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八
一

「
葦
手
」
は
、『
作
品
』
昭
和
十
年
十
月
号
に
「
一
」
か
ら
「
三
」
が
、
十
一
月

号
に
「
四
」
か
ら
「
六
」
が
、十
二
月
号
に
「
七
」
か
ら
「
九
」
が
発
表
さ
れ
た（
１
）。

同
年
に
同
じ
雑
誌
に
発
表
さ
れ
た
「
佳
人
」（
２
）と
「
貧
窮
問
答
」（
３
）に
次
ぐ
作

品
で
あ
る
。

本
作
品
で
は
、「
生
活
上
の
出
来
事
を
物
語
る
三
つ
の
執
筆
時
点
か
ら
の
回
想

と
し
て
叙
述
が
行
わ
れ
て
」
お
り
、「
そ
の
都
度
、
そ
の
時
点
以
前
に
「
わ
た
し
」

が
遭
遇
し
た
事
件
を
「
わ
た
し
」
に
語
ら
せ
る
と
い
う
寸
法
」（
４
）が
取
ら
れ
て

い
る
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。「
三
つ
の
執
筆
時
点
」
と
は
、
お
そ
ら
く
、
書
き
手

と
し
て
の
自
意
識
が
書
か
れ
て
い
く
「
二
」
と
「
七
」
の
時
点
と
、
ま
た
「
八
」

で「
時
の
隔
り
を
置
い
た
今
日
」と
言
及
さ
れ
る
時
点
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。「
葦

手
」
は
、
こ
れ
ら
の
時
点
か
ら
書
か
れ
る
書
き
手
「
わ
た
し
」
の
コ
メ
ン
ト
を
交

え
て
語
ら
れ
て
い
く
。
こ
れ
ま
で
に
、「〝
こ
の
小
説
を
書
く
小
説
〞
の
形
式
が
『
佳

人
』
か
ら
引
き
継
が
れ
」、「
こ
の
小
説
を
書
い
て
い
る
意
識
の
直
接
的
叙
述
が
頻

繁
に
現
れ
る
」（
５
）と
捉
え
ら
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。

「
二
」
で
は
、「
こ
こ
ま
で
書
い
て
来
た
時
、
わ
た
し
は
び
く
り
と
し
て
ペ
ン
を

擱
い
た
。」
と
、書
き
手
の
「
わ
た
し
」
が
語
り
始
め
る
。「
二
年
以
来
」「
初
め
て
」

「
ペ
ン
を
取
り
上
げ
た
」「
わ
た
し
」
は
、「
座
標
を
定
め
る
」
と
い
う
こ
と
、「
我

と
わ
が
所
在
の
図
を
描
く
」
こ
と
を
「
ひ
そ
か
に
」
願
っ
て
、
書
く
と
い
う
仕
事

に
取
り
か
か
っ
た
と
い
う
。「
座
標
を
定
め
る
」
と
は
、
静
的
で
固
定
的
な
あ
り

方
で
あ
る
と
推
測
で
き
る
も
の
の
、
抽
象
的
な
表
現
で
あ
り
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う

な
こ
と
か
詳
し
く
述
べ
ら
れ
る
こ
と
も
な
い
。
し
か
し
「
七
」
の
次
の
よ
う
な
箇

所
は
、「
わ
た
し
」
の
考
え
を
探
る
手
が
か
り
と
な
る
と
思
わ
れ
る
。「
わ
た
し
」

が
自
ら
を
「
飛
行
家
の
弟
子
」
と
呼
び
、「
低
空
飛
行
」
を
目
論
ん
で
い
る
と
い

う
考
え
を
述
べ
る
箇
所
で
あ
る
。

　

 　

わ
た
し
は
元
来
飛
行
家
の
弟
子
な
の
だ
。
雲
を
も
風
を
も
低
し
と
見
て
過

ぎ
つ
つ
厚
み
も
重
み
も
な
い
世
界
へ
入
ら
う
と
す
る
離
れ
業
は
さ
る
こ
と
な

が
ら
、
わ
た
し
の
も
く
ろ
む
の
は
低
空
飛
行
で
、
直
下
に
現
ず
る
此
世
の
相

を
は
た
め
く
翅
に
掠
め
取
つ
て
空
に
曼
陀
羅
を
織
り
成
さ
う
と
云
ふ
野
心
を

蔵
し
て
ゐ
る
の
だ
が
、
さ
て
①
梅
子
と
か
仙
吉
と
か
雑
草
の
一
叢
に
立
ち
ま

ぢ
つ
て
は
、
わ
た
し
の
飛
行
機
は
束
の
間
の
滑
走
と
思
ひ
の
ほ
か
涯
の
知
れ
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ぬ
砂
地
の
中
に
迷
ひ
入
つ
た
ら
し
く
、
こ
の
ま
ま
で
は
止
度
な
く
砂
に
め
り

込
ん
で
行
く
一
方
で
あ
ら
う
。
②
雑
草
な
ど
と
気
を
許
し
て
ゐ
る
う
ち
に
、

先
方
で
は
仮
の
姿
ど
こ
ろ
か
、
彼
等
は
彼
等
な
り
に
精
一
杯
我
世
と
思
ふ
此

世
に
獅
噛
み
つ
い
て
ゐ
る
か
ら
に
は
侮
り
が
た
い
執
念
で
、
い
つ
か
わ
た
し

自
身
が
も
う
同
じ
仲
間
の
附
合
に
吸
ひ
こ
ま
れ
て
し
ま
つ
た
の
で
あ
ら
う

か
。（
…
）
③
せ
め
て
転
ん
で
も
た
だ
は
起
き
ぬ
量
見
で
掴
ん
だ
砂
で
絵
を

描
い
て
見
せ
よ
う
と
し
て
も
、
当
の
わ
た
し
が
砂
絵
師
で
は
な
く
て
砂
に
な

り
は
て
て
ゐ
る
始
末
で
は
我
手
で
お
の
れ
を
掴
み
上
げ
る
傍
か
ら
つ
ひ
指
の

股
を
辷
り
落
ち
て
し
ま
ふ
ば
か
り
…
… 

（
七
）

こ
こ
で
、「
わ
た
し
」
は
、「
低
空
」
か
ら
「
此
世
の
相
」
を
書
く
の
だ
と
述
べ

る
一
方
で
、「
此
世
」
の
中
に
「
立
ち
ま
ぢ
」
る
こ
と
に
対
し
て
は
抵
抗
を
感
じ

て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
本
作
品
で
は
、「
わ
た
し
」
が
、
自
分
は
周
囲
の
人
間

