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夏
目
漱
石

『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』

AConsiderationonNatsumeSoseki'sWnguj@ait""hodeα〃

(Iα”αc")

MitsuhiroTAKEDA

論

武
田
充
啓

『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
（
以
下
、
『
猫
』
と
略
記
す
る
）
は
明
治
三
十
八
年
一
月
の
『
ホ
ト

ト
ギ
ス
』
に
第
一
回
が
発
表
さ
れ
た
の
ち
断
続
的
に
書
き
継
が
れ
同
三
十
九
年
八
月
第
十
一

回
を
も
っ
て
完
結
す
る
。
こ
の
間
『
猫
』
を
書
き
継
ぎ
な
が
ら
漱
石
は
何
と
向
き
合
っ
て
い

た
の
だ
ろ
う
か
。

漱
石
は
早
く
に
ス
タ
ー
ン
の
小
説
弓
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
、
シ
ャ
ン
デ
ー
」
伝
及
び
其
意
見
』

を
取
り
上
げ
ヨ
シ
ヤ
ン
デ
ー
』
は
如
何
、
単
に
主
人
公
な
き
の
み
に
あ
ら
ず
、
又
結
構
な
し
、

無
始
無
終
な
り
、
尾
か
頭
か
心
元
な
き
事
海
鼠
の
如
し
」
と
書
い
て
い
た
①
。

は
じ
め
に

す
で
に
数
回
分
を
書
き
継
い
だ
時
点
で
漱
石
は
『
猫
』
が
「
続
き
物
」
で
あ
り
、
し
か
し

「
筋
を
読
ま
せ
る
普
通
の
小
説
で
は
な
い
か
ら
、
ど
こ
で
切
っ
て
一
冊
と
し
て
も
」
よ
い
作

品
で
あ
る
と
書
い
て
い
る
。
「
海
鼠
」
の
よ
う
な
文
章
だ
か
ら
「
消
え
て
な
く
な
っ
た
所
で

一
向
差
し
支
へ
は
な
い
」
な
ど
の
言
葉
か
ら
は
自
作
に
対
す
る
淡
泊
な
姿
勢
が
う
か
が
え
も

す
る
が
、
注
意
し
た
い
の
は
そ
う
し
た
余
裕
や
諦
念
で
は
な
く
「
再
び
稿
を
続
ぐ
積
」
「
亦

筆
を
執
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
い
う
漱
石
の
意
欲
や
衝
動
の
ほ
う
で
あ
る
。
そ
の
と
き
漱
石
の

頭
に
は
、
や
は
り
断
続
的
に
書
き
継
が
れ
な
が
ら
未
完
の
ま
ま
に
終
わ
っ
た
『
シ
ャ
ン
デ
ー
』

が
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
が
な
い
。

「
吾
翠
は
猫
で
あ
る
」
は
雑
誌
ホ
ト
、
ギ
ス
に
連
載
し
た
続
き
物
で
あ
る
。
固
よ
り

纏
っ
た
話
の
筋
を
読
ま
せ
る
普
通
の
小
説
で
は
な
い
か
ら
、
ど
こ
で
切
っ
て
一
冊
と
し

て
も
興
味
の
上
に
於
て
左
し
た
る
影
響
の
あ
ら
う
筈
が
な
い
。
然
し
自
分
の
考
で
は
も

う
少
し
書
い
た
上
で
と
思
っ
て
居
た
が
、
書
騨
が
頻
り
に
催
促
を
す
る
の
と
、
多
忙
で

意
の
如
く
稿
を
続
ぐ
余
暇
が
な
い
の
で
、
差
し
当
た
り
是
丈
を
出
版
す
る
事
に
し
た
。

（
中
略
）
此
書
は
趣
向
も
な
く
、
構
造
も
な
く
、
尾
頭
の
心
元
な
き
海
鼠
の
様
な
文
章

で
あ
る
か
ら
、
た
と
ひ
此
一
巻
で
消
え
て
な
く
な
っ
た
所
で
一
向
差
し
支
へ
は
な
い
。

又
実
際
消
え
て
な
く
な
る
か
も
知
れ
ん
。
然
し
将
来
忙
中
に
閑
を
楡
ん
で
硯
の
塵
を
吹

く
機
会
が
あ
れ
ば
再
び
稿
を
続
ぐ
積
で
あ
る
。
猫
が
生
き
て
居
る
間
は
ｌ
猫
が
丈
夫

で
居
る
間
は
ｌ
猫
が
気
が
向
く
と
き
は
１
１
余
も
亦
筆
を
執
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
（
『
吾

輩
は
猫
で
あ
る
』
上
篇
（
一
’
五
を
お
さ
め
る
ｌ
引
用
者
註
）
自
序
、
）
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第
十
一
回
の
完
結
ま
で
「
結
構
な
し
」
で
書
き
継
が
れ
た
『
猫
』
の
各
篇
に
共
通
す
る
主

題
を
見
つ
け
る
の
は
難
し
い
し
中
心
と
な
る
登
場
人
物
も
誰
彼
と
入
れ
替
わ
っ
て
は
い
る
も

の
の
、
饒
舌
そ
の
も
の
を
楽
し
む
言
葉
の
戯
れ
に
つ
い
て
は
全
篇
を
通
じ
て
明
ら
か
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
『
猫
』
の
あ
り
さ
ま
を
、
右
に
引
い
た
漱
石
自
身
の
言
葉
を
も
じ
っ
て
い
え
ば

「
道
化
は
色
々
な
小
片
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
た
衣
裳
を
身
に
着
け
て
い
る
。
猫
を
は
じ
め
と
す

る
主
人
公
た
ち
は
そ
の
道
化
の
服
装
で
あ
り
、
道
化
者
自
身
は
漱
石
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と

に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
道
化
者
は
道
化
な
が
ら
ひ
た
す
ら
「
無
意
味
」
と
向
き
合
っ

て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

漱
石
は
ほ
と
ん
ど
「
無
意
味
」
と
思
え
る
世
界
に
対
し
て
そ
れ
以
上
に
確
実
に
「
無
意
味
」

な
言
葉
で
戯
れ
て
み
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
ろ
う
じ
て
世
界
の
「
無
意
味
」
さ
に
耐
え
え

た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
よ
う
な
戯
れ
が
ほ
と
ん
ど
「
狂
気
」
と
隣
り
合
わ
せ

の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
従
来
か
ら
も
多
く
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
私
が
『
猫
』
に
見

た
い
の
は
「
笑
い
」
に
執
着
す
る
こ
と
で
世
界
の
「
無
意
味
」
さ
か
ら
逃
れ
よ
う
と
す
る
作

こ
れ
は
ほ
と
ん
ど
『
猫
』
の
評
で
あ
る
。
『
猫
』
は
『
シ
ャ
ン
デ
ー
』
に
似
て
「
纏
っ
た

話
の
筋
」
「
趣
向
」
「
構
造
」
を
も
た
な
い
「
海
鼠
」
の
よ
う
な
作
品
で
あ
る
。
「
猫
が
生
き

て
居
る
間
は
」
「
猫
が
気
が
向
く
と
き
は
」
と
い
う
書
き
方
は
「
わ
れ
筆
を
使
ふ
に
あ
ら
ず
、

筆
わ
れ
を
使
ふ
な
り
」
と
い
う
書
き
方
と
同
様
書
く
主
体
と
い
う
も
の
が
希
薄
な
ま
ま
の
書

き
ぶ
り
で
あ
り
、
し
か
も
「
尾
か
頭
か
心
元
な
き
」
形
で
断
続
的
に
作
品
を
書
き
継
ぎ
な
が

ら
、
そ
れ
で
も
し
っ
か
り
と
あ
り
続
け
た
漱
石
の
書
く
こ
と
へ
の
衝
動
と
い
う
も
の
は
、
で

ら
、
そ
れ
で
も
し
っ
か
り
と
あ
り
続
け
た
漱
石
の
垂

は
い
っ
た
い
何
に
向
き
合
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

彼
自
ら
公
言
す
ら
く
、
わ
れ
何
の
為
に
之
を
書
す
る
か
、
須
ら
く
之
を
吾
等
に
問
へ
、

わ
れ
筆
を
使
ふ
に
あ
ら
ず
、
筆
わ
れ
を
使
ふ
な
り
と
、
瓊
談
小
話
筆
に
任
せ
て
描
出
し

来
れ
ど
も
、
屡
々
相
依
り
前
後
相
属
す
る
の
外
、
一
毫
の
伏
線
な
く
照
応
な
し
、
篇
中

二
三
主
眼
の
人
物
に
至
っ
て
は
、
固
よ
り
指
摘
し
た
が
ら
ず
、
（
中
略
）
些
の
統
一
な

き
事
、
恰
も
越
人
と
秦
人
が
隣
り
合
せ
に
世
帯
を
持
ち
た
る
が
如
く
、
風
す
る
牛
馬
も

相
及
ぱ
ざ
る
の
勢
な
り
、
嘗
て
聞
く
往
時
西
洋
に
て
道
化
を
職
業
と
し
て
、
大
名
豪
族

の
御
伽
に
出
る
も
の
は
、
色
々
の
小
片
を
継
ぎ
合
せ
た
る
衣
裳
を
着
け
た
る
が
例
な
り

と
か
、
「
シ
ヤ
ン
デ
ー
」
は
此
道
化
者
の
服
装
に
し
て
、
道
化
者
自
身
は
「
ス
タ
ー
ン
」

な
る
べ
し
（
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
、
シ
ヤ
ン
デ
ー
』
③
）

越
智
治
雄
は
《
社
会
に
帰
属
し
な
い
。
自
由
〉
こ
そ
が
猫
の
無
名
性
の
意
味
す
る
と
こ
ろ

だ
と
書
い
て
い
た
。
〈
社
会
的
存
在
で
あ
る
か
ぎ
り
、
人
は
世
間
、
す
な
わ
ち
外
的
な
、
他

者
に
見
ら
れ
る
自
己
と
、
暗
室
、
す
な
わ
ち
内
部
の
自
己
と
の
分
裂
を
避
け
ら
れ
ぬ
こ
と
は

明
瞭
だ
ろ
う
。
こ
れ
に
反
し
て
猫
は
文
字
ど
お
り
自
然
な
の
で
》
あ
る
④
。

「
然
し
な
が
ら
猫
と
い
へ
ど
も
社
会
的
動
物
で
あ
る
」
。
「
或
る
程
度
ま
で
は
社
会
と
調
和

し
て
行
か
ね
ば
な
ら
ん
」
（
五
）
。
も
ち
ろ
ん
越
智
氏
は
こ
の
猫
に
生
活
者
漱
石
の
実
感
が
紛

れ
込
み
、
そ
の
「
自
由
」
や
「
自
然
」
に
制
限
が
加
わ
る
こ
と
も
指
摘
し
忘
れ
て
は
い
な
い
。

「
頭
を
以
て
活
動
す
べ
き
天
命
を
受
け
て
こ
の
娑
婆
に
出
現
し
た
程
の
古
今
来
の
猫
」
（
五
）

で
あ
っ
て
も
「
猫
鍋
」
に
さ
れ
た
く
な
け
れ
ば
捕
っ
た
こ
と
も
な
い
鼠
で
も
捕
っ
て
見
せ
ね

ば
な
ら
な
い
。
そ
う
い
う
現
実
が
あ
る
。

猫
の
「
自
由
」
や
「
自
然
」
が
お
か
れ
た
現
実
は
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
場
面
に
明
ら

