
（1）　沼津市若山牧水記念館館報　第68号

 第68号 和４年３月１日

沼 津 市 記 念 館
編集・発行　公益社団法人 沼津牧水会 TEL・FAX 0 5 5 - 9 6 2 - 0 4 2 4
〒410-0849　沼津市千本郷林1907-11　http://web.thn.jp/bokusui/

箱
根
山
う
す
ず
み
い
ろ
の
山
の
端
に�

う
つ
く
し
き
冬
の
日
の
出
な
る
か
も�

牧�

水
　

　

歌
集
『
黒
松
』
に
収
め
ら
れ
た
「
冬
日
月
」
と
題
す
る
九
首
の
う

ち
の
第
一
首
目
で
あ
る
。
箱
根
山
は
、
沼
津
か
ら
東
の
方
向
に
あ
り
、

日
の
出
前
の
あ
た
り
が
未
だ
薄
暗
い
中
に
、
太
陽
が
箱
根
山
か
ら

昇
っ
て
く
る
様
子
が
よ
く
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。

　

歌
集
『
黒
松
』
を
み
る
と
、「
冬
日
月
」
九
首
は
、「
そ
の
一
」「
そ

の
二
」「
そ
の
三
」
と
三
首
づ
つ
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
調
べ
て
み

る
と
、『
創
作
』
大
正
十
四
年
二
月
号
に
、
牧
水
の
短
歌
が
六
ペ
ー

ジ
に
わ
た
っ
て
一
〇
六
首
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
時
の
「
創
作
社

便
」
に
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
あ
る
。

　
　

�

本
号
で
は
何
と
云
つ
て
も
小
生
の
作
が
眼
に
立
た
う
と
お
も
ふ
。

こ
れ
は
十
種
類
ば
か
り
の
新
聞
雑
誌
の
新
年
号
に
発
表
し
た
も

の
で
、
十
一
月
か
ら
十
二
月
に
か
け
、
同
じ
く
諸
種
新
年
号
の

選
歌
に
追
は
れ
な
が
ら
の
多
忙
の
裡う
ち

に
作
つ
た
も
の
で
す
。
何

日
ま
で
と
い
ふ
締
切
の
日
取
ま
で
に
一
篇
を
作
つ
て
送
り
出
し

て
お
い
て
は
ま
た
次
ぎ
の
日
取
の
に
取
り
か
か
る
と
い
う
風
な

惶あ
わ
た
だし

い
中
に
、
次
ぎ
次
ぎ
と
作
つ
て
行
つ
た
も
の
で
あ
る
。
そ

れ
ら
を
一
つ
に
纏ま
と

め
て
本
誌
に
発
表
す
る
時
に
は
多
少
の
推
敲

を
も
加
へ
、
ま
た
松
原
の
歌
な
ど
を
ば
全
部

一
つ
に
纏ま
と

め
て
取
捨
を
も
試
み
よ
う
と
考
へ

て
ゐ
た
の
で
あ
つ
た
が
、
右
い
ふ
編へ
ん

輯し
ゅ
う日
取

の
狂
ひ
で
そ
れ
も
出
来
ず
、
全
部
そ
れ
ぞ
れ

の
新
聞
雑
誌
に
発
表
し
た
ま
ま
の
も
の
を

「
そ
の
一
」「
そ
の
二
」
と
い
ふ
風
に
し
て
再

録
し
た
の
で
す
。
と
に
か
く
あ
の
忙
し
か
つ

た
間
に
よ
く
こ
れ
だ
け
の
も
の
が
作
れ
た
と
自
分
で
も
感
心
し

て
ゐ
ま
す
。

　
「
冬
日
月
」（
そ
の
一
）
に
は
、
次
の
二
首
が
続
く
。

　
　

�

朝
づ
く
日
昇
り
さ
だ
ま
れ
ば
冬
凪な
ぎ

の
ほ
の
か
な
る
靄も
や

晴
れ
ゆ

き
に
け
り

　
　

�

真
向
ひ
ゆ
ひ
た
と
さ
し
た
る
冬
空
の
朝
日
の
日
ざ
し
あ
り
が

た
き
か
も

　

と
こ
ろ
で
、
大
正
十
三
年
末
か
ら
十
四
年
の
牧
水
は
、
十
三
年
九

月
か
ら
始
め
た
「
揮
毫
頒
布
会
」
に
忙
殺
さ
れ
て
い
る
。
十
三
年

十
一
月
に
東
京
、
十
四
年
か
ら
は
妻
喜
志
子
を
伴
っ
て
、
一
月
に
大

阪
・
京
都
・
神
戸
、二
月
に
静
岡
・
岡
崎
、四
月
に
信
州
、六
月
に
岐
阜
、

八
月
に
千
葉
、
九
月
に
栃
木
、
十
月
の
終
わ
り
か
ら
十
二
月
に
か
け

て
関
西
・
九
州
と
、
各
地
に
「
揮
毫
頒
布
会
」
に
出
か
け
て
い
る
。

　

そ
の
間
を
縫
う
よ
う
に
、
十
三
年
十
二
月
に
は
、
八
月
に
引
っ
越

し
た
千
本
の
借
家
か
ら
四
五
軒
離
れ
た
借
家
へ
転
居
し
た
。
十
四
年

二
月
に
千
本
松
原
の
一
角
に
五
百
坪
ほ
ど
の
土
地
を
購
入
し
、
延
岡

中
学
校
時
代
か
ら
の
友
人
で
あ
る
建
築
設
計
士
の
村
井
武
や
西
伊
豆

土
肥
の
大
工
の
西
川
百
乃
助
と
の
打
ち
合
わ
せ
を
し
、
四
月
に
は
地

鎮
祭
、
八
月
に
は
上
棟
式
と
つ
づ
き
、
十
月
五
日
に
念
願
の
「
市
道

の
家
」
へ
移
っ
て
い
る
。
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酒
の
歌
　
牧
水
、
勇
、
幸
綱�

谷
　
岡
　
亜
　
紀

　

私
は
大
酒
飲
み
が
多
い
こ
と
で
有
名
な
土
佐
の
高

知
で
生
ま
れ
育
っ
た
。
幕
末
の
土
佐
藩
藩
主
・
山
内

容
堂
は
、
自
ら
を
「
鯨げ
い

海か
い

酔す
い

侯こ
う

」
と
称
し
た
。
鯨
の

泳
ぐ
海
の
、
大
酒
飲
み
の
殿
様
。
い
つ
も
二
升
入
り

の
瓢
ひ
ょ
う

箪た
ん

で
豪
快
に
酒
を
呷あ
お

っ
て
い
た
と
い
う
。
高
知

は
酒
の
県
民
一
人
当
た
り
の
年
間
消
費
量
も
群
を
抜

く
と
か
。
そ
の
高
知
市
の
真
ん
中
、
高
知
城
の
す
ぐ

下
に
「
ひ
ろ
め
市
場
」
と
い
う
、
地
酒
と
地
魚
の
屋

台
村
の
よ
う
な
場
所
が
あ
る
。「
ひ
ろ
め
市
場
」
は
、

昼
間
か
ら
い
い
感
じ
に
出
来
上
が
っ
て
酒
臭
い
息
を

吐
く
お
じ
さ
ん
た
ち
で
、
い
つ
も
に
ぎ
わ
っ
て
い
る
。

男
た
ち
が
そ
ん
な
だ
か
ら
、
高
知
の
女
は
働
き
者
で
、

気
が
強
い
。
高
知
の
酒
は
、
よ
く
言
え
ば
豪ご
う

放ほ
う

磊ら
い

落ら
く

、

天
真
爛
漫
。
わ
る
く
言
え
ば
羽
目
を
外
し
勝
ち
。
高

知
市
の
繁
華
街
を
歩
け
ば
、「
お
客
」（
大
皿
の
皿さ

鉢わ
ち

料
理
を
振
る
ま
う
宴
会
）
と
称
し
て
盛
大
に
盛
り
上

が
る
光
景
が
昼
夜
頻
繁
に
見
ら
れ
る
。
い
や
、
そ
れ

は
少
し
大
げ
さ
か
。

　

私
の
父
方
は
昔
、
高
知
の
造
り
酒
屋
だ
っ
た
そ
う

だ
。
曽
祖
父
は
大
の
酒
好
き
で
、
商
売
道
具
に
手
を

出
し
て
日
々
酔
っ
払
い
、
つ
い
に
は
仕
込
ん
だ
新
酒

の
樽
を
す
べ
て
腐
ら
せ
て
し
ま
っ
て
没
落
し
た
と
い

う
。
一
九
二
九
年
、
世
界
恐
慌
の
年
で
あ
る
。
今
も

高
知
市
内
の
メ
イ
ン
通
り
で
あ
る
「
大
橋
通
り
」
に
、

谷
岡
ビ
ル
と
い
う
、
往
時
の
な
ご
り
の
古
い
ビ
ル
が

あ
る
。
か
つ
て
曽
祖
父
が
店
を
出
し
て
い
た
場
所
で
、

人
手
に
渡
っ
て
名
前
だ
け
が
残
っ
て
い
る
の
だ
と
い

う
。
先
日
死
ん
だ
父
は
、
そ
の
前
を
通
る
た
び
に
そ

の
話
を
し
て
い
た
。
酒
は
、
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
こ
と
欠

