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『
創
作
百
巻
記
念
号
』
発
刊
を
終
え
て�

若わ
か

山や
ま

聚し
ゅ
う

一い
ち　

　

　

二
〇
一
三
年（
平
成
二
十
五
年
）は
創
作
社
に
と
っ

て
記
念
す
べ
き
年
で
あ
っ
た
。
若
山
牧
水
が
短
歌
誌

『
創
作
』を
一
九
一
〇
年（
明
治
四
十
三
年
）に
創
刊
し
、

百
巻
記
念
を
迎
え
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

　

途
中
戦
争
等
で
休
刊
の
時
期
が
あ
り
、
百
三
年
と

い
う
時
間
が
か
か
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
あ
る
が
。

　

全
国
に
千
近
く
あ
る
と
言
わ
れ
る
短
歌
誌
で
こ
れ

ま
で
創
刊
百
年
を
迎
え
ら
れ
た
の
は
僅
か
三
誌
し
か

な
い
。
佐
佐
木
信
綱
の『
心
の
花
』（
一
八
九
八
年
）尾

上
柴
舟
の『
水
甕
』（
一
九
一
三
年
）で
あ
る
。

　

現
在
短
歌
に
親
し
む
人
は
多
い
が
、
短
歌
結
社
に

属
す
る
方
は
激
減
し
、
各
結
社
共
社
友
の
高
齢
化
と

減
少
に
深
刻
に
悩
ま
さ
れ
て
お
り
、
今
後
百
年
を
迎

え
ら
れ
る
短
歌
誌
は
少
な
く
な
る
も
の
と
思
う
。

　

百
年
と
い
う
時
間
は
、
太
陽
系
四
十
六
億
年
、
人

類
の
歴
史
数
百
万
年
か
ら
見
れ
ば
稲
妻
の
様
な
一
瞬

の
間
か
も
知
れ
な
い
が
、
人
間
と
し
て
生
き
る
一
生

の
時
間
か
ら
見
る
と
永
遠
と
も
思
え
る
永
い
時
間
の

積
み
重
ね
で
あ
る
。
発
展
と
永
続
を
目
的
と
し
た
企

業
に
お
い
て
も
創
業
か
ら
百
年
を
迎
え
ら
れ
る
も
の

は
数
％
に
満
た
な
い
と
言
わ
れ
る
。
そ
の
中
で
お
互

い
生
業
と
は
関
係
な
い
趣
味
の
集
ま
り
で
あ
る『
創

作
』の
様
な
結
社
誌
が
栄
枯
盛
衰
を
繰
り
返
し
た
と

は
言
え
、
百
年
間
続
い
た
と
い
う
こ
と
は
本
当
に
奇

跡
に
近
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
に
は
一
度

会
っ
た
人
を
必
ず
虜
に
し
て
し
ま
っ
た
牧
水
の
性
格

と
人
柄
の
良
さ
に
、
そ
し
て
一
度
聞
き
一
度
口
ず
さ

む
と
覚
え
て
し
ま
う
と
い
う
牧
水
の
歌
の
調
べ
の
良

さ
と
平
明
さ
に
拠
る
処
は
大
き
か
っ
た
に
は
違
い
な

い
が
、
こ
の
百
年
と
い
う
と
て
つ
も
な
く
永
い
時
間
、

牧
水
の
短
歌
に
対
す
る
愛
情
、
信
念
を
支
え
続
け
、

短
歌
と
い
う
日
本
古
来
の
優
れ
た
伝
統
文
化
を
深
く

愛
し
て
く
だ
さ
っ
た
何
万
と
い
う
多
く
の
社
友
の
方

が
い
て
く
れ
て
初
め
て
成
し
得
た
快
挙
と
言
っ
て
も

い
い
の
で
は
な
い
か
、
と
思
う
。
今
回
こ
の
記
念
号

を
刊
行
す
る
に
当
た
り
、
現
代
歌
壇
を
代
表
す
る
歌

人
の
先
生
方
に
、
そ
し
て
各
地
の
牧
水
関
連
の
様
々

な
方
に
素
晴
ら
し
い「
牧
水
私
感
」を
頂
き「
百
巻
記

念
号
」に
華
を
添
え
て
頂
い
た
こ
と
に
深
く
感
謝
し

て
い
る
。

　

今
回
の
記
念
号
の
発
行
に
当
た
り
、
姉
・
榎
本
篁

子
は
喜
志
子
・
旅
人
・
い
く
子
時
代
を
通
じ
て
数
十

年
の
間『
創
作
』の
発
行
に
携
わ
り
、
自
宅
に
創
刊
当

時
か
ら
の『
創
作
』の
殆
ど
全
て
を
備
え
て
く
れ
て
い

た
。
私
は
旅
人
が
喜
志
子
亡
き
後
、
建
築
設
計
事
務

所
を
閉
め
て『
創
作
』を
担
当
し
、
歌
壇
に
入
り
そ
の

後
大
変
な
苦
労
を
し
て
来
た
こ
と
を
目
の
辺
り
に
し
、

「
将
来
何
が
あ
っ
て
も
短
歌
の
世
界
と
は
関
係
を
持

た
な
い
」と
し
て
旅
人
・
い
く
子
の
許
可
を
得
、
短

歌
と
は
全
く
無
縁
の
生
活
を
送
っ
て
来
た
。

　

そ
ん
な
私
が
九
年
前
、
思
っ
て
も
見
な
か
っ
た

『
創
作
』の
発
行
、
運
営
を
引
き
受
け
ざ
る
を
得
な
く

な
り
、
昨
年
百
巻
を
迎
え
て
の
記
念
号
を
編
纂
す
る

上
で
の
準
備
を
榎
本
篁
子
が
整
え
て
お
い
て
く
れ
た

こ
と
が
、
百
年
間
の
資
料
の
編
纂
と
い
う
膨
大
な
作

業
時
間
を
大
き
く
短
縮
出
来
た
こ
と
と
思
い
、
感
謝

し
て
い
る
。

　

そ
し
て
ま
た
、
こ
の
刊
行
に
当
た
っ
て
の
莫
大
な

費
用
の
負
担
に
つ
い
て
も
協
力
を
い
た
だ
い
た
多
く

の
社
友
並
び
に
各
地
の
牧
水
関
係
の
皆
様
に
心
か
ら

御
礼
を
申
し
上
げ
た
い
。

『創作 百巻記念号』
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わ
が
こ
こ
ろ
澄
み
ゆ
く
時
に
詠
む
歌
か
詠
み
ゆ

く
ほ
ど
に
澄
め
る
心
か 

牧　

水　

五
十
年
生
き
の
尾
に
曳
き
曳
き
て
来
て
な
ほ
曳

き
や
め
ず
歌
の
奴
よ 

喜
志
子　

　

明
治
四
十
三
年
三
月
、
牧
水
並
び
に
そ
の
同
志
は

理
想
を
も
っ
て
短
歌
誌『
創
作
』を
創
刊
、
百
三
年
後

の
平
成
二
十
五
年
百
巻
を
迎
え
た
。

　

そ
れ
は
百
年
一
世
紀
と
い
う「
時
」を
記
録
し
た
資

料
で
あ
り
関
わ
っ
て
き
た
牧
水
関
係
者
に
と
っ
て
は

身
近
な
生
き
た
歴
史
書
と
い
え
る
。

　

そ
の
頃
の
世
相
と
い
え
ば
、
日
露
戦
争
が
五
年
前

に
終
結
し
、
日
韓
併
合
が
な
さ
れ
、
明
治
か
ら
大
正

へ
移
行
す
る
と
い
う
時
代
で
あ
っ
た
。

　

そ
の
よ
う
な
大
変
な
変
化
の
時
代
は
若
者
の
エ
ネ

ル
ギ
ー
も
出
口
を
求
め
て
い
た
た
め
か
、
あ
ふ
れ
で

る
情
熱
が
一
点
に
集
中
し
た
よ
う
な
意
気
に
満
ち
満

ち
た『
創
作
』の
発
刊
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
尾
上

柴
舟
、
太
田
水
穂
、
窪
田
空
穂
、
興
謝
野
寛
、
前
田

夕
暮
、
土
岐
善
麿
、
北
原
白
秋
、
石
川
啄
木
、
相
馬

御
風
、
川
路
柳
紅
、
四
賀
光
子
、
今
井
邦
子
、
中
川

一
政
、
表
紙
画
に
は
高
村
光
太
郎
、
茨
木
猪
之
吉

（
日
本
の
セ
ガ
ン
テ
ィ
ー
ニ
と
い
わ
れ
た
山
岳
画

家
・
牧
水
友
人
）等
々
、
後
の
日
本
文
壇
、
画
壇
を

背
負
っ
た
人
々
が
名
を
連
ね
て
い
る
。

　

