
  

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

     
 

   

                 

 

湖
心 

 

霞
ヶ
浦
は
、
も
と
入
り
江
で
あ
っ
た
所
が
残

っ
て
で
き
た
海
跡
湖
で
、
現
在
、
わ
が
国
第
２

の
大
き
さ
を
も
つ
淡
水
湖
と
な
っ
て
い
ま
す
。

総
面
積
は
220

km²

で
、
西
浦(

172

km²)

、
北
浦(

36

km²)

、
外
浪
逆
浦(

そ
と
な
さ
か
う
ら)  (

6

km²)

、
常

陸
利
根
川(

6

km²)

の
４
つ
の
水
域
か
ら
成
っ

て
い
ま
す
。｢

霞
ヶ
浦
と
北
浦｣

な
ど
と
表
現
さ

れ
る
場
合
に
は
、｢

霞
ヶ
浦｣

は
、｢

西
浦｣

の
み

を
指
し
て
お
り
、｢

霞
ヶ
浦｣

と
い
う
名
称
は
、

２
つ
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
周
囲(

水

際
線
延
長)

は
249.5 

km

に
及
ん
で
い
ま
す
が
、
こ

れ
は
、
日
本
一
大
き
い
湖
で
あ
る
琵
琶
湖(

235.0

km)

を
超
え
る
長
さ
で
す
。 

 

狭
義
の｢

霞
ヶ
浦｣

で
あ
る｢

西
浦｣

は
、
面
積

で
は
全
体
の
78

％
余
を
占
め
、
土
浦
方
面
に

延
び
る
水
域
を｢

土
浦
入(

つ
ち
う
ら
い
り)

｣

、
石

岡
方
面
を｢

高
浜
入｣

と
言
い
、
両
者
が
交
わ
る
、

か
す
み
が
う
ら
市
沖
の
広
い
水
域
を｢

三
叉
沖

(

み
つ
ま
た
お
き)

｣

と
呼
ん
で
い
ま
す
。
こ
の
三

叉
沖
の
中
心
が
、
湖
心
で
す
。 

                 

名
称
の
変
遷 

 
 ｢

霞
ヶ
浦｣

に
は
、
古
く
は
統
一
し
た
名
称
は

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。『
常
陸
風
土
記
』
で
は
、

霞
ヶ
浦
の
そ
れ
ぞ
れ
の
水
域
を
太
平
洋
に
近

い
方
か
ら
、｢

若
松
浦(

銚
子
浦)｣

、｢

浪
逆
浦｣

、

｢

鹿
島
の
流
海｣

、｢

香
取
浦｣

、｢

榎
浦(

え
の
う

ら)

の
流
海｣

、｢

信
太(

し
だ)

の
流
海(

稲
敷
市
側)｣

、

｢

行
方
の
海(

行
方
市
側)｣

、｢

佐
賀
の
流
海(

か
す

み
が
う
ら
市
東
部)
｣

、｢

高
浜
の
海(

高
浜
入)｣

と
呼

ん
で
お
り
、
そ
の
全
巻
を
探
し
て
も
、｢

霞
浦｣

と
い
う
名
は
見
え
ま
せ
ん
。｢

流
海(

な
が
れ
う
み
、

り
ゅ
う
か
い
、
う
み)

｣

と
は
、
海
水
が
流
動
し
て

い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
の
よ
う
に
言
わ
れ
た
も

の
と
思
わ
れ
ま
す
。 
 

平
安
時
代
以
降
、
霞
ヶ
浦
は
鹿
島
灘
の｢

外

の
海｣

に
対
し
て
、
巨
大
な
入
り
江
・｢

内
の
海｣

と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
鎌
倉
時
代
の

天
台
宗
の
僧
仙
覺(

1203

～
？ 

常
陸
の
人
。『
万
葉
集
註

釈
』(

通
称
『
仙
覺
抄
』)

を
著
し
、
万
葉
集
の
本
格
的
校
訂

を
初
め
て
行
い
、
ま
た
、
従
来
の
無
点
歌
の
百
数
十
首
に
新

点
を
試
み
、
古
典
研
究
の
方
法
的
基
礎
を
確
立
し
た
。)