か
な
い
。

　

さ
て
、
近
代
短
歌
に
お
い
て
大
酒
飲
み
の
双そ
う

璧へ
き

と

言
え
ば
若
山
牧
水
と
吉
井
勇
で
あ
る
。
そ
の
牧
水
の

酒
と
勇
の
酒
を
比
べ
て
み
た
い
。

　

牧
水
は
明
治
一
八
年
生
ま
れ
。
勇
は
翌
明
治
一
九

年
生
ま
れ
。
ほ
ぼ
同
年
生
ま
れ
と
言
っ
て
よ
い
。
明

治
一
八
、一
九
、二
〇
年
生
ま
れ
に
は
、
他
に
も
北
原

白
秋
、
土
岐
善
麿
、
石
川
啄
木
、
柳
原
白
蓮
、
九
条

武
子
、
釈
迢
空
な
ど
の
ス
タ
ー
が
並
ぶ
。
ま
さ
に
綺き

羅ら

星
の
耀
き
で
あ
る
。

　

真
打
ち
牧
水
の
前
に
、
ま
ず
吉
井
勇
の
酒
の
歌
を

見
て
み
た
い
。

�

わ
が
胸
の
鼓
つ
づ
み
の
ひ
び
き
た
う
た
ら
り
た
う
た
う

た
ら
り
酔
へ
ば
楽
し
き�

『
酒
ほ
が
ひ
』

�

酒
び
た
り
二
十
四
時と
き

を
酔す
ゐ

狂き
や
うに
送
ら
む
と
し
て

あ
や
ま
ち
し
か
な�

『
酒
ほ
が
ひ
』

�

紅
燈
の
巷
に
ゆ
き
て
か
へ
ら
ざ
る
人
を
ま
こ
と

の
わ
れ
と
思
ふ
や�

『
昨
日
ま
で
』

�

気
の
ふ
れ
し
落は
な
し語

家か

ひ
と
り
あ
り
に
け
り
命
死

ぬ
ま
で
酒
飲
み
に
け
り�

『
毒
う
つ
ぎ
』

�

夜
半
に
起
き
て
み
づ
か
ら
の
死
を
思
ひ
つ
つ
飲

む
酒
な
れ
ば
い
と
ど
寒
し
も�

『
人
間
経
』

　

私
は
去
年
、
月
刊
誌
「
Ｎ
Ｈ
Ｋ
短
歌
」
の
八
、九
、

十
月
号
に
吉
井
勇
の
評
伝
を
連
載
し
た
。
吉
井
勇
は
、

一
言
で
い
う
と
も
の
す
ご
く
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
な
人
生

を
送
っ
た
、
人
間
的
な
魅
力
の
あ
る
文
学
者
で
、
ひ

と
に
好
か
れ
た
。
そ
れ
も
才
能
で
あ
る
。

　

一
首
目
の
「
わ
が
胸
の
鼓

つ
づ
み
の
ひ
び
き
た
う
た
ら
り

た
う
た
う
た
ら
り
酔
へ
ば
楽
し
き
」。
ま
ず
歌
集
名

『
酒
ほ
が
ひ
』
の
「
ほ
が
ひ
」
と
は
こ
と
ほ
ぎ
、
祝

い
で
あ
る
。
歌
集
名
を
漢
字
で
書
け
ば
「
酒
祝
」「
酒

寿
」。
酒
宴
を
催
し
て
祝
い
事
を
す
る
こ
と
だ
が
、

祝
祭
と
し
て
の
酒
、
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
も
込
め
ら

れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
酒
を
褒ほ

め
る
。
酒
を
寿
こ
と
ほ
ぐ
。
そ

し
て
飲
酒
自
体
が
祝
祭
で
あ
る
。
酒
、
飲
酒
は
む
か

し
神
聖
な
も
の
で
あ
り
、
祝
祭
と
結
び
つ
い
て
い
た
。

た
と
え
ば
神
棚
の
お
神
酒
や
結
婚
式
の
三
々
九
度
、

正
月
の
御
屠
蘇
。
今
も
神
事
に
は
酒
を
奉
納
す
る
。

　

こ
の
一
首
目
の
「
た
う
た
ら
り
た
う
た
う
た
ら
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り
」
に
は
、
無
邪
気
な
、
理
屈
の
い
ら
な
い
酒
の
楽

し
み
が
集
約
さ
れ
て
い
る
。
作
品
は
、
ほ
ぼ
オ
ノ
マ

ト
ペ
だ
け
で
で
き
て
い
る
。
オ
ノ
マ
ト
ペ
と
は
擬
音

語
、
擬
態
語
の
総
称
で
あ
る
。
絵
本
や
漫
画
、
ア
ニ

メ
に
多
用
さ
れ
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
童
心
や
遊
び
心

の
象
徴
で
あ
る
。
ま
さ
に
大
の
大
人
が
、
酔
う
ほ
ど

に
童
心
に
帰
る
感
覚
で
あ
り
、
後
で
見
る
牧
水
の
酒

の
歌
に
も
通
じ
る
。
酒
を
飲
め
ば
飲
む
ほ
ど
に
、
胸

の
鼓
が
弾
み
始
め
て
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て
踊
り
出
す

感
覚
で
あ
る
。
こ
の
感
じ
は
私
も
よ
く
分
か
る
。
い

い
酔
い
方
で
あ
る
。
た
だ
、
ど
ち
ら
か
と
言
う
と
勇

の
酒
の
歌
に
は
、
二
首
目
以
下
の
、
デ
カ
ダ
ン
ス
、

退
廃
、
破
滅
へ
の
暗
い
志
向
が
あ
る
。

�

酒
び
た
り
二
十
四
時と
き

を
酔す
ゐ

狂き
や
うに
送
ら
む
と
し
て

あ
や
ま
ち
し
か
な�

『
酒
ほ
が
ひ
』

　

酒
の
上
の
あ
や
ま
ち
を
歌
う
。
ち
な
み
に「
過
ち
」

は
「
過
ぎ
る
」
と
同
じ
字
で
あ
る
。
過
ち
と
は
「
過

ぎ
る
」
こ
と
な
ん
だ
な
。
何
が
過
ぎ
る
か
。
悪
ふ
ざ

け
が
過
ぎ
る
。
思
い
上
が
り
が
過
ぎ
る
。
平
凡
、
中

庸
、
頃
合
い
で
良
し
と
せ
ず
、
や
り
過
ぎ
て
し
ま
う

の
で
あ
る
。
人
間
の
過
ち
が
こ
の
よ
う
な
も
の
だ
と

す
れ
ば
、
そ
れ
は
あ
る
意
味
で
文
学
と
近
い
。
文
学

に
は
「
と
こ
と
ん
」「
突
き
詰
め
る
」「
最
後
ま
で
行

っ
て
し
ま
う
」
と
い
う
要
素
が
、
あ
る
意
味
で
不
可

欠
だ
か
ら
だ
。「
毒
を
食
ら
わ
ば
皿
ま
で
」
で
あ
り
、

限
界
ま
で
。
あ
る
い
は
そ
の
向
こ
う
側
ま
で
、
行
っ

て
し
ま
う
。
行
か
ざ
る
を
得
な
い
。
ブ
レ
ー
キ
が
効

か
な
い
。
良
識
を
は
み
出
し
て
し
ま
う
。「
心
の
欲
す

る
ま
ま
に
振
る
舞
え
ど
も
、
矩の
り

を
踰こ

え
ず
」
と
い
う

の
が
、
孔
子
が
理
想
と
し
た
人
間
の
完
成
形
で
あ
る
。

自
分
の
望
む
通
り
に
振
る
舞
っ
て
も
、
常
識
・
良
識

の
範
囲
を
超
え
る
こ
と
が
無
い
。
そ
れ
に
対
し
て
こ

の
歌
は
、
そ
う
し
た
平
ら
か
な
人
間
性
と
は
真
逆
の

方
向
で
あ
る
。
こ
れ
を
「
無
頼
」
と
い
い
、「
デ
カ
ダ

ン
ス
」
と
い
う
。「
酔
狂
に
送
ら
む
と
し
て
」
一
日

二
十
四
時
間
、酒
を
飲
み
続
け
、酔
っ
ぱ
ら
う
。
そ
う

し
た
生
き
方
を
自
ら
望
ん
で
い
る
。
そ
し
て
「
あ
や

ま
ち
し
か
な
」。
ま
あ
そ
う
な
る
わ
な
、と
い
う
こ
と

で
あ
ろ
う
。
で
も
、
繰
り
返
す
が
「
あ
や
ま
ち
」
に

は
甘
い
文
学
的
誘
惑
が
あ
る
。
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
も
ラ

