
若

き

日

の

岩

野

泡

鳴

一

滋

賀

県

大

津

時

代

一

三

木

正

浩

は

じ

め

に

わ
が
国
自
然
主
義
作
家
の
う
ち
、
最
も
異
色
あ
る
作
家
と
し
て
注
目

さ
れ
る
岩

野
泡
鳴
が
、
そ
の
若
き
日
、
滋
賀
県
大
津
に
い
た
こ
と
は
、

世
上
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
さ
て
そ
の
具
体
的
な
内
容

に
な
る
と
、

さ

つ
ば
り
分
ら
な
い
現
況
に
あ
る
の
で
、
こ
の
ほ
ど
調
査
し
て
知
り
え

た
と
こ
ろ
を
、
か
い
つ
ま
ん
で
紹
介
し
て
み
た
い
と
お
も
う
。

*
明
治
三
十
二
年
四
月
か
ら
三
十
五
年
九
月
ま
で
で
あ
る
。

(

一
)

泡
鳴
が
大
津
に
来
た
の
は
明
治
三
十
二
年
四
月
で
、
彼
の
二
十
七
才

(1)

の
と
き
で
あ

つ
た
。
前
年
ご
ろ
か
ら
呼
吸
器
を
害
し
て
い
た
の
で
、
転

地
療
養
か
た
が
た
来
た
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
し
て
も
彼
が

東
都
を
は
な
れ
て
は
る
ば
る
琵
琶
湖
畔
に
来
た
に
つ
い
て
は
、
島
崎
藤

(2)

村
の
小
諸
、
国
木
田
独
歩

の
佐
伯
の
場
合
の
よ
う
に
、
誰
か
彼
を
紹
介

す
る
人
が
い
た
に
相
違
な
い
が
、

い
ま
で
は
そ
れ
を
た
だ
す
す
べ
も
な

い
。は

じ
め
滋
賀
県
警
察
部
の
通
訳
と
巡
査

教

習
所

の
英
語

教
師
を
か

(3)

ね
、
月
給
は
三
十
円
で
あ

つ
た
。

こ
の
年
の
八
月
に

「英
和
警
察
会
話

(4)

篇
」
と
い
う
書
を
だ
し
た
。

は
じ
め
こ
の
売
上
収
益
金
か
ら
、
後
に
の

べ
る
第

一
詩
集
の
出
版
費
用
を
捻
出
す
る
つ
も
り
で
い
た
が
、
予
約
を

全
国
の
各
府
県
に
募

つ
て
配
本
し
て
み
る
と
、
読
者
の
送
金
が
意
外
に

お
く
れ
、

た
ま
に
送
金
し
て
く
る
も
の
が
あ

つ
て
も
、
お
お
か
た
生
活

費
に
ま
わ
り
、
手
許
に
残

つ
た
も
の
は
い
く
ら
も
な
か

つ
た
と
い
う
。(5)

三
十
四
年
四
月
に
大
津

に
隣
接
し
た
膳
所
町

の
県
立
第
二
中
学
校
の

(6)

英
語
教
師
に
な
り
、
月
給
は
四
十
五
円
に
な
つ
た
。
そ
の
こ
ろ
県
立
二

中
は
創
立
後
ま
だ
日
も
浅
く
、
旧
膳
所
藩

の
牢
屋
敷
跡
の
粗
末
な
仮
校

若

き

日

の

岩

野

泡

鳴

-161-



密
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文

化

舎
か
ら
、

い
ま
の
膳
所
高
の
敷
地
に
移
ろ
う
と
し
て
前
年
秋
か
ら
校
舎

の
新
築

工
事
に
と
り
か
か

つ
て
い
た
時
分
で
あ
る
。
そ
こ
で
彼
が
英
語

を
担
当

し
た
の
は
、
下
級
生
の

一
・
二
年
生

で
、
二
中
第
三

・
四
回
卒

業
の
人

々
で
あ
る
。

さ
て
彼
の
中
学
教
師
ぶ
り
は
ど
ん
な
で
あ
つ
た
か
。
当
時

の
彼
の
教

え
子
た
ち
に
ぼ
つ
ぼ
つ
聞
き
だ
し
て
い
る
が
、
な
に
し
ろ
五
十
数
年
も

前
に
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
な
の
で
、
人
々
の
記
憶
も
さ
だ
か
で
は
な
く
、

