
春
の
岬
中
野
営
一二咆

ぽ
け
の
花
中
村
勝
治
郎
筆

日
蔭
棚
安
宅
安
五
郎
箪

港

工

藤

三

郎

筆

船
小
林
鍾
吉
筆

初
冬
晩
暉
の
図
岡
田
三
郎
助
咆

廃
園
白
瀧
幾
之
助
罰

南
方
収
穫
図
伊
東
深
水
筆

⑪

終
戦
前
後
の
学
生
生
活

学
徒
出
陣
に
よ
り
多
数
の
生
徒
が
去

っ
た
本
校
で
は
、
残

っ
た
生
徒
も
ま
た

異
常
な
学
生
生
活
を
強
い
ら
れ
た
。
当
時
の
在
校
生
で
あ
っ
た
市
瀬
幸
助
氏
が

資
料
を
寄
せ
て
下
さ
っ
た
の
で
、
こ
の
空
前
絶
後
の
異
常
事
態
に
つ
い
て
記
録

し
て
お
く
。

市
瀬
氏
は
昭
和
十
九
年
四
月
に
日
本
画
科
に
入
学
し
た
。

一
カ
月
程
し
て
い

き
な
り
美
校
改
革
が
断
行
さ
れ
、
新
旧
教
師
の
交
替
が
あ
っ
た
が
、

一
方
戦
局

は
日
毎
に
悪
化
し
、
正
常
な
授
業
が
行
わ
れ
た
の
は
そ
の
年
の
夏
休
み
あ
け
ま

で
で
あ
っ
た
。
秋
に
は
全
学
生
に
勤
労
動
員
の
命
令
が
下
り
、
氏
は
各
科
混
合

編
成
三
十
名
程
の
隊
に
加
わ
り
、
内
藤
春
治
引
率
の
も
と
、
盛
岡
市
郊
外
の
陸

軍
航
空
整
備
隊
へ
行
き
、
続
い
て
西
田
正
秋
引
率
の
も
と
、
郡
山
市
郊
外
の
同

様
施
設
に
配
属
さ
れ
、
整
備
兵
教
育
用
の
教
材
掛
図
作
成
に
従
事
し
た
。
十

一

月
下
旬
に
一
旦
動
員
解
除
と
な
っ
て
帰
京
し
た
が
、
そ
の
翌
日
か
ら

B
2
9
に
よ

る
大
空
製
が
始
ま
っ
た
。

翌
二
十
年
四
月
、
進
級
と
同
時
に
再
び
勤
労
動
員
と
な
り
、
羽
石
弘
志
引
率

の
も
と
、
戸
塚
海
軍
衛
生
学
校
に
行
き
、
衛
生
兵
教
育
川
掛
図
等
の
作
成
に
従

事
。
無
理
な
生
活
が
た
た

っ
て
病
気
に
な
り
、

一
時
郷
里
の
飯
田
に
帰
っ
て
休

Y
仕
し
、
八
月
九
日
に
上
京
。
そ
の
翌
日
、
父
に
宛
て
て
次
の
よ
う
に
書
き
送

っ

こ
。

t
 前

略
、
昨
九
日
午
前
四
時
、
無
事
着
京
致
し
ま
し
た
。
追
中
、
辰
野
駅
待

合
室
で
二
時
間
待
た
さ
れ
ま
し
た
。
途
中
で
空
嬰
笞
報
が
発
令
さ
れ
ま
し

た
。
中
央
線
の
車
内
は
、
身
体
を
動
か
す
こ
と
の
出
来
な
い
程
の
混
雑
で
し

た
。
今
朝
は
午
前
七
時
起
床
と
同
時
に
空
槻
と
な
り
、

B
2
9
数

編

隊

が

来

製
、
板
橋
方
面
