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一
 
「
橋
づ
く
し
」
の
あ
ら
す
じ
 
 

三
島
由
紀
夫
の
短
編
小
鋭
「
席
づ
く
し
」
に
お
い
て
は
、
四
人
の
女
性
全
貞
 
 

が
七
つ
の
瑞
を
渡
る
こ
と
を
昌
梼
と
す
る
。
有
名
な
料
亭
の
箱
入
り
娘
の
浦
佐
 
 

子
、
花
柳
界
の
小
弓
と
か
な
子
、
そ
し
て
浦
佐
子
の
付
添
人
で
あ
る
女
中
の
み
 
 

な
は
祈
祷
を
し
な
が
ら
、
月
に
対
し
て
寮
を
か
け
る
。
小
弓
は
金
銭
、
か
な
子
 
 

は
旦
那
、
浦
佐
子
は
映
画
俳
優
の
恋
人
と
い
っ
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
夢
を
持
ち
、
 
 

出
発
す
る
。
し
か
し
、
み
な
の
席
が
何
で
あ
る
の
か
は
誰
に
も
分
か
ら
な
い
。
 
 

祈
祷
の
内
容
が
実
現
す
る
た
め
に
は
、
三
つ
の
条
件
が
満
た
さ
れ
な
け
れ
ば
な
 
 

ら
な
い
。
そ
れ
は
、
同
じ
道
を
二
度
と
後
戻
り
し
な
い
こ
と
、
人
と
言
葉
を
交
 
 

わ
さ
な
い
こ
と
、
七
つ
の
橋
全
て
の
両
放
で
祈
待
を
す
る
こ
と
で
あ
る
。
 
 
 

そ
れ
ら
の
廉
い
を
抱
い
た
人
々
は
、
先
の
条
件
を
満
た
す
こ
と
が
で
き
ず
、
 
 

願
望
を
実
現
で
き
な
い
。
最
初
に
か
な
子
は
腹
痛
が
原
因
で
帰
ら
ざ
る
を
得
な
 
 

く
な
る
。
次
に
小
弓
は
昔
の
知
人
と
偶
然
、
出
会
い
、
つ
い
会
静
を
し
て
し
ま
っ
 
 

た
た
め
に
脱
落
す
る
。
終
盤
に
お
い
て
、
浦
佐
子
と
み
な
が
最
後
の
棉
を
渡
ろ
 
 

う
と
す
る
際
に
、
満
佐
子
は
傭
の
上
で
自
殺
を
囲
っ
て
い
る
と
誤
解
し
た
警
官
 
 

三
島
の
 
「
橋
づ
く
し
」
 
 

－
 
反
近
代
の
近
代
的
表
現
と
し
て
 
 

へ、  

に
腕
を
つ
か
ま
れ
、
つ
い
叫
ん
で
し
ま
う
。
結
局
、
み
な
が
七
つ
の
梼
す
べ
て
 
 

を
渡
る
こ
と
に
成
功
す
る
。
 
 

二
 
「
橋
づ
く
し
」
の
背
景
と
先
行
研
究
 
 

「
垂
つ
く
し
」
は
比
較
的
読
後
の
印
象
が
希
薄
な
作
品
と
い
え
る
。
批
評
家
 
 

が
ん
 
 

の
平
野
氏
は
「
花
柳
界
な
ど
で
い
ま
も
倍
じ
ら
れ
て
い
る
厳
か
け
を
描
い
た
だ
 
 
 

け
の
作
品
に
す
ぎ
な
い
」
と
分
析
し
た
。
し
か
し
、
花
柳
界
に
お
い
て
通
常
信
 
 

じ
ら
れ
て
い
る
迷
信
を
、
あ
り
の
ま
ま
に
描
写
し
た
と
い
う
平
野
氏
の
説
明
は
 
 

一
般
に
疑
問
視
さ
れ
て
き
た
。
花
柳
界
に
、
「
棉
づ
く
し
」
 
の
顧
か
け
と
類
似
 
 

し
た
風
習
が
常
時
あ
っ
た
と
い
う
証
拠
は
特
に
な
い
た
め
、
行
の
謎
を
説
明
し
 
 

よ
う
と
す
る
仮
鋭
は
多
数
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
概
要
だ
け
に
議
論
を
限
定
し
た
 
 

l
 
O
 
 

、
∨
 
 
 

昭
和
三
四
年
に
、
「
棉
づ
く
し
」
が
西
川
会
に
よ
っ
て
上
演
さ
れ
た
際
の
プ
 
 

ロ
グ
ラ
ム
に
お
い
て
、
三
島
は
「
こ
の
台
本
は
数
学
的
特
色
を
持
っ
て
ゐ
る
」
 
 

と
指
摘
し
て
い
る
。
加
え
て
、
前
田
氏
は
「
棉
づ
く
し
」
の
着
想
が
「
有
名
な
 
 

