
代
の
超
ロ
ン
グ
セ
ラ
ー
と
し
て
今
も
語
り
つ
が
れ

る
『
伊
勢
物
語
』
が
大
き
く
関
係
し
て
い
る
こ
と

に
気
づ
き
ま
す
。
平
安
時
代
、
今
か
ら
１
０
０
０

年
以
上
前
に
つ
く
ら
れ
た
作
者
不
詳
の
『
伊
勢
物

語
』。
恋
愛
ス
ト
ー
リ
ー
を
軸
と
し
た
フ
ィ
ク
シ
ョ

ン
で
あ
り
、
作
中
に
確
か
な
名
前
は
で
て
き
ま
せ

ん
が
、
在
原
業
平
が
主
人
公
と
考
え
ら
れ
て
い
ま

す
。

多
く
の
謎
に
包
ま
れ
た
『
伊
勢
物
語
』
で
す
が
、

物
語
を
構
成
す
る
１25
話
の
ひ
と
つ
、第
８７
段
に
は

在
原
業
平
の
芦
屋
の
別
荘
で
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
描

か
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
ス
ト
ー
リ
ー
に
よ
り
、
平

安
朝
以
降
、
芦
屋
の
地
は
在
原
業
平
ゆ
か
り
の
歌

名
所
と
し
て
有
名
に
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
芦

屋
に
は
業
平
に
関
係
す
る
伝
説
と
地
名
が
生
ま

れ
、
豊
か
な
文
化
が
醸
成
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の

で
す
。

過去の芦屋を
紹介します

桜
色
の
た
め
、
石
全
体
が
柔
ら
か
な
桜
色
を
し
て
い
ま
す
。
こ
の
優

し
い
色
合
い
が
風
景
に
溶
け
込
み
、
芦
屋
の
ま
ち
な
み
を
暖
か
く

彩
っ
て
い
る
の
で
す
。
建
物
や
塀
な
ど
、
景
観
の
調
和
を
目
指
す
現

行
の
制
度
に
お
い
て
も
、
使
用
可
能
な
色
を
明
る
め
で
優
し
い
色
と

し
て
い
る
の
は
、
ま
ち
の
色
に
花
崗
岩
の
色
が
大
き
く
影
響
し
て
い

る
か
ら
と
言
え
ま
す
。

芦
屋
の
ま
ち
が
纏
う
文
化
の
香
り

芦
屋
の
ま
ち
が
纏
う
特
有
の
雰
囲
気
に
つ
い
て
考

え
て
み
た
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
？
ど
こ
か
ら
き
て

い
る
の
か
？
そ
の
答
え
の
一
つ
は
、
山
・
川
・
海

の
豊
か
な
自
然
環
境
に
恵
ま
れ
た
立
地
で
あ
る
こ

と
に
加
え
、
こ
れ
ま
で
に
培
っ
て
き
た
歴
史
や
文

化
の
香
り
を
ま
ち
の
い
た
る
と
こ
ろ
で
感
じ
ら
れ        

る
こ
と
で
す
。
洋
画
家
の
小
出
楢
重
や
文
豪
谷
崎

潤
一
郎
を
は
じ
め
、
多
く
の
芸
術
家
・
文
化
人
が

居
を
構
え
、
優
れ
た
文
化
が
育
ま
れ
た
背
景
に
は
、

芦
屋
の
ま
ち
が
持
つ
歴
史
や
文
化
が
多
く
の
人
々

の
心
を
魅
了
し
、
そ
こ
に
住
む
人
々
へ
文
化
的
な

イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
与
え
た
結
果
だ
と
言
え

る
で
し
ょ
う
。

芦
屋
の
文
化
と
『
伊
勢
物
語
』

芦
屋
の
文
化
が
醸
成
さ
れ
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た

要
因
の
一
つ
を
見
て
み
る
と
、
そ
こ
に
は
平
安
時

30

『
伊
勢
物
語
』
か
ら
紐
解
く
芦
屋

ま
ち
を
彩
る

芦
屋
ヒ
ス
ト
リ
ー

暮
ら
し
に
根
付
く
花
崗
岩

花
崗
岩
は
、
芦
屋
の
ま
ち
の
色
だ
け
で
な
く
、
文
化
や
生
活
に
も
大

き
く
影
響
を
与
え
て
い
ま
す
。

芦
屋
川
沿
い
に
は
「
水
車
谷
」
の
地
名
が
残
っ
て
い
ま
す
。
山
と
海

の
距
離
が
近
く
急
流
だ
っ
た
川
の
流
れ
を
利
用
し
て
、
花
崗
岩
で

作
っ
た
石
臼
を
使
用
し
た
水
車
で
灘
五
