
シ
マ
の「
間
」の
構
造
と

そ
の
復
権

菅
田
正
昭
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ま
ず
は
、
前
号
の
お
さ
ら
い
か
ら
始
め
よ
う
。
マ
ツ
リ
の
語
源
は

「
マ
ツ
（
待
つ
）
リ
」
で
、
そ
の
「
待
つ
」
は
「
間
ツ
」
で
あ
る
。
そ

し
て
、
古
代
に
お
い
て
は
、
祭
祀
権
を
持
っ
た
者
が
「
祭
り
」
を
行

う
こ
と
が
マ
ツ
リ
ゴ
ト
（
政
）
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
古
代
の
祭
政

一
致
は
一
種
の
理
想
で
あ
り
、
実
際
の
と
こ
ろ
は
「
祭
」
と
「
政
」

へ
の
分
業
の
契
機
を
最
初
か
ら
孕
ん
で
い
た
。

神
の
出
現
を
ひ
た
ぶ
る
に
「
待
つ
」
の
が
マ
ツ
リ
の
本
義
だ
が
、

「
祭
」
は
そ
れ
で
良
い
か
も
し
れ
な
い
が
、「
政
」
の
ほ
う
は
そ
う
は

い
か
な
い
。
性
急
で
あ
る
必
要
は
な
い
が
、
や
は
り
時
間
の
短
縮
が

求
め
ら
れ
る
。
古
代
の
姫
彦
制
の
場
合
、
邪
馬
台
国
の
卑
弥
乎
と
そ

の
男
弟
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
女
性
の
巫ふ

女じ
ょ

王お
う

が
神
懸
り
、
男
性

の
審
神
者
が
神
懸
り
の
と
き
発
せ
ら
れ
た
神
の
コ
ト
バ
を
判
定
し
、

民
衆
に
伝
え
る
の
が
「
政
」
で
あ
る
。
そ
れ
が
時
間
的
に
長
期
化
す

れ
ば
、
や
は
り
ま
ず
い
の
で
あ
る
。

祭
事
が
儀
式
化
し
て
い
く
の
は
、
そ
の
た
め
で
あ
る
。
神
の
出
現

海
と
島
の
日
本
・
Ⅸ

特
集

一
面
に
広
が
る
ア
マ
（
海
）
に
点
在
し
、
時
間
と
空
間
の
マ
（
間
）
が
象
徴
的
に
現
れ
る
シ
マ

（
島
）
は
、〈
間
〉
を
重
視
す
る
日
本
文
化
の
基
底
を
担
う
存
在
で
あ
る
。
シ
マ
が
ク
ニ
を
引
き

寄
せ
た
と
い
う
「
島
引
神
話
」、
現
世
と
彼
岸
を
つ
な
ぐ
「
橋
」
の
事
例
な
ど
か
ら
〈
間
〉
の

構
造
を
多
角
的
に
考
察
し
、
シ
マ
の
復
権
に
必
要
な
〈
間
〉
の
あ
り
方
を
考
え
る
。

時
間
と
空
間
の「
間
」を

詰
め
る
マ
ツ
リ
ゴ
ト
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を
「
待
つ
」
時
間
を
な
る
べ
く
短
縮
さ
せ
、
期
待
ど
お
り
の
結
論
を

導
き
出
せ
る
よ
う
に
す
る
テ
ク
ニ
ッ
ク
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
祭
政
一
致
も
政
治
主
導
の
情
況
に
置
か
れ
る
と
、
祭
事
の

部
分
は
形
骸
化
し
て
い
き
や
す
い
。
時
間
と
い
う
「
間
」
は
、
詰
め

ら
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、「
待
つ
」
こ
と
自
体
が
「
間
」
を
「
詰
め
る
」
こ
と

で
も
あ
る
。
そ
れ
も
、
時
間
だ
け
で
は
な
く
、
空
間
の
「
間
」
を
詰

め
る
こ
と
も
含
ま
れ
て
い
た
。
実
は
、
神
は
「
出
現
」
し
て
い
る
の

に
、
ほ
ん
の
少
し
空
間
が
ず
れ
て
い
た
た
め
、
人
び
と
が
気
が
つ
か

な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
り
う
る
わ
け
で
あ
る
。

極
左
か
ら
極
右
ま
で
の
、
あ
ら
ゆ
る
傾
向
の
レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら
れ

た
フ
ラ
ン
ス
の
女
性
神
秘
思
想
家
の
シ
モ
ー
ヌ
・
ヴ
ェ
ー
ユ
（
一
九

〇
九
〜
四
三
）
は
、『
ア
メ
リ
カ
・
ノ
ー
ト

Ⅱ
』
の
中
で
、
神
を
、
同

じ
時
間
に
待
ち
合
わ
せ
し
て
い
る
恋
人
に
譬
え
て
、
神
が
時
間
ど
お

り
待
っ
て
い
る
の
に
出
逢
え
な
い
二
人
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
（
註

