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十
年
ぶ
り
で
三
島
駅
か
ら 

大  

仁 

お
お
ひ
と

行
の
汽
車
に
乗
換
え
た
の
は
、
午
後
四

時
を
す
こ
し
過
ぎ
た
頃
で
あ
っ
た
。
大
場
駅
附
近
を
過
ぎ
る
と
、
こ
こ
ら
も

も
う
院
線
の
工
事
に
着
手
し
て
い
る
ら
し
く
、
路みち
ば
た
の
空
地
に
投
げ
出
さ

れ
た
鉄
材
や
木
材
が
凍
っ
た
よ
う
な
色
を
し
て
、
春
の
ゆ
う
日
に
う
す
白
く

染
め
ら
れ
て
い
る
。
村
里
の
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
寒
そ
う
に
顫ふる
え
て
い
る
小
さ

い
竹
藪
は
、
折
か
ら
の
強
い
西
風
に
ふ
き
煽あお
ら
れ
て
、
今
に
も
折
れ
る
か
と

ば
か
り
に
撓たわ
み
な
が
ら
鳴
っ
て
い
る
。
広
い
桑
畑
に
は
時
々
小
さ
い
旋
風
を

ま
き
起
し
て
、
黄
竜
の
よ
う
な
砂
の
渦
が
汽
車
を
目
が
け
て 

直 

驀 

地 

ま
っ
し
ぐ
ら

に
襲

っ
て
来
る
。

　
こ
の
如い
何か
に
も
暗
い
、
寒
い
、
す
さ
ま
じ
い
景
色
を
窓
か
ら
眺
め
な
が
ら
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運
ば
れ
て
ゆ
く
私
は
、
と
て
も
南
の
国
へ
む
か
っ
て
旅
を
し
て
い
る
と
い
う

の
び
や
か
な
気
分
に
は
な
れ
な
か
っ
た
。
汽
車
の
な
か
に
は
沼
津
の
人
が
乗

り
あ
わ
せ
て
い
て
、
三
、
四
年
ま
え
の
正
月
に 

愛 

鷹 

丸 

あ
し
た
か
ま
る
が
駿
河
湾
で
沈
没

し
た
当
時
の
話
を
聞
か
せ
て
く
れ
た
。
そ
の
中
に
こ
ん
な
悲
し
い
挿
話
が
あ

っ
た
。

　
沼
津
の
在
に
強
盗
傷
人
の
悪
者
が
あ
っ
て
、
そ
の
後
久
し
く
伊
豆
の
下
田

に
潜
伏
し
て
い
た
が
、
あ
る
時
な
に
か
の
動
機
か
ら
飜
然
悔
悟
し
た
。
そ
の

動
機
は
よ
く
判
ら
な
い
が
、
理
髪
店
へ
行
っ
て
何
か
の
話
を
聞
か
さ
れ
た
の

ら
し
い
と
い
う
。
か
れ
は
す
ぐ
に
下
田
の
警
察
へ
駆
込
ん
で
過
去
の
罪
を
自

首
し
た
が
、
そ
れ
は
も
う
時
效
を
経
過
し
て
い
る
の
で
、
警
察
で
は
彼
を
罪

人
と
し
て
取
扱
う
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
か
れ
は
失
望
し
て
沼
津
へ
帰
っ
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た
。
そ
れ
か
ら
だ
ん
だ
ん
聞
き
あ
わ
せ
る
と
、
当
時
の
被
害
者
は
疾と
う
に
世