た
ち
と
は
異
な
る
と
考
え
て
お
り
、
市
井
を
生
き
る
彼
ら
と
同
じ
よ
う
な
存
在
と

な
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
強
い
抵
抗
感
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
目
を
引
く
。①
で
は
、

「
飛
行
家
」
と
自
称
す
る
「
わ
た
し
」
が
、「
束
の
間
の
滑
走
」
の
つ
も
り
で
仙
吉

や
梅
子
と
い
う
周
囲
の
人
々
と
付
き
合
っ
て
い
る
と
述
べ
、
彼
ら
を
「
雑
草
の
一

叢
」
と
呼
ん
で
い
る
。
そ
し
て
、
②
「
わ
た
し
自
身
が
も
う
同
じ
仲
間
の
附
合
に

吸
ひ
こ
ま
れ
て
し
ま
」
い
、
③
「
砂
絵
師
で
は
な
く
て
砂
に
な
り
は
て
て
ゐ
る
」

こ
と
に
対
し
て
懸
念
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
②
で
は
、「
わ
た
し
」
が
周
囲

の
人
々
に
対
し
て
、「
彼
等
は
彼
等
な
り
に
精
一
杯
我
世
と
思
ふ
此
世
に
獅
噛
み

つ
い
て
ゐ
る
か
ら
に
は
侮
り
が
た
い
執
念
で
」
と
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
世
で
必

死
に
生
き
て
い
こ
う
と
す
る
こ
と
は
当
た
り
前
の
こ
と
で
あ
り
、
本
作
品
で
は
、

「
わ
た
し
」
が
殊
更
そ
の
よ
う
に
書
く
と
い
う
こ
と
を
読
ま
ね
ば
な
ら
な
い
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
わ
た
し
」
は
身
の
周
り
の
世
界
を
「
濛
濛
と
塵
の
あ
が
る

浮
世
の
巷
」
と
呼
び
、
そ
こ
で
の
出
来
事
を
「
こ
こ
の
露
地
か
し
こ
の
町
角
に
落

ち
て
ゐ
る
世
間
噺
」
と
述
べ
る
。「
五
」
で
は
「
卑
俗
」
な
市
井
に
対
比
し
て
、「
自

ら
何
か
高
邁
な
る
も
の
を
抱
懐
し
て
ゐ
る
人
物
で
あ
る
か
の
ご
と
く
思
ひ
な
し

て
」
い
る
。「
黒
々
と
巻
き
返
る
渦
の
た
だ
中
に
」
に
飛
び
こ
ん
だ
結
果
、「
あ
あ
、

わ
た
し
に
於
け
る
高
邁
な
る
も
の
は
抑
々
ど
う
な
つ
て
し
ま
つ
た
の
で
あ
る
か
と

口
惜
し
涙
に
く
れ
な
が
ら
田
作
の
歯
ぎ
し
り
を
す
る
」
思
い
で
あ
る
と
い
う
。

「
葦
手
」
は
、芸
人
で
あ
る
友
人
「
河
本
仙
吉
芸
名
清
元
卯
太
夫
」
の
妾
宅
に
「
わ

た
し
」
が
案
内
さ
れ
る
こ
と
に
始
ま
る
。
そ
の
物
語
は
こ
れ
ま
で
に
、「
こ
の
世

の
醜
悪
」（
４
）あ
る
い
は
「
俗
臭
ふ
ん
ぷ
ん
た
る
世
俗
の
人
間
ど
も
の
活
写
」（
５
）

と
ま
と
め
ら
れ
、「
ス
ト
ー
リ
ー
の
主
要
な
一
本
は
ま
さ
に
一
つ
の
妾
宅
の
崩
壊

を
た
ど
っ
」（
６
）て
い
く
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
確
か
に
、
本
作
品
で
は
、
清
元

卯
太
夫
こ
と
仙
吉
を
中
心
と
す
る
古
め
か
し
い
世
界
の
こ
と
が
こ
ま
ご
ま
と
描
か

れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
の
み
で
は
、
本
作
品
の
魅
力

を
取
り
落
と
し
て
い
る
点
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
作
品
で
は
、
殊
更

周
り
の
人
物
や
身
の
回
り
の
出
来
事
を
「
卑
俗
」
と
呼
び
、
市
井
に
立
ち
ま
じ
る

こ
と
に
抵
抗
を
示
し
て
い
る
「
わ
た
し
」
の
あ
り
よ
う
を
読
む
こ
と
が
重
要
な
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、
こ
れ
ま
で
に
あ
ま
り
注
意
が
向
け
ら
れ
て
い

な
か
っ
た
薩
摩
屋
銀
二
郎
と
い
う
登
場
人
物
と
「
わ
た
し
」
と
の
関
わ
り
を
考
察

し
、「
葦
手
」
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
再
考
し
た
い
。
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一　
「
ブ
ラ
ン
ク
・
ペ
エ
ヂ
」
に
つ
い
て

薩
摩
屋
銀
二
郎
は
、
市
井
の
こ
と
に
通
じ
て
お
り
世
の
中
を
器
用
に
渡
っ
て
い

く
人
物
と
し
て
、「
わ
た
し
」
と
は
対
照
的
に
書
か
れ
て
い
る
。「
葦
手
」
に
は
「
わ

た
し
」
が
銀
二
郎
に
相
談
を
持
ち
か
け
る
場
面
が
二
度
あ
る
。
例
え
ば
「
六
」
で

は
、
下
宿
先
の
主
人
夫
婦
の
娘
・
美
代
を
め
ぐ
る
関
係
や
家
賃
の
滞
納
に
つ
い
て

相
談
を
し
て
い
る
。
銀
二
郎
の
対
応
は
、「
そ
り
や
、
ど
つ
ち
に
し
て
も
早
く
引

払
つ
た
は
う
が
よ
か
ら
う
。
僕
も
片
棒
ぐ
ら
ゐ
は
担
ぐ
か
ら
。」
と
い
う
も
の
で

あ
る
。
銀
二
郎
に
は
、
頼
っ
て
く
る
者
を
明
る
い
態
度
で
励
ま
し
、
積
極
的
に
問

題
を
解
決
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
時
二
人
は
仙
吉
の
妾
で
あ

