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有
明
に
よ
る
バ
ラ
ッ
ド
の
試
み

―

「
人
魚
の
海
」
か
ら
見
る
他
作
品
と
の
関
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バ
ラ
ッ
ド

「
人
魚
の
海
」

霊
肉
一
致

は
じ
め
に

蒲
原
有
明
は
詩
作
に
あ
た
り
、
様
々
な
詩
形
を
試
み
た
人
物
で
あ
る
。
そ

の
中
で
も
、
『
独
絃
哀
歌
』
か
ら
始
ま
る
独
絃
調
ソ
ネ
ッ
ト
や
、
『
有
明
集
』

巻
頭
の
、
七
五
七
・
五
七
五
交
互
調
ソ
ネ
ッ
ト
な
ど
、
ソ
ネ
ッ
ト
形
式
の
詩

は
有
名
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
ソ
ネ
ッ
ト
の
試
行
と
同
様
に
、『
独
絃
哀
歌
』

か
ら
始
ま
る
、
バ
ラ
ッ
ド
の
試
行
と
い
う
の
も
あ
る
。
ソ
ネ
ッ
ト
の
作
と
比

し
て
作
数
は
少
な
く
、
他
の
定
型
詩
と
異
な
り
、
物
語
調
の
詩
作
で
あ
る
た

め
、
一
見
す
る
と
大
き
く
毛
色
の
違
う
作
品
群
と
し
て
映
る
。
実
例
と
し
て
、

『
独
絃
哀
歌
』
（
白
鳩
社
、
明
治
三
六
・
五
）
所
収
の
「
佐
太
大
神
」
「
新
鴬

曲
」
を
見
て
み
る
。

こ
こ
ろ
愁
ひ
あ
れ
ば
枳
佐
加
比
比
賣

き

さ

か

ひ

ひ

め

涙
も
い
と
熱
く
ひ
と
り
迷
へ
り
、

天
な
る
神

魂

か
む
む
す
び

御
祖

み

お

や

を
し
の
び
、

暗
き
潮
め
ぐ
る
海
の

窟
い
は
や

に

嘆
く
と
き
聲
あ
り
、

―

『
暗
き
か
も
、
暗
き
か
も
、

嗚
呼
暗
き
か
も
こ
の
窟
。
』

愁
ひ
に
堪
へ
か
ね
て
枳
佐
加
比
比
賣
、

―

『
あ
は
れ
す
べ
き
か
な
、
蒼
海
原

あ
を
う
な
ば
ら

の

あ
や
し
き

調
し
ら
べ

奏と

る
神
こ
そ
知
ら
め
、

失
せ
つ
る
生
弓
箭

い
く
ゆ
み
や

浪
や
か
く
せ
る
。
』
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こ
の
時
聲
は
ま
た
、

―

『
暗
き
か
も
、
暗
き
か
も
、

嗚
呼
暗
き
か
も
こ
の
窟
。
』
（
「
佐
太
大
神
」
第
一
、
二
連
）

わ
が
姉
う
ぐ
ひ
す
、
い
か
な
れ
ば

野
を
、
ま
た
谷
を
慕
ふ
身
と
、

鳥
に
姿
を
か
へ
に
け
む
、

綠
み
ど
り

は
匂
ふ
そ
の
つ
ば
さ
。

わ
れ
は
永
劫

と
こ
し
へ

海
の
精せ

い

、

き
の
ふ
の
む
つ
み
身
に
し
め
て
、

巖

群

渚

い
は
む
ら
な
ぎ
さ

お
ほ
浪
の

み
だ
れ
に
胸
を
洗
は
む
か
。
（
「
新
鴬
曲
」
第
一
、
二
連
）

こ
の
二
作
は
共
に
『
出
雲
風
土
記
』
を
典
拠
と
し
て
創
作
さ
れ
た
こ
と
は

有
明
も
語
っ
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
お
い
て
も
指
摘
さ
れ
て
き
た
。

こ
の
よ
う
に
バ
ラ
ッ
ド
は
、
伝
説
や
古
い
物
語
に
取
材
し
た
詩
で
あ
り
、
形

式
の
上
で
は
押
韻
や
リ
フ
レ
イ
ン
と
い
っ
た
技
法
の
伴
っ
た
定
型
連
か
ら
な

る
詩
で
あ
る
。
ま
た
、
登
場
人
物
の
台
詞
が
あ
る
こ
と
も
特
徴
し
て
挙
げ
ら

れ
る
。

筆
者
が
有
明
の
バ
ラ
ッ
ド
に
注
目
す
る
の
は
、
ソ
ネ
ッ
ト
や
他
の
定
型
詩

と
は
、
毛
色
が
大
き
く
異
な
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ま

で
の
有
明
研
究
に
お
い
て
も
、
バ
ラ
ッ
ド
は
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
の
で
あ

る
が
、
松
村
緑
の
「
蒲
原
有
明
の
バ
ラ
ッ
ド
」
（
『
東
京
女
子
大
学
附
属
比
較

文
化
研
究
所
紀
要
』
五

昭
和
三
三
・
五
）
の
よ
う
に
、
バ
ラ
ッ
ド
と
い
う

作
品
群
に
焦
点
を
絞
っ
て
考
察
す
る
か
、
バ
ラ
ッ
ド
の
作
を
取
り
上
げ
た
と

し
て
も
、
個
別
的
な
考
察
を
行
う
形
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
た
め
、

バ
ラ
ッ
ド
の
作
と
他
の
詩
作
と
の
関
係
と
い
う
課
題
は
十
分
に
考
察
さ
れ
て

き
た
と
は
と
言
え
な
い
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
有
明
に
よ
る
バ
ラ
ッ
ド
の
中
か
ら
『
有
明
集
』（
易
風

社
、
明
治
四
一
・
一
）
所
収
の
「
人
魚
の
海
」
を
取
り
上
げ
、
「
人
魚
の
海
」

で
展
開
さ
れ
る
重
層
的
な
世
界
が
、
同
時
期
の
他
作
品
に
描
か
れ
る
世
界
と

ど
の
よ
う
な
関
係
が
あ
る
の
か
に
つ
い
て
の
考
察
を
行
う
も
の
と
す
る
。
ま

ず
は
、
バ
ラ
ッ
ド
の
実
作
を
見
る
前
に
、
有
明
と
バ
ラ
ッ
ド
の
関
係
に
つ
い

て
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

一

有
明
の
バ
ラ
ッ
ド
志
向

バ
ラ
ッ
ド
の
実
作
を
見
て
い
く
前
に
、
有
明
が
バ
ラ
ッ
ド
に
つ
い
て
ど
の

よ
う
な
意
識
を
持
っ
て
い
た
の
か
を
確
認
し
て
い
く
。
バ
ラ
ッ
ド
は
有
明
に

と
っ
て
、
ソ
ネ
ッ
ト
の
よ
う
に
、
強
い
興
味
関
心
を
持
っ
て
詩
作
さ
れ
た
も

の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
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前
述
の
通
り
、
バ
ラ
ッ
ド
は
ソ
ネ
ッ
ト
と
同
時
期
に
始
め
ら
れ
た
試
み
で

あ
り
、『
独
絃
哀
歌
』
か
ら
『
有
明
集
』
へ
と
続
い
て
ゆ
く
詩
作
活
動
で
あ
る
。

し
か
し
、
有
明
の
ソ
ネ
ッ
ト
に
比
し
て
、
バ
ラ
ッ
ド
は
多
く
の
注
目
を
集
め

て
き
た
と
は
言
え
な
い
。
バ
ラ
ッ
ド
の
み
に
注
目
し
た
ま
と
ま
っ
た
研
究
と

し
て
は
、
松
村
緑
の
「
蒲
原
有
明
の
バ
ラ
ッ
ド
」
、
佐
藤
伸
宏
の
「
「
人
魚
の

海
」
論
」
が
わ
ず
か
に
挙
げ
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
研

究
に
お
い
て
も
、
バ
ラ
ッ
ド
を
バ
ラ
ッ
ド
と
し
て
扱
い
、
他
作
品
と
の
関
係

と
い
う
課
題
は
残
っ
た
ま
ま
で
あ
る
。

バ
ラ
ッ
ド
は
ソ
ネ
ッ
ト
に
比
べ
て
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
述
べ
た
が
、

バ
ラ
ッ
ド
は
ソ
ネ
ッ
ト
の
試
み
よ
り
も
重
要
で
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
確
か

に
、
有
明
が
ソ
ネ
ッ
ト
に
こ
だ
わ
っ
て
い
た
こ
と
は
、
有
明
の
言
動
か
ら
も
、

詩
作
の
数
や
詩
集
で
の
扱
い
か
ら
も
十
分
に
う
か
が
う
こ
と
が
出
来
る
。
例

え
ば
、
『
有
明
詩
集
』
の
自
註
に
お
い
て
、

新
詩
壇
で
小
曲
（
十
四
行
詩
）
を
は
じ
め
て
試
み
た
の
は
薄
田
泣
菫
氏

で
あ
つ
た
ら
う
。
そ
の
作
は
「
暮
笛
集
」
に
載
せ
て
あ
る
。
わ
た
く
し

は
ま
た
別
の
詩
格
を
用
ゐ
て
み
た
。
四
七
六
を
一
行
と
す
る
調
律
は
讃

美
歌
の
中
か
ら
拾
ひ
あ
げ
て
來
た
も
の
で
あ
る
。
勿
論
讃
美
歌
で
は
他

の
調
律
と
雜
へ
て
あ
つ
た
も
の
を
、
今
こ
こ
に
獨
立
さ
せ
て
み
た
の
で

あ
る
。

と
い
う
よ
う
に
、
ソ
ネ
ッ
ト
と
い
う
形
式
に
つ
い
て
、
高
い
意
識
を
持
っ
て

い
た
こ
と
が
窺
い
知
れ
る
。
泣
菫
の
ソ
ネ
ッ
ト
に
感
化
さ
れ
、
自
ら
は
別
の

詩
格
を
用
い
て
詩
作
を
行
う
。
そ
れ
も
、
四
七
六
と
い
う
耳
慣
れ
な
い
調
べ

を
用
い
る
と
い
う
力
の
入
れ
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
詩
集
内
の
詩
の
配
列
を

見
て
み
る
と
、
『
有
明
集
』
で
は
「
豹
の
血
（
小
曲
八
篇
）
」
と
総
題
を
付
さ

れ
て
、
巻
頭
に
八
篇
も
の
ソ
ネ
ッ
ト
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ

ら
の
点
か
ら
、
有
明
が
ソ
ネ
ッ
ト
に
対
し
て
大
き
な
関
心
を
寄
せ
て
い
た
こ

と
が
分
か
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
お
い
て
、
矢
野
峰
人
の
「
蒲

原
有
明
の
詩
に
及
ぼ
せ
る
西
詩
の
影
響
」
（
『
蒲
原
有
明
研
究
』
国
立
書
院
、

昭
和
二
三
・
四
）
の
よ
う
に
、
ソ
ネ
ッ
ト
の
形
式
は
前
期
ラ
フ
ァ
エ
ル
画
派

の
画
家
詩
人
で
あ
っ
たD

.G
.