は
、

｢

常
陸
の
鹿
島
崎
と
、
下
総
の
海
上
と
の
あ
は

ひ
よ
り
遠
く
入
り
た
る
海
あ
り
、
風
土
記
に
は

こ
れ
を
流
海
と
か
け
り
、
今
の
人
は
『
内
の
海
』

な
ん
申
す
。｣

と
記
し
て
お
り
、
ま
た
、
北
畠

親
房
（

1293

～
1354

）
も
、『
神
皇
正
統
記
』
に｢

常

陸
の
国
な
る
『
内
の
海
』
に
着
き
た
る
船｣

と

記
述
し
て
い
ま
す
の
で
、｢

内
の
海｣

が
、
一
般

的
な
名
称
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。 

 

し
か
し
、
平
安
時
代
末
期
か
ら
鎌
倉
時
代
の

和
歌
の
世
界
で
は
、｢

霞
の
浦｣

・｢

霞
浦｣

と
い

う
名
称
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、｢

霞
の

浦｣

・｢

霞
浦｣

は
、
藻
塩(

も
し
お)

(注 1)

を
焼
く
名

所
・
景
勝
地
と
し
て
世
に
知
ら
れ
、
歌
に
詠
ま

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

 ｢
春
来
て
は 

あ
ま
の
も
し
ほ
の 

煙
ま
で 

霞
の
浦
の 

名
に
や
た
つ
ら
ん｣

 
 
 
 
  

雅
家
『
新
続
古
今
集
』 

(

春
が
来
て
は
、
霞
ヶ
浦
湖
畔
か
ら
立
ち
上
る
、
漁
夫

が
塩
を
製
す
る
た
め
に
燃
す
火
か
ら
の
煙
ま
で
も
が
、

都
の
人
々
の
間
で
は
、｢

霞
ヶ
浦｣

や｢

霞
ヶ
浦
の
藻
塩｣

に
係
る
噂
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。)

 

 ｢

ほ
の
か
に
も 

知
ら
せ
て
し
か
な 

東
な
る 

霞
の
浦

の 

あ
ま
の
い
さ
り
火｣

 
 
 

順
徳
院
『
新
後
拾
遺
集
』 

(

ち
ょ
っ
と
だ
け
で
も
、
都
の
人
々
に
知
ら
せ
た
い
も

の
だ
な
あ
。
東
国
に
あ
る
、
霞
ヶ
浦
の
、
夜
に
漁
船

で
焚
く
篝
火
と
そ
れ
が
湖
面
に
映
る
、
幻
想
的
な
美

し
さ
を
。)

 

 ｢

し
ら
な
み
の 

あ
と
こ
そ
み
え
ね 

天
の
原 

か
す
み

の
浦
に 

か
へ
る
か
り
か
ね｣

土
御
門
院
『
新
後
拾
遺
集
』 

(

白
波
が
立
っ
た
跡
な
ど
は
全
く
見
え
な
い
、
極
め
て

穏
や
か
な
霞
ヶ
浦
の
、
広
々
と
し
た
上
空
に
、
塒(

ね

ぐ
ら)

を
目
指
し
て
帰
っ
て
来
た
雁
行
が
見
え
る
。) 

  

多
数
の
歌
に｢

霞
の
浦｣

が
登
場
し
て
い
ま

す
の
で
、「
霞
の
浦
」
は
、
都
人
に
広
く
知
ら

れ
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
大
宮
人
た
ち
は
、

霞
ヶ
浦
を
実
際
に
訪
れ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、｢

歌
合
わ
せ｣

な
ど
で
歌
を
詠
み
合
う

際
の
知
識
と
し
て
、
各
地
の
歌
枕
や
名
所
を
知

っ
て
お
り
、
そ
の
知
識
を
競
う
よ
う
に
詠
ん
で

い
ま
し
た
。
い
ず
れ
の
歌
も
、
霞
の
棚
引
く
波

の
静
か
な
湖
の
風
情
を
詠
み
込
ん
で
い
る
の

に
は
、
感
心
さ
せ
ら
れ
ま
す
。 

 
｢

霞
浦｣

の
音
読
み｢

か
ほ｣

は
、
西
浦
の
雅
称

と
さ
れ
、
本
校
の
校
歌
に
も
、｢

終
古
渝(

か)

は
ら
ぬ
(注 2)

霞
浦(

か
ほ)

の
水｣

と
あ
り
、
市
内

東
崎
町(

現
中
央
２
丁
目)

に
あ
っ
た
霞
浦
劇
場

も｢

か
ほ｣

劇
場
と
称
し
て
い
ま
し
た
。 

 

