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〔
徳
島
県
立
文
学
書
道
館
紀
要
「
水
脈
」
第
七
号
（
二
〇
〇
八
年
）
掲
載
〕

「
貴
司
山
治
」
は
な
ぜ
「
き
し
・
や
ま
じ
」
か

伊

藤

純

●
疎
開
列
車
の
記
憶

昭
和
二
十
年
五
月
、
夜
の
東
京
駅
は
米
軍
の
絨
毯
爆
撃
に
よ
っ
て
焼
き
尽
く
さ
れ
つ
つ
あ
る
こ
の
街
か
ら

じ
ゆ
う
た
ん

逃
れ
出
る
疎
開
民
で
ご
っ
た
返
し
て
い
た
。
数
少
な
い
関
西
行
き
の
夜
行
列
車
が
出
る
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
は

灯
火
管
制
で
薄
暗
く
、
列
車
を
待
つ
人
々
で
黒
々
と
埋
ま
っ
て
い
る
。
人
々
は
乗
車
口
毎
の
行
列
と
な
っ
て

辛
抱
強
く
待
っ
て
い
た
。

そ
の
頃
の
生
活
に
は
「
行
列
」
が
必
須
だ
っ
た
。
わ
ず
か
な
野
菜
を
買
う
た
め
に
も
、
米
の
配
給
を
受
け

る
た
め
に
も
、
何
で
作
ら
れ
た
の
か
分
か
ら
ぬ
小
さ
な
菓
子
の
一
片
に
あ
り
つ
く
た
め
に
も
、
行
列
が
必
須

だ
っ
た
。
何
は
と
も
あ
れ
行
列
す
る
こ
と
が
重
要
な
生
活
手
段
で
あ
り
、
人
々
は
そ
れ
に
馴
れ
て
い
た
。

列
車
が
入
る
と
、
行
列
が
そ
れ
ぞ
れ
の
乗
車
口
ご
と
に
も
ぞ
も
ぞ
と
動
き
始
め
た
。
父
と
中
学
一
年
生
の

私
と
、
赤
子
を
負
ぶ
っ
た
母
と
の
私
た
ち
四
人
家
族
も
そ
の
行
列
の
中
頃
に
い
た
。
ず
っ
と
遠
い
行
列
の
先

頭
の
昇
降
口
で
は
、
い
く
ら
か
押
し
合
い
な
が
ら
も
人
々
が
暗
い
客
車
の
中
に
流
れ
込
ん
で
い
た
。

父
は
、
四
人
の
先
頭
に
な
っ
て
、
列
の
前
の
男
の
背
に
ぴ
っ
た
り
と
く
っ
つ
き
、
早
く
進
め
と
い
わ
ん
ば

か
り
に
そ
の
背
を
押
し
て
い
た
。
前
の
男
が
、
苛
立
た
し
そ
う
に
振
り
向
い
た
。
皆
焦
っ
て
い
る
。
気
の
小

さ
い
私
は
、
父
を
取
り
な
す
よ
う
な
気
持
ち
で
、
そ
の
腕
を
引
き
戻
し
な
が
ら

「
座
れ
な
い
か
も
知
れ
な
い
ね
。」

と
伸
び
上
が
っ
て
列
の
先
頭
の
方
を
見
て
い
っ
た
。

そ
の
時
だ
っ
た
。
突
然
父
は
列
を
離
れ
て
昇
降
口
に
駆
け
寄
っ
た
。
そ
し
て
辛
く
も
行
列
を
維
持
し
な
が

ら
列
車
に
乗
り
込
ん
で
い
た
人
々
の
列
の
横
合
い
に
突
進
し
た
の
だ
。
た
ち
ま
ち
も
み
合
い
が
起
こ
っ
た
。

数
人
の
男
が
割
り
込
ん
で
き
た
父
を
押
し
返
し
、
何
か
低
く
怒
鳴
り
な
が
ら
突
き
飛
ば
し
た
。
そ
れ
で
も
父

は
狂
っ
た
よ
う
に
し
ば
ら
く
も
み
合
っ
て
い
た
が
割
り
込
む
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。

人
で
一
杯
の
薄
暗
い
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
は
、
押
し
殺
し
た
よ
う
に
静
か
で
無
関
心
だ
っ
た
。
人
々
は
数
少

な
い
列
車
に
か
じ
り
つ
い
て
で
も
乗
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
か
た
わ
ら
の
争
い
に
か
ま
け
て
い
る
い

と
ま
は
な
い
。

席
も
通
路
も
一
杯
に
な
っ
て
、
列
車
は
走
り
出
し
た
。
車
内
は
非
常
灯
だ
け
で
薄
暗
く
、
そ
れ
だ
け
で
は

足
り
ず
、
艦
砲
射
撃
を
受
け
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
の
で
海
側
の
窓
は
鎧
戸
が
下
ろ
さ
れ
て
い
た
。

翌
日
の
午
後
、
列
車
は
古
び
た
京
都
駅
に
着
き
、
私
た
ち
四
人
は
満
員
列
車
か
ら
解
放
さ
れ
た
。
街
の
焼

け
る
に
お
い
も
喧
噪
も
な
い
京
都
は
、
耳
鳴
り
が
す
る
よ
う
に
静
か
だ
っ
た
。

た
だ
、
ホ
ー
ム
を
い
ざ
っ
て
い
た
一
人
の
乞
食
が
、
地
面
に
落
ち
て
い
た
小
さ
な
ゴ
ミ
を
拾
っ
て
何
の
た

め
ら
い
も
な
く
口
に
入
れ
る
の
を
見
た
。
こ
こ
で
私
た
ち
は
山
陰
線
に
乗
り
換
え
、
疎
開
の
目
的
地
で
あ
る
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丹
波
山
中
へ
と
向
か
っ
た
。
…
…
地
面
の
ゴ
ミ
を
何
の
た
め
ら
い
も
な
く
拾
っ
て
食
っ
た
乞
食
の
虚
ろ
な
目

