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萩
原
朔
太
郎
記
念　

水
と
緑
と
詩
の
ま
ち
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廣
瀨
川
の
ほ
と
り

　

前
橋
文
学
館
の
入
口
の
す
ぐ
前
を
、
古
く
か
ら
人
工
の
用

水
路
だ
っ
た
と
い
う
廣
瀨
川
が
流
れ
て
い
る
。
い
や
、
こ
う

書
い
た
の
で
は
本
当
は
叙
述
の
順
序
が
逆
で
、
廣
瀨
川
の
岸

辺
を
選
ん
で
前
橋
文
学
館
が
建
て
ら
れ
た
、
と
書
く
方
が
正

し
い
だ
ろ
う
。
街
な
か
を
流
れ
る
コ
ン
パ
ク
ト
な
川
に
し
て

は
、
水
量
が
豊
か
で
流
れ
も
速
い
。
こ
の
あ
た
り
の
岸
辺
は

あ
た
か
も
文
学
館
の
前
庭
の
よ
う
な
一
種
の
公
園
と
し
て
、

植
え
込
み
や
遊
歩
道
が
整
備
さ
れ
、
歴
代
の
萩
原
朔
太
郎
賞

の
受
賞
者
た
ち
の
小
さ
な
詩
碑
が
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
配
置
さ

れ
て
い
て
、
そ
れ
ら
の
や
や
上
流
に
、
も
っ
と
大
き
く
、
萩

原
朔
太
郎
の
詩
「
廣
瀨
川
」（『
純
情
小
曲
集
』
所
収
の
「
郷

土
望
景
詩
」
の
中
の
一
篇
）
の
碑
が
立
っ
て
い
る
。

　
　

廣
瀨
川
白
く
流
れ
た
り

　
　

時
さ
れ
ば
み
な
幻
想
は
消
え
ゆ
か
ん
。

　
　

わ
れ
の
生ら
い
ふ涯
を
釣
ら
ん
と
し
て

　
　

過
去
の
日
川
辺
に
糸
を
た
れ
し
が

　
　

あ
あ
か
の
幸
福
は
遠
き
に
す
ぎ
さ
り

　
　

ち
ひ
さ
き
魚
は
眼め

に
も
と
ま
ら
ず
。

　

萩
原
朔
太
郎
が
故
郷
の
前
橋
で
し
ば
し
ば
訪
れ
、
そ
こ
で

物
思
い
に
ふ
け
っ
た
水
辺
と
し
て
は
、
彼
の
母
校
で
あ
る
前

橋
中
学
に
近
く
、
街
の
す
ぐ
は
ず
れ
に
河
原
を
ひ
ろ
げ
て
い

る
利
根
川
の
方
が
、
真
先
に
想
起
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

　
　

き
の
ふ
ま
た
身
を
投
げ
ん
と
思
ひ
て

　
　

利
根
川
の
ほ
と
り
を
さ
ま
よ
ひ
し
が

　
　
［
…
…
］

　
　

お
め
お
め
と
生
き
な
が
ら
へ
て

　
　

今
日
も
ま
た
河
原
に
来
り
石
投
げ
て
あ
そ
び
く
ら
し
つ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（「
利
根
川
の
ほ
と
り
」）

　

彼
の
物
思
い
は
、し
ば
し
ば
、郷
土
に
対
し
て
激
越
だ
っ
た
。

彼
は
郷
土
の
人
々
が
彼
に
対
し
て
無
理
解
で
あ
り
、
軽
蔑
的

萩
原
朔
太
郎
賞
受
賞
詩
人
よ
り
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な
態
度
を
示
す
こ
と
を
、
繰
り
返
し
訴
え
て
い
る
。

　
　

い
か
な
れ
ば
故こ
き
や
う郷

の
ひ
と
の
わ
れ
に
辛つ
ら

く

　
　

か
な
し
き
す
も
も
の
核た
ね

を
嚙
ま
む
と
す
る
ぞ
。

　
　
［
…
…
］

　
　

わ
れ
を
嘲
け
り
わ
ら
ふ
声
は
野
山
に
み
ち

　
　

苦
し
み
の
叫
び
は
心
臓
を
破
裂
せ
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（「
公
園
の
椅
子
」）

と
歌
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、《
さ
び
し
き
椅
子
に
「
復
讐
」
の

文
字
を
刻
み
た
り
》
と
い
う
よ
う
な
、
お
だ
や
か
な
ら
ざ
る

言
葉
さ
え
吐
く
。
詩
集
『
純
情
小
曲
集
』
の
巻
頭
、「
出
版
に

際
し
て
」
と
い
う
文
章
で
は
、《
人
人
は
私
に
情つ
れ

な
く
し
て
、

い
つ
も
白
い
眼
で
に
ら
ん
で
ゐ
た
。
単
に
私
が
無
職
で
あ
り
、

も
し
く
は
変
人
で
あ
る
と
い
ふ
理
由
を
も
つ
て
、
あ
は
れ
な

詩
人
を
嘲
辱
し
、
私
の
背う
し
ろ後

か
ら
唾つ
ば
きを

か
け
た
。》
と
も
書
い

て
い
る
。
そ
ん
な
こ
と
が
事
実
で
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
よ
り

も
、
彼
が
こ
の
よ
う
な
被
害
意
識
を
強
く
持
っ
て
い
た
こ
と

の
方
が
重
要
で
あ
る
。そ
の
意
識
は
、さ
な
が
ら
毒
の
よ
う
に
、

彼
の
心
を
内
側
か
ら
蝕
ん
で
い
た
。

　