１
）
。
ち
な
み
に
、
携
帯
電
話
が
な
い
時
代
の
、
ち
ょ
っ
と
昔
の
恋

人
ど
う
し
は
、
一
度
や
二
度
、
そ
う
い
う
経
験
を
持
っ
て
い
る
は
ず

で
あ
る
。

「
祭
」
事
は
そ
の
「
空
間
」
的
な
「
間
」
を
詰
め
る
こ
と
で
も
あ
っ

た
。
す
な
わ
ち
、
神
は
我
々
が
居
る
同
一
次
元
の
空
間
に
、
確
実
に

出
現
し
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
前
号
で
触
れ
た

「
中
今
」
の
概
念
に
は
、
時
間
だ
け
で
は
な
く
、
こ
の
同
一
の
空
間

性
も
含
ま
れ
て
い
る
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
「
時
間
」
と
「
空
間
」
の
「
間
」
が
、
最
も

象
徴
的
に
現
出
し
て
い
る
「
場
」
が
シ
マ
（
島
）
で
あ
る
。
シ
マ
の

マ
は
、
こ
の
〈
間
〉
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
シ
マ
の
シ
の
ほ
う
に
は
、

ど
う
い
う
意
味
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
ま
で
、
わ
た
し
は
、
シ
マ
の
シ
を
シ
ボ
ム
（
萎
む
・
凋
む
）
、

シ
ジ
ム
（
縮
む
）
＝
チ
ヂ
ム
、
シ
ボ
ル
（
絞
る
・
搾
る
）
の
義
で
考
え

て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
シ
ジ
ム
＝
チ
ヂ
ム
に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
よ

う
に
「
①
ち
ぢ
め
る

②
へ
ら
す
。
弱
め
る
。
省
く
」（『
広
辞
苑
』）
の

意
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
シ
マ
に
は
〈
圧
縮
さ
れ
た
小
さ
な
間
＝
場
所
〉

と
い
う
語
感
が
あ
る
。

だ
が
、
今
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
、
わ
た
し
は
、
シ
マ
の
シ
を
シ
ク

の
語
幹
の
シ
で
考
え
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
こ
の
シ
ク
に
は
、
他

動
詞
五
段
活
用
の
「
敷
く
・
布
く
」
と
、
自
動
詞
四
段
活
用
の
「
頻

く
」
の
二
つ
が
あ
る
が
、『
広
辞
苑
』
に
よ
れ
ば
、
前
者
が
「
一
面

に
物
や
力
を
広
げ
て
す
み
ず
み
ま
で
行
き
わ
た
ら
せ
る
意
」
で
あ
り
、

後
者
が
「
動
作
が
し
ば
し
ば
く
り
か
え
さ
れ
る
。
事
が
重
な
っ
て
起

る
」
の
意
で
あ
る
。「
雨
が
降
り
し
き
る
」
と
い
う
と
き
の
シ
キ
ル

は
、
自
動
詞
シ
ク
（
頻
く
）
の
活
用
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
シ
マ
の

シ
が
シ
ク
の
語
幹
シ
だ
と
す
る
と
、
シ
マ
は
〈
ア
マ
（
海
）
が
一
面

に
広
が
っ
て
い
る
、
続
い
て
い
る
〉
間
の
中
の
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
ポ

特集 海と島の日本・Ⅸ

一
面
に
広
が
る
ア
マ（
海
）に

点
在
す
る
シ
マ
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ツ
ン
と
存
在
し
て
い
る
場
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

ア
マ
の
マ
（
間
）
は
文
字
ど
お
り
の
空
間
の
義
で
あ
る
と
思
わ
れ

る
が
、
ア
の
ほ
う
は
お
そ
ら
く
強
調
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
ぽ
っ

か
り
と
広
く
大
き
く
開
い
た
空
間
が
ア
マ
で
あ
る
。
こ
の
ア
マ
か
ら

〈
天
〉
と
〈
海
〉
が
分
岐
し
て
い
く
わ
け
だ
が
、
海
の
場
合
は
潮
水

が
詰
ま
っ
た
と
こ
ろ
の
、
ア
〈
間
〉
で
あ
る
。
天
の
ア
マ
の
よ
う
に

何
も
な
い
空
洞
性
の
空
間
と
は
違
う
が
、
フ
ネ
（
船
）
の
よ
う
な
交

通
手
段
を
持
た
な
い
と
、
こ
の
ア
間
は
シ
マ
を
シ
ボ
ま
せ
た
り
シ
ジ

ま
せ
た
り
し
て
し
ま
う
。
文
字
ど
お
り
、
シ
マ
を
萎
縮
さ
せ
て
国く

地に

（
本
土
）
か
ら
離
れ
た
島
に
さ
せ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

国
地
の
神
社
の
中
に
は
、
二
つ
の
ア
マ
か
ら
シ
マ
を
経
由
し
て
や

っ
て
来
た
と
い
う
出
自
を
持
つ
神
々
も
結
構
多
い
。
そ
こ
で
の
神
祭

り
は
本
来
、
ア
マ
―
シ
マ
と
い
う
時
空
の〈
間
〉を
詰
め
て
、
神
々
を

〈
中
今
〉に
顕
現
さ
せ
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
あ
る
い
は
、
島
へ
実
際
に

