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俳
句
に
関
し
て
ま
っ
た
く
の
し
ろ
う
と
が
遍
歴
な
ど
と
は
、
噴
飯
も
の
で
お
こ
が
ま

し
い
限
り
だ
が
ま
あ
笑
っ
て
読
ん
で
く
だ
さ
い
。

　

俳
句
に
初
め
て
出
会
っ
た
の
は
中
学
二
年
、
草
野
先
生
の
国
語
の
授
業
だ
っ
た
。
詩

人
草
野
心
平
の
息
子
さ
ん
ら
し
く
、
授
業
内
容
が
変
わ
っ
て
い
た
。
教
科
書
は
あ
ま
り

使
わ
ず
、
大
半
が
俳
句
の
講
義
な
の
で
あ
る
。
一
学
期
が
終
わ
ろ
う
と
す
る
頃
、
蝉
を

季
題
に
俳
句
を
作
り
な
さ
い
と
い
わ
れ
る
。
真
っ
先
に
手
を
挙
げ
た
の
が
わ
た
し
だ
っ

た
。
黒
板
の
前
に
出
て
書
い
た
の
が
こ
れ
。

　
四
時
間
目
教
師
の
声
よ
り
蝉
し
ぐ
れ

　

な
か
な
か
い
い
と
ほ
め
て
く
だ
さ
っ
た
。
調
子
に
乗
っ
て
も
う
一
句
作
っ
た
の
が
失

敗
だ
っ
た
。

　
蝉
の
羽
根
も
い
だ
ら
こ
れ
が
セ
ミ
ヌ
ー
ド

　

怒
ら
れ
ま
し
た
。
当
時
学
校
の
近
く
に
日
劇
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
ホ
ー
ル
が
あ
り
、
ア
ン

ジ
ェ
ラ
浅
丘
や
松
永
て
る
ほ
ら
の
セ
ミ
ヌ
ー
ド
写
真
が
飾
ら
れ
、
ま
せ
た
中
学
生
の
わ

た
し
は
ド
キ
ド
キ
し
な
が
ら
な
が
め
た
も
の
で
あ
る
。
級
友
に
は
受
け
た
も
の
の
、
こ

わ
た
し
の
俳
句
遍
歴

秋
山　

賢
司
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ん
な
の
は
俳
句
と
い
え
ま
せ
ん
ね
。
草
野
先
生
は
名
誉
挽
回
の
チ
ャ
ン
ス
を
与
え
て
く

れ
た
。
俳
句
の
宿
題
で
あ
る
。
夏
の
句
な
ら
季
題
は
自
由
。
こ
れ
は
寝
な
い
で
真
剣
に

考
え
た
。

　
涼
し
さ
や
の
ど
か
な
門か
ど

の
や
さ
し
鈴

　

鈴
は
風
鈴
。
じ
つ
は
同
級
で
あ
り
初
恋
の
人
で
も
あ
る
門
脇
鈴
さ
ん
に
風
鈴
を
プ
レ

ゼ
ン
ト
し
た
ば
か
り
だ
っ
た
。
草
野
先
生
は
こ
の
こ
と
を
薄
々
気
付
い
て
い
た
う
え
で

「
形
容
詞
が
多
く
、
へ
た
な
句
だ
ね
」
と
評
し
た
。
当
然
だ
。
し
か
し
こ
の
句
の
仕
掛

け
に
気
づ
い
て
ほ
し
か
っ
た
。
お
分
か
り
で
し
ょ
う
か
。
回
文
な
の
で
あ
る
。

　

以
後
、
私
の
作
る
句
は
回
文
か
語
呂
合
わ
せ
ば
か
り
。
社
会
人
に
な
っ
て
碁
に
つ
い

て
書
く
と
い
う
仕
事
に
つ
い
て
か
ら
は
、
俳
句
や
漢
詩
（
碁
の
俳
句
や
棋
詩
が
中
心
）

を
ま
じ
め
に
鑑
賞
す
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
ど
こ
か
に
、
回
文
好
き
の
血
が
残
っ
て
い

た
。
正
岡
子
規
没
後
百
年
の
平
成
十
五
年
に
は
こ
ん
な
句
を
作
っ
た
。

　
血
を
吐
き
つ
子
規
な
お
啼な

き
し
月
は
落
ち

　

こ
れ
を
朝
日
新
聞
の
俳
句
担
当
記
者
に
見
せ
た
と
こ
ろ
、「
へ
た
だ
ね
え
」
と
ひ
と

こ
と
。
そ
こ
で
回
文
と
種
を
あ
か
し
た
と
こ
ろ
、
び
っ
く
り
仰
天
。
数
日
後
、
記
者
か

ら
電
話
が
あ
っ
た
。「
金
子
兜
太
先
生
に
ご
注
進
し
た
ら
、
傑
作
で
、
講
演
に
使
わ
せ

て
ほ
し
い
と
い
わ
れ
る
」。
名
誉
な
話
で
す
か
ら
ね
、
ノ
ー
タ
イ
ム
で
Ｏ
Ｋ
し
ま
し

た
。
わ
た
し
の
俳
句
遍
歴
の
中
で
、
さ
さ
や
か
な
思
い
出
で
あ
る
。
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ふ
る
さ
と

人
は

い
つ
で
も
ふ
る
さ
と
を
思
う

ど
こ
に
い
て
も
ふ
る
さ
と
を
思
う

人
は

ふ
る
さ
と
を
忘
れ
た
い
と
思
う

ふ
る
さ
と
に
帰
り
た
い
と
も
思
う

人
は
誰
で
も

こ
こ
ろ
に
ふ
る
さ
と
を
持
っ
て
い
る

山
河
残
照

　
　
　

―
奥
羽
山
脈
の
麓
の
村
よ
り
―

曽
我　

貢
誠
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雪
解
け

雪
解
け
の
こ
ろ

ぬ
か
る
ん
だ
道
が
歩
き
に
く
か
っ
た

ふ
と
足
元
を
見
る
と

深
く
積
も
っ
た
雪
の
割
れ
目
か
ら

ば
っ
け
が
ち
ょ
こ
ん
と
顔
を
出
し
た

チ
ョ
ロ
リ
チ
ョ
ロ
リ
と
水
の
音

ピ
イ
ラ
ピ
イ
ラ
と
鳥
の
声

い
つ
も
は
雪
の
舞
う
鉛
色
の
空
も

す
っ
か
り
青
い
空
が
広
が
っ
て
い
た

も
う
春
は
近
い
ぞ

※
ば
っ
け
→
フ
キ
ノ
ト
ウ
の
方
言
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蛍
の
夢

お
盆
を
迎
え
る
こ
ろ

畦
道
に
は
蛍
が
無
数
に
飛
ん
で
い
た

夢
中
に
な
っ
て
両
手
で
す
く
っ
た

蚊か

帳や

の
天
井
に
虫
か
ご
を
吊
る
し
床
に
入
っ
た

青
白
い
光
が
じ
っ
と
自
分
を
見
つ
め
て
い
た

光
の
向
こ
う
に
銀
河
の
神
秘
が
広
が
っ
て
い
た

そ
の
日
は
な
ぜ
か
ぐ
っ
す
り
眠
れ
た

朝
起
き
る
と
蛍
の
ほ
と
ん
ど
は
死
ん
で
い
た

わ
ず
か
に
動
く
な
か
に
命
の
無
常
を
見
た

少
年
の
心
の
奥
が
キ
ュ
ン
と
痛
ん
だ

そ
っ
と
草
む
ら
に
返
し
に
行
っ
た

涙
だ
ろ
う
か　

囁
き
だ
ろ
う
か

葉
っ
ぱ
か
ら
夜
露
が
ぽ
と
り
と
落
ち
た
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収
穫
の
こ
ろ

黄
金
色
の
風
景
が
広
が
る

爽
や
か
な
風
に
稲
穂
が
揺
れ
る

大
空
に
ゆ
っ
く
り
鳶
が
弧
を
描
く

村
人
た
ち
は
一
斉
に
動
き
出
す

シ
ャ
ッ
、
シ
ャ
ッ
、
シ
ャ
ッ

女
た
ち
は
手
早
く
鎌
で
刈
っ
て
い
く

男
た
ち
は
黙
々
と
稲
わ
ら
を
束
ね
る

野
山
が
夕
日
に
染
ま
る
頃

や
っ
と
刈
り
採
り
が
終
わ
っ
た

村
人
た
ち
の
頬
に
笑
み
が
こ
ぼ
れ
る

遠
く
の
家
々
に
灯
が
と
も
る
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雪
原
に
て