佐
佐
木
信
綱
発
行
の『
心
の
花
』を
筆
頭
に『
水
甕
』

『
創
作
』と
短
歌
誌
発
刊
の
揺
籃
期
な
ら
で
は
の
豪
華

さ
で
あ
る
。

　
　『
創
作
』百
年
と
記
念
号
に
寄
せ
て�

榎え
の

本も
と

篁む
ら

子こ　
　

牧水と喜志子（『創作百巻記念号』の口絵から）

『創作』創刊号
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『
創
作
』の
来
歴
は
大
き
く
分
け
て
、
◇
創
刊
か
ら

そ
の
休
刊
ま
で
の
第
一
期　

◇
大
正
二
年
再
刊
に
む

け
て
の
第
二
期　

◇
牧
水
の『
創
作
』と
し
て
本
格
的

に
取
り
組
ん
で
い
っ
た
第
三
期　

◇
創
刊
者
牧
水
の

没
後
か
ら
新
体
制
へ
の
第
四
期　

◇
第
二
次
大
戦
後

の
復
刊
か
ら
現
在
ま
で
、
の
五
段
階
に
分
け
ら
れ
る

が
、
そ
の
第
二
期
は
揺
籃
期
に
登
場
し
た
歌
人
に
と

っ
て
の
次
の
ス
テ
ッ
プ
へ
の
移
行
、
そ
の
趣
旨
に
沿

っ
て
の
動
き
と
も
重
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
道
に
分
か

れ
て
い
っ
た
の
も
必
然
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
も

詩
歌
文
学
に
対
す
る
牧
水
の
情
熱
が
、
そ
の
創
成
期

に『
創
作
』を
発
刊
し
た
意
義
は
大
き
か
っ
た
と
い
え

よ
う
。

　

以
上
成
り
立
ち
か
ら
現
在
ま
で
の『
創
作
』の
概
要

を
記
し
た
が
、
そ
の
根
底
に
あ
る
の
は
牧
水
の
歌
に

対
す
る
思
い
で
あ
る
。

目
立
た
な
い
の
は
結
局
そ
の
人
の
力
量
問
題
に

帰
す
る
で
は
あ
ら
う
が
、
皆
が
皆
申
し
合
せ
た

様
に
個
性
の
無
い
作
を
つ
く
る
点
が
大
い
に
関

係
し
て
ゐ
る
。
あ
ま
り
に「
う
は
の
空
」で
皆
が

作
つ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。（「
自
分
」を
忘
れ
て

「
手
さ
き
」で
為
事
を
し
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。）

理
解
な
し
に
事
を
為
し
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。

「
歌
」に
対
し
て
理
解
な
く
、「
自
己
」に
対
し
て

理
解
を
持
た
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
と
に
か
く
、
も

う
少
し
ど
う
に
か
し
ま
せ
う
。
も
う
少
し
本
気

に
な
つ
て
歌
を
や
つ
た
所
で
、
決
し
て
諸
君
の

損
に
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
だ
け
は
事
実
だ
。
何

も「
歌
」の
た
め
や「
歌
壇
」の
た
め
や
、「
歌
の
雑

誌
」の
た
め
や
、地
位
名
望
乃
至
歴
史
的
の
欲
求

か
ら
云
ふ
の
で
な
い
。ま
こ
と
に「
そ
の
人
一

生
」の
た
め
に
云
ふ
の
で
あ
る
。墳
墓
に
入
る
際
、

せ
め
て
も
の
心
や
り
の
た
め
に
云
ふ
の
で
あ
る
。

 

（『
創
作
』第
七
巻
第
七
号　

大
正
八
年
八
月
）

　

牧
水
は『
創
作
』は
そ
の
人
の
た
め
の『
創
作
』で
あ

り
、
何
よ
り
社
友
ひ
と
り
ひ
と
り
を
心
に
か
け
、
真

剣
に
語
り
か
け
て
い
た
。
社
中
は
何
と
も
い
え
な
い

温
か
さ
が
あ
っ
た
と
い
う
。

　

そ
の
牧
水
の
心
の
も
と
に
本
当
に
数
多
く
の
先
達

が
、
幾
度
も
の
危
機
が
あ
り
な
が
ら
次
の
代
を
育
て
、

そ
し
て
又
を
繰
り
返
し
て
き
た
尊
い
結
晶
の
百
巻
な

の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
牧
水
は
わ
ず
か
四
十
三
年
の
時
間

の
中
で
し
か
存
在
し
な
か
っ
た
が
、
そ
の
残
し
た
も

の
が
多
く
の
人
々
に
よ
っ
て
今
に
生
か
さ
れ
て
い
て
、

そ
の
一
つ
が『
創
作
』で
あ
っ
た
。

　

そ
れ
と
共
に
、
宮
崎
県
日
向
市
の
若
山
牧
水
記
念

文
学
館
、
静
岡
県
沼
津
市
若
山
牧
水
記
念
館
、
並
び

に
全
国
の
牧
水
顕
彰
会
、
宮
崎
県
若
山
牧
水
賞
等
々
、

牧
水
を
基
幹
と
し
て
活
動
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
で

牧
水
を
支
援
、
顕
彰
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
た
び『
百

巻
記
念
号
』の
編
集
に
当
た
り
、
そ
の
こ
と
を
覚
え

て
記
念
号
の
構
想
を
た
て
編
集
を
進
め
て
い
っ
た
。

そ
し
て
ま
ず
は『
創
作
』の
基
盤
で
あ
る
短
歌
作
品
を

中
心
に
据
え
、
百
巻
現
在
在
籍
の
社
友
に
は
作
品
十

首
、
そ
れ
に
付
随
し
て『
創
作
』へ
の
思
い
、
ま
た
思

い
出
等
の
随
想
も
併
せ
て
募
り
、
歴
史
に
名
を
留
め

て
い
た
だ
く
こ
と
を
第
一
に
。
そ
し
て
先
に
挙
げ
た

牧
水
を
大
切
に
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
全
国
牧
水
関

係
の
方
々
か
ら
ご
寄
稿
賜
れ
た
ら
、
を
第
二
と
し
て

構
成
し
、
第
一
章
を
特
別
寄
稿
、
第
三
章
を
社
内
特

集
と
し
た
。
続
い
て
過
去
百
年
の『
創
作
』の
歴
史
を

可
能
な
限
り
幅
広
く
御
紹
介
し
た
く
、
そ
れ
を
第
二

章
に
ま
と
め
た
。
ま
た
限
ら
れ
た
紙
面
の
中
で
の
情

報
伝
達
手
段
に
は
写
真
の
力
が
大
き
い
と
し
て
口
絵
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写
真
に
も
力
を
入
れ
た
。

　

そ
の
一
部
で
は
あ
る
が
、
ご
紹
介
す
る
と
、

①　

 『
創
作
』創
刊
号
か
ら
平
成
二
十
五
年
百
巻
ま
で

の『
創
作
』の
流
れ
を
表
紙
に
よ
っ
て
呈
示
し
た
。

創
刊
号
か
ら
第
二
号
ま
で
は
大
判
で
、
表
紙
画

は
木
下
茂
、
高
村
光
太
郎
、
茨
木
猪
之
吉
な
ど

が
担
当
、
明
治
末
の
斬
新
な
デ
ザ
イ
ン
と
色
づ

か
い
に
驚
き
、
ま
た
後
の
画
壇
の
巨
匠
中
川
一

政
が
画
を
描
き
は
じ
め
て
す
ぐ
の
大
正
五
年
か

ら
毎
号
で
は
な
い
が
牧
水
没
後
昭
和
十
九
年
ま

で
、
表
紙
を
描
い
て
く
だ
さ
っ
た
贅
沢
さ
に
目

を
見
張
っ
た
。

②　

 

牧
水
が
本
来
の
企
画
力
を
発
揮
し
た
大
正
十
二

年「
大
会
記
念
号
」、
九
月
の
関
東
大
震
災
の
特

集「
大
震
大
火
記
念
号
」、「
創
作
社
社
友
名
簿
」、

『
詩
歌
時
代
』。
没
後
の「
牧
水
追
悼
号
」、
第
二

次
大
戦
後
の
復
刊
号
か
ら
現
在
ま
で
を
各
々
の

記
念
号
の
表
紙
に
よ
っ
て
著
し
、
ま
た
社
内

折
々
の
写
真
に
よ
っ
て
少
し
で
も
百
年
の
歳
月

を
偲
ぶ
縁
と
な
れ
た
ら
、

を
願
っ
て
口
絵
写
真
を
編
ん
だ
。

　

以
上
、
か
い
つ
ま
ん
で
の
概
略
と
な
っ
た
が
、
紙

面
の
都
合
上
詳
し
い
内
容
は
目
次
を
み
て
い
た
だ
く

こ
と
で
お
ゆ
る
し
を
乞
い
た
い
。

　

紆
余
曲
折
を
経
て
平
成
二
十
五
年
十
一
月
、
無
事

『
百
巻
記
念
号
』を
刊
行
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

牧水13回忌追善全国社友大会（昭和15年 乗運寺）

牧水13回忌追善全国社友大会
（千本浜公園牧水歌碑前）
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振
り
返
れ
ば
数
え
切
れ
な
い
程
の
多
く
の

