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月

刊

こ
こ
ろ
の
と
も

第
五
巻

五
月
号

彼
岸
に
達
す
る

こ
ち
ら
岸
（
此
岸
）

あ
ち
ら
の
岸
（
彼
岸
）
の

安
ら
か
さ

知
ら
ず
迷
え
る

人
多
し

渡
す
ほ
と
け
の

導
き
を
得
よ

真
理
に
従
え

世
の
中
の

財
も
名
誉
も

権
力
も

子
ど
も
さ
え
を
も

望
ま
ず
に

智
慧
を
求
め
て

道
を
行
け

世
俗
を
捨
て
て

真
理
に
従
え

自
己
を
捨
て
る

逆
説
の

如
く
思
え
て

自
ら
を

捨
て
去
り
て
こ
そ

真
の
自
己
得
る
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人
生
を
考
え
直
し
て

み
た
い
人
は
（
五
）

―

―

『
老
子
』
解
説
（
四
）

、

。

今
月
号
は
次
の

第
十
四
章
を
見
て
み
た
い
と
思
い
ま
す

（
第
十
四
章
）
道
は
、
人
間
の
感
覚
や
認
識
を
超
え
た
も
の

で
す
。
つ
ま
り
、
道
は
、
見
よ
う
と
し
て
も
見
え
ま
せ
ん
の

で
、
色
が
な
い
と
言
え
、
聞
こ
う
と
し
て
も
聞
こ
え
ま
せ
ん

の
で
、
音
が
な
い
と
言
え
、
手
で
触
れ
よ
う
と
し
て
も
触
れ

ら
れ
ま
せ
ん
の
で
、
形
が
な
い
と
言
え
ま
す
。
こ
う
し
た
視

覚
、
聴
覚
、
触
覚
の
よ
う
な
感
覚
器
官
で
も
、
色
、
音
、
形

と
い
っ
た
概
念
的
認
識
に
よ
っ
て
も
、
明
ら
か
に
は
捉
え
ら

れ
な
い
も
の
、
つ
ま
り
、
一
つ
に
混
ざ
り
合
っ
て
い
て
区
別

が
つ
か
な
い
も
の
、
そ
れ
が
道
な
の
で
す
。

こ
の
よ
う
に
道
は
、
捉
え
が
た
い
も
の
で
す
が
、
し
か
し

そ
の
現
れ
で
あ
る
現
象
は
明
ら
か
に
存
在
し
て
い
ま
す
。
こ

の
世
の
万
物
は
生
々
流
転
し
て
と
ど
ま
ら
な
い
の
に
、
そ
の

本
体
で
あ
る
道
を
概
念
で
表
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
す
。

い
つ
も
無
に
帰
っ
て
い
く
の
で
す
。
状
態
は
無
い
の
に
状
態

が
あ
り
、
物
は
無
い
の
に
物
の
現
象
が
あ
る
の
で
す
。
こ
れ

を
肯
定
的
に
言
え
ば
惚
恍

（
こ
う
こ
つ
）
と
呼
ぶ
こ
と
が

で
き
ま
す
。

ま
た
、
道
は
時
間
的
に
恒
久
で
す
。
過
去
を
振
り
返
っ
て

捉
え
よ
う
と
し
て
も
ど
こ
が
首
か
分
か
ら
ず
、
未
来
を
見
よ

う
と
し
て
付
い
て
い
っ
て
も
、
そ
の
最
後
の
姿
（
尻
尾
）
を

見
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
私
た
ち
は
時
間
的
始
元
と
し
て

の
道
を
捉
え
る
こ
と
で
、
い
ま
の
存
在
を
制
御
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
が
、
こ
の
始
元
と
し
て
の
道
を
よ
く
知
る
こ
と

こ
そ
が
、
道
の
根
本
な
の
で
す
。

こ
の
章
は

『
老
子
』
の
中
で
も
、
老
子
が
書
い
た
で
あ
ろ
う

、

こ
と
が
最
も
確
か
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
章
で
す
。
で
す
か
ら
、

い
ま
あ
げ
た
現
代
語
訳
は
、
分
か
り
や
す
い
よ
う
に
補
足
を
入
れ

て
は
あ
り
ま
す
が
、
か
な
り
忠
実
な
訳
で
す
。
何
度
か
読
み
返
し

て
み
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
以
下
、
少
し
解
説
を
加
え
て
い

き
ま
す
。

私
の
「
人
間
精
神
の
心
理
学
モ
デ
ル
」
で
は
、
人
間
の
精
神
の

働
き
は
、
次
の
五
つ
に
分
け
ら
れ
ま
す
。

（
０
）
無
意
識
の
領
域
（
煩
悩
蔵

如
来
蔵
）

―

（
１
）
こ
こ
ろ
の
領
域
（
情
動

感
情
機
能
）

―

（
２
）
か
ら
だ
の
領
域
（
感
覚

運
動
機
能
）

―
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（
３
）
あ
た
ま
の
領
域
（
認
知

言
語
機
能
）

―

（
４
）
た
ま
し
い
の
領
域
（
自
我

人
格
機
能
）

―

さ
て
、
こ
の
モ
デ
ル
を
老
子
の
言
葉
の
説
明
に
応
用
し
た
い
と

思
い
ま
す
。

現
代
語
訳
の
書
き
出
し
の
「
道
は
、
人
間
の
感
覚
や
認
識
を
超

え
た
も
の
で
す
」
と
い
う
文
章
は
、
こ
の
モ
デ
ル
で
言
え
ば
、

（
２
）
感
覚

運
動
領
域
と
（
３
）
認
知

言
語
領
域
の
働
き
の

―

―

こ
と
を
言
っ
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
れ
ら
（
２
）
と
（
３
）
の
働
き
は
、
ち
ょ
っ
と
難
し
い
の
で

、

「

」

。

す
が

哲
学
で
い
う

機
械
論

的
な
働
き
に
属
す
る
も
の
で
す

少
し
だ
け
説
明
し
て
お
き
ま
す
と
、
機
械
論
と
言
い
ま
す
の
は
、

こ
の
世
の
出
来
事
や
現
象
は
機
械
的
因
果
律
に
よ
っ
て
全
て
決
定

さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
立
場
で
す
。
つ
ま
り
、
こ
の
世
の
こ
と
は

い
わ
ば
、
す
べ
て
理
屈
で
割
り
切
れ
る
と
考
え
る
立
場
で
、
人
間

の
精
神
的
働
き
で
言
え
ば
、
こ
の
感
覚

運
動
と
認
知

言
語
で

―

―

捉
え
ら
れ
る
世
界
が
、
該
当
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
の
で
す
。

