
１

は
じ
め
に

『
月
に
吠
え
る（

１
）』
は
一
九
一
七
〔
大
正
六
〕
年
二
月
に
感
情
詩
社
・
白
日

社
か
ら
出
版
さ
れ
た
。
製
作
・
発
表
期
間
で
言
え
ば
一
九
一
四
〔
大
正
三
〕

年
八
月
頃
か
ら
一
九
一
五
〔
大
正
四
〕
年
六
月
、
そ
し
て
約
一
年
の
空
白
期

間
を
挟
み
、
一
九
一
六
〔
大
正
五
〕
年
四
月
か
ら
一
九
一
七
〔
大
正
六
〕
年

二
月
ま
で
の
作
品
を
収
録
し
て
い
る
詩
集
で
あ
る
。
本
詩
集
は
、
刊
行
当
時

か
ら
特
に
韻
律
の
新
し
さ
を
評
価
さ
れ
、
排
斥
さ
れ
る
こ
と
な
く
受
容
さ
れ

た（
２
）。

詩
集
は
七
つ
の
章
か
ら
成
り
、
各
章
は
お
お
よ
そ
同
時
期
の
作
品
を
ま

と
め
て
編
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、「
竹
と
そ
の
哀
傷
」
章
に
は
〈
地
面
〉

〈
天
〉〈
懺
悔
〉、「
く
さ
つ
た
蛤
」
章
に
は
〈
腰
か
ら
下
の
な
い
病
人
〉
と

い
う
よ
う
に
各
章
を
似
た
詩
語
や
主
題
が
貫
い
て
い
る
。

し
か
し
、〈
吠
え
る
犬
〉
が
登
場
す
る
「
悲
し
い
月
夜
」、「
あ
り
あ
け
」、

「
見
し
ら
ぬ
犬
」
の
三
篇
は
、
同
じ
章
で
は
な
く
「
悲
し
い
月
夜
」
章
と

「
く
さ
つ
た
蛤
」
章
、「
見
知
ら
ぬ
犬
」
章
に
分
け
て
配
さ
れ
て
い
る
。
置

か
れ
る
章
が
異
な
る
の
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
の
初
出
が
「
悲
し

い
月
夜
」
は
『
地
上
巡
礼
』
一
九
一
四
〔
大
正
三
〕・
一
二
、「
あ
り
あ
け
」

は
『
Ａ
Ｒ
Ｓ
』
一
九
一
五
〔
大
正
四
〕・
四
、「
見
し
ら
ぬ
犬
」
は
『
感
情
』

一
九
一
七
〔
大
正
六
〕・
二
と
発
表
時
期
が
異
な
る
こ
と
が
原
因
だ
ろ
う（
３
）。「

悲

し
い
月
夜
」
か
ら
「
見
し
ら
ぬ
犬
」
の
間
に
は
沈
黙
期
を
挟
み
二
年
以
上
の

時
間
が
流
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
の
ち
に
『
蝶
を
夢
む
』（
新
潮
社
、
一
九
二
三
〔
大
正
一
二
〕・

七（
４
））
に
収
録
さ
れ
る
「
吠
え
る
犬
」（
初
出
は
『
詩
歌
』
一
九
一
五
〔
大
正

四
〕・
二
）
を
含
め
れ
ば
、『
月
に
吠
え
る
』
制
作
期
に
書
か
れ
た
〈
吠
え
る

犬
〉
詩
は
四
篇
と
数
え
ら
れ
る
。
章
を
隔
て
て
詩
集
の
う
ち
に
配
さ
れ
て
い

る
こ
と
に
表
れ
て
い
る
よ
う
に
、〈
吠
え
る
犬
〉
は
長
期
に
わ
た
っ
て
朔
太

郎
の
眼
前
に
繰
り
返
し
現
れ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
時
期
を
問
わ
ず
現
れ

る
〈
吠
え
る
犬
〉
は
朔
太
郎
に
と
っ
て
一
過
性
で
は
な
い
意
味
を
持
っ
て
い

た
と
言
え
よ
う
。

後
述
す
る
よ
う
に
、
先
行
論
で
は
〈
犬
〉
を
詩
人
の
分
身
の
よ
う
に
捉
え

て
解
釈
す
る
動
き
が
主
で
あ
る
。
こ
の
点
に
筆
者
は
異
論
を
唱
え
な
い
。
そ

の
上
で
、
そ
の
と
き
詩
集
の
題
を
も
う
一
度
見
返
し
、〈
吠
え
る
犬
〉
に
は

〈
月
〉
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
再
び
認
識
す
る
必
要
が
あ
る
。
実
際
、〈
吠

萩
原
朔
太
郎
に
お
け
る
〈
吠
え
る
犬
〉
詩
論

―
―
月
に
吠
え
る
〈
犬
〉
―
―

興
津
さ
く
ら
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え
る
犬
〉
詩
に
は
ど
の
作
に
も
必
ず
〈
月
〉
が
現
れ
る
。
つ
ま
り
、
我
々
は

〈
吠
え
る
犬
〉
詩
に
対
面
す
る
と
き
、〈
犬
〉
の
み
を
注
視
す
る
の
で
は
な

く
、〈
月
〉
を
そ
の
解
釈
に
織
り
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、『
月
に
吠
え
る
』
期
の
〈
吠
え
る
犬
〉
詩
を
横
断

的
に
読
み
、長
期
に
わ
た
っ
て
〈
吠
え
る
犬
〉
詩
が
制
作
さ
れ
た
こ
と
、〈
犬
〉

と
〈
月
〉
が
同
時
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。〈
犬
〉
の
描
写

の
変
遷
と
、〈
犬
〉
と
〈
月
〉
の
関
係
性
の
観
点
か
ら
、〈
吠
え
る
犬
〉
詩
の

新
た
な
解
釈
と
朔
太
郎
の
『
月
に
吠
え
る
』
期
の
到
達
点
を
考
察
す
る
。

２

朔
太
郎
と
〈
吠
え
る
犬
〉
詩
―
―
詩
人
と
〈
犬
〉

〈
吠
え
る
犬
〉
詩
に
つ
い
て
は
、
詩
集
の
題
も
『
月
に
吠
え
る
』
で
あ
る

こ
と
か
ら
朔
太
郎
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
も
の
と
思
わ
れ
る
。実
際
、

先
行
研
究
に
お
い
て
も
〈
吠
え
る
犬
〉
を
考
察
す
る
記
述
は
多
い
。
た
だ
、

〈
吠
え
る
犬
〉
は
先
述
の
よ
う
に
長
期
間
に
わ
た
り
登
場
す
る
こ
と
に
留
意

す
る
必
要
が
あ
る
。

「
悲
し
い
月
夜
」（『
地
上
巡
礼
』
一
巻
四
号
、
一
九
一
四
〔
大
正
三
〕・

一
二
）、「
吠
え
る
犬
」（『
詩
歌
』
五
巻
二
号
、
一
九
一
五
〔
大
正
四
〕・
二
）、

「
あ
り
あ
け
」（『
Ａ
Ｒ
Ｓ
』
創
刊
号
、
一
九
一
四
〔
大
正
四
〕・
四
）、「
見

し
ら
ぬ
犬
」（『
感
情
』
第
二
巻
第
二
号
、
一
九
一
七
〔
大
正
六
〕・
二
）
に

は
共
通
し
て
〈
吠
え
る
犬
〉
が
配
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
一
連
の
詩
群
に
つ
い

て
初
出
を
見
る
と
、
初
め
に
発
表
さ
れ
た
「
悲
し
い
月
夜
」
か
ら
「
見
し
ら

ぬ
犬
」
が
発
表
さ
れ
る
ま
で
に
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
二
年
以
上
の
時
間
が

隔
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
に
長
期
に
わ
た
っ
て
描
か
れ

続
け
た
こ
と
か
ら
も
、〈
吠
え
る
犬
〉
は
朔
太
郎
に
と
っ
て
非
常
に
重
要
な

意
味
を
持
つ
こ
と
が
窺
え
る
。

悲
し
い
月
夜

ぬ
す
つ
と
犬
め
が
、

く
さ
つ
た
波
止
場
の
月
に
吠
え
て
ゐ
る
。

た
ま
し
ひ
が
耳
を
す
ま
す
と
、

陰
気
く
さ
い
声
を
し
て
、

黄
い
ろ
い
娘
た
ち
が
合
唱
し
て
ゐ
る
、

合
唱
し
て
ゐ
る
、

波
止
場
の
く
ら
い
石
垣
で
。

い
つ
も
、

な
ぜ
お
れ
は
こ
れ
な
ん
だ
、

犬
よ
、

青
白
い
ふ
し
あ
は
せ
の
犬
よ
。

（『
月
に
吠
え
る
』
収
録
形
。
初
出
は
『
地
上
巡
礼
』
一
巻
四
号
、

一
九
一
四
〔
大
正
三
〕・
一
二
）

「
悲
し
い
月
夜
」
は
先
述
の
通
り
、
最
初
に
書
か
れ
た
〈
吠
え
る
犬
〉
詩

で
あ
る
。
こ
こ
に
見
ら
れ
る
〈
犬
〉
に
つ
い
て
、
星
野
徹
は
「〈
犬
〉
が
詩

人
自
身
の
〈
ふ
し
あ
は
せ
〉
な
姿
の
投
影
で
あ
る
ら
し
い
こ
と
は
直
ち
に
理

解
さ
れ
る
」（
星
野
、
一
九
七
三
・
一
一（
５
））、
清
岡
卓
行
は
「
こ
の
詩
に
お
い

て
は
、
自
分
と
犬
を
な
ん
の
た
め
ら
い
も
な
く
重
ね
合
わ
せ
よ
う
と
す
る
素

直
さ
が
、
こ
と
の
ほ
か
快
く
感
じ
ら
れ
る
」（
清
岡
、
一
九
七
四
・
一（
６
））

と
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述
べ
、〈
犬
〉
に
は
〈
詩
人
〉
が
投
影
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

こ
の
〈
詩
人
〉＝

〈
犬
〉
と
い
う
解
釈
は
、「
吠
え
る
犬
」
の
初
出
形
か
ら

も
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

吠
え
る
犬

月
夜
の
晩
に
、
犬
が
墓
地
の
墓
標
を
め
ぐ
つ
て
居
る
。

こ
の
遠
い
地
球
の
中
心
に
向
か
つ
て
吠
え
る
と
こ
ろ
の
犬
だ
。

犬
は
透
徹
す
べ
か
ら
ざ
る
地
下
に
於
て
深
く
か
く
さ
れ
た
る
と
こ
ろ
の

主
人
の
金
庫
を
感
知
す
る
こ
と
に
よ
り
、
金
庫
に
は
斐�

翠
及
び
夜
光
石

を
以
て
充
た
さ
れ
た
る
こ
と
を
感
能�

せ
る
こ
と
に
よ
り
。

吠
え
る
と
こ
ろ
の
犬
は
、
そ
の
心
霊
に
於
て
明
ら
か
に
白
熱
さ
れ
、
そ

の
心
臓
に
於
て
蛍
光
線
の
如
き
も
の
を
肉
身
に
透
影
す
る
。

こ
の
青
白
き
犬
は
前
足
を
以
て
固
き
地
面
を
堀
ら
ん
と
し
て
焦
心
す

る
。
遠
い
、
遠
い
、
地
下
の
世
界
に
於
て
微
動
せ
る
と
こ
ろ
の
も
の
を

感
得
せ
る
こ
と
に
よ
り
。

吠
え
る
と
こ
ろ
の
犬
は
感
傷
し
、
犬
は
疾
患
し
、
し
か
も
そ
の
明
ら
か

に
直
視
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
堀
ら
ん
と
し
て
月
夜
の
墓
地
に
焦
心
す

