
『銀
の
匙
』
の
こ
と
ば

鈴

木

英

夫

は
じ
め
に

　
中
勘
助
の
「
銀
の
匙
』
は
周
知
の
よ
う
に
夏
目
漱
石
の
推
賞
に
よ
り
、

大
正
二
年

（
一
九

＝
二
）
に
東
京
朝
日
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
。
の
ち
後
篇

が
書
き
継
が
れ
、
大
正
四
年
に
同
じ
く
東
京
朝
日
新
聞
に
掲
載
さ
れ
る
。

本
稿
で
は
そ
の
前
篇
だ
け
を
対
象
と
す
る
。

　
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
後
、
「
銀
の
匙
」
は
大
正
十
年
（
奥
付
）
に
岩
波

書
店
か
ら
単
行
本
（
仮
綴
本
）
と
し
て
刊
行
さ
れ
、
の
ち
岩
波
文
庫
に
収

め
ら
れ
た
。
多
く
の
人
々
の
共
感
と
高
い
評
価
を
得
て
今
日
も
尚
、
文
庫

本
と
し
て
刊
行
さ
れ
続
け
て
い
る
。

　
本
稿

は
、
「
銀
の
匙
」
を
こ
と
ば
の
面
か
ら
取
上
げ
て
、
そ
の
特
徴
や

問
題
点
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
テ
キ
ス
ト
と
し
て

は
、
岩
波
文
庫
改
版
（
一
九
九
九
）
を
用
い
る
。

会
話
に

つ
い

て

　

［音
声
表
現
］

　

「銀
の
匙
」
は
中
勘
助
の
自
伝
的
小
説
で
あ
る
が
、
「
私
」
と
い
う
主

人
公
の

目
を
通
し
て
捉
え
ら
れ
た
世
界
が
語
ら
れ
て
い
く
。
作
者
は
で
き

る
だ
け
子
ど
も
の
見
た
世
界
を
忠
実
に
表
現
し
よ
う
と
す
る
。
そ
の
た
め

に
、
会
話
に
も
子
ど
も
の
言
葉
遣
い
が
、
生
の
形
で
描
か
れ
る
。
中
に
は

理
解
し
が
た
い
表
現
も
で
て
く
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
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①
「
え
く
し
ょ
。
女
に
お
ぶ
さ
っ
て
万
燈
ふ
っ
て
や
か
ら
」
（
九
・
2
4
）

「
え
く
し
ょ
」
に
つ
い
て
は
、
改
版
で
は
注
が
つ
い
て
い
る
が
、
．
そ
れ
ま

で
の

岩
波
文
庫
本
に
は
そ
の
注
が
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
十
川

信
介
氏
の

「
「銀
の

匙
」
を
読
む
」
（
岩
波
セ
ミ
ナ
ー
ブ
ッ
ク
ス
4
3
）
に

「
え
え
、
く
そ
の
説
り
」
（
3
3
ペ
ー
ジ
）
と
あ
る
。
「
え
く
し
ょ
」
は
、
三

十
五
回
に
も
出
て
く
る
。

②
「
え
く
し
ょ
。
日
本
人
の
く
せ
に
毛
唐
人
の
名
な
ん
が
書
い
て
や
が

　
　
ら
」
（
三
五
・
8
4
）

当
時
の
子
ど
も
た
ち
が
、
日
常
良
く
用
い
た
軽
い
罵
り
こ
と
ば
な
の
で
あ

ろ
う
。
今
な
ら
「
チ
ェ
ッ
」
と
で
も
い
う
表
現
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
げ
そ
く
ふ
だ

　
③
見
世
物
小
屋
の

木
戸
に
拍
子
木
と
下
足
札
を
ひ
か
え
て
あ
ぐ
ら
を
か

　
　
い
て
る
男
は
手
を
口
へ
あ
て
て
　
ほ
う
ば
ん
　
ほ
う
ば
ん
　
と
呼
び

　
　
た

て
る
。
（
六
・
1
7
）

と
あ
る
「
ほ
う
ば
ん
」
も
分
り
に
く
い
表
現
で
あ
る
。
こ
れ
は
木
戸
番
の

男
が
客
を
呼
び
込
む
た
め
に
「
さ
あ
さ
あ
、
評
判
だ
よ
、
評
判
だ
よ
」
と

一 1一



呼
ん

で
い

る
こ
と
ば
で
あ
っ
て
、
子
ど
も
に
は
「
ほ
う
ば
ん
　
ほ
う
ば

ん
」
と
聞
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
木
戸
番
が
「
評
判
、
評
判
」
と
呼
ん
で
客

寄
せ
を
し
て
い
た
こ
と
は
、
江
戸
時
代
の
シ
ャ
ボ
ン
玉
屋
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
2
　
　
　
　
　
　
　
．

　

「
ひ
や

う
ば
ん
く
く
」

と
言
い
な
が
ら
シ
ャ
ボ
ン
を
売
り
歩
い
て
い
た
こ
と
で
も
分
か
る
。
こ
の

「評
判
、
評
判
」
と
い
う
呼
び
声
が
、
子
ど
も
達
に
は
「
ほ
う
ば
ん
、
ほ

う
ば
ん
」
と
聞
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
．
、

　
子

ど
も
の
音
声
を
そ
の
ま
ま
写
し
た
例
と
し
て
は
他
に
も
次
の
よ
う
な

例
が
あ
る
。
「
私
」
と
お
国
さ
ん
が
か
く
れ
ん
ぼ
を
し
て
い
た
時
の
こ
と

ば

で
あ
る
が
、
「
も
う
い
い
か
ー
い
」
と
い
う
問
い
か
け
に
対
し
て
、
お

国
さ
ん
は

　
④

「も
い
よ
」
（
二
八
・
6
5
）

と
答
え
る
。
こ
れ
も
普
通
の
表
現
な
ら
「
も
う
い
い
よ
」
と
な
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。

