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桃
川
如
燕
『
百
猫
伝
』
の
成
立
と
そ
の
影
響

―
―
円
朝
『
怪談

牡
丹
燈
籠
』
か
ら
漱
石
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
へ松　

原　

久　

子

一
、
は
じ
め
に

　
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
続
篇
（
第
二
回
）
の
冒
頭
に
は
、「
吾
輩
は
新
年
来
多
少
有
名
に
な
っ
た
の
で
、猫
な
が
ら
一
寸
鼻
が
高
く
感
ぜ
ら
る
ゝ
」

と
い
う
、「
吾
輩
」
の
誇
ら
し
げ
な
言
葉
が
掲
げ
ら
れ
て
い
た
。『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
掲
載
後
の
評
判
を
受
け
て
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
「
吾
輩
」

は
自
身
の
人
気
ぶ
り
を
喩
え
て
、
こ
ん
な
こ
と
も
言
っ
て
い
る
。

吾
輩
も
此
頃
で
は
普
通
一
般
の
猫
で
は
な
い
。
先
づ
桃
川
如
燕
以
後
の
猫
か
、
ク
ー
パ
ー
の
金
魚
を
偸
ん
だ
猫
位
の
資
格
は
充
分
あ
る
と

思
ふ
。
（
１
）

　

こ
こ
で
引
か
れ
て
い
る
桃
川
如
燕
と
は
、〈
百
猫
伝
〉
―
―
い
わ
ゆ
る
怪
猫
譚
を
題
材
と
す
る
講
談
を
得
意
と
し
た
講
談
師
で
あ
る
。
如
燕
の

講
談
に
登
場
す
る
猫
は
い
ず
れ
も
、飼
主
に
代
わ
っ
て
恨
み
を
晴
ら
さ
ん
と
祟
る
化
け
猫
た
ち
だ
。
漱
石
が
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』（
以
下
、『
猫
』）

を
指
し
て
「
猫
伝
」
と
称
し
て
い
た（
２
）よ
う
に
、漱
石
が
如
燕
講
談
の
聞
き
手
、あ
る
い
は
読
者
で
あ
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
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化
猫
も
の
の
講
談
読
み
で
あ
る
如
燕
を
引
き
な
が
ら
、「
吾
輩
」
が
自
身
を
単
な
る
化
け
猫
に
な
ぞ
ら
え
よ
う
と
い
う
姿
勢
に
は
、
い
さ
さ
か
違

和
感
を
覚
え
る
。

　

三
浦
正
雄
は
『
猫
』
の
こ
の
箇
所
を
指
し
、併
称
さ
れ
て
い
る
「
金
魚
を
偸
ん
だ
」
猫
の
例
も
視
野
に
入
れ
た
う
え
で
、「
自
分
の
意
志
を
持
っ

て
何
事
か
を
な
す
猫
と
言
う
意
味
で
あ
ろ
う
か
」
（
３
）

と
述
べ
て
い
る
。
次
い
で
三
浦
は
、「「
如
燕
の
猫
」
は
、
一
歩
進
ん
だ
新
時
代
の
猫
と
し
て

描
か
れ
て
い
る
よ
う
」
で
あ
る
と
も
述
べ
る
が
、
こ
れ
は
主
観
的
印
象
を
語
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
如
燕
の
猫
が
『
猫
』
に
お
い
て
「
普
通

一
般
の
猫
で
は
な
い
」
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
必
然
性
に
つ
い
て
は
説
明
が
な
さ
れ
な
い
ま
ま
だ
。

　

如
燕
の
〈
百
猫
伝
〉
と
い
う
と
き
、
そ
れ
は
化
猫
も
の
の
講
談
の
総
称
を
意
味
し
、
同
時
に
、
猫
講
談
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
い
か
に
多
い

か
を
示
唆
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
〈
百
猫
伝
〉
を
題
に
冠
し
た
講
談
の
代
表
作
と
し
て
、『
百
猫
伝 

俳
優
市
川
團
十
郎
猫
』（
傍
聴
速
記
学
会
、

一
八
八
五
年
十
月
）
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
桃
川
如
燕
口
演
、
速
記
法
学
会
筆
記
と
掲
げ
た
本
作
は
、「
桃
川
如
燕
翁
カ
得
意
ノ
講
談
ニ

シ
テ
嘗
テ
江
湖
ニ
喝
采
ヲ
博
シ
タ
ル
彼
ノ
百
猫
伝
ヲ
速
記
法
ニ
テ
真
写
シ
」
（
４
）

た
作
と
し
て
出
版
さ
れ
た
。
円
朝
の
『
怪談

牡
丹
燈
籠
』
刊
行
に
寄
与

す
る
と
こ
ろ
の
大
き
か
っ
た
「
速
記
法
」
に
よ
る
「
真
写
」
を
用
い
た
出
版
を
呼
び
も
の
に
、全
十
二
巻
の
刊
行
を
謳
っ
た（
５
）も
の
の
、結
局
は
『
市

川
團
十
郎
猫
』
に
続
く
作
品
の
刊
行
は
な
さ
れ
な
か
っ
た
。
如
燕
得
意
の
化
猫
講
談
を
総
称
す
る
「
百
猫
伝
」
と
い
う
名
を
冠
し
た
本
作
は
、

ど
の
よ
う
な
経
緯
で
出
版
さ
れ
、
読
者
に
ど
ん
な
印
象
を
与
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

本
論
文
は
、
桃
川
如
燕
『
百
猫
伝 

俳
優
市
川
團
十
郎
猫
』
を
取
り
上
げ
、
本
作
が
成
立
に
至
る
過
程
を
踏
ま
え
つ
つ
、
本
作
の
成
立
が
そ
の

後
『
猫
』
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
る
に
至
っ
た
か
に
つ
い
て
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。

二
、『
百
猫
伝
』
の
成
立

　
『
百
猫
伝 

俳
優
市
川
團
十
郎
猫
』（
以
下
、『
百
猫
伝
』
と
す
る
）
は
、
そ
の
表
題
が
示
す
通
り
、
市
川
團
十
郎
が
登
場
す
る
怪
猫
譚
を
含
む
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講
談
で
あ
る
。
初
代
團
十
郎
の
刺
殺
事
件
に
ま
つ
わ
る
事
実
譚
を
発
端
と
し
、
話
は
次
第
に
小
幡
小
平
次（
６
）の

亡
霊
譚
〈
小
平
次
も
の
〉
へ
と
発

展
し
て
い
く
。
次
に
作
品
の
あ
ら
す
じ
を
紹
介
す
る
。

　

初
代
市
川
團
十
郎
は
役
者
杉
山
半
六
の
恨
み
を
買
っ
た
こ
と
に
よ
り
舞
台
上
で
刺
殺
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
れ
を
受
け
、
初
代
團
十
郎
の
実
子

で
あ
る
二
代
目
團
十
郎
が
す
ぐ
さ
ま
敵か
た
きを
討
っ
た
。
半
六
の
死
に
よ
り
残
さ
れ
た
妻
の
お
勝
（
毒
婦
と
設
定
さ
れ
て
い
る
）
は
、
子
の
半
之
助

を
連
れ
、
半
六
の
兄
弟
分
で
あ
る
小
幡
小
平
治
の
と
こ
ろ
へ
転
が
り
込
む
。
次
第
に
い
い
仲
と
な
っ
た
二
人
は
、
三
人
の
朋
輩
を
通
し
て
二
代

目
團
十
郎
に
再
縁
の
許
し
を
請
う
が
、
却
っ
て
出
入
り
を
禁
じ
ら
れ
て
し
ま
う
。
そ
れ
に
腹
を
立
て
た
小
平
治
は
江
戸
を
出
て
、
お
勝
親
子
と

弟
子
二
人
を
伴
い
、
愛
猫
の
玉
猫
を
つ
れ
て
仙
台
へ
と
旅
立
つ
。
小
平
治
は
新
天
地
で
興
行
を
は
じ
め
る
が
振
る
わ
ず
、
そ
の
う
ち
に
お
勝
は

人
知
れ
ず
狼
の
太
九
郎
と
い
う
博
徒
と
懇
意
に
な
っ
て
い
た
。
小
平
治
が
邪
魔
に
な
っ
た
お
勝
は
太
九
郎
を
そ
そ
の
か
し
、
小
平
治
殺
害
を
企