方
々
が
誌
上
に
登
場
さ
れ
、
歌
を
愛
し
、『
創

作
』を
愛
し
て
続
け
て
き
て
く
だ
さ
っ
た
百

年
で
あ
る
こ
と
を
改
め
て
思
い
頭
を
垂
れ
る

の
み
で
あ
っ
た
。

　

殊
に
こ
の「
記
念
号
」の
た
め
に
特
別
寄
稿

と
し
て
巻
頭
を
飾
っ
て
く
だ
さ
っ
た
二
十
名

の
方
々
の
お
心
こ
も
る
貴
重
な
書
き
下
ろ
し

玉
稿
に
よ
っ
て
、
こ
の「
百
巻
記
念
号
」が
よ

り
一
層
充
実
立
派
な
記
念
号
と
し
て
刊
行
で

き
た
こ
と
に
心
か
ら
の
感
謝
と
御
礼
を
申
し

上
げ
た
い
。

　

最
後
に
、
牧
水
を
語
る
に
大
悟
法
利
雄
氏

坂
泰
、
榎
本
篁
子
三
者
連
名
で
感
謝
状
と
記
念
品
を

ご
遺
族
大
悟
法
雄
作
様
、
小
坂
弘
子
様
、
田
中
早
苗

様
ご
姉
妹
に
お
届
け
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
上

ご
両
親
の
思
い
出
を
寄
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
も
か
な

っ
た
の
で
あ
る
。

　

百
巻
の
締
め
く
く
り
と
し
て
、
牧
水
、
喜
志
子
、

旅
人
の
格
別
な
思
い
と
晩
年
の
心
残
り
を
果
た
せ
た

の
で
は
な
い
か
と
、
若
山
聚
一
主
宰
共
々
荷
を
下
ろ

し
た
安
堵
感
を
味
わ
い
迎
え
た
『
創
作 

百
巻
記
念

号
』
刊
行
で
あ
っ
た
。

生い
の
ち命

の
聲
重
き
を
載
せ
て
一
世
紀
創
作
百
巻
畏

み
て
編
む 

榎
本
篁
子　

「利雄氏と牧水」（昭和３年 7 月 牧水宅にて）

の
功
績
は
は
ず
す
こ
と
の
で
き
な
い
周
知
の
事
実
で

あ
る
。

　

昭
和
三
年
、
牧
水
最
後
の
編
集
で
あ
る
『
創
作
』

九
月
号
巻
頭
に
は
虫
の
知
ら
せ
と
も
思
え
る
が
、
七

月
撮
影
の
写
真
「
利
雄
氏
と
牧
水
」「
家
族
と
牧
水
」

を
載
せ
て
い
る
。
父
旅
人
弟
妹
か
ら
は「
ア
ー
ト
ン
」

（
父
に
次
ぐ
人
＝
叔
父
）
と
呼
ば
れ
、
利
雄
氏
は
牧

水
一
家
に
と
っ
て
身
内
の
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
百
巻
を
機
に
何
と
か
創
作
社
と
し
て
、
ま
た

若
山
家
と
し
て
ご
仏
前
に
感
謝
の
意
を
お
伝
え
で
き

た
ら
を
考
え
て
い
た
と
こ
ろ
へ
、
現「
樹
林
」主
宰
大

坂
泰
氏
か
ら
の
ご
提
案
ご
協
力
も
い
た
だ
き
、
昨
年

八
月
二
十
四
日
の
牧
水
誕
生
日
に
、
若
山
聚
一
、
大
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　「
日
本
ほ
ろ
よ
い
学
会
」秋
田
大
会
へ
の
参
加�

金�

子�

安�

夫　
　

　

秋
田
市
で
の
第
十
二
回「
日
本
ほ
ろ
よ
い
学
会
」へ

参
加
す
る
メ
ン
バ
ー
林
茂
樹
、
浅
井
治
、
長
澤
靖
夫
、

千
野
慎
一
郎
、
三
宅
芳
則
、
原
悦
子
、
事
務
局
の
大

島
葉
子
及
び
金
子
安
夫
の
八
名
は
、
平
成
二
十
五
年

十
月
十
日（
木
）早
朝
、
東
海
道
新
幹
線
三
島
駅
を
発

ち
、
東
京
経
由
で
東
北
新
幹
線
に
て
盛
岡
へ
。
東
北

新
幹
線
の
車
中
で
は
恒
例
の
酒
盛
り
、
浅
井
理
事
持

参
の
銘
酒
久
保
田
の「
洗
心
」四
合
瓶
二
本
を
長
澤
理

事
お
手
製
の
沼
津
の
地
魚
を
肴
に
和
や
か
に
酌
み
交

わ
し
、
銘
酒「
喜
久
酔
」も
空
と
な
る
。
気
の
毒
だ
っ

た
の
は
レ
ン
タ
カ
ー
の
運
転
を
引
き
受
け
て
く
れ
た

三
宅
君
、
好
き
な
お
酒
も
匂
い
だ
け
で
我
慢
し
て
も

ら
っ
た
。
盛
岡
か
ら
角
館
～
秋
田
～
平
泉
へ
の
二
泊

三
日
の
マ
イ
ク
ロ
バ
ス（
レ
ン
タ
カ
ー
）の
運
転
を
ベ

テ
ラ
ン
ド
ラ
イ
バ
ー
の
三
宅
君
に
お
願
い
し
た
次
第

で
す
。

　

紅
葉
が
ま
だ
浅
い
中
を
田
沢
湖
へ
。
秋
田
名
物
の

稲
庭
う
ど
ん
と
少
々
の
お
酒
で
昼
食
。
遊
覧
船
に
て

湖
内
を
周
遊
。
田
沢
湖
は
、
周
囲
二
十
キ
ロ
メ
ー
ト

ル
、
水
深
四
二
三
メ
ー
ト
ル
、
面
積
は
二
十
六
キ
ロ

平
方
メ
ー
ト
ル
と
大
き
な
湖
で
、
伝
説
の「
た
つ
こ

姫
」や
御
座
石
神
社
を
巡
り
、
ペ
ル
シ
ア
ン
ブ
ル
ー

の
湖
水
を
堪
能
し
て
船
を
降
り
、
角
館
へ
車
を
走
ら

せ
る
。
武
家
屋
敷
の
青
柳
家
・
石
黒
家
を
見
学
す
る
。

ゆ
っ
く
り
と
見
学
し
た
後
、
一
日
目
の
宿「
武
家
屋

敷
ホ
テ
ル
」に
到
着
。
夕
食
は
純
日
本
調
の
和
室
で

地
酒
を
堪
能
。
三
宅
君
も
運
転
初
日
を
無
事
終
え
て

楽
し
く
痛
飲
。

　

翌
朝
、
昔
の
商
家
の
雰
囲
気
を
残
し
て
い
る
座
敷

の
見
学
を
兼
ね
て
、
宿
舎
近
く
の
老
舗
の
安
藤
醸
造

へ
。
地
元
産
の
家
伝
味
噌
、
醤
油
、
漬
物
な
ど
の
み

や
げ
を
購
入
し
、
新
潮
社
記
念
文
学
館
へ
。
文
学
館

に
は
、
角
館
出
身
の
新
潮
社
創
立
者
佐
藤
義
亮
氏
の

生
い
立
ち
や
、
佐
藤
氏
及
び
新
潮
社
と
関
係
の
深
い

菊
地
寛
、
島
崎
藤
村
、
国
木
田
独
歩
、
田
山
花
袋
、

芥
川
龍
之
介
、
有
島
武
郎
な
ど
が
紹
介
さ
れ
て
い
た
。

　

次
に
平
福
記
念
美
術
館
と
樺
細
工
伝
承
館
を
見
学

す
る
。
平
福
記
念
美
術
館
で
は
、
平ひ
ら
ふ
く福

百ひ
ゃ
く
す
い

穂
の
没

後
八
十
年
展
を
開
催
し
て
い
た
。
百
穂
は
牧
水
の
第

一
歌
集『
海
の
声
』の
表
紙
を
描
い
た
日
本
画
家
で
、

ア
ラ
ラ
ギ
派
の
歌
人
と
し
て
も
知
ら
れ
、
伊
藤
左
千

夫
や
長
塚
節
、
斎
藤
茂
吉
、
島
木
赤
彦
ほ
か
の
歌
人

と
も
交
流
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
。

　

角
館
を
後
に
し
て
秋
田
市
へ
向
か
う
。
雨
が
降
り

出
し
た
中
、
秋
田
市
郊
外
の
食
堂「
北
前
船
」に
て
一

献
傾
け
な
が
ら
の
昼
食
。
食
後
、
宿
舎
の「
ア
ル

バ
ー
ト
ホ
テ
ル
秋
田
」で
マ
イ
ク
ロ
バ
ス
を
降
り
、

藤
田
嗣
治
展
を
開
催
中
の
秋
田
県
立
美
術
館
へ
。

田沢湖畔にて

角館「武家屋敷ホテル」前にて
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合
な
ど
の
花
が
配
置
さ
れ
、
水
辺
に
集
う
鴨
や
ガ