　

「銀
の

匙
』
に
は
、
い
わ
ゆ
る
江
戸
設
り
を
受
け
継
ぐ
、
音
節
や
助
詞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
　
コ

の
融
合
が
見
ら
れ
る
。
音
節
同
士
の
融
合
は
、
．
田
↓
α
ぐ
ら
い
で
余
り
多

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
　
　
　
［

く
み
ら
れ
な
い
。

　
⑤
「
弱
え
な
。
」
（
三
六
・
9
0
）

他
に
は
「
知
ら
ね
え
」
（
五
一
・
瑚
）
が
あ
る
ぐ
ら
い
で
あ
る
。

　
多
い
の
は
、
語
と
そ
れ
に
続
く
助
詞
と
が
融
合
す
る
現
象
で
あ
る
。

「
は
」
と
の
融
合
が
多
い
。

　
⑥
「
や
あ
、
英
語
が
書
い
て
あ
ら
」
（
三
五
・
8
4
）

「あ
る
は
」
↓
「
あ
ら
あ
」
↓
「
あ
ら
」
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
女
の

子
も
使
う
。
1
　
　
　
　
　
　
　
か
あ
茎
　
し
か
’

⑦
「
い
っ
ち
ゃ
い
け
な
い
っ
て
お
母
様
に
叱
ら
れ
た
か
ら
」
（
五
十
・

　
　
m
）

　
先
生
が
生
徒
に
い
う
こ
と
ば
に
も
出
て
く
る
。

　
⑧
「
こ
り
ゃ
大
変
。
」
（
三
四
・
8
2
）

　
⑨
「
こ
れ
は
面
白
か
な
い
よ
。
」
（
三
七
・
9
2
）

日
常
的
な
場
面
で
は
先
生
も
使
っ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
⑩
「
あ
た
い
の
ま
ね
す
り
ゃ
大
丈
夫
だ
」
（
三
六
・
8
8
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぺ

「す
り
ゃ
」
は
「
す
れ
ば
」
が
融
合
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
融
合
す

る
形
と
し
て
広
く
使
わ
れ
て
い
た
の
は
、
「
～
し
ち
ゃ
う
」

「～
し
ち
ゃ
っ
た
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
女
の
子
も
使
っ
て
い
る
。

　
⑪
「
あ
た
し
の
も
こ
ん
な
に
な
っ
ち
ゃ
っ
た
」
．
（
二
九
・
6
8
）

こ
の
言
い
方
は
、
東
京
の
人
々
に
は
方
言
と
意
識
さ
れ
て
い
な
い
が
、
東

京
や
関
東
地
方
以
外
の
所
に
住
む
人
々
、
特
に
関
西
の
人
々
に
は
か
な
り

抵
抗
の
あ
る
言
い
方
で
あ
る
。
先
生
が
改
ま
っ
た
言
い
方
を
す
る
時
は
、

当
然
「
～
て
し
ま
っ
た
」
が
使
わ
れ
る
。

　
⑫
「
先
生
は
感
心
し
て
し
ま
っ
た
」
（
四
七
・
1
2
）

　
東
京
方
言
の
音
説
現
象
と
し
て
は
、
促
音
化
、
援
音
化
も
広
く
み
ら
れ

る
。　

⑬

「
ど
っ
こ
も
読
め
ま
せ
ん
」
（
四
一
・
皿
）

　
⑭

「
そ
ん
な
ら
い
っ
と
い
で
。
」
（
三
七
・
8
9
）

　
　

「
つ
ま
ん
な
い
や
　
つ
ま
ん
な
い
や
」
（
三
七
・
9
2
）

　

［男
の
子
の
こ
と
ば
］

　

「私
」
は
「
神
田
の
ま
ん
な
か
に
生
ま
れ
た
」
（
七
・
1
8
）
か
ら
、
幼

少
の
時
に
接
し
た
男
の
子
は
下
町
こ
と
ば
を
使
う
。
の
ち
小
石
川
に
移
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

た

が
、
移
っ
た
先
は
「
小
日
向
水
道
町
」
で
あ
り
、
小
学
校
は
「
小
日
向
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注
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水
道
町
服
部
坂
の

中
腹
」
に
あ
っ
た
「
市
立
黒
田
尋
常
高
等
小
学
校
」
で

あ
っ
た
。
こ
の
小
学
校
は
、
純
然
た
る
山
の
手
の
小
学
校
で
は
な
く
、
瓦

屋
の
息
子
（
三
五
・
8
6
）
や
「
伝
法
院
前
の
魚
屋
の
息
子
」
（
三
六
・
8
7
）

が
い
た

り
す
る
学
校
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
子
ど
も
達
の
こ
と
ば
も
下
町
こ