て
る
。
そ
の
悪
だ
く
み
の
様
子
を
小
平
治
の
愛
猫
、
玉
猫
が
伺
っ
て
お
り
、
そ
の
猫
の
様
子
を
お
勝
は
不
気
味
が
っ
て
い
た
。
お
勝
太
九
郎
は

小
平
治
が
夜
網
を
打
ち
に
出
か
け
た
と
こ
ろ
を
狙
い
、
小
平
治
殺
害
を
遂
げ
る
。
し
か
し
そ
の
後
、
お
勝
太
九
郎
に
加
え
、
三
人
の
朋
輩
が
小

平
治
に
化
け
た
玉
猫
に
よ
っ
て
祟
り
殺
さ
れ
る
。
玉
猫
は
小
平
治
に
助
け
ら
れ
た
恩
義
か
ら
、
小
平
治
を
死
に
追
い
や
っ
た
者
た
ち
を
呪
っ
た

の
だ
。
そ
の
矛
先
は
二
代
目
團
十
郎
に
も
向
か
う
が
、
團
十
郎
は
こ
れ
を
逆
恨
み
だ
と
一
刀
両
断
し
、
化
け
猫
を
退
治
す
る
。
團
十
郎
は
小
平

治
の
仇
討
を
こ
こ
ろ
み
た
玉
猫
の
恩
義
の
あ
つ
さ
に
感
心
し
、
こ
れ
を
手
厚
く
葬
っ
た
。

　

以
上
が
『
百
猫
伝
』
の
筋
で
あ
る
。

　

こ
の
筋
を
指
し
て
延
広
真
治
は
、「
小
平
次
亡
霊
譚
に
怪
猫
を
絡
ま
せ
た
の
が
桃
川
如
燕
の
工
夫
」（
７
）だ

と
し
て
い
る
。
そ
も
そ
も
、〈
死
ん
だ

は
ず
の
小
平
次
が
再
び
姿
を
現
す
〉
と
い
う
の
が
、〈
小
平
次
も
の
〉
の
肝
で
あ
る
。『
百
猫
伝
』
で
は
そ
の
肝
と
な
る
部
分
が
、〈
小
平
治
へ
の

恩
義
に
あ
つ
い
玉
猫
が
小
平
治
に
化
け
る
こ
と
で
、飼
い
主
に
な
り
代
わ
っ
て
恨
み
を
晴
ら
そ
う
と
す
る
〉
と
い
う
筋
に
読
み
替
え
ら
れ
て
お
り
、

趣
向
と
し
て
面
白
い
。

　

三
浦
正
雄
は
、『
百
猫
伝
』
に
お
い
て
、こ
れ
ま
で
の
小
幡
小
平
次
も
の
の
ス
ト
ー
リ
ー
に
は
な
か
っ
た
特
色
を
三
つ
挙
げ
て
い
る（
８
）。
一
つ
目
に
、
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生
島
半
六
の
市
川
團
十
郎
殺
害
と
小
平
治
と
を
関
連
づ
け
た
こ
と
を
挙
げ
、
二
つ
目
に
は
、
延
広
の
指
摘
と
同
じ
く
、
小
平
次
の
愛
猫
が
化
け

猫
と
な
り
、
小
平
治
に
代
わ
っ
て
復
讐
す
る
こ
と
を
挙
げ
る
。
そ
し
て
三
つ
目
に
、
近
代
化
に
よ
る
怪
談
否
定
の
風
潮
へ
の
批
判
的
な
言
辞
と
、

怪
談
の
存
在
意
義
を
裏
づ
け
る
た
め
の
勧
善
懲
悪
の
主
張
が
あ
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
特
に
三
つ
目
の
特
色
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
点
は
、
本

作
刊
行
当
時
の
時
代
状
況
が
明
確
に
作
品
に
表
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
り
、
見
過
ご
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

こ
れ
ら
の
指
摘
に
加
え
て
、本
作
成
立
の
背
景
に
あ
る
特
異
性
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。『
百
猫
伝
』
の
序
文
か
ら
は
、当
時
ま
だ
目
新
し
か
っ

た
「
速
記
法
」
を
用
い
て
本
作
が
上
梓
さ
れ
る
に
至
っ
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

　

速
記
法
の
効
用
を
知
る
能
は
ざ
る
は
、
実
に
文
明
進
歩
の
、
一
大
欠
典
と
云
ふ
可
し
、
余
、
常
に
此
に
慨
歎
す
る
処
あ
り
、
故
を
以
て
、

童
幼
婦
女
子
に
至
る
迄
、
普
く
其
効
用
を
知
ら
し
め
ん
が
為
め
、
講
談
家
の
泰
斗
、
桃
川
如
燕
翁
の
講
談
を
直
写
し
、
先
づ
之
を
翁
に
示

す
に
、
翁
拍
手
賞
賛
し
て
曰
く
、
一
言
一
句
も
、
常
に
我
講
ず
る
処
に
差
ふ
事
な
し
、
我
亦
始
め
て
速
記
法
の
、
功
用
懿
大
な
る
を
知
る

を
得
た
り
、
請
速
に
刊
に
附
せ
よ
と
、
乃
梓
に
上
し
、
以
て
大
に
江
湖
に
益
す（
９
）

　

序
文
に
よ
る
と
、
速
記
法
を
広
め
る
目
的
で
如
燕
の
講
談
を
速
記
・
直
写
し
、
刊
行
に
至
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
、『
百
猫
伝
』
が
の
ち
に
『
新

日
本
古
典
文
学
大
系
』
に
収
録
さ
れ
た
理
由
が
、「
速
記
を
標
榜
し
な
が
ら
も
文
章
体
に
酷
似
す
る
」
文
体
に
注
目
し
、「
表
現
形
式
と
演
者
を

勘
案
」
し
た）

（1
（

結
果
で
あ
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、『
百
猫
伝
』
が
如
燕
の
語
っ
た
講
談
を
「
直
写
」
し
た
作
で
あ
る
と
見
做
す
こ
と
は
難

し
い
。
本
文
冒
頭
を
見
て
み
よ
う
。

怪か
い
り
よ
く力

乱ら
ん
し
ん神

は
語か

た

る
可べ

か

ら
ず
と
、
唐も

ろ
こ
し土

の
孔こ

う

夫ふ
う
し子

は
之こ

れ

を
戒い

ま
しめ

、
且か

つ

当と
う
じ時

の
如ご

と

き
、
文ぶ

ん
め
い明

の
世よ

と
相あ

い
な
り成

て
は
、
殊こ

と
さ
ら更

に
奇き

く
わ
い怪

の
事こ

と

を
演ゑ

ん

ず
る

時と
き

は
、
愚ぐ
も
う蒙
の
謗そ
し
りを
免ま
ぬ
かれ
ざ
れ
共ど
も

、
亦ま
た

敢あ
な
がち
に
、
非ひ
な
ん難
す
可べ（
か
）ら
ざ
る
処と
こ
ろあ
り
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語
り
出
し
は
漢
文
調
で
あ
る
。
落
語
は
〈
話
す
〉
も
の
、
講
談
は
〈
読
む
〉
も
の
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
書
か
れ
た
文
章
を
読
み
上
げ
る
よ

う
な
調
子
で
始
ま
っ
て
い
る
。
こ
う
い
っ
た
文
体
に
注
目
し
た
た
め
か
、
延
広
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
『
百
猫
伝
』
が
極
め
て
文
章
体
に
近
か
っ
た
の
で
、
如
燕
の
日
常
の
話
ぶ
り
を
関
巌
二
郎
『
当
世
名
家

蓄
音
機
』（
文
禄
堂
、
明
治
三
十
三
年
刊
）

で
示
す
と
、「
そ
も
軍
談
の
始
り
は
元
禄
の
頃
で
御
座
り
ま
し
て
、
初
は
太
平
記
読

9

9

9

9

と
申
し
ま
し
た
」
と
い
っ
た
塩
梅
で
あ
る
。）

（（
（

　

こ
れ
に
次
ぐ
言
葉
は
な
い
が
、
こ
こ
で
仄
め
か
さ
れ
る
の
は
、
や
は
り
序
文
の
言
葉
と
本
文
の
書
か
れ
方
と
の
食
い
違
い
で
あ
ろ
う
。
延
広

