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須
賀
川
芭
蕉
記
念
館
か
ら
お
客
様
が
来
ら
れ
ま
し
た

伊
藤

鋼
一
郎

十
月
二
十
六
日
、
芭
蕉
の
奥
の
細
道
で
有
名
な
福
島
県
須
賀
川
市
の
芭
蕉
記
念
館
よ
り

館
長
祓
川
千
寿
氏
、
他
一
名
が
見
え
ま
し
た
。
須
賀
川
芭
蕉
記
念
館
は
市
役
所
敷
地
内
に

あ
り
ま
す
。
先
の
震
災
で
使
用
不
可
能
と
な
り
、
現
在
は
近
く
の
Ｎ
Ｔ
Ｔ
ビ
ル
に
て
仮
の

施
設
と
な
っ
て
い
る
と
聞
き
ま
し
た
。

こ
の
度
、
芭
蕉
記
念
館
再
建
の
計
画
が
始
ま
り
、
計
画
の
一
つ
と
し
て
、
当
嵐
牛
蔵
美

術
館
所
有
の
芭
蕉
・
曽
良
・
等
躬
「
三
子
三
筆
」
巻
子
を
譲
っ
て
い
た
だ
け
な
い
か
と
の

話
で
し
た
。

こ
の
巻
子
に
つ
い
て
こ
の
先
如
何
に
な
っ
て
行
く
か
は
、
話
し
合
い
を
し
、
決
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
す
が
、
私
の
基
本
的
考
え
を
こ
の
便
り
上
で
は
っ
き
り
示
し
た
い

と
思
い
ま
す
。
こ
の
巻
子
は
加
藤
、
倉
島
両
先
生
が
以
前
俳
文
学
会
で
発
表
さ
れ
て
以
来
、

研
究
者
の
間
で
は
大
変
な
発
見
と
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
作
品
を
個
人
で
所
有
す
る

に
は
お
の
ず
と
限
界
が
あ
り
、
将
来
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
等
で
金
持
ち
の
投
資
の
対
象
に
な
る

こ
と
は
好
み
ま
せ
ん
。
日
本
の
宝
と
も
思
わ
れ
る
こ
の
巻
子
は
公
の
組
織
が
所
有
し
管
理

し
、
大
勢
の
人
に
鑑
賞
し
て
い
た
だ
く
方
が
相
応
し
い
と
考
え
ま
す
。
中
で
も
此
の
作
品

が
生
ま
れ
た
須
賀
川
に
て
大
勢
に
鑑
賞
し
て
い
た
だ
く
の
が
ベ
ス
ト
と
考
え
ま
す
。
し
か

し
当
蔵
美
術
館
の
将
来
を
考
え
た
時
、
複
雑
な
思
い
も
あ
り
ま
す
。

（
「
嵐
牛
・
友
の
会
」
会
長
）

芭
蕉
の
世
界

岡
本

春
一

克
っ
て
高
校
時
代
、
国
語
で
「
奥
の
細
道
」
の
授
業
は
芭
蕉
と
奥
州
を
同
道
す
る
様
な
、
林
先
生
の
講
義

に
酔
い
し
び
れ
て
い
た
。

芭
蕉
も
江
戸
の
住
家
に
戻
れ
る
か
否
か
の
高
齢
に
達
し
、
未
だ
見
ぬ
奥
州
の
旅
を
思
い
立
ち
千
住
の
関
で

多
く
の
弟
子
に
見
送
ら
れ
、
今
生
の
最
後
の
別
れ
と
「
行
く
春
や
鳥
啼
き
魚
の
目
は
泪
」
の
一
句
を
残
し
て

旅
立
つ
た
。
期
待
の
扶
桑
第
一
で
中
国
の
洞
庭
湖
・
西
湖
に
も
恥
じ
な
い
風
景
に
思
い
を
は
せ
、
さ
ぞ
か
し

そ
の
造
形
の
素
晴
ら
し
さ
に
一
句
が
出
来
た
か
と
思
い
「
松
島
や
あ
あ
松
島
や
松
島
や
」
の
句
を
思
い
出
し

て
い
た
が
、
芭
蕉
は
あ
ま
り
の
美
し
さ
に
、
松
島
で
は
一
句
も
で
き
な
か
っ
た
と
云
う
。
あ
の
「
松
島
や
」

