
小
川
未
明
「
赤
い
蝋
燭
と
人
魚
」
論

1
母
人
魚
の
恨
み
と
い
う
枠
組
み
を
こ
え
て
ー

星

野

絢

子

は
じ
め
に

　
小
川
未
明
の
童
話
「
赤
い
蝋
燭
と
人
魚
」
は
、
大
正
一
〇
年
二
月
十
六

日
か
ら
二
〇
日
に
か
け
て
、
「
東
京
朝
日
新
聞
」
に
発
表
さ
れ
た
。
大
正

一
〇
年
六
月
に
、
童
話
集
『
赤
い
蝋
燭
と
人
魚
』
（
天
佑
社
）
に
収
録
さ

れ
た

の
が
初
収
と
な
る
。

　
今
日
ま
で
多
く
の
研
究
が
な
さ
れ
て
き
た
「
赤
い
蝋
燭
と
人
魚
」
で
あ

る
が
、
な
か
で
も
作
品
の
末
尾
に
関
す
る
解
釈
は
、
作
品
の
理
解
に
大
き

く
影
響
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
、
こ
れ
ま
で
の
結
末
部
分
を

巡

る
評
価
、
解
釈
に
つ
い
て
ま
と
め
て
お
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ば
　

　
古
田
足
日
氏
は
「
近
代
童
話
の
崩
壊
」
の
中
で
、

　
　
　
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
作
品
は
一
個
の
象
徴
で
あ
る
。
象
徴
さ

　
　
れ

た
も
の
は
、
幸
福
を
願
い
な
が
ら
願
い
は
か
な
え
ら
れ
な
か
っ
た

　
　
と
い
う
こ
と
と
、
そ
れ
に
対
す
る
怒
り
と
ふ
た
つ
の
も
の
の
融
合
で

　
　
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
人
魚
と
そ
の
娘
を
め
ぐ
る
人
々
の
動
き
に
は
、

　
　
か

な
え
ら
れ
な
い
願
い
が
象
徴
さ
れ
、
あ
ら
し
は
未
明
の
怒
り
を
象

　
　
徴
す
る
。

と
述
べ
、
結
末
部
分
に
は
人
間
に
対
す
る
作
者
未
明
の
怒
り
が
あ
る
と
し

た
。
ま
た
、
〈
あ
ら
し
に
は
自
己
慰
安
の
影
が
あ
る
〉
と
も
述
べ
、
裏
切

り
に
あ
っ
た
人
魚
を
か
わ
い
そ
う
に
思
っ
た
未
明
が
、
人
間
に
懲
罰
を
与

え
る
こ
と
に
よ
っ
て
溜
飲
を
下
げ
た
と
主
張
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
2

　
山
室
静
は
「
小
川
未
明
と
ア
ン
デ
ル
セ
ン
」
に
お
い
て
、
「
赤
い
蝋
燭

と
人
魚
」
と
ア
ン
デ
ル
セ
ン
の
「
人
魚
姫
」
と
を
比
較
し
な
が
ら
次
の
よ

う
に
述
べ
る
。

　
　
一
方
未
明
の
こ
の
作
の
場
合
で
は
、
人
魚
の
あ
こ
が
れ
は
は
っ
き
り

　
　
し
た
方
向
も
も
た
ず
、
昇
華
の
道
も
示
さ
れ
ず
に
、
人
間
の
愚
劣
卑

　
　
小

さ
に
突
き
あ
た
っ
て
悲
惨
な
結
末
を
と
る
だ
け
で
あ
り
、
結
局
人

　
　
魚
は
人
間
を
恨
ん
で
復
讐
に
出
て
、
自
分
を
も
人
間
を
も
破
滅
さ
せ

　
　
る
し
か
な
い
。

　
結
末
に
つ
い
て
山
室
静
は
、
古
田
氏
の
主
張
し
た
未
明
の
怒
り
で
は
な

く
、
人
魚
の
恨
み
に
よ
る
復
讐
と
説
い
た
。
結
末
部
に
関
し
て
は
、
関
口

安
義
氏
な
ど
も
同
じ
よ
う
に
、
人
魚
が
人
間
を
恨
み
復
讐
に
出
て
、
町
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
　

滅
ぼ
し
た
と
す
る
解
釈
を
し
て
い
る
。
こ
の
解
釈
を
踏
襲
し
な
が
ら
、
議

論
は
重
ね
ら
れ
少
し
ず
つ
広
が
り
を
見
せ
て
く
る
。

　
畠
山
兆
子
氏
は
「
小
川
未
明
「
赤
い
蝋
燭
と
人
魚
」
の
研
究
ー
「
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
4

憤
」
系
列
作
品
に
お
け
る
位
置
1
」
の
中
で
、
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母
親
人
魚

は
、
「
怒
り
」
を
象
徴
す
る
赤
い
蝋
燭
を
お
宮
に
灯
す

　
　

こ
と
に
よ
っ
て
、
お
宮
の
「
崇
り
」
と
い
う
間
接
的
な
形
で
、
人
間

　
　
へ
の

報
復
を
行
う
。
こ
の
結
末
部
分
は
（
中
略
）
人
間
の
力
を
越
え

　
　
た
不
気
味
な
も
の
を
含
ん
で
い
る
⇔

と
述
べ
、
人
間
を
超
え
た
存
在
で
あ
る
お
宮
の
神
さ
ま
が
母
人
魚
の
願
い

を
叶
え
た
と
し
、
〈
そ
れ
ほ
ど
激
し
い
怒
り
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
神
を
も

動
か
し
得
た
の
で
あ
る
〉
と
書
い
て
い
る
。

　
神
さ
ま
と
い
う
人
間
を
超
え
る
も
の
へ
の
注
目
は
本
多
真
由
美
氏
「
小

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ば
ら

川
未
明
の
世
界
『
赤
い
蝋
燭
と
人
魚
』
」
に
も
見
ら
れ
る
。
こ
の
中
で
本

多
氏
は
、
〈
た
け
り
狂
う
大
暴
風
雨
は
、
自
分
の
信
頼
を
裏
切
ら
れ
、
存

在
を
否
定
さ
れ
た
人
魚
の
怒
り
で
あ
る
〉
と
し
な
が
ら
、

　
　
人

間
か
ら
見
れ
ば
異
形
の
人
魚
が
、
逆
に
人
間
を
否
定
し
た
と
い
う

　
　
解
釈
も
で
き
よ
う
が
、
こ
の
結
末
に
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
説
明
の
つ

　
　
か
な
い
何
者
か
の
力
が
あ
る
。

　
　
　
そ
し
て
、
こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
が
、
お
宮
の
存
在
で
あ
る
。
人

　
　
魚
の
娘
が
幸
福
に
暮
ら
し
て
い
た
頃
そ
の
娘
の
手
に
な
る
蝋
燭
を
お

　
　
宮
に
あ
げ
て
、
燃
え
さ
し
を
身
に
つ
け
て
い
れ
ば
災
難
に
遭
わ
な
い

　
　
と
し
て
ご
利
益
の
あ
っ
た
お
宮
が
、
何
故
、
町
を
守
り
き
る
こ
と
が

　
　
で

き
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
（
中
略
）
お
宮
と
人
魚
と
は
ど
の

　
　

よ
う
な
関
係
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
何
も
語
ら
れ
る
こ
と
な
く

　
　
す
べ
て
不
明
の
ま
ま
に
物
語
は
終
っ
て
い
る
。

　
　
　
人
魚
の
母
親
の
モ
ノ
ロ
ー
グ
か
ら
端
を
発
し
た
こ
の
物
語
は
、
不

　
　
条
理
を
描
い
た
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
す
べ
て
を
明
確
に
関
係
づ

　
　
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
ま
ま
に
亡
び
を
迎
え
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

と
述
べ
る
。
本
多
氏
は
人
魚
の
復
讐
か
ら
町
を
守
れ
な
か
っ
た
と
い
う
意

味
で
お
宮
に
注
目
し
、
お
宮
と
人
魚
の
関
係
性
に
も
疑
問
を
投
げ
か
け
て

い

る
。
だ
が
、
お
宮
に
つ
い
て
詳
し
く
検
討
す
る
こ
と
な
く
、
作
品
を

〈不
条
理
を
描
い
た
も
の
〉
と
し
て
片
付
け
て
し
ま
い
、
お
宮
の
神
さ
ま

に
関
す
る
疑
問
は
解
消
さ
れ
な
い
。

　
一
方
で
、
こ
れ
ま
で
踏
襲
さ
れ
て
き
た
、
人
魚
の
復
讐
と
い
う
解
釈
に

一
石
を
投
じ
る
議
論
も
出
て
き
て
い
る
。
木
村
小
夜
氏
は
、
「
小
川
未
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ば
　

「赤
い
蝋
燭
と
人
魚
」
と
そ
の
周
辺
」
の
中
で
、

　
　
　
母
は
蝋
燭
を
た
だ
取
り
返
し
た
だ
け
で
な
く
、
こ
れ
ま
で
自
分
が

　
　
及
ぼ
し
て
き
た
で
あ
ろ
う
効
力
を
も
払
い
戻
す
か
の
よ
う
に
蝋
燭
の

　
　
付
加
価
値
を
反
転
さ
せ
、
町
を
大
暴
風
か
ら
衰
亡
へ
と
導
く
。
（
中

　
　
略
）
こ
れ
は
、
老
夫
婦
を
含
め
て
変
貌
し
た
町
に
対
し
て
の
み
向
け

　
　
ら
れ
た
〈
怨
み
〉
の
結
果
だ
っ
た
の
か
。
（
中
略
）
そ
れ
は
、
自
ら

　
　
価
値
を
見
い
だ
し
た
は
ず
の
「
人
間
」
世
界
そ
の
も
の
の
否
定
と
い

　
　
う
だ
け
で
な
く
、
「
獣
物
」
と
「
人
間
」
と
は
対
照
的
だ
と
い
う
幻

　
　
想
、
ま
た
そ
こ
で
は
自
分
達
は
「
人
間
」
の
側
に
近
い
と
い
う
自
身

　
　
の

認
識
の
誤
り
を
認
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
あ
ま

　
　
り
に
も
苦
い
悔
恨
が
そ
の
根
底
に
は
あ
る
。

と
述
べ
、
人
魚
の
母
親
に
は
恨
み
だ
け
で
な
く
、
根
底
に
悔
恨
の
気
持
ち

が
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
木
村
氏
の
指
摘
は
、
母
人
魚
の
恨
み
に
よ
る