者
の
姿
で
は
な
く
、
「
狂
気
」
に
近
づ
き
「
孤
立
」
に
踏
み
と
ど
ま
る
こ
と
で
浮
か
び
上
が
っ

て
く
る
様
々
な
問
題
を
問
い
直
し
つ
つ
、
そ
う
し
た
問
題
を
身
を
も
っ
て
生
き
よ
う
と
す
る

漱
石
の
姿
で
あ
る
。
の
ち
に
く
わ
し
く
見
る
よ
う
に
漱
石
は
そ
こ
で
は
死
者
に
向
け
て
語
ら

ざ
る
を
得
な
い
と
こ
ろ
ま
で
追
い
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
『
シ
ャ
ン
デ
ー
』
と
の
大
き
な
違
い
で
あ
る
「
名
前
」
の
問
題
も
あ
る
。
『
猫
』

で
は
猫
の
「
無
名
性
」
ば
か
り
で
は
な
く
、
登
場
人
物
た
ち
に
よ
る
「
命
名
」
の
振
る
舞
い

も
ま
た
重
要
な
問
題
と
絡
み
合
っ
て
い
る
。
猫
は
自
身
の
予
告
ど
お
り
「
名
前
」
の
な
い
ま

ま
に
死
ん
で
い
る
。
「
名
前
は
ま
だ
つ
け
て
く
れ
な
い
」
と
い
う
当
初
の
不
平
は
次
第
に
調

子
を
弱
め
て
い
っ
た
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
名
無
し
の
猫
に
不
満
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な

か
ろ
う
。
少
な
く
と
も
作
者
は
そ
の
不
満
を
知
っ
て
い
る
。
し
か
し
作
者
は
猫
の
欲
望
を
煽

る
よ
う
な
こ
と
は
し
な
か
っ
た
し
、
最
後
ま
で
あ
え
て
猫
に
名
前
を
与
え
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
お
そ
ら
く
、
こ
の
猫
に
は
名
前
が
な
い
こ
と
が
ふ
さ
わ
し
い
と
見
な

さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
も
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
少
し
回

り
道
を
す
る
。

以
下
、
小
論
で
は
「
名
前
」
の
問
題
を
「
狂
気
」
や
「
死
」
の
問
題
と
絡
め
な
が
ら
、
『
猫
』

が
問
い
直
そ
う
と
し
て
い
る
「
自
由
」
と
「
倫
理
」
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

｜
余
儀
な
く
さ
れ
た
「
冷
淡
」
あ
る
い
は
「
社
会
」
へ
の
一
歩

－2－
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「
鳴
い
て
や
っ
た
」
と
心
の
内
で
叫
ん
で
見
せ
て
も
外
か
ら
は
鳴
か
さ
れ
て
い
る
と
し
か

見
え
な
い
。
猫
は
こ
こ
で
「
外
的
な
、
他
者
に
見
ら
れ
る
自
己
と
、
暗
室
、
す
な
わ
ち
内
部

の
自
己
と
の
分
裂
」
を
演
じ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
彼
は
「
腹
の
中
で
」
不
平
を
言
う
し
か

な
い
。
「
三
毛
子
は
死
ぬ
、
黒
は
相
手
に
な
ら
ず
」
と
い
う
状
況
の
中
で
「
ど
こ
ま
で
も
人

間
に
な
り
済
ま
し
て
居
る
」
（
三
）
猫
は
次
第
に
心
の
内
で
だ
け
話
す
よ
う
に
な
り
、
そ
の
「
言

葉
」
を
外
に
出
す
こ
と
が
な
く
な
っ
て
い
く
。
猫
の
心
が
ど
れ
ほ
ど
自
由
で
あ
り
、
そ
の
振

る
舞
い
が
ど
れ
ほ
ど
自
然
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
彼
の
「
自
由
」
や
「
自
然
」
は
そ
の
分
裂

し
た
世
界
の
ど
ち
ら
か
の
片
側
に
し
か
な
い
の
で
あ
る
。

猫
は
人
間
同
様
の
「
分
裂
」
を
抱
え
な
が
ら
、
そ
れ
を
他
の
猫
に
も
人
間
に
も
伝
え
る
こ

と
が
で
き
な
い
で
い
る
（
三
）
。
そ
の
意
味
で
猫
は
「
社
会
に
帰
属
」
で
き
な
い
「
不
自
由
」

な
存
在
で
あ
る
。
「
権
力
の
目
を
掠
め
て
我
理
を
貫
く
」
（
四
）
の
が
や
っ
と
で
あ
り
「
力
づ

く
で
は
到
底
人
間
に
は
叶
は
な
い
」
（
四
）
存
在
な
の
で
あ
る
。
「
力
」
を
前
に
し
て
そ
の
「
自

由
」
や
「
自
然
」
が
制
約
さ
れ
「
孤
立
」
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
猫
の
現
実
は
、
人
間
た

ち
が
生
き
る
現
実
を
そ
の
ま
ま
映
し
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

で
は
人
間
は
「
力
」
に
対
し
て
ど
う
振
る
舞
う
の
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
苦
沙
弥
は
「
頑

固
」
や
「
喧
嘩
」
で
立
ち
向
か
お
う
と
し
て
い
た
。

そ
れ
に
対
し
て
実
業
家
鈴
木
藤
十
郎
は
「
ど
う
し
て
も
金
の
あ
る
も
の
に
、
た
て
を
突
い

ち
ゃ
損
だ
」
「
多
勢
に
無
勢
ど
う
せ
、
叶
は
な
い
」
「
頑
固
も
い
、
が
」
「
と
ザ
の
つ
ま
り
が

か
で
あ
る
。

鳴
か
せ
る
為
め
な
ら
、
為
め
と
早
く
云
へ
ぱ
こ
返
も
三
返
も
余
計
な
手
数
は
し
な
く
て

も
済
む
し
、
吾
輩
も
一
度
で
放
免
に
な
る
事
を
二
度
も
三
度
も
繰
り
返
へ
さ
れ
る
必
要

は
な
い
の
だ
。
只
打
っ
て
み
ろ
と
云
ふ
命
令
は
、
打
つ
事
そ
れ
自
身
を
目
的
と
す
る
場

合
の
外
に
用
ふ
べ
き
も
の
で
な
い
。
打
つ
の
は
向
ふ
の
事
、
鳴
く
の
は
此
方
の
事
だ
。

鳴
く
事
を
始
め
か
ら
予
期
し
て
懸
っ
て
、
只
打
つ
と
云
ふ
命
令
の
う
ち
に
、
此
方
の
随

意
た
る
べ
き
鳴
く
事
さ
へ
含
ま
っ
て
る
様
に
考
へ
る
の
は
失
敬
千
万
だ
。
他
人
の
人
格

を
重
ん
ぜ
ん
と
云
ふ
も
の
だ
。
猫
を
馬
鹿
に
し
て
居
る
。
（
中
略
）
打
て
ば
必
ず
な
か

な
け
れ
ば
な
ら
ん
と
な
る
と
吾
輩
は
迷
惑
で
あ
る
。
目
白
の
時
の
鐘
と
同
一
に
見
微
さ

れ
て
は
猫
と
生
れ
た
甲
斐
が
な
い
。
先
づ
腹
の
中
で
こ
れ
だ
け
主
人
を
凹
ま
し
て
置
い

て
、
し
か
る
後
に
や
－
と
注
文
通
り
鳴
い
て
や
っ
た
。
（
七
）

骨
折
り
損
の
草
臥
儲
け
だ
」
と
説
き
（
八
）
、
哲
学
者
八
木
独
仙
は
「
も
し
積
極
的
に
出
る

と
す
れ
ば
金
の
問
題
に
な
る
。
多
勢
に
無
勢
の
問
題
に
な
る
」
「
君
の
様
な
貧
乏
人
で
し
か

も
た
っ
た
一
人
で
積
極
的
に
喧
嘩
を
し
や
う
と
云
ふ
の
が
抑
も
君
の
不
平
の
種
さ
」
と
諭
す

（
八
）
。

鈴
木
は
「
損
」
を
し
な
い
こ
と
に
重
点
を
置
き
、
独
仙
は
「
安
心
」
を
得
る
こ
と
を
主
眼

と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
が
い
ず
れ
も
消
極
的
な
立
場
で
あ
る
こ
と
に
は
違
い
が
な
い
。
「
無

事
に
切
り
抜
け
る
」
た
め
に
「
自
覚
心
」
（
十
二
を
鋭
く
し
た
り
、
「
安
心
」
の
た
め
に
努

力
し
て
「
自
己
」
を
離
れ
る
修
養
を
す
る
な
ど
と
い
う
や
り
方
は
猫
に
理
解
さ
れ
る
は
ず
が

な
い
。人

間
が
自
己
を
「
分
裂
」
さ
せ
て
い
る
こ
と
を
見
抜
け
る
の
は
、
猫
も
ま
た
自
ら
「
分
裂
」

を
知
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
今
は
「
慰
安
」
「
冷
笑
」
「
澗
痛
」
と
い
っ
た
内
面
の
問
題
は

し
ば
ら
く
措
い
て
、
「
世
の
中
へ
交
り
た
い
」
と
い
う
と
き
の
外
へ
の
方
向
に
「
力
」
へ
の

対
抗
の
可
能
性
が
見
え
な
い
点
に
つ
い
て
問
題
に
し
た
い
。

鈴
木
と
独
仙
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
「
世
間
」
や
「
力
」
に
向
か
い
合
う
の
は
、
い
つ

で
も
「
た
っ
た
一
人
」
で
し
か
な
い
と
い
う
前
提
で
あ
る
。
だ
か
ら
二
人
と
も
口
を
そ
ろ
え

て
「
多
勢
に
無
勢
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
条
件
を
共
有
し
て
い
る
の
は
二
人

だ
け
で
は
な
い
。
「
気
の
毒
だ
の
、
可
哀
相
だ
の
と
云
ふ
私
情
は
」
「
口
に
す
べ
き
所
で
は
な

い
」
（
四
）
と
自
戒
し
て
い
た
下
宿
時
代
の
若
い
迷
亭
の
「
不
人
情
」
は
今
も
変
わ
ら
な
い
。

む
し
ろ
「
非
人
情
」
と
で
も
い
う
べ
き
そ
の
「
冷
淡
」
は
『
猫
』
の
誰
も
が
共
有
し
て
い
る

姿
勢
な
の
で
あ
る
。

自
分
が
監
督
す
る
ク
ラ
ス
の
生
徒
を
相
手
に
「
人
間
の
本
来
の
性
質
」
で
あ
る
「
冷
淡
」

を
隠
さ
な
い
苦
沙
弥
を
「
善
人
」
で
「
正
直
」
だ
と
猫
は
評
価
し
て
い
る
の
だ
が
（
十
）
、

そ
れ
を
ア
イ
ロ
ニ
ー
や
作
者
の
自
潮
と
し
て
受
け
取
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。
自
分
の
「
自
由
」