冬来
る
日
も
来
る
日
も

鉛
色
の
空
が
広
が
り

雪
が
舞
っ
て
い
る

今
、
雲
が
切
れ
て

日
の
光
が
差
し
て
き
た

透
き
通
る
よ
う
な
青
空

銀
色
の
雪
原
が
ど
こ
ま
で
も
続
く

北
国
に
生
ま
れ

無
上
の
喜
び
を
感
じ
る

こ
の
ひ
と
と
き

こ
の
か
が
や
き
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お
帰
り

ふ
る
さ
と
に
帰
る
と

い
つ
し
か
私
の
心
は
若
返
り

「
よ
く
来
た
ね　

元
気
だ
っ
た

ま
た
一
緒
に
遊
ぼ
う
よ
」

そ
こ
ら
か
し
こ
で

優
し
い
過
去
と
戯
れ
る

我
が
家
に
戻
る
と

い
つ
し
か
私
の
心
は
元
通
り

未
来
が
そ
っ
と
囁
き
か
け
る

「
お
帰
り
な
さ
い　

こ
こ
が
あ
な
た
の
ふ
る
さ
と
よ　

こ
れ
か
ら
も
ず
っ
と
元
気
で
い
て
ね
」
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平
成
二
十
五
年
六
月
に
わ
が
祖
父
の
評
伝
『
忘
れ
ら
れ
た
宗
教
哲
学
者　

斎
木
仙
酔
』
を
出

版
し
て
か
ら
、
も
う
四
年
も
経
過
し
て
し
ま
っ
た
。
上
梓
後
も
『
ト
ン
ボ
』
に
四
編
、
仙
酔
と

関
わ
り
の
あ
る
、
そ
れ
ま
で
埋
も
れ
て
い
た
こ
と
や
、
新
た
に
発
見
し
た
こ
と
を
書
い
て
き
た

が
、
本
編
は
そ
の
中
で
も
特
筆
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　

評
伝
を
執
筆
す
る
に
さ
い
し
て
、
筆
者
が
ま
ず
頼
り
に
し
た
の
は
『
福
山
藩
の
文
人
誌
』
と

斎
木
士
門
氏
の
『
斎
木
氏
の
研
究
』
な
ら
び
に
筆
者
の
母
ノ
ブ
が
亡
く
な
っ
た
と
き
に
文
京
区

か
ら
取
り
寄
せ
て
あ
っ
た
除
籍
謄
本
で
あ
っ
た
。
こ
の
除
籍
謄
本
で
斎
木
延
次
郎
（
仙
酔
）
の

本
籍
は
「
東
京
市
小
石
川
区
豊
川
町
四
拾
八
番
地
」
と
な
っ
て
お
り
、
前
戸
主
と
の
続
柄
の
欄

に
は
「
父
・
文
禮
、
母
・
イ
サ
の
弐
男
」
と
記
載
さ
れ
て
い
た
。
一
方
、
仙
酔
の
兄
・
阿
久
利

の
四
男
で
あ
る
斎
木
士
門
氏
が
著
し
た
『
斎
木
氏
の
研
究
』
で
は
阿
久
利
、
延
次
郎
兄
弟
の
母

親
は
沢
田
氏
出
身
の
「
さ
き
」
と
な
っ
て
い
る
。
評
伝
を
書
き
始
め
た
当
初
よ
り
筆
者
は
こ
の

「
イ
サ
」
と
「
さ
き
」
の
相
違
に
気
付
い
て
お
り
、
評
伝
中
で
は
こ
の
く
い
違
い
の
「
真
偽
は

仙
酔
余
滴
Ⅴ

　

仙
酔
出
生
の
謎

　
　

―
異
母
兄
弟
だ
っ
た
阿
久
利
と
仙
酔
―

吉
田
邦
郎
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不
明
で
あ
る
」
が
、
恐
ら
く
士
門
氏
が
仮
名
で
は
同
音
の
彼
の
曾

祖
母
で
あ
る
日
根
氏
出
自
の
岬
（
サ
キ
）
と
、
沢
田
氏
出
自
の
祖

母
さ
き
を
、
混
同
し
た
誤
り
で
あ
ろ
う
と
し
て
片
付
け
て
し
ま
っ

た
。

　

仙
酔
の
母
親
に
つ
い
て
は
、
明
治
四
十
年
、
渡
米
す
る
前
に

『
新
人
』
へ
執
筆
し
た
自
叙
伝
中
で
も
、
夭
折
し
た
自
分
の
母
親

の
名
は
イ
サ
と
明
記
し
て
い
る
。
謄
本
と
も
一
致
し
て
い
る
こ
の

傍
証
を
確
認
し
、
筆
者
は
こ
の
問
題
に
一
応
の
ケ
リ
を
付
け
た
つ

も
り
に
し
て
い
た
。
し
か
し
一
方
で
は
、
若
い
時
分
か
ら
「
斎
木

氏
の
研
究
」
を
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
と
し
て
取
り
組
み
、
全
国
多
数
の

斎
木
家
の
系
譜
を
丹
念
に
調
べ
あ
げ
て
い
た
士
門
氏
が
、
果
た
し

て
本
当
に
自
分
自
身
の
祖
母
の
名
を
取
り
違
え
た
の
だ
ろ
う
か
、

と
い
う
一
抹
の
疑
念
を
捨
て
き
れ
な
い
で
い
た
。

　

こ
の
疑
念
を
筆
者
は
阿
久
利
の
直
系
の
孫
で
斎
木
本
家
の
現
在

の
当
主
で
あ
る
斎
木
克カ
ツ

氏
に
ぶ
つ
け
て
み
た
。
勿
論
、
前
述
の
除

籍
謄
本
や
『
新
人
』
記
載
の
自
叙
伝
そ
の
他
の
証
拠
を
彼
宛
へ
の

書
簡
に
添
付
し
た
う
え
で
の
こ
と
で
あ
る
。

　

克
さ
ん
の
返
事
は
「
斎
木
家
に
は
私
の
曾
祖
母
で
あ
る
沢
田
氏

出
自
の
さ
き
の
正
装
姿
の
掛
軸
も
残
っ
て
お
り
、
彼
女
が
実
在
の

人
物
で
あ
る
こ
と
は
確
か
だ
」
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
た
士
門

氏
の
『
斎
木
氏
の
研
究
』
に
も
、
沢
田
さ
き
は
広
島
県
比
和
郡
三

和
町
の
浄
土
宗
西
福
寺
・
住
職
・
沢
田
某
の
子
息
沢
田
寛
三
郎
の

次
女
さ
き
で
、
そ
の
姉
の
佐
和
子
は
福
山
市
鞆
町
に
あ
る
沼
名
前

神
社
・
神
職
・
森
下
佐
野
右
衛
門
に
嫁
ぎ
、
森
下
仁
丹
を
創
立
し

た
森
下
博
を
生
ん
で
い
る
こ
と
も
記
載
さ
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に

時
代
が
下
り
明
治
末
期
、
博
の
娘
・
次ツ
ギ

子
と
婿
・
長
蔵
夫
妻
に
は

子
供
が
な
く
博
の
従
兄
弟
で
あ
る
仙
酔
の
次
女
チ
エ
は
幼
少
時
、

長
蔵
・
次
子
夫
妻
の
養
女
に
迎
え
ら
れ
て
い
た
。（
の
ち
に
実
子

が
生
ま
れ
チ
エ
は
実
家
に
帰
さ
れ
る
）

　

さ
て
以
上
、
二
人
の
母
親
説
、
即
ち
「
弟
仙
酔
の
母
親
は
イ

サ
、
一
方
、
兄
阿
久
利
の
母
親
は
さ
き
で
あ
る
」
こ
と
が
、
疑
い

の
な
い
事
実
と
判
明
し
た
現
在
、
阿
久
利
、
仙
酔
は
異
母
兄
弟
で

あ
っ
た
と
断
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
、
な
お
三
つ
の
疑
問
が

残
っ
て
し
ま
っ
た
。

　

そ
の
第
一
は
、
そ
れ
な
ら
ば
士
門
氏
の
著
書
に
は
載
っ
て
い
な

い
出
自
が
ま
っ
た
く
不
明
な
「
仙
酔
の
母
親
イ
サ
と
は
何
者
な
の

か
？
」
と
い
う
点
。
第
二
は
、
こ
の
点
に
触
れ
て
い
な
い
士
門
氏

は
「
こ
の
事
実
を
知
っ
て
い
た
の
か
？
あ
る
い
は
意
図
的
に
隠
蔽

し
て
い
た
の
か
？
」
と
い
う
点
で
あ
る
。

　

そ
し
て
第
三
は
「
文
禮
の
嫡
子
・
阿
久
利
の
母
さ
き
が
正
妻
で

あ
る
と
し
た
ら
イ
サ
は
側
室
ま
た
は
妾
で
あ
り
、
非
嫡
出
子
で
あ

る
仙
酔
が
「
戸
籍
上
は
弐
男
と
な
っ
て
い
る
の
は
何
故
か
？
」
と

い
う
疑
問
で
あ
る
。
関
係
者
す
べ
て
が
遠
い
昔
に
故
人
と
な
っ
て

い
る
今
と
な
っ
て
は
真
相
を
知
る
由
も
な
い
が
、
今
回
は
そ
の
辺

の
事
情
を
探
っ
て
み
る
。



―　　―1２

斎木延次郎（仙酔）の除籍謄本

斎木　仙酔
（１８８０－１９３２）



―　　―1３

　

