
「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」
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佐

藤
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正

一

 
周
知
の
ご
と
く
「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」
の
終
末
t
猫
は
酔
っ
ぱ
ら
っ
て
甕

に
落
ち
、
も
が
き
な
が
ら
死
ん
で
ゆ
く
。
そ
の
死
を
描
く
作
者
の
筆
は
、
一
種

平
明
な
静
誰
さ
を
湛
え
て
印
象
深
い
。

 
 
 
 
ふ
ち

 
「
水
か
ら
縁
迄
は
四
寸
余
も
あ
る
。
足
を
の
ば
し
て
も
届
か
な
い
。
飛
び
上
っ

て
も
出
ら
れ
な
い
。
呑
気
に
し
て
居
れ
ば
沈
む
ば
か
り
だ
。
も
が
け
ば
が
り
が

り
と
甕
に
爪
が
あ
た
る
の
み
で
、
あ
た
っ
た
時
は
、
少
し
浮
く
気
味
だ
が
、
す

べ
れ
ば
忽
ち
ぐ
う
つ
と
も
ぐ
る
。
も
ぐ
れ
ば
苦
し
い
か
ら
、
す
ぐ
が
り
く
を

や
る
。
意
う
ち
か
ら
だ
が
疲
れ
て
く
る
。
気
は
焦
る
が
、
足
は
左
程
利
か
な
く

な
る
。
遂
に
は
も
ぐ
る
為
め
に
掻
く
の
か
、
掻
く
為
め
に
も
ぐ
る
の
か
、
自
分

で
も
分
り
に
く
㌧
な
っ
た
。
」
猫
は
も
は
や
無
益
な
抵
抗
を
や
め
、
死
の
世
界
に

身
を
ゆ
だ
ね
る
。
「
日
月
を
切
り
落
し
・
天
地
熱
綴
蔑
し
て
不
可
思
議
の
太
平

に
入
る
。
吾
輩
は
死
ぬ
。
死
ん
で
此
太
平
を
得
る
。
太
平
は
急
な
㌧
け
れ
ば
得

ら
れ
ぬ
」
と
猫
は
眩
く
。
こ
の
終
末
に
漱
石
晩
年
の
死
生
観
1
「
本
来
の
自

分
に
は
死
ん
で
初
め
て
還
れ
る
」
「
（
大
三
・
一
一
・
一
四
、
林
原
耕
三
冤
書
簡

）
と
か
、
「
死
は
生
よ
り
も
尊
と
い
」
な
ど
の
感
慨
に
つ
な
が
る
も
の
を
読
み

と
る
こ
と
は
容
易
だ
が
、
む
し
ろ
「
猫
」
一
篇
を
つ
ら
ぬ
く
も
の
が
、
こ
の
深

い
ペ
シ
ミ
ズ
ム
で
あ
る
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
 
「
猫
」
一
章
の
末
尾

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
び
っ
こ

は
、
あ
の
し
た
た
か
な
車
屋
の
黒
も
破
に
な
り
、
毛
の
光
沢
も
あ
せ
て
衰
え

た
さ
ま
を
語
り
、
秋
の
落
葉
と
と
も
に
木
枯
の
吹
き
つ
づ
く
冬
の
到
来
が
語
ら

れ
る
。
繰
返
さ
れ
る
平
凡
な
日
常
の
な
か
に
「
吾
輩
」
は
「
生
涯
此
教
師
の
家

で
無
名
の
猫
で
終
る
積
り
だ
」
と
眩
く
。
ま
た
二
章
末
尾
で
は
二
弦
琴
の
師
匠

の
飼
猫
三
毛
子
の
死
が
語
ら
れ
、
そ
の
飼
主
も
ま
た
今
頃
は
亡
く
な
っ
て
い
る

だ
ろ
う
と
い
う
。
 
「
吾
輩
」
自
身
も
ま
た
近
頃
は
「
外
出
す
る
勇
気
も
な
」

 
 
 
 
 
 