を
生
き
延
び
さ
せ
る
た
め
に
は
、
し
た
が
っ
て
他
者
の
「
自
由
」
を
尊
重
す
る
た
め
に
は
ど

人
間
の
心
理
程
解
し
難
い
も
の
は
な
い
。
此
主
人
の
今
の
心
は
怒
っ
て
居
る
の
だ
か
、

浮
か
れ
て
居
る
の
だ
か
、
又
は
哲
人
の
遺
書
に
一
道
の
慰
安
を
求
め
つ
、
あ
る
の
か
、

ち
っ
と
も
分
ら
な
い
。
世
の
中
を
冷
笑
し
て
居
る
の
か
、
世
の
中
へ
交
り
た
い
の
だ
か
、

く
だ
ら
ぬ
事
に
肝
癩
を
起
し
て
居
る
の
か
、
物
外
に
超
然
と
し
て
居
る
の
だ
か
薩
張
り

見
当
が
付
か
ぬ
。
（
二
）

－3－
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う
し
て
も
「
冷
淡
」
で
鴎

の
「
自
然
」
と
認
め
墨

い
る
の
だ
と
考
え
た
い
。

『
猫
』
の
登
場
人
物
《

よ
う
に
そ
の
一
人
ひ
と
恥

『
猫
』
の
登
場
人
物
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
見
事
に
「
冷
淡
」
で
あ
る
。
彼
ら
は
当
た
り
前
の

よ
う
に
そ
の
一
人
ひ
と
り
が
「
孤
立
」
し
て
い
る
。
そ
れ
は
近
代
を
生
き
る
う
え
で
ほ
と
ん

ど
余
儀
な
く
さ
れ
た
い
わ
ば
方
法
と
し
て
の
「
冷
淡
」
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
と
き
に
世
界

を
生
き
る
人
間
た
ち
に
「
冷
淡
」
か
ら
互
い
の
方
へ
と
歩
み
寄
る
一
歩
を
踏
み
出
さ
せ
る
も

の
が
、
共
有
で
き
る
何
も
の
か
が
な
い
。
こ
れ
が
『
猫
』
の
「
世
間
」
が
変
わ
ら
な
い
理
由

で
あ
り
、
「
社
会
」
へ
と
変
え
ら
れ
な
い
原
因
で
あ
る
。

作
者
は
人
間
一
人
ひ
と
り
の
「
泥
棒
根
性
」
（
十
）
を
叩
き
直
せ
と
い
い
た
い
の
で
は
な
い
。

外
に
向
け
て
、
社
会
に
向
け
て
「
力
」
の
問
題
を
解
決
す
る
出
口
を
求
め
よ
う
と
し
て
藻
掻

い
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
文
明
に
対
す
る
た
ん
な
る
呪
誼
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。

「
世
間
」
は
自
ず
と
変
わ
る
も
の
で
は
あ
っ
て
も
、
意
図
し
て
変
え
る
こ
と
は
難
し
い
も

の
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
で
も
こ
こ
に
は
、
「
世
間
」
に
あ
る
「
力
」
（
の

使
い
方
や
「
力
」
と
「
力
」
の
ぶ
つ
か
り
合
い
）
の
問
題
を
「
泥
棒
根
性
」
と
い
っ
た
個
々

人
の
「
心
」
の
内
面
の
問
題
と
し
て
で
は
な
く
、
「
社
会
」
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
よ
う
と

す
る
認
識
の
萌
芽
が
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
ひ
と
ま
ず
は
強
調
し
て
お
き
た
い
⑤
。

し
か
し
実
際
に
は
『
猫
』
は
「
社
会
」
を
変
え
て
い
く
こ
と
で
自
己
の
「
分
裂
」
を
回
避

し
よ
う
と
す
る
よ
う
な
「
外
」
の
方
向
へ
の
可
能
性
を
追
求
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
で
は

「
内
／
心
」
の
方
向
に
「
力
」
に
立
ち
向
い
う
る
ど
の
よ
う
な
可
能
性
が
探
ら
れ
た
の
だ
ろ

う
か
。

銀
行
家
杯
は
毎
日
人
の
金
を
あ
つ
か
ひ
つ
け
て
居
る
う
ち
に
人
の
金
が
、
自
分
の
金
の

様
に
見
え
て
く
る
さ
う
だ
。
役
人
は
人
民
の
召
使
で
あ
る
。
用
事
を
弁
じ
さ
せ
る
為
め

に
、
あ
る
権
限
を
委
託
し
た
代
理
人
の
様
な
も
の
だ
。
と
こ
ろ
が
委
任
さ
れ
た
権
力
を

笠
に
着
て
毎
日
事
務
を
処
理
し
て
居
る
と
、
こ
れ
は
自
分
が
所
有
し
て
い
る
権
力
で
、

人
民
杯
は
之
に
就
て
何
等
の
畷
を
容
る
、
理
由
が
な
い
も
の
だ
杯
と
狂
っ
て
く
る
。

（
十
）

で
い
る
し
か
な
い
。
そ
う
し
た
「
冷
淡
」
を
こ
そ
近
代
を
生
き
る
人
間

「
社
会
」
は
そ
こ
か
ら
始
め
る
以
外
に
な
い
と
い
う
認
識
が
示
さ
れ
て

「
ど
う
か
し
て
イ
ワ
ン
の
様
な
大
馬
鹿
に
逢
っ
て
み
た
い
と
存
候
。
／
出
来
る
な
ら
ば
一

日
で
も
な
っ
て
み
た
い
と
存
候
。
（
中
略
）
イ
ワ
ン
の
教
訓
は
西
洋
的
に
あ
ら
ず
寧
ろ
東
洋

的
と
存
候
」
。
こ
の
内
田
魯
庵
宛
て
漱
石
書
簡
（
明
治
三
十
九
年
一
月
五
且
を
引
い
た
う

え
で
、
小
宮
豊
隆
は
〈
こ
の
「
馬
鹿
竹
の
話
」
は
、
恐
ら
く
ト
ル
ス
ト
ィ
の
『
イ
ワ
ン
の
馬

鹿
』
か
ら
来
た
も
の
に
相
違
な
い
〉
と
述
べ
て
い
る
⑥
。

「
馬
鹿
竹
の
話
」
は
、
辻
の
真
ん
中
に
あ
る
石
地
蔵
を
動
か
そ
う
と
し
て
人
々
が
「
策
」

を
弄
し
様
々
な
「
力
」
に
頼
っ
て
何
度
も
試
み
る
が
地
蔵
は
動
か
ず
、
馬
鹿
竹
が
「
動
い
て

や
ん
な
さ
い
」
と
頼
む
と
「
そ
ん
な
ら
早
く
さ
う
云
へ
ぱ
い
、
の
に
」
と
動
き
出
し
た
と
い

う
も
の
で
あ
る
（
十
）
。
独
仙
が
講
演
の
中
で
紹
介
し
た
と
さ
れ
る
こ
の
挿
話
は
作
者
の
理

想
の
一
方
向
を
指
し
示
し
て
い
る
。

「
食
ひ
た
け
れ
ば
食
ひ
、
森
た
け
れ
ば
森
る
、
怒
る
と
き
は
一
生
懸
命
に
怒
り
、
泣
く
と

き
は
絶
体
絶
命
に
泣
く
」
（
二
）
。
こ
れ
が
で
き
れ
ば
馬
鹿
竹
に
な
れ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
猫

に
さ
え
実
行
困
難
な
理
想
で
あ
っ
た
。
猫
に
も
自
己
分
裂
と
自
由
の
制
約
が
あ
っ
た
こ
と
は

先
に
見
た
と
お
り
で
あ
る
。
馬
鹿
竹
に
は
思
い
と
行
い
に
ず
れ
が
な
か
っ
た
。
「
内
」
な
る

欲
望
（
食
い
、
寝
る
）
を
遠
慮
な
し
に
肯
定
し
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
「
外
」
に
向
け
た
表
現

や
行
動
（
怒
り
、
泣
く
）
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
他
者
と
の
連
帯
ま
で
が
確
実
に
保
証
さ
れ

る
わ
け
で
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
自
己
分
裂
は
回
避
で
き
る
。
こ
の
理
想
猫
的
「
自
由
」
、

馬
鹿
竹
的
「
自
然
」
に
近
づ
け
ば
近
づ
く
ほ
ど
人
間
に
も
分
裂
回
避
の
可
能
性
が
出
て
く
る

と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
点
で
苦
沙
弥
は
も
っ
と
も
馬
鹿
竹
に
近
い
人
物
で
あ
る
。
猫
が
い
う
よ
う
に
「
主
人

は
野
暮
の
極
、
間
抜
け
の
骨
頂
」
（
七
）
で
あ
り
、
「
赤
裸
々
を
以
て
誇
る
主
人
」
（
六
）
は
「
正

直
」
の
人
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
性
質
は
「
名
前
」
に
対
す
る
態
度
に
も
現
れ
て
い
た
。

苦
沙
弥
は
「
名
前
」
に
頓
着
し
な
い
人
な
の
で
あ
る
。

名
無
し
の
猫
が
「
名
前
」
に
こ
だ
わ
り
を
も
つ
の
は
当
然
だ
が
、
そ
の
猫
が
「
賛
沢
も
こ

の
位
出
来
れ
ば
」
と
う
ら
や
ま
し
が
る
の
は
「
小
説
中
の
人
間
の
名
前
を
つ
け
る
に
一
日
巴

理
を
探
険
」
す
る
バ
ル
ザ
ッ
ク
の
話
で
あ
る
（
二
）
。
し
か
し
そ
の
話
を
自
分
に
は
一
向
名

前
を
つ
け
て
く
れ
な
い
主
人
の
苦
沙
弥
か
ら
聞
く
と
い
う
と
こ
ろ
が
皮
肉
で
あ
る
が
、
迷
亭

が
「
何
か
大
著
述
で
も
し
て
家
名
を
揚
げ
な
く
て
は
」
「
明
治
の
文
壇
に
迷
亭
先
生
あ
る
を

二
可
能
性
と
し
て
の
馬
鹿
竹
あ
る
い
は
狂
気
へ
の
誘
い

－4－
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知
ら
し
め
た
い
」
と
い
う
の
は
冗
談
と
し
て
も
、
母
親
か
ら
の
手
紙
の
中
に
「
小
学
校
時
代

