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一
　

本
稿
は
、
柳
家
三
三
「
柳
家
三
三
で
北
村
薫
。」
を
「
本
寸
法
」
の

超
克
と
い
う
視
点
か
ら
考
察
し
て
い
く
こ
と
を
目
的
と
す
る
。「
柳

家
三
三
で
北
村
薫
。」
は
二
〇
一
一
年
三
月
に
初
演
さ
れ
た
三
三
の

新
た
な
挑
戦
で
あ
り
、
北
村
薫
の
〈
円
紫
さ
ん
と
私
〉
シ
リ
ー
ズ
を

舞
台
化
す
る
試
み
で
あ
る
。
第
一
弾
と
し
て
、
北
村
の
デ
ビ
ュ
ー
作

『
空
飛
ぶ
馬
』
か
ら
「
砂
糖
合
戦
」
と 「
空
飛
ぶ
馬
」
が
上
演
さ
れ
１
、

今
回
は
同
作
に
続
く
シ
リ
ー
ズ
第
二
作
『
夜
の
蝉
』
か
ら
「
朧
夜
の

底
」２
「
六
月
の
花
嫁
」３
「
夜
の
蝉
」４
の
三
話
が
そ
れ
ぞ
れ
毎
回
一
話

ず
つ
、
三
ヵ
月
連
続
公
演
の
形
式
で
上
演
さ
れ
た
。
本
稿
で
は
、
こ

れ
ら
の
公
演
の
な
か
か
ら
特
に
二
〇
一
二
年
六
月
公
演
「
六
月
の
花

嫁
」
と
七
月
公
演
「
夜
の
蝉
」
に
焦
点
を
あ
て
、
両
者
を
比
較
し
つ

つ
こ
の
企
画
公
演
を
通
し
て
三
三
が
ど
の
よ
う
に
し
て
「
本
寸
法
」

を
乗
り
越
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
考
え
て
い
く
。
そ
の
際
、
最
初

に
検
討
す
べ
き
は
、
柳
家
三
三
と
い
う
落
語
家
が
い
ま
ど
の
よ
う
な

位
置
に
あ
り
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
公
演
を
行
う
に
至
っ
た
の
か
と
い

う
こ
と
だ
が
、
こ
の
重
要
な
案
件
に
関
し
て
は
広
瀬
和
生
が
著
書

『
落
語
評
論
は
な
ぜ
役
に
立
た
な
い
の
か
』５
の
な
か
で
重
要
な
指
摘

を
し
て
い
る
。
少
し
長
く
な
る
が
、
非
常
に
重
要
な
指
摘
で
あ
る
の

で
そ
の
参
考
と
な
る
発
言
を
引
用
す
る
。
広
瀬
は
「
か
つ
て
の
三
三

に
は
「
自
分
の
言
葉
」
が
欠
け
て
い
た
」
が
、
二
〇
一
〇
年
に
な
っ

て
「
評
価
が
グ
ッ
と
ア
ッ
プ
し
た
」
と
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
。　

だ
が
、
今
の
彼
は
、「
自
分
の
語
り
口
」
に
「
自
分
の
言
葉
」

囚
わ
れ
な
い
三
三

　
　 「
柳
家
三
三
で
北
村
薫
。」
評 

　
　

大

塩

竜

也
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と
「
自
分
の
演
出
」
を
意
図
的
に
盛
り
込
む
こ
と
で
、「
自
分
の

落
語
」
を
確
立
さ
せ
る
段
階
に
入
っ
て
き
て
い
る
。（
中
略
）

　

落
語
が
大
好
き
で
、
知
識
も
テ
ク
ニ
ッ
ク
も
あ
り
、
研
究
熱

心
な
三
三
。
彼
が
「
人
と
違
う
何
か
を
確
立
し
な
け
れ
ば
い
け

な
い
」
と
い
う
姿
勢
を
積
極
的
に
前
面
に
押
し
出
し
て
き
た
こ

と
は
、
実
に
心
強
い
。（
中
略
）

　

随
所
に
「
三
三
の
言
葉
」
に
よ
る
独
特
の
ギ
ャ
グ
を
意
図
的

に
盛
り
込
む
こ
と
に
つ
い
て
、「
こ
れ
を
ど
ん
ど
ん
や
っ
て
い

く
と
、『
昔
の
三
三
さ
ん
じ
ゃ
な
く
な
っ
ち
ゃ
っ
た
』
と
言
わ
れ

る
か
も
し
れ
な
い
」
と
彼
は
言
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
悪
い
こ

と
で
は
な
い
、
と
僕
は
思
う
。
型
に
こ
だ
わ
る
古
典
芸
能
愛
好

会
的
マ
ニ
ア
に
「
正
統
派
希
望
の
星
」
と
祭
り
上
げ
ら
れ
る
の

で
は
な
く
、
も
っ
と
大
き
く
羽
ば
た
く
「
落
語
界
を
背
負
っ
て

立
つ
存
在
」
に
な
っ
て
く
れ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
資
質
の
持
ち

主
な
の
だ
。（
中
略
）

　

ま
だ
ま
だ
、
完
全
に
「
殻
を
破
っ
た
」
と
は
言
え
な
い
。
こ

れ
か
ら
の
数
年
間
は
「
い
い
と
き
も
悪
い
と
き
も
あ
る
」
試
行

錯
誤
に
な
る
だ
ろ
う
し
、
と
き
に
は
「
こ
ん
な
芸
じ
ゃ
な
か
っ

た
」
と
「
壊
れ
る
」
局
面
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、

「
自
分
の
落
語
を
確
立
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
」
と
強
く
意
識