ン
ボ
オ
も
、
若
き
フ
ィ
ッ
ツ
ジ
ェ
ラ
ル
ド
も
ヘ
ミ
ン

グ
ウ
ェ
イ
も
ヘ
ン
リ
・
ミ
ラ
ー
も
、
中
原
中
也
も
太

宰
治
も
永
井
荷
風
も
金
子
光
晴
も
、
み
ん
な
そ
の
誘

惑
に
逆
ら
わ
な
か
っ
た
。
逆
ら
え
な
か
っ
た
の
で
は

な
く
、
自
ら
「
矩の
り

」
を
越
え
た
。
良
識
の
向
こ
う
に

文
学
が
あ
り
、
人
間
の
神
髄
が
あ
る
、
と
考
え
た
の

だ
っ
た
。
若
き
吉
井
勇
は
、
ま
さ
に
新
進
の
「
耽た
ん

美び

派は

歌
人
」「
無
頼
派
歌
人
」、
そ
し
て
劇
作
家
と
し
て

人
気
を
集
め
、
短
歌
を
越
え
た
流
行
作
家
に
な
っ
た
。

紅
燈
の
巷
に
ゆ
き
て
か
へ
ら
ざ
る
人
を
ま
こ
と

の
わ
れ
と
思
ふ
や�

『
昨
日
ま
で
』

　

酒
浸
り
で
過
ち
を
繰
り
返
し
、
酔
狂
で
済
ま
な
く

な
り
、
紅
燈
の
巷
の
あ
や
し
い
歓
楽
街
で
酒
色
に
お

ぼ
れ
る
。「
ま
こ
と
の
わ
れ
と
思
ふ
や
」
は
、
苦
し

い
開
き
直
り
で
あ
る
。
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症
の
酒
飲

み
の
多
く
は
、
か
な
ら
ず
「
今
の
タ
ガ
が
外
れ
た
自

分
は
仮
の
姿
で
あ
り
、
本
当
の
自
分
は
違
う
」
と
言

い
訳
し
つ
つ
、
深
み
に
は
ま
っ
て
ゆ
く
。

気
の
ふ
れ
し
落は
な
し語

家か

ひ
と
り
あ
り
に
け
り
命
死

ぬ
ま
で
酒
飲
み
に
け
り�

『
毒
う
つ
ぎ
』

　

吉
井
勇
は
、
劇
作
家
と
し
て
役
者
、
落
語
家
、
花

柳
界
と
付
き
合
い
が
広
か
っ
た
。
な
に
せ
若
い
時
か

ら
「
紅
燈
の
巷
」
に
入
り
び
た
り
、
家
に
帰
ら
な
い

生
活
を
し
て
い
た
。
そ
う
し
た
席
で
多
く
の
酒
の
友

人
を
作
っ
た
。
こ
の
歌
も
、
知
り
合
い
の
落
語
家
を

吉井勇（昭和 10 年）（吉井勇記念館提供）
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題
材
に
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、こ
の「
気
が
ふ

れ
て
つ
い
に
は
死
ぬ
ま
で
酒
を
飲
み
続
け
た
噺
は
な
し

家か

」

は
、
も
は
や
他
人
事
で
は
な
い
。
明
日
の
自
分
の
姿

で
あ
り
自
画
像
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
デ
カ
ダ
ン
、
破
滅
衝
動
に
は
、
吉
井
家

と
い
う
没
落
し
た
伯
爵
家
の
出
で
あ
る
こ
と
（
滅
び

の
意
識
）
と
、
柳
原
白
蓮
の
姪
で
絶
世
の
美
女
と
い

わ
れ
た
妻
と
の
破
局
が
あ
る
。
ち
な
み
に「
心
の
花
」

の
歌
人
、
柳
原
白
蓮
と
九
条
武
子
は「
大
正
三
美
人
」

に
数
え
ら
れ
た（
あ
と
一
人
は
新
橋
の
芸
妓
）。
華
族

や
芸
妓
は
あ
る
意
味
で
今
の
芸
能
人
の
感
覚
で
あ
る
。

ゴ
シ
ッ
プ
が
記
事
に
な
り
、
ブ
ロ
マ
イ
ド
が
売
ら
れ

た
。
吉
井
勇
の
最
初
の
妻
は
、
そ
の
白
蓮
の
姪
で
あ

る
。
没
落
し
た
伯
爵
家
ど
う
し
の
婚
姻
は
最
初
か
ら

う
ま
く
ゆ
か
ず
、
勇
は
同
居
数
日
で
家
を
出
て
、
旅

を
住
処
と
す
る
。
そ
し
て
つ
い
に
は
自
殺
を
考
え
る

よ
う
に
な
る
。
そ
こ
に
は
明
ら
か
に
ア
ル
コ
ー
ル
鬱

が
あ
っ
た
。

夜
半
に
起
き
て
み
づ
か
ら
の
死
を
思
ひ
つ
つ
飲

む
酒
な
れ
ば
い
と
ど
寒
し
も�

『
人
間
経
』

　

依
存
症
の
人
が
酒
が
切
れ
る
と
、
極
端
な
落
ち
込

み
が
起
こ
る
。
離
脱
症
状
（
禁
断
症
状
）
の
ひ
と
つ

と
言
わ
れ
て
い
る
。
私
も
二
日
酔
い
の
朝
は
つ
ら
い
。

ち
な
み
に
「
ひ
ど
い
ど
し
ゃ
ぶ
り
」
と
い
う
私
の
最

新
歌
集
の
タ
イ
ト
ル
は
、
そ
の
よ
う
な
感
覚
と
そ
う

遠
く
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
吉
井
勇
は
、
同
時
期
に

次
の
よ
う
な
歌
も
残
し
て
い
る
。

吾
子
を
思
へ
ば
縊く
び

れ
か
ね
つ
と
云
ふ
歌
の
あ
り

し
を
思
ふ
と
あ
る
夕
ゆ
う
べ
に�

『
人
間
経
』

　

こ
の
「
吾
子
」
は
、
吉
井
勇
の
一
人
息
子
・
吉
井

滋
氏
。
の
ち
に
「
後
楽
園
ス
タ
ヂ
ア
ム
」
の
支
配
人

と
な
り
、
プ
ロ
野
球
の
い
わ
ゆ
る
「
天
覧
試
合
」（
昭

和
天
皇
の
プ
ロ
野
球
観
戦
）
の
実
現
に
尽
力
し
た
。

長
嶋
茂
雄
の
あ
の
劇
的
な
サ
ヨ
ナ
ラ
ホ
ー
ム
ラ
ン
の

陰
に
は
、
吉
井
勇
家
の
力
が
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
吉

井
家
と
吉
井
勇
に
ま
つ
わ
る
ド
ラ
マ
は
、
挙
げ
れ
ば

き
り
が
な
い
が
今
は
先
を
急
ぐ
。

　

勇
は
神
奈
川
の
田
園
地
帯
に
隠い
ん

棲せ
い

し
、
そ
し
て
離

婚
。
さ
ら
に
土
佐
の
山
の
中
の
庵
に
籠
り
住
む
。
そ

の
地
「
猪い

野の

の々

」
に
は
現
在
、
吉
井
勇
記
念
館
が
建

『酒ほがひ』（吉井勇記念館提供）

『昨日まで』（吉井勇記念館提供）

『毒うつぎ』（吉井勇記念館提供）

『人間経』（吉井勇記念館提供）
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つ
。
吉
井
勇
は
土
佐
の
山
中
の
素
朴
な
隠い
ん

遁と
ん

生
活
に

よ
っ
て
、
魂
の
リ
ハ
ビ
リ
を
し
、
そ
し
て
再
婚
す
る
。

素
朴
な
土
佐
の
高
知
の
風
土
と
酒
と
、
そ
し
て
再
婚

し
た
妻
の
愛
が
、
吉
井
勇
を
暗
い
沼
か
ら
救
っ
た
の

で
あ
る
。
そ
し
て
新
し
い
妻
と
京
都
に
戻
り
、
祇
園

の
名
士
と
し
て
円
満
な
晩
年
を
過
ご
し
た
。
高
知
に

今
も
あ
る
高
知
酒
造
が
出
し
て
い
る
土
佐
の
銘
酒

「
瀧た
き

嵐あ
ら
し」
は
、
吉
井
勇
の
命
名
で
あ
る
。

　

次
に
い
よ
い
よ
若
山
牧
水
の
酒
の
歌
を
見
た
い
。

ち
ん
ち
ろ
り
男
ば
か
り
の
酒
の
夜
を
あ
れ
ち
ん

ち
ろ
り
鳴
き
い
づ
る
か
な�

『
海
の
声
』

は
た
ゝ
神
遠
鳴
り
ひ
ゞ
き
雨
降
ら
ぬ
赤
き
ゆ
ふ

べ
を
ひ
と
り
酒
煮
る�

『
独
り
歌
へ
る
』

か
ん
が
へ
て
飲
み
は
じ
め
た
る
一
合
の
二
合
の

酒
の
夏
の
ゆ
ふ
ぐ
れ�

『
死
か
芸
術
か
』

鉄て
つ

瓶び
ん

の
ふ
ち
に
枕
し
ね
む
た
げ
に
徳と
く

利り

か
た
む

く
い
ざ
わ
れ
も
寝
む�

『
山
桜
の
歌
』

足
音
を
忍
ば
せ
て
行
け
ば
台
所
に
わ
が
酒
の
壜び
ん

は
立
ち
て
待
ち
を
る�

『
黒　

松
』

　

