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〇
、「
橋
づ
く
し
」
と
は
な
に
か
？

三
島
由
紀
夫
「
橋
づ
く
し
」
は
、一
九
五
六
（
昭
和
三
一
）
年
、

『
文
藝
春
秋
』
に
載
せ
ら
れ
た
短
編
小
説
で
あ
る
。
エ
ピ
グ
ラ
フ

は
、
近
松
門
左
衛
門
『
心
中
天
の
網
島
」「
名
残
の
橋
づ
く
し
」

で
あ
る
。
勝
叉
﹇2000

﹈
に
よ
る
ス
ト
ー
リ
ー
紹
介
を
以
下
に
あ

げ
る
。

銀
座
の
置
屋
分
桂
家
の
芸
妓
小
弓
（
四
十
二
歳
）
と
、
か

な
子
（
二
十
二
歳
）、
お
よ
び
料
亭
米
井
の
箱
入
り
娘
で
早

大
芸
術
科
の
学
生
で
あ
る
満
佐
子
（
二
十
二
歳
）
の
三
人
は
、

陰
暦
八
月
十
五
日
の
深
夜
、
願
か
け
の
「
橋
づ
く
し
」
を
す

る
。
道
中
何
が
あ
っ
て
も
無
言
を
通
し
、
同
じ
道
を
通
ら
ず

に
七
つ
の
橋
を
渡
り
き
れ
ば
願
い
ご
と
が
叶
う
と
さ
れ
た
習

俗
で
あ
る
。
三
人
は
米
井
で
落
ち
合
っ
て
出
発
す
る
が
、
満

佐
子
の
母
親
の
さ
し
が
ね
で
田
舎
者
の
女
中
み
な
が
加
わ
る

こ
と
に
な
り
、
一
行
は
四
人
と
な
る
。
小
弓
の
先
導
で
一
ぺ

ん
に
二
つ
分
渡
れ
る
三
又
橋
の
三
吉
橋
か
ら
始
め
る
が
、
第

三
の
築
地
橋
を
渡
り
第
四
の
入
船
橋
を
目
前
に
し
て
、
か
な

子
が
急
な
腹
痛
に
見
舞
わ
れ
て
ま
ず
脱
落
す
る
。
次
に
第
五

の
暁
橋
を
渡
っ
た
と
こ
ろ
で
旧
知
に
声
を
か
け
ら
れ
て
し
ま

い
小
弓
が
失
格
と
な
る
。
残
る
二
人
は
、
第
六
の
堺
橋
を
駆

け
る
よ
う
に
し
て
渡
る
が
、
最
後
、
第
七
の
備
前
橋
の
た
も

と
で
満
佐
子
が
警
官
か
ら
不
審
尋
問
を
受
け
る
。
身
投
げ
か

と
疑
わ
れ
た
の
だ
が
、
み
な
に
答
え
さ
せ
よ
う
と
相
図
を
す

る
が
気
の
き
か
ぬ
彼
女
は
そ
の
意
を
察
知
せ
ず
、
自
分
だ
け

三
島
由
紀
夫
「
橋
づ
く
し
」
に
お
け
る
〈
語
り
〉
の
暴
力
、

あ
る
い
は
動
物
化
さ
れ
る
東
北
出
身
の
女
中

│ 
欲
望
の
秘
密
化
で
〈
怨
霊
〉
が
作
り
上
げ
ら
れ
る
。
教
室
の
な
か
の
テ
ク
ス
ト
論
・
８ 

│

高
木　

信
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さ
っ
さ
と
渡
っ
て
し
ま
う
。
結
局
願
か
け
が
成
就
し
た
の
は

元
来
付
き
添
い
役
で
あ
っ
た
は
ず
の
女
中
み
な
だ
け
と
い
う

皮
肉
な
結
果
と
な
っ
た
。（p.283

）

花
柳
界
に
深
く
か
か
わ
る
三
人
の
女
性
（
小
弓
、
か
な
子
、
満

佐
子
）
と
一
ヶ
月
程
前
に
東
北
か
ら
来
た
女
中
の
み
な
の
四
人
が

七
つ
の
橋
を
無
言
で
渡
り
、
願
か
け
を
す
る
の
で
あ
る
。
小
弓
、

か
な
子
、
満
佐
子
の
願
い
に
つ
い
て
は
語
る
主
体
に
よ
っ
て
読
者

に
伝
え
ら
れ
る
。
と
同
時
に
、
口
に
出
さ
ず
と
も
お
互
い
に
各
自

の
願
い
事
を
知
っ
て
い
る
と
も
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
語
る
主
体
が

〈
信
じ
ら
れ
な
い
語
り
手
〉
で
あ
る
な
ら
ば
、
で
っ
ち
上
げ
ら
れ

た
欲
望
と
で
も
言
え
る
の
だ
が
、
テ
ク
ス
ト
の
な
か
で
は
、
語
る

主
体
が
語
る
こ
と
は
登
場
人
物
た
ち
（
み
な
を
除
く
）
の
知
識
と

一
致
し
て
い
る
も
し
く
は
す
べ
て
の
登
場
人
物
の
こ
と
を
知
っ
て

い
る
（
と
読
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
み
な
を
除
く
）。

①
今
夜
の
願
事
は
お
互
ひ
に
言
つ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る

が
、
満
佐
子
も
か
な
子
も
、
相
手
の
願
事
が
何
で
あ
る
か
が

も
う
分
つ
て
ゐ
る
。
満
佐
子
は
Ｒ
と
一
緒
に
な
り
た
い
し
、

か
な
子
は
好
い
旦
那
が
欲
し
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
二

人
に
は
よ
く
わ
か
つ
て
ゐ
る
が
、
小
弓
は
お
金
が
欲
し
い
の

で
あ
る
。 

（
五
四
二
〜
三
頁
）

渡
る
橋
は
七
つ
。
Ⅰ
Ⅱ
三
吉
橋
（
二
叉
に
な
っ
て
い
る
の
で
、

一
度
に
ふ
た
つ
の
橋
を
渡
っ
た
計
算
に
な
る
）、
Ⅲ
築
地
橋
、
Ⅳ

入
船
橋
、
Ⅴ
暁
橋
、
Ⅵ
堺
橋
、
Ⅶ
備
前
橋
で
あ
る
。
そ
し
て
も
ち

ろ
ん
願
い
事
が
わ
か
っ
て
い
る
三
人
の
女
性
は
想
定
通
り
に
次
々

と
脱
落
し
て
い
く
。
脱
落
し
て
い
く
人
物
と
脱
落
の
理
由
を
ま
と

め
て
お
く
。
そ
の
後
に
そ
れ
ぞ
れ
の
願
い
事
を
記
し
て
お
く
。

【
表
１
】
橋
の
順
番
と
脱
落
す
る
女
性
（
×
印
）
と
そ
の
理
由

Ⅰ
Ⅱ
・「
三
吉
橋
」 ： 

な
し

Ⅲ　

・「
築
地
橋
」 ： 

な
し

Ⅳ　

・「
入
船
橋
」 ：
×
か
な
子
（
22
歳
）

 
 

＝
急
な
腹
痛
に
襲
わ
れ
る

 
 
 

※
渡
る
直
前

Ⅴ　

・「
暁
橋
」 

：
×
小
弓
（
42
歳
）

 
 

＝
知
人
に
声
を
か
け
ら
れ
る

 
 
 

※
渡
っ
た
直
後

Ⅵ　

・「
堺
橋
」 

：  

な
し

Ⅶ　

・「
備
前
橋
」 ：
×
満
佐
子
（
22
歳
）

 
 

＝
警
察
に
尋
問
さ
れ
る　

※
渡
る
直
前
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○
み
な
（
？
歳
）

 
 
 

＝ 

七
つ
の
橋
を
沈
黙
の
ま
ま
渡
る

こ
と
に
成
功

【
表
２
】
人
物
紹
介
と
願
い
事
の
内
容
（
★
印
）

×
小
弓　

＝
・
42
歳
。「
五
尺
そ
こ
そ
こ
の
小
肥
り
」（
五
三
九

頁
）。
異
常
な
食
欲
。

 

・
芸
者
。
マ
ニ
キ
ュ
ア
を
「
マ
ネ
キ
ン
」
と
言
う

と
勘
違
い
し
て
い
る
。

 

・
ご
飯
が
用
意
さ
れ
て
い
た
と
き
の
喜
び
の
顔
を

「
見
ら
れ
な
か
つ
た
の
を
喜
ん
だ
」（
五
四
一
頁
）

≠
対
面
的
関
係
（
橋
づ
く
し
は
前
を
向
い
て
歩

い
て
行
く
の
で
、
彼
ら
は
基
本
的
に
顔
を
合
わ

せ
る
機
会
が
激
減
す
る
）。

★ 

金
が
欲
し
い
。
↑
↓
先
達
を
し
て
い
る
と
ど
う
で
も

い
い
よ
う
な
気
に
な
る
（
五
四
六
頁
）

×
か
な
子
＝
・
22
歳
。
満
佐
子
と
小
学
校
の
同
級
生
で
器
量
が

頃
合
だ
が
、
そ
れ
よ
り
も
虫
が
好
く
。

 

・
芸
者
。「
大
人
し
く
て
﹇
中
略
﹈
積
む
べ
き
経

験
を
積
ん
で
ゐ
る
」
↓
「
何
の
気
な
し
に
言
ふ

一
言
が
満
佐
子
の
助
け
に
な
る
こ
と
も
あ
つ
て

頼
も
し
い
」（
五
四
二
頁
）

 

・
踊
り
の
筋
は
い
い
が
、「
旦
那
運
が
な
く
て
、
春

秋
の
恒
例
の
踊
り
に
も
い
い
役
が
つ
か
な
い
」

（
五
三
九
頁
）

★ 

②
Ａ 

か
な
子
は 

、
肥
つ
た
金
持
の
中
年
か
初
老
の

男
を 

夢
み
て
ゐ
る 

。
Ｂ
〈
肥
つ
て
ゐ
な
い
と
金
持

ち
の
や
う
な
気
が
し
な
い
〉。
Ｃ
〈
そ
の
男
の
庇
護

が
ひ
た
す
ら
惜
し
げ
な
く
注
が
れ
て
く
る
の
を
、

た
だ
目
を
つ
ぶ
つ
て
浴
び
て
ゐ
れ
ば
よ
い
の
だ
〉

と
思
ふ 

。（
五
四
七
頁
）

×
満
佐
子
＝
・
22
歳
。
か
な
子
と
小
学
校
の
同
級
生
で
器
量
が

頃
合
、
そ
れ
よ
り
も
虫
が
好
く
。

 

・
料
亭
（
米
井
）
の
箱
入
り
娘
。
勝
ち
気
。「
色
事

に
つ
い
て
は
臆
病
で
子
供
つ
ぽ
い
」（
五
四
二
頁
）

 

・
早
稲
田
大
学
芸
術
科
の
学
生
。
プ
ル
ー
ス
ト
で

レ
ポ
ー
ト
を
書
く
よ
う
な
「
近
代
教
育
」（
五
四

四
頁
）
を
受
け
な
が
ら
も
、願
掛
け
（
迷
信
？
）

な
ど
の
と
き
に
は
、「
見
事
に
ど
こ
か
に
吹
き

飛
ん
で
し
ま
つ
た
」（
五
四
四
頁
）。

※ 

他
の
二
人
の
仲
間
が
脱
落
す
る
と
「
み
な
」

へ
の
意
識
が
変
わ
り
は
じ
め
る
。

─ 23 ─



─ 4 ─

★ 

一
度
だ
け
来
店
し
た
映
画
俳
優
Ｒ
に
熱
中
。
結
婚
し

た
い
。
子
供
が
欲
し
い
（「
萩
」
の
浴
衣
が
そ
れ
を

表
現
す
る
）。

「 
満
佐
子
は
Ｒ
と
添
へ
な
け
れ
ば
死
ん
で
し
ま
へ
と
い

ふ
ほ
ど
の
気
持
ち
に
な
つ
て
ゐ
る
」（
五
四
九
頁
）

○
み
な　

＝
・
一
ヶ
月
く
ら
い
前
に
東
北
か
ら
や
っ
て
き
た
女

中
。
用
心
棒
的
な
存
在
と
し
て
参
加
。

 

・
行
儀
作
法
が
ま
だ
な
っ
て
い
な
い
。

 