郷
の
酒
造
り
の
精
米
な
ど

が
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

ま
た
花
崗
岩
は
、
硬
度
が
高
く
耐
久
性
に
優
れ
て
い
る
特
徴
か
ら
、

明
治
・
大
正
時
代
以
降
、
郊
外
住
宅
地
と
な
っ
た
芦
屋
市
域
で
は
、

ま
ち
づ
く
り
に
地
元
の
花
崗
岩
が
た
く
さ
ん
使
用
さ
れ
ま
し
た
。

今
で
も
ま
ち
を
歩
く
と
、
石
垣
を
は
じ
め
、
い
た
る
と
こ
ろ
に
地

元
の
花
崗
岩
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
き
ま
す
。

花
崗
岩
は
、風
化
が
進
む
と
「
真
砂
」
と
呼
ば
れ
る
砂
に
な
り
ま
す
。

真
砂
は
白
く
、
芦
屋
の
浜
辺
の
松
と
合
わ
せ
て
「
白
砂
青
松
」
と

言
わ
れ
、
画
家
の
小
出
楢
重
の
絵
や
、
谷
崎
潤
一
郎
・
与
謝
野
晶

子
な
ど
の
文
学
作
品
に
も
描
か
れ
、
芦
屋
を
象
徴
す
る
美
し
い
風

景
と
し
て
多
く
の
人
々
を
魅
了
し

ま
し
た
。

私
た
ち
が
普
段
、
何
気
な
く
見
て

い
る
芦
屋
の
ま
ち
な
み
は
、
花
崗

岩
と
ま
ち
の
深
い
関
係
に
よ
り
築

き
上
げ
ら
れ
た
も
の
な
の
で
す
。

明
日
か
ら
は
、
芦
屋
の
ま
ち
に
あ

る
花
崗
岩
を
改
め
て
じ
っ
く
り
見

て
く
だ
さ
い
。
何
か
新
し
い
発
見

が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

芦
屋
に
は
、
旧
石
器
時
代
か
ら
約
2
万
年
間
、

人
々
が
紡
い
で
き
た
歴
史
が
あ
り
ま
す
。
ま
ち

を
彩
る
芦
屋
の
物
語
を
、
ほ
ん
の
少
し
紐
解
い

て
み
ま
し
ょ
う
。
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風
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私
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ち
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段
、
何
気
な
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見
て

い
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芦
屋
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ま
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み
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、
花
崗

岩
と
ま
ち
の
深
い
関
係
に
よ
り
築

き
上
げ
ら
れ
た
も
の
な
の
で
す
。

明
日
か
ら
は
、
芦
屋
の
ま
ち
に
あ

る
花
崗
岩
を
改
め
て
じ
っ
く
り
見

て
く
だ
さ
い
。
何
か
新
し
い
発
見

が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

平
安
の
ア
イ
ド
ル
在
原
業
平

在
原
業
平
は
平
城
天
皇
の
孫
で
あ
り
、
家
柄
は
大
変
良
く
、
容
姿
も
美
男
子

で
あ
っ
た
と
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。『
伊
勢
物
語
』
で
は
数
多
く
の
女

性
と
関
係
し
た
モ
テ
ぶ
り
が
描
か
れ
、
と
き
に
は
、
結
ば
れ
る
こ
と
が
許
さ

れ
な
い
立
場
の
女
性
と
禁
断
の
恋
に
お
ち
て
し
ま
う
な
ど
、
大
胆
な
行
動
を

と
る
一
面
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
ま
す
。
一
方
で
歌
の
才
能
は
、
六
歌
仙
・
三