復
讐
と
い
う
解
釈
以
外
の
、
新
た
な
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

　

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
結
末
部
分
は
作
者
未
明
の
怒
り
と
す
る

説
も
あ
っ
た
が
、
作
品
の
読
み
方
と
し
て
は
、
人
魚
の
恨
み
に
よ
る
復
讐

と
す
る
解
釈
が
主
流
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
付
随
す
る
形
で
畠
山
氏
や

本
多
氏
は
「
神
さ
ま
」
と
い
う
人
間
を
超
え
た
も
の
に
注
目
す
る
が
、
神
．
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さ
ま
に
つ
い
て
の
議
論
は
ほ
と
ん
ど
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
人
魚
の
恨
み

に
よ
る
復
讐
と
す
る
説
が
主
流
の
中
、
木
村
氏
が
母
人
魚
に
悔
恨
の
情
を

読
み
取
り
、
こ
れ
ま
で
と
は
異
な
る
解
釈
の
可
能
性
を
示
し
た
こ
と
は
興

味
深
い
。
以
上
の
先
行
研
究
を
ふ
ま
え
て
、
こ
れ
か
ら
次
の
二
つ
の
こ
と

に

つ
い
て

考
え
て
み
た
い
。

　
第
一
に
は
、
作
品
に
お
け
る
「
神
さ
ま
」
の
存
在
に
つ
い
て
で
あ
る
。

母
人

魚
が
お
宮
の
神
さ
ま
の
力
を
借
り
て
人
間
へ
の
復
讐
を
果
た
す
と
い

う
畠
山
氏
の
論
も
、
な
ぜ
か
お
宮
は
人
魚
の
復
讐
か
ら
町
を
守
れ
な
か
っ

た

と
い
う
本
多
氏
の
論
も
、
お
宮
の
神
さ
ま
に
注
目
し
な
が
ら
、
神
さ
ま

と
い
う
存
在
に
つ
い
て
十
分
な
検
討
を
試
み
て
は
い
な
い
。
ま
ず
は
こ
の

作
品
に
お
け
る
「
神
さ
ま
」
の
存
在
に
つ
い
て
詳
し
く
見
て
い
き
た
い
。

　
第
二
に
は
、
木
村
氏
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
母
人
魚
の
行
動
を
復
讐
で

は
な
く
悔
恨
と
読
む
こ
と
が
可
能
か
に
つ
い
て
で
あ
る
。
ラ
ス
ト
シ
ー
ン

に
お
い
て
母
人
魚
が
お
宮
の
神
さ
ま
に
向
か
い
、
蝋
燭
を
上
げ
る
と
い
う

行
為
は
、
何
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
母
人
魚
に
と
っ
て
、
神
さ

ま
と
は
ど
の
よ
う
な
存
在
で
、
何
を
求
め
て
蝋
燭
を
上
げ
た
の
だ
ろ
う
か
。

こ
こ
に
復
讐
以
外
の
解
釈
が
で
き
る
か
、
「
神
さ
ま
」
に
つ
い
て
詳
し
く

見
た
後
で
考
え
て
み
た
い
。

　

こ
の
論
文
で
は
、
最
後
に
母
人
魚
が
向
か
っ
た
「
神
さ
ま
」
と
い
う
存

在
に
注
目
し
な
が
ら
作
品
を
詳
し
く
検
討
し
て
い
く
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で

の
結
末
に

対
す
る
解
釈
と
は
違
っ
た
、
新
し
い
解
釈
の
可
能
性
を
模
索
し

て

い
く
こ
と
に
す
る
。

「人
間
」
と
「
人
間
以
外
」
と
い
う
視
線

ま
ず
、
作
中
の
「
神
さ
ま
」
に
つ
い
て
考
え
る
前
に
、
こ
の
作
品
が
人

間
と
人
魚
の
交
わ
り
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
、
な
ぜ
人
魚

と
い
う
設
定
に
な
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
整
理
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
作

品
は
そ
も
そ
も
、
「
人
間
」
と
「
人
間
以
外
」
を
区
別
す
る
視
線
の
存
在

に

よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
。
同
じ
で
は
な
い
者
た
ち
が
、
互
い
を
ど
う

捉
え
て
い
た
の
か
を
一
つ
ず
つ
確
認
し
て
み
た
い
。

　
第
一
に
、
母
人
魚
か
ら
見
た
人
間
像
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

　
　
自
分
た
ち
は
、
人
間
と
あ
ま
り
姿
は
変
わ
っ
て
い
な
い
。
魚
や
、
ま

　
　
た

底
深
い
海
の
中
に
棲
ん
で
い
る
、
気
の
荒
い
、
い
ろ
い
ろ
な
獣
物

　
　
な
ど
と
く
ら
べ
た
ら
、
ど
れ
ほ
ど
人
間
の
ほ
う
に
、
心
も
姿
も
似
て

　
　
い

る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
だ
の
に
、
自
分
た
ち
は
、
や
は
り
魚
や
、

　
　
獣
物
な
ど
と
い
っ
し
ょ
に
、
冷
た
い
、
暗
い
、
気
の
滅
入
り
そ
う
な

　
　
海
の
中
に
暮
ら
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
は
、
ど
う
し
た
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
7

　
　
と
だ
ろ
う
と
思
い
ま
し
た
。
（
二

　

こ
の
よ
う
に
母
人
魚
は
、
自
分
た
ち
人
魚
は
人
間
と
あ
ま
り
姿
が
変
わ

ら
ず
、
魚
や
海
の
獣
物
に
比
べ
人
間
に
近
い
と
考
え
て
い
る
。
〈
冷
た
い
、

暗
い
、
気
の
滅
入
り
そ
う
な
海
の
中
〉
に
暮
ら
す
自
分
た
ち
と
は
違
っ
て
、

人

間
は
〈
に
ぎ
や
か
な
、
明
る
い
、
美
し
い
町
〉
に
住
ん
で
お
り
、
世
界

で
一
番
や
さ
し
い
存
在
で
あ
る
か
ら
、
人
間
の
世
界
に
子
供
を
産
み
落
と

せ
ば
、
自
分
の
子
供
は
人
間
の
仲
間
入
り
を
し
て
幸
せ
に
暮
ら
す
こ
と
が

で
き
る
と
信
じ
て
疑
わ
な
い
。
母
人
魚
は
「
人
間
以
外
」
で
あ
る
自
分
を

自
覚
し
て
い
る
が
、
〈
私
た
ち
は
、
み
ん
な
よ
く
顔
が
人
間
に
似
て
い
る

ば

か

り
で
な
く
、
胴
か
ら
上
は
人
間
そ
の
ま
ま
な
の
で
あ
る
か
ら
〉
と
い

う
よ
う
に
「
人
間
」
と
の
境
界
線
を
ま
た
ぐ
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
と
考

え
て
い
る
。
「
人
間
」
と
「
人
間
以
外
」
を
区
別
す
る
視
線
を
持
ち
な
が

ら
、
人
間
の
や
さ
し
さ
に
期
待
を
寄
せ
る
こ
と
で
そ
れ
を
ぼ
や
か
し
て
い
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る
の
で
あ
る
。
だ
が
実
際
に
人
間
の
や
さ
し
さ
は
区
別
を
越
え
る
こ
と
が

で
き
た
だ
ろ
う
か
。

　
第
二
と
し
て
、
娘
人
魚
を
拾
い
育
て
る
老
夫
婦
は
、
娘
人
魚
の
こ
と
を

ど
う
捉
え
て
い
た
か
見
て
み
た
い
。

　
・

「
か

わ
い
そ
う
に
、
捨
て
子
だ
が
、
だ
れ
が
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
捨
て

　
　

た
の
だ
ろ
う
。
（
中
略
）
き
っ
と
神
さ
ま
が
、
私
た
ち
夫
婦
に
子
供

　
　

の

な
い
の
を
知
っ
て
、
お
授
け
に
な
っ
た
の
だ
か
ら
、
帰
っ
て
お
じ

　
　
い
さ
ん
と
相
談
を
し
て
育
て
ま
し
ょ
う
」
（
二
）

　
・

「
こ
れ
は
、
人
間
の
子
じ
ゃ
あ
な
い
が
…
…
」
と
、
お
じ
い
さ
ん
は
、

　
　
赤
ん
坊
を
見
て
頭
を
傾
け
ま
し
た
。
（
中
略
）

　
　
「
い
い
と
も
、
な
ん
で
も
か
ま
わ
な
い
。
神
さ
ま
の
お
授
け
な
さ
っ

　
　

た
子
供
だ
か
ら
、
大
事
に
し
て
育
て
よ
う
。
き
っ
と
大
き
く
な
っ
た

　
　