る
。

吠
え
る
と
こ
ろ
の
言
葉
は
『
詩
』
で
あ
る
。

汝
、
忠
貴
な
る
、
敏
感
な
る
、
然
れ
ど
も
全
く
、
孤
独
な
る
犬
よ
。
汝

が
吠
え
る
こ
と
に
よ
り
、
洞
察
な
き
隣
人
の
た
め
に
銃
を
以
て
撃
た
る

る
ま
で
、
汝
が
飢
死
す
る
に
及
ぶ
ま
で
、
汝
が
『
謎
』
を
語
る
こ
と
を

止
め
ざ
る
最
後
に
ま
で
。

吠
え
る
と
こ
ろ
の
犬
は
、
青
白
き
月
夜
に
於
て
の
『
詩
人
』
で
あ
る
。

（
初
出
形
。『
詩
歌
』
五
巻
二
号
、
一
九
一
五
〔
大
正
四
〕・
二
）

第
三
聯
に
記
述
さ
れ
る
「
吠
え
る
と
こ
ろ
の
犬
は
、
青
白
き
月
夜
に
於
て

の
『
詩
人
』
で
あ
る
」
と
い
う
部
分
に
は
、〈
犬
〉
は
『
詩
人
』
で
あ
る
こ

と
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
解
釈
は
、
後
述
す
る
各
先
行
研

究
に
お
い
て
も
共
通
す
る
見
方
で
あ
る
。

磯
田
光
一
と
勝
原
晴
希
は
〈
犬
〉
に
つ
い
て
こ
れ
ら
の
詩
篇
で
共
通
し
て

行
わ
れ
る
「
吠
え
る
」
と
い
う
行
為
に
着
目
し
て
い
る
。
磯
田
は
「
吠
え
る

犬
」
の
本
文
か
ら
「
何
か
本
質
的
な
も
の
を
求
め
て
、
そ
の
た
め
に
孤
立
し

た
境
涯
に
お
ち
い
っ
て
ゆ
く
の
が
詩
人
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
こ
に
成
立
し
て

い
る
�
詩
人
�
は
求
道
的
な
理
想
主
義
者
の
イ
メ
ー
ジ
に
近
接
し
て
い
る
」

（
磯
田
、
一
九
八
六
・
二（
７
））
と
述
べ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
勝
原
は
「
啄
木
歌

〈
わ
が
泣
く
〉
や
「
幻
影
と
謎
」
の
〈
恐
怖
し
た
り
き
〉
に
み
ら
れ
る
弱
々

し
さ
に
比
し
て
、
直
情
的
・
焦
燥
的
姿
勢
の
顕
著
な
「
吠
え
る
犬
」
の
犬
の

あ
り
よ
う
は
、
磯
田
光
一
の
説
く
〈
求
道
的
な
理
想
主
義
者
の
イ
メ
ー
ジ
〉

を
す
ら
は
み
出
て
し
ま
う
も
の
で
あ
ろ
う
。〈
遠
い
地
球
の
中
心
に
向
か
つ

て
吠
え
る
と
こ
ろ
の
犬
〉＝

『
詩
人
』
は
、
前
節
に
述
べ
た
、〈
危
険
な
る
境

界
線
〉＝

〈
理
性
と
狂
気
の
境
界
〉
に
あ
っ
て
〈
直
接
真
理
に
面
接
す
る
こ

と
〉
を
願
い
、〈
人
間
が
未
だ
嘗
て
見
き
き
し
な
い
遠
方
〉
に
あ
る
失
わ
れ

た
〈
実
態
〉
を
求
め
る
朔
太
郎
自
身
で
あ
る
に
ほ
か
な
ら
な
い
」（
勝
原
、

一
九
八
七
・
八（
８
））
と
い
う
よ
う
に
磯
田
と
は
異
な
る
解
釈
を
示
す
。

こ
れ
ら
の
解
釈
は
、〈
詩
人
〉
の
性
格
的
イ
メ
ー
ジ
こ
そ
異
な
る
も
の
の
、

本
質
や
実
体
と
い
っ
た
犬
が
追
求
す
る
対
象
に
関
す
る
考
え
は
似
通
っ
て
い

る
。
こ
こ
で
、
ど
ち
ら
も
引
用
し
て
い
る
「
吠
え
る
犬
」
本
文
を
見
る
と
、
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「
焦
心
す
る
」
の
語
が
繰
り
返
し
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
。
そ
の

た
め
、
こ
こ
で
の
〈
詩
人
〉
の
性
格
に
は
、〈
求
道
的
な
理
想
主
義
者
の
イ

メ
ー
ジ
〉
と
い
う
よ
り
も
勝
原
の
言
う
〈
危
険
な
る
境
界
線
〉
上
の
朔
太
郎

自
身
と
い
う
解
釈
の
方
が
適
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、「
悲
し
い
月
夜
」
や
「
あ
り
あ
け
」
に
お
い
て
は
、
こ
の
掘
る

と
い
う
動
作
や
〈
犬
〉
の
焦
燥
は
描
写
さ
れ
な
い
。
こ
こ
に
は
た
だ
背
景
の

暗
鬱
さ
や
悲
壮
感
が
漂
う
の
み
で
あ
り
、〈
犬
〉
が
と
る
の
は
吠
え
る
と
い

う
行
為
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
と
き
、
吠
え
る
行
為
に
は
何
が
託
さ
れ
て
い
る

の
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
主
に
「
４

朔
太
郎
と
〈
月
〉
／
〈
犬
〉
と

〈
月
〉
の
逆
転
」
以
降
で
扱
い
た
い
。

そ
し
て
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
が
、
詩
人
と
〈
犬
〉
の
関
係
性
は
、
朔
太

郎
の
詩
の
み
に
お
け
る
問
題
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
梁
東
国
は

「
明
治
末
期
の
公
的
使
命
感
が
薄
く
な
る
に
つ
れ
て
、
彷
徨
う
若
者
た
ち
は

「
奪
わ
れ
た
青
春
」
の
感
情
を
抱
く
に
至
り
、
自
己
の
内
面
を
直
視
し
た
。

そ
の
時
、
当
然
な
が
ら
現
れ
て
く
る
自
己
憐
憫
、
も
し
く
は
自
己
虐
待
の
心

情
が
〈
犬
〉
や
〈
吠
え
る
犬
〉
に
譬
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
」（
梁
、
一
九
九

三
・
一
二（
９
））

と
述
べ
る
。
こ
こ
で
は
、〈
犬
〉
の
登
場
は
単
な
る
流
行
で
は

な
く
詩
人
の
中
の
同
化
・
異
化
作
用
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
し
、
や
は
り
詩

人
と
〈
犬
〉
が
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。そ
し
て
、

そ
の
要
因
と
し
て
そ
の
時
代
背
景
を
挙
げ
て
い
る
。
で
は
、
明
治
末
期
か
ら

昭
和
初
期
に
か
け
て
み
ら
れ
た
と
い
う
〈
吠
え
る
犬
〉
詩
で
朔
太
郎
の
詩
が

他
作
品
と
異
な
る
点
は
あ
る
の
か
。
こ
こ
か
ら
は
〈
疾
患
〉
と
〈
月
〉
に
見

ら
れ
る
朔
太
郎
の
独
自
性
と
、
そ
の
意
味
合
い
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
。

３

「
あ
り
あ
け
」
と
い
う
境
界
線
―
―
病
め
る
〈
犬
〉
の
出
現

朔
太
郎
の
〈
吠
え
る
犬
〉
詩
に
お
い
て
、
他
の
詩
人
の
作
品
と
異
な
る
様

相
を
見
せ
て
い
る
の
は
、
や
は
り
〈
犬
〉
が
〈
疾
患
〉
し
て
い
る
と
こ
ろ
に

あ
る
だ
ろ
う
（
注
・
以
下
〈
疾
患
〉・〈
病
〉・〈
病
気
〉
の
三
通
り
の
表
記
を

す
る
箇
所
が
あ
る
が
、
本
稿
で
は
同
義
と
し
て
扱
う
も
の
と
す
る
）。
し
か

し
、
朔
太
郎
の
一
連
の
〈
吠
え
る
犬
〉
詩
に
お
い
て
、〈
疾
患
〉
の
意
味
す

る
と
こ
ろ
や
度
合
い
に
は
や
や
変
化
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。本
節
で
は
、

〈
犬
〉
の
色
彩
か
ら
〈
犬
〉
に
付
与
さ
れ
る
〈
疾
患
〉
に
つ
い
て
概
観
す

る
。
ま
た
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
時
系
列
を
整
理
し
、
作
品
を
大
ま
か
に

区
分
し
な
が
ら
考
え
て
い
き
た
い
。

那
珂
太
郎
『
萩
原
朔
太
郎
詩
私
解
』（
小
澤
書
店
、
一
九
八
五
）
に
よ
る

と
、『
月
に
吠
え
る
』
の
製
作
期
間
は
次
の
よ
う
に
大
き
く
四
つ
に
分
割
さ

れ
る
。

【
第
一
期
】

大
正
三
年
八
月
か
ら
十
一
月
に
か
け
て
。
こ
の
期
は
、
な
か

ば
は
「
愛
憐
詩
篇
」（
の
ち
に
『
純
情
小
曲
集
』
所
収
）
体

と
か
さ
な
り
、
や
が
て
方
法
的
に
も
主
題
的
に
も
多
く
を
試

み
つ
つ
、
次
第
に
『
月
に
吠
え
る
』
の
本
質
形
成
へ
移
行
し

て
い
く
時
期
（
作
者
二
十
七
―
八
歳
。
満
年
齢
に
よ
る
。
以

下
同
じ
）。

【
第
二
期
】

三
年
十
二
月
か
ら
翌
四
年
四
月
に
か
け
て
（
作
品
の
誌
上
発

表
は
六
月
に
及
ぶ
）。
こ
の
約
五
箇
月
間
は
、
創
造
力
の
飛

躍
的
噴
出
を
示
し
、
質
的
に
も
量
的
に
も
最
も
実
り
多
く
、

― 76 ―



『
月
に
吠
え
る
』
の
本
質
が
形
成
さ
れ
た
時
期
（
二
十
八

歳
）。

【
第
三
期
】

四
年
五
月
以
降
一
年
近
く
の
空
白
期
を
含
ん
で
、
翌
五
年
十

一
月
に
至
る
。
こ
の
間
、
詩
誌
「
感
情
」
の
創
刊
号
発
表
の

「
虹
を
追
ふ
ひ
と
」
が
労
作
さ
れ
、
作
品
は
数
に
お
い
て
極

め
て
少
く
、『
月
に
吠
え
る
』
体
か
ら
『
青
猫
』
体
へ
の
移

行
が
準
備
さ
れ
る
（
二
十
八
―
三
十
歳
）。

【
第
四
期
】

た
ぶ
ん
五
年
末
の
約
一
箇
月
間
（
作
品
の
誌
上
発
表
は
翌
六

年
一
・
二
月
）。
す
で
に
こ
の
期
は
実
質
的
に
は
『
青
猫
』

の
方
に
近
い
（
三
十
歳
）。

こ
こ
で
、
那
珂
に
よ
る
区
分
の
中
に
、
さ
ら
に
線
を
引
き
た
い
。
そ
の
境

界
線
は
、
大
正
四
年
四
月
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
朔
太
郎
論
で
は
し
ば
し
ば

大
正
四
年
初
頭
の
〈
浄
罪
詩
篇
〉
や
同
年
四
月
か
ら
六
月
の
〈
神
経
詩
篇
〉

に
フ
ォ
ー
カ
ス
が
当
て
ら
れ
る
が
、
こ
の
ふ
た
つ
の
期
間
の
詩
の
傾
向
に
は

大
き
く
隔
た
り
が
あ
る
か
ら
だ
。

こ
れ
に
従
っ
て
〈
吠
え
る
犬
〉
詩
を
時
期
に
よ
っ
て
分
類
し
て
み
る
。
す

る
と
、〈
吠
え
る
犬
〉
詩
群
は
⑴
「
悲
し
い
月
夜
」
と
「
吠
え
る
犬
」（
そ
れ

ぞ
れ
第
二
期
の
大
正
三
・
一
二
、
大
正
四
・
二
発
表
、〈
神
経
詩
篇
〉
以
前

の
作
）、
⑵
「
あ
り
あ
け
」（
第
二
期
の
大
正
四
・
四
発
表
、〈
神
経
詩
篇
〉

以
後
の
作
）、
⑶
「
見
し
ら
ぬ
犬
」（
第
三
期
の
大
正
六
・
二
発
表
作
）
の
三

つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
ら
れ
る
。

「
悲
し
い
月
夜
」
と
「
吠
え
る
犬
」
は
、先
述
し
た
よ
う
に
〈
神
経
詩
篇
〉

期
に
入
る
前
の
作
品
で
あ
る
。
こ
の
〈
神
経
詩
篇
〉
と
呼
ば
れ
る
作
品
群
は

主
に
「
く
さ
つ
た
蛤
」
章
に
収
録
さ
れ
て
い
る
作
品
を
指
す
。
そ
の
「
く
さ

つ
た
蛤
」
章
の
作
品
の
中
で
最
初
期
に
発
表
さ
れ
た
の
が
「
あ
り
あ
け
」
な

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
悲
し
い
月
夜
」「
吠
え
る
犬
」
と
「
あ
り
あ
け
」
と