す
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
土
台
が
し
っ
か
り
し
て
い
る
三
三
の
可

能
性
は
限
り
な
く
広
が
る
。
ま
さ
に
今
、
三
三
は
五
年
後
、
十

年
後
の
飛
躍
に
向
け
て
の
準
備
段
階
に
差
し
掛
か
っ
て
い
る
よ

う
だ
。（
傍
線
は
引
用
者
に
よ
る
。
以
下
も
同
様
）

　

こ
の
広
瀬
の
意
見
か
ら
注
目
す
べ
き
点
は
次
の
二
点
で
あ
る
。
一

点
目
は
三
三
の
落
語
界
に
お
け
る
評
価
、
位
置
付
け
で
あ
る
。
広
瀬

が
言
う
よ
う
に
三
三
は
危
う
く
「
古
典
芸
能
愛
好
会
的
マ
ニ
ア
に

「
正
統
派
希
望
の
星
」
と
祭
り
上
げ
ら
れ
る
」
状
況
に
あ
っ
た
。
一
度

で
も
定
席
の
寄
席
に
行
っ
た
経
験
が
あ
れ
ば
わ
か
る
と
思
わ
れ
る

が
、
こ
の
「
古
典
芸
能
愛
好
会
的
マ
ニ
ア
」
に
褒
め
ら
れ
る
と
い
う

こ
と
は
志
あ
る
芸
能
者
に
と
っ
て
は
危
機
的
と
言
え
る
。
何
の
創
作

性
も
な
く
型
通
り
に
演
じ
る
こ
と
を
よ
し
と
す
る
風
潮
が
落
語
界
の

衰
退
を
招
い
た
こ
と
、
そ
の
状
況
に
立
川
談
志
や
春
風
亭
小
朝
が
警

鐘
を
鳴
ら
し
続
け
た
こ
と
、
二
〇
〇
五
年
以
来
の
「
ド
ラ
マ
ん
な
っ

た
り
、
映
画
に
な
っ
た
り
、
ね
ぇ
、
何
か
だ
ら
だ
ら
だ
ら
だ
ら
、
延
々

と
落
語
ブ
ー
ム
落
語
ブ
ー
ム
つ
っ
て
ね
ぇ
」（
柳
家
喬
太
郎
「
落
語
の

大
学
」６
）
と
言
わ
れ
る
「
落
語
ブ
ー
ム
」
に
よ
っ
て
諸
問
題
を
う
や

む
や
に
し
た
ま
ま
妙
に
寄
席
が
活
況
を
呈
し
て
い
る
こ
と
、
こ
れ
が

あ
ま
り
に
乱
暴
過
ぎ
る
こ
と
を
承
知
の
上
で
総
括
し
た
今
日
の
落
語

界
の
一
面
で
あ
る
。
こ
れ
を
偏
っ
た
見
方
だ
と
思
う
の
は
実
際
に
寄

席
に
行
っ
て
現
実
を
見
て
い
な
い
。
た
と
え
ば
、
大
阪
繁
昌
亭
が
笑
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い
に
あ
ふ
れ
充
実
し
て
い
た
と
語
る
パ
オ
ロ
・
マ
ッ
ツ
ァ
リ
ー
ノ
に

次
の
よ
う
な
「
証
言
」
が
あ
る
。

　

寄
席
で
笑
う
の
は
あ
た
り
ま
え
？　

だ
っ
た
ら
東
京
の
寄
席

に
平
日
の
昼
間
行
っ
て
ご
ら
ん
な
さ
い
。
し
ょ
ぼ
く
れ
た
噺
家

が
入
れ
替
わ
り
立
ち
替
わ
り
現
れ
て
は
、
お
ざ
な
り
な
落
語
で

お
茶
を
濁
す
だ
け
。
ひ
と
っ
つ
も
笑
え
ま
せ
ん
よ
。
師
匠
か
ら

習
っ
た
話
を
、
ま
く
ら
も
そ
の
ま
ま
に
ウ
ン
十
年
も
繰
り
返
し

て
い
ま
す
。
そ
れ
で
お
客
が
笑
わ
な
く
て
も
、
こ
れ
が
伝
統
な

ん
だ
、
わ
か
ら
ん
や
つ
が
ヤ
ボ
な
の
だ
と
い
わ
ん
ば
か
り
の
す

ま
し
顔
７
。

　

引
用
書
は
二
〇
〇
六
年
一
〇
月
二
五
日
か
ら
二
〇
〇
八
年
一
〇
月

に
大
和
書
房
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
連
載
さ
れ
た
コ
ラ
ム
を
二
〇
〇
九
年

二
月
に
書
籍
化
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
マ
ッ
ツ
ァ
リ
ー
ノ
の
繁
昌

亭
来
場
日
は
厳
密
に
は
特
定
で
き
な
い
ま
で
も
、「
落
語
ブ
ー
ム
」
の

た
だ
中
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
こ
の
発
言
は
東
京
の
定
席
の

一
面
を
評
し
た
も
の
と
し
て
引
用
し
た
。
一
面
と
言
う
の
は
、
同
時

期
に
私
も
何
度
も
定
席
に
行
っ
て
い
る
が
、
二
点
前
掲
の
引
用
に
付

け
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
面
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
一
点
は
「
ひ

と
っ
つ
も
笑
え
な
い
」
と
い
う
部
分
に
つ
い
て
だ
が
、
決
し
て
三
六

五
日
、
毎
日
つ
ま
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
現
代
の
観
客
に
向
け
て