が
、
戦
時
京
都
と
の
出
会
い
だ
っ
た
。

そ
れ
に
し
て
も
、
あ
の
、
行
列
の
側
面
に
突
進
し
た
父
を
見
た
と
き
、
中
学
生
の
私
は
驚
く
と
い
う
よ
り

も
「
ま
た
や
っ
て
る
」
と
、
ほ
と
ん
ど
苦
笑
し
た
。
母
親
も
あ
ま
り
そ
う
い
う
父
に
は
同
情
的
で
は
な
い
よ

う
で
「
い
や
あ
ね
ー
」
と
い
う
だ
け
で
、
止
め
に
い
っ
た
り
引
き
戻
し
に
い
っ
た
り
す
る
様
子
は
な
か
っ
た
。

要
す
る
に
父
は
、
関
西
弁
で
い
う
「
イ
ラ
チ
」
だ
っ
た
。
だ
か
ら
、
不
安
な
状
態
で
じ
っ
と
列
車
の
乗
車

順
を
待
っ
て
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
今
で
い
え
ば
「
順
番
を
待
つ
こ
と
」
に
関
す
る
パ
ニ
ッ
ク
症
候

群
で
あ
る
。

そ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
は
、
貴
司
山
治
と
い
う
ペ
ン
ネ
ー
ム
に
つ
い
て
の
伝
説
で
あ
る
。

私
も
ど
こ
か
で
聞
い
た
記
憶
が
あ
る
の
だ
が
、
貴
司
が
宴
席
な
ど
の
座
興
と
し
て
自
分
の
ペ
ン
ネ
ー
ム
の

由
来
に
つ
い
て
語
っ
た
─
─

「
自
分
は
汽
車
を
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
で
待
っ
て
い
る
あ
の
不
安
定
な
時
間
が
と
て
も
嫌
い
な
の
で
、
一
番
嫌

い
な
も
の
を
名
前
に
す
れ
ば
飽
き
が
こ
な
い
だ
ろ
う
と
思
っ
て
〔
汽
車
待
つ
時
間
〕
↓
〔
汽
車
ま
つ
時
〕
↓

〔
き
し
・
や
ま
じ
〕
↓
〔
貴
司
山
治
〕
と
し
た
」

と
い
う
駄
洒
落
め
い
た
話
で
あ
る
。
本
当
の
こ
と
だ
ろ
う
か
？

私
は
こ
れ
は
や
は
り
宴
席
向
け
の
駄
洒
落
を
出
な
い
も
の
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
る
。
私
は
こ
の
“
伝
説
”

に
関
わ
ら
ず
、
ず
っ
と
以
前
か
ら
貴
司
山
治
と
い
う
ペ
ン
ネ
ー
ム
の
姓
の
部
分
「
貴
司
」
は
、
貴
司
の
最
初

の
妻
「
恵
津
」
の
元
姓
「
奇
二
」
に
由
来
す
る
、
と
内
々
思
っ
て
い
た
。

●
阪
神
間
モ
ダ
ニ
ズ
ム
と
大
阪
割
烹
学
校

貴
司
は
、
大
正
九
年
に
懸
賞
小
説
募
集
に
応
募
し
た
「
紫
の
袍
」
が
選
外
佳
作
に
な
っ
た
の
を
ツ
テ
に
、

そ
の
募
集
主
の
大
阪
時
事
新
報
社
に
押
し
か
け
て
文
化
部
記
者
に
採
用
さ
れ
た
。
そ
れ
か
ら
ま
る
四
年
の
大

阪
の
記
者
生
活
で
、
天
王
寺
動
物
園
の
園
長
だ
と
か
松
竹
新
喜
劇
の
源
流
と
も
い
う
べ
き
喜
劇
俳
優
曾
我
廼
家

そ

が

の

や

五
郎
、
あ
る
い
は
共
産
党
系
労
働
組
合
・
評
議
会
の
委
員
長
野
田
律
太
な
ど
多
彩
な
人
々
と
繋
が
り
が
出
来

た
。
だ
が
そ
れ
以
上
に
特
筆
す
べ
き
は
、
有
名
人
で
は
な
い
が
貴
司
が
深
く
関
わ
る
こ
と
と
な
っ
た
幾
人
か

の
人
々
で
あ
る
。

〔
大
阪
割
烹
学
校
と
的
場
多
三
郎
〕

そ
の
一
は
、「
大
阪
割
烹
学
校
」
と
い
う
料
理
学
校
の
オ
ー
ナ
ー

兼
校
長
の
的
場
多
三
郎
で
あ
る
。
大
阪
割
烹
学
校
は
明
治
四
十
年

頃
創
立
さ
れ
、
貴
司
が
出
入
り
す
る
よ
う
に
な
っ
た
大
正
十
一
年

に
は
既
に
二
十
年
近
い
歴
史
を
持
つ
大
阪
で
も
有
数
の
料
理
学
校

と
な
っ
て
い
た
。
お
そ
ら
く
貴
司
は
当
初
は
文
化
部
記
者
の
取
材

先
と
し
て
訪
れ
た
の
だ
ろ
う
と
思
う
。

こ
の
学
校
の
特
徴
は
、
プ
ロ
の
料
理
人
を
養
成
す
る
の
で
は
な

写真１・大阪割烹学校校長 的場多三郎氏（中央）
前列は割烹学校の生徒たち
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く
、
あ
く
ま
で
若
い
女
性
た
ち
の
教
養
と
し
て
料
理
や
マ
ナ
ー
を
教
え
る
、
い
わ
ゆ
る
「
花
嫁
学
校
」
で
あ

っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
料
理
な
ど
も
教
え
、
さ
ら
に
そ
の
機
関
誌
『
大
阪
割
烹
学
校
雑
誌
』
を
み
る
と
、
カ
ロ
リ

ー
の
計
算
法
と
か
栄
養
学
的
な
解
説
、
最
先
端
の
文
化
教
養
・
時
事
解
説
な
ど
、
ま
さ
に
大
正
の
教
養
主
義

と
も
い
う
べ
き
雰
囲
気
が
満
ち
あ
ふ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
月
刊
化
第
一
号
・
大
正
十
二
年
四
月
号
の
巻
頭
論

文
に
は
「
新
し
い
常
識
と
し
て
婦
人
の
為
に
相
対
性
理
論
を
説
く
」
と
か
「
仏
教
に
お
け
る
女
性
観
の
変
遷
」

「
我
国
婦
人
の
政
治
的
生
活
の
将
来
に
就
い
て
」
と
か
、
こ
れ
が
料
理
学
校
の
機
関
誌
か
と
い
う
よ
う
な
表

題
が
目
白
押
し
で
あ
る
。

要
す
る
に
料
理
と
い
う
文
化
を
媒
体
と
し
な
が
ら
、
若
い
女
性
た
ち
を
幅
広
い
教
養
を
持
っ
た
イ
ン
テ
リ

ゲ
ン
チ
ャ
に
育
て
よ
う
と
い
う
の
が
的
場
と
い
う
人
の
教
育
理
念
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
風
貌
も
ユ

ダ
ヤ
髭
を
蓄
え
、
山
高
帽
に
三
つ
揃
と
い
う
バ
タ
臭
い
格
好
で
あ
る
。
雑
誌
も
大
正
十
三
年
か
ら
は
「
婦
人

之
世
紀
」
と
い
う
、
よ
り
教
養
誌
的
な
題
号
に
変
わ
っ
て
い
る
。

そ
う
い
う
姿
勢
が
時
代
に
合
致
し
た
の
か
、
大
阪
割
烹
学
校
は
三
百
人
以
上
の
生
徒
を
擁
す
る
ま
で
に
な

っ
た
。
そ
の
生
徒
た
る
や
、
某
実
業
家
の
令
嬢
、
某
資
産
家
の
若
夫
人
、
郊
外
大
地
主
の
令
嬢
な
ど
に
始
ま

り
、
中
流
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
娘
た
ち
な
ど
、
い
わ
ば
阪
神
間
の
ハ
イ
ソ
の
若
い
女
た
ち
が
網
羅
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
広
く
考
え
る
と
、
こ
の
よ
う
な
教
養
主
義
の
花
嫁
学
校
に
ハ
イ
ソ
の
子
女
が
集
ま
る
と
い
う
現

象
こ
そ
、
大
正
中
期
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
の
、
辛
く
て
暗
い
「
明
治
」
を
通
り
抜
け
た
日
本
が
初
め
て

経
験
す
る
近
代
化
の
夢
、
大
正
ロ
マ
ン
の
開
花
を
物
語
る
。
こ
と
に
こ
の
大
正
ロ
マ
ン
は
、
小
林
一
三
の
阪

急
電
車
、
阪
急
デ
パ
ー
ト
、
阪
神
間
の
高
・
中
級
住
宅
地
の
開
発
な
ど
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
時
期
、

東
京
よ
り
阪
神
間
に
顕
著
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

他
方
、
徳
島
の
鳴
門
は
、
そ
の
京
阪
神
へ
は
一
晩
の
船
旅
を
要
す
る
僻
遠
の
地
だ
っ
た
。
そ
ん
な
片
田
舎

か
ら
非
常
な
決
心
で
飛
び
だ
し
て
き
た
一
青
年
に
と
っ
て
、
阪
神
間
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
大
都
会
、
な
か
ん
ず
く

ハ
イ
ソ
の
娘
た
ち
が
集
う
料
理
学
校
は
め
く
る
め
く
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

貴
司
は
記
者
に
採
用
さ
れ
て
二
年
半
後
（
大
正
十
二
年
初
め
）
に
は
、
割
烹
学
校
の
機
関
誌
『
大
阪
割
烹

学
校
雑
誌
』
月
刊
化
の
仕
事
を
引
き
受
け
る
に
い
た
る
。

そ
れ
も
誠
に
乱
暴
な
話
だ
が
、
と
に
も
か
く
に
も
百
五
十
頁
の
Ａ
５
版
総
合
誌
で
あ
る
。
そ
の
編
集
発
行

を
貴
司
と
的
場
校
長
と
い
う
編
集
出
版
の
素
人
二
人
で
や
ろ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
実
際
こ
の
時
点
で
貴
司

自
身
が
「
こ
れ
だ
け
の
雑
誌
を
月
刊
す
る
た
め
に
は
普
通
な
ら
最
低
五
〜
六
人
の
ス
タ
ッ
フ
が
い
る
け
れ
ど