い
う
ふ
た
つ
の
グ
ル
ー
プ
の
間
に
お
い
て
、〈
犬
〉
の
姿
や
印
象
に
関
す
る

描
写
に
は
重
要
な
変
化
が
起
こ
っ
て
い
る
。そ
れ
は
、先
述
し
た
通
り
、〈
病
〉

の
描
写
で
あ
る
。

「
悲
し
い
月
夜
」
で
描
写
さ
れ
る
〈
犬
〉
は
「
ぬ
す
つ
と
犬
」
と
「
青
白

い
ふ
し
あ
は
せ
な
犬
」
で
あ
る
。
坂
井
明
彦
に
よ
る
と
、「
青
白
い
」
と
い

う
色
彩
は
、
朔
太
郎
詩
に
お
い
て
〈
宗
教
的
性
格
〉
を
持
つ
「
青
」
と
区
別

さ
れ
、「〈
病
気
〉
を
担
っ
た
朔
太
郎
自
身
を
表
象
す
る
色
彩
」
で
あ
る
「
白
」

に
近
い
用
法
で
登
場
す
る
（
坂
井
、
二
〇
〇
二（

１０
））。「

吠
え
る
犬
」
で
は
初
出

形
に
「
犬
は
疾
患
し
」
と
〈
病
〉
が
や
や
立
ち
現
れ
る
も
の
の
、
そ
れ
は
掘

る
・
吠
え
る
と
い
っ
た
動
作
の
中
に
埋
没
し
て
し
ま
う
。
さ
ら
に
や
や
時
間

は
隔
た
っ
て
い
る
も
の
の
、「
吠
え
る
犬
」
の
決
定
稿
に
お
い
て
〈
病
〉
の

描
写
は
削
除
さ
れ
、「
青
白
い
犬
」
と
い
う
色
彩
に
よ
る
象
徴
の
表
現
に
な

る
。
つ
ま
り
、「
悲
し
い
月
夜
」
同
様
の
〈
犬
〉
に
ま
で
〈
病
〉
を
示
唆
す

る
レ
ベ
ル
が
落
と
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、「
悲
し
い
月
夜
」
の
段
階
で
〈
病
め
る
犬
〉
と
い
う

ひ
と
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
と
も
言
い
う
る
主
題
が
既
に
現
れ
つ
つ
あ
っ
た
と
も
言

え
よ
う
。
し
か
し
、
後
述
す
る
「
あ
り
あ
け
」
と
比
較
す
る
と
〈
病
〉
の
要

素
は
非
常
に
概
念
的
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
強
い
〈
病
〉
性
よ
り
も
周
囲
の

景
色
や
犬
の
動
作
が
押
し
出
さ
れ
て
し
ま
う
。

あ
り
あ
け

な
が
い
疾
患
の
い
た
み
か
ら
、
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そ
の
顔
は
く
も
の
巣
だ
ら
け
と
な
り
、

腰
か
ら
し
た
は
影
の
や
う
に
消
え
て
し
ま
ひ
、

腰
か
ら
う
へ
に
は
藪
が
生
え
、

手
が
腐
れ
、

身
体
い
ち
め
ん
が
じ
つ
に
め
ち
や
く
ち
や
な
り
、

あ
あ
、
け
ふ
も
月
が
出
で
、

有
明
の
月
が
空
に
出
で
、

そ
の
ぼ
ん
ぼ
り
の
や
う
な
う
す
ら
あ
か
り
で
、

畸
形
の
白
犬
が
吠
え
て
い
る
。

し
の
の
め
ち
か
く
、

さ
み
し
い
道
路
の
方
で
吠
え
る
犬
だ
よ
。

（『
月
に
吠
え
る
』
収
録
形
。
初
出
は
『
Ａ
Ｒ
Ｓ
』
創
刊
号
、
一

九
一
五
〔
大
正
四
〕・
四
）

「
あ
り
あ
け
」
で
は
「
畸
形
の
白
犬
」
の
表
現
か
ら
新
た
な
〈
疾
患
〉
の

要
素
の
出
現
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。「
畸
形
」
と
い
う
明
確
で
外
部

か
ら
視
覚
的
に
判
別
で
き
る
上
に
身
体
的
な
痛
み
を
伴
う
と
も
思
わ
れ
る

〈
病
〉
が
含
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、「
あ
り
あ
け
」
で
は
前

半
部
に
お
け
る
作
中
主
体
で
あ
る
作
者
の
身
体
の
異
変
と
「
畸
形
の
白
犬
」

が
結
び
付
け
ら
れ
る
。
ま
た
、
そ
の
〈
病
〉
が
如
何
な
る
も
の
か
、「
く
も

の
巣
」
や
「
影
」、「
藪
」
の
語
か
ら
、
不
明
瞭
で
薄
暗
く
鬱
蒼
と
し
た
精
神

状
態
で
あ
る
と
い
う
詳
細
が
朔
太
郎
詩
の
中
で
よ
う
や
く
語
ら
れ
る
よ
う
に

な
る
の
で
あ
る
。
初
出
形
で
は
こ
の
「
藪
」
は
〈
浄
罪
詩
篇
〉
の
代
名
詞
と

も
言
え
る
「
竹
」
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
詩
集
収
録
時
に
「
藪
」
に
改
稿
し
た

こ
と
か
ら
も
、
朔
太
郎
の
自
意
識
や
心
象
風
景
が
、〈
浄
罪
詩
篇
〉
的
な
鋭

さ
か
ら
〈
神
経
詩
篇
〉
的
な
〈
疾
患
〉
や
繊
毛
の
イ
メ
ー
ジ
の
世
界
へ
と

移
っ
て
い
っ
た
こ
と
は
見
や
す
い
。

そ
の
後
、「
あ
り
あ
け
」
か
ら
「
見
し
ら
ぬ
犬
」
の
間
に
は
、
発
表
を
中

断
し
て
い
た
空
白
期
を
挟
む
。

見
し
ら
ぬ
犬

こ
の
見
も
し
ら
ぬ
犬
が
私
の
あ
と
を
つ
い
て
く
る
、

み
す
ぼ
ら
し
い
、後
足
で
び
つ
こ
を
ひ
い
て
ゐ
る
不
具
の
犬
の
か
げ
だ
。

あ
あ
、
わ
た
し
は
ど
こ
へ
行
く
の
か
知
ら
な
い
、

わ
た
し
の
ゆ
く
道
路
の
方
角
で
は
、

長
屋
の
屋
根
が
べ
ら
べ
ら
と
風
に
ふ
か
れ
て
ゐ
る
、

道
ば
た
の
陰
気
な
空
地
で
は
、

ひ
か
ら
び
た
草
の
葉
つ
ぱ
が
し
な
し
な
と
ほ
そ
く
う
ご
い
て
居
る
。

あ
あ
、
わ
た
し
は
ど
こ
へ
行
く
の
か
知
ら
な
い
、

お
ほ
き
な
、
い
き
も
の
の
や
う
な
月
が
、
ぼ
ん
や
り
と
行
手
に
浮
ん
で

ゐ
る
、

さ
う
し
て
背
後
の
さ
び
し
い
往
来
で
は
、

犬
の
ほ
そ
な
が
い
尻
尾
の
先
が
地
べ
た
の
上
を
ひ
き
ず
つ
て
居
る
。

あ
あ
、
ど
こ
ま
で
も
、
ど
こ
ま
で
も
、

こ
の
見
も
し
ら
ぬ
犬
が
私
の
あ
と
を
つ
い
て
く
る
、

き
た
な
ら
し
い
地
べ
た
を
這
ひ
ま
は
つ
て
、

わ
た
し
の
背
後
で
後
足
を
ひ
き
ず
つ
て
ゐ
る
病
気
の
犬
だ
、
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と
ほ
く
、
な
が
く
、
か
な
し
げ
に
お
び
え
な
が
ら
、

さ
び
し
い
空
の
月
に
向
か
つ
て
遠
白
く
吠
え
る
ふ�

し�

あ�

は�

せ�

の
犬
の
か

げ
だ
。（『

月
に
吠
え
る
』
収
録
形
。
初
出
は
『
感
情
』
第
二
巻
第
二
号
、

一
九
一
七
〔
大
正
六
〕・
二
）

「
見
し
ら
ぬ
犬
」
に
お
け
る
〈
犬
〉
は
、「
後
足
を
ひ
き
ず
つ
て
ゐ
る
病

気
の
犬
」
と
病
気
の
描
写
こ
そ
あ
る
も
の
の
、
結
び
で
は
ま
た
「
ふ
し
あ
は

せ
の
犬
」
に
帰
着
し
、〈
疾
患
〉
と
い
う
〈
犬
〉
の
特
性
が
薄
め
ら
れ
て
し

ま
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、「
見
も
し
ら
ぬ
犬
」
と
い
う
よ
う
に
詩
人
と
犬

の
間
に
隔
絶
が
起
き
る
。
他
の
作
品
と
同
様
に
吠
え
る
描
写
は
見
ら
れ
る
も

の
の
、
犬
の
行
為
か
ら
の
攻
撃
性
や
力
は
失
わ
れ
、『
月
に
吠
え
る
』
自
序

に
い
う
「
影
」
の
よ
う
に
作
者
の
あ
と
を
つ
い
て
い
く
ば
か
り
に
な
っ
て
し

ま
う
。

４

朔
太
郎
と
〈
月
〉
／
〈
犬
〉
と
〈
月
〉
の
逆
転

ま
た
、
清
岡
は
「
詩
人
と
犬
は
、
い
わ
ば
月
を
媒
介
と
し
て
ぬ
き
さ
し
な

ら
ぬ
ぐ
あ
い
に
契
合
し
て
お
り
、
そ
の
効
果
は
、
他
の
詩
人
た
ち
の
世
界
に

そ
れ
と
似
た
も
の
を
も
と
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
ほ
ど
、実
に
独
特
で
あ
る
」

（
清
岡
、
一
九
七
四
・
一（

１１
））
と
述
べ
、
近
代
詩
人
に
好
ん
で
描
か
れ
た
〈
吠

え
る
犬
〉
詩
の
朔
太
郎
に
お
け
る
独
自
性
と
し
て
月
を
挙
げ
る（

１２
）。

媒
介
と
な
る
〈
月
〉
と
い
う
記
述
に
見
え
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
〈
月
〉
は

朔
太
郎
の
〈
吠
え
る
犬
〉
詩
に
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
て
い

る
。〈
月
〉
は
〈
犬
〉
と
周
囲
の
景
色
を
媒
介
し
、〈
犬
〉
と
詩
人
を
媒
介
す

る
。
つ
ま
り
、〈
吠
え
る
犬
〉
詩
に
お
い
て
〈
月
〉
は
不
可
欠
で
あ
り
、
そ

れ
ぞ
れ
の
題
材
を
結
び
つ
け
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
朔
太
郎
詩
全
体
に
お
い
て
の
〈
月
〉
の
役
割
は
、「
媒
介
」
だ

け
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。朔
太
郎
詩
全
体
の
〈
月
〉
を
概
観
す
る
こ
と
で
、

〈
月
〉
そ
の
も
の
が
担
う
意
味
に
つ
い
て
も
考
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

こ
の
、〈
月
〉
が
何
を
意
味
す
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
安
藤
靖
彦

は
「
こ
の
「
悲
し
い
月
夜
」
の
月
が
、「
蛙
の
死
」
や
「
あ
り
あ
け
」
や
「
白

い
月
」
や
の
月
を
経
て
、「
月
影
あ
る
人
生
へ
」
の
月
に
到
っ
て
い
る
こ
と

は
確
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、
月
は
形
而
上
学
的
な
一
切
の
敗
滅
の
の
ち
に
あ