の
句
は
作
者
不
明
と
の
事
だ
。
私
も
海
軍
時
代
戦
友
と
一
日
松
島
に
遊
ん
だ
。
絵
に
描
い
た
様
な
島
影
と
庭

師
が
手
を
入
れ
た
様
な
松
の
枝
ぶ
り
に
感
嘆
し
た
が
、
芭
蕉
の
作
句
が
無
い
と
少
々
期
待
外
れ
で
あ
っ
た
。

日
本
海
で
は
松
島
と
肩
を
並
べ
る
九
十
九
島
と
八
十
八
潟
の
入
り
江
に
な
っ
て
い
る
象
潟
で
は
「
象
潟
や

雨
に
西
施
が
合
歓
の
花
」
と
雨
に
煙
る
象
潟
に
、
松
島
は
笑
う
如
く
、
象
潟
は
う
ら
む
が
如
し
と
、
雨
に
合

歓
の
花
と
西
施
を
重
ね
合
わ
せ
た
句
は
誠
に
心
に
し
み
る
。
西
施
は
楊
貴
妃
と
共
に
中
国
の
三
大
美
女
と
云

わ
れ
、
楊
貴
妃
の
陽
気
で
チ
ャ
ー
ミ
ン
グ
に
比
し
、
西
施
は
物
静
か
で
す
ね
た
様
な
姿
の
美
し
さ
が
又
格
別

で
あ
っ
た
と
云
う
。
国
王
は
西
施
の
為
に
西
湖
を
作
っ
た
と
云
う
。
あ
る
時
西
施
に
仕
え
て
い
た
下
女
が
宿

さ
が
り
を
し
た
の
で
、
村
人
は
西
施
が
ど
ん
な
別
嬪
か
を
聞
き
に
興
味
深
々
と
詰
め
か
け
た
。
少
々
醜
い
下

女
は
得
意
に
成
っ
て
、
す
ね
た
姿
が
こ
ん
な
仕
草
だ
っ
た
と
度
々
し
て
見
せ
た
の
で
、
醜
い
下
女
は
一
層
醜

く
な
っ
て
、
依
り
付
く
人
も
い
な
く
な
っ
た
と
云
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
る
。

期
待
し
た
象
潟
も
二
十
年
程
前
に
観
光
バ
ス
で
通
過
し
た
が
、
通
り
一
遍
の
ガ
イ
ド
と
江
戸
文
化
年
間
の

地
震
で
隆
起
し
、
松
島
と
そ
の
美
を
競
っ
た
象
潟
の
海
は
陸
地
と
な
っ
て
、
今
は
見
る
影
も
無
く
稲
穂
が
波

の
代
役
を
し
て
お
り
失
望
し
た
。

私
は
思
う
に
俳
句
も
今
は
ぎ
す
ぎ
す
し
た
生
活
句
が
主
流
に
な
っ
た
よ
う
に
思
う
。
芭
蕉
の
時
代
の
様
に

今
少
し
含
蓄
で
ロ
マ
ン
に
満
ち
た
句
も
良
い
と
思
う
が
ど
う
だ
ろ
う
。

（「
嵐
牛
・
友
の
会
」
会
員
）
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柿
園
友
垣
抄

―
羽
鳥
春
隆
の
遠
州
流
寓

―

(六)

加
藤

定
彦

嵐
牛
蔵
美
術
館
の
書
画
幅
を
拝
見
し
て
強
く
印
象
に
残
っ
た
も
の
は
、
国
学
・
和
歌
の
師
、
石
川
依
平
の

肖
像
画
幅
で
あ
ろ
う
。
画
者
は
羽
鳥
春
隆
で
、

は
と
り

な
が
ら
へ
て
六
十
の
は
る
の
花
も
見
つ
花
は
う
れ
し
き
も
の
に
ぞ
有
け
る

依
平

む
そ
ぢ

と
還
暦
を
自
祝
し
た
依
平
の
歌
が
賛
し
て
あ
る

─
本
肖
像
賛
は
、
他
に
島
田
市
の
石
川
浩
二
氏
（
ご
子
孫
？
）

と
掛
川
市
立
大
東
図
書
館
佐
都
加
文
庫
に
も
所
蔵
さ
れ
る

─
。

嵐
牛
蔵
美
術
館
に
は
ほ
か
に
七
点
の
春
隆
作
品
が
あ
り
、
さ
ら
に
十
点
近
く
の
春
隆
下
絵
の
短
冊
を
所
蔵

す
る
。
春
隆
の
何
者
か
は
知
ら
な
か
っ
た
が
、
目
録
に
は

─
塚
本
五
郎
氏
の
調
査
に
よ
る
？

─
九
州
人
、

掛
川
住
と
記
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
検
索
し
て
み
る
と
、
春
隆
は
尾
張
国
熱
田
住
の
歌
人
・
大
和
絵
師
と
い