ら
、
り
こ
う
な
、
い
い
子
に
な
る
に
ち
が
い
な
い
」
と
、
お
じ
い
さ

　
　
ん
も
申
し
ま
し
た
。
（
二
）

　
・
「
う
ま
い
は
ず
だ
。
人
間
で
は
な
い
、
人
魚
が
描
い
た
の
だ
も
の
」

　
　
（
三
）

　
い
ず
れ
も
娘
人
魚
に
つ
い
て
の
お
ば
あ
さ
ん
、
お
じ
い
さ
ん
の
せ
り
ふ

で
あ
る
。

　
お
ば
あ
さ
ん
は
は
じ
め
、
人
魚
と
は
知
ら
ず
に
捨
て
子
を
拾
う
。
〈
か

わ

い
そ
う
〉
と
い
う
感
覚
は
「
人
間
」
の
中
で
な
ら
確
実
に
働
く
。
こ
の

感
情
は
母
人
魚
の
期
待
し
た
人
間
の
や
さ
し
さ
に
他
な
ら
な
い
が
、
単
純

に
や
さ
し
さ
が
「
人
間
」
と
「
人
間
以
外
」
の
区
別
を
乗
り
越
え
た
と
は

い

え
な
い
。
こ
の
捨
て
子
が
「
人
間
」
で
は
な
い
人
魚
と
分
か
っ
た
時
、

捨
て

子
を
育
て
る
こ
と
に
対
し
迷
い
が
生
じ
た
老
夫
婦
は
、
〈
神
さ
ま
の

お

授
け
な
さ
っ
た
子
供
だ
か
ら
〉
と
神
さ
ま
を
根
拠
と
し
て
娘
人
魚
を
育

て

る
決
意
を
す
る
。
母
人
魚
の
期
待
し
た
人
間
の
や
さ
し
さ
は
存
在
し
た

も
の
の
、
「
人
間
」
と
「
人
間
以
外
」
を
区
別
す
る
視
線
を
越
え
る
ほ
ど

の
強

さ
は
な
く
、
そ
の
ま
た
ぎ
を
可
能
に
し
た
の
は
神
さ
ま
の
存
在
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。
老
夫
婦
は
娘
人
魚
に
対
し
〈
人
間
で
は
な
い
〉
と
い

う
視
線
を
持
ち
続
け
、
娘
人
魚
が
〈
神
さ
ま
の
お
授
け
子
〉
で
な
く
な
っ

た
途
端
に
売
っ
て
し
ま
う
。
最
終
的
に
老
夫
婦
か
ら
人
間
の
や
さ
し
さ
は

完
全
に
消
え
て
し
ま
っ
た
。

　
第
三
に
、
母
人
魚
に
よ
っ
て
人
間
の
世
界
に
産
み
落
と
さ
れ
、
老
夫
婦

に
拾
わ
れ
た
娘
人
魚
は
、
人
間
の
中
に
い
る
自
分
を
ど
う
捉
え
て
い
た
だ

ろ
う
か
。

　
・
　
娘
は
、
大
き
く
な
り
ま
し
た
け
れ
ど
、
姿
が
変
わ
っ
て
い
る
の
で
、

　
　
恥
ず
か
し
が
っ
て
顔
を
外
へ
出
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
（
三
）

　
・
「
こ
ん
な
、
人
間
並
で
な
い
自
分
を
も
、
よ
く
育
て
て
、
か
わ
い

　
　
が
っ

て
く
だ
す
っ
た
ご
恩
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
」
（
三
）

　
娘
人
魚
は
、
自
分
の
〈
姿
が
変
わ
っ
て
い
る
〉
こ
と
を
自
覚
し
、
〈
人

間
並
み
で
な
い
自
分
〉
を
引
け
目
に
感
じ
て
い
る
。
そ
ん
な
自
分
を
か
わ

い

が
っ
て
育
て
て
く
れ
た
老
夫
婦
の
恩
に
報
い
な
け
れ
ば
と
懸
命
に
働
く

が
、
人
魚
で
あ
る
自
分
の
本
来
の
居
場
所
で
あ
る
海
を
恋
し
く
思
っ
て
い

た
。
娘
人
魚
に
と
っ
て
人
間
の
世
界
は
自
分
の
居
場
所
で
は
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。
「
人
間
」
と
「
人
間
以
外
」
で
あ
る
自
分
を
区
別
す
る
視
線
は
、

娘
人
魚
の
中
に
も
は
っ
き
り
と
存
在
し
て
い
る
。

　
第
四
に
、
老
夫
婦
に
対
し
て
人
魚
は
〈
不
吉
な
も
の
〉
で
あ
る
と
吹
き

込

み
、
人
魚
を
見
世
物
に
し
て
金
を
儲
け
よ
う
と
す
る
香
具
師
の
、
人
魚

に
対
す
る
視
線
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

　
・
　
香
具
師
は
、
ど
こ
か
ら
聞
き
込
ん
で
き
た
も
の
か
、
ま
た
は
、
い
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つ
娘
の
姿
を
見
て
、
ほ
ん
と
う
の
人
間
で
は
な
い
、
じ
つ
に
世
に
珍

　
　
し
い
人
魚
で
あ
る
こ
と
を
見
抜
い
た
も
の
か
、
あ
る
日
の
こ
と
、

　
　
こ
っ
そ
り
と
年
寄
り
夫
婦
の
と
こ
ろ
へ
や
っ
て
き
て
、
娘
に
は
わ
か

　
　
ら
な
い
よ
う
に
、
大
金
を
出
す
か
ら
、
そ
の
人
魚
を
売
っ
て
は
く
れ

　
　
な
い
か
と
申
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
（
四
）

　
・
　
こ
の
や
さ
し
い
人
魚
も
、
や
は
り
海
の
中
の
獣
物
だ
と
い
う
の
で
、

　
　
と
ら
や
、
し
し
と
同
じ
よ
う
に
取
り
扱
お
う
と
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
ほ

ど
な
く
、
こ
の
箱
を
娘
が
見
た
ら
、
ど
ん
な
に
た
ま
げ
た
で
あ
り

　
　
ま
し
ょ
う
。
（
四
）

　

こ
の
よ
う
に
、
香
具
師
は
〈
ほ
ん
と
う
の
人
間
で
は
な
い
、
じ
つ
に
世

に

珍
し
い
人
魚
〉
を
、
大
金
を
出
し
て
で
も
手
に
入
れ
た
い
と
考
え
た
。

さ
ら
に
は
娘
人
魚
を
〈
海
の
中
の
獣
物
〉
と
し
て
、
虎
や
獅
子
、
豹
等
と

同
じ
よ
う
に
扱
っ
た
。
こ
こ
に
は
「
人
間
」
と
「
人
間
以
外
」
と
い
う
区

別
が
最
も
は
っ
き
り
生
じ
て
い
る
。

　
そ
し
て
こ
れ
は
、
香
具
師
一
人
の
視
線
で
は
な
い
。
香
具
師
の
背
後
に

は
、
見
世
物
小
屋
に
集
ま
る
で
あ
ろ
う
大
勢
の
人
間
の
視
線
が
存
在
す
る
。

大
勢
の
人
間
に
と
っ
て
人
魚
と
は
、
一
目
見
れ
ば
す
ぐ
に
そ
れ
と
分
か
る

ほ
ど
有
名
で
あ
る
が
、
実
際
に
見
た
者
は
い
な
い
と
い
う
大
変
貴
重
な
存

在
で
あ
る
。
だ
が
、
決
し
て
檸
猛
で
な
い
娘
人
魚
が
虎
や
獅
子
と
い
っ
た

猛
獣
と
同
じ
よ
う
に
橿
に
入
れ
ら
れ
た
の
は
な
ぜ
な
の
か
。
そ
れ
は
、
危

険
だ

か
ら
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
艦
に
入
れ
る
と
い
う
行
為
自
体
が
、

そ

の
対
象
を
人
間
の
支
配
下
に
組
み
入
れ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
か
ら

で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
見
世
物
の
価
値
は
、
た
だ
珍
し
い
と
い
う
だ
け
で

は

な
く
、
人
間
の
世
界
に
ま
だ
組
み
入
れ
ら
れ
て
い
な
い
も
の
を
、
人
間

の
手
に
よ
っ
て
支
配
し
た
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
人
魚
に
見
世
物
と
し
て

の

価
値
を
見
出
し
た
香
具
師
の
視
線
は
、
見
世
物
小
屋
に
集
ま
る
で
あ
ろ

う
大
勢
の
人
間
の
視
線
を
予
測
し
、
代
行
す
る
視
線
と
い
え
る
。
香
具
師

が
代
表
す
る
大
勢
の
人
間
に
と
っ
て
、
虎
も
人
魚
も
同
じ
「
人
間
以
外
」

の
存
在
な
の
だ
。

　

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
「
人
間
」
と
「
人
間
以
外
」
で
あ
る
人

魚
の
間
で
、
両
者
が
「
同
じ
」
で
は
な
い
こ
と
は
、
全
員
が
共
有
し
て
い

た
。
そ
の
中
で
母
人
魚
だ
け
は
無
関
係
の
両
者
を
結
び
つ
け
、
人
間
の
や

さ
し
さ
に
よ
っ
て
「
人
間
」
と
「
人
間
以
外
」
を
区
別
す
る
視
線
を
越
え

ら
れ
る
と
思
っ
て
い
た
。
そ
し
て
実
際
に
老
夫
婦
は
そ
の
区
別
を
越
え
て

一
時
は
娘
人
魚
を
わ
が
子
の
よ
う
に
育
て
る
。
し
か
し
そ
の
根
拠
と
な
っ

た

〈か
わ

い
そ
う
〉
と
い
う
や
さ
し
さ
に
は
、
〈
神
さ
ま
の
罰
〉
あ
る
い

は
〈
神
さ
ま
の
お
授
け
子
〉
と
い
う
形
で
、
い
つ
の
間
に
か
神
さ
ま
が
介

入

し
て
い
た
。
老
夫
婦
が
人
魚
を
「
人
間
」
と
「
人
間
以
外
」
の
ど
ち
ら

に
位
置
づ
け
る
か
の
鍵
を
握
っ
て
い
た
の
は
神
の
存
在
で
あ
っ
た
。
対
し

て
香
具
師
は
最
初
か
ら
ま
っ
た
く
の
別
物
と
し
て
人
魚
を
捉
え
、
人
魚
を

艦
に

入
れ
た

ま
ま
人
間
の
世
界
に
組
み
入
れ
、
支
配
し
よ
う
と
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
人
魚
と
い
う
存
在
を
捉
え
る
時
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
に

