
千 年 経 て も 桃 源 郷 ？  

 

更
級
と
い
う
言
葉
を
初
め
て
意
識
し
た
の

は
「
更
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
で
し
ょ

う
か
。「
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
！
」
ほ
ぼ
三
十
年
前

の
こ
と
で
す
。 

 

▽
来
た
こ
と
は
な
い
の
に 

 

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
。 

 

数
年
前
か
ら
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
昨
今
、
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
原

す

が
わ
ら

孝
標

た
か
す

え

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
タ
イ

ト
ル
に
決
め
た
と
い
う
こ
と
の
よ
う
で
し
た
。 

 

▽
時
空
を
越
え
て 

 

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
載
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
。 

 

昨
年
九
月
、戸
倉
町
と
更
埴
市
、

上
山
田
町
が
合
併
し
て
千
曲
市
と

な
り
ま
し
た
。 

 

新
市
の
名
前
を
決
め
る
に
あ
た

っ
て
の
「
更
科
市
」
と
の
競
争
は

記
憶
に
残
っ
て
い
ま
す
。
旧
更
級

村
の
一
住
民
と
し
て
は
、「
更
科

市
」
が
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
の
は

残
念
で
し
た
が
、
住
民
の
ア
ン
ケ

ー
ト
結
果
は
、
千
曲
市
＝
一
九
三
四
六
票
、

更
科
市
＝
一
七
五
八
〇
票
と
、
そ
の
差
が
一

八
六
六
票
と
均
差
な
の
は
う
れ
し
か
っ
た
も

の
で
す
。 

 

更
級
日
記
が
書
か
れ
た
と
き
か
ら
千
年
を

経
て
も
、
な
お
「
更
級
」
へ
の
思
い
は
強
い

と
い
う
こ
と
で
す
。 

親
孝
行
者
の
元
祖
「
建
部
大
垣
」 

１ 

 

▽
「
級
」
が
似
合
う 

 

「
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
て
自
分
流
に
解
釈
す
る
と
、
ま
ず

「
さ
ら
」
は
「
晒さ

ら

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
す
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
を
総
合

す
る
と
、
小
高
い
山
や
丘
陵
地
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

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

更
級
郡
の
最
高
峰
で
あ
る
聖
山

ひ
じ
り
や
ま

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

さ
ら
し
な

斜
子

な

な

こ

」
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
。 

鎌倉時代の歌学者藤原定家の自筆によるタイト
ル。定家が原文を書き写したものが京都御所に
保管されている。「御物更級日記」（笠間書院）
から 

 

▽
メ
ッ
カ
の
原
点 

 

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

し

ょ

く

に

ほ

ん

ぎ

」
の
中
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
「
更

級
郡
の
建
部
大
垣
」
の
存
在
で
す
。 

 

続
日
本
記
は
奈
良
時
代
の
国
史
で
す
。
日

本
書
紀
に
続
く
国
の
歴
史
を
記
し
た
も
の
で
、

年
だ
け
で
な
く
月
と
日
付
ま
で
明
記
し
た
上

で
、
更
級
郡
の
建
部
大
垣

た
て
べ
の
お
お
が
き

と
い
う
人
物
を
朝

廷
が
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
着
山

に
姨
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
。 

 
 
 

× 
 
 
 

× 
 
 
 

× 
 

来
年
一
月
、
更
級
郡
大
岡
村
が
長
野
市
と

合
併
し
「
更
級
」
の
名
が
地
図
上
か
ら
消
え

ま
す
。
更
級
と
は
何
な
の
か
、
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
。 

史跡を紹介する標識に残る「更級」。聖山から湧き出してくるお種池の水は枯れる

ことがなく、日照りのときは更級郡内の村々の人たちが詣でた 
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