創
意
工
夫
を
凝
ら
し
熱
演
を
続
け
る
演
者
も
確
実
に
存
在
す
る
。
た

だ
数
が
少
な
い
の
だ
。
そ
し
て
二
点
目
は
、「
し
ょ
ぼ
く
れ
た
噺
家
」

が
「
師
匠
か
ら
習
っ
た
話
を
、
ま
く
ら
も
そ
の
ま
ま
に
ウ
ン
十
年
も

繰
り
返
し
て
」
い
る
の
に
対
し
て
満
員
の
観
客
が
集
ま
り
、
笑
い
が

起
き
、
寄
席
が
賑
わ
っ
て
い
る
現
実
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

で
は
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
現
象
が
起
き
る
の
か
。
そ
の
辺
り
の
事
情

に
つ
い
て
広
瀬
和
生
は
前
掲
書
の
な
か
で
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い

る
。　

二
十
世
紀
末
の
古
典
落
語
至
上
主
義
的
マ
ニ
ア
た
ち
が
、

「
古
典
落
語
の
伝
統
と
美
学
を
守
り
、
習
っ
た
型
ど
お
り
の
落

語
を
磨
き
上
げ
る
こ
と
に
専
念
す
る
ア
テ
ィ
テ
ュ
ー
ド
」
を
一

言
で
表
現
し
賞
賛
す
る
便
利
な
言
葉
と
し
て
、
さ
か
ん
に
用
い

る
よ
う
に
な
っ
た
「
本
寸
法
」
は
、
二
十
一
世
紀
に
落
語
を
扱

う
メ
デ
ィ
ア
が
増
え
て
き
た
こ
と
で
落
語
用
語
と
し
て
浸
透

し
、
二
〇
〇
八
年
に
は
広
辞
苑
に
載
る
に
至
っ
た
。（
中
略
）

　

古
典
芸
能
愛
好
会
的
な
「
落
語
通
」
が
二
十
世
紀
末
に
声
高

に
「
本
寸
法
」
な
る
言
葉
を
口
に
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、

彼
ら
が
「
本
寸
法
で
は
な
い
」
と
否
定
し
た
い
落
語
が
台
頭
し

始
め
た
の
が
、
こ
の
時
代
だ
っ
た
か
ら
だ
。
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今
日
の
寄
席
の
活
況
と
は
、「
自
分
の
言
葉
で
語
る
落
語
」
の
潮
流

と
「
古
典
落
語
至
上
主
義
的
マ
ニ
ア
」
が
せ
め
ぎ
合
う
玉
石
混
淆
の

カ
オ
ス
的
活
況
に
他
な
ら
な
い
（「
玉
」
と
「
石
」
が
混
交
し
て
い
る

の
は
い
つ
の
時
代
も
同
じ
で
は
あ
る
）。
広
瀬
和
生
は
「
古
典
落
語
至

上
主
義
的
マ
ニ
ア
」
は
少
数
に
な
っ
た
と
述
べ
て
い
る
が
、
勢
力
と

し
て
は
侮
れ
な
い
も
の
が
あ
る
。
む
し
ろ
「
本
寸
法
」
を
錦
の
御
旗

に
喜
び
勇
ん
で
保
守
反
動
に
勤
し
ん
で
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
現

に
、
平
日
の
池
袋
演
芸
場
で
立
ち
見
が
出
る
こ
と
も
最
近
で
は
珍
し

く
な
い
。
池
袋
演
芸
場
と
い
え
ば
都
内
で
も
屈
指
の
「
通
」
を
自
称

す
る
人
々
の
集
会
場
の
よ
う
な
寄
席
で
あ
っ
た
。
と
に
か
く
数
の
多

寡
は
置
く
と
し
て
も
、
依
然
「
古
典
マ
ニ
ア
」
は
牙
城
を
守
っ
て
い

る
。
そ
し
て
そ
の
マ
ニ
ア
た
ち
が
「
正
統
派
期
待
の
星
」
と
し
て
目

を
つ
け
た
の
が
柳
家
三
三
だ
っ
た
の
だ
。
ま
た
、
古
典
落
語
至
上
主

義
者
で
な
く
と
も
三
三
を
そ
の
よ
う
に
位
置
づ
け
て
い
る
の
が
よ
く

わ
か
る
例
と
し
て
「
柳
家
三
三
で
北
村
薫
。」
の
公
演
会
場
で
当
日
渡

さ
れ
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
お
け
る
紹
介
欄
が
挙
げ
ら
れ
る
。
同
プ
ロ
グ

ラ
ム
に
は
当
日
の
演
目
と
ゲ
ス
ト
や
お
囃
子
の
ク
レ
ジ
ッ
ト
、
北
村

薫
及
び
小
説
の
紹
介
に
続
き
、
演
者
と
脚
本
家
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
が

記
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
に
よ
る
と
、
柳
家
三
三
は

「
古
典
落
語
を
得
意
と
し
、
柳
家
ら
し
い
正
統
派
と
評
さ
れ
る
話
芸

は
、
落
語
通
か
ら
初
心
者
ま
で
幅
広
い
人
気
を
博
す
」
と
な
っ
て
い

る
。
古
典
マ
ニ
ア
か
ら
も
、
通
常
の
落
語
会
と
は
異
な
る
興
行
を
主

催
す
る
側
か
ら
も
「
正
統
派
」
と
評
さ
れ
る
。
こ
れ
が
現
在
の
三
三

評
の
最
大
公
約
数
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

だ
が
、
三
三
は
そ
の
「
正
統
派
」
に
収
ま
る
ほ
ど
ス
ケ
ー
ル
の
小

さ
な
落
語
家
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
前
出
の
広
瀬
和
生
も
述
べ
て