よ
っ
て
考
え
が
異
な
っ
て
く
る
。
人
間
に
も
魚
に
も
近
い
の
に
、
そ
の
ど

ち
ら
で
も
な
い
人
魚
と
い
う
設
定
が
、
「
人
間
」
と
「
人
間
以
外
」
を
区

別
す
る
視
線
と
そ
の
食
い
違
い
に
よ
っ
て
、
「
赤
い
蝋
燭
と
人
魚
」
と
い

う
作
品
を
動
か
す
原
動
力
に
な
っ
て
い
る
の
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

　

さ
て
、
「
人
間
」
と
「
人
間
以
外
」
の
違
い
を
共
有
し
な
が
ら
唯
一
そ

の

区
別
を
越
え
た
老
夫
婦
が
、
〈
神
さ
ま
の
お
授
け
子
〉
で
な
く
な
っ
た

途
端
に
娘
人
魚
を
売
る
こ
と
か
ら
考
え
て
も
、
神
さ
ま
が
老
夫
婦
の
「
人

間
」
と
「
人
間
以
外
」
を
区
別
す
る
視
線
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
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こ
と
は
疑
い
な
い
。
次
か
ら
は
、
「
人
間
」
と
「
人
間
以
外
」
を
区
別
す

る
視
線
に
「
神
さ
ま
」
が
及
ぼ
し
た
影
響
に
つ
い
て
さ
ら
に
詳
し
く
考
え

て
み
た
い
。

老
夫

婦
と
神
さ
ま
1
娘
人
魚
を
巡
っ
て
ー

　
こ
こ
か
ら
は
、
老
夫
婦
が
娘
人
魚
を
拾
い
育
て
る
過
程
で
の
心
の
動
き

を
追
う
こ
と
で
、
「
神
さ
ま
」
が
「
人
間
」
と
「
人
間
以
外
」
を
区
別
す

る
視
線
に
及
ぼ
し
た
影
響
に
つ
い
て
あ
ら
た
め
て
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

　
　
お
宮
へ
お
ま
い
り
を
し
て
、
お
ば
あ
さ
ん
は
山
を
降
り
て
き
ま
す
と
、

　
　
石
段
の
下
に
、
赤
ん
坊
が
泣
い
て
い
ま
し
た
。

　
　
「
か
わ
い
そ
う
に
、
捨
て
子
だ
が
、
だ
れ
が
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
捨
て

　
　

た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
し
て
も
不
思
議
な
こ
と
は
、
お
ま
い
り
の
帰

　
　
り
に
、
私
の
目
に
止
ま
る
と
い
う
の
は
、
な
に
か
の
縁
だ
ろ
う
。
こ

　
　
の

ま
ま
に
見
捨
て
て
い
っ
て
は
、
神
さ
ま
の
罰
が
当
た
る
。
き
っ
と

　
　
神
さ
ま
が
、
私
た
ち
夫
婦
に
子
供
の
な
い
の
を
知
っ
て
、
お
授
け
に

　
　
な
っ
た
の
だ
か
ら
、
帰
っ
て
お
じ
い
さ
ん
と
相
談
を
し
て
育
て
ま

　
　
し
ょ
う
」
と
、
お
ば
あ
さ
ん
は
心
の
中
で
い
っ
て
、
赤
ん
坊
を
取
り

　
　
上
げ
な
が
ら
、

　
　
「
お
お
、
か
わ
い
そ
う
に
、
か
わ
い
そ
う
に
」
と
い
っ
て
、
家
へ
抱

　
　
い
て
帰
り
ま
し
た
。

　
　
　
お
じ
い
さ
ん
は
、
お
ば
あ
さ
ん
の
帰
る
の
を
待
っ
て
い
ま
す
と
、

　
　
お

ば
あ
さ
ん
が
、
赤
ん
坊
を
抱
い
て
帰
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、

　
　
一
部
始
終
を
お
ば
あ
さ
ん
は
、
お
じ
い
さ
ん
に
話
し
ま
す
と
、

　
　
「
そ
れ
は
、
ま
さ
し
く
神
さ
ま
の
お
授
け
子
だ
か
ら
、
大
事
に
し
て

　
　
育
て
な
け
れ
ば
罰
が
当
た
る
」
と
、
お
じ
い
さ
ん
も
申
し
ま
し
た
。

　
　
　
二
人

は
、
そ
の
赤
ん
坊
を
育
て
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
そ
の
子
は

　
　
女
の
子
で
あ
っ
た
の
で
す
。
そ
し
て
胴
か
ら
下
の
ほ
う
は
、
人
間
の

　
　
姿
で
な
く
、
魚
の
形
を
し
て
い
ま
し
た
の
で
、
お
じ
い
さ
ん
も
、
お

　
　
ば

あ
さ
ん
も
、
話
に
聞
い
て
い
る
人
魚
に
ち
が
い
な
い
と
思
い
ま
し

　
　
た
。

　
　
「
こ
れ
は
、
人
間
の
子
じ
ゃ
あ
な
い
が
…
…
」
と
、
お
じ
い
さ
ん
は
、

　
　
赤
ん
坊
を
見
て
頭
を
傾
け
ま
し
た
。

　
　
「
私
も
、
そ
う
思
い
ま
す
。
し
か
し
人
間
の
子
で
な
く
て
も
、
な
ん

　
　
と
、
や
さ
し
い
、
か
わ
い
ら
し
い
顔
の
女
の
子
で
は
あ
り
ま
せ
ん

　
　
か
」
と
、
お
ば
あ
さ
ん
は
い
い
ま
し
た
。

　
　
「
い
い
と
も
、
な
ん
で
も
か
ま
わ
な
い
。
神
さ
ま
の
お
授
け
な
さ
っ

　
　

た
子
供
だ
か
ら
、
大
事
に
し
て
育
て
よ
う
。
き
っ
と
大
き
く
な
っ
た

　
　
ら
、
り
こ
う
な
、
い
い
子
に
な
る
に
ち
が
い
な
い
」
と
、
お
じ
い
さ

　
　

ん
も
申
し
ま
し
た
。

　
　
　
そ
の
日
か
ら
、
二
人
は
、
そ
の
女
の
子
を
大
事
に
育
て
ま
し
た
。

　
　
（
二
）

　
お
宮
の
お
ま
い
り
に
用
い
ら
れ
る
蝋
燭
を
商
っ
て
生
計
を
立
て
て
い
る

老
夫
婦
は
、
自
分
た
ち
が
生
活
で
き
る
の
を
〈
神
さ
ま
の
お
蔭
〉
と
考
え
、

日
頃
の
感
謝
を
伝
え
る
た
め
の
お
ま
い
り
を
思
い
立
つ
。
そ
の
帰
り
道
、

お
ば
あ
さ
ん
は
捨
て
ら
れ
た
赤
ん
坊
を
見
つ
け
、
〈
か
わ
い
そ
う
〉
と
い

う
人
間
と
し
て
当
然
の
感
覚
を
抱
く
。
だ
が
、
お
ま
い
り
の
帰
り
に
自
分

の

目
に
止
ま
っ
た
の
は
〈
な
に
か
の
縁
〉
だ
と
思
っ
た
途
端
、
こ
の
ま
ま

見
捨
て
た

ら
〈
罰
が
当
た
る
〉
と
い
う
思
い
に
駆
ら
れ
る
。
神
さ
ま
の
お

蔭
で
生
活
で
き
て
い
る
と
考
え
る
老
夫
婦
が
神
さ
ま
の
罰
を
怖
れ
る
の
は

当
然
で
あ
る
。
捨
て
子
を
育
て
る
決
心
を
し
た
お
ば
あ
さ
ん
の
心
に
は
再
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び

〈か

わ
い
そ
う
〉
と
い
う
感
情
が
戻
っ
て
き
て
、
こ
こ
で
は
お
ば
あ
さ

ん

の
中
に
〈
か
わ
い
そ
う
〉
と
〈
罰
が
当
た
る
〉
と
い
う
思
い
が
混
在
し
、

め

ま
ぐ
る
し
く
入
れ
替
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

　
だ

が

こ
こ
で
、
こ
の
場
面
に
お
け
る
優
劣
関
係
に
つ
い
て
考
え
て
み
た

い
。
〈
か
わ
い
そ
う
〉
で
あ
る
か
ら
手
を
差
し
伸
べ
よ
う
と
い
う
の
は
、

背
後
に
優
位
者
か
ら
劣
位
者
へ
の
上
下
関
係
が
見
え
隠
れ
し
て
い
る
。
捨

て

ら
れ
た
赤
ん
坊
は
、
自
分
の
力
で
は
何
も
で
き
ず
、
こ
の
ま
ま
放
置
す

れ
ば
死
ん

で
し
ま
う
ほ
ど
非
力
な
存
在
で
あ
る
。
こ
の
時
赤
ん
坊
は
、
お

ば

あ
さ
ん
に
対
し
て
圧
倒
的
に
劣
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
こ
に
、
立
場
が
逆
転
す
る
可
能
性
は
存
在
し
な
い
。
〈
か
わ
い

