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一
、「
大
き
な
蟹
」
の
特
質

　　

本
稿
は
、
小
川
未
明
の
童
話
「
大
き
な
蟹
」（「
婦
人
公
論
」
大
正
一
一

年
四
月
）の
特
質
と
意
義
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。「
大

き
な
蟹
」
は
、
未
明
が
育
っ
た
郷
土
の
自
然
と
そ
こ
か
ら
醸
成
さ
れ
た
運

命
観
、
小
説
家
と
し
て
の
キ
ャ
リ
ア
、
童
話
と
は
何
か
と
い
っ
た
確
か
な

信
念
の
も
と
に
書
か
れ
た
。
そ
れ
ら
の
観
点
、
と
り
わ
け
未
明
の
運
命
観

の
変
容
に
注
目
す
る
こ
と
で
、「
大
き
な
蟹
」
の
背
景
に
あ
る
も
の
に
つ

い
て
も
明
ら
か
に
し
た
い
。

　
「
大
き
な
蟹
」は
、童
話
集『
紅
雀
』（
集
成
社
、大
正
一
二
年
五
月
）や『
未

明
選
集
６
』（
未
明
選
集
刊
行
会
、大
正
一
五
年
四
月
）、『
未
明
童
話
集
２
』

（
丸
善
株
式
会
社
、
昭
和
二
年
九
月
）、『
大
き
な
蟹
』（
明
治
書
院
、
昭
和

一
六
年
一
月
）、『
兄
弟
の
山
鳩
』（
東
西
社
、
昭
和
二
二
年
一
〇
月
）
等
、

多
数
の
単
行
本
に
収
録
さ
れ
た
１
。
本
作
は
、
未
明
の
代
表
作
の
一
つ
と

言
っ
て
よ
い
。
し
か
し
、他
の
未
明
作
品
全
般
に
言
え
る
こ
と
だ
が
、個
々

の
作
品
に
関
す
る
研
究
は
少
な
く
、
本
作
も
「
お
ぢ
い
さ
ん
」
が
「
大
き

な
蟹
」
を
背
負
っ
て
帰
っ
て
く
る
謎
め
い
た
展
開
と
そ
の
「
お
ぢ
い
さ
ん
」

が
春
に
な
る
と
体
が
弱
っ
て
い
っ
た
と
い
う
奇
妙
な
結
末
ゆ
え
に
、
論
じ

ら
れ
る
こ
と
の
少
な
い
童
話
で
あ
る
。

　

本
作
は
、
春
の
遅
い
、
雪
の
深
い
北
国
の
話
で
あ
る
。
太
郎
は
海
岸
の

村
ま
で
用
事
で
出
か
け
た
「
お
ぢ
い
さ
ん
」
の
帰
り
を
待
っ
て
い
る
が
、

夜
に
な
っ
て
も
帰
っ
て
こ
な
い
。
太
郎
は「
お
ぢ
い
さ
ん
」が「
大
き
な
鳥
」

に
乗
っ
て
帰
っ
て
き
た
夢
を
見
る
。
外
を
見
る
と
、
雪
の
野
原
に
蠟
燭
が

赤
く
、幾
百
本
も
灯
っ
て
い
た
。
夜
更
け
に
、「
お
ぢ
い
さ
ん
」
は
赤
い
「
大

き
な
蟹
」を
背
負
っ
て
帰
っ
て
く
る
。海
辺
で
五
、六
人
の
男
と
酒
を
飲
み
、

蟹
を
貰
っ
た
の
だ
と
い
う
。
朝
に
な
っ
て
蟹
を
食
べ
よ
う
と
す
る
と
、
蟹

は
見
か
け
に
よ
ら
ず
身
が
入
っ
て
い
な
か
っ
た
。
や
が
て
春
が
や
っ
て
き

た
。
丈
夫
な
「
お
ぢ
い
さ
ん
」
は
、
体
が
弱
く
な
っ
て
い
っ
た
。
春
の
野

に
土
筆
の
出
て
い
る
風
景
を
見
た
太
郎
は
、「
お
ぢ
い
さ
ん
」
の
帰
り
を

待
っ
て
い
た
と
き
に
見
た
「
赤
い
蠟
燭
」
の
不
気
味
な
光
景
を
思
い
出
す
。

　
「
お
ぢ
い
さ
ん
」
が
「
大
き
な
鳥
」
に
乗
っ
て
帰
っ
て
き
た
話
は
最
初
、

現
実
に
起
こ
っ
た
出
来
事
と
し
て
語
ら
れ
る
が
、
後
で
夢
だ
っ
た
こ
と
が

明
か
さ
れ
る
。
次
に
夢
か
ら
覚
め
た
太
郎
が
、夜
の
雪
原
に
「
赤
い
蠟
燭
」

が
無
数
に
灯
る
光
景
を
見
る
話
が
続
き
、そ
の
後
「
お
ぢ
い
さ
ん
」
が
「
大

き
な
蟹
」
を
背
負
っ
て
帰
っ
て
く
る
不
思
議
な
話
と
な
る
。
本
作
の
特
徴

の
一
つ
は
、「
大
き
な
鳥
」
と
「
大
き
な
蟹
」
が
対
比
的
に
登
場
す
る
点

に
あ
る
。「
大
き
な
鳥
」
の
話
が
夢
で
あ
っ
た
箇
所
で
、
物
語
は
二
分
さ

れ
る
。「
お
ぢ
い
さ
ん
」
と
の
約
束
・
信
頼
か
ら
「
大
き
な
鳥
」
の
話
が

小
川
未
明
「
大
き
な
蟹
」
論　
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生
ま
れ
る
が
、
そ
れ
が
夢
で
あ
っ
た
と
語
ら
れ
、
現
実
に
「
赤
い
蠟
燭
」

が
無
数
に
灯
る
光
景
を
見
、「
お
ぢ
い
さ
ん
」
が
「
大
き
な
蟹
」
を
背
負
っ

て
帰
宅
し
た
箇
所
か
ら
、
現
実
世
界
に
起
き
た
不
思
議
な
話
に
展
開
し
て

い
く
。
子
供
の
信
頼
に
応
え
て
「
お
ぢ
い
さ
ん
」
が
帰
っ
て
く
る
話
な
ら
、

童
話
に
よ
く
あ
る
話
だ
が
、
本
作
で
は
、
そ
れ
は
夢
の
話
と
し
て
扱
わ
れ
、

そ
の
後
、
実
際
に
起
こ
っ
た
幻
想
的
で
不
思
議
な
展
開
の
方
に
力
点
が
置

か
れ
る
。

　
「
お
ぢ
い
さ
ん
」
が
背
負
っ
て
帰
っ
て
き
た
「
大
き
な
蟹
」
は
何
を
意

味
す
る
の
か
。「
赤
い
大
き
な
蟹
」
は
食
べ
て
み
る
と
、
中
身
の
入
っ
て

い
な
い
「
痩
せ
た
蟹
」
で
あ
っ
た
。
一
方
、「
大
き
な
蟹
」
を
背
負
っ
て

帰
っ
て
き
た
「
お
ぢ
い
さ
ん
」
は
後
に
体
が
弱
く
な
っ
て
い
く
。
こ
の
こ

と
は
、「
大
き
な
蟹
」
が
、
固
い
甲
殻
に
守
ら
れ
て
い
る
た
め
に
外
見
は

し
っ
か
り
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
も
、
中
身
は
体
が
衰
え
て
弱
く
な
っ

て
い
る
こ
と
、
つ
ま
り
「
お
ぢ
い
さ
ん
」
の
外
見
と
中
身
の
不
一
致
を
象

徴
し
た
も
の
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
す
れ
ば
、「
お
ぢ
い
さ
ん
」

は
自
己
の
〈
運
命
〉
を
海
で
背
負
っ
て
帰
っ
て
き
た
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
よ
う
な
運
命
の
形
象
化
は
、
た
と
え
ば
未
明
の
「
さ
迷
へ
る
白
い

影
」（「
文
芸
市
場
」
昭
和
二
年
一
月
）
で
も
同
様
に
行
わ
れ
て
い
る
。
貧

し
い
家
に
生
ま
れ
た
少
女
は
見
習
看
護
婦
に
な
る
が
、
弟
や
両
親
に
よ
い

生
活
を
さ
せ
て
や
り
た
い
と
思
い
、
多
く
の
仕
事
を
引
き
受
け
た
。
彼
女

は
結
核
が
進
ん
だ
質
屋
の
主
人
の
看
護
に
あ
た
る
。
あ
る
日
、
彼
女
は
白

い
影
を
み
る
。
彼
女
は
質
屋
の
主
人
の
運
命
を
哀
れ
に
思
っ
た
が
、
そ
れ

は
彼
女
自
身
の
運
命
の
姿
で
あ
っ
た
と
い
う
話
で
あ
る
。

　