近
世
に
入
る
と
、｢

霞
の
浦｣

は｢

霞
ヶ
浦｣

と
呼
称
、
表
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ

れ
は
、｢

の｣

を｢

が｣

に
置
き
換
え
る
関
東
訛
り

に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
ま
す(

｢

桜
の
丘｣

が

｢

桜
ヶ
丘｣

に
、｢

小
松
の
丘｣

が｢

小
松
ヶ
丘｣

に
な
る
な
ど
と
同
じ)

。 
 

 (注 1)

藻
塩 

 

海
藻
を
簀
の
上
に
積
み
、
潮
水
を
注
ぎ
掛
け
て
塩

分
を
多
く
含
ま
せ
、
こ
れ
を
焼
い
て
水
に
溶
か
し
、

そ
の
上
澄
み
を
釜
で
煮
つ
め
て
製
し
た
塩
。
ま
た
は

そ
の
製
塩
法
。
こ
う
し
た
塩
作
り
の
事
実
か
ら
、
霞

ヶ
浦
が
、
ま
だ
鹹
湖(

か
ん
こ 

塩
水
湖
、
湖
水
の
塩
分

が
、
１
リ
ッ
ト
ル
中
0.5

グ
ラ
ム
以
上
の
湖)

で
あ
っ
た

こ
と
が
分
か
る
。 

 

（注２）
渝
は
ら
ぬ 

 
｢

渝｣

は
、
水
が
あ
る
状
態
か
ら
他
の
状
態
に
か
わ

る
の
意
か
ら
、
一
般
に
、
変
わ
る
の
意
を
表
わ
す
。

霞
ヶ
浦
の
水
を
詠
っ
て
い
る
校
歌
で
は
、
「
変
」
で
は

な
く｢

渝｣

を
使
っ
て
い
る
。
作
詞
者
の
堀
越
晋
は
、

４
年
次
に
作
詞
し
た
が
、
最
初
か
ら｢

渝｣

を
使
っ
て

い
た
の
か
、
作
曲
・
補
筆
の
尾
崎
楠
馬
先
生
が
差
し

替
え
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。 
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号 

号 
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 霞浦の月１ ～湖心に澄むや月の影……～ 
 日本では、桜花が春を月が秋を代表する景物となっていますが、
土浦中学(現土浦一高)校歌の作詞者堀越晋(中 11 回)も、その２番
で、「蘆(あし)の枯葉に秋立てば 渡る雁(かりがね)声冴えて 湖心に澄
むや月の影」と霞ヶ浦の秋の月を詠っています。 
  敬称を略し、引用文中の旧字体は新字体に改め、筆者による注記
を【  】内に付け加えました。 

 なお、歌や句の口語訳は、竹井茂雄(高 19 回)が担当しました。 

（土浦一高・旧土浦中学とその周辺の物語） 

2021（令和３）年 12 月 14 日  
茨城県立土浦第一高等学校  
進修同窓会旧本館活用委員会  
ＨＰ  http:www.sin-syu.jp/ 

進修同窓会 HPにアクセス 

「西浦湖心（三叉沖）上空から西を望む」 
（霞ヶ浦環境科学センター『霞ヶ浦への招待 霞ヶ浦のすがた』） 

 

「霞ヶ浦湖沼群」 
（霞ヶ浦環境科学センター『霞ヶ浦への招待 霞ヶ浦のすがた』） 



  

 

 
秋
の
月 

 
 

太
陰
暦(

旧
暦)

で
は
、
７
月(

孟
秋)

・
８
月(

仲

秋)

・
９
月(
季
秋)

が
、
秋
で
す
。
月
の
満
ち
欠

け
を
基
準
に
し
た
旧
暦
の
日
付
は
、
そ
の
時
々

の
月
齢
に
ほ
ぼ
対
応
し
ま
す
の
で
、
月
の
半
ば

で
あ
る
15
日
は
、
だ
い
た
い
に
お
い
て
満
月

に
な
り
ま
す
か
ら
、
十
五
夜
の
月
は
即
ち
満
月

と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
名
月
と
言
え
ば
、

旧
暦
８
月
15
日(

中
秋)

の
月
を
指
す
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。 

 

月
の
観
賞
は
、
中
国
か
ら
伝
え
ら
れ
た
行
事

で
、
日
本
で
は
、
９
世
紀
末
頃
か
ら
、
宮
中
で

月
見
の
宴
が
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
秋
は
、
空

が
澄
み
渡
り
、
月
の
高
度
も
程
良
く
眺
め
ら
れ

る
季
節
な
の
で
、
月
を
楽
し
む
習
慣
が
続
い
て

い
る
の
で
し
ょ
う
。
古
人
た
ち
は
、
秋
の
月
を

眺
め
、
歌
や
句
を
詠
ん
で
き
ま
し
た
。 

 ｢

今
来
む
と 

言
ひ
し
ば
か
り
に 

長
月
の 

有
明
の
月

を 

待
ち
い
で
つ
る
か
な｣

  
 