こ
れ
に
対
し
て
、
哲
学
に
は
「
目
的
論
」
的
な
立
場
が
あ
る
の

で
す
が
、
そ
れ
は
、
人
間
の
意
識
的
な
行
為
だ
け
で
は
な
く
て
、

自
然
や
歴
史
上
の
現
象
も
何
ら
か
の
目
的
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て

い
る
、
と
考
え
る
立
場
で
す
。
そ
の
目
的
を
何
と
考
え
る
か
、
最

も
一
般
的
な
も
の
は
神
と
す
る
も
の
な
の
で
す
が
、
私
に
は
、
こ

の
世
が
「
神
と
い
う
目
的
」
に
よ
っ
て
貫
か
れ
て
い
る
の
か
ど
う

か
、
あ
ま
り
考
え
た
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
し
、
よ
く
分
か
ら
な
い

の
で
す
が
、
少
な
く
と
も
人
間
は
目
的
を
も
っ
て
生
き
て
い
る
こ

と
は
間
違
い
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
そ
の
目
的
を
ど
う
設
定
す
る
の
が
、
人
間
と
し
て

。

、

よ
り
善
い
生
き
方
な
の
か

そ
れ
を
考
え
る
こ
と
に
関
わ
る
の
が

（
１
）
た
ま
し
い
、
と
（
４
）
こ
こ
ろ
の
二
つ
の
機
能
領
域
な
の

で
す
。

私
は
、
望
ま
し
い
生
き
方
の
理
論
的
な
検
討
を
す
る
の
が
哲
学

で
、
そ
の
実
践
の
仕
方
を
提
供
す
る
の
が
宗
教
の
よ
う
に
思
い
ま

す
。
で
も
勿
論
、
両
者
は
密
接
な
関
係
に
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で

も
あ
り
ま
せ
ん
。

立
派
な
宗
教
は
立
派
な
哲
学
に
裏
打
ち
さ
れ
て
い
ま
す
し
、
ま
た

立
派
な
哲
学
は
立
派
に
宗
教
を
実
践
し
て
い
る
人
か
ら
生
ま
れ
出

る
も
の
で
す
。

、

、

少
し
横
道
に
そ
れ
ま
し
た
が

老
子
の
道
の
話
に
戻
し
ま
す
と

道
は
、
実
は
老
子
が
言
う
よ
う
に
感
覚
や
認
識
を
超
え
て
い
る
だ

け
で
は
な
く
て
、
私
の
言
う
、
こ
こ
ろ
や
た
ま
し
い
す
ら
も
超
え

て
い
る
と
言
え
る
の
で
す
。
で
は
、
人
間
だ
け
に
自
覚
で
き
る
道

は
、
人
間
の
精
神
の
ど
こ
の
働
き
の
中
に
宿
っ
て
い
る
の
で
し
ょ

う
か
。

、

、

（

）

そ
れ
は

私
の
モ
デ
ル
で

あ
と
一
つ
だ
け
残
っ
て
い
る

０

無
意
識
の
中
に
あ
る
の
で
す
。
つ
ま
り
、
他
の
四
つ
の
意
識
で
き
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る
働
き
の
中
に
は
な
く
て
、
意
識
で
き
「
無
」
い
精
神
の
働
き
の

中
に
こ
そ
「
有
」
る
の
で
す
。
人
間
は
意
識
で
き
る
か
ら
、
他
の

存
在
よ
り
偉
い
と
思
っ
て
い
ま
す
が
、
も
っ
と
深
く
考
え
ま
す
と

「
無
」
意
識
の
中
の
、
老
子
で
い
え
ば
道
を
知
る
こ
と
が
で
き
る

か
ら
、
他
の
存
在
を
超
え
て
、
否
、
人
間
自
身
を
も
超
え
て
、
神

や
仏
と
同
じ
存
在
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
と
言
え
る
の
で
す
。

こ
の
よ
う
に
道
が
、
意
識
で
き
な
い
働
き
の
中
に
あ
る
と
い
う

こ
と
は
、
意
識
で
は
捉
え
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い

ま
す
。

、

「

」

「

」

で
は

ど
う
し
て
意
識
で
き

無

い
働
き
の
中
に
道
が

有

る
と
、
分
か
る
の
で
し
ょ
う
か
。
意
識
で
き
な
い
も
の
が
、
意
識

し
て
分
か
る
と
い
う
の
は
矛
盾
の
よ
う
に
思
え
て
き
ま
す
。

人
間
を
始
め
、
お
よ
そ
こ
の
世
に
存
在
す
る
も
の
は
す
べ
て
相

対
的
で
す
。
仏
教
で
言
え
ば
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
「
縁
起
」
し
て
存

在
し
て
い
ま
す
。
自
分
一
人
で
存
在
す
る
も
の
は
何
一
つ
あ
り
ま

せ
ん
。

実
は
、
そ
こ
に
人
間
の
不
安
定
さ
の
根
源
が
あ
る
の
で
す
。
他

に
依
存
し
な
け
れ
ば
生
き
て
い
け
な
い
不
安
定
さ
が
あ
る
の
で

す
。
そ
し
て
、
人
間
だ
け
が
、
そ
の
依
存
を
意
識
す
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
す
。
そ
の
依
存
と
は
、
生
々
流
転
す
る
依
存
で
す
。
他

に
依
存
し
て
生
ま
れ
、
他
に
依
存
し
て
病
気
に
な
り
、
他
に
依
存

し
て
老
い
、
他
に
依
存
し
て
死
ん
で
行
く
の
で
す
。

し
か
し
、
人
間
に
は
有
り
難
い
こ
と
に
、
依
存
す
べ
き
他
を
意

識
し
、
そ
の
他
を
求
め
る
心
も
も
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
し
て
、
他

を
求
め
、
他
者
に
定
位
し
な
い
と
人
間
は
生
き
て
い
け
な
い
の
で

す
。
そ
う
し
な
い
と
、
自
分
の
人
生
が
無
意
味
だ
と
感
じ
て
し
ま

う
の
で
す
。
な
ぜ
、
そ
う
な
の
か
意
識
的
に
反
省
し
て
み
て
も
分

。

、

。

、

か
り
ま
せ
ん

何
故
か
し
ら

人
を
意
識
す
る
の
で
す

何
故
か

人
と
関
係
付
け
て
自
分
の
人
生
の
意
味
を
考
え
て
し
ま
う
の
で

す
。こ

の
他
者
を
求
め
る
無
意
識
の
心
こ
そ
大
乗
仏
教
で
重
要
視
さ

れ
て
き
た
「
如
来
蔵
」
だ
、
と
私
は
思
っ
て
い
る
の
で
す
。
相
対

を
意
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
こ
そ
、
絶
対
な
仏
、
如
来
を
求