ダ
ニ
エ
ル
・
ス
ト
ラ
ッ
ク
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数
学
パ
ズ
ル
を
下
警
に
し
て
い
る
可
能
性
が
高
い
」
と
論
じ
て
い
る
。
「
ケ
ー
 
 

ニ
ヒ
ス
ペ
ル
ク
の
七
つ
の
橋
」
は
、
北
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
あ
る
ケ
ー
ニ
ヒ
ス
ペ
ル
 
 

ク
市
（
現
在
は
ロ
シ
ア
の
カ
リ
ニ
ン
グ
ラ
ド
市
）
 
の
プ
レ
ゲ
ル
川
に
架
か
っ
た
 
 

橋
を
モ
デ
ル
に
し
た
数
学
の
パ
ズ
ル
で
あ
る
。
そ
の
町
の
住
民
は
、
散
歩
の
際
、
 
 

同
じ
楕
を
二
度
渡
ら
な
い
限
り
、
周
辺
に
あ
る
七
つ
の
橋
す
べ
て
を
渡
っ
て
元
 
 

の
場
所
に
冥
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
気
づ
い
た
。
そ
の
後
、
ス
イ
ス
の
著
 
 

名
な
数
学
者
の
オ
イ
ラ
ー
氏
は
、
こ
の
数
学
の
パ
ズ
ル
の
条
件
に
従
っ
て
同
じ
 
 

棉
を
一
度
の
み
渡
っ
て
、
七
つ
の
席
す
べ
て
渡
る
こ
と
は
数
学
的
に
不
可
能
で
 
 

あ
る
こ
と
を
証
明
し
た
。
前
田
氏
の
仮
説
は
三
島
自
身
の
解
現
に
基
づ
い
て
い
 
 

る
た
め
、
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 
 

「
席
づ
く
し
」
 
の
着
想
に
関
す
る
他
の
主
な
仮
説
に
は
、
竹
田
氏
の
七
つ
の
 
 

大
罪
説
と
生
老
病
死
説
と
、
中
野
氏
の
イ
ザ
イ
ホ
ウ
覿
が
あ
る
。
七
つ
の
大
罪
 
 

説
は
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
義
を
基
盤
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
「
橋
づ
く
し
」
 
の
 
 

登
場
人
物
は
七
つ
の
大
罪
を
無
意
識
の
う
ち
に
犯
し
な
が
ら
、
「
潅
へ
流
れ
る
 
 

川
と
し
て
の
人
生
を
生
き
、
海
（
死
）
 
へ
と
確
実
に
流
れ
出
る
」
と
い
う
発
想
 
 

で
あ
る
¢
作
品
全
体
を
眺
め
れ
ば
、
七
つ
の
大
罪
の
予
兆
が
み
ら
れ
る
が
、
作
 
 

品
の
具
体
的
な
詳
細
と
は
合
致
し
て
い
な
い
。
例
え
ば
、
七
つ
の
大
罪
の
一
つ
 
 

に
当
る
小
弓
の
飽
食
は
、
作
中
に
お
い
て
明
確
に
問
題
視
さ
れ
て
い
る
が
、
腹
 
 

痛
で
帰
る
の
は
小
弓
で
は
な
く
、
か
な
子
で
あ
る
。
「
橋
づ
く
し
」
に
お
け
る
 
 

罪
は
、
そ
れ
と
各
人
物
の
脱
落
と
の
直
接
的
な
因
果
関
係
が
な
い
た
め
、
七
つ
 
 

の
大
罪
説
は
作
品
の
着
想
と
は
考
え
に
く
い
。
 
 
 

竹
田
氏
は
登
場
人
物
が
歩
い
た
道
程
を
実
際
に
た
ど
り
、
そ
こ
に
登
場
す
る
 
 

築
地
の
病
院
、
保
険
会
社
、
寺
な
ど
に
注
目
し
て
、
生
老
病
死
鋭
を
提
案
し
た
。
 
 

そ
の
説
に
よ
る
と
、
人
生
の
象
徴
で
あ
る
川
に
臨
接
す
る
形
で
、
出
生
届
を
提
 
 

出
す
る
場
所
で
あ
る
役
場
や
、
死
に
関
連
性
を
も
つ
寺
が
描
写
さ
れ
て
い
る
。
 
 

そ
の
上
、
三
島
氏
自
身
の
葬
儀
が
築
地
本
願
寺
の
本
堂
で
行
わ
れ
た
こ
と
は
興
 
 

味
深
い
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
死
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
作
品
に
取
り
入
れ
ら
れ
 
 

て
い
る
に
し
て
も
、
他
の
生
や
、
老
い
と
病
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
プ
ロ
ッ
ト
に
ほ
 
 

と
ん
ど
関
連
し
て
い
な
い
。
三
島
が
そ
の
道
程
を
歩
い
た
際
、
様
々
な
建
物
に
 
 

注
目
し
、
作
品
に
取
り
入
れ
た
の
は
明
白
で
あ
る
が
、
生
老
病
死
説
を
下
敷
き
 
 

に
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
道
程
を
決
め
た
と
い
う
指
摘
に
筆
者
は
同
意
で
 