こ
れ
ら
の
疑
問
に
対
す
る
ひ
と
つ
の
鍵
は
、
二
人
の
父
親
で
あ

る
文
禮
益
光
（
一
八
四
三
～
九
四
）
の
性
行
で
あ
る
。
前
出
『
斎

木
家
の
研
究
』
に
よ
れ
ば
、
彼
は
五
二
年
の
生
涯
に
三
度
の
妻
帯

を
し
、
阿
久
利
、
延
次
郎
を
含
め
七
人
も
の
子
を
も
う
け
て
い
る
。

　

恐
ら
く
士
門
氏
は
斎
木
家
の
菩
提
寺
・
安
楽
寺
の
墓
石
か
過
去

帳
か
ら
で
も
調
べ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
最
初
の
妻
は
戒
名
の
み
の

記
載
し
か
な
く
「
女
」
と
の
み
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
女
性
の
出

自
は
日
根
氏
と
な
っ
て
お
り
、
文
禮
益
光
の
母
親
・
岬
と
同
一
家

系
の
日
根
氏
の
女
性
を
娶
っ
た
も
の
と
士
門
氏
は
注
記
し
て
い

る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
こ
の
先
妻
と
の
間
に
文
禮
益
光
は
夭
折
し

た
延
太
郎
、
寅
雄
の
二
男
を
儲
け
て
い
る
。

　

次
に
娶
っ
た
の
が
沢
田
氏
出
自
の
正
妻
さ
き
で
、
士
門
氏
は
彼

女
が
阿
久
利
、
延
次
郎
・
仙
酔
を
生
ん
だ
と
し
て
い
る
。
こ
の
さ

き
は
明
治
一
五
年
五
月
に
逝
去
し
て
お
り
、
明
治
一
三
年
生
ま
れ

の
仙
酔
が
「
母
イ
サ
は
二
歳
の
と
き
に
死
ん
だ
」
と
す
る
年
と
奇

妙
に
一
致
し
て
い
る
。
果
た
し
て
さ
き
、
イ
サ
の
二
人
は
本
当
に

同
じ
年
に
亡
く
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

三
人
目
の
後
妻
、
尾
道
出
身
の
財
間
た
か
と
は
益
太
郎
、
等シ
ナ

子
、
俊
雄
の
二
男
一
女
を
も
う
け
て
い
る
。
益
太
郎
は
大
正
元
年

二
四
歳
で
若
死
し
た
が
、
唐
沢
家
に
嫁
い
だ
唐
沢
等
子
さ
ん
と
斎

木
俊
雄
氏
は
第
二
次
大
戦
後
も
存
命
し
て
お
り
、
特
に
筆
者
の
母

ノ
ブ
が
「
俊
叔
父
さ
ん
」
と
呼
ん
で
い
た
俊
雄
氏
は
娘
の
俊
子
さ

ん
を
伴
い
何
度
か
吉
田
家
を
訪
れ
、
そ
の
記
憶
が
十
代
だ
っ
た
筆

者
に
も
残
っ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
並
び
立
て
る
と
医
師
で
あ
っ
た
文
禮
益
光
は
、
性

任
侠
（『
福
山
藩
の
文
人
誌
』
記
載
の
性
格
描
写
）、
で
あ
る
と
同

時
に
か
な
り
の
艶
福
家
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
推

測
と
当
時
の
風
俗
や
倫
理
を
勘
案
す
る
と
彼
に
妾
や
情
人
が
い
た

と
し
て
も
ち
っ
と
も
不
思
議
で
は
な
い
。
仙
酔
の
母
・
イ
サ
は
そ

の
よ
う
な
女
性
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
―
―
―
―
。

　

さ
ら
に
大
胆
な
憶
測
を
し
て
み
よ
う
。

　

冩
眞
で
見
る
と
お
り
、
仙
酔
の
容
貌
は
か
な
り
日
本
人
離
れ
し

て
い
る
。
実
際
に
筆
者
の
母
親
ノ
ブ
の
思
い
出
話
に
も
、
滞
米
中

の
仙
酔
は
よ
く
ユ
ダ
ヤ
人
に
間
違
え
ら
れ
た
と
い
う
逸
話
が
遺
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
山
岡
千
代
さ
ん
（
阿
久
利
の
次
女
）
を
は
じ
め

何
人
か
の
甥
・
姪
た
ち
も
、
な
か
ば
冗
談
に
「
仙
酔
さ
ん
に
は
外

人
の
血
が
混
じ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
」
と
語
っ
た
話
が
伝
え

ら
れ
て
い
る
。
も
し
阿
久
利
の
子
供
で
あ
る
甥
姪
た
ち
が
自
分
た

ち
の
父
親
と
弟
の
仙
酔
の
母
親
が
同
じ
で
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い

な
け
れ
ば
出
て
こ
な
い
冗
談
で
あ
る
。
ま
た
仙
酔
の
五
人
の
子
供

た
ち
の
中
で
、
も
っ
と
も
西
欧
人
的
容
貌
を
し
て
い
た
の
は
末
娘

の
四
女
・
ス
ミ
（
一
九
二
〇
～
一
九
三
五
）
で
あ
る
。
彼
女
も
生

前
に
は
、
よ
く
西
欧
人
と
間
違
え
ら
れ
た
、
と
い
う
話
が
ノ
ブ
を

は
じ
め
多
数
の
親
類
の
こ
と
ば
に
残
さ
れ
て
い
る
。



―　　―1４

斎木スミの除籍謄本

上　スミ（１９２０－１９３５）
下　スミ（前列右）と父仙酔の兄
　　阿久利の長女、川端田鶴たちと。



―　　―1５

　

ノ
ブ
の
遺
品
に
あ
っ
た
冩
眞
、
十
三
歳
の
彼
女
の
顔
立
ち
は
、

年
上
の
従
姉
妹
と
比
較
し
て
、
際
立
っ
て
日
本
人
離
れ
し
て
い
る

こ
と
が
お
判
り
頂
け
よ
う
。
当
時
、
彼
女
は
近
隣
で
も
評
判
の
美

少
女
で
、
ま
た
文
才
も
あ
り
、
少
女
雑
誌
の
懸
賞
小
説
に
入
賞
し

た
話
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
幼
い
と
き
に
財
津
家
に
養
女
に
出
さ

れ
、
僅
か
一
五
歳
で
夭
折
し
た
彼
女
は
私
に
イ
サ
を
連
想
さ
せ
る
。

　

医
師
と
し
て
の
文
禮
益
光
は
維
新
後
、
中
島
玄
覚
や
坪
井
中
博

士
ら
と
共
に
英
人
某
氏
、
長
崎
の
蘭
医
シ
ー
ボ
ル
ト
、
ポ
ン
ペ
等

に
も
師
事
し
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
当

時
で
は
極
め
て
少
数
派
で
あ
る
西
欧
人
と
の
深
い
交
際
を
持
っ
て

い
た
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
も
し
か
し
た
ら
本
当
に
仙
酔
の
母
親
イ
サ

は
、
文
禮
と
交
際
の
あ
っ
た
西
欧
人
と
日
本
人
の
娘
の
間
に
生
ま

れ
た
の
か
、
四
分
の
一
か
で
あ
り
、
仙
酔
に
は
西
欧
人
の
血
が
流

れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
考
え
る
と
、
誇
り
高
い
斎
木

家
の
系
図
か
ら
イ
サ
の
名
前
が
抹
消
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
説
明

が
つ
く
。

　

こ
の
こ
と
が
事
実
だ
と
し
た
ら
、
つ
ぎ
に
問
題
と
な
る
の
は
、

仙
酔
の
次
の
世
代
の
人
達
が
こ
の
こ
と
を
知
っ
て
い
た
だ
ろ
う
か

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
と
し
た
ら
唯
一
の
例
外
で
あ
る
士
門

氏
や
そ
の
兄
弟
・
姉
妹
を
除
き
、
母
ノ
ブ
を
含
め
仙
酔
の
子
供
た

ち
や
他
の
近
親
者
た
ち
は
誰
も
知
ら
な
か
っ
た
と
私
は
思
っ
て
い

る
。

　

こ
れ
ま
で
私
は
親
の
世
代
の
誰
か
ら
も
、
阿
久
利
と
仙
酔
が
異

母
兄
弟
で
あ
る
こ
と
も
、
筆
者
に
と
っ
て
は
曾
祖
母
に
当
た
る
イ

サ
の
名
前
も
耳
に
し
た
こ
と
が
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ち
な
み

に
文
禮
の
正
妻
さ
き
と
、
そ
の
姉
・
佐
和
の
姉
妹
に
つ
い
て
は
、

叔
母
の
チ
エ
（
高
浦
チ
エ
）
が
幼
時
に
仁
丹
の
森
下
家
（
佐
和
の

嫁
ぎ
先
）
の
養
女
に
な
っ
て
い
た
こ
と
と
関
連
し
て
筆
者
は
何
度

も
母
親
か
ら
聞
か
さ
れ
て
い
た
。

　

士
門
氏
は
ど
う
考
え
て
い
た
の
か
。
斎
木
本
家
の
現
当
主
で
あ

る
克
さ
ん
は
「
知
ら
な
か
っ
た
と
思
う
」
と
述
べ
て
い
る
。
し
か

し
右
記
か
ら
し
て
、
私
は
事
実
を
知
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と