る
も
の
で
あ
り
、
幼
年
思
慕
篇
「
蛙
の
死
」
や
幼
年
思
慕
詩
篇
「
白
い
月
」

に
徴
す
れ
ば
朔
太
郎
の
原
風
景
そ
の
も
の
で
あ
る
」（
安
藤
、
一
九
八
九（

１３
））

と
述
べ
る
。
つ
ま
り
、
朔
太
郎
に
と
っ
て
の
〈
月
〉
は
原
風
景
的
な
も
の
で

あ
り
、
他
の
一
切
の
も
の
を
超
越
し
た
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、「
白
い
月
」
に
お
け
る
月
の
描
写
に
は
浅
い
と
こ
ろ
が
あ
る
と
言

わ
ざ
る
を
得
な
い
。
突
然
現
れ
る
月
で
は
あ
る
が
、「
幼
童
思
慕
詩
篇
」
と

い
う
エ
ピ
グ
ラ
フ
か
ら
、
そ
れ
以
外
の
風
景
と
の
脈
絡
が
み
ら
れ
な
く
と
も

重
要
で
あ
る
こ
と
を
訴
え
か
け
る
こ
と
に
成
功
し
た
に
過
ぎ
な
い
だ
ろ
う
。

そ
の
点
、「
蛙
の
死
」
で
の
月
の
描
写
は
周
囲
と
の
調
和
が
上
手
く
取
れ
て

い
る
。
ま
る
く
な
っ
た
子
ど
も
た
ち
の
陣
形
は
満
月
を
想
起
さ
せ
、
血
だ
ら

け
の
手
と
共
に
上
が
る
月
は
、
夕
焼
け
の
真
っ
赤
な
空
の
中
で
赤
く
輝
く
。

そ
し
て
、
丘
の
上
の
人
間
の
顔
に
真
っ
黒
な
影
を
落
と
す
。
こ
の
極
め
て
激

し
く
統
一
さ
れ
た
色
彩
の
中
で
、
月
は
確
か
に
大
き
く
不
気
味
に
そ
の
存
在

を
主
張
し
て
い
る
の
が
読
み
取
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
に
超
大

な
〈
月
〉
は
〈
犬
〉
の
詩
に
お
い
て
媒
介
と
し
て
の
み
存
在
し
て
い
る
の
だ

ろ
う
か
。〈
吠
え
る
犬
〉
詩
に
は
多
く
月
が
現
れ
る
。〈
犬
〉
の
姿
は
〈
月
〉
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に
照
ら
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
輪
郭
を
顕
わ
に
す
る
。
そ
う
で
あ
る
な

ら
ば
、〈
犬
〉
の
〈
疾
患
〉
に
よ
る
変
遷
に
も
〈
月
〉
は
関
係
し
て
い
る
可

能
性
が
出
て
く
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、〈
月
〉
と
〈
犬
〉
と
の
関
係
に
立
ち

返
る
な
ら
ば
、〈
犬
〉
は
こ
の
〈
月
〉
と
い
う
超
大
な
存
在
に
脅
え
て
吠
え

て
い
る
の
で
あ
る
と
朔
太
郎
本
人
が
『
月
に
吠
え
る
』
の
序
に
記
し
て
い

る
。

過
去
は
私
に
と
つ
て
苦
し
い
思
ひ
出
で
あ
る
。
過
去
は
焦
燥
と
無
為
と

悩
め
る
心
肉
と
の
不
吉
な
悪
夢
で
あ
つ
た
。
／
月
に
吠
え
る
犬
は
、
自

分
の
影
に
怪
し
み
恐
れ
て
吠
え
る
の
で
あ
る
。
疾
患
す
る
犬
の
心
に
、

月
は
青
白
い
幽
霊
の
や
う
な
不
吉
の
謎
で
あ
る
。犬
は
遠
吠
え
を
す
る
。

／
私
は
私
自
身
の
陰
鬱
な
影
を
、
月
夜
の
地
上
に
釘
づ
け
に
し
て
し
ま

ひ
た
い
。
影
が
、
永
久
に
私
の
あ
と
を
追
つ
て
来
な
い
や
う
に
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
『
月
に
吠
え
る
』
の
自
序
の
初
出
は
、『
詩
歌
』
上
、

大
正
六
年
一
月
の
こ
と
で
あ
る
。
と
す
る
と
、
こ
こ
で
の
〈
月
〉
や
〈
犬
〉

の
意
味
す
る
と
こ
ろ
の
役
割
は
、大
正
三
年
一
二
月
発
表
の
「
悲
し
い
月
夜
」

よ
り
、
大
正
六
年
二
月
発
表
の
「
見
し
ら
ぬ
犬
」
に
近
い
と
言
え
る
。

こ
こ
で
い
う
「
過
去
は
焦
燥
と
無
為
と
悩
め
る
心
肉
と
の
不
吉
な
悪
夢
」

は
、「
吠
え
る
犬
」
に
お
い
て
金
庫
を
掘
り
返
そ
う
と
焦
燥
す
る
犬
を
想
起

さ
せ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
「
過
去
」
で
あ
り
「
悪
夢
」
で
あ
っ
た
と
朔
太

郎
は
扱
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、〈
詩
人
〉＝

〈
犬
〉
の
構
図
に

当
て
は
め
る
と
き
、
月
に
吠
え
る
犬
―
―
す
な
わ
ち
朔
太
郎
は
、
月
に
よ
っ

て
現
出
し
た
自
ら
の
影
を
恐
れ
る
。
こ
れ
は
非
常
に
「
見
し
ら
ぬ
犬
」
に
描

か
れ
る
風
景
に
似
て
い
る
。
次
の
段
落
に
お
い
て
「
私
自
身
の
陰
鬱
な
影
」

と
い
う
言
及
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、こ
の
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。

青
白
い
幽
霊
の
よ
う
な
月
は
、
夜
に
な
る
た
び
に
繰
り
返
し
現
れ
る
。
そ
れ

に
よ
っ
て
、
自
分
自
身
の
影
、
つ
ま
り
朔
太
郎
の
癒
え
な
い
苦
悩
や
〈
疾
患
〉

の
ぼ
ん
や
り
と
し
た
影
も
繰
り
返
し
現
れ
る
。
こ
の
「
不
吉
の
謎
」
と
は
、

癒
え
な
い
〈
疾
患
〉
を
繰
り
返
し
朔
太
郎
に
突
き
つ
け
る
何�

者�

か�

を
指
す
の

だ
ろ
う
。

そ
し
て
『
月
に
吠
え
る
』
自
序
に
お
け
る
〈
月
〉
と
〈
犬
〉
の
関
係
に
つ

い
て
、
勝
原
の
論
は
非
常
に
的
確
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
勝
原
は
「
吠

え
る
犬
」
が
〈
吠
え
る
犬
〉
詩
の
原
型
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
「
こ

こ
で
は
む
し
ろ
、〈
犬
〉
こ
そ
が
〈
謎
〉
を
語
っ
て
い
る
当
の
も
の
で
あ
る
。

未
知
に
向
か
う
言
葉
は
し
ば
し
ば
そ
れ
自
体
が
未
知
の
も
の
を
は
ら
む
か
ら

で
あ
る
」（
勝
原
、
一
九
八
七
・
八
）
と
述
べ
る
。
つ
ま
り
こ
こ
に
は
、〈
吠

え
る
犬
〉
詩
に
お
け
る
〈
犬
〉
と
〈
月
〉
の
担
う
役
割
に
逆
転
の
よ
う
な
現

象
が
起
き
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
時
間
経
過
に
よ
る
役
割
の
逆
転
を
考
え
る
と
き
に
、「
吠
え
る

犬
」
と
い
う
作
品
は
注
意
し
て
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、「
吠

え
る
犬
」
は
『
蝶
を
夢
む
』（
一
九
二
三
〔
大
正
一
二
〕・
七
）
に
収
録
さ
れ

る
際
に
大
幅
に
修
正
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。「
吠
え
る
犬
」
の
改
稿
さ
れ
た

本
文
は
、
改
め
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

吠
え
る
犬

月
夜
の
晩
に
、
犬
が
墓
地
を
う
ろ
つ
い
て
ゐ
る
。

こ
の
遠
い
、
地
球
の
中
心
に
向
か
つ
て
吠
え
る
と
こ
ろ
の
犬
だ
。

犬
は
透
視
す
べ
か
ら
ざ
る
地
下
に
於
て
、
深
く
か
く
さ
れ
た
る
と
こ
ろ
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の
金
庫
を
感
知
す
る
こ
と
に
よ
り
。

金
庫
に
は
翡
翠
及
び
夜
光
石
を
も
つ
て
充
た
さ
れ
る
こ
と
を
感
応
せ
る

こ
と
に
よ
り
。

吠
え
る
と
こ
ろ
の
犬
は
、
そ
の
心
霊
に
於
て
あ
き
ら
か
に
白
熱
さ
れ
、

そ
の
心
臓
か
ら
は
蛍
光
線
の
放
射
の
ご
と
き
も
の
を
透
影
す
る
。

こ
の
青
白
い
犬
は
、
前
足
を
も
つ
て
堅
い
地
面
を
掘
ら
ん
と
し
て
焦
心

す
る
。

遠
い
、
遠
い
、
地
下
の
世
界
に
お
い
て
微
動
す
る
も
の
を
感
応
す
る
こ

と
に
よ
り
。

吠
え
る
と
こ
ろ
の
犬
は
哀
傷
し
、
狂
号
し
、
そ
の
明
ら
か
に
直
視
す
る

も
の
を
掘
ら
ん
と
し
て
、
か
な
し
い
月
夜
の
墓
地
に
焦
心
す
る
。

吠
え
る
と
こ
ろ
の
犬
は
人�

で
あ
る
。

な
ん
ぢ
、
忠
実
な
る
、
敏
感
な
る
、
し
か
れ
ど
も
ま
つ
た
く
孤
独
な
る

犬
よ
。

汝
が
吠
え
る
こ
と
に
よ
り
、
病
見
を
も
つ
た
隣
人
の
た
め
に
銃
を
も
つ

て
撃
た
れ
る
ま
で
。

吠
え
る
と
こ
ろ
の
犬
は
、
青
白
き
月
夜
に
お
い
て
の
人�

で
あ
る
。

（『
蝶
を
夢
む
』
収
録
形
。
一
九
二
三
〔
大
正
一
二
〕・
七
）

ま
ず
、
初
出
形
で
は
「
吠
え
る
と
こ
ろ
の
言
葉
は
『
詩
』
で
あ
る
」
と
さ

れ
て
い
た
箇
所
に
注
目
す
る
。
こ
の
箇
所
は
詩
集
収
録
形
に
お
い
て
「
吠
え

る
と
こ
ろ
の
犬
は
人
で
あ
る
」
と
改
め
ら
れ
、
吠
え
る
と
い
う
行
為
に
着
目

す
る
の
か
、
主
体
に
着
目
す
る
の
か
と
い
う
フ
ォ
ー
カ
ス
を
当
て
る
点
が
変

え
ら
れ
る
。
ま
た
、
末
文
も
「『
詩
人
』」
が
「
人
」
に
改
め
ら
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
推
敲
に
よ
っ
て
「
詩
」
の
要
素
が
取
り
除
か
れ
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。
こ
れ
は
よ
り
普
遍
的
な
表
現
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

作
者
の
影
が
薄
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。

特
に
『
詩
』・『
謎
』・『
詩
人
』
の
三
つ
の
二
重
鉤
の
語
は
す
べ
て
詩
集
収

録
形
に
お
い
て
変
更
・
削
除
さ
れ
て
い
る
。
二
重
鉤
で
表
現
し
た
と
こ
ろ
や
、

『
月
に
吠
え
る
』
自
序
で
『
謎
』
に
言
及
し
て
い
る
よ
う
に
こ
れ
ら
の
語
は

朔
太
郎
の
詩
に
関
連
し
て
い
る
。
初
出
形
の
こ
の
箇
所
に
は
作
者
の
強
い

メ
ッ
セ
ー
ジ
が
感
じ
ら
れ
る
も
の
の
、
や
や
冗
長
で
独
り
善
が
り
な
表
現
で

あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
普
遍
性
の
獲
得
の
意
も
あ
り
、

詩
集
収
録
形
で
は
こ
れ
ら
の
語
が
削
除
さ
れ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
作
者
の
個
人
性
を
薄
め
た
上
で
、
以
下
の
よ
う
な
修
正
も
加