素
性
法
師
『
古
今
集
』 

( ｢

今
す
ぐ
に
行
く
よ
。｣

と
あ
な
た
が
言
っ
て
き
た
ば

か
り
に
、
そ
れ
を
真
に
受
け
て
、
旧
暦
９
月
の
長
い

夜
を
待
ち
続
け
、
有
明
の
月
が
出
る
の
を
と
う
と
う

待
ち
明
か
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
だ
。)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ｢

月
み
れ
ば 

ち
ぢ
に
も
の
こ
そ 

悲
し
け
れ 

わ
が
身

一
つ
の 

秋
に
は
あ
ら
ね
ど｣

 

大
江
千
里
『
古
今
集
』 

(

月
を
見
る
と
、
心
が
さ
ま
ざ
ま
に
乱
れ
て
物
悲
し
い

こ
と
だ
。
自
分
だ
け
に
来
た
秋
で
は
な
い
け
れ
ど
。)  

 ｢

秋
風
に 

た
な
び
く
雲
の 

絶
え
間
よ
り 

も
れ
出
づ

る
月
の 

影
の
さ
や
け
さ｣

左
京
大
夫
顕
輔
『
新
古
今
集
』 

(

秋
風
に
吹
か
れ
て
棚
引
い
て
い
る
雲
の
切
れ
目
か

ら
、
漏
れ
出
る
月
の
光
の
明
る
く
見
え
る
こ
と
よ
。) 

 ｢

名
月
の 

花
か
と
見
え
て 

棉
畠(

わ
た
ば
た
け)｣ 

 
 
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 

松
尾
芭
蕉
『
続
猿
蓑
』  

   
 
  
  
  
  
  
  
  
 

(

一
面
の
綿
畑
に
名
月
が
輝
い
て
い
る
。
綿
の
実
が
は

じ
け
て
白
く
吹
き
出
し
て
い
る
さ
ま
は
、
月
光
を
浴

び
て
、
ま
る
で
花
が
咲
い
て
い
る
よ
う
だ
。)

 

 ｢

ひ
と
つ
家
に 

遊
女
も
寝
た
り 

萩
と
月
」 

 
 
  
  
  
 
 

松
尾
芭
蕉
『
お
く
の
ほ
そ
道
』(

市
振) 

(

同
じ
宿
に
、
思
い
が
け
ず
も
、
隠
遁
者
の
自
分
と
若

い
遊
女
と
が
、
泊
ま
り
合
わ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

庭
に
は
萩
が
咲
き
こ
ぼ
れ
、
澄
ん
だ
月
の
光
が
照
ら

し
て
い
る
が
、
萩
と
月
と
の
組
み
合
わ
せ
に
は
、
遊

女
と
自
分
と
の
取
り
合
わ
せ
と
ど
こ
と
な
く
通
う
も

の
が
あ
る
よ
う
だ
。)

 

 

「
名
月
を 

取
っ
て
く
れ
ろ
と 

泣
く
子
か
な
」 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

小
林
一
茶
『
お
ら
が
春
』 

（
背
負
わ
れ
た
幼
子
が
、
大
空
に
皎
々
と
輝
く
満
月

を
指
し
て
、
お
月
様
を
取
っ
て
お
く
れ
、
と
ね
だ
っ

て
い
る
こ
と
だ
。
） 

  

電
灯
が
普
及
す
る
以
前
の
夜
は
、
今
よ
り
ず

っ
と
深
い
闇
に
閉
ざ
さ
れ
た
世
界
で
し
た
。
そ

ん
な
夜
空
に
輝
く
月
の
光
に
、
古
人
た
ち
は
い

ろ
い
ろ
な
思
い
を
抱
い
て
き
ま
し
た
。
中
で
も

秋
は
、
思
索
に
耽
る
季
節
、
悲
哀
の
時
季
と
感

じ
ら
れ
て
い
た
た
め
、
秋
の
月
を
眺
め
、
物
思

い
に
耽
る
歌
が
多
く
詠
ま
れ
て
い
ま
す
。
「
秋

の
月
」
を
静
か
に
愛
で
る
思
い
は
、
今
で
も
日

本
人
の
心
に
根
付
い
て
い
ま
す
。 

 