ロ
セ
ッ
テ
ィ
の
影
響
が
大
き
い
こ
と
が
指
摘
さ

れ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
お
い
て
ソ
ネ
ッ
ト
は
多
く

注
目
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
、
バ
ラ
ッ
ド
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
有
明
は
ソ

ネ
ッ
ト
と
同
じ
よ
う
に
、
バ
ラ
ッ
ド
に
つ
い
て
も
大
き
な
関
心
を
持
っ
て
い

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
有
明
は
バ
ラ
ッ
ド
に
つ
い
て
、
次
の

よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

我
國
古
代
の
神
話
や
中
世
以
後
の
妖
怪
談
の
様
な
も
の
に
、
新
し
い
意

味
を
含
め
て
書
い
た
ら
随
分
面
白
い
だ
ら
う
と
思
つ
て
ゐ
ま
す
。
彼
の

西
鶴
の
武
道
傳
來
記
と
い
ふ
も
の
が
あ
り
ま
す
ね
、
そ
れ
の
中
に
『
命

と
ら
る
ゝ
人
魚
の
話
』
と
か
い
ふ
の
が
あ
り
ま
す
が
、
人
魚
な
ぞ
と
は

新
し
い
題
目
で
非
常
に
面
白
い
で
す
な
。
（
「
日
本
詩
の
發
達
せ
ざ
る
原

因
」
『
新
声
』
明
治
四
〇
・
一
）
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古
い
伝
説
や
物
語
に
取
材
し
た
物
語
調
の
詩
、
い
わ
ゆ
る
バ
ラ
ッ
ド
に
つ

い
て
の
言
及
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
バ
ラ
ッ
ド
と
は
、
フ
ラ
ン
ス
で
生
ま
れ
た

物
語
調
の
詩
形
式
で
あ
り
、
そ
れ
ま
で
の
韻
文
と
は
物
語
が
語
ら
れ
る
と
い

う
点
に
お
い
て
大
き
く
一
線
を
画
す
。
そ
し
て
、
登
場
人
物
の
内
面
を
描
写

す
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
動
作
や
会
話
と
い
っ
た
外
面
的
な
描
写
に
よ
っ
て
展

開
し
て
い
く
こ
と
も
特
徴
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
前
述
の
通
り
、
押

韻
や
リ
フ
レ
イ
ン
と
い
っ
た
技
法
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。

有
明
の
言
葉
か
ら
、
有
明
が
バ
ラ
ッ
ド
と
い
う
も
の
に
強
い
興
味
、
関
心

を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
窺
え
る
。
こ
の
「
日
本
詩
の
發
達
せ
ざ
る
原
因
」
に

お
い
て
は
、「
バ
ラ
ッ
ド
の
標
本
」
と
し
て
、
コ
ー
ル
リ
ッ
ジ
の
「
老
水
夫
の

歌
」
を
挙
げ
て
い
る
。
言
葉
通
り
、
海
で
の
怪
異
な
体
験
を
「
老
水
夫
」
が

語
る
「
老
水
夫
の
歌
」
と
、「
武
邊
の
君
」
と
「
人
魚
」
と
の
怪
異
な
ド
ラ
マ

を
「
老
の
水
手
」
が
見
届
け
て
、
語
る
と
い
う
「
人
魚
の
海
」
は
類
似
点
が

多
い
。
特
に
「
老
水
夫
」
と
「
老
の
水
手
」
と
は
非
常
に
よ
く
類
似
し
て
い

る
。
こ
の
コ
ー
ル
リ
ッ
ジ
の
作
と
、
「
人
魚
の
海
」
と
の
類
似
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
ま
で
の
研
究
で
も
度
々
指
摘
さ
れ
て
い
る
。（
『
蒲
原
有
明
研
究
』
な
ど
）

し
か
し
、
バ
ラ
ッ
ド
に
対
す
る
興
味
、
関
心
も
、
ソ
ネ
ッ
ト
同
様
に
ロ
セ

ッ
テ
ィ
の
影
響
が
大
き
い
こ
と
を
、
「
『
独
絃
哀
歌
』
は
ソ
ネ
ッ
ト
お
よ
び
バ

ラ
ッ
ド
の
試
作
、
リ
フ
レ
イ
ン
の
活
用
な
ど
、
形
式
の
上
か
ら
見
て
も
ロ
セ

ッ
テ
ィ
を
学
ん
だ
も
の
ば
か
り
で
あ
る
」
（
『
蒲
原
有
明
論
考
』
明
治
書
院
、

昭
和
四
〇
・
三
）
と
松
村
は
指
摘
し
て
い
る
。
リ
フ
レ
イ
ン
の
例
と
し
て
は
、

前
掲
の
「
佐
太
大
神
」
の
リ
フ
レ
イ
ン
も
そ
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
で

あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
リ
フ
レ
イ
ン
は
『
独
弦
哀
歌
』
に
先
駆
け
て
、『
草
わ

か
ば
』
の
「
追
憶
」
に
も
見
ら
れ
る
こ
と
を
付
け
足
し
て
お
き
た
い
。「
追
憶
」

に
お
け
る
リ
フ
レ
イ
ン
は
「
佐
太
大
神
」
の
そ
れ
と
は
異
な
り
、
完
全
に
同

一
の
句
を
繰
り
返
す
の
で
は
な
く
、
定
型
の
リ
フ
レ
イ
ン
の
一
部
を
少
し
ず

つ
変
化
さ
せ
る
つ
つ
繰
り
返
し
て
い
く
形
式
を
と
っ
て
い
る
。
こ
の
リ
フ
レ

イ
ン
は
『
春
鳥
集
』
所
収
の
「
姫
が
曲
」
と
い
う
バ
ラ
ッ
ド
に
も
用
い
ら
れ

て
い
る
。
矢
野
も
、
バ
ラ
ッ
ド
に
対
す
る
ロ
セ
ッ
テ
ィ
の
影
響
と
い
う
点
に

関
し
て
、
か
つ
て
有
明
が
「
『
草
わ
か
ば
』
は
ロ
セ
ッ
チ
に
負
ふ
と
こ
ろ
偉
大

で
あ
る
。
況
し
て
そ
の
バ
ラ
ッ
ド
に
感
化
を
享
け
た
こ
と
は
尋
常
で
は
な
か

つ
た
」（
『
蒲
原
有
明
研
究
』
）
と
語
っ
た
こ
と
を
、
指
摘
し
て
い
る
。
中
で
も

筆
者
が
注
目
し
た
い
の
は
、「
鐘
は
鳴
る
出
づ
」（
『
有
明
集
』
所
収
）
と
い
う

バ
ラ
ッ
ド
と
、
ロ
セ
ッ
テ
ィ
の｢

シ
ス
タ
ー
・
ヘ
レ
ン｣

と
の
類
似
で
あ
る
。

「
シ
ス
タ
ー
・
ヘ
レ
ン
」
は
、
姉
弟
の
会
話
一
組
に
、（

）
で
括
ら
れ
た
リ

フ
レ
イ
ン
を
付
し
た
定
型
連
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
有
明
の
「
鐘
は
鳴
る

出
づ
」
も
、
主
に
父
母
と
女
の
童
と
の
会
話
一
組
に
、
同
じ
く
（

）
で
括

ら
れ
た
リ
フ
レ
イ
ン
を
付
し
た
定
型
連
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
そ
の
リ
フ

レ
イ
ン
も
よ
く
似
て
い
る
。
完
全
に
同
句
を
反
復
す
る
の
で
は
な
く
、
句
の

一
部
の
み
を
反
復
し
、
詩
の
展
開
に
沿
っ
て
リ
フ
レ
イ
ン
の
一
部
が
変
化
し

て
い
く
と
い
う
形
式
の
リ
フ
レ
イ
ン
を
、
両
作
と
も
に
採
用
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
こ
の
「
鐘
は
鳴
る
出
づ
」
は
ロ
セ
ッ
テ
ィ
の
「
シ
ス
タ
ー
・
ヘ
レ
ン
」

に
大
き
な
影
響
を
受
け
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

有
明
に
と
っ
て
ソ
ネ
ッ
ト
が
、
ロ
セ
ッ
テ
ィ
の
影
響
を
受
け
て
大
き
な
意

味
を
持
つ
詩
形
と
な
っ
た
と
し
た
ら
、
同
様
に
ロ
セ
ッ
テ
ィ
の
影
響
を
受
け

て
興
味
関
心
を
抱
い
た
バ
ラ
ッ
ド
と
い
う
形
式
も
ま
た
、
有
明
に
と
っ
て
大
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き
な
意
味
を
持
つ
詩
形
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
有
明
は
詩
人
と
し
て
文
壇
に
登
場
す
る
前
に
、
小
説
を
発
表
し
て

い
る
の
で
あ
る
。「
大
慈
悲
」
と
題
さ
れ
た
作
が
、
明
治
三
十
一
年
の
元
日
に

「
讀
賣
新
聞
」
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
も
、
物
語
と
い
う
も
の
に

対
す
る
有
明
の
関
心
が
窺
え
る
。
バ
ラ
ッ
ド
と
は
言
わ
ば
、
詩
形
式
に
お
け

る
物
語
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
小
説
を
書
く
と
い
う
有
明
の
活
動
が
、

詩
と
い
う
形
式
へ
と
形
を
変
え
て
展
開
さ
れ
た
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ

ろ
う
。
そ
し
て
何
よ
り
も
、『
有
明
集
』
の
配
列
で
あ
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う

に
、
冒
頭
に
は
八
篇
の
ソ
ネ
ッ
ト
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
結
び

の
一
篇
が
、「
人
魚
の
海
」
と
い
う
バ
ラ
ッ
ド
な
の
で
あ
る
。
冒
頭
と
同
様
に

重
要
な
位
置
を
占
め
る
、
結
び
の
一
篇
に
ソ
ネ
ッ
ト
や
他
の
定
型
詩
で
は
な

く
、
『
有
明
集
』
中
、
一
篇
し
か
な
い
バ
ラ
ッ
ド
を
配
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
有
明
の
バ
ラ
ッ
ド
は
、
ソ
ネ
ッ
ト
と
同
様
に
、
看
過
す
べ

か
ら
ざ
る
作
品
群
で
あ
る
と
言
え
る
。
し
か
し
、
有
明
の
代
表
作
と
し
て
挙

げ
ら
れ
る
の
は
ソ
ネ
ッ
ト
が
中
心
で
あ
り
、
中
で
も
「
茉
莉
花
」
が
そ
の
代

表
で
あ
る
。
バ
ラ
ッ
ド
よ
り
も
ソ
ネ
ッ
ト
が
重
視
さ
れ
て
き
た
と
言
っ
て
も

過
言
で
は
な
い
。
け
れ
ど
、
有
明
が
同
時
期
に
、
そ
し
て
同
じD

.G
.

ロ
セ
ッ

テ
ィ
か
ら
、
ソ
ネ
ッ
ト
と
バ
ラ
ッ
ド
の
両
方
を
学
び
、
詩
作
し
た
の
で
あ
る

か
ら
、
有
明
の
中
で
バ
ラ
ッ
ド
を
書
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
内
的
必
然
性
が

あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
ソ
ネ
ッ
ト
で
は
す
く
い
き
れ
な
い
も
の
を
、
バ
ラ
ッ

ド
に
実
現
の
可
能
性
を
見
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
た
め
、
バ
ラ
ッ

ド
に
つ
い
て
考
察
し
、
他
作
品
と
の
関
係
を
考
え
る
こ
と
は
、
有
明
詩
を
考

え
る
上
で
重
要
な
課
題
な
の
で
あ
る
。

二

典
拠
と
の
相
違
点
「
老
の
水
手
」
「
人
魚
」
に
つ
い
て

有
明
の
バ
ラ
ッ
ド
の
内
、「
人
魚
の
海
」
は
、
松
村
緑
が
「
完
璧
の
美
を
誇

る
に
足
る
傑
作
」（
「
蒲
原
有
明
の
バ
ラ
ッ
ド
」
）
と
評
し
、
渋
沢
孝
輔
が
「
有

明
最
高
の
バ
ラ
ッ
ド
」（
『
蒲
原
有
明
論
』
中
央
公
論
社
、
昭
和
五
十
五
・
八
）

と
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
の
有
明
研
究
に
お
い
て
、
高
い
評
価
が
下
さ

れ
て
い
る
。
全
七
十
連
か
ら
な
る
「
人
魚
」
と
人
間
の
物
語
は
、
独
自
の
詩

的
世
界
を
作
り
上
げ
て
い
る
。
有
明
は
、
前
掲
の
「
日
本
詩
の
發
達
せ
ざ
る

原
因
」
の
中
で
、
次
の
よ
う
な
こ
と
も
語
っ
て
い
る
。

昔
の
面
白
い
話
を
書
き
直
す
に
就
い
て
も
、
そ
の
ま
ゝ
で
は
面
白
く
な

い
。
何
か
新
し
い
題
で
解
釋
し
た
處
を
め
あ
て

、
、
、
に
し
て
書
い
た
ら
、
妖

怪
談
が
只
の
妖
怪
談
ダ
ケ
で
な
く
、
清
新
な
る
趣
味
が
味
は
れ
る
で
せ

う
。

典
拠
で
あ
る
神
話
や
古
い
物
語
に
、
「
新
し
い
意
味
」
「
何
か
新
し
い
題
で

解
釋
し
た
處
」
を
付
加
し
て
、
物
語
を
書
き
直
す
こ
と
が
重
要
な
点
と
し
て

意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。「
人
魚
の
海
」
の
詩
的
世
界
を
明
ら

か
に
す
る
た
め
に
は
、
こ
の
「
新
し
い
意
味
」「
何
か
新
し
い
題
で
解
釋
し
た

處
」
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
典
拠
で
あ
る
西
鶴
の
「
命
と
ら
る
る
人
魚
の
海
」
と
、
有
明
の