 

き
な
い
。
 
 
 

中
野
氏
は
、
三
島
の
着
憩
が
折
口
信
夫
氏
の
研
究
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
沖
縄
 
 

の
久
高
島
の
イ
ザ
イ
ホ
ウ
の
祭
に
根
ざ
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
、
 
 

日
本
各
地
に
お
い
て
、
棉
に
関
連
し
た
多
数
の
行
事
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
数
 
 

多
く
あ
る
行
事
の
中
か
ら
、
作
品
と
の
類
似
性
が
少
な
い
イ
ザ
イ
ホ
ウ
の
祭
に
 
 

注
目
す
る
こ
と
は
望
ま
し
く
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
橋
は
象
徴
性
に
富
ん
だ
イ
 
 

メ
ー
ジ
を
伴
っ
て
い
る
た
め
、
多
数
の
文
学
作
品
に
お
い
て
、
重
要
な
意
義
を
 
 

担
う
形
で
登
場
し
て
い
る
。
沖
縄
の
伝
統
的
儀
式
に
お
い
て
も
、
「
席
づ
く
し
」
 
 

に
お
い
て
も
、
同
類
の
神
秘
性
が
備
に
託
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
だ
が
、
そ
 
 

れ
ら
が
関
連
性
を
示
す
こ
と
は
な
い
。
 
 
 

作
品
の
着
想
に
関
し
て
は
、
様
々
な
仮
説
が
捷
出
さ
れ
て
き
た
が
、
複
数
の
 
 

鋭
が
同
時
に
正
し
い
こ
と
は
有
り
得
る
。
と
は
い
え
、
今
ま
で
に
「
棉
づ
く
し
」
 
 

の
詳
細
と
完
全
に
一
致
し
た
仮
説
は
な
か
っ
た
。
北
陸
地
方
の
「
橋
め
ぐ
り
」
 
 

は
作
品
内
容
と
完
全
に
合
致
し
て
い
る
た
め
、
本
論
に
お
い
て
紹
介
し
た
い
。
 
 

r
北
陸
の
河
川
】
に
お
い
て
、
「
橋
め
ぐ
り
」
は
以
下
の
通
り
定
義
さ
れ
て
い
る
。
 
 

穣
め
ぐ
り
‥
浅
野
川
の
天
神
橋
か
ら
中
島
大
橋
の
間
に
は
、
浅
野
川
大
橋
・
 
 

中
の
橋
・
梅
の
棟
な
ど
7
つ
の
橋
が
あ
る
。
春
と
秋
の
お
彼
岸
の
夜
に
、
 
 

同
じ
構
を
2
鹿
渡
ら
な
い
で
す
べ
て
を
巡
る
と
、
無
病
息
災
に
過
ご
せ
る
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と
い
う
風
習
が
あ
る
。
知
り
合
い
に
あ
っ
て
も
口
を
き
か
な
い
無
音
の
行
 
 

で
、
巡
り
終
え
た
後
、
下
着
を
洗
い
、
タ
ン
ス
の
奥
に
し
ま
っ
て
お
く
。
 
 

今
で
も
多
く
の
女
性
が
実
践
し
て
い
る
。
 
 

い
う
ま
で
も
な
く
、
「
お
彼
岸
の
夜
」
の
こ
と
か
ら
行
の
条
件
の
詳
細
ま
で
が
、
 
 

「
棉
づ
く
し
」
 
で
描
写
さ
れ
て
い
る
行
と
酷
似
し
て
い
る
。
ま
た
、
金
沢
市
尾
 
 

張
町
で
店
を
経
営
し
て
い
た
女
性
は
金
沢
市
に
一
般
的
に
伝
わ
っ
て
い
る
風
習
 
 

に
関
し
て
、
以
下
の
通
り
述
べ
て
い
る
n
 
 

「
浅
野
川
に
架
か
る
七
つ
の
橋
を
回
る
と
願
い
事
が
叶
う
」
と
は
い
う
て
 
 

も
、
ち
ょ
っ
と
し
た
決
ま
り
が
あ
る
ん
や
。
 
 
 

・
必
ず
一
筆
書
き
の
よ
う
に
し
て
回
る
こ
と
、
同
じ
棉
は
通
ら
な
い
 
 
 

・
人
と
出
会
っ
て
も
口
を
き
い
て
は
い
け
な
い
、
話
し
を
し
た
ら
願
い
事
 
 

は
叶
わ
な
く
な
る
っ
て
、
伝
え
ら
れ
て
い
る
訳
。
 
 

（
中
略
）
一
番
困
る
の
は
、
誰
か
知
っ
て
い
る
人
に
会
っ
て
、
挨
拶
さ
れ
 
 

る
こ
と
や
。
口
を
き
い
て
は
い
け
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
そ
ん
 
 

時
は
身
振
り
手
振
り
で
願
掛
け
を
し
て
い
る
こ
と
を
現
し
、
ロ
に
指
を
立
 
 

