
江
南
文
三

さ
ん
の
思

い
出

時
が
経

つ
に

つ
れ

て
い
よ

い
よ

そ
の
印
象
が
忘

れ
が
た

い
も

の
に
な

っ
て
い
く
な

つ
か
し

い
人
た

ち
が
あ
る
。
江
南
文
三
さ
ん
も
そ
う

い
う
ひ
と

の

ひ
と
り

で
あ

る
。

十
年
ば
か
り
前

に
、
あ
る
文

学

講

座

の
月

報

に
、
わ
た
し
は
原
稿
用
紙
三
枚

ほ
ど

の
江
南

さ
ん

の
紹
介
を
し
た
こ
と
が
あ

る
。

い
ま
こ
こ
で
そ
の

文

章
を
補
足
し
な
が
ら
は
じ
め

て
の
資
料
を
加
え

て
新
し

い

一
文

と
し

て
み
た
い
。

江
南
文

三
さ
ん
は
雑
誌

「
ス
バ

ル
」

の
発
行

人

だ

っ
た
。

「
ス
バ

ル
」

は
人
も
知

る

通

り
、
雑
誌

「明
星
」
廃
刊

の
あ
と
、
森
鴎
外
を
頭
領
と
し
た

反
自
然
主
義

の
耽
美
的
傾
向
を
強
く
見

せ
た
雑
誌

で
、
同
じ
傾
向

の

「
三

田
文
学
」
と
と
も
に

}
時

期
重
き
を
な
し
た
。
明
治
四
十

二
年

一
月

か
ら

大

正
二
年
十
二
月
ま
で
通
巻
六
十

冊
を
世
に
送

っ
た

が
、
発
行
人
に
は
は
じ
め

の

一
年
は
石
川
啄
木

が

川
副
国
基

あ

た
り
、

つ
ぎ

の
年
か
ら
終

刊
ま

で
は
ず

っ
と
江

南

さ
ん
が
あ

た

っ
た
。
名

編
集

人
と
い
わ
れ

た
。

与
謝

野
寛

・
晶
子
夫
妻

や
森
鴎
外

に
か
わ

い
が
ら

れ

た
江
南

さ
ん

は
、
郷
里
金
沢

の
旧
制
第
四
高
等

学
校
か
ら
東
大

の
英
文
科

に
学
ん
だ
文
学
青
年

で

詩
を
書
き
歌
を
詠
み

「
ス
バ

ル
」

に
は
数
編

の
小

説
も
あ

る
。
小
説
よ
り
も
詩
や
歌

の
方
が
う
ま
か

っ
た
よ
う
だ
。

そ
の
十
七
歳

の
と
き

の
作
に

「
を
と
め
ぐ
さ
」

と

い
う
詩
が
あ
る
。

は
ね

つ
る

べ
。
と
り

の
声
。

夜
は
あ
け
ぬ
。
里
白
く

も
や

こ
め
て
、

た
わ
た
わ
に

露
多

き
湿
り
香

や
。

花

咲
く
よ
。
籬
根

み
ち
。

朝
顔

は
葉
が
く
れ

て

っ
つ
ま
し
く
童
女

さ
び
、

百
合

の
み

は
あ

て
は
か

に

す
く
す
く
と
大
人
び
ぬ
。

あ
ぢ
さ