…
…
」
と
い
う
意
味
の
こ
と
を
書
き
記
し
て
い
る
。
無
理
は
分
か
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
結
果
予
想

通
り
二
人
は
ほ
と
ん
ど
事
務
所
に
泊
ま
り
込
み
徹
夜
徹
夜
の
連
続
で
辛
く
も
創
刊
に
こ
ぎ
着
け
、
そ
の
後
も

ほ
ぼ
月
刊
が
維
持
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
時
期
の
貴
司
の
年
譜
で
は
表
向
き
大
阪
時
事
新
報
記
者
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
に
割
烹
学
校

入
り
浸
り
の
状
況
で
、
給
料
を
貰
っ
て
い
る
時
事
新
報
社
に
は
い
つ
出
社
し
て
い
た
の
か
、
そ
の
仕
事
は
い

つ
や
っ
て
い
た
の
か
分
か
ら
な
い
く
ら
い
で
あ
る
。

そ
こ
ま
で
入
れ
込
ん
だ
割
烹
学
校
の
生
活
で
、
貴
司
は
後
の
妻
「
奇
二
ゑ
つ
子
」（
戸
籍
名
は
恵
津
）
と
巡

り
会
う
こ
と
に
な
る
。
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〔
浪
速
の
粋
人
・
江
原
鈞
と
の
出
会
い
〕

割
烹
学
校
と
並
ん
で
貴
司
に
と
っ
て
も
う
一
つ
重
要
な
出
会
い
が

あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
割
烹
学
校
の
講
師
と
し
て
出
入
り
し
て
い
た
江

原
鈞
（
江
原
金
兵
衛
）
と
い
う
人
物
と
知
り
合
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

江
原
氏
は
貴
司
の
十
歳
年
長
。
船
場
に
豪
邸
を
構
え
る
醤
油
醸
造

家
の
御
曹
司
で
あ
る
。
グ
ル
メ
、
カ
メ
ラ
、
社
交
ダ
ン
ス
の
超
趣
味

人
で
、
カ
メ
ラ
に
至
っ
て
は
精
密
な
小
型
カ
メ
ラ
を
自
ら
設
計
し
手

作
り
し
て
し
ま
う
と
い
う
オ
タ
ク
ぶ
り
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
後
に
貴
司
の
妻
と
な
る
奇
二
ゑ
つ
子
の
姉
初

子
の
夫
で
も
あ
っ
た
。
さ
ら
に
後
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
昭
和
十
年
代
に
は
神
戸
の
高
台
に
瀟
洒
な
洋
館
を

建
て
て
移
り
住
ん
だ
。
窓
か
ら
は
神
戸
の
港
が
一
望
に
見
渡
せ
、
夜
に
は
汽
船
の
汽
笛
が
こ
だ
ま
し
、
部
屋

に
は
常
に
高
級
な
パ
イ
プ
タ
バ
コ
の
香
り
が
漂
っ
て
い
た
。（
戦
災
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
は
総
て
灰
燼
に
帰
し
た
）

貴
司
は
こ
の
江
原
氏
か
ら
グ
ル
メ
と
カ
メ
ラ
の
手
ほ
ど
き
を
受
け
た
の
で
あ
る
。
但
し
プ
ロ
の
域
に
達
し

て
い
た
と
い
う
江
原
氏
の
社
交
ダ
ン
ス
だ
け
は
全
く
受
け
付
け
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

江
原
氏
の
粋
人
ぶ
り
、
オ
タ
ク
ぶ
り
は
確
か
に
浪
速
の
金
持
ち
の
粋
な
趣
味
の
世
界
に
通
じ
る
も
の
が
あ

る
。
た
だ
、
決
し
て
織
田
作
之
助
が
描
い
た
よ
う
な
、
古
い
タ
イ
プ
の
浪
速
気
質
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
、

や
は
り
、
大
正
と
い
う
時
代
の
息
吹
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
グ
ル
メ
、
カ
メ
ラ
、
ダ
ン
ス
な
ど
は
い
ず
れ

も
モ
ダ
ン
な
、
新
し
い
タ
イ
プ
の
浪
速
気
質
と
い
え
る
。

田
舎
か
ら
出
て
き
て
間
も
な
い
時
期
に
、
こ
の
よ
う
に
、
的
場
多
三
郎
、
江
原
鈞
な
ど
と
の
出
会
い
に
よ

っ
て
阪
神
間
モ
ダ
ニ
ズ
ム
、
大
正
ロ
マ
ン
の
生
活
意
識
そ
の
も
の
に
接
し
た
こ
と
は
、
そ
の
後
、
プ
ロ
レ
タ

リ
ア
文
学
、
リ
ゴ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
リ
ア
リ
ズ
ム
文
学
に
納
ま
り
き
ら
な
い
貴
司
の
小
説
や
生
活
意
識
の
幅