に
倣
っ
て
、
い
ま
一
度
、『
当
世
名
家
蓄
音
機
』
の
続
き
を
引
用
し
よ
う
。

　

其そ
の
こ
ろ頃
、
有あ
り
ま
け

馬
家
の
浪ら
う
に
ん人
に
赤あ
か
ま
つ松
源せ
い

左ざ

衛え
も
ん門
と
申ま
を

す
が
御ご

ざ座
り
ま
し
た
、
此こ
の
ひ
と人
は
学が
く
も
ん問
は
博ひ
ろ

う
御ご

ざ座
り
ま
す
る
し
、
武ぶ
げ
い芸
に
は
上じ
や
う
た
つ達し
て

居を

り
ま
し
て
、
な
か
〳
〵
大た
い

し
た
御お
か
た方
で
御ご

ざ座
り
ま
し
た
が
、
花は
な

に
嵐
あ
ら
し

月つ
き

に
叢む
ら
く
も雲
の
譬た
と
へ
も
愚お
ろ
か
や
、
御ご
い
け
ん

意
見
の
合あ

ひ
ま
せ
ぬ
所と
こ
ろ
よ
り
、

と
う
〳
〵
浪ら
う
〳
〵々

の
身み

と
な
り
ま
し
て
、
其そ

の
こ
ろ頃

は
田た

ど
こ
ろ所

町ち
や
う（

日
本
橋
）
に
手て

な
ら
ひ習

師じ
ゝ
や
う匠

を
し
て
居を

り
ま
し
た
。

　

延
広
が
「
如
燕
の
日
常
の
話
ぶ
り
」
と
し
た
『
当
世
名
家
蓄
音
機
』
の
語
り
口
と
し
て
は
、「
申
す
」
や
「
御
座
り
ま
す
」、「
居
り
ま
し
た
」

と
い
っ
た
言
葉
遣
い
が
中
心
で
あ
り
、
演
者
は
聞
き
手
（
観
客
）
を
意
識
し
て
語
り
か
け
る
よ
う
な
様
子
で
あ
る
。『
百
猫
伝
』
本
文
で
も
、
時

折
ふ
と
思
い
出
し
た
よ
う
に
「
居
り
ま
し
た
」「
御
座
り
ま
す
」
と
い
う
言
葉
が
登
場
す
る
。
し
か
し
、文
の
ひ
と
区
切
り
、ひ
と
呼
吸
ご
と
に
「
居

り
ま
し
た
」「
御
座
り
ま
す
」
を
差
し
挟
む
『
当
世
名
家
蓄
音
機
』
と
比
べ
る
と
、そ
の
頻
度
は
決
し
て
多
い
と
は
い
え
な
い
。「
文
章
体
」
や
「
如

燕
の
日
常
の
話
ぶ
り
」
に
つ
い
て
考
え
る
に
あ
た
り
、
当
時
に
お
け
る
速
記
の
在
り
方
を
追
っ
た
う
え
で
、
本
作
に
お
け
る
成
立
を
あ
ら
た
め

て
確
認
す
る
必
要
が
あ
り
そ
う
だ
。
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三
、
速
記
の
標
榜
と
そ
の
実
態

　
『
百
猫
伝
』
は
、
桃
川
如
燕
が
口
演
し
た
講
談
を
傍
聴
速
記
法
学
会
な
る
組
織
が
筆
記
を
し
た
も
の
と
し
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
。『
百
猫
伝
』

の
序
文
に
は
、
前
年
に
発
兌
さ
れ
た
『
怪談

牡
丹
燈
籠
』（
東
京
稗
史
出
版
社
、
一
八
八
四
年
七
月
）
の
序
詞
に
似
通
っ
た
表
現
が
登
場
す
る
。

『
怪談

牡
丹
燈
籠
』（
以
下
、『
牡
丹
燈
籠
』）
は
、
三
遊
亭
円
朝
が
演
述
し
た
人
情
噺
を
速
記
者
の
若
林
玵
蔵
・
酒
井
昇
造
ら
が
筆
記
し
た
落
語
速
記

本
の
嚆
矢
と
も
い
う
べ
き
作
品
だ
。『
百
猫
伝
』
序
文
に
お
け
る
「
其
言
語
を
直
写
し
、
片
言
隻
辞
細
大
漏
す
事
な
く
」
と
い
う
語
は
、『
牡
丹

燈
籠
』
序
詞
に
お
け
る
「
言
語
を
直

写
し
て
其
片
言
隻
語
を
誤
ら
ず
」
や

「
片
言
隻
語
を
洩
さ
ず
」
な
ど
の
言
葉

を
意
識
し
て
の
も
の
だ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
、『
百
猫
伝
』
に
先
立
っ
て

出
版
さ
れ
た
桃
川
如
燕
講
述
、
傍
聴

速
記
法
学
会
筆
記
の『
越
こ
し
の
く
に国

常と
き
わ盤

廼の

操み
さ
お』

（
傍
聴
速
記
法
学
会
、
一
八
八
五
年
三

月
））

（1
（

の
見
返
し
に
は
、『
牡
丹
燈
籠
』

に
掲
載
さ
れ
た
も
の
と
酷
似
し
た
体

裁
の
広
告
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

　
『
牡
丹
燈
籠
』
出
版
の
目
的
の
一
つ

に
、
速
記
法
を
宣
伝
す
る
こ
と
が
意

図1．『怪
談牡丹燈籠』見返し広告
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識
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
た
め
、
筆
記
文

体
に
合
わ
せ
て
、
そ
の
速
記
の
対
訳
が

掲
載
さ
れ
て
い
た（
図
１
）。
ま
た
、『
牡

丹
燈
籠
』
は
分
冊
形
式
と
い
う
か
た
ち

を
と
っ
た
こ
と
か
ら
、「
社
告
」
と
し

て
そ
の
旨
が
列
記
さ
れ
、
加
え
て
奥
付

も
併
記
さ
れ
て
い
た
。

　
『
越
国
常
盤
廼
操
』
も
こ
れ
と
酷
似

し
た
見
返
し
の
か
た
ち
を
と
っ
て
い

る
（
図
２
）。
ペ
ー
ジ
の
上
部
に
は
「
記

号
文
体
」
と
し
て
、
速
記
記
号
が
並
ん

で
い
る
。
た
だ
し
、『
牡
丹
燈
籠
』
に

あ
っ
た
よ
う
な
対
訳
は
掲
載
さ
れ
て

い
な
い
。
そ
の
下
部
に
は
「
会
告
」
と
し
て
、
本
書
が
全
十
冊
の
刊
行
予
定
で
あ
る
こ
と
や
、
傍
聴
速
記
学
会
の
会
員
を
募
る
旨
な
ど
が
記
さ

れ
て
い
る
。
見
返
し
に
並
ぶ
内
容
が
酷
似
し
て
い
る
点
か
ら
も
、『
牡
丹
燈
籠
』
を
手
本
と
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
よ
う
。
あ
る
い
は
、
円

朝
の
作
の
人
気
に
あ
や
か
ろ
う
と
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

序
に
お
い
て
も
「
言
語
を
直
写
」
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、『
牡
丹
燈
籠
』
が
範
と
す
べ
き
書
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し

か
し
『
越
国
常
盤
廼
操
』
の
本
文
は
、『
百
猫
伝
』
に
も
ま
し
て
、「
直
写
」
か
ら
は
程
遠
い
文
章
体
と
な
っ
て
い
る）

（1
（

。「
居
り
ま
し
た
」「
御
座

り
ま
す
」
の
よ
う
な
言
い
回
し
も
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。

図2．『越国常盤廼操』見返し広告
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さ
ら
に
特
筆
す
べ
き
点
を
挙
げ
る
な
ら
ば
、
講
述
者
で
あ
る
如
燕
が
解
説
・
補
足
し
た
跡
が
偲
ば
れ
る
箇
所
が
し
ば
し
ば
亀
甲
括
弧
（〔 

〕）

に
よ
っ
て
閉
じ
ら
れ
て
い
る
。
頻
出
す
る
こ
の
形
式
は
、こ
の
テ
キ
ス
ト
が
決
し
て
語
る
ま
ま
を
写
し
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

