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小
笠
原
眞
氏
は
一
九
五
六
年
に
十
和
田
市
の
お
生
ま
れ
で
、
八
戸
高
校
、
岩

手
医
科
大
学
医
学
部
ご
出
身
。
長
ら
く
十
和
田
市
に
て
耳
鼻
咽
喉
科
医
院
の
先

生
を
さ
れ
て
い
る
。
そ
ん
な
ご
多
忙
と
思
わ
れ
る
立
場
に
あ
り
な
が
ら
、
一
九

八
八
年
に
第
一
詩
集
『
一
卵
性
双
生
児
の
九
九
』
を
上
梓
し
、「
詩
が
好
き
で
た

ま
ら
な
い
」
故
だ
ろ
う
、
本
詩
集
『
目
下
の
と
こ
ろ
』
は
第
七
詩
集
と
な
る
。

そ
の
間
に
、
労
作
で
あ
ろ
う
各
詩
人
の
全
詩
集
を
熟
読
し
て
の
優
れ
た
詩
人
論

集
『
詩
人
の
ポ
ケ
ッ
ト
』
と
『
続
・
詩
人
の
ポ
ケ
ッ
ト
』
も
刊
行
し
て
い
る
。 

 

本
詩
集
の
詩
編
の
内
容
か
ら
だ
け
小
笠
原
氏
の
詩
と
の
関
わ
り
合
い
を
抽

出
し
て
み
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
か
。
「
ぼ
く
の
在
籍
し
た
同
人

誌
」
と
「
続
・
ぼ
く
の
在
籍
し
た
同
人
誌
」、「
シ
ュ
ー
ル
な
青
春
時
代
」「
忍
ぶ

川
」
が
主
な
典
拠
だ
が
。 

 

中
学
時
代
、
太
宰
治
の
『
人
間
失
格
』
を
読
ん
で
文
学
に
興
味
を
持
つ
。 

 

高
校
時
代
、
二
年
の
時
に
母
校
で
三
浦
哲
郎
が
記
念
講
演
し
、 

文
学
へ
の
興
味
を
強
め
る
。
三
浦
も
同
じ
く
籠
球
部
に
所
属
し 

て
い
た
こ
と
と
、
中
学
時
代
に
『
人
間
失
格
』
を
読
ん
で
文
学
に
興
味
を
抱
い

た
こ
と
に
感
銘
す
る
。
今
で
も
三
浦
文
学
の
骨
格
お
よ
び
原
点
は
抒
情
溢
れ
る

私
小
説
か
ら
な
る
と
考
え
て
い
る
。 

 

大
学
時
代
、
中
原
中
也
を
読
み
、
大
学
三
年
の
頃
に
毎
日
大
学
ノ
ー
ト
に
主

に
感
傷
的
な
詩
を
綴
っ
て
い
た
。
や
が
て
超
現
実
主
義
に
興
味
を
抱
く
。
五
年

生
の
時
に
盛
岡
の
同
人
誌
「
百
鬼
」
に
入
会
。
一
九
八
〇
年
の
七
号
か
ら
参
加
。

「
百
鬼
」
は
東
野
正
ら
若
い
詩
人
た
ち
が
結
成
し
た
も
の
と
い
う
。「
講
演
と

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
」
も
開
催
し
て
は
、
詩
以
外
の
芸
術
や
演
劇
に
つ
い
て
も

大
い
に
論
じ
合
っ
た
と
い
う
。
こ
の
時
期
、
自
身
は
殊
の
外
シ
ュ
ー
ル
な
詩
を

重
ん
じ
「
孤
高
の
前
衛
詩
人
」
た
ら
ん
と
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。「
百
鬼
」
は

折
し
も
二
〇
〇
〇
年
十
二
月
に
二
十
二
号
刊
行
で
自
然
消
滅
。 

 

