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一　

都
市
と
田
園
と
の
問
題

広
津
和
郎
の
童
話
「
白
鳥
に
な
つ
た
王
女
の
物
語
」（『
婦
人
画
報
』

一
九
二
一
・
四
）
に
つ
い
て
、
拙
稿
で
「〈
行
き
て
帰
り
し
物
語
〉」
と

い
う
物
語
の
構
造
を
ず
ら
し
、「
行
く
あ
て
も
な
い
〈
放
浪
者
〉
の
物
語
」

と
論
じ
た（
１
）。
本
稿
で
は
、
童
話
の
主
人
公
で
あ
る
王
女
と
王
国
、
換
言

す
れ
ば
自
己
と
故
郷
と
の
関
係
に
注
目
し
、
再
考
し
た
い
。
ま
ず
は
、

童
話
の
背
景
と
し
て
一
九
一
六
年
か
ら
一
九
二
一
年
ご
ろ
の
時
代
的
な

問
題
意
識
と
し
て
浮
上
し
て
い
た
都
市
と
田
園
と
の
問
題
に
つ
い
て
見

て
い
く
こ
と
と
す
る
。

日
本
の
近
代
化
に
伴
い
、
首
都
・
東
京
は
工
業
都
市
と
し
て
発
展
し
、

急
速
に
都
市
化
が
進
む
。
東
京
の
都
市
化
に
よ
っ
て
、
従
来
は
な
か
っ

た
問
題
が
発
生
す
る
。
一
九
一
六
年
十
一
月
の
『
早
稲
田
文
学
』
に
は

「
一
個
の
都
会
問
題
」
と
し
て
、
当
時
の
東
京
の
騒
音
問
題
が
報
告
さ

れ
て
い
る（
２
）。

　

都
会
―
―
殊
に
近
代
の
機
械
的
文
明
の
設
備
を
多
く
有
す

る
―
―
に
於
い
て
最
も
人
間
の
官
能
を
刺
激
す
る
も
の
は
少
く
と

も
色
彩
と
音
響
と
が
其
の
尤
な
る
も
の
で
あ
ら
う
。（
中
略
）
殊
に

都
会
の
騒
音
は
甚
し
い
。
例
へ
ば
電
車
の
音
、
機
械
の
音
、
汽
車

の
音
、
自
働
車
の
音
等
が
混
合
し
て
一
種
言
ふ
可
ら
ざ
る
不
快
の

音
響
が
絶
え
ず
都
会
人
を
威
嚇
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。（
中
略
）
其

他
騒
音
は
唯
単
に
感
覚
を
損
傷
す
る
許
り
で
は
な
く
、
そ
れ
が
更

に
精
神
力
に
迄
影
響
を
及
ぼ
す
か
ら
恐
ろ
し
い
の
で
あ
る
。（
中
略
）

都
会
に
於
け
る
有
ゆ
る
方
面
の
生
活
者
は
、
其
間
に
程
度
の
差
こ

そ
あ
れ
、
皆
此
の
騒
音
に
悩
さ
れ
て
居
る
の
で
あ
る
。

都
市
化
に
よ
っ
て
生
じ
た
問
題
は
騒
音
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
東

京
の
あ
ら
ゆ
る
場
所
か
ら
自
然
が
次
第
に
消
え
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

東
京
か
ら
自
然
が
目
に
見
え
て
減
少
し
、
都
会
生
活
者
の
生
活
に
も
影

自
己
と
故
郷
と
を
め
ぐ
る
物
語

―
広
津
和
郎
「
白
鳥
に
な
つ
た
王
女
の
物
語
」
を
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む
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響
を
及
ぼ
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
な

か
、
一
九
一
七
年
七
月
に
『
中
央
公
論
』
で
は
「
自
然
生
活
号
」
と
題

さ
れ
る
増
刊
号
が
刊
行
さ
れ
る（
３
）。
そ
こ
で
は
、
複
数
の
識
者
ら
が
「
都

会
生
活
者
の
採
り
容
れ
得
べ
き
自
然
生
活
味
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
回
答

を
し
て
い
る
。
徳
田
秋
声
と
高
島
米
峰
の
回
答
か
ら
当
時
の
東
京
の
様

子
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
紹
介
す
る
。
徳
田
秋
声
は
「
夜

の
明
け
方
は
私
の
住
所
な
ど
で
は
さ
す
が
に
武
蔵
野
だ
と
云
ふ
感
じ
が

し
ま
す
が
、
下
町
で
は
其
も
駄
目
で
す
。
し
か
し
朝
起
き
は
い
く
ら
か

新
鮮
な
自
然
に
接
す
る
こ
と
に
な
り
ま
せ
う
。
晩
方
の
散
歩
が
い
ゝ
と

思
ひ
ま
す
。
し
か
し
か
う
自
働
車
や
何
か
ゞ
劇
し
く
な
つ
て
は
遣
切
れ

ま
せ
ん
。
路
傍
樹
の
繁
つ
た
静
か
な
人
道
、
若
し
く
は
公
園
を
も
う
少

し
殖
し
た
い
と
思
ひ
ま
す
」
と
下
町
に
お
け
る
自
然
の
減
少
と
騒
音
の

問
題
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
ま
た
、
高
島
米
峰
は
「
猫
の
額
程
の