そ
う
〉
と
い
う
状
況
の
背
後
に
は
不
動
の
上
下
関
係
が
存
在
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
〈
罰
が
当
た
る
〉
と
い
う
時
に
は
、
〈
か
わ
い
そ
う
〉
と
い

う
と
こ
ろ
で
見
ら
れ
た
、
優
位
な
立
場
に
あ
る
お
ば
あ
さ
ん
が
、
圧
倒
的

劣
位
の
立
場
に
あ
る
赤
ん
坊
に
手
を
差
し
伸
べ
る
と
い
う
上
下
関
係
が
、

逆
転
す
る
可
能
性
が
含
ま
れ
て
い
る
。
も
し
赤
ん
坊
が
神
さ
ま
の
お
授
け

子

な
ら
ば
、
赤
ん
坊
は
老
夫
婦
よ
り
も
神
に
近
い
存
在
と
い
え
る
。
自
分

の

力
で
は
何
も
で
き
な
い
赤
ん
坊
が
、
老
夫
婦
よ
り
も
優
位
に
立
つ
の
で

あ
る
。
「
神
さ
ま
」
は
、
「
人
間
」
と
「
人
間
以
外
」
と
い
う
視
線
を
取
り

払
う
だ
け
で
な
く
、
優
劣
関
係
の
逆
転
さ
え
可
能
に
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

だ

と
す
れ
ば
〈
か
わ
い
そ
う
〉
と
〈
罰
が
当
た
る
〉
と
い
う
思
い
は
い
つ

ま
で
も
混
在
し
得
な
い
だ
ろ
う
。

　
捨
て
子

を
育
て
る
と
決
め
た
後
で
、
老
夫
婦
は
そ
の
子
が
人
間
で
な
い

こ
と
に
気
付
く
。
そ
れ
故
お
じ
い
さ
ん
は
娘
人
魚
を
育
て
る
こ
と
に
た
め

ら
い
を
み
せ
る
が
、
二
人
に
と
っ
て
そ
の
子
は
す
で
に
く
神
さ
ま
の
お
授

け
子
〉
で
あ
り
、
〈
罰
が
当
た
る
〉
怖
れ
が
あ
る
た
め
捨
て
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
老
夫
婦
は
捨
て
子
を
大
事
に
し
て
育
て
る
し
か
な
い
の
で
あ
る
。

〈か
わ
い
そ
う
〉
と
い
う
感
情
は
〈
罰
が
当
た
る
〉
こ
と
へ
の
怖
れ
の
裏

側

に
隠
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

　

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
老
夫
婦
が
捨
て
子
を
拾
い
育
て
る
過
程

に
お
い
て
「
神
さ
ま
」
が
老
夫
婦
に
与
え
た
影
響
は
甚
大
で
あ
る
。
「
神

さ
ま
」
は
「
人
間
」
と
「
人
間
以
外
」
を
区
別
す
る
視
線
を
取
り
払
い
、

不
動
に
思
わ
れ
た
優
劣
関
係
を
逆
転
さ
え
さ
せ
た
。
だ
が
、
〈
か
わ
い
そ

う
〉
な
愛
ら
し
い
劣
位
の
存
在
と
し
て
で
は
な
く
、
〈
神
さ
ま
の
お
授
け

子
〉
だ
か
ら
育
て
る
、
と
い
う
よ
う
に
「
神
さ
ま
」
の
存
在
に
よ
る
感
情

の
塗
り
つ
ぶ
し
が
起
き
て
い
る
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
。
そ
し
て
同
様
の
塗

り
つ
ぶ
し
は
、
作
品
の
別
の
場
所
で
も
起
こ
っ
て
く
る
。
感
情
を
塗
り
つ

ぶ

し
て
し
ま
う
ほ
ど
影
響
力
の
あ
る
こ
の
「
神
さ
ま
」
と
は
一
体
ど
の
よ

う
な
存
在
な
の
か
。
次
か
ら
は
、
作
中
の
「
神
さ
ま
」
と
い
う
存
在
に
つ

い
て
詳
し
く
見
て
い
き
た
い
。

神
さ
ま
と
は
何
か

　
作
中
に
お
け
る
「
神
さ
ま
」
と
い
う
存
在
に
つ
い
て
考
え
た
時
、
「
神

さ
ま
」
に
は
二
面
性
が
あ
る
こ
と
に
気
付
く
。
超
越
的
な
大
い
な
る
存
在

と
し
て
の
神
さ
ま
と
、
現
世
的
利
益
に
結
び
つ
け
ら
れ
た
神
さ
ま
で
あ
る
。

人
々

は

超
越
的
な
存
在
で
あ
る
神
さ
ま
へ
の
畏
敬
の
念
か
ら
お
ま
い
り
を

し
、
一
方
で
、
〈
あ
り
が
た
い
神
さ
ま
〉
と
い
う
よ
う
に
現
世
的
利
益
に

結
び
つ
け
ら
れ
た
神
の
姿
が
あ
る
。
現
世
的
利
益
の
一
つ
は
た
と
え
ば
お

金
で
あ
る
。

　
　
「
私
た
ち
が
、
こ
う
し
て
暮
ら
し
て
い
る
の
も
、
み
ん
な
神
さ
ま
の
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お

蔭
だ
。
こ
の
山
に
お
宮
が
な
か
っ
た
ら
、
ろ
う
そ
く
は
売
れ
な
い
。

　
　
私

ど
も
は
、
あ
り
が
た
い
と
思
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
う

　
　
思
っ
た
つ
い
で
に
、
私
は
、
こ
れ
か
ら
お
山
へ
上
っ
て
お
ま
い
り
を

　
　
し
て
き
ま
し
ょ
う
」
（
二
）

　
〈
神
さ
ま
の
お
蔭
〉
で
暮
ら
し
て
い
る
と
考
え
る
老
夫
婦
に
と
っ
て
、

お

宮
は
生
活
の
糧
で
あ
り
、
神
さ
ま
は
お
金
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
老
夫

婦

に
と
っ
て
神
さ
ま
は
、
お
金
と
い
う
利
益
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
存
在

な
の
だ
。
そ
れ
故
に
〈
神
さ
ま
の
罰
〉
が
当
た
り
、
お
金
と
い
う
現
世
的

利
益
が
失
わ
れ
る
こ
と
を
何
よ
り
も
怖
れ
て
い
る
。
も
と
も
と
は
大
い
な

る
存
在
と
し
て
崇
め
ら
れ
て
い
た
は
ず
の
神
さ
ま
の
姿
は
こ
こ
に
は
な
く
、

神
さ
ま
は
人
間
世
界
に
お
け
る
利
害
の
レ
ベ
ル
へ
と
引
き
下
げ
ら
れ
て
し

ま
っ
て
い
る
。
た
だ
、
神
さ
ま
は
罰
を
下
す
だ
け
の
得
体
の
知
れ
な
い
力

が
あ
る
と
い
う
認
識
は
あ
る
と
い
え
る
。
神
さ
ま
が
人
間
世
界
の
利
害
の

レ

ベ
ル
に

引
き
下
げ
ら
れ
て
い
る
一
方
で
、
作
中
で
は
、
人
間
を
超
え
た

も
の
へ
の
畏
怖
や
賞
賛
が
、
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

　
　
　
娘
は
、
赤
い
絵
の
具
で
、
白
い
ろ
う
そ
く
に
、
魚
や
、
貝
や
、
ま

　
　
た
は
海
草
の
よ
う
な
も
の
を
、
産
ま
れ
つ
き
で
、
だ
れ
に
も
習
っ
た

　
　
の
で

は
な
い
が
上
手
に
描
き
ま
し
た
。
お
じ
い
さ
ん
は
、
そ
れ
を
見

　
　
る
と
び
っ
く
り
い
た
し
ま
し
た
。
だ
れ
で
も
、
そ
の
絵
を
見
る
と
、

　
　
ろ
う
そ
く
が
ほ
し
く
な
る
よ
う
に
、
そ
の
絵
に
は
、
不
思
議
な
力
と
、

　
　
美
し
さ
と
が
こ
も
っ
て
い
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
「
う
ま
い
は
ず
だ
。
人
間
で
は
な
い
、
人
魚
が
描
い
た
の
だ
も
の
」

　
　
と
、
お
じ
い
さ
ん
は
感
嘆
し
て
、
お
ば
あ
さ
ん
と
話
し
合
い
ま
し
た
。

　
　
（
三
）

　
こ
こ
で
は
人
魚
は
人
間
を
超
越
し
た
神
秘
的
な
存
在
と
し
て
描
か
れ
る
。

人
魚
の
絵
に
は
〈
不
思
議
な
力
と
、
美
し
さ
〉
と
い
う
現
世
的
利
益
に
還

元
で
き
な
い
、
人
間
の
力
を
超
え
た
何
か
が
あ
り
、
大
い
な
る
存
在
で
あ

る
、
本
来
的
な
神
さ
ま
の
姿
と
重
な
る
。
だ
が
、
こ
の
〈
人
間
で
は
な

い
〉
も
の
の
力
は
、
超
越
的
で
あ
っ
た
が
故
に
人
々
に
は
現
世
的
な
利
益

を
も
た
ら
す
お
宮
の
神
さ
ま
の
力
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
し
ま
う
。
そ
し
て

人
魚
の
力
も
ま
た
、
す
ぐ
に
現
世
利
益
化
さ
れ
て
し
ま
う
。

　