る
梅
子
の
家
に
「
勘
定
取
」
が
や
っ
て
来
る
の
に
居
合
わ
せ
る
の
だ
が
、「
跋
の

悪
い
」「
わ
た
し
」
が
「
と
ん
だ
と
こ
ろ
へ
来
合
は
せ
た
と
も
ぢ
も
ぢ
し
て
ゐ
る
」

の
に
対
し
、
銀
二
郎
は
さ
り
気
な
く
「
な
に
が
し
か
を
手
渡
」
す
。
銀
二
郎
は
そ

の
よ
う
に
周
り
の
者
を
気
遣
う
。
一
方
「
わ
た
し
」
は
、
銀
二
郎
の
恋
人
で
あ
る

ミ
ド
リ
が
相
談
に
訪
ね
て
く
る
「
四
」
に
お
い
て
、「
こ
れ
は
面
倒
に
な
つ
て
来

た
と
些
か
辟
易
」
し
て
い
る
。「
わ
た
し
」
は
人
の
気
持
ち
が
分
か
ら
ず
、
気
の

つ
か
な
い
人
物
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
。「
情
事
の
も
つ
れ
な
ど
に
あ
ま
り
興
味

の
持
て
な
い
わ
た
し
は
い
つ
か
耳
の
は
う
が
お
留
守
に
な
」
っ
て
し
ま
い
、「
実

は
内
証
で
モ
ヂ
ャ
子
と
渾
名
を
つ
け
て
ゐ
た
そ
の
縮
れ
毛
が
陽
を
受
け
て
き
ら
き

ら
と
輝
く
の
を
ぼ
ん
や
り
眺
め
」
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

最
終
章
で
あ
る
「
九
」
で
は
、「
こ
の
夜
以
来
一
月
あ
ま
り
の
今
日
ま
で
、
わ

た
し
が
ど
う
や
ら
生
き
延
び
て
来
ら
れ
た
の
は
銀
二
郎
の
好
意
に
依
る
の
だ
。」

と
始
ま
り
、
風
邪
で
倒
れ
た
「
わ
た
し
」
に
代
わ
っ
て
銀
二
郎
が
活
躍
を
み
せ
て

い
る
。
下
宿
に
帰
る
こ
と
が
で
き
ず
に
訪
ね
て
き
た
「
わ
た
し
」
を
、銀
二
郎
は
、

「
そ
り
や
と
ん
だ
目
に
逢
つ
た
な
。
だ
が
、
怪
我
が
な
く
つ
て
何
よ
り
だ
。
御
婦

人
方
の
は
う
に
も
ま
づ
間
違
ひ
は
あ
る
ま
い
。
今
夜
は
ま
あ
こ
こ
に
泊
る
さ
。
明

日
に
な
つ
た
ら
ま
た
い
い
智
慧
が
出
る
だ
ら
う
。」
と
い
う
言
葉
で
迎
え
る
。
そ

の
後
倒
れ
て
「
大
熱
往
来
」
と
な
る
「
わ
た
し
」
に
代
わ
り
、銀
二
郎
は
「
一
切
」

を
「
い
い
よ
、引
き
受
け
た
よ
」
と
快
く
応
え
て
、下
宿
を
引
き
払
う
た
め
に
「
わ

ざ
わ
ざ
目
黒
へ
話
を
つ
け
に
出
向
」
き
、「
わ
た
し
」
が
滞
納
し
て
い
た
家
賃
の

一
部
を
支
払
い
、
薩
摩
屋
の
ト
ラ
ッ
ク
で
引
き
取
っ
た
荷
物
を
店
の
倉
庫
に
保
管

す
る
と
い
う
「
計
ら
ひ
ぶ
り
」
で
、「
わ
た
し
」
の
抱
え
た
問
題
を
手
際
よ
く
片

付
け
て
い
く
。
ま
た
、
こ
の
後
、
銀
二
郎
は
、
神
戸
に
出
発
す
る
こ
と
に
な
る
が
、

そ
の
際
、
以
前
の
恋
人
と
縒
り
を
戻
し
て
ア
パ
ー
ト
を
出
て
行
っ
た
ミ
ド
リ
を
、

上
海
行
き
の
船
に
乗
せ
る
た
め
に
神
戸
ま
で
同
行
す
る
と
い
う
。
銀
二
郎
は「
六
」

で
、「
あ
い
つ
、
な
ぜ
お
れ
ん
と
こ
へ
来
ね
え
。
何
も
云
ふ
に
や
及
ば
ね
え
。
面

さ
へ
見
せ
り
や
そ
れ
で
い
い
ん
だ
。
大
し
た
こ
と
も
で
き
ね
え
が
、
ど
う
に
か
始

末
を
つ
け
よ
う
ぢ
や
ね
え
か
。
あ
ん
ま
り
お
れ
と
云
ふ
人
間
を
知
ら
な
過
ぎ
る
」

と
述
べ
て
い
た
の
だ
が
、「
九
」
で
は
そ
の
言
葉
を
実
行
に
移
す
の
で
あ
る
。

と
り
わ
け
、
銀
二
郎
が
、
納
得
の
で
き
な
い
よ
う
な
形
で
仙
吉
と
別
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
梅
子
を
訪
ね
、
再
び
母
親
に
金
銭
を
こ
と
づ
け
た
後
、「
い
つ
そ
神
戸

へ
来
た
ら
ど
う
だ
、
よ
か
つ
た
ら
二
人
で
息
抜
き
に
来
い
」
と
言
い
置
い
て
き
た

と
い
う
話
に
注
意
し
た
い
。
こ
の
場
面
で
は
、
次
の
よ
う
に
、
銀
二
郎
と
「
わ
た

し
」
の
台
詞
と
が
直
接
話
法
で
連
ね
ら
れ
、
質
問
を
重
ね
、
た
だ
話
を
聞
い
て
い

る
だ
け
の「
わ
た
し
」の
様
子
が
印
象
づ
け
ら
れ
て
い
る
。「
葦
手
」に
は
他
に
も
、

三
頁
分
に
達
す
る
ほ
ど
の
分
量
で
、
直
接
話
法
が
繋
ぎ
合
わ
せ
ら
れ
る
箇
所
が
あ
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る
。
通
常
会
話
文
は
、
地
の
文
と
の
ほ
ど
よ
い
割
合
で
配
分
さ
れ
る
か
、
そ
う
で