を
去
っ
て
し
ま
っ
て
、
そ
の
遺
族
の
ゆ
く
え
も
判
ら
な
い
の
で
、
彼
は
い
よ

い
よ
失
望
し
た
。

　
元
来
、
彼
は
沼
津
の
生
れ
で
は
な
か
っ
た
　
　
そ
の
出
生
地
を
わ
た
し
は

聞
き
洩
ら
し
た
　
　
せ
め
て
は
故
郷
の
菩
提
寺
に
被
害
者
の
石
碑
を
建
立
し

て
、
自
分
の
安
心
を
得
た
い
と
思
い
立
っ
て
、
そ
の
後
一
年
ほ
ど
は
一
生
懸

命
に
働
い
た
。
そ
う
し
て
、
い
く
ら
か
の
金
を
作
っ
た
。
彼
は
そ
の
金
を
ふ

と
こ
ろ
に
し
て
彼
の
愛
鷹
丸
に
乗
込
む
と
、
駿
河
の
海
は
怒
っ
て
暴
れ
て
、

か
れ
を
乗
せ
た
愛
鷹
丸
は
ヨ
ナ
を
乗
せ
た
船
の
よ
う
に
、
ゆ
れ
て
傾
い
た
。

し
か
も
罪
あ
る
人
ば
か
り
で
な
く
、
乗
組
の
大
勢
を
も
併
せ
て
海
の
な
か
へ

投
げ
落
と
し
て
し
ま
っ
た
。
彼
は
悪
魚
の
腹
に
も
葬
ら
れ
ず
に
、
数
時
間
の
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後
に
引
き
あ
げ
ら
れ
た
が
、
彼
は
そ
の
金
を
懐
ろ
に
し
た
ま
ま
で
凍
え
死
ん

で
い
た
。

　
こ
れ
を
話
し
た
人
は
、
彼
の
死
は
そ
の
罪
業
の
天
罰
で
あ
る
か
の
よ
う
に

解
釈
し
て
い
る
ら
し
い
口
ぶ
り
で
あ
っ
た
。
天
は
そ
れ
ほ
ど
に
む
ご
い
も
の

で
あ
ろ
う
か
　
　
わ
た
し
は
暗
い
心
持
で
こ
の
話
を
聴
い
て
い
た
。
南
条
駅

を
過
ぎ
る
頃
か
ら
、
畑
に
も
山
に
も
寒
そ
う
な
日
の
影
す
ら
も
消
え
て
し
ま

っ
て
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
か
の  
砂    

烟  
す
な
け
む
り

が
巻
き
颺あが
っ
て
い
る
。
そ
の
黄
き
い
ろい

渦
が
今
は
仄
白
く
み
え
る
の
で
、
あ
た
り
が
だ
ん
だ
ん
に
薄
暗
く
な
っ
て
来

た
こ
と
が
知
ら
れ
た
。
汽
車
の
天
井
に
は
旧
式
な
灯
の
影
が
お
ぼ
つ
か
な
げ

に
揺
れ
て
い
る
。
こ
の
話
が
済
む
と
、
そ
の
人
は
外
套
の
羽
を
か
き
あ
わ
せ

て
、
肩
を
す
く
め
て
黙
っ
て
し
ま
っ
た
。
私
も
黙
っ
て
い
た
。
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三
島
か
ら
大
仁
ま
で
た
っ
た
小
一
時
間
、
そ
れ
が
私
に
取
っ
て
は
堪
え
ら