と
ば
が
主
流
で
あ
っ
た
。

　
⑩
「
あ
た
い
の
ま
ね
す
り
ゃ
大
丈
夫
だ
」
（
三
六
・
8
8
）

前
に
挙
げ
た
例
で
あ
る
が
、
魚
屋
の
息
子
ち
よ
っ
ぺ
い
の
こ
と
ば
で
あ
る
。

明
治
か
ら
大
正
期
に
か
け
て
は
、
下
町
で
は
男
の
子
も
女
の
子
も
「
あ
た

い
」
を
使
っ
て
い
た
。
堀
辰
雄
の
自
伝
的
小
説
「
花
を
持
て
る
女
」
に
登

場
す

る
少
年
も
「
あ
た
い
」
を
使
っ
て
い
る
。

　
下
町

こ
と
ば
よ
り
も
広
い
概
念
と
し
て
東
京
方
言
が
あ
る
。
ど
こ
ま
で

を
下
町
こ
と
ば
と
し
、
ど
こ
か
ら
を
東
京
方
言
と
す
る
か
必
ず
し
も
明
確

で
な

い
面
も
あ
る
の
で
、
以
下
東
京
方
言
と
い
う
広
い
視
点
か
ら
み
て
い

く
こ
と
に
す
る
。

　
東
京
方
言
を
考
え
る
に
際
し
て
は
、
主
に
次
の
文
献
を
参
照
し
た
。

　
○
斎
藤
秀
一
編
「
東
京
方
言
集
」
（
国
書
刊
行
会
）

　
○
田
中
章
夫
『
東
京
語
ー
そ
の
成
立
と
展
開
ー
」
（
明
治
書
院
）

　
○
秋
永
一
枝
『
東
京
弁
は
生
き
て
い
た
』
（
ひ
つ
じ
書
房
）

　
O
前
田
勇
編
『
江
戸
語
大
辞
典
』
（
講
談
社
）

　
男
の
子
の
こ
と
ば
か
ら
東
京
方
言
と
い
え
る
も
の
を
拾
う
と
、
次
の
よ

う
な
も
の
が
あ
る
。

⑮
「
お
い
ら
の
せ
い
じ
ゃ
な
ー
い
と
」
（
三
五
・
8
5
）

⑯
「
お
ら
知
ら
ね
え
と
」
（
五
一
・
脳
）

⑰
「
女
に
お
ぶ
さ
っ
て
万
燈
ふ
っ
て
や
が
ら
」
（
九
・
2
4
）

⑱
「
い
っ
し
ょ
に
し
ょ
ん
べ
ん
に
い
こ
う
」
（
三
六
・
8
8
）

　
右
に

挙
げ
た
⑱
の
例
は
、
子
ど
も
同
士
で
は
「
し
ょ
ん
べ
ん
」
を
使
う

の
に

対
し
、
先
生
に
は

⑲
「
先
生
、
お
小
用
に
や
っ
て
く
だ
さ
い
」
（
三
六
・
8
8
）

と
「
お
小
用
」
を
使
っ
て
い
る
。
秋
永
一
枝
氏
は
前
掲
書
の
中
で
こ
の

「
お
小
用
」
も
東
京
弁
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
て
お
ら
れ
る
。
こ
う
し
て
み

る
と
、
東
京
方
言
の
中
に
も
改
ま
っ
た
場
面
で
も
使
え
る
も
の
と
そ
う
で

な

い

も
の
と
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
位
相
の
違
い
が
あ
る
と
い
え
る
。

　
一
方
、
主
人
公
の
「
私
」
は
、
い
わ
ゆ
る
山
の
手
こ
と
ば
を
使
っ
て
い

た

も
の
と
思
わ
れ
る
。
東
京
方
言
と
い
え
る
も
の
は
、
前
に
挙
げ
た

　
⑬
「
ど
っ
こ
も
読
め
ま
せ
ん
」
（
四
一
・
皿
）

と
い
う
、
促
音
化
し
た
例
ぐ
ら
い
で
あ
る
。

　
⑳
「
お
国
さ
ん
、
お
遊
び
な
さ
い
な
」
（
三
十
・
7
2
）

と
い
う
表
現
や
、
地
の
文
の
表
現
か
ら
み
て
「
私
」
は
話
し
こ
と
ば
に
お

い
て

「
お

父
様
」
「
お
母
様
」
を
使
い
、
寝
る
前
に
「
御
機
嫌
よ
う
」
を

い
わ

せ

ら
れ
る
（
十
七
・
3
9
）
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
か
な
り
丁
寧
な
こ

と
ば
つ
か
い
を
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
「
私
」
の
父
の
モ
デ
ル
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
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あ
る
中
勘
弥
は
、
明
治
二
十
年
代
は
合
資
洋
白
会
社
の
取
締
役
だ
っ
た
ら

し
い
の
で
、
生
活
水
準
も
高
く
、
こ
と
ば
つ
か
い
も
丁
寧
だ
っ
た
も
の
と

思
わ

れ

る
。
階
層
的
に
は
上
流
か
中
流
の
上
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

　

［女
の

子
の
こ
と
ば
］

　
女
の

子

と
し
て
は
お
国
さ
ん
と
お
恵
ち
ゃ
ん
が
登
場
す
る
。
二
人
と
も

山
の
手
こ
と
ば
を
使
う
。
た
だ
言
葉
遣
い
は
お
恵
ち
ゃ
ん
の
方
が
丁
寧
で

あ
る
。
こ
れ
は
家
庭
環
境
の
違
い
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
「
お
国
さ
ん

の

お

父
様
は
阿
波
の
藩
士
で
、
そ
の
じ
ぶ
ん
有
名
な
志
士
で
あ
っ
た
」
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（
二
六
・
5
9
）
と
描
か
れ
て
い
る
。
モ
デ
ル
は
岡
本
監
輔
、
旧
徳
島
藩
士