の
朋
友
で
今
度
の
戦
争
に
出
て
死
ん
だ
り
負
傷
し
た
も
の
、
名
前
が
列
挙
し
て
あ
る
」
「
そ

の
名
前
を
一
々
読
ん
だ
時
に
は
何
だ
か
世
の
中
が
味
気
な
く
な
っ
て
人
間
も
つ
ま
ら
な
い
と

云
ふ
気
が
起
っ
た
」
と
い
う
の
は
あ
な
が
ち
誇
張
で
も
あ
る
ま
い
（
二
）
。
川
底
か
ら
自
分

の
「
名
前
」
を
呼
ぶ
声
を
聞
く
体
験
を
し
た
水
島
寒
月
（
二
）
も
「
自
分
の
名
前
の
講
釈
」

を
し
「
姓
名
が
韻
を
踏
ん
で
い
る
と
云
ふ
の
が
得
意
」
な
越
智
東
風
（
二
）
も
「
名
目
読
み
」

を
持
ち
出
し
て
「
他
人
の
姓
名
を
取
り
違
え
る
の
は
失
礼
だ
」
と
叱
る
迷
亭
の
伯
父
（
九
）

も
「
金
田
の
妻
で
す
と
名
乗
っ
て
、
急
に
取
扱
い
の
変
ら
な
い
場
合
は
な
い
」
と
信
じ
て
い

る
金
田
夫
人
（
三
）
も
「
金
田
の
奥
さ
ん
が
迷
亭
さ
ん
に
町
嘩
に
な
っ
た
の
は
、
伯
父
さ
ん

の
名
前
を
聞
い
て
か
ら
で
す
よ
」
と
指
摘
す
る
苦
沙
弥
の
妻
（
三
）
も
皆
誰
も
彼
も
が
「
名

前
」
を
意
識
し
「
名
前
」
に
決
し
て
鈍
感
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

そ
の
中
に
あ
っ
て
苦
沙
弥
は
ひ
と
り
異
質
な
存
在
で
あ
る
。
彼
は
「
近
所
で
後
架
先
生
と

津
名
を
つ
け
ら
れ
て
」
も
「
一
向
平
気
」
（
ご
で
、
「
標
札
は
あ
る
と
き
と
、
な
い
と
き
」

が
あ
り
、
そ
れ
も
「
名
刺
を
御
饒
粒
で
門
へ
貼
り
付
け
る
」
程
度
の
も
の
で
あ
り
（
三
）
、

名
刺
を
持
っ
て
訪
ね
て
き
た
「
鈴
木
藤
十
郎
君
の
名
前
は
臭
い
所
へ
無
期
徒
刑
に
処
せ
ら
れ
」

て
い
る
（
四
）
。
苦
沙
弥
は
自
分
の
名
前
も
人
の
名
前
も
実
物
以
上
に
あ
り
が
た
が
る
こ
と

の
な
い
人
物
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
猫
は
「
猪
口
才
で
な
い
と
こ
ろ
が
上
等
」
だ
と
い
っ
て

評
価
し
、
「
世
間
」
で
は
「
偏
屈
」
「
頑
固
」
「
変
人
」
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。

別
の
一
面
も
あ
る
。
苦
沙
弥
は
「
大
和
魂
」
を
「
名
前
の
示
す
如
く
魂
で
あ
る
。
魂
で
あ

る
か
ら
常
に
ふ
ら
ふ
ら
し
て
居
る
」
「
誰
も
聞
い
た
事
は
あ
る
が
、
誰
も
遇
っ
た
者
が
な
い
。

大
和
魂
は
そ
れ
天
狗
の
類
か
」
と
茶
化
し
て
し
ま
え
る
人
間
で
も
あ
る
（
六
）
。
見
落
と
せ

な
い
の
は
「
不
思
議
な
事
に
迷
亭
は
こ
の
名
文
に
対
し
て
、
い
つ
も
の
様
に
あ
ま
り
駄
弁
を

振
は
な
か
っ
た
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
苦
沙
弥
は
そ
の
「
真
面
目
」
を

徹
底
す
る
こ
と
で
「
滑
稽
」
に
ま
で
到
達
し
て
お
り
、
「
出
鱈
目
」
迷
亭
の
お
株
を
奪
っ
て

そ
の
「
自
在
」
を
体
現
し
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
そ
れ
で
も
苦
沙
弥
は
本
物
の
馬
鹿
竹
で
は
な
い
。
「
娑
婆
気
も
あ
り
欲
気
も
あ
る
」

「
俗
骨
」
（
二
）
で
あ
る
。
こ
の
中
途
半
端
な
馬
鹿
竹
的
「
自
然
」
に
対
し
て
「
世
間
」
や
「
力
」

苦
沙
弥
に
対
し
て
「
自
分
の
勢
力
が
示
」
せ
な
い
金
田
は
自
分
の
「
金
力
」
が
「
力
」
で

あ
る
こ
と
を
信
じ
た
い
が
た
め
に
「
車
夫
、
馬
丁
、
無
頼
漢
、
ご
ろ
つ
き
書
生
、
日
雇
婆
、

産
婆
、
妖
婆
、
按
摩
、
頓
馬
に
至
る
ま
で
を
使
用
し
て
」
「
う
ち
の
旦
那
の
名
を
知
ら
な
い
」

「
俗
骨
」
（
二
）
で
あ
る
。
こ
の
中
途
半
端
な
馬
鹿
竹
的
「
・

は
ど
う
振
る
舞
う
か
。
い
じ
め
て
か
ら
か
う
の
で
あ
る
。

司

名

教
師
、
「
力
」
の
な
い
苦
沙
弥
を
か
ら
か
う
。
苦
沙
弥
は
「
名
前
」
に
執
着
せ
ず
「
小
刀
細
工
」

を
し
な
い
と
い
う
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
「
働
き
の
な
い
」
者
と
さ
れ
、
「
名
前
」
に
頓
着
せ

ず
「
魂
胆
」
を
も
た
な
い
と
い
う
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
い
じ
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

猫
は
あ
ま
り
に
作
者
に
近
づ
き
す
ぎ
て
い
て
、
こ
こ
で
は
幾
分
自
潮
気
味
の
生
活
者
漱
石

が
顔
を
の
ぞ
か
せ
て
い
る
。

「
名
前
」
に
は
「
淡
泊
」
な
苦
沙
弥
だ
が
、
「
力
」
に
よ
る
「
自
由
」
の
制
限
に
対
し
て

は
律
儀
に
「
大
戦
争
」
を
し
「
逆
上
」
と
「
澗
癩
」
を
繰
り
返
す
（
八
）
。
そ
う
し
て
少
し

ず
つ
彼
は
「
狂
気
」
へ
と
追
い
や
ら
れ
て
い
く
。
作
者
は
苦
沙
弥
の
人
間
的
弱
点
を
も
描
い

て
は
い
る
が
、
明
ら
か
に
彼
が
「
外
」
か
ら
の
力
に
よ
っ
て
精
神
を
不
安
定
に
さ
せ
ら
れ
自

己
分
裂
を
強
い
ら
れ
て
い
く
さ
ま
を
強
調
し
て
い
る
。
苦
沙
弥
が
馬
鹿
竹
に
な
れ
な
い
の
は

彼
自
身
の
内
面
的
な
弱
点
の
せ
い
も
あ
る
が
、
や
は
り
「
世
間
」
や
「
力
」
に
よ
る
と
こ
ろ

が
大
き
い
と
い
い
た
い
の
で
あ
る
。

こ
の
天
道
公
平
の
書
面
に
あ
る
言
葉
は
、
苦
沙
弥
自
身
の
も
の
で
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
「
外
」

へ
と
「
社
会
」
へ
と
繋
が
っ
て
い
く
み
ち
す
じ
が
見
え
な
い
以
上
「
革
命
」
と
は
彼
自
身
の

発
狂
以
外
の
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。

吾
輩
の
考
で
は
奥
山
の
猿
と
、
学
校
の
教
師
が
か
ら
か
ふ
に
は
一
番
手
頃
で
あ
る
。

学
校
の
教
師
を
以
て
、
奥
山
の
猿
に
比
較
し
て
は
勿
体
な
い
。
ｌ
猿
に
対
し
て
勿
体

な
い
の
で
は
な
い
、
教
師
に
対
し
て
勿
体
な
い
の
で
あ
る
。
然
し
よ
く
似
て
居
る
か
ら

仕
方
が
な
い
、
御
承
知
の
通
り
奥
山
の
猿
は
鎖
で
繋
が
れ
て
居
る
。
い
く
ら
歯
を
む
き

出
し
て
も
、
き
や
つ
ノ
ー
騒
い
で
も
引
き
掻
か
れ
る
気
遣
は
な
い
。
教
師
は
鎖
で
繋
が

れ
て
居
ら
な
い
代
り
に
月
給
で
縛
ら
れ
て
居
る
。
い
く
ら
か
ら
か
っ
た
っ
て
大
丈
夫
、

辞
職
し
て
生
徒
を
ぶ
ん
な
ぐ
る
事
は
な
い
。
辞
職
を
す
る
勇
気
の
あ
る
様
な
も
の
な
ら

最
初
か
ら
教
師
杯
を
し
て
生
徒
の
御
守
り
は
勤
め
な
い
筈
で
あ
る
。
主
人
は
教
師
で
あ

る
。
（
八
）

吾
の
人
を
人
と
思
う
と
き
、
他
の
吾
を
吾
と
思
わ
ぬ
時
、
不
平
家
は
発
作
的
に
天
降

る
。
こ
の
発
作
的
活
動
を
名
づ
け
て
革
命
と
い
う
。
革
命
は
不
平
家
の
所
為
に
あ
ら
ず
。

権
貴
栄
達
の
士
が
好
ん
で
産
す
る
所
な
り
。
（
九
）

－5－
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〈
馬
鹿
竹
だ
け
が
「
正
直
」
で
論
理
に
よ
る
関
係
を
成
立
さ
せ
う
る
と
い
う
寓
話
は
金
田

の
娘
富
子
を
激
昂
さ
せ
た
よ
う
に
「
小
刀
細
工
」
を
捨
て
る
こ
と
の
で
き
ぬ
人
間
へ
の
み
ご

と
な
鏡
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
確
か
だ
が
、
「
馬
鹿
竹
に
な
っ
て
下
さ
い
」
と
い
う
言
葉
に

反
し
て
、
苦
沙
弥
も
雪
江
も
つ
い
に
馬
鹿
竹
に
は
な
り
え
な
い
だ
ろ
う
。
時
代
が

「
静
〒
８
コ
閨
。
扇
」
を
必
死
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
〉
⑦
。
越
智
治
雄
が
い
う
よ
う
に
苦

沙
弥
は
馬
鹿
竹
で
は
あ
り
え
な
い
。
で
は
彼
は
石
地
蔵
で
は
あ
り
え
た
だ
ろ
う
か
。
前
田
愛

は
書
い
て
い
る
。

〈
町
の
人
々
と
石
地
蔵
の
構
図
は
、
直
接
に
は
寒
月
の
結
婚
問
題
を
め
ぐ
っ
て
こ
じ
れ
だ

し
た
金
田
家
対
苦
沙
弥
家
の
確
執
に
う
つ
し
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
金
力
を
動
員
し
た
あ