は
な
く
て
も
、
別
の
人
物
に
よ
る
発
言
は
そ
れ
ぞ
れ
改
行
さ
れ
て
交
替
す
る
。
そ

れ
故
こ
の
よ
う
な
箇
所
は
目
を
引
く
部
分
で
あ
る
。

　

 　
「（
…
）
お
別
れ
に
景
気
よ
く
と
云
ふ
つ
も
り
だ
つ
た
が
、
さ
う
行
か
な
く

な
つ
た
。」「
ど
う
し
て
。」「
金
が
な
い
ん
だ
。」「
ふ
う
ん
。」「
旅
費
と
称
し

て
店
か
ら
少
し
余
分
に
取
つ
と
い
た
ん
だ
が
、
す
つ
か
り
與や

つ
て
来
た
よ
。」

「
だ
れ
に
。」「
梅
公
に
、。」「
梅
公
に
か
。」「
う
ん
。」「
梅
公
、ど
う
し
て
る
。」

「
会
は
な
い
。
留
守
だ
つ
た
。」「
ぢ
や
、
誰
に
や
つ
た
ん
だ
。」「
お
ふ
く
ろ

に
渡
し
て
来
た
の
さ
。」「
な
ん
で
・
・
・
・
」「
な
ん
で
つ
て
、
た
だ
や
つ

た
の
さ
。
い
ろ
い
ろ
話
を
聞
い
て
み
る
と
、
借
金
を
払
つ
た
り
引
越
を
し
た

り
、そ
れ
に
梅
公
が
体
を
悪
く
し
て
け
ふ
も
医
者
へ
行
つ
た
ん
だ
さ
う
だ
が
、

例
の
五
百
円
、
ひ
ど
く
心
細
い
こ
と
に
な
つ
て
る
ら
し
い
ん
だ
。
い
つ
そ
神

戸
へ
来
た
ら
ど
う
だ
、
よ
か
つ
た
ら
二
人
で
息
抜
き
に
来
い
と
、
さ
う
云
ひ

お
い
て
来
た
。」「
引
き
取
る
の
か
。」「
そ
こ
ま
で
は
考
へ
ち
や
ゐ
な
い
。
半

年
か
一
年
遊
ぶ
つ
も
り
で
来
た
ら
気
が
変
つ
て
よ
か
ら
う
と
云
ふ
こ
と
さ
。

梅
公
が
仕
立
物
で
も
し
て
小
遣
を
稼
ぐ
量
見
な
ら
、
ち
つ
ぽ
け
な
家
の
一
軒

ぐ
ら
ゐ
、
な
あ
に
い
く
ら
か
か
る
も
ん
か
、
そ
の
く
ら
ゐ
の
こ
と
は
し
て
や

つ
て
も
い
い
。
だ
が
、
だ
か
ら
ど
う
し
ろ
と
は
云
は
な
い
さ
。
そ
り
や
物
の

は
づ
み
は
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
間
違
つ
た
ら
ま
ち
が
つ
た
時
だ
。
何
も

無
理
に
た
願
や
し
ね
え
。」
と
歯
を
す
う
す
う
云
は
せ
な
い
ば
か
り
に
、
銀

二
郎
は
涼
し
い
顔
を
し
て
ゐ
た
。 

（
九
）

自
ら
の
周
り
の
世
界
を
「
卑
俗
」
と
捉
え
る
「
わ
た
し
」
は
、
銀
二
郎
も
ま
た

そ
の
よ
う
な
世
界
の
住
人
と
し
か
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、こ
こ
で「
わ

た
し
」
は
、
世
俗
の
男
で
あ
る
銀
二
郎
の
こ
と
を
分
か
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う

発
見
を
す
る
に
至
る
。
こ
こ
で
は
、
直
接
話
法
を
多
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
わ

た
し
」
の
目
が
開
か
れ
る
過
程
が
読
者
の
前
に
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
三
」

で
は
、
友
人
の
妾
で
あ
っ
た
梅
子
の
こ
と
を
心
配
す
る
銀
二
郎
を
、「
人
心
の
機

微
に
ふ
れ
た
明
察
は
、
た
だ
の
缶
詰
屋
た
思
は
れ
ね
え
」
と
茶
化
し
、「
銀
さ
ん

の
御
婦
人
に
対
す
る
同
情
て
や
つ
も
、
や
つ
ぱ
り
眉
唾
物
ぢ
や
な
い
の
か
」
と
疑

い
を
示
し
て
い
る
。「
六
」
で
も
同
様
に
、
銀
二
郎
を
偽
善
的
で
あ
る
と
感
じ
、

梅
子
へ
の
気
持
ち
に
つ
い
て
、「
お
め
え
も
一
ぱ
し
女
だ
こ
が
入
つ
た
や
う
な
顔

を
し
な
が
ら
、
あ
ん
な
シ
ャ
モ
一
羽
ま
だ
絞
め
ら
れ
ね
え
た
、
し
ほ
ら
し
過
ぎ
て

間
が
抜
け
て
ら
あ
」
と
、「
野
放
図
な
」
調
子
で
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て

最
終
章
で
は
、「
わ
た
し
」
は
よ
う
や
く
銀
二
郎
が
梅
子
を
心
か
ら
気
遣
っ
て
い

る
こ
と
を
知
り
、
次
の
よ
う
に
何
も
言
わ
ず
に
銀
二
郎
の
顔
を
「
見
つ
め
」
る
の

で
あ
る
。

　

 　

こ
れ
は
も
う
鷹
揚
な
ど
と
云
ふ
美
徳
で
は
な
く
白
痴
の
ご
と
き
生
活
の
中

断
で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
こ
の
帳
簿
で
は
こ
こ
に
①
一
枚
ぽ
か
ん
と
大
き
な

ブ
ラ
ン
ク
・
ペ
エ
ヂ
が
あ
れ
ば
こ
そ
他
の
頁
に
数
字
が
ぎ
つ
し
り
遂
ひ
こ
ま

れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
②
こ
ん
な
に
も
愚
か
し
く
見
え
る
こ
と
は
一
面
に

