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四
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年

別
府
温
泉
繁
昌
記
　
六

菊
池
幽
芳

▲
別
府
温
泉
繁
昌
記
結
論
（
上
）

　
次
に
別
府
浜
脇
で
は
ど
う
い
う
風
に
温
泉
を
湧
出
さ
せ
て
居
る

か
と
い
ふ
と
ニ
ツ
の
方
法
で
営
ま
れ
て
居
る
。
即
ち
一
は
自
然
湧

出
と
一
は
人
為
湧
出
で
あ
る
。
自
然
湧
出
は
読
ん
で
字
の
ご
と
く

自
然
に
湧
出
す
る
と
こ
ろ
を
多
少
掘
下
げ
浴
槽
を
設
け
て
居
る
の

で
、
こ
れ
を
掘
湯
と
称
す
る
が
共
同
温
泉
場
は
大
抵
そ
れ
で
あ
る
。

次
に
人
為
湧
出
は
深
い
突
井
で
湧
出
せ
し
め
こ
れ
を
浴
槽
に
引
揚

る
の
で
、
こ
れ
を
突
湯
と
称
す
る
。
従
来
は
全
然
無
か
っ
た
も
の

で
あ
る
が
明
治
廿
五
年
ご
ろ
か
ら
始
め
た
の
で
、
こ
の
ご
ろ
は
こ

の
突
湯
な
る
も
の
が
非
常
に
殖
え
て
居
る
。

　
別
府
浜
脇
の
町
民
は
無
心
に
こ
の
突
き
湯
を
や
り
出
し
た
の
で

あ
る
が
、
こ
れ
が
別
府
温
泉
の
将
来
の
た
め
に
極
め
て
憂
ふ
べ
き

も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
と
云
へ
ば
突
湯
は
掘
湯
に
大
な
る
影
響
を
興

ふ
る
か
ら
で
、
別
府
の
よ
う
な
温
泉
の
豊
富
な
と
こ
ろ
で
あ
る
か

ら
こ
そ
ま
だ
甚
だ
し
い
影
響
は
な
い
が
、
現
に
従
来
の
湯
の
湧
出

量
の
多
少
減
し
つ
ゝ
あ
る
事
と
掘
湯
の
水
準
面
の
低
下
し
つ
ｉ
あ

る
事
は
認
め
ら
れ
て
居
る
。
こ
れ
は
実
に
寒
心
す
べ
き
事
で
、
殷

鑑
遠
か
ら
ず
熱
海
温
泉
に
あ
り
で
あ
る
。
熱
海
は
関
東
に
お
け
る

著
名
な
温
泉
場
で
、
ま
た
温
泉
場
の
殆
ん
ど
総
て
が
山
の
中
に
あ

る
に
引
き
か
へ
、
こ
れ
は
海
岸
に
あ
る
温
泉
場
で
、
こ
の
点
に
お

い
て
い
く
ら
か
別
府
に
似
て
居
る
。
尤
も
熱
海
温
泉
は
間
歌
泉
で

あ
る
。
こ
の
熱
海
温
泉
が
ど
う
し
た
の
か
と
い
ふ
と
従
来
一
昼
夜

に
六
回
の
噴
出
が
あ
っ
た
も
の
が
、
両
三
年
前
町
民
が
徒
ら
に
私

利
に
走
り
突
井
を
濫
穿
し
始
め
た
と
こ
ろ
か
ら
、
間
欧
泉
の
噴
出

が
最
近
に
な
っ
て
一
昼
夜
僅
か
に
三
回
と
な
り
、
且
大
場
の
量
が

著
し
く
減
じ
た
々
め
に
温
泉
場
全
体
に
大
打
撃
を
披
む
る
に
至
っ

た
。
為
に
昨
今
熱
海
町
の
死
活
問
題
と
し
て
紛
擾
を
極
め
て
居
る

の
で
あ
る
が
、
別
府
の
よ
う
な
温
泉
の
無
尽
蔵
を
以
て
目
さ
れ
て

居
る
と
こ
ろ
で
も
濫
穿
を
や
れ
ば
そ
の
結
果
は
真
に
恐
る
べ
き
も

の
が
あ
る
。
殊
に
泉
脈
の
上
部
に
当
た
っ
て
深
い
突
井
を
掘
れ
ば

直
ち
に
影
響
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
突
井
に
就
て
は
何
か
今
の
中