の
広
さ
と
乱
れ
と
に
影
を
落
と
し
て
い
る
と
思
わ
ず
に
は
い
ら

れ
な
い
。

●
「
奇
二
家
」
の
美
人
三
姉
妹

奇
二
家
は
、
大
阪
府
茨
木
市
の
大
地
主
で
あ
っ
た
。
近
く
の

高
槻
市
に
は
国
指
定
の
、
藤
原
鎌
足
の
墳
墓
と
推
定
さ
れ
て
い

る
安
威
山
古
墳
が
あ
る
が
、
奇
二
家
は
こ
の
鎌
足
に
付
き
従
っ

て
こ
の
地
に
入
植
し
た
属
臣
と
も
伝
え
ら
れ
る
。
そ
の
巨
大
な

茅
葺
き
の
豪
邸
は
、
今
も
茅
葺
き
を
維
持
し
て
現
存
し
、
奇
二

ゑ
つ
子
の
次
世
代
、
次
々
世
代
の
方
々
が
住
ん
で
お
ら
れ
る
。

十
年
前
に
大
変
な
費
用
を
費
や
し
て
萱
を
葺
き
替
え
た
と
い
う

こ
と
で
、
江
戸
時
代
の
外
観
を
と
ど
め
、
枯
山
水
の
庭
も
現
存
す
る
。

こ
の
奇
二
家
に
は
大
正
十
年
代
、
三
人
の
美
し
い
姉
妹
が
い
た
。
初
子
、
ゑ
つ
子
、
善
子
の
三
姉
妹
で
あ

る
。
あ
え
て
“
美
し
い
”
と
い
っ
た
の
は
、
こ
の
三
姉
妹
の
長
女
初
子
の
夫
が
、
前
に
述
べ
た
江
原
鈞
氏
で

写真３/４・奇二家建物（上）と枯山水の庭（下）

（非公開）2007/12伊藤純撮
写真２・昭和初期の江原鈞氏
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あ
り
、
そ
の
プ
ロ
級
の
腕
前
で
多
く
の
写
真
を
残
し
て
い
て

そ
の
姿
が
よ
く
分
か
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
中
で
、
初
子
と
ゑ
つ
子
が
大
阪
割
烹
学
校
の
卒
業
生

だ
っ
た
。
中
で
も
ゑ
つ
子
は
文
章
が
上
手
い
と
い
う
こ
と
が

知
ら
れ
て
い
て
『
割
烹
学
校
雑
誌
（
婦
人
之
世
紀
）』
に
、

こ
と
に
月
刊
化
の
初
期
に
は
ほ
と
ん
ど
毎
号
短
文
を
寄
稿
し

て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
当
時
雑
誌
の
編
集
に
当
た
っ
て
い

た
の
が
貴
司
で
あ
り
、
再
三
寄
稿
の
依
頼
や
入
稿
の
催
促
を
し
、
そ
の
ナ
イ
ー
ブ
な
文
章
に
大
変
惹
か
れ
て

い
た
。

大
正
十
三
年
一
月
号
の
編
集
後
記
（
談
話
室
と
い
う
記
事
）
に

「
奇
二
ゑ
つ
子
さ
ん
は
、
本
誌
が
発
見
し
た
唯
一
の
練
達
な
る
文
章
家
で
、
ご
本
人
は
ま
だ
や
っ

と
二
十
、
大
阪
府
三
島
高
女
の
出
身
─
─
ど
こ
で
ど
う
啓
発
さ
れ
た
の
か
夏
目
漱
石
を
女
で
行
っ

た
や
う
な
立
派
な
散
文
を
書
か
れ
ま
す
。
…
…
ふ
だ
ん
は
唯
も
う
滅
多
に
口
も
き
か
な
い
は
に
か

み
や
の
お
嬢
さ
ん
で
此
方
か
ら
も
の
を
い
ふ
の
も
気
の
毒
な
位
で
す
か
ら
い
つ
も
お
手
紙
で
原
稿

書
き
を
強
要
し
て
次
ぎ
次
ぎ
に
あ
の
珍
し
い
エ
ッ
セ
イ
を
巻
頭
に
載
せ
て
ゐ
ま
す
が
、
そ
の
簡
勁

か
ん

け

い

と
、
素
撲
に
し
て
詩
味
あ
る
主
観
と
、
暢
達
と
、
一
般
の
若
い
婦
人
中
に
は
な
か
な
か
得
易
く
な

ち
よ
う
た
つ

い
才
能
で
あ
り
ま
す
（
め
）」

＊
「
め
」
は
貴
司
の
編
集
部
で
の
あ
だ
名
「
め
が
ね
さ
ん
」
の
略

と
激
賞
し
て
い
る
。

し
か
し
、
明
ら
か
に
お
互
い
に
相
手
を
意
識
し
始
め
る
の
は
も
う
少
し
後
、
大
正
十
四
年
六
月
二
三
日
の

三
重
県
津
の
阿
漕
の
浦
へ
の
潮
干
狩
り
旅
行
あ
た
り
か
ら
の
よ
う
だ
。

あ

こ

ぎ

奇
二
ゑ
つ
子
も
そ
の
八
月
号
の
婦
人
の
世
紀
に
「
私
も
阿
漕
に
行
き
ま
し
た
」
と
い
う
意
味
あ
り
げ
な
題

名
の
短
文
を
寄
せ
、
言
質
を
と
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
な
極
め
て
慎
重
な
言
い
回
し
で
貴
司
の
こ
と
に
言

及
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
後
一
、
二
か
月
の
内
に
事
態
は
驚
く
べ
き
展
開
を
見
せ
る
。

阿
漕
の
潮
干
狩
り
か
ら
一
ヶ
月
あ
ま
り
後
の
八
月
、
突
然
貴
司
は
、
内
気
で
は
に
か
み
や
の
は
ず
の
奇
二

ゑ
つ
子
か
ら
、
唐
突
な
手
紙

を
受
け
取
る
の
で
あ
る
。
こ

の
手
紙
自
体
は
発
見
さ
れ
て

い
な
い
の
で
「
私
の
文
学
史

＊

」
に
貴
司
が
書
い
て
い
る

こ
と
か
ら
要
約
す
る
し
か
な

い
が
、
そ
の
内
容
は
「
気
の

進
ま
ぬ
結
婚
を
勧
め
ら
れ
て
悩
ん
で
い
る
。
ど
う
し
た
ら
い
い
で
し
ょ
う
。」
と
い
う
身
の
上
相
談
だ
っ
た
。

