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表
紙
カ
バ
ー
の
デ
ザ
イ
ン
・
横
田
遊
樹

承明門から望む京都御所。左の廊下で「更科の里」
のふすま絵のある清涼殿につながる。清涼殿は天
皇の住まい

西山部から善光寺平に出る峠、
鳥坂峠にあるそば塚。芭蕉の句

「蕎麦はまだ花でもてなす山路
かな」が刻まれている

さ
ら
し
な
に

　
　

縁
の
あ
る

　
　
　

風
景
・
風
物

藤原定家の書による「御物更級
日記」の影印本。笠間書院刊



　
　

佐
良
志
奈
神
社
に
あ
っ
た
綾
杉
。
樹
齢
約
七
百
年
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

豊
城
一
夫
さ
ん
撮
影

姨
おばすて

捨の棚田。この近く
に長楽寺がある。左の
岩が「姪石」。地元農
家などのボランティア
組織「名月会」の協力
とオーナー制度で景観
を守っている

冠
かむりきやま

着山（姨
おばすてやま

捨山）とさらしなの
里を描いた九谷焼大皿。更級村
初代村長の塚田小右衛門さんが
依頼してつくった

追
分
の
分
去
れ
に
鎮
座
す
る
子
抱
き
地

蔵
。
台
座
の
正
面
に
「
さ
ら
し
な
は
右

　

み
よ
し
野
は
左
に
て　

月
と
花
と
を

　

追
分
の
宿
」
の
碑
文
が
刻
ま
れ
て
い

る

歌
舞
伎
の
演
目
「
紅
葉
狩
」
を

モ
チ
ー
フ
に
し
た
浮
世
絵
。
鬼

女
に
変
わ
る
前
、
宴
の
席
で
の

更
科
姫
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更
級
郡
所
属
の
最
後
の
村
、
大
岡
村

の
閉
村
式
。
２
０
０
４
年
12
月
12
日
、

旧
大
岡
村
文
化
セ
ン
タ
ー
で

姨
おばすてやま

捨山の異名を持つ冠
かむりきやま

着山。
ふもとに広がる扇状地ではり
ん ご栽培が今も盛ん

更級小学校で１９７０
年以来、毎年発行され
ているＰＴＡ文集「さ
らしな」

　
　

は
じ
め
に

　

「
さ
ら
し
な
」
と
い
う
言
葉
を
初
め
て
意
識
し
た
の
は
「
更さ

ら
し
な級

日
記
」
の
存
在
を
知
っ
た
と
き
で
す
。
中
学

校
の
歴
史
の
授
業
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

「
自
分
の
出
た
小
学
校
の
名
前
が
教
科
書
に
載
っ
て
る
！
」

　

「
し
か
も
、
平
安
時
代
に
書
か
れ
た
古
典
文
学
！
」

　

周
囲
の
何
人
か
に
「
こ
の
あ
た
り
の
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
の
か
」
と
聞
き
ま
し
た
。
で
も
、
だ
れ
も
こ
の

日
記
に
は
関
心
が
な
く
、
ど
う
も
こ
の
辺
の
こ
と
と
は
関
係
の
な
い
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
と
分
か
っ
て
、
興

味
は
そ
れ
以
上
に
広
が
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

不
惑
の
年
齢
に
近
づ
い
た
こ
ろ
、
ま
た
気
に
な
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
書
い
た
の
が
女
性
、
し
か
も
、
そ

の
女
性
は
、
特
に
中
高
年
の
女
性
の
間
で
ブ
ー
ム
に
な
っ
て
い
る
源
氏
物
語
を
耽
読
し
て
い
た
、
し
か
し
、
晩

年
は
不
遇
、
そ
の
境
遇
が
生
い
立
ち
を
日
記
ス
タ
イ
ル
で
書
か
せ
た
…
。
実
際
に
読
む
こ
と
に
し
ま
し
た
。
古

文
が
苦
手
だ
っ
た
の
で
、
す
ぐ
に
壁
に
ぶ
つ
か
り
ま
し
た
が
、
現
代
文
訳
の
お
か
げ
で
概
要
は
分
か
り
ま
し
た
。

　

確
か
に
、
現
在
の
「
さ
ら
し
な
の
里
」
の
こ
と
は
な
に
も
書
か
れ
て
い
ま
せ
ん
。
著
者
の
「
菅す

が
わ
ら
た
か
す
え

原
孝
標
の
娘
」

も
、
「
更
級
」
の
地
に
来
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
役
人
で
あ
る
夫
が
晩
年
、
信
濃
国
に
単
身
赴
任
し
た
と