が
大
分
や
ら
れ
ま
し
た
が
、
当
方
は
無
事
で
し
た
。
只
今
午

前
十

一
時
、
警
報
が
解
除
に
な
り
ま
し
た
の
で
、
こ
れ
か
ら
戸
塚

へ
出
掛
け

る
予
定
で
す
。

（
二
伸
）
日
ソ
戦
争
状
態
に
入
れ
り
、
と
の
ニ
ュ
ー
ス
を
聞
き
、
大
い
に
照

き
ま
し
た
。
愈
々
最
後
の
段
階
に
な
り
ま
し
た
ね
。
日
ソ
間
を
多
少
と
も
有

利
に
考
え
て
い
た
楽
観
は
見
事
に
裏
切
ら
れ
ま
し
た
。
僕
も
い
つ
召
集
さ
れ

る
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
か
ら
は
空
襲
も
南
北
か
ら

一
層
は
げ
し
く
な
る

で
し
ょ
う
。
呉
々
も
気
を
付
け
て
く
だ
さ
い
。

八
月
十
五
日
、
氏
は
教
務
に
用
事
が
あ
っ
て
登
校
す
る
と
、
美
校
生
は
一
人

も
居
ら
ず
、
教
室
を
借
り
て
い
た
外
事
専
門
学
校
の
生
徒
た
ち
が
居
る
ば
か
り

で
、
彼
ら
と
と
も
に
戦
争
終
結
の
玉
音
放
送
を
聞
い
た
。
そ
の

二
日
後
に
再
び

父
に
次
の
よ
う
な
手
紙
を
出
し
て
い
る
。

前
略
、
飯
田
か
ら
戻
っ
て
以
来
こ
の
十
日
程
の
間
に
、
世
の
中
は
信
じ
ら
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れ
な
い
程
に
急
変
を
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
十
五
日
の
陛
下
の
特
別
放

送

は
、
学
校
に
て
謹
ん
で
聞
き
ま
し
た
。
日
本
は
遂
に
破
れ
ま
し
た
。
感
慨
無

量
で
す
。
あ
ま
り
の
事
で
何
も
云
え
ま
せ
ん
。
学
校
は
果
し
て
再
開
さ
れ
る

か
ど
う
か
判
り
ま
せ
ん
、
こ
れ
か
ら
ど
う
し
て
よ
い
の
か
、
ご
意
見
が
あ
っ

た
ら
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

敗
戦
後
の
混
乱
の
な
か
で
、
一
応
学
校
が
再
開
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
十
月

一
日
に
は
開
校
式
が
行
わ
れ
た
。
帰
省
し
て
い
た
氏
も
上
京
し
た
が
、
住
む
所

も
な
く
、
校
内
の
倶
楽
部
に
仮
住
ま
い
す
る
以
外
に
な
か
っ
た
。
そ
の
生
活
の

様
子
を
父
へ
の
手
紙
（
十
月
五
日
）
に
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