え
ら
れ
る
。
詩
集
収
録
形
は
全
体
的
に
口
語
体
に
改
め
ら
れ
、
第
一
聯
の
末

文
は
、
初
出
か
ら
詩
集
収
録
形
で
「
感
傷
」
が
「
哀
傷
」
に
、「
疾
患
」
が

「
狂
号
」
に
そ
れ
ぞ
れ
改
め
ら
れ
、
ま
た
、「
月
夜
の
墓
地
」
に
「
か
な
し

い
」
と
い
う
形
容
が
付
加
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
初
出
が
客
観
的
で
あ
る
の
に

対
し
、
詩
集
収
録
形
は
よ
り
主
観
的
で
あ
る
。
こ
の
主
観
性
は
、
し
か
し
作

者
の
個
人
性
を
回
復
す
る
よ
う
な
性
質
の
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
形
容

は
読
者
そ
れ
ぞ
れ
の
主
観
と
し
て
、
読
み
手
の
心
に
入
り
込
む
効
果
を
持
つ

こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。

以
上
の
推
敲
は
、
勝
原
の
指
摘
し
た
「〈
犬
〉
こ
そ
が
〈
謎
〉
を
語
る
存

在
で
あ
る
」
と
い
う
〈
犬
〉
と
〈
月
〉
の
役
割
の
逆
転
現
象
に
関
わ
る
と
思

わ
れ
る
。
先
に
こ
の
現
象
は
〈
吠
え
る
犬
〉
詩
の
変
遷
に
よ
っ
て
逆
転
し
た

も
の
と
述
べ
た
。
し
か
し
、
実
際
は
逆
転
現
象
で
な
い
事
態
が
発
生
し
た
の

で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、〈
吠
え
る
犬
〉
詩
に
よ
っ
て
繰
り
返
し
〈
犬
〉
と

〈
月
〉
が
係
わ
り
続
け
た
結
果
、〈�

犬�

〉�

が�

吠�

え�

る�

こ�

と�

に�

よ�

っ�

て�

〈�

謎�

〉�
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を�

語�

っ�

て�

い�

る�

と�

思�

わ�

れ�

て�

い�

た�

も�

の�

が�

、�

月�

に�

よ�

る�

影�

こ�

そ�

が�

〈�

謎�

〉�

で�

あ�

っ�

た�

こ�

と�

に�

朔�

太�

郎�

が�

気�

付�

い�

た�

と
い
う
こ
と
な
の
で
は
な
い
か
。
そ
の

よ
う
に
考
え
れ
ば
、
だ
か
ら
こ
そ
、『
蝶
を
夢
む
』
に
収
録
さ
れ
る
過
程
で

こ
の
間�

違�

っ�

た�

記
述
が
訂
正
さ
れ
た
の
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

衰
弱
す
る
〈
犬
〉
と
〈
影
〉

「
見
し
ら
ぬ
犬
」
で
は
、〈
犬
〉
は
そ
の
攻
撃
性
を
喪
失
し
、
作
中
主
体

で
あ
る
「
私
」
の
あ
と
を
つ
い
て
い
く
ば
か
り
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
先
に

指
摘
し
た
。
ま
た
、
詩
集
自
序
か
ら
、「
見
し
ら
ぬ
犬
」
の
段
階
で
は
〈
犬
〉

と
〈
月
〉
の
関
係
が
原
型
（
す
な
わ
ち
「
悲
し
い
月
夜
」
や
「
吠
え
る
犬
」）

と
は
逆
転
し
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
逆
転
は
朔
太
郎
の
気
付
き
に
よ
る
も
の

で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
も
先
に
見
て
き
た
通
り
で
あ
る
。

こ
の
節
で
は
、〈
犬
〉
の
攻
撃
性
の
喪
失
に
つ
い
て
改
め
て
検
討
す
る
こ

と
か
ら
〈
犬
〉
の
衰
弱
と
〈
影
〉
に
つ
い
て
考
え
て
い
く
。「
見
し
ら
ぬ
犬
」

で
の
〈
犬
〉
の
攻
撃
性
の
喪
失
を
見
る
た
め
に
、
ま
ず
は
「
あ
り
あ
け
」
で

の
〈
犬
〉
の
様
子
を
確
認
す
る
。「
あ
り
あ
け
」
で
は
、「
な
が
い
疾
患
の
い

た
み
」「
身
体
い
ち
め
ん
が
じ
つ
に
め
ち
や
く
ち
や
な
り
」
と
い
う
よ
う
な

激
し
い
痛
み
が
描
か
れ
る
。
こ
の
「
な
が
い
疾
患
の
い
た
み
」
の
箇
所
は
、

関
口
典
子
が
指
摘
す
る
よ
う
に
大
正
三
年
期
の
〈
疾
患
詩
篇
〉
や
〈
浄
罪
詩

篇
〉
を
経
て
快
癒
し
な
か
っ
た
〈
疾
患
〉
を
指
す
と
思
わ
れ
る
（
関
口
、
一

九
七
八（

１４
））。

「
見
し
ら
ぬ
犬
」
で
は
、「
吠
え
る
犬
」
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
焦
燥
感
は

全
く
描
か
れ
る
こ
と
が
な
い
。「
み
す
ぼ
ら
し
い
、
後
足
で
び
つ
こ
を
ひ
い

て
ゐ
る
不
具
の
犬
の
か
げ
だ
」「
犬
の
ほ
そ
な
が
い
尻
尾
の
先
が
地
べ
た
の

上
を
ひ
き
ず
つ
て
ゐ
る
」「
き
た
な
ら
し
い
地
べ
た
を
這
ひ
ま
わ
つ
て
」
と

い
う
描
写
か
ら
は
、〈
犬
〉
が
最
早
普
通
に
歩
く
こ
と
も
か
な
わ
な
い
身
体

の
状
態
で
あ
る
こ
と
が
伺
え
る
。
た
だ
し
、「
あ
り
あ
け
」
に
見
ら
れ
る
よ

う
な
激
し
い
痛
み
も
こ
こ
に
は
な
い
。
つ
ま
り
「
あ
り
あ
け
」
で
は
、〈
犬
〉

に
痛
み
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
の
生
命
力
が
ま
だ
あ
る
の
だ
と
い
え

る
。
逆
に
「
見
し
ら
ぬ
犬
」
で
の
身
体
を
ひ
き
ず
る
様
子
は
、
激
し
い
痛
み

を
も
超
越
し
た
身
体
の
麻
痺
を
思
わ
せ
る
。
こ
の
点
か
ら
は
、〈
犬
〉
の
衰

え
や
衰
弱
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
し
て
、「
見
し
ら
ぬ
犬
」
に
お
い
て
「
私
」
と
い
う
視
点
か
ら
語
る
こ

と
は
、「
何
が
〈
詩
人
〉
か
」
と
い
う
〈
犬
〉
を
構
成
す
る
要
素
を
〈
犬
〉

か
ら
奪
う
。
そ
し
て
、「
見
も
し
ら
ぬ
犬
」
を
繰
り
返
し
語
っ
た
と
き
、
そ

の
〈
犬
〉
は
最
早
「
見
も
し
ら
ぬ
」
存
在
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
。そ
れ
は
、

〈
犬
〉
を
知
っ
て
い
く
過
程
で
あ
り
、〈
犬
〉
と
「
私
」
の
関
係
性
―
―
ひ

い
て
は
詩
そ
れ
自
体
の
蓄
積
で
あ
る
。
語
り
は
「
見
し
ら
ぬ
犬
」
を
、〈
吠

え
る
犬
〉
詩
全
体
を
通
し
て
〈
犬
〉
を
対
象
化
し
向
き
合
っ
て
き
た
。
そ
の

結
末
に
導
き
出
さ
れ
た
行
動
は
、
自
序
に
言
う
「
釘
付
け
」
で
あ
る
。
そ
れ

は
、「
ふ
し
あ
は
せ
」
を
動
機
に
自
身
か
ら
〈
犬
〉
を
切
り
離
す
こ
と
で
あ
っ

た
。切

り
離
す
行
為
の
結
果
を
見
る
前
に
、「
か
げ
」
に
つ
い
て
考
察
を
行
う
。

文
学
史
の
会
編
『
近
代
詩
集
の
探
究
―
―
そ
の
解
釈
と
分
析
―
―
』（
学

燈
社
、
一
九
六
二
）
で
は
、「
吠
え
る
犬
」
に
お
け
る
「
墓
地
」
の
描
写
が

「
先
祖
」
及
び
「
け
ち
ゑ
ん
」
に
結
び
つ
く
こ
と
や
、「
見
知
ら
ぬ
犬
の
か

げ
」
の
描
写
が
草
稿
断
片
の
先
祖
の
行
列
と
似
る
点
、
先
祖
の
行
列
に
は

「
あ
な
た
方
の
疾
患
原
理
を
つ
た
へ
る
た
め
に
／
お
気
の
毒
だ
が
私
は
生
き

て
ゐ
る
」
と
叫
び
対
立
す
る
姿
勢
を
と
る
点
か
ら
、「
見
知
ら
ぬ
犬
の
か
げ
」
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は
「
疾
患
原
理
を
遺
伝
す
る
先
祖
の
亡
霊
」
だ
と
考
察
す
る
。
先
に
結
論
を

述
べ
る
と
、「
か
げ
」
が
〈
疾
患
〉
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
に
つ

い
て
は
本
論
で
も
同
じ
立
場
を
取
り
た
い
。
そ
し
て
図
的
に
考
察
す
る
こ
と

で
、
そ
の
「
か
げ
」
は
「
先
祖
」「
け
ち
ゑ
ん
」
と
い
っ
た
自
ら
に
関
わ
り

な
が
ら
も
外
部
的
な
存
在
と
い
う
よ
り
、
自
ら
の
内
的
な
も
の
に
起
因
す
る

も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
く
。

「
見
し
ら
ぬ
犬
」
に
見
え
る
「
か
げ
」
の
語
は
、
詩
集
自
序
に
お
い
て

「
月
に
吠
え
る
犬
は
、
自
分
の
影
に
怪
し
み
恐
れ
て
吠
え
る
の
で
あ
る
」
と

い
う
よ
う
に
、〈
犬
〉
の
恐
れ
の
対
象
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
る
。
こ
の
影
は
、

「
見
し
ら
ぬ
犬
」
本
文
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
本
人
の
意
思
に
か
か
わ
ら
ず

「
あ
と
を
つ
い
て
く
る
」。「
見
し
ら
ぬ
犬
」
で
の
〈
犬
〉
も
ま
た
、「
私
」

の
あ
と
を
つ
い
て
く
る
。
そ
し
て
本
文
で
は
「
不
具
の
犬
の
か
げ
だ
」「
ふ�

し�

あ�

は�

せ�

の
犬
の
か
げ
だ
」
と
い
う
よ
う
に
〈
犬
〉
の
影
に
つ
い
て
も
言
及

さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
に
は
「
私
」
と
「
私
」
の
あ
と
を
つ
い
て
く
る

〈
犬
〉
と
〈
犬
〉
の
影
が
存
在
す
る
。

こ
の
状
況
で
問
題
に
な
る
の
が
、
詩
集
自
序
に
お
け
る
「
月
に
吠
え
る
犬

は
、
自
分
の
影
に
怪
し
み
恐
れ
て
吠
え
る
の
で
あ
る
。（
中
略
）
私
は
私
自

身
の
陰
鬱
な
影
を
、
月
夜
の
地
上
に
釘
づ
け
に
し
て
し
ま
ひ
た
い
。
影
が
、

永
久
に
私
の
あ
と
を
追
つ
て
こ
な
い
や
う
に
」
と
い
う
箇
所
で
あ
る
。
こ
れ

を
踏
ま
え
る
と
、
ま
ず
「
私
の
あ
と
を
つ
い
て
く
る
〈
犬
〉」
が
「〈
犬
〉
の

影
」
に
恐
れ
て
吠
え
る
と
い
う
関
係
が
成
立
す
る
。
さ
ら
に
詩
集
自
序
の

「
過
去
は
焦
燥
と
無
為
と
悩
め
る
心
肉
と
の
不
吉
な
悪
夢
で
あ
っ
た
」
と
い

う
箇
所
か
ら
は
「
吠
え
る
犬
」
に
お
け
る
「
前
足
を
も
つ
て
堅
い
地
面
を
掘

ら
ん
と
し
て
焦
心
す
る
」〈
犬
〉
を
想
起
さ
せ
る
。
そ
し
て
、「
悩
め
る
心
肉
」

は
文
字
通
り
心
身
の
〈
疾
患
〉
を
指
す
の
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、「
吠
え
る
犬
」