い
た
通
り
で
あ
り
、
本
稿
も
先
行
す
る
広
瀬
の
見
方
に
学
び
、
大
い

に
賛
同
す
る
立
場
を
取
る
。
し
か
し
、
三
三
と
い
う
落
語
家
が
本
気

で
安
易
な
評
価
か
ら
脱
却
し
よ
う
と
す
る
具
体
的
な
方
法
と
い
う
点

に
関
し
て
は
、
広
瀬
の
見
立
て
と
は
少
し
違
う
取
り
組
み
を
始
め
た

こ
と
も
見
逃
せ
な
い
。
広
瀬
は
三
三
の
今
後
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。

　

三
三
は
、
三
十
代
も
後
半
に
入
り
、「
自
分
の
資
質
に
合
っ
て

い
る
道
は
何
か
」
が
見
え
て
き
た
よ
う
に
思
う
。
そ
れ
は
、
た

と
え
ば
『
妾
馬
』
の
よ
う
に
「
埋
も
れ
て
い
る
演
出
を
掘
り
起

こ
し
、
そ
れ
を
自
分
な
り
の
型
と
し
て
モ
ノ
に
す
る
」
と
い
う

方
法
論
だ
。
研
究
熱
心
で
技
術
も
知
識
も
あ
る
三
三
に
は
、
そ

う
い
う
や
り
か
た
が
似
合
っ
て
い
る
。

　

広
瀬
の
指
摘
は
的
を
射
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
そ
う
し
た

評
価
に
も
安
住
し
な
い
の
が
柳
家
三
三
と
い
う
落
語
家
な
の
だ
。
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「
柳
家
ら
し
い
正
統
派
」
と
の
評
か
ら
も
、「
埋
も
れ
て
い
る
演
出
を

掘
り
起
こ
」
す
「
研
究
熱
心
」
と
の
評
か
ら
も
離
れ
た
方
法
を
模
索

し
、
興
行
を
成
功
さ
せ
る
。
そ
ん
な
三
三
の
自
分
へ
の
評
価
を
相
対

化
し
続
け
よ
う
と
す
る
試
み
が
本
公
演
「
柳
家
三
三
で
北
村
薫
。」
で

あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

以
上
の
こ
と
を
前
提
と
し
て
次
節
で
は
具
体
的
に
六
月
、
七
月

公
演
を
詳
細
に
分
析
し
、
同
公
演
の
意
義
を
考
え
て
い
く
こ
と
に

す
る
。

二
　

本
節
で
は
「
柳
家
三
三
で
北
村
薫
。」
の
上
演
方
法
に
焦
点
を
当

て
、
三
三
が
、
い
か
に
し
て
上
質
の
大
衆
芸
能
を
作
り
上
げ
て
い
っ

た
か
を
検
討
し
て
い
く
。
そ
の
際
に
ま
ず
確
認
し
て
お
く
べ
き
こ
と

と
し
て
、
上
質
の
大
衆
芸
能
と
い
う
術
語
だ
が
、
そ
の
定
義
の
た
め

に
、
当
代
快
楽
亭
ブ
ラ
ッ
ク
の
口
演
か
ら
参
考
と
な
る
部
分
を
引
用

す
る
。
古
典
落
語
「
道
具
屋
」
に
は
、
客
か
ら
ノ
コ
ギ
リ
が
あ
ま
い

と
言
わ
れ
た
与
太
郎
が
「
サ
ッ
カ
リ
ン
で
も
入
っ
て
い
ま
す
か
」
と

返
す
や
り
取
り
が
あ
る
が
、
ブ
ラ
ッ
ク
は
自
身
の
「
道
具
屋
・
松
竹

篇
」
で
「
昭
和
二
〇
年
代
の
ク
ス
グ
リ
を
平
気
で
使
う
ん
じ
ゃ
な

い
！　

柳
家
小
さ
ん
の
ク
ス
グ
リ
そ
の
ま
ん
ま
じ
ゃ
な
い
か
！　

そ

う
い
う
創
意
工
夫
が
な
い
か
ら
な
、
落
語
は
大
衆
芸
能
か
ら
伝
統
芸

能
に
な
っ
て
日
曜
の
朝
五
時
一
五
分
か
ら
し
か
放
送
さ
れ
な
く
な
る

ん
だ
。
ち
ょ
っ
と
は
反
省
し
ろ
バ
カ
ヤ
ロ
ー
！　

な
に
が
サ
ッ
カ
リ

ン
だ
。」８
と
改
作
し
て
い
る
。
こ
の
ブ
ラ
ッ
ク
の
見
方
に
従
え
ば

「
創
意
工
夫
」
の
あ
る
も
の
が
大
衆
芸
能
で
、
な
い
も
の
が
「
伝
統
芸

能
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
多
分
に
一
面
的
な
見
方
か
も
知

れ
な
い
が
、
少
な
く
と
も
同
じ
こ
と
の
繰
り
返
し
は
ジ
ャ
ン
ル
を
衰

退
さ
せ
る
と
い
う
批
評
性
は
妥
当
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
「
本
寸
法
」
に