れ
な
い
ほ
ど
に
長
い
暗
い
佗
し
い
旅
で
あ
っ
た
。
ゆ
き
着
い
た
大
仁
の
町
も

暗
か
っ
た
。
寒
い
風
は
ま
だ
吹
き
や
ま
な
い
で
、
旅
館
の
出
迎
え
の
男
ど
も

が
振
照
す  
提    
灯  
ち
ょ
う
ち
ん

の
火
の
か
げ
に
、
乗
合
馬
車
の
馬
の
た
て
が
み
の
顫
え

て
乱
れ
て
い
る
の
が
見
え
た
。
わ
た
し
は
風
を
恐
れ
て
自
働
車
に
乗
っ
た
。

　
修
善
寺
の
宿
に
つ
く
と
、
あ
く
る
日
は
す
ぐ
に
指
月
ヶ
岡
に
の
ぼ
っ
て
、

頼
家
の
墓
に 

参  

詣 

さ
ん
け
い

し
た
。
わ
た
し
の
戯
曲
『
修
禅
寺
物
語
』
は
、
十
年
前

の
秋
、
こ
の
古
い
墓
の
ま
え
に
額ぬか
ず
い
た
時
に
私
の
頭
に
湧
き
出
し
た
産
物

で
あ
る
。
こ
の
墓
と
会
津
の
白
虎
隊
の
墓
と
は
わ
た
し
に
取
っ
て
思
い
出
が

多
い
。
そ
の
後
、
私
は
ど
う
変
っ
た
か
自
分
に
は
よ
く
判
ら
な
い
が
、
頼
家
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公
の
墓
は
よ
ほ
ど
変
っ
て
い
た
。

　
そ
の
当
時
の
日
記
に
よ
る
と
、
丘
の
裾
に
は
鰻
屋
が
一
軒
あ
っ
た
ば
か
り

で
、
丘
の
周
囲
に
は
殆
ほ
と
んど
人
家
が
み
え
な
か
っ
た
。
墓
は
小
さ
い
堂
の
な
か

に
祀まつ
ら
れ
て
、
堂
の
軒
に
は 

笹 

竜 

胆 

さ
さ
り
ん
ど
う
の
紋
を
染
め
た
紫
の
古
び
た
幕
が
張

り
渡
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
紫
の
褪さ
め
か
か
っ
た
色
が
い
か
に
も
品
の
好
い
、

し
か
も
寂
し
い
、
さ
な
が
ら
源
氏
の
若
い
将
軍
の
運
命
を
象
徴
す
る
か
の
よ

う
に
見
え
た
の
が
、
今
も
あ
り
あ
り
と
私
の
眼
に
残
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、

今
度
か
さ
ね
て
来
て
み
る
と
、
堂
は
い
つ
の
間
に
は
取
払
わ
れ
て
し
ま
っ
て
、

懐
し
い
紫
の
色
は
も
う
尋
ね
る
よ
す
が
も
な
か
っ
た
。
な
ん
の
掩おお
い
を
も
有も

た
な
い
古
い
墓
は
、
新
し
い
大
き
い
石
の
柱
に
囲
ま
れ
て
い
た
。
色
々
の
新

し
い
建
物
が
丘
の
中
腹
ま
で 

犇  

々 

ひ
し
ひ
し

と
押
つ
め
て
来
て
、
そ
の
な
か
に
は
遊
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芸
稽
古
所
な
ど
と
い
う
看
板
も
見
え
た
。

　
頼
家
公
の
墳
墓
の
領
域
が
だ
ん
だ
ん
と
狭せば
ま
っ
て
ゆ
く
の
は
、
町
が
だ
ん

だ
ん
に
繁
昌
し
て
ゆ
く
し
る
し
で
あ
る
。
む
ら
さ
き
の
古
い
色
を
懐
し
が
る

私
は
、
町
の
運
命
に
な
ん
の
交
渉
も
有
た
な
い
、
一
個
の
旅
人
に
過
ぎ
な
い
。

十
年
前
に
く
ら
べ
る
と
、
町
は
著
る
し
く
賑にぎ
や
か
に
な
っ
た
。
多
く
の
旅
館

は
新
築
を
し
た
の
も
あ
る
。
建
増
し
を
し
た
の
も
あ
る
。
温
泉
倶ク
楽ラ
部ブ
も
出

来
た
、
劇
場
も
出
来
た
。
こ
う
し
て
年
ご
と
に
発
展
し
て
ゆ
く
こ
の
町
の
ま

ん
中
に
さ
ま
よ
っ
て
、
む
か
し
の
紫
を
偲
ん
で
い
る
一
個
の
貧
し
い
旅
人
の

あ
る
こ
と
を
、
町
の
人
た
ち
は
決
し
て
眼
に
も
留
め
な
い
で
あ
ろ
う
。
わ
た

し
は
冷
つ
め
たい
墓
と
向
い
合
っ
て
し
ば
ら
く
黙
っ
て
立
っ
て
い
た
。

　
そ
れ
で
も
墓
の
ま
え
に
は
三
束
の
線
香
が
供
え
ら
れ
て
、
そ
の
消
え
か
か
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っ
た
灰
が
霜
柱
の
あ
つ
い
土
の
上
に
薄
白
く
こ
ぼ
れ
て
い
た
。
日
あ
た
り
が