霞
浦
の
月 

 

江
戸
後
期
の
浮
世
絵
師
歌
川
広
重
に
よ
っ

て
描
か
れ
た
、
錦
絵
に
よ
る
名
所
絵(

浮
世
絵
風

景
画)｢

近
江
八
景｣

が
、
1834

［
天
保
５
］
年
頃
、

版
元
保
永
堂
に
よ
っ
て
刊
行
さ
れ
る
と
、
こ
れ

が
契
機
と
な
っ
て
、
日
本
各
地
で｢
○
○
八
景｣

が
選
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

 

土
浦
で
も
、
沼
尻
墨
遷(

1775

～
1856)

、
如
蓮(
神

龍
寺
二
十
世
住
職
褒
祥
大
寅
大
和
尚 

1785

～

1858)

、
内
田
野
帆(

1781

～
1855)

、
色
川
三
中(

1801

～
1855)

、

川
田
幸
枝(

1783

～
1845

以
降)

な
ど
が
担
い
手
と

な
っ
て
、｢

土
浦
八
景｣

が
選
定
さ
れ
ま
し
た
。

霞
ヶ
浦
の
月
は
、｢

霞
浦
秋
月｣

と
し
て
選
ば
れ
、

彼
ら
は
、
次
の
よ
う
な
作
品
を
残
し
て
い
ま
す
。 

 ｢

あ
き
か
ぜ
に 

か
す
み
か
う
ら
の 

雲
は
れ
て 

く
ま

な
く
て
ら
す 

月
の
さ
や
け
さ｣

 
 
 
  

色
川
三
中 

(

霞
ヶ
浦
上
空
の
雲
は
、
秋
風
に
吹
か
れ
て
散
り
去
り
、

辺
り
一
面
の
全
て
を
照
ら
し
出
し
て
い
る
、
月
の
明

る
さ
で
あ
る
こ
と
よ
。)

 

｢

う
ら
の
名
の 

霞
も
き
り
も 

た
ゝ
さ
れ
ば 

わ
き
て

さ
や
け
し 

秋
の
夜
の
月｣

 
 
 
 
 
 
 

 

川
田
幸
枝 

(

湖
の
名
は｢

霞
ヶ
浦｣

で
あ
る
が
、
霞
も
霧
も
立
ち
籠

め
て
い
な
い
の
で
、
と
り
わ
け
は
っ
き
り
明
る
く
見

え
る
、
秋
の
、
今
宵
の
月
で
あ
る
こ
と
よ
。)

 
 ｢

月
や
澄
む 

浦
を
霞
み
と 

呼
な
が
ら｣

 
 

沼
尻
墨
遷 

(

上
空
の
月
は
澄
み
渡
っ
て
い
る
。
そ
の
下
の
、
満
々

と
水
を
湛
え
る
湖
を｢

霞
み(

ヶ
浦)

｣

と
呼
ん
で
い
る

の
に
。)
 

 ｢

是
と
て
も 

春
ハ
霞
む
か 

浦
の
月｣

 
 
 

内
田
野
帆 

(

秋
の
今
宵
に
は
、
は
っ
き
り
明
る
く
見
え
る
月
で
あ

っ
て
も
、｢

霞
ヶ
浦｣

と
い
う
名
の
と
お
り
に
、
春
に

は
霞
が
掛
か
る
の
だ
な
あ
、
霞
ヶ
浦
に
昇
る
月
よ
。) 

  

こ
の
よ
う
な
、
月
を
眺
め
る
習
俗
は
、
庶
民

の
間
に
も
広
が
り
、
霞
ヶ
浦
沿
岸
の
庶
民
は
、

｢

二
十
三
夜(

に
じ
ゅ
う
さ
ん
や)

(注 3)｣

な
ど
の
年
中

行
事
の
中
で
、
霞
ヶ
浦
の
月
を
愛
で
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
高
11
回
佐
賀
純
一
は
、『
霞
ヶ

浦
風
土
記
』(

文
：
佐
賀
純
一
、
画
：
中
27
回
佐
賀
進)

｢

第
四
章 

町
の
暮
ら
し
［
第
二
十
四
話
］
水

辺
の
子
ど
も
た
ち 

久
松
こ
う
さ
ん(

明
治
四
十

四
年
生
ま
れ 

土
浦
市
東
崎 

昭
和
四
十
七
年
採
録)

｣

の

中
で
、
三
夜
様(

二
十
三
夜
講)