八
戸
の
圓
子
哲
雄
の
「
朔
」
に
、
二
〇
〇
九
年
の
一
六
五
号
か
ら
参
加
。
毎

号
主
に
詩
人
論
を
寄
稿
。
二
〇
一
五
年
に
「
朔
」
は
一
七
九
号
を
も
っ
て
終
刊
。 

そ
の
後
、
年
四
回
発
行
の
上
十
三
医
師
会
誌
に
二
編
の
詩
を
掲
載
し
続
け
る
。

締
切
と
い
う
機
会
に
よ
る
「
機
会
詩
」
と
卑
下
さ
れ
て
い
る
が
、
県
の
詩
界
で

は
多
作
の
方
と
し
て
も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。 

さ
ら
に
、
二
〇
二
三
年
五
月
か
ら
、
工
藤
浩
司
先
生
の
誘
い
を
受
け
、
弘
前

の
詩
誌
「
亜
土
」
に
参
加
。 

  

本
詩
集
は
、
最
近
の
発
表
で
あ
る
令
和
五
年
十
一
月
刊
行
の
『
青
森
県
詩
集 

青
森2

023

』
へ
の
寄
稿
詩
「
目
下
の
と
こ
ろ
」
か
ら
遡
っ
て
、
平
成
二
十
九
年

七
月
刊
行
の
『
上
十
三
医
師
会
誌
』
109
号
へ
の
「
虎
猫
と
鴉
」
ま
で
の
三
十
三

編
か
ら
な
る
。
実
は
そ
の
六
年
間
に
全
部
で
五
十
七
編
の
詩
を
書
い
て
お
り
、

や
は
り
寡
作
と
は
言
い
難
い
。〈
熟
成
詩
〉
へ
と
、
推
敲
も
十
分
な
さ
れ
て
い
る

の
だ
ろ
う
。
や
は
り
詩
作
が
好
き
な
の
だ
。 
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本
詩
集
に
「
熟
成
詩
」
と
い
う
詩
が
あ
る
。
概
要
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。 

 
魚
は
少
し
寝
か
せ
た
方
が
美
味
し
く
な
る
の
は
身
の
中
の
ア
デ
ノ
シ
ン
三

リ
ン
酸
が
イ
ノ
シ
ン
酸
と
い
う
旨
み
成
分
に
変
わ
る
か
ら
熟
成
魚
に
な
る
と

い
う
。
同
様
に
一
定
期
間
低
温
で
保
存
す
る
熟
成
肉
や
一
晩
寝
か
せ
た
カ
レ
ー

に
触
れ
た
う
え
で
、
推
敲
魔
・
推
敲
の
鬼
と
呼
ば
れ
た
詩
人
・
山
之
口
獏
が
一

編
を
仕
上
げ
る
た
め
に
二
百
枚
か
ら
三
百
枚
の
原
稿
用
紙
を
屑
に
し
た
こ
と

を
謳
歌
し
て
い
る
。
そ
し
て
最
終
連
で
「
ど
ん
な
詩
で
も
推
敲
を
重
ね
る
と
／

良
く
な
る
」
と
い
う
こ
と
を
原
則
と
し
て
い
る
こ
と
を
告
げ
て
い
る
。
何
度
も

推
敲
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
熟
成
詩
が
生
ま
れ
る
と
い
う
。 

 

こ
の
「
成
熟
詩
」
の
よ
う
に
、
詩
に
つ
い
て
の
詩
―
メ
タ
詩
と
で
も
い
お
う

か 

―
ジ
ョ
ン
・
ダ
ン
ら
の
メ
タ
フ
ィ
ジ
ッ
ク
・
ポ
エ
ム
で
は
な
い
― 

、
時
に

そ
ん
な
詩
を
書
か
れ
る
の
も
氏
の
特
徴
か
も
し
れ
な
い
。
本
詩
集
に
も
「
詩
は

ど
の
よ
う
に
し
て
生
ま
れ
る
の
か
」
や
「
ど
ん
な
詩
も
」
、
そ
し
て
「
装
填
思
案
」

「
科
学
が
ど
ん
な
に
」
「
医
学
と
文
学
」
が
あ
る
。 

  
 