よ
う
や
く
次
の
よ
う
な
こ
と
を
知
り
え
た
の
で
あ
る
。

(イ)
彼
は
い
つ
も
霜
ふ
り
の
詰
め
襟
の
洋
服
を
着
て
い
た
が
、
夏
に
は
黒

の
ア
ル
パ
カ
の
上
着
に
、
白
の
ズ
ボ
ン
姿
に
な
り
、
雨
天
に
は
長
靴
を

は
い
て
い
た
。
そ
の
風
釆
は
立
派
で
あ
つ
た
の
で
、
入
学
式
の
と
き
新

入
生
の
父
兄
か
ら
校
長
と
間
違

え
ら
れ
て
挨

拶
を
う
け

た
こ
と

が
あ

(7)
る
。

(ロ)
一
、
二
年
が
敦
賀
方
面

へ
修
学
旅
行
に
出
か
け
た
と
き
、

は
じ
め
塩

津
に

一
泊
し
、
翌
日
の
午
後
、
敦
賀

の
宿
屋
に
つ
く
と
、

一
足
先
に
到

着
し
た
彼
が
、
宿
屋
の
主
人
に
む
か
つ
て

「客
扱
い
が
ど
だ
い
な
つ
と

ら
ん
、

け
し
か
ら
ん
。
」
と
腕
ま
く
り

で
ど
な
つ
て
い
た
の
は
、
生
徒
た

(8)

ち
に
痛
快
こ
の
上
も
な
い
印
象
を
与
え
た
と
い
う
。

(ハ)
同
僚

の
な
か
に
彼
の
明
治
学
院
時
代
の
学
友
で
、
国
語
担
当
の
教
師

(9)

が
い
た
。

こ
の
男
は
明
治
学
院
在
学
中
、
西
洋
人
の
先
生
を
夜
陰
に
乗

じ
て
な
ぐ
り

つ
け
た
り
、
日
本
人
の
先
生
が
意
久
地
な
し
な
の
で
、
排

斥
運
動
を
起
し
た
経
歴
の
持
主
で
あ
つ
た
。

彼
は
他
の
同
僚
と
は
あ
ま

り
口
を
利
か
ず
、
こ
の
男
と
と
く
に
親
し
く
交
わ
つ
て
い
た
と
こ
ろ
か

(10)

ら
、

二
人
が
共
謀
し
て
二
中
の
校
長
堤
寛
氏

の
排
斥
を
た
く
ら
ん
で
い

(1
1
)

る
、
と
い
う
デ

マ
が
と
ん
で
迷
惑
を
蒙

つ
た
こ
と
が
あ
る
と
い
う
。

(ニ)
彼
は
英
語
教
育
を
主
と
す
る
ミ
ッ
シ
ョ
ン

・
ス
ク
ー
ル
の
明
治
学
院

や
東
北
学
院
に
学
ん
だ
し

(
ど
ち
ら
も
卒
業
し
な
か

つ
た
。
)
そ
の
上
ア

(12)
 

(13)

メ
リ
カ
の
宣
教
師
を
助
け
て
讃
美
歌
や
宗
教
書

の
翻
訳
に
従
事
し
た
こ

と
も
あ
る
の
で
、
い
な
か
の
中
学
生
相
手
の
英
語
ぐ
ら
い
は
、
彼
に
は

問
題
で
は
な
か

つ
た
に
相
違
な
い
。
し
か
し
な
に
ぶ
ん
に
も
無
資
格
教

員
だ
つ
た
の
で
、
文
部
省
の
検
定
試
験
を
う
け
に
、
同
僚
の
上
西
茂
吉

(14)
氏
と
い
つ
し
よ
に
上
京
し
た
が
、
試
験
委
員
が
ア
メ
リ
カ
帰
り

の
津
田

梅
子
女
史
だ
つ
た
の
で
、
女
な
ん
か
に
試
験
さ
れ
て
な
る
も
の
か
と
馬

(15)

鹿
に
し
た
は
よ
か

つ
た
が
、
物
の
見
事
落
ち
て
し
ま
つ
た
。

(ホ)
教
室
で
の
彼
は
じ

つ
に
こ
わ
い
先
生
だ
つ
た
、
と
当
時
の
教
え
子
た

ち
は
異
口
同
音
に
の
べ
て
い
る
。
英
語
の
下
調
べ
を
や
つ
て
こ
な
か

つ

た
り
、
遅
刻
し
た
り
、
後
を
ふ
り
む
こ
う
も
の
な
ら
、

い
き
な
り
し
か

り
と
ば
さ
れ
、
立
た
さ
れ
た
そ
う
で
あ
る
。
髪
面
に
近
眼
鏡
を
二
つ
か
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け
て
ぐ