も
の

く
、
「
世
間
が
傭
う
く
感
ぜ
ら
る
㌧
」
と
い
う
。
終
章
（
十
一
章
）
も
ま
た
苦

沙
弥
邸
に
あ
つ
ま
る
「
太
平
の
逸
民
」
た
ち
の
凡
々
た
る
末
路
を
語
り
、
「
主

人
は
早
晩
胃
癌
で
死
ぬ
。
金
田
の
ち
い
さ
ん
は
慾
で
も
う
死
ん
で
居
る
。
秋
の

木
の
葉
は
大
概
落
ち
尽
し
た
。
死
ぬ
の
が
万
物
の
定
業
で
、
生
き
て
み
て
も
あ

ん
ま
り
役
に
立
た
な
い
な
ら
、
早
く
死
ぬ
方
が
賢
こ
い
か
も
知
れ
な
い
」
と
猫

の
感
慨
を
綴
る
。

 
｝
、
二
章
が
と
も
に
続
篇
を
意
図
せ
ぬ
読
切
り
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
え
ば
、

作
者
が
作
品
の
終
末
を
常
に
こ
の
よ
う
な
無
常
感
、
厭
世
感
の
表
白
を
も
っ
て

閉
じ
て
い
る
こ
と
は
ト
や
は
り
注
目
に
あ
た
い
し
よ
う
。
「
猫
」
の
謁
刺
、
「
、

猫
」
の
狂
気
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
背
後
に
滲
む
、
ζ
の
厭
世
の
色
は
深
い
。
同

（ ill ）

「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」
三
一
そ
の
視
点
と
方
法
に
関
す
る
一
考
察



時
に
こ
の
ペ
シ
ミ
ズ
ム
は
ま
た
、
作
者
の
醒
め
た
現
実
認
識
と
も
無
縁
で
は
な

．
い
。
「
呑
気
と
見
え
る
人
に
も
、
心
の
底
を
叩
い
て
見
る
と
、
ど
こ
か
悲
し
い

音
が
す
る
。
悟
っ
、
た
様
で
も
避
寒
君
の
足
は
矢
張
り
地
面
の
外
は
踏
ま
ぬ
。
気

楽
か
も
知
れ
な
い
が
上
等
君
の
世
の
中
は
絵
に
か
い
た
世
の
中
で
は
な
い
。
寒

 
 
 
た
ま
す

月
君
は
珠
磨
り
を
や
め
て
と
う
く
御
国
か
ら
奥
さ
ん
を
連
れ
て
来
た
。
」
 
「

東
風
君
も
今
十
年
し
た
ら
、
無
暗
に
新
体
詩
を
捧
げ
る
事
の
非
を
悟
る
だ
ら

う
。
三
平
君
に
至
っ
て
は
水
に
住
む
人
か
、
山
に
住
む
人
か
ち
と
鑑
定
が
六
つ

 
 
 
 
 
 
シ
ャ
ン
パ
ン

か
し
い
。
生
涯
三
鞭
酒
を
御
馳
走
し
て
得
意
と
思
ふ
事
が
出
来
れ
ば
結
構
だ
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ
ろ

鈴
木
の
藤
さ
ん
は
ど
こ
迄
も
転
が
っ
て
行
く
。
転
が
れ
ば
泥
が
つ
く
。
泥
が
つ

い
て
も
転
が
れ
ぬ
も
の
よ
り
も
幅
が
利
く
」
。
続
い
て
「
主
人
は
早
晩
胃
癌
で

死
ぬ
」
云
々
と
先
の
文
脈
に
続
く
わ
け
だ
が
、
こ
れ
ら
「
太
平
の
逸
民
」
た
ち

の
行
く
末
も
、
さ
ら
に
ば
俗
に
ま
み
れ
て
生
き
る
も
の
た
ち
の
末
路
も
、
ま
た

彼
ら
の
談
議
、
論
断
も
、
所
詮
は
こ
の
現
実
の
「
地
面
の
外
」
に
は
出
ぬ
も
の

で
あ
り
、
「
絵
に
か
い
た
世
の
中
」
な
ら
ぬ
、
娑
婆
苦
の
年
内
に
帰
す
る
も
の

だ
と
い
う
認
識
は
そ
の
ま
ま
、
生
よ
り
死
へ
と
い
う
く
自
然
過
程
V
を
過
ぎ
ゆ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ゾ
ル
レ
ン

く
存
在
へ
の
透
視
（
あ
る
い
は
諦
念
）
と
も
あ
い
重
な
っ
て
、
言
わ
ば
く
当
為

 
 