で
独
逸
協
会
学
校
教
授
や

哲
学
館
講
師
を
嘱
託
さ
れ
て
い
る
。
千
島
や
エ

ト
ロ
フ
な
ど
も
訪
れ
た
。
お
恵
ち
ゃ
ん
の
父
親
に
つ
い
て
は
特
に
言
及
さ

れ
て

い
な

い
。
た
だ
言
葉
遣
い
の
上
か
ら
い
う
と
、
お
恵
ち
ゃ
ん
の
方
が

丁
寧
な
言
葉
遣
い
を
す
る
。
「
私
」
の
家
を
訪
れ
て

　
⑳

「ご
め
ん
あ
そ
ば
せ
」
（
四
五
・
肪
）

と
挨
拶
し
た
り
、

　
　
　
き
の
う

　
⑳

「昨
日
は
あ
た
く
し
が
悪
う
ご
ざ
い
ま
し
た
」
（
四
五
・
m
）

と
、
「
あ
た
く
し
」
や
「
ご
ざ
い
ま
す
」
を
用
い
て
い
る
。

　
二
人

と
も
通
常
は
自
称
の
代
名
詞
と
し
て
「
あ
た
し
」
を
用
い
、
主
人

公
の

少
年
に
対
し
て
「
あ
な
た
」
を
使
う
点
で
は
共
通
し
て
い
る
。

　
お

国
さ
ん
と
お
恵
ち
ゃ
ん
の
言
葉
遣
い
の
違
い
を
明
ら
か
に
す
る
た
め

に
、
巌
谷
小
波
の
「
五
月
鯉
」
に
登
場
す
る
、
二
つ
の
家
庭
の
令
嬢
の
会

話
を
み
て
み
よ
う
。
一
方
は
父
親
が
中
国
辺
の
藩
士
で
あ
っ
た
が
、
現
在

は
あ
る
省
の
書
記
官
で
畑
山
駿
と
い
う
。
現
在
は
大
臣
の
随
行
と
し
て
欧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

米
各
国
を
巡
回
し
て
い
る
。
そ
の
娘
達
が
仙
子
と
錦
子
で
あ
る
。
も
う
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ア

人

は
谷
と
い
う
「
議
官
の
姫
君
」
で
春
子
と
い
う
。
議
官
の
娘
が
遊
ば
せ

こ
と
ば
を
使
う
の
に
対
し
、
畑
山
家
の
姉
妹
は
使
っ
て
い
な
い
。
錦
子
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
い
さ
ま

姉

を
「
姉
さ
ん
」
と
呼
ぶ
が
、
春
子
は
兄
を
「
兄
様
」
と
い
う
。
畑
山
姉

妹
は

母
親
を
「
お
っ
か
さ
ん
」
と
呼
ん
で
い
る
。
「
五
月
鯉
」
の
女
の
子

た

ち
が
「
わ
た
し
」
を
使
っ
て
い
る
点
は
、
「
銀
の
匙
」
の
お
国
さ
ん
や

お

恵

ち
ゃ
ん
が
「
あ
た
し
」
を
使
っ
て
い
る
よ
り
は
格
式
が
高
い
と
い
え

る
。
錦
子
も
お
国
さ
ん
同
様
「
～
ち
や
っ
た
」
を
使
っ
て
い
る
。

　

こ
う
し
て
み
る
と
、
「
銀
の
匙
」
め
お
恵
ち
ゃ
ん
と
お
国
さ
ん
の
違
い

と
同
じ
位
の
差
が
、
『
五
月
鯉
」
の
谷
春
子
と
畑
山
姉
妹
の
間
に
あ
る
と

い

え
よ
う
。
全
体
と
し
て
は
、
階
層
や
こ
と
ば
つ
か
い
の
違
い
に
つ
い
て
、

二
つ
の
作
品
で
は
そ
れ
ほ
ど
差
が
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

［先
生
の
こ
と
ば
］

　
先
生
の

こ
と
ば
で
注
意
さ
れ
る
の
は
、
生
徒
に
対
す
る
言
葉
遣
い
で
あ

る
。
生
徒
に
対
し
て
か
な
り
丁
寧
な
言
葉
遣
い
を
し
て
い
る
。

　
⑳
口
口
さ
ん
に
も
ひ
と
つ
し
て
あ
げ
よ
う
か
。
（
三
七
・
9
2
）

生
徒

を
「
さ
ん
」
付
け
に
し
、
「
～
て
あ
げ
る
」
と
い
う
言
い
方
を
し
て

い
る
。

　
付
き
添
い
の
父
兄
が
脇
の
相
手
と
し
て
存
在
す
る
時
に
は
、
さ
ら
に
丁

寧
に
な
る
。

　
⑳
「
あ
な
た
の
年
は
い
く
つ
」
（
三
三
・
7
9
）

普
通
な
ら

　
⑳
「
お
ま
い
は
な
か
な
か
面
の
皮
が
厚
い
よ
」
（
四
七
・
m
）

の

よ
う
に
、
「
お
ま
い
」
か
「
お
ま
え
」
を
使
う
所
で
あ
る
。
「
君
」
は
こ

の
時
代
は
未
だ
書
生
こ
と
ば
と
し
て
の
性
格
が
強
か
っ
た
か
ら
使
え
な
い
。

「
お

ま
い
」
や
「
お
ま
え
」
よ
り
丁
寧
な
言
い
方
と
し
て
は
「
あ
な
た
」

し
か
な
い
こ
と
に
な
る
。

　
同
じ
父
親
同
伴
の
席
で
、
先
生
は
生
徒
に

　
⑳

「
お
父
様
の
お
名
は
」
（
三
三
・
7
9
）

と
尋
ね
て
い
る
。
「
お
父
さ
ん
」
で
は
な
く
「
お
父
様
」
を
使
っ
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
》

