
や
ま
ぶ
き 

 

池
松 

孝
子 

 

新
宿
区
山
吹
町
、
甘
泉
園
、
面
影
橋
の
あ
た
り
は
「
山
吹
の
里
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
現
在
「
山

吹
の
里
」
伝
説
に
関
係
す
る
史
跡
は
都
内
に
い
く
つ
か
あ
る
。
新
宿
区
、
豊
島
区
、
西
新
宿
な
ど
。

ま
た
、
東
京
以
外
に
も
あ
る
。
埼
玉
越
生
町
、
神
奈
川
県
六
浦
も
そ
の
代
表
で
あ
る
。 

群
馬
県
生
越
の
「
山
吹
の
里
」
は
旧
小
字
を
「
山
吹
」
と
い
う
そ
う
で
、
生
越
一
門
の
山
吹
一
族

が
住
ん
で
い
た
と
い
う
。
昭
和
の
初
め
、
八
高
線
開
通
時
、
町
で
生
越
の
歌
を
作
っ
た
。
野
口
雨
情

作
詞
の
「
生
越
小
唄
」
で
は
そ
の
最
初
に
出
て
く
る
。
伝
説
そ
の
も
の
の
真
偽
も
定
か
で
は
な
い
ら

し
く
断
定
で
き
な
い
と
い
う
。
備
前
岡
山
の
藩
士
湯
浅
常
山
（
１
７
０
８
～
８
１
）
が
武
将
の
逸
話

を
ま
と
め
た
と
さ
れ
る
『
常
山
紀
談
』
が
初
出
と
さ
れ
る
。
た
だ
こ
れ
も
常
山
一
流
の
処
世
訓
を
記

し
た
も
の
だ
と
も
い
わ
れ
る
。 

 

太
田
道
灌
の
「
山
吹
伝
説
」
は
誰
も
が
知
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
鷹
狩
に
出
た
道
灌
は
に
わ
か
雨
に

遭
っ
た
。
通
り
が
か
り
の
民
家
に
駆
け
込
み
、
蓑
を
貸
し
て
も
ら
え
な
い
か
と
頼
ん
だ
。
道
灌
の
前

に
出
て
き
た
少
女
は
、
た
だ
黙
っ
て
一
枝
の
山
吹
の
花
を
差
し
出
し
た
と
い
う
。
道
灌
は
そ
の
意
味

が
分
か
ら
ず
、
怒
っ
て
雨
の
中
へ
走
っ
て
飛
び
出
し
帰
っ
て
行
っ
た
。
そ
の
夜
こ
の
こ
と
を
近
臣
に

話
し
た
。 

『
後
拾
遺
集
』
に
醍
醐
天
皇
の
皇
子
、
中
務
卿
兼
明
親
王
の
歌
「
七
重
八
重
花
は
咲
け
ど
も
山
吹

の
み
の
一
つ
だ
に
な
き
ぞ
か
な
し
き
」
と
い
う
歌
が
あ
る
。
こ
れ
を
教
え
ら
れ
た
道
灌
は
、
不
明
を

恥
じ
、
そ
の
後
、
歌
道
に
精
進
し
た
と
い
う
。 

 

山
吹
は
バ
ラ
科
の
植
物
で
一
重
の
花
は
実
が
な
る
が
、
八
重
に
は
実
が
な
ら
な
い
。
一
重
の
場
合

は
五
本
余
り
の
め
し
べ
と
お
し
べ
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
八
重
の
花
を
見
る
と
、
全
部
の
お
し
べ
が
花

び
ら
に
変
化
し
て
い
る
の
だ
。
そ
の
こ
と
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
花
粉
が
で
き
な
い
こ
と
に
な
り
、

も
ち
ろ
ん
実
も
で
き
な
い
。
『
万
葉
集
』
で
は
、
な
ぜ
か
実
の
な
る
一
重
の
花
は
好
ま
れ
な
か
っ
た

よ
う
で
、
結
実
し
な
い
八
重
が
多
く
詠
ま
れ
て
い
る
。 

日
本
の
山
野
あ
る
い
は
渓
谷
に
自
生
し
、
枝
は
細
い
が
そ
の
枝
に
し
な
る
よ
う
に
黄
色
の
花
を
つ

け
る
。
こ
れ
が
ク
レ
ヨ
ン
の
「
山
吹
色
」
だ
。 

  
 

 

ほ
ろ
ほ
ろ
と
山
吹
散
る
か
滝
の
音 

 
 

 
 

 
 

 
 

芭
蕉 