め
よ
う
と
す
る
心
も
宿
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
す
。

実
は
、
無
意
識
に
は
、
こ
の
如
来
蔵
の
ほ
か
に
「
煩
悩
蔵
」
と

呼
べ
る
、
自
分
を
活
か
そ
う
と
す
る
生
の
衝
動
が
備
わ
っ
て
い
ま

す
。
こ
の
生
の
衝
動
は
、
成
長
し
て
自
分
の
で
き
る
こ
と
が
増
え

て
き
ま
す
と
、
だ
ん
だ
ん
強
ま
り
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
執
ら

わ
れ
と
な
っ
て
現
れ
て
き
ま
す
。
ま
さ
し
く
煩
悩
ば
か
り
が
目
立

っ
て
く
る
の
で
す
。

し
か
し
、
こ
の
無
意
識
に
あ
る
如
来
蔵
と
煩
悩
蔵
と
が
、
哲
学

、

、

、

の
言
葉
で
言
い
ま
す
と

弁
証
法
的
に
統
合
さ
れ
る
と
き

実
は

道
と
呼
べ
る
世
界
を
人
間
は
自
覚
で
き
る
よ
う
に
な
れ
る
の
で

す
。
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冒
頭
の
意
訳
文
に
「
一
つ
に
混
ざ
り
合
っ
て
い
て
区
別
が
つ
か

、

。
」

、

、

な
い
も
の

そ
れ
が
道
な
の
で
す

と
あ
り
ま
す
が

そ
れ
は

こ
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
区
別
さ
れ
な
い
で
統
合
さ
れ
た
状
態
を
言

っ
て
い
る
の
で
す
。

意
訳
文
に
も
あ
り
ま
す
よ
う
に

「
本
体
で
あ
る
道
を
概
念
で

、

表
す
こ
と
は
で
き
な
い
」
の
に
、
私
は
今
、
皆
さ
ん
に
私
が
達
し

た
学
問
上
の
概
念
で
私
な
り
に
、
道
を
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
ま

す
。
体
験
の
な
い
人
に
は
本
当
は
分
か
ら
な
い
こ
と
な
の
に
、
何

と
か
分
か
っ
て
頂
こ
う
と
し
て
、
言
葉
を
超
え
た
も
の
を
言
葉
で

表
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
申
し
訳
な
い
と
思
う

の
で
す
が
、
と
て
も
理
屈
っ
ぽ
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
辛
抱
し

て
何
度
か
読
み
返
し
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
必
ず
、
な
に
が

し
か
汲
み
取
っ
て
頂
け
る
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

再
び
話
を
元
に
戻
し
て
、
意
訳
文
の
「
い
つ
も
無
に
帰
っ
て
い

。

（

）

く
の
で
す

・
・
・
こ
れ
を
肯
定
的
に
言
え
ば
惚
恍

こ
う
こ
つ

と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す

」
と
い
う
部
分
で
す
が
、
先
程
の
心

。

理
学
で
言
え
ば
、
無
意
識
と
い
う
無
に
帰
っ
て
行
き
、
煩
悩
蔵
と

如
来
蔵
と
が
統
合
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
そ

。

、

れ
は
心
理
的
に
は
惚
恍
の
状
態
を
生
み
出
す
の
で
す

恍
惚
に
は

①
う
っ
と
り
と
す
る
状
態
と
、
②
ぼ
ん
や
り
と
し
て
、
は
っ
き
り

と
し
な
い
状
態
の
二
つ
の
意
味
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
ど
ち

ら
も
含
ん
で
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

私
た
ち
人
間
が
、
修
行
に
よ
っ
て
無
に
帰
っ
て
行
く
と
き
に
は
、

心
は
ど
こ
ま
で
も
満
ち
足
り
て
う
っ
と
り
と
し
、
い
の
ち
に
も
、

何
に
も
、
は
っ
き
り
と
区
別
し
て
執
ら
わ
れ
な
く
て
も
よ
い
状
態

が
訪
れ
て
く
る
の
で
す
。

最
後
の
段
落
に
進
み
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
道
が
永
遠
で
あ
る
こ

と
を
言
っ
て
い
ま
す
。
私
た
ち
人
間
を
始
め
と
し
て
、
こ
の
世
の

あ
ら
ゆ
る
も
の
は
、
時
間
的
な
存
在
で
す
。
仏
教
的
に
言
い
ま
す

と
、
刹
那
（
せ
つ
な
）
に
生
じ
、
刹
那
に
滅
し
て
い
る
の
で
す
。

し
か
し
、
道
は
永
遠

で
す
。
こ
こ
に
は
書
い
て
い
ま
せ
ん
が
、
道
は
さ
ら
に
、
無
限
で

あ
り
、
絶
対
な
の
で
す
。
そ
れ
に
引
き
較
べ
、
私
た
ち
存
在
は
、

時
間
的
で
、
有
限
で
、
相
対
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、
道
は
無
限
な
の
で
す
か
ら
、
始
め
も
終
わ
り
も

な
い
わ
け
で
す
。
し
か
し
、
分
か
り
に
く
い
と
思
う
の
で
す
が
、

始
元
と
し
て
は
存
在
し
続
け
て
い
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
世
の
あ
ら

ゆ
る
存
在
を
存
在
た
ら
し
め
て
い
る
の
で
す
。

こ
の
、
自
分
が
自
分
を
超
え
た
も
の
に
よ
っ
て
存
在
せ
し
め
ら

れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
実
感
と
し
て
分
か
る
の
は
、
自
分
の

有
限
な
こ
と
に
気
付
く
時
で
す
。
そ
れ
は
、
自
分
の
能
力
の
限
界

を
意
識
し
た
り
、
自
分
や
身
内
の
不
幸
に
出
会
っ
た
り
、
自
分
の

子
が
障
害
児
で
あ
っ
た
り
す
る
と
き
な
の
で
す
。

こ
の
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
を
超
え
て
、
存
在
を
存
在
た
ら
し
め
て
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い
る
始
元
と
し
て
の
道
を
知
る
こ
と
が
、
今
の
存
在
を
知
る
こ
と

で
あ
り
、
そ
れ
を
制
御
で
き
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
人
間
に