牧
水
の
酒
の
歌
は
、
無
邪
気
で
明
る
い
。
邪
気
が

な
い
。
計
ら
い
や
小
理
屈
が
な
い
。「
酒
に
は
何
故

が
な
い
の
が
よ
い
」
と
は
、
私
の
師
佐
佐
木
幸
綱
の

言
葉
で
あ
る
。
何
故
飲
む
か
と
か
、
そ
ん
な
小
理
屈

は
一
切
関
係
な
く
、
飲
み
た
い
か
ら
飲
む
。
そ
こ
に

酒
が
あ
る
か
ら
飲
む
。
こ
う
な
る
と
仙
人
の
境
地
で

あ
る
。
酒
に
理
屈
は
い
ら
な
い
。
そ
こ
が
酒
の
良
さ

だ
。
牧
水
の
酒
が
ま
さ
に
そ
う
だ
っ
た
。

ち
ん
ち
ろ
り
男
ば
か
り
の
酒
の
夜
を
あ
れ
ち
ん

ち
ろ
り
鳴
き
い
づ
る
か
な�

『
海
の
声
』

　

第
一
歌
集
『
海
の
声
』
よ
り
。
同
歌
集
に
は
明
治

三
九
年
ご
ろ
か
ら
四
一
年
ま
で
の
作
品
を
収
め
る
。

牧
水
二
十
代
前
半
で
あ
る
。
掲
出
歌
は
長
い
旅
の
途

中
の
酒
宴
を
歌
う
。
牧
水
は
講
演
や
歌
会
に
呼
ば
れ

て
頻
繁
に
各
地
を
巡
っ
た
。
与
謝
野
晶
子
、
吉
井
勇
、

牧
水
、み
な
そ
の
よ
う
な
人
生
を
送
っ
た
。こ
の「
ち

ん
ち
ろ
り
」
の
歌
は
紀
州
・
和
歌
山
滞
在
中
の
、
宴

会
の
席
の
歌
。
虫
の
音
が
聞
こ
え
る
か
ら
、
秋
の
酒

で
あ
る
。
熱
燗
が
美
味
い
季
節
だ
。
そ
れ
に
し
て
も

無
邪
気
な
酒
の
歌
で
あ
る
。
牧
水
の
性
格
は
基
本
的

に
大
ら
か
で
、
人
に
好
か
れ
る
。
そ
の
大
ら
か
さ
が

ま
こ
と
に
よ
く
出
て
い
る
。

は
た
ゝ
神
遠
鳴
り
ひ
ゞ
き
雨
降
ら
ぬ
赤
き
ゆ
ふ

べ
を
ひ
と
り
酒
煮
る�

『
独
り
歌
へ
る
』

　

第
二
歌
集
『
独
り
歌
へ
る
』。
同
歌
集
に
は
明
治

四
一
年
、
四
二
年
の
歌
を
収
録
。
二
十
代
半
ば
の
歌

で
あ
る
。
そ
の
わ
り
に
大
人
っ
ぽ
く
格
調
が
あ
る
。

明
治
の
人
間
は
二
十
歳
過
ぎ
れ
ば
堂
々
と
し
た
大
人

『海 の 声』

『独り歌へる』

若山牧水（大正 12 年）
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で
あ
っ
た
。「
は
た
た
神
」
は
雷
。
遠
雷
が
鳴
り
響
い

て
い
る
。
雨
が
す
ぐ
に
も
来
そ
う
な
の
に
、
ま
だ
降

っ
て
い
な
い
。
そ
う
し
た
微
妙
な
時
間
の
感
覚
を
読

み
た
い
。
そ
し
て
空
が
や
け
に
赤
い
。
夕
暮
れ
の
ひ

と
と
き
で
あ
る
。
作
品
は
予
感
に
溢
れ
た
時
間
の
手

触
り
を
捉
え
る
。
そ
う
し
た
予
感
の
中
で
、
自
分
は

い
つ
も
の
よ
う
に
酒
を
温
め
て
い
る
。
一
人
だ
け
の

酒
宴
の
前
の
、
ち
ょ
っ
と
華
や
ぐ
時
間
で
あ
る
。「
ひ

と
り
」「
独
り
」
は
牧
水
の
最
大
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で

あ
る
。
こ
の
歌
集
の
タ
イ
ト
ル
も
『
独
り
歌
へ
る
』

で
あ
っ
た
。

か
ん
が
へ
て
飲
み
は
じ
め
た
る
一
合
の
二
合
の

酒
の
夏
の
ゆ
ふ
ぐ
れ�

『
死
か
芸
術
か
』

　
「
か
ん
が
へ
て
」
と
あ
る
。
思
索
的
な
一
人
の
酒

で
あ
る
。
人
と
飲
む
と
話
を
す
る
。
声
が
大
き
く
な

る
。
一
人
で
飲
む
時
は
自
分
に
向
き
合
う
し
か
な
い
。

内な
い

省せ
い

的
、
思
索
的
に
な
る
。
牧
水
の
キ
ー
ワ
ー
ド

「
独
り
」
が
こ
こ
に
も
あ
る
。
ま
さ
に
一
人
に
向
き

合
う
酒
で
あ
る
。
そ
し
て
酔
う
ほ
ど
に
世
界
は
曖
昧

に
な
り
、
最
後
は
自
分
と
、
酒
を
充
た
す
徳
利
だ
け

が
残
る
。
豊ほ
う

饒じ
ょ
うな
孤
独
と
言
う
べ
き
か
。

鉄て
つ

瓶び
ん

の
ふ
ち
に
枕
し
ね
む
た
げ
に
徳と
く

利り

か
た
む

く
い
ざ
わ
れ
も
寝
む�

『
山
桜
の
歌
』

そ
し
て
さ
ら
に
飲
み
進
む
と
、
ま
す
ま
す
す
べ
て
は

朧お
ぼ
ろに

な
り
、
や
が
て
「
自
分
」
も
「
独
り
」
も
消
失

す
る
。
自
意
識
が
消
え
た
時
、
空
の
徳
利
を
発
見
す

る
。
熱
燗
徳
利
が
、
お
湯
を
張
っ
た
鉄
瓶
の
縁
に
傾

い
て
眠
っ
て
い
る
。
い
や
あ
、
酔
っ
た
。
満
足
し
堪

能
し
た
。
楽
し
か
っ
た
。
自
分
も
寝
よ
う
。
い
い
酒

で
あ
る
。
こ
ん
な
酒
を
飲
み
た
い
も
の
だ
。

足
音
を
忍
ば
せ
て
行
け
ば
台
所
に
わ
が
酒
の
壜び
ん

は
立
ち
て
待
ち
を
る�

『
黒　

松
』

　

晩
年
（
と
い
っ
て
も
四
三
歳
で
亡
く
な
っ
た
が
）

の
歌
。
酒
を
医
師
に
止
め
ら
れ
て
盗
み
酒
を
す
る
場

面
で
あ
る
。
酒
壜
が
ち
ゃ
ん
と
い
つ
も
の
よ
う
に
待

っ
て
い
て
く
れ
る
。
文
句
な
く
待
っ
て
い
る
。
酒
は
、

医
者
の
よ
う
に
理
屈
は
言
わ
な
い
。
説
教
し
な
い
。

特
に
「
わ
が
酒
の
壜
」
が
い
い
。
同
志
な
の
で
あ
る
。

一
心
同
体
で
あ
る
。
死
が
近
い
の
に
茶
目
っ
気
一
杯

で
あ
る
。
最
後
ま
で
、
死
ぬ
ま
で
、
少
な
く
て
も
歌

の
上
で
は
牧
水
の
酒
は
無
邪
気
で
明
る
い
。

　

だ
が
あ
る
種
の
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症
で
あ
っ
た
こ

と
は
想
像
で
き
る
。
酒
量
は
毎
日
、
朝
二
合
、
昼
二

『山桜の歌』

『黒　　松』

『死か芸術か』
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合
、
晩
六
合
の
一
升
。
し
か
も
旅
先
や
来
客
が
あ
る

と
そ
の
倍
以
上
飲
ん
だ
と
い
う
。
こ
れ
が
毎
日
だ
と
、

必
ず
肉
体
的
に
依
存
症
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
来
客

が
あ
る
と
酒
が
途
絶
え
な
い
の
で
、
さ
す
が
に
体
を

心
配
し
て
沼
津
に
引
っ
越
し
た
の
だ
っ
た
。【
ジ
ュ

ニ
ア
・
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
『
若
山
牧
水
も
の
が
た

り
』
楠
木
し
げ
お
著
】
に
そ
の
あ
た
り
詳
し
い
。
同

書
の
執
筆
に
は
「
沼
津
市
若
山
牧
水
記
念
館
」（
館

長
・
榎
本
篁
子
氏
）や
「
若
山
牧
水
記
念
文
学
館
」（
館

長
・
伊
藤
一
彦
氏
）
の
協
力
を
え
た
と
巻
末
に
あ
る
。

　