空
地
も
な
く
て
、
ダ
リ
ヤ
一
本
植
ゑ
る
こ
と
も
出
来
ず
、
一
鉢
二
銭
の

朝
顔
を
買
つ
て
も
、
そ
れ
さ
へ
並
べ
る
、
適
当
の
場
所
を
持
た
な
い
と

い
ふ
程
に
、
切
り
つ
め
た
生
活
を
し
て
居
る
吾
々
の
や
う
な
都
会
生
活

者
が
、
物
質
的
に
、
自
然
生
活
味
を
採
り
容
れ
る
な
ど
ゝ
い
ふ
こ
と
は
、

全
く
空
望
で
あ
り
ま
す
」
と
鉢
植
え
な
ど
の
植
物
さ
え
生
活
の
な
か
に

取
り
入
れ
る
こ
と
が
難
し
い
と
い
う
都
会
に
お
け
る
所
狭
き
居
住
空
間

に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
こ
の
居
住
空
間
の
問
題
は
、
東
京
に
人
々

が
密
集
し
始
め
た
こ
と
と
も
連
動
し
て
い
る
。
東
京
が
工
業
都
市
と
し

て
発
展
す
る
こ
と
と
比
例
し
て
、
地
方
か
ら
の
流
入
者
が
増
え
、
人
口

が
急
増
す
る
。
竹
村
民
郎
は
、
東
京
の
人
口
に
つ
い
て
「
明
治
三
十
一

（
一
八
九
八
）
年
か
ら
、大
正
九
（
一
九
二
〇
）
年
」
の
間
に
「
一
四
四
万

か
ら
三
三
五
万
」
人
ま
で
に
増
加
し
て
い
る
と
紹
介
し
て
い
る（
４
）。
東
京

の
都
市
化
と
人
口
増
加
に
よ
り
、
東
京
の
至
る
と
こ
ろ
で
都
市
開
発
、

宅
地
開
拓
が
進
み
、
東
京
か
ら
次
第
に
自
然
が
な
く
な
っ
た
こ
と
で
、

都
会
生
活
者
は
自
然
の
残
る
郊
外
や
田
園
風
景
が
広
が
る
地
域
を
希
求

す
る
よ
う
に
な
る
。
ま
た
、
地
方
か
ら
東
京
へ
流
入
し
、
都
会
生
活
者

と
な
っ
た
一
部
の
者
に
と
っ
て
は
自
然
を
求
め
る
感
情
だ
け
か
ら
で
は

な
く
、
故
郷
を
離
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
故
郷
の
自
然
や
故
郷
そ
の
も
の

を
想
望
す
る
よ
う
に
な
る
。
人
々
が
「
故
郷
」
を
意
識
す
る
手
続
き
に

つ
い
て
、
小
林
敏
明
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る（
５
）。

　

故
郷
は
、
そ
の
な
か
に
ど
っ
ぷ
り
浸
か
っ
て
暮
ら
し
て
い
る
あ

い
だ
は
意
識
さ
れ
な
い
、
と
い
う
か
そ
の
必
要
が
な
い
。
故
郷
と

い
う
の
は
遠
く
離
れ
て
は
じ
め
て
意
識
に
上
っ
て
く
る
存
在
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
距
離
を
置
い
て
外
部
か
ら
「
対
象
」
と
し
て
眺
め

た
と
き
に
、
故
郷
は
「
故
郷
」
と
な
る
の
だ
。（
中
略
）
こ
の
よ
う

に
、
故
郷
の
意
識
が
成
り
立
つ
た
め
に
は
、
そ
れ
を
外
か
ら
眺
め

る
機
会
と
な
る
出
郷
な
い
し
離
郷
と
い
う
事
態
が
前
提
と
な
る
。

小
林
が
言
う
よ
う
に
、
出
身
地
か
ら
遠
く
離
れ
た
東
京
へ
出
て
き
て

は
じ
め
て
、
自
分
に
と
っ
て
の
「
故
郷
」
を
捉
え
な
お
し
、
意
識
し
た

者
は
少
な
く
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。こ
の
よ
う
に
東
京
の
都
市
化
に
伴
い
、

都
会
生
活
者
が
自
然
や
故
郷
を
求
め
る
と
い
う
背
景
の
な
か
で
、
都
市

と
田
園
（
故
郷
を
も
含
む
田
園
）
と
の
問
題
が
時
代
的
な
テ
ー
マ
と
し

て
浮
上
す
る
。
こ
れ
を
裏
づ
け
る
よ
う
に
、
一
九
一
六
年
八
月
の
『
早
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稲
田
文
学
』
に
は
「
田
園
と
都
市
の
問
題
」
と
い
う
特
集
が
組
ま
れ

る（
６
）。「
編
集
記
事
」
に
は
、「
本
誌
が
「
田
園
と
都
市
の
問
題
」
に
就
い

て
、
諸
家
の
意
見
を
掲
載
し
た
の
は
、
最
も
時
機
を
得
て
ゐ
る
だ
ら
う
」

と
記
載
が
あ
り
、
時
代
的
な
関
心
事
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、