於
て
抜
目
の
な
い
こ
と
の
秘
密
で
あ
ら
う
か
。
し
か
し
、
③
日
々
に
積
も
る

小
利
口
さ
小
器
用
さ
の
埃
を
こ
の
抜
穴
か
ら
吹
き
こ
む
風
で
颯
と
払
つ
て
ゐ

る
も
の
と
す
れ
ば
、
今
は
こ
の
男
が
心
の
窓
を
明
け
放
し
て
ゐ
る
時
で
あ
る
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か
と
、
わ
た
し
が
相
手
の
顔
を
見
つ
め
て
ゐ
る
と
、 

（
九
）

銀
二
郎
は
、
世
の
中
を
器
用
に
渡
っ
て
い
く
と
い
う
よ
り
は
、
自
分
の
利
害
に

拘
泥
せ
ず
に
人
の
た
め
に
行
動
す
る
。「
わ
た
し
」
は
銀
二
郎
の
内
面
を
「
帳
簿
」

に
見
立
て
て
推
し
量
ろ
う
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
言
葉
を
与
え
か
ね
て
い
る
。

①
「
ブ
ラ
ン
ク
・
ペ
エ
ヂ
」
と
は
、「
わ
た
し
」
に
は
理
解
で
き
な
い
銀
二
郎
の

性
質
の
一
面
を
指
す
言
葉
で
あ
る
。「
わ
た
し
」
に
と
っ
て
、
銀
二
郎
の
話
は
、

通
り
一
遍
の
良
い
話
や
「
美
徳
」
で
あ
る
と
受
け
と
め
る
に
は
②
「
愚
か
し
く
見

え
る
」
の
で
あ
り
、そ
の
こ
と
が
彼
が
身
に
つ
け
て
い
る
「
抜
け
目
の
な
い
こ
と
」

と
ど
の
よ
う
に
関
係
す
る
の
か
理
解
で
き
な
い
。「
わ
た
し
」
は
、
③
「
小
利
口

さ
小
器
用
さ
」を
持
つ
と
し
か
思
っ
て
い
な
か
っ
た
銀
二
郎
と
い
う
世
俗
の
男
が
、

「
心
の
窓
を
明
け
放
し
て
ゐ
る
時
」
に
立
ち
合
う
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
書
こ
う
と

し
て
い
る
世
俗
の
こ
と
を
、自
分
は
理
解
で
き
て
は
い
な
か
っ
た
と
知
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、「
わ
た
し
」
は
自
ら
の
行
動
が
「
酒
と
女
と
金
」
に
因
る
と

気
づ
い
て
い
る
。「
八
」
で
は
、「
わ
た
し
」
が
妙
子
と
い
う
女
性
に
盲
目
的
な
恋

を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
が
明
か
さ
れ
て
い
る
。「
情
事
の
も
つ
れ
な
ど
に
あ

ま
り
興
味
の
持
て
な
い
」
と
述
べ
て
い
た
「
わ
た
し
」
で
あ
る
が
、「
手
を
握
る

は
お
ろ
か
肩
が
ち
よ
つ
と
と
ふ
れ
合
つ
て
さ
へ
戒
律
を
犯
し
た
や
う
な
思
ひ
で
」、

「
妙
子
妙
子
と
念
じ
て
ゐ
た
」と
い
う
。下
宿
代
を
滞
ら
せ
て
い
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、

「
七
」
で
「
わ
た
し
」
は
妙
子
と
会
う
た
め
に
、「
曾
て
を
り
に
ふ
れ
て
書
き
散
ら

し
て
お
い
た
ラ
・
ロ
ッ
シ
ュ
フ
ウ
コ
オ
の
「
マ
ク
シ
ム
」
の
翻
訳
」
を
即
座
に
「
金

に
代
へ
」
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。
そ
の
よ
う
な
自
分
に
つ
い
て
、「
わ
た
し
」
は

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

 　

に
や
に
や
笑
つ
て
ゐ
る
人
間
ほ
ど
莫
迦
に
見
え
る
も
の
は
な
い
の
で
、
今

わ
た
し
は
よ
ほ
ど
莫
迦
な
顔
を
し
て
ゐ
る
に
相
違
な
く
、
そ
の
泰
平
面
の
も

と
は
要
す
る
に
酒
と
女
と
金
な
の
だ
と
し
て
み
れ
ば
、
あ
あ
、
我
が
道
徳
も

地
に
墜
ち
た
も
の
か
な
。 

（
七
）

「
葦
手
」
の
物
語
に
お
い
て
、「
わ
た
し
」
は
「
高
邁
」
で
あ
っ
た
は
ず
の
自
分

自
身
の
行
動
に
「
卑
俗
」
な
も
の
を
見
出
し
、
銀
二
郎
と
の
関
わ
り
を
通
し
て
、

世
俗
を
生
き
る
男
の
こ
と
が
自
分
に
も
理
解
で
き
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
発
見
す

る
の
で
あ
る
。

二　

座
標
の
ゆ
く
え

結
末
に
至
り
、「
わ
た
し
」
は
、
恋
の
相
手
で
あ
る
妙
子
と
の
間
に
生
じ
か
け

た
関
係
や
住
む
場
所
を
失
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
よ
う
な
結
末
を
「
わ
た
し
」
に

も
た
ら
す
の
が
、
鉄
砲
政
と
い
う
登
場
人
物
で
あ
る
。
鉄
砲
政
と
は
「
新
宿
界
隈

に
巣
く
ふ
」「
無
頼
漢
」
で
あ
り
、「
わ
た
し
」
は
彼
に
「
つ
け
狙
は
れ
て
絶
え
ず

生
命
を
脅
か
さ
れ
て
ゐ
」
た
。「
一
」
で
友
人
た
ち
か
ら
「
詩
人
」
と
呼
ば
れ
て

い
る
「
わ
た
し
」
は
、「
マ
ク
シ
ム
」
を
翻
訳
し
「
ア
ナ
ト
オ
ル
・
フ
ラ
ン
ス
」

へ
言
及
す
る
な
ど
、
文
学
を
志
す
イ
ン
テ
リ
で
あ
る
ら
し
い
こ
と
が
分
か
る
。
政

と
の
接
点
は
、「
わ
た
し
」
の
下
宿
の
主
人
が
「
同
業
の
博
徒
」
で
あ
り
「
こ
の

あ
た
り
一
帯
の
地
に
拠
つ
た
親
分
」
で
あ
る
故
に
生
じ
、
更
に
「
わ
た
し
」
が
そ

の
娘
の
美
代
か
ら
好
意
を
寄
せ
ら
れ
た
た
め
に
、「
白
眼
で
睨
ま
れ
」
る
と
い
う
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事
態
に
陥
っ
た
の
で
あ
る
。「
野
郎
生
か
し
ち
や
お
か
ね
え
。
お
れ
が
殺
る
と
云