し
か
し
牧
水
は
、
酒
乱
で
な
く
、
ア
ル
コ
ー
ル
鬱う
つ

に
な
ら
ず
、
人
に
絡
ま
ず
、
鬱う
つ

屈く
つ

せ
ず
、
あ
く
ま
で

明
る
い
酒
だ
っ
た
よ
う
だ
。
こ
う
い
う
の
は
珍
し
い
。

ふ
つ
う
は
依
存
が
進
む
と
、
脳
内
の
セ
ロ
ト
ニ
ン
が

疎
外
さ
れ
て
、
鬱
に
な
り
、
破
滅
衝
動
が
起
こ
る
。

身
体
的
に
も
、
い
ろ
い
ろ
な
辛
い
症
状
が
出
る
。
牧

水
は
よ
ほ
ど
酒
と
相
性
が
良
か
っ
た
。
普
通
は
物
理

的
に
一
定
量
を
越
え
る
と
必
ず
内
臓
と
精
神
が
荒
廃

し
、
崩
れ
て
ゆ
く
。
科
学
的
、
医
学
的
に
は
か
な
ら

ず
そ
う
な
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
牧
水
は
そ
う
は

な
ら
な
い
。
学
生
時
代
に
酔
っ
ぱ
ら
っ
て
電
車
（
路

面
電
車
か
）
を
止
め
た
と
い
う
話
が
『
若
山
牧
水
も

の
が
た
り
』
に
出
て
来
る
。
今
な
ら
ア
ウ
ト
で
あ
る
。

し
か
し
当
時
は
バ
ン
カ
ラ
な
武
勇
伝
で
済
ん
だ
。
や

は
り
明
る
い
。
中
原
中
也
や
山
頭
火
の
よ
う
な
、
絡

み
酒
、
酒
乱
で
は
な
い
。

　

牧
水
の
酒
で
思
い
出
す
の
は
佐
佐
木
幸
綱
で
あ
る
。

や
は
り
か
な
り
の
酒
量
を
飲
み
続
け
て
も
、
酒
乱
に

な
ら
な
い
。
牧
水
と
幸
綱
は
酒
に
愛
さ
れ
た
、
た
ぐ

い
ま
れ
な
人
で
あ
る
。
た
だ
、
私
の
住
む
神
奈
川
県

の
、
有
名
な
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症
治
療
の
拠
点
病
院

「
久
里
浜
病
院
」
の
か
つ
て
の
院
長
で
作
家
の
な
だ
・

い
な
だ
氏
は
「
若
い
こ
ろ
か
ら
の
依
存
症
の
人
は
平

均
す
る
と
45
歳
で
亡
く
な
る
」
と
、
確
か
ど
こ
か
で

発
言
し
て
い
た
。
依
存
症
の
平
均
寿
命
四
五
歳
。
そ

し
て
牧
水
は
四
三
歳
で
没
し
た
。

　

牧
水
の
酒
に
関
し
て
、『
伊
藤
一
彦
が
聞
く
牧
水

賞
歌
人
の
世
界
』
か
ら
印
象
深
い
話
を
紹
介
し
た
い
。

亡
く
な
っ
た
小
高
賢
さ
ん
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
の

や
り
取
り
で
あ
る
。

　

小
高　

�
牧
水
の
奥
深
い
悲
し
み
。
そ
れ
を
わ
れ
わ

れ
は
う
ま
く
つ
か
め
て
い
な
い
よ
う
な
気

が
す
る
。
有
名
な
、（
窪
田
）
空
穂
に
「
あ

な
た
は
何
で
酒
を
飲
む
の
で
す
か
」
と
訊

か
れ
る
と
、「
も
う
朝
、
た
ま
ら
な
い
の

で
す
よ
。
飲
ま
な
き
ゃ
い
ら
れ
な
い
。
本

当
は
、
酒
は
好
き
じ
ゃ
な
い
」
と
答
え
る
。

　

伊
藤　

�

娘
（
牧
水
の
長
女
、
み
さ
き
さ
ん
）
も
そ

れ
を
書
い
て
い
る
。
父
親
の
酒
は
、「
や

っ
ぱ
り
ほ
か
の
人
な
ら
や
り
過
ご
す
こ
と

が
で
き
る
こ
と
を
や
り
過
ご
せ
な
い
か
ら
、

父
は
飲
ん
で
い
る
ん
で
す
」
と
。

　

牧
水
の
酒
は
、「
ひ
と
り
」「
孤
独
」
を
見
据
え
る

酒
だ
っ
た
。
繰
り
返
す
が
「
ひ
と
り
」
は
牧
水
の
歌

の
最
大
の
キ
ー
ワ
ー
ド
だ
と
言
え
る
。
そ
の
酒
は
、

人
間
の
根
源
的
な
孤
独
を
直
視
す
る
酒
だ
っ
た
。
そ

こ
に
、
牧
水
の
酒
の
歌
の
深
さ
と
普
遍
性
が
あ
る
。

　

最
後
に
、
現
代
短
歌
に
お
け
る
酒
の
第
一
人
者
、

佐
佐
木
幸
綱
の
歌
を
見
た
い
。

し
た
た
か
に
地
酒
に
酔
っ
て
八
月
の
旅
に
笑
え

り　

海
荒
る
る
ら
し�

『
群　

黎
』

さ
ら
ば
象
さ
ら
ば
抹
香
鯨
た
ち
酔
い
て
歌
え
ど

日
は
高
き
か
も�

『
直
立
せ
よ
一
行
の
詩
』

あ
ず
さ
ゆ
み
春
の
笑
い
を
笑
い
つ
つ
ひ
た
す
ら

酔
わ
ん
杯は
い

上
ぐ
る
な
り�

同　
　

月
下
独
酌
一
杯
一
杯
復ま
た

一
杯
は
る
け
き
李
白
相あ
い

期き

さ
ん
か
な�

同　
　

徳と
つ

利く
り

の
向
こ
う
は
夜
霧
、
大
い
な
る
闇
よ
し
と

し
て
秋
の
酒
酌
む�

『
火
を
運
ぶ
』

し
た
た
か
に
地
酒
に
酔
っ
て
八
月
の
旅
に
笑
え

り　

海
荒
る
る
ら
し�

『
群　

黎
』

　
『
群
黎
』
は
三
一
歳
の
第
一
歌
集
。
従
っ
て
二
十

代
の
酒
だ
ろ
う
。
二
十
代
で
「
し
た
た
か
に
地
酒
に
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酔
っ
て
」
と
は
さ
す
が
酒
好
き
だ
と
納
得
す
る
。
作

品
は
夏
の
旅
に
お
け
る
旅
先
の
酒
の
歌
。
解
放
感
が

よ
く
出
て
い
る
。
土
地
土
地
の
料
理
と
地
酒
は
、
旅

の
最
大
の
楽
し
み
だ
と
言
え
る
。
そ
れ
に
し
て
も

「
酔
っ
て
笑
え
り
」。
ど
こ
ま
で
も
明
る
い
酒
で
あ
り

理
屈
な
し
の
酒
で
あ
る
。
小
賢
し
い
理
屈
は
抜
き
に
、

酔
っ
て
楽
し
く
な
っ
て
大
笑
い
す
る
。
肯
定
的
な
酔

い
っ
ぷ
り
が
気
持
ち
い
い
。「
酒
に
は
な
ぜ
が
な
い

の
が
よ
い
」
と
い
う
幸
綱
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
ま

さ
に
何
故
の
な
い
酒
で
あ
る
。
な
ー
ん
に
も
考
え
ず
、

た
だ
酔
い
に
身
を
任
せ
る
。
酔
っ
て
大
笑
い
す
る
。

す
る
と
海
も
そ
れ
に
答
え
て
豪
快
に
ざ
ぶ
ー
ん
と
大

波
を
た
て
る
。
い
い
な
あ
。

さ
ら
ば
象
さ
ら
ば
抹
香
鯨
た
ち
酔
い
て
歌
え
ど

日
は
高
き
か
も�

『
直
立
せ
よ
一
行
の
詩
』

　

第
二
歌
集
の
歌
。
や
は
り
、
酔
っ
て
ご
機
嫌
に
な

っ
て
、
笑
っ
て
、
そ
し
て
歌
う
。
あ
く
ま
で
解
放
的

な
酒
で
、
大
ら
か
で
解
放
的
で
素
朴
で
あ
る
。
肯
定

的
で
あ
る
。「
自
己
否
定
の
文
学
」「
苦
悩
の
文
学
」

と
い
う
の
が
、
か
つ
て
文
学
の
一
つ
の
形
と
し
て
あ

っ
た
。
そ
う
し
た
苦
悩
と
否
定
の
文
学
に
対
し
て

「
も
つ
と
大
ら
か
に
肯
定
的
に
歌
う
」
と
い
う
方
向

を
打
ち
出
し
た
の
が
佐
佐
木
幸
綱
だ
っ
た
。

　