一
九
二
一
年
七
月
の
『
中
央
公
論
』
で
は
「
都
市
と
田
園
」
号
が
刊
行

さ
れ
る（
７
）。
先
に
挙
げ
た
「
田
園
と
都
市
の
問
題
」
の
巻
頭
で
は
、
都
市

と
田
園
と
の
問
題
の
重
要
性
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
。

田
園
に
は
田
園
特
有
の
問
題
が
あ
り
、
都
市
に
は
都
市
特
有
の
問
題

が
あ
る
の
は
勿
論
で
あ
る
が
、
近
代
の
科
学
的
文
明
が
発
達
す
れ
ば

す
る
だ
け
、
或
は
人
口
の
上
か
ら
、
或
は
労
働
の
上
か
ら
、
或
は
商

業
や
交
通
の
上
か
ら
、
こ
れ
を
別
言
す
れ
ば
政
治
的
、
経
済
的
の
幾

多
の
利
害
の
上
か
ら
田
園
と
都
市
と
の
関
係
は
い
よ

く
密
接
な
、

も
し
く
は
い
よ

く
激
烈
な
、
決
し
て
閑
居
す
る
事
の
出
来
な
い
状

態
と
な
り
来
つ
て
ゐ
る
。
更
に
こ
れ
を
人
類
の
精
神
的
方
面
か
ら
考

へ
る
時
に
は
ま
た
更
に
重
大
な
問
題
を
惹
起
し
つ
ゝ
あ
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、「
精
神
的
方
面
か
ら
考
へ
る
時
に
は
ま

た
更
に
重
大
な
問
題
」
と
い
う
点
で
あ
る
。「
人
類
の
精
神
的
方
面
」

が
文
化
、
芸
術
、
宗
教
な
ど
の
人
間
の
精
神
的
活
動
を
示
し
て
い
る
な

ら
ば
、
そ
の
な
か
に
個
人
の
精
神
的
な
課
題
や
問
題
な
ど
も
含
ま
れ
る

で
あ
ろ
う
。
人
間
の
精
神
的
活
動
か
ら
都
市
と
田
園
と
の
問
題
を
捉
え

る
場
合
、
都
市
と
田
園
と
の
問
題
が
自
己
の
在
り
方
の
問
題
と
も
か
か

わ
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
都
市
と
田
園
と
自
己

と
の
問
題
に
関
し
て
、
一
九
一
六
年
三
月
に
東
京
よ
り
糸
魚
川
へ
と
帰

郷
し
た
相
馬
御
風
を
取
り
上
げ
、
考
え
て
み
た
い
。

二　

相
馬
御
風
の
帰
郷

御
風
は
生
ま
れ
育
っ
た
糸
魚
川
に
帰
郷
す
る
前
の
一
九
一
六
年
二
月

に
刊
行
さ
れ
た
『
還
元
録（
８
）』
で
、
帰
郷
の
理
由
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
。

私
に
は
す
で
に
此
の
自
分
一
個
を
如
何
に
せ
ば
最
も
善
く
生
か
す

こ
と
が
出
来
る
か
と
云
ふ
根
本
の
信
念
が
欠
け
て
居
た
の
で
す
。

そ
れ
な
し
に
は
何
事
も
安
ん
じ
て
為
し
得
な
い
と
こ
ろ
の
、
そ
の

根
本
の
信
念
が
欠
け
て
居
た
の
で
す
。
而
も
つ
ひ
先
頃
ま
で
の
私

は
此
の
最
も
根
本
的
な
も
の
を
求
め
る
こ
と
の
苦
痛
を
回
避
し

て
、徒
ら
に
自
分
の
皮
相
な
生
活
を
切
り
売
り
し
て
居
た
の
で
す
。

そ
し
て
そ
の
為
め
に
却
て
刻
々
に
自
分
の
人
間
的
生
活
を
破
壊
し

つ
ゝ
あ
つ
た
の
で
す
。（
中
略
）
日
一
日
と
私
の
最
も
内
部
的
な

精
神
的
な
求
め
、
即
ち
愛
の
心
が
蹂
躙
さ
れ
て
行
く
ば
か
り
で
し

た
。
た
へ
が
た
い
孤
独
と
空
虚
と
の
悲
し
み
が
、
刻
一
刻
激
し
く

私
の
内
部
か
ら
湧
き
起
つ
て
来
ま
し
た
。

　

私
は
今
何
よ
り
も
此
の
内
部
の
孤
独
と
空
虚
を
充
た
す
こ
と
に

全
力
を
挙
げ
て
従
が
は
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
自
分
み
づ
か
ら

一
個
の
善
良
な
る
人
間
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。（
中
略
）

私
は
私
み
づ
か
ら
の
た
ま
し
ひ

0

0

0

0

の
あ
り
か
を
確
め
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。

御
風
は
、
東
京
で
の
生
活
の
な
か
で
自
己
矛
盾
に
気
が
付
き
、「
た
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悦
ば
し
い
生
活
を
営
み
得
る
や
う
に
な
り
た
い
も
の
だ
と
、
そ
の

こ
と
を
今
切
に
望
ん
で
ゐ
る
。

故
郷
の
自
然
や
生
活
に
よ
っ
て「
み
づ
か
ら
の
た
ま
し
ひ
の
あ
り
か
」

を
見
つ
け
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
再
確
認
で
き
る
場
所
が
御
風
に