出
か
け
て
祭
り
を
行
っ
た
。
古
代
は
国
家
祭
祀
が
行
わ
れ
て
い
た
宗

像
大
社
の
沖
津
宮
の
鎮
座
す
る
〝
海
の
正
倉
院
〞
の
異
名
を
持
つ
沖

ノ
島
や
、
同
じ
く
延
喜
式
内
社
の
「
能
登
国
鳳
至
ふ
げ
し

郡
　
奥お
き

津つ

比ひ

め

神

社
」（
註
２
）
が
鎮
座
す
る
石
川
県
輪
島
市
の
舳へ

倉ぐ
ら

島じ
ま

な
ど
が
あ
る
。

そ
こ
で
は
、
秘
儀
と
し
て
の
神
話
の
空
間
と
時
間
が
、
中
今
と
し
て

現
出
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、〈
間
〉
を
詰
め
た
祭
り

を
行
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

島
に
住
ん
で
い
る
と
、
隣
の
島
に
綱
を
架
け
て
引
っ
張
り
た
く
な

る
。
そ
れ
は
島
の
面
積
を
拡
大
し
た
い
と
い
う
野
望
に
発
す
る
の
で

は
な
く
、
他
者
と
繋
が
り
た
い
と
い
う
気
持
ち
か
ら
生
じ
て
く
る
。

そ
の
具
体
的
表
現
が
『
出
雲
国
風
土
記
』
意お

宇う

郡
の
総
説
に
登
場
す

る
八や

束つ
か

水み
づ

臣お
み

津つ

野の

命
の
、
い
わ
ゆ
る
〈
国
引
神
話
〉
で
あ
る
。

ミ
ヅ
オ
ミ
は
、
出
雲
国
が
「
初
国
は
つ
く
に

小
さ
く
作
ら
せ
り
」
と
の
認
識

か
ら
、
周
辺
の
シ
マ
の
埼
々
を
「
国
の
余
り
」
と
見
て
、
そ
こ
に
杭

を
打
ち
、
綱
を
打
ち
掛
け
て
「
霜し
も

黒
葛
つ
づ
ら

く
る
や
く
る
や
に
、
河
船
の

も
そ
ろ
も
そ
ろ
に
、
国く
に

来こ

国
来
」
と
シ
マ
ジ
マ
を
引
き
寄
せ
た
。
こ

の
光
景
は
、
も
と
も
と
は
島
だ
っ
た
島
根
半
島
が
、
縄
文
期
の
海

進
・
海
退
の
繰
り
返
し
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
今
日
の
出
雲
平
野
と

つ
な
が
り
、
さ
ら
に
弓
ヶ
浜
が
長
く
延
び
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
深
く

入
り
込
ん
で
い
た
海
が
宍し
ん

道じ

湖こ

と
中
海
へ
変
貌
し
て
い
く
過
程
を
描

き
出
し
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
本
当
は
〈
島
引
神
話
〉

と
い
う
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。
ク
ニ
が
シ
マ
を
引
き
た
く
な
る
の

で
は
な
く
、
シ
マ
が
ク
ニ
を
引
き
寄
せ
た
く
な
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
、
島
と
島
と
の
〈
間
〉
を
詰
め
た
い
、
と
い
う
古
代
人

の
現
実
的
な
感
情
が
見
事
に
現
わ
れ
て
い
る
。
実
は
、
島
と
島
と
の

あ
い
だ
を
、
文
字
ど
お
り
埋
め
立
て
て
「
間
」
を
な
く
し
て
し
ま
う

こ
と
は
古
く
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
長
崎
県
北
松
浦
郡

シ
マ
が
ク
ニ
を

引
き
寄
せ
た〈
島
引
神
話
〉
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小お

値ぢ

賀か

町
の
小
値
賀
島
や
、
岡
山
県
岡
山
市
・
倉
敷
市
・
玉
野
市
に

ま
た
が
る
児
島
半
島
が
そ
う
で
あ
る
。

『
シ
マ
ダ
ス
』
に
は
、
小
値
賀
島
は
「
も
と
も
と
２
つ
に
分
か
れ
て

い
た
も
の
が
干
拓
で
建
武
元
年
（
一
三
三
四
）
に
１
つ
の
島
に
な
っ
た
。

今
で
も
島
の
中
央
部
は
幅
の
狭
い
窪
地
と
な
っ
て
い
る
。
…
『
古
事

記
』
の
国
生
み
神
話
に
見
え
る
「
両
児
島
（
ふ
た
ご
の
し
ま
）
」
は
、

こ
の
小
値
賀
島
だ
と
い
う
説
も
あ
る
」
と
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
古
代