チ
ョ
ウ
、
鷺
も
描
か
れ
、
日
本
の
自
然
を
題
材
に
し

た
花
鳥
画
が
金
箔
の
上
に
油
彩
で
仕
上
げ
ら
れ
て
お

り
、
雅
な
雰
囲
気
を
漂
わ
せ
て
い
る
。
二
階
大
壁
画

ギ
ャ
ラ
リ
ー
に
は
、「
秋
田
の
行
事
」が
展
示
さ
れ
て

い
る
。
竿
燈
祭
り
や
梵
天
飾
り
を
中
心
に
、
各
種
の

行
事
が
細
部
に
わ
た
り
描
か
れ
て
お
り
、
秋
田
県
民

の
当
時
の
生
活
振
り
が
力
強
く
表
現
さ
れ
て
い
る
。

　

午
後
四
時
が
近
づ
き
、「
日
本
ほ
ろ
よ
い
学
会
」初

代
名
誉
会
長
暉て
る
お
か峻
康や
す
た
か隆
早
稲
田
大
学
名
誉
教
授
の
句

碑「
盃
の
中
に
花
あ
り
泪
あ
り
」の
序
幕
式
に
向
か
っ

た
。
道
に
迷
い
、
句
碑
の
あ
る
那
波
家
水
汲
み
場

（
二
丁
目
橋
た
も
と
）へ
は
序
幕
ぎ
り
ぎ
り
に
駆
け
つ

け
る
次
第
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

　

序
幕
後
、「
日
本
ほ
ろ
よ
い
学
会
」会
場
の
協
働
大

町
ビ
ル
へ
。
午
後
五
時
半
に
那
波
三
郎
右
衛
門
氏
の

司
会
で
開
会
、
佐
佐
木
幸
綱
会
長
の
挨
拶
、
近
世
文

学
研
究
者
で
元
秋
田
経
済
法
科
大
学
学
長
の
井
上
隆

明
氏
の「
江
戸
文
学
と
暉
峻
先
生
」の
講
演
が
あ
り
、

ピ
ア
ノ
と
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
に
よ
る「
世
界
・
酒
の
名

曲
メ
ド
レ
ー
」で
優
雅
な
ム
ー
ド
と
な
る
。

　

秋
田
県
酒
造
共
同
組
合
の
小
玉
真
一
郎
理
事
長
の

来
賓
挨
拶
で
、
秋
田
県
内
に
酒
造
会
社
は
三
十
九
社

あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
秋
田
県
は
酒
処
で
あ
る
。

卓
に
は
秋
田
の
銘
酒
が
並
ぶ
。
祝
宴
と
な
り
、
秋
田

　

一
九
三
〇
年

代
に
パ
リ
で
描

い
た
壁
画「
花

鳥
図
」
が
再
現

展
示
さ
れ
て
い

る
。
高
さ
一
・

四
五
メ
ー
ト
ル

幅
十
四
メ
ー
ト

ル
の
大
作
の
中

に
は
、
鶏
、
雉
、

鶉う
ず
らな

ど
の
中
に

菊
、
芥
子
、
百

の
銘
酒
を

心
ゆ
く
ま

で
味
わ
う
。

「
日
本
ほ

ろ
よ
い
学

会
」
副
会

長
の
石
川

錬
治
郎
氏
、

実
行
委
員

長
の
那
波

氏
、
日
向

市
東
郷
町

若
山
牧
水

顕
彰
会
の

小
林
理
教

挨拶をする石川錬治郎「日本ほろよい学会」副会長
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会
長
や
若

山
牧
水
延

岡
顕
彰
会

の
塩
月
眞

会
長
、
田

丸
眞
副
会

長
な
ど
宮

崎
県
か
ら

の
参
加
者

七
名
と
も

一
年
振
り

の
再
会
と

な
り
、
美

味
し
い
秋

田
の
銘
酒

を
酌
み
交

わ
す
。
会

場
を
移
し

て
の
二
次

会
で
は
、

秋
田
市
の
方
た
ち
と
の
会
話
が
大
い
に
弾
ん
だ
。「
日

本
ほ
ろ
よ
い
学
会
」の
た
ま
も
の
で
あ
る
。
夜
半
に

は
雨
も
止
ん
だ
。

　

最
終
日（
十
二
日
）の
行
程
は
高
速
道
路
で
平
泉
の

中
尊
寺
を
目
指
す
。
中
尊
寺
は
天
台
宗
大
本
山
、
慈

覚
大
師
の
開
山
で
、「
平
泉–

仏
国
土（
浄
土
）を
表
す

建
築
、
庭
園
及
び
考
古
学
的
遺
跡
群
」と
し
て
ユ
ネ

ス
コ
の
世
界
文
化
遺
産
に
登
録
さ
れ
て
い
る
名
刹
。

国
宝
の
金
色
堂
や
重
要
文
化
財
を
伝
え
る
仏
教
美
術

な
ど
の
宝
庫
を
五
十
数
年
振
り
に
参
詣
す
る
。
奥
州

藤
原
四
代
の
歴
史
と
文
化
の
重
さ
に
敬
虔
な
気
分
に

浸
る
。
昼
食
後
、
世
界
文
化
遺
産
の
特
別
史
跡
の
毛

越
寺
へ
。
本
堂
を
拝
観
し
、
浄
土
庭
園
の
大
泉
が
池

を
眺
め
参
加
者
全
員
の
記
念
撮
影
を
行
う
。
一
ノ
関

駅
で
レ
ン
タ
カ
ー
を
返
却
し
て
新
幹
線
で
帰
路
に
つ

く
。
品
川
駅
で
前
回
の
宮
崎
へ
の
旅
の
と
き
と
同
様

に
、「
稲
田
屋
」で
二
泊
三
日
の
小
旅
行
の
思
い
出
を

肴
に
美
味
し
い
お
酒
を
酌
み
交
わ
し
、
大
島
君
の
浅

井
理
事
へ
の「
日
本
酒
飲
み
比
べ
」挑
戦
の
余
興
も

あ
っ
て
、
た
の
し
い
打
ち
上
げ
と
な
っ
た
。

　

今
回
の「
日
本
ほ
ろ
よ
い
学
会
」参
加
の
旅
の
行
程

は
長
澤
理
事
が
計
画
し
て
く
だ
さ
り
、
宿
舎
や
昼
食

場
の
選
定
の
ほ
か
、
レ
ン
タ
カ
ー
の
手
配
ま
で
細
か

い
と
こ
ろ
ま
で
心
遣
い
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

ま
た
三
日
間
安
全
運
転
を
し
て
く
れ
た
三
宅
芳
則
名

ド
ラ
イ
バ
ー
に
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　

毎
日
仕
事
に
追
わ
れ
る
身
に
、「
た
ま
に
は
休
め

よ
」と
誘
っ
て
く
れ
た
林
理
事
長
を
は
じ
め
、
同
行

の
各
位
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
久
し
振
り
の
報
告

文
を
や
っ
と
仕
上
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
仕
事

を
す
る
方
が
ず
ー
っ
と
楽
で
す
。 

以
上　

中尊寺参道にて

毛越寺大泉が池にて
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第
60
回�

沼
津
牧
水
祭

碑
前
祭
・
芝
酒
盛

　
　
　
　
　
　
　

十
月
二
十
日（
日
）午
前
十
一
時

　

朝
起
き
て
空
を
見
上
げ
て
思
い
ま
し
た
。
十
月
六

日
の
沼
津
千
本
プ
ラ
ザ
で
開
催
さ
れ
た
沼
津
牧
水

祭
・
短
歌
大
会
の
日
の
こ
と
を
。
あ
の
日
は
、
第

十
六
回
若
山
牧
水
賞
を
受
賞
さ
れ
た
大
下
一
真
先
生

を
お
招
き
し
て
演
題「
短
歌
の
力
」を
聴
き
、
投
稿
短

歌
一
二
一
首
の
う
ち
、
出
席
者
の
作
品
に
つ
い
て
ユ

ー
モ
ア
が
あ
り
、
適
切
な
講
評
を
い
た
だ
い
た
が
、

晴
れ
渡
っ
た
秋
日
和
で
し
た
。

　

碑
前
祭
当
日
は
、
生
憎
の
雨
天
と
な
っ
て
し
ま
い

ま
し
た
が
、
降
雨
の
中
、
榎
本
篁む
ら

子こ

沼
津
市
若
山
牧

水
記
念
館
館
長
に
よ
っ
て
沼
津
千
本
浜
公
園
内
の

「
幾
山
河
」の
歌
碑
へ
の
献
花
・
献
酒
が
行
わ
れ
ま
し

た
。
そ
の
後
牧
水
記
念
館
に
会
場
を
移
し
て
、
式
典

と
芝
酒
盛
が
短
歌
愛
好
家
、
酒
を
愛
す
る
人
た
ち
約

三
〇
〇
人
が
集
っ
て
始
ま
り
ま
し
た
。

　