　

さ
て
、
あ
ら
た
め
て
『
越
国
常
盤
廼
操
』
巻
末
掲
載
の
『
百
猫
伝
』
の
広
告）

（1
（

を
み
る
と
、
そ
こ
に
は
「
彼カ

ノ
百
ヒ
ヤ
ク
ネ
コ
ノ
デ
ン

猫
伝
ヲ
速ソ
ク
キ
ホ
ウ

記
法
ニ
テ
真ウ
ツ
シ
ト
リ写シ

是コ

レ
ヲ
児コ
ド
モ童
婦オ
ン
ナ

女ム
ス
メ子
ニ
読ヨ

ミ
易ヤ
ス

カ
ラ
ン
為タ

メ
稗ヒ
ラ
ガ
ナ史
ノ
文ブ
ン

二
綴ツ
ゞ

」
っ
た
と
い
う
説
明
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
速
記
し
た
文
を
も
と
に
し
て
、

「
児コ
ド
モ童
婦オ
ン
ナ

女ム
ス
メ子
」
に
と
っ
て
読
み
な
れ
た
文
章
の
か
た
ち
へ
直
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、『
牡
丹
燈
籠
』
序
詞
に
あ
る
よ
う
な
「
其

儘
に
直
写
し
片
言
隻
語
を
改
修
せ
ず
し
」
た
文
体
や
「
但
其
記
往
々
文
体
を
失
し
、
抑
揚
其
宜
き
を
得
ず
、
通
読
に
便
な
ら
ざ
る
所
あ
り
て
、

尋
常
小
説
の
如
く
な
ら
ざ
る
は
、
即
ち
其
調
を
為
さ
ざ
る
言
語
を
直
写
せ
し
速
記
法
た
る
所
以
」
と
い
う
方
法
意
識
と
は
か
け
離
れ
た
も
の
な

の
で
あ
る
。

　

あ
ら
か
じ
め
断
っ
て
お
く
が
、
本
作
の
講
談
速
記
と
し
て
の
再
現
度
、
あ
る
い
は
完
成
度
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
が
本
論
の
目
的
な
の
で

は
な
い
。
速
記
後
、
そ
の
速
記
記
号
を
あ
ら
た
め
て
読
者
に
読
め
る
か
た
ち
に
置
き
換
え
る
工
程
を
想
像
す
れ
ば
、
再
現
の
忠
実
さ
を
検
証
す

る
こ
と
は
困
難
を
極
め
る
。
そ
も
そ
も
、元
と
な
っ
た
口
話
を
確
か
め
る
方
法
も
な
い
。
む
し
ろ
、『
越
国
常
盤
廼
操
』
や
『
百
猫
伝
』
が
序
に
よ
っ

て
目
指
さ
れ
た
も
の
と
食
い
違
う
内
容
で
あ
る
点
は
、
速
記
法
の
黎
明
期
に
登
場
し
た
作
品
と
し
て
み
た
と
き
、
非
常
に
興
味
深
い
。
成
立
に

あ
た
っ
て
関
わ
っ
た
速
記
者
は
誰
な
の
か
、
ま
た
、
そ
も
そ
も
本
当
に
速
記
法
に
依
っ
て
い
る
の
か
す
ら
判
然
と
し
て
い
な
い
。
の
ち
に
い
っ

そ
う
流
行
し
、
広
く
一
般
に
流
通
す
る
こ
と
に
な
る
「
講
談
速
記
」
成
立
以
前
の
作
品
で
あ
り
、
そ
れ
に
至
る
前
の
有
象
無
象
の
作
品
の
ひ
と

つ
で
し
か
な
い
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
見
過
ご
す
こ
と
の
で
き
な
い
不
思
議
な
魅
力
を
も
つ
こ
と
も
確
か
だ
。

　
『
百
猫
伝
』
と
同
様
の
筋
を
持
つ
『
今
昔
百
猫
伝
』
と
い
う
講
談
速
記
作
品）

（1
（

が
、一
八
九
六
年
の
六
月
か
ら
八
月
に
か
け
て
、雑
誌
『
華
の
江
戸
』

に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
如
燕
が
口
演
し
、速
記
者
に
よ
っ
て
成
立
し
た
作
品
と
い
う
点
で
は
『
百
猫
伝
』
を
踏
襲
し
て
い
る
が
、そ
の
文
体
は
い
っ

そ
う
柔
ら
か
い
口
語
体
に
な
っ
て
い
る
。
第
一
席
の
冒
頭
は
次
の
よ
う
に
語
り
だ
さ
れ
て
い
る
。
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是こ

れ
は
如わ

た
く燕

し
が
長な

が
ね
ん年

の
間あ

い
だ、

諸し
よ
ほ
う方

よ
り
聞き

ゝ
あ
は合

せ
、
且か

つ
は
充じ

う
ぶ
ん分

取と
り
し
ら調

べ
、
唐も

ろ
こ
し土

に
は
猫め

う
で
ん伝

と
云い

ふ
者も

の

が
あ
つ
て
、
猫ね

こ

の
履り

れ
き歴

を
書か

い
た

も
の
が
あ
る
そ
う
で
、
…
…
…
…
狐き
つ
ねや
狸た
ぬ
きと
違ち
が

ひ
ま
し
て
、
此こ

の
動ど
う
ぶ
つ物
は
一い
つ
し
ゆ種
特と
く
べ
つ別
、
種し
ゆ
〴
〵々

猫ね
こ

の
話は
な

し
も
厶ご
ざ

い
ま
す
る
が
、
決け
つ

し
て
飼か
ひ
ぬ
し主

に
祟た
ゝ

る
な
ど
ゝ
云
ふ
事こ
と

は
、
今い
ま

四
十
余よ

通と
ほ

り
蒐あ

つ集
め
ま
し
た
内う
ち

に
一
ツ
も
厶ご
ざ

い
ま
せ
ん

　

速
記
者
は
浪
上
義
三
郎
で
あ
り
、
講
談
を
中
心
と
し
て
多
く
の
作
品
を
速
記
し
た
人
物
で
あ
る
。『
華
の
江
戸
』
は
、
既
に
数
多
く
の
落
語
講

談
速
記
雑
誌
が
流
通
し
て
い
た
時
期
に
そ
れ
ら
を
追
随
す
る
か
た
ち
で
登
場
し
た
雑
誌
で
あ
っ
た
。
落
語
講
談
速
記
の
技
術
は
い
っ
そ
う
シ
ス

テ
マ
テ
ィ
ッ
ク
に
な
り
、
そ
の
方
法
も
柔
軟
に
か
た
ち
を
変
え
て
き
て
い
る
。『
今
昔
百
猫
伝
』
と
見
比
べ
る
と
、『
百
猫
伝
』
の
文
体
は
速
記

の
影
を
ち
ら
つ
か
せ
る
よ
う
で
い
て
、
非
常
に
硬
く
も
あ
り
、
非
常
に
不
安
定
で
あ
る
。

四
、
毒
婦
お
勝
と
玉
猫
の
描
写

　

こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
『
百
猫
伝
』
の
序
に
立
ち
返
っ
て
み
た
い
。「
抑
講
談
な
る
者
は
、落
語
家
の
口
調
と
大
に
異
な
る
処
あ
る
は
、已
に
人
々

の
了
知
せ
ら
る
ゝ
所
な
り
」
な
ど
と
い
う
断
り
は
、『
牡
丹
燈
籠
』
の
文
体
と
の
違
い
に
対
す
る
言
い
訳
め
い
た
文
言
の
よ
う
に
聞
こ
え
る
。
繰

り
返
す
が
、
そ
れ
が
速
記
の
不
首
尾
に
よ
る
も
の
な
の
か
、
は
た
ま
た
本
当
に
講
談
の
特
色
ゆ
え
の
こ
と
わ
り
な
の
か
を
判
断
す
る
の
は
困
難

で
あ
る
。
そ
こ
で
、
速
記
云
々
と
い
う
議
論
は
い
っ
た
ん
置
き
、
テ
ク
ス
ト
か
ら
読
み
取
れ
る
特
徴
を
追
う
こ
と
に
し
た
い
。