前
略
、
無
事
着
飯
の
事
と
思
ひ
ま
す
。
う
ま
く
座
席
に
坐
れ
ま
し
た
か
。

小
生
は
あ
れ
か
ら
ホ
ー
ム
で
兄
と
別
れ
、

三
十
分
程
電
車
を
待
ち
、
十
時
半

〔倶
楽
部
の
こ
と
〕

頃
美
校
寄
宿
舎
に
着
き
ま
し
た
。

翌
朝
（
三
日
）
は
飯
の
ア
テ
が
な
い
為
、
持
参
の
キ
ナ
コ
で
済
ま
し
、

後
、
日
本
画
の
小
使
の
ば
あ
さ
ん
に
リ
ン
ゴ
を
ニ
ヶ
や
っ
て
無
理
に
頼
ん
で

其
の
日
の
昼
と
夜
の
分
を
炊
い
て
貰
ひ
ま
し
た
。
な
に
し
ろ
豆

が
多
い
た

‘

〔ゆ〕

め
、
お
か
ひ
の
様
に
柔
か
く
炊
い
て
貰
ひ
、
お
か
づ
に
は
肉
缶
詰
を
開
け
ま

し
た
が
、
大
分
酢
っ
ば
く
な
っ
て
来
ま
し
た
。
後
、
外
食
の
手
続
を
し
ま
し

た
が
、
外
食
し
て
居
る
も
の
に
聞
く
所
に
よ
る
と
、

最
が
少
な
く
て
（
営
業

者
が
ご
ま
か
す
為
）
少
し
歩
い
て
居
る
と
直
ぐ
腹
が
減
っ
て
来
る
と
の
事
で

す
か
ら
、
食
の
合
間
に
持
参
の
キ
ナ
コ
で
も
ね
ぶ
っ
て
居
や
う
と
思
っ
て
居

ま
す
。

四
日
、
今
日
は
朝
か
ら
ひ
ど
い
雨
で
す
。
朝
食
は
ば
あ
さ
ん
に
炊
い
て
貰

ひ
、
鍋
を
借
り
て
酢
っ
ば
く
な
っ
た
缶
詰
を
煮
て
お
か
ず
に
し
ま
し
た
。
昼

食
は
ば
あ
さ
ん
か
ら
ど
ん
ぶ
り
を
借
り
て
、
飯
の
上
ヘ
キ
ナ
コ
を
か
け
、
寮

生
に
生
味
噌
を
盃
一
杯
貰
ひ
、
そ
れ
を
な
め
て
済
ま
し
ま
し
た
。
夜
食
も
同

じ
献
立
で
す
。
今
の
所
学
校
へ
は
誰
も
出
て
来
ま
せ
ん
。

倶

楽
部
（
寄
宿

舎
）
の
中
で
は
皆
ゴ
ロ

l
＼
し
て
居
り
、
外
食
者
は
動
く
と
腹
が
減
る
と
言

ひ
、
自
炊
者
は

一
日
中
飯
炊
き
に
か
4

っ
て
居
り
ま
す
。
今
の
と
こ
ろ
食
、

住
と
も
落
ち
着
か
ず
、
到
底
勉
強
ど
こ
ろ
で
は
な
い
で
す
。
此
の
冬
の
寒
さ

に
対
し
て
何
と
か
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

午
後
、
外
食
の
手
続
の
為
、
転
入
に
区
役
所
と
町
会
事
務
所
へ
行
き
ま
し

た
が
、
中
々
う
る
さ
く
、
む
づ
か
し
く
て
、
今
日
は
駄
目
で
し
た
。
雨
が
び

し
ょ
／
＼
降
る
の
で
区
役
所
ま
で
は
大
変
で
す
。
午
後
四
時
半
、
飯
を
食
べ

て
居
た
ら
、
小
原
君
が
友
達
を
た
づ
ね
て
来
て
丁
度
居
た
の
で
、
久
し
振
り

に
語
り
あ
ひ
ま
し
た
。
小
原
は
退
学
し
て
田
舎
に
居
た
さ
う
で
す
。
大
分
変

わ
っ
て
来
ま
し
た
。

小
生
は
な
に
し
ろ
上
京
以
来
食
事
、
宿
舎
に
気
を
つ
か
っ
た
り
、
荷
物
を

運
ん
だ
り
し
た
為
、
心
身
共
疲
れ
、
お
父
さ
ん
の
帰
っ
た
翌
朝
か
ら
急
に
疲

れ
が
出
、
体
が
か
っ
た
る
く
な
っ
て
来
ま
し
た
。
仕
方
が
な
い
の
で
、
用
の

な
い
時
は
フ
ト
ン
を
敷
い
て
寝
て
居
り
ま
す
が
、
な
に
し
ろ

一
室
に
大
勢
居

て
ガ
ヤ
／
＼
す
る
の
で
ロ
ク
に
眠
れ
も
せ
な
い
で
す
。
こ
ん
な
所
で
は
到
底

落
ち
着
い
て
絵
な
と
描
け
な
い
で
す
か
ら
、
ど
こ
か
近
く
の
下
宿
屋
で
も
探

さ
う
と
思
っ
て
居
り
ま
す
。

五
日
、
朝
六
時
起
床
、
今
日
も
朝
か
ら
の
土
砂
降
り
で
全
く
気
が
腐
る
。

朝
食
は
ヌ
キ
に
し
て
キ
ナ
コ
に
す
る
。
今
日
は
昨
日
、
お
と
4

ひ
の
蒸
し
暑

さ
に
引
き
替
へ
、
ぐ
っ
と
寒
い
。
シ
ャ

ツ
を

一
枚
出
し
て
璽
ね
て
着
る
。
今
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の
手
紙
の
よ
う
に
、
他
所
に
下
宿
で
き
な
い
生
徒
た
ち
は
倶
楽
部
の
建
物