う
。『
名
古
屋
市
史
』
に
当
た
る
と
、「
学
芸
編
」（
大
正
４
）
に
、「
羽
鳥
春
隆
は
彩
園
と
号
す
。
津
島
の
祠
官

な
り
。
少
く
し
て
和
歌
を
熊
谷
直
好
に
学
び
、
直
好
没
後
、
八
田
知

紀
（
と
も
に
香
川
景
樹
門
）
に
業
を

わ
か

く
ま
が
い
な
お
よ
し

と
も
の
り

受
く
。
又
、
浮
田
一
蕙
斎
の
門
に
入
り
て
、
画
法
を
学
ぶ
。
性
剛
愎
、
勢
家
に
阿
付
せ
ず
、
其
長
官
と
争
ひ

い
つ
け
い
さ
い

て
、
職
を
放
た
れ
、
郷
を
辞
し
て
各
地
を
彷
徨
す
。
終
に
元
治
元
年
の
頃
、
熱
田
に
来
り
て
、
政
林
寺
の
宜

つ
い

し
よ
う
り
ん
じ

慶
禅
師
の
許
に
寓
し
て
画
を
描
く
。
名
声

甚

高
し
。
終
に
居
を
茲
に
占
め
、
歌
道
を
教
へ
、
画
を
以
て
業

は
な
は
だ

こ
こ

と
す
。
明
治
十
七
年
（
一
月
二
十
日
）
没
す
。
年
六
十
八
、（
一
行
院

に
葬
り
、
唫
翁
彩
園
と

諡

す
。

お
く
り
な

門中
前区
町裏

歌
集
に
彩
園
遺
稿
あ
り
。）

」
と
あ
り
、「
人
物
編
一
」（
昭
和
９
）
の
絵
画
の
項
目
に
も
ほ
ぼ
同
文
の
略

遺彩
稿園

伝
を
収
め
る

─
異
同
を
（

）
で
示
し
た

─
。

没
後
、
門
人
の
小
貝
諸

文
が
刊
行
し
た
春
隆
の
『
彩
園
遺
稿
』（
明
治

）
に
収
録
さ
れ
る
和
歌
作
品
や
序

も
ろ
ふ
み

32

跋
に
目
を
通
し
た
と
こ
ろ
、
右
を
は
じ
め
と
す
る
春
隆
の
伝
記
が
す
べ
て
諸
文
の
跋
文
に
依
拠
し
、
ま
た
そ

の
孫
引
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。

た
だ
し
、
そ
の
跋
文
に
は
「
こ
ゝ
（
津
島
）
に
は
す
ま
じ
と
お
も
ひ
定
め
て
、
家
を
立
い
で
ゝ
、
遠
つ
あ

ふ
み
の
わ
た
り
、
あ
る
は
み
や
こ
、
津
の
国
に
長
き
と
し
月
を
送
ら
れ
き
」
と
あ
っ
て
、
嵐
牛
蔵
美
術
館
な

ど
に
伝
わ
る
作
品
は
、
遠
江
国
に
流
寓
中
の
作
ら
し
い
。
国
学
・
和
歌
の
縁
故
、
す
な
わ
ち
依
平
を
頼
っ
て

来
遊
し
た
の
で
あ
ろ
う
が
、『
彩
園
遺
稿
』
収
録
歌
に
は
遠
江
も
し
く
は
依
平
に
触
れ
た
作
は
な
く
、
依
平
側

の
『
柳
園
詠
草
』
版
本
（
明
治

）
お
よ
び
稿
本
（
嵐
牛
蔵
美
術
館
蔵
、
文
政
・
嘉
永
期
成
、
四
冊
）
に
も

14

春
隆
に
触
れ
る
歌
文
は
な
い
。
依
平
肖
像
の
賛
歌
が
画
作
と
同
時
だ
と
す
れ
ば
、
依
平
の
六
十
歳
は
嘉
永
三