現
在
お
か
れ
た
事
象
や
行
動
と 

 
 

過
去
の
記
憶
の
海
と
が 

 
 

絶
妙
に
絡
み
合
い 

 
 

特
殊
な
化
学
反
応
を
き
た
し
た
と
き
に 

 
 

最
初
の
一
行
が
生
ま
れ
る 

  

こ
の
よ
う
な
最
初
の
一
行
は
ど
こ
か
ら
生
ま
れ
る
か
、
と
さ
ら
に
問
い
、
田

村
隆
一
の
「
最
初
の
一
行
は
神
様
が
書
き
、
二
行
目
か
ら
は
人
間
が
書
く
」
と

い
う
言
葉
を
受
け
、
や
は
り
詩
は
神
が
か
り
な
分
野
に
属
す
る
の
だ
ろ
う
か
と

自
問
す
る
。
そ
し
て
、「
推
敲
こ
そ
人
間
業
を
発
揮
す
る
本
来
の
場
な
の
か
も

し
れ
な
い
」
と
。
氏
の
詩
作
中
に
は
、
推
敲
中
に
種
々
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

が
生
ま
れ
、
実
は
そ
れ
だ
け
で
小
詩
集
に
な
る
よ
う
な
た
く
さ
ん
の
詩
が
誕
生

し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。 

 

「
ど
ん
な
詩
も
」
は
、
簡
潔
な
詩
論
に
な
っ
て
い
る
。「
す
べ
て
の
詩
は
／
記

憶
と
い
う
マ
テ
リ
ア
ル
か
ら
／
紡
ぎ
出
さ
れ
る
」「
体
験
し
た
こ
と
が
／
記
憶

の
海
を
形
成
す
る
」「
十
人
い
れ
ば
／
十
通
り
の
記
憶
の
海
が
存
在
す
る
」。 

 

記
憶
の
海
か
ら 

掬
い
上
げ
ら
れ
る
言
葉
た
ち 

  
 

言
葉
そ
の
も
の
に
は 

個
性
は
な
い 

 

だ
が
そ
の
言
葉
が 

ど
ん
な
状
況
で
選
ば
れ
る
の
か 

ど
ん
な
記
憶
か
ら
掬
わ
れ
る
の
か
で 

詩
に
個
性
が
生
ま
れ
る 

 

「
言
葉
の
配
列
は
／
詩
作
の
技
術
論
に
す
ぎ
な
い
」
「
い
い
詩
と
は
／
感
動
す
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る
詩
で
あ
る
」「
豊
饒
な
記
憶
の
海
が
あ
れ
ば
／
詩
に
深
み
が
生
ま
れ
る
」「
つ

ま
る
と
こ
ろ
／
詩
は
体
験
な
の
だ
」。
詩
観
を
散
文
的
に
叙
述
し
て
い
る
の
で

は
な
く
、
情
感
が
こ
も
っ
て
お
り
ど
こ
か
韻
も
感
じ
さ
せ
、
歴
と
し
た
詩
と
し

て
読
ま
さ
れ
る
。 

 

詩
集
の
装
填
に
関
し
て
も
思
案
し
、
そ
れ
も
詩
に
し
て
い
る
。 

  
 

見
て
触
っ
て
そ
の
質
感
を
楽
し
む
も
の
で
も
あ
る 

 
 

字
の
配
列 

色 

大
き
さ 
重
さ 

肌
ざ
わ
り 

 
 

読
者
は
全
身
全
霊
の
感
覚
を
動
員
し
て 

 
 

十
分
に
味
わ
い
尽
く
す
べ
き
で
あ
る 

  