悪
い
の
で
、
黒
い
落
葉
が
そ
こ
ら
に
凍
り
着
い
て
い
た
。
墓
を
拝
し
て
帰
ろ

う
と
し
て
ふ
と
見
か
え
る
と
、
入
口
の
太
い
柱
の
そ
ば
に
一
つ
の
箱
が
立
っ

て
い
た
。
箱
の
正
面
に
は
「
将
軍
源
頼
家
お
み
く
じ
」
と
書
い
て
あ
っ
た
。

そ
の
傍
の
小
さ
い
穴
の
口
に
は
「
一
銭
銅
貨
を
入
れ
る
と
出
ま
す
」
と
書
き

添
え
て
あ
っ
た
。

　
源
氏
の
将
軍
が
預
言
者
で
あ
っ
た
か
、 

売 

卜 

者 

ば
い
ぼ
く
し
ゃ
で
あ
っ
た
か
、
わ
た
し

は
知
ら
な
い
。
し
か
し
こ
の
町
の
人
た
ち
は
、
果
し
て
頼
家
公
に
霊
あ
る
も

の
と
し
て
こ
う
い
う
も
の
を
設
け
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
あ
る
い
は
湯
治
客
の

一
種
の
慰
み
と
し
て
設
け
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
わ
た
し
は
試
み
に
一
銭
銅
貨

を
入
れ
て
み
る
と
、
か
ら
か
ら
と
い
う
音
が
し
て
、
下
の
口
か
ら
小
さ
く
封
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じ
た
活
版
刷
の
御
神
籤

お
み
く
じ

が
出
た
。
あ
け
て
見
る
と
、
第
五
番
凶
と
あ
っ
た
。

わ
た
し
は
そ
れ
が
当
然
だ
と
思
っ
た
。
将
軍
に
も
し
霊
あ
ら
ば
、
ど
の
御
神

籤
に
も
み
ん
な
凶
が
出
る
に
相
違
な
い
と
思
っ
た
。

　
修
禅
寺
は
い
つ
詣まい
っ
て
も
感
じ
の
よ
い
御
寺
で
あ
る
。
寺
と
い
え
ば
と
か

く
に
薄
暗
い
湿
っ
ぽ
い
感
じ
が
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
御
寺
ば
か
り
は

高
い
と
こ
ろ
に
在
っ
て
、
東
南
の
日
を
一
面
に
う
け
て
、
い
か
に
も
明
る
い

爽
か
な
感
じ
を
あ
た
え
る
の
が
か
え
っ
て
雄
大
荘
厳
の
趣
を
示
し
て
い
る
。

衆
生
を
じ
め
じ
め
し
た
暗
い
穴
へ
引
摺
ひ
き
ず
っ
て
ゆ
く
の
で
な
く
て
、  

赫    

灼  

か
く
し
ゃ
く

た
る
光
明
を
高
く
仰
が
し
め
る
と
い
う
よ
う
な
趣
が
い
か
に
も
尊
げ
に
み
え

る
。
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き
ょ
う
も
明
る
い
正
午
の
日
が
大
き
い
甍
い
ら
かを
一
面
に
照
し
て
、
堂
の
家
根