つ
た
ら
き
つ
と
殺
つ
て
見
せ
る
ん
だ
。」
と
い
う
政
の
「
た
だ
な
ら
ぬ
喚
き
」
を

聞
き
な
が
ら
「
蒲
団
の
中
に
固
く
ち
ぢ
ま
つ
て
ゐ
た
」
こ
と
す
ら
あ
っ
た
「
わ
た

し
」
は
、「
爾
来
夜
寝
る
時
も
用
心
怠
り
な
く
、
机
、
古
本
、
が
ら
く
た
道
具
な

ど
障
害
物
を
合
の
襖
の
き
は
に
堆
く
積
み
上
げ
、
縁
側
の
雨
戸
を
一
枚
釘
を
さ
さ

ず
、
都
合
よ
く
閾
の
腐
つ
た
と
こ
ろ
を
押
せ
ば
す
ぐ
倒
れ
る
よ
う
仕
懸
て
お
き
、

い
ざ
と
云
ふ
場
合
の
逃
支
度
を
整
へ
」
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
「
わ
た

し
」
は
政
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
好
感
を
抱
い
て
い
る
。

　

 　

今
昼
近
く
ま
で
雨
戸
も
開
け
ず
床
に
寝
そ
べ
つ
て
ゐ
る
わ
た
し
の
眼
前
に

徂
徠
す
る
の
は
我
身
の
こ
と
で
も
な
く
銀
二
郎
た
ち
の
こ
と
で
も
な
く
、
不

思
議
に
も
親
し
み
あ
る
鉄
砲
政
の
顔
に
ほ
か
な
ら
ず
、
あ
の
狂
暴
を
以
て
し

て
し
ほ
ら
し
く
も
美
代
を
慕
つ
て
ゐ
る
心
根
を
察
す
る
と
寧
ろ
肩
を
叩
い
て

宥
め
て
や
り
た
い
思
ひ
で
、
自
ら
微
笑
が
浮
か
ぶ
の
で
あ
る
。 

（
四
）       

こ
の
後
の
展
開
で
は
、
こ
の
よ
う
に
呑
気
に
考
え
て
い
た
「
わ
た
し
」
は
、
ま

る
で
事
態
が
分
か
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。「
わ
た
し
」

と
恋
の
相
手
で
あ
る
妙
子
と
の
関
係
は
、
そ
の
後
政
に
追
い
か
け
ら
れ
て
「
わ
た

し
」
が
逃
げ
回
る
と
い
う
「
恥
づ
べ
き
事
件
」
に
よ
っ
て
、
ぶ
ざ
ま
な
形
で
壊
れ

て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
の
事
件
は
、
向
う
か
ら
思
い
を
寄
せ
ら
れ
て
い
た
美
代

と
の
関
係
も
「
わ
た
し
」
か
ら
吹
き
飛
ば
し
、
話
の
行
方
を
一
挙
に
変
え
る
。
こ

の
事
件
を
き
っ
か
け
に
政
は
美
代
を
手
に
入
れ
て
男
を
上
げ
る
が
、「
わ
た
し
」

は
風
邪
を
引
い
て
倒
れ
「
碌
に
口
も
き
け
ぬ
有
様
」
に
な
り
、住
む
場
所
す
ら
失
っ

て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
「
位
置
に
も
腰
掛
に
も
ど
こ
へ
据
ゑ
や
う
宛
の
な
い
有
様
」
に

つ
い
て
、「
わ
た
し
」
は
「
今
や
清
涼
な
息
吹
の
通
ひ
始
め
た
」
こ
と
を
感
じ
て

い
る
。「
わ
た
し
の
頼
み
」
は
「
我
が
気
魄
の
う
へ
に
懸
か
つ
て
ゐ
る
」
と
い
う

の
で
あ
る
。
結
末
で
「
わ
た
し
」
は
行
く
宛
す
ら
決
ま
っ
て
い
な
い
に
も
拘
わ
ら

ず
、「
外
套
の
襟
を
ぴ
ん
と
立
て
手
提
鞄
を
振
り
な
が
ら
、
二
十
の
若
者
の
や
う

に
口
笛
で
も
吹
き
さ
う
な
形
で
、も
う
ぽ
つ
ぽ
つ
落
ち
て
来
た
雨
の
中
を
歩
き
出
」

す
。「
葦
手
」
の
「
わ
た
し
」
は
、
自
ら
の
「
座
標
を
定
め
る
」
と
い
う
願
い
か

ら
こ
の
物
語
を
書
き
は
じ
め
た
。
し
か
し
、こ
こ
で
は
も
は
や
「
座
標
を
定
め
る
」

と
い
う
考
え
に
こ
だ
わ
っ
て
は
い
な
い
。
自
分
の
存
在
す
る
場
所
の
こ
と
が
よ
く

分
か
っ
て
い
る
と
い
う
静
的
な
あ
り
方
よ
り
も
、「
わ
た
し
」
は
、「
我
身
を
引
き

ず
ら
う
と
す
る
物
を
ぐ
い
と
掴
ん
で
、
剥
い
た
眼
の
下
に
見
直
す
粘
り
」
を
「
収

穫
」
と
す
る
の
で
あ
る
。

　

 　

今
や
わ
た
し
の
小
さ
な
胆
に
も
そ
ろ
そ
ろ
毛
が
生
へ
か
か
つ
て
、
物
に
引

き
ず
ら
れ
る
代
り
に
、
我
身
を
引
き
ず
ら
う
と
す
る
物
を
ぐ
い
と
掴
ん
で
、

剥
い
た
眼
の
下
に
見
直
す
だ
け
の
粘
り
が
附
い
て
来
た
の
だ
。
こ
れ
も
ま
た

何
も
の
か
で
あ
る
な
ら
ば
、
実
り
な
き
五
十
余
日
の
生
活
の
中
か
ら
わ
た
し

が
抽
出
し
得
た
唯
一
つ
の
収
穫
は
、
ま
づ
こ
れ
と
云
へ
ば
云
へ
る
の
で
あ
ら

う
。 

（
九
）

重
要
で
あ
る
の
は
、
予
め
見
当
が
つ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
書
こ
う