「
人
魚
の
海
」
と
の
異
同
に
目
を
向
け
る
こ
と
で
、「
人
魚
の
海
」
に
加
え
ら

れ
た
「
新
し
い
意
味
」
を
考
え
る
き
っ
か
け
と
し
て
い
く
。
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西
鶴
に
よ
る
「
命
と
ら
る
る
人
魚
の
海
」
の
あ
ら
す
じ
は
以
下
の
よ
う
な

も
の
で
あ
る
。

奉
行
役
人
の
金
内
は
海
で
人
魚
を
見
つ
け
る
。
周
囲
の
人
々
が
気
絶
す
る

な
か
、
金
内
は
弓
を
手
に
取
り
、
人
魚
を
仕
留
め
る
。
帰
っ
て
こ
の
こ
と
を

人
々
に
語
り
、
称
え
ら
れ
る
中
、
青
崎
百
右
衛
門
と
い
う
人
物
に
、
死
体
を

持
ち
帰
ら
な
い
こ
と
を
理
由
に
言
い
が
か
り
を
つ
け
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
金

内
の
娘
に
懸
想
し
、
断
ら
れ
た
百
右
衛
門
の
嫌
が
ら
せ
な
の
で
あ
る
が
、
金

内
は
人
魚
の
死
体
を
探
し
に
海
へ
と
出
る
。
見
つ
か
ら
な
い
ま
ま
、
金
内
は

衰
弱
し
て
息
絶
え
て
し
ま
う
。
こ
れ
を
知
っ
た
金
内
の
娘
が
、
鞠
と
い
う
女

と
共
に
、
百
右
衛
門
を
討
ち
果
た
し
、
仇
討
ち
を
な
す
。

こ
の
よ
う
に
、「
命
と
ら
る
る
人
魚
の
海
」
は
、
金
内
の
娘
に
よ
る
仇
討
ち

が
中
心
と
な
っ
た
話
で
あ
る
。

し
か
し
、
有
明
の
「
人
魚
の
海
」
に
仇
討
ち
は
出
て
こ
な
い
。
ま
た
、
典

拠
に
は
登
場
し
な
か
っ
た
、「
老
の
水
手
」
と
い
う
人
物
を
登
場
さ
せ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、「
人
魚
」
、
金
内
に
あ
た
る
「
武
邊
の
君
」
、
金
内
の
娘
に
あ
た
る

「
姫
」
、
そ
し
て
「
老
の
水
手
」
の
四
人
が
織
り
成
す
ド
ラ
マ
と
な
っ
て
い
る
。

「
人
魚
の
海
」
の
あ
ら
す
じ
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

「
人
魚
を
見
た
こ
と
が
あ
る
」
と
い
う
「
老
の
水
手
」
と
共
に
、「
武
邊
の

君
」
は
人
魚
を
探
し
に
向
か
う
。
つ
い
に
「
人
魚
」
を
見
つ
け
る
と
、「
武
邊

の
君
」
は
弓
を
取
り
、「
人
魚
」
を
射
る
。「
人
魚
」
が
海
に
沈
む
瞬
間
、「
武

邊
の
君
」
は
「
人
魚
」
の
微
笑
み
に
う
た
れ
る
。「
武
邊
の
君
」
は
そ
の
微
笑

み
に
、
亡
き
妻
の
微
笑
み
を
見
る
の
で
あ
る
。
そ
の
二
日
後
、
「
武
邊
の
君
」

は
「
人
魚
」
を
見
た
海
に
、
そ
の
身
を
沈
め
て
し
ま
う
。
そ
の
後
、「
武
邊
の

君
」
の
娘
で
あ
り
、
父
母
を
亡
く
し
て
い
る｢

姫｣

が
、
磯
辺
で
歎
い
て
い
る

所
に
、
「
老
の
水
手
」
が
や
っ
て
く
る
。
二
人
の
前
に
、
「
武
邊
の
君
」
の
亡

骸
を
抱
い
た
「
人
魚
」
が
現
れ
る
。「
姫
」
が
「
武
邊
の
君
」
の
亡
骸
に
す
が

り
付
い
た
瞬
間
、「
人
魚
」
と
「
武
邊
の
君
」
と
「
姫
」
の
三
者
を
、
高
波
が

水
底
へ
と
さ
ら
っ
て
い
く
。
後
に
残
さ
れ
た
「
老
の
水
手
」
は
、「
ま
さ
め
に

て
三
度
人
魚
を
見
き
」
と
語
り
、
海
へ
は
出
な
く
な
る
。

こ
こ
で
、
注
目
し
た
い
典
拠
と
の
相
違
点
は
二
点
あ
る
。
そ
れ
は
、「
人
魚

の
海
」
で
の
み
登
場
す
る
「
老
の
水
手
」
の
存
在
と
、「
人
魚
」
の
描
か
れ
方

の
二
点
で
あ
る
。

ま
ず
、｢

老
の
水
手｣

に
注
目
し
て
み
た
い
。
こ
の
「
人
魚
の
海
」
に
登
場

す
る
「
老
の
水
手
」
は
、
典
拠
に
存
在
し
な
い
人
物
を
、「
人
魚
の
海
」
と
い

う
詩
的
世
界
を
描
き
出
す
た
め
に
、
わ
ざ
わ
ざ
創
出
さ
れ
た
人
物
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、「
老
の
水
手
」
が
「
人
魚
の
海
」
に
お
い
て
果
た
し
て
い
る
役
割

を
考
え
る
こ
と
は
、「
人
魚
の
海
」
の
詩
的
世
界
を
ひ
も
と
く
上
で
重
要
な
点

と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
「
老
の
水
手
」
は
「
人
魚
の
海
」
に
お

い
て
、
い
か
な
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

「
老
の
水
手
」
の
役
割
の
一
つ
と
し
て
す
ぐ
に
思
い
つ
く
の
は
、
観
察
者
、

事
件
の
目
撃
者
と
い
う
も
の
で
あ
る
。「
人
魚
」
と
「
武
邊
の
君
」「
姫
」
は
、

親
子
の
関
係
と
し
て
描
か
れ
て
お
り
、
家
族
と
い
う
一
つ
の
集
団
を
形
成
し

て
い
る
の
で
あ
る
が
、「
老
の
水
手
」
は
、
こ
の
三
人
と
は
血
の
つ
な
が
り
の

な
い
、
他
人
で
あ
る
。
こ
の
他
人
が
、
三
人
の
家
族
の
中
で
起
こ
る
事
件
を
、

他
人
の
目
か
ら
観
察
、
目
撃
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、「
老
の
水
手
」
に
は
、
観

察
者
、
事
件
の
目
撃
者
と
い
う
役
割
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
だ
が
、
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彼
の
役
割
は
、
単
に
、
観
察
者
、
事
件
の
目
撃
者
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
彼
が
「
人
魚
を
見
た
」
と
語
る
部
分
に
注
目
し
て
み
る
と
、

以
下
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

水
手

か

こ

は
ま
た
い
ふ
、
『
人
魚

に
ん
ぎ
よ

と
は

げ
に
そ
れ
な
ら
め
、
ま
さ
め
に
て

見み

し
は
ひ
と
た
び
、
ま
た
遇あ

は
ず
。
』
（
第
四
連
）

水
手

か

こ

の

翁
お
き
な

は
そ
の
日ひ

よ
り

海う
み

に
は
出い

で
ず
、
『
ま
さ
め
に
て

三
度

み

た

び

人
魚

に
ん
ぎ
よ

を
見み

き
』
と
の
み
。
（
第
七
十
連
）
※
傍
線
は
筆
者
に
よ
る

「
老
の
水
手
」
が
「
人
魚
を
見
た
」
と
語
る
場
面
は
、
右
に
示
し
た
よ
う

に
作
中
に
二
箇
所
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
ど
ち
ら
の
台
詞
に
お
い
て
も
、「
ま

さ
め
に
て
」
と
い
う
語
が
付
せ
ら
れ
た
上
で
「
人
魚
を
見
た
」
と
語
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、「
老
の
水
手
」
は
、
単
な
る
観
察
者
、
事
件
の
目

撃
者
で
は
な
く
、
「
ま
さ
め
に
て
」
観
察
し
て
い
る
観
察
者
で
あ
り
、
「
ま
さ

め
に
て
」
目
撃
し
て
い
る
目
撃
者
な
の
で
あ
る
。
単
に
観
察
者
、
目
撃
者
が

必
要
な
の
で
あ
れ
ば
、
詩
を
語
る
語
り
部
に
、
そ
の
役
割
を
果
た
さ
せ
る
こ

と
は
十
分
に
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
を
せ
ず
に
、
典
拠
に
登
場
し

な
い
「
老
の
水
手
」
と
い
う
人
物
に
、「
ま
さ
め
に
て
」
と
条
件
を
付
け
た
上

で
「
人
魚
を
見
た
」
と
語
ら
せ
た
の
は
、「
ま
さ
め
」
に
よ
る
観
察
者
、
目
撃

者
が
「
人
魚
の
海
」
の
世
界
に
お
い
て
必
要
不
可
欠
だ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

こ
の
「
ま
さ
め
」
に
よ
る
観
察
者
、
目
撃
者
と
い
う
「
老
の
水
手
」
の
役
割

が
、「
人
魚
の
海
」
の
詩
的
世
界
と
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て
く
る
の
か
に
つ
い

て
は
、
後
で
考
察
す
る
こ
と
と
す
る
。

次
に
、
「
人
魚
」
に
注
目
す
る
。
「
人
魚
」
は
、
典
拠
と
「
人
魚
の
海
」
の

両
方
に
登
場
し
、
有
明
は
「
人
魚
」
を
描
く
に
あ
た
り
、「
人
魚
の
出
現
す
る

を
り
の
形
容
な
ど
も
ま
た
一
々
西
鶴
の
言
葉
に
據
つ
た
。
」
と
『
有
明
詩
集
』

自
註
で
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
両
作
に
お
け
る
人
魚
像
に
つ
い
て
、
佐
藤

伸
宏
は
、
『
日
本
近
代
象
徴
詩
の
研
究
』
（
翰
林
書
房
、
平
成
一
七
・
一
〇
）

で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

有
明
の
描
く
人
魚
は
、「
命
と
ら
る
ゝ
人
魚
の
海
」
が
提
出
す
る
人
魚
像

を
大
き
く
越
え
出
た
、
長
く
黒
い
「
濡
髪
」
が
「
真
白
」
の
肌
に
絡
み

つ
く
官
能
的
な
肉
体
と
蠱
惑
の
「
ほ
ほ
ゑ
み
」
に
よ
っ
て
「
人
を
ひ
き
」
、

惑
わ
し
、
遂
に
は
破
滅
に
陥
れ
る
、
こ
の
上
な
く
危
険
な
存
在
な
の
で

あ
る
。

西
鶴
の
描
く
「
人
魚
」
と
有
明
の
描
く
「
人
魚
」
は
、
同
様
も
の
な
の
で
あ

ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
佐
藤
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
違
う
も
の
な
の
で
あ
ろ
う

か
。
両
作
の
「
人
魚
」
を
描
い
て
い
る
部
分
を
比
較
し
、
考
え
て
み
た
い
。

そ
れ
ぞ
れ
の
「
人
魚
」
の
形
容
は
、
以
下
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
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頭
、
紅
の
鶏
冠
あ
り
て
、
面
は
美
女
の
ご
と
し
。
四
足
、
瑠
璃
を
の
べ