そ
も
そ
も
娘
人
魚
の
力
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。

娘
人
魚
は
、
〈
き
れ
い
な
絵
を
描
い
た
ら
、
み
ん
な
が
喜
ん
で
、
ろ
う
そ

く
を
買
う
だ
ろ
う
〉
と
思
い
、
蝋
燭
に
絵
を
描
く
こ
と
を
思
い
つ
い
た
。

そ
し
て
〈
だ
れ
で
も
、
そ
の
絵
を
見
る
と
、
ろ
う
そ
く
が
ほ
し
く
な
る
よ

う
に
、
そ
の
絵
に
は
、
不
思
議
な
力
と
、
美
し
さ
と
が
こ
も
っ
て
い
た
〉

た
め
に
、
こ
の
蝋
燭
は
み
ん
な
に
受
け
、
娘
人
魚
の
願
い
ど
お
り
に
な
っ

た
。
だ
が
、
こ
の
蝋
燭
を
お
宮
に
上
げ
、
燃
え
さ
し
を
身
に
つ
け
て
海
に

出
る
と
災
難
が
な
い
、
と
い
う
噂
が
立
つ
と
、
人
々
は
次
の
よ
う
に
言
つ

た
。　

　
海
の
神
さ
ま
を
祭
っ
た
お
宮
さ
ま
だ
も
の
、
き
れ
い
な
ろ
う
そ
く
を

　
　
あ
げ
れ
ば
、
神
さ
ま
も
お
喜
び
な
さ
る
の
に
き
ま
っ
て
い
る
（
三
）

　
町
の
人
々

に
と
っ
て
、
お
宮
の
神
さ
ま
は
航
海
の
安
全
と
い
う
現
世
的

利
益
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
存
在
で
あ
る
。
こ
の
時
点
で
、
娘
人
魚
の
蝋

燭
の

力
は
神
さ
ま
の
力
へ
吸
い
上
げ
ら
れ
、
美
し
い
蝋
燭
に
神
さ
ま
が
喜

ん

で
ご

利
益
が
あ
る
と
い
っ
た
話
に
変
化
し
て
し
ま
う
。
娘
人
魚
の
蝋
燭

は
、
現
世
的
な
部
分
を
超
え
た
高
貴
さ
を
持
っ
て
い
た
の
に
、
〈
美
し
い
〉

も
の
か
ら
〈
あ
り
が
た
い
〉
も
の
と
い
う
利
害
関
係
に
転
化
さ
れ
て
し
ま

う
の
だ
。
み
ん
な
を
喜
ば
せ
た
い
、
と
い
う
娘
人
魚
の
根
源
的
な
思
い
は
、

神
さ
ま
の
存
在
に
よ
っ
て
消
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
お
ば
あ
さ
ん
が
娘
人
魚
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に
対
し
て
抱
い
た
〈
か
わ
い
そ
う
〉
と
い
う
感
情
が
神
さ
ま
の
存
在
に

よ
っ
て
消
さ
れ
た
構
図
と
似
て
い
る
。
手
の
痛
く
な
る
の
も
我
慢
し
て
絵

を
描
き
続
け
た
娘
人
魚
の
が
ん
ば
り
は
誰
に
も
評
価
さ
れ
な
い
。
や
が
て
、

み
ん

な
を
喜
ば
せ
た
い
、
と
い
う
根
源
的
な
思
い
は
、
恩
に
報
い
な
け
れ

ば
、
と
い
う
義
務
感
に
す
り
か
わ
っ
て
し
ま
う
。

　
　
「
ほ
ん
と
う
に
、
あ
り
が
た
い
神
さ
ま
だ
」
と
い
う
評
判
は
、
世
間

　
　

に
た
ち
ま
し
た
。
そ
れ
で
、
急
に
こ
の
山
が
名
高
く
な
り
ま
し
た
。

　
　
（
三
）

　
あ
り
が
た
い
と
の
評
判
の
源
を
ず
っ
と
辿
っ
て
行
く
と
、
み
ん
な
に
喜

ん

で

も
ら
い
た
い
と
い
う
娘
人
魚
の
根
源
的
な
思
い
に
辿
り
着
く
の
に
、

何
の
力
も
発
揮
し
て
い
な
い
神
さ
ま
は
名
高
く
な
り
、
自
分
の
が
ん
ば
り

を
神
さ
ま
に
吸
い
上
げ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
娘
人
魚
は
、
疲
れ
は
て
て
海
を

恋
し
く
思
う
よ
う
に
な
る
。
神
さ
ま
と
重
な
り
な
が
ら
も
そ
の
存
在
を
消

さ
れ
て
し
ま
っ
た
娘
人
魚
は
、
彼
女
を
買
お
う
と
す
る
香
具
師
の
登
場
に

よ
っ
て
さ
ら
に
立
場
を
失
っ
て
い
く
。

　
　
「
昔
か
ら
、
人
魚
は
、
不
吉
な
も
の
と
し
て
あ
る
。
い
ま
の
う
ち
に
、

　
　
手
も
と
か
ら
離
さ
な
い
と
、
き
っ
と
悪
い
こ
と
が
あ
る
」
と
、
ま
こ

　
　
と
し
や
か
に
申
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
　
年
よ
り
夫
婦
は
、
つ
い
に
香
具
師
の
い
う
こ
と
を
信
じ
て
し
ま
い

　
　
ま
し
た
。
そ
れ
に
大
金
に
な
り
ま
す
の
で
、
つ
い
金
に
心
を
奪
わ
れ

　
　
て
、
娘
を
香
具
師
に
売
る
こ
と
に
約
束
を
き
め
て
し
ま
っ
た
の
で
あ

　
　
り
ま
す
。
（
四
）

　
超
越
的
な
力
を
発
揮
し
な
が
ら
も
神
さ
ま
に
よ
っ
て
存
在
を
消
さ
れ
て

し
ま
っ
た
娘
人
魚
は
、
香
具
師
の
登
場
に
よ
っ
て
〈
神
さ
ま
の
お
授
け

子
〉
か
ら
〈
不
吉
な
も
の
〉
へ
と
転
換
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
う
。
老
夫
婦
が

娘
人
魚
を
売
ら
な
い
の
は
、
娘
人
魚
を
〈
神
さ
ま
の
お
授
け
子
〉
と
考
え
、

娘
人
魚
を
見
捨
て
〈
神
さ
ま
の
罰
〉
が
当
た
る
こ
と
で
神
さ
ま
に
よ
り
も

た

ら
さ
れ
る
お
金
と
い
う
利
益
が
失
わ
れ
る
の
を
怖
れ
て
い
る
た
め
で
あ

る
。
し
か
し
人
魚
が
〈
不
吉
な
も
の
〉
で
あ
る
な
ら
老
美
婦
が
娘
人
魚
を

育
て
る
理
由
は
な
い
。
頭
の
良
い
香
具
師
は
、
娘
人
魚
を
〈
不
吉
な
も

の
〉
と
す
る
こ
と
で
、
そ
の
論
拠
を
崩
壊
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
〈
か
わ
い

そ
う
〉
か
ら
〈
神
さ
ま
の
お
授
け
子
〉
へ
の
感
情
の
塗
り
つ
ぶ
し
は
前
章

で
確
認

し
た
が
、
こ
こ
で
娘
人
魚
は
さ
ら
に
〈
不
吉
な
も
の
〉
へ
と
上
書

き
さ
れ
る
。
よ
し
ん
ば
不
吉
な
も
の
で
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
大
金
に
な

る
の
な
ら
ば
神
さ
ま
に
よ
る
利
益
が
な
く
と
も
生
活
で
き
、
老
夫
婦
に
は

も
う
現
世
的
利
益
を
も
た
ら
す
神
は
必
要
な
く
な
る
。
〈
神
さ
ま
の
お
授

け
子
〉
を
育
て
る
必
要
性
も
当
然
な
く
な
る
の
だ
。
こ
こ
に
は
、
神
さ
ま

の

意
思

を
自
分
の
欲
望
に
従
っ
て
都
合
よ
く
解
釈
し
、
現
世
的
な
利
害
に

よ
っ
て
信
じ
る
も
の
を
決
め
る
身
勝
手
な
人
間
の
姿
が
読
み
取
れ
る
。
そ

し
て
老
夫
婦
は
、
か
つ
て
怖
れ
た
〈
神
さ
ま
の
罰
〉
を
か
え
り
み
ず
娘
人

魚
を
売
る
約
束
を
し
て
し
ま
う
。

　
　
お
ば

あ
さ
ん
は
、
す
こ
し
で
も
お
金
が
も
う
か
る
こ
と
な
ら
、
け
っ

　
　
し
て
、
い
や
な
顔
つ
き
を
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
（
五
）

　
神
さ
ま
に
お
金
と
い
う
現
世
的
利
益
を
も
た
ら
し
て
も
ら
う
必
要
性
が

な
く
な
り
、
た
だ
金
を
儲
け
る
こ
と
に
心
を
奪
わ
れ
て
い
る
お
ば
あ
さ
ん

に
と
っ
て
、
も
は
や
お
金
が
全
て
の
判
断
基
準
と
な
っ
て
い
た
が
、
そ
れ

も
長
く
は
続
か
な
い
。

　
　
　
不
思
議
な
こ
と
に
は
、
そ
の
後
、
赤
い
ろ
う
そ
く
が
、
山
の
お
宮

　
　

に
点
っ
た
晩
は
、
い
ま
ま
で
、
ど
ん
な
に
天
気
が
よ
く
て
も
、
た
ち

　
　
ま
ち
大
あ
ら
し
と
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
、
赤
い
ろ
う
そ
く
は
、
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不
吉
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
ろ
う
そ
く
屋
の
年
よ
り
夫
婦
は
、

　
　
神
さ
ま
の
罰
が
当
た
っ
た
の
だ
と
い
っ
て
、
そ
れ
ぎ
り
、
ろ
う
そ
く

　
　
屋
を
や
め
て
し
ま
い
ま
し
た
。
（
五
）

　
お
金
を
全
て
の
判
断
基
準
と
し
て
い
た
老
夫
婦
だ
っ
た
が
、
大
あ
ら
し

を
〈
神
さ
ま
の
罰
〉
と
考
え
、
神
の
存
在
を
再
認
識
し
蝋
燭
屋
を
や
め
る
。

二
人
が
蝋
燭
屋
を
や
め
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
こ
と
だ
け
を
捉
え
れ
ば
、