 
 
 
 
ザ
イ
ン
'

V
な
ら
ぬ
、
〈
実
在
V
ど
し
て
の
人
間
を
み
つ
め
る
作
者
の
冷
徹
な
視
角
を
示

す
も
の
と
な
る
。

 
こ
れ
は
あ
え
て
言
え
ば
、
殆
ど
晩
期
「
道
草
」
の
世
界
に
つ
な
が
る
も
の
で

あ
ろ
う
。
未
完
の
「
明
暗
」
は
別
と
し
て
、
「
道
草
」
を
一
応
漱
石
文
学
の
ひ

と
つ
の
帰
結
と
見
る
な
ら
ば
、
こ
の
処
女
作
一
篇
の
内
包
す
る
も
の
は
、
そ
の

後
の
幾
変
転
を
辿
り
つ
つ
、
「
道
草
」
一
篇
に
収
号
せ
し
め
ら
れ
て
い
っ
た
と

見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
こ
の
両
者
の
微
妙
な
関
連
に
つ
い
て
は
ま
た
後
に
ふ

れ
る
と
し
て
、
「
猫
」
が
写
生
文
の
ひ
と
つ
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、

 
「
道
草
」
の
成
熟
も
ま
た
、
こ
れ
と
無
縁
で
な
い
こ
と
だ
け
は
ふ
れ
て
お
く
べ

 
き
で
あ
ろ
う
。
作
家
は
処
女
作
に
向
か
っ
、
て
成
熟
す
る
と
い
う
微
妙
な
消
息
は

 
こ
こ
で
も
や
は
り
例
外
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

 
 
さ
て
、
漱
石
は
「
猫
」
の
前
に
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
誌
上
に
二
つ
の
作
品
を
発

 
表
し
て
い
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
「
倫
敦
消
息
」
 
（
明
三
四
、
五
～
六
）
「
自

 
転
車
日
記
」
（
明
三
六
・
六
）
の
二
篇
で
あ
る
。
「
倫
敦
消
息
」
は
題
名
通
り
留

 
学
先
か
ら
の
子
規
宛
の
手
紙
（
明
三
六
・
四
・
九
、
同
義
〇
）
で
あ
り
「
今
日

 
起
き
て
か
ら
今
手
紙
を
か
い
て
居
る
迄
の
出
来
事
を
『
ほ
と
＼
ぎ
す
』
で
募
集

 
す
る
日
記
体
で
か
い
て
」
み
た
も
の
だ
と
い
う
言
葉
通
り
、
写
生
文
の
体
を
と

 
っ
て
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
「
倫
敦
消
息
」
は
、
近
況
報
告
と
と
も
に
病
中
の

 
子
規
を
慰
め
る
た
め
の
も
の
で
も
あ
っ
た
が
、
「
色
々
な
事
を
見
た
り
聞
い
た

 
り
す
る
に
つ
け
て
日
本
の
将
来
と
云
ふ
問
題
が
し
き
り
に
頭
の
中
に
起
る
」
と

 
い
う
。
天
下
国
家
の
大
事
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
や
は
り
平
凡
な
が
ら
日
常
茶

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

 
飯
の
生
活
を
そ
の
ま
ま
報
，
じ
て
み
よ
う
と
い
う
。
こ
こ
に
も
事
実
を
事
実
と
し

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

 
て
あ
る
が
ま
ま
に
し
る
そ
う
と
す
る
写
生
の
意
図
と
、
そ
の
一
方
法
と
し
て
の

 
ヘ
 
 
へ

 
日
記
と
い
う
あ
り
よ
う
自
体
の
示
す
日
常
性
へ
の
志
向
1
つ
ま
り
は
子
規
や

 
虚
子
以
来
の
写
生
文
の
枠
ぐ
み
が
忠
実
に
ふ
ま
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

 
る
。
こ
う
し
て
下
宿
生
活
の
朝
の
目
覚
め
よ
り
洗
顔
、
食
事
に
始
ま
り
、
部
屋

 
の
模
様
、
下
宿
の
主
人
た
ち
ゃ
女
中
な
ど
と
の
交
渉
が
微
細
に
、
．
ま
た
い
さ
さ

 
か
滑
稽
化
し
て
描
か
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
注
目
す
べ
き
は
、
そ
れ
で
は
「
撲