年
（
一
八
五
〇
）

だ
が
、
数
年
の
巾
は
見
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
春
隆
の
挿
絵
が
あ
る
万
延
二
年
（
一
八
六
一
）

の
柿
園

春
興
摺
物
が
伝
わ
る
の
で
、
流
寓
が
そ
れ
以
前
な
の
は
動
か
な
い
。

嵐
牛
の
雑
記
帳
を
通
覧
し
た
と
こ
ろ
、
文
久
二
年

（
一
八
六
二
）

八
月
十
三
日
と
翌
三
年
六
月
十
一
日
に
春
隆
へ

の
文
通
記
事
が
あ
り
、「
金
三
分
入
」
あ
る
い
は
「
金
三

両
弐
朱
入
」
の
手
紙
を
門
人
や
伊
勢
参
詣
者
に
託
し
て

送
っ
て
お
り
、
京
に
戻
っ
て
い
た
春
隆
に
画
作
を
依
頼

し
た
ら
し
い
。
春
隆
は
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）

七
月
、
禁
門

の
変
で
大
火
と
な
っ
た
京
か
ら
宇
治
に
避
難
、
そ
の
後
、

尾
張
に
下
る
（『
彩
園
遺
稿
』）。
熱
田
定
住
後
も
文
通
の

交
流
は
続
い
た
模
様
で
、
慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）

の
柿
園
春

興
摺
物
に
挿
絵
を
寄
せ
て
い
る
（
図
版
参
照
）。

今
夏
、「
嵐
牛
・
友
の
会
」
で
見
学
会
を
催
し
た
磐
田

市
福
田
の
大
竹
家
に
は
、
晴
笠
旧
蔵
資
料
の
中
に
春
隆

ふ
く
で

下
絵
の
短
冊
が
、
嵐
牛
発
句
が
二
本
（
一
本
は
無
款
）、

碩
雨
発
句
が
一
本
含
ま
れ
て
い
て
注
目
さ
れ
た
の
で
あ

る
が
、
見
学
会
の
準
備
で
お
邪
魔
し
た
際
、「
木
箱
に
入

っ
て
い
て
、
磐
田
市
の
調
査
・
撮
影
に
漏
れ
て
い
た
」
と
仰
っ
て
見
せ
て
頂
い
た
マ
ク
リ
の
貼
り
交
ぜ
書
画

巻
の
中
に
春
隆
画
の
飛
雁
図
が
あ
っ
た
。
虫
損
が
あ
り
、
保
存
状
態
は
今
一
つ
だ
が
、
来
訪
し
た
文
人
の
一

人
と
し
て
遺
し
た
そ
の
墨
跡
を
暫
し
見
惚
れ
た

─
晴
笠
の
嵐
牛
入
門
は
嘉
永
七
年
（
一
八
五
四
）

な
の
で
、
春
隆

し
ば

の
来
訪
も
そ
の
頃
か

─
。

＊

そ
れ
以
前
、
菊
川
市
の
後
藤
悦
良
氏
に
お
便
り
し
、
春
隆
の
素
性
に
つ
き
何
か
ご
存
じ
か
ど
う
か
お
尋
ね

し
、
御
返
事
代
わ
り
に
ご
所
蔵
の
春
隆
下
絵
の
短
冊
「
い
は
く
ゑ
の
き
し
の
ま
つ
が
ね
う
た
か
た
ぞ
こ
ゝ
ろ

つ
る
す
か
あ
は
ぬ
こ
ゆ
ゑ
に

忠

尚
」
と
、
春
隆
画

─
農
婦
が
稲
藁
を
碪
で
打
つ
図

─
に
嵐
牛
が
、

た
だ
ひ
さ

お
と(

音)

の
く(

苦)

に
松
風
は
な
し
み
ね
の
月

嵐
牛
（
印
「
多
陰
」）

と
賛
し
た
軸
物
の
写
真
を
送
っ
て
頂
い
た
。
前
者
の
詠
者
は
見
附
の
淡
海
国
玉
神
社
の
祠
官
で
国
学
者
と
し

お
う
み
く
に
た
ま

て
知
ら
れ
る
大
久
保
忠
尚
で
、
や
は
り
春
隆
の
流
浪
が
国
学
繋
が
り
で
あ
っ
た
こ
と
の
証
左
と
な
る
。
後
者