と
こ
ろ
か
ら
考
え
る
と
、
こ
の
小
学
校
に
は
か
な
り
階
層
の
高
い
家
庭
の

子
女
も
通
学
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
黒
田
尋
常
高
等
小
学
校

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

が
黒
田

長
知
侯
の
寄
付
を
基
に
東
京
府
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
こ
と
が
、

小
学
校
の
格
式
に
関
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
当
時
は
一
般
の
家
庭
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で
は

「
お

と
っ
さ
ん
」
「
お
っ
か
さ
ん
」
が
使
わ
れ
て
い
て
、
「
お
父
さ

ん
」
「
お
母
さ
ん
」
が
一
般
化
す
る
の
は
、
明
治
三
十
七
年
か
ら
実
施
さ

れ
た

第
一
回
国
定
読
本
以
降
で
あ
る
。
ま
し
て
「
お
父
様
」
「
お
母
様
」

は
ご
く
一
部
の
家
庭
で
使
わ
れ
て
い
た
に
過
ぎ
な
い
。
当
時
の
小
学
校
の

先
生
が
、
父
兄
を
ど
の
よ
う
に
呼
ん
で
い
た
か
、
資
料
が
余
り
な
い
の
で

明
確
で
は
な
い
が
、
「
お
父
様
」
の
使
用
は
か
な
り
特
徴
的
で
あ
る
。

二
　
地
の
文

　

［口
頭
語
的
性
格
］

　
子

ど
も
の
眼
を
通
し
て
描
か
れ
た
文
章
と
い
う
こ
と
か
ら
、
子
ど
も
ら

し
い
表
現
と
い
う
こ
と
で
、
話
し
こ
と
ば
的
表
現
が
ふ
ん
だ
ん
に
取
入
れ

ら
れ
て
い
る
。

　
そ
の
一
つ
が
「
～
て
い
る
」
「
～
て
い
た
」
を
、
「
～
て
る
」
「
～
て
た
」

と
表
現
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
角
川
書
店
版
全
集
（
昭
和
三
十
五
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
べ
　

十
二
月
刊
）
収
録
に
際
し
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
⑳
暇
に
な
っ
て
た
父
は
自
分
の
役
目
を
人
に
わ
た
し
て
（
十
・
2
5
）

　
⑳
材
木

を
ひ
い
て
き
た
馬
や
牛
が
垣
根
に
つ
な
が
れ
て
る
の
を
（
十

　
　
一
・
2
7
）

た

だ
、
現
行
の
岩
波
文
庫
本
で
は
こ
の
よ
う
な
形
は
連
体
修
飾
の
場
合
だ

け
で
、
文
末
で
は
「
～
て
い
る
」
「
～
て
い
た
」
と
な
っ
て
い
る
。

　
⑳
伯
母
さ
ん
の
ほ
う
ば
か
り
見
て
い
た
。
（
二
六
・
6
0
）

　
⑳
く
す
く
す
笑
い
な
が
ら
本
を
読
む
ふ
り
を
し
て
い
る
。
（
四
十
・
伽
）

文
末
で
「
～
て
た
」
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
る
の
は
、
次
の
一
箇
所
だ
け

で
あ
る
。

　
⑪
お
互
に
話
の
で
き
る
く
ら
い
近
よ
っ
て
た
。
（
四
一
・
鵬
）

文
末
で

は
や
は
り
「
～
て
い
る
」
「
～
て
い
た
」
と
い
う
形
を
と
る
べ
き

だ

と
考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

　

口
頭
語
的
な
雰
囲
気
を
出
す
た
め
に
、
東
京
方
言
を
か
な
り
地
の
文
に

入
れ
て
使
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
た
も
と

　
⑫
そ
の
拍
子
に
挟
に
は
い
っ
て
た
お
手
玉
が
ぱ
ら
ぱ
ら
と
地
び
た
へ
こ

　
　
ぼ

れ
た
。
（
四
五
・
m
）

　
地
の
文
に
使
わ
れ
て
い
る
東
京
方
言
の
主
な
も
の
を
挙
げ
て
お
く
。

い
ち
ん
ち
（
一
日
）

お
ん

な
じ

読
み
つ

く
ら

こ
そ
ぐ
る

こ
な
い
だ

さ
ん
ざ

じ
れ
る

と
ん
だ

の

っ

ぴ
き

ひ

よ
わ
い

べ
そ

ぽ

　
い
　
　
　
　
　
ら

本
意
な

い

棒
ち
ぎ
れ

め

っ

か
ち

や
っ

ぱ
し

人
よ
り
か

ら
ち将

も
な
い

せ
び
る

た
ん
と

ち
っ
と

ち
ょ
い
と

つ

っ

ぶ
す

と
し
よ
わ

年
弱

と
つ
お
い
つ

　
　
　
　
　
三
　
語
法

　