・「
発
育
が
い
い
」（
五
四
三
頁
）by

満
佐
子
。

「
妙
な
あ
り
あ
は
せ
の
浴
衣
地
で
拵
へ
た
ワ
ン

ピ
ー
ス
を
着
て
、
引
つ
か
き
ま
は
し
た
や
う
な

パ
ー
マ
ネ
ン
ト
の
髪
」「
腕
の
太
さ
と
云
つ
た
ら

な
い
。
顔
も
真
黒
な
ら
、
腕
も
真
黒
で
あ
る
。

そ
の
顔
は
思
ひ
き
り
厚
手
に
仕
立
て
ら
れ
て
ゐ

て
、
ふ
く
ら
み
返
つ
た
頬
の
肉
に
押
し
ひ
し
が

れ
て
、
目
は
ま
る
で
糸
の
や
う
で
あ
る
。
口
を

ど
ん
な
形
に
ふ
さ
い
で
み
て
も
、
乱
杙
歯
の
ど

の
一
本
か
が
は
み
出
し
て
し
ま
ふ
。
こ
の
顔
か

ら
何
か
の
感
情
を
掘
り
当
て
る
こ
と
は
む
つ
か

し
い
」（
五
四
四
頁
）by

か
な
子
（「
か
な
子

は
思
は
ず
笑
ひ
を
抑
へ
た
」（
五
四
四
頁
））。

※ 

色
黒
の
筋
肉
質
の
醜
い
顔
の
東
北
出
身
の

女
中
で
何
を
考
え
て
い
る
の
か
わ
か
ら
な

い
と
い
う
位
置
づ
け
。

★ 

な
ぞ
（
空
白
） 

↑
登
場
人
物
も
読
者
も
知
り
た
く
な

る
よ
う
な
語
り
の
シ
ス
テ
ム
が
あ
る
。

語
る
主
体
は
彼
ら
三
人
の
願
望
を
、
地
の
文
と
同
格
の
心
内
語

（
引
用
を
示
す
も
の
が
な
い
。「
…
…
と
思
っ
た
。」
な
ど
）
と
し
て

語
り
な
が
ら
（
前
述
の
か
な
子
の
★
引
用
文
②
を
参
照（
１
））、

そ
れ

を
特
筆
す
べ
き
願
い
で
あ
る
と
評
価
す
る
。
彼
ら
三
人
を
卓
越
化

す
る
わ
け
だ
。

③ 

傍
か
ら
見
て 

も
、
そ
れ
ぞ
れ
筋
が
通
つ
て
ゐ
る
。
公
明

正
大
な
望
み
と
い
ふ
べ
き
で
あ
る
。
月
が
望
み
を
叶
へ
て

く
れ
な
か
つ
た
ら
、
そ
れ
は
月
の
は
う
が
ま
ち
が
つ
て
ゐ

る
。
三
人
の
願
ひ
は
簡
明
で
、
正
直
に
顔
に
出
て
ゐ
て
、
実

に 

人
間 

ら
し
い
願
望
だ
か
ら
、
月
下
の
道
を
歩
く
三
人
を

見
れ
ば
、
月
は
い
や
で
も
そ
れ
を
見
抜
い
て
、
叶
へ
て
や
ら

う
と
い
ふ
気
に
な
る
に
ち
が
ひ
な
い
。（
五
四
三
頁
）

こ
こ
で
は
、
ふ
た
つ
の
点
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。
ひ
と
つ
は
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彼
ら
の
願
い
が
「
筋
が
通
つ
て
ゐ
て
、
公
明
正
大
」
と
評
価
で
き

る
の
か
。
も
う
ひ
と
つ
は
、「
人
間
ら
し
い
願
望
」
と
い
う
よ
う

に
、〈
人
間
〉
と
「
願
望
」
を
結
び
つ
け
る
点
で
あ
る
。

「
筋
が
通
」
っ
た
「
公
明
正
大
な
望
み
」
で
は
な
い
か
も
し
れ

な
い
可
能
性
は
、
じ
つ
は
登
場
人
物
た
ち
に
よ
っ
て
も
語
ら
れ
て

い
る
（
後
述
）。

本
稿
を
長
年
書
き
続
け
て
き
た
「
教
室
の
な
か
の
テ
ク
ス
ト

論
」
の
一
部
と
す
る
が
、「
橋
づ
く
し
」
は
教
科
書
に
（
解
決
で

き
な
い
謎
を
内
包
す
る
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
の
で
載
っ
て
も
よ
さ
そ

う
だ
け
れ
ど
、
花
柳
界
を
対
象
と
し
て
い
る
か
ら
た
ぶ
ん
採
ら
れ

な
い
だ
ろ
う
）
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
。
だ
が
、
高
木
﹇2017a

﹈

で
論
じ
た
三
島
由
紀
夫
「
美
神
」
と
通
ず
る
と
考
え
る
。
誰
に
も

わ
か
ら
な
い
空
白
を
テ
ク
ス
ト
中
に
置
き
、
そ
れ
に
よ
っ
て
登
場

人
物
を
、
読
者
を
攪
乱
さ
せ
、
謎
は
謎
の
ま
ま
で
放
置
す
る
と
い

う
枠
組
み
が
あ
る
こ
と
。
共
同
体
的
な
抑
圧
装
置
が
、
あ
る
特
定

の
個
人
（
彫
刻
を
含
む
）
を
阻
害
す
る
暴
力
を
発
動
す
る
こ
と
。

こ
う
し
た
点
で
類
似
し
て
い
る
と
考
え
た
の
で
、
シ
リ
ー
ズ
の
な

か
に
入
れ
る
こ
と
と
し
た
。

一
、
み
な
の
役
割
り
と
は
な
に
か
？

先
行
研
究
に
お
い
て
、
み
な
の
役
割
り
は
ど
の
よ
う
な
も
の
と

さ
れ
て
い
る
か
を
見
て
お
こ
う
。
大
き
く
三
つ
の
傾
向
に
分
け
ら

れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
み
な
の
欲
望
と
は
「
な
に
か
」
を
考

え
る
も
の
が
ま
ず
ひ
と
つ
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
み
な
の
役

割
り
を
テ
ク
ス
ト
を
動
か
す
機
能
体
（
道
化
回
し
的
と
も
言
え

る
。
み
な
が
い
る
こ
と
で
「
橋
づ
く
し
」
と
い
う
小
説
が
成
立
す

る
と
も
言
え
よ
う
）
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
三

つ
目
は
、
テ
ク
ス
ト
の
主
張
と
く
に
三
島
由
紀
夫
の
反
近
代
主
義

と
か
ら
め
て
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。

竹
田
﹇2000

﹈
は
、
み
な
の
欲
望
を
、
米
井
を
乗
っ
取
ろ
う
と

考
え
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
橋
づ
く
し
の
儀
礼
を
馬
鹿
に
し

て
い
る
か
も
し
れ
な
い
と
す
る
。
八
木
﹇2000

﹈
は
「
か
な
子
が

望
ん
だ
「
い
い
旦
那
」
と
い
う
よ
う
な
曖
昧
な
も
の
で
は
な
く
、

満
佐
子
の
願
「
Ｒ
と
の
結
婚
」
の
よ
う
に
、
よ
り
具
体
性
を
持
っ

た
も
の
で
、
橋
渡
り
を
遂
行
す
る
行
為
の
持
続
に
見
合
っ
た
執
着

の
あ
る
「
願
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
」（p.13

）
と
す
る
。
ま
た

田
中
﹇2002

﹈
は
、
小
弓
た
ち
三
人
の
願
い
が
叶
わ
な
い
こ
と
が

願
い
で
あ
っ
た
と
す
る
。
大
木
﹇2015

﹈
は
、
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他
の
全
て
の
行
為
と
同
様
に
、
主
人
で
あ
る
満
佐
子
の
願
い

を
「
猿
真
似
」
し
た
の
で
は
な
い
か
。
具
体
的
に
は
、
俳
優

Ｒ
と
の
恋
愛
成
就
を
願
っ
た
満
佐
子
と
同
じ
願
い
と
い
う
こ

と
に
な
る
の
だ
ろ
う
が
、
よ
り
正
確
に
は
み
な
が
「
Ｒ
と
の

恋
愛
成
就
」
す
る
こ
と
を
願
っ
た
と
い
う
よ
り
も
、
自
分
も

満
佐
子
と
「
同
じ
願
い
」
を
願
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ

う
。（p.94

）

と
、
そ
の
願
望
も
ま
た
「
猿
真
似
」
で
あ
っ
た
と
推
察
し
て
い

る
。ぎ

ゃ
く
に
、
斉
藤
﹇2009

﹈
や
ダ
ニ
エ
ル
﹇2003

﹈
は
願
望
が

な
い
、
も
し
く
は
願
望
が
描
か
れ
な
い
こ
と
に
意
味
が
あ
る
と
す

る
。
こ
れ
は
野
口
﹇1969

﹈
と
同
じ
く
空
白
化
さ
れ
た
願
望
が
作

り
出
す
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
読
も
う
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
た

だ
、
こ
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
は
登
場
人
物
と
語
る
主
体
と
が
結
託
す

る
こ
と
で
、
対
読
者
レ
ベ
ル
に
お
い
て
発
動
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
は
押
さ
せ
て
お
き
た
い
（【
注
１
】
参
照
）。

対
し
て
高
橋
﹇1989

﹈
は
、

現
実
を
生
き
る
も
の
た
ち
の
生
そ
の
も
の
を
相
対
化
す
る
も

の
こ
そ
、
み
な
の
存
在
理
由
だ
〔
中
略
〕
初
め
は
と
る
に

足
り
な
い
者
が
、
や
が
て
満
佐
子
を
脅
か
す
も
の
と
な
る
。

〔
中
略
〕
み
な
に
追
い
抜
か
れ
て
し
ま
う
〔
中
略
〕
初
め
は

気
に
な
ら
な
く
て
、
や
が
て
後
ろ
か
ら
自
分
に
不
安
を
与

え
、
つ
い
に
つ
か
ま
え
に
く
る
も
の
。〔
中
略
〕「
死
」
で
は

な
い
〔
中
略
〕
す
で
に
死
ん
だ
も
の
は
死
な
な
い
。
あ
る
い

は
絶
対
の
生
こ
そ
死
で
あ
る
。〔
中
略
〕
み
な
の
願
の
中
身

が
わ
か
ら
な
い
こ
と
は
、
み
な
に
願
い
が
あ
っ
て
隠
さ
れ
て

い
る
の
で
は
な
い
。
彼
女
は
た
だ
阻
む
も
の
と
し
て
出
て
い

る
の
で
あ
る
。〔
中
略
〕
み
な
は
小
説
や
劇
だ
け
が
で
き
る

方
法
で
、
不
在
が
姿
を
現
し
た
も
の
で
あ
る
と
。（p.52-3

）

と
指
摘
し
、
ま
た
佐
藤
﹇1983

﹈
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
、
中
身
の

な
い
み
な
像
を
読
み
取
っ
て
い
る
。

人
の
〈
内
面
〉
が
、
身
振
り
な
ど
の
身
体
の
こ
と
ば
を
も
含

め
て
、
多
く
は
言
葉
と
い
う
記
号
と
し
て
相
手
の
視
覚
や
聴

覚
に
訴
え
る
な
ら
、
触
覚
に
強
い
印
象
を
残
し
た
み
な
は
、

や
は
り
〈
外
面
〉
だ
け
の
、
身
体
そ
の
も
の
が
存
在
で
あ
る

か
の
よ
う
な
女
な
の
だ
。（p.161

）

三
つ
目
の
読
み
方
で
あ
る
三
島
の
近
代
批
判
と
し
て
「
橋
づ
く
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し
」
を
読
む
深
津
﹇2014

﹈
は
、

〈
近
代
人
〉
と
し
て
の
満
佐
子
の
意
識
は
、
結
局
の
と
こ
ろ

自
分
自
身
に
向
か
っ
て
注
が
れ
〔
中
略
〕
満
佐
子
は
端
か
ら

み
な
自
身
の
こ
と
な
ど
相
手
に
し
て
い
な
い
〔
中
略
〕
み
な

と
い
う
ス
ク
リ
ー
ン
に
〔
中
略
〕〈
近
代
人
〉
た
る
満
佐
子

自
身
で
あ
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
こ
の
小
説
一
篇
の
オ
チ

を
支
え
る
最
大
の
「
ア
イ
ロ
ニ
イ
」
が
あ
る
。〔
中
略
〕「
橋

づ
く
し
」
の
主
題
の
根
底
に
あ
る
の
は
、
三
島
の
〈
近
代
〉

批
判
で
あ
る
。（pp.40-1

）

と
三
島
の
近
代
批
判
を
読
み
取
る
。
山
田
﹇2019

﹈
も
ま
た
、

ゲ
ー
ム
が
終
了
し
て
も
な
お
続
く
「
他
者
の
欲
望
」
を
「
猿
真
似
」

し
続
け
る
現
代
、
そ
し
て
そ
こ
に
広
が
る
「
不
安
」
を
え
ぐ
り
出

す
テ
ク
ス
ト
と
し
て
評
価
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
論
は
そ
れ
ぞ
れ
に
み
な
の
願
望
や
テ
ク
ス
ト
上
の
役

割
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
と
納
得
は
し
た
。
し
か
し
、
い
ま
み

て
き
た
よ
う
な
分
析
に
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
う
、
読
者
が
ま
た
読
ま

さ
せ
ら
れ
て
し
ま
う
、
そ
れ
を
可
能
と
す
る
〈
語
り
の
仕
組
み
〉

に
無
頓
着
・
無
防
備
、
あ
る
い
は
ナ
イ
ー
ブ
す
ぎ
る
の
で
は
な
い

か
と
い
う
の
が
本
稿
の
出
発
点
で
あ
っ
た
。

み
な
に
欲
望
が
あ
る
の
か
な
い
の
か
、
み
な
に
中
身
が
あ
る
の

か
ど
う
か
、
み
な
に
近
代
批
判
の
役
割
が
あ
る
の
か
な
い
の
か
と

い
う
こ
と
を
考
え
さ
せ
る
の
は
、
や
は
り
語
る
主
体
が
誰
の
内

面
を
も
語
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
み
な
の
内
面
だ
け
は
語
ら