 
が
倫
敦
に
来
て
ど
ん
な
事
を
や
っ
て
居
る
か
」
報
じ
よ
う
と
言
い
な
が
ら
、
作

P 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

 
者
が
自
己
を
舞
台
に
登
場
さ
せ
る
や
一
転
し
て
、
 
「
吾
輩
」
と
い
う
呼
称
を
使

 
い
始
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
こ
の
呼
称
は
内
容
、
文
体
の

 
滑
稽
化
に
つ
な
が
る
。
「
吾
輩
」
と
呼
ぶ
時
、
す
で
に
作
中
の
自
己
劇
化
（
あ

C112）



る
い
は
自
己
戯
画
化
）
は
始
ま
り
、
作
中
の
自
己
の
対
者
を
見
る
視
点
も
お
の

ず
か
ら
に
定
ま
る
。
即
ち
そ
れ
は
「
吾
輩
」
と
い
う
呼
称
の
孕
む
語
り
手
の
視

点
に
よ
っ
て
相
手
を
対
象
化
す
る
と
と
も
に
、
語
り
手
た
る
「
吾
輩
」
も
ま
た

作
者
に
よ
っ
て
見
事
に
相
対
化
（
対
象
化
）
さ
れ
る
。
こ
れ
は
ロ
ン
ド
ン
留
学

時
の
漱
石
の
、
自
己
の
暮
景
よ
り
の
解
放
、
さ
ら
に
は
子
規
を
慰
め
ん
と
て
の

戯
文
め
い
た
滑
稽
化
と
も
み
ら
れ
る
が
、
そ
れ
以
上
に
、
そ
の
資
質
の
も
た
ら

す
必
然
の
選
択
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
漱
石
は
後
に
こ
の
文
の
誇
張
を
き
ら

っ
て
か
、
晩
期
に
こ
れ
を
文
集
（
「
色
鳥
」
大
四
・
九
）
に
収
め
る
時
、
み
ず

か
ら
筆
・
を
加
え
て
叙
述
の
誇
飾
を
排
し
、
「
吾
輩
」
も
「
僕
」
と
改
め
て
い

る
。
た
と
え
ば
そ
の
結
尾
の
一
句
1
「
而
し
て
我
輩
は
子
規
の
病
気
を
慰
め
，

ん
が
為
に
此
日
記
を
か
き
つ
㌧
あ
る
」
は
、
「
さ
う
し
て
僕
は
君
の
病
気
を
慰

め
る
た
め
に
此
手
紙
を
認
め
つ
つ
あ
る
」
と
改
め
ら
れ
る
。
「
吾
輩
」
が
「
僕

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

」
と
な
り
、
「
日
記
」
が
「
手
紙
」
と
な
つ
．
た
時
、
作
者
は
舞
台
か
ら
降
り
、

ド
ー
ラ
ン
を
落
と
し
て
素
顔
に
帰
る
か
と
み
え
る
。
こ
こ
に
は
す
で
に
「
道
草

」
を
書
き
は
じ
め
た
作
者
の
眼
が
あ
り
、
こ
の
晩
期
修
正
の
，
「
倫
敦
消
息
」
こ

そ
本
来
の
写
生
文
の
ス
タ
イ
ル
に
還
っ
た
も
の
と
も
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、

逆
に
い
え
ば
、
漱
石
の
当
初
書
か
ん
と
し
た
も
の
が
一
見
写
生
文
の
体
を
と
り

つ
つ
、
す
で
に
ご
れ
を
踏
み
出
さ
ん
と
す
る
志
向
を
示
し
て
い
た
こ
と
も
明
ら

か
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
、
漱
石
に
と
っ
て
あ
る
べ
き
写
生
文
と
は
何
か
が
、
改

め
て
論
わ
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。

二

 
「
猫
」
の
欄
筆
よ
り
お
よ
そ
半
歳
後
、
漱
石
は
「
写
生
文
」
 
（
明
四
〇
・
一
、

）
な
る
一
文
の
な
か
で
、
次
σ
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
先
ず
写
生
文
の
要
諦
は

「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」
論
場
そ
の
視
点
と
方
法
に
関
す
る
一
考
察