い
う
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
す
。

　

し
か
し
、
菅
原
孝
標
の
娘
は
明
ら
か
に
、
こ
の
里
一
帯
の
こ
と
を
イ
メ
ー
ジ
し
な
が
ら
こ
の
タ
イ
ト
ル
を
つ

け
た
と
い
わ
れ
ま
す
。
図
書
館
に
行
っ
て
研
究
書
も
開
い
た
と
こ
ろ
、
自
分
の
境
遇
を
姨
捨
山
に
重
ね
、
こ
の
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タ
イ
ト
ル
に
決
め
た
と
い
う
こ
と
の
よ
う
で
し
た
。

　

こ
れ
は
す
ご
い
こ
と
で
す
。
「
更
級
」
の
一
文
字
も
出
て
こ
な
い
日
記
な
の
に
、
あ
え
て
使
う
。
「
文
章
の
中

で
ま
っ
た
く
触
れ
ず
と
も
読
者
に
は
分
か
っ
て
も
ら
え
る
言
葉
」
と
い
う
思
い
が
前
提
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で

す
。
時
間
と
空
間
を
超
え
る
言
葉
と
し
て
、
い
わ
ば
桃
源
郷
、
理
想
郷
の
よ
う
な
存
在
と
し
て
「
更
級
」
が
口

の
端
に
の
ぼ
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
と
て
も
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
言
葉
だ
っ
た
ん
だ
と
思
い
ま
す
。

　

「
さ
ら
し
な
」
と
い
う
言
葉
は
ど
の
よ
う
に
生
ま
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

い
く
つ
か
の
説
の
都
合
の
い
い
と
こ
ろ
を
取
り
出
し
自
分
流
に
解
釈
す
る
と
、
ま
ず
「
さ
ら
」
は
「
晒
す
」

と
い
う
言
葉
と
関
係
が
あ
り
ま
す
。
布
を
川
の
水
に
晒
す
と
、
な
だ
ら
か
に
波
打
ち
ま
す
よ
ね
。
「
し
な
」
は

信
濃
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
「
坂
」
を
意
味
し
ま
す
。
こ
れ
を
総
合
す
る
と
、
小
高
い
山
や
谷
で
な
る
起
伏
が

い
く
つ
も
あ
っ
て
坂
は
多
い
け
ど
、
全
体
と
し
て
な
だ
ら
か
な
情
景
を
「
さ
ら
し
な
」
と
命
名
し
た
こ
と
に
な

り
ま
す
。
更
級
郡
の
最
高
峰
で
あ
る
聖
山
の
標
高
は
一
四
四
八
㍍
。
人
が
さ
ほ
ど
苦
も
な
く
た
ど
り
つ
け
る
高

さ
。
そ
し
て
更
級
郡
は
こ
の
山
の
頂
上
か
ら
北
は
犀
川
、
東
は
千
曲
川
に
下
っ
て
い
く
一
帯
を
言
い
ま
す
の
で
、

こ
の
考
え
も
あ
な
が
ち
的
外
れ
で
は
な
い
よ
う
な
気
が
す
る
の
で
す
が
。

　

埴
科
、
倉
科
、
明
科
、
妻
科
、
蓼
科
…
「
し
な
」
と
つ
く
地
名
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
こ
の
中
で
「
級
」

の
字
で
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
は
、
私
が
知
る
限
り
「
更
級
」
だ
け
で
す
。
こ
れ
は
な
ぜ
で
し
ょ
う
か
。

　

級
と
い
う
漢
字
の
成
り
立
ち
は
、
機
を
織
る
と
き
に
次
々
に
繰
り
出
さ
れ
る
糸
の
意
味
を
表
す
、
と
漢
和
辞

典
に
あ
り
ま
す
。
そ
う
言
え
ば
旧
更
級
村
に
は
「
更
級
斜
子
」
と
呼
ば
れ
、
北
信
一
帯
に
こ
こ
を
技
術
の
起
源

と
し
て
広
ま
っ
た
織
物
が
あ
り
ま
し
た
。
「
更
級
そ
ば
」
は
江
戸
時
代
か
ら
人
気
を
博
し
ま
す
が
、そ
ば
切
り
は
、

糸
の
姿
に
も
見
え
ま
す
。
や
は
り
「
さ
ら
し
な
」
に
は
「
級
」
が
似
合
う―

と
言
っ
た
ら
ひ
い
き
目
が
過
ぎ
る

で
し
ょ
う
か
。

　