で
の
焦
燥
を
見
せ
る
〈
犬
〉
や
「
あ
り
あ
け
」
で
の
激
し
い
〈
疾
患
〉
を
味

わ
う
〈
犬
〉
を
こ
こ
で
は
「
過
去
」
の
も
の
と
し
て
扱
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
〈
犬
〉＝

過
去
と
す
る
こ
と
で
、「
見
し
ら
ぬ
犬
」
に
お

け
る
詩
人
と
〈
犬
〉
の
隔
絶
と
い
う
現
象
を
説
明
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

詩
集
自
序
で
は
「
私
は
私
自
身
の
陰
鬱
な
影
を
月
夜
の
地
上
に
釘
づ
け
に

し
て
し
ま
ひ
た
い
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
試
み
に
、
こ
の
「
私

自
身
の
陰
鬱
な
影
」
を
、〈
犬
〉
と
〈
犬
の
影
〉
の
ど
ち
ら
も
含
む
も
の
と

し
て
み
る
。
そ
う
す
る
と
、「
悲
し
い
月
夜
」
か
ら
「
あ
り
あ
け
」
に
お
い

て
「
ふ
し
あ
は
せ
」
や
〈
疾
患
〉
を
担
っ
た
〈
犬
〉
を
、
そ
の
〈
犬
〉
が
怯

え
た
影
ご
と
、
過
去
の
も
の
と
し
て
自
身
か
ら
切
り
離
そ
う
と
す
る
朔
太
郎

の
姿
が
浮
か
び
上
が
る
。
そ
れ
が
、「
見
し
ら
ぬ
犬
」
に
お
い
て
「
こ
の
見

も
し
ら
ぬ
犬
が
私
の
あ
と
を
つ
い
て
く
る
」
と
い
う
よ
う
に
〈
犬
〉
を
外
部

か
ら
眺
め
る
人
間
の
視
点
と
し
て
描
か
れ
る
の
で
あ
る
。「
私
」
の
あ
と
を

〈
犬
〉
は
ど
こ
ま
で
も
影
の
よ
う
に
つ
い
て
く
る
。
そ
の
と
き
、〈
犬
〉
自

体
が
影
の
性
質
を
帯
び
て
く
る
。〈
犬
〉
が
恐
れ
怯
え
た
影
に
、〈
犬
〉
自
体

が
「
私
の
影
」
と
し
て
成
り
果
て
る
構
図
は
、
自
序
に
著
さ
れ
て
い
る
も
の

と
変
わ
り
な
い
。
そ
し
て
、
詩
集
自
序
に
お
い
て
も
「
見
し
ら
ぬ
犬
」
に
お

い
て
も
、
朔
太
郎
は
実
際
に
そ
の
影
を
切
り
離
す
こ
と
に
成
功
し
て
は
い
な

い
。こ

こ
に
、『
月
に
吠
え
る
』
期
の
朔
太
郎
の
到
達
点
、
或
い
は
限
界
が
見

出
せ
る
。
詩
人＝

〈
犬
〉
は
、
元
々
〈
謎
〉
―
―
繰
り
返
さ
れ
る
癒
え
な
い

〈
疾
患
〉
―
―
を
自
ら
語
っ
て
い
た
。
そ
れ
が
、『
月
に
吠
え
る
』
末
期
に

至
っ
て
自
ら
の
外
部
で
あ
る
〈
月
〉
に
〈
謎
〉
を
語
る
と
い
う
こ
と
を
託
し

て
し
ま
う
。
さ
ら
に
は
、
自
ら
の
影
―
―
自
分
自
身
の
「
ふ
し
あ
は
せ
」
な

過
去
を
も
切
り
離
そ
う
と
す
る
。
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休
筆
以
前
、〈
疾
患
詩
篇
〉
か
ら
〈
浄
罪
詩
篇
〉、〈
神
経
詩
篇
〉
に
至
る

ま
で
、
朔
太
郎
は
〈
疾
患
〉
を
繰
り
返
し
詩
の
主
題
に
置
き
、
詩
の
中
で
自

ら
そ
れ
を
語
っ
て
き
た
。
そ
れ
は
、〈
疾
患
〉
と
い
う
苦
し
み
か
ら
逃
れ
よ

う
と
す
る
悲
鳴
の
よ
う
な
も
の
で
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
朔
太
郎
は
、「
二

種
の
発
光
体（

１５
）」
と
題
す
る
文
に
次
の
よ
う
に
記
す
。

月
、
星
、
宝
石
、
ラ
ジ
ウ
ム
等
の
夜
間
に
於
て
美
し
き
放
射
線
を
発
光

す
る
由
所
は
、
彼
等
が
昼
間
に
於
て
太
陽
の
光
線
を
吸
集
す
る
か
ら
で

あ
る
。
然
る
に
、
自
然
界
の
生
物
の
中
に
は
、
個
体
そ
れ
自
身
の
物
理

的
又
は
化
学
的
作
用
に
よ
つ
て
自
然
発
光
す
る
所
の
も
の
が
あ
る
。
た

と
へ
ば
あ
る
種
の
光
り
藻
は
、
暗
い
洞
窟
内
に
於
て
、
絶
え
ず
美
し
い

緑
金
色
の
光
を
拡
散
し
て
ゐ
る
。
こ
の
種
の
光
り
藻
は
絶
対
に
太
陽
の

光
線
を
享
受
し
な
い
。
た
だ
彼
自
身
の
自
立
的
作
用
に
よ
つ
て
青
白
く

発
光
す
る
の
で
あ
る
。
／
人
間
界
に
於
て
も
我
我
は
ま
た
こ
の
二
つ
の

区
別
を
考
へ
る
。
／
「
宝
石
の
詩
人
」
と
「
光
り
藻
の
詩
人
」
と
。
／

彼
等
は
共
に
美
し
い
。
け
れ
ど
も
彼
等
の
光
は
そ
の
発
光
体
の
素
質
を

全
く
異
に
し
て
ゐ
る
。
一
方
は
自
然
か
ら
享
受
す
る
所
の
も
の
で
、
一

方
は
彼
自
身
の
個
体
か
ら
自
発
的
に
放
射
す
る
所
の
も
の
。
一
方
は
健

康
体
の
眩
し
い
美
し
さ
で
、
一
方
は
病
的
の
夢
み
る
ご
と
き
美
し
さ
。

こ
こ
で
は
〈
月
〉
は
健
康
体
の
象
徴
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
吠
え
る

犬
」
の
中
に
見
ら
れ
る
「
翡
翠
」
や
「
夜
光
石
」
も
同
類
で
あ
る
。〈
健
康

体
の
眩
し
い
美
し
さ
〉
を
希
求
し
な
が
ら
、そ
れ
に
よ
っ
て
自
ら
の
〈
疾
患
〉

が
か
え
っ
て
映
し
出
さ
れ
る
。〈
健
康
体
の
眩
し
い
美
し
さ
〉
は
〈
疾
患
す

る
犬
〉
に
と
っ
て
手
の
届
か
な
い
遠
い
空
に
あ
る
。
そ
れ
は
、
自
ら
の
〈
疾

患
〉
を
朔
太
郎
に
突
き
つ
け
る
と
共
に
、
自
ら
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
性
質

を
持
っ
て
い
る
―
―
理
解
し
が
た
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
で
、「
青
白
い

幽
霊
の
や
う
な
不
吉
の
謎
」
で
あ
っ
た
（
こ
と
に
朔
太
郎
は
気
付
い
た
）
の

だ
ろ
う
。

し
か
し
、「
見
し
ら
ぬ
犬
」
で
の
〈
犬
〉
は
、
非
常
に
衰
弱
し
な
が
ら
も

吠
え
る
こ
と
を
や
め
て
は
い
な
い
。「
吠
え
る
犬
」
初
出
形
最
終
聯
に
見
ら

れ
る
「
洞
察
な
き
隣
人
の
た
め
に
銃
を
以
つ
て
撃
た
る
る
ま
で
、
汝
が
餓
死

す
る
に
及
ぶ
ま
で
、
汝
が
『
謎
』
を
語
る
こ
と
を
止
め
ざ
る
最
後
に
ま
で
」

吠
え
る
こ
と
を
止
め
な
い
。〈
犬
〉
は
、
死
ぬ
そ
の
と
き
ま
で
吠
え
続
け
る
。

こ
の
と
き
、
朔
太
郎
は
真
っ
先
に
銃
殺
の
よ
う
な
他
者
か
ら
の
危
害
で
死
ぬ

こ
と
を
想
定
し
て
吠
え
続
け
る
こ
と
を
描
く
。
そ
れ
は
本
質
的
な
も
の
を
切

実
に
希
求
す
る
姿
勢
で
は
な
い
。
地
中
に
あ
る
見
え
な
い
も
の
に
感
応
す
る

こ
と
で
、
周
囲
か
ら
「
狂
号
す
る
」
者
、
狂
っ
た
も
の
で
あ
る
と
判
断
さ
れ

て
も
、
彼
は
む
し
ろ
そ
う
い
っ
た
存
在
に
積
極
的
に
な
ろ
う
と
し
続
け
る
。

そ
れ
は
、
こ
こ
で
は
む
し
ろ
決
意
で
あ
り
、『
謎
』
を
突
き
つ
け
る
〈
月
〉

へ
の
―
―
自
ら
が
〈
疾
患
〉
し
て
い
る
こ
と
を
突
き
つ
け
る
健
康
な
外
界
へ

の
抵
抗
で
あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。

６

〈
月
〉
に
吠
え
る
〈
犬
〉

こ
こ
ま
で
、〈
犬
〉
と
〈
月
〉
の
関
係
の
変
遷
か
ら
〈
吠
え
る
犬
〉
に
関

し
て
考
察
し
て
き
た
。
し
か
し
同
時
に
、〈
犬
〉
が
吠
え
る
と
い
う
行
為
は
、

応
答
を
求
め
て
の
行
為
で
あ
る
と
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
の
よ
う
に
考

え
た
と
き
に
、〈
月
〉
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
か
。

自
序
及
び
〈
吠
え
る
犬
〉
詩
に
お
け
る
犬
は
、
遠
吠
え
を
し
て
い
る
。
つ
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ま
り
、
彼
は
周
囲
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
る
べ
き
対
象
が
い
な
い
の

で
あ
る
。
そ
こ
で
〈
犬
〉
の
吠
え
る
声
を
受
け
取
る
の
が
〈
月
〉
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、〈
月
〉
は
、
む
し
ろ
〈
犬
〉
に
親
し
み
を
持
っ
て
呼
び
か
け

ら
れ
て
い
る
存
在
で
あ
る
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
〈
月
〉
は

〈
犬
〉
に
敵
対
す
る
も
の
で
あ
り
、
近
し
い
も
の
で
も
あ
る
と
い
う
両
義
性

を
持
つ
も
の
な
の
で
は
な
い
か
。

ま
た
、〈
犬
〉
は
吠�

え�

る�

こ�

と�

に�

よ�

っ�

て�

意�

思�

疎�

通�

を�

図�

る�

存
在
で
あ
る
。

逆
に
、
吠�

え�

る�

こ�

と�

に�

よ�

っ�

て�

し�

か�

意�

志�

を�

伝�

え�

る�

こ�

と�

が�

で�

き�

な�

い�

。
そ

れ
は
、〈
犬
〉
が
言
語
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ

と
を
改
め
て
意
味
す
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、〈
犬
〉＝

〈
詩
人
〉
の
図
式
を
思

い
返
す
な
ら
ば
、〈
詩
人
〉
は
言
語
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
は
な

い
。〈
詩
人
〉
が
言
語
で
は
伝
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
柄
を
抱
え
て
い
る

こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
つ
ま
る
と
こ
ろ
、「
詩
は
言
葉
以
上

の
言
葉
」
と
い
う
朔
太
郎
の
実
感
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
考
え