対
象
を
写
す
「
作
者
の
心
的
状
態
」
に
あ
る
。
そ
れ
は
「
つ
ま
り
大
人
が
子
供

を
視
る
の
態
度
」
で
あ
り
、
「
泣
か
ず
し
て
他
の
泣
く
を
叙
す
る
も
の
」
、
泣

く
子
を
見
守
る
親
の
「
無
慈
悲
」
「
冷
刻
」
な
ら
ぬ
、
「
傍
か
ら
見
て
気
の
毒

の
念
に
堪
え
ぬ
裏
に
微
笑
を
包
む
同
情
」
に
も
か
よ
う
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に

 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む

「
ゆ
と
り
」
が
あ
り
、
「
我
を
写
す
に
あ
ら
ず
彼
を
写
す
と
い
ふ
」
「
客
観
的

」
態
度
が
生
ま
れ
る
と
い
う
。
こ
れ
は
そ
の
ま
ま
非
人
情
美
学
を
唱
え
る
「
草

枕
」
 
（
明
三
九
・
九
）
の
一
「
余
裕
は
書
に
於
て
、
詩
に
於
て
、
も
し
く
は

文
章
に
於
て
、
必
須
の
条
件
で
あ
る
」
と
い
ヶ
指
摘
に
つ
な
が
り
、
さ
ら
に
は

「
『
鶏
頭
』
序
」
 
（
明
年
〇
・
一
一
）
に
い
う
「
余
裕
派
」
「
余
裕
の
あ
る
小

説
」
、
さ
ら
に
は
「
此
余
裕
か
ら
生
ず
る
低
徊
趣
味
」
な
ど
の
提
唱
に
も
通
ず

る
も
の
で
あ
ろ
う
。

 
し
か
し
、
こ
の
「
写
生
文
」
の
指
摘
と
と
も
に
、
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
も
の

と
し
て
「
文
学
論
」
 
（
明
四
〇
・
五
）
中
の
言
及
が
あ
る
。
第
四
篇
・
第
八
章

「
間
隔
論
」
中
に
、
読
者
を
「
幻
惑
」
す
べ
き
方
法
と
し
て
「
忌
中
の
入
物
の

読
者
に
対
す
る
位
置
の
遠
近
」
が
論
じ
ら
れ
る
。
い
か
に
す
れ
ば
、
作
者
は
こ

の
位
置
を
読
者
に
接
近
せ
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
幻
惑
」
で
き
る
か
一
答

え
は
明
白
で
あ
る
と
い
う
。
「
中
間
に
介
在
す
る
著
者
の
影
を
隠
し
て
、
読
者

と
篇
中
の
人
物
と
を
し
て
当
面
に
対
座
せ
し
む
る
」
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
は

コ
一
法
」
あ
り
、
「
読
者
を
著
者
の
傍
に
引
き
つ
け
て
、
両
者
を
同
立
脚
地
に
．

置
く
は
其
一
法
」
、
い
ま
ひ
と
つ
は
「
著
者
自
か
ら
動
い
て
年
中
の
人
物
と
融

化
し
、
毫
も
其
介
在
し
て
独
存
す
る
の
痕
述
を
留
め
ざ
る
が
如
き
手
数
を
用
ふ

」
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
「
第
一
法
」
を
と
っ
た
も
の
は
「
批
評
附
作
物
」
と
も

い
う
べ
く
、
作
家
は
「
篇
中
の
人
物
と
一
定
の
間
隔
を
保
っ
て
批
評
的
眼
光
を

以
て
彼
等
の
行
動
を
叙
述
」
す
る
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
に
対
し
「
第
二
法
」
は
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「
同
情
的
作
物
」
と
言
お
う
か
、
「
作
者
の
自
我
を
主
張
せ
ざ
る
」
も
の
、
批

判
を
さ
っ
て
「
篇
中
の
人
物
と
盲
動
す
れ
ば
足
る
」
も
の
、
即
ち
「
薄
曇
の
人

物
の
如
何
に
愚
味
な
る
も
」
「
浅
薄
な
る
も
」
ま
た
「
狭
隙
な
る
も
」
、
こ
れ

を
問
わ
ず
「
徹
底
」
「
専
念
に
同
情
し
」
、
か
く
「
著
者
の
自
我
を
没
し
得
て

」
よ
く
「
読
者
の
心
を
動
か
す
」
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
か
、
こ
の
「