は
流
寓
中
の
画
作
か
ど
う
か
不
確
か
だ
が
、
嵐
牛
と
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
は
稀
有
の
傑
作
と
評
す

べ
き
で
、
後
藤
氏
の
ご
芳
情
に
こ
こ
ろ
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
る
。

な
お
、
春
隆
の
編
著
に
は
、
師
の
知
紀
が
慶
応
四
年
江
戸
（
東
京
）
に
往
復
し
た
と
き
の
紀
行
を
校
訂
し

た
『
白
雲
日
記
』（
明
治
２
）、
横
井
時

逸
編
の
歌
集
に
彩
色
摺
の
挿
絵
を
寄
せ
た
『
あ
ゆ
ち
の
錦
』（
明
治

し
ら
く
も
の
に
つ
き

と
き
は
や

）、
師
知
紀
の
十
年
祭
歌
集
『
夕
露
』（
同

）、
春
隆
の
一
周
祭
に
諸
文
ら
が
手
向
け
た
歌
集
『
夕
雪
』（
同

14

15

）
が
あ
る
。

（「
嵐
牛
・
友
の
会
」
顧
問
）
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「
花
の
井
や
…
」
早
苗
庵
知
碩
書

佐
藤

清
隆

「
嵐
牛
の
二
女
…
」
と
書
い
た
知
碩
の
書
が
あ
る
と
、
伊
藤
重
喜
（
郷
土
資
料
収
集
家
・
磐
田
市
豊
浜
）

氏
よ
り
伺
い
、
現
所
蔵
者
の
伊
藤
和
久
（
同
所
）
氏
を
訪
ね
た
。

知
碩
と
親
交
の
あ
っ
た
旧
家
の
寺
田
家
（
同
所
・
今
は
無
い
）
に
伝
わ
り
、
同
家
の
抱
え
大
工
で
あ
っ
た

重
喜
氏
の
父
が
譲
り
受
け(

戦
後)

、
こ
の
度
、
文
中
の
伊
藤
源
作(

八
代)

の
子
孫
で
あ
る
和
久(

十
二
代)