と
っ
て
の
糸
魚
川
＝
故
郷
で
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
。御
風
に
と
っ
て
は
、

故
郷
な
く
し
て
、自
分
自
身
を
取
り
戻
せ
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

都
市
と
田
園
（
故
郷
を
も
含
む
田
園
）
と
の
問
題
に
お
け
る
自
己
と
の

関
係
性
を
考
え
る
う
え
で
、
御
風
の
場
合
は
、
自
己
と
田
園
（
故
郷
）

と
が
密
接
な
関
係
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ

う
。
本
稿
で
取
り
上
げ
る
「
白
鳥
に
な
つ
た
王
女
の
物
語
」
も
自
己
と

田
園
（
故
郷
）
と
が
密
接
に
関
わ
る
こ
と
を
テ
ー
マ
と
し
た
物
語
と
い

え
る
。三　

王
女
と
王
国
、
自
己
と
故
郷

「
白
鳥
に
な
つ
た
王
女
の
物
語
」
の
あ
ら
す
じ
を
確
認
し
て
お
く
。「
或

航
海
師
」
が
「
北
の
方
の
国
に
行
つ
た
時
に
」、「
心
安
く
」
な
っ
た
白

鳥
か
ら
聞
い
た
身
の
上
話
で
あ
る
。
白
鳥
は
秀
子
と
い
う
名
の
「
或
国

の
王
様
の
一
人
娘
」
で
あ
っ
た
。
母
親
と
の
死
別
後
、
父
が
再
婚
し
、
継

母
を
迎
え
る
。
は
じ
め
は
家
族
仲
良
く
暮
ら
し
て
い
た
も
の
の
、
王
で

あ
る
父
が
後
継
者
に
継
母
と
の
間
に
生
ま
れ
た
娘
（
勝
子
）
で
は
な
く
、

秀
子
を
選
ん
だ
こ
と
に
よ
り
、
継
母
の
秀
子
に
対
す
る
態
度
が
豹
変
す

る
。
秀
子
は
心
労
か
ら
病
に
か
か
り
、
継
母
に
よ
っ
て
「
都
か
ら
随
分

へ
が
た
い
孤
独
と
空
虚
と
の
悲
し
み
」
に
従
っ
て
、
自
分
自
身
を
問
い

直
し
、
自
分
と
は
如
何
な
る
人
間
で
あ
る
べ
き
か
「
た
ま
し
ひ
の
あ
り

か
」を
確
認
す
べ
く
、故
郷
に
帰
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
糸
井
川
に
戻
っ

た
御
風
は
、
一
年
四
ヵ
月
後
の
一
九
一
七
年
七
月
に
「
田
舎
に
帰
り
住

ん
で
か
ら（
９
）」と
い
う
寄
稿
文
に
改
め
て
帰
郷
の
理
由
を
明
か
し
て
い
る
。

絶
え
ず
凡
て
の
意
味
で
の
自
分
の
居
る
処
に
対
す
る
不
安
に
駆
ら

れ
た
り
、
他
人
と
の
交
渉
接
触
に
対
す
る
不
安
や
危
惧
の
念
に
苦

し
ま
さ
れ
た
り
し
な
が
ら
、
ま
る
で
針
金
の
や
う
に
張
り
つ
め
た

神
経
の
痛
さ
を
感
じ
つ
ゝ
営
ま
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
や
う
な
生
活
に

堪
へ
得
ら
れ
な
く
な
つ
て
、
貧
し
く
て
も
淋
し
く
て
も
不
便
で
も

単
調
で
も
い
ゝ
、
た
ゞ
ぢ
つ
と
一
つ
と
こ
ろ
に
落
ち
着
い
た
、
定

住
的
な
生
活
が
送
り
た
さ
に
、
か
う
し
て
自
分
の
生
れ
た
辺
土
へ

逃
げ
戻
つ
て
来
た

さ
ら
に
、
故
郷
で
の
生
活
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

何
は
と
も
あ
れ
、
こ
ち
ら
へ
来
て
か
ら
の
僕
に
と
り
て
は
、
矢

張
此
の
土
地
の
自
然
が
一
番
親
し
い
も
の
に
な
つ
て
居
る
。（
中

略
）
大
自
然
の
偉
大
な
、又
は
崇
高
な
眺
め
か
ら
受
け
る
印
象
は
、

今
日
の
僕
に
は
む
し
ろ
最
も
貴
い
た
ま
し
い
の
養
ひ
で
あ
る
や
う

に
思
は
れ
る
。（
中
略
）
そ
し
て
僕
は
、
永
い
間
の
僕
自
身
の
不

自
然
な
都
会
生
活
で
、
精
神
的
に
も
肉
体
的
に
も
、
み
じ
め
な
不

健
康
状
態
に
陥
つ
た
自
分
が
、
か
う
し
た
自
然
か
ら
与
へ
ら
れ
る

養
ひ
に
よ
つ
て
、
お
ひ

く
に
も
と
の
健
康
を
取
り
も
ど
し
、
や

が
て
は
自
然
に
よ
つ
て
導
か
れ
る
単
純
な
、
し
か
し
は
れ
や
か
な
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分
の
存
在
理
由
を
見
失
い
、
自
己
否
定
す
る
と
い
う
展
開
に
は
、
王
女