ず
に
お
く
と
い
う
暴
力
が
発
動
し
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
。
大
木

﹇2105

﹈
が
「
リ
ド
ル
・
ス
ト
ー
リ
ー
」（p.89

）、
つ
ま
り
〈
空

白
化
さ
れ
た
物
語
〉
と
指
摘
し
た
通
り
な
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
語
る
主
体
が
内
面
を
語
る
三
人
の
女
性
と
内
面
を

語
ら
な
い
一
人
の
女
性
と
い
う
あ
り
か
た
に
着
目
し
、
物
語
世
界

に
カ
タ
ル
シ
ス
を
生
み
出
す
た
め
に
発
動
さ
れ
る
暴
力
（
語
り

の
、
そ
し
て
彼
ら
三
人
の
女
性
の
）
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
こ

と
に
す
る
。

二
、〈
怨
霊
＝
家
畜
／
亡
霊
＝
動
物
〉
と
い
う
対
立

さ
て
、
高
木
﹇2015

﹈
な
ど
で
〈
怨
霊
／
亡
霊
〉
と
い
う
区
別

を
し
た
。

◆ 
〈
怨
霊
〉
化
と
は
、
死
者
を
現
世
に
回
帰
さ
せ
る
と
い
う
や

り
方
で
あ
り
、
死
者
が
現
世
に
影
響
を
与
え
、
現
世
の
出
来

事
に
介
入
し
て
い
る
と
す
る
思
考
で
あ
る
。
共
同
体
内
部
の
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出
来
事
を
解
釈
す
る
装
置
と
し
て
死
者
を
利
用
す
る
方
法
で

あ
る
。
そ
こ
に
あ
る
死
者
の
表
象
（
怨
霊
）
が
現
世
に
祟
り

を
な
し
て
い
る
と
、
死
者
を
扱
う
の
で
あ
る
。

◆ 

〈
亡
霊
〉
化
と
は
、
死
者
と
生
者
が
親
密
圏
を
構
築
す
る
と

い
う
や
り
方
に
お
い
て
触
れ
あ
え
な
い
も
の
の
、
触
れ
あ
う

こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
可
能
性
と
い
う
不
可
能
性
を

生
き
る
こ
と
で
あ
る
。
い
ま
を
生
き
て
い
る
自
分
と
関
わ
る

か
も
し
れ
な
い
し
、
関
わ
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
死
者
が
、

時
間
と
空
間
を
越
え
て
、
思
い
も
か
け
な
い
人
や
出
来
事
と

繋
が
る
可
能
性
、
瞬
間
が
到
来
す
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う

仕
方
で
、
死
者
と
の
親
密
な
、
関
係
と
も
言
え
な
い
関
係
を

切
り
結
ぶ
こ
と
が
あ
る
と
い
う
生
き
方
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
二
項
対
立
の
も
と
で
考
え
る
と
、
怨
霊
と
は
ペ
ッ

ト
（
伴
侶
動
物
）・
家
畜
で
あ
り
、
亡
霊
と
は
理
解
不
能
の
〈
動

物
〉
と
な
る
だ
ろ
う
。
満
佐
子
を
は
じ
め
と
す
る
〈
彼
ら
〉
三
人

よ
り
も
下
等
で
、
何
を
考
え
て
い
る
の
か
不
明
だ
が
、
想
像
的
に

そ
の
内
面
（
ら
し
き
も
の
）
を
捏
造
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

措
定
さ
れ
る
存
在
で
あ
る
み
な
は
、〈
彼
ら
〉
に
と
っ
て
、
そ
し

て
語
る
主
体
に
と
っ
て
ま
さ
に
家
畜
的
動
物
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

人
間
に
と
っ
て
、
そ
し
て
共
同
体
に
と
っ
て
利
用
可
能
な
存
在
と

し
て
、〈
怨
霊
〉
の
領
域
に
押
し
込
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。「
淋
ち

か
っ
た
で
ち
ゅ
か
ぁ
〜
、か
わ
い
そ
う
で
ち
た
ね
ー
」「
お
兄
ち
ゃ

ん
が
帰
っ
て
た
か
ら
嬉
し
い
の
か
な
〜
〜
」
…
…
と
言
っ
て
、
他

者
と
し
て
の
動
物
の
内
面
を
捏
造
し
て
か
わ
い
が
る
人
間
た
ち
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
〈
怨
霊
〉
化
＝
ペ
ッ
ト
・
家
畜
的
動
物

化
を
推
し
進
め
る
の
は
、
も
ち
ろ
ん
登
場
人
物
た
ち
な
の
で
あ
る

が
、
も
う
一
人
の
立
役
者
と
し
て
語
る
主
体
が
い
る
こ
と
を
忘
れ

て
は
な
ら
な
い
。
彼
ら
は
み
な
共
犯
的
関
係
に
あ
る
。

み
な
に
対
す
る
三
人
と
語
る
主
体
の
反
応
（
区
別
が
つ
か
な
い

場
合
も
あ
る
）
を
記
し
て
お
く
。

【
表
３
】

語
る
主
体　

＝
・「
こ
ち
ら
の
感
情
が
ま
る
つ
き
り
反
映
し
て

ゐ
な
い
や
う
な
声
で
あ
る
」（
五
四
四
頁
）。

※ 

た
だ
し
、「
こ
ち
ら
」
と
あ
る
の
で
、「「
障

子
を
あ
け
る
と
き
は
、
坐
つ
て
あ
け
な
さ

い
つ
て
言
つ
て
た
で
せ
う
」」
と
い
う
満

佐
子
の
発
話
に
、
み
な
が
「「
は
い
」」
と

答
え
た
場
面
に
つ
い
て
の
評
価
で
あ
る
の

で
、
こ
こ
は
語
る
主
体
と
満
佐
子
と
の
価

値
観
が
一
致
し
て
い
る
、
も
し
く
は
満
佐
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子
の
内
面
の
表
出
で
あ
る
。

 

　

・「
こ
の
顔
か
ら
何
か
の
感
情
を
掘
り
当
て
る
こ

と
は
む
つ
か
し
い
」。
※
こ
れ
も
同
右
。

 
　

・「
み
な
は
も
そ
も
そ
し
た
笑
ひ
方
を
し
た
」

（
五
四
五
頁
）

満
佐
子
た
ち
＝
・「
そ
の
目
は
あ
ら
ぬ
方
を
見
て
ゐ
て
、
一
向

真
剣
味
が
な
い
。
満
佐
子
も
か
な
子
も
、
み

な
の
そ
の
姿
を
、
自
分
た
ち
の
願
望
に
対
す

る
侮
辱
の
や
う
に
感
じ
た
」（
五
四
七
頁
）

※ 

語
る
主
体
の
価
値
判
断
と
満
佐
子
や
か
な

子
の
価
値
判
断
が
同
じ
だ
と
読
め
る
話

法
。

 

　

・「
み
な
が
殊
勝
に
、
目
を
と
ぢ
て
手
を
合
は

せ
て
ゐ
る
。
私
〔
満
佐
子
〕
と
比
べ
て
、
ど

う
せ
ろ
く
な
望
み
を
抱
い
て
ゐ
な
い
と
思
ふ

と
、
み
な
の
心
の
裡
の
何
も
な
い
無
感
覚
な

空
洞
が
、
軽
蔑
に
値
ひ
す
る
や
う
に
も
、
又
、

羨
ま
し
い
や
う
に
も
思
は
れ
た
」（
五
四
九

頁
）

か
な
子　
　

＝　
「「
あ
ら
、
い
つ
ぱ
し
だ
わ
ね
」」（
五
四
五
頁
）

※ 

満
佐
子
に
願
い
事
を
し
た
の
か
と
尋
ね
ら

れ
て
「
は
い
」
と
答
え
た
み
な
に
対
す
る

発
言
。

橋
づ
く
し
の
始
ま
る
前
か
ら
途
中
ま
で
の
「
み
な
」
観
で
あ
る
。

み
な
の
内
面
を
空
洞
化
し
、「
人
間
ら
し
い
」
願
い
事
を
持
つ
三

人
と
は
〈
異
質
〉
な
存
在
、
生
意
気
に
も
願
い
事
が
あ
る
の
だ
と

揶
揄
さ
れ
て
も
し
か
た
が
な
い
存
在
と
確
定
す
る
の
で
あ
る
。
し

か
し
、
こ
の
確
定
は
、
語
る
主
体
と
登
場
人
物
た
ち
が
共
犯
し
て

作
り
出
す
も
の
で
し
か
な
い
。

引
用
文
③
の
四
角
囲
い
部
「
傍
か
ら
見
て
も
」
と
い
う
表
現
は

注
目
に
値
す
る
だ
ろ
う
。
彼
ら
三
人
の
願
望
を
「
人
間
」
ら
し
さ

の
特
徴
と
し
、
な
お
か
つ
そ
れ
を
近
く
か
ら
見
て
い
る
語
る
主
体

の
視
線
の
存
在
を
示
す
の
で
あ
る
。
語
る
主
体
は
、彼
ら
の
「
傍
」

に
そ
の
視
点
を
持
っ
て
い
る
。
三
人
称
小
説
の
語
る
主
体
が
、
じ

つ
は
〈
人
間
〉
な
の
だ
、
そ
し
て
三
人
の
側
で
す
べ
て
を
見
て
、

語
っ
て
い
る
と
い
う
幻
影
を
読
者
に
与
え
る
の
で
あ
る
。

そ
の
上
で
表
３
で
二
重
傍
線
部
を
引
い
た
箇
所
か
ら
わ
か
る
よ

う
に
、
み
な
は
、〈
人
間
〉
が
言
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い

る
の
か
不
明
で
、
ど
ん
な
感
情
を
持
っ
て
い
る
の
か
わ
か
ら
な

い
。
そ
ん
な
「
み
な
」
は
「
人
間
ら
し
い
願
望
」
を
持
つ
の
は
分

不
相
応
な
存
在
で
あ
る
と
定
位
さ
れ
て
し
ま
う
。
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「
み
な
の
心
の
裡
に
の
何
も
な
い
無
感
覚
な
空
洞
」
が
あ
り
、

彼
ら
人
間
た
ち
と
は
違
う
方
向
を
見
て
し
ま
う
存
在
で
、
願
い
事

を
し
た
と
い
う
と
「
い
つ
ぱ
し
」
と
言
わ
れ
て
し
ま
う
人
外
の
存

在
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
彼
女
が
満
佐
子
と
同
じ
よ
う
に
手
を
合

わ
せ
て
祈
っ
て
い
る
姿
は
、「
猿
真
似
」（
五
五
七
頁
）
と
言
わ
れ
る
。

し
か
し
こ
の
時
点
で
の
み
な
は
理
解
不
能
で
人
間
中
心
主
義
を

脅
か
す
よ
う
な
〈
動
物
〉
＝
〈
亡
霊
〉
で
は
な
い
。
人
間
の
側
に

い
て
人
間
の
真
似
を
し
よ
う
と
す
る
が
、
人
間
的
な
願
望
を
持
つ

は
ず
も
な
い
家
畜
的
動
物
＝
〈
怨
霊
〉
的
存
在
と
さ
れ
利
用
さ
れ

る
の
で
あ
る
。

さ
き
に
見
て
お
く
が
、
三
人
の
願
掛
け
が
失
敗
に
終
わ
っ
た
あ

と
、
し
つ
こ
く
願
い
事
が
な
ん
だ
っ
た
の
か
を
尋
ね
る
満
佐
子

が
、「
マ
ニ
キ
ュ
ア
を
し
た
鋭
い
爪
先
で
、
み
な
の
丸
い
肩
を
つ

つ
い
た
」
の
で
あ
る
。
こ
の
動
作
は
〈
人
間
〉
に
対
す
る
も
の
で

は
な
か
ろ
う
。
ペ
ッ
ト
的
存
在
に
す
る
そ
れ
で
あ
る
。
ま
だ
ペ
ッ

ト
・
家
畜
的
動
物
と
し
て
み
な
を
扱
お
う
と
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
た
だ
し
、
そ
の
足
が
す
ぐ
に
み
な
の
「
肉
に
弾
か
れ
、
指
先