て
、
鱗
に
金
色
の
ひ
か
り
、
身
に
香
り
ふ
か
く
、
声
は
雲
雀
笛
の
静
か

な
る
声
せ
し
（
『
武
道
伝
来
記
』
）

『
黄
金

こ

が

ね

の

鱗
う
ろ
こ

藍あ
ゐ

ぞ
め
の

潮し
ほ

に
ひ
た
り
て
、
そ
の

面
お
も
て

人
魚

に
ん
ぎ
よ

は
美
女

び

ぢ

よ

の
眉
目

ま

み

薰か
を

る
。
』
（
第
十
六
連
）

『
瞳
子

ひ

と

み

は
瑠
璃

る

り

』
と
、
老お

い

の
水
手

か

こ

、

『
胸
乳

む

な

ぢ

眞
白

ま

し

ろ

に
、
濡
髪

ぬ
れ
が
み

を

か
き
あ
ぐ
る
手て

の
し
な
や
か
さ
。

―
（
第
十
八
連
）

人
魚

に
ん
ぎ
よ

の
聲こ

ゑ

は
雲
雀

ひ

ば

り

ぶ
え
、

―

波な
み

も

戲
た
は
ぶ

れ
歌う

た

ひ
寄よ

る

黑
髪

く
ろ
が
み

な
が
き
魚う

を

の
肩か

た

。

人
魚

に
ん
ぎ
よ

の
笑ゑ

み

は
え
し
れ
ざ
る

海う
み

の
靑
淵

あ
を
ぶ
ち

、
そ
の
淵ふ

ち

の

蠱ま
じ

の
眞
珠

ま

た

ま

の
透
影

す
い
か
げ

か
。

人
魚

に
ん
ぎ
よ

は
深ふ

か

く
ほ
ほ
ゑ
み
ぬ
、

―

戀こ
ひ

の
深
淵

ふ
か
ぶ
ち

人ひ
と

を
ひ
き
、

人ひ
と

を

滅
ほ
ろ
ぼ

す
ほ
ほ
ゑ
ま
ひ
。
（
第
二
十
八
‐
三
十
連
）

※
傍
線
は
筆
者
に
よ
る

傍
線
で
示
し
た
よ
う
に
、
確
か
に
典
拠
と
「
人
魚
の
海
」
で
の
「
人
魚
」

の
形
容
に
は
、
一
致
す
る
内
容
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、「
紅
の
鶏
冠
」
が
無

く
な
っ
て
い
る
。「
紅
の
鶏
冠
」
が
無
く
な
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
一
層
人

間
に
近
い
外
貌
に
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
ま
た
、
典
拠
に
は
存
在
し
な
い

が
、
佐
藤
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
「
胸
乳
眞
白
に
、
濡
髪
を
／
か
き
あ
ぐ

る
手
の
し
な
や
か
さ
」
と
、
顔
だ
け
で
な
く
、
そ
の
体
、
し
ぐ
さ
に
至
る
ま

で
が
、
艶
や
か
な
女
性
と
い
っ
た
印
象
を
備
え
て
い
る
。「
戀
の
深
淵
」
と
あ

る
よ
う
に
、
恋
愛
の
イ
メ
ー
ジ
を
備
え
た
艶
や
か
な
女
性
像
が
、「
人
魚
」
に

付
加
さ
れ
て
い
る
。
更
に
、「
人
魚
の
海
」
の
「
人
魚
」
に
は
、
死
の
イ
メ
ー

ジ
も
付
加
さ
れ
て
い
る
。
「
人
魚
」
の
浮
か
べ
る
微
笑
は
、
「
蠱
の
眞
珠
の
透

影
」
と
い
う
妖
し
く
も
人
を
ひ
き
つ
け
る
も
の
と
し
て
、
描
か
れ
、
さ
ら
に

は
、「
戀
の
深
淵
人
を
ひ
き
／
人
を
滅
す
ほ
ほ
ゑ
ま
ひ
」
と
、
滅
び
、
死
の
印

象
を
持
つ
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、「
人
魚
の
海
」
に
お
け
る
「
人
魚
」
は
、
確
か
に
典
拠
で
あ
る
「
西

鶴
の
言
葉
に
據
」
っ
て
は
い
る
の
で
あ
る
が
、「
紅
の
鶏
冠
」
を
無
く
し
、「
濡

髪
」「
手
の
し
な
や
か
さ
」
と
い
っ
た
形
容
を
足
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
恋
愛
の
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イ
メ
ー
ジ
を
備
え
た
艶
や
か
な
女
性
像
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
る
。
更
に
、

典
拠
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
「
ほ
ほ
ゑ
ま
ひ
」
を
登
場
さ
せ
、
妖
艶
な
魅
力

を
放
つ
「
ほ
ほ
ゑ
ま
ひ
」
に
、
人
を
ひ
き
つ
け
る
魅
惑
的
な
面
と
と
も
に
、

「
人
を
滅
す
」
死
の
イ
メ
ー
ジ
と
を
持
た
せ
て
い
る
。
典
拠
で
は
、
美
し
く

も
人
と
は
異
な
る
存
在
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
「
人
魚
の

海
」
で
は
、
よ
り
人
に
近
く
描
き
つ
つ
も
、
魅
惑
的
な
面
の
み
な
ら
ず
、
死

の
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
た
存
在
と
し
て
作
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

わ
ざ
わ
ざ
自
註
で
「
一
々
西
鶴
の
言
葉
に
據
つ
た
」
と
述
べ
て
お
き
な
が

ら
も
、
相
違
点
を
持
た
せ
た
の
は
、
典
拠
に
お
け
る
「
人
魚
」
の
イ
メ
ー
ジ

で
は
、「
人
魚
の
海
」
の
詩
的
世
界
は
作
り
出
せ
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
つ
ま

り
、
人
に
よ
り
近
い
存
在
で
あ
り
、「
武
邊
の
君
」
の
亡
妻
と
し
て
の
存
在
で

あ
る
こ
と
と
、
魅
惑
的
な
面
と
死
の
イ
メ
ー
ジ
の
面
と
を
持
っ
て
い
る
か
ら

こ
そ
「
人
魚
の
海
」
の
詩
的
世
界
が
生
ま
れ
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で

は
、
「
人
魚
」
に
、
典
拠
と
は
別
の
イ
メ
ー
ジ
を
持
た
せ
る
こ
と
で
、
「
武
邊

の
君
」
「
姫
」
「
老
の
水
手
」
と
の
織
り
成
す
ド
ラ
マ
の
重
点
が
、
仇
討
ち
か

ら
、
何
へ
と
移
っ
た
の
か
見
て
い
き
た
い
。

三

「
老
の
水
手
」
と
「
武
邊
の
君
」
と
の
間
に
あ
る
ズ
レ

「
老
の
水
手
」
と
い
う
、「
ま
さ
め
」
に
よ
る
目
撃
者
を
登
場
さ
せ
る
こ
と

と
、「
人
魚
」
に
魅
惑
的
な
面
と
死
の
イ
メ
ー
ジ
の
面
と
を
持
た
せ
た
こ
と
に

よ
り
、「
人
魚
の
海
」
は
典
拠
と
は
違
っ
た
世
界
を
描
き
出
し
て
い
る
。
こ
こ

で
は
、
一
で
述
べ
た
二
つ
の
相
違
点
が
、「
人
魚
の
海
」
で
ど
う
い
う
役
割
を

果
た
し
、
詩
的
世
界
を
作
り
上
げ
て
い
る
の
か
考
え
て
み
た
い
。

ま
ず
、「
ま
さ
め
」
に
よ
る
目
撃
者
で
あ
る
「
老
の
水
手
」
と
二
つ
の
面
を

持
つ
「
人
魚
」
と
の
関
係
で
あ
る
が
、
「
老
の
水
手
」
に
と
っ
て
、
「
人
魚
」

は
、
魅
惑
的
な
存
在
と
な
っ
て
は
い
な
い
。
「
老
の
水
手
」
に
と
っ
て
、
「
人

魚
」
は
「
武
邊
の
君
」
を
惑
わ
し
て
水
底
へ
と
誘
っ
た
存
在
で
あ
り
、
文
字

通
り
「
人
を
滅
す
」
も
の
と
い
う
よ
う
に
映
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
だ
か

ら
こ
そ
、「
武
邊
の
君
」
の
死
後
、「
姫
」
と
「
老
の
水
手
」
の
前
に
「
人
魚
」

が
現
れ
た
際
に
は
、

三み

た
び
人
魚

に
ん
ぎ
よ

を
眼ま

の
あ
た
り
、

水
手

か

こ

の

翁
お
き
な

は
『
三
度

み

た

び

ぞ
』
と
、

姫ひ
め

を
ま
も
り
て
た
じ
ろ
げ
ば
、
（
第
六
十
二
連
）

と
い
う
よ
う
に
、「
人
魚
」
を
驚
き
恐
れ
、「
た
じ
ろ
」
ぎ
つ
つ
も
、
幼
い
「
姫
」

を
心
配
し
、「
ま
も
」
る
と
い
う
行
動
を
取
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
、「
老
の
水
手
」
に
と
っ
て
「
人
魚
」
は
「
人
を
滅
す
」
存
在
と
な
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
で
確
認
し
た
よ
う
に
、「
人
魚
」
に
は
死
の
イ
メ

ー
ジ
だ
け
で
な
く
、
魅
惑
的
な
女
性
と
し
て
の
面
も
備
わ
っ
て
い
る
。
そ
れ

で
は
、「
人
魚
」
に
魅
惑
的
な
女
性
と
し
て
の
姿
を
見
る
の
は
誰
な
の
で
あ
ろ

う
か
。

死
の
イ
メ
ー
ジ
を
見
る
「
老
の
水
手
」
と
は
反
対
に
、「
人
魚
」
に
魅
惑
的

な
女
性
の
姿
を
見
る
の
は
、
「
武
邊
の
君
」
に
他
な
ら
な
い
。
「
武
邊
の
君
」
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は
、「
人
魚
」
に
「
亡
妻
」
の
影
を
見
、
そ
の
影
を
追
い
求
め
て
、
水
底
へ
と

体
を
沈
め
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
、「
武
邊
の
君
」
は
最
初
か
ら
「
人

魚
」
に
ひ
か
れ
て
い
た
訳
で
は
な
い
。
む
し
ろ
対
立
し
て
い
た
と
言
っ
た
方

が
良
い
で
あ
ろ
う
。「
武
邊
の
君
」
と
「
人
魚
」
が
出
会
う
場
面
は
以
下
の
よ

う
に
な
っ
て
い
る
。

武
邊

ぶ

へ

ん

の
君き

み

は
怪
魚

け

ぎ

よ

を
、
き
と

睨に
ら

ま
へ
た
ち
ぬ
、
笑ゑ

み

の
勝か

ち

、

入
日

い

り

ひ

は
紅あ

か

く
帆ほ

を
染そ

め
ぬ
。

武
邊

ぶ

へ

ん

の
君き

み

は
船ふ

ね

の
舳へ

に
、

血ち

は
氷こ

ほ

り
た
り
、

―
海う

み

の
面も

は

波な
み

こ
と
ご
と
く
燃も

ゆ
る
波な

み

。

武
邊

ぶ

へ

ん

の
君き

み

は
半

弓

は
ん
き
ゆ
う

に

矢や

を
ば
番つ

が

ひ
つ
、
放は

な

つ
矢や

に

手て

ご
た
へ
あ
り
き
、
怪
魚

け

ぎ

よ

の
聲こ

ゑ

。

あ
あ
海う

み

の
面お

も

、
波な

み

は
皆み

な

お
の
の
き
氷こ

ほ

り
、
船ふ

ね

の
舳へ

に

武
邊

ぶ

へ

ん

の
君き

み

が
血ち

は
燃も

え
ぬ
。
（
第
三
十
一
‐
三
十
四
連
）

こ
こ
か
ら
は
簡
単
に
二
者
の
対
立
関
係
が
読
み
取
れ
る
で
あ
ろ
う
。
仕
留
め

る
も
の
と
、
仕
留
め
ら
れ
る
も
の
の
関
係
で
あ
る
。
し
か
し
、
両
者
の
対
立

は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
こ
こ
に
は
「
波
」
と
「
血
」
を
通
し
て
、
火
と
水

と
の
対
立
と
交
わ
り
と
が
描
か
れ
る
の
で
あ
る
。「
人
魚
」
の
様
は
「
波
」
を
、

「
武
邊
の
君
」
の
様
は
、
彼
の
「
血
」
を
通
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
「
人
魚
」

の
「
波
」
を
水
と
す
れ
ば
、「
武
邊
の
君
」
の
「
血
」
は
火
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
こ
の
水
と
火
と
の
対
立
を
描
い
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
場
面
で
の

詩
語
に
不
思
議
な
印
象
を
持
つ
の
は
、
水
と
火
と
の
対
立
を
描
き
な
が
ら
も
、

二
者
の
勢
い
の
盛
衰
を
「
燃
ゆ
」「
氷
る
」
の
語
に
よ
っ
て
表
現
し
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。「
武
邊
の
君
」
が
「
人
魚
」
を
射
る
場
所
を
境
に
、
水
と
火
の
力

関
係
は
逆
転
す
る
。
そ
の
た
め
、「
燃
ゆ
」
が
冠
さ
れ
て
い
た
「
波
」
は
「
氷

り
」
、
「
氷
」
っ
て
い
た
「
血
」
は
「
燃
え
」
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
詩
語