と
す
る
対
象
を
よ
く
見
る
こ
と
で
あ
る
。も
の
を
書
く
こ
と
を
志
す「
わ
た
し
」は
、
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そ
の
よ
う
に
自
覚
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
「
わ
た
し
」
は
、
市
井
の
出
来
事
に

振
り
回
さ
れ
な
い
た
く
ま
し
さ
を
身
に
つ
け
る
の
だ
。「
九
」
で
銀
二
郎
と
別
れ

た
後
、「
わ
た
し
」
は
妙
子
と
偶
然
再
会
す
る
が
、
そ
の
際
「
わ
た
し
」
は
、
か

つ
て
「
し
ら
ふ
」
で
「
紅
茶
な
ど
啜
つ
た
」
の
で
は
平
静
で
い
ら
れ
な
か
っ
た
妙

子
に
対
し
て
、「
お
茶
を
飲
み
な
が
ら
」「
相
手
が
勤
ま
る
」
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

「
わ
た
し
」
は
「
咲
く
花
舞
ふ
蝶
を
見
る
ご
と
く
、
心
の
ど
こ
か
に
相
手
を
眺
め

て
ゐ
ら
れ
る
」
の
で
あ
り
、「
そ
の
因
」
は
「
わ
た
し
に
あ
る
ら
し
く
も
思
は
れ
る
」

の
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
「
新
規
蒔
き
直
し
」
だ
と
感
じ
て
い
る
と
い
う
「
わ
た
し
」

は
、「
や
つ
ぱ
り
か
う
し
て
会
ふ
の
が
一
番
よ
さ
さ
う
だ
。
或
る
日
街
で
ば
つ
た

り
と
云
ふ
や
つ
が
」、
ま
た
、「
見
違
へ
」
る
よ
う
に
「
せ
い
ぜ
い
化
け
た
ま
へ
」

と
言
っ
て
、
妙
子
と
別
れ
る
。「
葦
手
」
の
結
末
で
は
、
こ
こ
ま
で
に
示
さ
れ
続

け
て
き
た
よ
う
な
、
市
井
か
ら
距
離
を
取
り
、
そ
こ
か
ら
目
を
背
け
よ
う
と
す
る

素
振
り
は
も
は
や
見
ら
れ
な
い
。
そ
れ
が
書
く
た
め
に
必
要
だ
か
ら
で
あ
る
。「
葦

手
」
の
結
末
で
、「
わ
た
し
」
は
書
き
手
と
し
て
出
発
す
る
の
で
あ
る
。

本
作
品
に
お
い
て
、「
わ
た
し
」
は
理
解
で
き
な
い
も
の
に
出
会
い
、成
長
す
る
。

そ
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
本
作
品
の
語
り
の
傾
向
に
つ
い
て
も
理
解
し
や
す
く

な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
稿
の
は
じ
め
で
述
べ
た
よ
う
に
、「
葦
手
」で
は
、

し
ば
し
ば
こ
の
小
説
の
書
き
手
が
存
在
を
濃
く
し
て
語
る
箇
所
が
あ
る
こ
と
が
指

摘
さ
れ
て
き
た
。
本
稿
で
は
、
そ
の
点
と
と
も
に
、
書
き
手
が
最
も
書
い
て
い
る

物
語
の
陰
に
隠
れ
る
形

―
す
な
わ
ち
、
直
接
話
法
が
多
用
さ
れ
る
と
い
う
傾
向

に
注
意
し
た
い
。
例
え
ば
、
第
一
節
で
引
用
し
た
銀
二
郎
と
「
わ
た
し
」
と
の
会

話
の
や
り
取
り
が
そ
の
よ
う
な
箇
所
で
あ
る
。
回
想
に
お
い
て
直
接
話
法
が
使
用

さ
れ
る
こ
と
は
通
常
の
こ
と
だ
が
、「
葦
手
」
で
は
全
体
を
通
し
て
、
短
い
直
接

話
法
が
改
行
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
続
く
箇
所
が
頻
繁
に
あ
る
。
ま
た
、
と
り
わ
け

次
に
挙
げ
る
よ
う
な
箇
所
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
こ
こ
で
は
、
銀
二
郎
の
発

言
が
書
き
手
「
わ
た
し
」
の
言
葉
の
間
に
挿
入
さ
れ
て
い
る
。

　

 　
（
…
）
梅
子
の
母
親
の
実
家
が
お
な
じ
く
悲
運
に
際
会
し
た
か
ら
だ
と
云

つ
て
し
ま
へ
ば
簡
単
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
ち
よ
つ
と
し
た
挿
話
が
あ
る
。

　

 　
「
と
こ
ろ
で
揚
場
の
を
ば
ち
や
ん
に
は
子
が
な
い
し
、
田
舎
の
酒
屋
は
没

落
と
は
云
つ
て
も
家
は
ち
や
ん
と
残
つ
て
る
ん
だ
か
ら
、
梅
公
に
を
ば
ち
や

ん
の
跡
を
継
が
せ
れ
ば
い
い
わ
け
だ
が
、
ま
た
以
前
そ
ん
な
話
も
あ
つ
た
さ

う
だ
が
ね
、
今
日
に
な
つ
て
そ
れ
が
さ
う
い
か
な
い
と
云
ふ
の
は
、
こ
こ
に

妙
ち
や
ん
と
云
ふ
も
の
が
現
は
れ
た
ん
だ
。
そ
れ
に
就
い
て
は
一
場
の
人
情

噺
、
す
な
は
ち
延
津
賀
師
匠
の
ロ
オ
マ
ン
ス
と
云
ふ
や
つ
が
あ
る
ん
だ
。」

も
う
一
昔
前
、
延
津
賀
が
ま
だ
浅
草
瓦
町
に
稽
古
所
を
開
い
て
ゐ
た
時
分
通

つ
て
来
る
弟
子
の
中
に
一
人
の
請
負
師
が
あ
つ
た
。
そ
れ
は
四
十
が
ら
み
の

妻
子
の
あ
る
男
と
云
ふ
よ
り
ほ
か
今
は
何
を
知
る
由
も
な
く
、
延
津
賀
と
の

間
に
ど
ん
な
交
渉
が
生
じ
た
の
や
ら
ロ
オ
マ
ン
ス
な
ど
と
唱
へ
る
銀
二
郎
に

し
て
も
委
細
の
消
息
に
通
じ
て
ゐ
る
筈
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
に
詳