に
は
鬱
陶
し
い
触
感
が
残
つ
て
」（
五
五
九
頁
）
し
ま
う
こ
と
は
、

の
ち
に
考
察
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

三
、
語
り
に
よ
る
み
な
の
家
畜
化

「
橋
づ
く
し
」
は
三
人
称
小
説
と
し
て
語
る
主
体
が
出
来
事
を

語
る
。
テ
ク
ス
ト
は
、
登
場
人
物
た
ち
の
対
話
と
語
る
主
体
に
よ

る
語
り（
地
の
文
）と
語
る
主
体
が
登
場
人
物
の
内
面
の
語
り（
直

接
話
法
お
よ
び
自
由
話
法
）
と
い
う
三
つ
の
フ
ェ
ー
ズ
に
よ
っ
て

構
築
さ
れ
て
い
く
。
特
記
す
べ
き
話
法
と
し
て
は
、『
源
氏
物
語
』

の
「
移
り
詞
」
の
よ
う
に
、
地
の
文
が
登
場
人
物
の
心
内
語
へ
と

連
続
し
て
い
く
点
で
あ
る
。
一
例
を
あ
げ
て
お
こ
う
。

④  

小
弓 

の
食
費
は
格
別
多
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
小
弓
が
大
食

の
上
に
、
口
が
奢
つ
て
ゐ
る
か
ら
だ
つ
た
が
、
考
へ
て
み
る

と
、〈
お
座
敷
の
前
後
に
腹
の
空
く
奇
癖
が
は
じ
ま
つ
て
か

ら
、
食
費
が
だ
ん
だ
ん
に
減
り
、
今
で
は
、
か
な
子
を
下
廻

る
や
う
に
な
つ
て
ゐ
る
〉 

（
五
四
〇
頁
）

小
弓
の
食
費
に
つ
い
て
の
描
写
が
や
が
て
二
重
傍
線
部
「
考
へ

て
み
る
と
」
へ
と
移
り
ゆ
く
と
き
、「
考
へ
て
み
る
」
主
体
が
「
小

弓
」
な
の
か
、そ
れ
と
も
語
る
主
体
な
の
か
判
別
で
き
な
い
。「
そ

れ
は
小
弓
が
」
と
文
が
始
ま
る
こ
と
か
ら
、
語
る
主
体
が
「
考
へ

て
」
い
る
と
取
れ
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
が
、
食
費
が
だ
ん
だ
ん
と
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減
っ
て
い
る
と
い
う
現
象
を
「
考
へ
て
」
い
る
の
は
小
弓
で
あ
る

は
ず
な
の
だ
。「
そ
れ
は
」
で
始
ま
る
地
の
文
が
、
小
弓
の
心
内

語
「
お
座
敷
の
前
後
…
…
」
へ
と
連
続
し
て
い
く
。

あ
る
い
は
、
さ
き
の
引
用
文
②
は
、
語
る
主
体
の
言
説
な
の
か

登
場
人
物
の
言
説
な
の
か
不
明
な
心
内
語
が
自
由
話
法
的
に
地
の

文
へ
と
放
り
出
さ
れ
る（
２
）。

た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
話
法
は
現
代
の
エ
ン
タ
メ
小
説
で
は
珍

し
く
は
な
い
。
た
と
え
ば
東
野
圭
吾
『
沈
黙
の
パ
レ
ー
ド
』
を
引

い
て
み
よ
う
。

⑤　

壁
の
時
計
を
見
る
と
、
あ
と
二
十
分
ほ
ど
で
午
後
十
時

に
な
ろ
う
と
し
て
い
た
。〈
今
夜
は
こ
こ
ま
で
か
な
〉、
と

並
木
祐
太
郎 

は
思
っ
た
。

薫 

が
草
薙
か
ら
教
わ
っ
た
店
は
、
菊
野
駅
か
ら
徒
歩
で

十
分
ほ
ど
の
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
細
い
脇
道
に
面
し
た
小
さ

な
ビ
ル
の
一
階
だ
。
賑
や
か
な
商
店
街
か
ら
は
少
し
離
れ
て

お
り
、
こ
ん
な
と
こ
ろ
で
商
売
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
と
心
配

に
な
る
が
、
何
十
年
も
営
業
を
続
け
て
い
る
と
の
こ
と
だ
か

ら
、『
な
み
き
や
』
と
同
様
に
常
連
客
に
支
え
ら
れ
て
い
る

の
か
も
し
れ
な
い
。 

（
二
九
〇
頁
）

一
人
称
小
説
か
と
思
わ
せ
る
書
き
出
し
（
傍
線
部
）
で
あ
る
が
、

心
内
語
お
よ
び
そ
の
主
体
が
明
示
さ
れ
る
こ
と
で
三
人
称
小
説
で

あ
る
と
よ
う
や
く
理
解
で
き
る
。
そ
の
後
「
薫
」
と
い
う
登
場
人

物
が
登
場
し
て
く
る
が
、
地
の
文
と
同
格
で
「
薫
」
の
心
内
が
表

出
さ
れ
る
（
二
重
波
線
部
）。

「
橋
づ
く
し
」
の
特
徴
の
ひ
と
つ
は
、
語
る
主
体
が
内
的
焦
点

化
す
る
三
人
（
小
弓
、
か
な
子
、
満
佐
子
）
の
登
場
人
物
の
内
面

を
自
由
に
語
る
こ
と
と
、
け
っ
し
て
み
な
の
内
面
を
語
ら
な
い
上

に
み
な
が
三
人
と
は
別
の
人
と
対
話
し
て
い
る
場
面
も
な
い
こ
と

で
あ
る
。

野
口
﹇1969

﹈
は
、「
つ
い
に
一
度
も
心
理
描
写
を
し
な
か
っ

た
み
な
の
行
動
が
伏
線
に
な
っ
て
迎
え
る
結
末
へ
と
プ
ロ
ッ
ト

を
運
ん
で
ゆ
く
呼
吸
を
、
読
者
は
よ
く
味
読
す
べ
き
で
あ
ろ
う
」

（p.108

）
と
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
陽
の
面
を
う
ま
く
指
摘
し
て
い

る
。
し
か
し
、
陰
の
面
か
ら
言
え
ば
、
み
な
だ
け
が
心
理
描
写
を

さ
れ
な
い
こ
と
が
、
語
る
主
体
が
作
り
出
す
世
界
の
構
築
に
必
要

だ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
三
人
の
女
性
の
内
面
に
ず
か
ず
か

と
入
り
込
む
語
る
主
体
が
、
結
末
の
「
伏
線
」
の
た
め
に
空
白
と

し
て
残
し
て
お
い
た
の
が
み
な
の
内
面
な
の
だ
。
そ
し
て
そ
れ
を

読
者
も
共
犯
的
に
享
楽
す
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
み
な
の
内
面
だ
け

が
描
か
れ
な
い
の
か
と
疑
問
を
持
っ
た
ら
楽
し
め
な
い
と
い
う
こ
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と
で
も
あ
る
。

内
面
を
空
白
化
す
る
こ
と
で
物
語
を
面
白
く
す
る
、
そ
の
た
め

に
利
用
さ
れ
る
東
北
出
身
の
女
性
は
、
東
京
の
花
柳
界
の
女
性
た

ち
に
よ
っ
て
も
謎
め
い
た
し
か
し
排
除
す
る
こ
と
が
可
能
な
家
畜

的
動
物
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

な
に
を
考
え
て
い
る
の
か
わ
か
ら
な
い
存
在
で
、
つ
ね
に
下
方

排
除
さ
れ
、
身
体
的
に
も
劣
位
項
と
さ
れ
る
女
性
と
さ
れ
る
。
そ

し
て
最
後
に
は
み
な
が
祈
る
姿
さ
え
も
が
、
満
佐
子
す
な
わ
ち

〈
人
間
〉
の
「
猿
真
似
」（
五
五
七
頁
）
と
さ
れ
る
。
満
佐
子
も
か

な
子
も
小
弓
の
真
似
を
し
て
い
る
だ
け
な
の
に
、
み
な
だ
け
が

「
猿
」
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
彼
ら
三
人
と
語
る
主

体
と
の
連
帯
＝
連
携
を
可
能
と
す
る
の
が
、
自
由
話
法
な
の
で
あ

る
。
語
る
主
体
と
登
場
人
物
と
が
同
じ
情
報
を
共
有
し
て
い
る
こ

と
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
の
が
、
こ
の
語
り
方
な
の
だ
。

四
、「
公
明
正
大
な
望
み
」
と
は
な
に
か
？

こ
こ
で
三
人
の
女
性
た
ち
の
願
い
事
に
つ
い
て
考
え
て
み
た

い
。
四
〇
歳
過
ぎ
た
小
太
り
な
芸
者
・
小
弓
の
金
持
ち
に
な
り
た

い
と
い
う
願
い
は
「
人
間
ら
し
い
願
望
」
で
あ
ろ
う
が
、
一
種

の
夢
物
語
で
も
あ
る
。
か
な
子
は
こ
の
ま
ま
い
い
旦
那
が
付
か

な
い
と
、
二
〇
年
後
に
は
小
弓
の
よ
う
に
な
る
と
考
え
て
い
る

（
五
四
二
頁
）。
ま
た
、
小
弓
の
願
掛
け
を
失
敗
に
終
わ
ら
せ
る

の
が
、「
小
え
ん
」
と
い
う
元
芸
妓
（「
老
妓
」（
五
五
五
頁
）
で

あ
る
。
小
え
ん
の
年
齢
は
不
明
だ
が
、
戦
後
し
ば
ら
く
芸
妓
を
し

て
、
後
に
精
神
を
病
ん
で
妓
籍
を
抜
い
て
お
り
、
現
役
の
頃
か
ら

「
若
造
り
で
気
味
わ
る
が
ら
れ
た
」（
五
五
五
頁
）
と
あ
る
の
で
）

は
、
現
在
は
老
齢
で
あ
ろ
う
。

小
え
ん
（
60
代
？
）
〉 

小
弓
（
42
歳
）
〉 

か
な
子
（
22
歳
）

 

↔
満
佐
子
（
22
歳
）

·····················································

み
な
（
十
代
？
）

か
な
子
は
こ
の
ま
ま
だ
と
小
弓
の
よ
う
に
な
る
と
怯
え
て
い
た

こ
と
を
考
え
る
と
、
小
弓
も
小
え
ん
の
よ
う
に
な
る
こ
と
を
恐
れ

て
い
る
と
言
え
よ
う
。
だ
か
ら
金
持
ち
に
な
り
た
い
の
だ
ろ
う

が
、
そ
の
可
能
性
の
高
さ
と
方
法
と
は
不
明
で
あ
ろ
う
。
月
が
願

い
を
「
叶
へ
て
や
ら
う
」（
引
用
文
③
・
五
四
三
頁
）
と
思
っ
て

も
そ
れ
は
ほ
ぼ
不
可
能
だ
ろ
う
。

こ
れ
は
、
か
な
子
に
も
当
て
は
ま
る
。
か
な
子
の
行
く
末
は
小
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弓
で
あ
ろ
う
。
引
用
文
②
を
参
照
し
て
ほ
し
い
。

か
な
子
が
イ
メ
ー
ジ
す
る
旦
那
と
傍
線
部
の
よ
う
に
ス
テ
レ

オ
・
タ
イ
プ
で
し
か
な
い
。
貧
困
な
想
像
力
が
生
み
出
す
幻
想
な

の
だ
。
小
弓
の
よ
う
に
な
り
た
く
な
い
と
い
う
こ
と
が
か
な
子
の

欲
望
の
原
点
に
は
あ
る
と
言
っ
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ

は
小
弓
が
小
え
ん
の
よ
う
に
な
り
た
く
な
い
で
あ
ろ
う
こ
と
と
も

通
じ
る
。
二
人
の
欲
望
は
積
極
的
と
言
う
よ
り
も
「
○
○
の
よ
う

に
な
ら
な
い
た
め
」
の
も
の
で
し
か
な
い
。
た
だ
し
か
な
子
の

「
目
を
つ
ぶ
つ
て
」
と
い
う
と
こ
ろ
だ
け
が
、
恍
惚
な
の
か
諦
め

な
の
か
区
別
が
つ
か
な
い
が
、「
庇
護
」
を
受
け
る
し
か
な
い
と

い
う
悲
劇
が
見
え
隠
れ
す
る
。

満
佐
子
は
よ
り
重
症
で
あ
る
。
一
度
だ
け
、
し
か
も
親
が
経
営

す
る
店
に
訪
れ
た
こ
と
が
あ
る
Ｒ
と
い
う
俳
優
と
結
婚
し
て
子
供

が
欲
し
い
と
い
う
欲
望
は
、
夢
幻
（
少
女
が
夢
見
る
未
来
）
で
し

か
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
妊
娠
す
る
と
い
ふ
迷
信
」（
五
三
九

頁
）
を
信
じ
て
、「
萩
」
の
柄
の
浴
衣
を
着
る
。
現
代
風
に
言
え

ば
「
イ
タ
い
」
大
学
生
だ
。

本
人
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
の
願
い
を
い
た
っ
て
正
当
な
も
の
だ
と