「銀
の

匙
」
で
問
題
と
な
る
語
法
の
い
く
つ
か
に
つ
い
て
以
下
述
べ
る

こ
と
に
す
る
。

［サ
変
動
詞
］
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サ
変
動
詞
に

つ
い
て

は
、
ま
ず
打
消
表
現
が
注
目
さ
れ
る
。
サ
変
の
打

消
表
現
と
し
て
明
治
以
降
用
い
ら
れ
る
の
は

　
　
し
な
い

　
　
せ
ず

（に
）

の

い
ず
れ
か
が
普
通
で
あ
る
。
「
し
な
い
」
が
ロ
語
的
で
、
「
せ
ず
」
が
文

語
的
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
明
治
期
や
大
正
期
に
は
い
わ
ば
過
渡
的
な
形

と
し
て

　
　
し
ず
（
に
）

　
　
せ
な

い

と
い
う
形
が
み
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
「
銀
の
匙
」
に
は
「
せ
な
い
」
は

み

ら
れ
な
い
が
、
「
し
ず
に
」
は
使
わ
れ
て
い
る
。

　
⑬
た
ま
に
顔
を
あ
わ
せ
て
も
に
こ
り
と
も
し
ず
に
隠
れ
て
し
ま
う
。

　
　

（四
九
・
田
）

も
ち
ろ
ん
「
せ
ず
に
」
も
用
い
ら
れ
る
。

　
　
あ
く
　
　
　
　
　
ほ
お
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
⑭
明
る
日
は
頬
を
は
ら
し
て
食
事
も
せ
ず
に
じ
っ
と
寝
間
に
ひ
っ
こ
ん

　
　
で
た
ら
（
三
三
・
7
8
）

用
例
数
か
ら
い
う
と
「
し
ず
に
」
の
方
が
多
い
。

　
　

し
ず
に
　
4
例

　
　
せ
ず
に

　
1
例

　
　
せ

ず
　
2
例

次
の

よ
う
な
「
し
得
ず
に
」
（
2
例
）
「
し
得
な
い
」
（
1
例
）
と
い
う
打

消
し
の
可
能
表
現
も
、
「
し
ず
に
」
の
多
用
を
支
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
⑮
私
は
彼
ら
の
よ
う
に
大
胆
に
は
し
得
ず
に
す
こ
し
は
な
れ
て
ぼ
ん
や

　
　
　
　
　
な
が

　
　
り
と
絵
を
眺
め
て
い
た
。
（
三
七
・
9
2
）

　
サ
変
動
詞
の

用
法
に

は
、
「
～
を
す
る
」
と
い
う
形
で
、
特
定
の
動
詞

の
代
用
を
す
る
も
の
も
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　

　
⑯
こ
の
子
は
将
来
丈
夫
に
な
っ
て
仕
合
せ
を
す
る
（
十
二
・
3
0
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　

　
　
　
　
む
　

「仕
合
せ
を
す
る
」
で
「
仕
合
せ
に
な
る
」
と
い
う
表
現
の
代
り
を
す
る

わ

け
で
あ
る
。
同
じ
よ
う
な
例
が
、
他
に
も
あ
る
。

　
⑰
ぴ
い
び
い
い
う
風
船
の
音
、
物
う
り
の
呼
び
声
な
ど
が
砂
ほ
こ
り
の

　
　
　
　
　
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　

　
　
な
か
に
堪
え
が
た
い
騒
ぎ
を
す
る
（
二
一
・
4
9
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　

　
⑳
な
ん
と
も
い
え
な
い
混
乱
し
た
気
も
ち
を
し
な
が
ら
伯
母
さ
ん
に

　
　
手
を
ひ
か
れ
て
学
校
へ
行
っ
た
。
（
三
三
・
8
0
）

　
⑳
ひ
と
り
の
先
生
が
き
て
い
き
な
り
私
の
帯
を
つ
か
ま
え
　
や
っ
　
と

　
　
か
け
こ
え
む
　

　
　
掛
声
を
し
て
宙
に
さ
し
あ
げ
た
も
の
で
（
三
四
・
8
2
）

⑰
は
「
騒
ぎ
を
起
す
」
、
⑳
は
「
気
も
ち
を
抱
く
」
、
⑳
は
「
掛
声
を
か
け

る
」
と
で
も
い
う
所
で
あ
ろ
う
か
。

　

「泣

き
じ
ゃ
く
る
」
も
「
泣
き
じ
ゃ
く
り
す
る
」
と
い
う
形
で
表
す

（3
例
）
。

⑩
く
や
し
そ
う
に
池
帥
0
和
↑
か
U
て
ひ
と
の
す
る
ま
ま
に
な
っ
て
た

　
　
が

（四
三
・
m
）

　

「す
る
」
と
い
う
動
詞
を
重
視
し
て
い
た
と
い
え
る
。

　

［も
の
で
］

　

「
も
の
で
」
の
使
い
方
に
も
特
徴
が
あ
る
。

　
⑪
彼

は
近
処
に
友
達
が
な
い
も
の
で
学
校
か
ら
帰
る
と
私
を
誘
い
に
き

　
　
て

裏
で
遊
ぶ
。
（
四
九
・
鵬
）

こ
の
「
も
の
で
」
は
「
の
で
」
に
置
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
の
で
」

と
同
じ
よ
う
に
、
前
件
と
後
件
の
間
に
論
理
的
関
係
が
あ
り
、
原
因
や
理

由
を
表
す
。
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日
本
国
語
大
辞
典
（
二
版
）
で
も
、
「
も
の
で
」
は
「
名
詞
『
も
の
」