即
し
て
言
い
ま
す
と
、
そ
れ
は
自
分
の
心
を
自
由
に
制
御
す
る
こ

と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
、
そ
れ
こ
そ
が
人
間

が
真
の
自
由
に
至
る
道
な
の
で
す
。
ま
た
、
そ
れ
は
人
生
の
真
の

目
的
に
他
な
ら
な
い
の
で
す
。

自
作
詩
短
歌
等
選

い

ざ

と

な

れ

ば

い
ざ
と
な
っ
た
ら

人
生
は

や
る
気
に
な
っ
た
ら

日
毎
の
暮
ら
し
が

私
に
は

大
切
で

で
き
る

今
を
生
き
て
は

で
も
今
は

今
を
死
に
行
く

自

己

に

閉

じ

る

と

死

後

の

世

界

井
の
中
の
か
わ
ず
が

霊
界
の
話
が

大
海
を
知
ら
な
い
の
は

流
行
し
て
い
る

当
た
り
前

実
は

そ
れ
は

井
の
中
さ
え
も
知
ら
な
い

現
代
人
が

自
国
語
し
か

自
己
を

知
ら
な
い
人
は

定
位
す
る
も
の
を

自
国
語
も
知
ら
な
い

失
っ
て
い
る
か
ら

同
様
に

自
己
を

自
己
に
閉
じ
て
い
る
人
は

超
え
た
も
の
に

他
者
が
分
か
ら
な
い
の
は

自
己
を

当
た
り
前

あ
ず
け
て
い
れ
ば

実
は

死
後
が
ど
う
な
る
か

自
分
自
身
も
分
か
ら
な
い

思
い
わ
ず
ら
わ
な
い
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長

生

き

と

極

楽

世
の
中
の

多
く
の
人
の

願
う
こ
と

こ
の
世
で
は

安
楽
を
得
て

長
生
き
し

死
ん
だ
後
に
は

お
浄
土
へ

生
ま
れ
変
わ
っ
て

極
楽
を
得
る

そ
の
た
め
に
ゃ

日
々
の
暮
ら
し
で

節
制
と

精
進
が
い
る
と

思
い
知
る
べ
し

屁

理

屈

屋

屁
理
屈
を

重
ね
か
さ
ね
て

墓
穴
掘
る

あ
た
ま
進
ん
だ

大
学
教
師

イ
ン
テ
リ
も

ね
た
み
ご
こ
ろ
に

執
ら
わ
れ
て

過
ち
重
ね
し

哀
れ
な
衆
生

ふ

し

あ

わ

せ

金
を
た
め

立
派
な
家
た
て

ふ
し
あ
わ
せ

高

尚

な

人

執
ら
わ
れ
を

全
て
捨
て
去
り

暮
ら
す
人

苦
し
き
に
も

楽
し
き
に
も

共
に
こ
こ
ろ
は

動
か
な
い

高
尚
な
り
し

人
の
こ
こ
ろ
は
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自
作
随
筆
選

感
じ
る
力
の
衰
え

人
間
は
、
歳
が
行
く
と
体
力
だ
け
で
は
な
く
、
だ
ん
だ
ん
と
感

覚
も
衰
え
て
行
き
ま
す
。
そ
の
こ
と
が
、
自
分
で
一
番
よ
く
自
覚

で
き
る
の
は
、
視
覚
で
す
。
日
本
人
の
平
均
で
す
と
、
四
十
歳
を

過
ぎ
る
と
老
眼
に
な
り
始
め
、
五
十
歳
を
超
え
る
頃
に
は
老
眼
鏡

を
か
け
な
け
れ
ば
、
新
聞
が
読
め
な
く
な
る
の
が
普
通
で
す
。

し
か
し
、
視
覚
以
外
の
感
覚
で
は
、
こ
う
し
た
衰
え
を
自
分
で

。

、

、

確
か
め
る
こ
と
は
な
か
な
か
困
難
で
す

例
え
ば

聴
覚
で
す
と

自
分
が
軽
い
難
聴
に
な
っ
て
い
る
の
に
、
相
手
が
は
っ
き
り
と
大

き
い
声
で
も
の
を
言
わ
な
い
か
ら
だ
と
か
、
テ
レ
ビ
の
音
を
大
き

く
し
て
い
て
も
、
こ
れ
が
普
通
な
の
だ
と
思
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

よ
ほ
ど
難
聴
が
進
ま
な
い
と
、
自
分
の
能
力
が
低
下
し
て
い
る
と

は
思
い
ま
せ
ん
。

ま
し
て
、
嗅
覚
（
き
ゅ
う
か
く
）
や
味
覚
や
触
覚
に
な
り
ま
す

と
、
殆
ど
自
分
だ
け
の
体
験
で
は
、
衰
え
を
確
認
す
る
こ
と
が
不

可
能
で
す
。
例
え
ば
嗅
覚
（
き
ゅ
う
か
く
）
は
、
か
な
り
個
人
的

な
感
覚
で
、
日
常
生
活
の
中
で
ど
れ
ほ
ど
臭
う
か
を
表
現
す
る
こ

と
も
、
確
認
す
る
こ
と
も
め
っ
た
に
あ
り
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
、
味

覚
に
つ
い
て
も
、
こ
の
味
が
ど
れ
ほ
ど
よ
い
の
か
悪
い
の
か
、
辛

い
の
か
甘
い
の
か
、
そ
れ
を
人
と
比
べ
て
客
観
的
に
表
す
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
。

他
人
が
、
人
が
塩
辛
い
も
の
を
平
気
で
た
く
さ
ん
食
べ
た
り
す

る
の
を
見
て
、
こ
の
人
は
塩
辛
さ
の
感
覚
が
鈍
い
の
だ
と
、
推
測

す
る
程
度
で
す
。
し
か
し
、
本
人
は
、
た
だ
当
た
り
前
の
こ
と
を

し
て
い
る
と
思
っ
て
い
る
の
で
す
。
客
観
評
価
と
自
己
評
価
が
食

い
違
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
、
と
言
え
ま
す
。

人
間
は
、
視
覚
の
よ
う
に
客
観
的
基
準
で
自
己
の
感
覚
能
力
の

衰
え
が
、
は
っ
き
り
分
か
る
場
合
は
別
で
す
が
、
そ
う
で
な
い
、

特
に
嗅
覚
（
き
ゅ
う
か
く
）
や
味
覚
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
自
分