は
、
か
な
り
流
れ
の
速
い
瀬
戸
（
海
峡
）
に
よ
っ
て
、
分
断
さ
れ
て

い
た
の
で
あ
る
。
自
由
な
行
き
来
は
〈
間
〉
が
阻
害
し
て
い
た
の
で

あ
る
。
ち
な
み
に
、
考
古
学
者
の
森

浩
一
氏
に
よ
れ
ば
、「
小
値
賀

島
は
、
遺
跡
の
宝
庫
で
、
五
島
列
島
全
域
で
出
土
し
て
い
る
須
恵
器

の
う
ち
九
五
パ
ー
セ
ン
ト
が
こ
の
島
に
集
中
し
て
い
る
と
い
わ
れ
、

ま
た
五
島
列
島
で
盛
土
の
あ
る
古
墳
の
確
認
さ
れ
て
い
る
唯
一
の
島

で
も
あ
る
」（
註
３
）
と
い
う
。

児
島
半
島
は
、『
古
事
記
』
の
「
国
生
み
」
段
の
大
八
島
国
誕
生

の
あ
と
、
最
初
に
生
ま
れ
た
「
吉
備
兒
嶋
」（
別
名
、
建た
け

日ひ

方が
た

別わ
け

）
の

こ
と
で
あ
る
。
奈
良
時
代
か
ら
小
規
模
な
干
拓
が
始
ま
り
、
江
戸
時

代
に
入
る
と
、
岡
山
藩
が
新
田
開
発
の
た
め
、
大
規
模
な
干
拓
事
業

に
着
手
し
、
元
和
四
（
一
六
一
八
）
年
本
土
側
と
つ
な
が
っ
て
半
島
化

し
た
。『
古
事
記
』
に
よ
れ
ば
、
こ
の
吉
備
兒
嶋
と
対
の
関
係
で
誕

生
し
て
い
る
の
が
小
豆
あ
づ
き

嶋し
ま

（
別
名
、
大お
ほ

野の

手で

比ひ

賣め

）
で
あ
る
。
小
し
ょ
う

豆ど

島し
ま

は
今
は
香
川
県
に
属
し
て
い
る
が
、
古
代
は
備
前
国
兒
嶋
郡
に
属
し

て
い
た
の
で
あ
る
。
幕
藩
体
制
の
成
立
に
よ
る
行
政
区
域
の
変
更
と

い
う
側
面
も
あ
る
が
、
そ
れ
以
前
に
、
す
で
に
兒
嶋
（
児
島
）
の

〈
間
〉
が
大
き
く
変
化
し
始
め
た
こ
と
が
小
豆
島
の
文
化
圏
の
変
遷

に
及
ん
だ
と
い
え
よ
う
。

島
の
〈
間
〉
を
詰
め
る
最
も
現
実
的
な
手
段
は
架
橋
で
あ
る
。
こ

の
橋
を
架
け
る
と
い
う
技
術
は
高
度
な
技
術
で
あ
り
、
離
島
と
離
島
、

離
島
と
本
土
の
架
橋
は
ほ
と
ん
ど
戦
後
の
出
来
事
で
あ
る
。
し
か
し
、

ハ
シ
（
橋
）
は
〈
間
〉
と
い
う
概
念
を
考
え
る
と
き
、
ひ
じ
ょ
う
に

重
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
る
。

ハ
シ
の
ハ
は
先
端
と
い
う
意
味
の
ハ
（
端
）
で
あ
る
。
葉
も
歯
も

ハ
（
端
）
の
派
生
語
で
あ
る
。「
話
す
」
と
い
う
コ
ト
バ
も
、
口
の
ハ

か
ら
「
コ
ト
ノ
ハ
（
言
の
葉
）」
を
ハ
ナ
ツ
（
放
つ
・
離
つ
）
の
義
で
あ

る
。
こ
の
ハ
（
端
）
と
ハ
（
端
）
を
結
ぶ
の
が
ハ
シ
（
橋
・
梯
）
で
あ

り
、
食
事
の
と
き
使
う
箸
や
、
鳥
の
嘴
く
ち
ば
しも

こ
の
ハ
シ
か
ら
生
じ
て
い

る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
ハ
と
ハ
の
あ
い
だ
が
〈
間
〉
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
架
橋
は
こ
の
〈
間
〉
を
詰
め
る
た
め
の
、
国
家
の
、

あ
る
い
は
、
地
方
自
治
体
の
マ
ツ
リ
ゴ
ト
（
政
）
の
顕
現
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
は
《
橋
》
の
意
味
を
考
え
る
た
め
、
あ
る
一
つ
の

宗
教
法
人
が
行
っ
て
い
る
架
橋
を
取
り
上
げ
た
い
。
そ
れ
は
伊
勢
神

宮
の
宇
治
橋
で
あ
る
。

こ
の
伊
勢
の
宇
治
橋
は
、
伊
勢
神
宮
の
内
宮
（
皇
大
神
宮
）
の
参
道
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現
世
と
彼
岸
を

つ
な
ぐ
役
割
と
し
て
の
橋
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口
の
五
十
鈴
川
に
架
け
ら
れ
て
い
て
、〈
俗
世
間
〉
と
〈
聖
域
＝
神