で
あ
る
自
分
と
王
国
と
が
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
な
い
表
裏
一
体
の
関

係
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

さ
ら
に
、
秀
子
に
王
位
を
継
承
し
た
い
と
望
む
父
が
亡
く
な
っ
た
こ

と
は
、
秀
子
が
王
女
と
し
て
故
郷
で
あ
る
王
国
に
戻
る
こ
と
が
困
難
に

な
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
秀
子
が
王
女
と
な
る
理
由
を
自
ら
の

う
ち
か
ら
も
見
つ
け
ら
れ
ず
、
ま
た
父
か
ら
の
王
位
継
承
も
絶
た
れ
、

王
女
と
し
て
の
自
分
を
喪
失
し
、「
只
死
ぬ
こ
と
ば
か
り
考
へ
」、
海
に

身
を
投
げ
る
。
し
か
し
、
身
を
投
げ
た
海
の
な
か
で
秀
子
は
亡
き
父
に

会
い
、
父
か
ら
「
王
冠
の
入
つ
て
ゐ
る
金
庫
の
鍵
」
を
秀
子
に
手
渡
す

た
め
に
、
秀
子
と
「
よ
く
一
緒
に
散
歩
し
た
、
あ
の
湖
の
傍
の
森
の
中
」

に
鍵
を
隠
し
て
お
い
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
る
。
こ
の
場
面
に
お
い
て
、

王
か
ら
秀
子
へ
王
位
継
承
が
な
さ
れ
て
い
る
と
も
読
み
取
る
こ
と
が
で

き
る
。
秀
子
は
亡
き
父
と
の
交
流
に
よ
り
王
女
と
し
て
の
自
分
を
再
確

認
さ
せ
ら
れ
た
状
態
で
海
辺
に
打
ち
上
げ
ら
れ
る
。
そ
こ
で
秀
子
は
飛

来
し
た
白
鳥
を
見
て 

「
自
分
も
あ
の
通
り
清
い
綺
麗
な
白
鳥
で
あ
つ
た

ら
、
い
ら
ぬ
心
配
も
な
く
て
ど
の
位
い
ゝ
か
知
れ
な
い
」
と
い
う
感
情

が
起
こ
り
、「
自
由
な
白
鳥
で
あ
れ
、
お
前
の
や
う
に
い
つ
ま
で
も
清

い
白
い
鳥
で
あ
れ
…
…
」
と
祈
る
と
「
白
鳥
の
姿
に
化
し
て
了
つ
て
ゐ
」

た
。
秀
子
が
化
し
た
白
鳥
は
、
此
岸
と
彼
岸
と
を
行
き
交
う
鳥
と
さ
れ

て
い
る
。
赤
羽
正
春
は
、
世
界
各
地
に
語
ら
れ
る
白
鳥
処
女
説
話
か
ら

「
天
と
地
を
つ
な
ぐ
語
り
の
中
心
に
白
鳥
が
配
置
さ
れ
て
い
る
」
と
し

て
い
る）
11
（

。
つ
ま
り
、
白
鳥
は
此
岸
と
彼
岸
の
中
間
に
存
在
す
る
鳥
と
し

離
れ
た
、
淋
し
い
島
」
に
追
い
や
ら
れ
る
。
そ
こ
で
父
の
死
を
知
っ
た
秀

子
は
「
只
一
人
杖
と
も
柱
と
も
頼
む
お
父
さ
ん
が
亡
く
な
ら
れ
た
か
ら

に
は
、私
は
も
う
生
き
て
ゐ
て
も
何
の
望
み
も
楽
し
み
も
な
い
身
」
と
し
、

海
へ
身
を
投
げ
る）
10
（

。
海
の
中
で
亡
き
父
に
会
い
、
王
位
継
承
の
証
で
あ

る
「
王
冠
の
入
つ
て
ゐ
る
金
庫
の
鍵
」
に
つ
い
て
伝
え
ら
れ
る
。
秀
子
は

気
が
付
く
と
海
辺
に
打
ち
上
げ
ら
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
目
に
し
た
白

鳥
に
変
身
し
、
故
郷
で
あ
る
王
国
へ
戻
る
。
戻
る
と
、
津
波
に
よ
っ
て

故
郷
は
海
と
化
し
て
し
ま
う
。
秀
子
は
白
鳥
と
し
て
生
き
て
い
く
。

王
女
＝
自
己
、
王
国
＝
故
郷
と
捉
え
、
そ
の
関
係
に
お
い
て
、
こ
の

物
語
を
み
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
自
己
と
故
郷
と
が
不
可
分
な
関
係
に

あ
る
こ
と
は
先
に
御
風
を
一
つ
の
例
に
挙
げ
て
確
認
し
た
が
、
こ
の
物

語
に
お
い
て
は
、
さ
ら
に
直
接
的
に
両
者
を
結
び
つ
け
て
い
る
。
王
女

は
王
国
が
存
在
す
る
こ
と
で
王
女
と
し
て
の
自
分
が
存
在
す
る
。
一
方

で
、王
国
は
王
位
を
継
承
す
る
者
＝
王
女
（
父
で
あ
る
王
も
含
ま
れ
る
）

な
く
し
て
は
存
在
し
続
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
物
語
に
お
い
て