ゐ

の
え
う
ら
く
は

朝

の
眼
に

い
さ
ぎ
よ
し
。

ま
た
咲
く
は
月
見
ぐ
さ
。

そ
よ
風
に
浮
ぶ
ご
と

ゆ
れ
ゆ
れ
て
ほ
の
黄
な
り
。

垣
根
み
ち
。
,
人
は
今

お
ぼ
ろ
な

る
夢
ご

こ
ち
。

も

や
過
ぎ

ぬ
。
し

ろ
が
ね

の

あ
げ
ば
り

の
内
す
き

て

見
え
が
く
れ
、
ま
た
咲
く
よ
。

ひ
と
も
と

の
を
と
め
ぐ
さ
。

茎
長
き
黒
髪

に
、

ま
ろ
ぬ
か

の
花
び
ら
や
。

ま
な
ざ
し

の
光
る
蕋
。

く
ち
び
る

の
紅

の
蕋
。

深
ぶ
ち

の
水
色
に

ひ
た
染
め
し
大
き
葉

や
。

さ
や
か
に
も
う

る
は
し
き

夢

な
れ
ば
あ

く
が
れ

ぬ
。

ひ
と
も

と
の
を

と
め
ぐ

さ
。

朝
も

や
の
香

の
な
か

に
。
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わ

た
し

の
と
こ
ろ
で
ま
だ
十
八
歳

の
と
き

の
詩

と
十

九
歳

の
と
き
の
詩

と
が

二
編
ず

つ
わ
か

っ
て

い
る
が
、

と
に
か
く
早
熟

の
詩
人

で
あ

っ
た
と

い

え
よ
う
。

ひ
と

つ
年
上

の
啄
木

の
同
じ
年
ご

ろ
の

詩

と
比

べ
て
優
劣

は
感
じ
ら
れ
な

い
。
し
か
し
、

独
創

と
い
う

よ
り
も
当
時

の
泣
菫

や
有
明

の
詩
か

ら

の
影
響
が
強

い
よ
う
だ
。

無
名
時
代

の
同
郷
人
室
生
犀
星

は
金
沢
か
ら
上

京
し

て
江
南

さ
ん
を

た
ず
ね
、
冷

た
い
扱

い
を
う

け
た
が
、

そ
の
詩
を

み
と
め

て
く
れ

た
感
謝
を
自

ら

ぬ
さ
い

伝
的
作

品

「
弄
獅

子
」

の
な
か

に
記
し

て
い
る
。

犀

星
の
詩

は
明
治

四
十

三
年

二
月

の
,
「
ス
バ

ル
」

に
江
南

さ
ん
の
散
文

と
並
ん
で

「尼
寺

の
記
憶
」

が
は
じ
め
て
載

っ
て
い
る
よ
う

だ
。
作
家

の
江

ロ

渙
は
江
南

さ
ん
に

つ
れ
ら

れ
て
は
じ
め

て
高
村
光

太
郎

夫
妻

を
た
ず

ね
た
こ
と
を

そ
の

「
わ
が
文
学

半
生

記
」

(
昭
和
二
十

八
年

・青
木
書
店
刊
)

に
記

し
て
い
る
。

わ

た
し
が
東
京
府
立

一
中

(現
在

の
日
比
谷
高

校
)

