
熊

野

再

三

か

つ
て
島

崎
藤
村

は

「木
曽
路

は
す
べ
て
山
の

中

で
あ

る
」

(『
夜
明

け
前
』
冒
頭
)

と
書

い
た
。

そ
の
こ
ろ

の

(
と
い
う

の
は
小
説

の
舞
台

と
し

の
明
治
維
新

の
時
代

お
よ
び
藤
村

の
執
筆
時
期
を

指
す

の
だ

が
)
木
曽
路

が
、
い

っ
た
い
ど
れ

ほ
ど

の

「
山

の
中
」

で
あ

っ
た
の
か
、
縦
横

に
自
動
車

道
路

の
走

る
現
在

の
様
相

か
ら

で
は
、
お
そ
ら
く

想
像
を
超
え

る
も

の
で
あ

っ
た
ろ
う
。

ま

っ
た
く
同
じ
筆
法

で
、
今
日

の
熊
野
路

の
、

山

の
深
さ
を

い
か
に
強
調

し
よ
う
と
も
、
た
と
え

ば
宇
江
敏
勝
氏

の

『
山
び
と

の
記
ー
木

の
国
果
無

山
脈
ー
』

(
中
公
新
書

・
昭

55
)

に
描
か
れ
た
明

治

か
ら
戦
前

に
い
た
る
生
活
実
感

に
は
、
お
よ
び

も

つ
か
な

い
だ
ろ
う
こ
と
を
思

う

の
で
あ

る
。

い

や
、
こ
の
本

の
読
者

は
、
い
ま
現
役

の
山
林
労
働

に
従
事
す

る
著
者

の
動
勢

に
、
熊
野

の
山

の
奥
深

い
あ
り

よ
う
を
知
ら
さ
れ
よ
う
。

山

崎

正

之

ー

去
年

の
秋

、
徳
島

で
開
か
れ
た
学
会

に
出
席

す

る
道
中

で
、
熊

野
本
宮

に
詣

る
機
会

が
あ

っ
た
。

新
宮

駅
前

か
ら
バ

ス
で
お
よ
そ

一
時
間

、
十
津
川

に
沿
う
国
道

一
六
八
号
線

の
す
ぐ
脇

の
台
地

で
、

欝
蒼
と

し
た
深

い
木
立

の
中

で
あ

る
。
正
面

は
三

棟

四
殿

の
上
社

、
中
央

の
本
殿

(
証
誠
殿
)

に
主

け

つ

み

す

さ

の
を

神

の
家
都
美
御
子
大
神
を
祀

る
が

、
素
盞
鳴
尊
と

同
神
、
ま
た
熊
野
信
仰

は
神
仏
習
合
思
想

に
よ
る

本
地
を
持

つ
の
で
、

こ
こ
で
は
阿
弥
陀
如
来
と
さ

れ

る
。
以
下
十
三
柱

の
神

々

・
仏
菩

薩
が
坐
す
延

喜

式
内
社
だ
。

一
般

に
熊

野
三
山
あ
る

い
は
三
熊

野
と
呼
ぼ

れ

る

の
は
、
本

宮
大
社

と
、
熊

野
川

の
川

口
に
近

い

新
宮

の
速

玉
大
社

、
新
宮

西
南

の
那
智

山
の
那
智

大
社

と
を
あ

わ
せ
て
い
る
。
速

玉
大
社
も
式
内
社

で
あ
る
が
、
那
智
大
社
だ

け
が
そ
う

で
な
い
こ
と

は
、
三
山
を
並

び
称

す
る
ま
で
に
過
程

の
あ

っ
た

こ
と
を
考
え

て
よ

い
の
だ
ろ
う
。

古
社
と

い
わ
れ
る
も

の
の
多
く
が
そ
う

で
あ
る

よ
う

に
、

こ
の
三
山

の
場
合
も
、
開
山
と

い
う
か

創
建
年
代
に

つ
い
て
は
ま

っ
た
く
わ
か

っ
て

い
な

い
。
伝
え
ら
れ

る
と

こ
ろ

で
は
、
本

宮
大
社
と
速

玉
大
社

の
二
社
に

つ
い
て
、
出
雲

の
熊

野

大

社

(
『
出
雲
国
風
土
記
』
に
記
す
呼
称

で
、
現
在

は
熊

野
神
社
が
通
称

で
あ
る
)

