
萩
は
ら
の
里

　

菅
笠
日
記
（
す
が
が
さ
の
に
っ
き
）
に

よ
る
と
、
本
居
宣
長
（
も
と
お
り 
の
り
な

が
）
ら
の
旅
の
行
程
は
次
の
と
お
り
で
す
。

　

明
和
９
年
（
１
７
７
２
）
３
月
５
日
：

松
坂
（
松
阪
）
→
青
山
、
６
日
：
青
山
→

名
張
→
室
生
（
大
野
）
→
榛
原
（
萩
原
）、

７
日
：
榛
原
→
西
峠
→
角
柄
→
吉
隠
→
長

谷
→
多
武
峰
、
８
日
：
多
武
峰
→
吉
野
、

９
日
：
吉
野
、
宮
滝
、
10
日
：
吉
野
→
飛

鳥
、
11
日
：
飛
鳥
→
橿
原
、
12
日
：
橿
原

→
桜
井
→
榛
原
（
萩
原
）、
13
日
：
榛
原

→
室
生
（
田
口
）
→
御
杖
→
美
杉
（
多
気
・

石
名
原
）、
14
日
：
美
杉
→
松
坂
（
松
阪
）。

　

こ
の
行
程
か
ら
、
行
き
は
「
伊
勢
表
街

道（
あ
お
越
道
）」、帰
り
は「
伊
勢
本
街
道
」

を
通
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

３
月
６
日
、
一
行
は
三
本
松
宿
を
通
り
、

当
時
か
ら
有
名
で
あ
っ
た
大
野
寺
の
磨
崖

仏
（
弥
勒
菩
薩
像
）
を
参
拝
し
て
い
ま
す
。

こ
の
日
の
う
ち
に
初
瀬
ま
で
歩
く
予
定

だ
っ
た
の
で
す
が
、
雨
が
降
り
、
疲
れ
て

し
ま
っ
た
の
で
、
初
瀬
で
泊
ま
る
の
を
あ

き
ら
め
、
榛
原
（
萩
原
）
に
泊
ま
っ
て
い

ま
す
。

　

宣
長
は
、「
萩
原
」
と
い
う
地
名
を
な

ぜ
か
懐
か
し
く
思
い
、
次
の
よ
う
な
歌
を

詠
み
ま
し
た
。

う
つ
し
て
も
　
ゆ
か
ま
し
物
を
　
咲
花
の
　

を
り
た
が
へ
た
る
　
萩
は
ら
の
里

（
も
し
、
萩
の
咲
く
秋
だ
っ
た
ら
、
そ
の

花
の
色
香
を
袖
に
染
み
こ
ま
せ
て
行
こ
う

も
の
を
、
咲
く
花
の
季
節
を
違
え
て
来
た

の
は
残
念
だ
。
こ
の
萩
は
ら
の
里
）

　

萩
原
と
い
う
地
名
か
ら
、
宣
長
は
「
こ

こ
萩
原
を
訪
れ
る
の
が
３
月
で
は
な
く
、

萩
の
花
が
咲
く
秋
だ
っ
た
ら
良
か
っ
た
の

に
」
な
ど
と
思
っ
た
の
で
し
た
。
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松
尾
芭
蕉
の
有
名
な
句
の

ひ
と
つ
で
す
。み
な
さ
ん
は
、

こ
の
句
の
意
味
を
ど
の
よ
う

に
と
ら
え
ま
す
か
。
最
近

は
、「
隣
に
住
ん
で
い
る
人

は
、
何
を
し
て
い
る
人
か
わ
か
ら
な

い
」
と
、
と
ら
え
て
い
る
人
が
多
い

よ
う
で
す
。
本
来
の
意
味
は
、
秋
が

深
ま
っ
て
き
て
、
ふ
と
、「
隣
の
人
は

今
、
何
を
し
て
い
る
の
か
な
？
」
と

感
じ
て
し
ま
う
、
人
懐
か
し
さ
を
表

し
て
い
る
の
だ
そ
う
で
す
。

　

高
齢
化
の
急
激
な
進
行
に
よ
り
、

一
人
暮
ら
し
の
方
々
が
増
え
、
介
護

や
認
知
症
な
ど
の
現
実
が
、
く
ら
し

の
中
の
大
き
な
不
安
と
な
っ
て
い
ま

す
。
過
疎
化
の
進
行
も
こ
う
し
た
こ

と
を
余
儀
な
く
さ
せ
て
い
る
面
が
あ

り
ま
す
。
以
前
は
、「
向
こ
う
三
軒
両

隣
」
と
い
う
言
葉
に
表
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
、
ご
近
所
ど
う
し
の
つ
な
が

り
や
支
え
あ
い
の
中
で
暮
ら
し
て
い

る
光
景
が
あ
ち
こ
ち
で
見
ら
れ
ま
し

た
が
、
昨
今
、
人
と
人
と
の
つ
な
が

り
が
希
薄
に
な
り
、
無
縁
社
会
と
い

わ
れ
る
状
況
が
じ
わ
じ
わ
広
が
っ
て

い
る
こ
と
に
危
惧
を
感
じ
ま
す
。

　

人
は
社
会
の
中
で
、
人
と
の
つ
な

が
り
の
中
で
生
き
て
い
く
こ
と
が
必

要
で
す
。
人
と
の
関
わ
り
は
、
わ
ず

ら
わ
し
さ
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、「
あ
た
た
か
さ
」
や
「
や
さ
し

さ
」
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

今
一
度
、「
つ
な
が
り
」「
支
え
あ
い
」

と
い
う
こ
と
を
日
常
に
生
か
す
こ
と

が
で
き
て
い
る
か
を
見
直
し
、
位
置

づ
け
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

　
「
人
権
の
ま
ち
づ
く
り
」を
目
指
し
、

「
み
ん
な
が
力
を
合
わ
せ
て
、
自
分
た

ち
の
く
ら
し
を
し
っ
か
り
見
ま
わ
ろ

う
」
と
い
う
活
動
が
各
地
域
に
お
い

て
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
人
の
暮
ら

し
を
支
え
る
大
事
な
要
素
の
ひ
と
つ

と
し
て
、
防
火
防
災
意
識
の
高
揚
が

あ
げ
ら
れ
ま
す
。
消
防
に
対
す
る
正

し
い
理
解
と
認
識
を
さ
ら
に
深
め
る

と
と
も
に
、
地
域
ぐ
る
み
の
防
災
体

制
の
確
立
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
、
昭
和
62
年
か
ら
11
月
９
日
を

「
１
１
９
番
の
日
」
と
定
め
ら
れ
て
い

ま
す
。
防
火
防
災
の
活
動
と
も
連
携

し
つ
つ
、
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
が
、

孤
独
を
感
じ
る
こ
と
な
く
、
安
心
し

て
暮
ら
す
こ
と
が
で
き
る
社
会
づ
く

り
を
目
指
し
て
、
一
層
の
努
力
を
重

ね
て
い
き
た
い
も
の
で
す
。

秋
深
き
　
隣
は
何
を
　
す
る
人
ぞ

－
本
居
宣
長 

篇
2
－
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