一
般
に
、
春
は
生
命
の
息
吹
が
感
じ
ら
れ
、
希
望
を
感
じ
さ
せ
る
季
節

で
あ
る
。
だ
が
太
郎
は
「
土
筆
が
す
い
〳
〵
と
幾
本
と
な
く
頭
を
の
ば
」

す
そ
の
「
土
筆
」
の
場
景
に
、「
い
つ
か
雪
の
夜
に
、
赤
い
蠟
燭
の
点
つ

て
ゐ
た
、
不
思
議
な
、
気
味
の
わ
る
い
景
色
２
」
を
重
ね
る
。
季
節
の
め

ぐ
り
（
春
の
到
来
）
と
物
語
の
展
開
（「
お
ぢ
い
さ
ん
」
の
体
調
の
悪
化
）

も
一
致
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。「
大
き
な
蟹
」
で
は
、
無
限
に
循
環

す
る
季
節
の
巡
り
と
有
限
な
人
間
の
生
が
対
照
さ
れ
て
い
る
。
未
明
が
太

郎
を
介
し
て
読
者
に
示
そ
う
と
し
た
も
の
は
、
予
定
調
和
的
な
も
の
と
し

て
人
間
の
生
死
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
は
何
ら
他
の
も
の
と
和
す
る

こ
と
の
な
い
、
厳
粛
な
一
回
限
り
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
認
識
で
あ
る
。

「
大
き
な
蟹
」
の
テ
ー
マ
は
、
作
品
の
随
所
に
示
さ
れ
た
、
種
々
の
不
一

致
の
表
現
を
通
し
て
示
さ
れ
て
い
る
。

　
「
赤
い
大
き
な
蟹
」
は
食
べ
て
み
る
と
、
中
身
の
入
っ
て
い
な
い
「
痩

せ
た
蟹
」で
あ
っ
た
。
一
方
、「
大
き
な
蟹
」を
背
負
っ
て
帰
っ
て
き
た「
お

ぢ
い
さ
ん
」
は
春
に
な
る
と
体
が
弱
っ
て
い
っ
た
。
こ
う
し
た
不
調
和
、

不
一
致
が
も
た
ら
す
奇
妙
な
感
じ
は
、「
大
き
な
蟹
」
の
中
で
は
他
に
も

見
ら
れ
る
。〈
太
郎
の
心
配
／
父
母
の
安
心
〉、〈「
お
ぢ
い
さ
ん
」
が
元
気

に
帰
還
／
夢
だ
っ
た
〉、〈
真
相
を
確
か
め
よ
う
と
海
辺
へ
行
く
／
誰
も
昨

夜
の
こ
と
は
知
ら
な
い
〉、〈
風
雨
と
な
る
／
春
が
き
た
〉
等
で
あ
る
。

　

太
郎
が
見
た
夢
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。
あ
ら
た
め
て
「
大
き
な
蟹
」

と
「
大
き
な
鳥
」
の
対
比
の
意
味
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
太
郎
が
夢

の
中
で
見
た
「
大
き
な
白
い
羽
根
の
、
汚
れ
て
鼠
色
に
な
つ
た
、
い
ま
ゝ

で
に
こ
ん
な
大
き
な
、鳥
を
見
た
こ
と
も
な
い
、鳥
の
死
ん
だ
」
姿
は
「
赤

い
大
き
な
蟹
」
と
対
比
さ
れ
る
。
太
郎
は
「
お
ぢ
い
さ
ん
」
が
「
狐
」
に

だ
ま
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
心
配
す
る
。
そ
う
し
た
子
供
の
思
い
の
中

で
表
れ
た
の
が
、
死
ん
だ
鳥
の
夢
で
あ
っ
た
。
道
に
迷
っ
た
「
お
ぢ
い
さ

ん
」
を
救
っ
て
く
れ
る
「
大
き
な
鳥
」
は
、「
お
ぢ
い
さ
ん
」
の
身
代
わ



− 19 −

り
の
よ
う
に
壁
に
ぶ
ら
さ
げ
ら
れ
る
。

　

太
郎
の
夢
の
中
で
は
、「
お
ぢ
い
さ
ん
」
の
生
を
贖
う
た
め
に
、「
大
き

な
鳥
」
の
死
が
必
要
で
あ
っ
た
３
。
こ
こ
に
は
誰
か
を
生
か
す
た
め
に
他

の
も
の
が
犠
牲
に
な
る
と
い
う
発
想
が
あ
る
。
同
じ
頃
に
書
か
れ
た
「
愛

に
よ
つ
て
育
つ
」（「
文
章
倶
楽
部
」
大
正
一
一
年
三
月
）
に
お
い
て
も
、

急
性
の
肺
炎
に
か
か
っ
た
「
私
」
の
命
を
救
う
た
め
に
、
乳
母
が
冬
の
川

に
足
を
浸
し
、
足
に
蛭
が
吸
い
つ
く
の
を
半
日
も
待
っ
て
く
れ
た
話
が
語

ら
れ
る
。「
大
き
な
鳥
」
が
身
を
も
っ
て
「
お
ぢ
い
さ
ん
」
の
命
を
救
っ

た
の
は
、
太
郎
の
願
い
（
愛
）
が
夢
に
投
影
さ
れ
た
結
果
で
あ
ろ
う
。

　

夢
の
中
で
は
「
大
き
な
鳥
」
の
死
に
よ
っ
て
「
お
ぢ
い
さ
ん
」
の
生
が

保
障
さ
れ
る
が
、「
大
き
な
蟹
」
を
背
負
わ
さ
れ
る
現
実
の
中
で
は
春
に

な
っ
た
と
こ
ろ
で「
お
ぢ
い
さ
ん
」の
生
は
保
障
さ
れ
な
い
。「
大
き
な
蟹
」

は
「
お
ぢ
い
さ
ん
」
の
身
代
わ
り
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
太
郎
に
示

さ
れ
る
も
の
は
、
現
実
は
思
う
よ
う
に
い
か
な
い
と
い
う
暗
示
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
太
郎
は
子
供
ら
し
い
希
望
や
信
頼
以
上
の
価
値
、
す
な

わ
ち
生
き
る
こ
と
の
本
当
の
意
味
に
目
を
向
け
る
こ
と
に
な
る
。
夢
と
現

実
の
対
比
は
、
太
郎
の
希
望
と
失
望
の
対
比
以
上
の
も
の
と
し
て
表
さ
れ

る
。
未
明
は
夢
と
現
実
、「
大
き
な
鳥
」
と
「
大
き
な
蟹
」
と
い
う
対
比

的
手
法
を
用
い
て
、
現
実
の
不
如
意
、
不
可
知
の
生
を
表
現
し
た
。

　　
　
　
　

二
、
北
国
の
自
然

　　

小
川
未
明
の
郷
土
高
田
（
現
新
潟
県
上
越
市
）
は
、
か
つ
て
榊
原
藩

十
五
万
石
の
高
名
な
城
下
町
で
あ
っ
た
。
雪
の
深
い
自
然
の
厳
し
さ
、
封

建
的
消
費
経
済
か
ら
の
転
換
に
腐
心
し
た
町
で
あ
る
。
未
明
は
郷
土
を
繰

り
返
し
描
い
た
が
、
そ
れ
は
、
未
明
に
と
っ
て
郷
土
が
唯
一
そ
の
内
側
か

ら
偽
り
な
く
捉
え
ら
れ
る
、
熟
知
さ
れ
た
、
愛
す
べ
き
土
地
で
あ
っ
た
か

ら
で
あ
る
。

　
「
童
話
を
作
っ
て
五
十
年
」（「
文
芸
春
秋
」
昭
和
二
六
年
二
月
）
の
冒

頭
で
、
未
明
は
「
雪
の
深
い
高
田
の
、
寒
い
、
貧
し
い
士
族
屋
敷
に
私
は

生
れ
ま
し
た
。
そ
の
時
分
の
生
活
と
か
、見
た
り
聞
い
た
り
し
た
こ
と
が
、

い
つ
ま
で
も
変
ら
ぬ
私
の
思
想
に
な
つ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。」
と
語
っ

