
な
い
が
、
女
性
的
な
現
象
が
描
か
れ
て
い
る
。

挿
絵
の
中
の
男
性
達
が
う
れ
し
そ
う
に
水
を
引
き
出
し
て
お
り
、
籬
島
も
こ
の
よ
う

な
現
象
を
面
白
い
と
思
い
句
を
詠
ん
だ
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
本
文
に
は
、
女
性
が
こ
の
水
を
飲
め
ば
、
た
ち
ま
ち
母
乳
が
で
る
と
説

明
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
が
子
を
も
つ
女
性
に
役
に
立
つ
名
所
と
わ
か
る
。
つ
ま
り
、

こ
の
例
は
男
性
向
き
の
挿
絵
と
句
の
組
み
合
わ
せ
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
女
性
の

心
に
訴
え
る
働
き
も
あ
る
と
解
釈
で
き
る
。
要
す
る
に
、
女
性
の
読
者
は
籬
島
の
句
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に
気
づ
き
、
名
所
図
会
の
編
集
者
が
女
性
の
気
持
ち
を
考
慮
し
た
と
考
え
る
だ
ろ
う
。

編
集
者
と
し
て
の
籬
島
の
戦
略
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

十
一

お
わ
り
に

本
論
の
は
じ
め
に
、
地
理
の
な
か
の
詩
文
が
ど
の
よ
う
な
働
き
や
意
味
な
ど
が
あ

る
か
、
と
い
う
文
学
的
な
課
題
と
、
そ
の
一
方
で
、
詩
文
の
機
能
を
通
じ
て
、
地
理

を
編
纂
す
る
目
的
や
方
針
、
ま
た
は
、
編
集
者
の
主
観
な
ど
に
ど
の
よ
う
な
特
徴
が

あ
る
か
を
と
お
し
て
、
歴
史
的
な
課
題
に
取
り
組
む
予
定
で
あ
る
こ
と
を
書
い
た
。

こ
の
二
つ
の
課
題
に
つ
い
て
簡
単
に
ま
と
め
、
四
つ
の
意
見
を
述
べ
る
。

一

籬
島
の
詩
文
は
無
用
な
飾
り
で
は
な
く
、
戦
略
的
な
手
段
と
し
て
名
所
図
会

の
世
界
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。
一
つ
の
狂
歌
や
発
句
が
一
つ
の
働
き
を
優
先
さ
せ

な
が
ら
も
、
い
く
つ
か
の
働
き
が
重
な
っ
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
全
般
的
に
い
え
ば
、

主
な
詩
文
は
ヒ
ュ
モ
ア
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
説
明
的
な
情
報
を
伝
え
る
働
き
が
あ

る
。二

籬
島
の
詩
文
は
挿
絵
に
描
か
れ
て
い
る
絵
図
と
関
係
し
あ
い
、
絵
図
は
詩
文

と
関
係
し
あ
い
、
絵
図
と
詩
文
両
方
を
理
解
す
る
の
に
役
立
つ
。
従
っ
て
、
編
集
者

の
籬
島
は
絵
師
と
親
し
い
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
か
た
ち
で
名
所
図
絵
を
制
作

し
完
成
さ
せ
た
と
推
測
で
き
る
。

三

籬
島
は
詠
ん
だ
句
を
通
じ
て
、
読
者
に
名
所
を
ど
の
よ
う
に
過
ご
せ
ば
良
い

か
を
教
え
る
。
籬
島
の
詩
文
に
は
、
地
理
を
う
ま
く
理
解
し
、
楽
し
め
る
よ
う
な
ヒ

ン
ト
が
あ
る
。
実
際
に
旅
行
を
せ
ず
に
部
屋
に
い
な
が
ら
に
し
て
想
像
上
の
旅
、
す

な
わ
ち

｢

臥
遊｣

を
す
る
時
は
、
句
を
読
め
ば
読
む
ほ
ど
、
挿
絵
や
本
文
で
描
か
れ

て
い
る
空
間
が
も
っ
と
印
象
的
に
な
り
、
入
り
込
む
こ
と
が
で
き
る
。
要
す
る
に
、

想
像
旅
行
を
す
る
た
め
に
詩
文
が
手
段
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
籬
島
の
句