　
『
話
術
新
論
』（
哲
学
書
院
、
一
八
八
九
年
四
月
）
に
は
、
落
語
と
講
談
と
の
話
術
的
な
違
い
に
つ
い
て
の
言
及
が
あ
る
。
特
に
講
談
に
つ
い

て
は
、
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

　

講
談
は
元
来
武
張
り
た
る
も
の
よ
り
い
で
た
る
を
以
て
大
軍
の
合
戦
、
勇
士
の
闘
争
、
議
論
、
評
定
等
事
の
勇
壮
活
発
荘
厳
広
大
な
る
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類
は
其
の
妙
所
と
も
い
ふ
べ
く
此
等
の
点
に
於
て
は
落
語
の
及
ふ
と
こ
ろ
に
あ
ら
ず
、
然
れ
ど
も
今
日
の
講
談
は
婦
女
子
老
若
の
言
語
を

使
い
分
け
細
か
き
人
情
を
述
べ
人
の
性
質
を
写
出
す
の
術
に
乏
し
く
固
と
武
張
り
た
る
事
よ
り
出
た
る
故
に
や
婦
女
の
仮
声
の
如
き
は
最

も
拙
な
り）

（1
（

　

講
談
は
合
戦
や
闘
争
を
描
く
迫
力
と
い
う
点
で
は
落
語
に
勝
る
が
、
人
物
の
描
写
や
そ
の
人
情
を
描
く
点
で
は
劣
る
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。

特
に
「
人
の
性
質
を
写
出
す
の
術
に
乏
い
」
と
し
て
、「
婦
女
の
仮
声
」
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
特
徴
は
『
百
猫
伝
』
に
も
表
れ
て
い
る
。

ま
ず
は
、
お
勝
の
描
写
に
目
を
向
け
る
。

　

お
勝
は
「
毒
婦
」
と
し
て
登
場
す
る
人
物
で
あ
る
。
小
平
治
殺
害
を
目
論
む
お
勝
の
口
か
ら
は
、「
太た
く
ろ
う

九
郎
さ
ん
御お

ま
え前

、
真ほ

ん
と
う実

に
私わ

た
しを

見み

す捨
て

な
い
で
、
女に
ょ
う
ぼ
う房に

し
て
呉く

れ
様よ

う

」「
実じ

つ

が
有あ

る
な
ら
何ど

う
ぞ卒

し
て
、
小こ

へ
い
じ

平
治
を
殺

こ
ろ（
し
）て

お
呉く

れ

な
」
と
い
う
よ
う
な
、
太
九
郎
を
唆
す
言
葉
が
し
ば
し
ば

発
せ
ら
れ
る
。
如
燕
に
よ
る
声
色
の
使
い
分
け
の
巧
拙
の
程
を
量
り
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、「
言
語
を
使
い
分
け
細
か
き
人
情
を
述
べ
人
の

性
質
を
写
出
す
」
要
素
が
全
く
な
か
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
本
作
に
お
い
て
お
勝
が
「
毒
婦
」
と
さ
れ
る
理
由
は
い
っ
そ
う

単
純
だ
。
如
燕
（
語
り
手
）
に
よ
っ
て
「
女に
よ
う
ば
う房の

お
勝か

つ

と
云い

ふ

は
、夫お

つ
とに

勝ま
さ

り
し
毒ど

く

婦ふ

」
で
あ
る
と
し
て
、あ
ら
か
じ
め
説
明
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

お
勝
が
い
か
に
毒
婦
ら
し
い
人
物
と
し
て
描
か
れ
、
登
場
す
る
か
に
先
ん
じ
て
、
決
ま
り
き
っ
た
約
束
事
と
し
て
「
毒
婦
」
と
い
う
評
価
が
何

度
も
繰
り
返
さ
れ
る
。
お
勝
の
人
物
造
形
は
説
明
に
よ
っ
て
予
め
決
定
付
け
ら
れ
て
い
る
た
め
、
あ
と
は
「
毒
婦
」
と
い
う
設
定
に
応
じ
る
よ

う
に
し
て
、
太
九
郎
と
の
悪
だ
く
み
の
場
面
が
描
か
れ
る
の
を
待
つ
ば
か
り
だ
。「
大
軍
の
合
戦
、
勇
士
の
闘
争
、
議
論
、
評
定
等
事
の
勇
壮
活

発
荘
厳
広
大
な
る
類
は
其
の
妙
所
」
と
い
う
よ
う
に
、
外
側
か
ら
い
か
に
語
る
か
、
い
か
に
評
す
る
か
が
肝
と
な
っ
て
い
る
。
語
り
手
で
あ
る

講
談
師
如
燕
の
言
葉
と
し
て
語
ら
れ
る
価
値
判
断
や
評
価
が
、
作
品
の
在
り
方
を
あ
ら
か
じ
め
決
定
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
特
色
が
よ
く
表
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
注
目
し
た
い
の
が
、
化
け
猫
と
し
て
登
場
す
る
玉
猫
の
描
写
ぶ
り
で
あ
る
。
玉
猫
は
人
語
を
解

す
る
よ
う
な
そ
ぶ
り
を
見
せ
つ
つ
も
、
言
葉
を
発
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
玉
猫
の
心
情
は
、
外
見
に
顕
れ
る
様
子
か
ら
く
み
取
る
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し
か
な
い
の
だ
が
、
こ
の
外
見
か
ら
得
ら
れ
る
情
報
は
、
予
想
以
上
に
多
く
の
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。

　

お
勝
太
九
郎
が
小
平
治
殺
害
の
悪
だ
く
み
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
登
場
す
る
玉
猫
は
、「
眼ま
な
こを
睜み
は

り
、
爪つ
め

を
尖と
が

ら
し
牙き
ば

を
な
ら
し
て
」
お
り
、

た
だ
な
ら
ぬ
様
子
で
あ
る
。
さ
ら
に
、「
己お
の

れ
悪に
つ
く
き
淫い
ん
ぷ婦
の
振ふ
る
ま
ひ舞
、
喰く
ら

い
殺こ
ろ

し
て
呉く

れ
ん
ず
と
、
云い

は
ぬ
計ば
か
り
の
見け
ん
ま
く幕
に
て
、
今い
ま

に
も
飛と
び
つ付
く

有あ
り
さ
ま様
」
と
い
う
よ
う
に
、
玉
猫
の
外
見
の
様
子
か
ら
そ
の
考
え
ま
で
を
推
し
量
り
、
心
情
に
踏
み
込
ん
で
い
く
よ
う
な
描
写
が
み
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
次
に
示
す
場
面
も
同
様
だ
。

　

玉た
ま
ね
こ猫
は
振ふ
り
む
い顧
て
、
暴ぼ
う
こ虎
の
如ご
と

く
、
牙き
ば

を
む
き
目め

を
嗔い
か

ら
し
て
、
己
お
の
れ

淫い
ん
ぷ婦
め
汝な
ん
じさ
へ
、
喰く

ひ
殺こ
ろ

せ
ば
小こ
へ
い
じ

平
治
に
、
恙つ
ゝ
がは
無な

い
と
思お
も
ひし
者も
の

か
、

近ち
か
よ寄

る
お
勝か

つ

の
胸む

な
も
と元

目め

が掛
け
、
飛と

び
か掛ゝ

ら
ん
と
為す

る
有あ

り
さ
ま様

　

玉
猫
の
様
子
は
尋
常
で
は
な
く
、
そ
の
表
情
は
「
暴ぼ
う
こ虎
の
如ご
と

く
、
牙き
ば

を
む
き
目め

を
嗔い
か

ら
し
て
」
い
る
。
次
い
で
、「
喰く

ひ
殺こ
ろ

せ
ば
小こ
へ
い
じ

平
治
に
、

恙つ
ゝ
がは
無な

い
」
と
「
思お
も
ひし
者も
の

か
」
と
あ
る
よ
う
に
、
外
見
の
様
子
か
ら
そ
の
心
情
を
推
し
量
っ
て
、
語
り
手
が
玉
猫
の
考
え
を
判
断
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
自
由
間
接
話
法
を
用
い
る
よ
う
に
し
て
玉
猫
の
心
情
を
代
弁
し
て
描
き
出
す
こ
と
で
、
玉
猫
が
化
け
猫
へ
と
転
じ
る
布
石
を
打
っ
て