二
方
法
」
は
「
逆
行
し
て
作
家
の
態
度
と
な
り
、
心
的
状
況
と
な
り
、
主
義
と

な
り
、
人
生
観
と
な
り
、
発
し
て
小
説
の
二
大
区
別
と
な
る
」
。

 
こ
れ
を
要
す
る
に
す
べ
て
は
「
読
者
、
作
家
、
掌
中
人
物
の
固
織
素
」
の
問

題
と
な
り
、
形
式
に
あ
ら
わ
れ
る
技
法
の
問
題
と
し
て
は
「
篇
中
人
物
」
を
い

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む

か
に
動
か
す
か
に
あ
る
。
作
中
の
「
彼
」
が
「
汝
」
と
な
り
、
さ
ら
に
「
余
と

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む

改
む
る
」
に
及
ん
で
「
間
隔
の
縮
小
す
る
は
」
明
白
で
あ
る
。
 
「
彼
を
変
じ
て

む汝
と
な
す
の
法
」
は
い
わ
ゆ
る
書
簡
体
で
あ
り
、
い
ま
ひ
と
つ
は
脚
本
で
あ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む

る
。
し
か
し
戯
曲
に
お
け
る
「
本
中
の
人
物
が
相
互
に
汝
と
呼
ぶ
は
、
作
家
が

話
中
の
人
物
を
呼
ぶ
に
汝
を
以
て
す
る
」
と
は
な
お
「
異
な
り
」
、
こ
の
方
法

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む

を
徹
底
せ
ん
と
す
れ
ば
「
作
家
が
変
じ
て
余
と
な
っ
て
篇
中
に
あ
ら
は
る
～
」

ほ
か
は
な
い
。
か
く
し
て
、
こ
の
方
法
に
お
い
て
は
じ
め
て
「
吾
人
と
作
家
」

 
 
 
む

（
即
ち
余
と
称
す
る
も
の
）
と
は
直
接
に
相
対
す
る
」
こ
と
と
な
る
。
文
学
史

上
こ
の
種
の
作
例
は
枚
挙
に
い
と
ま
も
な
い
が
、
写
生
文
も
ま
た
そ
の
ひ
と
つ

で
あ
る
。
た
だ
写
生
文
が
こ
の
方
法
を
と
る
に
つ
い
て
は
「
し
か
せ
ざ
る
可
か

ら
ざ
る
源
因
」
が
あ
る
。
即
ち
そ
の
「
描
写
す
る
所
は
筋
と
し
て
纒
ま
ら
ぎ
る

も
の
多
」
く
、
「
篇
中
の
人
物
が
一
定
の
曲
線
を
ゑ
が
い
て
一
定
の
落
所
を
示

す
事
少
な
く
、
其
多
く
は
散
漫
に
し
て
収
束
な
き
雑
然
た
る
光
景
を
以
て
興
味

の
中
心
た
る
は
観
察
者
即
ち
主
人
公
な
ら
ざ
る
」
を
え
ぬ
。
他
の
小
説
は
と
も

か
く
「
写
生
文
に
あ
っ
て
は
描
写
せ
ら
る
㌧
も
の
に
満
足
な
る
興
味
の
段
落
な

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む

き
が
故
に
も
し
中
心
と
も
目
し
得
べ
き
説
話
者
（
即
ち
余
）
を
失
へ
ば
一
篇
の

光
景
は
忽
ち
支
柱
を
失
っ
て
瓦
解
す
る
に
至
る
」
の
で
あ
り
、
「
無
言
に
読
者

 
 
 
む

な
只
此
余
（
作
家
と
し
て
見
た
る
に
あ
ら
ず
、
篇
中
の
主
人
公
と
し
て
見
た
る

）
に
従
っ
て
、
之
を
た
よ
り
に
迷
路
を
行
く
」
・
ほ
か
は
な
い
。

 
以
上
が
「
文
学
論
」
に
説
く
と
こ
ろ
だ
が
、
こ
れ
を
先
の
「
写
生
文
」
の
言

う
と
こ
ろ
と
併
せ
て
み
れ
ば
、
語
ら
ん
と
す
る
と
こ
ろ
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