域
〉、
す
な
わ
ち〈
ケ（
褻
）
＝
日
常
〉と〈
ハ
レ（
晴
れ
）
＝
非
日
常
〉
と

の
境
（
す
な
わ
ち
「
間
」
で
あ
る
！
）
を
結
ぶ
橋
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

明
治
以
降
、
二
〇
年
に
一
度
の
神
宮
の
式
年
遷
宮
に
あ
わ
せ
て
架
け

替
え
ら
れ
た
が
、
昭
和
二
四
年
の
式
年
遷
宮
は
、
日
本
の
敗
戦
直
後

と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
時
の
天
皇
陛
下
の
英
断
で
無
期
限
延
期
と

さ
れ
、
四
年
後
の
昭
和
二
八
年
に
行
わ
れ
た
。
し
か
し
、
地
元
の
強

い
要
望
で
、
宇
治
橋
だ
け
が
当
初
の
昭
和
二
四
年
に
架
け
替
え
ら
れ
、

以
後
、
式
年
遷
宮
の
四
年
前
に
架
橋
さ
れ
る
の
が
慣
例
と
な
っ
た
。

こ
う
し
て
平
成
二
五
（
二
〇
一
三
）
年
の
「
第
六
二
回
式
年
遷
宮
」
に

先
立
ち
、
昨
年
（
平
成
二
一
年
）
一
一
月
三
日
、
宇
治
橋
渡
始
式
が
斎

行
さ
れ
た
。

よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
式
年
遷
宮
で
は
、
二
〇
年
ご
と
に
社
殿

か
ら
神
様
の
御
装
束
・
神
宝
・
祭
器
具
の
類
ま
で
全
て
を
寸
分
違
わ

ず
新
し
く
造
り
替
え
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
昭
和
四
〇
年
代
に

は
財
界
の
一
部
勘
違
い
派
か
ら
、
も
っ
と
お
金
を
か
け
て
恒
久
的
な

施
設
を
造
る
べ
き
だ
と
の
主
張
も
あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
「
造
り
替
え
」

を
浪
費
の
権
化
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
式
年
遷
宮
に
は
、
伝
統
文
化
・
伝
統
技
術
の
継
承
や
、

檜
や
杉
な
ど
の
木
材
を
切
り
出
す
裏
木
曾
の
自
然
と
生
態
系
の
維
持

保
全
と
い
う
事
柄
も
含
ま
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
一
見
、
使
い
捨
て

に
見
え
る
古
い
用
材
も
、
古
代
の
「
モ
ッ
タ
イ
ナ
イ
」
思
想
に
よ
っ

て
他
の
モ
ノ
へ
と
徹
底
的
に
使
い
ま
わ
さ
れ
、
一
切
の
無
駄
が
生
じ

な
い
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
が
で
き
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
近
代
合
理
精

神
を
持
っ
て
い
る
連
中
に
は
、
そ
れ
が
見
え
な
い
の
で
あ
る
。

橋
は
宗
教
的
に
見
れ
ば
、
顕
界
（
現
世
＝
写
し
世
、
こ
の
世
、
此
岸
）

と
幽
界
（
隠
り
世
、
あ
の
世
、
彼
岸
）
を
つ
な
ぐ
役
目
を
持
っ
て
い
る
。

マ
ツ
リ
の
〈
間
〉
に
入
っ
て
い
く
た
め
の
場
が
〈
橋
〉
な
の
で
あ
る
。

能
舞
台
に
は
「
橋
掛
か
り
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
は

能
舞
台
が
ま
さ
に
神
事
の
場
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
橋

の
向
こ
う
側
へ
行
く
と
い
う
こ
と
は
、
こ
ち
ら
側
と
は
実
は
、
多
少

な
り
と
も
文
化
圏
が
違
う
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
島
の
場
合
、
特
に
顕
著
な
傾
向
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

伊
勢
の
宇
治
橋
の
架
け
替
え
は
無
事
終
了
し
て
い
る
が
、
実
は
、

伝
統
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
ひ
じ
ょ
う
に
危
う
い
情
況
に
あ
る
。

宇
治
橋
の
場
合
、
宮
大
工
と
船
大
工
の
技
術
的
連
携
が
必
要
と
さ
れ

る
が
、
船
大
工
の
技
術
は
戦
後
の
和
船
の
衰
退
で
、
和
船
の
造
船
の

需
要
が
無
く
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
船
大
工
そ
の
も
の
の
存
在
が
激
減

し
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
後
継
者
が
ゼ
ロ
と
い
う
状
況
の
中
で
、

伝
統
技
術
の
保
持
者
が
高
齢
化
し
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
実
は
、

離
島
の
架
橋
と
い
う
問
題
に
は
、
和
船
の
衰
退
に
と
も
な
う
零
細
漁

業
者
の
廃
業
と
い
う
側
面
も
あ
る
の
で
あ
る
。

式
年
遷
宮
を
考
え
た
だ
け
で
も
、
シ
マ
と
マ
（
間
）
の
問
題
が
浮

マ（
間
）を
覆
い
、
ス
キ
マ（
透
き
間
・
隙
間
）を

つ
く
る
日
本
文
化
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か
び
上
が
っ
て
く
る
。
内
宮
（
皇
大
神
宮
）、
外
宮
（
豊
受
大
神
宮
）
に