で
の
月
見
の
様
子

を
次
の
よ
う
に
記
録
し
て
い
ま
す
。 

                  

 
｢

お
月
様
で
思
い
だ
し
た
ん
で
す
け
ど
、
十

一
月
二
十
三
日
は
、
霜
月
三
夜
と
い
っ
て
、
月

が
と
て
も
き
れ
い
な
ん
で
す
。
そ
れ
も
湖
の
上

を
、
そ
れ
こ
そ
ふ
う
わ
り
ふ
う
わ
り
と
ゆ
れ
ゆ

れ
上
が
る
っ
て
言
わ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
の

あ
た
り
の
人
は
、
こ
の
日
に
な
る
と
十
一
時
頃

ま
で
寝
な
い
で
ね
、
『
三
夜
講
だ
か
ら
拝
み
に

行
こ
う
』
な
ん
て
誘
い
合
っ
て
、
み
ん
な
で
鷲

の
宮
【
神
社

】
の
【
小

】
山
に
集
ま
っ
て
、
月

の
出
を
待
っ
て
い
た
ん
で
す
。
と
ー
っ
て
も
寒

い
ん
で
す
よ
ね
、
こ
の
頃
は
み
ん
な
ど
て
ら
だ

の
、
綿
入
れ
筒
っ
ぽ
う
【
筒
袖

】
を
着
た
り
し

て
、
山
の
上
で
待
っ
て
い
た
ん
で
す
。
そ
う
す

る
と
い
つ
も
の
月
と
違
っ
て
、
霜
月
の
三
夜
様

っ
て
言
う
の
は
、
ど
う
い
う
か
げ
ん
か
、
ゆ
れ

ゆ
れ
上
が
っ
て
い
く
ん
で
す
よ
。
湖
の
上
を
ね
。

私
も
子
ど
も
の
頃
か
ら
毎
年
拝
み
に
行
き
ま

し
た
が
、
霞
ヶ
浦
の
水
が
ぽ
ー
っ
と
明
る
く
な

っ
て
、
そ
れ
か
ら
し
ば
ら
く
し
て
月
の
頭
が
ち

ら
っ
と
見
え
る
。
あ
あ
、
お
月
様
だ
、
と
目
を

大
き
く
し
て
眺
め
て
い
る
と
、
た
ち
ま
ち
ど
ん

ど
ん
上
が
っ
て
、
湖
に
光
が
映
っ
て
、
そ
れ
は

何
と
も
言
わ
れ
な
い
美
し
さ
。
冬
で
す
か
ら
空

気
が
澄
ん
で
、
月
が
常
に
も
ま
し
て
神
々
し
い
。

東
崎
の
人
間
は
そ
の
姿
を
み
ん
な
し
て
拝
ん

で
、
高
く
な
る
ま
で
眺
め
て
い
ま
し
た
。
帰
る

の
は
十
二
時
す
ぎ
て
か
ら
で
し
た
ね
。｣ 

 

(注 3)

二
十
三
夜 

 

旧
暦
23
日
の
夜
、
即
ち
二
十
三
夜
に
、
講
員
が
集

ま
っ
て
、
飲
食
を
と
も
に
し
な
が
ら
月
の
出
を
待
つ

風
習
。
三
夜
様
と
も
三
夜
供
養
と
も
言
い
、
月
待
行

事
の
中
で
も
最
も
盛
ん
に
行
な
わ
れ
た
。
月
待
ち
の

マ
チ
は
、
神
の
傍
ら
に
待
座
す
る
意
味
ら
し
く
、
こ

の
夜
に
は
、
神
の
示
現
が
あ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
。

講
は
、
村
の
小
字
、
村
全
体
、
任
意
の
者
な
ど
を
単

位
と
し
て
い
た
が
、
女
性
、
特
に
嫁
仲
間
で
結
成
さ

れ
る
こ
と
が
多
い
。
地
方
に
よ
っ
て
は
、
二
十
二
夜

を
女
性
、
二
十
三
夜
を
男
性
の
集
ま
り
と
す
る
所
も

あ
る
。
二
十
三
夜
の
月
は
出
が
遅
い
の
で
、
当
番
の

家
に
集
ま
っ
て
、
簡
単
な
酒
肴(

し
ゅ
こ
う)

を
前
に

よ
も
や
ま
話
を
し
て
待
つ
。
二
十
三
夜
講
の
あ
る
所

で
は
、
二
十
三
夜
塔
と
い
う
記
念
碑
を
建
て
て
い
る

例
も
あ
る
。 
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