考
え
て
い
る
。
あ
れ
ほ
ど
の
執
念
を
持
っ
て
永
年
に
わ
た
り
綿
密

か
つ
詳
細
に
斎
木
姓
を
名
乗
る
人
達
の
血
脈
を
調
べ
あ
げ
、『
斎

木
氏
の
研
究
』
を
完
成
さ
せ
た
彼
が
、
知
ら
な
か
っ
た
筈
は
な
い

と
思
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
客
観
的
な
情
報
は
残
っ
て
い

る
が
確
証
は
な
く
、
今
は
す
べ
て
が
闇
の
中
で
は
あ
る
が

―
―
―
―
。�

（
次
号
へ
）



―　　―1６

扉

葉
山　

美
玖

マ
ン
シ
ョ
ン
の
林
立
す
る
森
で

と
あ
る
扉
を
見
つ
け
た

思
い
切
っ
て
開
け
て
み
る
と

煌
々
と
し
た
黒
い
部
屋
が
あ
っ
た

私
は
迷
っ
て
い
た

そ
の
人
は
私
の
手
を
取
っ
て

よ
く
眠
る
こ
と

少
し
食
べ
る
こ
と

と
き
に
出
掛
け
る
こ
と
を
教
え
て
く
れ
た

小
さ
な
器
に

ミ
ネ
ラ
ル
ウ
ォ
ー
タ
ー
を
注
が
れ
て

喉
を
う
る
お
し



―　　―1７

そ
の
人
に
褒
め
ら
れ
て

ち
ゃ
ん
と
間
違
い
を
注
意
さ
れ
て

よ
い
も
の
を
体
に
取
り
入
れ
て

私
の
閉
じ
た
心
が

突
然

開
き
始
め
た

相
手
を
よ
く
見
て

耳
を
す
ま
し

表
情
が
ゆ
た
か
に
な
り

口
を
尖
ら
せ
た
り

目
尻
で
笑
っ
た
り
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た

私
は

人
と
真
摯
に
向
き
合
う
よ
う
に
な
っ
た

そ
の
人
の
幸
せ
を

思
う
よ
う
に
な
っ
た

人
を
思
い
通
り
に
し
よ
う
と
す
る
事
と



―　　―18

気
持
ち
に
寄
り
添
う
事
は

全
く
別
だ
っ
た

私
の
中
に
も

愛
は
あ
っ
た

す
き
と
お
っ
た
水
の
飛
沫
が

グ
ラ
ス
の
縁
か
ら

溢
れ
て

溢
れ
出
し
て

苦
し
い
ほ
ど
に

ほ
と
ば
し
る

い
ま

目
の
前
に
い
る

あ
か
る
く
笑
っ
て

落
ち
着
い
た
声
で

対
等
に
話
し
か
け
て
く
れ
る

そ
の
人
自
身
が

扉
だ
っ
た



―　　―1９

草
の
種

服
部　

剛

ア
ス
フ
ァ
ル
ト
の
割
れ
目
か
ら

草
は
小
さ
な
両
手
を
ひ
ろ
げ

生
え
て
い
る

（
露つ
ゆ

水す
い

晶し
ょ
う

に
陽
を
写
し
）

わ
た
し
の
中
に
も

自
ら
を
開
く
い
の
ち
の
種
が

眠
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い



―　　―２０

合
格
祈
願

湯
島
天
神
の
境
内
に
入
り

石
段
で
仰
い
だ
空
の
雲
間
か
ら

顔
を
出
す

し
ろ
い
輪
郭
の
お
天
道
様
が

遥
か
な
距
離
を
越
え
て

こ
の
頬
を
温
め
る

あ
ぁ
、
皿
回
し
の
利
口
な
お
猿
さ
ん
が

師
匠
に
手
を
引
か
れ

ひ
ょ
こ
ひ
ょ
こ
去
っ
て
ゆ
く

あ
ぁ
、
本
堂
の
太
鼓
と
笛
は
鳴
り
響
き

紋
付
き
袴
と
白
無
垢
の
新
郎
新
婦
は

中
へ
、
吸
い
込
ま
れ
ゆ
く



―　　―２1

　

梅
の
花
ひ
と
ひ
ら

　

石
畳
に
、
舞
い

ど
う
し
て
こ
ん
な
に
重
い
の
か

人
間
達
の
ぶ
ら
下
が
る

無
数
の
絵
馬
に
吹
く
風
の

か
ら
こ
ろ
…
と
鳴
る
、
瞬
時
の
歌
よ

遠
い
空
の
北
国
で
は

か
わ
い
い
姪
が

十
日
後
に

受
験
と
い
う
名
の
リ
ン
グ
に
上
が
る

石
畳
の
階
段
を
下
り
な
が
ら
、
僕
は

合
格
祈
願
の
お
守
り
を

胸
の
内
ポ
ケ
ッ
ト
に
入
れ
た



―　　―２２

樹
の
詩
人

市
川　

恵
子

緑
が
わ
さ
わ
さ
と

新
し
い
命
を
奏
で
は
じ
め
た
と
き
に

そ
の
ひ
と
は
還
っ
て
い
っ
た

ひ
と
は
一
本
の
木
で
あ
り

人
生
は
森
の
一
日
の
よ
う
だ
と
語
っ
て
い
た

森
に
は
い
っ
さ
い
の
無
駄
が
な
い
よ
う
に

ひ
と
の
人
生
に
も
ま
た

い
っ
さ
い
の
無
駄
は
な
い
と

近
く
の
も
の
を
見
る
た
め
に
は

遠
く
を
眺
め
て
み
る
こ
と
を

遠
く
に
あ
る
と
思
っ
て
い
る
も
の
は

い
ま
こ
こ
、
に
在
っ
て

い
つ
か
、
は
永
遠
に
や
っ
て
こ
な
い
こ
と
を
教
わ
り

進
む
こ
と
を
覚
え
た
ひ
と
も
い
た



―　　―２３

ひ
と
が
こ
の
世
か
ら
な
く
な
っ
た
と
き

初
め
て
語
る
こ
と
が
で
き
る
関
係
が
あ
る
こ
と
を

遺
さ
れ
た
者
の
生
き
て
い
く
時
間
は

逝
っ
た
者
が
遺
し
た
時
間
だ
と
い
う
こ
と
も

星
空
や
枯
木
か
ら
零
れ
く
る

沈
黙
に

耳
を
傾
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
示
し
て
く
れ
た

そ
う
し
て

ひ
と
が
生
き
て
い
く
根
拠
は

仕
事
を
す
る
こ
と
、
つ
ま
り

も
の
を
考
え
つ
づ
け
る
こ
と
、
だ
と
思
う

と
小
さ
く
呟
い
た
あ
と

仕
事
を
や
り
終
え
た
皐
月
に

と
て
も
静
か
に

そ
の
ひ
と
は
樹
に
還
っ
て
い
き
ま
し
た

愛
す
る
木
の
隣
へ

う
れ
し
そ
う
に

や
っ
と
来
ら
れ
た
よ
、
と
微
笑
ん
で



―　　―２４

お
茶
を
一
緒
に

こ
れ
か
ら

お
茶
を

の
み
ま
せ
ん
か

ひ
と
つ
の
テ
ー
ブ
ル
を
挟
ん
で

向
き
合
い
ま
せ
ん
か

ま
だ

答
え
の
で
な
い

こ
の
問
い
に

最
後
の
一
口
が

の
み
お
わ
る
こ
ろ

微
笑
ん
で
い
ら
れ
る
よ
う

カ
ッ
プ
に
浮
か
ぶ

こ
の
問
い
を



―　　―２５

少
し
ず
つ

少
し
ず
つ

口
に
含
ん
で
み
ま
せ
ん
か

す
べ
て
を
の
み
干
し

そ
の
場
に
置
き
去
る

お
酒
じ
ゃ
な
く
て

今
夜
は
一
緒
に

お
茶
を

の
ん
で
み
ま
せ
ん
か



―　　―２６

　

「
ひ
っ
く
り
返
し
た
テ
ー
ブ
ル
」
の
愛
称
を
も
つ
白
壁
の
城
に
、
マ
リ
ア
・
テ
レ
ジ
ア
は
じ

め
歴
代
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
当
主
が
ハ
ン
ガ
リ
ー
王
の
戴
冠
式
を
行
っ
た
大
聖
堂
。
ス
ロ
ヴ
ァ
キ

ア
共
和
国
の
首
都
ブ
ラ
チ
ス
ラ
ヴ
ァ
は
、
時
間
が
ゆ
っ
た
り
と
過
ぎ
て
い
く
街
だ
。
旧
市
街
は

三
十
分
も
あ
れ
ば
す
べ
て
の
通
り
を
歩
け
て
し
ま
う
。
日
本
で
は
、
古
い
区
割
り
を
残
す
地
方

の
街
を
よ
く
「
小
京
都
」
と
呼
ぶ
が
、
ブ
ラ
チ
ス
ラ
ヴ
ァ
は
さ
な
が
ら
「
小
ウ
ィ
ー
ン
」
と
い

っ
た
と
こ
ろ
だ
ろ
う
か
。

　