の
手
こ
の
手
の
迫
害
に
屈
し
な
い
苦
沙
弥
の
頑
固
さ
に
は
、
た
し
か
に
石
の
地
蔵
の
お
も
む

き
が
あ
る
も
。

し
か
し
私
が
こ
こ
で
「
苦
沙
弥
Ⅱ
石
地
蔵
」
を
問
題
に
し
た
い
の
は
金
田
に
対
し
て
苦
沙

弥
の
「
頑
固
」
が
貫
か
れ
た
か
ど
う
か
で
は
な
い
。
苦
沙
弥
が
一
人
の
馬
鹿
竹
を
得
て
そ
の

「
牡
蛎
的
生
涯
」
（
三
を
自
ら
破
る
こ
と
が
で
き
た
か
ど
う
か
と
い
う
点
で
あ
る
。

『
猫
』
に
苦
沙
弥
を
動
か
し
う
る
人
間
は
見
あ
た
り
そ
う
に
な
い
が
、
天
道
公
平
は
い
ち

ば
ん
馬
鹿
竹
に
近
い
と
こ
ろ
に
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
猫
が
「
日
記
」
を
つ
け
な
い
よ

う
に
馬
鹿
竹
は
「
馬
鹿
竹
の
話
」
を
し
な
い
。
「
馬
鹿
竹
の
話
」
を
す
る
独
仙
は
馬
鹿
竹
で

は
な
い
。
独
仙
の
「
話
」
は
雪
江
を
は
じ
め
と
す
る
他
の
人
々
の
「
話
」
を
生
み
出
す
だ
ろ

う
が
そ
れ
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
点
で
天
道
公
平
は
師
の
八
木
独
仙
を
超
え
て
い
る
。
独
仙
に

は
「
婦
人
」
を
啓
蒙
し
よ
う
と
い
う
「
魂
胆
」
が
あ
っ
た
が
公
平
に
そ
ん
な
も
の
は
な
い
。
「
小

刀
細
工
」
を
離
れ
た
彼
の
実
践
は
馬
鹿
竹
の
行
為
に
匹
敵
す
る
。

地
蔵
に
直
接
声
を
か
け
て
み
る
と
動
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
「
魂
胆
」
の
な
い
直
接

性
が
、
あ
り
得
な
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
偶
然
成
り
立
た
た
せ
る
可
能
性
が
あ
る
と
い

う
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
そ
れ
は
天
道
公
平
の
手
紙
を
読
ん
だ
／
誤
読
し
た
苦
沙
弥
と
の

間
に
確
か
に
起
こ
っ
た
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
地
蔵
は
実
際
に
動
き
か
け
た
の

で
あ
る
。
そ
れ
は
「
狂
気
」
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
ま
た
別
の
か
た
ち
で
苦
沙
弥
の

「
牡
蛎
的
」
人
生
を
一
変
さ
せ
る
「
革
命
」
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
そ
の
「
革
命
」
を
阻
止
し
よ
う
と
す
る
力
が
「
世
間
」
の
側
に
も
苦
沙
弥
自
身
の

三
動
き
か
け
た
石
地
蔵
あ
る
い
は
狂
気
か
ら
苦
沙
弥
を
救
う
も
の

中
に
も
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
牡
蛎
は
い
っ
た
ん
口
を
開
け
そ
う
に
な
っ
た
の
に
ま
た
口
を

閉
じ
た
。
苦
沙
弥
に
も
「
娑
婆
気
」
が
あ
り
自
己
保
身
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
「
欲
気
」
に

つ
け
入
っ
て
日
常
に
引
き
戻
し
て
い
る
の
が
他
な
ら
ぬ
迷
亭
そ
の
人
で
あ
る
の
は
皮
肉
な
こ

と
で
あ
る
。
迷
亭
は
天
道
公
平
が
立
町
老
梅
で
あ
り
、
老
梅
が
「
狂
人
」
で
あ
る
こ
と
を
苦

沙
弥
に
教
え
る
。
苦
沙
弥
は
「
狂
人
の
作
に
こ
れ
程
感
服
す
る
以
上
は
自
分
も
多
少
神
経
に

異
状
が
あ
り
は
せ
ぬ
か
と
の
疑
念
」
（
九
）
に
苦
し
む
こ
と
に
な
る
。
迷
亭
は
そ
の
こ
と
で

苦
沙
弥
を
「
狂
気
」
か
ら
救
っ
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
苦
沙
弥
を
自
覚
心

の
迷
路
へ
「
艀
〒
８
．
い
ｇ
ｏ
巨
切
」
の
無
間
地
獄
へ
と
誘
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

迷
亭
は
た
し
か
に
相
対
化
の
達
人
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
場
合
に
は
彼
の
振
る
舞
い
は
「
世

間
」
の
人
の
そ
れ
と
変
わ
ら
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
そ
も
そ
も
迷
亭
は
自
ら
い

う
よ
う
に
「
僕
と
老
梅
と
は
そ
ん
な
に
差
異
は
な
い
」
（
六
）
の
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。

苦
沙
弥
は
自
分
が
「
気
狂
」
に
な
る
恐
怖
に
お
び
え
る
の
で
は
な
く
「
気
狂
」
で
あ
る
心
配

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

で
は
苦
沙
弥
を
「
狂
気
」
か
ら
救
っ
て
い
る
も
の
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
苦
沙
弥
は
細
君
に

猫
を
撲
た
せ
て
「
今
鳴
い
た
、
に
や
あ
と
云
ふ
声
は
感
投
詞
か
、
副
詞
か
何
だ
か
知
っ
て
る

か
」
と
唐
突
に
聞
い
て
い
る
。
そ
し
て
夫
婦
の
か
み
合
わ
な
い
会
話
は
次
の
よ
う
な
会
話
へ

と
続
い
て
い
く
。

要
す
る
に
苦
沙
弥
は
、
た
と
え
「
金
」
が
な
く
て
も
い
ま
少
し
の
「
御
馳
走
」
は
可
能
で

あ
ろ
う
、
と
い
い
た
い
の
で
あ
る
。
『
猫
』
に
お
い
て
は
狂
気
は
食
べ
物
と
大
い
に
関
係
し

て
い
る
。
そ
れ
は
天
道
公
平
す
な
わ
ち
立
町
老
梅
の
手
紙
や
彼
の
「
痕
撫
院
」
収
容
の
経
緯

か
ら
も
わ
か
る
。

「
僕
の
う
ち
杯
へ
来
て
君
あ
の
松
の
木
ヘ
カ
ッ
レ
ッ
が
飛
ん
で
き
や
し
ま
せ
ん
か
の
、

僕
の
国
で
は
蒲
鉾
が
板
へ
乗
っ
て
泳
い
で
居
ま
す
の
っ
て
、
頻
り
に
警
句
を
吐
い
た
も

の
さ
。
只
吐
い
て
居
る
う
ち
は
よ
か
っ
た
が
君
表
の
ど
ぶ
へ
金
と
ん
を
堀
り
に
行
き
ま

「
道
楽
も
い
、
さ
。
桂
月
が
勧
め
な
く
っ
て
も
金
さ
へ
あ
れ
ば
や
る
か
も
知
れ
な
い
」

「
な
く
っ
て
仕
合
せ
だ
わ
。
今
か
ら
道
楽
な
ん
ぞ
始
め
ら
れ
ち
ゃ
あ
大
変
で
す
よ
」

「
大
変
だ
と
云
ふ
な
ら
よ
し
て
や
る
か
ら
、
其
の
代
り
も
う
少
し
夫
を
大
事
に
し
て
、

さ
う
し
て
晩
に
、
も
つ
と
御
馳
走
を
食
は
せ
ろ
」
（
七
）
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迷
亭
が
「
気
狂
」
に
な
ら
ず
に
す
ん
で
い
る
の
は
彼
が
「
食
ひ
意
地
」
を
張
ら
ず
に
す
む

程
度
に
は
「
御
馳
走
」
を
食
べ
て
い
る
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
こ
と
は
彼
が
金
銭
的
な

不
自
由
が
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
食
べ
物
が
「
金
」
以
上
に
大
き
な
「
意
味
」

を
も
つ
こ
と
も
あ
る
。
私
た
ち
は
こ
こ
で
や
は
り
「
食
ひ
意
地
」
の
張
っ
た
若
者
を
主
人
公

に
し
た
『
坊
ち
ゃ
ん
』
を
思
い
起
し
て
も
よ
い
。
彼
が
食
べ
物
を
か
ら
か
わ
れ
て
ど
れ
だ
け

腹
を
立
て
て
い
た
か
。
赤
シ
ャ
ツ
た
ち
に
生
卵
を
投
げ
つ
け
て
「
坊
ち
ゃ
ん
」
は
「
教
師
」

を
や
め
る
の
だ
が
、
そ
の
生
卵
が
松
山
で
下
宿
生
活
す
る
「
坊
ち
ゃ
ん
」
に
と
っ
て
ど
れ
ほ

ど
「
御
馳
走
」
で
あ
っ
た
こ
と
か
⑨
。

「
食
ひ
た
け
れ
ば
食
ひ
、
森
た
け
れ
ば
森
る
」
。
こ
の
内
な
る
欲
望
と
外
な
る
行
動
は
「
分

裂
」
し
て
い
る
の
が
「
世
間
」
の
「
普
通
」
で
あ
る
。
老
梅
の
例
が
示
し
て
い
る
の
は
、
こ

れ
を
無
理
や
り
一
致
さ
せ
よ
う
と
す
る
こ
と
が
「
狂
気
」
と
結
び
つ
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

迷
亭
は
自
分
の
た
め
に
注
文
し
た
そ
ば
を
苦
沙
弥
の
家
に
出
前
さ
せ
て
食
べ
る
男
で
あ
る
。

こ
れ
が
無
理
な
く
で
き
て
い
る
た
め
に
迷
亭
は
「
狂
人
」
の
手
前
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
経

済
的
に
も
健
康
的
に
も
迷
亭
ほ
ど
「
御
馳
走
」
に
は
縁
の
な
い
苦
沙
弥
だ
が
、
彼
も
ま
た
な

ん
と
か
「
寝
た
い
と
き
に
寝
る
」
こ
と
だ
け
は
で
き
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
猫
は
「
よ
く
昼