て
て
話
せ
な
い
こ
と
を
知
っ
て
も
ら
う
だ
け
。
け
ど
、
こ
の
辺
の
人
は
皆
 
 
 

ん
な
r
七
つ
の
棟
め
ぐ
り
」
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
か
ら
、
多
少
身
振
り
 
 
 

手
振
り
が
下
手
で
も
、
あ
あ
成
る
程
と
納
得
し
て
、
笑
顔
で
う
な
ず
い
て
 
 

別
れ
て
く
れ
る
か
ら
ほ
っ
と
す
る
。
 
 

日
本
中
に
多
く
散
在
す
る
椅
に
関
す
る
行
事
や
伝
統
に
お
い
て
、
作
品
内
容
と
 
 

合
致
す
る
の
は
恐
ら
く
「
頼
め
ぐ
り
」
の
み
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
れ
を
、
 
 

三
島
の
着
想
を
刺
激
し
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
。
 
 
 

い
う
ま
で
も
な
く
、
「
橋
づ
く
し
」
 
の
舞
ム
ロ
は
北
陸
地
方
で
は
な
く
、
築
地
 
 

で
あ
り
、
三
人
の
登
場
人
物
は
銀
座
に
住
ん
で
い
か
。
三
島
は
築
地
を
作
品
の
 
 

舞
台
と
し
て
選
ん
だ
理
由
に
関
し
て
、
一
決
定
版
二
二
島
由
紀
夫
全
集
】
に
お
 
 

い
て
、
以
下
の
通
り
述
べ
て
い
る
。
 
 

作
者
は
、
「
七
つ
の
棟
」
 
の
話
を
赤
坂
の
料
亭
で
開
き
、
小
説
の
ヒ
ン
ト
 
 
 

を
得
た
が
、
赤
坂
近
辺
に
は
棉
が
少
な
く
、
背
景
を
築
地
に
移
し
た
l
。
 
 

こ
の
発
音
が
正
し
け
れ
ば
、
三
島
は
赤
坂
で
北
陸
地
方
の
「
棟
め
ぐ
り
」
に
つ
 
 

い
て
伝
聞
し
、
興
味
を
持
つ
に
至
っ
て
作
品
を
書
い
た
と
推
定
で
き
る
。
 
 

三
 
「
橋
づ
く
し
」
に
お
け
る
橋
の
メ
タ
フ
ァ
ー
 
 

古
来
、
棉
は
直
感
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
豊
富
で
あ
る
た
め
、
席
は
芸
術
作
品
に
 
 

数
多
く
登
場
し
て
い
る
。
三
島
が
棉
を
意
識
的
に
利
用
し
て
い
た
こ
と
は
、
以
 
 

下
の
発
音
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
 
 

し
か
し
詩
趣
は
橋
そ
の
も
の
に
あ
る
の
で
、
古
へ
か
ら
わ
れ
ら
の
席
は
、
 
 

現
世
の
襟
で
は
な
く
て
、
彼
岸
へ
渡
す
棉
で
あ
つ
た
。
そ
の
限
り
に
お
い
 
 

て
は
、
い
か
に
無
細
工
な
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
棉
で
あ
つ
て
も
、
今
日
な
ほ
 
 

寸
分
も
変
ら
ぬ
辞
旬
を
近
松
は
書
い
て
ゐ
る
。
「
短
き
物
は
わ
れ
わ
れ
が
 
 

此
の
世
の
住
居
秋
の
日
よ
」
 
 

三
島
は
横
の
隠
喩
性
を
把
起
し
て
い
た
に
違
い
な
い
。
加
え
て
、
彼
が
川
や
稀
 
 

の
メ
タ
フ
ァ
ー
を
利
用
す
る
場
合
、
そ
こ
に
は
廉
い
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
 
 87   



こ
と
が
多
い
。
特
に
抽
象
的
な
、
異
種
の
概
念
を
表
現
す
る
際
、
彼
は
上
記
の
 
 

引
用
の
場
合
と
同
様
に
、
此
岸
と
彼
岸
の
メ
タ
フ
ァ
ー
を
利
用
し
て
い
る
。
例
 
 

え
ば
、
r
禁
色
」
に
お
い
て
、
登
場
人
物
が
美
に
関
し
て
以
下
の
通
り
発
音
す
 
 

る
。
 
 

美
と
は
到
達
で
き
な
い
彼
岸
な
の
だ
。
さ
う
で
は
な
い
か
？
宗
教
は
い
つ
 
 

も
彼
岸
を
、
来
世
を
距
牡
の
彼
方
に
置
く
。
…
美
は
こ
れ
に
反
し
て
、
い
 
 
 

つ
も
彼
岸
に
あ
る
。
（
全
集
5
‥
弼
）
 
 

ま
た
、
文
学
に
お
け
る
理
性
と
反
理
性
の
開
署
に
関
し
て
、
三
島
は
以
下
の
通
 
 

り
主
張
し
て
い
る
。
 
 