に
よ
っ
て
勢
い
の
盛
衰
を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
人
魚
」
と
「
武
邊
の
君
」

の
水
と
火
の
対
立
と
一
瞬
の
交
わ
り
を
描
く
場
面
に
お
い
て
、
詩
句
の
上
で

も
、
「
血
は
氷
り
た
り
」
「
燃
ゆ
る
波
」
と
い
う
よ
う
に
、
水
と
火
の
一
瞬
の

交
わ
り
を
描
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
人
魚
」
と
「
武
邊
の
君
」
と
の

出
会
い
の
場
面
は
、
水
と
火
と
の
繋
が
り
を
ほ
ん
の
一
瞬
垣
間
見
せ
て
は
い

る
も
の
の
、
強
く
結
び
つ
き
、「
武
邊
の
君
」
が
「
人
魚
」
を
追
い
求
め
る
と

い
う
程
強
い
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
出
会
い
の
場
面
で
は
や
は
り
、
両
者
の
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関
係
は
対
立
し
て
い
る
と
い
う
色
が
濃
い
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
対
立
し
て
い

た
「
武
邊
の
君
」
に
、「
人
魚
」
が
「
亡
妻
」
の
影
を
見
せ
る
の
は
何
な
の
で

あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、「
人
魚
」
の
描
写
で
強
く
印
象
付
け
ら
れ
て
い
る
「
ほ

ほ
ゑ
ま
ひ
」
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

痛
手

い

た

で

に
細ほ

そ

る
聲こ

ゑ

の
冴さ

え
、

人
魚

に
ん
ぎ
よ

は
沈し

づ

む
束つ

か

の
間ま

も

猶な
ほ

ほ
ほ
ゑ
み
ぬ
、

―
戀こ

ひ

の
魚う

を

。

む
く
ゐ
は
強つ

よ

し
、
眼め

に
見み

え
ぬ

影か
げ

の
返か

へ

し
矢や

、
わ
れ
な
ら
で
、

武
邊

ぶ

へ

ん

の
君き

み

は
『
あ
』
と
叫さ

け

ぶ
。

人
魚

に
ん
ぎ
よ

ぞ
沈し

づ

む
そ
の
面お

も

に

武
邊

ぶ

へ

ん

の
君き

み

は
亡
妻

な
き
つ
ま

の

ほ
ほ
ゑ
み
を
こ
そ
眼ま

の
あ
た
り
。
（
第
三
十
五
‐
三
十
七
連
）

こ
の
「
ほ
ほ
ゑ
み
」
に
射
ら
れ
た
「
武
邊
の
君
」
は
、「
人
魚
」
に
「
亡
妻
」

の
影
を
見
て
、
そ
し
て
、
そ
の
「
亡
妻
」
の
影
を
追
い
、
海
の
底
へ
と
沈
ん

で
行
く
の
で
あ
る
。
「
武
邊
の
君
」
に
と
っ
て
の
「
人
魚
」
と
い
う
存
在
は
、

「
老
の
水
手
」
が
感
じ
て
い
た
死
の
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
た
も
の
で
は
な
く
、

「
亡
妻
」
と
重
ね
ら
れ
る
魅
惑
的
で
、
恋
愛
を
象
徴
す
る
よ
う
な
女
性
像
を

持
っ
た
存
在
な
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、「
老
の
水
手
」
と
「
武
邊
の
君
」
と
の
間
で
ズ
レ
が
生
じ
る
。
こ

の
点
に
つ
い
て
佐
藤
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
武
辺
の
君
」
は
人
魚
の
顔
に
「
亡
妻
の
ほ
ほ
ゑ
み
」
を
見
出
す
こ
と

に
な
る
が
、
注
目
す
べ
き
は
、
そ
れ
が
一
人
「
武
辺
の
君
」
の
み
の
認

め
る
「
幻
の
象
」
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
「
姫
」
に
と
っ
て
人
魚
は
、

「
あ
や
か
し
」
に
よ
っ
て
父
を
死
に
至
ら
し
め
た
存
在
に
他
な
ら
ず
、

亡
母
の
面
影
が
見
出
さ
れ
て
い
る
訳
で
は
決
し
て
な
い
。
「
老
の
水
手
」

に
於
い
て
も
そ
れ
は
同
様
で
あ
る
。
（
『
日
本
近
代
象
徴
詩
の
研
究
』
）

「
姫
」
が
「
人
魚
」
を
「
あ
や
か
し
」
と
し
て
見
て
い
る
と
い
う
点
に
つ
い

て
は
、
完
全
に
同
意
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、「
武
邊
の
君
」
の
み
が
認
め

る
「
亡
妻
の
ほ
ほ
ゑ
み
」
を
「
幻
の
象
」
と
し
、「
武
邊
の
君
」
と
「
老
の
水

手
」
の
間
に
ズ
レ
が
生
じ
て
い
る
と
い
う
点
は
、
重
要
な
指
摘
で
あ
り
、
注

目
す
べ
き
点
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
「
ま
さ
め
」
に
よ
る
目
撃
者
と
、
二
つ
の
面
を
持
っ
た
「
人
魚
」

像
と
を
作
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
一
つ
の
「
人

魚
」
と
い
う
存
在
を
見
つ
つ
も
、
そ
の
見
え
方
に
大
き
な
差
異
が
生
じ
て
い

る
。
典
拠
で
あ
る
「
命
と
ら
る
る
人
魚
の
海
」
を
「
老
の
水
手
」
と
「
人
魚
」

の
二
点
に
お
い
て
変
更
し
、
そ
の
相
違
点
に
よ
っ
て
描
か
れ
て
い
る
も
の
が
、
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こ
の
ズ
レ
な
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
一
つ
の
存
在
を
見
つ

つ
も
生
じ
て
し
ま
っ
て
い
る
ズ
レ
と
い
う
も
の
が
、「
人
魚
の
海
」
の
詩
的
世

界
に
お
い
て
重
要
な
点
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
で
は
こ
の
、
一
つ
の
存

在
に
対
す
る
見
え
方
の
ズ
レ
と
い
う
も
の
を
軸
に
し
て
、「
人
魚
の
海
」
に
お

け
る
詩
的
世
界
を
考
え
て
い
き
た
い
。

四

重
層
的
な
世
界
「
ま
さ
め
」
と
「
幻
」

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、「
人
魚
の
海
」
の
詩
的
世
界
を
考
え
る
上
で
、

登
場
人
物
に
よ
る
見
え
方
の
ズ
レ
と
い
う
も
の
が
重
要
に
な
っ
て
い
る
。「
人

魚
」
に
対
す
る
捉
え
方
の
ズ
レ
を
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
の
だ
が
、
こ
の
見
え

方
の
ズ
レ
は
、「
人
魚
の
海
」
同
様
に
『
有
明
集
』
所
収
の
バ
ラ
ッ
ド
「
鐘
は

鳴
り
出
づ
」
で
既
に
そ
の
先
駆
を
な
し
て
い
る
。

こ
の
「
鐘
は
鳴
り
出
づ
」
は
、
父
母
と
そ
の
娘
と
が
、「
伽
藍
」
の
火
事
を

目
撃
し
て
い
る
。
父
母
と
娘
で
あ
る
「
女
の
童
」
は
、「
伽
藍
」
の
火
事
と
い

う
、
同
じ
も
の
を
目
に
し
て
い
な
が
ら
も
、
両
者
が
注
目
し
て
い
る
も
の
に

は
、
ズ
レ
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

『

焰
ほ
の
ほ

は
流な

が

れ
、
火ひ

は
湧わ

き
ぬ
、

あ
あ
鳩は

と

の
巣す

』
と
女め

の

童
わ
ら
は

、

―

父ち
ゝ

は
『
燒や

く
る
か
、
人ひ

と

の
巣す

』
と
。

（
鐘か

ね

は
ふ
る
へ
ぬ
、
梵
音

ぼ
ん
お
ん

に
、

―

壞
劫

ゑ

ご

ふ

の
な
や
み
。
）
（
第
五
連
）

『
母は

ゝ

よ
、
明
日

あ

す

よ
り
い
づ
こ
に
て

あ
そ
ば
む
』
と
、
ま
た
女め

の

童
わ
ら
は

、

―

母は
ゝ

は
『
猛

火

み
や
う
く
わ

も
沈し

づ

み
ぬ
』
と
。

（
鐘か

ね

は
殘の

こ

り
ぬ
、
梵
音

ぼ
ん
お
ん

に
、

―

欲
流

よ

く

る

の
し
め
り
。
）
（
第
九
連
）

『
父ち

ゝ

よ
、
わ
が
鳩は

と

燒や

け
失う

せ
ぬ
、

火ひ

こ
そ
嫉ね

た

め
』
と
女め

の

童
わ
ら
は

、

―

父ち
ゝ

は
『
遁の

が

れ
ぬ
、
後あ

と

追お

へ
』
と
。

（
鐘か

ね

は
に
ほ
ひ
ぬ
、
梵
音

ぼ
ん
お
ん

に
、

―

出
離

し
ゆ
つ
り

の
も
た
し
。
）
（
第
十
連
）

「
父
」「
母
」
は
、
焼
け
る
「
伽
藍
」
と
炎
の
様
子
と
い
う
、
目
の
前
に
展
開

し
て
い
る
も
の
、
目
に
見
え
る
も
の
に
注
目
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
「
女

の
童
」
は
、
目
に
見
え
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、「
鳩
」
や
明
日
か
ら
の
遊
び

場
と
い
っ
た
、
目
に
見
え
な
い
も
の
に
注
目
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
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の
視
点
の
ズ
レ
は
、
同
じ
も
の
を
見
つ
つ
も
、
そ
れ
を
ど
う
捉
え
、
そ
こ
か

ら
何
を
感
受
す
る
の
か
と
い
う
差
異
に
よ
っ
て
起
こ
っ
て
い
る
。「
父
」「
母
」

は
、
目
に
映
っ
た
も
の
を
、
そ
の
ま
ま
を
捉
え
て
い
く
。
目
に
映
っ
た
も
の

か
ら
、
目
に
映
っ
た
も
の
以
上
の
も
の
へ
と
意
識
を
傾
け
る
こ
と
は
し
な
い
。

し
か
し
、「
女
の
童
」
は
、
目
に
映
っ
て
い
る
も
の
を
出
発
点
と
し
、
見
え
て

い
な
い
も
の
へ
と
目
を
向
け
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
決
定
的
に
現
れ
て

い
る
の
は
、
第
十
連
で
あ
ろ
う
。「
女
の
童
」
は
、
火
が
鎮
ま
っ
た
後
に
、
つ

ま
り
、「
父
」「
母
」
の
目
に
火
が
映
っ
て
い
な
い
時
に
、「
火
こ
そ
嫉
め
」
と

火
を
見
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
一
つ
の
重
層
的
な
世
界
の
可
能
性

が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
同
じ
も
の
を
同
時
に
目
に
し
て
い
た
と
し
て

も
、
見
る
者
が
そ
こ
か
ら
何
を
受
け
取
り
、
目
に
し
た
も
の
を
乗
り
越
え
て

い
く
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
、
各
々
の
目
の
前
に
広
が
る
世
界
は
、
そ
れ
ぞ
れ

別
の
も
の
と
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
目
に
見
え
る
も
の
と
い
う

の
は
、
こ
の
重
層
的
な
世
界
へ
の
入
り
口
に
過
ぎ
ず
、
そ
の
背
後
に
は
、
見

る
者
の
捉
え
方
や
感
受
性
に
よ
っ
て
、
無
限
の
異
な
る
世
界
が
展
開
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
父
母
と
「
女
の
童
」
は
同
様
の
景
色
を

目
に
し
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
が
別
の
も
の
へ
と
目
を
向
け
て

い
る
の
で
あ
る
。
目
に
見
え
る
世
界
と
い
う
も
の
が
、
入
り
口
と
い
う
形
で
、

そ
の
背
後
に
あ
る
様
々
な
世
界
を
重
ね
合
わ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
、
一
つ
の
世
界
の
背
後
に
、
別
の
様
々
な
世
界
が
展
開
し
て
い

る
と
い
う
、
重
層
的
に
存
在
す
る
世
界
を
こ
の
「
鐘
は
鳴
り
出
づ
」
で
提
示

し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
父
母
と
「
女
の
童
」

と
い
う
複
数
の
視
点
を
登
場
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
描
き
出
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