に
厳
重
な
規
約
を
設
け
て
置
く
が
必
要
で
あ
る
と
考
へ
る
。
実
際

に
は
規
約
が
出
来
て
居
る
か
ど
う
か
は
知
ら
ん
が
、
も
し
熊
い
と
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す
れ
ば
雨
降
ら
ざ
る
に
鳴
戸
を
綱
緩
す
る
事
を
勧
め
て
置
く
の
は

決
し
て
早
計
で
は
あ
る
ま
い
。

　
最
後
に
僕
は
、
別
府
温
泉
繁
昌
記
の
結
論
と
し
て
少
し
気
焔
を

吐
く
。
僕
は
別
府
温
泉
場
に
日
本
一
と
い
ふ
肩
書
を
つ
け
た
。
そ

れ
は
温
泉
の
豊
富
な
る
事
に
お
い
て
、
そ
の
湧
出
区
域
の
広
大
な

る
事
に
お
い
て
ま
た
他
に
そ
の
比
を
見
な
い
か
ら
で
あ
る
。
併
し

設
備
其
の
点
に
お
い
て
も
果
し
て
日
本
一
た
る
肩
書
に
反
か
な
い

か
と
い
ふ
と
…
さ
う
は
い
か
ぬ
。
そ
の
点
に
お
い
て
は
箱
根
、
有

馬
、
道
後
そ
の
他
有
名
の
温
泉
に
比
し
て
遜
色
が
あ
る
。
さ
れ
ば
、

こ
の
点
を
将
来
大
い
に
改
良
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
時
こ
そ
真
に
日

本
一
の
温
泉
場
た
る
に
恥
ぢ
ぬ
大
温
泉
た
る
の
実
を
挙
る
事
が
出

来
る
の
で
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
別
府
は
他
の
温
泉
場
の
決
し
て

企
及
す
る
事
の
出
来
ぬ
極
め
て
有
望
な
る
将
来
を
有
し
て
居
る
の

で
あ
る
。
別
府
人
は
こ
の
天
恵
に
よ
っ
て
大
い
に
発
展
し
、
日
本

一
の
温
泉
場
た
る
実
を
全
く
す
る
為
に
対
温
泉
策
を
定
め
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
。

▲
別
府
温
泉
繁
昌
記
結
論
（
下
）

　
ま
ず
、
付
近
温
泉
場
を
打
っ
て
Ｉ
団
と
な
し
、
そ
の
間
大
聯
合

を
形
作
る
事
は
最
も
必
要
で
あ
る
。
統
一
あ
る
聯
合
を
形
作
る
と

共
に
各
温
泉
場
間
に
交
通
の
便
を
開
く
事
は
ま
た
最
も
急
務
で
あ

る
。
今
日
で
も
無
論
道
は
あ
る
が
、
概
し
て
不
完
全
で
地
獄
め
ぐ

り
な
ど
を
す
る
に
は
途
な
き
途
を
通
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
地
獄

を
呼
も
の
と
す
る
は
誰
に
で
も
行
け
る
や
う
に
し
な
け
れ
ば
な
る

ま
い
。
そ
こ
で
聯
絡
を
取
る
べ
き
重
な
る
温
泉
場
を
便
宜
の
た
め

列
記
し
て
見
る
と
、

亀
川
温
泉

芝
石
温
泉

鉄
輪
温
泉

明
岩
温
泉

堀
田
温
泉

観
海
寺
温
泉

塚
原
温
泉

由
布
院
温
泉

湯
の
平
温
泉

別
府
よ
り
一
里
余

同
　
　
　
二
里

同
　
　
　
一
里
半

同
　
　
　
二
里
弱

同
　
　
一
里
十
町

同
　
　
　
一
里
弱

同
　
　
　
三
里

同
　
　
　
四
聖
半

同
　
　
　
七
里

等
で
右
の
中
塚
原
以
下
の
三
温
泉
場
は
僕
の
行
ぬ
と
こ
ろ
だ
が
、
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い
づ
れ
も
近
県
に
名
の
知
ら
れ
た
温
泉
場
で
あ
る
。
こ
れ
等
の
温

泉
場
を
合
せ
た
別
府
温
泉
は
、
実
に
そ
の
実
質
に
お
い
て
日
本
は

お
ろ
か
世
界
に
も
余
り
類
が
あ
る
ま
い
と
信
ず
る
。
ま
た
ど
れ
ほ

ど
多
く
の
浴
客
を
収
容
し
て
も
棹
々
と
し
て
余
裕
が
あ
る
の
で
あ

る
。

　
今
日
の
と
こ
ろ
で
は
立
派
な
温
泉
を
持
っ
て
居
な
が
ら
、
上
流

の
人
が
続
々
入
浴
に
こ
ら
れ
て
は
と
て
も
満
足
な
待
遇
は
出
来
な

い
の
で
あ
る
。
西
洋
人
な
ど
に
対
し
て
は
何
の
設
備
も
な
い
の
で

あ
る
。
た
ゞ
平
民
的
木
賃
制
度
に
お
い
て
の
み
非
常
に
発
達
し
た

の
だ
か
ら
、
そ
の
方
は
無
論
そ
れ
で
保
全
し
て
置
い
て
、
別
に
大

い
に
上
中
流
の
浴
客
を
吸
収
す
る
方
法
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
る
ま