つ
と
に
ら
み
つ
け
る
お
そ
ろ
し
い
顔
に
は
、

い
か
な
腕
白
小
僧

た

ち
も
頭
が
あ
が
ら
な
か

つ
た
。
(彼
の
お
そ
ろ
し
い
顔
つ
き
は
、
ま
る

で
ロ
シ
ヤ
人
の
よ
う
だ
つ
た
、
と
回
顧
す
る
卒
業
生
も
い
る
。
如
何
に

も
明
治
人
ら
し
い
形
容
だ

と
お
も

う
。
)
そ
こ

で
生
徒

の
間
に

「
仏
隈

川
、
鬼
岩

野
…
…
」
(
仏
の
よ
う
に
温
厚
な
隈
川
先
生
に
、
鬼

の
よ
う
に

(16)

こ
わ
い
岩

野
先
生
の
意
味
。
)
の
歌
が
は
や

つ
た
そ
う
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
彼
が
翌
三
十
五
年
九

月
退
職

し
て
帰
京

す
る
と

き
、
生
徒
た
ち
に
む
か
つ
て

「
ど
う
だ
い
、
お
れ
が
も
う
い
な
く
な
る

の
で
嬉
し
か
ろ
。
こ
れ
か
ら
は
も
う
立
た
さ
れ
る
心
配
は
な
い
か
ら
、

安
心
し
て
勉
強
す
る
が
え
え
。
」
と
長
い
頭
を
ふ
り
ふ
り
い
つ
た
の
で
、

そ
れ
ま
で
は
こ
わ
い
と
ば
か
り
お
も

つ
て
い
た
泡
鳴
先
生
も
、
お
も
い(17)

の
ほ
か
気

の
い
い
先
生
だ
、
と
い
う
印
象
を
生
徒
に
与
え
た
と
い
う
。

注
(1)

彼
の
妻
も
健
康
を
害
し
て
い
た
と
も
い
わ
れ
る
。

(2)

藤
村
の
場
合
は
木
村
熊
二
、
独
歩
の
場
合
は
徳
富
蘇
峰
、
矢
野
龍
渓

(3)

三
十
三
年
六
月
に
は
月
給
三
十
五
円
に
昇
給
。
同
時
に
県
内
務
部
通
訳

事
務
の
嘱
託
と
な
り
、
年
手
当
三
十
円
を
う
け
た
。

(4)

こ
の
書
は
翌
年
そ
の
内
容
を
取
捨
選
択
し
て
、
「
公
用
会
話
」
と
い
う

書
に
な
つ
た
。

(5)

明
治
三
十

一
年
創
立
。
四
十
五
年
に
膳
所
中
学
校
と
改
称
。
戦
後
は
膳

巫

局
等
学
校
と
改
称
。

(6)

教
諭
心
得
を
命
ぜ
ら
れ
た
。
無
資
格
教

員
だ

つ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

(7)

二
中
同
窓
会
誌
第
四
号
。

(8)

同
右
。

(9)

こ
の
人
物
は
彼

の
自
伝
小
説

「
放
浪
」
に
有

馬
勇

の
仮
名
で
登
場
す

る

が
、

こ
の
モ
デ
ル
は
二
中

の
旧
職
員
有
竹
捨
氏

で
あ

る
こ
と
を
最
近
発

見
し
た
。

そ
の
理
由
と
し
て
は
、

姓

の
有
馬
と
有
竹

と
が
非
常
に
よ
く

似
て
い
る
こ
と
、
氏

の
二
中
在
職
期
間
が
明
治
三
十

三
年
八
月
か
ら
翌

年
十
月
ま
で
で
、
泡
鳴
と
同
僚

だ

つ
た
時
期
が
半
年
余

あ
る
こ
と
、

氏

が
明
治
学
院

に
学
ん
だ

こ
と
は
氏

の
履
歴
書
に
明
記
し
て
あ
る

こ
と
、

氏
が
国
語
担

当
だ

つ
た

こ
と
は
、
膳
所
高
同
窓
会
名
簿

に
明
記
し

て
あ

る
こ
と
。

(明
治
学
院
に
学

ん
だ
氏
が
国
語
を
担
当
し
た
の
は
、

明
治

学
院
修
了
後
、

国
学
院
を
卒
業
し
た
事
情

に
よ
る
。
)
な
ど
が
あ
げ
ら
れ

る
。

(
読
書
新
聞
本
年
六
月
六

日
号
拙
稿
参
照
)