に

断
定
の
助
動
詞

「
だ
」
の
連
用
形
の
付
い
た
」
連
語
で
あ
る
と
し
、
①

「
反
語
を
表
わ
す
」
場
合
と
②
「
原
因
・
理
由
を
表
わ
す
」
場
合
と
が
あ

る
と
す
る
。
②
の
用
例
と
し
て
「
銀
の
匙
」
か
ら

⑫
伯
母
さ
ん
は
苗
売
り
に
ま
ん
ま
と
一
杯
く
わ
さ
れ
た
の
を
く
や
し
が

　
　
っ
て
ろ
く
に
世
話
を
し
て
や
ら
な
か
っ
た
も
の
で
み
ん
な
落
ち
て
し

　
　
ま
っ
た
。
（
二
十
・
4
8
）

の

箇
所
を
引
い
て
い
る
。
「
銀
の
匙
」
以
後
の
例
と
し
て
は
井
伏
鱒
二
の

「引
越
や
つ
れ
」
か
ら
例
を
取
っ
て
い
る
が
、
問
題
は
「
銀
の
匙
」
以
前

の
例

と
し
て
挙
げ
た
、
1
8
世
紀
の
も
の
と
さ
れ
る
朝
鮮
語
資
料
「
隣
語
大

方
」
の
例
で
あ
る
。

　
　
事
の

崩
ぬ
先
に
慎
で
こ
そ
や
ふ
御
座
り
ま
す
る
　
既
に
崩
た
後
は

　
　
破
た

器
を
合
て
見
る
様
な
も
の
で
　
役
に
立
ま
せ
ぬ

こ
の
「
も
の
で
」
は
、
「
銀
の
匙
」
の
場
合
と
は
異
り
、
原
因
・
理
由
を

表

し
て
は
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
一
語
と
し
て
融
合
し
て
い
る
の
で
は
な

く
、
名
詞
「
も
の
」
と
断
定
の
助
動
詞
「
で
」
が
結
び
付
い
て
「
～
で
あ

っ

て
」
と
い
う
意
味
を
表
わ
し
て
い
る
。
「
既
に
失
敗
し
た
後
で
は
、
壊

れ

た
器
を
繋
ぎ
合
わ
せ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
何
の
役
に
も
立
ち
ま
せ

ん
」
と
い
う
意
味
に
解
す
べ
き
で
あ
る
。

　

「
も
の
で
」
を
原
因
・
理
由
を
表
わ
す
連
語
、
あ
る
い
は
助
詞
と
し
て

用
い
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
恐
ら
く
明
治
以
後
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
ど

の

よ
う
な
経
緯
か
ら
そ
う
し
た
連
語
（
助
詞
）
が
成
立
す
る
に
至
っ
た
か

は

明
ら
か
で
な
い
。

　

「
も
の
で
」
は
「
の
で
」
と
同
じ
よ
う
に
使
わ
れ
る
が
、
も
ち
ろ
ん
用

例
は
「
の
で
」
の
方
が
多
く
、

　
　
も
の
で
　
1
5
例

　
　
の

で
　
3
9
例

と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
前
件
と
後
件
と
の
論
理
的
関
係
は
「
の
で
」
の

方
が
強
く
、
「
も
の
で
」
は
継
起
的
前
後
関
係
を
表
し
て
い
る
傾
向
が
強

　
り

い
。　

㊨
執
念
ぶ
か
く
追
っ
か
け
て
〔
犬
じ
ら
み
を
・
筆
者
注
〕
ぶ
つ
け
た
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
ざ

　
　司
お
恵
ち
ゃ
ん
は
身
を
か
わ
す
は
ず
み
に
膝
を
つ
い
て
わ
っ
と
泣

　
　
き
だ
し
た
。
（
四
三
・
m
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’

　

［ら
し
い
］

　

「
ら
し
い
」
も
、
明
治
・
大
正
期
に
は
今
日
と
か
な
り
違
っ
た
使
い
方

　
　
　
　
　
　
　

が

な
さ
れ
て
い
た
。
「
銀
の
匙
」
に
も
、
そ
う
し
た
例
が
い
く
つ
か
み
ら

れ

る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

　
　
　
　
　
　
　
　
す
ま
い

　
⑭
日
に
日
に
新
し
い
住
居
が
出
来
て
ゆ
く
の
を
不
思
議
ら
し
く
眺
め
て

　
　
い
た
。
（
十
一
・
2
8
）

　
⑮
「
ゆ
ん
べ
は
ふ
た
あ
つ
も
じ
っ
き
に
お
ぼ
え
た
」
な
ぞ
と
自
慢
ら
し

　
　
く
話
し
た
り
し
た
。
（
十
八
・
4
4
）

い

ず
れ
も
現
在
な
ら
「
不
思
議
そ
う
に
」
「
自
慢
そ
う
に
」
と
い
う
と
こ

ろ
で
あ
る
。

む

す
び

　

「銀
の
匙
」
は
、
少
年
の
目
を
通
し
て
み
た
世
界
を
、
で
き
る
だ
け
忠

実
に

表
現
し
よ
う
と
し
た
作
品
で
あ
る
。

　
会
話
や
音
声
表
現
を
描
写
す
る
に
当
っ
て
、
写
実
的
に
あ
り
の
ま
ま
に

表
現
し
よ
う
と
す
る
余
り
、
分
り
に
く
い
表
現
に
な
る
こ
と
も
あ
る
。
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「
え
く
し
ょ
」
は
「
え
え
　
く
そ
」
と
い
う
軽
い
罵
り
言
葉
で
あ
り
、