固
執
し
て
い
て
は
、
も
っ
と
言
え
ば
、
あ
ら
ゆ
る
囚
わ
れ
か
ら
自
由

に
な
ら
な
け
れ
ば
「
日
曜
の
朝
五
時
一
五
分
」
に
な
ら
ざ
る
を
得
な

い
。
こ
れ
は
一
部
の
マ
ニ
ア
向
け
で
あ
っ
て
、
と
う
て
い
大
衆
的
と

は
い
え
な
い
。
そ
の
点
で
今
回
の
公
演
は
客
席
数
五
〇
〇
を
超
え
る

草
月
ホ
ー
ル
を
早
々
と
完
売
、
満
員
に
し
て
お
り
、「
日
曜
の
朝
五
時

一
五
分
」
と
は
異
な
る
こ
と
は
示
さ
れ
た
。

　

で
は
実
際
に
公
演
を
検
討
し
て
い
く
。
ま
ず
特
徴
的
な
の
は
、
同

公
演
は
舞
台
進
行
が
毎
回
異
な
っ
て
い
る
こ
と
だ
。
北
村
薫
の
〈
円

紫
さ
ん
と
私
〉
シ
リ
ー
ズ
は
語
り
手
の
「
私
」
と
落
語
家
の
春
桜
亭

円
紫
が
日
常
の
謎
を
解
き
明
か
し
て
い
く
短
編
連
作
ミ
ス
テ
リ
ー
で

あ
り
、
毎
回
何
ら
か
の
形
で
落
語
の
演
目
が
登
場
す
る
。
興
行
は
三

三
に
よ
る
小
説
の
一
人
語
り
と
、
登
場
し
た
演
目
の
実
演
の
二
要
素

を
主
軸
と
し
、
そ
れ
に
三
三
・
北
村
に
よ
る
ポ
ス
ト
ト
ー
ク
を
加
え

て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
が
、
こ
の
落
語
の
実
演
が
毎
回
一
様
で
は
な
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い
。
六
月
公
演
で
は
『
夜
の
蝉
』
か
ら
「
六
月
の
花
嫁
」
を
舞
台
化

し
、
最
初
に
「
六
月
の
花
嫁
」〈
前
半
〉、
仲
入
り
を
挟
ん
で
「
六
月

の
花
嫁
」〈
後
半
〉、
小
説
を
語
り
終
え
た
後
に
「
鰍
沢
」
実
演
と
な
っ

て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
七
月
公
演
で
は
同
じ
短
編
集
か
ら
「
夜
の

蝉
」
を
舞
台
化
し
、
ま
ず
「
夜
の
蝉
」〈
前
半
〉、
次
に
落
語
「
つ
る

つ
る
」、
仲
入
り
後
に
「
夜
の
蝉
」〈
後
半
〉
と
い
う
構
成
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
こ
の
よ
う
に
構
成
を
変
え
る
こ
と
に
は
重
要
な
意
味
が
あ
る

の
だ
が
、
そ
の
理
由
は
追
っ
て
検
証
す
る
。

　

会
場
に
入
っ
て
ま
ず
目
に
付
く
の
は
舞
台
中
央
に
設
置
さ
れ
た
高

座
だ
が
、
こ
の
高
座
に
は
座
布
団
と
マ
イ
ク
が
置
か
れ
て
い
な
い
。

三
三
は
黒
の
ス
ー
ツ
で
登
場
し
、
舞
台
中
央
に
立
っ
た
ま
ま
小
説
を

語
り
始
め
る
。
と
き
に
は
高
座
の
周
り
を
歩
い
た
り
、
高
座
に
腰
掛

け
た
り
し
つ
つ
も
基
本
的
に
は
立
位
で
語
る
。
そ
し
て
落
語
を
か
け

る
と
き
に
は
黒
紋
付
き
に
着
替
え
る
。
こ
こ
で
大
切
な
こ
と
は
ス
ー

ツ
で
高
座
に
上
が
る
こ
と
を
も
っ
て
「
本
寸
法
」
と
の
差
異
化
を
図

ろ
う
と
し
て
い
る
な
ど
と
い
う
単
純
な
結
論
を
出
そ
う
と
し
な
い
こ

と
だ
。
ス
ー
ツ
で
落
語
を
語
る
こ
と
自
体
は
さ
し
て
珍
し
い
こ
と
で

は
な
い
し
、
昔
か
ら
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、「
落
語
と
は
何
か
」

と
い
う
原
理
的
な
問
題
に
ま
で
発
展
し
て
し
ま
う
の
だ
が
、
避
け
て

は
通
れ
な
い
重
要
な
案
件
で
あ
る
か
ら
私
の
立
場
を
は
っ
き
り
さ
せ

て
お
こ
う
。
そ
の
際
に
参
考
と
し
て
、
基
準
と
な
る
よ
う
な
立
場
を

明
確
に
打
ち
出
し
、
落
語
界
で
長
ら
く
メ
ル
ク
マ
ー
ク
と
な
っ
て
い

る
、
立
川
談
志
の
『
現
代
落
語
論
』
を
引
用
す
る
。
か
つ
て
談
志
は

新
作
落
語
の
存
在
意
義
を
評
価
し
た
上
で
、
し
か
し
な
ぜ
古
典
落
語

の
形
式
に
と
ら
わ
れ
る
の
か
と
疑
義
を
呈
し
以
下
よ
う
に
持
論
を
展

開
し
た
。

　

そ
れ
に
な
ぜ
、
着
物
を
着
る
の
だ
ろ
う
と
、
高
座
の
ス
タ
イ

ル
を
考
え
た
と
き
わ
た
し
は
思
う
。
紋
付
き
袴
は
落
語
家
の
ユ

ニ
フ
ォ
ー
ム
だ
と
い
う
解
釈
も
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か

し
、
新
作
落
語
に
着
物
は
ど
う
考
え
て
も
お
か
し
い
。（
中
略
）

　