今
夏
お
よ
そ
一
ヶ
月
半
の
欧
州
紀
行
を
計
画
し
た
私
は
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、

イ
ギ
リ
ス
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
と
回
り
、
ブ
ダ
ペ
ス
ト
か
ら
バ
ス
で
ブ
ラ
チ
ス
ラ
ヴ
ァ
へ
と
や
っ
て

来
た
。
こ
こ
か
ら
隣
国
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
首
都
ウ
ィ
ー
ン
ま
で
は
、
鉄
道
な
ら
在
来
線
で
も
わ

ず
か
一
時
間
。
距
離
で
い
う
な
ら
、
東
京
駅
か
ら
成
田
空
港
ま
で
よ
り
少
し
近
い
く
ら
い
だ
。

こ
の
近
接
す
る
二
都
の
間
に
、
か
つ
て
「
鉄
の
カ
ー
テ
ン
」
が
引
か
れ
て
い
た
の
か
と
思
う

と
、
冷
戦
を
ほ
と
ん
ど
知
ら
な
い
私
で
も
、
時
代
の
変
遷
と
い
う
も
の
を
考
え
ず
に
は
い
ら
れ

な
い
。

　

ウ
ィ
ー
ン
は
う
っ
て
変
わ
っ
て
大
都
会
だ
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
人
口
は
二
百
万
に
満
た
な

い
。
東
京
の
よ
う
に
ど
こ
ま
で
も
続
く
家
々
を
抜
け
て
な
ど
と
い
う
こ
と
は
な
く
、
窓
の
外
に

ぼ
ん
や
り
田
園
風
景
を
眺
め
て
い
る
と
、
い
つ
の
間
に
か
中
央
駅
に
着
い
て
い
た
と
い
う
感
じ

ウ
ィ
ー
ン
滞
在
記

熊
野
友
嗣
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だ
。

　

ま
ず
は
地
下
鉄
に
乗
り
換
え
、
宿
へ
向
か
う
。
宿
と
い
っ
て

も
、
普
通
の
ア
パ
ー
ト
メ
ン
ト
の
一
室
だ
。
費
用
を
抑
え
る
た

め
、
今
回
の
旅
で
は
で
き
る
だ
け
民
泊
や
ド
ミ
ト
リ
ー
を
活
用
す

る
こ
と
に
し
て
い
た
。
民
泊
サ
イ
ト
を
介
し
て
契
約
し
た
家
主
の

女
子
大
生
は
、
自
身
が
長
期
不
在
に
し
て
い
る
間
だ
け
部
屋
を
貸

し
た
い
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。

　

民
泊
と
い
え
ば
、
東
京
五
輪
を
前
に
日
本
で
も
話
題
に
な
っ
て

は
い
る
が
、
日
本
人
が
国
内
で
利
用
し
て
み
た
と
い
う
話
は
ほ
と

ん
ど
聞
か
な
い
。
ホ
ー
ム
パ
ー
テ
ィ
ー
す
ら
一
般
的
で
は
な
い
日

本
で
は
、
見
ず
知
ら
ず
の
他
人
を
自
宅
に
泊
め
る
と
い
う
発
想
が

そ
も
そ
も
な
い
の
だ
ろ
う
。

　

逆
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
民
泊
サ
イ
ト
に
登
録
し
て
い
る
部
屋

の
多
さ
に
驚
か
さ
れ
る
。
全
部
で
四
回
民
泊
を
利
用
し
た
が
、
ウ

ィ
ー
ン
以
外
は
い
ず
れ
も
、
家
主
が
在
宅
し
て
い
て
部
屋
を
間
借

り
す
る
形
式
だ
っ
た
。
な
か
に
は
壁
一
枚
を
隔
て
て
若
い
女
性
と

一
つ
屋
根
の
下
と
い
う
状
況
で
、
こ
ち
ら
の
方
が
相
当
に
気
を
遣

っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
。

　

私
が
ウ
ィ
ー
ン
を
訪
れ
た
の
は
、
今
回
で
三
度
目
だ
。
大
き
な

名
所
は
す
で
に
ひ
と
通
り
訪
ね
て
い
る
。
な
の
で
、
十
日
の
滞
在

の
う
ち
、
観
光
に
出
か
け
る
の
は
天
気
の
良
い
二
、
三
日
く
ら
い

と
い
う
腹
積
も
り
で
あ
っ
た
。
そ
れ
以
外
の
日
は
洗
濯
に
買
い
出

し
に
と
家
事
に
精
を
出
す
一
方
で
、
当
て
ど
な
く
旧
市
街
を
歩
い

た
り
し
た
。
た
だ
、
せ
っ
か
く
楽
都
へ
来
た
の
だ
か
ら
、
や
は
り

音
楽
に
は
触
れ
て
お
き
た
い
。
ち
ょ
う
ど
、
国
立
歌
劇
場
の
周
辺

に
宮
廷
音
楽
家
の
格
好
を
し
た
売
り
子
が
幾
人
も
チ
ケ
ッ
ト
の
勧

誘
を
し
て
い
た
の
で
、
そ
の
う
ち
の
一
人
に
声
を
か
け
て
み
た
。

　

日
本
人
は
よ
ほ
ど
上
客
な
の
か
、
向
こ
う
も
私
を
見
る
な
り
片

言
の
日
本
語
フ
レ
ー
ズ
で
愛
想
よ
く
話
し
か
け
て
く
る
。
私
が
ド

イ
ツ
語
で
返
す
と
今
度
は
驚
い
た
様
子
で
、
さ
ら
に
あ
れ
こ
れ
と

勧
め
て
く
る
よ
う
に
な
っ
た
。
終
い
に
は
、「
君
は
学
生
に
見
え

る
か
ら
学
生
料
金
で
い
い
」
と
言
い
出
す
始
末
。
こ
れ
で
は
購
入

し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
他
の
数
人
の
売

り
子
と
も
会
話
を
し
た
の
だ
が
、
面
白
い
こ
と
に
彼
ら
は
み
な
イ

タ
リ
ア
や
セ
ル
ビ
ア
、
コ
ソ
ヴ
ォ
な
ど
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
以
外
の

国
の
出
身
だ
っ
た
。

　

ち
な
み
に
、
近
年
は
よ
ほ
ど
ド
イ
ツ
語
の
人
気
が
な
い
の
か
、

公
演
当
日
の
歌
劇
場
で
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
係
の
青
年
に
何
気
な
く
話

し
か
け
た
と
き
も
、
や
た
ら
と
感
激
さ
れ
た
。
上
階
に
着
く
ま
で

の
短
い
間
に
い
ろ
い
ろ
と
訊
か
れ
た
の
も
い
い
思
い
出
だ
。

　

ウ
ィ
ー
ン
の
旧
市
街
は
ど
こ
を
切
り
取
っ
て
も
絵
に
な
る
。
そ

れ
は
裏
通
り
も
同
じ
こ
と
で
、
大
き
な
通
り
は
ほ
ぼ
頭
に
入
っ
て

い
る
私
は
、
時
間
が
あ
れ
ば
ま
だ
歩
い
て
い
な
い
路
地
を
求
め
て

ふ
ら
ふ
ら
と
彷
徨
し
た
。
す
る
と
、
し
ば
し
ば
何
の
前
触
れ
も
な

く
狐
雨
が
や
っ
て
く
る
。
こ
の
時
期
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
雨
は
、

二
、
三
十
分
程
度
ざ
っ
と
降
っ
て
止
ん
で
し
ま
う
。
雨
宿
り
を
兼



―　　―２8

ね
て
ウ
ィ
ー
ン
名
物
の
カ
フ
ェ
に
入
る
の
に
は
、
ち
ょ
う
ど
良
い

き
っ
か
け
と
な
る
。
目
に
付
い
た
店
か
ら
適
当
に
選
ぶ
の
で
、
当

た
り
も
あ
れ
ば
は
ず
れ
も
あ
る
。
そ
の
な
か
に
、
私
が
知
っ
て
い

る
範
囲
で
最
も
好
き
な
店
が
あ
っ
た
の
で
、
こ
こ
で
ち
ょ
っ
と
そ

の
珈
琲
屋
を
紹
介
し
た
い
。

　

そ
こ
は
た
い
て
い
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
に
載
っ
て
い
る
有
名
な
カ

フ
ェ
の
支
店
な
の
だ
が
、
観
光
の
メ
イ
ン
ル
ー
ト
か
ら
は
離
れ
て

い
る
の
で
人
通
り
も
少
な
く
、
と
て
も
静
か
だ
。
本
店
は
常
に
観

光
客
で
い
っ
ぱ
い
で
、
回
転
も
速
い
。
だ
が
こ
ち
ら
は
本
店
よ
り

広
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
客
は
ま
ば
ら
で
、
み
な
周
り
の
何
物
も
気