＊
「
私
の
文
学
史
」：
「
貴
司
山
治
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
資
料
館
」

h ttp ://
w

w
w

1 .park
c ity .n

e .jp /k
- ito/

に
掲
載

写真５・奇二家の三姉妹、左から

恵津、善子、初子

写真６・阿漕の浦での奇二恵津との

出会いを記した大正十四年の貴司山

治日記
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表
向
き
は
雑
誌
の
編
集
者
と
寄
稿
家
と
い
う
関
係
以
上
の
も
の
で
は
な
い
筈
だ
か
ら
、
突
然
そ
れ
を
飛
び

越
え
た
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
相
談
の
手
紙
は
唐
突
と
い
う
ほ
か
な
い
。
し
か
も
、
怜
悧
な
ゑ
つ
子
の
文
章
は
、

た
と
え
ど
ち
ら
に
転
ん
で
も
傷
つ
く
こ
と
が
な
い
よ
う
な
遠
回
し
な
暗
喩
的
な
も
の
だ
っ
た
よ
う
だ
。
し
か

し
貴
司
も
、
機
関
誌
の
編
集
を
引
き
受
け
て
以
来
の
彼
女
の
文
章
の
才
、
一
応
ビ
ジ
ネ
ス
ベ
ー
ス
と
い
い
な

が
ら
、「
愛
す
べ
き
詩
人
」（
貴
司
の
日
記
の
中
の
ゑ
つ
子
に
つ
い
て
の
一
言
）
と
し
て
そ
の
才
に
惹
か
れ
て

取
り
交
わ
し
て
き
た
手
紙
、
そ
の
果
て
の
阿
漕
の
浦
で
の
無
言
の
交
情
、
な
ど
か
ら
、
正
確
に
そ
の
手
紙
を

求
愛
の
一
書
と
認
識
し
た
。

そ
の
後
の
展
開
は
早
く
、
半
年
後
の
大
正
十
五
年
四
月
に
結
婚
し
、
翌
五
月
に
は
駆
け
落
ち
に
近
い
形
で

東
京
へ
移
住
し
職
業
作
家
生
活
に
入
っ
て
い
っ
た
。

●
ペ
ン
ネ
ー
ム
「
貴
司
山
治
・
き
し
や
ま
じ
」
の
登
場

以
上
の
よ
う
な
奇
二
ゑ
つ
子
と
の
関
わ
り
の
中
で
貴
司
山
治
と
い
う
名
前
が
ど
の
よ
う
に
登
場
し
て
く
る

の
か
を
見
て
み
よ
う
。

貴
司
山
治
と
い
う
ペ
ン
ネ
ー
ム
が
最
初
に
は
っ
き
り
と
使
わ
れ
た
の
は
、
一
般
に
は
時
事
新
報
（
東
京
）

が
募
集
し
た
新
聞
小
説
に
応
募
し
た
「
新
恋
愛
行
」（
応
募
時
は
「
故
郷
」
と
い
う
題
）
で
、
大
正
十
三
年
の

年
末
に
書
き
上
げ
て
投
稿
し
て
い
る
。
本
名
を
使
わ
な
か
っ
た
理
由
と
し
て
は
、
大
阪
時
事
新
報
の
社
員
が

同
系
列
の
東
京
時
事
新
報
の
懸
賞
募
集
に
応
募
す
る
の
は
差
し
障
り
が
あ
り
そ
う
だ
と
い
う
配
慮
か
ら
だ
っ

た
よ
う
だ
。

し
か
し
、
実
は
こ
れ
以
前
に
も
こ
の
ペ
ン
ネ
ー
ム
は
使
わ
れ
て
い
た
。

大
正
十
三
年
五
月
号
の
『
婦
人
の
世
紀
』
に
貴
司
山
治
名
で
「
我
が
国
の
婦
人
は
何
を
争
う
べ
き
か
」
と

い
う
硬
派
な
論
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
号
に
は
こ
れ
以
外
に
も
伊
藤
好
、
め
が
ね
さ
ん
、
一
記
者
、

さ
ら
に
は
“
北
小
路
龍
子
”
と
い
う
い
か
が
わ
し
げ
な
名
前
で
も
貴
司
の
文
章
が
の
っ
て
い
て
（
後
述
）、
併

せ
て
七
つ
に
も
な
る
。
貴
司
が
編
集
者
兼
ラ
イ
タ
ー
と
し
て
書
き
ま
く
っ
た
の
だ
ろ
う
け
れ
ど
、
多
分
同
じ

人
ば
か
り
が
書
い
て
い
る
と
い
う
印
象
を
避
け
る
た
め
に
ペ
ン
ネ
ー
ム
を
使
い
分
け
た
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
が
さ
ら
に
精
査
す
る
と
、
や
や
推
理
を
要
す
る
事
態
が
見
出
さ
れ
る
。

大
正
十
二
年
十
二
月
号
の
巻
末
欄
に
投
稿
入
選
作
の
発
表
が
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
中
の
Ｆ
賞
と
し
て
兵

庫
県
三
原
郡
洲
本
市
の
「
貴
志
山
治
」
と
い
う
人
の
「
先
生
」
と
い
う
作
品
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