れ
ば
、〈
犬
〉
の
吠
え
る
声
を
受
け
取
る
の
が
〈
月
〉
で
あ
る
こ
と
と
〈
犬
〉

が
吠
え
る
こ
と
に
よ
り
意
思
疎
通
を
図
る
存
在
で
あ
る
こ
と
は
、〈
犬
〉
が

〈
月
〉
に
応
答
を
求
め
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
で
は
、
そ
れ
に
対
す
る
〈
月
〉

の
応
答
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。〈
月
〉
に
吠
え
る
〈
犬
〉

に
対
し
て
、〈
月
〉
が
吠
え
て
応
答
す
る
こ
と
は
な
い
。〈
犬
〉
の
遠
い
〈
月
〉

へ
の
親
近
感
を
込
め
た
切
実
な
声
は
、
客
観
的
に
見
れ
ば
届
い
て
い
る
の
か

さ
え
不
明
な
ま
ま
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
応
答
の
な
い
一
方
通
行
の
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
孤
独
と
さ
び
し
さ
に
結
び
つ
く
。
詩
集
全
体
を
貫

く
〈
犬
〉
は
、〈
犬
〉
の
存
在
し
な
い
作
品
に
も
表
れ
る
孤
独
や
さ
び
し
さ

を
ま
と
め
あ
げ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
応
答
の
な
い
と
い
う
事
実
は
、
再
び
朔
太
郎
に
〈
健
康
な

外
界
〉
を
突
き
つ
け
る
。〈
犬
〉
と
〈
月
〉
に
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に

お
い
て
欠
陥
が
存
在
す
る
。
だ
か
ら
こ
そ
〈
犬
〉
の
声
は
遠
吠
え
と
し
て
し

か
処
理
さ
れ
ず
、応
答
も
な
い
。そ
こ
に
は
理
解
不
能
と
い
う
溝
が
横
た
わ
っ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。「
悲
し
い
月
夜
」
に
お
い
て
は
、
た
だ
「
合
唱
し
て

ゐ
る
、
合
唱
し
て
ゐ
る
」
と
い
う
リ
フ
レ
イ
ン
の
み
が
戻
っ
て
く
る
。
こ
こ

で
言
う
「
黄
い
ろ
い
娘
た
ち
」
の
「
合
唱
」
は
、
波
止
場
に
打
ち
寄
せ
る
波

に
反
射
し
分
裂
し
て
揺
れ
る
〈
月
〉
の
光
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。し
か
し
、

〈
犬
〉
の
吠
え
る
声
と
同
様
に
そ
の
内
容
は
問
題
に
さ
れ
ず
、〈
犬
〉
と

〈
月
〉
が
意
思
疎
通
を
行
う
こ
と
が
で
き
た
と
は
言
い
難
い
。〈
犬
〉
と

〈
月
〉
は
相
互
に
理
解
を
し
て
い
な
い
た
め
、
そ
の
ど
ち
ら
も
の
声
が
背
景

に
溶
け
込
む
よ
う
に
遠
く
響
く
の
で
あ
る
。そ
の
無
理
解
は
、〈
犬
〉
と
〈
月
〉

の
結
び
つ
き
自
体
に
若
干
の
問
題
を
孕
ん
で
い
る
た
め
に
起
き
る
の
で
は
な

い
か
。

一
般
的
に
、〈
月
〉
と
結
び
つ
く
獣
と
言
え
ば
、「
狼
」
が
挙
げ
ら
れ
る
だ

ろ
う
。
狼
男
の
伝
説
は
語
り
継
が
れ
、
世
代
を
問
わ
ず
馴
染
み
の
無
い
も
の

は
多
く
な
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、「
狼
」

と
「
犬
」
は
同
一
の
生
き
物
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
朔
太
郎
に
お

い
て
も
〈
狼
〉
と
〈
犬
〉
と
は
明
確
に
区
別
さ
れ
て
用
い
ら
れ
て
い
る（

１６
）。

こ

の
「
狼
」
と
「
犬
」
と
い
う
生
き
物
そ
の
も
の
を
比
較
す
る
と
、「
犬
」
の

方
が
飼
育
さ
れ
人
間
に
近
い
存
在
と
し
て
理
解
で
き
よ
う
。そ
の
と
き
、「
狼
」

と
い
う
「
月
」
と
結
び
つ
い
て
伝
説
を
成
す
よ
う
な
生
物
に
比
し
て
、「
犬
」

は
人
間
と
い
う
現
実
に
近
い
、
神
秘
を
共
有
で
き
な
い
存
在
と
し
て
浮
か
び

上
が
っ
て
く
る
。
実
際
、「
吠
え
る
犬
」
の
決
定
稿
は
、『
詩
』
や
『
謎
』
と

い
う
神
秘
に
繋
が
り
得
る
要
素
が
排
除
さ
れ
、
よ
り
宿
命
論
的
に
な
り
、
神

秘
を
信
じ
な
い
存
在
と
し
て
の
〈
犬
〉
の
姿
を
描
く
。
そ
の
神
秘
の
共
有
不
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能
が
理
解
不
能
と
し
て
、〈
健
康
な
外
界
〉
と
〈
疾
患
〉
に
重
な
る
の
で
あ

る
。

７

お
わ
り
に

『
月
に
吠
え
る
』
期
に
は
四
篇
の
〈
吠
え
る
犬
〉
詩
が
発
表
さ
れ
た
。
そ

し
て
、
こ
れ
ま
で
、
そ
れ
ら
の
詩
篇
に
お
い
て
の
〈
犬
〉
は
〈
詩
人
〉
の
分

身
と
見
ら
れ
て
き
た
。〈
吠
え
る
犬
〉
に
は
、
そ
の
特
徴
と
し
て
〈
疾
患
〉

の
描
写
が
多
く
あ
る
が
、
そ
の
描
写
は
変
遷
し
て
い
る
。
他
の
特
徴
と
し
て
、

〈
吠
え
る
犬
〉
詩
に
は
〈
月
〉
が
〈
詩
人
〉
と
〈
犬
〉
を
媒
介
す
る
存
在
と

し
て
登
場
す
る
こ
と
が
こ
れ
ま
で
に
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
の
二

者
の
結
び
つ
き
に
つ
い
て
の
論
考
は
乏
し
か
っ
た
。
本
稿
で
は
、〈
月
〉
に

〈
犬
〉
が
照
ら
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
詩
の
景
が
現
れ
る
こ
と
か
ら
、〈
月
〉

は
〈
犬
〉
の
変
遷
に
関
わ
る
も
の
と
考
え
た
。
つ
ま
り
、〈
月
〉
は
単
な
る

〈
犬
〉
と
詩
人
の
媒
介
以
上
の
意
味
を
担
う
の
で
あ
る
。『
月
に
吠
え
る
』

期
の
〈
吠
え
る
犬
〉
詩
に
は
、特
に
そ
の
〈
犬
〉
の
描
写
に
よ
っ
て
〈
疾
患
〉

の
認
識
の
変
遷
が
色
濃
く
映
っ
て
い
た
。〈
吠
え
る
犬
〉
詩
に
限
ら
ず
、〈
月
〉

と
い
う
発
光
体
は
朔
太
郎
詩
に
お
い
て
健
康
体
の
象
徴
で
あ
り
、〈
疾
患
〉

を
背
負
う
〈
犬
〉
と
は
対
照
的
な
存
在
で
あ
る
。
そ
し
て
、
朔
太
郎
は
、
そ

の
〈
疾
患
〉
と
い
う
『
謎
』
を
抱
え
た
〈
犬
〉
を
〈
月
〉
と
共
に
描
き
続
け

た
。
そ
の
結
果
、〈
月
〉
を
健
康
体
と
し
て
見
る
と
き
、
ち
ょ
う
ど
〈
犬
〉

が
〈
月
〉
に
照
ら
さ
れ
て
姿
を
顕
わ
に
す
る
よ
う
に
、〈
犬
〉
の
〈
疾
患
〉

は
〈
月
〉
と
い
う
健
康
な
外
界
に
よ
っ
て
突
き
つ
け
ら
れ
る
も
の
と
し
て
浮

か
び
上
が
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
と
き
、
吠
え
る
行
為
は
自
ら

の
〈
疾
患
〉
を
突
き
つ
け
る
も
の
へ
の
怯
え
―
―
す
な
わ
ち
健
康
な
外
界
へ

の
抵
抗
と
な
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
の
吠
え
る
行
為
は
遠
く
に
対
し
て
行
わ
れ

る
。
そ
れ
は
身
近
に
意
思
疎
通
を
図
る
べ
き
対
象
が
い
な
い
孤
独
を
表
す
。

そ
し
て
、
そ
の
と
き
〈
犬
〉
の
声
を
唯
一
受
け
取
る
〈
月
〉
は
、〈
犬
〉
の

抵
抗
の
対
象
と
い
う
敵
対
す
る
存
在
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、〈
犬
〉
が
意
思

疎
通
を
図
ろ
う
と
親
し
み
を
込
め
て
呼
び
か
け
る
対
象
と
な
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、そ
の
よ
う
な
親
和
性
の
あ
る
関
係
の
存
在
と
し
て
〈
月
〉
と
〈
犬
〉

を
改
め
て
眺
め
た
と
き
、〈
犬
〉
は
一
般
的
に
よ
り
〈
月
〉
と
共
に
語
ら
れ

る
こ
と
の
多
い
「
狼
」
に
比
し
て
人
間
に
近
い
存
在
で
あ
る
こ
と
に
気
が
付

く
。
そ
こ
で
の
〈
犬
〉
は
、
神
秘
を
共
有
で
き
な
い
存
在
で
あ
る
人
間
と
重

な
り
、
健
康
な
外
界
と
自
ら
の
〈
疾
患
〉
の
相
互
に
理
解
し
な
い
姿
を
表
し

て
い
く
。作

品
本
文
は
筑
摩
書
房
版
『
萩
原
朔
太
郎
全
集

補
訂
版
』
一
巻
（
一
九
八

六
・
一
〇
）、
同
二
巻
（
一
九
八
六
・
一
一
）、
同
一
二
巻
（
一
九
八
七
・
九
）

に
拠
る
。
引
用
に
際
し
、
原
則
と
し
て
旧
字
は
新
字
に
改
め
た
。

注

（
１
）
二
〇
二
一
年
一
二
月
、
前
橋
市
に
十
冊
程
度
し
か
現
存
が
確
認
さ
れ
て

い
な
い
『
月
に
吠
え
る
』
初
版
無
削
除
版
が
寄
贈
さ
れ
た
。
ま
た
、
二
〇
二

二
年
は
朔
太
郎
の
没
後
八
〇
周
年
と
い
う
節
目
の
年
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ

と
か
ら
、『
月
に
吠
え
る
』
は
再
注
目
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。

（
２
）
「
詩
集
『
月
に
吠
え
る
』
に
就
て
諸
名
家
の
言
葉
」
や
、
加
藤
介
春

「『
月
に
吠
え
る
』
雑
感
」・
多
田
不
二
「
詩
集
『
月
に
吠
え
る
』
及
び
萩
原

朔
太
郎
氏
の
芸
術
を
論
ず
」（
両
者
と
も
『
感
情
』
二
巻
五
号
、
冬
至
書
房

新
社
、
一
九
一
七
・
五
に
掲
載
）
に
お
い
て
好
ま
し
い
評
価
が
散
見
さ
れ
る
。

た
だ
し
、『
感
情
』
は
朔
太
郎
が
同
人
と
し
て
参
加
し
て
い
る
雑
誌
で
あ
る
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こ
と
に
は
留
意
す
べ
き
だ
ろ
う
。
朔
太
郎
本
人
も
『
月
に
吠
え
る
』「
再
版