ゾ
ウ
は
地
上
動
物
で
最
も
大
き
い
。
ク
ジ
ラ
は
水

棲
動
物
で
最
も
大
き
い
。
そ
う
し
た
存
在
自
体
が
際

立
つ
も
の
へ
の
愛
着
と
敬
意
を
読
み
た
い
。
そ
こ
に

佐佐木幸綱

『群 黎  Ⅰ』『群 黎  Ⅱ』

『直立せよ一行の詩』
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は
や
は
り
、
小
賢
し
い
理
屈
は
な
い
。
た
だ
ば
か
で

か
い
存
在
そ
の
も
の
と
し
て
、
ゾ
ウ
も
ク
ジ
ラ
も
そ

こ
に
あ
る
。
そ
れ
は
や
は
り
す
ご
い
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
こ
の
歌
は
、
尊
敬
し
敬
愛
す
る
そ
う
し
た
存

在
に
挨
拶
す
る
感
覚
で
あ
る
。
君
た
ち
は
君
た
ち
で

し
っ
か
り
生
き
延
び
よ
。
自
分
は
自
分
の
場
所
で
と

こ
と
ん
、
こ
こ
ろ
ゆ
く
ま
で
酔
っ
払
う
…
。
酔
う
こ

と
が
「
生
」
を
確
か
め
る
こ
と
と
し
て
あ
る
。
そ
れ

は
酒
の
ひ
と
つ
の
境
地
で
あ
る
。

あ
ず
さ
ゆ
み
春
の
笑
い
を
笑
い
つ
つ
ひ
た
す
ら

酔
わ
ん
杯は
い

上
ぐ
る
な
り�

『
直
立
せ
よ
一
行
の
詩
』

　
「
あ
ず
さ
ゆ
み
春
」。
枕
詞
に
よ
る
、
大
ら
か
な
万

葉
調
が
楽
し
い
。
こ
こ
で
も
作
者
は
や
は
り
酔
っ
て

笑
う
。
理
屈
な
く
酔
い
、
そ
し
て
そ
の
酔
い
を
ど
こ

ま
で
も
楽
し
む
。「
ひ
た
す
ら
酔
う
」。
酔
う
こ
と
に

ま
っ
す
ぐ
で
、
ひ
ね
て
い
な
い
。
こ
ざ
か
し
く
な
い
。

そ
れ
が
作
者
の
酒
で
あ
り
、
酒
の
哲
学
で
あ
る
。

月
下
独
酌
一
杯
一
杯
復ま
た

一
杯
は
る
け
き
李
白
相あ
い

期き

さ
ん
か
な�

『
直
立
せ
よ
一
行
の
詩
』

　

詩
の
仙
人
「
詩
仙
」
に
し
て
、
酒
の
仙
人
「
酒
仙
」

で
あ
る
李
白
に
遥
か
に
呼
び
か
け
る
歌
。
李
白
は

「
一
日
す
べ
か
ら
く
三
百
杯
飲
み
干
す
べ
し
」
と
豪

語
し
た
。「
一
杯
一
杯
ま
た
一
杯
」
は
李
白
の
漢
詩

か
ら
の
引
用
で
、
全
体
に
漢
詩
調
を
取
り
入
れ
る
。

「
月
下
独
酌
」
と
は
ひ
と
り
の
酒
だ
が
、
し
か
し
こ

の
独
酌
は
、
李
白
と
二
人
で
飲
み
交
わ
す
対
酌
で
あ

る
。
月
光
に
祝
福
さ
れ
た
限
り
な
く
贅
沢
な
酒
の
歌

で
あ
る
。
ど
う
せ
酔
っ
ぱ
ら
う
な
ら
、
こ
れ
く
ら
い

大
き
な
夢
に
遊
び
た
い
も
の
だ
。

徳と
つ

利く
り

の
向
こ
う
は
夜
霧
、
大
い
な
る
闇
よ
し
と

し
て
秋
の
酒
酌
む�
『
火
を
運
ぶ
』

　

大
人
の
酒
で
あ
る
。牧
水
の「
白し
ら

玉た
ま

の
歯
に
し
み
と

ほ
る
秋
の
夜
の
酒
は
し
づ
か
に
飲
む
べ
か
り
け
れ
」

の
向
こ
う
を
張
る
、
た
っ
ぷ
り
と
し
た
秋
の
気
配
が

あ
る
。
た
っ
ぷ
り
と
し
た
夜
霧
。
た
っ
ぷ
り
と
し
た

闇
の
分
厚
さ
。
そ
し
て
た
っ
ぷ
り
と
豊
か
な
酔
い
心

地
。
徳
利
と
作
者
が
さ
し
で
向
か
い
合
う
感
覚
で
あ

る
。
私
も
そ
ろ
そ
ろ
こ
う
い
う
酒
を
飲
み
た
い
け
れ

ど
、
ま
だ
ま
だ
で
あ
る
。
還
暦
を
過
ぎ
て
い
ま
だ
に

た
っ
ぷ
り
と
し
た
大
人
に
な
り
切
れ
な
い
の
が
か
な

し
い
。
し
か
し
、
心
ゆ
く
ま
で
酒
を
飲
め
な
い
感
染

症
の
今
の
ご
時
世
に
、
せ
め
て
極
上
の
酒
の
歌
で
酔

い
た
い
も
の
だ
。
そ
こ
に
も
ま
た
、
大
い
な
る
酒
の

楽
し
み
が
あ
る
。

『火を運ぶ』

［
筆
者
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
］　
た
に
お
か
　
あ
き

昭
和
三
十
四
年

高
知
県
生
ま
れ
。

早
稲
田
大
学
第

一
文
学
部
西
洋

哲
学
科
中
退
。

昭
和
五
十
五
年

に
「
心
の
花
」

入
会
、
佐
佐
木

幸
綱
に
師
事
。
現
在
「
心
の
花
」
選
者
。
神
奈
川
新
聞
「
神
奈

川
歌
壇
」
選
者
。
歌
集
に
『
臨
界
』『
ア
ジ
ア
バ
ザ
ー
ル
』『
闇

市
』『
風
の
フ
ァ
ド
』
ほ
か
。
評
論
集
『〈
劇
〉
的
短
歌
論
』『
言

葉
の
位
相
』
ほ
か
。
エ
ッ
セ
イ
集
『
歌
の
旅
』、
詩
集
『
鳥
人

の
朝
』
が
あ
る
。

和
二
年
、
第
五
歌
集
『
ひ
ど
い
ど
し
ゃ
ぶ

り
』
で
第
二
十
五
回
若
山
牧
水
賞
を
受
賞
。

和
三
年
十
月
三

日
に
開
催
し
た
第
六
十
八
回
「
沼
津
牧
水
祭
・
短
歌
大
会
」
の

講
師
。
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第
三
十
二
回
と
な
る
中
学
生
短
歌
コ
ン
ク
ー
ル
は
、

例
年
ど
お
り
市
内
中
学
校
の
参
加
に
よ
り
、
千
七
百

五
十
八
首
の
作
品
が
集
ま
っ
た
。
本
年
度
も
昨
年
度

に
引
き
つ
づ
き
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
症
の

流
行
に
よ
り
、
中
学
生
の
生
活
に
も
新
し
い
様
式
が

定
着
し
た
こ
と
を
感
じ
さ
せ
る
作
品
が
見
受
け
ら
れ

た
一
方
、「
今
を
生
き
る
」
不
変
の
中
学
生
の
姿
を
生

き
生
き
と
詠
っ
た
作
品
も
多
く
あ
っ
た
。
総
評
に
つ

い
て
は
後
述
す
る
。

　

今
回
も
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
症
の
拡
大
防

止
の
た
め
、
沼
津
牧
水
祭
・
碑
前
祭
の
開
催
を
中
止

す
る
こ
と
と
な
り
、
表
彰
式
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
が
、

入
選
五
十
四
首
が
選
ば
れ
、
う
ち
十
首
が
特
選
作
品

に
選
ば
れ
た
。
以
下
、
特
選
作
品
を
紹
介
す
る
。

ま
わ
り
と
は
ま
る
で
違
っ
た
味
が
あ
る
兄
の
お

下
が
り
通
学
バ
ッ
グ�

諏
訪
華
苗
（
第
一
中
）

　

妹
や
弟
は
、
兄
や
姉
に
は
分
か
ら
な
い
「
お
下
が

り
」
と
い
う
経
験
と
共
に
成
長
し
て
い
く
。
大
人
に

と
っ
て
は
合
理
的
な
制
度
だ
が
、
こ
ど
も
は
そ
れ
に

対
し
て
不
満
を
持
つ
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ

が
作
者
は
、
そ
れ
を
実
に
プ
ラ
ス
思
考
で
捉
え
て
い

る
の
だ
。
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
で
清
々
し
い
一
首
で
あ
る
。

こ
が
ね
い
ろ
で
き
た
て
コ
ロ
ッ
ケ
さ
く
さ
く
だ

世
界
一
の
母
ち
ゃ
ん
コ
ロ
ッ
ケ

�

原
賀
奏
多
（
第
四
中
）

　