、

そ
し
て
こ
れ
ら
入
賞
作
品
は
い
ず
れ
本
誌
に
発
表
す
る
と
書
い
て
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
他
の
人
の
も
の
は
後
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
も
あ
る
が
貴
志
山
治
作
「
先
生
」
は
行
方
不
明
で

、

あ
る
。
そ
し
て
翌
大
正
十
三
年
一
月
号
で
は
奇
怪
な
事
態
が
起
こ
る
。
こ
の
号
に
北
小
路
龍
子
名
で
「
先
生

の
思
ひ
出
」
と
い
う
小
説
が
載
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
見
る
か
ら
に
い
か
が
わ
し
い
作
者
名
の
作
品
に

つ
い
て
、
次
の
二
月
号
の
編
集
後
記
で
読
者
の
質
問
に
答
え
る
形
で

「
「
先
生
の
思
ひ
出
」
は
別
段
小
説
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
あ
少
女
小
説
と
で
も
い
ふ
や
う
な
も
の

で
せ
う
。
作
者
の
名
前
は
あ
れ
は
匿
名
で
す
（
め
）」
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と
（
め
）
氏
が
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
（
め
）
は
（
め
が
ね
さ
ん
）
す
な
わ
ち
貴
司

の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
言
い
回
し
か
ら
い
っ
て
、「
先
生
の
思
ひ
出
」
は
貴
司
の
作
品
で
あ
り
ペ
ン
ネ
ー
ム
は

自
分
だ
、
と
い
っ
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
こ
れ
に
は
後
日
談
が
あ
る
。

四
年
後
、
昭
和
三
年
八
月
号
の
雑
誌
「
富
士
」
に
「
純
情
物
語
・
生
け
る
屍
」
と
い
う
貴
司
の
娯
楽
的
小

説
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
小
説
の
発
想
や
展
開
が
「
婦
人
の
世
紀
」
に
載
っ
た
北
小
路
龍
子
の
「
先
生

の
思
ひ
出
」
に
酷
似
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
編
集
後
記
の
文
言
な
ど
も
含
め
て
考
え
る
と
、「
先
生
の
思
ひ
出
」

は
貴
司
が
書
い
た
も
の
で
、
後
年
貴
司
は
そ
れ
を
底
本
と
し
て
「
富
士
」
と
い
う
商
業
雑
誌
向
け
の
小
説
に

書
き
改
め
た
と
い
う
こ
と
は
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
た
だ
、
そ
の
も
う
一
段
階
前
の
「
先
生
」
が
何
だ

っ
た
の
か
は
今
と
な
っ
て
は
分
か
ら
な
い
。

想
像
さ
れ
る
こ
と
は
、
あ
ま
り
集
ま
り
が
よ
く
な
い
読
者
投
稿
を
賑
わ
す
た
め
に
編
集
者
兼
ラ
イ
タ
ー
で

あ
る
貴
司
自
身
が
「
サ
ク
ラ
投
稿
」
し
た
の
で
は
な
い
か
、
従
っ
て
「
先
生
」
と
「
先
生
の
思
ひ
出
」
は
同

一
作
品
で
は
な
い
か
と
い
う
推
測
で
あ
る
。
そ
の
時
サ
ク
ラ
投
稿
用
の
ペ
ン
ネ
ー
ム
を
、
そ
の
頃
激
賞
し
大

い
に
惹
か
れ
て
い
た
茨
木
在
住
の
「
愛
す
べ
き
詩
人
」
奇
二
ゑ
つ
子
の
苗
字
を
ち
ょ
っ
と
も
じ
っ
て
つ
け
た

の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
「
き
し
や
ま
じ
」
と
い
う
ペ
ン
ネ
ー
ム
の
初
出
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

●
鳴
門
高
島
に
あ
っ
た
「
や
ま
じ
」

で
は
「
山
治
」
と
い
う
名
前
の
方
は
ど
こ
か
ら
き
た
の
だ
ろ
う
。

「
山
治
」
を
ヤ
マ
ジ
と
読
ま
せ
る
の
は
無
理
な
“
湯
桶
読
み
”
で

ゆ
と
う

あ
る
。
普
通
に
読
め
ば
「
サ
ン
ジ
」
で
あ
ろ
う
。
志
賀
直
哉
も
取
材

に
訪
れ
た
貴
司
の
名
刺
を
見
て
「
何
だ
、
野
狐
三
次
み
た
い
な
名
前

だ
」
と
い
っ
た
と
い
う
が
（
貴
司
の
直
話
）、
や
は
り
サ
ン
ジ
と
読
む

の
が
自
然
だ
ろ
う
。
そ
れ
を
あ
え
て
「
ヤ
マ
ジ
」
と
読
ま
せ
る
の
は

何
か
理
由
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

昨
年
（
２
０
０
７
年
）、
年
初
の
文
学
書
道
館
で
の
貴
司
山
治
展
に

続
い
て
、
十
月
か
ら
十
一
月
に
か
け
て
鳴
門
市
立
図
書
館
で
貴
司
山

治
の
ミ
ニ
展
示
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
準
備
や
講
演
会
な
ど
で
何
度
か
鳴
門
市
を
訪
れ
て
い
る
う
ち
に
、
鳴
門

市
高
島
に
「
山
路
」
と
い
う
地
名
が
あ
る
こ
と
に
気
付
い
た
。

さ
ら
に
、
貴
司
の
昭
和
十
三
年
の
手
記
の
中
に
、
幼
少
期
の
記
憶
に
強
く
焼
き
付
け
ら
れ
た
、
こ
の
「
山

路
」
に
ま
つ
わ
る
鮮
烈
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
記
さ
れ
て
あ
る
の
を
発
見
し
た
。