信
じ
て
い
る
（
夢
物
語
と
し
て
は
正
当
だ
ろ
う
が
、
現
実
的
に
は

ほ
ぼ
不
可
能
な
願
い
で
あ
ろ
う
）。
し
か
し
、
そ
の
願
い
の
薄
っ

ぺ
ら
さ
に
気
づ
く
瞬
間
が
あ
る
。

小
弓
は
先
達
と
し
て
他
の
三
人
を
率
い
て
歩
い
て
い
る
と
き
に

つ
ぎ
の
よ
う
に
感
じ
て
い
る
。

⑥
小
弓
は
先
に
立
つ
て
歩
き
な
が
ら
、
自
分
の
前
に
は
人
通
り

の
な
い
ひ
ろ
い
歩
道
だ
け
の
あ
る
こ
と
に
満
足
し
て
ゐ
る
。

誰
に
も
頼
ら
ず
に
生
き
て
き
た
こ
と
が
小
弓
の
矜
り
な
の
で

あ
る
。
そ
し
て
お
腹
の
い
つ
ぱ
い
な
こ
と
に
も
満
足
し
て
ゐ

る
。
か
う
し
て
歩
い
て
ゐ
る
と
、
何
を
そ
の
上
、
お
金
を
欲

し
が
つ
た
り
し
て
ゐ
る
の
か
わ
か
ら
な
い
。
小
弓
は
自
分
の

願
望
が
、
目
の
前
の
鋪
道
の
月
か
げ
の
中
へ
柔
ら
か
く
無
意

味
に
融
け
入
つ
て
し
ま
ふ
や
う
な
気
持
が
し
て
ゐ
る
。
硝
子

の
か
け
ら
が
、
鋪
道
の
石
の
あ
ひ
だ
に
光
つ
て
ゐ
る
。
月
の

中
で
は
硝
子
だ
つ
て
こ
ん
な
に
光
る
の
で
、
日
頃
の
願
望

も
、
こ
の
硝
子
の
や
う
な
も
の
で
は
な
い
か
と
思
は
れ
て
来

る
。 

（
五
四
六
頁
）

小
弓
は
現
状
に
満
足
し
て
も
い
い
こ
と
に
気
づ
い
て
い
る
。
願

い
を
叶
え
て
く
れ
る
は
ず
の「
月
」だ
が
、そ
れ
が
ぎ
ゃ
く
に
、「
願

望
」
が
そ
の
月
光
に
照
ら
さ
れ
て
輝
く
だ
け
の
ち
っ
ぽ
け
な
「
硝

子
」
で
し
か
な
い
と
思
わ
せ
る
の
で
あ
る
。

小
弓
に
導
か
れ
て
歩
む
満
佐
子
と
か
な
子
は
、
自
分
た
ち
の
願
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い
が
叶
わ
な
い
な
ら
ば
「
死
ん
で
し
ま
へ
」（
満
佐
子
・
五
四
九

頁
）、「
生
き
て
ゐ
て
も
仕
様
が
な
い
」（
か
な
子
・
五
四
九
頁
）

と
二
つ
の
橋
を
渡
り
終
わ
っ
た
時
点
で
考
え
て
い
る
。
し
か
し
第

三
の
橋
「
築
地
橋
」
を
渡
る
と
、
か
な
子
は
激
し
い
腹
痛
に
襲
わ

れ
る
。
そ
の
と
き
、

⑦
い
い
旦
那
が
す
ぐ
目
の
前
に
ゐ
て
、
手
を
の
ば
せ
ば
つ
か
ま

ら
う
と
い
ふ
と
き
に
、
そ
の
手
が
ど
う
し
て
も
届
き
さ
う
も

な
い
心
地
が
か
な
子
は
し
て
い
る
。〔
中
略
〕
先
程
ま
で
あ

れ
ほ
ど
熱
心
に
願
ひ
、
そ
れ
に
従
っ
て
現
実
性
も
色
増
す
や

う
に
思
は
れ
た
あ
の
願
事
が
、
何
だ
か
不
意
に
現
実
性
を
喪

つ
て
、
い
か
に
も
は
じ
め
か
ら
非
現
実
的
な
、
夢
の
や
う
な
、

子
供
じ
み
た
願
望
で
あ
つ
た
気
が
し
て
き
た
。（
五
五
一
頁
）

橋
づ
く
し
の
儀
礼
を
行
え
ば
「
い
い
旦
那
」
が
手
に
入
る
と

思
っ
て
歩
い
て
き
た
の
だ
が
、
腹
痛
と
と
も
に
、
そ
れ
が
「
夢
の

や
う
な
」「
子
供
じ
み
た
願
望
」
で
あ
っ
た
こ
と
に
思
い
い
た
る

の
で
あ
る
。
語
る
主
体
が
「
公
明
正
大
」
で
あ
る
と
太
鼓
判
を
押

す
願
望
が
「
現
実
性
」
の
な
い
「
非
現
実
的
」
な
も
の
で
し
か
な

い
こ
と
を
登
場
人
物
た
ち
が
自
覚
し
始
め
る
。
そ
れ
は
み
な
を
通

し
て
で
は
な
い
。
は
じ
め
か
ら
わ
か
っ
て
い
た
こ
と
が
、
身
体
感

覚
を
刺
激
さ
れ
る
こ
と
で
（
腹
痛
）
よ
う
や
く
実
感
さ
れ
る
だ
け

の
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
引
用
文
⑥
二
重
傍
線
部
の
よ
う
に
、
な
ぜ
自
分
た
ち
が

〝
そ
れ
〞
を
欲
望
し
て
い
た
の
か
わ
か
ら
な
く
な
る
の
だ
。
彼
ら

の
欲
望
に
は
根
拠
が
な
く
、
し
か
も
身
近
に
模
倣
す
べ
き
他
者
も

い
な
い
と
い
う
状
態
で
あ
る
か
ら
、
彼
ら
は
〈
大
文
字
の
他
者
〉

の
欲
望
を
欲
望
し
て
い
た
だ
け
な
の
だ
ろ
う
。

満
佐
子
の
場
合
は
彼
ら
と
は
少
し
違
う
。
七
つ
目
の
橋
に
た
ど

り
着
く
ま
で
、
Ｒ
と
の
結
婚
を
願
い
続
け
て
い
た
。
し
か
し
後
に

見
る
よ
う
に
、
み
な
が
ど
ん
ど
ん
と
不
気
味
に
思
え
て
く
る
と
、

Ｒ
の
イ
メ
ー
ジ
が
「
四
散
し
て
、
以
前
の
や
う
に
纏
つ
た
像
を
結

ば
う
と
し
な
」（
五
五
六
〜
七
頁
）
く
な
る
。
橋
を
渡
る
こ
と
が

優
先
さ
れ
、

⑧
少
し
も
早
く
第
七
の
橋
を
渡
つ
て
し
ま
は
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
れ
ま
で
何
も
思
は
な
い
で
急
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
五
五
七
頁
）

と
、
Ｒ
の
こ
と
よ
り
も
橋
を
渡
る
と
い
う
行
為
が
優
先
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
。
目
的
で
は
な
く
手
段
が
目
的
化
す
る
の

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
後
ろ
か
ら
迫
っ
て
く
る
、
何
を
願
っ
て
い
る
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の
か
も
わ
か
ら
な
い
〈
絶
対
的
他
者
〉
＝
〈
動
物
〉
＝
〈
亡
霊
〉

と
化
し
た
み
な
と
い
う
存
在
ゆ
え
で
あ
っ
た
。

⑨
満
佐
子
は
他
人
の
願
望
と
い
ふ
も
の
が
、
こ
れ
ほ
ど
気
持
の

わ
る
い
も
の
だ
と
は
知
ら
な
か
つ
た
。 

（
五
五
六
頁
）

と
さ
れ
る
よ
う
に
、
自
分
が
欲
望
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
そ

ん
な
他
者
の
欲
望
に
出
会
っ
て
し
ま
っ
た
（
と
思
っ
て
い
る
）
こ

と
で
、
満
佐
子
自
身
の
欲
望
も
空
白
化
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ

る
。

五
、
他
者
に
欲
望
さ
れ
な
い
欲
望

小
弓
、
か
な
子
、
満
佐
子
ら
三
人
の
欲
望
は
、
語
る
主
体
が
そ

れ
ぞ
れ
の
内
面
を
再
現
＝
表
象
す
る
こ
と
で
、
登
場
人
物
た
ち
が

お
互
い
に
他
者
の
欲
望
を
想
像
し
た
そ
の
内
容
に
間
違
い
の
な
い

こ
と
が
、
読
者
に
も
伝
わ
る
シ
ス
テ
ム
に
な
っ
て
い
る
。
す
る

と
、
読
者
は
登
場
人
物
た
ち
も
ま
た
お
互
い
の
欲
望
の
読
み
あ
い

の
正
確
性
を
疑
っ
て
い
な
い
の
で
あ
ろ
う
と
も
確
信
で
き
る
。

他
者
の
欲
望
を
欲
望
す
る
と
言
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
同

じ
レ
ベ
ル
で
競
い
合
う
者
た
ち
の
話
し
で
あ
ろ
う
。
ホ
モ
ソ
ー

シ
ャ
ル
に
お
い
て
男
た
ち
が
互
い
の
欲
望
を
欲
望
し
あ
う
の
は
ラ

イ
バ
ル
関
係
に
あ
る
か
ら
だ
。
た
し
か
に
彼
ら
三
人
は
、
一
種
の

〈
願
い
事
共
同
体
〉
を
形
成
す
る
〈
共
感
の
共
同
体
〉
の
住
人
で

あ
る
。
だ
が
、
新
橋
の
料
亭
の
娘
と
同
い
年
の
芸
者
と
四
十
過
ぎ

の
芸
者
と
の
間
に
、
こ
こ
で
競
い
合
う
必
要
性
な
ど
な
い
。
競
い

合
う
必
要
の
な
い
女
性
た
ち
が
同
じ
行
為
を
す
る
橋
づ
く
し
と
い

う
儀
礼
は
、
レ
ズ
ビ
ア
ン
連
続
体
的
な
繋
が
り
を
生
み
出
す
か
の

よ
う
に
思
え
る
。

だ
が
彼
ら
の
共
同
性
は
、
み
な
と
い
う
異
者
を
第
三
項
排
除
す

る
こ
と
で
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。「
人
間
ら
し
い
願
望
」
を

持
つ
彼
ら
と
、
願
い
事
は
あ
る
よ
う
だ
が
そ
の
内
容
が
わ
か
ら
な

い
み
な
と
が
い
て
、
み
な
を
「
人
間
」
か
ら
排
除
す
る
こ
と
で

〈
彼
ら
〉
の
人
間
的
共
感
の
共
同
性
は
強
ま
る
の
で
あ
る
。
そ
の

よ
う
な
意
味
で
、
小
弓
た
ち
三
人
は
ラ
イ
バ
ル
関
係
に
な
い
の
だ

か
ら
、
欲
望
の
転
移
が
発
生
し
な
い
も
の
の
、
み
な
を
排
除
す
る

あ
る
種
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
的
な
関
係
の
な
か
に
い
る
と
言
え
よ
う
。

ラ
イ
バ
ル
関
係
に
は
な
い
と
は
言
っ
た
も
の
の
、
か
な
子
は
小

弓
に
な
り
た
く
は
な
い
の
で
あ
る
。
積
極
的
な
欲
望
の
転
移
は
な

い
の
だ
が
、
お
互
い
が
な
っ
て
は
い
け
な
い
対
象
で
は
あ
る
だ
ろ

う
。
満
佐
子
は
料
亭
の
娘
な
の
だ
か
ら
、
自
分
の
「
旦
那
」
は

持
っ
て
は
い
け
な
い
し
、
か
な
子
は
Ｒ
な
ど
と
い
う
「
旦
那
」
を
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持
っ
て
も
し
か
た
が
な
い
。
な
ぜ
な
ら
肥
っ
た
中
年
男
性
を
欲
望

し
て
い
る
の
だ
か
ら
。

彼
ら
の
〈
共
感
の
共
同
体
〉
は
、
願
い
事
を
お
互
い
が
わ
か
っ

て
る
と
い
う
共
感
と
同
時
に
、「
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
自
己
像
」

に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
て
も
い
る
。

　
【
図
１
】

「
橋
づ
く
し
」
に

顕
れ
る
女
た
ち

の
〈
共
感
の
共

同
体
〉

彼
ら
三
人
は
花
柳
界
と
の
縁
に
よ
っ
て
結
ば
れ
て
い
る
。
花
柳

界
自
体
が
男
た
ち
の
欲
望
に
よ
っ
て
作
り
上
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ

る
。
男
た
ち
の
欲
望
の
も
と
、
下
方
排
除
さ
れ
て
い
る
の
が
彼
ら

三
人
な
の
で
あ
る
。
満
佐
子
が
Ｒ
と
の
結
婚
を
望
む
の
も
（
満
佐

子
が
一
人
娘
な
の
か
ど
う
か
は
不
明
だ
が
）、
家
の
再
生
産
の
た

め
の
も
の
、
も
し
く
は
ホ
モ
ソ
ー
シ
ャ
ル
の
な
か
で
の
身
の
処
し

方
な
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
ホ
モ
ソ
ー
シ
ャ
ル
の
な
か
で
作
り
上
げ
ら
れ
た
花

柳
界
の
女
性
た
ち
三
人
が
、
ホ
モ
ソ
ー
シ
ャ
ル
の
な
か
で
生
き
抜

く
た
め
に
必
要
だ
と
思
っ
た
も
の
が
、
彼
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
願
い
事

な
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
彼
ら
三
人
を
「
人
間
」
と
す
る
こ
と
で
、
こ
ん
ど
は
み