林
茂
樹
本
会
理
事
長
の
挨
拶
。
め
っ
た
に
雨
に
降

ら
れ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
が
、
昭
和
五
十
年
以
降
、

平
成
十
年
と
十
六
年
の
二
回
だ
け
雨
だ
っ
た
こ
と
な

ど
雨
に
ま
つ
わ
る
話
を
し
つ
つ
六
十
年
を
振
り
返
っ

た
。
つ
づ
い
て
栗
原
裕
康
沼
津
市
長
、
工
藤
達
朗
沼

津
市
教
育
長
が
、
長
年
の
若
山
牧
水
顕
彰
活
動
に
対

す
る
感
謝
と
六
十
年
の
重
み
に
寄
せ
る
言
葉
を
述
べ

た
。
榎
本
館
長
は
沼
津
が
市
制
九
十
周
年
を
迎
え
た

こ
と
に
触
れ
な
が
ら
大
正
九
年
に
沼
津
に
移
り
住
ん

だ
牧
水
が
昭
和
三
年
の
市
制
記
念
の
式
典
に
参
加
し

た
こ
と
と
牧
水
の
創
作
活
動
な
ど
を
話
さ
れ
た
。

　

花
柳
寿
宗
氏
の
牧
水
高
弟
大
悟
法
利
雄
氏
朗
詠
の

牧
水
短
歌
に
合
わ
せ
た
日
本
舞
踊
に
つ
づ
い
て
、
第

二
十
四
回
中
学
生
短
歌
コ
ン
ク
ー
ル
の
表
彰
式
が
行

な
わ
れ
た
。
約
一
七
〇
〇
首
も
の
応
募
が
あ
っ
た
。

そ
の
中
か
ら
特
選
に
選
ば
れ
た
十
首
の
一
人
一
人
の

作
品
を
読
み
上
げ
る
と
会
場
よ
り
大
き
な
拍
手
が
起

こ
り
、
生
徒
は
元
気
に
表
彰
状
を
受
け
取
っ
て
い
ま

し
た
。
私
は
こ
の
中
学
生
諸
君
が
沼
津
牧
水
会
に
入

会
し
、
短
歌
会
を
更
に
盛
り
上
げ
て
く
れ
る
こ
と
を

願
っ
て
い
ま
す
。

　

沼
津
牧
水
会
会
員
で
ソ
プ
ラ
ノ
歌
手
の
髙
田
紹
代

さ
ん
に
よ
る
牧
水
の「
沼
津
を
詠
ん
だ
歌
」の
独
唱
。

「
牧
水
の
う
た
」を
歌
う
会
に
よ
る
中
村
義
光
氏
作
曲

の
牧
水
短
歌
四
首
の
合
唱
で
式
典
を
閉
じ
た
。

　

式
典
の
後
は
、
お
な
じ
み
の
青
木
畝
堂
氏
に
よ
る

尺
八
の
演
奏
後
に
恒
例
の
樽
酒「
牧
水
」の
鏡
割
り
。

真
野
彰
一
沼
津
市
議
会
議
長
の
音
頭
に
よ
る
乾
杯
で

記
念
館
内
で
の「
芝
酒
盛
」が
始
ま
っ
た
。
外
は
ま
だ

雨
が
降
り
つ
づ
い
て
い
る
。
碑
前
祭
実
行
委
員
た
ち

は
外
の
芝
生
の
上
に
テ
ン
ト
を
張
り
そ
の
中
で
牧
水

と
酒
に
つ
い
て
語
り
合
い
酒
杯
を
重
ね
て
祭
り
を
満

喫
し
て
い
る
よ
う
で
し
た
。
会
場
内
で
は
髙
田
紹
代

さ
ん
の
牧
水「
酒
の
歌
」、
岳
心
流
沼
津
愛
吟
国
風
会

の
詩
吟
、
ぬ
ま
づ
観
光
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ
ド
の
皆

さ
ま
の
合
唱
、
沼
津
ハ
ー
モ
ニ
カ
ク
ラ
ブ
の
合
奏
、

「
日
本
の
歌
・
牧
水
の
歌
」を
み
ん
な
で
合
唱
。
そ
し

て
裾
野
五
竜
太
鼓
保
存
会
と
芸
人
寄
合
衆「
よ
う
そ

ろ
」、
の
勇
壮
な
太
鼓
の
音
が
館
内
に
迫
力
満
点
に

響
き
渡
り
、
会
が
盛
り
上
が
る
中
、
め
で
た
く
お
開

き
に
な
り
ま
し
た
。

　

本
年
は
雨
天
の
た
め
車
で
来
場
の
方
が
多
く
駐
車

場
へ
の
ご
案
内
に
不
備
な
点
が
あ
り
、
大
変
ご
迷
惑

を
お
か
け
し
た
こ
と
を
お
詫
び
申
し
上
げ
ま
す
。

 

（
本
会
会
員　

三
宅
芳
則
）

挨拶をする榎本篁子館長
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第
60
回
沼
津
牧
水
祭

　
短

歌

大

会

十
月
六
日（
日
）

午
前
十
時
三
十
分

千
本
プ
ラ
ザ
音
楽

ホ
ー
ル
「
松
籟
」

　

第
六
十
回
沼
津
牧
水
祭
・
短
歌
大
会
は
、
講
師
に

鎌
倉
の
名
刹
瑞
泉
寺
住
職
で
、「
ま
ひ
る
野
」の
編
集

委
員
の
大
下
一
真
先
生
を
お
迎
え
し
て
開
催
さ
れ
た
。

　

大
下
先
生
は
第
五
歌
集『
月
食
』で
第
十
六
回
若
山

牧
水
賞
を
受
賞
さ
れ
、
そ
れ
以
前
に
、
第
三
歌
集『
足

下
』で
日
本
歌
人
ク
ラ
ブ
賞
を
、
第
四
歌
集『
即
今
』

で
寺
山
修
司
短
歌
賞
を
受
賞
さ
れ
て
い
る
。
山
崎
方

代
に
「
坊
ち
ゃ
ん
、
さ
あ
」
と
話
し
か
け
ら
れ
、
方

代
の
恋
の
話
を
聞
か
さ
れ
た
と
い
う
。
生
前
か
ら
方

代
と
交
流
が
あ
り
、
没
後「
方
代
研
究
」を
創
刊
し
、

毎
年
秋
に
方
代
忌
の
集
ま
り
を
開
い
て
お
ら
れ
る
。

　

午
前
の
「
短
歌
の
力
」
と
題
し
た
講
演
で
は
、
自

然
、
家
族
そ
し
て
旅
を
詠
ん
だ
若
山
牧
水
。
九
十
歳

で
亡
く
な
る
直
前
ま
で
詠
み
、
命
の
霊
液
の
最
後
の

一
滴
ま
で
歌
っ
た
と
言
わ
れ
た
窪
田
空
穂
。
安
保
闘

争
の
時
の
警
官
で
あ
り
、
自
身
の
信
条
を
詠
ん
だ
こ

と
に
よ
り
思
想
が
違
う
と
辞
職
に
追
い
こ
ま
れ
た
筑

波
杏
明
。
そ
れ
に
対
し
て
歌
は
実
生
活
を
詠
ま
な
く

て
よ
ろ
し
い
と
ポ
ー
ズ
を
作
っ
た
寺
山
修
司
。
日
常

の
中
の
孤
独
、
軽
さ
、
笑
い
を
詠
ん
だ
山
崎
方
代
。

東
日
本
大
震
災
後
の
生
活
と
苦
悩
を
歌
っ
た
大
口
玲

子
。
こ
の
六
人
の
歌
を
三
首
ず
つ
引
用
し
て
、
こ
の

よ
う
に
短
歌
は
花
鳥
風
月
の
風
雅
な
も
の
を
詠
む
だ

け
で
な
く
、
何
で
も
題
材
に
し
て
し
ま
う
こ
と
が
で

き
る
と
話
さ
れ
た
。
そ
の
上
で
、
今
あ
る
こ
と
の
何

で
も
題
材
に
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
あ
る
意
味
で

は
短
歌
は
時
代
の
証
言
に
も
な
り
う
る
と
論
じ
、
ま

た
短
歌
は
五
七
五
七
七
の
リ
ズ
ム
の
美
し
さ
に
魅
力

が
あ
る
が
、
破
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
屈
折
感
を

出
す
こ
と
も
で
き
る
と
言
及
し
、
こ
う
い
う
短
歌
の

力
を
信
じ
て
歌
を
作
ろ
う
と
結
ば
れ
た
。

　

午
後
の
詠
草
の
歌
評
で
は
、
出
詠
歌
百
二
十
一
首

の
う
ち
、
当
日
の
出
席
者
九
十
二
名
全
員
一
人
一
人

の
歌
評
を
丁
寧
に
し
て
く
だ
さ
っ
た
。
時
に
は
ユ
ー

モ
ア
た
っ
ぷ
り
に
解
説
し
て
く
だ
さ
る
の
で
、
和
や

か
な
雰
囲
気
の
中
に
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
者
に
と
っ

て
納
得
で
き
る
歌
評
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

講
師
選
の「
牧
水
賞
」三
首
と
互
選
賞
上
位
三
首
を

紹
介
し
ま
す
。

　