に
立
っ
て
い
る
幾
匹
の
唐
獅
子
の
眼
を
光
ら
せ
て
い
る
。 

脚  

絆 

き
ゃ
は
ん

を
穿は
い
た

老
婆
さ
ん
が
正
面
の
階
段
の
下
に
腰
を
か
け
て
、
藍
の
よ
う
に
晴
れ
渡
っ
た

空
を
仰
い
で
い
る
。
玩
具
の
刀
を
さ
げ
た
小
児
こ
ど
も
が
お
百
度
石
に
倚よ
り
か
か
っ

て
い
る
。
大
き
い
桜
の
木
の
肌
が
つ
や
つ
や
と
光
っ
て
い
る
。
丘
の
下
に
は

桂
川
の
水
の
音
が
き
こ
え
る
。
わ
た
し
は
桜
の
咲
く
四
月
の
頃
に
こ
こ
へ
来

た
い
と
思
っ
た
。

　
避
寒
の
客
が
相
当
に
あ
る
と
は
い
っ
て
も
、
正
月
も
も
う
末
に
近
い
こ
の

頃
は
修
善
寺
の
町
も
静
で
、
宿
の
二
階
に
坐
っ
て
い
る
と
、
き
こ
え
る
も
の

は
桂
川
の
水
の
音
と
修
禅
寺
の
鐘
の
声
ば
か
り
で
あ
る
。
修
禅
寺
の
鐘
は
一

日
に
四
、
五
回
撞つ
く
。
時
刻
を
し
ら
せ
る
の
で
は
な
い
、
寺
の  

勤    

行  

ご
ん
ぎ
ょ
う

の
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知しら
せ
ら
し
い
。
ほ
か
の
時
は
わ
た
し
も
一
々
記
憶
し
て
い
な
い
が
、
夕
方
の

五
時
だ
け
は
確
か
に
お
ぼ
え
て
い
る
。
そ
れ
は
修
禅
寺
で
五
時
の
鐘
を
つ
き

出
す
の
を
合
図
の
よ
う
に
、
町
の
電
灯
が
一
度
に
明
る
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　
春
の
日
も
こ
の
頃
は
ま
だ
短
い
。
四
時
を
す
こ
し
過
ぎ
る
と
、
山
に
つ
つ

ま
れ
た
町
の
上
に
は
も
う
夕
闇
が
降
り
て
来
て
、
桂
川
の
水
に
も
鼠
色
の
靄
も
や

が
な
が
れ
て
薄
暗
く
な
る
。
河
原
に
遊
ん
で
い
る
家
鴨
あ
ひ
る
の
群
の
白
い
羽
も
お

ぼ
ろ
に
な
る
。
川
沿
い
の
旅
館
の
二
階
の
欄
干
に
ほ
し
て
あ
る
紅あか
い
夜
具
が

だ
ん
だ
ん
に
取
込
ま
れ
る
。
こ
の
時
に
、
修
禅
寺
の
鐘
の
声
が
水
に
ひ
び
い

て
高
く
き
こ
え
る
と
、
旅
館
に
も
郵
便
局
に
も
銀
行
に
も
商
店
に
も
、
一
度

に
電
灯
の
花
が
明
る
く
咲
い
て
、
町
は
俄
に
わ
かに
夜
の
け
し
き
を
作
っ
て
来
る
。

旅
館
は
一ひ
と
し
き
り
忙
し
く
な
る
。
大
仁
か
ら
客
を
運
び
込
ん
で
く
る
自
働
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車
や
馬
車
や
人
力
車
の
音
が
つ
づ
い
て
聞
え
る
。
そ
れ
が
済
む
と
ま
た
ひ
っ