何
を
着
て
も
、
そ
ん
な
も
の
は
い
っ
さ
い
感
じ
さ
せ
な
い
話

術
を
つ
く
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
ム
リ
と
い

う
も
の
だ
。
ど
う
し
て
現
代
人
の
衣
裳
で
あ
る
と
こ
ろ
の
洋
服

を
着
な
い
の
か
、
立
ち
上
が
っ
て
、
洋
服
で
語
れ
ば
い
い
の
だ
。

現
代
人
の
声
で
、
現
代
の
会
話
で
、
あ
る
時
は
そ
の
噺
が
ド

キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
で
も
、
あ
る
時
は
お
伽
話
、
童
話
で
も
、
ミ

ス
テ
リ
ー
で
も
何
で
も
い
い
と
思
う
。

　

そ
こ
に
現
代
の
詩
が
あ
り
人
情
が
あ
れ
ば
い
い
の
だ
。
着
物

を
着
て
、
だ
み

0

0

声
で
、
昔
の
落
語
口
調
で
演
じ
る
や
り
方
で
は

絶
対
に
現
代
の
詩
は
生
ま
れ
な
い
９
。（
傍
点
原
文
）
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こ
の
談
志
の
落
語
論
は
一
見
す
る
と
今
回
の
三
三
に
強
く
影
響
を

与
え
て
い
る
よ
う
に
思
え
な
く
も
な
い
。
ま
た
研
究
熱
心
な
三
三
が

『
現
代
落
語
論
』
に
お
け
る
談
志
の
見
解
を
知
ら
な
い
は
ず
が
な
い
。

し
か
し
、
三
三
が
ス
ー
ツ
で
「
六
月
の
花
嫁
」
や
「
夜
の
蝉
」
を
語

る
こ
と
は
、「
現
代
の
詩
」
を
生
み
出
す
た
め
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
現

代
の
第
一
線
で
活
躍
す
る
三
三
は
既
に
談
志
が
示
し
た
基
準
に
と
ら

わ
れ
る
必
要
の
な
い
状
況
下
に
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
当
の
談
志
が

評
価
す
る
弟
子
の
中
か
ら
、
新
作
落
語
が
洋
服
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
訳
で
も
な
く
、
映
像
を
使
お
う
が
何
を
し
よ
う
が
落
語
は
落
語
で

あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
存
在
が
出
現
し
た
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
、

小
説
を
語
る
部
分
を
「
一
人
芝
居
」
と
評
す
る
の
は
適
切
で
は
な
い
。

三
三
は
二
〇
一
一
年
三
月
に
こ
の
企
画
公
演
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
て
以

来
、
主
人
公
の
語
り
手
が
女
子
大
学
生
で
あ
る
こ
と
と
随
分
格
闘
し

て
き
た
と
い
う
。
初
演
時
に
は
女
子
大
学
生
で
あ
る
こ
と
を
強
く
意

識
し
た
発
声
を
試
み
た
が
、
回
を
追
う
ご
と
に
ピ
ッ
チ
を
落
と
し
、

女
性
の
声
色
を
リ
ア
ル
に
出
す
こ
と
を
抑
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い

た
。
だ
が
そ
れ
こ
そ
が
本
公
演
が
間
違
い
な
く
「
三
三
の
落
語
」
で

あ
る
こ
と
の
何
よ
り
の
証
明
で
あ
る
。

　

三
三
自
身
が
女
性
を
演
じ
る
こ
と
に
つ
い
て
立
川
談
春
と
の
対
談

の
中
で
興
味
深
い
発
言
を
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
対
談
記
事
に

先
立
つ
リ
ー
ド
部
分
が
こ
と
の
本
質
を
言
い
当
て
て
い
る
の
で
紹
介

し
た
い
10
。
同
記
事
は
談
春
と
三
三
を
「
言
動
や
風
貌
が
女
性
的
な

わ
け
で
も
、
こ
と
さ
ら
女
性
的
な
声
を
出
し
た
り
表
情
を
作
っ
た
り

仕
草
を
す
る
わ
け
で
も
な
い
の
に
、
な
ぜ
か
色
っ
ぽ
い
」
と
評
し
て

い
る
。

　

こ
の
リ
ー
ド
に
続
く
本
文
で
三
三
は
「
登
場
人
物
の
一
人
に
な
っ

て
し
ゃ
べ
っ
て
る
と
き
、
相
手
が
見
え
て
ま
す
か
ら
ね
。
女
だ
か
ら

こ
う
い
う
仕
草
、
口
調
で
こ
う
演
じ
な
く
ち
ゃ
い
け
な
い
っ
て
こ
と

で
は
な
い
気
が
し
ま
す
ね
。」
と
発
言
し
て
い
る
。
女
性
的
な
声
や
仕

草
を
作
る
の
と
は
別
の
方
法
で
女
を
演
出
す
る
は
落
語
の
特
徴
で
あ

る
。
落
語
の
場
合
、
全
く
女
性
的
な
声
で
な
く
て
も
女
性
だ
と
伝
わ

れ
ば
よ
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
勘
違
い
し
て
妙
な
高
音
を
出
し
て