の
能
力
が
落
ち
て
い
る
と
は
大
抵
思
い
ま
せ
ん
。

こ
れ
が
、
そ
う
し
た
感
覚
能
力
ぐ
ら
い
な
ら
自
分
だ
け
の
こ
と

で
す
み
ま
す
が

「
人
の
心
を
感
じ
る
力
」
の
鈍
化
に
な
り
ま
す

、

、

、

。

と

人
と
の
関
係
を
含
み
ま
す
か
ら

周
囲
が
被
害
を
被
り
ま
す

自
分
で
は
当
た
り
前
と
思
っ
て
、
人
が
傷
つ
く
よ
う
に
こ
と
を
平

気
で
言
っ
た
り
、
自
分
へ
の
忠
告
や
非
難
を
も
っ
と
真
剣
に
受
け

止
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
、
平
気
で
い
た
り
し
ま
す
。
自
分

が
正
し
い
と
思
い
込
ん
で
い
る
の
で
す
。
自
己
評
価
と
他
者
評
価

と
が
不
一
致
な
の
に
気
付
け
な
い
わ
け
で
す
。

歳
を
と
れ
ば
肉
体
が
衰
え
ま
す
の
で

「
感
覚
器
官
の
感
じ
る

、
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力
」
の
衰
え
は
、
器
官
そ
の
も
の
の
衰
え
と
し
て
、
誰
で
も
が
す

ぐ
理
解
で
き
ま
す
が

「
人
の
心
を
感
じ
る
力
」
の
衰
え
は
、
多

、

く
は
気
付
く
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
の
で
し
ょ
う
か
。

そ
れ
は
、
実
は
、
歳
を
と
る
ほ
ど
心
に
自
己
へ
の
執
ら
わ
れ
の

垢
を
付
け
て
い
っ
て
い
る
の
に
、
人
生
の
経
験
を
積
ん
だ
と
思
う

ぐ
ら
い
で
、
そ
れ
が
心
の
垢
で
あ
る
と
は
気
付
け
な
い
か
ら
な
の

で
す
。

こ
の
よ
う
な
他
者
と
の
関
係
を
含
ん
だ
社
会
的
な
場
で
、
人
の

心
を
感
じ
る
力
の
低
下
が
起
こ
り
ま
す
と
、
自
分
で
は
気
付
か
ず

に
、
ど
ん
ど
ん
悪
業
を
犯
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
情
け
な

い
こ
と
で
す
。

「
老
い
て
は
子
に
従
え
」
と
い
う
こ
と
わ
ざ
が
あ
り
ま
す
が
、

こ
れ
は
、
い
ま
述
べ
て
き
た
よ
う
な
「
感
じ
る
力
」
の
衰
え
に
配

慮
し
た
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
現
実
に
は

「
他
己
」
の
育
っ
て

、

い
な
い
人
に
は
、
歳
を
取
ら
な
く
て
も
、
そ
う
な
っ
て
い
る
人
も

い
ま
す
が
。

共
に
反
省
し
、
自
ら
の
心
の
垢
を
落
と
し
、
他
己
を
磨
く
努
力

を
し
た
い
も
の
で
す
。

釈
尊
の
こ
と
ば
（
二
三
）

―
法
句
経
解
説
―

（
八
六
）
真
理
が
正
し
く
説
か
れ
た
と
き
、
真
理
に
し
た
が

う
人
々
は
、
渡
り
が
た
い
死
の
領
域
を
超
え
て
、
彼
岸
（
か

な
た
の
き
し
）
に
至
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
偈
に
出
て
い
る
言
葉
の
意
味
は
、
そ
れ
ほ
ど
難
し
い
も
の

は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
書
か
れ
て
い
る
内
容
は
、
な
か
な
か

理
解
し
が
た
い
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

そ
れ
は
、
現
代
の
よ
う
に

「
あ
た
ま
」
ば
か
り
が
発
達
し
、

、

理
屈
で
は
分
か
ら
な
い
が
、
人
の
言
う
こ
と
を
信
じ
て
、
そ
の
こ

と
を
実
行
す
る
人
が
滅
多
に
い
な
く
な
っ
た
か
ら
で
す
。
そ
の
結

果
、
自
分
が
解
脱
に
至
る
、
つ
ま
り
、
死
を
超
え
て
彼
岸
に
い
た

る
、
と
い
っ
た
体
験
を
得
る
人
も
滅
多
に
い
ま
せ
ん
。
と
い
う
こ

と
は
、
自
分
の
言
葉
で
真
理
を
説
け
る
人
も
い
な
く
な
っ
て
し
ま

っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。

で
す
か
ら
、
解
脱
に
達
し
て
も
い
な
い
の
に
、
達
し
た
よ
う
な

顔
を
し
て
、
達
し
た
こ
と
の
な
い
人
に
は
分
か
ら
な
い
の
を
よ
い

、

、

、

こ
と
に

口
か
ら
出
ま
か
せ
に
近
い
こ
と
を
い
っ
て

人
を
誘
い

寄
進
に
よ
る
金
儲
け
と
そ
の
金
に
よ
る
教
団
の
整
備
ば
か
り
を
目
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指
す
人
た
ち
が
横
行
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。
ま
さ
に
仏
法

か
ら
言
え
ば
末
法
の
時
代
と
言
え
る
の
で
す
。

さ
て
、
偈
の
「
真
理
が
正
し
く
説
か
れ
た
と
き
、
真
理
に
し
た

」

、

、

が
う
人
々
は

と
い
う
部
分
で
す
が

い
ま
述
べ
ま
し
た
よ
う
に

。

、

現
在
で
は
真
理
を
正
し
く
説
け
る
人
は
滅
多
に
い
ま
せ
ん

私
は

こ
れ
ま
で
に
真
理
を
説
い
た
人
と
し
て
、
釈
尊
と
ソ
ク
ラ
テ
ス
と

、

。

、

老
子
と
キ
リ
ス
ト
を
四
聖
と
し
て

尊
敬
し
て
い
ま
す

い
ず
れ

こ
の
「
こ
こ
ろ
の
と
も
」
で
も
、
こ
う
し
た
人
た
ち
の
真
理
の
言

葉
が
現
代
人
に
も
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
、
い
ま
取
り
上
げ
て

い
る
釈
尊
、
老
子
以
外
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
キ
リ
ス
ト
に
つ
い
て
も

取
り
上
げ
て
解
説
し
て
行
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

で
す
か
ら
、
皆
さ
ん
も
こ
う
し
た
人
の
教
え
に
し
た
が
っ
て
生

き
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
必
ず
、
死
を
超
え
て
彼
岸
に

至
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。

（
八
七
）
賢
者
は
、
悪
い
こ
と
が
ら
を
捨
て
て
、
善
い
こ
と

が
ら
を
行
え
。
家
か
ら
出
て
、
家
の
無
い
生
活
に
入
り
、
楽

し
み
難
い
こ
と
で
は
あ
る
が
孤
独
の
う
ち
に
、
喜
び
を
求
め

よ
。

悪
い
こ
と
を
捨
て
て
善
い
こ
と
を
行
え
、
と
言
い
ま
す
の
は
、

「
七
仏
通
戒
偈
」
と
呼
ば
れ
る
（
一
八
三
）
偈
と
、
半
分
が
同
じ

に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
偈
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
す