と
も
に
写
生
文
の
か
な
め
が
「
作
者
の
心
的
状
態
」
あ
る
い
は
「
作
家
の
態
度

」
「
心
的
状
況
」
に
あ
る
と
い
う
結
論
に
至
る
わ
け
だ
が
、
し
か
し
注
目
す
べ
き

は
前
者
が
「
間
隔
論
」
の
一
環
と
し
て
写
生
文
に
お
け
る
一
人
称
話
体
の
問
題

を
論
じ
て
い
る
の
に
対
し
、
後
者
が
作
者
が
作
中
の
内
容
、
人
物
に
対
す
る
「
余

裕
」
あ
る
態
度
、
即
ち
あ
る
距
離
、
間
隔
を
お
い
た
醒
め
た
態
度
を
説
い
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
先
の
例
で
い
え
ば
「
批
評
的
作
物
」
の
方
法
に
つ
な
が
る
も

の
で
あ
り
、
「
散
漫
」
「
雑
然
た
る
」
写
生
文
を
凝
縮
せ
し
む
べ
き
「
支
柱
」
、

 
 
 
 
 
 
む

核
と
し
て
の
く
余
V
の
存
在
は
問
う
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
「
写
生
論
」
一
篇
が

「
猫
」
よ
り
「
草
枕
」
に
至
る
写
生
文
作
家
と
し
て
の
弁
明
的
意
図
を
多
分
に

含
む
も
の
と
す
れ
ば
、
「
文
学
論
」
の
言
及
は
、
よ
り
巨
視
的
な
文
学
観
に
即

し
た
方
法
へ
の
ひ
と
つ
の
確
認
で
あ
ろ
う
。
さ
て
こ
れ
ら
の
方
法
に
対
す
る
認

識
が
「
猫
」
以
来
、
さ
ら
に
遡
れ
ば
「
倫
敦
消
息
」
以
後
の
文
体
、
．
発
想
に
ど

う
ひ
び
い
て
い
る
の
か
。
我
々
は
こ
れ
を
改
め
て
問
い
．
返
し
て
み
る
必
要
が
あ

ろ
う
。
だ
が
、
'
問
題
は
い
さ
さ
か
錯
雑
す
る
』

 
「
文
学
論
」
の
作
者
は
、
方
法
上
の
課
題
と
し
て
写
生
文
に
お
け
る
〈
余
〉

の
必
然
を
説
く
が
、
も
と
も
と
写
生
文
と
は
素
朴
に
自
己
の
観
察
、
写
生
に
は

じ
ま
る
も
の
で
あ
る
。
「
し
か
せ
ざ
る
可
か
ら
ざ
る
」
の
必
然
も
必
要
も
自
明

以
前
の
前
提
で
あ
る
。
し
か
し
「
文
学
論
」
の
作
者
の
説
く
く
余
V
と
は
、
か
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ヘ
 
 
へ

か
る
自
明
、
素
朴
な
前
提
と
し
て
の
く
私
V
で
は
な
い
。
作
品
を
ま
さ
に
作
品

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

た
ら
し
め
る
た
め
に
乗
り
込
ん
で
ゆ
く
方
法
的
主
体
と
し
て
の
く
余
V
で
あ
り

作
者
の
分
身
で
あ
る
。
単
な
る
作
者
1
一
作
中
の
観
察
者
（
主
人
公
）
1
1
〈
私
〉

（
あ
る
い
は
余
）
と
い
う
自
明
の
図
式
で
は
な
く
、
作
者
の
素
朴
自
明
な
観
察

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ

を
主
体
と
し
て
展
開
さ
れ
る
写
生
文
の
「
散
漫
」
「
雑
然
」
を
凝
縮
す
べ
き
求

へ
 
 
へ

心
的
主
体
と
し
て
え
ら
び
ど
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
故
に
ま
た
そ
の
方
法

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ロ
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