し
く
記
し
が
た
い
の
だ
が
、
ま
づ
市
井
の
一
隅
に
咲
い
た
恋
物
語
を
二
人
の

う
へ
に
想
像
し
て
お
け
ば
よ
い
。 

（
三
）

本
作
品
に
お
い
て
、書
く
と
い
う
行
為
が
、「
急
所
の
点
を
見
極
め
」
る
よ
り
も
、

ま
ず
「
何
は
と
も
あ
れ
端
か
ら
そ
く
そ
く
と
」「
い
き
ほ
ひ
手
当
り
に
」
と
い
う

方
法
で
開
始
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
思
い
起
こ
し
た
い（
７
）。「
わ
た
し
」
は
、
耳
に



宮　

﨑　

三　

世

八
八

入
っ
て
き
た
市
井
の
登
場
人
物
た
ち
の
言
葉
を
、
書
き
手
と
し
て
の
コ
メ
ン
ト
に

そ
の
ま
ま
繋
ぎ
合
わ
せ
て
語
っ
て
い
く
。
直
接
話
法
を
多
用
し
て
書
く
と
い
う
積

み
重
ね
が
あ
っ
た
た
め
に
、「
わ
た
し
」
は
他
の
人
物
へ
の
感
情
移
入
や
理
解
が

深
ま
り
、「
世
俗
」
の
人
々
と
同
じ
立
場
に
立
て
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

結
論

「
葦
手
」
の
物
語
内
容
は
、
従
来
「
俗
臭
ふ
ん
ぷ
ん
た
る
世
俗
の
人
間
ど
も
の

活
写
」
と
い
う
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
確
か
に
本
作
品
で
は

市
井
の
生
活
が
丹
念
に
描
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
こ
に
こ
の
作
品
の
ね
ら
い
が

あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
。
重
要
な
の
は
「
わ
た
し
」
の
あ
り
よ
う
で
あ
る
。
降
り

か
か
っ
て
く
る
出
来
事
に
う
ま
く
対
処
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
「
わ
た
し
」
が
、

対
照
的
に
、
世
の
中
を
器
用
に
渡
っ
て
い
く
人
物
と
み
な
し
て
い
る
の
が
薩
摩
屋

銀
二
郎
と
い
う
登
場
人
物
で
あ
る
。
し
か
し
「
わ
た
し
」
は
彼
と
の
関
わ
り
を
通

し
て
、
こ
の
世
俗
を
生
き
る
男
の
こ
と
が
自
分
に
は
理
解
で
き
て
い
な
か
っ
た
こ

と
を
見
い
だ
し
て
ゆ
く
。

「
わ
た
し
」
は
「
座
標
を
定
め
る
」
こ
と
を
願
っ
て
、
書
く
と
い
う
仕
事
に
取

り
か
か
っ
た
。
し
か
し
、
結
末
で
示
さ
れ
る
の
は
、「
わ
た
し
」
が
生
じ
か
け
た

恋
や
住
む
場
所
を
失
い
、
い
っ
そ
う
宛
の
な
い
有
様
と
な
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ

に
も
拘
わ
ら
ず
清
々
し
く
歩
き
出
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
わ
た
し
」

は
も
は
や「
座
標
を
定
め
る
」と
い
う
静
的
な
あ
り
方
に
こ
だ
わ
っ
て
い
な
い
。「
わ

た
し
」
は
、
銀
二
郎
と
の
関
わ
り
を
通
し
て
、
書
こ
う
と
す
る
対
象
に
つ
い
て
既

に
分
か
っ
て
い
る
こ
と
で
は
な
く
、
そ
れ
を
よ
く
見
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
自

覚
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。「
葦
手
」
は
「
わ
た
し
」
の
書
き
手
と
し
て
の
出

発
の
物
語
で
あ
る
と
考
え
る
。

【
註
】

（
1
） 

引
用
は
復
刻
版
『
作
品
』（
日
本
近
代
文
学
館
、
一
九
八
一

二
年
五
月
）
に
拠
る
。

引
用
に
際
し
て
漢
字
を
通
行
の
字
体
に
改
め
、
ル
ビ
は
適
宜
略
し
た
。
引
用
に
傍

線
や
傍
点
及
び
数
字
や
省
略
記
号
「（
…
）」
を
付
し
、
各
引
用
の
最
後
に
章
の
漢

数
字
を
括
弧
で
示
し
た
の
は
引
用
者
で
あ
る
。

（
2
） 

『
作
品
』
第
六
巻
第
五
号
、
昭
和
十
年
五
月
。

（
3
） 

『
作
品
』
第
六
巻
第
八
号
、
昭
和
十
年
八
月
。

（
4
） 

野
口
武
彦
「
純
粋
散
文
の
追
求
」、『
石
川
淳
論
』、
一
九
六
九
年
二
月
。

（
5
） 

鈴
木
貞
美
「『
山
桜
』
ま
で

―
石
川
淳
作
品
史
（
２
）」『
日
本
近
代
文
学
』、

一
九
八
六
年
五
月
。

（
6
） 

神
崎
祥
生
「〈
老
女
の
物
語
〉

―
石
川
淳
・
昭
和
十
年
代
の
「
小
説
の
小
説
」
の

一
断
面
」、『
国
語
と
国
文
学
』
七
二

六
、一
九
九
五
年
六
月
。

（
7
） 

石
川
淳
は
「
短
篇
小
説
の
構
成
」（『
文
章
世
界
』、
昭
和
十
三
年
三
月
）
に
お
い
て
、

あ
ら
か
じ
め
構
想
を
立
て
て
か
ら
書
く
と
い
う
書
き
方
に
つ
い
て
、そ
れ
は
「
小
説
」

の
「
制
作
過
程
」
で
は
な
い
と
退
け
、「
ペ
ン
と
と
も
に
考
へ
る
」
の
だ
と
述
べ
て

い
る
。「
葦
手
」
で
は
、
同
様
の
方
法
の
重
要
性
に
作
中
の
書
き
手
が
気
づ
く
の
で

あ
る
。