て
い
る
。
未
明
作
品
を
読
む
と
、
子
供
時
代
の
高
田
で
の
暮
ら
し
、
そ
こ

で
得
た
も
の
が
い
か
に
未
明
の
中
に
深
く
根
を
下
ろ
し
て
い
た
か
が
分
か

る
。

　

未
明
の
小
説
「
北
の
冬
」（「
新
小
説
」
明
治
四
一
年
一
〇
月
）
で
は
、

不
思
議
な
赤
い
提
灯
が
三
つ
、
村
に
入
っ
て
く
る
話
や
灰
色
が
か
っ
た
雪

の
原
野
の
向
こ
う
か
ら
光
る
鏡
を
胸
に
か
け
た
白
装
束
の
男
が
や
っ
て
く

る
話
が
語
ら
れ
る
。
黄
色
な
雲
、
灰
色
の
空
、
白
衣
の
行
者
、
波
の
音
、

そ
れ
ら
が
心
か
ら
離
れ
な
い
と
言
う
。
北
国
・
雪
国
の
自
然
は
、
幻
想
や

不
可
思
議
な
感
覚
を
未
明
に
感
じ
と
ら
せ
、創
作
に
一
つ
の
型
を
与
え
た
。

未
明
は
、
北
国
の
郷
土
が
与
え
る
感
覚
を
大
切
な
も
の
と
し
て
捉
え
、
忠

実
に
従
っ
た
作
家
で
あ
る
。

　
「
冬
か
ら
春
へ
の
北
国
と
夢
魔
的
魅
力
」（
初
出
不
明
、『
芸
術
の
暗
示

と
恐
怖
』
大
正
一
三
年
七
月
）
で
は
、「
北
国
の
自
然
は
、
単
調
の
底
に

力
強
い
魅
力
を
有
し
て
ゐ
る
。（
中
略
）も
し
、
北
方
の
文
学
に
、
南
方
の

文
学
と
異
な
つ
た
力
が
あ
り
、
特
質
が
あ
り
、
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
そ
の

自
然
が
、
人
間
に
与
へ
た
一
種
不
思
議
な
力
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

「
北
国
の
鴉
よ
り
」（「
早
稲
田
文
学
」
明
治
四
五
年
二
月
）
で
は
、「
自
分

の
最
も
親
し
い
、神
秘
の
、し
め
や
か
な
静
か
な
霧
の
か
ゝ
つ
て
ゐ
る
気
分
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の
世
界
」
を
描
き
た
い
と
述
べ
て
い
る
。「
感
覚
の
回
生
」（「
国
民
新
聞
」

明
治
四
四
年
七
月
二
二
日
）
で
は
、「
純
鮮
な
る
少
年
時
代
の
眼
に
映
じ

た
自
然
よ
り
得
来き
た

つ
た
自
己
の
感
覚
を
芸
術
の
上
に
再
現
せ
ん
と
し
て
、

努
力
す
る
の
は
、蓋
し
、
に
甚
大
の
意
義
を
有
す
る
こ
と
を
知し
る

か
ら
で
あ

る
」と
述
べ
て
い
る
。「
郷
土
と
作
家
」（「
新
潮
」
明
治
四
四
年
三
月
）
で

は
、「
北
方
の
陰
鬱
に
し
て
色
彩
の
単
調
な
る
国
土
は
、
自
づ
か
ら
そ
の

国
の
作
家
を
感
化
し
て
、
北
方
的
の
作
家
を
作
る
。
作
家
は
た
ゞ
自
分
を

生
ん
で
く
れ
た
自
然
に
対
し
て
忠
実
で
あ
れ
ば
好
い
。」
と
述
べ
て
い
る
。

「
真
白
な
、
さ
び
し
い
野
原
の
上
」
に
立
っ
て
い
る
幾
百
本
の
「
赤
い
蠟

燭
」
の
幻
を
太
郎
に
見
さ
せ
、
海
辺
に
集
ま
る
人
々
が
火
を
焚
い
て
酒
を

飲
ん
で
い
る
幻
を
「
お
ぢ
い
さ
ん
」
に
見
さ
せ
た
の
は
、「
雪
の
多
い
北
国
」

の
「
星
晴
れ
」
の
夜
で
あ
っ
た
。「
お
ぢ
い
さ
ん
」
が
「
赤
い
大
き
い
蟹
」

と
い
う
運
命
を
背
負
っ
て
帰
っ
て
き
た
よ
う
に
、
太
郎
も
そ
の
夜
の
不
思

議
な
幻
想
に
よ
っ
て
「
赤
い
蠟
燭
」
が
示
す
神
秘
を
背
負
わ
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
。
そ
こ
で
は
「
赤
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
共
通
す
る
も
の
と
し
て
登

場
す
る
。

　

北
国
を
舞
台
に
す
る
物
語
に
お
い
て
、注
目
さ
れ
る
の
が〈
海
〉で
あ
る
。

「
お
ぢ
い
さ
ん
」
が
出
か
け
て
行
っ
た
先
は
北
国
の
海
で
あ
っ
た
。
そ
の

こ
と
は
、「
お
ぢ
い
さ
ん
」
が
自
身
の
〈
運
命
〉
を
背
負
っ
て
帰
っ
て
き

た
こ
と
と
深
い
関
係
が
あ
ろ
う
。
物
語
の
場
所
が
北
国
で
な
く
、「
お
ぢ

い
さ
ん
」
の
行
き
先
が
南
国
や
都
会
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、〈
運
命
〉
を

背
負
っ
て
帰
っ
て
き
た
だ
ろ
う
か
。「
大
き
な
蟹
」
は
、「
お
ぢ
い
さ
ん
」

の
行
き
先
が
北
国
の
海
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
の
物
語
で
あ
る
。
北
国
の
海

は
、
未
明
の
小
説
「
日
本
海
」（「
太
陽
」
明
治
三
九
年
一
月
）
の
一
節
を

引
用
す
れ
ば
、「
永
劫
に
寂
寞
と
し
て
、
沈
鬱
の
面
影
を
宿
し
、
人
生
を

嘲
つ
て
ゐ
る
」
存
在
で
あ
る
。
海
は
永
遠
で
あ
り
、
沈
黙
を
表
す
象
徴
と

し
て
登
場
す
る
。

　

未
明
に
あ
っ
て
、〈
海
〉
は
、
人
間
の
意
思
を
越
え
た
大
き
な
力
、
運

命
の
存
在
を
意
識
さ
せ
る
源
泉
で
あ
っ
た
。
未
明
が
一
五
歳
前
後
に
家
族

と
と
も
に
移
り
住
ん
だ
春
日
山
神
社
の
境
内
か
ら
は
日
本
海
が
見
渡
せ

た
。
海
鳴
り
が
聞
こ
え
た
。
頸
城
平
野
を
見
下
ろ
す
こ
と
の
で
き
る
場
所

か
ら
、海
と
大
地
、
自
然
と
人
事
を
思
っ
た
。〈
雲
〉も〈
海
〉と
同
じ
く
、
未

明
は
無
常
の
象
徴
と
し
て
捉
え
た
。
し
か
し〈
雲
〉は〈
海
〉と
異
な
り
、
変

幻
自
在
に
形
を
変
え
る
と
こ
ろ
か
ら
、
未
明
の
理
想
の
姿
と
も
な
っ
た
４
。

海
は
、
形
を
変
え
る
こ
と
は
な
い
。
未
明
に
と
っ
て
海
の
あ
る
北
は
特
別

な
方
角
で
あ
っ
た
。
自
然
と
人
間
の
対
比
を
、
天
地
の
上
下
関
係
か
ら
捉

え
た
だ
け
で
な
く
、
南
北
の
位
置
関
係
か
ら
捉
え
た
こ
と
で
未
明
文
学
は

推
進
力
を
え
た
。
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
源
泉
が
北
に
あ
り
、
そ
こ
か
ら

そ
れ
が
供
給
さ
れ
続
け
ら
れ
た
こ
と
で
未
明
文
学
は
成
長
し
た
。 

　　
　
　
　

三
、
運
命
論
者
た
ら
ん

　　

