
わ

が

若

狭

小

浜

雨

海

博

洋

東
京

に
久
し
ぶ
り
に
大
雪

が
降

っ
た
。
真
白

に

雪
化
粧
を
し
た
景
色
を
な
が

め
て
い
る
と
、
雪

に

と
ざ
さ
れ
た
北
陸

の
冬

を
思

い
出
す
。
私

は
か

つ

て
、

二
年

ほ
ど
富
山

に
住

ん
だ

こ
と
が
あ

る
。
が
、

今
、

目
の
前

に
浮

か
ぶ

の
は
、
ま
だ
見

ぬ
小
浜

の

冬
景
色
だ
。
ま

る
で
、
故
郷

の
如
く
慕
わ
れ
る

の

は
、
〈
木
崎
雅
興
V
と

い
う
人
物

へ
の
敬
愛

の
念

か
ら
で
あ
る
。

昨
年

五
月

に
、
十
年

来
の
仕
事

を
完
成

さ
せ
て
、

『
大
和
物
語
諸
注
集
成
』

を
出
版

し
た
。
室
町
時

代
以
来

の

『
大
和
物
語
』

の
諸
注
釈
書
を

ま
と

め

た
も

の
で
あ

る
。
そ

の
数
あ

る
注
釈
書

の
中
で
も
、

異
彩
を
放

っ
て

い
る

の
が

『
大
和
物

語
虚
静
抄
』

で
、
そ

の
作
者
が
〈
木

崎
雅
興
〉

、
若

狭
小
浜

の

歌
人
で
あ
る
。

北
村
季

吟

の
『
大
和
物
語
拾
穂
抄
』

に
、

ま
さ
る
と
も
劣
ら

ぬ
内
容
を
持
ち
、
特

に
、

和
歌

に
関

し
て
は
内
外

の
古
籍

の
引

用
傍
証

に
は

目
を
み
は
る
も
の
が
あ

る
。

こ
う

し
た
す
ぽ
ら

し

い
書

で
あ
り
な
が
ら
、
そ

の
作
者
〈
木
崎
雅
興
〉

に

つ
い
て
は
、
如
何
な

る
人
物
な

の
か
、
皆
目
不

明

で
あ

っ
た
。
そ

こ
で
「
若
州
小
浜

木
崎
雅
興
」

と
端
書

に
あ
る
名
を
手
が
か
り
に
、
未

知
の
世
界

へ
の
探
求

に
乗
り
出
し
た

の

で

あ

る
。

そ

の
結

果
、
木

崎
家
系
譜

と
、
木

崎
家

の
菩
提
寺

本
行
寺

・
の
過
去
帳
と
の
照
合

に
よ

っ
て
、
法
名
宗
青
、
通

称
吉
兵
衛

な
る
人
物

で
あ

る
こ
と
が
判
明
し

た
。

木
崎
家

の
先
祖

は
、
江
州
観
音
寺
山
城
主
佐

々

木

六
角
定
頼

の
二
男
常
珍
が
、

一
五
七
〇
年

に
世

乱

を
避
け

て
若
狭

の
木
崎
村

に
移

っ
た

の
に
始
ま

る
。
そ

の
後
、
三
代
目
宗
意

の
時

に
小
浜

に
出
て
、

初

め
て
木
崎
姓
を
名
告

る
よ
う

に
な

っ
た
。
や
が

て
、
多
く

の
分
家
、
末
流
が
生
じ
た
が

、
雅
興

の

家
系
は
、
代

々
酒
造
を
営
み
、
名
望
家
と
し

て
豪

富
威

勢
大

い
に
鳴

り
響
き
、
藩

侯

の
御

前

に
も
召

さ
れ
る

こ
と
が

あ

っ
た

ほ
ど
で
あ
る
。

小
浜

は
京

と

の
中
継
地
と
し

て
の
港
町

で
、
富

有
な
人

々
は
、
京

の
文
化
を

取
り
入
れ
、
連

歌
師

・
歌
人

・
茶
人

な
ど

の
京

の
宗
匠

と
の
交
流

も
あ

っ
た
。

こ
の
よ
う
な
文
化
隆

盛
の
中
に
、
雅

興
の

大
叔
父
木
崎
正
敏

の

『
拾
稚
雑
話
』
、

二
歳
先
輩

の
板
屋

一
助

の

『
稚
狭
考
』

の
二
大
郷
土
誌
が