(10)

明
治
三
十

二
年

よ
り

大
正
十

一
年

ま

で
在

職
し
た
二
中

二
代
目

の
校

長
。

名
校
長

と
た
た
え
ら
れ
た
が
、

そ
の
ス
パ

ル
タ
式
教
育
が
災
し

て

在
職
中
二
回
も

ス
ト
ラ
イ
キ
事
件

が
お
き

た
。
昭
和
二
十
九
年

三
月
死

亡
。

(1
1
)泡
鳴

の

「
放
浪
」

(12)

笹
淵
友

一

「
浪
漫

主
義
文

学

の
誕
生
」
吉

田
精

一

「
自
然
主
義

の
研

若

き

日

の

岩

野

泡

鳴
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究
」

(13)

滋
賀
県
庁
倉
庫
に
あ
る
泡
鳴
の
履
歴
書
。

(14)

明
治
三
十
四
年
よ
り
昭
和
五
年
ま
で
在
職
。
泡
鳴
と
最
も
親
交
の
あ
つ

た
数
学
担
当
の
同
僚
。
泡
鳴
の
退
職
後
も
上
京
の
つ
ど
彼
の
家
に
立
ち

寄
り
饗
応
を
う
け
た
そ
う
で
あ
る
。
昭
和
三
十
三
年
死
亡
。

(15)

二
中
卒
業
生
久
保
井
末
造
氏
が
上
西
氏
よ
り
直
接
聞
か
れ
た
話
で
あ
る

(16)

彼
の
二
中
在
職
期
間
は
明
治
三
十
四
年
四
月
四
日
よ
り
三
十
五
年
九
月

八
日
ま
で
で
あ
る
。

(17)

前
記
同
窓
会
誌
。

(
二
)

彼
は
大
津
に
い
た
こ
ろ
、
よ
く
土
曜
日
か
ら
日
曜
日
に
か
け
て
比
叡

山
に
登
り
、

天
台
宗
の
経
文
を
熱
心
に
研
究
し
た
。

そ
の
こ
ろ
、
彼
の

義
兄

の
竹
馬
の
友
で
、
比
叡
山
に
十
五
年
も
修
行
し
て
い
た
僧
が
、
修

行
を
終

え
て
下
山
す
る
と
、
た
ち

ま
ち
女

の
た
め
に
堕
落

し
て
し
ま

い
、
世

間
を
驚
か
し
た
こ
と
が
あ

つ
た
。
し
か
し
彼
は
そ
れ
を
き
い
て

驚
く
ど

こ
ろ
か
、

「
そ
れ
は
堕
落
で
も
な
ん
で
も
な
い
、
人
間
と
し
て

当
り
前

に
な
つ
た
だ
け
じ
や
な
い
か
。
」
と
お
も

つ
た
。

ま
た
彼
は
滋
賀
県
に
あ
る
禅
宗
の
本
山
、
永
源
寺

へ
も
出
か
け
、
と

(1)

き
の
管
長
久
松
琢
宗
師
に
あ

つ
て
禅
を
学
ん
だ
。
彼
は
こ
の
老
管
長
に

む
か
つ
て

「禅
の
主
眼
と
な
る
も
の
は
何
で
し
よ
う
か
。
」
と
無
遠
慮
に

た
ず
ね
る
と
、
管
長
は
し
ば
ら
く
考
え
こ
ん

で
い
た
が
、
「ま
あ
あ
り
ま

せ
ん
な
。
」
と
答
え
た
。
彼
は
こ
れ
を
き
い
て
、
「
こ
の
入
は
ど
ん
な
に
え

ら
い
か
は
、
ぼ
く
な
ど
に
は
わ
か
ら
な
い
が
、
と
に
か
く
自
分
の
立
場

に
主
眼
が
な
い
な
ど
と
、
は
つ
き
り
い
い
切
る
の
は
よ
ほ
ど
勇
気
の
要

(2)

る
こ
と
だ
。
」
と
そ
の
管
長
の
人
柄
に
よ
ほ
ど
感
服
し
た
ら
し
い
が
、
禅

の
方
は
ぶ
つ
つ
り
や
め
て
し
ま
つ
た
。
後
に
な
る
と

「禅
は

一
種
の
催

眠
術
だ
。
」
と
罵
倒
し
、
は
て
は

「
た
だ
ぬ
ら
り
く
ら
り
と
し
た
不
真
面

目
な
態
度
で
そ
の
無
内
容
を
ご
ま
化
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
無
我
と