神
さ
ま
の
罰
と
考
え
る
こ
と
も
一
応
は
可
能
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
作

品
で
は
こ
の
後
、
現
世
的
利
益
故
に
信
仰
を
集
め
て
い
た
神
さ
ま
が
見
捨

て

ら
れ
、
人
間
の
町
も
滅
び
を
迎
え
る
。
こ
れ
ら
す
べ
て
を
神
さ
ま
の
罰

だ

と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
神
さ
ま
と
現
世
的
利
益
を
結
び
付
け
て
考

え
た
老
夫
婦
が
、
蝋
燭
屋
を
や
め
る
と
い
う
形
で
作
品
か
ら
退
場
す
る
こ

と
は
、
こ
の
作
品
に
お
け
る
人
間
と
現
世
的
利
益
の
実
現
者
と
し
て
の
神

さ
ま
の
話
の
終
焉
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
こ
か
ら
先
は
、
人
間
の

理
解
を
超
え
た
、
人
間
外
の
領
域
の
中
に
実
現
し
て
く
る
話
と
考
え
ら
れ

る
。
そ
こ
に
は
、
超
越
的
な
力
を
持
つ
神
さ
ま
が
不
気
味
さ
を
伴
っ
て
現

れ
て
く
る
。

　
　
昔
は
、
こ
の
お
宮
に
あ
が
っ
た
絵
の
描
い
た
ろ
う
そ
く
の
燃
え
さ
し

　
　
さ
え
持
っ
て
い
れ
ば
、
け
っ
し
て
、
海
の
上
で
は
災
難
に
は
か
か
ら

　
　
な
か
っ
た
も
の
が
、
今
度
は
、
赤
い
ろ
う
そ
く
を
見
た
だ
け
で
も
、

　
　
そ
の
も
の
は
き
っ
と
災
難
に
か
か
っ
て
、
海
に
お
ぼ
れ
て
死
ん
だ
の

　
　
で
あ
り
ま
す
。

　
　
　
た
ち
ま
ち
、
こ
の
う
わ
さ
が
世
間
に
伝
わ
る
と
、
も
は
や
、
だ
れ

　
　
も
、
こ
の
山
の
上
の
お
宮
に
参
詣
す
る
も
の
が
な
く
な
り
ま
し
た
。

　
　

こ
う
し
て
、
昔
、
あ
ら
た
か
で
あ
っ
た
神
さ
ま
は
、
い
ま
は
、
町
の

　
　
鬼

門
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
こ
ん
な
お
宮
が
、
こ
の

　
　
町
に

な
け
れ
ば
い
い
も
の
と
、
う
ら
ま
ぬ
も
の
は
な
か
っ
た
の
で
あ

　
　
り
ま
す
。
（
五
）

　
か

つ
て

あ
ら
た
か
で
あ
っ
た
お
宮
の
神
さ
ま
は
町
の
鬼
門
と
な
り
、
恨

ま
れ
、
人
々
か
ら
見
捨
て
ら
れ
て
し
ま
う
。
人
間
世
界
に
お
け
る
神
さ
ま

は
、
超
越
的
な
大
い
な
る
存
在
と
し
て
の
神
と
現
世
的
利
益
を
も
た
ら
す

存
在
と
し
て
の
神
と
い
う
二
面
性
を
持
ち
、
そ
の
う
ち
現
世
的
利
益
を
も

た

ら
し
て
く
れ
る
神
の
み
が
信
仰
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
。
だ
が
作
品
終

盤

で
現
世
的
利
益
を
も
た
ら
す
存
在
と
し
て
の
神
は
失
わ
れ
、
代
わ
り
に

人
知
を
超
え
た
大
あ
ら
し
を
引
き
起
こ
す
、
真
の
超
越
的
存
在
と
し
て
の

神
が
顔
を
出
す
。

　
そ
ん
な
中
、
人
々
に
恨
ま
れ
、
つ
い
に
は
見
捨
て
ら
れ
た
お
宮
に
赤
い

蝋
燭
は
点
り
続
け
る
。
蝋
燭
を
上
げ
て
い
る
の
は
、
娘
を
失
っ
た
母
人
魚

で
あ
ろ
う
。
仮
に
、
母
人
魚
が
復
讐
の
た
め
、
神
の
力
を
借
り
よ
う
と
し

て

い

る
と
し
た
ら
、
人
魚
が
願
う
内
容
は
願
望
の
実
現
を
求
め
る
（
人
間

の
世
界
を
自
分
の
希
望
通
り
に
動
か
し
た
い
）
と
い
う
意
味
で
、
人
間
と

同
じ
に
な
っ
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
、
人
魚
が
求
め
て
い
る
の
は
人
間
世
界

に
お
け
る
現
世
的
利
益
を
も
た
ら
す
神
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
神
が
人
間

で
は

な
く
人
魚
の
願
い
を
叶
え
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
は
、
対
象

を
変
え
て
同
じ
こ
と
を
繰
り
返
し
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
こ
の
作
品
世
界
に

は
現
世
的
利
益
を
も
た
ら
す
神
し
か
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
だ
が
作

品
で
は
、
現
世
的
利
益
を
も
た
ら
す
神
は
す
で
に
失
わ
れ
て
い
る
。
そ
し

て
畠
山
氏
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
〈
人
間
の
力
を
越
え
た
不
気
味
な
も
の

を
含
〉
む
結
末
部
分
に
は
、
超
越
的
な
存
在
と
し
て
の
神
が
現
れ
て
い
る
。

　
先
行
研
究
で
い
わ
れ
る
よ
う
に
結
末
を
人
魚
の
復
讐
と
読
ん
で
し
ま
つ

て

は
、
現
世
的
利
益
を
も
た
ら
す
神
の
退
場
は
、
説
明
が
つ
か
な
く
な
っ
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て

し
ま
う
。
こ
こ
で
は
、
母
人
魚
が
向
か
っ
て
い
る
の
は
、
現
世
的
利
益

を
も
た
ら
す
神
に
代
わ
っ
て
現
れ
て
き
た
真
の
超
越
的
存
在
と
し
て
の
神

で

あ
り
、
母
人
魚
が
向
か
う
目
的
は
復
讐
で
は
な
い
、
と
考
え
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
母
人
魚
は
、
何
を
求
め
て
蝋
燭
を
上
げ
る
の
か
。
次

章
で
は
こ
の
ラ
ス
ト
シ
ー
ン
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。

ラ
ス
ト
シ
ー
ン
の
解
釈

　

ラ
ス
ト
シ
ー
ン
を
解
釈
す
る
に
あ
た
り
、
ま
ず
は
作
中
で
母
人
魚
が

と
っ
た
行
動
を
整
理
し
て
お
き
た
い
。
母
人
魚
が
明
ら
か
に
登
場
す
る
の

は

第
一
章
だ
け
で
あ
る
。
第
一
章
に
お
い
て
母
人
魚
は
お
な
か
の
中
に
い

る
我
が
子
の
幸
せ
を
願
う
気
持
ち
か
ら
、
子
供
を
陸
に
産
み
落
と
す
決
意

を
す
る
。
こ
の
人
間
の
世
界
を
求
め
た
母
人
魚
は
、
ど
こ
に
娘
を
産
み
落

と
し
た
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
お
宮
へ
お
ま
い
り
を
し
て
、
お
ば
あ
さ
ん
は
山
を
降
り
て
き
ま
す
と
、

　
　
石
段
の
下
に
、
赤
ん
坊
が
泣
い
て
い
ま
し
た
。
（
二
）

　

こ
の
よ
う
に
、
母
人
魚
が
子
供
を
産
み
落
と
し
た
の
は
〈
石
段
の
下
〉

で
あ
る
。
こ
の
点
に
留
意
し
つ
つ
、
次
は
第
五
章
を
見
て
み
た
い
。

　
第
五
章
で
蝋
燭
を
買
い
に
来
た
り
、
お
宮
に
蝋
燭
を
上
げ
た
り
す
る
者

に
つ
い
て
作
品
は
そ
れ
が
誰
な
の
か
語
ら
な
い
。
し
か
し
多
く
の
先
行
研

究
で
い
わ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
こ
の
人
物
は
母
人
魚
と
読
む
の
が
自
然
で

あ
ろ
う
。

　
母
人
魚

と
思
わ
れ
る
女
が
赤
い
蝋
燭
を
買
い
に
き
た
夜
、
急
に
空
模
様

が
変

わ
り
町
は
大
暴
風
雨
に
み
ま
わ
れ
る
。
そ
の
後
お
宮
に
赤
い
蝋
燭
の

点
っ
た
晩
は
た
ち
ま
ち
大
あ
ら
し
と
な
り
、
赤
い
蝋
燭
は
不
吉
と
さ
れ
、

老
夫
婦
は
蝋
燭
屋
を
や
め
る
。

　
・
　
し
か
し
、
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
、
だ
れ
が
、
お
宮
に
上
げ
る
も
の

　
　
か
、
た
び
た
び
、
赤
い
ろ
う
そ
く
が
と
も
り
ま
し
た
。
（
五
）

　
・
　
真
っ
暗
な
、
星
も
み
え
な
い
、
雨
の
降
る
晩
に
、
波
の
上
か
ら
、

　
　
赤
い
ろ
う
そ
く
の
灯
が
、
漂
っ
て
、
だ
ん
だ
ん
高
く
登
っ
て
、
い
つ

　
　
し
か
山
の
上
の
お
宮
を
さ
し
て
、
ち
ら
ち
ら
と
動
い
て
ゆ
く
の
を
見

　
　
た
も
の
が
あ
り
ま
す
。
（
五
）

　