「
す
べ

。

て
の
悪
し
き
こ
と
を
な
さ
ず
、
善
い
こ
と
を
行
い
、
自
己
の
心
を

浄
め
る
こ
と

こ
れ
が
諸
の
仏
の
教
え
で
あ
る

」。

何
が
善
い
こ
と
で
、
何
が
悪
い
こ
と
か
は
、
時
代
や
国
に
よ
っ

て
異
な
る
部
分
も
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
少
な
く
と
も
十
善
戒
は

い
つ
の
時
代
で
も
、
ど
こ
の
国
で
も
当
て
は
ま
る
よ
う
に
思
え
ま

す
。

「

」

、

七
仏
通
戒
偈
の
後
半
の

自
己
の
心
を
浄
め
る

と
言
う
の
が

こ
こ
で
取
り
上
げ
た
偈
の
後
半
で
は
、
そ
の
一
つ
の
あ
り
方
と
し

て
具
体
的
に
述
べ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
し
か
も
こ
の
偈

は
ま
さ
し
く
修
行
を
も
っ
ぱ
ら
と
す
べ
き
僧
侶
が
、
そ
の
た
め
に

は
家
を
出
て
、
孤
独
の
う
ち
に
喜
び
を
見
い
だ
す
べ
き
こ
と
を
要

求
す
る
も
の
で
す
。

も
う
何
度
も
述
べ
た
と
思
い
ま
す
が
、
い
ま
僧
侶
は
出
家
す
る

ど
こ
ろ
か
、
修
行
を
な
い
が
し
ろ
に
し
、
葬
式
坊
主
や
、
事
業
家

坊
主
や
、
観
光
坊
主
に
な
り
さ
が
っ
て
、
金
儲
け
に
専
念
し
、
ゴ

ル
フ
を
し
た
り
、
酒
を
飲
み
に
行
っ
た
り
、
魚
釣
り
に
興
じ
る
よ

う
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。
な
ん
と
嘆
か
わ
し
い
こ
と
で
し

ょ
う
か
。
世
の
人
は
、
坊
主
は
八
百
屋
と
同
じ
よ
う
に
、
葬
式
屋

だ
と
言
っ
て
い
ま
す
。
一
つ
の
職
業
に
な
り
さ
が
っ
て
し
ま
っ
て

。

、

。

い
る
と
い
う
わ
け
で
す

法
を
説
く
身
が

情
け
な
い
こ
と
で
す

次
の
、
孤
独
で
す
が
、
そ
れ
が
な
ぜ
大
切
な
の
か
、
今
後
も
何
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度
も
出
て
く
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
の
で
、
こ
こ
で
触
れ
て
お
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

私
た
ち
人
間
は
、
他
者
が
い
な
い
と
生
き
て
行
け
ま
せ
ん
。
し

、

、

、

か
し

そ
の
他
者
が

現
実
の
あ
る
特
定
の
普
通
の
人
だ
っ
た
り

不
特
定
の
人
で
あ
っ
た
り
し
ま
す
と
、
当
然
、
そ
う
し
た
人
を
心

の
頼
り
に
し
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
う
な
り
ま
す
と
、
そ
う
し
た
相

対
な
人
か
ら
影
響
を
受
け
て
、
絶
対
な
仏
の
真
理
を
実
践
す
る
こ

と
が
不
可
能
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。

解
脱
を
目
指
す
も
の
が
心
の
支
え
と
（
つ
ま
り
、
定
位
）
す
べ

き
対
象
は
、
自
己
の
中
の
如
来
さ
ま
な
の
で
す
。
自
己
の
外
を
い

、

。

く
ら
探
し
て
も

定
位
す
べ
き
不
動
な
対
象
は
見
つ
か
り
ま
せ
ん

ひ
た
す
ら
孤
独
に
た
え
て
、
自
己
の
中
を
の
ぞ
き
込
ま
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
で
す
。

そ
の
導
き
と
な
る
の
が
、
本
当
は
、
自
己
が
解
脱
に
至
っ
て
い
る

僧
侶
な
の
で
す
。

（
八
八
）
賢
者
は
欲
楽
を
す
て
て
、
無
一
物
と
な
り
、
心
の

汚
れ
を
去
っ
て
、
お
の
れ
を
清
め
よ
。

お
よ
そ
僧
侶
た
る
も
の
が
、
欲
楽
を
追
求
す
る
よ
う
で
は
、
解

脱
な
ど
に
は
至
れ
ま
せ
ん
。
道
元
禅
師
は
余
技
を
し
て
は
な
ら
な

い
と
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
し
、
弘
法
大
師
さ
ま
も
戒
め
て
お
ら
れ

ま
す
。

解
脱
に
い
た
れ
ば
、
勿
論
、
欲
楽
を
追
求
し
た
い
と
い
っ
た
気

持
ち
は
全
く
な
く
な
る
の
で
す
が
、
そ
こ
に
至
ら
な
い
う
ち
は
、

ど
う
し
て
も
追
求
し
た
く
な
っ
て
き
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
に
流