更
級
と
い
う
言
葉
を
全
国
区
に
さ
せ
る
大
き
な
核
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
が
、
「
続
日
本
記
」
の
中
で

触
れ
ら
れ
て
い
る
「
更
級
郡
の
建た

て
べ
の
お
お
が
き

部
大
垣
」
の
存
在
で
す
。

　

続
日
本
記
は
奈
良
時
代
の
国
史
で
、
日
本
書
紀
に
続
く
国
の
歴
史
を
記
し
た
も
の
で
す
。
年
月
と
日
付
を
明

記
し
た
上
で
、
朝
廷
が
更
級
郡
の
建
部
大
垣
と
い
う
人
物
を
「
親
孝
行
だ
」
と
ほ
め
、
税
金
を
免
除
し
た
と
、

記
し
て
い
る
の
で
す
。
こ
れ
が
冠か

む
り
き
や
ま

着
山
に
姨お

ば
す
て
や
ま

捨
山
の
別
名
を
与
え
、
小
説
や
映
画
で
姨
捨
伝
説
の
メ
ッ
カ
に
し

て
い
く
原
点
で
す
。

　

こ
の
、
も
と
も
と
の
と
こ
ろ
が
大
事
な
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
こ
の
一
帯
で
よ
く
知
ら
れ
る
姨
捨
伝
説
に
は

親
思
い
の
子
ど
も
と
と
も
に
、
知
恵
の
あ
る
老
人
が
登
場
し
、
そ
の
老
人
に
よ
っ
て
国
が
救
わ
れ
ま
す
。
親
孝

行
の
子
と
知
恵
の
あ
る
老
人
が
存
在
し
つ
づ
け
な
い
と
、
こ
の
地
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
「
更
級
」
で
は
な
く
な
っ

て
し
ま
い
ま
す
。

　

二
〇
〇
五
年
一
月
、
更
級
郡
大
岡
村
が
長
野
市
と
合
併
し
「
更
級
郡
」
が
消
滅
し
ま
し
た
。
郡
が
設
け
ら
れ

た
今
か
ら
約
千
四
百
年
前
の
飛
鳥
時
代
、
信
濃
国
は
十
郡
で
成
り
立
っ
て
い
ま
し
た
。
明
治
時
代
な
っ
て
、
長

野
県
は
う
ち
六
つ
を
上
下
と
南
北
に
分
け
、
計
十
六
郡
と
し
た
の
で
す
が
、
ま
る
ご
と
一
つ
の
郡
が
な
く
な
っ

た
の
は
更
級
郡
が
初
め
て
で
す
。
こ
れ
は
歴
史
的
な
事
件
で
す
。
更
級
と
は
何
な
の
か
、
古
か
ら
現
在
ま
で
さ

ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
取
り
上
げ
、
味
わ
っ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
「
さ
ら
し
な
」
の
漢
字
に
は
更
級
、
更
科
、

佐
良
志
奈
な
ど
が
出
て
き
ま
す
。
こ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
の
テ
ー
マ
に
伝
統
的
に
ふ
さ
わ
し
い
表
記
を
用
い
て
い
ま

す
。
お
好
き
な
と
こ
ろ
か
ら
ひ
も
と
い
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
う
れ
し
く
存
じ
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

         

　
　
　

さ
ら
し
な
堂
代
表　
　
　
　

大
谷
善
邦



京
都
御
所
に
描
か
れ
た
「
さ
ら
し
な
の
里
」 

8

夫
の
死
が
「
更
級
日
記
」
を
書
か
せ
た  

12 

更
級
に
心
引
か
れ
た
藤
原
定
家  

16

天
皇
家
の
宝
物
で
あ
る
「
更
級
日
記
」
20

古
の
作
家
を
触
発
し
続
け
た
歌  
24

望
月
と
田
毎
が
仕
え
た
更
科
姫  

28

甲
州
の
作
家
が
信
州
舞
台
に
「
楢
山
節
考
」 
32

堀
辰
雄
が
口
ず
さ
ん
だ
「
更
級
」 

37

精
進
の
道
し
る
べ
と
な
っ
た
そ
ば 

 

42

神
聖
な
白
を
味
わ
わ
せ
た
そ
ば　

46

さ
ら
し
な
を
体
感
し
て
奥
の
細
道
へ 

 