要
約
す
れ
ば
─
─

「
尋
常
小
学
校
の
五
年
か
六
年
の
頃
、
慕
っ
て
い
た
岩
野
先
生
（
男
性
）
が
数
日
風
邪
で
休
ん
だ
。

そ
れ
で
、“
山
路
”
集
落
に
あ
る
先
生
の
下
宿
に
何
人
か
の
同
級
生
と
見
舞
い
に
い
っ
た
。
夏
の
、

斜
め
の
日
が
あ
か
あ
か
と
照
り
つ
け
る
夕
方
だ
っ
た
。
先
生
は
大
変
喜
ん
で
く
れ
た
の
だ
が
、
独

写真７・鳴門市高島の“山路”（国土地
理院 1/25000地形図「撫養南東」より
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身
で
下
宿
し
て
い
る
と
ば
か
り
思
っ
て
い
た
そ
の
下
宿
に
、
非
常
に
美
し
い
女
性
が
い
て
、
初
め

て
先
生
は
結
婚
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
。

と
こ
ろ
が
何
故
か
、
そ
の
美
し
い
女
性
が
貴
司
を
「
ヨ
シ
イ
チ
さ
ん
」
と
呼
ん
で
非
常
に
親
し

げ
に
い
ろ
い
ろ
聞
く
の
で
あ
る
。（
貴
司
の
名
は
好
市
だ
が
親
し
い
人
は
“
好
ち
ゃ
ん
”
と
か
“

こ
う

い

ち

よ

し

ち

や

ん

好
市
さ
ん
”
と
呼
ん
だ
）
そ
の
女
性
に
記
憶
が
な
い
貴
司
は
不
思
議
と
い
う
よ
り
何
か
普
通
で
な

よ

し

い

ち

さ

ん

い
も
の
を
感
じ
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
帰
宅
し
て
母
親
に
そ
の
こ
と
を
い
う
と
、
母
親
は
あ
き
れ
顔
で
─
─

「
お
前
、
早
や
も
う
忘
れ
て
し
も
た
ん
か
。
あ
れ
だ
け
可
愛
が
っ
て
も
ろ
た
の
に
。」

と
い
う
。
聞
く
と
あ
の
美
し
い
女
人
は
す
ぐ
隣
の
満
祐
さ
ん
の
娘
で
、
五
歳
六
歳
の
頃
毎
日
の

ま

ん

ゆ

よ
う
に
遊
び
に
行
っ
て
絵
を
描
い
て
貰
っ
た
り
折
り
紙
を
折
っ
て
貰
っ
た
り
し
て
い
た
で
は
な
い

か
、
と
い
う
の
だ
。

そ
う
聞
い
て
、
貴
司
は
自
分
に
お
の
の
い
た
。
ほ
ん
の
五
、
六
年
前
の
こ
と
な
の
に
思
い
出
せ

な
い
の
だ
。
聞
け
ば
、
隣
に
い
た
満
祐
さ
ん
は
母
親
が
早
く
な
く
な
り
父
一
人
娘
一
人
と
い
う
暮

ら
し
だ
っ
た
。
満
祐
さ
ん
は
放
蕩
も
の
で
あ
ま
り
家
に
帰
ら
ず
、
美
し
い
娘
が
一
人
で
暮
ら
し
て

い
た
。
そ
の
頃
貴
司
は
そ
の
娘
に
可
愛
が
っ
て
貰
っ
た
こ
と
に
な
る
。
や
が
て
娘
は
岩
野
先
生
に

縁
づ
い
て
、
隣
の
家
は
空
き
家
に
な
っ
た
…
…
。

「
で
も
な
─
─
」

母
親
が
い
う
。

「
あ
ま
り
訪
ね
て
い
っ
て
は
い
け
ん
よ
。
あ
の
サ
マ
は
胸
を
患
ろ
う
と
る
け
ん
。」

そ
し
て
二
、
三
年
後
に
、
あ
の
サ
マ
…
…
あ
の
美
し
い
女
人
は
や
は
り
亡
く
な
っ
た
。
山
路
の

丘
の
麓
の
岩
野
先
生
の
家
に
見
舞
い
に
行
っ
た
と
き
の
、
親
し
げ
に
語
り
か
け
て
く
れ
た
美
し
い

女
人
と
、
岡
に
映
え
た
あ
か
あ
か
と
し
た
夏
の
夕
日
の
記
憶
だ
け
が
長
く
心
に
残
っ
た
。」

こ
の
よ
う
な
手
記
を
み
る
と
、
や
は
り
、
生
ま
れ
里
の
「
山
路
」
と
い
う
固
有
名
詞
は
貴
司
の
心
底
に
深

く
焼
き
付
け
ら
れ
て
い
た
と
考
え
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

確
た
る
証
拠
を
、
と
い
わ
れ
れ
ば
挙
げ
る
こ
と
は
出
来
な
い
け
れ
ど
、
数
年
後
に
は
結
婚
す
る
に
い
た
る

「
愛
す
べ
き
詩
人
」
ゑ
つ
子
の
元
姓
「
奇
二
」
と
、
小
児
期
の
記
憶
の
奥
底
に
沈
ん
だ
故
郷
の
地
名
「
山
路
」

が
、
ペ
ン
ネ
ー
ム
の
姓
と
名
に
な
っ
た
と
、
私
は
ど
う
し
て
も
考
え
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

（
二
〇
〇
八
／
一
／
七
）