に
そ

の
溯
源
を
発

す
る

と

い
う
。

い
ま

か
ら

で
は
確

め
よ
う
も
な

い
が
、

『
古
事
記
』

『
日
本
書
紀

』

の
い
わ
ゆ
る
出
雲
神

話

に
お
い
て
、
出
雲

国
が
死
者

の
国

・
祖
霊

の
国

H
常
世

の
国

に
も

っ
と
も
近
接

し
た
地
域

と
目
さ

れ

て
お
り
、
そ

こ
か
ら
生
じ
た
上
代
信
仰

と
同
質

の
様
態

を
南
紀

の
熊

野
信
仰

の
中

に
見

出

す

と

き
、
両
老

の
関

わ
り
は
ま
ず
間
違

い
な

か
ろ
う
と

思

わ
れ
る
。

然

し
こ
こ
で
忘

れ
て
な

ら
な

い
の
は
、
先

に
も

見

た
よ
う

に
熊
野
信
仰

に
は
神
仏
習
合
思
想
が
色

濃
く
投
影

し
て
い
て
、
そ

の
内
容

の
解
明

に
な
お

多
く

の
余
地
を
残
す

、
と

い
う
点

で
あ
る
。
た
と

え
ば

、
那
智
大
社
だ
け
が

三
山

の
中

で
別
様
な

の

ヘ

へ

は
、
何
と

い

っ
て
も
あ

の
百
三
十
三

メ
ー

ト
ル
に

達
す

る
落
差
を
擁

し
て
落
下
す

る
滝
を
御
神
体

と

し
た
、
特
殊
な
信
仰
を
除
外

で
き
な

い
。
三
山
を
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ト
ー
タ
ル
と
し

て
と
ら
え
る
な
ら
ば
、

こ
う
し
た

熊
野

の
風
土

に
注
目

し
な
け
れ
ば
な

る
ま
い
。
そ

こ
に
は
き
わ
め
て
素
朴

な
意
味

で
の

山

岳

信

仰

が
、
根
を
お
ろ
す
は
ず
だ
と

の
実
感
が
迫

る
。
そ

し
て
お
そ
ら
く

、
圧
倒
的
な
自
然

の
営
み
と
点
在

す
る
人
間

の
生
活

の
矮
小
な

心
情

の
う

ち

に
、
仏

教

を
支
え
と
し

て
始
め
て
心
安
ま
る
思

い
が
定
着

し
た

の
で
は
あ
る
ま

い
か
。

そ
れ

に
し
て
も
、
帝
王
御
幸

の
事
と
し

て
平
城

上
皇
を

は
じ
め
、
清
和
上
皇

・
宇
多
法
皇

・
花
山

上
皇

・
白

州
上
皇

・
堀
川
院

・
鳥
羽
法
皇

・
後
白

河
上
皇

・
後
鳥

羽
上
皇

・
土
御
門

上
皇

・
亀
山
上

皇

等

に
わ
た
る
と
さ
れ
、
な
か
で
も
後

白
河
法
皇

は
実

に
三
十
四
度
を
数
え
る
。
こ
れ
は

い

っ
た

い

ど

の
よ
う

に
理
解
す
べ
き
事
態
な

の
だ
ろ
う
か
。

京
都

か
ら
大
阪

に
出

て
、
西
熊
野
街
道
を
田
辺

ま
で
た
ど
り
、
そ

こ
か
ら
山
峡

に
入
り
万
呂

・
三

栖

・
高
原

・
近
露

・
野
中

・
湯

ノ
峰
を
経

て
本
宮

に
至
る
中
辺
路

と
、
田
辺
を
通
り
さ
ら

に
海
岸
沿

さ

す

み

い
に
南
下

し
新
庄

・
周
参
見

・
古
座

・
三
輪
崎

・

新
宮

と
、
半
島

の
南
端
を

め
ぐ

る
大
辺
路

の
ニ

コ

ー

ス
が
参
詣
路

の
主
た
る
道
筋

で
あ

っ
た
。

海

と

い
い
、
山
と

い
い
、
あ

る
い

は

川

と

い

い
、
そ

の
何
れ
も
が
お
よ
そ
京
都

で
は
思

い
も

及

ぽ

ぬ
ス
ケ
ー
ル
で
あ

っ
売
ろ
う
。
熊
野

の
地
は
、

ま
ず
何
を

お
い
て
も
自
然

の
量

の
重
層
的
な
奔
流

に
こ
そ
、
そ

の
真
髄

が
あ

る
と

い

っ
て
い
い
。
帝

王
が
、
女
院
が
、
公
卿

が
熊
野