「
人
魚
の
海
」
に
お
い
て
も
、「
人
魚
」
を
中
心
と
し
た
重
ね
あ
わ
さ
れ
た

世
界
を
展
開
さ
せ
る
こ
と
で
、
織
り
成
さ
れ
る
ド
ラ
マ
が
複
雑
微
妙
な
も
の

と
な
っ
て
い
る
。
「
人
魚
」
で
は
な
く
、
「
武
邊
の
君
」
の
行
動
に
焦
点
を
絞

っ
て
み
る
。

「
武
邊
の
君
」
は
「
人
魚
」
に
「
亡
妻
」
の
影
を
み
と
め
、
そ
れ
を
追
っ

て
水
底
へ
と
身
を
沈
め
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
行
動
を
「
老
の
水
手
」
は
ど

の
よ
う
に
見
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
前
述
の
通
り
、
「
老
の
水
手
」
は
「
人
魚
」

に
「
亡
妻
」
の
影
を
み
と
め
て
は
い
な
い
。「
老
の
水
手
」
に
と
っ
て
「
人
魚
」

は
、
あ
く
ま
で
も
「
人
を
滅
す
ほ
ほ
ゑ
ま
ひ
」
を
備
え
た
存
在
な
の
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、「
武
邊
の
君
」
が
水
底
へ
と
身
を
投
げ
る
行
動
は
、
ま
さ
に
「
人

魚
」
の
「
人
を
滅
す
ほ
ほ
ゑ
ま
ひ
」
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
捉
え
る
で
あ
ろ

う
。
こ
の
事
件
を
目
撃
し
た
と
し
た
ら
、
恐
ら
く
多
く
の
人
が
、「
老
の
水
手
」

と
同
様
の
捉
え
方
を
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
理
由
は
、
「
人
魚
」
に
「
亡
妻
」

の
影
を
み
と
め
る
こ
と
が
出
来
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、「
人
魚

の
海
」
の
読
み
手
に
は
、「
武
邊
の
君
」
が
「
亡
妻
」
の
影
を
見
て
い
た
と
い

う
こ
と
が
提
示
さ
れ
る
。
そ
う
な
る
こ
と
で
、「
ま
さ
め
」
に
よ
る
「
老
の
水

手
」
の
見
解
と
、「
亡
妻
」
に
ひ
か
れ
る
「
武
邊
の
君
」
の
見
解
と
の
、
ど
ち

ら
が
真
実
で
ど
ち
ら
が
「
あ
や
か
し
」
で
あ
る
の
か
判
然
と
し
な
い
状
態
へ

と
置
か
れ
る
。
恐
ら
く
「
武
邊
の
君
」
も
「
人
魚
」
の
「
ほ
ほ
ゑ
み
」
を
眼

に
し
た
時
に
は
、
あ
る
は
ず
が
な
い
と
い
う
心
情
と
、「
あ
」
と
叫
ん
で
し
ま

う
程
に
確
か
な
「
亡
妻
」
の
影
と
の
間
に
置
か
れ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
ん
な

「
武
邊
の
君
」
に
、
い
ま
わ
の
際
の
「
人
魚
」
の
言
葉
が
響
き
渡
る
。「
幻
の
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界
ぞ
眞
な
る
」
と
。
こ
の
言
葉
に
よ
り
、
あ
る
は
ず
が
な
い
も
の
の
、
自
ら

が
は
っ
き
り
と
感
じ
た
「
亡
妻
」
の
影
が
い
よ
い
よ
確
固
た
る
姿
を
持
っ
て

「
武
邊
の
君
」
に
刻
ま
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
「
老
の
水
手
」
に
よ

る
「
ま
さ
め
」
と
「
武
邊
の
君
」
に
よ
る
「
幻
」
と
が
鋭
く
対
立
し
、
読
み

手
の
前
に
「
ま
さ
め
」
と
「
幻
」
と
が
渾
然
一
体
と
な
っ
て
複
雑
微
妙
な
世

界
が
立
ち
上
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

「
ま
さ
め
」
に
見
れ
ば
、
結
末
の
一
家
心
中
に
近
い
状
況
は
悲
劇
に
他
な

ら
な
い
。
し
か
し
、「
幻
」
と
見
れ
ば
、
死
が
分
か
つ
「
武
邊
の
君
」
と
「
亡

妻
」
と
が
、
対
立
す
る
火
、
水
の
二
極
を
代
表
す
る
「
武
邊
の
君
」
と
「
人

魚
」
と
が
、
一
体
と
な
っ
て
結
ば
れ
る
と
い
う
結
末
と
な
る
。
現
実
世
界
に

お
い
て
は
不
可
能
で
あ
る
二
極
の
一
体
化
が
、「
幻
の
界
」
に
よ
っ
て
実
現
し

た
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
読
み
手
に
対
し
て
も
「
人

魚
」
の
「
幻
の
界
ぞ
眞
な
る
」
と
い
う
言
葉
が
響
い
て
く
る
。
二
極
が
一
体

と
な
っ
た
境
地
、
世
界
こ
そ
が
「
眞
」
の
世
界
で
あ
る
と
。

つ
ま
り
、
全
て
の
も
の
は
一
つ
の
真
実
の
姿
を
持
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、

複
数
の
層
が
重
ね
あ
わ
さ
れ
た
、
重
層
的
な
存
在
で
あ
り
、
一
つ
の
も
の
の

中
に
複
数
の
極
が
一
体
と
な
っ
て
存
在
し
て
い
る
と
い
う
の
が
「
眞
」
の
世

界
な
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
見
る
と
、「
ま
さ
め
」
と
「
幻
」
と
が
判
然
と

し
な
い
、
悲
劇
と
不
可
能
な
希
求
の
達
成
と
が
同
時
に
存
す
る
「
人
魚
の
海
」

の
詩
的
世
界
こ
そ
が
、「
眞
」
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、｢

人
魚
の
海｣

の
世
界

が
一
つ
の
「
幻
」
な
の
で
あ
る
。
更
に
は
、「
人
魚
の
海
」
の
詩
的
世
界
を
成

す
ズ
レ
の
中
心
で
あ
る
「
人
魚
」
と
い
う
存
在
、「
老
の
水
手
」
と
「
武
邊
の

君
」
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
別
々
の
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
「
人
魚
」

と
い
う
一
つ
の
存
在
、
現
実
世
界
で
は
な
く
架
空
の
、
ま
さ
に
「
幻
」
と
し

て
の
「
人
魚
」
と
い
う
存
在
こ
そ
が
、「
眞
」
の
世
界
の
姿
を
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
言
葉
の
上
で
は
不
確
か
で
、
あ
い
ま
い
な
「
幻
」
と
い
う
言
葉
が
、

「
武
邊
の
君
」
が
感
じ
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、
確
か
で
、
確
固
た
る
姿
形
、

手
触
り
を
持
っ
て
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
幻
」
と
い
う
語
句
を
中

心
に
し
て
展
開
さ
れ
る
、
重
層
的
で
複
雑
微
妙
な
世
界
こ
そ
が
、「
人
魚
の
海
」

の
詩
的
世
界
な
の
で
あ
ろ
う
。

五

バ
ラ
ッ
ド
と
他
作
品
と
の
関
係
「
幻
の
界
」
と
「
空
相

の
摩
尼
の
ま
ぼ
ろ
し
」
「
一
室
」

こ
れ
ま
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
有
明
は
「
人
魚
の
海
」
で
バ
ラ
ッ
ド
と

い
う
詩
形
を
試
み
、
典
拠
で
あ
る
『
武
道
伝
来
記
』
に
、
重
層
的
な
世
界
と

い
う
「
新
し
い
意
味
」
を
加
え
て
独
自
の
詩
的
世
界
を
構
築
す
る
と
い
う
こ

と
を
行
っ
て
き
た
。「
人
魚
の
海
」
に
至
る
ま
で
の
他
の
バ
ラ
ッ
ド
を
先
駆
と

し
つ
つ
、「
人
魚
の
海
」
で
一
つ
の
達
成
を
示
し
た
と
言
え
よ
う
。
水
と
火
の

一
体
化
、
「
人
魚
」
と
「
亡
妻
」
の
重
ね
合
わ
せ
と
い
う
重
層
的
な
世
界
を
、

視
点
の
ズ
レ
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
で
構
築
し
、「
幻
の
界
」
で
二
極
の
一
体
化

を
実
現
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
典
拠
で
あ
る
『
武
道
伝
来
記
』
で
の
仇
討
ち
と

い
う
主
題
か
ら
、
二
極
の
一
体
化
へ
と
焦
点
を
移
し
、「
新
し
い
意
味
」
を
付

加
し
た
詩
的
世
界
と
し
て
「
人
魚
の
海
」
と
い
う
バ
ラ
ッ
ド
を
成
立
さ
せ
た

の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
の｢
人
魚
の
海｣

に
代
表
さ
れ
る
バ
ラ
ッ
ド
と
い
う
試
み
は
、
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有
明
の
他
作
品
と
一
線
を
画
す
べ
き
試
み
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
バ
ラ
ッ

ド
は
バ
ラ
ッ
ド
と
し
て
、
独
立
し
た
試
み
、
詩
作
で
あ
り
、
他
の
詩
作
と
は

別
の
領
域
で
の
活
動
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、「
人
魚
の
海
」
に
お
け
る

詩
的
世
界
と
、
他
作
品
の
詩
的
世
界
と
の
関
係
に
注
目
し
て
考
察
を
行
い
た

い
。「

人
魚
の
海
」
と
い
う
バ
ラ
ッ
ド
と
、
有
明
の
他
作
品
と
の
関
係
を
考
え

る
た
め
に
、
こ
こ
で
は
、
有
明
の
他
作
品
の
中
か
ら
、「
人
魚
の
海
」
と
同
様

に
『
有
明
集
』
に
収
録
さ
れ
た
「
滅
の
香
」
と
、
こ
れ
ま
で
に
も
高
い
評
価

を
受
け
て
き
た
「
茉
莉
花
」
と
を
見
て
み
た
い
。「
滅
の
香
」
は
、
既
に
失
わ

れ
て
し
ま
っ
た
「
愛
欲
」
の
「
追
憶
」
を
、
詩
の
主
体
が
思
い
出
す
と
い
う

行
為
に
よ
り
、
再
認
識
す
る
様
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。「
滅
の
香
」
は
次
の

よ
う
に
始
ま
る
。

や
は
ら
か
き
寂さ

び
に

輝
か
ゞ
や

く

壁か
べ

の
面お

も

、
わ
が
追
憶

お
も
ひ
で

の

靈た
ま

の
宮み

や

、
榮は

え

に
飽あ

き
た
る

箔は
く

お
き
も
褪あ

せ
て
は
こ
こ
に

金
粉

き
ん
ぷ
ん

の
塵ち

り

に
音お

と

な
き

滅め
つ

の
香か

や
、
執し

ふ

の
に
ほ
ひ
や
、

幾い
く

代
々

よ

ゝ

は
影か

げ

と
う
す
れ
て

去い

に
し
日ひ

の
吐
息

と

い

き

か
す
け
く
、

思
い
出
す
と
い
う
間
接
的
な
認
識
に
な
る
た
め
、
は
っ
き
り
と
し
た
実
体

が
浮
か
ん
で
く
る
の
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
、「
去
に
し
日
」
の
「
追
憶
」
と

し
て
「
わ
が
胸
」
に
浮
か
ん
で
く
る
の
は
、「
倦
じ
た
る
影
」
で
あ
り
、「
幻
」

で
し
か
な
い
。
思
い
出
さ
れ
て
い
る
「
愛
欲
の
甘
き
疲
れ
」
と
い
う
肉
欲
も
、

「
牲
の
仔
羊
、
朱
の
斑
の
痛
」
と
い
う
欲
を
捨
て
る
仏
教
的
な
教
え
も
、
ど

ち
ら
も
既
に
終
わ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
対
立
し
て
い
た
二
つ
も
、

一
つ
の
過
去
と
し
て
す
で
に
「
ま
じ
」
り
あ
っ
て
い
る
。
肉
欲
と
欲
を
捨
て

る
こ
と
と
の
「
幾
た
び
か
憧
が
れ
か
は
る
」
葛
藤
も
、
過
去
の
も
の
と
し
て

「
埋
れ
」
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の｢

滅
の
香｣

で
描
か
れ
て
い
る
も
の
は
、

全
て
が
「
追
憶
」
と
い
う
想
起
に
よ
る
も
の
で
し
か
な
く
、
実
体
を
伴
っ
た

も
の
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
に
、
詩
の
主
体
が
手
に
す
る
の
は
「
黙
の
華
、