牧
水
賞
一
席 

下
田
市　

渡
辺
つ
ぎ

　
　

 

百
余
名
か
く
れ
ん
ぼ
う
は
ど
こ
へ
行
っ
た
百
三

歳
の
わ
た
し
は
鬼
か　

　

牧
水
賞
二
席 

静
岡
市　

久
保
田
美
世
子

　
　

 

煙
る
雨
吸
い
て
夏
草
ピ
シ
ピ
シ
と
老
い
の
足
打

つ
つ
る
ぎ
秘
め
た
り　

　

牧
水
賞
三
席 

沼
津
市　

桜
井
光
子

　
　

 

女
房
と
ふ
を
忘
れ
た
は
ず
の
夫
が
呼
ぶ「
お
～

い
お
母
さ
～
ん
」ま
た
呼
ん
で
ゐ
る

　

市
長
賞 

広
島
県
大
竹
市　

赤
瀬
勝
昭

　
　

 

肩
車
の
子
よ
り
も
父お
や

が
嬉
し
気
に
賑
わ
う
夜
店

の
ぞ
い
て
ゆ
け
り　
　

　

市
議
会
議
長
賞 

沼
津
市　

土
屋
八
代
枝

　
　

 

ぼ
ろ
ぼ
ろ
の
童
謡
絵
本
一
冊
は
子
ら
に
歌
ひ
し

母
の
声
染
む

　

教
育
長
賞 

下
田
市　

渡
辺
つ
ぎ

　
　

 

百
余
名
か
く
れ
ん
ぼ
う
は
ど
こ
へ
行
っ
た
百
三

歳
の
わ
た
し
は
鬼
か　

　

最
後
に
、
大
下
先
生
の
短
歌
二
首

　
　

 

煩
悩
と
呼
ぶ
は
た
や
す
き
か
な
し
み
ぞ
這
い
つ

く
ば
っ
て
草
抜
い
て
い
る 

『
存　

在
』

　
　

 

雲
水
の
む
か
し
草
鞋
に
雪
踏
み
し
円
覚
寺
道
今

日
桜
降
る 

  

『
草そ
う　

鞋あ
い

』

 

（
本
会
会
員　

高
橋
公
子
）
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第
26
回

 

雛
の
歌
会

三
月
一
日（
土
）

午
後
一
時
三
十
分

沼
津
市
若
山
牧
水

記
念
館
ラ
ウ
ン
ジ

　

前
日
の
春
本
番
の
よ
う
な
日
和
と
は
一
転
、
肌
寒

い
曇
空
で
、
あ
い
に
く
富
士
山
を
望
む
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
で
し
た
が
、
講
師
に
大
口
玲
子
先
生
を
お
招

き
し
て
「
雛
の
歌
会
」
は
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

出
詠
歌
七
十
八
首
、出
席
者
四
十
八
名
で
し
た
が
、

記
念
館
の
ラ
ウ
ン
ジ
は
、
熱
心
な
出
席
者
の
程
よ
い

緊
張
感
に
満
ち
て
い
ま
し
た
。

　

大
口
先
生
は
、
地
味
な
服
装
の
割
に
は
軽
快
闊
達

な
身
の
こ
な
し
で
、
丁
寧
で
明
解
な
歌
評
に
私
た
ち

は
魅
了
さ
れ
て
我
を
忘
れ
る
ほ
ど
で
し
た
。
先
生
は

昨
年
の
若
山
牧
水
賞
を
最
年
少
の
四
十
四
歳
で
受
賞

さ
れ
た
気
鋭
の
才
媛
だ
と
い
う
話
も
理
解
で
き
ま
す
。

　

先
生
の
講
評
が
私
の
参
考
に
な
っ
た
歌
の
い
く
つ

か
を
紹
介
い
た
し
ま
す
。

ふ
る
里
は
あ
ま
り
に
遠
き
老
い
母
の
電
話
の
こ

ゑ
の
近
け
れ
ば
な
ほ 

細
井
誠
治

　
「
あ
ま
り
に
遠
き
」
と
す
る
と
「
き
」
は
形
容
詞

の
連
体
形
で
下
に
か
か
っ
て
し
ま
う
の
で
、「
あ
ま

り
に
遠
し
」
と
一
旦
、
こ
こ
で
切
る
と
二
句
切
れ
の

歌
に
な
っ
て
意
味
的
に
も
よ
い
。

元
旦
に
救
急
車
は
突
つ
走
る
意
識
不
明
の
夫
を

横
た
え 

伊
勢
幸
子

　

二
句
目
が
字
足
ら
ず
で
、リ
ズ
ム
感
が
弱
い
。「
救

急
車
両
」
と
し
た
方
が
よ
い
。
リ
ズ
ム
感
が
悪
い
と

ス
ピ
ー
ド
感
が
出
て
こ
な
い
の
で
。

喜
寿
に
し
て
金
時
山
の
頂
上
に
立
ち
た
り
わ
が

連
用
日
記
に
大
き
く
し
る
す 

山
田
米
子

　
「
喜
寿
に
し
て
」
が
説
明
っ
ぽ
い
の
で
、「
喜
寿
の

わ
れ
」
と
し
て
、「
金
時
山
の
頂
上
に
立
ち
た
り
日

記
に
大
き
く
し
る
す
」
と
す
れ
ば
、
こ
の
歌
の
伸
び

伸
び
と
し
た
魅
力
が
引
き
出
さ
れ
る
。

　

次
に
先
生
が
選
ん
だ
十
首
を
紹
介
い
た
し
ま
す
。

行
く
先
の
異
な
る
人
ら
背
を
並
べ
ひ
と
と
き
乗

り
合
ふ
黄
昏
の
バ
ス 

飯
田
ふ
み
代

参
列
者
の
多
さ
に
骨
は
足
り
る
か
と
言
う
姪
の

い
て
箸
を
取
り
た
り 
黒
柳　

爽そ
う

立
哨
の
任
ほ
ど
け
得
ぬ
叔
父
あ
り
き
戸
口
に
寝

衣
の
ま
ま
突
つ
立
ち
て 

大
原
葉
子

午
年
に
跳
ね
馬
乗
せ
た
フ
ェ
ラ
ー
リ
が
二
十
六

台
伊
豆
路
を
駆
け
る 

矢
島　

智 

あ
ご
先
に
右
指
で
作
る
二
等
辺
三
角
形
は
「
好

き
」
と
い
ふ
手こ
と
ば話 

福
崎
享
子

恥
ず
か
し
い
な
ん
て
お
た
が
い
言
っ
て
ら
れ
な

い
母
の
ほ
と
毛
の
汚
れ
を
拭
う 

村
松
建
彦

水
鳥
に
ふ
た
り
は
な
り
て
芦
の
湖
の
ス
ワ
ン
ボ

ー
ト
の
ぺ
タ
ル
を
踏
み
ぬ 

長
野
堯た
か

子こ

夜
勤
終
へ
強
張
る
か
ら
だ
の
息
こ
子
は
帰
る
ゆ
ず

を
浮
か
べ
て
初
湯
と
な
せ
り 

一
杉
智
子

柿
田
川
梅
花
藻
揺
る
る
水
の
面
の
母
の
肩
抱
く

わ
れ
の
泣
き
顔 

勝
山
多
美
子

「
ゑ
」
の
文
字
の
も
て
る
明
る
さ
ほ
っ
こ
り
と

ひ
と
り
笑
み
た
る
一ひ
と

瞬と
き

も
あ
り 

星
谷
亜
紀

　

大
口
先
生
は
、
限
ら
れ
た
時
間
の
中
、
出
席
者
全

員
の
歌
を
一
首
ず
つ
丁
寧
に
講
評
さ
れ
ま
し
た
。
そ

の
中
で
何
度
か
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
「
短
歌
は
限
ら

れ
た
少
な
い
言
葉
で
表
現
す
る
の
で
、
ギ
ュ
ッ
と
凝

縮
し
て
表
現
す
る
と
焦
点
が
ハ
ッ
キ
リ
と
わ
か
っ
て

よ
い
。
ま
た
、
助
詞
の
〝
も
〟
と
い
う
言
葉
は
、
俵

万
智
さ
ん
が
言
っ
て
い
る
よ
う
に
便
利
な
言
葉
で
、

あ
れ
も
あ
る
こ
れ
も
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で

注
意
が
い
る
」
と
い
う
話
が
、
非
常
に
印
象
的
で
私

た
ち
が
短
歌
を
作
る
時
、
一
字
一
句
が
い
か
に
大
切

か
と
い
う
こ
と
を
改
め
て
認
識
し
た
次
第
で
す
。

 