氏
の
元

に
あ
る
べ
き
と
譲
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

豊
濱
の
里
な
る
伊
藤
源
作
氏
は
、
祖
父
の
代
よ
り
酒
造
業
を
う
け
嗣
て
、
醸
蔵
な
ど
い
と
き
ら
や
か
に

建
つ
ら
ね
て
繁
栄
せ
り
。
此
母
た
る
人
は
塩
井
河
原
伊
藤
嵐
牛
氏
の
二
女
に
し
て
、
当
家
へ
嫁
し
た
り

し
が
、
君
幼
な
か
り
し
頃
、
惜
い
哉
、
世
を
は
か
な
く
せ
り
。
し
か
は
あ
れ
ど
、
嵐
牛
翁
爰
に
杖
を
曳

せ
玉
ふ
事
折
ふ
し
成
け
れ
ば
、
我
に
も
来
よ
か
し
な
ど
呼
れ
け
れ
ば
、
往
て
語
る
事
し
ば

く
な
る
序

に
、
我
に
言
て
翁
に
酒
の
銘
を
乞
せ
ら
れ
け
れ
ば
、
翁
よ
し
と
て
受
け
ひ
き
給
ひ
て
、
花
の
井
と
い
ふ

號
を
下
し
ぬ
。
是
は
な
に
と
か
娼
妓
め
き
た
る
称
也
と
笑
は
せ
ら
る
。
我
辞
し
て
酒
の
銘
を
と
こ
山
鬼

こ
ろ
し
な
ど
酒
肆
に
数
多
み
ゆ
れ
ど
新
成
る
優
し
き
名
な
る
べ
し
と
定
め
置
た
り
。
今
の
熊
十
郎
氏
に

到
る
ま
で
名
を
唱
へ
て
い
ら
せ
ら
る
る
と
な
む
。
斯
愛
た
き
銘
な
れ
ば
、
わ
れ
に
も
先
の
え
に
し
あ
れ

ば
是
悲
と
も
ほ
く
せ
よ
と
乞
れ
け
れ
ば

花
の
井
や
汲
ど
も
尽
き
ぬ
そ
の
か
を
り

八
十
四
齢

藤

知
碩

多
陰

知
碩

内
容
は
、
次
の
よ
う
に
要
約
さ
れ
る
。

豊
浜
に
住
む
伊
藤
源
作
氏
は
、
祖
父
の
代
か
ら
酒
造
業
を
営
み
、
繁
栄
し
て
い
る
。
母
は
、
伊
藤
嵐
牛

氏
の
二
女
で
、
源
作
が
幼
い
頃
に
亡
く
な
っ
た
が
、
そ
の
後
も
嵐
牛
は
杖
を
曳
き
、
孫
の
も
と
を
足
繁

く
訪
れ
た
。
近
く
に
住
む
知
碩
も
度
々
呼
ば
れ
た
。

あ
る
時
、
源
作
か
ら
頼
ま
れ
た
知
碩
が
、
嵐
牛
に
酒
の
銘
を
付
け
て
ほ
し
い
と
乞
う
と
、
嵐
牛
は
『
花

の
井
』
と
い
う
銘
を
示
し
、
娼
妓
め
い
た
名
で
あ
る
が
と
笑
っ
た
。
知
碩
は
、『
お
と
こ
山
』
や
『
鬼
こ

ろ
し
』
な
ど
に
比
べ
て
優
し
い
名
だ
と
定
め
た
。
子
の
熊
十
郎
の
代
に
な
っ
た
今
も
使
わ
れ
る
め
で
た

い
銘
で
あ
る
。

命
名
の
折
の
縁
が
あ
る
の
だ
か
ら
と
発
句
を
乞
わ
れ
、

花
の
井
や
汲
め
と
も
尽
き
ぬ
そ
の
か
を
り

八
十
四
齢

藤

知
碩

非
常
に
興
味
深
い
記
述
は
、
源
作
の
母
が
嵐
牛
の
二
女
と
あ
る
こ
と
、
孫
が
醸
す
酒
の
銘
を
嵐
牛
が
付
け

た
と
い
う
二
点
で
あ
る
。

早
速
、
伊
藤
会
長
に
伺
う
と
、
確
認
さ
れ
て
い
る
嵐
牛
の
子
ど
も
は
、
長
女
、
長
男(

洋
々)

、
次
男
の
三
人

で
あ
り
、
二
女
の
存
在
は
不
明
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
一
方
、
和
久
家
の
過
去
帳
を
拝
見
し
た
と
こ
ろ
、
母

は
嘉
永
三
（
一
八
五
〇
）

年
、
父
は
嘉
永
六
（
一
八
五
三
）

年
に
没
し
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
同
家
の
戸
籍
を
遡

り
、
源
作
が
弘
化
二
（
一
八
四
五
）

年
に
生
ま
れ
た
こ
と
も
判
明
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
源
作
が
六
歳
の
幼
い
年
に

母
を
亡
く
し
た
こ
と
に
な
り
、
記
述
の
信
憑
性
が
高
ま
っ
た
。

嵐
牛
家
と
源
作
家
の
親
戚
関
係
を
裏
付
け
る
資
料
と
し
て
、
嵐
牛
葬
儀
の
香
奠
帳
（
嵐
牛
蔵
美
術
館
蔵
）

が
あ
る
。
第
一
丁
に
「
一
、
金
一
円

豊
浜
村

伊
藤
源
作
」
と
あ
り
、
明
治
九
（
一
八
七
六
）

年
、
当
主
源
作
（
三

十
二
歳
）
が
他
の
親
戚
と
同
様
の
多
額
の
香
奠
を
納
め
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
知
碩
や
豊
浜
村
の
寺
田
寅
五

郎
（
前
出
の
寺
田
家
当
主
）、
俳
友
・
門
人
の
名
も
あ
る
。
本
書
が
寺
田
家
に
伝
わ
っ
た
縁
も
、
嵐
牛
生
前
の

俳
友
、
源
作
や
豊
浜
び
と
と
の
親
交
に
あ
る
の
だ
ろ
う
。

酒
の
銘
「
花
の
井
」
実
在
の
確
認
に
つ
い
て
は
、
次
の
資
料
を
取
り
上
げ
た
い
。

和
久
家
は
五
十
年
ほ
ど
前
の
火
災
に
よ
り
、
ほ
と
ん
ど
の
旧
蔵
資
料
を
失
っ
た
。
残
っ
た
の
は
、
前
出
の

過
去
帳
と
煤
け
た
銅
版
で
あ
る
。

こ
の
銅
版
は
、
明
治
二
十
五
（
一
八
九
二
）

年
発
行
の
『
日
本
博
覧
図
静
岡
県
初
編
』
に
、
伊
藤
熊
十
郎
（
源
作

息
）
家
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
銅
版
画
の
版
で
あ
る
。
蔵
屋
敷
の
精
緻
な
俯
瞰
図
で
、
多
く
の
使
用
人
の