日
本
の
豊
か
な
食
生
活
の
中
で
も
、
家
庭
の
味
と

し
て
圧
倒
的
な
人
気
を
誇
る
料
理
の
ひ
と
つ
が
コ
ロ

ッ
ケ
だ
ろ
う
。
母
親
が
揚
げ
て
く
れ
る
コ
ロ
ッ
ケ
の

熱
さ
、
そ
の
好
物
に
対
す
る
作
者
の
熱
量
、
そ
し
て

そ
の
家
庭
の
温
か
さ
が
伝
わ
っ
て
く
る
一
首
で
あ
る
。

入
学
式
一
人
で
帰
り
く
つ
ず
れ
が
友
と
帰
る
日

か
さ
ぶ
た
に
な
る�

原
田
大
雅
（
第
五
中
）

　

新
生
活
に
合
わ
せ
て
用
意
し
た
で
あ
ろ
う
靴
を
履

い
て
、
入
学
式
の
日
、
作
者
は
「
一
人
」
で
帰
っ
た
。

し
か
し
、
友
達
が
で
き
て
一
緒
に
帰
っ
た
日
に
は
、

く
つ
ず
れ
が
か
さ
ぶ
た
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
時
間

の
経
過
が
丁
寧
に
表
現
さ
れ
、
作
者
が
新
し
い
環
境

で
頑
張
っ
て
い
た
過
程
も
見
え
て
く
る
一
首
で
あ
る
。

亡
く
な
っ
た
猫
を
埋
葬
し
た
場
所
に
彼
岸
花
咲

く
「
ま
た
会
い
ま
し
ょ
う
」

�

大
坪
く
ら
ら
（
大
平
中
）

　

向
き
合
い
方
に
よ
っ
て
、
動
物
と
人
間
の
心
は
十

分
に
通
い
合
う
。
大
切
に
過
ご
し
た
猫
と
の
優
し
い

時
間
は
か
け
が
え
の
な
い
も
の
だ
ろ
う
。
作
者
は
喪

失
の
大
き
な
悲
し
み
の
中
で
も
愛
猫
か
ら
の
メ
ッ
セ

ー
ジ
を
受
け
取
ろ
う
と
し
、
前
を
向
こ
う
と
し
て
い

る
。
心
の
美
し
さ
を
感
じ
さ
せ
る
一
首
で
あ
る
。

校
庭
の
水
溜
ま
り
の
中
青
空
と
梅
雨
明
け
の
虹

み
ん
な
と
の
ぞ
く�

長
岡
依
茉
（
暁
秀
中
）

　

長
い
梅
雨
の
期
間
は
、
気
分
も
重
く
な
り
が
ち
で

あ
る
が
、
い
よ
い
よ
そ
の
梅
雨
が
明
け
た
。
校
庭
の

水
溜
ま
り
に
映
っ
て
い
る
青
空
と
虹
へ
の
感
動
だ
け

で
な
く
、
仲
間
と
共
有
し
て
い
る
夏
本
番
へ
の
高
揚

感
ま
で
伝
わ
っ
て
く
る
一
首
で
あ
る
。

休
み
明
け
制
服
起
こ
し
教
科
書
と
挨
拶
交
わ
し

朝
露
の
道�

松
本
萌
香
（
愛
鷹
中
）

　

コ
ロ
ナ
禍
に
お
い
て
、
中
学
生
も
今
ま
で
に
な
い

休
校
や
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
を
体
験
し
た
だ
ろ
う
。「
休

み
明
け
」
は
、
通
常
の
「（
長
期
）休
み
明
け
」
と
い

う
意
味
を
越
え
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
お
馴
染

み
の
学
校
素
材
を
擬
人
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
通

学
と
い
う
日
常
の
喜
び
が
伝
わ
っ
て
く
る
一
首
で
あ

り
、
結
句
の
「
朝
露
の
道
」
も
詩
を
効
か
せ
て
い
る
。

夕
焼
け
に
混
ざ
る
紫
輝
い
て
カ
メ
ラ
向
け
て
も

映
ら
ぬ
景
色�

和
泉
花
果
（
第
四
中
）

　

携
帯
電
話
の
普
及
に
よ
り
、
現
代
で
は
撮
影
が
日

常
生
活
の
一
部
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。
ス
マ
ホ
か

第
三
十
二
回

中
学
生
短
歌
コ
ン
ク
ー
ル
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デ
ジ
カ
メ
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
作
者
が
向
け
た
レ

ン
ズ
の
中
に
は
微
妙
な
光
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
捉
え
ら

れ
て
い
な
か
っ
た
。
作
者
の
感
性
の
細
や
か
さ
が
表

現
さ
れ
て
い
る
と
共
に
、
便
利
な
カ
メ
ラ
に
残
ら
な

い
対
象
が
あ
る
こ
と
も
感
じ
さ
せ
る
一
首
で
あ
る
。

三
年
生
涙
あ
ふ
れ
る
試
合
後
の
写
真
に
映
る
つ

く
っ
た
笑
顔�
袴
田
瑠
波
（
第
三
中
）

　

部
活
動
の
先
輩
た
ち
に
と
っ
て
、
最
後
の
試
合
だ

っ
た
の
だ
ろ
う
。
悔
し
い
結
果
で
終
わ
っ
た
の
だ
が
、

記
念
写
真
で
は
精
一
杯
の
笑
顔
を
つ
く
っ
て
い
る
。

そ
れ
は
、
三
年
間
の
部
活
動
の
締
め
括
り
が
そ
の
日

の
結
果
だ
け
を
示
し
て
い
る
わ
け
な
の
で
は
な
い
、

と
い
う
三
年
生
の
強
い
思
い
で
あ
り
、
次
の
代
を
担

う
作
者
が
確
か
に
そ
の
思
い
を
感
じ
取
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。

朝
の
五
時
母
の
指
令
で
探
す
の
は
か
ば
ん
に
眠

る
集
金
袋�

伊
藤
羽
琉
（
金
岡
中
）

　

現
代
の
社
会
で
は
、
中
学
生
も
忙
し
い
。
集
金
袋

を
出
し
て
頼
ん
で
持
っ
て
い
く
、
と
い
う
一
連
の
行

動
に
つ
い
て
も
、
す
っ
か
り
忘
れ
て
し
ま
う
時
が
あ

る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
母
親
は
一
枚
上
手
で

早
朝
で
も
容
赦
な
い
の
だ
。
具
体
的
な
時
間
設
定
や

「
母
の
指
令
」「
か
ば
ん
に
眠
る
集
金
袋
」
と
い
っ
た

言
葉
の
選
択
に
よ
り
、
リ
ア
リ
テ
ィ
と
ユ
ー
モ
ア
を

併
せ
持
つ
一
首
に
仕
上
が
っ
た
。

雨
雲
が
絵
の
具
を
た
ら
し
ぬ
り
直
す
昨
日
の
紫

陽
花
今
日
は
何
色�

植
松
咲
名
（
浮
島
中
）

　

紫
陽
花
が
美
し
い
季
節
を
詠
ん
だ
歌
は
多
い
。
し

か
し
、
作
者
の
視
点
で
は
、
雨
は
絵
の
具
で
あ
り
、

そ
れ
に
よ
っ
て
日
々
、
紫
陽
花
の
色
が
変
わ
る
の
だ
。

人
生
に
同
じ
一
日
が
な
い
の
と
同
様
、
昨
日
と
は
違

う
今
日
が
始
ま
る
と
い
う
期
待
感
。
梅
雨
の
時
季
で

も
作
者
の
明
る
い
心
持
ち
が
伝
わ
る
一
首
で
あ
る
。

　

以
上
の
特
選
作
品
は
、
ど
の
作
品
も
今
を
生
き
る

中
学
生
の
生
活
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
率
直
で
素
朴
な

思
い
が
短
歌
に
表
現
さ
れ
て
お
り
、
時
代
や
世
代
を

超
え
て
読
者
が
共
感
で
き
る
秀
歌
だ
と
思
わ
れ
る
。

　

一
方
で
、
総
評
と
し
て
「
あ
と
一
歩
」
の
作
品
の

夥お
び
た
だし

さ
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。

　

筆
者
は
今
回
、
初
め
て
選
者
を
務
め
、
全
て
の
投

稿
作
品
を
拝
読
し
た
が
、「
あ
と
一
歩
」
の
作
品
の
余

り
の
多
さ
に
驚
き
を
隠
せ
な
か
っ
た
。
あ
と
少
し
の

ア
レ
ン
ジ
に
よ
っ
て
、
ぐ
っ
と
作
品
の
完
成
度
が
上

が
る
と
い
う
レ
ベ
ル
が
多
す
ぎ
る
印
象
な
の
で
あ
る
。

ぜ
ひ
、
先
生
方
か
ら
、
特
に
「
具
体
的
な
体
験
の
設

定
」
と
「
作
者
の
思
い
の
言
語
化
」
に
つ
い
て
、
も

う
一
言
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
加
え
て
い
た
だ
き
た
い
。

そ
れ
は
、
沼
津
の
中
学
生
の
短
歌
創
作
に
お
け
る
全

体
の
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
に
繋
が
る
と
考
え
る
。

　