は
王
女
と
王
国
、
つ
ま
り
自
己
と
故
郷
と
が
切
り
離
せ
な
い
、
重
な
り

あ
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
テ
ー
マ
と
し
、
語
ら
れ
て
い
る
と
読
む
こ

と
が
で
き
る
。
物
語
の
要
所
を
見
て
い
き
な
が
ら
、
詳
述
し
て
い
く
。

秀
子
は
継
母
か
ら
都
を
追
放
さ
れ
、「
淋
し
い
島
」
で
療
養
す
る
。

こ
れ
は
一
種
の
離
郷
と
も
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
秀
子
は
故
郷
の

都
か
ら
離
れ
、
病
の
な
か
で
王
女
と
し
て
の
自
分
を
見
失
い
、「
私
も

や
が
て
死
ん
で
行
く
の
だ
」
と
思
い
詰
め
る
。
故
郷
か
ら
離
れ
た
場
所

で
過
ご
さ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
陥
る
と
同
時
に
、
王
女
と
し
て
の
自



― 28 ―

裏
一
体
で
あ
り
、
重
な
り
あ
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
読
み
取
る
こ
と

が
で
き
よ
う
。

四　

放
浪
と
自
由
と
を
意
味
す
る
白
鳥
の
存
在

王
国
＝
故
郷
を
喪
失
し
た
秀
子
は
、
も
う
王
女
で
も
何
者
で
も
な
い

白
鳥
と
し
て
描
か
れ
る
。「
そ
の
後
私
は
多
く
の
白
鳥
と
共
に
、
連
れ

立
つ
て
国
と
別
れ
を
告
げ
て
旅
に
出
ま
し
た
」
と
い
い
、
渡
り
鳥
と
し

て
、
故
郷
を
持
た
ぬ
者
と
し
て
生
き
る
。
こ
こ
に
は
、
広
津
自
身
が
故

郷
を
持
た
ぬ
者
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
作
品
へ
の
投
影
が
読
み
取
れ
る）
12
（

。

広
津
は
幼
少
期
を
ふ
り
返
り
、
故
郷
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
回
想
し
て

い
る）
13
（

。人
の
記
憶
や
思
い
出
に
関
係
な
く
、
変
貌
を
重
ね
て
い
く
こ
の
東

京
と
い
う
大
都
会
の
非
情
さ
に
、わ
れ
わ
れ
は
馴
れ
っ
こ
に
な
り
、

無
感
動
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
明
治
の
植
民
都
市
東

京
を
め
が
け
て
各
地
か
ら
集
ま
っ
て
来
て
、
借
家
か
ら
借
家
を

転
々
と
し
た
人
達
を
親
に
持
ち
、
東
京
で
生
れ
東
京
で
育
っ
た
子

供
等
―
―
即
ち
二
世
等
の
多
く
が
感
ず
る
白
々
し
さ
、
自
分
ら
に

は
故
郷
が
な
い
と
云
う
白
々
し
さ
で
あ
る
。
親
た
ち
は
そ
こ
を
後

に
し
て
出
て
来
た
故
郷
に
対
す
る
思
い
出
が
あ
っ
て
も
、
二
世
等

に
は
故
郷
の
観
念
は
な
い
。（
中
略
）
私
な
ど
は
そ
う
云
う
意
味

で
「
故
郷
の
観
念
」
の
な
い
人
間
の
一
つ
の
典
型
か
も
し
れ
な
い

し
、
そ
の
こ
と
は
自
分
の
性
格
を
考
え
て
見
る
上
で
重
要
な
点
で

て
語
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
身
投
げ
を
し
た
海
の
中
で
亡
き
父
に

出
会
う
場
面
で
は
、
白
鳥
処
女
説
話
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
白
鳥
の
イ

メ
ー
ジ
を
こ
の
物
語
に
お
け
る
白
鳥
も
踏
襲
し
て
い
る
。
ま
た
、
白
鳥

と
化
し
た
秀
子
は
、
心
は
依
然
と
し
て
秀
子
の
ま
ま
で
あ
る
が
、
身
体

は
異
類
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
秀
子
の
化
し
た
白
鳥
は
此
岸
と
彼
岸

を
行
き
来
す
る
中
間
的
な
存
在
、
人
間
と
異
類
の
中
間
的
な
存
在
と
い

う
二
重
の
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

白
鳥
と
な
っ
た
秀
子
は
、
父
に
教
え
ら
れ
た
と
お
り
「
湖
畔
の
森
」

に
行
き
、「
王
冠
の
入
つ
て
ゐ
る
金
庫
の
鍵
」
を
手
に
入
れ
る
。
こ
の

鍵
の
片
面
に
は
「
我
が
胸
の
鍵
」
と
彫
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
「
こ
の