な
が
「
人
間
外
」
の
存
在
と
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

六
、「
猿
」
に
さ
れ
る
み
な
と
い
う
女
性

さ
き
に
み
な
は
語
る
主
体
に
よ
っ
て
〈
怨
霊
〉
化
さ
れ
て
い
る

の
だ
と
述
べ
た
。
彼
女
の
発
話
は
、
二
回
の
「
は
い
」
だ
け
で
あ

る
。
彼
ら
三
人
と
の
対
話
は
な
い
。

港
道
﹇1997

﹈
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
言
う
。

顔
の
絶
対
的
な
他
者
性
が
〈
私
〉
の
世
界
に
属
さ
な
い
が
ゆ

え
に
、
他
者
は
〈
私
〉
の
能
力
＝
権
力
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ

る
こ
と
は
な
い
。
と
す
れ
ば
、
他
者
へ
の
能
力
＝
権
力
を
肯

定
し
続
け
よ
う
と
す
れ
ば
、
他
者
を
無
化
す
る
、
従
っ
て
殺

す
し
か
な
い
。（p.157

）

小
弓 

≠　

か
な
子 

≠ 
満
佐
子

欲
望
の
読
み
あ
い
可
能

　
　
　
　
　

←　

下
方
排
除

み
な
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顔
は
、
暴
力
の
意
味
を
〈
私
〉
に
教
え
、
暴
力
に
よ
る
応
答

も
可
能
に
す
る
が
、
同
時
に
非
暴
力
を
も
可
能
に
す
る
の

だ
。
し
た
が
っ
て
、
他
者
と
の
関
係
は
本
質
的
に
は
暴
力
の

関
係
で
は
な
い
。
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
一
方
的
に
平
和
の
関

係
で
も
な
い
。
暴
力
か
歓
待
か
を
〈
私
〉
が
選
択
し
な
く
て

は
な
ら
な
い
関
係
で
あ
る
。（pp.162-3

）

言
葉
や
感
情
を
奪
わ
れ
、
東
北
と
い
う
土
地
を
差
別
さ
れ
、
ス

テ
レ
オ
タ
イ
プ
に
描
か
れ
た
田
舎
者
の
身
体
を
揶
揄
さ
れ
る
存
在

に
さ
れ
た
の
が
み
な
で
あ
る
。「
人
間
ら
し
い
願
望
」
を
持
ち
、

そ
れ
を
「
正
直
に
顔
に
」（
五
四
三
頁
）
出
す
こ
と
が
で
き
る
三

人
の
女
性
た
ち
に
対
し
て
、「
顔
」
を
与
え
ら
れ
な
い
の
が
み
な

で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
「
顔
」
の
喪
失
で
は
な
い
。
読
者
に
与

え
ら
れ
る
の
は
、
語
る
主
体
に
よ
っ
て
想
像
的
に
捏
造
さ
れ
た
意

味
不
明
な
「
顔
」
の
イ
メ
ー
ジ
で
し
か
な
い
。
語
る
主
体
の
言
葉

を
信
じ
切
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
「
橋
づ
く
し
」
の
語

る
主
体
は
、
選
択
的
な
語
り
を
行
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

本
来
的
に
は
「
顔
」
の
な
い
存
在
は
絶
対
的
他
者
で
あ
り
、
恐

怖
の
対
象
と
な
る
。
し
か
し
み
な
が
恐
怖
の
対
象
と
な
ら
な
い
の

は
、
ひ
と
つ
に
は
「
人
間
」
の
振
る
舞
い
を
「
猿
真
似
」
を
し

て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
つ
ま
り
、
理
解
可
能
な
動
物

（
ペ
ッ
ト
・
家
畜
）
に
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
。「
願
事
」
が
あ
る
と

「「
い
つ
ぱ
し
だ
わ
ね
」」（
五
四
五
頁
）
と
揶
揄
さ
れ
る
の
は
、
人

間
以
下
で
理
解
不
可
能
な
〈
動
物
〉
以
上
の
存
在
と
さ
れ
て
い
る

か
ら
だ
ろ
う
。

ま
た
み
な
と
満
佐
子
と
が
二
人
き
り
に
な
る
ま
で
は
、
満
佐
子

た
ち
は
理
解
可
能
な
〈
共
感
の
共
同
体
〉
を
形
成
し
て
い
た
。

⑩
し
か
し
自
分
の
う
し
ろ
に
接
し
て
く
る
み
な
の
下
駄
の
音

が
、
行
く
に
つ
れ
て
、
心
に
重
く
か
ぶ
さ
つ
て
来
る
の
で
あ

る
。〔
中
略
〕
二
人
き
り
に
な
つ
た
今
で
は
、
こ
の
山
出
し

の
少
女
が
一
体
ど
ん
な
願
ひ
事
を
心
に
蔵
し
て
ゐ
る
の
か
、

気
に
し
ま
い
と
思
つ
て
も
気
に
せ
ず
に
は
ゐ
ら
れ
な
い
。
何

か
見
当
の
つ
か
な
い
願
事
を
抱
い
た
岩
乗
な
女
が
、
自
分
の

う
し
ろ
に
迫
つ
て
来
る
の
は
、
満
佐
子
に
は
気
持
が
悪
い
。

気
持
が
悪
い
と
い
ふ
よ
り
も
、
そ
の
不
安
は
だ
ん
だ
ん
強
く

な
つ
て
、
恐
怖
に
近
く
な
る
ま
で
高
じ
た
。　
（
五
五
六
頁
）

こ
の
後
に
引
用
文
⑨
「
満
佐
子
は
他
人
の
願
望
と
い
ふ
も
の

が
、
こ
れ
ほ
ど
気
持
の
わ
る
い
も
の
だ
と
は
知
ら
な
か
つ
た
」

（
五
五
六
頁
）
が
続
く
。
そ
し
て
、
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⑪
い
は
ば
黒
い
塊
が
う
し
ろ
を
つ
い
て
来
る
か
の
や
う
で
、
か

な
子
や
小
弓
の
内
に
見
透
か
さ
れ
た
あ
の
透
明
な
願
望
と
は

ち
が
つ
て
い
る
。 

（
五
五
六
頁
）

と
、
述
べ
ら
れ
る
。
こ
こ
か
ら
わ
か
る
の
は
、
満
佐
子
た
ち
が

属
し
て
い
た
〈
共
感
の
共
同
体
〉
が
相
互
理
解
可
能
だ
と
（
思
わ

れ
て
い
た
と
）
い
う
こ
と
だ
。
み
な
を
語
る
主
体
と
共
犯
し
て
排

除
し
、
連
帯
を
強
め
た
相
互
理
解
可
能
共
同
体
が
、
脱
落
者
が
で

た
こ
と
で
崩
壊
し
た
と
き
、
排
除
し
た
み
な
と
対
峙
せ
ざ
る
を
え

な
く
な
る
。
み
な
を
空
白
に
す
る
こ
と
で
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン

ト
化
で
き
る
橋
づ
く
し
と
い
う
儀
礼
、
そ
し
て
「
橋
づ
く
し
」
と

い
う
テ
ク
ス
ト
は
、
語
り
の
非
対
称
性
、
登
場
人
物
の
非
対
称

性
（
み
な
の
劣
位
項
へ
の
排
除
、
空
白
化
）
に
よ
っ
て
成
り
立
つ

も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
非
対
称
性
が
崩
れ
た
（
と
思
わ
れ

た
）
と
き
、
絶
対
的
他
者
＝
〈
動
物
〉
＝
〈
亡
霊
〉
と
し
て
み
な

は
立
ち
顕
れ
る
。
背
後
に
絶
対
的
な
謎
と
し
て
存
在
す
る
黒
い
塊

は
、満
佐
子
に
〈
私
〉
と
い
う
主
体
を
形
成
さ
せ
な
い
。
ペ
ッ
ト
・

家
畜
的
な
動
物
が
、
こ
こ
で
そ
の
真
の
姿
が
〈
動
物
〉
で
あ
る
こ

と
を
垣
間
見
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
満
佐
子
と
い
う

存
在
が
〈
亡
霊
／
動
物
〉
に
呼
び
か
け
ら
れ
、
不
安
の
な
か
で
絶

対
的
他
者
と
向
か
い
合
い
、
新
し
い
〈
主
体
〉
へ
と
生
成
変
化
し

て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
瞬
間
な
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
満
佐
子
は
い
ま
だ
に
ペ
ッ
ト
動
物
と
し
て
み
な
を
扱
お

う
と
す
る
。
七
番
目
の
橋
を
渡
る
直
前
に
自
殺
志
願
者
と
間
違
え

ら
れ
て
警
察
官
に
尋
問
さ
れ
た
と
き
、
自
分
に
代
わ
っ
て
み
な
が

応
え
る
べ
き
だ
と
考
え
る
の
で
あ
っ
た
。

⑫
み
な
が
満
佐
子
に
代
つ
て
答
へ
る
べ
き
だ
と
い
ふ
こ
と
を
、

み
な
に
知
ら
せ
て
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
気
の
利
か
な

い
に
も
程
が
あ
る
。
満
佐
子
は
み
な
の
ワ
ン
ピ
ー
ス
の
裾

を
引
張
つ
て
、
し
き
り
に
注
意
を
喚
起
し
た
。〔
中
略
〕
み

な
も
頑
な
に
口
を
つ
ぐ
み
つ
づ
け
て
ゐ
る
の
を
見
た
満
佐
子

は
、
最
初
の
言
ひ
つ
け
を
守
る
つ
も
り
な
の
か
、
そ
れ
と

も
自
分
の
願
ひ
事
を
守
る
つ
も
り
な
の
か
、
み
な
が
口
を

き
か
な
い
決
意
を
固
め
て
い
る
の
を
覚
つ
て
呆
然
と
し
た
。

（
五
五
八
頁
）

傍
線
部
の
よ
う
に
自
分
に
代
わ
っ
て
応
え
る
べ
き
だ
と
い
う
考

え
は
、
女
中
と
し
て
の
み
な
へ
の
要
望
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
波
線

部
の
よ
う
に
み
な
が
沈
黙
し
て
い
る
の
は
、〈
満
佐
子
の
言
い
つ

け
を
守
る
／
み
な
の
願
い
事
を
守
る
〉
と
い
う
二
項
対
立
的
な
拘

束
が
あ
る
か
ら
だ
と
考
え
る
。
先
行
研
究
も
満
佐
子
の
考
え
の
ど
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ち
ら
が
正
解
か
を
考
察
す
る
も
の
が
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
問
い
自
体
が
も
は
や
無
効
な
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
言
葉
や
内
面
を
奪
わ
れ
た
み
な
は
、
こ
こ
に
至
っ
て
人
間
た

ち
に
と
っ
て
の
絶
対
的
他
者
と
し
て
の
相
貌
を
顕
し
た
の
で
あ

る
。「
人
間
」
た
ち
の
相
互
理
解
可
能
な
〈
共
感
の
共
同
体
〉
を

越
え
出
て
、
そ
れ
を
相
対
化
し
た
の
で
あ
る
。
言
葉
と
内
面
と
を

奪
っ
た
語
る
主
体
と
登
場
人
物
た
ち
三
人
は
そ
の
暴
力
的
排
除
・

み
な
を
疎
外
す
る
こ
と
で
ぎ
ゃ
く
に
、
み
な
を
絶
対
的
他
者
と
す

る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。

人
間
に
は
制
御
不
能
な
〈
動
物
〉
へ
と
再
帰
し
た
み
な
は
、〈
亡

霊
〉
論
的
生
成
変
化
を
遂
げ
、
人
間
絶
対
主
義
的
な
語
り
を
打
ち

壊
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
言
う
打
ち
壊
し
た
と
は
、
読
者
に
安

定
し
た
語
り
が
提
供
さ
れ
て
い
た
と
い
う
約
束
事
が
ほ
ん
と
う
に

約
束
事
で
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ

と
だ
。

そ
の
残
滓
が
、
先
述
し
た
橋
づ
く
し
後
の
満
佐
子
と
み
な
と
の

肉
体
的
接
触
の
場
面
に
あ
る
。
み
な
が
た
ん
な
る
家
畜
で
は
な
く

な
っ
て
い
る
こ
と
が
暗
示
的
に
示
さ
れ
る
箇
所
で
あ
る
。

⑬
〔
満
佐
子
の
〕
爪
は
弾
力
の
あ
る
〔
み
な
の
〕
重
い
肉
に
弾

か
れ
、
指
先
に
は
鬱
陶
し
い
触
感
が
残
つ
て
、
満
佐
子
は
そ

の
指
の
も
つ
て
ゆ
き
場
が
な
い
や
う
な
気
が
し
た
。

（
五
五
九
頁
）

「
橋
づ
く
し
」
と
い
う
願
い
事
の
イ
ベ
ン
ト
に
利
用
さ
れ
た
家

畜
と
し
て
の
み
な
が
、
日
常
生
活
に
も
ど
り
女
中
と
し
て
ペ
ッ
ト

（
伴
侶
動
物
）
的
に
扱
わ
れ
て
い
る
箇
所
で
あ
る
が
、
そ
の
内
に

秘
め
た
理
解
不
能
な
〈
動
物
〉
性
を
発
揮
し
た
箇
所
と
言
え
る
だ

ろ
う
。
人
間
の
身
体
を
拒
絶
し
不
安
に
陥
れ
る
〈
動
物
〉
の
身
体

が
こ
こ
で
初
め
て
、
言
語
化
で
き
な
い
み
な
に
満
佐
子
は
出
会
っ

た
の
だ
。
何
を
考
え
て
い
る
の
か
わ
か
ら
な
い
、
こ
ち
ら
の
言
っ

て
い
る
こ
と
を
理
解
し
て
い
る
の
か
わ
か
ら
な
い
と
言
葉
に
し
て

説
明
し
て
き
た
満
佐
子
た
ち
と
語
る
主
体
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
お