衰
微
し
た
城
下
町
の
高
田
で
、
自
然
と
対
峙
し
た
未
明
は
、
自
然
の
広

大
無
辺
と
人
生
の
は
か
な
さ
を
対
比
的
に
考
え
た
。
か
つ
て
隆
盛
し
た
も

の
も
衰
え
る
。
人
の
命
も
流
れ
去
っ
て
い
く
。
未
明
に
は
自
然
へ
の
思
慕

の
思
い
と
同
時
に
、
運
命
に
支
配
さ
れ
る
人
間
の
無
力
、
時
の
流
れ
が
多

く
の
も
の
を
等
し
く
呑
み
こ
ん
で
い
く
無
常
観
が
あ
っ
た
。

　
「
大
き
な
蟹
」
は
、「
赤
い
蠟
燭
と
人
魚
」（「
東
京
朝
日
新
聞
」
大
正

一
〇
年
二
月
一
六
〜
二
〇
日
）
の
よ
う
に
不
信
と
信
頼
、
裏
切
り
と
愛
が

対
比
さ
れ
た
童
話
で
は
な
い
。
自
然
は
巡
り
つ
つ
永
遠
に
存
在
す
る
。
そ
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れ
に
対
し
て
人
間
は
有
限
の
存
在
で
あ
る
。
二
つ
は
異
な
る
軌
道
を
ま
わ

る
。
そ
れ
は
と
き
に
皮
肉
な
結
果
を
残
す
。
春
が
来
た
の
に
死
が
訪
れ
た

り
、
春
に
死
に
た
い
と
願
っ
て
も
生
き
続
け
た
り
す
る
。
未
明
は
人
間
の

運
命
の
は
か
り
が
た
さ
を
冷
徹
に
と
ら
え
て
い
た
。
人
間
の
生
を
不
可
抗

で
不
条
理
な
も
の
と
す
る
死
生
観
は
、
未
明
が
北
国
の
暗
く
侘
し
い
自
然

の
中
で
暮
ら
す
う
ち
に
育
ま
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

未
明
の
小
説
の
中
に
は
同
じ
発
想
で
書
か
れ
た
も
の
が
あ
る
。「
雪
来

る
前
」（「
新
小
説
」
明
治
四
二
年
一
〇
月
）
は
、胸
を
病
ん
で
故
郷
へ
戻
っ

て
い
た
長
二
の
、
雪
が
降
る
前
に
東
京
へ
帰
り
た
い
と
い
う
願
い
も
空
し

く
、運
命
の
前
に
命
が
失
わ
れ
る
話
で
あ
る
。「
李
の
花
」（「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」

大
正
五
年
四
月
）
は
、
李
の
花
が
咲
く
ま
で
は
生
き
て
い
ら
れ
ま
い
と
思

い
な
が
ら
、
花
が
咲
い
て
も
生
き
て
い
る
主
人
公
の
皮
肉
な
運
命
が
描
か

れ
た
物
語
で
あ
る
。「
笑
ひ
」（
初
出
不
明
、『
夜
の
街
に
て
』
大
正
三
年

一
月
、
岡
村
盛
花
堂
）
は
、
死
を
悟
っ
た
爺
さ
ん
が
、
自
分
の
運
命
の
は

か
り
が
た
さ
に
白
い
笑
い
を
浮
か
べ
る
話
で
あ
る
。

　
「
大
き
な
蟹
」
は
、
小
説
的
な
主
題
を
も
っ
た
童
話
で
あ
る
。
未
明
は
、

狐
に
化
か
さ
れ
る
と
い
っ
た
、
北
国
の
冬
の
炉
端
で
話
さ
れ
る
よ
う
な
不

思
議
な
話
を
、
蟹
の
象
徴
性
を
利
用
し
て
鮮
や
か
に
語
り
直
し
て
み
せ

た
。
太
郎
は
北
の
冬
に
と
ら
わ
れ
る
人
間
、
不
思
議
に
と
ら
わ
れ
る
人
間

と
な
っ
た
。「
赤
い
蠟
燭
」
の
光
景
を
見
た
太
郎
は
、
や
が
て
不
思
議
の

中
に
あ
る
真
実
、
人
間
の
真
実
を
伝
え
る
語
り
部
と
な
っ
て
い
く
こ
と
が

暗
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
テ
ー
マ
を
未
明
が
抱
く
に
い
た
っ
た
背

景
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　

未
明
は
郷
土
の
人
々
の
暮
ら
し
ぶ
り
を
次
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
。「
私

が
子
供
の
時
分
か
ら
、
頭
の
中
に
は
、
善
い
暮
し
を
す
る
の
も
、
悪
い
暮

し
を
す
る
の
も
、
出
世
を
す
る
の
も
、
又
一
生
不
遇
で
終
つ
て
了
ふ
の
も
、

畢
竟
そ
れ
は
そ
の
人
の
運
で
あ
つ
て
、
如
何
と
も
す
る
こ
と
の
出
来
な
い

事
だ
と
云
ふ
や
う
な
思
想
が
あ
っ
て
、
ど
れ
程
私
を
陰
鬱
に
さ
せ
た
か
し

れ
な
い
。」（「
人
間
愛
と
芸
術
と
社
会
主
義
」、「
野
依
雑
誌
」
大
正
一
一

年
二
月
）

　
「
運
命
論
者
た
ら
ん
」（「
国
民
新
聞
」
明
治
四
二
年
二
月
二
八
日
）
で

は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
横
町
で
太
い
柱
が
落
ち
て
き
て
自
転
車
に

乗
っ
た
若
者
に
あ
た
っ
た
の
を
目
撃
し
た
と
き
、「
私
」
は
運
命
論
者
に

な
っ
た
と
言
う
。
こ
の
世
の
中
は
科
学
や
推
理
だ
け
で
説
明
で
き
な
い
、

誰
に
も
覗
き
え
な
い
闇
が
あ
る
と
。
未
明
は
「
超
郷
土
の
文
芸
」（「
新
潮
」

明
治
四
二
年
四
月
）
の
中
で
、「
同
じ
宇
宙
の
中
に
住
ん
で
ゐ
る
生
あ
る

も
の
に
対
し
て
是
を
同
視
し
、
相
憐
む
の
情
、
四
海
同
胞
、
不
可
知
の
同

じ
き
運
命
の
中
に
存
在
し
て
、
必
ず
一
た
び
は
死
ん
で
し
ま
ふ
と
云
ふ
哀

感
に
至
つ
て
は
、
固
よ
り
小
な
る
国
家
と
か
、
種
族
的
愛
情
と
か
云
ふ
も

の
は
な
い
。
こ
れ
等
を
指
し
て
超
郷
土
文
芸
と
云
つ
て
も
可
い
だ
ら
う
と

思
ふ
。」
と
述
べ
て
い
る
。「
不
可
知
の
同
じ
き
運
命
の
中
に
存
在
し
て
、

必
ず
一
た
び
は
死
ん
で
し
ま
ふ
」
点
に
お
い
て
、
未
明
は
す
べ
て
の
人
間

が
同
じ
運
命
に
あ
る
と
考
え
た
。

　
「
越
後
の
冬
」（「
新
小
説
」
明
治
四
三
年
一
月
）
は
、
仕
事
に
出
た
ま

ま
帰
ら
な
い
母
を
探
し
に
行
っ
た
息
子
の
太
吉
が
、轢
死
す
る
話
で
あ
る
。

「
銀
色
の
冬
」（「
読
売
新
聞
」
大
正
四
年
一
一
月
二
一
日
）
は
、母
を
失
っ

た
子
供
が
、
父
の
無
理
解
の
中
で
、
あ
っ
け
な
く
命
を
落
と
す
話
で
あ
る
。

こ
う
し
た
人
間
の
生
死
の
は
か
り
が
た
さ
は
、
自
然
の
巡
り
と
人
の
命
が

無
関
係
で
あ
り
、
別
物
で
あ
る
と
い
う
認
識
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
も
の
で

あ
ろ
う
。「
数
種
の
感
想
」（「
読
売
新
聞
」
明
治
四
四
年
八
月
一
九
、二
〇
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日
）
の
中
で
、
未
明
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
死
よ
り
怖
し
い
も
の

は
な
い
。
生
は
、
底
の
知
れ
な
い
暗
黒
の
来
る
前
の
刹
那
の
明
る
み
で
あ

る
。
滅
び
る
身
な
ら
、
運
命
と
仇
敵
に
反
抗
し
、
最
後
ま
で
戦
っ
て
ほ
ろ

び
た
い
と
。

　