さ
れ
て
い
て
は
遂
に
は
「
飲
む
打
つ
買
う
」
の
放
蕩
へ
と
行
き
着

く
僧
侶
も
出
て
き
ま
す
。
そ
こ
ま
で
行
か
な
く
て
も
、
ゴ
ル
フ
や

魚
釣
り
や
カ
ラ
オ
ケ
に
と
、
う
つ
つ
を
ぬ
か
す
こ
と
に
な
り
か
ね

ま
せ
ん
。
普
段
か
ら
そ
ん
な
様
子
を
見
せ
て
い
て
は
、
在
家
の
人

た
ち
が
僧
侶
を
、
自
分
ら
と
何
ら
か
わ
ら
な
い
葬
式
「
屋
」
ぐ
ら

い
に
思
っ
て
し
ま
っ
て
も
無
理
は
な
い
と
思
う
の
で
す
。

、

、

。

人
間
は

解
脱
に
至
ら
な
い
う
ち
は

形
式
が
大
切
な
の
で
す

そ
れ
に
た
よ
っ
て
い
れ
ば
、
間
違
い
を
犯
さ
な
い
で
い
ら
れ
る
か

ら
で
す
。
道
元
禅
師
は
生
活
全
体
を
禅
と
み
な
し
、
弟
子
た
ち
を

規
律
の
中
に
生
活
さ
せ
ま
し
た
。
解
脱
に
至
れ
な
く
て
も
、
僧
堂

で
規
律
に
従
っ
て
心
安
ら
か
に
暮
ら
せ
れ
ば
、
そ
れ
が
も
う
解
脱

と
何
ら
変
わ
ら
な
い
生
活
と
言
え
る
か
ら
で
す
。

次
に
、
無
一
物
と
な
る
こ
と
が
説
か
れ
て
い
ま
す
が
こ
れ
も
、

。

、

先
ず
形
式
か
ら
入
る
こ
と
を
求
め
る
も
の
で
す

解
脱
に
至
れ
ば

財
産
に
執
ら
わ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
う
な
ら
な
く
て

も
、
先
ず
財
産
を
捨
て
る
こ
と
で
、
執
ら
わ
れ
の
最
も
大
き
い
も

の
を
減
ら
し
、
形
式
上
で
解
脱
に
近
づ
く
わ
け
で
す
。

最
後
に
、
心
の
汚
れ
を
去
っ
て
、
お
の
れ
を
浄
め
よ
と
、
説
か
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れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
「
七
仏
通
戒
偈
」
に
も
説
か
れ
て
い
る

。

。

通
り
で
す

心
を
浄
め
る
こ
と
は
仏
教
の
特
徴
と
さ
れ
て
い
ま
す

そ
れ
は
禅
定
、
つ
ま
り
ヨ
ー
ガ
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ

ま
す
。

（
八
九
）
覚
り
の
よ
す
が
に
心
を
正
し
く
お
さ
め
執
着
な
く

貪
り
を
す
て
る
の
を
喜
び
、
煩
悩
を
滅
ぼ
し
尽
く
し
て
輝
く

、

。

人
は

現
世
に
お
い
て
全
く
束
縛
か
ら
解
き
ほ
ご
さ
れ
て
い
る

覚
り
の
よ
す
が
と
は
、
中
村
元
氏
の
解
説
に
よ
り
ま
す
と
、
覚

（

）

り
を
得
る
た
め
に
役
立
つ
七
つ
の
事
柄

七
覚
支
＝
し
ち
か
く
し

。

。

。

の
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
で
す

そ
れ
は
次
の
七
つ
で
す

①
択
法

教
え
の
中
か
ら
真
実
な
る
も
の
を
選
び
と
り
、
偽
り
の
も
の
を
捨

て
る
こ
と
。
②
精
進
。
一
心
に
努
力
す
る
こ
と
。
③
喜
。
真
実
の

教
え
を
実
行
す
る
喜
び
に
、
住
す
る
こ
と
。
④
軽
安
（
き
ょ
う
あ

ん

。
身
心
を
か
ろ
や
か
に
快
適
に
す
る
こ
と
。
⑤
捨
。
対
象
へ

）
の
執
ら
わ
れ
を
捨
て
る
こ
と
。
⑥
定
。
心
を
集
中
し
て
乱
さ
な
い

こ
と
。
⑦
念
。
お
も
い
を
平
ら
か
に
す
る
こ
と
。

執
着
な
く
貪
り
を
捨
て
る
の
を
喜
ぶ
、
と
い
う
こ
と
は
、
前
の

偈
で
も
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
、
先
ず
無
一
物
に
な
る
こ
と
で
す
。

し
か
も
、
そ
れ
を
喜
ん
で
す
る
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
、
口
で
は
言

い
ま
す
が
、
と
て
も
難
し
い
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
真
の
自
由
を

得
る
た
め
に
は
必
要
な
こ
と
な
の
で
す
。

人
は
、
お
金
を
た
く
さ
ん
持
っ
て
い
れ
ば
、
何
で
も
自
由
に
な

る
、
と
思
い
が
ち
で
す
。
い
の
ち
は
お
金
で
は
買
え
な
い
か
も
知

、

。

れ
ま
せ
ん
が

そ
れ
以
外
の
も
の
は
何
で
も
自
由
に
金
で
買
え
る

お
金
を
も
っ
て
い
れ
ば
自
分
の
言
う
こ
と
も
聞
い
て
く
れ
る
し
、

尊
敬
も
し
て
く
れ
る
。
多
く
の
人
は
、
そ
う
思
っ
て
い
ま
す
。
そ

し
て
、
そ
れ
が
自
由
な
の
だ
と
考
え
ま
す
。
実
は
、
そ
ん
な
も
の

は
自
由
で
も
何
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
こ
そ
が
不
自
由
そ
の
も

の
な
の
で
す
。
人
は
解
脱
し
な
い
限
り
、
お
金
を
貯
め
れ
ば
貯
め

る
ほ
ど
、
財
産
が
増
え
れ
ば
増
え
る
ほ
ど
、
名
誉
や
地
位
を
得
れ

ば
得
る
ほ
ど
心
に
垢
を
付
け
て
い
く
の
で
す
。

煩
悩
を
滅
ぼ
せ
ば
、
束
縛
か
ら
開
放
さ
れ
る
、
と
い
う
最
後
の

部
分
で
す
が
、
こ
れ
は
、
今
ま
で
の
記
述
か
ら
意
味
は
お
分
か
り

だ
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
煩
悩
で
す
が
、
私
は
、
こ
れ
を
完
全
に

滅
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
分
か
り
や
す
く
す

る
た
め
に
、
こ
う
書
い
て
い
る
の
で
す
。
で
き
る
の
は
、
煩
悩
に

執
ら
わ
れ
な
い
よ
う
に
な
る
こ
と
だ
と
思
う
の
で
す
。
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読
者
と
の
エ
コ
ー
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