は
結
局
無
内
容
だ
。
無
内
容
は
空
だ
。
空
な
物
か
ら
は
何
物
も
か
ち
と

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
現
代
に
必
要
な
自
我

の
充
実
と
国
家
の
発
展
か

ら
す
れ
ば
、
国
外

に
追
放
す
べ
き
だ
。
」
と
ま

で
言

い
切
る
よ
う
に
な
つ

(3)

た
。注

(1)

彼
は
仙
台
に
い
た
時
分
も
、
松
島
で
参
禅
し
た
こ
と
が
あ
る
。

(2)

泡
鳴
の

「永
源
寺
遊
記
」
舟
橋
聖

一
「岩
野
泡
鳴
伝
」

(3)

泡
鳴
の
.
 愚
き
物
」

(
三
茎

(1)

彼
は
大
津
の
上
平
蔵
町
三
十
七
番
屋
敷
に
住
ん
で
い
た
。
現
在
の
近
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畿
財
務
局

の

一
軒
お
い
て
東
隣
り
の
一
入
口
は
道
路
よ
り
こ
こ
ろ
も
ち

高
い
一
二
階
家
が
そ
れ
で
あ
る
。
家
の
裏
は
い
ま
で
は
民
家
が
建
て
こ

み
、
材
木

お
き
場
と
な
つ
て
い
る
が
、
そ
の
こ
ろ
は
い
ま
も
残
る
常
夜

燈
の
近
く
ま
で
湖
水
が
入
り
こ
み
、
対
岸

の
山
田
、
矢
橋
あ
た
り
か
ら

野
菜
や
肥
桶
を
運
ん
で
く
る
和
船

の
荷
揚
げ
場

で
あ
つ
た
。
そ
の
二
階

か
ら
は
琵
琶
湖
を

一
望
の
も
と
に
お
さ
め
て
見
晴
し
は
よ
く
、
な
か
で

も
月
の
明
か
る
い
夜

の
湖
上
の
風
景
は
素
晴
ら
し
い
も
の
で
あ

つ
た
、

と
妻
は
か

い
て
い
る
。

、
書
斎
に
は
木
箱
に
紙
を
は

つ
た
の
を
い
く
つ
も
積
み
重
ね
て
書
架
代

(2)

用
と
し
、

な
か
に
洋
書
や
和
書
が
ぎ

つ
し
り
な
ら
ん
で
い
た
ら
し
く
、

そ

こ
で
彼
は
し
き
り
と
英
詩
を
よ
ん
だ
り
、
新
体
詩
を
か
い
た
り
し
て

い
た
。
読
書
に
疲
れ
る
と
、
着
流
し
の
ま
ま
街
を
ぶ
ら

つ
き
、
県
庁
近

く
の
東
枝

と
い
う
書
店
の
店
頭
で
よ
く
本
の
立
ち
読
み
を
し
て
い
た
そ

(3)

う
で
あ
る
。

家
庭
に
は
妻
幸
子
と
次
女
冨
美
子
が
い
た
。
長
女
は
大
津
に
来
る
前

に
死
ん
だ
。

三
十
四
年
に
長
男
の
諭
鶴
が
生
ま
れ
た
。
こ
の
子
は
よ
く

肥
え
て
は
い
た
が
、
顔
色
が
わ
る
く
筋
肉
の
発
達
も
十
分
で
な
い
弱
い

子
で
あ

つ
た
。

つ
い
に
翌
年

一
月
六
日
に
気
管
喘
息
か
ら
肺
炎
を
お
こ

し
て
死
ん
で
し
ま
つ
た
。
そ

の
と
き

の
模
様
を

「再

び
児

を
失

へ
る

記
」
の
な
か
に
次
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。

妻
、

こ
の
出
つ
る
魂
を
追
ふ
が
如
く
諭
鶴
、

諭
鶴
と
声
を
放
ち
ぬ
。

鳴
呼
、
前
日
来
目
ば
た
き
も
せ
ず
、
人
の
顔
を
見

つ
む
る
を
、
勢
づ

き
し
な
ら
ん
と
話
合

へ
る
は
、
父
母
の
慾
目

に
て
、
全
く
お
の
が
苦

し
み
を
無
言
に
訴
ふ
る
心
な
り
け
ん
も
の
を
。
死
後
は
再
び
無
邪
気

の
顔

つ
き
に
復
し
、
安
ら
か
に
仰
の
け
る
ま
ま
に
寝
か
し
置
き

つ
。

(4)