鍵
の
持
主
が
王
位
を
継
ぐ
べ
き
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

こ
の
鍵
を
入
手
し
た
こ
と
で
秀
子
は
、
本
来
自
分
の
あ
る
べ
き
姿
、
つ

ま
り
王
女
と
し
て
の
自
分
を
取
り
戻
し
た
こ
と
に
な
る
。
王
女
と
し
て

の
自
分
を
取
り
戻
し
た
秀
子
は
、「
空
高
く
一
声
啼
き
乍
ら
舞
ひ
上
り
」

故
郷
を
見
渡
す
。
し
か
し
、
そ
こ
で
一
羽
の
大
鷲
に
襲
わ
れ
、
鍵
を
落

と
し
て
し
ま
う
。
さ
ら
に
、
落
と
し
た
鍵
を
「
魔
法
使
ひ
の
爺
さ
ん
」

に
横
取
り
さ
れ
て
し
ま
う
。
こ
の
場
面
に
お
い
て
、
秀
子
が
「
我
が
胸

の
鍵
」
と
彫
ら
れ
た
鍵
を
失
っ
た
こ
と
は
、
王
女
と
し
て
の
自
分
を
失

う
こ
と
を
意
味
す
る
。
秀
子
が
王
女
と
し
て
の
自
分
を
喪
失
し
た
こ
と

に
よ
っ
て
、
王
女
の
不
在
が
明
確
と
な
り
、
そ
の
瞬
間
、
津
波
が
王
国

を
襲
い
、「
立
派
な
お
城
も
街
も
、
今
は
海
底
に
空
し
く
横
た
は
」
り
、

海
と
化
し
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
、
王
女
の
不
在
と
王
国
の
消
滅
が
同
時

に
起
こ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
結
末
か
ら
、
王
女
と
王
国
と
が
表
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ら
な
い
家
族
（
柳
浪
夫
妻
、
別
居
し
て
い
る
妻
子
等
）
が
い
る
た
め
気

持
ち
を
奮
い
立
た
せ
、
筆
を
執
っ
た）
14
（

。
当
時
の
広
津
に
と
っ
て
、
養
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
家
族
は
、
一
面
に
お
い
て
自
分
を
縛
り
付
け
る
も

の
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
。自
由
に
な
ら
な
い
身
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
、

自
由
へ
の
憧
憬
を
抱
き
、
そ
の
思
い
を
作
品
へ
昇
華
さ
せ
て
い
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
秀
子
が
白
鳥
と
し
て
生
き
る
姿
に
は
、
広
津
の
放

浪
と
自
由
へ
の
思
念
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

注

（
1
） 

入
口
愛
「
広
津
和
郎
の
〈
文
学
的
煩
悶
〉
時
代
―
童
話
へ
の
試

み
―
」『
児
童
文
学
論
叢
』
第
十
五
号
二
〇
一
〇
年
三
月

（
2
） 

「
論
説 

最
近
思
潮
」『
早
稲
田
文
学
』
一
九
一
六
年
十
一
月

（
3
） 

増
刊
号
に
は
田
中
王
堂
「
自
然
生
活
に
対
す
る
憧
憬
の
心
理
・

倫
理
」、
笹
川
臨
風
「
我
が
文
芸
に
現
は
れ
た
る
自
然
生
活
」、
生

方
敏
郎
「
田
舎
の
男
と
都
会
の
女
と
の
対
話
」
な
ど
が
掲
載
さ
れ

て
い
る
。

（
4
） 

竹
村
民
郎
『
大
正
文
化 

帝
国
の
ユ
ー
ト
ピ
ア　

世
界
史
の
転

換
期
と
大
衆
消
費
社
会
の
形
成
』
二
〇
一
〇
年
八
月
。
竹
村
は
本

著
の
な
か
で
矢
崎
武
夫
『
日
本
都
市
の
発
展
過
程
』（
一
九
六
二

年
三
月
）
を
用
い
て
、
全
国
主
要
都
市
に
お
け
る
人
口
に
つ
い
て

言
及
し
て
い
る
。
本
稿
で
の
引
用
箇
所
も
矢
崎
の
著
書
を
用
い
た

箇
所
で
あ
る
。

は
な
い
か
と
思
う
。
心
の
底
の
何
処
か
に
ヴ
ァ
ガ
ボ
ン
ド
が
住
ん

で
い
る
よ
う
な
気
が
、
私
は
子
供
の
時
分
か
ら
し
て
い
た
も
の
で

あ
る
。

「
故
郷
の
観
念
」
を
持
た
ぬ
、「
心
の
底
の
何
処
か
に
ヴ
ァ
ガ
ボ
ン
ド
」

が
存
在
す
る
広
津
だ
か
ら
こ
そ
秀
子
の
最
終
的
な
姿
と
し
て
、
故
郷
を

持
た
ぬ
、
放
浪
す
る
姿
を
選
ん
だ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

さ
ら
に
、
物
語
の
最
後
の
場
面
で
秀
子
は
次
の
よ
う
に
語
る
。

或
時
は
東
に
西
に
、
又
或
時
は
北
に
南
に
、
私
は
白
鳥
で
あ
る
が

故
に
こ
の
幸
福
に
恵
ま
れ
ま
し
た
。
本
当
に
私
は
幸
福
で
あ
る
と

思
つ
て
を
り
ま
す
。

こ
こ
か
ら
、
放
浪
と
背
中
合
わ
せ
に
あ
る
自
由
へ
の
憧
憬
を
読
み
取

る
こ
と
が
で
き
る
。
秀
子
が
白
鳥
に
化
す
際
に
も
「
自
由
な
白
鳥
で
あ

れ
、
お
前
の
や
う
に
い
つ
ま
で
も
清
い
白
い
鳥
で
あ
れ
…
…
」
と
何
者

に
も
縛
ら
れ
な
い
自
由
な
白
鳥
へ
の
思
い
が
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
自