次
ぐ
三
番
目
の
格
式
を
持
つ
皇
大
神
宮
別
宮
で
、
三
重
県
志
摩
市
磯

部
町
上
之
郷
に
鎮
座
す
る
志
摩
国
一
ノ
宮
の
伊い

雑
ざ
わ
の

宮み
や

は
、『
延
喜
式
』

神
名
帳
の「
志
摩
國
答と
う

志し

郡
　
粟あ
わ

嶋
し
ま
に

坐ま
す

伊
射
波
宮
神
社
二
座（
並
大
）」

の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
伊
勢
・
伊
雑
（
伊
射
波
）
・
磯
部
の
イ
セ
・

イ
ザ
ワ
（
イ
ゾ
ウ
、
イ
サ
ワ
）
・
イ
ソ
ベ
の
語
源
は
、
も
ち
ろ
ん
イ
ソ

（
磯
）
に
発
す
る
。
す
な
わ
ち
、
陸
地
と
海
と
の
あ
い
だ
の
〈
間
〉

の

is

（
イ
シ
＝
石
）
が
語
根
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
志
摩
か
ら
熊
野

の
あ
た
り
の
海
辺
で
は
、
海
に
隠
れ
た
岩
の
こ
と
を
シ
マ
と
い
う
。

要
す
る
に
、
伊
勢
神
宮
じ
た
い
が
イ
ソ
の
シ
マ
の
〈
間
〉
に
よ
っ
て

成
立
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

シ
マ
の
〈
間
〉
は
同
時
に
ス
キ
マ
（
透
き
間
、
隙
間
）
の
こ
と
で
あ

る
。
日
本
文
化
は
単
な
る
「
間
」
で
は
な
く
、
厳
密
に
い
え
ば
、
ス

キ
マ
文
化
な
の
で
あ
る
。
紙
を
す
く
（
漉
く
）
・
髪
の
毛
を
す
く
（
梳

く
）
・
田
畑
を
す
く
（
鋤
く
）
の
語
源
は
「
透
く
」
だ
が
、
そ
の
意
は

ス
キ
マ
を
つ
く
る
こ
と
で
あ
る
（
註
４
）。
す
な
わ
ち
、
ス
ク
こ
と
で

空
気
を
取
り
込
む
の
で
あ
る
。

シ
マ
の
シ
を
シ
ク
と
考
え
る
と
、
シ
ク
が
マ
（
間
）
を
「
覆
う
」

こ
と
で
あ
る
の
に
た
い
し
、
ス
ク
の
ほ
う
は
ス
キ
マ
を
作
る
こ
と
で

あ
る
。
し
か
し
、
シ
ク
と
ス
ク
が
対
立
概
念
か
と
い
え
ば
、
必
ず
し

も
そ
う
で
は
な
い
。
シ
ク
は
ス
キ
マ
を
見
え
な
く
さ
せ
よ
う
と
す
る

こ
と
で
、
逆
に
「
間
」
の
存
在
を
強
く
ア
ピ
ー
ル
し
、
一
方
、
ス
ク

は
「
間
」
を
無
視
し
て
次
々
と
進
ん
で
い
く
、
と
い
う
語
感
が
あ
る
。

√

お
そ
ら
く
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、
シ
ク
は
空
間
的
、
ス
ク
は
時
間

的
な
の
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
橋
は
空
間
に
対
し
て
架
け
ら
れ
る
も
の
だ
が
、
実
際

に
は
時
間
的
な
効
果
を
狙
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
シ
ク
―
ス
ク

の
関
係
は
相
対
的
な
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
シ
マ
の
〈
間
〉
を
、

マ
ツ
リ
（
祭
り
）
の
中
で
は
、
詰
め
た
り
覆
う
こ
と
は
で
き
る
が
、

現
実
の
マ
ツ
リ
ゴ
ト
（
政
）
で
は
不
可
能
だ
。
埋
め
立
て
で
も
し
な

い
限
り
、
シ
マ
の
〈
間
〉
は
、
厳
然
と
ス
キ
マ
と
し
て
存
在
し
て
く

る
の
で
あ
る
。
い
う
な
ら
ば
、
島
は
日
本
文
化
そ
の
も
の
と
い
う
こ

と
に
な
る
だ
ろ
う
。

伊
勢
神
宮
の
式
年
遷
宮
は
元
来
、
国
家
的
事
業
だ
が
、
現
在
は
伊

勢
神
宮
と
い
う
宗
教
法
人
と
そ
の
崇
敬
者
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
。