装
填
の
例
と
し
て
上
げ
て
い
る
詩
集
の
詩
人
に
、
小
生
無
知
な
香
川
弘
夫
、

清
水
恵
子
が
あ
り
、
小
笠
原
氏
の
今
日
の
詩
人
た
ち
の
詩
集
の
渉
猟
の
す
ご
さ

が
感
じ
ら
れ
る
。
因
み
に
、
小
笠
原
氏
か
ら
小
生
初
め
て
名
を
教
わ
っ
た
井
川

博
年
、
八
戸
に
来
ら
れ
た
八
木
幹
夫
、
小
笠
原
氏
が
お
得
意
と
す
る
小
山
正
孝

な
ど
の
詩
人
た
ち
も
登
場
す
る
。
ま
た
、
自
ら
俳
句
も
や
ら
れ
て
い
て
、
芭
蕉

や
西
行
に
も
触
れ
て
い
る
。 

 

「
科
学
が
ど
ん
な
に
」
は
、
ビ
ー
ト
ル
ズ
の
売
り
上
げ
が
貢
献
し
た
Ｃ
Ｔ
ス

キ
ャ
ナ
ー
か
ら
Ｍ
Ｒ
Ｉ
、
遺
伝
子
診
断
、
ｉ
Ｐ
Ｓ
細
胞
、
か
つ
人
口
内
耳
と
発

展
し
て
き
た
こ
と
を
賛
辞
し
な
が
ら
も
、
人
間
同
士
の
諍
い
や
戦
争
が
無
く
な

ら
な
い
の
は
な
ぜ
か
と
問
い
、
最
後
の
二
連
は
次
の
通
り
で
あ
る
。 

 

 
 

案
外 

人
の
こ
こ
ろ
や
感
情
は 

 
 

進
歩
発
展
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
ろ
う 

  
 

縄
文
時
代
の
人
た
ち
も 

 
 

ぼ
く
ら
と
同
じ
よ
う
な
気
持
ち
で 

 
 

き
っ
と
あ
の
蒼
い
空
を
仰
い
で
い
た
に 

 
 

違
い
な
い
の
だ 

 

「
医
学
と
文
学
」
は
、
医
学
は
実
の
世
界
で
文
学
は
虚
の
世
界
と
し
、
ど
ち
ら

も
言
葉
を
用
い
る
が
文
字
は
抽
象
的
概
念
で
あ
り
、
そ
れ
が
文
学
で
は
頭
の
中

で
虚
像
と
し
て
再
構
築
さ
れ
実
像
の
ご
と
く
想
像
さ
れ
る
。
一
方
医
学
の
方
で

は
、
経
験
と
い
う
実
学
か
ら
発
展
し
言
葉
を
よ
り
具
体
的
な
医
学
用
語
に
し
た
。

つ
ま
り
抽
象
性
を
排
除
し
一
つ
一
つ
の
医
学
用
語
を
生
み
詳
細
な
定
義
を
与

え
た
。
昨
今
そ
の
医
学
用
語
が
膨
大
に
な
り
、
完
璧
に
マ
ス
タ
ー
す
る
の
は
不

可
能
に
な
っ
て
き
た
。 

  
 

医
学
も
実
だ
け
に
固
執
せ
ず 

 
 

文
学
の
虚
も
取
り
入
れ
な
け
れ
ば 

 
 

や
っ
て
い
け
な
い
時
代
が 

 
 

や
っ
て
来
た
の
だ
ろ
う
か 

  
 

実
に
虚
心
に
帰
っ
て 
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な
お
、
本
詩
集
に
は
、
医
師
と
し
て
の
臨
場
感
溢
れ
る
医
療
現
場
の
詩
「
医

師
の
勘
」
と
、
止
血
で
き
な
か
っ
た
症
例
は
な
か
っ
た
が
医
師
は
少
し
臆
病
な

方
が
い
い
と
真
剣
に
な
る
「
鼻
出
血
」、
〝
死
を
思
う
〟
の
意
味
の
「
メ
メ
ン

ト
・
モ
リ
」
が
含
ま
れ
て
い
る
。 

 