俳
句

○
咳
き
こ
み
て
好
き
な
煙
草
を
置
き
忘
れ

○
若
葉
径
古
跡
た
ず
ね
て
一
人
旅

○
新
緑
の
山
わ
け
入
り
て
廃
校
へ

○
過
疎
進
む
廃
家
つ
づ
き
に
花
菖
蒲

○
捨
て
猫
を
持
っ
て
帰
れ
ず
母
の
顔

○
春
風
邪
に
喉
を
い
た
め
て
曲
か
え
て

○
春
の
夕
猫
と
添
い
寝
し
掛
け
布
団

（
徳
島
県
・
小
原
白
峰
）

お
便
り

健
康
の
も
と
（
三
）

春
が
来
る
度
に
花
は
結
実
し
、
虫
た
ち
は

穴
を
出
て
一
代
が
は
じ
ま
る
。
人
は
一
度
世
に
生
ま
れ
る
だ
け
。

蠅
も
虫
け
ら
も
、
命
を
守
る
こ
と
人
に
劣
ら
な
い
。

人
で
天
寿
を
全
う
し
て
い
る
の
は
、
金
さ
ん
と
銀
さ
ん
。
彼
女

た
ち
の
百
年
は
決
し
て
恵
ま
れ
て
い
な
い
が
自
然
に
は
逆
行
し
な

か
っ
た
。
清
純
な
素
質
は
人
に
愛
さ
れ
、
崇
め
ら
れ
る
。
小
学
校

に
は
交
替
で
出
席
し
た
の
だ
か
ら
裕
福
で
は
な
か
っ
た
。
人
間
本

来
の
食
事
で
育
っ
た
。

昨
今
の
日
本
人
や
ペ
ッ
ト
の
犬
猫
は
グ
ル
メ
づ
く
め
で
、
馬
や
鹿

に
近
づ
き
は
し
な
い
か
？
、
と
健
康
度
の
低
下
を
疑
わ
ざ
る
を
得

な
い
。

無
茶
苦
茶
は
文
字
通
り
い
け
な
い
。
お
茶
を
飲
ま
ぬ
無
茶
な
人

は
病
の
問
屋
に
な
り
、
苦
い
ほ
ど
濃
い
す
ぎ
る
お
茶
は
有
害
に
な

る
。
そ
の
中
間
に
快
適
な
コ
ク
風
味
が
存
在
す
る
。
そ
れ
は
、
食

物
の
不
純
な
臭
み
を
消
し
て
、
特
有
の
風
味
を
引
き
立
て
る
上
品

な
味
わ
い
を
い
う
。
コ
ク
風
味
の
選
別
は
、
舌
が
守
る
。
そ
の
所

在
は
植
物
の
防
腐
剤
で
、
葉
、
実
、
皮
、
木
部
の
赤
身
な
ど
に
あ

る
。
茶
道
も
、
健
康
学
も
、
漢
方
も
、
食
事
も
総
て
コ
ク
風
味
が

左
右
す
る
。
次
号
か
ら
が
本
論
。

（
阿
南
市
・
片
田
一
郎
）

後
記

一
、
い
ま
、
庭
の
ハ
ナ
モ
モ
が
真
っ
赤
な
花
を
満
開
に
し
て
い
ま

す
。
そ
の
見
事
さ
を
、
毎
日
楽
し
ん
で
い
ま
す
。
つ
ぼ
み
か
ら
眺

め
て
い
ま
す
が
、
そ
ろ
そ
ろ
散
り
は
じ
め
ま
す
。

二
、
四
月
二
日
の
夜
、
外
出
か
ら
帰
っ
て
来
て
、
戸
口
の
鍵
を
開

け
た
の
で
す
が
、
ど
う
し
た
こ
と
か
、
そ
こ
に
飼
い
犬
の
エ
リ
ー

の
姿
が
見
え
ま
せ
ん
。
い
つ
も
な
ら
、
中
か
ら
尻
尾
を
振
り
な
が

ら
飛
び
掛
か
っ
て
く
る
の
で
す

「
エ
リ
ー
！
」
と
呼
ぶ
と
、
や

。

っ
と
来
ま
し
た
。
そ
の
時
、
ハ
ッ
と
気
付
き
ま
し
た
。
あ
あ
、
出
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産
し
た
の
だ
。
ど
こ
で
生
ん
だ
の
だ
ろ
う
。
あ
ら
か
じ
め
用
意
し

て
い
た
箱
を
ま
ず
見
ま
し
た
。
違
い
ま
す
。
あ
あ
そ
う
だ
、
い
つ

も
寝
る
前
に
は
、
私
が
寝
に
行
く
ま
で
、
引
い
た
私
の
布
団
の
上

で
寝
そ
べ
る
習
慣
が
つ
い
て
い
ま
し
た
の
で
、
そ
こ
に
い
っ
て
み

ま
し
た
。
案
の
定
、
た
ま
た
ま
引
き
放
し
に
し
て
い
た
私
の
布
団

の
上
に
三
匹
の
黒
い
小
物
が
、
う
ご
う
ご
と
動
い
て
い
る
で
は
あ

り
ま
せ
ん
か
。

三
、
こ
の
後
記
は
四
月
七
日
に
書
い
て
い
ま
す
が
、
三
匹
と
も
日

に
日
に
大
き
く
な
っ
て
い
ま
す
。
雄
一
匹
に
雌
２
匹
で
す
。
柴
犬

の
雑
種
で
す
。
本
号
が
お
手
元
に
届
く
頃
に
は
も
う
親
離
れ
が
出

来
る
頃
と
思
い
ま
す
。
ご
希
望
の
方
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
も
ら
っ

て
頂
け
ま
せ
ん
か
。

四
、
親
の
エ
リ
ー
は
、
買
い
物
に
連
れ
て
い
っ
て
も
、
戸
口
で
静

か
に
、
通
行
人
に
は
取
り
合
わ
ず
、
私
が
出
て
く
る
の
を
じ
っ
と

待
っ
て
い
ま
す
。
散
歩
も
交
差
点
で
は
ど
ち
ら
に
行
く
の
か
、
私

に
振
り
向
い
て
確
認
し
ま
す
。
勝
手
に
綱
を
ぐ
い
ぐ
い
と
引
い

て
は
行
き
ま
せ
ん
。

お
便
り
、
質
問
、
感
想
、
詩
、
短
歌
、
俳
句
、
川
柳
な
ど
、
ど
う

ぞ
お
寄
せ
下
さ
い
。

月
刊

平
成
六
年
五
月
八
日

こ
こ
ろ
の
と
も

第
五
巻

（
発
行
人
）
中
塚

善

成

ぜ

ん

じ

ょ

う

五
月
号

（
制
作
）
ユ
ニ
オ
ン
プ
レ
ス

（
通
巻

（
発
行
所
）

五
十
三
号
）

ひ
び
き
の
さ
と

エ
コ
ー
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
研
究
所

〒
７
７
１
│
４
３

徳
島
県
勝
浦
郡
勝
浦
町
星
谷

星
の
岩
屋

本
誌
希
望
の
方
は
、
郵
送
料
と
し
て
郵
便
振
替
で
年
間
千
円
を

次
の
口
座
に
お
振
り
込
み
下
さ
い
。
加
入
者
名

ひ
び
き
の
さ

と

振
替
口
座

徳
島
１
│
３
８
６
６
０