明
日
を
待
ち
て
大
谷
村
の
火
葬
場
に
送
り
、

遺
骨
は
東
京

へ
携

へ
て

行
き
、
先

の
亡
児
と
相
並

べ
て
之
を
葬
む
る
に
定
め
、
わ
れ
ら
共
に

眠
り
ぬ
。

七
日
朝
、
起
き
出
つ
れ
ば
、
比
良
の
山

一
面

に
雪
を
以
て
白
し
。
去

年

の
冬
、

堅
田
の
方
に
当

つ
て
ふ
と
き
虹

の
立
て
る
を
認
め
、
翌
朝

に
至

つ
て
同
山
に
大
雪
降
り
し
こ
と
を
知
り

つ
。
今
や
再
び
そ
の
朝

晴
れ
を
見
て
児
を
失

へ
る
悲
し
み
あ
り
。
鳴
呼
、
積
む
も
の
は
積
め

よ
。
消
ゆ
る
も
の
は
消
え
よ
。
無
天
の
天
、

い
つ
く
に
か
増
減
あ
ら

ん
。

こ
の
文
は
彼
に
も
子

へ
の
愛
情
を
も
ち
え
た
時
代
の
あ
つ
た
こ
と
を
は

つ
き
り
示
す
記
念
す

べ
き
資
料
と
思
え
る
。

な
ぜ
か
な
ら
か
ほ
ど
ま
で

亡
き
児

へ
の
追
慕
の
情
を
感
傷
的
な
筆
致
で
の
べ
る
が
如
き
は
、
後
の

自
然
主
義
作
家
泡
鳴
に
は
も
は
や
み
ら
れ
な
く
な
る
。
そ
れ
が
証
拠
に
、

若

き

日

の

岩

野

泡

鳴
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小
説

「毒
薬
を
飲
む
女
」
の
な
か
で
、
大
津
で
の
長
男
の
死
は
、
二
度

目
の
児

の
死
で
も
あ

つ
た
し
、
た
つ
た
九
ケ
月
を
そ
う
抱
き
も
し
な
か

つ
た
か
ら
、

べ
つ
に
惜
し
<
も
な
か
つ
た
と
の
べ
る
し
、
ま
た
同
じ
小

説
の
な
か

で
、
四
男
の
死
ん
だ
と
き
は
、
そ
の
死
去
の
通
知
に
接
し
て

も
葬
式

の
煩
わ
し
さ
を
感
じ
る
ば
か
り
で
、
哀
れ
な
ど
感
じ
な
か

つ
た

と
の
べ
て
い
る
。
か
つ
て
正
宗
白
鳥
が
、
泡
鳴
を
評
し
て
、
子
供
に
た

い
し
て
ほ
と
ん
ど
愛
情
ら
し
い
も
の
を
感
じ
な
い
の
は
、
日
本
の
作
家

の
う
ち
類
例
を
絶
し
て
い
る
と
い
つ
た
こ
と
が
あ
る
。
い
か
に
も
と
う

な
づ
け
る
。

妻
幸
子

は
旧
姓
竹
腰
、
彼
の
最
初
の
妻

で
、
彼
の
文
学
と
は
切
つ
て

も
切
れ

ぬ
関
係
の
深
い
女
性
で
あ
る
。

二
才

の
と
き
か

ら
東

京
に
育

ち
、
な
が
<
横
浜
の
小
学
校
の
教
師
を
し
て
い
た
。
お
も
長
の
上
品
に

艶
々
し

い
顔
に
姉
の
よ
う
な
優
し
み
を
お
び
、
そ
の
着
物
の
着
こ
な
し

さ
え
、
他

の
田
舎
出
の
女
学
生
な
ど
と
は
ち
が
い
、
い
か
に
も
し
な
や

か
な
姿

に
心
ひ
か
れ
、
む
り
や
り
に
自
分
の
家
に
つ
れ
て
帰

つ
た
の
で

あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
結
婚
し
た
妻
で
あ
る
の
に
、
の
ち
に
は
彼
女