未
明
は
二
人
の
子
供
を
病
気
で
亡
く
し
て
い
る
。
大
正
三
年
に
六
歳
の

長
男
哲
文
を
、
同
七
年
に
十
一
歳
の
長
女
晴
代
を
。
子
供
の
死
は
、
不
可

抗
な
運
命
と
い
う
、
容
赦
な
い
定
め
の
裡
に
あ
る
人
間
の
存
在
を
い
っ
そ

う
深
く
未
明
に
自
覚
さ
せ
、
深
い
懊
悩
の
中
に
落
と
し
こ
ま
せ
た
。
子
供

の
死
を
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
深
い
哀
し
み
を
抱
い
た
ま
ま
、
未
明
は
数
多

く
の
小
説
を
書
き
、
自
己
の
進
む
べ
き
道
を
見
出
し
て
い
く
。
子
供
の
死

を
描
い
た
二
つ
の
小
説
を
次
に
示
す
。

　

哲
文
の
死
後
、
未
明
は
「
藪
蔭
」（「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
大
正
四
年
七
月
）

と
い
う
小
説
を
書
い
て
い
る
。「
藪
蔭
」
は
次
の
よ
う
な
話
で
あ
る
。
彼

は
数
年
ぶ
り
で
故
郷
へ
帰
る
。
死
ん
だ
子
供
の
骨
を
抱
え
て
。
人
間
の
生

死
程
、
異
常
な
、
恐
る
べ
き
出
来
事
は
な
い
。
多
く
の
人
は
、
逃
れ
る
こ

と
の
で
き
な
い
運
命
を
考
え
て
い
な
い
。
故
郷
に
帰
る
と
、
町
の
姿
は
変

わ
っ
て
い
た
。
彼
は
藪
蔭
の
細
道
を
歩
き
な
が
ら
、
真
実
の
生
活
と
は
ど

ん
な
も
の
か
と
思
い
煩
っ
た
。

　

晴
代
の
死
後
、
未
明
は
「
悩
ま
し
き
外
景
」（「
読
売
新
聞
」
大
正
八
年

一
月
七
日
〜
一
月
二
八
日
）
と
い
う
小
説
を
書
い
て
い
る
。「
悩
ま
し
き

外
景
」
は
次
の
よ
う
な
話
で
あ
る
。
子
供
を
亡
く
し
た
孝
吉
に
悪
魔
が
囁

く
。「
こ
の
世
の
中
に
命
さ
え
投
げ
出
す
気
持
ち
だ
っ
た
ら
、
恐
ろ
し
い

も
の
は
何
も
な
い
。
主
義
と
名
が
つ
け
ば
、
そ
れ
は
立
派
な
も
の
さ
」。

孝
吉
の
仕
事
の
た
め
に
、
二
人
の
子
供
が
犠
牲
に
な
っ
た
。
彼
等
が
成
長

し
た
暁
の
価
値
は
、彼
の
仕
事
の
価
値
よ
り
大
き
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。

し
か
し
今
は
ど
う
し
よ
う
も
な
い
。
こ
の
犠
牲
の
上
に
立
っ
て
、
力
の
限

り
を
尽
く
し
、
仕
事
を
意
義
あ
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
死
の

後
に
く
る
平
和
な
未
知
の
世
界
、こ
の
幽
か
な
光
を
頼
り
と
し
な
け
れ
ば
、

生
き
て
い
け
な
い
５
。

　

二
人
の
子
供
を
亡
く
し
た
後
、
未
明
は
「
死
の
凝
視
に
よ
つ
て
私
の
生

は
跳
躍
す
」（「
中
央
公
論
」
大
正
一
一
年
一
一
月
）
の
中
で
、
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。
人
間
は
生
ま
れ
る
と
同
時
に
、
死
の
宣
告
を
受
け
て
い

る
。
子
供
の
死
を
見
つ
め
た
時
か
ら
、
死
を
今
ま
で
の
よ
う
に
恐
れ
な
く

な
っ
た
。
厭
世
思
想
か
ら
遠
ざ
か
っ
た
。
今
ま
で
忘
れ
て
い
た
生
を
考
え

る
よ
う
に
な
っ
た
。
自
分
の
生
が
ど
ん
な
に
短
い
も
の
で
あ
っ
て
も
、
本

当
に
、
真
実
の
生
活
を
こ
の
地
上
で
営
み
た
い
。
本
当
の
人
間
の
生
活
を

打
ち
た
て
る
た
め
に
働
い
た
と
い
う
満
足
を
抱
い
て
、生
を
閉
じ
た
い
と
。

「
数
種
の
感
想
」
で
述
べ
た
思
い
が
、
二
人
の
子
供
の
死
に
よ
っ
て
、
後

に
残
さ
れ
た
命
あ
る
者
の
使
命
と
し
て
、
本
当
の
人
間
の
生
活
を
打
ち
立

て
る
た
め
に
働
こ
う
と
い
う
強
固
な
決
意
を
未
明
に
固
め
さ
せ
た
こ
と
が

理
解
さ
れ
る
。

　
「
草
木
の
暗
示
か
ら
」（「
時
事
新
報
」
大
正
一
〇
年
四
月
二
七
、二
八
日
）

で
は
、木
々
が
春
に
な
っ
て
若
芽
を
ふ
く
の
は
太
古
か
ら
の
現
象
で
あ
る
。

人
が
そ
れ
を
見
て
生
の
喜
び
を
感
じ
る
心
持
ち
も
、
幾
百
年
経
っ
て
も
変

わ
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
理
屈
は
な
い
。
だ
が
人
は
、
意
味
深
い
自

然
の
意
味
を
全
部
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
言
う
。
そ
の
自
然
の
意

味
と
は
、
人
間
の
生
の
喜
び
が
束
の
間
で
あ
る
こ
と
を
自
然
が
人
間
に
教

え
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。「
新
緑
を
称
ふ
」（「
家
庭
」昭
和
一
〇
年
五
月
）

で
は
、
新
緑
を
見
て
生
命
の
発
露
を
感
じ
た
時
代
か
ら
、
い
つ
し
か
「
私
」

の
目
は
、
新
緑
に
さ
え
悲
し
み
を
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
言
う
。
自
然
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の
普
遍
性
は
、
反
対
に
人
間
の
命
の
は
か
な
さ
を
教
え
る
も
の
と
し
て
捉

え
ら
れ
て
い
る
。

　
「
秋
深
し
」（「
京
都
大
学
新
聞
」
昭
和
七
年
一
一
月
五
日
）
で
は
、
力

の
い
っ
ぱ
い
を
成
し
遂
げ
て
、
も
し
く
は
天
命
を
全
う
し
て
、
や
が
て
は

す
べ
て
の
も
の
の
上
に
く
る
運
命
の
前
に
ひ
ざ
ま
ず
く
と
き
、
そ
の
自
然

の
死
に
喜
び
こ
そ
あ
れ
決
し
て
悲
し
む
こ
と
は
な
い
と
言
う
。
草
木
に
限

ら
ず
、
生
あ
る
も
の
は
、
そ
の
生
を
消
尽
し
た
暁
に
は
、
死
す
べ
き
運
命

を
担
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
休
息
は
あ
る
が
、
悲
哀
は
な
い
。
自
然
を
見
る

と
、
そ
れ
が
分
か
る
。
人
間
も
自
然
で
あ
り
、
生
き
る
こ
と
に
悲
哀
は
な

い
と
捉
え
る
に
い
た
る
。

　　
　
　
　