由
へ
の
憧
憬
に
お
い
て
も
、
広
津
の
当
時
の
心
情
が
作
品
に
投
影
さ
れ

て
い
る
と
い
え
る
。「
白
鳥
に
な
つ
た
王
女
の
物
語
」
が
発
表
さ
れ
た

一
九
二
一
年
を
含
む
、
一
九
二
〇
年
か
ら
一
九
二
二
年
は
広
津
に
と
っ

て
創
作
意
欲
が
湧
か
な
い
「
低
迷
」
し
た
時
期
で
あ
っ
た
。
そ
の
時
期
、

広
津
は
「
何
も
し
な
い
で
、下
宿
の
部
屋
で
ひ
っ
く
り
返
り
」
な
が
ら
、

ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
の
「
悔
恨
な
き
怠
惰
」
と
い
う
言
葉
を
思
い
浮
か
べ
て

い
た
と
い
う
。
さ
ら
に
「
若
し
私
が
一
人
で
何
の
負
担
も
な
け
れ
ば
、

私
は
そ
う
し
て
い
つ
ま
で
も
「
無
為
」
の
中
に
沈
溺
し
て
い
た
か
も
し

れ
な
い
」
と
回
想
し
て
い
る
。
し
か
し
、
広
津
に
は
養
わ
な
け
れ
ば
な
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に
父
の
存
在
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
理
窟
で
は
な
い
。
多
分
愛
情
と

い
う
言
葉
で
呼
ん
で
好
い
感
情
な
の
で
あ
ろ
う
」
と
回
想
し
て
い

る
。

（
11
） 

赤
羽
正
春
『
も
の
と
人
間
の
文
化
史　

白
鳥
』
二
〇
一
二
年 

法
政
大
学
出
版
局

（
12
） 

拙
稿
（
注
（
1
）
に
同
じ
）
に
お
い
て
、
広
津
の
童
話
に
お
い

て
自
己
の
投
影
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
童
話
も
「
私
小
説

の
一
つ
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
だ
っ
た
」
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。

（
13
） 

広
津
和
郎
『
年
月
の
あ
し
お
と
』
一
九
九
八
年　

講
談
社

（
14
） 

（
13
）
に
同
じ
。

※
引
用
は
主
に
初
出
に
拠
っ
た
。
旧
字
は
適
宜
新
字
に
改
め
、
ル
ビ
は

省
略
し
、
仮
名
遣
い
は
引
用
文
に
従
っ
た
。

（
い
り
ぐ
ち
・
あ
い　

名
古
屋
女
子
大
学
短
期
大
学
部

本
学
大
学
院
平
成
十
四
年
修
了
）

（
5
） 

小
林
敏
明
「
故
郷
喪
失
の
時
代
」『
文
學
界
』
二
〇
一
八
年

一
〇
月

（
6
） 
「
田
園
と
都
市
の
問
題
」
に
は
、
安
部
磯
雄
「
田
園
生
活
と
経

済
問
題
」、
大
山
郁
夫
「
都
市
と
生
活
問
題
」、
岡
田
信
一
郎
「
都

市
の
美
観
」、
長
谷
川
誠
也
「
英
国
の
田
園
都
市
を
見
て
」、
相
馬

御
風
「
僕
自
身
の
見
方
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
7
） 

「
都
市
と
田
園
」号
に
は
四
四
名
の
識
者
が
寄
稿
し
て
い
る
。「
公

論
」
に
杉
森
孝
次
郎
「
都
市
及
び
田
園
」、
本
間
久
雄
「
都
会
文

芸
と
田
園
文
芸
」、
田
中
王
堂
「
補
角
と
し
て
の
都
会
生
活
と
田

園
生
活
」、「
説
苑
」
に
相
馬
御
風
「
田
園
雑
記
」、
石
丸
梧
平
「
都

会
憧
憬
の
心
と
田
園
を
懐
し
む
心
」、
上
司
小
剣
「
郊
外
生
活
の

真
味
」
な
ど
が
あ
る
。

（
8
） 

広
津
は
御
風
の
『
還
元
録
』
に
対
し
「
相
馬
御
風
氏
の
『
還
元

録
』
を
評
す
」（『
洪
水
以
後
』
一
九
一
六
年
三
月
）
と
題
し
た
評

論
を
発
表
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、御
風
の
気
質
と
も
い
え
る「
セ

ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
」、
い
わ
ば
「
物
に
感
心
し
易
い
心
」
を
批

判
し
て
い
る
。

（
9
） 

相
馬
御
風
「
田
舎
に
帰
り
住
ん
で
か
ら
（
此
の
書
を
東
京
に
あ

る
小
川
未
明
君
に
寄
す
）」『
中
央
公
論
』「
自
然
生
活
号
」

一
九
一
七
年
七
月

（
10
） 

童
話
に
お
け
る
秀
子
と
父
の
関
係
は
、
広
津
和
郎
と
柳
浪
と
の

関
係
を
彷
彿
と
さ
せ
る
。広
津
は『
年
月
の
あ
し
お
と
』（
一
九
九
八

年　

講
談
社
）
の
な
か
で
「
私
を
さ
さ
え
て
い
た
の
は
、
た
し
か
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