51

本
当
の
ひ
と
り
に
な
る
た
め
に  

55

能
楽
に
盛
り
込
ま
れ
た
更
級
と
姨
捨  

60

井
上
靖
の
ル
ー
ツ
を
刺
激
し
た
姨
捨  

65

新
し
い
村
名
が
与
え
た
誇
り  

70

日
本
の
美
意
識
が
社
標
に  

74

新
村
名
の
後
ろ
盾
「
姨
捨
山
所
在
考
」 

78

百
五
十
年
前
に
刻
ま
れ
た
「
更
級
」  

83

佐
良
志
奈
神
社
に
あ
っ
た
七
百
年
杉   

87

公
民
館
報
に
見
る
更
級
村
の
勢
い   

92

東
京
更
級
会
の
物
心
両
面
の
支
援   

97

冠
着
山
が
姨
捨
山
の
異
名
を
持
つ
訳
（
上)

102

目
次

ま
え
が
き 

1  
 

冠
着
山
が
姨
捨
山
の
異
名
を
持
つ
訳
（
下
）
107

多
様
な
呼
び
名
持
つ
冠
着
山 

 
 

112

浅
井
洌
の
更
級
へ
の
思
い
入
れ   

117

子
ど
も
を
熱
く
し
た
郷
土
学
習   

122

今
も
つ
づ
ら
れ
る
更
級
日
記 

 
 

128

更
級
で
あ
っ
た
川
中
島
合
戦 

 
 

134

「
更
級
」
姓
へ
の
高
包
さ
ん
の
こ
だ
わ
り  

138

村
々
を
鉄
道
唱
歌
に
乗
せ
て 
 

142

更
級
郡
民
の
親
睦
、
言
論
誌 

 
 

147

更
級
郡
の
商
都
だ
っ
た
稲
荷
山   

152

お
国
を
内
外
に
知
ら
し
め
た
更
級
斜
子  

156

り
ん
ご
栽
培
の
先
進
地 

  

161

掛
軸
に
残
る
江
戸
の
偉
人
の
交
流  

165

恋
を
成
就
さ
せ
た
ス
イ
ッ
チ
バ
ッ
ク  

170

村
々
が
つ
く
っ
た
更
級
の
景
観  

174

縄
文
が
老
い
の
価
値
を
発
見
し
た  

178

み
ん
な
で
造
っ
た
更
級
中
学
校  

183

更
級
村
を
詠
み
こ
ん
だ
歌
の
数
々  

188

栃
木
県
に
あ
る
さ
ら
し
な
の
物
語   

193

月
が
サ
ル
を
人
類
に
し
た
？    

198

千
曲
の
水
は
青
く
白
く  

203

こ
だ
わ
り
の
酒
「
佐
良
志
奈
」 

  207

自
分
史
の
先
駆
け
で
あ
る
「
更
級
日
記
」 

212

あ
と
が
き 

 

 218



6

古
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し
な
集

上
の
地
図
は
終
戦
後
の
旧
更
級
郡
の
町

村
。
昭
和
の
大
合
併
（
一
九
五
五
年
）
ま

で
は
、
明
治
か
ら
ほ
ぼ
こ
の
町
村
域
が
続

い
て
い
た
。
埴
科
郡
と
の
境
は
千
曲
川
。

左
図
は
明
治
時
代
に
施
行
さ
れ
た
長
野
県

の
計
十
六
郡
。
大
岡
村
が
二
〇
〇
五
年1

月
に
長
野
市
に
合
併
し
、
更
級
郡
は
消
滅

し
た
。

旧更級郡の町村
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京
都
御
所
に
描
か
れ
た
「
さ
ら
し
な
の
里
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

―

更
級
日
記
作
者
も
見
て
い
た
？

　

天
皇
の
部
屋
の
ふ
す
ま
に
「
更
科
の
里
」
の
絵
が
あ
る―

。

　

千
曲
市
羽
尾
地
区
（
旧
更
級
村
）
在
住
の
郷
土
史
家
、
塚
田
哲
男
さ
ん
に
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

東
京
に
あ
る
皇
居
で
は
な
く
京
都
に
あ
る
京
都
御
所
で
す
。宮
内
庁
の
協
力
で
毎
日
新
聞
社
が
編
集
し
た
「
御

物
・
皇
室
の
至
宝
６
」
に
そ
の
ふ
す
ま
絵
が
載
っ
て
い
ま
し
た
。
京
都
御
所
に
は
古
来
の
名
所
を
描
い
た
ふ
す

ま
が
た
く
さ
ん
あ
る
の
で
す
が
、
そ
の
一
つ
に
「
更
科
の
里
」
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
旧
戸
倉
町