草
々

日
の
昼
や
っ
と
外
食
の
手
続
が
終
っ
た
の
で
、
昼
食
に
始
め
て
下
谷
桜
木
町

の
外
食
券
食
堂
へ
行
く
。
店
が
狭
い
の
で
中
々
の
混
雑
だ
。
値
段
は
朝
食
―――

十
銭
也
で
、
お
か
ず
に
は
味
噌
汁
。
昼
食
、
夕
食
は
六
十
銭
で
味
噌
汁
の
外

に
ニ
シ
ン
の
煮
た
の
が
付
き
ま
す
。
御
飯
は
ド
ソ
ブ
リ
に
中
指
位
の
長
さ
の

芋
が
五
切
れ
位
に
茶
飲
み
茶
椀
に
軽
く
一
杯
位
の
米
で
、
少
々
驚
き
ま
し

た
。
少
な
く
と
も
二
食
食
べ
な
く
て
は
腹
が
減
り
ま
す
が
、
し
か
し
さ
う
す

れ
ば
外
食
券
が
な
く
な
っ
て
し
ま
ひ
ま
す
か
ら
、
ど
う
し
て
も
家
か
ら
芋
で

も
出
来
た
ら
送
っ
て
貰
っ
て
、
足
し
に
焼
い
て
食
ぺ
る
よ
り
外
に
し
よ
う
が

あ
り
ま
せ
ん
。
他
の
生
徒
に
聞
け
ば
、
腹
の
減
っ
た
時
は
二
食
食
べ
て
、
券

が
な
く
な
っ
た
ら
家
へ
帰
っ
て
食
べ
て
来
る
の
だ
と
言
ひ
ま
し
た
が
、
し
か

し
彼
は
群
馬
県
で
、
家
が
近
い
か
ら
良
い
で
せ
う
が
、
小
生
は
家
が
少
々
遠

い
か
ら
、
そ
ん
な
事
は
だ
め
で
す
。
今
日
は
岩
男
兄
の
所
へ
行
か
う
と
思
ひ

ま
し
た
が
、
相
変
ら
ず
の
土
砂
降
り
で
行
け
な
か
っ
た
で
す
。
此
の
分
で
は

宇
井
さ
ん
も
き
わ
ち
ゃ
の
所
も
ち
ょ
っ
と
行
け
な
い
で
す
。

今
夕
七
時
の
ニ
ュ
ー
ス
で
内
閣
総
辞
職
を
聞
き
ま
し
た
。
天
気
予
報
に
よ

れ
ば
明
日
に
な
れ
ば
天
気
が
良
く
な
る
ら
し
い
か
ら
、
良
く
な
っ
た
ら
兄
の

所
へ
行
か
う
と
思
っ
て
居
り
ま
す
。
で
は
又
、
皆
様
に
よ
ろ
し
く
。
寒
さ
に

向
ふ
折
か
ら
呉
々
も
お
体
を
大
切
に
。

（
今
ラ
ヂ
オ
は
お
好
み
演
芸
会
で
万
オ
を
や
っ
て
居
ま
す
。
部
屋
は
畳
数

は
八
十
畳
で
、
今
日
唐
紙
で
一二
間
に
分
け
ま
し
た
。
廻
り
に
は
幅
一
間
の

廊
下
が
グ
ル
リ
と
あ
り
、
僕
は
真
中
の
部
屋
に
寝
て
居
ま
す
）
。

⑫ 
に
寝
泊
ま
り
し
て
授
業
再
開
を
待
っ
た
が
、
本
格
的
に
授
業
が
始
ま
っ
た
の
は

年
が
明
け
て
か
ら
の
こ
と
だ
っ
た
ら
し
い
。
外
食
券
を
持
っ
て
上
野
駅
周
辺
の

食
堂
へ
行
け
ば
、
公
園
口
は
浮
浪
者
の
溜
り
場
と
な
っ
て
い
て
、
い
つ
も
餓
死

者
の
死
体
が
ご
ろ
／
＼
と
こ
ろ
が

っ
て
い
る
。
夕
食
の
時
に
は
薄
暗
く
な

っ
た

公
園
内
の
道
に
び
っ
し
り
と
立
ち
並
ぶ
女
性
た
ち
（
生
活
の
た
め
に
都
内
各
地

か
ら
集
ま
っ
て
来
た
人
た
ち
で
、
ま
だ
専
門
化
し
た
街
娼
で
は
な
か
っ
た
）
の

間
を
通
り
抜
け
な
が
ら
の
往
復
で
あ
っ
た
と
い
う
。

戦
後
の
出
発

美
術
数
育
へ
の
反
省

村

苦
し
い
時
代
が
始
ま
っ
た
。
そ
し
て
新
ら
し
い
日
本
再
建
に
凡
ゆ
る
努
力

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
悠
々
と
煙
草
も
ふ
か
し
て
ゐ
る
わ
け
に
ゆ
か
な

い
。
日
に
日
に
わ
れ
わ
れ
の
身
邊
に
は
冷
酷
な
風
が
吹
き
ま
く
る
。
花
ど
こ

ろ
の
さ
わ
ぎ
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
4
が
大
事
な
瀬
戸
ぎ
わ
で
あ
る
。
日

本
再
建
へ
の
方
途
を
い
ま
深
重
に
、
深
重
す
ぎ
る
ほ
ど
に
考
へ
る
べ
き
だ
と

田

＿艮

策

終
戦
後
の
十
月
一
日
、
学
校
が
再
開
さ
れ
た
。
当
日
の
上
野
校
長
の
式
辞

（
本
書
別
巻

『上
野
直
昭
日
記
』
参
照
）
は
平
和
国
家
建
設
へ
向
け
て
再
出
発
す

る
決
意
を
促
す
も
の
で
あ
っ
た
。
教
師
た
ち
は
敗
戦
と
占
領
に
よ
る
世
情
の
激

変
の
下
で
、
物
資
不
足
と
闘
い
な
が
ら
教
育
の
場
の
再
建
へ
向
け
て
力
を
注
い

だ
。
そ
の

一
人
で
あ
る
村
田
良
策
は
教
頭
格
の
立
場
で
諸
問
題
と
取
り
組
み
、

昭
和
二
十
四
年
七
月
に
本
校
最
後
の
校
長
に
就
任
す
る
が
、
彼
は
終
戦
後

一
年

目
の
『
ア
ト
リ
エ
』
誌
上
で
次
の
よ
う
に
心
情
を
吐
露
し
て
い
る
。
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