そ
の
た
め
、
事
業
仕
分
け
の
対
象
に
な
る
こ
と
は
な
い
が
、
祭
り
を

す
べ
て
無
駄
遣
い
・
浪
費
と
考
え
る
連
中
か
ら
は
批
判
さ
れ
る
。
も

し
も
マ
ツ
リ
（
祭
り
）
が
浪
費
だ
と
す
る
と
、
構
造
論
的
に
は
マ
ツ

リ
ゴ
ト
（
政
）
も
浪
費
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、
小
さ
な
離
島
に
対
す

る
公
共
投
資
は
し
ば
し
ば
批
判
の
大
合
唱
に
曝
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
一
見
「
浪
費
」
に
見
え
る
も
の
が
文
化
そ
の
も
の
で
あ
る

と
い
う
こ
と
も
あ
る
。

ポ
ー
ラ
ン
ド
出
身
の
人
類
学
者
ブ
ロ
ニ
ス
ワ
フ
・
カ
ス
ペ
ル
・
マ
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日
本
文
化
の

基
底
を
担
う
シ
マ
の〈
間
〉
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リ
ノ
フ
ス
キ
（
一
八
八
四
〜
一
九
四
二
）
は
『
西
太
平
洋
の
遠
洋
航
海

者
』（
一
九
二
二
年
）（
註
５
）
の
中
で
、
パ
プ
ア
・
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
の

ト
ロ
ブ
リ
ア
ン
ト
諸
島
な
ど
の
離
島
間
で
行
わ
れ
て
い
る
ク
ラ
と
呼

ば
れ
る
風
習
に
つ
い
て
紹
介
・
分
析
し
て
い
る
。
こ
の
ク
ラ
は
赤
い

貝
か
ら
作
る
首
飾
り
（
ソ
ラ
ヴ
ァ
）
と
白
い
貝
か
ら
作
る
腕
輪
（
ム
ワ

リ
）
の
財
宝
を
、
前
者
は
時
計
回
り
に
、
後
者
は
反
時
計
回
り
に
、

離
島
間
で
循
環
さ
せ
て
い
く
一
種
の
贈
答
と
そ
の
返
礼
に
ま
つ
わ
る

贈
与
と
互ご

酬
し
ゅ
う

の
経
済
的
交
換
で
あ
る
。
そ
れ
を
二
〜
一
〇
年
か
け

て
行
う
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
こ
に
は
儀
式
的
舞
踊
や
祝
祭
、
そ

れ
に
ま
つ
わ
る
贈
答
・
祝
宴
、
カ
ヌ
ー
の
建
造
や
、
そ
れ
に
関
す
る

複
雑
な
呪
術
…
…
等
々
が
付
随
し
て
く
る
。
詳
し
く
は
マ
リ
ノ
フ
ス

キ
の
著
書
を
読
ん
で
も
ら
い
た
い
が
、
こ
の
ク
ラ
の
分
析
か
ら
後
に

カ
ー
ル
・
ポ
ラ
ン
ニ
ー
（
正
し
く
は
ポ
ラ
ー
ニ
・
カ
ー
ロ
イ
、
一
八
八
六
〜

一
九
六
四
）
が
創
始
し
た
経
済
人
類
学
も
生
ま
れ
て
く
る
。

一
見
、
こ
の
ク
ラ
交
易
も
、
浪
費
に
見
え
て
く
る
可
能
性
が
あ
る
。

こ
の
ク
ラ
の
経
済
法
則
は
資
本
主
義
の
原
理
に
反
す
る
も
の
で
あ
り
、

マ
リ
ノ
フ
ス
キ
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
唯
物
史
観
と
は
相
容
れ
な
い

価
値
観
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
・
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
ポ

ト
ラ
ッ
チ
（
註
６
）
の
よ
う
な
贈
答
の
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
ほ
ど
で

は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
同
じ
よ
う
な
側
面
も
あ
っ
た
。
ク
ラ
の

場
合
、
わ
た
し
の
考
え
で
は
、
ゆ
っ
た
り
と
流
れ
る
時
間
の
中
で
、

時
間
の
連
続
性
を
途
切
る
の
で
は
な
く
、
保
ち
な
が
ら
も
〈
間
〉
を

作
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
贈
与
と
互
酬
を
行
う

こ
と
で
、
シ
マ
と
い
う
〈
間
〉
を
結
び
、〈
間
〉
を
確
認
す
る
こ
と

で
、
ク
ラ
と
い
う
共
同
体
を
創
造
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い

か
、
と
思
う
の
で
あ
る
。

日
本
の
離
島
は
合
理
主
義
的
な
人
び
と
か
ら
は
無
駄
・
浪
費
の
場

に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
ス
キ
マ
に
公
共
投
資
を
し
て
い
る
よ
う

菅田
すが た
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に
見
え
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
シ
マ
の
〈
間
〉
は
、

日
本
文
化
の
根
源
を
表
わ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
日
本
文
化
の
基
底

を
シ
マ
の
〈
間
〉
が
担
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
島
が
癒
し
の
空
間
で

あ
る
の
も
、
こ
こ
か
ら
発
す
る
。
島
々
は
シ
マ
の
〈
間
〉
を
維
持
さ

せ
、
創
造
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
近
代
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
創
始
者
」（
註
７
）
で
あ
る
イ
ギ
リ
ス
の
ト
マ