そ
の
よ
う
な
命
へ
の
尊
重
が
、
学
会
時
に
訪
れ
た
海
外
で
の
史
跡
や
自
然
へ

の
眼
差
し
に
も
表
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
不
条
理
な
政
治
へ
の
強
い
批
判
も
含
ま

れ
て
い
る
。
秀
吉
と
日
韓
併
合
で
大
損
害
を
受
け
た
ソ
ウ
ル
の
「
景
福
宮
」
、
カ

ン
ボ
ジ
ア
の
ポ
ル
・
ポ
ド
政
権
下
に
よ
る
虐
殺
犯
罪
博
物
館
と
い
う
「
負
の
遺

産
」、
密
林
の
ア
ン
コ
ー
ル
ワ
ッ
ト
へ
等
ま
る
で
宗
教
的
争
い
も
含
む
数
々
の

争
い
に
巻
き
込
ま
れ
た
か
の
よ
う
に
三
日
間
歩
い
た
「
遺
跡
巡
り
」、
ニ
ュ
ー

ジ
ー
ラ
ン
ド
の
先
住
民
で
あ
っ
た
マ
オ
リ
族
の
戦
士
の
舞
踏
で
あ
る
「
ハ
カ
」。

そ
し
て
、
ボ
ル
ド
ー
か
ら
向
か
っ
た
西
欧
最
大
の
「
ピ
ラ
砂
丘
」
。
砂
丘
の
山
頂

で
、
ど
こ
ま
で
も
続
く
白
い
砂
、
見
下
ろ
せ
ば
真
っ
青
な
大
西
洋
の
ア
ル
カ
シ

ョ
ン
湾
、
か
つ
ス
カ
イ
ブ
ル
ー
。
何
と
世
界
詩
的
で
ス
ケ
ー
ル
感
が
あ
り
、
そ

し
て
深
い
歴
史
を
引
き
ず
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。 

 

そ
の
よ
う
な
体
験
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
小
笠
原
氏
は
、
昨
今
は
身
内
の
方
々

を
主
に
日
常
観
察
を
重
ん
じ
、
そ
れ
に
過
去
の
追
懐
を
滲
ま
せ
て
詩
作
し
て
い

る
よ
う
だ
。
そ
れ
が
「
目
下
の
と
こ
ろ
」
の
作
風
と
自
ら
「
あ
と
が
き
」
で
も

述
べ
て
い
る
。
早
く
に
父
母
と
の
「
虎
猫
と
鴉
」
に
も
見
ら
れ
る
が
、
ベ
ラ
ン

ダ
の
傷
つ
い
た
鷺
を
救
う
「
鷺
の
恩
返
し
」、
托
卵
す
る
理
由
を
分
か
り
な
が

ら
も
嘆
く
「
郭
公
」
、
生
ま
れ
育
っ
た
無
き
「
ぼ
く
の
家
」
、
父
の
こ
と
や
遺
伝

子
が
最
も
遠
い
者
同
士
が
惹
か
れ
合
う
の
か
と
仙
台
の
孫
娘
す
ず
の
詩
な
ど
、

心
温
ま
る
詩
も
多
い
。 

以
上
、
時
に
専
門
用
語
も
出
る
も
の
の
全
体
的
に
分
か
り
や
す
い
詩
行
で
あ

り
、
小
笠
原
先
生
ら
し
い
ヒ
ュ
ー
マ
ン
な
お
人
柄
が
に
じ
み
出
て
い
る
詩
集
と

い
え
よ
う
。
提
喩
の
な
か
誇
張
や
列
叙
を
避
け
、
せ
め
て
対
句
ぐ
ら
い
で
実
直

で
真
摯
な
表
現
、
実
際
的
な
内
容
を
重
ん
じ
よ
り
十
全
に
作
品
化
す
る
詩
作
姿

勢
を
感
じ
、
と
て
も
共
感
を
覚
え
る
。
事
実
や
真
実
、
お
よ
び
体
験
に
基
づ
い

た
内
容
と
表
現
で
あ
り
、
詩
と
真
実
と
い
う
観
点
か
ら
信
頼
し
て
鑑
賞
で
き
、

そ
れ
な
り
に
理
解
で
き
、
そ
の
分
そ
こ
か
ら
自
ら
の
体
験
・
思
念
を
重
ね
て
自

由
に
想
像
的
に
鑑
賞
内
容
を
広
げ
て
い
く
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、