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
母
人
魚
が
〈
山
の
上
の
お
宮
〉
に
向
か
っ
て

い

る
点
で
あ
る
。
物
語
の
冒
頭
で
は
〈
石
段
の
下
〉
に
娘
人
魚
を
産
み
落

と
し
た
母
人
魚
で
あ
る
が
、
こ
の
ラ
ス
ト
シ
ー
ン
で
は
石
段
を
登
っ
た

〈山
の
上
の
お
宮
〉
に
蝋
燭
を
上
げ
て
い
る
。
〈
石
段
の
下
〉
と
〈
山
の
上

の
お
宮
〉
、
こ
の
両
者
の
違
い
が
意
味
す
る
も
の
と
は
一
体
何
な
の
か
。

　
ま
ず
、
〈
石
段
の
下
〉
と
は
ど
の
よ
う
な
場
所
で
あ
ろ
う
か
。
〈
石
段
の

下
〉
に
は
人
間
の
暮
ら
す
町
が
あ
り
、
「
人
間
の
世
界
」
と
言
い
換
え
る

こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
冒
頭
で
母
人
魚
は
子
供
が
〈
人
間
の
仲
間
入
り

を
し
て
、
幸
福
に
生
活
を
す
る
〉
こ
と
を
望
ん
で
い
た
の
で
、
〈
石
段
の

下
〉
に
あ
る
人
間
の
世
界
に
娘
人
魚
を
産
み
落
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
〈
山
の
上
の
お
宮
〉
と
は
ど
の
よ
う
な
場
所
で
あ
ろ
う
か
。

石
段
を
登
っ
た
上
に
あ
る
お
宮
は
、
人
間
の
世
界
の
も
う
一
段
上
に
あ
る

「神
さ
ま
の
世
界
」
と
い
う
べ
き
場
所
で
あ
ろ
う
。
人
間
世
界
へ
の
幻
想

が
破
れ
、
す
が
る
も
の
を
失
っ
た
母
人
魚
は
こ
こ
で
、
子
を
失
っ
た
悲
し

み

を
癒
し
、
自
分
の
愚
か
さ
へ
の
後
悔
を
静
め
て
く
れ
る
存
在
と
し
て
神

を
欲
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
作
品
冒
頭
に
お
け
る
母
人
魚
は
、
超
越
的
な
何
か
に
思
い
を
め
ぐ
ら
せ

る
こ
と
な
く
、
た
だ
た
だ
「
人
間
の
世
界
」
に
焦
が
れ
、
そ
の
中
で
娘
が

幸
せ
に
な
っ
て
く
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
い
た
。
し
か
し
そ
の
幻
想
を
打
ち
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砕
か
れ
た
後
の
ラ
ス
ト
シ
ー
ン
で
は
、
母
人
魚
が
海
か
ら
上
が
り
「
人
間

の
世
界
」
を
カ
ッ
ト
し
て
、
神
に
祈
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
か
つ
て

人

間
た
ち
が
し
た
よ
う
に
、
母
人
魚
は
赤
い
蝋
燭
を
手
に
お
ま
い
り
を
す

る
。
人
間
た
ち
と
違
う
の
は
、
現
世
的
利
益
の
有
無
だ
。
か
つ
て
母
人
魚

は
、
〈
石
段
の
下
〉
に
子
供
を
産
み
落
と
す
こ
と
で
、
確
か
に
現
世
的
利

益
を
願
っ
て
い
た
。
し
か
し
そ
の
願
い
が
無
残
に
も
打
ち
砕
か
れ
た
後
で

は
、
娘
の
幸
せ
を
願
っ
て
自
分
が
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
悔
や
む
気
持
ち

か
ら
、
い
わ
ば
心
の
拠
り
ど
こ
ろ
と
し
て
超
越
的
な
も
の
を
欲
し
、
す
が

る
の
で
あ
る
。
現
世
的
な
利
益
と
は
か
け
離
れ
た
母
人
魚
の
根
源
的
な
思

い

が
、
神
に
現
世
的
利
益
を
求
め
続
け
た
「
人
間
の
世
界
」
を
飛
び
越
え

て
、
「
神
さ
ま
の
世
界
」
を
求
め
た
の
が
、
こ
の
ラ
ス
ト
シ
ー
ン
で
は
な

い
か
。

　
こ
の
作
品
を
母
人
魚
に
即
し
て
考
え
れ
ば
、
人
間
が
現
世
的
な
利
益
に

気
を
取
ら
れ
て
忘
れ
て
し
ま
っ
た
超
越
的
存
在
と
し
て
の
神
を
、
人
間
に

代
わ

っ

て

人
魚
が
信
仰
す
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
「
本
来
的
な
神
さ
ま
の

よ
み
が
え
り
」
と
も
い
え
る
構
図
が
み
え
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

人

間
の
力
を
こ
え
た
不
気
味
な
も
の
を
含
む
神
の
前
で
は
、
悔
恨
で
自
分

を
捧
げ
る
し
か
な
い
の
で
あ
る
。

　
一
方
で
、
人
間
の
側
か
ら
こ
の
ラ
ス
ト
シ
ー
ン
を
考
え
て
み
る
。
人
魚

に

よ
る
「
本
来
的
な
神
さ
ま
の
よ
み
が
え
り
」
と
も
い
え
る
構
図
が
描
か

れ

る
の
と
同
時
に
、
人
間
の
町
が
滅
び
る
と
い
う
こ
と
は
、
何
を
意
味
し

て

い

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
人
間
の
世
界
」
に
お
け
る
神
さ
ま
に
は
二
面

性
が
あ
っ
た
。
超
越
的
な
大
い
な
る
存
在
と
し
て
の
神
さ
ま
と
、
現
世
的

利
益
に
結
び
付
け
ら
れ
た
神
さ
ま
で
あ
る
。
人
間
の
力
を
超
え
た
、
超
越

的
存
在
と
し
て
の
神
さ
ま
は
、
最
初
は
確
か
に
存
在
し
て
い
た
は
ず
だ
。

し
か
し
、
神
さ
ま
は
次
第
に
人
間
世
界
の
次
元
で
の
現
世
利
益
を
も
た
ら

し
て
く
れ
る
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
そ
の
価
値
を
判
断
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

て

し
ま
っ
た
。
根
源
的
な
思
い
で
は
な
く
、
お
金
や
航
海
の
安
全
な
ど
人

間
世
界
で
の
利
益
が
人
々
の
信
仰
を
左
右
す
る
の
で
あ
る
。
神
さ
ま
は
人

間
に
よ
っ
て
、
超
越
的
存
在
と
し
て
の
神
さ
ま
か
ら
、
利
益
を
も
た
ら
し

て

く
れ
る
か
ど
う
か
の
神
さ
ま
へ
と
、
さ
ら
に
い
え
ば
「
神
さ
ま
」
の
世

界
か

ら
「
人
間
」
の
世
界
へ
と
引
き
下
げ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

そ

し
て
、
人
間
世
界
が
あ
る
限
り
こ
れ
は
繰
り
返
さ
れ
る
。
も
し
、
こ
れ

を
繰
り
返
さ
せ
な
い
た
め
に
人
間
の
町
が
滅
び
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の

結
末
に
は
あ
る
種
の
絶
望
も
ま
た
描
か
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
作
品
の
中
に
は
、
人
間
に
絶
望
し
た
後
に
、
本
来
的
な
神
さ
ま
を

よ
み
が
え
ら
せ
る
も
の
と
し
て
、
人
魚
が
い
る
の
で
あ
る
。

注
1

234

古
田
足
日
「
近
代
童
話
の
崩
壊
」
（
初
出
「
小
さ
い
仲
間
」
第

五
号
、
一
九
五
四
年
三
月
）
。
引
用
は
古
田
足
日
『
現
代
児
童

文
学
論
』
、
一
九
五
九
年
九
月
、
く
ろ
し
お
出
版
に
よ
る
。

山
室
静
「
小
川
未
明
と
ア
ン
デ
ル
セ
ン
」
（
初
出
『
日
本
児
童

文
学
」
昭
和
三
六
年
一
〇
月
）
。
引
用
は
上
笙
一
郎
編
「
小
川

未
明
論
集
」
、
一
九
九
三
年
六
月
、
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
に
よ

る
。関

口
安
義
「
小
川
未
明
「
赤
い
蝋
燭
と
人
魚
」
」
（
小
川
英
晴
・

上

笙
一
郎
・
砂
田
弘
編
「
未
明
童
話
の
世
界
』
、
平
成
一
四
年

三
月
、
大
空
社
）

畠
山
兆
子
「
小
川
未
明
「
赤
い
蝋
燭
と
人
魚
」
の
研
究
1

「
義

憤
」
系
列
作
品
に
お
け
る
位
置
1
」
（
『
国
語
教
育
学
研
究
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誌
』
第
二
号
、
一
九
七
七
年
二
月
）

本
多
真
由
美
「
小
川
未
明
の
世
界
「
赤
い
蝋
燭
と
人
魚
ヒ

（
『活
水
日
文
』
第
一
八
号
、
一
九
八
八
年
三
月
）

木
村
小
夜

「小
川
未
明
「
赤
い
蝋
燭
と
人
魚
」
と
そ
の
周
辺
」

（
『福
井
県
立
大
学
論
集
』
第
二
九
巻
、
二
〇
〇
七
年
七
月
）

引
用
は
「
小
川
未
明
童
話
集
』
（
昭
和
二
六
年
＝
月
、
新
潮

社
）
に
よ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
四
二
回
卒
業
生
）
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