十
六
歌
仙
と
し
て
平
安
時
代
を
代
表
す
る
歌
人
と
し
て
大
変
優
れ
て
い
る
の

で
す
か
ら
、
さ
な
が
ら
平
安
時
代
の
ア
イ
ド
ル
と
言
え
る
人
物
で
す
。

今
に
残
る
業
平
に
ゆ
か
り
あ
る
伝
説

芦
屋
市
に
は
、「
業
平
町
」
と
い
う
在
原
業
平
の
名
が
つ
け
ら
れ
た
ま
ち
が

あ
り
ま
す
。
業
平
町
の
名
称
は
、
大
正
時
代
に
架
け
ら
れ
た
「
業
平
橋
」
に

由
来
し
、
1
9
4
4
年
（
昭
和
１９
年
）
の
町
名
改
正
で
誕
生
し
ま
し
た
。

ま
た
、
芦
屋
市
に
は
業
平
の
父
親
で
あ
る
阿
保
親
王
の
お
墓
だ
と
言
い
伝

え
ら
れ
て
い
る
阿
保
親
王
塚
古
墳
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
古
墳
は
、

阿
保
親
王
の
お
墓
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
阿
保
親
王
塚
古
墳
の
出
土
品
か
ら
、

阿
保
親
王
の
没
年
よ
り
約
500
年
も
古
い
４
世
紀
代
（
古
墳
時
代
前
期
）
に

造
ら
れ
た
古
墳
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
他
に
も
、
市
内
に
は
阿
保
親
王
の
住
地
に
建
立
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ

る
親
王
寺
が
打
出
町
に
あ
る
な
ど
、
業
平
の
父
、
阿
保
親
王
に
ゆ
か
り
あ

る
伝
説
も
残
っ
て
い
ま
す
。

在
原
業
平
ゆ
か
り
の
地
、
芦
屋

現
在
で
も
、
ヒ
ッ
ト
作
と
な
る
映
画
や
ア
ニ
メ
、
ド
ラ
マ
等
に
関
連
す
る
場

所
な
ど
を
「
聖
地
巡
礼
」
と
称
し
て
、
多
く
の
フ
ァ
ン
が
訪
れ
、
そ
れ
に
よ

り
ま
ち
が
活
性
化
す
る
こ
と
が
各
地
で
起
き
て
い
ま
す
。
人
々
の
心
を
惹
き

つ
け
る
要
素
と
し
て
、物
語
と
現
実
世
界
と
の
接
点
に
興
味
が
湧
く
よ
う
に
、

芦
屋
に
お
い
て
は
『
伊
勢
物
語
』
と
い
う
現
存
す
る
最
古
の
歌
物
語
を
も
と

に
１
０
０
０
年
を
超
え
る
壮
大
な
時
間
を
か
け
て
、
ま
ち
の
い
た
る
と
こ
ろ

で
業
平
の
み
や
び
を
感
じ
ら
れ
る
魅
力
が
生
ま
れ
、
平
安
時
代
か
ら
現
在
に

至
る
ま
で
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
き
た
芦
屋
と
業
平
の
関
係
は
、
長
い
時
間
を
か

け
て
芦
屋
の
文
化
を
豊
か
に
し
て
き
ま
し
た
。
ま
た
、培
っ
て
き
た
歴
史
は
、

芦
屋
の
人
々
の
心
の
奥
底
に
通
じ
る
何

か
を
生
み
出
す
影
響
力
の
源
と
し
て
い

ま
だ
、
色
褪
せ
る
こ
と
な
く
存
在
し
続

け
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
芦
屋
と
業
平

の
ス
ト
ー
リ
ー
を
は
じ
め
、
地
域
の
歴

史
や
伝
説
、
そ
し
て
文
化
や
景
観
を
未

来
に
継
承
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、

過
去
、
現
在
、
そ
し
て
未
来
を
生
き
る

人
々
は
、
時
空
を
超
え
て
つ
な
が
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
す
。

『伊勢物語』第 87段 芦屋の灘の漁火
「伊勢物語画帖」画：狩野探雪（芦屋市立美術博物館蔵）

在原業平（825 - 880 年）
「若鶴百人一首」（芦屋市立美術博物館蔵）

3132

1917 年（大正 6年）に架けられた木造の業平橋
1924～1925 年（大正 13～14年）撮影の写真をカラー化