を

「無
常
識
の
強
慾
婆
ア
、
虫
の
よ
す
ぎ
る
鬼
子
母
神
」
な
ど
と
毒
づ

き
、
は

て
は
三
下
り
半
を
突
き
つ
け
る
破
目
に
な
る
。
で
は
大
津
時
代

は
ど
う

で
あ
っ
た
ろ
う
か
、
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
当
時
彼
の

か
い
た

「月

の
虹
」
を
次
に
か
か
げ
て
み
よ
う
。

あ
ま
り
月
の
よ
か
り
け
れ
ば
、
食
事
を
速

か
に
す
ま
せ
、
妻
子
を
伴

ひ
て
三
井
寺
に
上
る
。
今
か
今
か
と
待
ち

つ
る
甲
斐
あ
り
て
大
形
な

る
う
ろ
こ
雲
の
う
し
ろ
よ
り
月
全
身
を
あ
ら
は
せ
り
。
し
か
も
そ
の

月
の
笠
な
る
も
の
、
雲
高
き
を
以
て
、
小
さ
き
輪
を
め
ぐ
ら
し
、
そ

を
染
め
な
せ
る
色
彩
の

一
種
い
ふ
べ
か

ら

ざ
る
妙
味
を

帯
べ
る
あ

り
。
瑞
西
の
国

な
ど
に
て

「月
に

虹
」
と

い
ふ
は
、
即
ち

こ
れ
な

り
。

わ
れ
ら
嘗
て
新
婚
の
楽
し
み
胸
に
あ

ふ
る
る
窓
に
寄
り
、
東
都

の
月
は
之
と
相
類
す
る
も
の
を
見
し
こ
と
あ
り
。
わ
れ
昔
を
思
ひ
出

し
て
語
り
出
つ
れ
ど
、
無
邪

気
な
る
妻

は
既
に

之
を
忘
れ

居
る
な

砂
。

且
か
れ
、
意
を
い
だ
け
る
乳
飲
み
児

に
注
ぎ
て
、
こ
の
明
月
の

夜
を
そ
の
や
さ
し
き
寝
顔
と
相
比
ぶ
る
も

の
の
如
し
。
忽
ち
月
、
光

を
増
し
て
そ
の
円
き
輪
は
明
か
に
七
色
染
わ
け
を
現
ず
。
妻
無
言
に

て
之
を
仰
ぎ
見
る
こ
と
久
し
。

こ
の

ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
詩
的
表
現
の
文
章
か
ら
も
、
ま
た
当
時
近
く

の
三
井
寺
や
石
山
寺
、
遠
く
は
竹
生
島
や
京
都
な
ど
へ
夫
妻
そ
ろ
つ
て

(5)

見
物
に
出
か
け
る
こ
と
の
多
か

つ
た
事
実
か
ら
も
、
さ
ら
に
は
後
年
彼
、

が
北
海
道
を
放
浪
し
て
、
さ
き
に
ふ
れ
た
有
馬
勇
の
家
に
寄
食
し
た
お

り
、
有
馬
の
妻
君
が
彼
の
大
津
時
代
を
し
ご
く
円
満
で
幸
福
そ
う
で
あ
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つ
た
が
、

と
回
顧
す
る
と
、
彼
は
あ
の
時
代
は
三
つ
年
上
で
ヒ
ス
テ
リ

ッ
ク
な
妻

の
性
格
上
の
欠
点
が
ま
だ
表
面
化
し
な
か
つ
た
の
で
、
と
弁

解
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
も
、
当
時
の
彼
の
家
庭
生
活
は
、
後
の
自

然
主
義
作

家
時
代
の
乱
脈
と
混
乱
を
き
わ
め
た
そ
れ
と
は
ち
が
い
、
い

か
に
も
波
瀾
の
な
い
幸
福
そ
う
な
生
活
で
あ

つ
た
こ
と
が
察
知
で
き
よ

う
。な

お
そ

の
こ
ろ
右
に
の
べ
た
比
叡
山

・
永
源
寺

・
石
山
寺

・
三
井
寺

・
竹
生
島

の
ほ
か
に
、
滋
賀
県
で
は
伊
吹
山

・
彦
根

・
愛
知
川

・
三
上

山

・
藤
樹
神
社

・
比
良
の
八
池
の
滝
、
京
都

で
は
宇
治

・
局
雄
な
ど
、

ず
い
ぶ
ん
広
範
囲
に
歩
き
ま
わ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
遊
記
を
か
い
て
い
る

の
は
、
自
然
詩
人
と
し
て
の
当
時
の
彼
の

一
面
を
う
か
が
う
に
た
る
資

料
と
し
て
興
味
深
い
。

注
(1)

彼
の
履
歴
書
に
よ
る
。

(2)

当
時
の
二
中
同
僚
隈
川
豊
氏
談
。

(3)

友
人
三
上
修
道
氏
厳
父
談
。

(4)