寝
を
し
て
」
「
こ
ん
な
に
寝
て
居
て
」
と
い
い
（
二
、
迷
亭
は
「
午
睡
も
支
那
人
の
詩
に
出

て
く
る
と
風
流
だ
が
、
苦
沙
弥
君
の
様
に
日
課
と
し
て
や
る
の
は
少
々
俗
気
が
あ
り
ま
す
ね
」

と
椰
楡
し
て
見
せ
る
。
し
か
し
ど
ん
な
に
笑
わ
れ
よ
う
が
苦
沙
弥
は
眠
る
こ
と
で
、
す
な
わ

ち
「
毎
日
少
し
ず
つ
死
ぬ
」
（
六
）
こ
と
が
で
き
る
お
か
げ
で
何
と
か
「
狂
気
」
か
ら
遠
ざ
か
っ

て
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

近
代
を
生
き
る
人
間
は
馬
鹿
竹
に
も
な
れ
な
い
し
石
地
蔵
で
も
い
ら
れ
な
い
・
そ
れ
は
「
世

間
」
や
「
力
」
の
せ
い
で
あ
り
、
ま
た
「
個
人
の
自
覚
心
の
強
過
ぎ
る
の
が
原
因
」
で
あ
る
。

四
自
覚
心
と
ユ
ー
モ
ア
あ
る
い
は
死
者
と
の
語
ら
い

せ
う
と
促
が
す
に
至
っ
て
は
僕
も
降
参
し
た
ね
。
そ
れ
か
ら
二
三
日
す
る
と
遂
に
豚
仙

に
な
っ
て
巣
鴨
へ
収
容
さ
れ
て
仕
舞
っ
た
。
」
（
九
）

自
覚
心
と
云
ふ
の
は
自
己
と
他
人
の
間
に
裁
然
た
る
利
害
の
鴻
溝
が
あ
る
と
云
ふ
事

「
凡
て
人
間
の
研
究
と
云
ふ
も
の
は
自
己
を
研
究
す
る
の
で
あ
る
」
（
九
）
。
で
は
鏡
を
覗

き
込
ん
で
「
自
己
」
を
研
究
す
れ
ば
「
自
覚
心
」
か
ら
自
由
に
な
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

苦
沙
弥
が
鏡
を
覗
き
な
が
ら
考
え
て
い
る
の
は
「
名
前
」
と
「
所
有
」
の
問
題
で
あ
る
。

彼
は
「
命
名
」
と
「
支
配
」
に
つ
い
て
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
自
分
で
自
分
に
命
名
す
る
こ

と
。
こ
の
自
分
を
自
分
だ
け
で
所
有
し
よ
う
と
す
る
行
為
は
そ
の
ま
ま
「
狂
気
」
と
結
び
つ

い
て
い
た
。
立
町
老
梅
は
自
分
で
自
分
の
名
前
に
飽
き
て
天
道
公
平
と
号
し
て
い
た
の
で
あ

る
。
他
者
と
い
う
契
機
を
も
た
な
け
れ
ば
、
自
己
言
及
的
「
自
覚
心
」
の
た
め
に
人
は
い
ず

れ
「
狂
気
」
に
陥
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
「
勢
力
」
の
あ
る
他
者
に
名
指
さ
れ
た
な
ら
自
分

は
自
分
を
命
名
し
た
他
者
に
支
配
さ
れ
、
世
界
は
世
界
を
命
名
し
た
「
勢
力
」
の
所
有
と
な
っ

て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
。

で
は
ど
う
す
る
か
。
「
金
力
」
や
「
威
力
」
と
い
っ
た
力
に
よ
っ
て
名
指
さ
れ
た
も
の
を

無
理
や
り
押
し
つ
け
ら
れ
共
有
さ
せ
ら
れ
る
形
で
は
な
く
、
「
分
別
Ⅱ
理
」
に
よ
る
「
公
平
」

な
「
名
前
Ⅱ
言
葉
」
の
共
有
の
可
能
性
を
探
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
他
者
と
の
連
帯
の
可
能
性

が
出
て
く
る
よ
う
な
「
名
前
Ⅱ
言
葉
」
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
そ
れ
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
社

会
は
「
私
た
ち
」
の
社
会
と
な
り
、
私
た
ち
自
身
の
手
で
変
え
て
い
く
こ
と
の
で
き
る
「
社

会
」
と
な
る
、
そ
の
よ
う
な
「
名
前
Ⅱ
言
葉
」
を
生
み
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
か
。
あ
る
い

は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
断
絶
の
な
か
で
一
人
ひ
と
り
が
自
ら
を
名
指
し
て
狂
気
に
お
い

や
ら
れ
る
か
、
続
く
か
ぎ
り
の
饒
舌
で
自
ら
を
浮
遊
さ
せ
な
が
ら
死
を
引
き
延
ば
す
以
外
に

な
い
日
常
を
絶
望
の
淵
の
一
歩
手
前
で
踏
み
と
ど
ま
り
醜
く
て
美
し
い
「
世
の
中
」
や
卑
し

其
の
中
で
多
少
理
窟
が
わ
か
っ
て
、
分
別
の
あ
る
奴
は
却
っ
て
邪
魔
に
な
る
か
ら
、
痕

纐
院
と
い
ふ
も
の
を
作
っ
て
、
こ
、
へ
押
し
込
め
て
出
ら
れ
な
い
様
に
す
る
の
で
は
な

い
か
し
ら
ん
。
す
る
と
痕
癒
院
に
幽
閉
さ
れ
て
居
る
も
の
は
普
通
の
人
で
、
院
外
に
あ

ば
れ
て
居
る
も
の
は
却
っ
て
気
狂
で
あ
る
。
気
狂
も
孤
立
し
て
居
る
間
は
ど
こ
迄
も
気

狂
に
さ
れ
て
仕
舞
ふ
が
、
団
体
と
な
っ
て
勢
力
が
出
る
と
、
健
全
の
人
間
に
な
っ
て
仕

舞
ふ
の
か
も
知
れ
な
い
。
（
九
）

を
知
り
過
ぎ
て
居
る
と
云
ふ
事
だ
。
さ
う
し
て
こ
の
自
覚
心
な
る
も
の
は
文
明
が
進
む

に
従
っ
て
一
日
一
日
と
鋭
敏
に
な
っ
て
行
く
か
ら
、
仕
舞
に
は
一
挙
手
一
投
足
も
自
然

天
然
と
は
出
来
な
い
様
に
な
る
。
（
十
二
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く
て
尊
い
「
人
間
」
ど
も
を
高
ら
か
に
笑
い
と
ば
す
一
瞬
の
夢
を
見
よ
う
と
す
る
か
。
し
か

し
『
猫
』
は
そ
の
ど
ち
ら
に
も
成
功
し
て
い
な
い
。

苦
沙
弥
は
若
く
し
て
死
ん
だ
友
人
曾
呂
崎
に
天
然
居
士
と
い
う
名
を
つ
け
て
自
慢
し
て
い

た
（
三
）
。
彼
が
「
命
名
」
を
許
さ
れ
る
の
は
死
者
に
対
し
て
だ
け
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の

名
は
迷
亭
と
さ
え
共
有
で
き
な
い
く
ら
い
に
流
通
性
を
も
た
な
い
名
前
で
あ
る
。
し
か
も
迷

亭
は
い
う
。
「
実
を
云
う
と
苦
沙
弥
の
方
が
汁
粉
の
数
を
余
計
食
っ
て
る
か
ら
曾
呂
崎
よ
り

先
へ
死
ん
で
宜
い
訳
な
ん
だ
」
（
四
）
。
迷
亭
は
曾
呂
崎
と
苦
沙
弥
が
別
の
命
を
生
き
る
一
人

ひ
と
り
の
人
間
と
し
て
で
は
な
く
、
取
り
替
え
可
能
な
「
名
前
」
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
し
て

扱
う
の
で
あ
る
。

「
義
理
を
か
く
、
人
情
を
か
く
、
恥
を
か
く
」
の
「
三
角
主
義
」
（
五
）
を
標
傍
し
「
一

個
の
活
動
紙
幣
」
（
四
）
と
し
て
生
き
る
金
田
の
よ
う
な
も
の
が
名
付
け
使
用
す
る
「
名
前

Ⅱ
言
葉
」
だ
け
が
「
団
体
」
に
通
用
す
る
。
「
引
力
と
云
ふ
名
を
持
っ
て
居
る
巨
人
」
や
「
鼻

子
」
は
決
し
て
流
通
し
な
い
「
名
前
Ⅱ
言
葉
」
な
の
で
あ
る
。
金
田
が
通
用
さ
せ
る
の
は
前

田
愛
が
い
う
よ
う
に
《
人
間
関
係
の
さ
ま
ざ
ま
な
局
面
を
金
銭
が
つ
く
り
だ
す
抽
象
的
な
関

係
に
置
換
）
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
流
通
性
を
獲
得
し
た
「
名
前
Ⅱ
言
葉
」
で
あ
る
⑩
。
苦
沙

弥
た
ち
が
臥
龍
窟
で
繰
り
返
し
て
い
る
の
は
表
層
を
ひ
た
す
ら
滑
り
飛
び
移
っ
て
い
く
こ
と

に
よ
っ
て
意
味
か
ら
逃
れ
て
い
く
言
葉
で
あ
り
、
そ
れ
は
意
味
か
ら
逃
げ
ら
れ
は
し
て
も
そ

の
も
の
が
確
か
な
意
味
を
持
つ
こ
と
も
ま
た
な
い
よ
う
な
「
名
前
Ⅱ
言
葉
」
で
し
か
な
い
。

つ
ま
り
ほ
と
ん
ど
「
無
意
味
」
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
の
笑
い
は
つ

い
に
、
余
儀
な
く
さ
れ
た
「
多
勢
に
無
勢
」
さ
え
共
に
呪
う
こ
と
も
で
き
な
い
、
そ
の
「
無

意
味
」
を
共
有
す
る
ほ
か
に
何
ら
つ
な
が
る
も
の
を
持
た
な
い
孤
立
し
た
面
々
の
孤
立
し
た

笑
い
で
し
か
な
か
っ
た
。

そ
れ
な
ら
ば
誰
も
に
共
通
で
あ
り
必
然
で
あ
る
「
死
」
が
苦
沙
弥
の
頭
に
浮
か
ん
で
き
た

と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。

「
死
ぬ
事
は
苦
し
い
。
然
し
死
ぬ
事
が
出
来
な
け
れ
ば
猶
苦
し
い
。
神
経
衰
弱
の
国
民

に
は
生
き
て
居
る
事
が
死
よ
り
も
甚
だ
し
き
苦
痛
で
あ
る
。
従
っ
て
死
を
苦
に
す
る
。

死
ぬ
の
が
厭
だ
か
ら
苦
に
す
る
の
で
は
な
い
。
ど
う
し
て
死
ぬ
の
が
一
番
ょ
か
ら
う
と

心
配
す
る
の
で
あ
る
。
只
大
抵
の
も
の
は
智
慧
が
足
り
な
い
か
ら
自
然
の
ま
ま
に
放
郷

し
て
置
く
う
ち
に
、
世
間
が
い
じ
め
殺
し
て
く
れ
る
。
然
し
一
と
癖
あ
る
も
の
は
世
間

か
ら
な
し
崩
し
に
い
じ
め
殺
さ
れ
て
満
足
す
る
も
の
で
は
な
い
。
必
ず
や
死
に
方
に
付

こ
れ
を
承
け
た
迷
亭
は
苦
沙
弥
を
「
一
刻
も
早
く
殺
し
て
進
ぜ
る
の
が
諸
君
の
義
務
」
と

ま
で
茶
化
す
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
あ
る
の
は
お
そ
ら
く
自
殺
願
望
で
は
な
く
、
む
し
ろ
死