に
す
る
こ
と
な
く
自
分
の
時
間
を
過
ご
し
て
い
る
。
私
も
コ
ー
ヒ

ー
と
シ
ュ
ト
ゥ
ル
ー
デ
ル
だ
け
で
居
座
り
、
備
え
付
け
の
新
聞
を

読
ん
だ
り
、
書
き
物
に
勤
し
ん
だ
り
し
た
。
店
員
も
誰
も
、
長
居

を
咎
め
る
者
は
い
な
い
。
店
の
つ
く
り
や
調
度
品
な
ど
は
比
較
的

新
し
く
、
レ
ト
ロ
感
と
い
う
点
で
は
本
店
に
及
ば
な
い
だ
ろ
う
。

だ
が
、
こ
の
時
間
が
、
空
間
が
、
そ
し
て
雰
囲
気
こ
そ
が
、
ウ
ィ

ー
ン
の
カ
フ
ェ
文
化
そ
の
も
の
と
い
う
気
が
し
た
。

　

行
楽
日
和
に
は
ウ
ィ
ー
ン
の
外
へ
も
足
を
延
ば
し
た
が
、
一
番

の
お
目
当
て
は
私
の
趣
味
の
城
跡
だ
。
こ
ん
な
と
こ
ろ
ま
で
来
て

藪
を
か
き
分
け
廃
墟
を
訪
ね
る
海
外
か
ら
の
訪
問
客
な
ど
、
私
の

他
に
そ
う
は
い
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

城
跡
巡
り
と
い
う
趣
味
の
利
点
の
ひ
と
つ
は
、
観
光
地
と
は
認

識
さ
れ
て
い
な
い
地
域
を
意
図
せ
ず
訪
ね
回
れ
る
と
こ
ろ
に
あ
る

と
思
っ
て
い
る
。
今
回
の
ウ
ィ
ー
ン
滞
在
中
に
は
、
二
つ
の
町
で

城
跡
を
巡
っ
た
。
そ
の
う
ち
の
ひ
と
つ
メ
ー
ト
リ
ン
ク
は
、
ウ
ィ

ー
ン
か
ら
鉄
道
で
二
十
分
ほ
ど
の
、
郊
外
の
ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン
だ
。

旅
行
者
向
け
の
も
の
は
と
り
た
て
て
何
も
な
い
が
、
そ
れ
で
も
町

の
中
心
に
は
石
畳
の
広
場
と
緩
や
か
な
傾
斜
地
に
建
つ
中
世
風
の

役
場
が
あ
り
、
十
分
に
写
真
映
え
の
す
る
景
観
を
創
り
出
し
て
い

る
。
こ
う
い
う
ち
ょ
っ
と
し
た
美
し
い
風
景
や
面
白
い
出
会
い
に

遭
遇
す
る
に
つ
け
、
趣
味
の
つ
い
で
に
良
い
「
旅
」
が
で
き
た
と

い
う
気
分
に
浸
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。

　

も
う
ひ
と
つ
の
町
は
、
メ
ー
ト
リ
ン
ク
か
ら
さ
ら
に
五
分
ほ
ど

電
車
に
揺
ら
れ
て
着
く
バ
ー
デ
ン
だ
。
こ
ち
ら
は
古
く
か
ら
保
養

地
と
し
て
栄
え
た
と
こ
ろ
で
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
も
何
度
か
療
養

に
訪
れ
、
そ
の
と
き
滞
在
し
た
家
は
博
物
館
と
な
っ
て
い
る
。
こ

こ
で
の
発
見
は
、
地
元
の
ホ
イ
リ
ゲ
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と

だ
。
ホ
イ
リ
ゲ
と
は
、
も
と
も
と
は
ワ
イ
ン
農
家
が
そ
の
年
の
新

酒
を
供
す
る
直
営
の
簡
易
居
酒
屋
を
指
す
が
、
今
で
は
ウ
ィ
ー
ン

周
辺
の
野
外
の
ワ
イ
ン
酒
場
を
広
く
そ
う
呼
ん
で
い
る
。

　

バ
ー
デ
ン
の
青
物
市
場
で
昼
食
を
摂
っ
て
い
た
と
き
、
隣
に
座

っ
て
い
た
常
連
が
赤
ワ
イ
ン
を
嗜
ん
で
い
た
。
私
が
観
光
地
化
さ

れ
て
い
な
い
昔
な
が
ら
の
ホ
イ
リ
ゲ
を
探
し
て
い
る
と
い
う
話
を

振
っ
た
と
こ
ろ
、
な
ん
と
こ
の
バ
ー
デ
ン
に
こ
そ
伝
統
的
な
店
が

い
く
つ
も
残
っ
て
い
る
と
い
う
。
夕
方
を
待
っ
て
そ
の
う
ち
の
一

軒
を
訪
ね
て
み
る
と
、
果
せ
る
か
な
、
旅
行
者
ら
し
き
客
は
一
人
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も
い
な
い
。
決
し
て
広
く
は
な
い
中
庭
の
テ
ー
ブ
ル
で
、
子
供
連

れ
の
家
族
や
訛
り
の
き
つ
い
ご
老
人
な
ど
に
囲
ま
れ
な
が
ら
、
自

家
製
ワ
イ
ン
を
ゆ
る
ゆ
る
と
楽
し
む
こ
と
が
で
き
た
。

　

最
後
に
も
う
ひ
と
つ
、
普
通
の
観
光
で
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う

発
見
の
話
を
し
た
い
。
今
回
の
独
墺
滞
在
に
際
し
て
、
私
は
さ
る

人
か
ら
ド
イ
ツ
語
の
古
書
を
一
冊
探
す
よ
う
に
頼
ま
れ
て
い
た
。

ウ
ィ
ー
ン
で
も
い
く
つ
か
古
書
店
を
回
っ
た
が
、
マ
ン
ガ
や
文
庫

本
が
棚
を
占
め
る
日
本
と
は
違
い
、
欧
州
の
古
本
屋
は
ま
る
で
ア

ン
テ
ィ
ー
ク
の
博
物
館
を
訪
ね
て
い
る
か
の
よ
う
な
趣
が
あ
る
。

目
当
て
の
本
は
結
局
ウ
ィ
ー
ン
で
は
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
が
、
そ

の
ぶ
ん
古
書
店
巡
り
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
た
。

　

た
だ
、
夏
季
と
い
う
こ
と
で
休
業
も
多
く
、
旧
市
街
の
一
歩
外

側
に
訪
ね
た
そ
の
店
も
閉
ま
っ
て
い
た
。
わ
ざ
わ
ざ
来
た
の
に
と

肩
を
落
と
し
て
い
る
と
、
す
ぐ
近
く
に
ビ
ー
ル
の
醸
造
所
兼
レ
ス

ト
ラ
ン
が
あ
る
こ
と
に
気
付
い
た
。
入
っ
て
み
る
と
、
店
内
に
は

銅あ
か
が
ね
い
ろ色

の
発
酵
槽
が
あ
り
、
奥
に
は
静
か
な
中
庭
の
席
も
あ
る
。
観

光
客
は
い
な
い
。
若
い
ウ
ェ
イ
タ
ー
が
、
今
で
も
と
き
ど
き
こ
の

辺
り
は
道
に
迷
う
と
言
っ
て
い
た
の
を
覚
え
て
い
る
。
偶
然
の
出

会
い
に
乾
杯
し
な
が
ら
、
私
は
ビ
ー
ル
の
杯は
い

を
重
ね
た
。

　

ま
だ
ま
だ
体
験
話
は
尽
き
な
い
の
だ
が
、
残
念
な
が
ら
紙
幅
が

足
り
そ
う
も
な
い
。
別
の
機
会
の
あ
る
こ
と
を
期
待
し
つ
つ
、
今

回
は
こ
こ
で
筆
を
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

　

ち
ち
ぶ
文
学
散
歩

野
口　

正
士　

秩
父
の
神
社
、
仏
閣
に
点
在
す
る
歌
碑
・
句
碑
の

み
な
ら
ず
、
山
野
に
埋
も
れ
た
碑
を
探
し
て
三
十

五
年
。
そ
の
三
百
二
十
二
基
の
由
来
を
カ
メ
ラ
片

手
に
ま
と
め
た
一
冊
。
長
瀞
に
生
ま
れ
た
元
鉄
道

マ
ン
野
口
正
士
に
よ
る
、
ち
ち
ぶ
の
風
土
と
文
化

が
薫
る
労
作
。

牧
水
・
雨
情
・
啄
木
・
賢
治
・
金
田
一
春
彦
の
歌

碑
、
万
葉
集
か
ら
芭
蕉
・
虚
子
、
兜
太
の
句
碑
、

荒
川
・
大
滝
・
吉
田
・
両
神
、
旧
町
村
名
が
載
っ

た
詳
細
な
地
図
が
旅
情
を
さ
そ
う
。

Ｂ
５
判
・
二
四
〇
頁　

二
五
〇
〇
円（
税
別
）　

送
料
無
料
。
弊
社
に　

直
接
申
し
込
み
下
さ
い
。
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To Write Poetry

Kuriko�Maeki

To�write�poetry
At�times�it�is�like
Slipping�into�a�cafe�in�a�town�unknown
Laying�low�where�time�runs�slow,
I�taste�filtered�words,�dripping
A�break�from�routines,�so�brief