寂
の
妙
香
」
で
あ
り
、「
痕
も
と
ど
め
ぬ
／
空
相
の
摩
尼
の
ま
ぼ
ろ
し
」
で
し

か
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
「
滅
の
香
」
で
詩
人
は
、
肉
欲
へ
の
傾
倒
を
歌
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
そ
れ
と
も
肉
欲
を
捨
て
去
る
と
い
う
仏
教
的
境
地
へ
の
傾
倒
を
歌
っ

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
恐
ら
く
そ
の
ど
ち
ら
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
過
去

の
「
愛
欲
の
甘
き
疲
れ
」
を
感
じ
て
い
た
、
そ
の
瞬
間
に
は
、
詩
の
主
体
は
、

肉
欲
へ
と
傾
倒
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
同
様
に
、「
梵
音
ど
よ
む
／
西
天
の
涅

槃
の
教
」
に
耳
を
傾
け
て
い
る
、
そ
の
瞬
間
に
は
、
確
か
に
仏
教
的
境
地
へ

と
傾
倒
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
当
時
を
現
在
の
形
で
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歌
う
の
で
は
な
く
、
こ
の
「
滅
の
香
」
で
は
、
過
ぎ
去
っ
た
過
去
と
し
て
「
追

憶
」
と
し
て
歌
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
当
時
を
歌
う
の
で
は
な
く
、「
追
憶
」

と
し
て
思
い
出
す
と
い
う
行
為
を
通
じ
た
間
接
的
な
接
触
に
し
た
の
は
何
故

だ
ろ
う
か
。
対
立
す
る
二
極
の
ど
ち
ら
か
一
方
へ
と
傾
い
て
し
ま
う
当
時
を

歌
う
の
で
は
な
く
、「
追
憶
」
と
し
て
想
起
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
双
方
へ
の

揺
れ
動
き
と
い
う
一
つ
の
運
動
と
し
て
、
二
極
を
一
体
化
さ
せ
る
た
め
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。「
滅
の
香
」
で
歌
わ
れ
て
い
る
の
は
、
肉
欲
と
仏
教
的
境
地

と
の
対
立
で
は
な
く
、
そ
の
二
極
へ
傾
い
て
い
く
揺
れ
動
き
自
体
を
歌
う
こ

と
で
、
二
極
を
内
包
し
た
境
地
を
描
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
境
地

を
描
き
出
す
た
め
に
「
追
憶
」
に
よ
る
再
認
識
と
い
う
手
法
が
必
要
に
な
っ

て
い
る
。「
追
憶
」
と
い
う
手
法
に
よ
っ
て
認
識
で
き
る
も
の
の
た
め
、
言
葉

の
上
で
は
「
影
」「
幻
」「
黙
の
華
、
寂
の
妙
香
」「
痕
も
と
ど
め
ぬ
／
空
相
の

摩
尼
の
ま
ぼ
ろ
し
」
と
、
お
ぼ
ろ
げ
で
不
確
か
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
し

か
し
、
そ
の
実
体
は
、
二
極
そ
れ
ぞ
れ
へ
の
傾
倒
を
一
体
化
し
た
、
確
固
た

る
存
在
を
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

こ
の
「
滅
の
香
」
も
、「
人
魚
の
海
」
と
同
様
に
、
二
極
を
一
体
化
さ
せ
る

こ
と
に
重
心
が
置
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、「
人
魚
の
海
」
で
も
見
た
よ
う
に
、

現
実
世
界
に
お
い
て
は
、
二
極
の
一
体
化
と
い
う
願
い
は
、
不
可
能
な
希
求

な
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、「
人
魚
の
海
」
で
は
視
点
の
ズ
レ
か
ら
く
る
重
層

的
な
世
界
を
構
築
し
た
。「
滅
の
香
」
で
は
、
当
時
を
現
在
の
形
で
歌
う
の
で

は
な
く
、「
追
憶
」
と
い
う
手
法
に
よ
っ
て
、
片
方
へ
の
傾
倒
で
は
な
く
、
揺

れ
動
き
と
い
う
一
つ
の
動
き
と
し
て
二
極
を
一
体
化
さ
せ
た
の
で
あ
る
。「
人

魚
の
海
」
で
は
、「
ま
さ
め
」
で
は
な
く
「
幻
の
界
」
で
、「
滅
の
香
」
で
は
、

現
在
で
は
な
く
「
追
憶
」
と
い
う
再
認
識
に
よ
っ
て
、
二
極
が
一
体
化
さ
れ

て
い
る
。
手
法
が
違
う
も
の
の
、
同
様
の
境
地
を
描
き
出
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
し
て
ど
ち
ら
も
、「
滅
の
香
」
に
お
け
る
「
影
」「
幻
」「
黙
の
華
、
寂

の
妙
香
」
「
痕
も
と
ど
め
ぬ
／
空
相
の
摩
尼
の
ま
ぼ
ろ
し
」
の
よ
う
に
、
「
人

魚
の
海
」
で
も
、
「
ま
さ
め
」
で
は
な
い
た
め
に
「
幻
の
界
」
、
「
ほ
ほ
ゑ
み
」

と
い
う
あ
る
か
な
き
か
の
儚
い
も
の
に
よ
る
繋
が
り
に
よ
る
、
言
葉
の
上
で

は
、
手
触
り
の
な
い
不
確
か
な
表
現
に
な
っ
て
い
る
が
、
確
か
に
二
極
は
し

っ
か
り
と
繋
が
っ
て
い
た
。「
武
邊
の
君
」
に
と
っ
て
の
「
幻
の
界
」
と
、「
滅

の
香
」
の
詩
の
主
体
に
と
っ
て
の
「
空
相
の
摩
尼
の
ま
ぼ
ろ
し
」
は
、
言
葉

の
上
で
も
、
描
き
出
さ
れ
て
い
る
境
地
の
上
で
も
同
様
の
も
の
で
あ
る
と
言

う
こ
と
が
出
来
よ
う
。

次
に
、
「
茉
莉
花
」
に
目
を
向
け
て
み
た
い
。
「
茉
莉
華
」
は
『
有
明
集
』

巻
頭
に
、「
豹
の
血
」
と
題
さ
れ
た
八
篇
の
ソ
ネ
ッ
ト
の
一
つ
で
あ
り
、
先
に

述
べ
た
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
お
い
て
高
い
評
価
を
受
け
て
き
た
作

で
あ
る
。

「
或
日
」
と
「
或
宵
」
、
「
君
」
の
在
と
不
在
と
が
対
立
し
て
い
る
よ
う
に

描
か
れ
て
い
る
が
、
内
実
を
見
て
み
る
と
、
簡
単
な
対
立
と
は
言
い
難
い
。

「
或
日
」
は
「
君
」
が
共
に
あ
る
。
そ
の
た
め
に
「
媚
の
野
に
さ
く
／
阿
芙

蓉
の
萎
え
嬌
め
け
る
そ
の
匂
ひ
」
を
感
じ
、「
魂
を
も
蕩
ら
す
私
語
」
に
誘
わ

れ
る
と
い
う
恋
愛
の
陶
酔
境
を
味
わ
っ
て
い
る
も
の
の
、
手
放
し
で
そ
れ
に

浸
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
す
ぐ
に
「
わ
れ
」
は
「
君
を
擁
き
て
泣
く
」
の
で

あ
る
。
そ
し
て
、
自
ら
を
「
君
が
腕
に
、
痛
ま
し
き
わ
が
た
だ
む
き
」
を
囚

え
ら
れ
た
存
在
と
見
る
。
救
い
と
苦
痛
と
が
同
時
に
存
在
す
る
状
態
な
の
で
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あ
る
。
で
は
「
或
宵
」
で
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
こ
ち
ら
は
君
が
不
在
の
様
を

描
い
て
い
る
。
「
君
」
の
不
在
に
、
「
君
」
の
存
在
を
思
わ
せ
る
「
生
絹
の
衣

の
／
衣
ず
れ
の
音
」
を
耳
に
し
、「
君
」
の
不
在
を
嘆
き
「
わ
が
心
こ
の
時
裂

け
つ
」
と
苦
し
む
。
し
か
し
、「
茉
莉
花
の
夜
の
一
室
の
香
の
か
げ
」
に
、「
君

が
微
笑
」
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
君
」
不
在
時
で
あ
る
た
め
、「
わ

れ
」
の
感
じ
た
幻
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
「
微
笑
」
は
確
か
に
「
わ
が
身

の
痍
」
に
「
沁
み
て
薫
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
ち
ら
も
苦
痛
と
救

い
と
が
同
時
に
存
在
し
て
い
る
。
一
般
的
に
は
対
立
す
る
概
念
で
あ
る
「
日
」

と
「
宵
」
、
在
と
不
在
の
そ
れ
ぞ
れ
に
、
救
い
と
苦
痛
と
い
う
対
立
す
る
概
念

が
同
時
に
存
す
る
と
い
う
、
複
雑
に
絡
み
合
っ
た
世
界
が
「
一
室
」
と
い
う

閉
鎖
的
な
空
間
に
満
ち
て
い
る
。
渋
沢
が
「
茉
莉
花
」
に
対
し
て

物
憂
さ
と
か
が
や
か
し
さ
、
歓
び
と
悲
し
み
、
陶
酔
と
悔
い
、
甘
美
さ

と
苦
さ
、
要
す
る
に
矛
盾
対
立
す
る
あ
ら
ゆ
る
感
覚
、
感
情
が
綯
い
合

わ
さ
り
融
け
合
い
、
反
対
感
情
両
立

ア

ン

ビ

ヴ

ア

レ

ン

ツ

の
稀
有
の
束
と
な
っ
て
一
篇
の
な

か
で
こ
の
世
な
ら
ぬ
妖
し
い
歌
を
歌
っ
て
い
る
。
（
『
蒲
原
有
明
論
』
）

と
述
べ
て
い
る
通
り
、
対
立
す
る
二
極
が
一
体
と
な
っ
た
存
在
を
描
き
出
し

て
い
る
と
言
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。

こ
の
「
滅
の
香
」「
茉
莉
花
」
で
見
ら
れ
た
、
対
立
す
る
二
極
が
一
体
と
な

っ
た
存
在
と
し
て
、
世
界
を
捉
え
る
と
い
う
の
が
、
有
明
独
自
の
世
界
観
で

あ
る
と
し
た
ら
、「
人
魚
の
海
」
の
詩
的
世
界
も
ま
た
、
こ
の
有
明
独
自
の
世

界
観
に
よ
っ
て
、
西
鶴
の
『
武
道
伝
来
記
』
を
再
構
築
し
た
も
の
と
言
え
る

で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、「
人
魚
の
海
」
で
示
さ
れ
た
バ
ラ
ッ
ド
の
一
つ
の
達
成
は
、
有
明

の
詩
作
活
動
に
お
い
て
、
他
の
詩
作
と
一
線
を
画
し
た
、
バ
ラ
ッ
ド
と
し
て

の
活
動
で
は
な
く
、
他
作
品
と
同
様
に
、
有
明
独
自
の
世
界
観
に
裏
打
ち
さ

れ
た
作
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
二
極
の
一
体
化
し
た
境
地
を
描
く

と
い
う
詩
的
世
界
が
、
バ
ラ
ッ
ド
と
い
う
特
異
な
詩
形
で
描
か
れ
て
い
る
だ

け
で
あ
り
、
目
指
し
た
境
地
、
描
き
出
さ
れ
て
い
る
詩
的
世
界
は
、
他
作
品

と
し
っ
か
り
通
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

六

ソ
ネ
ッ
ト
と
バ
ラ
ッ
ド
の
違
い

こ
こ
で
一
つ
の
疑
問
が
生
じ
る
。
有
明
の
バ
ラ
ッ
ド
が
、
彼
の
ソ
ネ
ッ
ト

を
は
じ
め
と
す
る
他
の
詩
作
と
相
通
じ
る
詩
境
を
有
し
て
い
る
に
も
関
わ
ら

ず
、
バ
ラ
ッ
ド
を
書
く
理
由
で
あ
る
。
同
様
の
詩
境
を
描
い
て
い
る
に
も
関

わ
ら
ず
、
バ
ラ
ッ
ド
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
、
バ
ラ
ッ
ド
の
特
長
と