そ
れ
な
ら
ば
、
彼
は
つ
い
に
、
郷
土
と
決
定
的
に
対
決
す

る
ほ
か
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
そ
う
で
は
あ

る
ま
い
。
た
と
え
ば
、『
氷
島
』
に
収
め
ら
れ
た
名
高
い
詩
「
歸

鄕
」
に
は
、
東
京
で
妻
に
去
ら
れ
、
生
家
に
あ
ず
け
る
ほ
か

は
な
く
な
っ
た
二
人
の
子
供
を
つ
れ
て
、
お
め
お
め
と
前
橋

に
帰
る
夜
汽
車
の
中
で
、《
汽
笛
は
闇
に
吠
え
叫
び
／
火ほ
の
ほ焰

は

平
野
を
明
る
く
せ
り
。》
と
い
う
悲
壮
な
二
行
の
あ
と
へ
、
ふ

と
息
を
抜
く
よ
う
に
《
ま
だ
上
州
の
山
は
見
え
ず
や
。》
と
い

う
一
行
を
書
き
留
め
て
い
る
。
こ
の
一
行
は
文
意
こ
そ
な
お

も
苛
立
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
詩
の
中
で
の
呼
吸
と
し
て
は
、

苛
烈
な
毒
は
も
は
や
ま
っ
た
く
感
じ
ら
れ
な
い
。
読
ん
で
い

て
、
こ
の
一
行
ま
で
来
る
と
、
何
か
ほ
っ
と
す
る
も
の
を
味

わ
う
。

　

こ
の
こ
と
は
、
冒
頭
で
触
れ
た
「
廣
瀨
川
」
と
題
す
る
詩

に
つ
い
て
も
言
え
る
。
故
郷
へ
の
愛
憎
の
厳
し
く
せ
め
ぎ
合

う
「
郷
土
望
景
詩
」
の
中
で
も
、
こ
の
小
さ
な
一
篇
だ
け
は
、

い
わ
ば
肩
の
力
の
抜
け
た
よ
う
な
、
お
だ
や
か
な
表
情
を
見

せ
、
ゆ
っ
く
り
と
回
想
を
楽
し
ん
で
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

　

実
は
、
萩
原
朔
太
郎
は
、
廣
瀨
川
に
つ
い
て
は
利
根
川
ほ

ど
に
詩
の
筆
を
費
や
し
て
は
い
な
い
。
散
文
詩
の
最
後
を
飾

る
「
物
み
な
は
歳
日
と
共
に
亡
び
行
く
」
の
冒
頭
に
次
の
よ
う

な
六
行
詩
を
、
あ
た
か
も
先
に
引
い
た
「
廣
瀨
川
」
を
再
録

し
た
か
の
よ
う
な
姿
で
置
い
て
い
る
く
ら
い
の
も
の
で
あ
る
。

　
　

物も
の

み
な
は
歳と
し
ひ日

と
共
に
亡
び
行
く
。

　
　

ひ
と
り
来
て
さ
ま
よ
へ
ば
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流
れ
も
速
き
廣
瀨
川
。

　
　

何
に
せ
か
れ
て
止と
ど

む
べ
き

　
　

憂
ひ
の
み
永
く
残
り
て

　
　

わ
が
情
熱
の
日
も
暮
れ
行
け
り
。

　

こ
こ
で
も
毒
が
抜
け
て
い
る
こ
と
は
同
じ
だ
。
そ
の
こ
と

が
、
言
葉
の
意
味
の
上
で
は
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
時
の
流

れ
を
嘆
き
な
が
ら
、
気
分
と
し
て
は
む
し
ろ
お
だ
や
か
な
諦

念
の
う
ち
に
、
一
種
の
安
定
を
取
り
戻
し
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
同
じ
「
物
み
な
は
歳
日
と
共
に
亡
び
行
く
」
の

中
に
掲
げ
ら
れ
た
《
父
の
墓
に
詣
で
て
》
と
い
う
添
え
書
き

の
あ
る
次
の
六
行
詩
が
、
詩
人
と
郷
土
と
の
間
の
長
い
睨
み

合
い
の
果
て
に
よ
う
や
く
訪
れ
た
、
和
解
の
時
を
語
っ
て
い

る
よ
う
に
見
え
る
。

　
　

わ
が
草さ
う
も
く木

と
な
ら
ん
日
に

　
　

た
れ
か
は
知
ら
む
敗
亡
の

　
　

歴
史
を
墓
に
刻
む
べ
き
。

　
　

わ
れ
は
飢
ゑ
た
り
と
こ
し
へ
に

　
　

過
失
を
人
も
許
せ
か
し
。

　
　

過
失
を
父
も
許
せ
か
し
。

　
《
私
の
生
涯
は
過
失
で
あ
つ
た
。》
と
断
じ
た
萩
原
朔
太
郎

は
、
生
涯
の
終
わ
り
近
く
に
な
っ
て
か
ら
、《
だ
が
そ
の
「
過

失
の
記
憶
」
さ
へ
も
、
や
が
て
此
所
に
あ
る
万
象
と
共
に
、

虚
無
の
墓
の
中
に
消
え
去
る
だ
ら
う
。》
と
一
歩
し
り
ぞ
く
こ

と
で
、
よ
う
や
く
自
分
の
居
場
所
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き

た
。《
過
失
を
父
も
許
せ
か
し
》
と
い
う
言
葉
は
、
お
そ
ら
く

彼
が
つ
ぶ
や
く
こ
と
の
で
き
た
最
大
の
和
解
の
言
葉
で
あ
る
。

そ
れ
も
ま
た
、
廣
瀨
川
の
絶
え
ま
な
い
速
い
流
れ
が
無
言
の

う
ち
に
も
た
ら
し
た
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
私
に
は
思

わ
れ
る
。
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