現
在
の
大
津
市
大
谷
町

(逢
坂
山
下
)
に
そ
の
頃
火
葬
場
が
あ
つ
た
が

現
在
は
使
用
し
て
い
な
い
。

(5)

泡
鳴
の
「
放
浪
」

(6)

同
右

(
四
茎

当
時
は
彼
は
ま
だ
小
説
に
は
手
を
染
め
て
は
お
ら
ず
、
す
で
に
ふ
れ

た
よ
う
に
、
新
体
詩
の
創
作
に
余
念
が
な
か

つ
た
。
彼
が
詩
を
つ
く
り

だ
し
た
の
は
、
国
木
田
独
歩
や
加
藤
咄
堂
ら
と

「文
壇
」
と
い
う
雑
誌

(1)

を
だ
し
た
明
治
二
十
三
年
ご
ろ
に
始
ま
る
と
い
わ
れ
る
か
ら
詩
人
と
し

て
の
経
歴
は
よ
ほ
ど
ふ
る
い
ほ
う
で
あ

つ
た
。
従

つ
て
新
聞
、
雑
誌
に

発
表
し
た
も
の
が
か
な
り
の
量
に
の
ぼ
つ
た
の
で
何
と
か
ま
と
め
て
世

に
だ
し
た
い
も
の
と
、
あ
ち
こ
ち
の
書
店
に
交
渉
し
て
み
た
が
、
な
に

ぶ
ん
に
も
詩
人
と
し
て
の
力
量
を
、
ま
だ
十
分

に
認
め
ら
れ
て
お
ら
な

い
彼
の
詩
集
な
ど
、
ひ
き
う
け
て
の
な
か
つ
た
の
も
当
然
の
こ
と
で
あ

つ
た
。
そ
こ
で
仕
方
な
<
、
そ
の
こ
ろ
大
津

の
後
在
家
町
に
あ

つ
た
古

川
と
い
う
書
店
か
ら
、
第

一
詩
集

「露
じ
も
」
と
し
て
自
費
刊
行
し
た

(2)

が
、
そ
の
売
行
は
さ

つ
ば
り
駄
目
で
あ

つ
た
。

そ
れ
も
そ
の
は
ず

払

へ
ば

散
る

白

つ
ゆ

消
え
失
す
る

に
は

あ
ら
ず

仰
ぐ

そ
ら

に

神

植
ゆ

星
は

根
堀

ず

べ
か
ら
ず

の
よ
う
に
、
十
音
詩

の
二
重
韻

の
脚
韻
を
ふ
ん
だ
も
の
や
、
欧
文
の
形

若

き

日

の

岩

野

泡

鳴
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式
に
な
ら

つ
た
ら
し
い
詞
句
の
分
か
ち
書
な
ど
に
、
彼
独
自
の
新
ら
し

い
形
式
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
る
と
し
て
も
、
時
を
同
じ
う
し
て
で
た

藤
村
の

「落
梅
集
」
、泣
董
の

「
行
<
春
」
、鉄
幹
の

「紫
」
な
ど
と
比
較

し
て
み
る
と
き
、
と
き
の
帝
国
文
学
が

「句
調
優
に
あ
は
れ
な
る
も
の

な
れ
ど
、
着
想
平
凡
。
」
と
評
し
た
よ
う
に
、
未
熟
平
凡
、
生
硬
粗
雑
を

免
れ
ぬ
も
の
で
あ
つ
た
。

注
(1)

吉
田
精

一
「自
然
主
義
の
研
究
上
」

(2)

明
治
三
十
四
年
七
月
。

一

む

す

び
一

結
論

と
し
て
い
え
ば
、
そ
の
こ
ろ
の
彼
は
、
た
し
か
に
健
康
に
は
恵

ま
れ
な
か

つ
た
で
あ
ろ
う
し
、
東
都
を
離
れ
て
中
央
の
文
壇
か
ら
は
や

や
忘
れ
ら
れ
た
か
た
ち
で
は
あ

つ
た
に
し
て
も
、
彼
の
生
涯
を
通
じ
て

ま
れ
に
み
る
恵
ま
れ
た
生
活
環
境
の
な
か
で
、
自
然
に
親
し
み
家
庭
を

愛
し
、

激
し
い
野
望
に
燃
え
な
が
ら
詩
の
創
作
に
専
念
し
た

ロ
マ
ン
チ

ッ
ク
な
湖
畔
詩
人
の
時
代
で
あ

つ
た
と
お
も
わ
れ
る
。

(
昭
和
三
十
五
年
二
月
二
十
九
日
)
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