「
ほ
う
べ
ん
　
ほ
う
べ
ん
」
は
「
評
判
　
評
判
」
と
い
う
呼
び
込
み
の
こ

と
ば
で
あ
る
。

　
神
田
時
代
の
ま
わ
り
の
子
ど
も
の
こ
と
ば
は
ま
っ
た
く
の
下
町
こ
と
ば

で
あ
り
、
小
石
川
時
代
の
小
学
校
の
子
ど
も
達
の
こ
と
ば
も
、
東
京
方
言

（下
町
こ
と
ば
を
含
む
）
で
あ
る
。

　
主
人
公
の

「私
」
は
山
の
手
こ
と
ば
を
用
い
、
「
お
父
様
」
「
お
母
様
」

を
使
い
、
寝
る
前
に
は
「
ご
き
げ
ん
よ
う
」
と
挨
拶
す
る
。
こ
う
し
た
言

葉
遣
い
を
す
る
家
庭
が
、
明
治
後
期
に
ど
の
く
ら
い
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
学
校
の
先
生
も
、
「
私
」
が
父
に
連
れ
ら
れ
て
挨
拶
に
行
っ
た
時
、
「
お

父
様
の
お
名
は
」
と
「
私
」
に
尋
ね
て
い
る
。
こ
の
時
代
、
「
お
父
様
」

が

こ
れ
ほ
ど
一
般
的
で
あ
っ
た
の
か
、
い
さ
さ
か
疑
問
で
あ
る
。

　

こ
の
先
生
は
、
主
人
公
に
対
し
て
「
あ
な
た
」
を
用
い
て
い
る
が
、
普

通

は
「
お
ま
え
」
か
「
お
ま
い
」
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
主
人
公
は
、
女
の
子
と
話
す
時
は
「
あ
な
た
」
を
用
い
、
女
の
子
も

「あ
な
た
」
を
使
っ
て
い
る
。

　
お
国

さ
ん
と
お
恵
ち
ゃ
ん
と
で
は
、
お
恵
ち
ゃ
ん
の
方
が
丁
寧
で
遊
ば

せ

こ
と
ば
や
「
ご
ざ
い
ま
す
」
「
い
た
し
ま
す
」
を
使
い
、
改
ま
っ
た
時

に
は
「
あ
た
し
」
で
な
く
「
あ
た
く
し
」
を
使
っ
て
い
る
。

　
地
の
文
の
語
法
と
し
て
は
サ
変
動
詞
が
特
徴
的
で
あ
る
。
「
せ
ず
に
」

よ
り
「
し
ず
に
」
を
多
く
用
い
・
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　

　

「仕
合
せ
に
な
る
」
と
い
う
と
こ
ろ
を
、
「
仕
合
せ
を
す
る
」
、
「
気
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　

ち
に
な
る
」
を
「
気
も
ち
を
す
る
」
と
い
う
よ
う
に
サ
変
動
詞
で
表
す
こ

と
も
特
徴
的
で
あ
る
。

　

「
も
の
で
」
を
「
の
で
」
と
同
じ
よ
う
に
原
因
・
理
由
を
表
す
の
に
使

う
。
こ
の
用
法
は
、
恐
ら
く
明
治
以
降
の
も
の
で
、
そ
れ
以
後
使
わ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
言
い
方
と
思
わ
れ
る
。

　

「
ら
し
い
」
の
使
い
方
に
も
、
同
時
代
の
小
説
と
同
じ
よ
う
に
、
今
日

の

「
ら
し
い
」
と
は
異
な
る
用
法
が
み
ら
れ
る
。

　

こ
う
し
た
問
題
以
外
に
も
語
彙
に
関
す
る
問
題
や
表
現
に
つ
い
て
も
考

察

す
べ
き
点
が
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
論
ず
る
こ
と
に

す
る
。

　
注
1
　
　
（
漢
数
字
は
回
を
表
わ
す
。
算
用
数
字
は
文
庫
の
ペ
ー
ジ
数
で

　
　
　
　
あ
る
）

109876543211

黄
表
紙

「心
学
早
染
艸
」
（
日
本
古
典
文
学
大
系
・
㎜
ペ
ー
ジ
）

堀
部
功
夫

「
「銀
の
匙
」
考
」
　
m
ペ
ー
ジ

注

3
に
同
じ
。
脚
ペ
ー
ジ

注

3
に
同
じ
。
1
2
ペ
ー
ジ

川
上
眉
山
・
巌
谷
小
波
集
（
明
治
文
学
全
集
）
　
鵬
ペ
ー
ジ

注

6
に
同
じ
。
批
ペ
ー
ジ

注
4
に
同
じ
。

注
3
に
同
じ
。
5
3
ペ
ー
ジ

「
も
の
で
」
に
つ
い
て
は
「
日
本
語
文
法
大
辞
典
」
に
も
記
載

が
あ
る
（
久
保
田
篤
執
筆
）
が
、
こ
の
語
に
つ
い
て
は
稿
を
改

め
て
論
ず
る
こ
と
に
し
た
い
。

鈴
木
英
明

「明
治
以
降
の
ラ
シ
イ
の
表
現
」
（
国
語
国
文
　
5
7

巻
3
号
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
本
学
非
常
勤
講
師
）
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