詣

に
お
も
む
く

と

き
、

こ
う

し
た
自
然

に
よ

っ
て
初
め
て
も
た
ら
さ

れ
る
霊
威
を
浴
び

る
こ
と

で
、
神
仏

の
存
在
を
確

信

し
た

の
で
は
な

か

っ
た
か
。

熊

野
信
仰

は
時
代
を

下
る
に

つ
れ
て
、
信
仰
層

の
底
辺
を
次
第

に
拡
大
し
、
「蟻

の
熊
野
詣
」
と
い

わ
れ
る
ほ
ど

に
領
主

・
武
士
そ
し
て
農
罠

に
ま
で

た
び

及

ぶ
の
で
あ

る
。
江
戸
時
代

に
は
「伊
勢

へ
七
度

、

熊
野

へ
三
度
i

」
と

い
わ
れ
た
そ
う
だ
が

こ
の

あ

た
り

に
な

る
と
社
寺
参
詣

に
か
な
り

レ
ク
リ

エ

ー

シ
ョ
ソ
と
し
て
の
要
素
が
浸
透

し
て
い
た
。

た

だ
し
熊

野
ば

か
り
は
そ
ん
な
波

に
も
洗

わ
れ

る
こ

と
な
く
、
厳

し

い
情

況
を
保

っ
た
が
ゆ
え

に
伊
勢

詣

の
半
分
と

い

っ
た
と

こ
ろ
だ

っ
た
の
だ

ろ
う
。

平
安
後
期
、
後
白
河
法
皇

の
撰

に
成
る

『
梁
塵

秘
抄
』

(
当
時

の
俗
謡
集
)

に
、

か

ち

熊
野

へ
参
ら
む
と
思

へ
ど
も
、
従

歩
よ
り
参

き
び

む
ま

れ
ぽ
途
遠

し
、
す
ぐ
れ

て
山
峻
し
。
馬

に
て

は
ね

参
れ
ぽ
苦
行
な
ら
ず
。
空
よ
り
参
ら
む
。
翼

た賜

べ
若
王
子
。

と

い

っ
た
も

の
が
収
録

さ
れ

て
お
り
、
熊
野
詣

の

道
程
が
容
易
な
ら
ざ

る
行
路

で
あ

っ
た

こ
と
を
物

語

っ
て
い
る
。

現
在

の
熊

野
本
宮

は
、
F明
治

二
十

二
年

の
洪
水

し
も
て

お
お
ゆ
の

に
よ
り

も

っ
と
下
手

の
河
原

に
直
く
近

い
、
大
斎

は
ら原

か
ら
移
さ
れ
た

の
だ

と
い
う
。
国
道
を

へ
だ

て

た
向

い
側

の
雑
貨

屋
さ
ん

の
横
道

を
入
る
と
、
右

手

に
こ
ん
も
り
と
茂

っ
た
森
が
見
え
る
、
そ

の
中

の
平
地
が
そ

の
跡

で
あ

る
。
以
前
、
四
月
初
旬

に

訪

れ
た
折
り

、
都

心
の
小
学
校

の
校
庭

(
平
均
的

な
意
味

で
)

ほ
ど

の
平
地

の
周
囲
を
満
開

の
桜
が

取
り
ま

い
て
お
り
、
余

り
の
み
ご
と
さ

・
幻
想
的

な
美
し
さ

に
声

を

の
ん
だ
経

験
が
あ
る
。

今

回
は
、
晩

秋

の
小
雨

に
濡
れ
て
深

閑
と
静

ま

り

か
え

っ
て
い
た
。
樹
間

の
小
暗

い
道

を
ぬ
け
る

と

、
そ

こ
だ
け
が

ぽ

っ
か
り
と
明

か
る
い
長
方
形

の
空
間
な

の
で
、
ち

ょ
う
ど
劇
場

の
舞
台

の
よ
う

な
印
象

な
の
だ
。
私

は
同
行

の
A
さ
ん
と

し
ぽ
ら

く
そ

の
静
寂

な
雰
囲

気

に
ひ
た

っ
た
の
ち
、
河
原

に
出
た
。

い
ま
で
は
洪
水

な
ど
と
て
も
信

じ
ら
れ

な

い
川
幅

と
水
量
だ

っ
た
が
、

こ
の

一
帯

も
静

け

さ

に
包
ま
れ

て
、
時

々
木

々
の
上
方

か
ら
聞
え
る

鳥

の
鳴
き
声
が
妙

に
な
ま
な
ま
し
く
生
動
し
た
。

低
く

た
れ
こ
め
た
雨
雲

に
上
流

に
立
ち
は
だ

か

る
山
な
み
の
奥
行
き

が
消

さ
れ
た
よ
う
だ

っ
た
。
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