の
序
」
に
お
い
て
、再
版
の
契
機
を
「
最
初
市
場
に
出
し
た
少
数
の
詩
集
は
、

人
人
に
よ
つ
て
手
か
ら
手
へ
譲
ら
れ
奪
ひ
あ
ひ
の
有
様
と
な
つ
た
。
古
本
屋

は
法
外
の
高
価
で
そ
れ
を
皆
に
売
り
つ
け
て
居
た
。（
古
本
の
時
価
は
最
初

の
定
価
の
五
倍
に
も
な
つ
て
居
た
。）
私
の
許
へ
は
幾
通
と
な
く
未
知
の
人

人
か
ら
手
紙
が
来
た
。
ど
う
に
も
し
て
再
版
を
出
し
て
く
れ
と
い
ふ
督
促
の

書
簡
で
あ
る
」
と
述
べ
て
お
り
、
当
時
の
詩
集
へ
の
評
価
が
窺
え
る
。

（
３
）
「
悲
し
い
月
夜
」
章
と
「
く
さ
つ
た
蛤
」
章
は
詩
集
の
中
で
隣
り
合
っ

て
い
る
。「
悲
し
い
月
夜
」
章
に
は
一
九
一
四
〔
大
正
三
〕・
一
一
〜
同
一
二

月
発
表
作
と
一
九
一
五
〔
大
正
四
〕・
六
発
表
作
、「
く
さ
つ
た
蛤
」
章
に
は

一
九
一
五
〔
大
正
四
〕・
四
〜
同
六
月
発
表
作
と
一
九
一
六
〔
大
正
五
〕・
五

発
表
作
が
そ
れ
ぞ
れ
配
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
見
知
ら
ぬ
犬
」
章
は
一
九

一
六
〔
大
正
五
〕・
九
〜
一
九
一
七
〔
大
正
六
〕・
二
発
表
作
が
収
録
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
う
ち
、
一
九
一
七
〔
大
正
六
〕・
一
以
降
の
発
表
作
の
雑
誌
掲

載
形
の
末
尾
に
は
「
詩
集
『
月
に
吠
え
る
』
よ
り
」（
表
記
に
若
干
の
異
同

あ
り
）
と
記
さ
れ
て
お
り
、
朔
太
郎
自
身
も
「
い
ろ
い
ろ
な
事
情
か
ら
『
月

に
吠
え
る
』
の
出
版
が
お
く
れ
て
し
ま
つ
た
。
そ
れ
で
気
が
ぬ
け
る
恐
れ
が

あ
る
の
で
、
詩
集
中
か
ら
未
発
表
の
作
で
比
較
的
新
ら
し
い
傾
向
に
属
す
る

も
の
二
、
三
篇
を
選
ん
で
先
月
号
と
今
月
号
の
『
感
情
』
に
転
載
す
る
こ
と

に
し
た
。」（「
編
輯
記
事
」、『
感
情
』
第
二
巻
第
二
号
、
感
情
詩
社
、
一
九

一
七
〔
大
正
六
〕・
二
）
と
述
べ
て
い
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
頃
の

作
品
は
詩
集
収
録
作
と
し
て
の
性
格
が
先
行
し
て
い
る
と
言
え
る
。

（
４
）
『
蝶
を
夢
む
』
は
「
蝶
を
夢
む
」「
松
葉
に
光
る
」
の
二
章
に
分
け
ら

れ
て
い
る
。
前
者
は
第
二
詩
集
『
青
猫
』（
新
潮
社
、
一
九
二
三
〔
大
正
一

二
〕・
一
）、
後
者
は
第
一
詩
集
『
月
に
吠
え
る
』（
感
情
詩
社
・
白
日
社
、

一
九
一
七
〔
大
正
六
〕・
二
）
の
拾
遺
を
収
録
し
て
い
る
。

（
５
）
星
野
徹
「
萩
原
朔
太
郎
に
お
け
る
象
徴
的
イ
メ
ジ
―
―
〈
土
壌
〉
と

〈
犬
〉
に
つ
い
て
」、『
国
文
学

解
釈
と
教
材
の
研
究
』
一
八
巻
一
四
号
、

学
燈
社
、
一
九
七
三
・
一
一

（
６
）
清
岡
卓
行
「
犬
と
鳥
と
猫
―
―
萩
原
朔
太
郎
『
猫
町
』
私
論
Ⅵ
―
―
」、

『
文
学
界
』
二
八
巻
一
号
、
文
芸
春
秋
社
、
一
九
七
四
・
一

（
７
）
磯
田
光
一
「
月
に
吠
え
る
犬
（
続
）
―
―
萩
原
朔
太
郎
（
六
）、『
群
像
』

四
一
巻
二
号
、
講
談
社
、
一
九
八
六
・
二

（
８
）
勝
原
晴
希
「
萩
原
朔
太
郎
の
試
行
―
―
〈
吠
え
る
犬
〉
と
は
何
か
―

―
」、『
国
語
と
国
文
学
』
六
四
巻
八
号
、
至
文
堂
、
一
九
八
七
・
八
。
啄
木

歌
〈
わ
が
泣
く
〉
と
は
、
一
九
一
〇
〔
明
治
四
三
〕
年
一
二
月
初
版
発
行
の

『
一
握
の
砂
』「
我
を
愛
す
る
歌
」
に
収
録
さ
れ
た
「
わ
が
泣
く
を
少
女
等

き
か
ば
／
病
犬
の
／
月
に
吠
ゆ
る
に
似
た
り
と
い
ふ
ら
む
」
を
指
す
（
作
品

引
用
は
『
石
川
啄
木
全
集

第
一
巻
』、
筑
摩
書
房
、
一
九
七
八
・
五
に
よ

る
）。〈
吠
え
る
犬
〉
詩
以
前
に
制
作
さ
れ
『
純
情
小
曲
集
』
に
収
め
ら
れ
た

「
愛
憐
詩
篇
」
中
の
諸
篇
に
「
我
を
愛
す
る
歌
」
の
影
響
が
見
ら
れ
る
こ
と

や
、『
一
握
の
砂
』
か
ら
題
材
と
口
ぶ
り
を
借
り
て
「
一
群
の
鳥
」
と
い
う

十
三
首
の
短
歌
を
発
表
し
て
い
た
こ
と
は
田
村
圭
司
が
指
摘
し
て
い
る
。
ま

た
、「
幻
影
と
謎
」
は
ニ
ー
チ
ェ
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
第
三
篇
「
幻
影

と
謎
」
の
項
の
こ
と
。
明
治
四
四
年
一
月
に
、
生
田
長
江
訳
の
も
の
が
刊
行

さ
れ
た
。

（
９
）
梁
東
国
「
日
韓
近
代
詩
に
お
け
る
〈
吠
え
る
犬
〉
の
イ
メ
ー
ジ
―
―
萩

原
朔
太
郎
を
中
心
に
―
―
」、『
比
較
文
学
研
究
』
六
四
号
、
恒
文
社
、
一
九

九
三
・
一
二

（
１０
）
坂
井
明
彦
「
萩
原
朔
太
郎
の
〈
青
〉
と
〈
白
〉
―
『
月
に
吠
え
る
』
か

ら
『
青
猫
』
へ
―
」、『
日
本
文
学
文
化
』
二
号
、
東
洋
大
学
日
本
文
学
研
究

学
会
事
務
局
、
二
〇
〇
二

（
１１
）
注
５
に
同
じ
。

（
１２
）N

D
L
N
gram

V
iew
er

に
お
い
て
一
八
六
〇
年
以
降
の
「
吠
え
る
」

の
語
の
用
例
を
調
べ
る
と
、「
〜
の
吠
え
る
」
と
い
う
用
法
の
次
に
「
〜
に

吠
え
る
」
の
形
が
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
そ
の
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「
〜
に
吠
え
る
」
の
用
例
は
詩
集
『
月
に
吠
え
る
』
及
び
詩
集
中
の
「
月
に

吠
え
る
」
行
為
以
外
に
あ
ま
り
存
在
し
な
い
。
ま
た
、
そ
の
『
月
に
吠
え
る
』

に
関
連
し
な
い
例
に
お
い
て
は
、吠
え
る
対
象
は
人
間
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。

「
月
に
吠
え
る
」
と
い
う
形
で
の
例
は
、『
月
に
吠
え
る
』
刊
行
以
前
に
は

森
鷗
外
訳
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』（
冨
山
房
、
一
九
一
三
）
が
存
在
す
る
程
度
で

あ
る
。
さ
ら
に
、『
月
に
吠
え
る
』
以
後
の
「
月
に
吠
え
る
」
の
例
も
ほ
と

ん
ど
が
詩
集
『
月
に
吠
え
る
』
へ
の
言
及
で
あ
る
。そ
の
よ
う
な
意
味
で
も
、

詩
集
『
月
に
吠
え
る
』
が
詩
壇
に
与
え
た
影
響
や
、
朔
太
郎
詩
に
お
い
て
月

と
犬
が
結
び
つ
く
こ
と
の
独
自
性
が
窺
え
る
。

（
１３
）
安
藤
靖
彦
「〈
詩
語
〉
の
解
析

犬
」、『
国
文
学

解
釈
と
教
材
の
研

究
』
三
四
巻
七
号
、
学
燈
社
、
一
九
八
九
・
六
。「
蛙
の
死
」
は
『
月
に
吠

え
る
』「
悲
し
い
月
夜
」
章
収
録
。
初
出
は
『
詩
歌
』
第
五
巻
第
六
号
、
一

九
一
五
〔
大
正
四
〕・
六
。「
白
い
月
」
は
『
月
に
吠
え
る
』「
さ
び
し
い
情

欲
」
章
収
録
。
初
出
未
詳
。「
月
影
あ
る
人
生
へ
」
は
『
文
章
世
界
』
第
一

四
巻
第
八
号
、
一
九
一
九
〔
大
正
八
〕・
八
に
掲
載
さ
れ
た
が
、
単
行
本
未

収
録
の
作
品
で
あ
る
。
本
作
は
散
文
詩
で
あ
り
な
が
ら
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
的
性

格
を
持
つ
。「『
月
影
あ
る
人
生
へ
』
の
月
」
と
は
、
同
論
文
の
引
用
部
直
前

に
あ
る
「
神
の
如
き
も
の
、
絶
対
の
如
き
も
の
、
理
性
の
如
き
も
の
、
至
上

善
の
如
き
も
の
の
「
微
光
あ
る
地
平
線
」
に
消
え
て
の
ち
に
登
っ
て
く
る

『
恐
ろ
し
い
大
き
な
月
』」
を
指
す
。

（
１４
）
関
口
典
子
「『
疾
患
』
か
ら
『
浄
罪
』
へ
―
―
萩
原
朔
太
郎
論
―
―
」、

『
学
習
院
大
学
国
語
国
文
学
会
誌
』
二
一
巻
、
学
習
院
大
学
、
一
九
七
八

（
１５
）
未
発
表
。
創
作
ノ
ー
ト
よ
り
。

（
１６
）
同
時
期
の
作
品
に
も
〈
狼
〉
が
描
か
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。『
蝶
を

夢
む
』「
松
葉
に
光
る
」
章
収
録
「
狼
」（
初
出
は
『
詩
歌
』
第
五
巻
第
一

号
、
一
九
一
五
〔
大
正
四
〕・
一
、
初
出
発
表
時
に
は
「
東
京
遊
行
詩
篇
―
―

十
月
下
旬
滞
京
中
作
―
―
」
と
あ
り
、「
遠
景
」
す
な
わ
ち
『
月
に
吠
え
る
』

「
悲
し
い
月
夜
」
章
収
録
の
「
か
な
し
い
遠
景
」
の
初
出
形
と
共
に
掲
載
）

や
同
収
録
「
有
害
な
る
動
物
」（
初
出
は
『
水

』
第
二
巻
第
一
号
、
一
九

一
五
〔
大
正
四
〕・
一
）
に
お
け
る
〈
狼
〉
は
、
吠
え
る
こ
と
で
は
な
く
疾

行
す
る
こ
と
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
。
先
行
研
究
で
は
、〈
吠
え
る
犬
〉

の
解
釈
の
際
に
こ
れ
ら
の
詩
を
用
い
、〈
狼
〉
を
〈
犬
〉
の
延
長
上
の
生
き

物
と
し
て
扱
っ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
ま
た
、
後
年
の
〈
狼
〉
が
描
か
れ
た

作
品
の
例
と
し
て
、
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
拾
遺
中
の
散
文
詩
「
病
気
の
狼
」（
初

出
は
『
文
章
世
界
』
第
一
四
巻
第
八
号
、
一
九
一
九
〔
大
正
八
〕・
八
）
が

挙
げ
ら
れ
る
。こ
こ
に
は
「
月
光
の
夜
」「
彼
の
み
す
ぼ
ら
し
い
影
」
と
い
っ

た
〈
犬
〉
と
共
に
見
ら
れ
る
も
の
に
似
た
記
述
が
あ
る
。

（
お
き
つ

さ
く
ら

本
学
文
学
部
文
学
科
日
本
文
学
専
修
）
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