い
る
。
同
時
に
、
玉
猫
の
様
子
か
ら
、「
己お
の

れ
悪に

つ
くき

淫い
ん
ぷ婦

の
振ふ

る
ま
ひ舞

、
喰く

ら

い
殺こ

ろ

し
て
呉く

れ
ん
ず
と
、
云い

は
ぬ
計ば

か
り」

だ
と
お
勝
が
恐
れ
る
よ
う
な
、
い

わ
ゆ
る
「
神
経
病
」
の
要
素
も
含
ん
で
い
る
。
小
平
治
殺
し
を
企
ん
で
い
る
と
い
う
罪
の
意
識
か
ら
か
、
お
勝
は
玉
猫
を
化
け
物
で
あ
る
か
の

よ
う
に
嫌
悪
す
る
。「
今い
ま

の
咄は

な
しを

聞き
い

た
か
ら
、畜ち

く
し
よ
う生な

が
ら
も
寵ち

よ
う
あ
い愛を

受う
け

た
、小こ

へ
い
ぢ

平
治
の
讐あ

だ

と
思お

も

ふ
て
、喰く

ひ
つ
か付

ふ
と
し
た
の
だ
ろ
う
」
と
考
え
、「
ど

う
も
外ほ
か

の
猫ね

こ

の
様よ

う

で
は
無な

い

よ
」
と
気
味
悪
が
っ
た
。
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五
、
悲
劇
の
『
百
猫
伝
』
と
喜
劇
の
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』

　

し
か
し
、
た
と
え
玉
猫
が
人
語
を
解
そ
う
と
も
、
お
勝
太
九
郎
の
悪
だ
く
み
を
伝
え
る
す
べ
は
な
い
。

　

い
く
ら
玉
猫
が
「
小こ
へ
ゑ
じ

平
治
の
顔か
ほ

を
眺な
が

め
、
又ま
た

お
勝か
つ

の
顔か
ほ

を
睨に
ら

ん
で
、
ニ
ヤ
ア
〳
〵
と
泣な
き

な
が
ら
、
姦か
ん
ぷ夫
淫い
ん
ぷ婦
の
奸か
ん

策さ
く

を
、
知し
ら

せ
ん
と
す
る

様よ
う
す子
」
で
あ
っ
て
も
「
神か
み

な
ら
ぬ
身み

の
小こ
へ
ゑ
じ

平
治
は
、少す
こ

し
も
心こ
ゝ
ろの
付つ
か

ざ
り
し
」
こ
と
で
あ
り
、そ
れ
は
「
甚い

と
悲か
な
しむ
可べ

き
事こ
と

」
だ
と
評
さ
れ
る
。『
百

猫
伝
』
に
は
、
猫
の
言
葉
が
人
間
に
伝
わ
ら
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
悲
劇
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
悲
劇
は
、
玉
猫
の
訴
え
が
伝
わ
ら
な

い
筋
の
悲
し
さ
に
留
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
一
連
の
出
来
事
を
読
者
が
知
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
悲
劇
で
も
あ
る
。
玉
猫
が

何
を
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
、「
神
な
ら
ぬ
」
小
平
治
は
知
る
由
も
な
い
が
、
読
者
は
玉
猫
の
哀
訴
も
、
避
け
が
た
く
迫
る
小
平
治
の
死
も

全
て
了
解
し
て
い
る
。

　

こ
れ
に
類
す
る
こ
と
が
、『
猫
』
で
も
同
様
に
描
か
れ
て
い
る
。

　
『
猫
』
に
お
け
る
語
り
の
特
筆
す
べ
き
点
と
し
て
、
語
り
手
が
「
猫
」
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。「
猫
」
は
自
由
に
移
動
し
、
時
に

は
よ
そ
の
家
へ
と
忍
び
込
み
、
人
々
の
会
話
を
盗
み
聞
き
す
る
。
ま
た
、
猫
で
あ
る
か
ら
人
語
を
解
さ
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
実

際
は
人
語
の
内
容
を
十
二
分
に
理
解
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
人
語
を
あ
や
つ
り
、
話
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
「「
女
は
兎
角
多
弁
で
い
か
ん
、
人
間
も
此
猫
位
沈
黙
を
守
る
と
い
ゝ
が
な
」
と
主
人
は
吾
輩
の
頭
を
撫
で
ゝ
呉
れ
る
」
と
い
う
語
り
は
い
か

に
も
皮
肉
で
あ
る
。『
猫
』
に
お
い
て
最
も
饒
舌
な
の
は
「
猫
」
な
の
だ
か
ら
。
た
だ
し
、「
猫
」
は
「
悲
し
い
か
な
咽
喉
の
構
造
丈
は
ど
こ
迄

も
猫
な
の
で
人
間
の
言
語
が
饒し
や
べ舌

れ
な
い
」
の
だ
。
そ
の
た
め
、「
よ
し
首
尾
よ
く
金
田
邸
へ
忍
び
込
ん
で
、
充
分
敵
の
情
勢
を
見
届
け
た
所
で
、

肝
心
の
寒
月
君
に
教
へ
て
や
る
訳
に
行
か
な
い
。
主
人
に
も
迷
亭
先
生
に
も
話
せ
な
い
」
と
い
う
葛
藤
を
抱
え
て
い
る
。
し
か
し
『
猫
』
に
お

い
て
伝
わ
ら
な
い
こ
と
は
悲
劇
で
は
な
い
。

　

佐
藤
裕
子
は
、『
猫
』
の
語
り
の
特
徴
を
評
し
て
、「「
猫
」
と
人
間
た
ち
と
の
間
に
会
話
並
び
に
相
互
理
解
が
成
立
し
え
な
い
」
点
を
指
摘
す
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る）
（1
（

。
さ
ら
に
佐
藤
は
、
猫
と
人
間
の
関
係
性
を
踏
ま
え
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
猫0

」
に
行
動
の
一
部
始
終
を
観
察
さ
れ
た
上
に
批
評
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
登
場
人
物
た
ち
が
全
く
知
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
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か
ら
〈
笑
い
〉
が
生
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

佐
藤
は
「
猫
」
と
人
間
が
関
係
性
を
持
ち
え
な
い
こ
と
に
端
を
発
す
る
こ
の
構
図
を
、
漱
石
の
「
ヒ
ユ
ー
モ
ア
」
の
概
念
そ
の
も
の
で
あ
る

と
指
摘
す
る
。

　

人
間
と
猫
と
の
間
で
「
伝
わ
ら
な
い
こ
と
」
が
一
方
で
は
悲
劇
を
生
み
、一
方
で
は
喜
劇
を
生
じ
さ
せ
た
。『
猫
』
に
お
い
て
漱
石
は
、如
燕
『
百

猫
伝
』
の
モ
チ
ー
フ
を
借
り
た
に
留
ま
ら
な
い
。
人
語
を
解
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
伝
え
る
す
べ
の
な
い
玉
猫
は
、
悲
劇
を
生
む
舞
台
装
置
と

し
て
有
効
に
機
能
し
た
。
こ
の
仕
掛
が
『
猫
』
に
お
い
て
は
喜
劇
を
生
む
舞
台
装
置
と
し
て
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
る
。『
百
猫
伝
』
に
お
け
る
玉

猫
は
、「
吾
輩
」
な
る
一
人
称
を
持
つ
『
猫
』
の
語
り
に
憑
依
し
、
喜
劇
を
生
む
装
置
と
し
て
十
二
分
に
そ
の
存
在
感
を
示
し
た
。

　
『
百
猫
伝
』
は
速
記
黎
明
期
の
作
品
で
あ
り
、
そ
の
文
体
は
速
記
法
を
用
い
た
「
言
語
の
直
写
」
達
成
に
は
至
っ
て
お
ら
ず
、
講
談
速
記
と
し

て
は
未
完
成
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
玉
猫
の
周
囲
で
起
き
た
出
来
事
や
、
そ
こ
で
発
生
す
る
相
デ
ィ
ス
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

互
不
理
解
を
追
う
こ
と
で
、『
猫
』
に
み
ら
れ
る

近
代
小
説
の
語
り
へ
と
つ
な
が
る
観
念
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
『
猫
』
は
落
語
の
題
材
と
の
か
か
わ
り
を
指
摘
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
が
、『
百
猫
伝
』
の
よ
う
な
講
談
の
語
り
に
示
唆
を
受
け
、
成
立