そ
し
て
文
学
に
於
い
て
は
、
静
か
な
知
的
確
倍
が
何
も
の
を
も
生
ま
ず
、
 
 

も
つ
と
も
反
理
性
的
な
陶
酔
と
も
つ
と
も
知
的
な
も
の
と
を
繋
ぐ
棉
だ
け
 
 
 

が
、
何
も
の
か
を
生
む
の
だ
と
私
は
考
へ
た
。
（
全
集
2
7
‥
撃
 
 

つ
ま
り
、
三
島
は
対
立
関
係
に
あ
る
二
つ
の
思
想
を
抽
象
的
に
結
ぶ
た
め
に
棉
 
 

の
メ
タ
フ
ァ
ー
を
利
用
し
た
。
 
 
 

メ
タ
フ
ァ
ー
乱
を
活
用
し
て
、
筆
者
は
席
が
登
場
す
る
文
学
作
品
の
研
究
を
 
 

行
っ
て
き
た
。
様
々
な
文
学
作
品
を
分
析
し
た
結
果
、
橋
の
隠
喩
性
を
厳
密
に
 
 

分
類
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
l
。
橋
の
隠
喩
性
に
関
す
る
筆
者
の
分
類
を
利
用
し
 
 

て
、
日
本
文
学
に
登
場
す
る
作
品
を
考
慮
し
な
が
ら
、
以
下
に
「
棟
づ
く
し
」
 
 

に
お
け
る
橋
の
メ
タ
フ
ァ
ー
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。
 
 
 

三
島
が
棉
の
象
徴
性
を
意
放
し
て
い
た
と
し
て
も
、
他
の
日
本
文
学
に
見
ら
 
 

れ
る
橋
の
パ
タ
ー
ン
を
模
倣
し
た
訳
で
は
な
い
。
恋
人
同
士
の
愛
を
象
徴
す
る
 
 

メ
タ
フ
7
－
と
し
て
は
、
一
万
葉
集
」
や
r
源
氏
物
語
】
に
登
場
す
る
橋
が
代
 
 

l 

表
的
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
日
本
の
古
典
に
お
い
て
は
（
人
間
関
係
の
 
 

発
展
は
橋
を
渡
る
こ
と
で
あ
る
）
と
い
う
隠
喩
性
が
指
摘
で
き
る
。
し
か
し
な
 
 

が
ら
、
「
棟
づ
く
し
」
 
に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
例
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
 
 

い
。
橋
を
渡
れ
ば
渡
る
ほ
ど
、
四
人
の
人
間
関
係
が
発
展
す
る
ど
こ
ろ
か
く
逆
 
 

に
悪
化
し
て
い
く
。
（
人
間
関
係
の
発
展
は
橋
を
渡
る
こ
と
で
あ
る
）
と
い
う
 
 

隠
喩
性
は
作
中
で
機
能
し
て
い
る
メ
タ
フ
ァ
ー
で
は
な
い
。
 
 
 

古
来
、
（
死
に
つ
つ
あ
る
人
は
橋
を
渡
る
人
で
あ
る
）
と
い
う
隠
喩
性
が
多
 
 

く
の
作
品
に
見
ら
れ
る
。
「
橋
づ
く
し
」
 
に
死
の
イ
メ
ー
ジ
の
横
溢
を
見
い
だ
 
 

す
学
者
が
多
数
い
る
が
、
棉
を
渡
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
の
死
を
予
測
す
る
場
 
 

面
は
な
い
。
彼
岸
に
向
か
う
と
い
う
方
向
性
は
作
品
に
包
含
さ
れ
て
い
る
が
、
 
 

彼
岸
の
隠
喩
は
先
の
一
葉
色
」
の
引
用
を
嘉
す
れ
ば
、
一
次
元
的
な
メ
タ
フ
ァ
ー
 
 

で
は
な
い
。
彼
岸
が
何
を
指
し
て
い
る
の
か
を
検
討
す
る
こ
と
は
必
要
だ
が
、
 
 

死
を
指
し
て
い
る
と
短
絡
的
に
結
論
づ
け
て
し
ま
う
と
、
本
当
の
意
味
を
見
落
 
 

と
す
恐
れ
が
あ
る
。
 
 
 

ま
た
、
（
犠
牲
が
払
わ
れ
る
鳩
は
橋
で
あ
る
）
と
い
う
隠
喩
性
は
棉
姫
伝
説
 
 

に
見
い
だ
せ
る
。
高
橋
氏
は
橋
姫
伝
が
「
穣
づ
く
し
」
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
 
 

る
と
述
べ
て
い
る
。
確
か
に
み
な
の
不
気
味
な
神
秘
性
に
は
読
者
が
共
感
で
き
 
 

る
が
、
横
姫
伝
と
「
棉
づ
く
し
」
と
の
間
の
具
体
的
な
類
似
性
は
少
な
い
。
例
 
 

え
ば
、
棟
姫
伝
説
に
お
い
て
、
棉
姫
自
身
は
複
数
の
棉
を
渡
る
こ
と
が
な
く
、
 
 