単
に
気
持
ち
悪
い
お
じ
さ
ん
に
な
っ
て
い
る
演
者
も
い
る
が
、
三
三

は
そ
の
あ
た
り
の
こ
と
は
心
得
て
い
る
し
腕
も
あ
る
。
そ
の
落
語
の

技
術
を
使
っ
て
小
説
を
舞
台
に
か
け
る
。
そ
れ
は
も
う
三
三
の
落
語

な
の
だ
。
そ
し
て
そ
の
際
、
何
を
着
る
か
も
実
は
問
題
で
は
な
い
。

柳
家
三
三
と
い
う
名
前
で
舞
台
に
立
ち
、
柳
家
三
三
の
技
術
で
語
れ

ば
そ
れ
は
落
語
で
あ
る
。

　

更
に
七
月
公
演
で
は
間
に
「
つ
る
つ
る
」
を
挟
む
形
で
全
体
を
構

成
し
た
が
、
そ
れ
は
小
説
中
で
円
紫
が
「
つ
る
つ
る
」
を
演
じ
る
場

面
が
あ
る
か
ら
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
六
月
公
演
の
よ
う

に
小
説
語
り
の
後
に
「
鰍
沢
」
を
置
こ
う
が
、
七
月
の
よ
う
に
途
中
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に
「
つ
る
つ
る
」
を
入
れ
よ
う
が
、
全
て
総
合
し
て
三
三
の
落
語
会

と
し
て
成
立
さ
せ
て
い
る
こ
と
を
印
象
づ
け
て
い
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
そ
の
際
に
、
脚
本
家
の
存
在
は
大
き
い
。
い
た
ず
ら
に
長

く
な
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
に
は
原
作
の
小
説
を
大
胆
に
カ
ッ
ト
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
劇
団InnocentSphere

を
主
宰
し
、

テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
・
映
画
の
脚
本
家
と
し
て
も
活
躍
す
る
西
森
英

行
11
を
起
用
す
る
の
だ
が
、
新
作
台
本
祭
り
の
よ
う
な
場
合
を
別
に

す
れ
ば
、
脚
本
家
の
存
在
を
前
面
に
出
し
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
プ
ロ

フ
ィ
ー
ル
ま
で
掲
載
す
る
こ
と
は
通
常
の
落
語
会
で
は
あ
ま
り
例
の

あ
る
こ
と
で
は
な
い
。
確
か
に
古
典
落
語
に
は
著
作
権
と
い
う
概
念

が
あ
て
は
ま
ら
な
い
場
合
も
多
く
、
落
語
家
は
演
じ
る
こ
と
が
第
一

で
あ
っ
て
、
ス
タ
ッ
フ
が
誰
か
と
い
う
こ
と
を
あ
ま
り
気
に
し
な
い

風
潮
は
あ
る
。
し
か
し
、
今
回
の
三
三
の
場
合
は
、
演
じ
る
こ
と
が

第
一
と
い
う
よ
り
は
、
興
行
は
総
力
戦
で
成
り
た
っ
て
い
る
こ
と
を

惜
し
み
な
く
さ
ら
け
出
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
考

え
る
の
に
は
も
う
ひ
と
つ
理
由
が
あ
り
、
原
作
者
・
北
村
薫
と
の

ト
ー
ク
も
重
要
な
要
素
に
な
っ
て
い
る
事
実
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

今
回
、
全
て
昼
夜
興
行
で
演
目
は
同
じ
な
の
だ
が
、
ト
ー
ク
の
内
容

は
異
な
る
た
め
昼
夜
両
方
に
来
場
す
る
観
客
も
お
り
、
そ
う
し
た
観

客
の
た
め
に
通
し
券
も
発
売
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ほ
ど
ま
で
ト
ー
ク

も
重
要
視
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
た
と
え
ば
「
つ
る
つ
る
」
を
巡
っ
て

小
説
中
で
交
わ
さ
れ
る
芸
談
を
受
け
、
三
三
は
作
中
の
春
桜
亭
円
紫

の
型
で
「
つ
る
つ
る
」
を
か
け
る
。
通
常
は
お
座
敷
を
中
座
し
た
い

幇
間
の
一
八
に
対
し
て
、
中
座
し
た
い
事
情
を
知
っ
て
い
な
が
ら
引

き
留
め
る
旦
那
が
造
形
さ
れ
る
が
、
円
紫
版
の
「
つ
る
つ
る
」
で
は

旦
那
が
一
八
の
中
座
し
た
い
気
持
ち
を
知
ら
ず
に
引
き
留
め
る
と
い

う
形
に
変
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
ト
ー
ク
に
お
い
て
三
三
は
、
普

段
の
寄
席
や
落
語
会
で
か
け
て
い
る
の
と
違
う
型
で
演
じ
る
こ
と
に

苦
心
し
た
と
明
か
す
。
こ
れ
な
ど
も
「
本
寸
法
」
に
と
ら
わ
れ
る
の

で
も
な
く
、
独
自
の
演
出
を
考
案
す
る
の
で
も
な
く
、
注
文
さ
れ
た

演
出
に
対
応
す
る
と
い
う
方
法
も
あ
る
こ
と
を
示
す
好
例
で
は
な
い

か
。
し
か
も
そ
れ
は
ト
ー
ク
を
聴
い
て
初
め
て
得
心
で
き
る
の
で
あ

る
。

　