い
て
感
覚
的
に
し
か
接
近
し
え
な
い
、
そ
し
て
交
流
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
〈
動
物
〉
と
し
て
の
「
み
な
」
が
潜
勢
力
を
持
っ
て
〈
こ

こ
〉
に
い
る
こ
と
を
、
身
体
を
通
し
て
知
覚
し
た
の
で
あ
る
。

ペ
ッ
ト
の
よ
う
に
扱
お
う
と
す
る
満
佐
子
の
爪
先
を
拒
絶
す
る

〈
動
物
〉
的
身
体
を
持
つ
み
な
。
満
佐
子
た
ち
は
も
ち
ろ
ん
の
こ

と
、
人
間
中
心
主
義
で
あ
る
語
る
主
体
も
ま
た
、
み
な
の
前
で
は

敗
北
す
る
し
か
な
い
の
で
あ
っ
た
。
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七
、
三
島
由
紀
夫
と
い
う
怨
霊
か
ら
遠
く
離
れ
て

以
上
、
語
る
主
体
と
登
場
人
物
の
女
性
た
ち
三
人
と
が
語
り
に

お
い
て
結
託
し
、
彼
ら
三
人
が
「
人
間
」
と
し
て
願
か
け
に
臨

み
、
失
敗
に
至
る
プ
ロ
セ
ス
を
、
み
な
と
い
う
異
物
を
排
除
す
る

こ
と
で
ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
に
構
造
化
し
た
「
橋
づ
く
し
」
と
い
う

小
説
が
持
つ
語
り
の
暴
力
性
、
物
語
内
容
に
お
い
て
〈
人
間
／
動

物
〉
と
い
う
構
造
を
作
り
出
す
構
造
の
暴
力
性
を
み
て
き
た
。
そ

し
て
空
白
化
さ
れ
た
み
な
に
焦
点
を
当
て
て
見
た
と
き
、
テ
ク
ス

ト
の
構
造
化
の
と
き
に
発
動
す
る
暴
力
性
が
露
わ
に
な
る
こ
と
、

み
な
を
家
畜
動
物
的
に
扱
う
こ
と
が
ぎ
ゃ
く
に
「
人
間
」
中
心
主

義
の
欺
瞞
を
暴
く
こ
と
を
論
じ
て
き
た
。

残
る
課
題
は
、
こ
の
よ
う
に
論
じ
た
結
果
自
体
が
す
で
に
三
島

由
紀
夫
と
い
う
偉
大
な
作
家
の
構
想
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

い
う
指
摘
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
応
答
す
る
か
で
あ
る
。

答
え
は
明
瞭
。「
わ
か
ら
な
い
」
も
し
く
は
「
考
え
て
な
い
ん

じ
ゃ
な
い
」
で
あ
る
。
三
島
由
紀
夫
と
い
う
偉
大
な
作
家
幻
想
の

も
と
で
テ
ク
ス
ト
を
読
む
こ
と
を
や
め
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
か
？

「
橋
づ
く
し
」
は
エ
ピ
グ
ラ
フ
に
近
松
門
左
衛
門
『
心
中
天
の

網
島
』「
名
ご
り
の
橋
づ
く
し
」
を
持
っ
て
き
て
い
る
。『
心
中
天

網
島
』
は
死
に
向
か
っ
て
男
女
二
人
が
橋
を
渡
っ
て
い
く
の
で
あ

る
が
、「
橋
づ
く
し
」
は
「
願
事
」
と
い
う
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
目
標

に
向
か
っ
て
四
人
の
女
性
が
橋
を
渡
る
。
生
と
死
と
が
逆
転
し
た

構
造
に
な
っ
て
い
る
が
、
け
っ
き
ょ
く
は
願
い
の
成
就
に
は
至
ら

な
い
と
い
う
、
そ
の
意
味
で
は
「
死
」
に
向
か
っ
て
三
人
の
女
性

が
邁
進
し
、
謎
の
女
性
一
人
だ
け
が
「
生
」
を
得
る
。
生
死
が
逆

転
し
、「
生
」
と
い
う
出
発
点
か
ら
結
局
は
「
死
」
に
向
か
う
の

だ
が
「
共
同
性
」（
心
中
共
同
体
と
共
感
の
共
同
体
）
の
外
部
に

い
る
も
の
だ
け
が
「
生
」
を
可
能
と
す
る
と
い
う
逆
説
が
面
白
い

の
だ
ろ
う
。

こ
れ
は
、
語
り
方
や
み
な
排
除
と
は
無
関
係
な
モ
チ
ー
フ
レ
ベ

ル
の
面
白
さ
な
の
だ
ろ
う
。

「
い
や
い
や
、
三
島
由
紀
夫
は
土
着
的
な
女
性
が
「
富
」
を
手

に
入
れ
る
と
い
う
近
代
批
判
を
し
て
い
る
の
で
云
々
」
と
も
言
わ

れ
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
批
判
の
た
め
に
利
用
さ
れ
る
の

は
〈
東
北
出
身
の
冴
え
な
い
女
性
〉
な
の
で
あ
る
。
近
代
批
判
の

た
め
に
貶
め
ら
れ
る
〈
地
方
〉
と
い
う
の
は
、
ホ
モ
ソ
ー
シ
ャ
ル

を
批
判
す
る
と
き
に
、
排
除
の
対
象
と
な
る
女
性
が
男
性
た
ち
の

絆
に
楔
を
打
ち
込
む
と
き
に
、「
け
っ
き
ょ
く
は
女
性
の
強
さ
で

し
ょ
う
か
」
と
女
性
を
賞
賛
す
る
の
と
同
じ
な
の
で
は
な
い
か
。

こ
の
よ
う
な
答
え
を
し
て
し
ま
う
と
〈
男
／
女
〉
の
構
造
は
破
砕

さ
れ
な
い
。
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も
う
ひ
と
つ
は
、
今
回
着
目
し
た
語
り
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、

「
三
島
由
紀
夫
は
考
え
て
や
っ
て
い
る
。」「
三
島
由
紀
夫
は
小
説

で
し
か
で
き
な
い
語
り
方
を
や
ろ
う
と
し
た
の
だ
」
と
い
う
指
摘

が
想
定
で
き
る
。
た
し
か
に
三
島
自
身
が
「
戯
曲
化
不
可
能
」
な

ぜ
な
ら
「
会
話
が
禁
じ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
、
セ
リ
フ
を
使
用
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
小
説
独
得
の
心
理
描

写
が
活
用
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
」（「「
橋
づ
く
し
」
に
つ
い
て
」

一
九
五
九
年　

31
・
二
一
二
〜
三
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
あ
る
い

は
「
心
理
描
写
と
い
ふ
武
器
を
駆
使
し
て
、
縦
横
に
各
人
物
の
内

面
を
探
る
こ
と
が
で
き
る
」
の
が
「
小
説
の
独
壇
場
」（「「
橋
づ

く
し
」
に
つ
い
て
」
一
九
六
一
年　

31
・
六
〇
八
頁
）
と
も
述
べ

て
い
る
。

し
か
し
考
え
て
ほ
し
い
。「
橋
づ
く
し
」
が
近
松
門
左
衛
門
の

テ
ク
ス
ト
を
参
照
枠
と
し
て
い
る
の
な
ら
ば
、
文
楽
は
す
べ
て
義

太
夫
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
登
場
人
物
の

心
内
語
も
発
話
も
描
写
も
一
人
の
声
で
表
出
さ
れ
る
。
そ
れ
は
説

経
節
や
能
な
ど
に
も
言
え
る
こ
と
で
、
心
理
が
あ
る
特
定
の
登
場

人
物
の
〈
秘
密
〉
と
し
て
保
護
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
語
り
手

や
能
な
ら
ば
シ
テ
の
内
面
を
地
謡
が
語
り
も
す
る
し
、
シ
テ
が
地

の
文
を
語
り
も
す
る
。
謡
曲
な
ど
に
詳
し
い
三
島
が
古
典
芸
能
的

な
語
り
方
を
知
ら
ぬ
訳
は
あ
る
ま
い
。
登
場
人
物
の
内
面
が
地
の

文
と
同
格
で
表
出
さ
れ
る
こ
と
は
説
経
節
な
ど
で
は
よ
く
み
ら
れ

る
現
象
で
あ
る
、
況
ん
や
能
を
や
。
小
説
で
し
か
で
き
な
い
と
い

う
の
は
、
近
代
演
劇
に
対
す
る
批
判
レ
ベ
ル
と
し
て
捉
え
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。
語
り
方
も
日
本
語
テ
ク
ス
ト
で
な
ら
ば
可
能
な
、
古

典
文
学
か
ら
現
代
の
エ
ン
タ
メ
小
説
ま
で
に
み
ら
れ
る
も
の
で
し

か
な
か
ろ
う
。

た
と
え
考
え
抜
い
て
選
ば
れ
た
語
り
方
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ

の
語
り
方
に
〈
暴
力
性
〉
が
潜
在
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
今
回
の
よ

う
な
分
析
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

「
語
り
の
暴
力
性
を
も
三
島
は
考
え
て
い
た
ん
だ
」
と
ま
で
言

わ
れ
た
ら
、
三
島
信
仰
こ
こ
に
極
ま
れ
り
で
、
唖
然
と
す
る
し
か

な
い
が
、
語
り
の
暴
力
性
を
批
判
す
る
た
め
に
あ
え
て
デ
フ
ォ
ル

メ
し
た
語
り
方
を
選
択
す
る
こ
と
が
、
み
な
を
犠
牲
に
せ
ざ
る
を

え
な
い
ほ
ど
の
破
壊
力
・
批
判
力
を
持
つ
テ
ク
ス
ト
に
仕
上
が
っ

て
い
る
と
は
、
い
ま
分
析
し
終
え
て
も
思
え
な
い
の
で
あ
る
。

分
析
は
そ
の
射
程
が
限
ら
れ
て
い
る
。
今
回
の
分
析
が
ど
の
レ

ベ
ル
ま
で
解
析
可
能
な
の
か
は
分
析
開
始
時
に
は
す
で
に
わ
か
っ

て
い
る
。
本
稿
は
語
る
主
体
と
登
場
人
物
の
一
部
と
が
情
報
を
共

有
し
、
そ
れ
を
語
る
主
体
が
表
象
す
る
こ
と
の
暴
力
性
を
明
ら
か

に
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
レ
ベ
ル
を
超
え
て
、
三
島
の
天
才

性
、
小
説
技
法
か
ら
、「
三
島
は
す
べ
て
考
え
て
い
た
」
と
い
う
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の
で
あ
れ
ば
、
本
稿
を
三
島
由
紀
夫
の
小
説
技
法
か
ら
批
判
し
、

彫
刻
し
て
ほ
し
い
。

も
う
作
家
伝
説
は
い
ら
な
い
。
本
稿
は
た
だ
た
ん
に
「
橋
づ
く

し
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
を
ズ
タ
ズ
タ
に
解
剖
し
た
テ
ク
ス
ト
分
析