彼
女
は
橋
を
渡
る
旅
人
と
関
わ
り
を
待
っ
た
女
神
で
あ
る
。
橋
姫
伝
の
影
響
を
 
 

受
け
て
い
る
に
し
て
も
、
ニ
ュ
ア
．
ン
ス
程
度
の
色
彩
し
か
持
っ
て
い
な
い
レ
ベ
 
 

ル
で
あ
る
。
 
 
 

上
記
の
隠
喩
性
が
「
梼
づ
く
し
」
に
芸
術
性
の
点
で
ほ
と
ん
ど
貢
献
し
な
く
 
 

と
も
、
三
島
の
古
典
に
関
す
る
知
識
は
豊
富
で
あ
っ
た
た
め
、
日
本
文
学
に
見
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い
だ
せ
る
棉
の
隠
喩
性
が
彼
の
作
品
中
に
散
在
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
野
口
氏
 
 

は
橋
が
「
人
間
の
願
望
の
工
学
的
造
型
」
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
最
も
 
 

基
本
的
な
隠
喩
性
で
あ
る
（
人
生
の
困
難
を
乗
り
越
え
る
の
は
楕
を
渡
る
こ
と
 
 

で
あ
る
）
と
い
う
あ
り
方
は
、
「
棉
づ
く
し
」
 
に
大
い
に
貢
献
し
て
い
る
に
違
 
 

い
な
い
。
願
望
が
叶
っ
て
欲
し
い
と
考
え
る
登
場
人
物
は
、
人
生
の
困
難
を
乗
 
 

り
越
え
る
た
め
に
複
数
の
棟
を
渡
る
。
こ
の
象
徴
性
は
プ
ロ
ッ
ト
の
基
盤
を
な
 
 

す
も
の
で
あ
っ
て
、
作
品
の
垣
材
で
あ
る
行
の
出
発
点
で
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
 
 

る
。
 
 
 

次
に
、
（
運
命
の
逆
転
に
遭
遇
す
る
の
は
橋
を
渡
る
こ
と
で
あ
る
）
と
い
う
 
 

隠
喩
性
は
、
特
に
川
端
康
成
の
短
編
小
鋭
「
反
棟
」
が
そ
の
好
例
と
し
て
挙
げ
 
 

ら
れ
る
。
三
島
が
r
反
橋
」
連
作
を
「
深
く
中
世
的
な
も
の
」
と
し
て
賞
賛
し
、
 
 

川
端
の
「
ペ
ス
ト
・
ス
リ
ー
」
に
入
っ
て
い
も
と
主
張
し
た
こ
と
は
注
目
す
べ
 
 

き
だ
ろ
う
。
「
反
棉
」
 
に
お
い
て
、
主
人
公
は
、
住
着
大
社
の
大
き
く
反
っ
て
 
 

い
る
太
鼓
橋
を
、
母
で
あ
る
と
居
じ
込
ん
で
い
る
女
性
と
子
供
時
分
に
一
緒
に
 
 

渡
っ
た
際
に
、
「
実
の
母
で
は
な
い
」
と
い
う
話
を
耳
に
す
る
。
語
り
手
の
解
 
 

説
に
よ
る
と
、
そ
の
時
、
反
席
の
上
で
彼
の
人
生
は
幸
運
に
満
ち
た
も
の
か
ら
 
 

不
運
な
も
の
へ
と
暗
転
し
て
い
る
。
三
島
は
「
反
穣
」
の
影
響
を
受
け
た
上
で
、
 
 

「
橋
づ
く
し
」
 
の
場
合
は
、
特
に
（
運
命
の
逆
転
に
遭
遇
す
る
の
は
棉
を
渡
る
 
 

こ
と
で
あ
る
）
と
い
う
隠
喩
性
を
取
り
入
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
証
拠
と
 
 

し
て
、
浦
佐
子
が
行
か
ら
脱
落
し
た
場
所
で
あ
る
、
作
品
最
後
の
備
前
橋
が
 
 

「
軽
い
勾
配
の
太
鼓
橋
に
な
つ
て
ゐ
る
」
と
描
写
さ
れ
て
い
る
事
実
を
指
摘
す
 
 

る
こ
と
が
で
き
る
。
浦
佐
子
と
み
な
の
運
命
が
備
前
棉
を
接
点
と
し
て
逆
転
す
 
 

る
場
面
に
お
い
て
、
備
前
橋
の
向
こ
う
側
に
あ
る
の
は
築
地
本
願
寺
で
あ
る
。
 
 

「
本
願
」
で
あ
る
が
ゆ
え
に
渡
る
、
運
命
を
決
定
す
る
席
が
太
鼓
橋
で
あ
る
こ
 
 

と
は
、
「
反
橋
」
 
の
パ
タ
ー
ン
と
酷
似
し
て
い
る
た
め
、
単
な
る
偶
然
と
は
音
 
 

い
が
た
い
。
 
 
 