四
、「
大
き
な
蟹
」
の
意
義

　　
「
赤
い
蠟
燭
と
人
魚
」
に
お
い
て
「
赤
い
蠟
燭
」
は
、
不
吉
な
も
の
の

象
徴
と
し
て
登
場
す
る
。
人
間
を
信
頼
し
た
人
魚
の
母
が
赤
子
を
人
間
界

に
託
す
が
、
蠟
燭
屋
の
老
夫
婦
は
い
と
も
簡
単
に
人
魚
を
裏
切
る
。
人
魚

が
連
れ
去
ら
れ
た
後
に
残
さ
れ
た
の
が
「
赤
い
蠟
燭
」
で
あ
っ
た
。
そ
れ

が
灯
っ
た
晩
は
、
必
ず
海
が
荒
れ
、
船
が
遭
難
し
た
。
で
は
「
大
き
な
蟹
」

の
太
郎
が
見
た
「
赤
い
蠟
燭
」
は
ど
う
で
あ
ろ
う
。
人
間
に
与
え
ら
れ
た

不
可
抗
な
運
命
を
暗
示
さ
れ
る
こ
と
は
不
吉
な
こ
と
か
。
終
わ
り
が
あ
る

か
ら
こ
そ
、意
義
あ
る
人
生
を
送
り
た
い
と
人
は
思
う
。読
者
が
同
じ
メ
ッ

セ
ー
ジ
を
受
け
取
る
な
ら
、「
大
き
な
蟹
」
の
「
赤
い
蠟
燭
」
は
不
吉
で

は
あ
る
ま
い
。
同
じ
「
赤
い
蠟
燭
」
で
あ
る
が
、
両
作
で
は
異
な
る
意
味

で
用
い
ら
れ
る
。
子
供
の
死
を
経
験
し
た
未
明
は
、
愛
を
裏
切
る
も
の
へ

の
怒
り
の
象
徴
と
し
て
「
赤
い
蠟
燭
」
を
描
く
と
と
も
に
、
真
実
の
生
活

を
打
ち
立
て
る
た
め
の
自
覚
を
促
す
も
の
の
象
徴
と
し
て
「
赤
い
蠟
燭
」

を
捉
え
た
。

　
「
大
き
な
蟹
」
は
、
太
郎
の
〈
信
頼
〉
の
話
か
ら
太
郎
の
〈
不
思
議
〉

な
体
験
の
話
へ
と
ス
ラ
イ
ド
し
て
い
く
。
本
作
が
求
め
る
の
は
、
そ
の
体

験
に
暗
示
さ
れ
た
死
生
観
に
対
す
る
読
者
自
身
の
批
評
で
あ
ろ
う
。
春
に

な
っ
た
ら
病
気
が
治
る
と
い
っ
た
人
生
の
現
実
は
確
か
に
な
い
。
厳
粛
な

生
、
運
命
に
操
ら
れ
た
生
の
在
り
様
を
考
え
て
み
る
と
き
、
目
に
見
え
な

い
「
大
き
な
蟹
」
を
読
者
自
身
も
背
負
っ
て
い
る
こ
と
を
想
起
さ
せ
る
。

運
命
の
手
に
委
ね
ら
れ
た
人
間
の
命
の
在
り
様
を
考
え
て
み
る
と
き
、
現

代
社
会
に
起
こ
る
悲
劇
の
あ
る
も
の
が
「
大
き
な
蟹
」
と
連
動
し
て
い
る

こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。

　
「
大
き
な
蟹
」
は
童
話
と
し
て
適
当
な
の
か
。
不
可
抗
な
運
命
と
い
っ

た
主
題
を
子
供
に
与
え
る
の
は
よ
い
こ
と
な
の
か
。
こ
の
問
い
に
対
す
る

批
評
も
、
本
作
の
読
者
は
求
め
ら
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
子
供
に
与

え
る
べ
き
価
値
と
し
て
不
可
抗
な
運
命
と
い
う
テ
ー
マ
を
未
明
が
示
し
た

こ
と
の
背
景
に
は
、
次
の
よ
う
な
未
明
の
考
え
が
あ
っ
た
。「
序
」（『
小

さ
な
草
と
太
陽
』
大
正
一
一
年
九
月
、
赤
い
鳥
社
）
の
中
で
未
明
は
、
童

話
は
虚
無
の
自
然
と
生
死
す
る
人
生
と
を
関
連
さ
せ
る
不
思
議
な
鍵
で
あ

る
と
述
べ
て
い
る
。「
芸
術
の
暗
示
と
恐
怖
」（
初
出
不
明
、『
芸
術
の
暗

示
と
恐
怖
』
大
正
一
三
年
七
月
、
春
秋
社
）
の
中
で
は
、
真
の
芸
術
的
童

話
は
、
何
び
と
に
も
、
深
い
暗
示
と
感
興
と
を
与
え
る
。
芸
術
に
含
ま
れ

る
童
話
的
価
値
は
、
人
間
の
無
反
省
と
、
心
の
荒
廃
と
か
ら
蘇
ら
せ
る
こ

と
に
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
魂
を
し
め
つ
け
る
死
が
童
話
に
必
要
だ
と

述
べ
て
い
る
。「
死
に
生
れ
る
芸
術
」（
初
出
不
明
、『
生
活
の
火
』
大
正

一
一
年
七
月
、
精
華
書
院
）
で
は
、
ト
ル
ス
ト
イ
の
よ
う
に
、
よ
い
芸
術
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に
は
生
と
死
の
二
つ
の
世
界
が
表
わ
さ
れ
る
と
述
べ
て
い
る
。
未
明
は
、

子
供
の
も
つ
直
観
力
が
、
こ
れ
ま
で
童
話
が
敬
遠
し
て
き
た
厳
し
い
生
死

の
問
題
を
十
分
受
け
と
め
、
消
化
し
う
る
と
考
え
た
。

　
「
大
き
な
蟹
」
と
同
時
に
発
表
さ
れ
た
童
話
「
小
鳥
の
死
」
と
関
連
づ

け
て
、
こ
の
問
題
を
考
え
て
み
た
い
。「
小
鳥
の
死
」
は
「
大
き
な
蟹
」

と
関
連
す
る
作
品
で
あ
る
。
二
郎
に
な
つ
い
た
野
鳥
が
、友
達
に
捕
ま
り
、

籠
に
入
れ
ら
れ
る
。
だ
が
二
郎
が
籠
に
近
づ
い
て
も
、
鳥
は
怯
え
た
よ
う

に
騒
ぎ
出
す
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
二
郎
は
そ
れ
で
も
鳥
を
可
哀
そ
う
に
思

い
、
大
切
な
ハ
ー
モ
ニ
カ
と
鳥
を
友
達
に
交
換
し
て
も
ら
う
が
、
鳥
は
日

に
日
に
弱
っ
て
い
く
。
二
郎
は
鳥
を
野
に
放
し
て
や
ろ
う
と
す
る
が
、
籠

か
ら
出
た
鳥
は
雪
の
上
で
凍
え
て
死
ん
で
し
ま
う
。
二
郎
の
思
い
は
小
鳥

に
伝
わ
ら
な
い
。
思
う
に
任
せ
な
い
現
実
、
悲
し
い
現
実
が
「
大
き
な

蟹
」
同
様
、「
小
鳥
の
死
」
に
お
い
て
も
描
か
れ
る
。
し
か
し
「
小
鳥
の

死
」
が
「
大
き
な
蟹
」
と
異
な
る
の
は
結
末
で
あ
る
。「
大
き
な
蟹
」
で

は
春
に
な
っ
て
「
不
思
議
な
、
気
味
の
わ
る
い
景
色
」
を
思
い
出
す
と
こ

ろ
で
終
わ
る
が
、「
小
鳥
の
死
」
で
は
ハ
ー
モ
ニ
カ
の
音
が
聞
こ
え
、「
春

の
空
の
色
が
、
遥
か
地
平
線
の
彼
方
に
微
笑
」
む
と
こ
ろ
で
終
わ
る
。
こ

う
し
た
作
品
相
互
の
照
応
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。
春
に
な
っ
て
も
悲
し

み
は
来
る
。
悲
し
み
の
後
に
も
春
は
来
る
と
い
う
バ
ラ
ン
ス
の
と
り
方

に
、
未
明
の
文
学
者
と
し
て
の
才
能
や
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
読
み
取
る
こ
と
が

で
き
る
。
希
望
は
失
望
を
も
た
ら
す
こ
と
が
あ
る
が
、
失
望
は
新
た
な
希

望
を
生
み
出
す
。「
人
生
を
知
ら
ず
に
過
ぎ
る
６
」こ
と
を
懼
れ
た
未
明
は
、

憧
れ
夢
み
る
だ
け
で
終
わ
ら
な
い
人
生
、
夢
が
失
わ
れ
た
だ
け
で
終
わ
ら

な
い
人
生
を
描
い
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
世
界
で
起
き
て
い
る
紛
争
や
飢
餓
、
病
気
に
つ
い
て
、
ど

の
よ
う
に
対
処
し
て
い
く
べ
き
か
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
る
契
機
も
「
大
き

な
蟹
」
は
潜
め
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、「
大
き
な
蟹
」
を
、
忘
れ
て
は

な
ら
な
い
人
間
の
定
め
と
し
て
背
負
い
続
け
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
局
面