し
た
と
こ
ろ
が
大
い
に
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
速
記
黎
明
期
か
ら
近
代
小
説
成
立
の
端
境
期
に
あ
っ
て
、
近
代
小
説
に
お
け
る
語
り

の
あ
り
方
に
示
唆
を
与
え
た
作
品
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
如
燕
の
『
百
猫
伝
』
は
決
し
て
等
閑
に
付
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
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註
（
１
）
夏
目
金
之
助
『
定
本 

漱
石
全
集
』
第
一
巻
（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

（
２
）
漱
石
書
簡
の
三
七
二
、
三
九
九
、
四
〇
三
に
『
猫
』
を
指
し
て
「
猫
伝
」
と
書
か
れ
て
い
る
（『
定
本 

漱
石
全
集
』
第
二
十
二
巻
、
岩
波
書
店
、

二
〇
一
六
年
七
月
）。

（
３
）
三
浦
正
雄
「『
百
猫
伝
巻
之
一 

俳
優
市
川
団
十
郎
の
猫
』
を
め
ぐ
っ
て
―
―
小
幡
小
平
次
の
怪
談
と
化
猫
譚
の
融
合
―
―
」（『
近
代
文
学
研
究
』

第
二
十
九
号
、
二
〇
一
二
年
四
月
）

（
４
）
桃
川
如
燕
講
述
、
傍
聴
速
記
法
学
会
筆
記
『
越
国
常
盤
廼
操
』
巻
末
広
告
（
傍
聴
速
記
学
会
、
一
八
八
五
年
三
月
）

（
５
）
前
掲
（
４
）
に
同
じ
。
本
広
告
に
於
い
て
、
傍
聴
速
記
法
学
会
か
ら
刊
行
さ
れ
る
如
燕
の
『
百
猫
伝
』
は
「
全
十
二
冊
」
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

広
告
に
は
「
第
一
ハ
有
馬
ノ
猫
」「
第
二
ハ
江
戸
新
吉
原
京
町
二
丁
目
三
浦
屋
ノ
娼
妓
薄
雲
、
小
紫
ノ
怪
猫
奇
談
」「
第
三
ハ
俳
優
市
川
團
十
郎
ノ

猫
並
ニ
鍋
島
ノ
猫
騒
動
」
と
あ
り
、
第
一
編
を
冠
し
て
出
版
さ
れ
た
『
俳
優
市
川
團
十
郎
猫
』
が
元
は
三
作
目
と
し
て
刊
行
さ
れ
る
予
定
で
あ
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
６
）
小
幡
小
平
次
も
の
に
お
い
て
、
小
平
次
の
名
前
は
「
小
平
次
」
と
表
記
さ
れ
る
が
、『
百
猫
伝
』
に
お
い
て
は
「
小
平
治
」
と
い
う
漢
字
が
振
ら

れ
て
い
る
。
差
別
化
を
図
る
た
め
に
意
図
的
に
振
ら
れ
た
も
の
か
。

（
７
）
延
広
真
治
「
解
説
」（
延
広
真
治
校
注
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系 

明
治
編
７ 

講
談
人
情
咄
集
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
八
年
十
二
月
）

（
８
）
前
掲
（
３
）
に
同
じ
。

（
９
）『
百
猫
伝
』
テ
ク
ス
ト
本
文
、
序
。

（
10
）
延
広
真
治
「
世
話
講
談
と
人
情
咄
―
―
「
よ
む
」
と
「
は
な
す
」」（
延
広
真
治
校
注
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系 

明
治
編
７ 

講
談
人
情
咄
集
』
岩

波
書
店
、
二
〇
〇
八
年
十
二
月
）

（
11
）
前
掲
（
７
）
に
同
じ
。

（
12
）
本
書
は
徳
川
家
康
に
関
わ
る
軍
記
も
の
の
講
談
で
あ
る
。

（
13
）『
越
国
常
盤
廼
操
』
テ
ク
ス
ト
本
文
の
う
ち
、
冒
頭
を
例
示
す
る
。
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擾ぢ
や
う
〳
〵々た
る
紛ふ
ん

戦せ
ん
し史
に
載の
せ

ざ
る
ハ
無な

く
、
休き
う
〳
〵々

た
る
善ぜ
ん
せ
い政
、
書し
よ

に
記し
る

さ
ゞ
る
ハ
無な

し
、
国こ
く
か家
の
治ち
ら
ん乱
、
古こ
こ
ん今
の
盛せ
い
す
い衰
、
之こ
れ

を
知し
る

ハ
、
尽
こ
と
〳
〵く
史し
で
ん伝
に

有あ
り

、
爰こ
ゝ

に
説と
く
と
こ
ろ処の
、
越こ
し
の
く
に
と
き
わ
の

国
常
盤
廼
操み
さ
おハ
、
抑
そ
も
〳
〵

徳と
く
が
わ川
家い
ゑ
や
す康
公こ
う

、
御ご

ふ

し
父
子
よ
り
、
御お
ん
ま
ご孫
に
亙わ
た

り
た
る
、
一い
つ

の
長な
が
も
の
が
た
り

物
語
に
し
て
、
忠ち
う
し
ん臣
義ぎ

し士
の
身し
ん
た
ん胆

を
摧く
だ

き
、
邪じ
や
き
よ
く
ね
い
し
や

曲
佞
者
の
奸か
ん
け
い計
を
為な

す
、
千せ
ん
ぺ
ん
ば
ん
く
わ

変
万
化
の
奇き

じ事
、
其そ
の

詳せ
う
み
つ密
な
る
に
至い
た
りて
ハ
、
史し
で
ん伝
正せ
い
し史
も
尽つ
く

さ
ゞ
る
事こ
と

の
多お
ほ

か
り

　

以
上
の
よ
う
に
、『
百
猫
伝
』
に
も
ま
し
て
文
語
体
で
あ
り
、「
言
語
を
直
写
」
し
た
よ
う
な
様
子
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。

（
14
）
参
考
ま
で
に
、
広
告
全
文
を
こ
こ
に
引
用
す
る
。

桃
川
如
燕
先
生　

講
談

傍
聴
速
記
法
学
会　

筆
記

　

如ジ
ヨ
エ
ン燕
百ヒ
ヤ
ク
子
コ
デ
ン

猫
伝

　

近
刻　

全
十
二
冊
極
上
等
松
表
紙
仕
立
壱
冊
定
価
金
十
八
銭
五
冊
分
前
金
四
拾
五
銭
拾
冊
分
前
金
八
十
五
銭
並
ニ
郵
券
四
銭
ト
合
セ
テ
御
送
附

ヲ
乞
郵
便
切
手
ニ
テ
御
送
金
ノ
分
ハ
壱
割
増
本
会
ヘ
御
送
附
ノ
ヿ

　