さ
ら
に
、
（
分
離
し
て
い
る
二
つ
の
状
態
の
接
触
点
は
橋
で
あ
る
）
と
い
う
 
 

メ
タ
フ
ァ
ー
は
「
席
づ
く
し
」
に
お
い
て
も
緻
密
に
機
能
し
て
い
る
。
し
か
し
、
 
 

作
中
に
お
け
る
穣
は
単
な
る
壕
点
で
は
な
く
、
道
の
分
岐
点
と
同
様
に
選
択
を
 
 

行
う
場
所
で
も
あ
る
。
此
岸
と
彼
岸
と
が
完
全
に
分
裂
し
て
い
る
た
め
、
人
は
 
 

渡
る
か
否
か
の
選
択
を
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
三
島
は
こ
の
不
可
避
的
な
選
択
に
 
 

よ
っ
て
此
岸
と
彼
岸
の
明
暗
の
対
照
性
を
鮮
明
に
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
両
岸
 
 

の
違
い
は
何
で
あ
る
の
か
と
い
う
疑
問
を
投
げ
か
け
る
。
 
 

四
 
「
楕
づ
く
し
」
に
お
け
る
競
争
の
描
写
 
 

竹
田
氏
は
「
み
な
の
存
在
が
中
途
半
端
に
投
げ
出
さ
れ
て
い
る
」
と
述
べ
て
 
 

い
る
。
確
か
に
、
み
な
の
日
常
の
言
動
や
帝
望
の
内
容
は
、
ほ
と
ん
ど
措
か
れ
 
 

て
お
ら
ず
、
明
ら
か
で
は
な
い
。
し
か
し
、
他
の
≡
人
の
場
合
に
、
作
者
が
そ
 
 

の
日
常
の
青
動
や
顕
望
の
内
容
を
具
体
的
に
描
写
し
て
い
る
の
は
、
三
人
各
棟
 
 

の
挫
折
の
遠
い
を
よ
り
鮮
明
に
描
く
た
め
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
結
局
、
「
透
 
 

明
な
願
望
」
の
三
人
は
最
初
か
ら
脱
落
す
る
こ
と
が
、
以
下
の
引
用
に
お
い
て
 
 

示
唆
さ
れ
て
い
る
。
 
 

三
人
の
顧
ひ
は
簡
明
で
、
正
直
に
顔
に
出
て
ゐ
て
、
賛
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
ぬ
い
て
、
叶
へ
て
や
ら
う
と
い
ふ
気
に
な
る
に
違
ひ
な
い
。
（
全
集
1
0
‥
 
 
 

W
）
 
 

作
品
の
結
末
を
読
め
ば
、
こ
の
箇
所
に
は
皮
肉
が
込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
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る
。
四
人
と
も
に
願
望
が
叶
わ
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
「
何
か
見
当
の
つ
か
 
 

が
ん
じ
ょ
う
 
 

ね
g
ご
と
 
 

な
い
願
事
を
抱
い
た
岩
乗
な
女
」
 
で
あ
る
み
な
の
明
ら
か
で
は
な
い
願
望
は
 
 

「
侮
辱
の
や
う
に
感
じ
」
ら
れ
る
。
作
者
が
み
な
の
願
望
の
内
容
を
明
示
し
な
 
 

か
っ
た
理
由
は
、
彼
女
を
神
秘
的
な
存
在
に
す
る
た
ゆ
で
あ
る
。
三
人
の
軽
蔑
 
 

の
対
象
で
あ
っ
た
み
な
の
願
望
の
本
質
が
分
ら
な
い
た
め
、
浦
佐
子
は
次
第
に
、
 
 

み
な
を
驚
異
的
な
競
争
相
手
と
考
え
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
上
、
橋
を
渡
る
度
 
 

に
三
人
の
不
安
と
恐
怖
と
が
拡
大
し
て
行
く
傾
向
が
、
橋
の
神
秘
的
な
役
割
に
 
 

よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
 
 
 

み
な
以
外
の
三
人
は
、
行
が
人
生
に
お
け
る
運
命
を
左
右
す
る
と
考
え
る
に
 
 

卸
 
 

至
り
、
必
死
で
各
々
の
棉
を
渡
っ
て
ゆ
く
。
ゲ
ー
ム
で
負
け
る
は
ず
が
な
い
相
 
 

手
か
ら
三
人
が
次
第
に
逆
転
さ
れ
る
場
面
に
お
い
て
は
、
（
運
命
の
逆
転
に
遭
 
 

遇
す
る
の
は
楕
を
渡
る
こ
と
で
あ
る
）
と
い
う
棉
の
隠
喩
性
が
大
い
に
機
能
し
 
 

て
い
る
こ
と
が
分
る
。
 
 
 

作
品
は
「
各
人
物
の
内
面
を
探
る
」
（
全
集
3
0
‥
響
こ
と
を
目
指
し
て
い
 
 

る
た
め
、
作
者
が
み
な
の
発
音
よ
り
も
彼
女
の
行
動
に
描
写
の
中
心
を
置
く
の
 
 