To�write�poetry
At�times�it�is�like
Getting�drenched�on�a�mountain�path�unpaved
Washed�by�raindrops�heaven�poured,
I�soak�myself�in�words,�showering
A�date�with�nature,�so�fickle

To�write�poetry
At�times�it�is�like
Getting�lost�in�sudoku�pages�faceless
Staring�at�rows�with�spaces
I�search�for�meant-to-be�words,�missing
A�play�of�reflex,�so�blank
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詩を書くということ

マエキ　クリコ

詩を書くということ
時にそれは
知らない街で見かけたカフェに�
するり入り込むようなもの
時の流れゆるむ空間に収まり�
ドリップされた言葉を味わう�
ささやかな非日常のひととき

詩を書くということ
時にそれは
舗装のない山道で土砂降りに
ざあざあ降られるようなもの
天溢る雨水に洗われ
降り注ぐ言葉に浸る
気紛れな自然現象との逢引き

詩を書くということ
時にそれは
顔のない数独の頁を無心に
さらさら解くようなもの
空白ばかりの行を見据え
唯一解なる言葉を探る
無表情な反射神経の戯れ
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To�write�poetry
At�times�it�is�like
Getting�stabbed�in�the�back�clueless
Half�conscious�as�pain�increases
I'm�deep�dyed�in�words,�gushing
A�lexical�treachery,�so�ablaze

To�write�poetry
At�times�it�is�to
Not�write�poetry�at�all
Just�grinding�the�beans
Just�climbing�the�mountains�
Just�counting�the�numbers
Just�sharpening�the�knives
And�just�listening�to
The�heartbeat�of�a�poem
No�one�has�ever�written�yet
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詩を書くということ
時にそれは
ひと気ない暗闇で背中を
ぐさり刺されるようなもの
遠のく意識と痛みの中で
ほとばしる言葉に染まる
鮮やかな語彙の裏切り

詩を書くということ
時にそれは
詩を書かないということ
ただ豆を挽くだけ
ただ山を登るだけ
ただ数を数えるだけ
ただナイフを研ぐだけ
そうやって
まだ誰にも書かれていない詩の
密やかな鼓動に耳を傾けるだけ
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Children's Noses

i�like�
looking�at�children's�noses
so�shiny,�so�round
like�rare�beads
each�one�of�them�so�precious

while
grown-ups’�noses�are
mere�human�face�parts
children's�noses�are�like
creatures�from�another�world�
bud-bud-budding�on�the�earth

so
until�they�are�well-settled�down,
we�must�safeguarded�those�little�noses
do�not�defile�them
do�not�distort�them
do�not�disparage�them
no�matter�how�small�they�are
all�that�breathe�is�just

perhaps�
such�prayers�of�grown-ups�are
linked�to�the�other�world�
through�holes�in�the�beads
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子どもの鼻

私は
子どもの鼻を見るのが好きだ
つやつやとまあるく光る鼻は�
めずらしいビーズみたいで�
どれもこれもとてもかわいらしい

だって
大人の鼻は
単なる人間の顔のパーツだけど
子どもの鼻は
どこか別の世界の生き物みたいに
ひょっこり地球に生えている

だから
ちゃんとこの地球に馴染むまで
どうか子どもの鼻たちを守って
汚さないで
歪めないで
貶めないで
どんなに小さくても
息するものは正義

そんな
大人たちの祈りは
あの世界に繋がっているのだろう
かのビーズの穴を通して
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連
翹
忌
通
信
㈡

　
　
　

「
光
太
郎
遺
珠
」小　

山　

弘　

明　

　

前
号
で
ご
紹
介
し
た
と
お
り
、
毎
年
四
月
二
日
の
高
村
光
太
郎

忌
日
で
あ
る
「
連
翹
忌
」
で
、
全
国
の
光
太
郎
智
恵
子
に
関
わ
る

皆
様
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
作
り
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

　

元
々
、
晩
年
の
光
太
郎
に
親
炙
し
た
当
会
顧
問
の
北
川
太
一
先

生
が
な
さ
っ
て
い
た
そ
れ
を
受
け
継
ぐ
形
で
、
そ
の
仕
事
に
当
た

っ
て
お
り
ま
す
が
、
当
方
の
本
来
の
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
は
、
別
の
と

こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、「
光
太
郎
の
生
の
軌
跡
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
」
で
す
。

　

光
太
郎
生
前
の
昭
和
二
十
六
年
か
ら
二
十
八
年
に
か
け
、
中
央

公
論
社
か
ら
『
高
村
光
太
郎
選
集
』
が
刊
行
さ
れ
ま
し
た
。
中
心

と
な
っ
た
の
は
、
光
太
郎
を
敬
愛
し
て
や
ま
な
か
っ
た
草
野
心
平

（
当
会
の
祖
で
も
あ
り
ま
す
）
で
し
た
。
心
平
は
そ
れ
以
外
に

も
、
同
じ
時
期
に
光
太
郎
の
全
詩
業
の
集
成
を
企
図
し
、
鎌
倉
書

房
や
創
元
社
か
ら
刊
行
さ
れ
た
『
高
村
光
太
郎
詩
集
』
の
編
集
に

も
当
た
り
ま
し
た
。
ま
た
、
心
平
は
詩
文
の
集
成
の
み
な
ら
ず
、

光
太
郎
年
譜
の
作
成
に
も
着
手
、
畳
何
枚
分
に
も
な
る
手
書
き
の

年
譜
が
作
ら
れ
ま
し
た
。
そ
う
し
た
仕
事
は
、
北
川
太
一
先
生
を

ま
き
こ
み
、
光
太
郎
が
歿
し
た
翌
年
の
昭
和
三
十
二
年
か
ら
翌
年

に
か
け
て
、
筑
摩
書
房
か
ら
刊
行
さ
れ
た
『
高
村
光
太
郎
全
集
』

（
以
下
『
全
集
』）
全
十
八
巻
へ
と
受
け
継
が
れ
て
い
き
ま
す
。

　

そ
の
後
も
見
つ
か
り
続
け
た
光
太
郎
文
筆
作
品
な
ど
を
補
遺
巻

に
収
め
、
平
成
六
年
か
ら
十
年
に
か
け
、「
断
簡
零
墨
に
至
る
高

村
光
太
郎
の
全
業
績
を
収
め
た
決
定
版
全
集
」
と
い
う
コ
ピ
ー

で
、『
全
集
』
の
増
補
改
訂
版
全
二
十
一
巻
別
巻
一
が
、
同
じ
筑

摩
書
房
か
ら
刊
行
さ
れ
ま
し
た
。
新
た
に
判
明
し
た
様
々
な
事
項

を
反
映
し
、
各
巻
解
題
は
一
新
さ
れ
、
別
巻
に
は
そ
の
時
点
で
最

も
詳
細
な
年
譜
も
掲
載
さ
れ
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
そ
の
後
も
『
全
集
』
未
収
録
の
光
太
郎
文
筆
作
品
が

見
つ
か
り
続
け
て
い
ま
す
。
世
の
中
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
普
及

し
、
様
々
な
情
報
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
こ
と
が

大
き
な
要
因
で
し
た
。

　

光
太
郎
没
後
五
十
年
の
節
目
、
平
成
十
八
年
に
は
、
北
川
先
生

と
当
方
の
共
編
で
そ
れ
ら
を
一
冊
に
ま
と
め
、
さ
ら
に
新
発
見
の

文
筆
作
品
を
所
収
し
、『
光
太
郎
遺
珠
２
０
０
６
・
４
』
が
ハ
ー

ド
カ
バ
ー
の
厚
冊
で
高
村
光
太
郎
記
念
会
か
ら
限
定
二
百
部
で
刊

行
さ
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
後
は
、
や
は
り
見
つ
か
り
続
け
る
光
太
郎
文
筆
作
品
を
一

年
ご
と
に
ま
と
め
、
当
方
が
編
集
に
あ
た
り
、「
光
太
郎
遺
珠
」
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ら
の
人
物
に
宛
て
た
書
簡
が
ひ
ょ
っ
こ
り
出
て
来
る
こ
と
に
期
待

し
た
い
も
の
で
す
。

　

ま
た
、「
こ
ん
な
人
物
と
も
交
流
が
あ
っ
た
の
か
」
と
い
っ
た

書
簡
も
か
な
り
見
つ
か
り
、
光
太
郎
人
脈
の
幅
の
広
さ
が
再
認
識

さ
れ
ま
し
た
。
稲
垣
足
穂
、
佐
々
木
喜
善
（
柳
田
国
男
に
『
遠
野

物
語
』
の
元
ネ
タ
を
提
供
し
た
人
物
）、
版
画
家
の
川
西
英
、
海

外
で
は
ア
ン
リ
・
マ
チ
ス
、
そ
し
て
現
在
も
詩
壇
の
重
鎮
と
し
て

活
躍
さ
れ
て
い
る
谷
川
俊
太
郎
氏
な
ど
。
今
後
も
、
さ
ら
に
意
外

な
人
物
に
宛
て
た
書
簡
が
見
つ
か
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
し
て
、
書
簡
に
書
か
れ
た
内
容
の
部
分
で
も
、
年
譜
の
上
で