で
あ
る
。

【
注
】

（
１
） 

Ａ
「
か
な
子
は
」
と
あ
る
以
上
、
発
話
は
語
る
主
体
で
あ

る
。
か
な
子
が
「
夢
み
て
ゐ
る
」
こ
と
を
知
り
、
そ
の
内

容
を
表
象
す
る
三
人
称
的
語
り
で
あ
る
。
Ｃ
は
「
と
思

ふ
」
と
閉
じ
ら
れ
る
よ
う
に
、
語
る
主
体
に
よ
る
心
内
表

象
で
あ
る
。
山
形
括
弧
を
付
し
た
箇
所
が
心
内
に
あ
た

る
。
で
は
Ｂ
は
ど
う
か
。
Ｂ
は
地
の
文
で
あ
る
が
、
か
な

子
の
心
内
語
で
あ
る
（
語
る
主
体
が
「
肥
つ
て
」
い
る
こ

と
が
金
持
ち
の
証
だ
と
思
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
だ

か
ら
）。
主
語
を
明
示
せ
ず
、
引
用
符
を
付
け
な
い
語
り

方
は
、
自
由
話
法
で
あ
る
。
地
の
文
と
心
内
語
が
同
格
と

い
う
の
は
こ
の
よ
う
な
現
象
を
指
し
て
い
る
。

た
だ
し
、
日
本
語
表
現
の
難
し
さ
だ
が
、
Ａ
「
か
な
子

は
」
で
始
ま
り
、
Ｃ
「
と
思
ふ
」
で
終
わ
る
こ
の
ひ
と
か

た
ま
り
の
文
章
は
、
句
点
で
一
応
は
区
切
っ
て
あ
る
も
の

の
、
ひ
と
つ
の
「
文
」
と
し
て
も
読
め
て
し
ま
う
。
Ｃ
波

線
部
「
そ
れ
」
が
、
か
な
子
の
心
内
語
を
受
け
て
、
語
る

主
体
の
直
接
話
法
へ
と
連
続
し
て
語
り
え
て
し
ま
う
し
、

自
然
な
文
章
の
よ
う
に
読
め
て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
な
自

由
話
法
と
直
接
話
法
と
の
癒
着
が
、「
橋
づ
く
し
」
の
レ

（
・
）
ト
リ
ッ
ク
を
下
支
え
す
る
の
で
あ
る
。

（
２
） 

諸
外
国
の
言
語
に
よ
っ
て
創
ら
れ
る
テ
ク
ス
ト
で
は
自
由

直
接
話
法
、
自
由
間
接
話
法
と
い
う
区
分
け
が
可
能
で
あ

る
。
平
塚
﹇2017

﹈
な
ど
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
言
語

に
よ
っ
て
自
由
間
接
話
法
の
人
称
、
時
制
の
変
化
は
千
差

万
別
で
も
あ
る
。
引
用
符
号
な
し
で
登
場
人
物
の
発
話
が

地
の
文
の
よ
う
に
表
出
さ
れ
る
の
が
自
由
話
法
で
あ
り
、

地
の
文
の
時
制
や
人
称
と
一
致
す
る
文
と
な
る
の
が
基
本

的
に
自
由
間
接
話
法
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。
た
だ
し
日
本

語
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
は
、
人
称
や
時
制
、
指
示
代
名
詞

の
変
化
が
明
確
で
な
い
た
め
、
自
由
間
接
話
法
と
自
由
直

接
話
法
と
の
峻
別
は
な
い
と
言
っ
て
も
い
い
の
か
も
し
れ

な
い
。
三
谷
﹇2002

﹈
は
、
読
者
と
語
り
手
と
登
場
人
と

が
認
知
す
る
時
間
に
よ
っ
て
間
接
と
直
接
と
を
分
け
よ
う

と
し
た
。
し
か
し
そ
れ
が
本
当
に
妥
当
な
の
か
ど
う
か
は
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中
世
の
語
り
物
文
藝
（
た
と
え
ば
説
経
節
や
『
平
家
物

語
』）
を
見
て
い
る
と
不
安
に
な
る
（
高
木
﹇2020

予
定
﹈

参
照
）。

い
ま
大
切
な
こ
と
は
、
自
由
直
接
話
法
も
し
く
は
自
由

間
接
話
法
が
用
い
ら
れ
る
と
し
て
、
そ
れ
が
テ
ク
ス
ト

に
、
あ
る
い
は
テ
ク
ス
ト
の
読
解
に
な
に
を
も
た
ら
す
か

で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
フ
ロ
ベ
ー
ル
が

大
々
的
に
用
い
始
め
た
と
さ
れ
る
自
由
間
接
話
法
で
あ
る

が
、
そ
れ
が
な
に
ゆ
え
に
誕
生
し
た
の
か
も
大
き
な
謎
と

し
て
残
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

【
参
考
本
文
】

四
角
囲
い
、
傍
線
は
高
木
に
よ
る
。〔　

〕
内
は
高
木
に
よ
る

註
記
。
ま
た
心
内
語
（
と
思
わ
れ
る
箇
所
）
に
は
〈　

〉
を
つ
け

た
場
合
が
あ
る
。
傍
点
は
原
文
通
り
。

三
島
由
紀
夫
「
橋
づ
く
し
」
は
『
決
定
版　

三
島
由
紀
夫
全

集　

19
』（
新
潮
社
）
に
、「
橋
づ
く
し
に
つ
い
て
」（
一
九
五
九

年　

初
出
「
西
川
会
プ
ロ
グ
ラ
ム
）、「
橋
づ
く
し
に
つ
い
て
」

（
一
九
六
一
年　

初
出
「
新
派
プ
ロ
グ
ラ
ム
）、
と
も
に
『
決
定
版　

三
島
由
紀
夫
全
集　

31
』（
新
潮
社
）
に
、「
秘
密
」
は
『
鍵
の
か

か
る
部
屋
』（
新
潮
文
庫　

二
〇
〇
三
年
改
版
）に
、東
野
圭
吾『
沈

黙
の
パ
レ
ー
ド
』（
文
藝
春
秋
社　

二
〇
一
八
年
）、
近
松
門
左
衛

門
『
心
中
天
の
網
島
』
は
小
学
館
新
編
古
典
文
学
全
集
に
、
そ
れ

ぞ
れ
よ
っ
た
。

【
参
考
文
献
】

大
木
志
門
﹇2015

﹈：「
二
つ
の
「
リ
ド
ル
・
ス
ト
ー
リ
ー
」
│

三
島
由
紀
夫
「
橋
づ
く
し
」
と
村
上
春
樹
「
バ
ー
ス
デ
イ
・

ガ
ー
ル
」
│
」（「
三
島
由
紀
夫
研
究
⑮
」
鼎
書
房
）

勝
叉　

浩
﹇2000

﹈：「
橋
づ
く
し
」（『
三
島
由
紀
夫
事
典
』
勉

誠
社
）

斎
藤
雅
美
﹇2009

﹈：「
三
島
由
紀
夫
と
深
沢
七
郎
│
「
橋
づ
く

し
」
と
『
楢
山
節
考
を
視
座
と
し
て
』（「
大
妻
国
文　

40
」）

佐
藤
秀
明﹇1983

↓1991

﹈：「
外
面
の
思
想
│
三
島
由
紀
夫「
橋

づ
く
し
」
論
│
」（
佐
藤
秀
明
編
『
日
本
文
学
研
究
資
料
新

集
30　

三
島
由
紀
夫
・
美
と
エ
ロ
ス
の
論
理
』
有
精
堂
）

水
藤
新
子﹇2015

﹈：「
三
島
由
紀
夫「
橋
づ
く
し
」の
表
現
」（「
中

央
学
院
大
学
人
間
・
自
然
論
叢　

39
」）

高
木　

信
﹇2017a

﹈：「《
秘
密
》
が
殺
す
／
〈
秘
密
〉
が
産
み

だ
す
、
あ
る
い
は
三
島
由
紀
夫
「
美
神
」
を
読
む
│
裏
切
り

の
街
角
で
復
讐
す
る
は
我
に
あ
り
・
教
室
の
な
か
の
テ
ク
ス

ト
論
７
│
」（「
相
模
国
文　

44
号
」）
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高
木　

信
﹇2017b

﹈：「
カ
タ
リ
（
語
り
／
騙
り
）
の
亡
霊
論

（hantologie

）
的
転
回
に
む
け
て
、
あ
る
い
は
主
体
の
欲

望
の
生
成
│
〈
不
在
の
原
因
〉
が
『
平
家
物
語
』
を
流
動
化

す
る
│
」（「
物
語
研
究　

第
17
号
」）

高
木　

信
﹇2019

﹈：「
殺
す
猟
師/

殺
さ
れ
る
動
物
、
あ
る
い

は
謡
曲
《
善
知
鳥
》
の
修
辞
学
│
〈
死
者
／
動
物
〉
へ
生
成

変
化
す
る
〈
狩
猟
機
械
〉
│
」（
物
語
研
究
会
「
物
語
研
究　

第
19
号
」）

高
木　

信
﹇2020

予
定
﹈：「
カ
タ
リ
の
亡
霊
論
的
転
回
に
向
け

て
、
あ
る
い
は
レ
（
・
）
ト
リ
ッ
ク  

に
よ
る
〈
亡
霊
〉
へ

の
生
成
変
化
」

竹
田
日
出
夫
﹇2000

﹈：「
三
島
由
紀
夫
「
橋
づ
く
し
」」（「
武

蔵
野
日
本
文
学　

24
」）

高
橋
廣
満
﹇1998

﹈：「〈
模
倣
〉
の
ゆ
く
え
│
三
島
由
紀
夫

「
橋
づ
く
し
」
の
場
合
│
」（
日
本
文
学
協
会
「
日
本
文
学　

1998

年
１
月
号
」）

田
中
美
代
子
﹇2002

﹈：「
０
氏
の
自
画
像
」（『
決
定
版　

三
島

由
紀
夫
全
集　

第
19
巻　

月
報
』
新
潮
社
）

ダ
ニ
エ
ル
，
ス
ト
ラ
ッ
ク
﹇2003

﹈：「
三
島
の
「
橋
づ
く

し
」
│
反
近
代
の
近
代
的
表
現
と
し
て
」（「
近
代
文
学
論
集　

29
」）

野
口
武
彦
﹇1969

﹈：「
橋
づ
く
し
・
三
島
由
紀
夫
」（「
国
文
学　

1969

年
６
月
号
」
學
燈
社
）

野
寄　

勉
﹇1998

﹈：「
三
島
由
紀
夫
「
橋
づ
く
し
」
を
読
む
│

贅
な
る
他
愛
な
さ
│
」（「
芸
術
至
上
主
義
文
芸　

24
」）

平
塚　

徹
（
編
）﹇2017

﹈：『
自
由
間
接
話
法
と
は
何
か　

文

学
と
言
語
学
の
ク
ロ
ス
ロ
ー
ド
』（
ひ
つ
じ
書
房
）

深
津
謙
一
郎
﹇2014

﹈：「〈
招
か
れ
ざ
る
客
〉
の
正
体
│
三
島

由
紀
夫
「
橋
づ
く
し
」
の
「
ア
イ
ロ
ニ
イ
」」（
共
立
女
子
大

学
文
芸
学
部
「
文
學
藝
術　

38
」）

三
谷
邦
明
﹇2002

﹈：『
源
氏
物
語
の
言
説
』（
翰
林
書
房
）

港
道　

隆
﹇1997

﹈：『
現
代
思
想
の
冒
険
者
た
ち
16　

レ
ヴ
ィ

ナ
ス　

法
│
外
な
思
想
』（
講
談
社
）

八
木
恵
子
﹇2000

﹈：「「
橋
づ
く
し
」
│
日
本
事
情
と
し
て
読

む
三
島
由
紀
夫
と
中
央
区
築
地
界
隈
│
」（
広
島
大
学
留
学

生
セ
ン
タ
ー
「
留
学
生
教
育　

第
４
号
」）　http://yagi.

la.coocan.jp/event/hashidukushi.htm
l

に
よ
っ
た
。

柳
川
朋
美
﹇2005

﹈：「
三
島
由
紀
夫
「
橋
づ
く
し
」
論
│
習
俗

性
と
の
断
絶
と
〝
対
話
〞
へ
の
基
盤
│
」（
奈
良
女
子
大
学

大
学
院
人
間
文
化
研
究
科
「
人
間
文
化
研
究
科
年
報　

第
20

号
」）

山
田
夏
樹
﹇2019

﹈：「
三
島
由
紀
夫
「
橋
づ
く
し
」
の
現
在
性
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│
「
猿
真
似
」
の
果
て
」（「
物
語
研
究
会
」2019

年
度
８

月
大
会　

口
頭
発
表
）

鷲
田
清
一
﹇1991

↓1993

﹈：「
顔
を
隠
す
」（『
最
後
の
モ
ー
ド
』

人
文
書
院
）

※
本
稿
は
、
二
〇
一
九
年
八
月
に
開
催
さ
れ
た
物
語
研
究
会
大

会
で
の
山
田
夏
樹
氏
の
ご
発
表
に
触
発
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り

書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
氏
の
ご
発
表
は
ま
だ
刊
行
さ
れ
て

い
な
い
よ
う
で
あ
る
し
、
そ
の
場
で
聞
い
た
こ
と
と
レ
ジ
ュ

メ
を
頼
り
に
記
憶
を
掘
り
返
し
掘
り
返
し
書
い
た
も
の
で
あ

る
の
で
、
誤
解
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
成
稿
の
折
り
に
は

高
木
の
理
解
の
是
非
を
確
認
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

ま
た
、
本
稿
の
元
と
な
っ
た
の
は
、
二
〇
一
九
年
十
月
に

台
湾
で
開
催
さ
れ
た
「
東
ア
ジ
ア
と
同
時
代
日
本
語
文
学

フ
ォ
ー
ラ
ム　

台
湾
大
会　

第
7
回
」
で
行
っ
た
パ
ネ
ル
発

表
で
あ
る
。
パ
ネ
ル
を
と
も
に
し
た
武
内
佳
代
氏
、
堀
井
一

摩
氏
、
村
上
克
尚
氏
と
の
事
前
討
論
や
席
上
で
い
た
だ
い
た

意
見
や
質
問
を
も
と
に
改
稿
し
た
。
感
謝
申
し
上
げ
る
。

く
わ
え
て
、
海
外
出
張
助
成
金
を
た
ま
わ
っ
た
相
模
女
子

大
学
に
も
感
謝
申
し
上
げ
る
。

（
本
学
教
授
）
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