編

ま
れ
て

い
る
。
雅
興
が
歌

の
師
と
仰

い
だ

の
は
梅

月
堂
宣

阿
で
、
宣

阿
は
北

村
季
吟
と

は
同
門

の
士

で
あ

る
。
雅
興

は
、
季
吟

の

『
大
和
物

語
拾
穂
抄
』

の
こ
と
を
聞
き
知

っ
て
、

そ

の
影
響

を
受

け
た
。

そ
し

て
、
和
歌

の
初

め
の
書
と
し
て
『
大
和
物
語
』

を
読

み
、
詳
細
な
注

釈
を
加
え
た
。
京
か
ら
山

一

つ
越
え

た
北
陸

の
海

辺
で
、
華

や
か
な
学
問

の
世

界
を
離
れ

て
、

こ

つ
こ

つ
と
四
十

五
年

も

の
歳
月

を

か
け

て
『
虚
静
抄
』
を
完
成

さ
せ
た
の
で
あ

る
。

『
虚
静
抄
』
と

い
う
書
名

は
、

『荘

子
』
に
見

え
る

「
虚
静
」
で
、

「
虚
」

は
心

に
先

入
観

を
も
た
な

い
こ
と
、

「
静
」
は
独
断

・
衝
動
な
ど
に
よ

っ
て
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妄
動
し
な

い
こ
と
を

い
う
。・
そ

の
名

の
如
く
、

学

界

へ
の
野
心
も
な
ぐ
、
淡

々
と
学
究

に
専
念
し
た

人

で
あ

っ
た
。
そ

し
て
、
町
老
と
し

て
町
政

の
要

職

に
あ

る

一
方
、
郷
土

の
子
弟

に
和
歌
を
教
え
、

『
大
和
物
語
』

を
講

じ
た
よ
う

で
あ

る
。

私
が
、
今
回
、

こ
の
く
木
崎
雅
興
V

に

つ
い
て

論
証
す

る
に
あ

た

っ
て
は
、
多
く

の
貴
重
な
資
料

に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き

い
。
木
崎
家
系
譜
や
、
過

去
帳
を

入
手

で
き

た
の
は
、
ま

こ
と

に
幸
運
な

こ

と

で
あ

っ
た
。

こ
れ
ら

の
資
料

の

入

手

に

は
、

小
浜
出
身

の
学
生
が
、
帰
省

の
際

に
骨
を
お

っ
て

く
れ
た
。
教
育
委
員
会
や
図
書
館
を
ま
わ

っ
て
、

こ
れ
だ
け

の
も

の
を
集
め
て
来
て
く
れ
た

の
で
あ

る
。
今
ま

で
、
何
人
か

の
人

々
が
雅

興

に
つ
い
て
調

べ
よ
う
と
小

浜

へ
足
を
運
ん
で
い
る
ら
し
い
が
、

こ

こ
ま
で
の
資
料

を
入
手

で

き

た

者

は
な

か

っ

た
。
私
自
身

は
東
京

に
あ
り
な
が
ら
、

こ
う
し

て

届
け
ら
れ

た
資
料
を
も
と

に
考
証
し

た
こ
と
が
、

よ
け

い
、
ま
だ
見

ぬ
小
浜

へ
の
郷
愁

の
念
を
か
り

た
て
て

い
る

の
だ
ろ
う
。

ま
た
、
雅
興

の

『
虚
静

抄

』
と
い
う
書

名
に
み
る
人
柄

に
心
ひ
か
れ
て
い

る
の
か
も

し
れ
な

い
。小
浜

に
、
木
崎
荘

と
い
う
、

老
人
が
営

む
小
さ
な
旅
館
が
あ

る
。
そ

の
老
人

は

木

晦
家

の
末
裔

で
あ

る
と
聞
き
、
ま
た
、
直
接
会

っ

て
先
祖

の
こ
と
な
ど
い
ろ
い
ろ
語
ら

い
た
い
と
の

便

り
も
い
た
だ
い
て
い
る
。
こ
れ

ま
た
、
小
浜

へ
心

ひ
か
れ
る

こ
と

の

一
つ