そ
り
と
鎮
ま
っ
て
、
夜
の
町
は
水
の
音
に
占
領
さ
れ
て
し
ま
う
。
二
階
の
障

子
を
あ
け
て
見
渡
す
と
、
近
い
山
々
は
み
な
一
面
の
黒
い
か
げ
に
な
っ
て
、

町
の
上
に
は
家
々
の
湯
の
烟
が
白
く
迷
っ
て
い
る
ば
か
り
で
あ
る
。

　
修
禅
寺
で
は
夜
の
九
時
頃
に
も
鐘
を
撞
く
。
そ
れ
に
注
意
す
る
の
は
お
そ

ら
く
一
山
の
僧
た
ち
だ
け
で
、
町
の
人
々
の
上
に
は
な
ん
の
交
渉
も
な
い
ら

し
い
。
し
か
し
湯
治
客
の
う
ち
に
も
、
町
の
人
の
う
ち
に
も
、
色
々
の
思
い

を
か
か
え
て
こ
の
鐘
の
声
を
聴
い
て
い
る
の
も
あ
ろ
う
。
現
に
わ
た
し
が
今

泊
っ
て
い
る
こ
の
室
だ
け
で
も
、
新
築
以
来
、
何
百
人
あ
る
い
は
何
千
人
の

客
が
と
ま
っ
て
、
わ
た
し
が
今
坐
っ
て
い
る
こ
の
火
鉢
の
ま
え
で
、
色
々
の

人
が
色
々
の
思
い
で
こ
の
鐘
を
聴
い
た
で
あ
ろ
う
。
わ
た
し
が
今
無
心
に
掻

14春の修善寺



き
ま
わ
し
て
い
る
古
い
灰
の
上
に
も
、
遣
瀬
や
る
せ
な
い
女
の
悲
し
い
涙
の
あ
と
が

残
っ
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
。
温
泉
場
に
来
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
み
ん

な
の
ん
き
な
保
養
客
ば
か
り
で
は
な
い
。
こ
の
古
い
火
鉢
の
灰
に
も
色
々
の

苦
し
い
悲
し
い
人
間
の
魂
が
籠
っ
て
い
る
の
か
と
思
う
と
、
わ
た
し
は
そ
の

灰
を
じ
っ
と
見
つ
め
て
い
る
の
に
堪
え
ら
れ
な
い
よ
う
に
思
う
こ
と
も
あ
る
。

　
修
禅
寺
の
夜
の
鐘
は
春
の
夜
の
寒
さ
を
呼
び
出
す
ば
か
り
で
な
く
、
火
鉢

の
灰
の
底
か
ら
何
物
か
を
呼
び
出
す
か
も
知
れ
な
い
。
宵よい
っ
張ぱ
り
の
私
も
こ

こ
へ
来
て
か
ら
は
、
九
時
の
鐘
を
聴
か
な
い
う
ち
に
寝
る
こ
と
に
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
大
正
七
年
一
月
）
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青
空
文
庫
情
報

底
本
：
「
岡
本
綺
堂
随
筆
集
」
岩
波
文
庫
、
岩
波
書
店

　
　
　2007
（
平
成19

）
年10

月16

日
第1

刷
発
行

　
　
　2008

（
平
成20

）
年5

月23

日
第4

刷
発
行

底
本
の
親
本
：
「
十
番
随
筆
」
新
作
社

　
　
　1924

（
大
正13
）
年4
月
初
版
発
行

初
出
：
「
読
売
新
聞
」

　
　
　1918

（
大
正7

）
年1

月27
日

※
底
本
は
、
物
を
数
え
る
際
や
地
名
な
ど
に
用
い
る
「
ヶ
」
（
区
点
番
号5-

86

）
を
、
大
振
り
に
つ
く
っ
て
い
ま
す
。
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※
原
題
は
「
修
善
寺
よ
り
」
。

入
力
：
川
山
隆

校
正
：noriko saito

2008

年11
月29
日
作
成

青
空
文
庫
作
成
フ
ァ
イ
ル
：

こ
の
フ
ァ
イ
ル
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
図
書
館
、
青
空
文
庫
（http://w

w

w
.aozora.gr.jp/

）
で
作
ら
れ
ま
し
た
。
入
力
、
校
正
、
制
作
に
あ
た
っ
た

の
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
で
す
。
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