ス
・
ク
ッ
ク
（
一
八
〇
八
〜
九
二
）
は
、
明
治
五
（
一
八
七
二
）
年
自
ら

添
乗
し
た
初
の
世
界
一
周
旅
行
の
途
次
、
日
本
に
立
ち
寄
り
、
横
浜

に
も
宿
泊
し
た
が
、
瀬
戸
内
海
の
島
々
の
美
し
さ
に
魅
了
さ
れ
た
と

い
う
。
そ
の
影
響
で
、
以
後
、
多
く
の
著
名
な
外
国
人
が
日
本
を
訪

れ
る
の
で
あ
る
。
平
成
二
〇
年
一
〇
月
一
日
、
訪
日
外
国
人
旅
行
者

の
拡
大
を
目
指
し
て
、
国
土
交
通
省
の
外
局
と
し
て
観
光
庁
が
設
置

さ
れ
た
が
、
日
本
と
い
う
〈
間
〉
の
文
化
の
根
源
で
あ
る
離
島
へ
の

観
光
政
策
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

特集 海と島の日本・Ⅸ

（
註
釈
）

註
１
　
シ
モ
ー
ヌ
・
ヴ
ェ
ー
ユ
、
冨
原
眞
弓
訳
『
カ
イ
エ
４
』（
み
す
ず
書
房
、
一
九
九

二
年
）
一
三
七
ペ
ー
ジ
。
ヴ
ェ
ー
ユ
に
よ
れ
ば
、「
神
と
人
間
は
逢
引
き
の
場
所
を
ま
ち

が
え
た
恋
人
た
ち
の
よ
う
」
な
関
係
に
あ
る
。
ふ
た
り
は
「
四
次
元
界
で
は
同
一
地
点
」

に
い
る
の
に
決
し
て
出
逢
う
こ
と
が
で
き
な
い
の
だ
。
こ
の
場
合
、
男
の
ほ
う
が
神
で

あ
り
、
男
は
女
が
立
ち
去
っ
た
あ
と
も
、
そ
の
場
所
で
待
ち
続
け
る
の
だ
。

註
２
　
本
土
側
の
輪
島
市
河
井
町
に
は
式
内
社
の
「
能
登
国
鳳
至
郡
　
邊
津
比

神
社
」

及
び
同
「
鳳
至
比
古
神
社
」
に
比
定
さ
れ
て
い
る
重
蔵
神
社
が
鎮
座
し
て
い
る
が
、
こ

の
「
重
蔵
」
を
ヘ
ク
ラ
と
訓
む
こ
と
も
で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
、
奥
津
比

神
と
邊
津
比

神
と
は
対
の
関
係
に
あ
る
。
ま
た
、
舳
倉
島
の
奥
津
比

神
社
の
境
内
（
旧
社
地
）

か
ら
は
青
銅
製
の
海
獣
葡
萄
鏡
が
出
土
し
て
い
る
。

註
３
　
森
浩
一
「
古
代
人
の
地
域
認
識
」（
森
浩
一
編
『
日
本
の
古
代
２
　
列
島
の
地
域

文
化
』中
央
公
論
社
、
一
九
八
六
年
）。
森
氏
の
言
う「
五
島
列
島
全
域
」
と
は
小
値
賀
諸

島
を
含
め
た
古
代
の「
知
訶
島
」
の
こ
と
で
、『
肥
前
国
風
土
記
』で
は
知
訶
島
は
「
松
浦

郡
値
嘉
郷
」
だ
が
、
五
島
列
島
は
南
松
浦
郡
、
小
値
賀
島
は
北
松
浦
郡
の
地
域
に
入
る
。

註
４
　
町
田
誠
之
『
和
紙
つ
れ
づ
れ
草
』（
平
凡
社
、
一
九
九
四
年
）
八
一
ペ
ー
ジ
。

註
５
　
泉
靖
一
責
任
編
集
『
世
界
の
名
著
59

マ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
　
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ

ー
ス
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
七
二
年
）
参
照
。

註
６
　
『
広
辞
苑
』
に
よ
れ
ば
、「
北
ア
メ
リ
カ
の
北
西
海
岸
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
諸
社
会

で
、
自
己
の
社
会
的
威
信
を
高
め
た
り
称
号
を
獲
得
し
た
り
す
る
た
め
に
、
客
を
招
き
、

競
い
合
っ
て
贈
与
・
消
費
す
る
饗
宴
の
習
俗
。
ふ
る
ま
わ
れ
た
客
は
、
自
分
の
名
誉
の

た
め
に
は
そ
れ
以
上
の
返
礼
を
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
」
と
あ
る
。

註
７
　
ピ
ア
ー
ズ
・
ブ
レ
ン
ド
ン
、
石
井
昭
夫
訳
『
ト
マ
ス
・
ク
ッ
ク
物
語
―
近
代
ツ

ー
リ
ズ
ム
の
創
始
者
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
九
五
年
）。