い
。
今
日
ま
で
別
府
の
実
質
は
ま
だ
大
い
に
世
に
知
ら
れ
て
居
ら

ぬ
の
と
、
交
通
の
不
便
な
た
め
近
府
県
以
外
の
客
を
呼
ぶ
事
は
困

難
で
あ
っ
た
が
、
別
府
温
泉
も
既
に
大
い
に
世
の
中
に
広
告
さ
れ

つ
ｘ
あ
り
、
九
州
鉄
道
も
そ
の
中
に
別
府
ま
で
通
ず
る
筈
で
あ
る

か
ら
、
さ
う
な
れ
ば
商
船
会
社
の
汽
船
よ
り
す
る
も
の
と
相
待
っ

て
、
入
浴
者
は
非
常
に
増
加
す
る
の
で
あ
ら
う
。
現
に
商
船
会
社

は
今
年
の
夏
か
ら
往
復
三
割
引
を
実
行
し
て
る
し
、
旁
々
京
阪
か

ら
の
浴
客
が
今
年
は
非
常
に
多
い
さ
う
で
あ
る
。
ま
た
世
間
に
知

れ
渡
る
に
つ
れ
て
、
大
い
に
台
湾
満
韓
方
面
の
客
を
吸
収
す
る
こ

と
が
出
来
や
う
。
こ
れ
は
別
府
温
泉
の
強
昧
で
あ
る
。
外
の
温
泉

場
は
温
泉
の
量
に
限
が
あ
る
が
、
別
府
は
大
い
に
経
営
し
大
い
に

客
を
呼
ん
で
多
々
ま
す
ま
す
弁
ず
る
の
で
あ
る
か
ら
、
今
の
中
に

須
ら
く
積
極
的
に
大
い
に
経
営
し
、
大
い
に
客
を
呼
ぶ
の
策
を
講

ず
べ
き
で
あ
る
。
別
府
人
が
ぐ
づ
ぐ
づ
し
て
居
れ
ば
他
県
人
が
人

込
ん
で
大
い
に
投
資
し
そ
の
利
を
聖
断
す
る
も
の
が
出
て
来
ぬ
と

も
限
ら
ぬ
。
別
府
人
の
ま
さ
に
緊
揮
一
番
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
ら

　
温
泉
の
経
営
と
同
時
に
娯
楽
機
関
の
設
備
、
飲
食
店
の
改
良
、

遊
廓
の
区
域
制
限
、
公
園
の
経
官
等
も
閑
却
す
べ
か
ら
ざ
る
問
題

で
あ
る
。
い
く
ら
温
泉
の
実
質
が
よ
く
と
も
愉
快
に
消
光
の
出
来

る
設
備
が
な
け
れ
ば
客
は
決
し
て
長
く
止
ま
っ
て
居
る
も
の
で
は

な
い
。
今
後
の
温
泉
の
客
は
、
病
人
と
保
養
客
と
全
然
ニ
ツ
に
分

れ
て
保
養
客
が
最
も
多
く
金
を
蒔
い
て
行
く
の
で
あ
る
か
ら
、
こ

の
方
の
客
を
盛
ん
に
呼
ぶ
設
備
が
整
は
な
け
れ
ば
、
別
府
の
真
の

繁
昌
は
期
す
べ
か
ら
ず
で
、
今
日
春
先
に
見
え
る
や
う
な
、
五
円

か
七
円
の
金
を
持
て
来
て
十
日
も
滞
在
す
る
湯
治
客
が
五
万
来
て

も
に
一
万
来
て
も
格
別
別
府
の
潤
に
は
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
別
府
の
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人
が
よ
く
こ
の
遁
の
消
息
を
解
し
、
前
記
の
改
良
を
着
々
と
し
て