で
あ

る
。

そ
の
上
、
小
浜

の
地
で
も
、

雅
興

に
つ
い
て
何

か
わ

か
れ
ば
と
求

め
ら
れ
て

い
れ
ば
、

な
お
さ
ら
の
こ
と
で
あ

る
。

嬉
し
い

こ
と
に
、
今
回
、
大
学

の
三
年
生
が

ゼ

ミ
旅
行

に
こ
の
小
浜

を
選

ん
で
く
れ

た
。
私

の
小

浜
、

そ
し
て
雅
興

へ
の
憧
憬

の
念
を
察

し
て
く
れ

た
の
で
あ

ろ
う
。
本
行
寺

の
残
さ
れ

た
雅
興

の
墓

碑

へ
詣

で
て
、

そ
の
偉
業
と
ゆ
か
し
き
人
徳
を
賛

え

る
と

と
も

に
、
今
回

の
研
究
を
心
を

こ
め
て
報

告

し
た

い
と
考
え
て

い
る
。

今
ま

で
縁
も
な
か

っ
た
小
浜
が
不
思
議
と
近

く

親
し
く
感

じ
ら
れ
る
。

こ
れ
は
小

浜
と

い
う
場
所

と
木

崎
雅

興
と

い
う
、
自
然

と
人
事

の
結

び

つ
き

か
ら

で
あ

る
。

こ
こ
で
ふ
と
思

い
出
す

の
が

『
風
物
誌
』

の
講

義

の
初

め
に
、

必
ず
引
用
す

る

『
去
来
抄
』

の
中

の
芭
蕉

の
句

で
あ

る
。

行
春
を
近
江

の
人
と
を
し
み
け
る

こ
の
句
に
対
し
て
尚
白
が

、
「
近

江
は
丹
波

に
も
、

行
春

は
行
歳

に
も
」

い
い
か
え
る

こ
と
が
出
来
よ

う
と
非
難
し
た
。

こ
れ

に
対
し
て
去
来
が
、
近

江

国
は

「
湖
水
矇

朧
と
し
て
春

を
を
し
む
に
便
有

べ

し
」
と
尚
白

の
非
難

を
退

け
る
。
芭
蕉

は

「
し
か

り
、
古

人
も
此
国
に
春

を
愛

す
る
事
、

お
さ
く

都

に
お
と
ら
ざ
る
も

の
を
」

と
去

来
の
言

を
肯
定

し
、
更

に
、
近

江
国
に
ま

つ
わ

る
史

的
背
景

を
も

っ
て
き
て
、

こ

の
句

の
奥
深

さ
を
示
し
て
い
る
。

ま
さ
に
春
が
去

ろ
う

と
し
て
い
る
近
江

の
湖
畔

の

愁

い
と
、

か

つ
て
、

つ
か
の
間

の
春
を
惜

し
ん
だ

近

江
朝

の
人

々
の
悲

し
い
歴
史

と
が

一
体
と
な

っ

て
、
一
段

と
春
愁
を
抱

か
せ
る
の
で
あ

る
。
自
然
と

人
間

と
の
か
も

し
出

し
た
も

の
が
風
土

で
、

こ
の

風
土

の
姿
を
季
節

の
折

々
に
と
ら
え

る
の
が

『
風

物
誌
』

で
あ

る
。

こ
れ

は
、
原
子
朗
教
授
が
命
名

し
て
下
さ

っ
た
講
義

で
あ

っ
た
。

爾
来
十
五
年
、

い
ろ

い
ろ
と
工
夫
を
重
ね
、
実

生
活
中
心

の
講
義

を
続
け
て
き
た
。

昨
年

か
ら
、

こ
の
思

い
出
深

い
講
義

を
千
葉
講

師
に
お
譲
り
し

た
。

こ

の
辺
で
新

風
を
吹
き
込
ん
で
も
ら
い
た
い

と
思

っ
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
か

ら

も

『
風

物

誌
』

の
講
義

が
長
く
継

承
さ
れ
て
ゆ
く

こ
と
を
せ

つ
に
望

ん
で

い
る
。
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