（
本
会
会
員　

飯
塚　

忍
）
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文　　化　　講　　座

牧水の旅の仕方

初心者のための短歌講座

牧水記念館俳句会

牧水記念館短歌会

書 　 道 　 講 　座

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

日　時　平成25年５月25日(土) 午後３時 ～ ４時30分
講　師　池 内　紀 氏（ドイツ文学者）
会　場　沼津市若山牧水記念館ラウンジ 

日 時　平成25年４月 ～ 平成26年３月
毎 月　第２土曜日　午前（全11回）
講 師　須 永 秀 生 氏　青 木 朝 子 氏

日 時　平成25年４月 ～ 平成26年３月
隔 月　第４日曜日　午後（全６回）
講 師　榎 本 好 宏 氏

日 時　平成25年４月 ～ 平成26年３月
毎 月　第２土曜日　午後（全11回）
講 師　須 永 秀 生 氏　青 木 朝 子 氏

日 時　平成25年４月 ～ 平成26年３月
毎 月　第３火曜日　午後（全10回）
講 師　成 田 真 洞 氏



14

沼津市若山牧水記念館ラウンジ

　古楽コンサートシリーズ29

� 「バロックのひととき」

　　日　時：平成25年 5 月19日(日)
　　　　　　午後 6 時45分
　　出　演：永井陽菜（ソプラノ）
　　　　　　中野茉莉子（ソプラノ）
　　　　　　齋藤志野（フルート）
　　　　　　大城　愛（フルート）
　　　　　　方壁さをり（コントラバス）
　　　　　　北田奈津子（ギター）
　　　　　　杉山佳代（チェンバロ）
　　来場者：140人

　男性コーラス夢鳴群

� 「日本　心に残る、思い出の歌」　

　　日　時：平成25年 6 月22日(土)

　　　　　　午後 6 時30分

　　出　演：夢鳴群（コーラス）

　　　　　　中川貴久美（ピアノ）

　　　　　　川島祐子（フルート）

　　来場者：85人

　懐かしの映画音楽・日本の心を歌う

　　日　時：平成26年 2 月15日(土)

　　　　　　午後 6 時30分

　　出　演：山内達哉（ヴァイオリン）

　　　　　　小林真人（ピアノ）

　　　　　　井尻兼人（チェロ） 

　　　　　　大河内淳矢（尺八）

　　来場者：84人
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平 成 25 年 度 事 業 報 告

１　調査研究事業
　⑴　第14回 「百草園牧水歌碑祭」へ参加（主催：東京牧水会）

日　　時：平成25年8月25日(日）正 午
会　　場：東京都日野市百草園　牧水歌碑前
参 加 者：勝又十枝、原悦子、三宅芳則

　⑵　第63回 日向市の「牧水祭」へ祝電（主催：宮崎県日向市）
日　　時：平成25年 9 月17日(火）午前 9 時30分
会　　場： 日向市東郷町坪谷　若山牧水生家裏牧水歌碑前及び

牧水公園ふるさとの家
　⑶　第12回 日本ほろよい学会 秋田大会へ参加
 （主催：日本ほろよい学会秋田大会実行委員会）

日　　時：平成25年10月10日(木）～12日(土）
会　　場：暉峻康隆句碑序幕……秋田市川反 那波家水汲み場前
　　　　　日本ほろよい学会秋田大会…秋田市大町
 「協働大町ビル」５階　太平の間
参 加 者：林茂樹、浅井治、金子安夫、長澤靖夫、千野慎一郎、
　　　　　原悦子、三宅芳則、大島葉子

　⑷　第57回 暮坂峠「牧水まつり」へ祝電（主催：牧水詩碑保存会）
日　　時：平成25年10月20日(日）
会　　場：群馬県吾妻郡中之条町　暮坂峠 

　⑸　若山牧水歌碑除幕式へ祝電（主催：若山牧水の歌碑を建てる会）
日　　時：平成25年11月16日(土）午前10時30分
会　　場：飯能市原市場　白髭神社境内
参 加 者：榎本篁子沼津市若山牧水記念館館長

　⑹　第80回「牧水歌碑祭」へ祝電（主催：若山牧水延岡顕彰会）
日　　時：平成26年 3 月23日(日）正午
会　　場：延岡市 城山公園内 牧水歌碑広場

２　第60回 沼津牧水祭の運営
　⑴　短歌大会

日　　時：平成25年10月 6 日(日）午前10時30分～午後 4 時15分
会　　場：千本プラザ音楽ホール「松籟」
講　　師：大下一真氏
 （第16回若山牧水賞受賞者、｢まひる野」編集委員）
応募短歌：121首
参 加 者： 92人

　⑵　碑前祭・芝酒盛
日　　時：平成25年10月20日(日）午前11時～午後 2 時30分
会　　場：沼津市若山牧水記念館（雨天のため）
参 加 者：327人

３　文学講演会及び文学講座等の開催
　⑴　文化講座 「牧水の旅の仕方」

日　　時：平成25年 5 月25日(土) 午後 3 時～ 4 時30分
会　　場：沼津市若山牧水記念館ラウンジ
講　　師：池内　紀氏(ドイツ文学者）
参 加 者： 57人 

　⑵　第26回 「雛の歌会」
日　　時：平成26年 3 月 1 日(土)午後 1 時30分～ 4 時
会　　場：沼津市若山牧水記念館ラウンジ
講　　師：大口玲子氏（第17回若山牧水賞受賞者、「心の花」）
応募短歌： 78首
参 加 者： 48人

　⑶　初心者のための短歌講座
日　　時：平成25年 4 月～平成26年 3 月
　　　　　毎月第 2 土曜日　午前10時～12時
会　　場：沼津市若山牧水記念館会議室
講　　師：須永秀生氏、青木朝子氏
参 加 者：11回開催　延べ 216人

　⑷　牧水記念館短歌会
日　　時：平成25年 4 月～平成26年 3 月
　　　　　毎月第 2 土曜日　午後 1 時30分～ 3 時30分
会　　場：沼津市若山牧水記念館会議室
講　　師：須永秀生氏、青木朝子氏
参 加 者：11回開催　延べ 110人

会　　報　第26号　　　平成25年 5 月15日発行
　　　　　第26号別冊　平成25年 5 月15日発行

館　　報　第51号　　　平成25年 9 月15日発行
 第52号　　　平成26年 3 月15日発行

総　会（第27回総会） 平成25年 5 月 8 日㈬ 午後 6 時～ 7 時
理事会　第 1 回 （通算138回) 平成25年４月14日㈰ 午後 6 時～ 7 時
 第 2 回 （通算139回） 平成25年 8 月 7 日㈬ 午後 6 時～ 7 時
 第 3 回 （通算140回） 平成25年12月 5 日㈭ 午後 6 時～ 7 時
 第 4 回 （通算141回） 平成25年12月20日㈮ 午後 2 時～ 3 時
 第 5 回 （通算142回） 平成26年 3 月12日㈬ 午後 6 時～ 7 時

　⑸　牧水記念館俳句会
日　　時：平成25年 4 月～平成26年 3 月
　　　　　隔月第 4 日曜日　午後 2 時～ 4 時30分
会　　場：沼津市若山牧水記念館会議室
講　　師：榎本好宏氏
参 加 者： 6 回開催　延べ 90人

　⑹　書道講座
日　　時：平成25年 4 月～平成26年 3 月
　　　　　毎月第 3 火曜日　午後 1 時～ 3 時
会　　場：沼津市若山牧水記念館会議室
講　　師：成田真洞氏
参 加 者：10回開催　延べ 84人

　⑺　第24回「中学生短歌コンクール」募集・表彰
募集期間：平成25年 5 月30日(木)～ 9 月10日(火)
応募短歌：1,754首（15校　1,754人）
入選短歌： 51首
選　　者：青木朝子、須永秀生、杉山芳春、曽根耕一、星谷亜紀
表　　彰：平成25年10月20日(日) ｢沼津牧水祭・碑前祭｣にて

　⑻　音楽イベント
　　第 1 回　古楽コンサートシリーズ29「バロックのひととき」

日　　時：平成25年 5 月19日(日）午後 6 時45分
会　　場：沼津市若山牧水記念館ラウンジ
出　　演： 永井陽菜、中村茉莉子（ソプラノ）、
　　　　　齋藤志野（フルート）、大城 愛（フルート）、
　　　　　方壁さをり（コントラバス）、
　　　　　北田奈津子（ギター）、杉山佳代（チェンバロ）
来 場 者：140人

　　第 2 回　男性コーラス 夢鳴群「日本　心に残る、思い出の歌」
日　　時：平成25年 6 月22日(土）午後 6 時30分
会　　場：沼津市若山牧水記念館ラウンジ
出　　演： 夢鳴群（コーラス）、中川貴久美（ピアノ）、
　　　　　川島祐子（フルート）
来 場 者：85人

　　第 3 回　懐かしの映画音楽・日本の心を歌う
日　　時：平成26年 2 月15日(土）午後 6 時30分
会　　場：沼津市若山牧水記念館ラウンジ
出　　演： 山内達哉（ヴァイオリン）、小林真人(ピアノ)、
　　　　　井尻兼人(チェロ）、大河内淳矢（尺八）
来 場 者：84人