実
行
さ
れ
た
な
ら
ば
求
め
ず
し
て
客
を
吸
収
す
る
こ
と
が
出
来
る

の
で
、
ま
た
さ
う
な
っ
た
暁
に
は
Ｉ
た
び
別
府
へ
遊
ば
ず
ん
ば
共

に
日
本
の
温
泉
を
語
る
に
足
ら
ず
と
い
ふ
や
う
な
事
に
も
な
る
だ

ら
う
。
そ
の
時
は
日
本
一
の
温
泉
知
た
る
実
が
初
め
て
挙
が
る
の

で
、
僕
の
紹
介
の
労
も
徒
爾
に
帰
せ
ぬ
事
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ

の
時
に
お
い
て
僕
は
重
ね
て
ま
た
大
い
に
別
府
を
紹
介
し
や
う
と

思
ふ
。

　
最
後
に
二
三
遊
楽
地
を
紹
介
し
て
筆
を
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

▲
別
府
の
遊
楽
地

・
公
園
　
は
四
十
年
秋
皇
太
子
殿
下
の
御
巡
遊
を
期
し
て
創
設
さ

　
れ
た
の
で
、
山
手
の
観
海
寺
行
の
道
筋
に
当
る
。
園
内
に
御
座

　
所
を
新
築
し
こ
ｘ
に
御
駐
騨
あ
ら
せ
ら
れ
た
。
地
は
一
帯
の
松

　
原
で
後
に
鶴
見
岳
を
負
ひ
、
前
は
別
府
湾
に
臨
み
、
眺
望
頗
る

　
快
潤
、
極
め
て
明
麗
の
地
域
で
あ
る
。
経
営
宜
し
き
を
得
ば
立

　
派
な
公
園
と
な
る
で
あ
ら
う
。

・
擲
濁
園
　
は
公
園
よ
り
観
海
寺
道
に
沿
ふ
て
上
る
事
数
町
の
處

　
に
あ
る
。
園
内
凡
そ
四
千
坪
満
目
悉
く
擲
濁
で
花
盛
り
の
頃
は

　
左
こ
そ
と
思
は
れ
る
。
こ
れ
も
大
い
に
経
営
す
れ
ば
別
府
の
呼

　
場
所
と
な
る
で
あ
ら
う
。

・
朝
見
八
幡
　
老
樹
森
々
幽
遠
の
境
で
、
こ
こ
に
朝
見
温
泉
が
あ

　
る
。
こ
こ
か
ら
吉
備
山
の
山
腹
を
過
り
六
枚
屏
風
の
谷
間
を
分

　
人
れ
ば
、
高
さ
七
丈
の
鮎
返
り
の
瀧
が
あ
る
。
途
少
し
険
で
あ

　
る
が
そ
れ
を
厭
は
ぬ
も
の
は
是
非
と
も
探
険
す
べ
し
だ
。
ま
た

　
付
近
に
は
乙
原
の
瀧
と
い
ふ
雌
雄
の
瀧
が
あ
る
。

・
松
原
　
別
府
町
内
の
娯
楽
地
で
、
劇
場
、
大
弓
場
、
勧
商
場
、

　
室
内
射
的
場
等
軒
を
並
べ
、
又
売
店
に
は
名
産
竹
細
工
、
櫛
、

　
漆
器
、
器
具
等
を
売
っ
て
居
る
。
竹
細
工
は
有
馬
か
ら
師
を
聘

　
し
て
学
ん
だ
の
で
全
然
有
馬
式
で
あ
る
。
器
具
漆
器
類
は
重
に

　
別
府
工
芸
徒
弟
学
校
の
製
作
品
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
な
か
な
か

　
上
等
の
も
の
が
出
来
る
。

・
筑
紫
富
士
　
由
布
岳
は
山
容
の
富
士
に
似
た
と
こ
ろ
か
ら
豊
後

　
富
士
ま
た
筑
紫
富
士
の
称
あ
り
。
鎮
西
名
山
の
一
で
あ
る
。
海

　
抜
四
千
八
百
尺
、
完
全
な
円
錐
龍
を
形
成
し
、
出
血
ま
で
三
里

　
余
り
、
鶴
見
岳
と
共
に
健
脚
家
の
是
非
単
登
す
べ
き
と
こ
ろ
で

　
あ
る
。

・
春
日
浦
　
別
府
と
大
分
の
問
は
三
里
で
こ
の
間
に
電
車
を
通
ず
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る
。
春
日
浦
は
大
分
の
春
日
公
園
の
一
部
で
あ
る
が
、
老
松
海