は
当
然
で
あ
る
。
「
行
動
は
こ
と
ば
で
表
現
で
き
な
い
か
ら
こ
そ
行
動
な
の
で
 
 
 

あ
り
、
論
じ
て
も
論
じ
て
も
、
論
じ
轟
く
せ
な
い
．
か
ら
こ
そ
行
動
な
の
で
あ
る
」
 
 

と
主
張
す
る
三
島
に
と
っ
て
は
、
「
棉
づ
く
し
」
 
の
行
に
お
い
て
、
登
場
人
物
 
 

が
ほ
と
ん
ど
発
言
を
行
わ
な
い
設
定
を
用
い
た
の
は
偶
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
 
 

と
は
い
え
、
そ
の
空
白
で
あ
る
は
ず
の
言
説
的
空
間
は
、
作
者
が
同
時
に
行
う
 
 

解
説
に
よ
っ
て
埋
め
ら
れ
て
い
る
。
濱
崎
氏
は
「
話
者
に
よ
る
裁
断
が
漉
厚
に
 
 

反
映
さ
れ
た
部
分
を
数
多
く
見
い
だ
す
」
と
述
べ
、
こ
の
戦
略
に
気
づ
い
て
い
 
 

る
。
 
 
 

三
島
は
、
こ
の
よ
う
な
解
説
的
な
叙
述
を
利
用
し
て
、
い
か
な
る
テ
ー
マ
を
 
 

強
調
し
ょ
う
と
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
の
引
用
に
は
、
作
者
の
意
向
が
 
 

暗
示
さ
れ
て
い
る
。
 
 

小
覿
「
席
づ
く
し
」
は
私
の
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
花
柳
界
小
観
で
あ
る
が
、
 
 

乃  

も
と
よ
り
私
共
の
年
代
は
永
井
荷
風
の
年
代
と
は
ち
が
っ
て
を
り
、
何
ら
 
 

盟
 
 

の
ア
イ
ロ
ニ
ィ
な
し
に
花
柳
界
を
扱
ふ
こ
と
は
む
づ
か
し
い
。
（
全
集
3
0
‥
 
 
 

働
円
 
 

同
様
に
、
作
者
は
「
横
づ
く
し
」
に
関
し
て
「
芸
者
の
世
界
の
、
ス
ノ
ビ
ズ
ム
 
 
 

と
人
情
と
〓
直
の
冷
酷
」
を
措
い
た
も
の
で
あ
る
と
覿
明
し
て
い
る
。
明
ら
か
 
 

に
、
三
島
は
花
柳
界
の
代
表
で
あ
る
三
人
を
、
凡
人
の
行
動
の
描
写
を
通
し
て
 
 

椰
撤
し
て
い
る
。
し
か
し
、
ス
ノ
ビ
ズ
ム
の
描
写
は
、
特
に
浦
佐
子
と
み
な
と
 
 

の
対
照
的
な
あ
り
方
に
焦
点
を
あ
て
て
い
る
。
三
島
は
「
箱
入
り
娘
」
と
「
用
 
 

心
棒
」
、
令
嬢
と
女
中
、
都
会
人
と
地
方
出
身
者
、
流
行
と
古
風
、
高
学
歴
の
 
 

人
間
と
無
教
養
な
人
物
、
尊
敬
と
軽
蔑
、
内
と
外
、
鏡
舌
と
無
口
、
「
鋭
い
爪
 
 
 

先
」
と
弾
力
的
な
「
丸
い
肩
」
な
ど
、
様
々
な
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
設
け
て
い
る
。
 
 

そ
れ
ぞ
れ
の
対
照
性
を
考
慮
す
れ
ば
、
三
島
は
み
な
を
悪
意
を
も
っ
て
描
写
し
 
 

て
い
る
と
捉
え
が
ち
に
な
る
が
、
そ
れ
は
表
面
的
な
解
釈
に
し
か
す
ぎ
な
い
。
 
 
 

浦
佐
子
た
ち
の
視
点
か
ら
見
る
と
、
み
な
は
無
口
な
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
よ
う
な
 
 

人
物
で
あ
る
。
み
な
は
ロ
を
利
か
な
く
と
も
、
行
動
に
よ
っ
て
、
三
人
の
弱
点
 
 

を
露
呈
さ
せ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
「
梼
づ
く
し
」
は
上
流
階
級
を
批
判
す
る
 
 

「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
小
野
で
あ
る
と
丸
谷
氏
は
述
べ
て
い
る
。
「
橋
づ
く
し
」
は
 
 

社
会
階
級
を
跨
ま
え
て
執
筆
さ
れ
・
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
に
単
純
化
し
て
す
む
 
 

も
の
で
は
な
い
。
 
 
 

主
人
公
で
あ
る
は
ず
の
浦
佐
子
は
早
大
生
で
あ
り
、
東
京
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
 
 

や
流
行
の
映
画
に
憧
れ
る
、
近
代
を
象
徴
す
る
女
性
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
措
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