と
、「
そ
れ
は
運
命
で
は
な
い
」
と
拒
否
し
、
社
会
を
改
め
て
い
く
こ
と

が
求
め
ら
れ
る
局
面
の
二
つ
を
持
つ
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

郷
土
の
自
然
に
対
す
る
思
慕
、貧
富
の
差
に
対
し
て
抱
い
た
運
命
の
力
、

無
常
観
か
ら
く
る
憂
鬱
感
、
故
郷
の
変
容
、
資
本
主
義
（
金
の
論
理
）
の

浸
透
に
よ
る
人
心
の
荒
廃
に
対
し
、未
明
に
解
決
の
糸
口
を
与
え
た
の
が
、

社
会
主
義
で
あ
っ
た
。「
真
実
に
真
理
の
進
行
と
と
も
に
、
人
間
愛
を
感

ず
る
も
の
で
あ
っ
た
な
ら
、
今
日
の
社
会
に
お
い
て
社
会
主
義
者
た
ら
ざ

る
を
得
な
い
」（
前
掲
「
人
間
愛
と
芸
術
と
社
会
主
義
」）
と
述
べ
て
い
る

よ
う
に
、
社
会
科
学
の
方
法
に
よ
っ
て
、
資
本
主
義
の
悪
弊
に
よ
る
人
間

生
活
の
行
き
詰
ま
り
は
解
消
さ
れ
る
と
考
え
た
。

　

大
正
期
後
半
、未
明
は
日
本
の
社
会
機
構
を
実
際
に
革
め
よ
う
と
し
た
。

「
大
き
な
蟹
」
を
発
表
し
た
大
正
一
一
年
に
は
、
未
明
は
す
で
に
社
会
主

義
の
考
え
方
を
強
く
押
し
出
し
た
小
説
や
感
想
類
を
数
多
く
書
い
て
い

る
７
。
そ
の
一
方
、
未
明
が
童
話
の
代
表
作
を
多
数
発
表
し
た
の
も
こ
の

年
で
あ
る
８
。「
大
き
な
蟹
」
は
人
間
の
生
死
の
厳
粛
性
を
描
い
た
童
話

で
あ
る
が
、
社
会
主
義
的
な
認
識
は
表
出
さ
れ
て
い
な
い
。
大
正
一
一
年

七
月
「
赤
い
鳥
」
に
発
表
さ
れ
た
「
月
夜
と
眼
鏡
」
は
、
社
会
主
義
的
な

未
明
の
小
説
か
ら
最
も
離
れ
た
童
話
と
い
え
よ
う
。「
赤
い
蠟
燭
と
人
魚
」

は
、「
大
き
な
蟹
」
や
「
月
夜
と
眼
鏡
」
と
比
べ
る
な
ら
、
人
間
の
心
が

金
の
世
の
中
で
醜
く
歪
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
意
味
で
社

会
主
義
的
な
視
点
を
含
ん
だ
童
話
と
い
え
よ
う
。

　

郷
土
を
描
い
た
未
明
の
文
学
は
、
運
命
や
無
常
に
支
配
さ
れ
る
人
間
の



− 25 −

あ
り
よ
う
と
モ
ノ
ク
ロ
世
界
を
背
景
と
し
た
郷
土
色
を
両
立
さ
せ
た
稀
有

の
文
芸
で
あ
っ
た
。
未
明
は
自
然
主
義
文
学
以
上
に
悲
惨
な
現
実
を
描
く

一
方
、運
命
や
無
常
の
世
界
か
ら
人
を
飛
翔
さ
せ
る
理
想
世
界
を
描
い
た
。

最
初
、
そ
の
理
想
世
界
は
紅
雲
郷
の
架
空
世
界
と
し
て
描
か
れ
た
が
、
後

に
は
社
会
主
義
の
実
現
に
よ
る
現
実
世
界
の
問
題
と
し
て
具
体
的
に
描
か

れ
た
。
多
く
の
人
が
目
を
向
け
た
が
ら
な
い
暗
い
現
実
に
目
を
向
け
た
の

が
未
明
で
あ
っ
た
。
暗
さ
に
親
し
む
こ
と
、
暗
さ
に
な
じ
む
こ
と
を
説
く

一
方
、
暗
さ
の
中
に
光
を
灯
す
こ
と
、
暗
さ
を
明
る
い
世
界
に
改
め
て
い

く
こ
と
を
求
め
た
作
家
で
あ
る
。

　

最
後
に
「
大
き
な
蟹
」
の
背
後
に
あ
っ
た
文
学
史
的
な
コ
ー
ド
を
志
賀

直
哉
の
文
学
と
の
関
わ
り
か
ら
探
っ
て
お
き
た
い
。
志
賀
直
哉
は
明
治

一
六
年
生
ま
れ
で
、
明
治
一
五
年
生
ま
れ
の
未
明
と
同
世
代
で
あ
る
。
志

賀
直
哉
は
大
正
二
年
八
月
一
五
日
に
電
車
事
故
に
遭
っ
て
い
る
。
そ
の
後あ
と

養
生
に
城
崎
温
泉
へ
出
か
け
た
の
が
一
〇
月
で
、
こ
の
時
の
体
験
が
基
に

な
っ
て
「
城
の
崎
に
て
」
は
生
ま
れ
た
。
大
正
三
年
、「
城
の
崎
に
て
」

の
草
稿
に
あ
た
る
「
い
の
ち
」
を
執
筆
し
て
い
る
。
大
正
五
年
六
月
に
長

女
慧
子
が
夭
逝
し
た
。
志
賀
直
哉
は
大
正
六
年
四
月
に
「
城
の
崎
に
て
」

を
執
筆
し
、
五
月
に
「
白
樺
」
へ
発
表
し
た
。

　

大
正
六
年
五
月
、芥
川
龍
之
介
が
初
の
短
編
集『
羅
生
門
』を
刊
行
す
る
。

芥
川
は
新
現
実
主
義
の
作
家
で
あ
る
が
、
心
理
の
鮮
や
か
な
捉
え
返
し
を

根
本
に
し
た
新
現
実
主
義
の
流
れ
に
対
し
、
志
賀
直
哉
は
反
発
し
た
の
で

は
な
い
か
９
。
大
正
三
年
に
第
一
次
世
界
大
戦
が
起
こ
っ
て
い
る
。
大
正

七
年
に
は
ド
イ
ツ
の
降
伏
で
同
盟
国
側
が
敗
北
し
た
。「
城
の
崎
に
て
」は
、

「
生
き
て
居
る
事
と
死
ん
で
了
つ
て
居
る
事
と
、
そ
れ
は
両
極
で
は
な
か

つ
た
」
と
す
る
城
の
崎
温
泉
で
の
気
づ
き
が
重
い
意
味
を
持
っ
た
小
説
で

あ
る
。
肉
体
的
に
は
「
脊
椎
カ
リ
エ
ス
」
に
な
ら
な
か
っ
た
が
、
精
神
的

に
は
死
と
生
が
両
極
で
は
な
い
こ
と
を
知
っ
て
大
き
な
痛
手
を
負
っ
た
。

イ
モ
リ
を
「
私
」
は
「
偶
然
」
殺
し
て
し
ま
っ
た
。
生
き
物
の
生
死
に
は
、

人
智
を
超
え
た
力
が
働
い
て
い
る
。「
私
」
は
今
生
き
て
い
る
が
、
イ
モ

リ
同
様
、
そ
の
生
は
危
い
も
の
で
、
死
は
自
分
の
意
思
と
は
関
係
な
く
、

別
の
方
角
か
ら
突
然
や
っ
て
く
る
。

　

芥
川
龍
之
介
の
「
羅
生
門
」（「
帝
国
文
学
」
大
正
四
年
一
一
月
）
と
「
城

の
崎
に
て
」を
比
較
し
て
み
よ
う
。
善
と
悪
は
両
極
で
は
な
い
と
す
る「
羅

生
門
」
と
、
生
と
死
は
両
極
で
は
な
い
と
す
る
「
城
の
崎
に
て
」
の
違
い

は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。運
命
が
最
後
に
人
間
の
意
思
を
凌
駕
す
る
の
が「
城