４　企画展示
　⑴　｢中学生短歌コンクール｣ 入賞作品展示
 (成田真洞氏揮毫による特選10首、入選41首の短冊)

期　　日：平成25年10月20日(日）～10月27日(日）
会　　場：沼津市若山牧水記念館ラウンジ
入 場 者：386人

　⑵　平成25年度｢書道講座｣受講者作品展示
期　　日：平成26年 3 月18日(火)～ 3 月30日(日）
会　　場：沼津市若山牧水記念館ラウンジ
入 場 者：205人

５　その他の事業
　⑴　協賛事業

第84期　将棋「棋聖戦」第 3 局　沼津倶楽部にて対局
　　　　　羽生善治棋聖 対 渡辺明三冠
　 主催： 産経新聞社、公益社団法人日本将棋連盟、日本将棋連

盟沼津支部
　 後援： 沼津市、沼津市教育委員会、一般社団法人沼津倶楽部、

㈱プロジェクトＮ、本会
実施事業： 大盤解説会、こども将棋大会、シニア・リレー将棋

大会、指導将棋会
日　　時：平成25年 7 月 6 日（土）午前 8 時30分～午後 7 時30分
会　　場：沼津市若山牧水記念館
参加者数：こども将棋大会 46人、シニア・リレー将棋大会 18人、
　　　　　指導将棋会 22人、大盤解説会 224人
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瑞
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編 

集 

後 

記

　

平
成
二
十
五
年
は
、「
沼
津
牧
水
祭
」の
六
十
回
目
と
い
う
節
目
の

年
で
し
た
が
、
若
山
牧
水
が
明
治
四
十
三
年
三
月
に
創
刊
し
た『
創

作
』が
百
巻
を
迎
え
る
と
い
う
記
念
の
年
で
も
あ
り
ま
し
た
。

　
『
創
作
』百
巻
を
記
念
し
て
『
創
作 

百
巻
記
念
号
』
を
発
刊
さ
れ
た

熱
い
思
い
を
牧
水
長
子
・
旅
人
様
の
ご
長
男
で「
創
作
」主
宰
の
若
山

聚
一
様
並
び
に
旅
人
様
の
ご
長
女
・
榎
本
篁
子
沼
津
市
若
山
牧
水
記

念
館
館
長
に
し
た
た
め
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

十
月
に
開
催
さ
れ
た
第
十
二
回「
日
本
ほ
ろ
よ
い
学
会
秋
田
大
会
」

に
本
会
か
ら
八
名
が
参
加
い
た
し
ま
し
た
。
金
子
安
夫
理
事
に
参
加

報
告
を
寄
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
日
本
酒
を
愛
す
る
こ
と
を
と
お

し
て
牧
水
を
顕
彰
し
て
い
る
関
係
者
の
皆
さ
ま
に
お
会
い
し
て
、
親

交
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

ド
イ
ツ
文
学
者
で
、
牧
水
フ
ァ
ン
を
自
認
し
て
お
ら
れ
る
『
新
編 

み
な
か
み
紀
行
』（
岩
波
文
庫
）の
編
者
池
内
紀
先
生
に
お
越
し
い
た

だ
き
、「
牧
水
の
旅
の
仕
方
」の
講
演
会
を
開
催
し
、
大
好
評
で
し
た
。

　
「
沼
津
牧
水
祭
・
短
歌
大
会
」の
講
師
に
は
大
下
一
真
先
生
、「
雛
の

歌
会
」の
講
師
に
は
大
口
玲
子
先
生
を
お
迎
え
し
、
と
も
に
充
実
し

た
歌
会
と
な
り
ま
し
た
。

　
「
沼
津
牧
水
祭
・
碑
前
祭
」は
、
雨
天
の
た
め
、
会
場
を
牧
水
記
念

館
に
移
し
て
の
開
催
と
な
り
ま
し
た
が
、
多
く
の
皆
さ
ま
に
ご
参
加

い
た
だ
き
、
に
ぎ
や
か
に
催
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

牧
水
記
念
館
で
催
し
て
い
る
「
短
歌
講
座
・
短
歌
会
」「
俳
句
会
」

｢

書
道
講
座
」
及
び
「
サ
ロ
ン
コ
ン
サ
ー
ト
」
も
好
評
で
し
た
。

　

第
八
十
四
期
将
棋「
棋
聖
戦
」第
三
局
が
沼
津
倶
楽
部
で
開
催
さ
れ

ま
し
た
が
、
本
会
も
後
援
に
加
わ
っ
て
、
大
盤
解
説
会
、
こ
ど
も
将

棋
大
会
、
シ
ニ
ア
・
リ
レ
ー
将
棋
会
、
指
導
将
棋
会
が
牧
水
記
念
館

で
実
施
さ
れ
、
大
勢
の
参
加
者
が
あ
り
ま
し
た
。
本
年
も
七
月
五
日

（
土
）に
開
催
さ
れ
、
前
日
に
は「
前
夜
祭
」が
沼
津
リ
バ
ー
サ
イ
ド
ホ

テ
ル
で
催
さ
れ
ま
す
。
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

　
　
　

公
益
社
団
法
人
沼
津
牧
水
会
定
款
（
抜
粋
）

第
一
条　

こ
の
法
人
は
、
公
益
社
団
法
人
沼
津
牧
水
会
と
称
す
る
。

第
二
条　

こ
の
法
人
は
、
主
た
る
事
務
所
を
静
岡
県
沼
津
市
千
本
郷
林
一
九
〇
七
番
地
の
一
一
に
置
く
。

第
三
条　

 
こ
の
法
人
は
、
歌
人
若
山
牧
水
を
顕
彰
し
、
文
学
的
業
績
の
研
究
を
深
め
、
短
詩
型
文
学
の
普
及

を
図
り
、　

も
っ
て
、
教
育
文
化
の
振
興
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

第
四
条　

こ
の
法
人
は
、
前
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
事
業
を
行
う
。

　

⑴ 

歌
人
若
山
牧
水
に
関
す
る
調
査
研
究

　

⑵ 

沼
津
牧
水
祭
（
短
歌
大
会
及
び
碑
前
祭
）
の
運
営

　

⑶ 

文
学
講
演
会
、
文
学
講
座
等
の
開
催

　

⑷ 

文
学
に
関
す
る
各
種
出
版
物
の
刊
行

　

⑸ 

沼
津
市
若
山
牧
水
記
念
館
の
管
理
運
営
の
受
託

　

⑹ 

そ
の
他
こ
の
法
人
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
事
業

第
五
条　

こ
の
法
人
に
次
の
会
員
を
置
く
。

　

⑴ 

正
会
員　

こ
の
法
人
の
目
的
に
賛
同
し
て
入
会
し
た
個
人
又
は
団
体

　

⑵ 

賛
助
会
員　

こ
の
法
人
の
事
業
を
援
助
す
る
個
人
又
は
団
体

　

⑶ 

名
誉
会
員　

こ
の
法
人
に
特
に
功
労
の
あ
っ
た
者
で
、
会
員
総
会
の
決
議
を
も
っ
て
推
薦
さ
れ
た
も
の

２　

前
項
の
会
員
を
も
っ
て
、
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
上
の
社
員
と
す
る
。

第
六
条　

 

こ
の
法
人
の
会
員
に
な
ろ
う
と
す
る
も
の
は
、
入
会
申
込
書
を
理
事
長
に
提
出
し
、
理
事
会
の
承

認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
名
誉
会
員
に
推
薦
さ
れ
た
者
は
、
入
会
の
手
続
を
要

せ
ず
、
本
人
の
承
諾
を
も
っ
て
会
員
と
な
る
も
の
と
す
る
。

第
七
条　

 

こ
の
法
人
の
事
業
活
動
に
経
常
的
に
生
じ
る
費
用
に
充
て
る
た
め
、
会
員
に
な
っ
た
時
及
び
毎
年
、

会
員
は
、
会
員
総
会
に
お
い
て
別
に
定
め
る
額
を
支
払
う
義
務
を
負
う
。

　　
　
　
　

公
益
社
団
法
人
沼
津
牧
水
会
入
会
金
及
び
会
費
規
程

第
一
条　

 

こ
の
規
程
は
、
公
益
社
団
法
人
沼
津
牧
水
会
定
款
第
七
条
に
基
づ
き
、
入
会
金
及
び
会
費
に
つ
い

て
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

第
二
条　

定
款
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
入
会
金
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

⑴　

正
会
員　

一
〇
、〇
〇
〇
円

　

⑵　

賛
助
会
員　

三
〇
、〇
〇
〇
円
以
上

第
三
条　

定
款
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
会
費
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

⑴　

正
会
員　
　

五
、〇
〇
〇
円
（
年
額
）

　

⑵　

賛
助
会
員　

一
〇
、〇
〇
〇
円
以
上
（
年
額
）