そ
れ
ま
で
不
明
だ
っ
た
細
か
な
日
付
が
特
定
で
き
る
よ
う
な
も
の

が
あ
っ
た
り
も
し
て
い
ま
す
。
編
集
者
の
前
田
晁
に
宛
て
た
絵
葉

書
か
ら
、
大
正
元
年
に
、
智
恵
子
と
過
ご
し
た
千
葉
犬
吠
埼
か
ら

帰
京
し
た
の
が
九
月
四
日
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
し
、

花
巻
税
務
署
に
送
っ
た
葉
書
か
ら
は
、
昭
和
二
十
七
年
に
「
十
和

田
湖
畔
の
裸
婦
群
像
（
通
称
・
乙
女
の
像
）」
制
作
の
た
め
帰
京

し
た
三
年
後
、
同
三
十
年
の
六
月
一
日
に
な
っ
て
よ
う
や
く
住
民

票
を
東
京
に
戻
し
た
こ
と
が
判
明
し
ま
し
た
。

　

そ
の
他
、
日
付
は
あ
ま
り
関
係
あ
り
ま
せ
ん
が
、
明
治
四
十
三

年
か
ら
翌
年
に
か
け
、
神
田
淡
路
町
に
光
太
郎
が
開
い
た
画
廊
、

琅
玕
洞
の
支
店
を
パ
リ
に
出
す
計
画
が
語
ら
れ
て
い
た
り
、『
全

集
』
未
収
録
の
短
歌
や
俳
句
、
イ
ラ
ス
ト
な
ど
が
添
え
ら
れ
た
書

簡
が
出
て
来
た
り
も
し
て
い
ま
す
。

の
題
名
で
、
平
成
十
九
年
・
二
十
年
は
大
島
裕
子
氏
編
の
「
没
後

年
譜
」
と
合
わ
せ
、
高
村
光
太
郎
談
話
会
か
ら
小
冊
子
の
形
で
刊

行
。
平
成
二
十
一
年
か
ら
は
野
末
明
氏
主
宰
の
高
村
光
太
郎
研
究

会
刊
行
の
雑
誌
『
高
村
光
太
郎
研
究
』
の
中
の
連
載
と
し
て
世
に

出
し
て
お
り
、
今
後
も
こ
の
形
を
踏
襲
す
る
予
定
で
い
ま
す
。
さ

ら
に
、
そ
ち
ら
で
は
見
つ
か
っ
た
も
の
か
ら
順
次
紹
介
し
て
い
る

た
め
、
執
筆
時
期
や
内
容
等
に
一
貫
性
が
な
い
の
で
、
当
会
で
年

二
回
刊
行
し
て
い
る
冊
子
『
光
太
郎
資
料
』
に
お
い
て
、
内
容
ご

と
に
組
み
直
し
た
「
光
太
郎
遺
珠
か
ら
」
を
連
載
中
で
す
。

　

さ
て
、
ど
う
い
っ
た
も
の
が
見
つ
か
っ
て
い
る
か
と
い
う
と
、

比
較
的
長
命
だ
っ
た
上
に
、
筆
ま
め
で
あ
っ
た
光
太
郎
ゆ
え
、
書

簡
が
数
多
く
見
つ
か
り
続
け
て
い
ま
す
。『
全
集
』
完
結
の
段
階

で
、
既
に
三
、
一
〇
一
通
が
収
録
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
の

後
、
新
た
に
五
百
通
近
く
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。

　

そ
の
中
に
は
「
あ
る
べ
く
し
て
あ
っ
た
」
書
簡
が
相
当
数
。
光

太
郎
と
深
い
交
流
が
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
人
物
宛
の
書
簡
が
『
全

集
』
に
漏
れ
て
い
た
、
与
謝
野
晶
子
、
高
田
博
厚
、
佐
藤
春
夫
、

平
櫛
田
中
、
武
者
小
路
実
篤
、
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
学
者
の
多
田
等
観

な
ど
に
宛
て
た
も
の
が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。

　

逆
に
、
同
じ
く
光
太
郎
と
深
い
交
流
が
あ
り
な
が
ら
、
ま
だ
そ

の
人
物
宛
の
書
簡
が
見
つ
か
っ
て
い
な
い
と
い
う
人
物
は
、
石
川

啄
木
、
有
島
兄
弟
、
志
賀
直
哉
、
石
井
柏
亭
、
梅
原
龍
三
郎
、
岸

田
劉
生
、
黒
田
清
輝
、
吉
井
勇
、
宮
沢
賢
治
な
ど
。
今
後
、
そ
れ
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ま
た
、
光
太
郎
に
彫
刻
を
注
文
し
た
滋
賀
県
在
住
だ
っ
た
一
般

人
に
宛
て
た
書
簡
十
数
通
が
ま
と
め
て
見
つ
か
り
、
一
つ
の
彫
刻

が
愛
好
者
の
手
に
渡
る
ま
で
の
経
緯
が
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
た

り
、
親
族
や
姻
族
宛
の
書
簡
も
ま
と
め
て
出
て
来
て
、「
他
人
」

で
は
な
い
人
々
に
見
せ
る
光
太
郎
の
一
面
も
垣
間
見
え
た
り
し
、

非
常
に
興
味
深
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。

　

書
簡
以
外
に
も
、
主
に
散
文
の
類
で
新
聞
雑
誌
や
書
籍
な
ど
に

発
表
さ
れ
、
活
字
に
な
っ
た
作
品
で
あ
り
な
が
ら
、
や
は
り
『
全

集
』
に
は
漏
れ
て
い
た
も
の
が
、
少
な
か
ら
ず
見
つ
か
り
続
け
て

い
ま
す
。
そ
れ
ら
の
中
に
も
、
年
譜
を
補
足
す
る
い
わ
ば
新
事
実

が
記
さ
れ
て
い
た
り
、
と
い
っ
た
も
の
が
あ
り
貴
重
な
発
見
で
し

た
。
次
号
の
こ
の
項
で
そ
れ
ら
を
ご
紹
介
し
た
く
存
じ
ま
す
。

高
村
光
太
郎
連
翹
忌　
　
　

運
営
委
員
会
代
表　
　
　
　

第６２回連翹忌の御案内
　高村光太郎を偲ぶ連翹忌の集いを、下記のとお
り開催いたします。
　毎年、高村家の皆様、生前の光太郎を知る
方々、美術館、文学館、出版、芸能、教育関係の
方々など、多数のご参加を頂いております。
　参加資格はただひとつ、「健全な精神で高村光
太郎を敬愛すること」のみです。

日　時　平成３０年 ４ 月 ２ 日㈪
　　　　午後 ５時３０分～午後 8時

会　場　日比谷松本楼
　　　　〒1００－００1２　千代田区日比谷公園 1－ ２
　　　　tel　０３－３５０３－1４５1㈹

会　費　1０，０００円

　会費を下記ゆうちょ口座に
　 ３月２４日㈯までにご送金下さい。
　会費ご送金を以て出席確認とさせて頂きます。
　　００1００－ 8 －７8２1３９
　　口座名義　小山弘明（コヤマヒロアキ）
　　通信欄にはフルネームをお書き下さい。

問い合わせ
　高村光太郎連翹忌運営委員会　代表　小山弘明
　〒２8７－００４1　千葉県香取市玉造 ３－ ５－1３
　tel／fax　０４７8－５４－０６７1
　携帯　　　０９０－６1７５－６２５４
　e-mail：koyama@aurora.ocn.ne.jp
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捨
て
ら
れ
た
傘
た
ち

近
藤　
　

頌

土
砂
降
り
の

風
の
強
い
暖
か
な
夜
の
冬

路
に
う
ち
捨
て
ら
れ
た
傘
が
ぽ
つ
り
ぽ
つ
り

線
路
脇
に
も
危
な
げ
に
佇
む

役
立
た
ず
と
な
っ
て
も

な
お
傘
で
あ
ろ
う
と
す
る
骨
組
み

せ
め
て
持
ち
帰
ら
れ
て

丁
寧
に
捨
て
ら
れ
た
か
っ
た
で
あ
ろ
う　

傘
た
ち

う
と
ま
し
く
拾
わ
れ
て
い
く
で
あ
ろ
う　

役
立
た
ず
ど
も

安
ら
か
で
あ
れ

な
ん
て
、
都
合
が
良
す
ぎ
る
か
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明　

暗

あ
き
ら
め
た
ら

あ
か
る
く
な
っ
た
気
が
し
た

で
も
そ
れ
は

周
り
が
暗
く
な
っ
た
だ
け
だ
っ
た

そ
れ
で
も

あ
か
る
い
と
感
じ
る
こ
と
が

大
切
な
時
も
あ
る

だ
け
れ
ど
も

ぐ
っ
す
り
と
眠
っ
て

疲
労
を
と
る
な
ら

や
っ
ぱ
り

暗
闇
の
中
で
眠
る
方
が
い
い