（
現
千
曲
市
）
側
の
山
腹
か
ら
千
曲
川
を
は
さ
み
冠
着
山
を
遠
望
す
る
構
図
で
す
。

　

天
皇
の
寝
室
？

　

御
所
は
天
皇
家
の
儀
式
や
執
務
を
行
う
宮
殿
で
、
今
か
ら
約
千
二
百
平
前
、
平
安
京
の
建
設
の
際
に
造
営
さ

れ
ま
し
た
。
明
治
初
め
、
天
皇
家
が
旧
江
戸
城
に
移
っ
て
皇
居
と
な
る
ま
で
、
日
本
の
象
徴
的
な
建
物
で
し
た
。

た
だ
幾
度
も
の
火
災
に
遭
い
、
現
在
の
御
所
は
江
戸
末
期
の
一
八
五
五
年
（
安
政
二
）
に
造
ら
れ
た
も
の
で
す
。

「
更
科
の
里
」
が
描
か
れ
た
ふ
す
ま
は
、
御
所
を
構
成
す
る
一
つ
の
建
物
「
清
涼
殿
」
の
中
、
「
萩
戸
」
と
呼
ば

れ
る
部
屋
に
あ
り
ま
す
。

　

清
涼
殿
は
天
皇
の
日
常
の
住
ま
い
、
つ
ま
り
自
分
の
家
の
よ
う
な
も
の
で
、
風
呂
か
ら
食
堂
ま
で
暮
ら
し
を

送
る
上
で
必
要
な
機
能
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
現
在
の
清
涼
殿
は
平
安
時
代
の
姿
に
よ
り
近
づ
け
た
構
造
に

な
っ
て
い
る
そ
う
で
す
。
そ
し
て
萩
戸
は
天
皇
の
居
室
で
、
こ
こ
で
寝
起
き
し
て
い
た
と
の
説
が
あ
り
ま
す
。

萩
戸
に
は
計
八
面
の
ふ
す
ま
が
あ
り
、
二
面
が
ワ
ン
セ
ッ
ト
で
、
北
西
側
の
二
面
が
「
更
科
の
里
」
で
す
。
右

上
に
方
形
の
枠
が
施
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
こ
に
和
歌
が
詠
ま
れ
、
そ
れ
を
モ
チ
ー
フ
に
絵
が
描
か
れ
て
い
ま

す
。
そ
の
和
歌
は―

　
　
　
　

<

お
ば
す
て
の
や
ま
ぞ
し
ぐ
れ
る
風
見
え
て
そ
よ
さ
ら
し
な
の
里
の
た
か
む
ら>

　

「
た
か
む
ら
」
は
漢
字
を
当
て
る
と
し
た
ら
「
高
村
」
で
し
ょ

う
か
。
だ
と
す
れ
ば
歌
の
意
味
は
、
姨
捨
山
は
木
々
の
葉
が
落

ち
、
小
雨
に
け
ぶ
っ
て
い
る
、
風
に
す
す
き
が
そ
よ
ぎ
、
ふ
も

と
の
さ
ら
し
な
の
里
は
な
ん
と
も
い
え
ぬ
風
情
を
か
も
し
出
し

て
い
る―

と
解
釈
で
き
ま
す
。

　

こ
の
歌
を
詠
ん
だ
の
は
飛
鳥
井
雅
典
と
い
う
公
家
。
飛
鳥
井

は
江
戸
幕
府
が
政
策
を
実
行
す
る
際
の
許
可
を
天
皇
か
ら
も
ら

う
た
め
の
取
り
次
ぎ
役
「
武
家
伝
奏
」
と
い
う
役
職
を
担
い
、

近
藤
勇
ら
の
浪
士
グ
ル
ー
プ
を
「
新
撰
組
」
と
名
づ
け
た
人
物

だ
そ
う
で
す
。
絵
は
大
和
絵
の
名
門
の
子
孫
で
あ
る
土
佐
光
清

が
描
き
ま
し
た
。

　

公
家
が
詠
ん
だ
歌
を
モ
チ
ー
フ
に
絵
を
描
く
と
い
う
の
は
平

安
時
代
か
ら
始
ま
っ
た
ス
タ
イ
ル
で
す
。
そ
れ
を
知
っ
て
思
っ

た
の
は
、
と
い
う
こ
と
は
平
安
時
代
も
「
更
科
の
里
」
は
萩
戸

に
描
か
れ
て
い
た
の
か
、
と
い
う
疑
問
で
す
。

　　　　　　　　　　清涼殿