た
だ
、
筆
者
自
身
も
学
校
現
場
に
身
を
置
く
人
間

の
た
め
、
教
師
業
の
多
忙
も
痛
感
し
て
い
る
。
そ
こ

で
、
文
芸
創
作
指
導
の
専
門
と
し
て
、「
短
歌
教
室
」

の
特
別
授
業
を
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
く
。
筆
者
は
、

沼
津
市
教
育
委
員
会
の
「
チ
ー
ム
学
校
」
実
現
事
業

の
一
環
と
し
て
、
第
二
小
、
千
本
小
、
香
貫
小
な
ど
、

市
内
の
希
望
す
る
小
学
校
で
「
短
歌
教
室
」
の
特
別

授
業
を
実
施
し
て
い
る
。
今
年
度
で
三
年
目
と
な
っ

た
が
、
創
作
経
験
の
な
い
中
学
年
の
大
半
の
児
童
た

ち
が
、
単
発
の
授
業
で
次
々
と
良
い
視
点
の
短
歌
を

創
作
し
、
発
表
し
合
う
様
子
を
目
に
し
て
き
た
。

　

本
コ
ン
ク
ー
ル
は
、
若
山
牧
水
の
名
を
冠
し
た
会

の
主
催
で
あ
る
。
沼
津
は
牧
水
に
選
ば
れ
た
ま
ち
で

あ
り
、
風
光
明
媚
で
詩
の
素
材
に
溢
れ
て
い
る
環
境

は
、
中
学
生
の
感
性
と
言
語
セ
ン
ス
が
磨
か
れ
る
全

国
で
も
類
ま
れ
な
風
土
だ
ろ
う
。
中
学
校
で
も
本
事

業
を
活
用
し
て
い
た
だ
き
、
微
力
な
が
ら
沼
津
の
中

学
生
の
短
歌
創
作
に
協
力
さ
せ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と

思
う
。
そ
し
て
、
沼
津
の
新
し
い
文
化
価
値
と
し
て
、

「
中
学
生
の
誰
も
が
歌
人
に
な
れ
る
ま
ち
・
沼
津
」

を
共
に
目
指
し
て
い
た
だ
く
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。

　

選
歌
は
、
沼
津
牧
水
会
理
事
の
永
久
保
英
敏
と
河

本
尚
子
、
及
び
、
沼
津
牧
水
会
会
員
で
静
岡
県
短
歌

協
会
委
員
の
勝
俣
文
子
が
行
っ
た
。�

（
勝
俣
文
子
）
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第
二
十
六
回
若
山
牧
水
賞
は
、
黒
瀬
珂
瀾
氏
の
第

四
歌
集
『
ひ
か
り
の
針
が
う
た
ふ
』
に
決
ま
っ
た
。

選
考
委
員
は
、
佐
佐
木
幸
綱
、
高
野
公
彦
、
栗
木
京

子
、
伊
藤
一
彦
の
四
氏
で
あ
る
。

　

黒
瀬
氏
は
昭
和
五
十
二
年
大
阪
府
生
れ
。
大
阪
大

大
学
院
文
学
研
究
科
修
士
課
程
修
了
。
広
告
制
作
業

な
ど
を
経
て
現
在
は
富
山
市
の
願
念
寺
住
職
。
受
賞

作
品
は
福
岡
で
過
ご
し
た
時
期
に
環
境
管
理
の
仕
事

か
ら
見
え
た
自
然
の
姿
や
東
日
本
大
震
災
の
実
像
、

娘
の
育
児
で
感
じ
た
「
命
」
へ
の
驚
き
な
ど
を
詠
っ

て
い
る
。
平
成
十
五
年
に
第
一
歌
集
『
黒こ

く

耀よ
う

宮き
ゅ
う』
で

第
十
一
回
な
が
ら
み
書
房
出
版
賞
、
平
成
二
十
八
年

に
第
三
歌
集
『
蓮
喰く

ひ
人
の
日
記
』
で
第
十
四
回
前

川
佐
美
雄
賞
を
受
賞
。未
来
短
歌
会
、読
売
歌
壇
選
者
。

　

小
学
校
二
年
の
授
業
で
俳
句
を
学
び
、
中
学
入
学

前
後
に
俳
句
よ
り
文
字
数
の
多
い
短
歌
に
つ
い
て
興

味
を
持
っ
た
。
さ
ら
に
ゲ
ー
ム
の
本
に
短
歌
が
載
っ

て
い
て
塚
本
邦
雄
や
現
代
短
歌
の
存
在
を
知
っ
た
。

そ
し
て
高
校
時
代
に
出
会
っ
た
の
が
後
に
師
匠
と

な
っ
た
春
日
井
建
先
生
の
歌
だ
っ
た
。「
先
生
に
は

自
分
の
言
葉
に
美
意
識
を
持
つ
こ
と
を
体
現
し
て
教

え
て
も
ら
い
ま
し
た
。
今
で
も
憧
れ
の
存
在
で
す
」

と
語
っ
た
。

　

選
考
委
員
の
各
氏
は
以
下
の
よ
う
に
評
し
て
い
る
。

　

佐
佐
木
幸
綱
氏
は
、「
環
境
問
題
を
扱
う
会
社
に

従
事
し
た
と
き
の
歌
が
、
こ
の
歌
集
の
大
事
な
部
分

に
な
っ
て
い
る
。
割
と
新
し
い
歌
が
多
い
一
方
、
古

典
和
歌
の
中
で
使
わ
れ
て
い
る
古
い
言
葉
を
う
ま
く

使
っ
た
歌
集
に
な
っ
て
い
る
。
子
ど
も
の
歌
と
環
境

問
題
に
関
わ
る
仕
事
を
、
新
し
い
表
現
と
“
あ
は

れ
”
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
伝
統
的
な
言
葉
で
表
現

し
た
歌
集
だ
」。

　

高
野
公
彦
氏
は
「
水
質
調
査
を
す
る
人
が
短
歌
を

詠
む
と
い
う
の
は
珍
し
く
、
歌
集
の
中
に
こ
う
し
た

“
仕
事
の
歌
”
が
出
て
く
る
の
が
面
白
い
」。

　

栗
木
京
子
氏
は
「
男
女
で
身
体
的
、
精
神
的
な
違

い
が
あ
る
こ
と
を
面
白
が
っ
て
い
る
。
生
々
し
く
な

り
そ
う
な
テ
ー
マ
を
ユ
ー
モ
ア
に
く
る
ん
で
本
質
に

迫
っ
て
お
り
、
今
後
も
期
待
で
き
る
歌
人
だ
」。

　

伊
藤
一
彦
氏
は「
三
十
代
、四
十
代
に
は
生
活
の
輪

郭
が
見
え
に
く
い
歌
集
が
多
い
が
、
黒
瀬
さ
ん
の
歌

集
は
仕
事
、生
活
、家
庭
の
輪
郭
が
は
っ
き
り
見
え
る
。

歌
い
方
も
し
っ
か
り
し
て
お
り
説
得
力
が
あ
る
」。

　

な
お
、
授
賞
式
は
、

和
四
年
二
月
十
四
日（
月
）

に
宮
崎
市
の
宮
崎
観
光
ホ
テ
ル
で
行
わ
れ
る
予
定

だ
っ
た
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
拡
大

に
鑑
み
て
延
期
さ
れ
た
。

　

歌
集
『
ひ
か
り
の
針
が
う
た
ふ
』
か
ら
の
自
選
十

首
を
紹
介
す
る
。

光
漏
る
方
へ
這
ひ
ゆ
く
ひ
と
つ
ぶ
の
命
を
見
つ

む
闇
の
端
よ
り

余
し
た
る
離
乳
食
わ
が
白
米
に
か
け
て
済
ま
せ

る
朝
餉
の
あ
は
れ

父
わ
れ
の
胸む

な

乳ぢ

を
ひ
た
に
捻
り
ゐ
る
娘
よ
黄
砂

ふ
る
夜
が
来
る

言
葉
を
五
つ
児
が
覚
え
た
る
さ
み
し
さ
を
沖
の

真
闇
へ
と
流
し
て
帰
る

線
量
を
見
む
と
瓦
礫
を
崩
す
と
き
泥
に
染
ま
り

し
キ
テ
ィ
落
ち
来
ぬ

熱
の
児
が
眠
り
ゆ
き
つ
つ
し
が
み
つ
く
わ
れ
は

い
か
な
る
渡
海
の
筏

冬
田
を
削
る
男
ら
の
影
と
ほ
く
見
て
わ
が
被
曝

け
ふ
10

マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト

μ
Sv

け
ふ
ひ
と
ひ
ま
た
死
な
し
め
ず
寝
か
し
つ
け
成

人
ま
で
は
六
千
五
百
夜

妻
と
児
を
待
つ
交
差
点　

孕
み
え
ぬ
男
た
る
こ

と
申
し
訳
な
し

児
は
遠
き
弥
生
の
野
火
を
見
つ
め
を
り
外
輪
山

を
背
に
し
て
抱
け
ば

（宮崎日日新聞社　提供）

第
二
十
六
回
若
山
牧
水
賞
に�

黒
瀬
珂
瀾
氏
の
歌
集
『
ひ
か
り
の
針
が
う
た
ふ
』