　
岸
に
連
な
り
得
な
ら
ぬ
風
光
を
呈
し
て
居
る
。
一
に
ま
た
神
宮

　
寺
浦
と
称
し
、
大
友
宗
麟
が
葡
萄
牙
と
貿
易
を
し
た
古
跡
で
あ

　
る
。

・
百
合
若
大
臣
塚
　
百
合
若
大
臣
の
話
し
は
よ
く
お
伽
話
や
何
か

　
で
聞
た
も
の
で
あ
る
が
、
百
合
若
大
臣
が
そ
の
愛
姫
萬
寿
姫
の

　
為
に
建
立
し
た
と
云
ふ
萬
寿
寺
が
大
分
に
あ
る
。
蒋
山
と
題
し

　
て
趙
子
昂
の
榜
額
の
か
ゝ
つ
た
有
名
な
禅
寺
で
あ
る
が
、
其
寺

　
か
ら
四
五
丁
の
敵
中
に
百
合
若
大
臣
の
塚
と
称
せ
ら
る
ｘ
古
墳

　
が
あ
る
。
ま
た
、
尾
越
町
の
付
近
に
は
百
合
若
大
臣
の
附
人
で

　
大
臣
を
陥
い
れ
た
別
府
太
郎
次
郎
の
古
墳
と
云
ふ
の
が
あ
る
。

　
別
府
へ
来
て
百
合
若
人
匝
の
研
究
を
す
る
も
面
白
か
ら
う
。

　
（
そ
の
中
に
僕
も
是
非
書
い
て
見
る
つ
も
り
で
い
る
）
。

・
岩
面
の
古
彫
刻
　
大
臣
塚
と
相
距
る
事
遠
か
ら
ず
、
元
町
と
い

　
ふ
部
落
の
裏
手
の
崖
に
刻
ん
だ
一
丈
余
の
薬
師
如
来
が
あ
る
。

　
敏
達
天
皇
の
御
宇
百
済
の
僧
日
羅
が
刻
ん
だ
も
の
で
あ
る
と
口

　
碑
に
残
っ
て
居
る
が
、
崇
高
端
麗
の
姿
態
た
し
か
に
千
年
以
上

　
占
名
工
の
手
に
な
っ
た
も
の
た
る
を
示
し
好
古
家
美
術
家
の
Ｉ

　
見
に
値
す
る
。

・
田
染
の
大
石
像
　
石
像
の
序
に
是
非
と
も
紹
介
す
べ
き
は
別
府

　
と
宇
佐
ハ
幡
と
の
中
間
中
山
香
村
よ
り
一
里
半
山
に
分
入
つ
田

　
染
村
宇
熊
野
の
社
内
老
杉
翁
密
た
る
中
に
あ
る
希
有
の
大
彫
刻

　
物
で
あ
る
。
そ
れ
は
五
丈
程
の
高
さ
の
凝
塊
岩
に
大
日
如
来
と

　
不
動
明
王
を
彫
ん
だ
も
の
で
、
両
方
と
も
三
丈
か
ら
の
巨
大
の

　
も
の
で
あ
る
。
不
動
明
王
の
方
は
新
ら
し
い
や
う
で
あ
る
が
、

　
大
日
如
来
の
方
は
養
老
年
間
仁
間
菩
薩
の
刻
ん
だ
も
の
と
伝
へ

　
ら
れ
、
大
威
霊
に
充
ち
た
其
の
風
貌
座
ろ
に
人
を
圧
す
る
も
の

　
が
あ
っ
て
こ
れ
も
千
年
の
古
彫
刻
な
る
を
偲
ば
し
む
る
。
惜
し

　
い
か
な
山
間
の
僻
地
に
あ
る
の
で
世
間
に
知
ら
れ
て
居
な
い
が
、

　
こ
ん
な
も
の
が
都
会
附
近
に
あ
っ
た
ら
極
め
て
有
名
の
も
の
に

　
な
っ
た
に
相
違
な
い
。

・
右
の
外
、
石
垣
の
鬼
の
窟
（
古
墳
）
、
石
塩
原
古
戦
場
、
実
相

　
寺
山
、
四
極
山
、
笠
結
島
、
的
ケ
浜
、
杵
原
八
幡
等
見
る
べ
き

　
名
所
遺
蹟
少
な
か
ら
ず
で
、
湯
治
の
余
暇
に
見
物
し
恕
っ
た
ら

　
殆
ど
飽
く
事
を
知
ら
ぬ
で
あ
ら
う
。
　
　
　
　
　
　
　
（
完
）

菊
池
幽
芳
　
（
明
治
三
～
昭
和
二
二
）
明
治
二
四
年
大
阪
毎
日
新

聞
記
者
と
な
り
、
傍
ら
新
聞
小
説
を
執
筆
し
た
。
大
衆
文
学
者
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