の
ほ
う
が
向
こ
う
か
ら
や
っ
て
来
て
く
れ
る
偶
然
を
期
待
し
て
い
る
作
者
の
心
で
あ
る
。
し

か
し
苦
沙
弥
は
死
ぬ
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
「
ど
う
し
て
死
ぬ
の
が
一
番
よ
か
ら
う
」
と
い

う
問
題
に
つ
か
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
彼
の
「
生
き
て
る
の
は
い
や
だ
」
と
「
死
ぬ
の

は
猶
い
や
だ
」
と
い
う
言
葉
の
間
に
は
、
生
き
続
け
て
し
ま
う
生
物
と
し
て
の
人
間
の
弱
さ

を
認
め
た
く
な
い
と
い
う
気
持
ち
と
同
時
に
何
か
に
対
す
る
強
い
意
地
の
よ
う
な
も
の
を
感

服
，
レ
フ
（
》
◎

漱
石
は
「
実
ハ
僕
ハ
生
キ
テ
ヰ
ル
ノ
ガ
苦
シ
イ
ノ
ダ
」
と
書
い
た
生
前
の
子
規
の
手
紙
を

引
い
て
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

い
て
種
々
考
究
の
結
果
、
薪
新
な
名
案
を
呈
出
す
る
に
違
な
い
。
だ
か
ら
し
て
世
界
向

後
の
趨
勢
は
自
殺
者
が
増
加
し
て
、
そ
の
自
殺
者
が
皆
独
創
的
な
方
法
を
以
て
こ
の
世

を
去
る
に
違
な
い
」
（
十
二

余
は
此
手
紙
を
見
る
度
に
何
だ
か
故
人
に
対
し
て
済
ま
ぬ
事
を
し
た
や
う
な
気
が
す
る
。

書
き
た
い
こ
と
は
多
い
が
苦
し
い
か
ら
許
し
て
く
れ
玉
へ
と
あ
る
文
句
は
露
伴
り
の
な

い
所
だ
が
、
書
き
た
い
事
は
書
き
た
い
が
、
忙
し
い
か
ら
許
し
て
く
れ
玉
へ
と
云
ふ
余

の
返
事
に
は
少
々
の
遁
辞
が
這
入
っ
て
居
る
。
憐
れ
な
る
子
規
は
余
が
通
信
を
待
ち
暮

ら
し
っ
、
、
待
ち
暮
ら
し
た
甲
斐
も
な
く
呼
吸
を
引
き
取
っ
た
の
で
あ
る
。
／
子
規
は

に
く
い
男
で
あ
る
。
嘗
て
墨
汁
一
滴
か
何
か
の
中
に
、
独
乙
で
は
姉
崎
や
、
藤
代
が
独

乙
語
で
演
説
を
し
て
大
喝
采
を
博
し
て
ゐ
る
の
に
漱
石
は
倫
敦
の
片
田
舎
の
下
宿
に
懐

っ
て
、
婆
さ
ん
か
ら
い
ぢ
め
ら
れ
て
ゐ
る
と
云
ふ
様
な
事
を
書
い
た
。
こ
ん
な
事
を
か

く
と
き
は
、
に
く
い
男
だ
が
、
書
き
た
い
こ
と
は
多
い
が
、
苦
し
い
か
ら
許
し
て
く
れ

玉
へ
杯
と
云
は
れ
る
と
気
の
毒
で
堪
ら
な
い
。
余
は
子
規
に
対
し
て
此
気
の
毒
を
晴
ら

さ
な
い
う
ち
に
、
と
う
ノ
ー
彼
を
殺
し
て
仕
舞
っ
た
。
（
中
略
）
子
規
は
死
ぬ
時
に
糸

瓜
の
句
を
味
ん
で
死
ん
だ
男
で
あ
る
。
だ
か
ら
世
人
は
子
規
の
忌
日
を
糸
瓜
忌
と
称
へ
、

子
規
自
身
の
こ
と
を
糸
瓜
仏
と
な
づ
け
て
居
る
。
余
が
十
余
年
前
子
規
と
共
に
俳
句
を

作
っ
た
時
に
／
長
け
れ
ど
何
の
糸
瓜
と
さ
が
り
け
り
／
と
云
ふ
句
を
ふ
ら
ふ
ら
と
得
た

事
が
あ
る
。
糸
瓜
に
縁
が
あ
る
か
ら
「
猫
」
と
共
に
併
せ
て
地
下
に
捧
げ
る
。
／
ど
っ

し
り
と
尻
を
据
え
た
る
南
瓜
か
な
／
と
云
ふ
句
も
其
頃
作
っ
た
や
う
だ
。
同
じ
く
瓜
と
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死
と
い
う
も
の
が
怖
い
の
で
は
な
い
と
苦
沙
弥
は
い
う
。
だ
が
「
生
き
て
る
の
は
い
や
」
「
死

ぬ
の
は
猶
い
や
」
と
い
う
「
死
」
に
対
す
る
微
妙
な
距
離
を
伸
ば
す
こ
と
も
縮
め
る
こ
と
も

で
き
ず
に
彼
ら
は
長
々
と
し
た
無
意
味
な
お
喋
り
に
興
じ
る
以
外
に
な
い
。
苦
沙
弥
は
一
編

の
『
猫
』
を
書
き
上
げ
て
い
な
い
。
作
者
は
『
猫
』
を
書
き
得
た
。
し
か
し
『
猫
』
が
好
評

を
博
し
作
者
の
「
言
葉
」
が
流
通
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
は
漱
石
が
ひ
と
り
抱
え
る
「
名

前
Ⅱ
言
葉
」
が
誰
か
に
共
有
さ
れ
通
用
し
た
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
が

こ
の
自
序
に
現
れ
て
い
る
よ
う
に
私
は
思
う
。
作
者
は
仲
間
に
向
け
て
書
い
た
の
か
も
知
れ

な
い
⑫
が
、
漱
石
は
死
者
た
ち
に
向
か
っ
て
書
い
た
の
で
あ
る
。

『
猫
』
を
子
規
の
霊
前
に
献
上
し
「
往
日
の
気
の
毒
を
五
年
後
の
今
日
に
晴
さ
う
と
」
す

る
漱
石
に
「
死
」
を
厭
う
気
持
ち
は
な
い
。
そ
れ
ま
で
無
為
に
生
き
て
き
た
こ
と
に
対
す
る

後
ろ
め
た
さ
は
『
猫
』
を
書
く
こ
と
で
幾
分
か
は
和
ら
い
だ
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
自
分

が
生
き
残
っ
て
い
る
こ
と
の
言
い
訳
が
で
き
た
か
ら
子
規
の
手
紙
ま
で
を
引
用
し
た
と
い
う

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
生
き
続
け
て
し
ま
う
自
分
の
弱
さ
を
素
直
に
認
め
る
こ
と
が

で
き
た
か
ら
こ
そ
こ
れ
を
書
き
え
た
の
だ
と
思
う
。
第
二
回
目
以
降
死
を
引
き
延
ば
さ
れ
て

い
た
猫
も
決
し
て
自
殺
は
し
な
っ
た
。
猫
は
偶
然
に
助
け
ら
れ
て
死
ぬ
、
す
な
わ
ち
「
太
平

を
得
る
」
の
で
あ
る
。
こ
の
頼
れ
な
い
偶
然
に
頼
ら
ざ
る
を
え
な
い
と
こ
ろ
が
人
間
の
弱
さ

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
弱
さ
に
気
づ
き
そ
の
弱
さ
を
認
め
て
い
く
と
こ
ろ
か
ら
し
か
本
当

の
笑
い
、
ユ
ー
モ
ア
は
生
ま
れ
て
こ
な
い
の
で
は
な
い
か
。

云
ふ
字
の
つ
く
所
を
以
て
見
る
と
南
瓜
も
糸
瓜
も
親
類
の
間
柄
だ
ら
う
。
親
類
付
合
の

あ
る
南
瓜
の
句
を
糸
瓜
仏
に
奉
納
す
る
の
に
別
段
の
不
思
議
も
な
い
筈
だ
。
そ
こ
で
序

な
が
ら
此
句
も
霊
前
に
献
上
す
る
事
に
し
た
。
子
規
は
今
ど
こ
に
ど
う
し
て
居
る
か
知

ら
な
い
。
恐
ら
く
は
据
ゑ
る
べ
き
尻
が
な
い
の
で
落
付
を
と
る
機
械
に
窮
し
て
ゐ
る
だ

ら
う
。
余
は
未
だ
に
尻
を
持
っ
て
居
る
。
ど
う
せ
持
っ
て
ゐ
る
も
の
だ
か
ら
、
先
づ
ど

っ
し
り
と
、
お
ろ
し
て
、
さ
う
人
の
思
は
く
通
り
急
に
は
動
か
な
い
積
り
で
あ
る
。
然

し
子
規
は
又
例
の
如
く
尻
持
た
ぬ
わ
が
身
に
つ
ま
さ
れ
て
、
遠
く
か
ら
余
の
事
を
心
配

す
る
と
い
け
な
い
か
ら
、
亡
友
に
安
心
を
さ
せ
る
為
一
言
断
っ
て
置
く
。
（
「
『
吾
輩
は

猫
で
あ
る
』
中
篇
自
序
」
⑪
）

前
田
愛
は
《
猫
は
「
私
は
誰
か
？
」
と
い
う
問
い
か
け
を
自
ら
に
投
げ
か
け
よ
う
と
し
な

い
。
ま
た
投
げ
か
け
る
こ
と
を
阻
ま
れ
て
い
る
純
粋
で
抽
象
的
な
語
り
手
〉
で
あ
る
と
し
、
〈
猫

自
身
は
、
甕
の
な
か
で
溺
れ
死
ぬ
瞬
間
ま
で
自
己
を
知
る
機
会
を
持
と
う
と
は
し
な
い
だ
ろ

う
》
と
書
い
て
い
た
。
前
田
氏
は
Ｍ
・
ブ
ー
バ
ー
を
引
き
な
が
ら
、
《
た
ん
な
る
そ
れ
で
し

か
な
い
猫
〉
は
、
〈
観
察
・
経
験
・
認
識
を
使
命
と
す
る
語
り
手
と
し
て
と
ど
ま
る
か
ぎ
り
、

わ
れ
ｌ
そ
れ
の
関
係
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
》
と
述
べ
猫
の
役
割
と
し
て
の
限
界
を
指

摘
す
る
の
で
あ
る
⑬
。
し
か
し
私
の
考
え
で
は
作
者
は
む
し
ろ
猫
が
「
わ
れ
」
を
知
ろ
う
と

し
て
自
己
を
検
討
し
始
め
な
い
よ
う
に
、
「
わ
れ
」
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
猫

を
語
り
手
と
い
う
役
割
に
つ
ね
に
限
定
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
限
定
が
破
ら