が
あ
る
の
で
、
買
い
物
の
楽
し
み
、
歴
史
感
、
五
感
、
文
学
の
遊
び
な
ど
の
視
点
か

ら
、
名
所
を
生
で
よ
り
深
く
感
じ
、
認
識
で
き
る
。

四

名
所
図
会
は
あ
り
の
ま
ま
の
風
景
を
写
生
的
に
描
出
し
、
地
理
空
間
を
描
写

し
て
い
る
。
そ
の
一
方
、
籬
島
の
詩
文
を
通
じ
て
、
編
集
者
の
主
観
的
な
好
み
や
価

値
観
が
理
解
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
少
な
く
と
も
、
以
上
の
詩
文
の
機
能
を
通
じ
て
、

名
所
を
籬
島
の
よ
う
に
過
ご
せ
ば
良
い
と
い
う
読
者
へ
の
提
案
が
あ
り
、
自
分
の
句

を
通
じ
て
、
籬
島
が
名
所
に
実
際
に
行
き
、
見
聞
し
た
事
が
確
認
で
き
、
さ
ら
に
、

籬
島
は
文
学
的
な
才
能
も
あ
る
と
確
認
で
き
る
。
籬
島
は
、
詩
文
を
書
き
、
名
所
図

会
の
編
集
を
し
、
総
合
的
な
知
識
を
持
つ
信
頼
と
説
得
力
の
あ
る
案
内
者
で
あ
っ
た
。

(

付
記)

こ
の
論
文
は
、
二
〇
〇
九
〜
二
〇
一
一
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研

究

(

Ａ)
｢

地
図
史
料
学
の
構
築｣

の
新
展
開
―
科
学
的
調
査
・
復
元
研
究
・
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
―｣

(

研
究
代
表
者
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
・
杉
本
史
子
、
課
題
番
号：

21242018)

二
〇
〇
九
年
度
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
報
告
を
原
稿
化
し
た
も
の
で
あ
り
、
同

科
研
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

参
考
文
献

朝
倉
治
彦
編

『

日
本
名
所
風
俗
図
会』

８

京
都
の
巻
Ⅱ

｢

都
名
所
図
会｣

角
川
書
店

１
９
８
１
年

朝
倉
治
彦
編

『

日
本
名
所
風
俗
図
会』

８

京
都
の
巻
Ⅱ

｢

拾
遺
都
名
所
図
会｣

角
川

書
店

１
９
８
１
年

朝
倉
治
彦
編

『

日
本
名
所
風
俗
図
会』

９

大
和
の
巻

｢

大
和
名
所
図
会｣

角
川
書
店

１
９
８
３
年

朝
倉
治
彦
編

『

日
本
名
所
風
俗
図
会』

10

大
和
の
巻

｢

摂
津
名
所
図
会｣

角
川
書
店

１
９
８
０
年

朝
倉
治
彦
編

『
日
本
名
所
風
俗
図
会』

11

｢

和
泉
名
所
図
会｣

角
川
書
店

１
９
８
１

年朝
倉
治
彦
編

『

日
本
名
所
風
俗
図
会』

11

｢

河
内
名
所
図
会｣

角
川
書
店

１
９
８
１

年

( ) 名所図会解釈の可能性 (ゴーリ)155

©2011 Historiographical Institute(Shiryo Hensan-jo)The University of Tokyo



朝
倉
治
彦
編

『

日
本
名
所
風
俗
図
会』

17

諸
国
の
巻
Ⅱ

｢

木
曾
路
名
所
図
会｣

角
川

書
店

１
９
８
１
年

朝
倉
治
彦
編

『

日
本
名
所
風
俗
図
会』

17

諸
国
の
巻
Ⅱ

｢

東
海
道
名
所
図
会｣

角
川

書
店

１
９
８
１
年

浅
野
三
平

｢

秋
里
籬
島｣

『

女
子
大
国
文』

71
号

１
９
７
３
年
10
月

西
野
由
紀

｢『

名
所
図
会』

本
の
挿
絵
に
お
け
る
和
歌
・
発
句
の
有
効
性｣

『

国
文
学
論

叢』

２
０
０
１
年
２
月

藤
原
玲
満

｢

国
文
学
研
究
資
料
館

『

秋
里
家
譜』

翻
刻
と
解
説｣

『

国
文
学』

１
１
０
号

２
０
０
８
年
12
月

藤
原
玲
満

｢

秋
里
籬
島
の
俳
諧
活
動｣

『
近
世
文
学』

78
号

２
０
０
３
年
７
月

東京大学史料編纂所研究紀要 第21号 2011年３月 ( )156

©2011 Historiographical Institute(Shiryo Hensan-jo)The University of Tokyo