此コ
ノ

冊ホ

ン子
ハ
講コ
ウ
ダ
ン
カ

談
家
ノ
泰ヲ
ヤ
ダ
マ斗
ト
仰ア
オ
ガル
ゝ
桃モ
ゝ
カ
ワ
ジ
ヨ
エ
ン
オ
キ
ナ

川
如
燕
翁
カ
得ト
ク
イ意
ノ
講コ
ウ
シ
ヤ
ク談ニ
シ
テ
嘗カ
子

テ
江ヨ
ノ
ナ
カ湖
ニ
喝ヒ
ヤ
ウ
バ
ン采ヲ
博ヒ
ロ
メシ
タ
ル
彼カ

ノ
百ヒ
ヤ
ク
子
コ
デ
ン

猫
伝
ヲ
速ソ
ク
キ
ホ
ウ

記
法
ニ
テ
真ウ
ツ
シ
ト
リ写シ

是コ

レ
ヲ
児コ
ド
モ童
婦オ
ン
ナ
ム
ス
メ

女
子
ニ
読ヨ

ミ
易ヤ
ス

カ
ラ
ン
為タ

メ
稗ヒ
ラ
ガ
ナ史
ノ
文ブ
ン

ニ
綴ツ
ゞ

リ
密コ
マ
カ
ノ
エ画ヲ
加ク
ワ

ヘ
第ダ
イ

一
ハ
有ア
リ
マ馬
ノ
猫子
コ

其ソ
ノ
コ
ロ頃
天テ
ン
カ下
ニ
勇ユ
ウ
メ
イ名
ヲ
轟ト
ゞ
ロカ
シ
タ
ル
力ス
マ
ウ士
小オ
ノ
ガ
ワ

野
川

喜キ
サ
ブ
ロ
ウ

三
郎
カ
一イ
チ
ダ
イ世
ノ
勇チ
カ
ラ力
ヲ
振フ
ル

ヒ
大ヲ
ゝ
バ
ケ
子
コ

怪
猫
ヲ
退タ
イ
ジ治
セ
シ
条ク
ダ
リヨ
リ
神シ
ン
メ
イ明
ノ
大ヲ
ゝ
ケ
ン
ク
ワ

喧
嘩
ノ
段ダ
ン
ダ
イ第
二
ハ
江エ

ド戸
新シ
ン
ヨ
シ
ハ
ラ

吉
原
京キ
ヤ
ウ
マ
チ町
二ニ
チ
ヤ
ウ
メ

丁
目
三ミ
ウ
ラ
ヤ

浦
屋
ノ
娼オ
イ
ラ
ン妓
薄ウ
ス
グ
モ雲

小コ
ム
ラ
サ
キ
紫
ノ
怪バ
ケ
子
コ猫
奇キ
ダ
ン談
第ダ
イ

三
ハ
俳ヤ
ク
シ
ヤ優
市イ
チ
カ
ワ川
團ダ
ン
ジ
ウ
ロ
ウ

十
郎
ノ
猫ネ
コ

並ナ
ラ
ビ
ニニ
鍋ナ
ベ
シ
マ島
ノ
猫子
コ
ソ
ウ
ド
ウ

騒
動
其ソ
ノ
ホ
カ他
九
十
五
猫子
コ

ノ
珍
メ
ヅ
ラ
シ
キ
ハ
ナ
シ
談
ニ
シ
テ
其
ソ
ノ
ア
イ
ダ間
忠チ
ウ
シ
ン
ギ
シ

臣
義
士
佞ワ
ル
モ
ノ人
等ト
ウ

ア
リ
テ
能ヨ

ク
勧カ
ン
ゼ
ン
チ
ヨ
ウ
ア
ク

善
懲
悪
ノ
道ミ
チ

ヲ
明
ア
キ
ラ
カニ
シ
タ
ル
ハ
如ヂ
ヨ
エ
ン燕
翁オ
キ
ナカ
多ト
シ
ツ
キ年
ノ
捜タ
ヅ
子索
ニ
辛シ
ン
ク苦
セ
シ
ヿ
ハ
最モ
ツ
トモ
察サ
ツ

ス
ヘ
キ
也ナ
リ

江ヨ
ノ
ナ
カ湖
ノ
諸シ
ヨ
ク
ン君
ヨ
一
読ヨ
ミ

シ
テ
翁オ
キ
ナカ
苦ク
シ
ン心
ト
筆ヒ
ツ
キ記

ノ
完ソ
ナ
ワ
リ備
ナ
ル
ヲ
知シ

リ
賜タ
マ

ヘ

 

傍
聴
速
記
法
学
会
発
兌

　

○
本
会
ニ
於
テ
広
ク
講
習
自
習
ノ
両
会
員
ヲ
募
ル
〔
但
講
習
会
員
ト
ハ
通
会
シ
テ
講
習
ス
ル
者
ヲ
云
ヒ　

自
習
会
員
ト
ハ
地
方
ニ
居
テ
講
習
ス
ル
者
ヲ
云
フ

（
15
）『
定
本
漱
石
全
集
』（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）
の
同
箇
所
の
注
解
に
お
い
て
、
如
燕
の
代
表
作
と
し
て
『
今こ
ん
せ
き昔
百ひ
や
く
み
よ
う
で
ん

猫
伝
』（
一
八
九
六
年
）
が
挙
げ

ら
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
先
の
『
漱
石
全
集
』
を
受
け
て
の
注
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
注
に
は
少
し
違
和
感
が
あ
る
。
代
表
作
と
し
て
掲
げ
ら
れ
た

こ
の
作
品
は
、
実
は
著
作
権
侵
害
を
理
由
に
三
度
の
連
載
で
中
断
さ
れ
て
い
る
。「
版
権
侵
害
の
談
判
」（『
読
売
新
聞
』
一
八
九
六
年
八
月
七
日
、

三
面
）
と
い
う
記
事
に
、
そ
の
事
情
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。「
講
談
師
の
講
談
を
集
め
た
る
「
百
花
園
」
と
云
へ
る
雑
誌
あ
り
し
が
近
頃
又
「
花
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の
色マ
マ

」
と
題
せ
る
類
似
の
雑
誌
出
で
本
月
三
日
第
三
号
を
発
行
し
た
る
が
其
中
に
桃
川
如
燕
の
百
猫
の
講
談
を
掲
げ
た
り
此
ハ
曾
て
百
花
園
に
於

て
版
権
を
得
た
る
も
の
な
れ
バ
と
て
其
発
行
所
神
田
佐
久
間
町
文
治
堂
主
人
ハ
四
五
日
前
版
権
侵
害
と
し
て
花
の
色
発
行
人
に
対
し
て
二
百
両
の

賠
償
を
請
求
し
若
し
其
請
求
に
応
ぜ
ざ
る
時
ハ
告
訴
を
為
さ
ん
と
の
談
判
中
な
る
が
結
局
之
れ
を
公
け
に
せ
バ
桃
川
如
燕
の
落
度
と
な
り
て
刑
法

の
制
裁
を
受
く
る
訳
と
も
な
れ
バ
と
て
双
方
目
下
交
渉
中
な
れ
バ
多
分
示
談
に
て
事
済
と
な
る
べ
し
と
云
ふ
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
記
事
で
は

雑
誌
名
を
「
花
の
色
」
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
お
そ
ら
く
雑
誌
『
華
の
江
戸
』
の
間
違
い
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
如
燕
の
百
猫
講
談
が
掲
載
さ
れ
、

第
三
号
の
発
行
日
も
一
致
し
て
い
る
。
ま
た
、
訴
え
を
受
け
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
、
第
五
号
で
は
百
猫
講
談
が
取
り
や
め
に
な
り
、
如
燕
の
別
の

連
載
に
変
更
さ
れ
て
い
る
。
著
作
権
侵
害
を
理
由
に
連
載
が
取
り
や
め
に
な
っ
た
作
品
を
指
し
て
「
代
表
作
」
と
す
る
こ
と
に
は
違
和
感
が
あ
る

た
め
、
単
に
「
百
猫
伝
」
と
い
う
語
を
含
む
題
名
で
あ
っ
た
た
め
、
例
と
し
て
挙
げ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
16
）
土
子
金
四
郎
『
話
術
新
論
』（
哲
学
書
院
、
一
八
八
九
年
四
月
）

（
17
）
佐
藤
裕
子
「「
太
平
は
死
な
ゝ
け
れ
ば
得
ら
れ
ぬ
」
―
―
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
論
」（『
漱
石
解
読
―
〈
語
り
〉
の
構
造
』
和
泉
書
院
、
二
〇
〇
〇

年
五
月
）
に
よ
る
。
な
お
、
引
用
に
あ
た
っ
て
傍
点
は
原
文
の
ま
ま
と
し
た
。

※
本
論
文
引
用
で
は
、
旧
漢
字
は
適
宜
新
漢
字
に
改
め
、
仮
名
遣
い
は
本
文
の
ま
ま
と
し
て
い
る
。
な
お
、『
百
猫
伝
』
本
文
の
引
用
は
延
広
真
治
校
注
『
新

日
本
古
典
文
学
大
系 

明
治
編
７ 

講
談
人
情
咄
集
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
八
年
十
二
月
）
に
拠
り
、『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
の
引
用
は
『
定
本 

漱
石
全
集
』

第
一
巻
（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
六
年
十
二
月
）
に
従
っ
た
。
ま
た
、『
話
術
新
論
』
は
近
代
デ
ジ
タ
ル
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
の
テ
ク
ス
ト
を
用
い
、
図
１
・
２
も

こ
れ
に
拠
っ
た
。

 

（
博
士
後
期
課
程
）