の
崎
に
て
」
で
あ
る
。「
羅
生
門
」
は
状
況
の
な
か
で
人
間
の
善
悪
が
塗

り
か
え
ら
れ
て
い
く
。
草
稿
「
い
の
ち
」
で
は
、
志
賀
直
哉
は
、
自
分
が

助
か
っ
た
の
は
生
に
対
す
る
強
い
執
着
が
自
分
に
あ
っ
た
か
ら
だ
と
書
い

た
が
、「
城
の
崎
に
て
」
で
は
そ
れ
が
天
の
差
配
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

現
実
を
巧
み
に
捉
え
返
す
芥
川
ら
の
台
頭
の
中
で
、
志
賀
直
哉
も
小
川
未

明
も
、と
も
に
運
命
が
人
間
の
生
死
を
決
定
し
、人
間
の
思
い
を
挫
く
生
の

は
か
な
さ
を
描
い
た
。
時
代
は
個
の
思
い
な
ど
簡
単
に
の
み
込
ん
で
し
ま

う
大
き
な
う
ね
り
の
中
に
あ
っ
た
。
そ
の
重
い
現
実
の
中
で
い
か
に
生
き

て
い
く
の
か
、そ
れ
が
志
賀
直
哉
や
小
川
未
明
の
文
学
的
課
題
と
な
っ
た
。

　
付
記　

本
稿
で
は
『
未
明
童
話
集
２
』
所
収
の
テ
ク
ス
ト
を
使
用
し
た
。
初

出
誌
及
び
『
紅
雀
』『
未
明
選
集
２
』
は
同
一
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
が
、
そ

の
後
『
未
明
童
話
集
２
』
刊
行
時
に
未
明
の
手
が
加
え
ら
れ
た
。『
未
明

童
話
集
２
』
は
『
定
本
小
川
未
明
童
話
全
集
』
収
録
テ
ク
ス
ト
の
底
本

と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。



− 26 −

注１　

初
出
誌
に
は
未
明
童
話
「
小
鳥
の
死
」
が
併
載
さ
れ
て
い
る
。

２　
『
未
明
選
集
２
』
本
文
で
は
「
い
つ
か
雪
の
夜
に
、
赤
い
蠟
燭
の
点

つ
て
ゐ
た
、
不
思
議
な
、
怖
し
い
晩
の
景
色
」
と
な
っ
て
い
る
。

３　

未
明
の
小
説
「
海
鳥
の
羽
」（「
読
売
新
聞
」
明
治
四
〇
年
八
月
四
日
）

に
、
図
工
で
使
う
鳥
の
羽
を
貰
い
受
け
る
た
め
に
、
あ
る
家
へ
行
っ
た

と
こ
ろ
、
壁
に
海
鳥
が
ぶ
ら
下
が
っ
て
い
た
と
い
う
一
節
が
あ
る
。
未

明
自
身
の
体
験
を
ふ
ま
え
た
モ
チ
ー
フ
と
も
推
測
さ
れ
る
。

４　

郷
里
・
春
日
山
神
社
境
内
の
詩
碑（
昭
和
三
一
年
一
一
月
建
立
）に「
雲

の
如
く　

高
く
／
く
も
の
ご
と
く　

か
が
や
き
／
雲
の
ご
と
く　

と
ら

わ
れ
ず
」
と
あ
る
。

５　

二
人
の
子
供
の
死
の
間
に
、「
理
想
主
義
の
作
品
」（「
時
事
新
報
」

大
正
六
年
七
月
一
四
日
）
と
い
う
文
章
を
発
表
し
て
い
る
。
そ
の
中
で

未
明
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
星
の
光
を
見
て
い
る
と
、
人
生
の

は
か
な
さ
が
思
わ
れ
る
。
人
の
死
を
見
送
り
、
自
分
も
死
を
迎
え
る
。

そ
の
こ
と
を
思
う
と
怖
ろ
し
い
。
生
ま
れ
て
こ
な
け
れ
ば
よ
か
っ
た
と

思
う
。「
私
」
は
運
命
を
呪
う
よ
り
も
怖
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
正
義
の

観
念
を
覚
醒
さ
せ
る
。
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
の
芸
術
は
、
こ
の
真
実
の
上

に
あ
る
。「
運
命
に
対
す
る
無
終
の
戦
闘
」
を
行
う
芸
術
に
よ
っ
て
、

は
じ
め
て
人
は
癒
や
さ
れ
る
。 

６　
「
少
年
主
人
公
の
文
学
」（「
文
章
世
界
」
明
治
四
四
年
四
月
）

７　
「
政
党
と
民
衆
」「
戦
の
前
に
」「
何
故
に
此
の
不
安
を
感
ず
る
か
」「
無

産
階
級
者
」「
空
中
の
芸
当
」「
砂
糖
よ
り
甘
い
煙
草
」「
広
告
の
行
燈
」

（
以
上
、大
正
九
年
）、「
感
想
一
二
」「
老
旗
振
り
」「
芸
術
の
蘇
生
時
代
」

「
旧
文
化
の
擁
護
か
」「
崩
れ
か
か
る
街
」「
虚
を
狙
ふ
」「
時
々
感
じ
た

こ
と
」「
文
壇
破
壊
と
は
何
ぞ
」（
以
上
、
大
正
一
〇
年
）、「
芸
術
は
革

命
的
精
神
に
醗
酵
す
」「
近
き
文
壇
の
将
来
」「
人
間
愛
と
芸
術
、
社
会

主
義
」「
夜
の
群
」「
過
激
主
義
と
現
代
人
」「
人
と
作
品
の
精
神
」「
詩

の
精
神
は
移
動
す
」「
あ
る
人
に
与
ふ
」「
闘
争
を
離
れ
て
正
義
な
し
」「
地

底
へ
歩
る
く
」「
プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
の
正
義
、芸
術
」「
否
定
か
肯
定
か
」「
血

の
車
輪
」「
彼
等
の
行
く
方
へ
」（
以
上
、
大
正
一
一
年
）
等
を
発
表
し

て
い
る
。

８　
「
黒
い
人
と
赤
い
橇
」「
雪
の
上
の
お
爺
さ
ん
」「
天
下
一
品
」「
春
に

な
る
前
夜
」「
も
の
ぐ
さ
な
狐
」「
花
と
少
年
」「
山
の
上
の
木
と
雲
の
話
」

「
大
き
な
蟹
」「
お
姫
様
と
乞
食
の
女
」「
女
の
魚
売
」「
小
鳥
の
死
」「
椿

の
下
の
菫
」「
跛
の
お
馬
」「
蝶
と
怒
濤
」「
公
園
の
花
と
毒
蛾
」「
月
夜

と
眼
鏡
」「
ラ
ン
プ
と
花
び
ら
」「
泣
き
ん
坊
の
話
」「
赤
い
魚
と
子
供
」「
赤

い
姫
と
黒
い
皇
子
」「
二
郎
の
玩
具
」「
少
年
と
音
楽
家
」「
三
匹
の
蟻
」「
自

分
の
作
つ
た
笛
」「
幾
年
も
経
つ
た
後
」「
幸
福
の
鋏
」
等
を
大
正
一
一

年
に
発
表
し
て
い
る
。

９　

大
正
三
年
一
〇
月
一
三
日
執
筆
と
推
測
さ
れ
る
「
未
定
稿
一
四
一
」

（『
志
賀
直
哉
全
集
』第
九
巻
、岩
波
書
店
）に
は
次
の
一
節
が
あ
る
。「
運

命
の
力
を
根
本
に
し
て
動
く
小
説
を
書
き
た
い
。
心
理
を
根
本
に
し
た

も
の
は
気
持
の
悪
い
裕
通
が
利
き
さ
う
で
不
愉
快
だ
、
運
命
な
ら
ば
ど

う
に
も
な
ら
な
い
、
ど
う
に
も
な
ら
な
い
物
の
動
い
て
行
く
所
に
筋
の

発
展
を
置
い
て
そ
れ
に
心
理
を
つ
け
て
い
く
や
う
な
も
の
で
な
け
れ
ば

永
久
的
な
作
物
に
は
な
れ
な
い
、
心
理
は—

特
に
病
的
な
心
理
で
発

展
す
る
筋
は
普
遍
性
が
な
い
。」
ま
た
志
賀
直
哉
は
「
濠
端
の
住
ま
ひ
」

（｢
白
樺｣

大
正
六
年
五
月
）
の
中
で
「
不
可
抗
の
運
命
」
と
い
う
言
葉

を
使
っ
て
い
る
。

（
本
学
教
員　

日
本
近
代
文
学
専
攻
）