の
教

員
室

で
は
じ
め

て
江
南

さ
ん
に
逢

っ
た

昭
和
十

二
年

と
い
え
ば
、
江
南

さ
ん

砥
ち

ょ
う
ど

五
十
歳
だ

っ
た
わ

け
だ
。
感
性
が
ゆ
た
か

で
図
画

の
写
生

に
使
う
大
根

の
、
青

い
葉

っ
ぱ

の
間

に
赤

い
チ

ョ
ー
ク
を
添
え

て
色

の
配
合

の
美
し
さ
に
眺

め

入
る
と

い

っ
た
と

こ
ろ
が
あ

っ
た
。

日
本

語

の

語
感
が
天
才
的

に
鋭
く

「
わ

っ
し
は
ね
、
英
語

で

日
本
語
を
教
え

て
る
ん

で
す
よ
」
と
語
感
に
鈍
い
、

専
門

の
国
語
教
師

に
対
し

て
腹
立
た
し
そ
う
で
あ

っ
た
。
昭
和
十
年
代
に
入

っ
て
宮
沢
賢
治
が
は
じ

め

て
ひ
ろ
く
紹
介

さ
れ
た

こ
ろ
、
わ
た
し
が
示
し

た
松

田
甚
次
郎
編

「
宮

沢

賢

治
名
作
選
」
(
昭
和

十
四
年
、
羽

田
書
店
刊
)
を
パ

ラ
パ

ラ
め
く

っ
て

い
た
江
南

さ
ん
は
突
然
ど

こ
か

へ
姿
を
消
し
た
か

と
思
う
と
し
ば
ら
く
し

て
口
ひ
げ

の
生
え
た
顔
を

紅
潮

さ
せ
て
戻

っ
て
き

て

「
え
ら

い
詩
人
が
あ

っ

た
も

の
で
す

ね
」
と

い

っ
た
。
江
南

さ
ん
は
音
楽

室

で
、
譜

入
り

の
賢
治

の

「
精
神
歌
」
や

「
イ
ギ

リ

ス
海
岸

の
歌
」
を
奏

で
て
き
た

の
だ

っ
た
。
な

お
、
作
曲
家

の
中
山
晋
平

さ
ん
は
江
南

さ
ん

の
義

弟

で
あ

っ
た
。

わ

た
し

は
江
南

さ
ん
と

「
石
川
啄
木
」
と

い
う

映
画
を
見

に
い

っ
,て

「
啄
木

っ
て
、
気
障
な

い
や

な
奴

で
し
た
ね
」
と

い

っ
た
は
な
し
を
聞

い
た
り
、

四
谷

の

「
み
さ
ご
寿
司
」

に
同
僚

の
高

田
瑞
穂
君

と

つ
れ
て
い

っ
て
も
ら

っ
て

「
鵬
外

さ
ん
は

い

つ

も
葉
巻
く

さ
か

っ
た
な
」
と

い
う
は
な
し
を
聞

い

た
り
し
た
。

「鼻

の
文

三
」
と
佐
藤
春
夫

に

よ

ば

れ
た

や
や
大
き
な
鼻
が
柔
和
な
眼
と
不
思
議

に
調

和
し
た
上

品
な
顔
だ

っ
た
。
佐
渡
中
学
校

の
英
語

教

師
時
代

の
江
南

さ
ん
を

た
ず

ね
た
与
謝
野
晶
子

に

「佐
渡

に
住
む
文

三
の
君
は
絵

の
み
か
く
八
雲

御

抄
の
た
ぐ
ひ
な

る
べ
し
」
と

い
う
歌
が
あ

る
が

こ
の
歌

の
意
味

は
い
ま
も

っ
て
わ

た
し

に
は
よ
く

わ
か
ら
な

い
。

-

奇

人
、
変

人
と
い
わ
れ

て
き

た
江
南

さ
ん
も
、

母
堂

が
な

く
な

っ
て
か
ら

は
そ
の
供
養
だ
と

い

っ

て
法
華
経

を
口
語
詩

ふ
う

に
訳
し

て

「
日
本
語

の

法
華
経
」

(
昭
和
十

九
年
、
大
成
出
版
刊
、
再
刊
が

数

年
前

に
も
出
た
)

と
い
う

の
を
出
版

さ
れ

た
。

友

人
高
村
光

太
郎

の
い
い
序
文

が

つ
い
て
い
る
。

江
南

さ
ん
は
三
流
ど

こ
ろ
の
文

入
で
終

っ
た
か

も
し
れ
な
い
が
、
明
治
末

か
ら

大
正
に
か
け
て
の

自
由
主
義

的
な
文

人
の
本
質

が
ど

こ
か
に
強

い
心

棒
に
な

っ
て
い
た
と
思
う
。
江
南

さ
ん
が
戦
時

下

に
わ
た
し
に
示
し
た
歌
に

つ
ぎ

の
よ
う
な
も

の
が

あ
る
。

腰

に
せ
る
弁
当
が
ら
は
か
ら
か
ら
と
鳴
れ
ど

も

心
軽
か
ら

ぬ
か
な

明
治
二
十
年
生
ま
れ

の
江
南
さ
ん
は
昭
和
二
十

一
年
二
月
八

日
、
戦
後

の
紛
雑

し
た
世
相

の
な
か

で
な
く
な

っ
た
。

一31一