も
言
う
べ
き
点
は
何
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、
バ
ラ
ッ
ド
と
他
作
品
と
の

相
違
点
か
ら
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。

先
に
お
い
て
、
二
極
の
一
体
化
と
い
う
共
通
点
を
挙
げ
た
が
、
そ
の
内
容

を
考
え
て
み
る
と
、
バ
ラ
ッ
ド
と
他
作
品
で
は
少
し
異
な
っ
て
い
る
こ
と
に

気
付
く
。
前
掲
の
「
滅
の
香
」
「
茉
莉
花
」
で
は
、
そ
の
対
立
す
る
概
念
は
、

霊
と
肉
と
の
対
立
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
、
抽
象
的
で
一
般
的
な
内
容
と
な

っ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
「
人
魚
の
海
」
に
目
を
向
け
て
み
る
と
、
火
と
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水
と
い
う
抽
象
的
な
概
念
も
含
ま
れ
て
は
い
る
が
、「
人
魚
」
を
中
心
と
す
る

重
層
的
な
世
界
に
お
い
て
は
、「
人
魚
」
に
重
ね
あ
わ
さ
れ
て
い
た
の
は
、
人

を
誘
惑
し
殺
す
「
あ
や
か
し
」
と
「
武
邊
の
君
」
に
と
っ
て
の
「
亡
妻
」
の

影
と
い
う
よ
う
に
、
よ
り
具
体
的
で
個
人
的
な
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
詩
の

主
体
の
精
神
世
界
を
描
く
こ
と
の
多
い
、
有
明
の
ソ
ネ
ッ
ト
と
定
型
詩
と
い

う
形
式
に
お
い
て
は
、
抽
象
的
で
一
般
的
な
概
念
は
生
き
生
き
と
描
か
れ
、

「
茉
莉
花
」
の
よ
う
に
、
複
雑
に
絡
み
合
っ
た
世
界
を
作
り
上
げ
る
こ
と
が

出
来
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
反
面
、
具
体
的
で
個
人
的
な
現
実
生
活
の
匂
い

と
い
っ
た
も
の
が
、
薄
れ
て
し
ま
う
。
手
触
り
の
存
在
し
な
い
確
か
な
手
触

り
と
い
う
精
神
世
界
の
出
来
事
が
描
か
れ
る
た
め
に
、
現
実
の
手
触
り
と
い

っ
た
よ
う
な
、
文
字
通
り
の
意
味
で
、
肉
や
形
の
あ
る
存
在
が
希
薄
に
な
っ

て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
バ
ラ
ッ
ド
で
は
、
物
語
を
下
敷
き
と
し
て
い
る
た

め
に
、
そ
こ
に
は
各
々
の
生
活
を
持
っ
た
人
物
が
登
場
す
る
。
彼
ら
が
バ
ラ

ッ
ド
の
中
で
体
験
す
る
こ
と
は
、
そ
の
ま
ま
彼
ら
の
体
験
で
あ
る
た
め
、
そ

こ
に
描
か
れ
る
世
界
に
は
、
確
か
に
肉
や
形
の
あ
る
存
在
が
描
か
れ
る
。
だ

か
ら
こ
そ
、
そ
の
世
界
で
重
ね
あ
わ
さ
れ
、
一
体
と
な
る
二
極
の
内
容
に
お

い
て
も
、
ソ
ネ
ッ
ト
や
他
作
品
よ
り
も
、
一
層
具
体
的
で
、
一
層
個
人
的
な

も
の
と
な
り
、
現
実
の
世
界
と
の
結
び
つ
き
が
強
く
感
じ
ら
れ
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
バ
ラ
ッ
ド
は
、
精
神
世
界
で
し
か
捉
え
る
こ
と
の

出
来
な
い
、
肉
や
形
を
持
た
な
い
境
地
で
あ
る
、
二
極
の
一
体
化
と
い
う
も

の
を
、
ソ
ネ
ッ
ト
や
他
作
品
よ
り
も
、
現
実
生
活
に
近
い
場
所
で
描
き
出
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
一
見
す
る
と
生
活
に
立
脚
し
な
い
境
地
と
い
う
も
の
が
、

現
実
生
活
に
立
脚
し
て
い
る
こ
と
を
あ
り
あ
り
と
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

ま
た
、
二
極
の
一
体
と
な
っ
た
世
界
の
描
か
れ
方
に
も
違
い
が
あ
る
。
ソ

ネ
ッ
ト
や
他
作
品
で
は
、
詩
の
主
体
の
体
験
を
、
読
み
手
が
追
体
験
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
詩
境
が
提
示
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
詩

の
主
体
は
、
二
極
の
一
体
と
な
っ
た
境
地
を
体
験
し
、
自
覚
し
て
い
る
こ
と

に
な
る
。
し
か
し
、
そ
の
捉
え
が
た
い
境
地
は
、
「
追
憶
」
と
い
う
形
式
や
、

狭
く
閉
ざ
さ
れ
た
「
一
室
」
と
い
う
精
神
世
界
の
中
で
し
か
体
験
す
る
こ
と

が
出
来
ず
、
ほ
ん
の
一
瞬
の
交
わ
り
で
し
か
な
い
。
だ
が
、
そ
れ
は
人
が
捉

え
ら
れ
な
い
だ
け
で
あ
り
、
世
界
は
恒
常
的
に
二
極
を
一
体
化
さ
せ
、
複
数

の
層
を
重
層
的
に
織
り
合
わ
せ
て
出
来
上
が
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
う

い
っ
た
世
界
観
を
描
く
た
め
に
は
、
ほ
ん
の
一
瞬
の
交
わ
り
や
、
間
接
的
な

接
触
と
い
う
の
で
は
拾
い
き
れ
な
い
部
分
が
存
在
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
で
は
、

バ
ラ
ッ
ド
で
は
ど
う
か
と
言
う
と
、
「
人
魚
の
海
」
に
お
い
て
、
「
人
魚
」
に

異
な
る
二
つ
の
面
を
見
て
い
る
人
物
は
存
在
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。「
武
邊

の
君
」
に
は
「
幻
」
と
し
て
「
老
の
水
手
」
に
は
「
ま
さ
め
」
で
捉
え
た
「
あ

や
か
し
」
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
映
っ
て
お
り
、
そ
の
見
方
が
交
わ
る
こ
と
は

一
度
も
な
い
。
つ
ま
り
、「
武
邊
の
君
」
に
も
「
老
の
水
手
」
に
も
、
重
層
的

な
世
界
は
開
か
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
二
極
が
一
体
と
な
り
、
重
ね
あ
わ

さ
れ
る
世
界
は
、「
人
魚
の
海
」
に
描
か
れ
る
出
来
事
に
よ
っ
て
、
読
み
手
の

目
の
前
に
の
み
展
開
さ
れ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
、「
人
魚
の
海
」
に
登
場
す
る

人
物
達
に
一
切
気
付
か
れ
る
こ
と
な
く
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
世
界
は

恒
常
的
に
重
層
的
で
あ
る
が
、
人
々
は
、
ほ
ん
の
一
瞬
の
間
接
的
な
接
触
し

か
出
来
な
い
と
い
う
世
界
を
、
ま
さ
に
こ
の
「
人
魚
の
海
」
は
始
め
か
ら
終

わ
り
ま
で
、
恒
常
的
に
描
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
自
ら
の
世
界
観
を
展
開
す
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る
の
で
は
な
く
、
自
ら
の
世
界
観
に
裏
打
ち
さ
れ
た
世
界
を
作
り
上
げ
る
と

い
う
、
小
説
の
よ
う
な
手
法
に
よ
っ
て
、
バ
ラ
ッ
ド
は
ソ
ネ
ッ
ト
や
他
作
品

が
描
き
き
れ
な
か
っ
た
側
面
を
見
事
に
描
き
出
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
抽

象
的
で
一
般
的
な
ソ
ネ
ッ
ト
が
霊
で
、
具
体
的
で
個
人
的
な
バ
ラ
ッ
ド
が
肉

で
あ
る
と
し
た
ら
、
有
明
が
目
指
し
た
霊
肉
一
致
と
い
う
、
二
極
が
一
体
と

な
っ
た
境
地
は
ま
さ
に
、
ソ
ネ
ッ
ト
と
バ
ラ
ッ
ド
と
い
う
霊
肉
が
相
合
わ
さ

っ
て
作
り
出
さ
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

有
明
は
、
バ
ラ
ッ
ド
と
い
う
詩
作
活
動
の
中
で
、
典
拠
に
「
新
し
い
意
味
」

を
付
加
し
て
詩
的
世
界
を
作
り
上
げ
る
と
い
う
試
み
を
行
っ
た
。
「
人
魚
の

海
」
で
は
、
「
鐘
は
鳴
り
出
づ
」
で
可
能
性
が
示
さ
れ
た
、
「
ま
さ
め
」
に
よ

る
世
界
と
「
幻
の
界
」
と
が
重
ね
あ
わ
さ
れ
た
重
層
的
な
世
界
を
描
き
出
さ

れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
火
と
水
と
い
う
対
立
す
る
両
極
を
深
く
結
び

付
け
て
一
体
と
し
、
悲
劇
と
不
可
能
な
希
求
の
達
成
と
が
同
時
に
成
立
す
る

と
い
う
世
界
が
展
開
さ
れ
た
。
こ
の
「
人
魚
の
海
」
に
よ
っ
て
、
有
明
の
バ

ラ
ッ
ド
と
い
う
試
み
は
、
一
つ
の
存
在
の
中
に
対
立
す
る
二
極
が
一
体
と
な

っ
て
い
る
と
い
う
世
界
観
を
「
新
し
い
意
味
」
と
し
て
典
拠
に
加
え
、
再
構

築
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
一
つ
の
達
成
が
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
だ
か

ら
こ
そ
、「
人
魚
の
海
」
は
「
完
璧
の
美
を
誇
る
に
足
る
傑
作
」
で
あ
り
「
有

明
最
高
の
バ
ラ
ッ
ド
」
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
バ
ラ
ッ
ド
と
い
う
試
み
は
、
他
の
詩
作
活
動
、
他
の
作
品
と
一
線
を

画
す
独
立
し
た
試
行
で
は
な
い
。
二
極
の
一
体
と
な
っ
た
、
言
葉
の
上
で
は

不
確
か
で
手
触
り
の
な
い
も
の
で
あ
り
な
が
ら
も
、
当
事
者
に
と
っ
て
は
は

っ
き
り
と
手
触
り
を
持
っ
た
確
か
な
境
地
は
、
バ
ラ
ッ
ド
の
試
み
の
中
だ
け

で
追
い
求
め
ら
れ
、
実
現
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。「
人
魚
の
海
」
に
お
け
る

「
幻
の
界
」
は
、「
滅
の
香
」
に
お
け
る
「
空
相
の
摩
尼
の
ま
ぼ
ろ
し
」
、「
茉

莉
花
」
に
お
け
る
、
「
日
」
と
「
宵
」
、
在
不
在
、
救
い
と
苦
痛
と
が
絡
み
合

っ
た
「
一
室
」
と
、
描
か
れ
る
境
地
と
通
じ
合
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
た

め
、
有
明
の
バ
ラ
ッ
ド
は
「
人
魚
の
海
」
で
一
つ
の
達
成
を
示
し
て
い
る
が
、

こ
の
達
成
は
バ
ラ
ッ
ド
に
限
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
他
作
品
と
も
通
じ
る
も

の
が
あ
る
。

し
か
し
、
バ
ラ
ッ
ド
に
は
、
具
体
的
で
個
人
的
な
極
を
一
体
と
し
て
い
る

点
、
小
説
の
よ
う
な
手
法
に
よ
っ
て
、
同
じ
境
地
を
描
き
な
が
ら
も
、
ソ
ネ

ッ
ト
や
他
作
品
で
は
描
き
き
れ
な
か
っ
た
側
面
に
見
事
に
肉
付
け
し
て
い
る

点
が
、
そ
の
特
長
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
ソ
ネ
ッ
ト
を
は
じ
め
と
す
る
霊
の

極
に
、
対
し
バ
ラ
ッ
ド
は
肉
の
極
に
あ
た
る
。
こ
の
霊
肉
が
一
致
し
て
こ
そ
、

ソ
ネ
ッ
ト
だ
け
で
な
く
、
バ
ラ
ッ
ド
に
も
目
を
向
け
て
初
め
て
、
有
明
の
詩

境
は
完
成
す
る
の
で
あ
る
。
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