れ
そ
う
な
ほ
ど
猫
が
苦
沙
弥
の
心
の
奥
に
ま
で
入
り
込
み
や
が
て
は
自
分
自
身
に
言
及
し
な

い
で
は
す
ま
な
い
程
度
に
ま
で
役
割
を
は
み
出
し
て
き
そ
う
に
な
っ
た
の
で
作
者
は
猫
を
死

に
よ
っ
て
救
っ
た
の
で
あ
る
。

猫
が
役
割
を
は
み
出
す
と
い
う
こ
と
は
猫
に
名
前
の
な
い
こ
と
が
不
自
然
に
な
り
、
つ
い

に
は
猫
に
名
前
が
与
え
ら
れ
な
い
で
は
い
ら
れ
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
名
前
を
自

分
で
つ
け
れ
ば
そ
れ
は
「
狂
気
」
に
つ
な
が
る
。
し
か
し
他
者
か
ら
押
し
つ
け
ら
れ
た
名
前

を
抱
え
て
し
ま
え
ば
そ
れ
は
「
自
覚
心
」
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。
だ
か
ら
作
者

は
猫
に
名
前
を
与
え
る
こ
と
な
く
死
に
至
ら
し
め
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
た
だ
「
自
覚
心
」

に
と
ら
わ
れ
て
「
わ
れ
ｌ
な
ん
じ
の
関
係
」
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
近
代
人
の
病
に
猫
ま
で
も

引
き
込
む
の
は
忍
び
な
か
っ
た
か
ら
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
。
猫
の
報
告
が
、
し
た
が
っ
て

こ
の
作
品
自
体
が
た
と
え
ば
天
道
公
平
の
手
紙
と
「
違
う
」
と
い
う
こ
と
を
保
証
す
る
も
の

が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

『
猫
』
に
「
わ
れ
ｌ
な
ん
じ
の
関
係
」
を
描
き
出
す
こ
と
が
作
者
の
目
的
で
は
な
か
っ
た
。

漱
石
は
『
猫
』
を
書
く
こ
と
で
「
わ
れ
」
を
さ
さ
え
る
の
が
や
っ
と
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。
『
坊

ち
ゃ
ん
』
の
「
坊
ち
ゃ
ん
」
が
や
は
り
世
間
の
「
汚
れ
」
に
ま
み
れ
き
る
前
に
、
し
た
が
っ

て
自
ら
の
「
自
覚
心
」
に
と
ら
わ
れ
て
し
ま
う
前
に
、
松
山
か
ら
脱
出
さ
せ
ら
れ
た
よ
う
に
、

猫
は
狂
気
に
陥
る
前
に
、
自
己
を
反
省
す
る
前
に
、
こ
の
世
か
ら
脱
出
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ

る
。
猫
に
だ
け
は
「
狂
気
」
や
「
自
覚
心
」
か
ら
自
由
な
ま
ま
で
終
わ
ら
せ
る
。
そ
の
作
者

の
手
つ
き
だ
け
が
こ
の
「
趣
向
も
な
く
、
構
造
も
な
く
、
尾
頭
の
心
元
な
き
海
鼠
の
様
な
」

お
わ
り
に
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朝
日
新
聞
社
へ
の
『
入
社
の
辞
』
と
同
月
に
書
か
れ
た
こ
の
文
章
に
私
は
一
種
の
余
裕
と

さ
わ
や
か
さ
を
感
じ
る
。
そ
れ
は
漱
石
が
教
師
を
や
め
て
「
生
徒
の
御
守
」
を
勤
め
る
必
要

が
な
く
な
っ
た
こ
と
と
大
い
に
関
係
が
あ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
し
か
し
手
に
入
れ
た
自
由
と
引

き
換
え
に
あ
ら
た
な
制
約
が
生
ま
れ
な
か
っ
た
は
ず
は
な
い
の
で
あ
る
。
も
は
や
『
猫
』
を

書
き
継
い
だ
と
き
の
よ
う
に
「
た
ず
書
き
た
い
か
ら
書
き
、
作
り
た
い
か
ら
作
っ
た
」
⑮
と

は
い
え
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
い
わ
れ
て
い
る
「
猫
の
中
の
目
玉
の
中
の
瞳
」
と
は
、
時
空
を
超
え
て
人
間
世
界

を
照
ら
し
続
け
る
死
者
の
眼
差
し
で
あ
り
、
漱
石
そ
の
人
の
生
を
見
つ
め
て
い
る
「
倫
理
」

の
眼
で
も
あ
る
。
こ
の
と
き
に
も
漱
石
は
む
し
ろ
そ
の
よ
う
な
「
外
」
の
眼
を
己
の
心
（
「
内
」
）

の
支
え
に
必
要
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
文
章
が
書
か
れ
た
時
期
か
ら
見
て
、
お
そ
ら

ほ
と
ん
ど
無
意
味
な
饒
舌
の
印
象
を
与
え
る
作
品
の
非
狂
気
性
を
、
「
健
康
」
を
保
証
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

最
終
的
に
猫
を
殺
す
こ
と
で
「
自
覚
心
」
や
「
相
対
化
」
の
罠
を
抜
け
出
し
た
作
者
は
自

分
自
身
を
「
狂
気
」
か
ら
救
っ
た
と
も
い
え
る
。
し
か
し
も
ち
ろ
ん
そ
れ
で
十
分
だ
っ
た
わ

け
で
は
な
い
。
仮
に
世
界
と
い
う
も
の
が
す
べ
て
を
相
対
化
し
て
し
ま
う
世
界
で
あ
る
の
だ

と
し
て
、
な
ら
ば
そ
の
世
界
に
あ
り
な
が
ら
そ
の
相
対
化
そ
の
も
の
を
完
全
に
観
察
し
報
告

す
る
こ
と
が
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
可
能
で
あ
る
の
か
。
そ
の
世
界
の
中
の
ど
こ
に
絶
対
的
な

「
視
点
」
や
「
場
」
が
あ
り
う
る
の
か
。
こ
れ
が
問
い
残
さ
れ
た
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
は
も

ち
ろ
ん
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
に
よ
っ
て
救
わ
れ
た
「
作
者
」
と
い
う
存
在
で
は
な
か
っ
た
。

の
ち
に
漱
石
は
書
い
て
い
る
。

「
猫
」
の
喪
へ
落
ち
る
時
分
は
、
漱
石
先
生
は
、
巻
中
の
主
人
公
苦
沙
弥
先
生
と
同
じ

く
教
師
で
あ
っ
た
。
甕
へ
落
ち
て
か
ら
何
ヶ
月
経
っ
た
か
大
往
生
を
遂
げ
た
猫
は
固
よ

り
知
る
筈
が
な
い
。
然
し
此
序
を
か
く
今
日
の
漱
石
先
生
は
既
に
教
師
で
は
な
く
な
っ

た
。
主
人
公
苦
沙
弥
先
生
も
今
頃
は
休
職
か
、
免
職
に
な
っ
た
か
も
知
れ
ぬ
。
世
の
中

は
猫
の
目
玉
の
様
に
ぐ
る
人
～
廻
転
し
て
ゐ
る
。
僅
か
数
ヶ
月
の
う
ち
に
往
生
す
る
の

も
出
来
る
。
月
給
を
棒
に
振
る
も
の
も
出
来
る
。
暮
れ
も
過
ぎ
正
月
も
過
ぎ
、
花
も
散

っ
て
、
ま
た
若
葉
の
時
節
と
な
っ
た
。
是
か
ら
ど
の
位
廻
転
す
る
か
わ
か
ら
な
い
、
只

長
へ
に
変
ら
ぬ
も
の
は
甕
の
中
の
猫
の
中
の
目
玉
の
中
の
瞳
だ
け
で
あ
る
。
（
『
吾
輩
は

猫
で
あ
る
』
下
篇
自
序
⑭
）

⑭⑬ ⑫⑪⑩ ⑨ ③⑦ ④③②⑥ ⑤ ① く
そ
の
猫
の
「
瞳
」
は
『
虞
美
人
草
』
の
甲
野
さ
ん
の
父
親
の
肖
像
画
の
中
に
引
き
継
が
れ

問
い
直
さ
れ
て
い
く
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
。

註
漱
石
「
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
、
シ
ャ
ン
デ
ー
」
（
一
八
九
七
〔
明
治
三
○
〕
年
三
月
『
江
湖

文
学
』
）

漱
石
「
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
上
篇
自
序
」
（
一
九
○
五
〔
明
治
三
八
〕
年
十
月
）

前
掲
①
に
同
じ
。

越
智
治
雄
「
猫
の
笑
い
、
猫
の
狂
気
」
言
解
釈
と
鑑
賞
』
一
九
七
○
年
九
月
、
の
ち
『
漱

石
私
論
』
一
九
七
一
年
六
月
、
角
川
書
店
）

漱
石
は
後
に
『
野
分
』
や
『
そ
れ
か
ら
』
の
よ
う
な
作
品
を
書
い
た
が
、
そ
こ
で
は
こ

こ
で
の
作
者
の
声
に
な
ら
な
い
叫
び
を
十
分
に
形
に
し
た
と
は
い
え
な
い
。
『
明
暗
』

は
こ
の
問
題
を
一
層
意
識
的
に
扱
お
う
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
い
ず
れ

『
明
暗
』
論
で
考
え
て
み
た
い
。

小
宮
豊
隆
「
岩
波
新
書
版
漱
石
全
集
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
下
解
説
」
（
一
九
五
六
年

八
月
）

前
掲
④
に
同
じ
。

前
田
愛
「
猫
の
言
葉
、
猫
の
論
理
」
（
『
作
品
論
夏
目
漱
石
』
一
九
七
六
年
九
月
、
双
文

社
、
の
ち
『
近
代
日
本
の
文
学
空
間
』
一
九
八
三
年
六
月
、
新
曜
社
）

拙
稿
「
夏
目
漱
石
『
坊
ち
ゃ
ん
』
の
「
乱
暴
者
上
（
奈
良
工
業
高
等
専
門
学
校
研
究
紀

要
第
三
十
四
号
、
一
九
九
九
年
三
月
）

前
掲
⑧
に
同
じ
。

漱
石
「
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
中
篇
自
序
』
二
九
○
六
〔
明
治
三
九
〕
年
二
月
）

猪
野
謙
二
「
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
を
中
心
に
」
（
『
近
代
文
学
作
家
と
そ
の
世
界
』

一
九
七
五
年
五
月
、
朝
日
新
聞
社
）
に
「
す
く
な
く
と
も
は
じ
め
の
う
ち
は
、
こ
の
『
猫
』

と
い
う
作
品
は
あ
る
意
味
で
一
定
の
読
者
と
の
一
種
の
馴
れ
あ
い
の
上
に
立
っ
て
書
き

始
め
ら
れ
た
、
と
い
う
こ
と
さ
え
で
き
る
」
と
あ
る
。

前
掲
⑧
に
同
じ
。

漱
石
「
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
下
篇
自
序
」
（
一
九
○
七
〔
明
治
四
○
〕
年
五
月
）
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⑮
漱
石
談
話
筆
記
『
処
女
作
追
懐
談
』

（
一
九
○
八
〔
明
治
四
一
〕
年
九
月
）
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