前
節
の
結
末
部
に
お
い
て
、
三
三
の
本
領
は
あ
ら
ゆ
る
評
価
に
安

住
し
な
い
点
だ
と
指
摘
し
た
が
、
常
に
新
し
い
も
の
を
生
み
出
す
大

衆
文
化
の
要
諦
は
こ
の
何
も
の
に
も
囚
わ
れ
な
い
感
覚
が
根
本
に
あ

る
。
だ
か
ら
「
北
村
薫
シ
リ
ー
ズ
」
を
評
価
す
る
批
評
が
三
三
の
耳

に
入
る
こ
ろ
に
は
も
う
三
三
の
目
は
次
に
向
か
っ
て
い
る
か
も
し
れ

な
い
。
七
月
公
演
の
ト
ー
ク
に
お
い
て
、
進
行
役
を
務
め
た
主
催
者

ぴ
あ
の
ス
タ
ッ
フ
・
戸
塚
成
が
、
同
シ
リ
ー
ズ
の
次
回
作
は
と
水
を

向
け
た
際
に
満
員
の
観
客
は
大
き
な
拍
手
を
送
っ
た
が
、
三
三
は
即

答
を
避
け
た
。
多
忙
な
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
鑑
み
て
安
請
け
合
い
は
で
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き
な
い
と
い
う
事
情
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
安
住
を
嫌
う
三
三
は
こ
の

公
演
の
成
功
に
も
囚
わ
れ
て
い
な
い
。

【
注
】

１　

二
〇
一
一
年
三
月
二
六
日
、
草
月
ホ
ー
ル
。
昼
の
部
「
砂
糖
合
戦
」
と
落
語

「
強
情
灸
」、
夜
の
部
「
空
飛
ぶ
馬
」
と
落
語
「
三
味
線
膝
栗
毛
」。
そ
の
後
、
東

京
と
兵
庫
で
再
演
さ
れ
た
。

２　

五
月
一
九
日
、
草
月
ホ
ー
ル
、
昼
夜
二
回
公
演
。「
朧
夜
の
底
」
と
落
語
「
山

崎
屋
」。
昼
夜
同
一
プ
ロ
グ
ラ
ム
。

３　

六
月
三
〇
日
、
草
月
ホ
ー
ル
、
昼
夜
二
回
公
演
。「
六
月
の
花
嫁
」
と
落
語

「
鰍
沢
」。
評
者
鑑
賞
は
昼
の
部
。

４　

七
月
二
一
日
、
草
月
ホ
ー
ル
、
昼
夜
二
回
公
演
。「
夜
の
蝉
」
と
落
語
「
つ

る
つ
る
」。
評
者
鑑
賞
は
昼
の
部
。
な
お
、
公
演
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
、
原
作
は
「
夜

の
蟬
」
で
あ
る
旨
が
記
さ
れ
て
お
り
、
三
三
版
で
は
意
図
的
に
「
蝉
」
と
し
て

い
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
三
三
の
口
演
を
批
評
対
象
と
す
る

本
稿
も
「
夜
の
蝉
」
と
表
記
す
る
。

５　

広
瀬
和
生
『
落
語
評
論
は
な
ぜ
役
に
立
た
な
い
の
か
』（
光
文
社
新
書
、
二

〇
一
一
年
三
月
）

６　

柳
家
喬
太
郎
「
落
語
の
大
学
」（『
柳
家
喬
太
郎
落
語
集 

ア
ナ
ザ
ー
サ
イ
ド
』

vol.2

「
笑
い
の
大
学
」「
鬼
の
背
参
り
」、
コ
ロ
ム
ビ
ア
レ
コ
ー
ド
。
引
用
は
同

盤
収
録
の
口
演
か
ら
評
者
が
聴
き
起
こ
し
た
も
の
。

７　

パ
オ
ロ
・
マ
ッ
ツ
ァ
リ
ー
ノ
『
日
本
列
島
プ
チ
改
造
論
』（
大
和
書
房
、
二

〇
〇
九
年
二
月
）

８　

快
楽
亭
ブ
ラ
ッ
ク
『
快
楽
亭
ブ
ラ
ッ
ク
の
放
送
禁
止
落
語
大
全
』（
洋
泉
社
、

二
〇
〇
六
年
四
月
）。
な
お
、「
日
曜
の
朝
五
時
一
五
分
」
と
は
特
定
は
出
来
な

い
が
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
「
日
本
の
話
芸
」
の
再
放
送
か
「
Ｔ
Ｂ
Ｓ
落
語
研
究
会
」
の
こ

と
を
言
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

９　

立
川
談
志
『
現
代
落
語
論
』（
三
一
書
房
、
一
九
六
五
年
一
二
月
）

10　

高
田
文
夫
／
笑
芸
人
編
『
落
語
フ
ァ
ン
倶
楽
部
』vol.17

（
二
〇
一
二
年
八

月
）

11　

西
森
は
主
宰
す
る
劇
団
の
本
公
演
『
23
分
後
』（
二
〇
一
一
年
一
月
一
五
～

二
三
日
、
吉
祥
寺
シ
ア
タ
ー
）
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
お
い
て
、
ベ
ー
ト
ー

ヴ
ェ
ン
の
交
響
曲
第
９
番
第
４
楽
章
（
23
分
間
）
に
合
わ
せ
て
世
界
中
の
様
々

な
地
域
で
同
時
に
起
き
て
い
る
現
象
を
役
者
の
早
替
え
の
手
法
で
凝
縮
し
て

み
せ
る
と
い
う
演
出
を
行
っ
た
。
こ
れ
は
、
短
い
時
間
に
、
ど
こ
で
何
が
起
き

て
い
る
の
か
と
い
う
最
重
要
事
項
を
尺
に
合
わ
せ
て
編
集
す
る
演
出
家
・
西

森
の
真
骨
頂
で
あ
り
、
本
企
画
の
脚
本
家
に
は
適
任
と
言
え
る
。

（
日
本
体
育
大
学
／
豊
昭
学
園 

非
常
勤
講
師
）