姿
と
「
華
の
井
」
の
商
標
が
彫
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
頃
の
源
作
は
、
家
督
を
子
の
熊
十
郎
に
譲
っ
て
い
た
が
、

嵐
牛
名
付
け
の｢

華
の
井
」
を
銘
と
し
て
酒
造
業
が
続
け
ら
れ
、
隆
盛
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

本
書
は
、
知
碩
が
八
十
四
歳
の
明
治
三
十
（
一
八
九
七
）

年
、
原
作
・
熊
十
郎
家
の
何
か
の
祝
い
の
席
に
お
い
て

乞
わ
れ
て
書
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
豊
浜
の
地
に
お
け
る
、
嵐
牛
、
源
作
家
の
人
々
の
家
族
の
情
景
、
親
し

く
関
わ
る
知
碩
の
姿
が
人
間
味
を
帯
び
て
眼
に
浮
か
ぶ
、
誠
に
興
味
深
い
資
料
の
発
見
と
な
っ
た
。

同
じ
く
伊
藤
を
姓
と
す
る
家
と
家
と
を
時
を
超
え
て
結
ん
だ
書
が
、
和
久
家
に
よ
っ
て
新
た
に
表
装
さ
れ

て
永
く
残
さ
れ
る
こ
と
は
、
た
い
へ
ん
喜
ば
し
い
こ
と
で
あ
る
。

終
わ
り
に
、
前
所
有
者
の
伊
藤
重
喜
氏
、
子
孫
の
伊
藤
和
久
夫
妻
、
翻
刻
に
当
た
っ
て
御
教
示
く
だ
さ
っ

た
伊
藤
勇
夫
妻(

豊
浜)

に
は
、
た
い
へ
ん
お
世
話
に
な
り
深
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。（「
嵐
牛
・
友
の
会
」
会
員
）



講
読
・
鑑
賞
の
会
の
予
定

第
九
回

十
一
月
二
十
日(

日)

会
場

嵐
牛
蔵
美
術
館
和
室

八
畳
＋
六
畳

時
間

午
後
一
時
三
十
分
～
四
時
三
十
分

内
容

嵐
牛
蔵
美
術
館
所
蔵
資
料
の
鑑
賞

（
春
隆
下
絵
の
嵐
牛
短
冊
な
ど
）

石
川
依
平
「
宇
津
の
山
越
」
講
読

「
嵐
牛
発
句
集
」
講
読

ほ
か

第
十
回

一
月
十
五
日(
日)

会
場

嵐
牛
蔵
美
術
館
和
室

八
畳
＋
六
畳

時
間

午
後
一
時
三
十
分
～
四
時
三
十
分

内
容

嵐
牛
蔵
美
術
館
所
蔵
資
料
の
鑑
賞

石
川
依
平
「
宇
津
の
山
越
」
講
読

「
嵐
牛
発
句
集
」
講
読

ほ
か

※

今
号
に
は
、
会
員
の
岡
本
春
一
さ
ん
と
佐
藤
清
隆
さ
ん
に
原
稿
を

寄
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
佐
藤
さ
ん
は
豊
浜
小
学

校
の
先
生
で
、
知
碩
に
つ
い
て
資
料
を
調
査
収
集
し
て
い
ま
す
。

ご
都
合
が
つ
き
ま
し
た
ら
、
一
月
の
会
で
お
話
し
し
て
い
た
だ
く

予
定
で
お
り
ま
す
。

※

友
の
会
に
対
す
る
ご
要
望
等
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い

ま
た
、
友
の
会
会
員
の
方
、
そ
の
他
嵐
牛
繋
が
り
で
面
白
い
こ
と

が
あ
り
ま
し
た
ら
ご
投
稿
く
だ
さ
い
。

南
天
の
彩
り
鮮
や
か

柿
は
ほ
ぼ
冬
支
度
を
終
え
て

平
成
二
十
八
年
十
一
月
八
日

撮
影事

務
局

伊
藤
英
子