詩
集
も
そ
う
だ
が
、
文
学
に
情
的
な
共
感
だ
け
で
は
な
く
「
啓
蒙
」
と
ヒ
ュ
ー

マ
ニ
ズ
ム
を
求
め
て
い
る
小
生
は
、
本
詩
集
に
多
く
啓
蒙
も
さ
れ
と
て
も
読
み

応
え
が
あ
り
、
感
動
す
る
詩
が
詰
め
ら
れ
た
素
晴
ら
し
き
詩
集
に
思
わ
れ
る
。 

 

小
生
の
個
人
的
な
蛇
足
だ
が
、
拝
読
し
て
い
る
最
中
あ
る
い
は
読
み
終
え
て
、

無
知
な
人
名
、
歴
史
的
な
事
件
に
つ
い
て
ネ
ッ
ト
で
調
べ
さ
せ
ら
れ
た
。
例
え

ば
、
香
川
弘
夫
（1933

-199
4

）
に
つ
い
て
。
そ
う
だ
っ
た
。
読
ん
だ
こ
と
が
な

い
詩
人
だ
が
、
何
度
も
往
復
し
て
い
る
小
生
だ
け
に
詩
集
名
「
わ
が
津
軽
街
道
」

が
気
に
な
り
か
つ
て
調
べ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
八
幡
平
市
の
晩
翠
賞
受
賞
詩
人

だ
っ
た
。【
朗
読
と
チ
ェ
ロ
の
夕
べ 

香
川
弘
夫
「
わ
が
津
軽
街
道
」
】のY

ouTube 

も
拝
見
。
清
水
恵
子
氏
に
関
し
て
も
、
そ
う
だ
っ
た
。
日
本
詩
人
ク
ラ
ブ
の
方

で
、
早
く
に
新
人
賞
を
受
賞
し
活
躍
さ
れ
て
お
る
方
だ
っ
た
。 



 

小笠原眞詩集『目下のところ』を拝読し 
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他
に
景
福
宮
や
虐
殺
犯
罪
博
物
館
、
ピ
ラ
砂
丘
、
オ
ペ
ラ
歌
手
の
キ
リ
・
テ
・

カ
ナ
ワ
の
歌
唱
に
驚
き
Ｃ
Ｄ
を
２
枚
買
い
、
そ
の
時
に
マ
オ
リ
族
に
つ
い
て
少

し
知
り
興
味
を
持
っ
た
が
そ
の
戦
士
の
舞
踏
「
ハ
カ
」
な
ど
を
ネ
ッ
ト
で
学
ぶ
。 

最
後
に
詩
「
引
き
算
か
ら
生
ま
れ
る
幸
せ
」
か
ら
最
後
の
二
連
。
実
に
同
感

で
あ
る
。 

  
 

地
球
が
悲
鳴
を
上
げ
て
い
る 

 
 

自
然
が
悲
鳴
を
上
げ
て
い
る 

 
 

生
物
が
悲
鳴
を
上
げ
て
い
る 

  
 

そ
ろ
そ
ろ 

 
 

地
球
規
模
の 

 
 

断
捨
離
が
必
要
な
の
だ 

      

詩
誌
「
風
」
第
137
号
掲
載 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

瀬
川
紀
雄
Ｈ
Ｐ
「
シ
エ
カ
の
風
」 

 

       

http://kuriba.la.coocan.jp/