的
達
成
の
た
め
に
相
対
化
さ
れ
、
対
象
化
さ
れ
た
方
法
的
（
あ
る
い
は
遠
心
的

）
主
体
で
も
あ
る
。

 
こ
れ
を
初
期
の
作
品
に
即
し
て
言
え
ば
「
自
転
車
日
記
」
の
く
余
〉
以
来
、

「
濠
虚
貝
」
（
明
二
九
・
五
）
申
の
短
篇
「
倫
敦
塔
」
 
（
明
三
八
．
一
一
）
 
「

カ
ー
ラ
イ
ル
博
物
館
し
 
（
同
）
「
琴
の
そ
ら
音
」
 
（
明
三
八
・
五
）
「
趣
味
の

遺
伝
」
 
（
明
三
九
・
一
，
一
）
と
続
く
作
中
主
体
と
し
て
の
く
余
V
で
あ
り
、
さ

ら
に
変
じ
て
は
「
草
枕
」
 
（
明
三
九
・
九
）
の
く
余
V
（
画
工
）
と
な
る
。
い

さ
さ
か
図
式
的
に
い
え
ば
「
自
転
車
日
記
」
．
「
倫
敦
塔
」
「
カ
；
ラ
イ
ル
博
物

館
」
の
く
余
V
は
、
作
者
の
留
学
体
験
に
即
し
て
よ
り
求
心
附
で
あ
り
、
虚
構

的
な
作
品
群
と
し
て
の
「
琴
の
そ
ら
音
」
「
趣
味
の
遺
伝
」
に
あ
っ
て
は
よ
り

遠
心
的
存
在
と
な
り
、
さ
ら
に
初
期
作
品
の
終
結
部
層
な
す
「
草
枕
」
一
篇
に

あ
っ
て
は
、
も
っ
と
も
遠
心
的
な
存
在
た
る
こ
と
に
よ
っ
て
求
心
的
で
あ
る
と

い
う
逆
説
的
構
造
を
示
す
。
即
ち
「
一
種
変
っ
た
妙
な
観
察
を
す
る
一
画
工
が

た
ま
く
一
美
人
に
遡
遁
し
て
、
之
を
観
察
す
る
」
。
要
は
こ
の
画
工
が
「
種
，

々
な
方
面
か
ら
観
察
す
る
。
唯
そ
れ
だ
け
で
あ
る
」
。
「
唯
一
種
の
感
じ
-

美
し
い
感
じ
が
読
者
の
頭
に
残
り
さ
へ
す
れ
ば
よ
い
。
」
 
「
さ
れ
ば
こ
そ
、
プ

ロ
ッ
ト
も
無
け
れ
ば
、
事
件
の
発
展
も
な
い
」
 
（
「
余
が
『
草
枕
』
」
）
と
作

者
自
身
も
説
明
す
る
ご
と
く
、
写
生
文
の
骨
法
を
踏
ま
え
、
観
察
者
と
し
て
の

「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」
論
1
そ
の
視
点
と
方
法
に
関
す
る
一
考
察

画
工
（
余
）
を
設
定
し
な
が
ら
も
、
作
品
の
展
開
と
と
も
に
「
美
し
い
感
じ
」

の
み
な
ら
ぬ
、
作
者
の
倫
理
的
衝
迫
が
画
工
の
語
り
の
背
後
か
ら
否
応
な
し
に

噴
き
出
て
来
る
。
「
夢
見
る
事
よ
り
外
に
、
何
等
の
価
値
を
、
人
生
に
認
め
得

ざ
る
一
画
工
」
が
、
戦
地
に
赴
く
若
者
を
送
る
駅
頭
に
展
開
す
る
痛
烈
な
文
明

批
判
に
も
、
そ
の
矛
盾
の
一
端
は
う
か
が
い
と
れ
よ
う
。
 
（
拙
稿
「
『
草
枕
』

の
世
界
一
そ
の
モ
チ
ー
フ
の
所
在
を
め
ぐ
っ
て
一
」
、
 
「
日
本
文
学
研
究
」
第

十
一
号
所
載
、
参
照
）

 
作
者
の
独
創
は
ま
さ
に
こ
の
写
生
文
の
骨
法
を
ふ
ま
え
た
く
画
工
の
眼
V
の

創
出
に
あ
る
が
、
こ
れ
が
作
中
に
設
け
ら
れ
た
観
察
者
-
一
個
の
く
眼
V
た

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
作
者
は
己
れ
の
主
体
的
中
堅
、
倫
理
的
希
求
を
自
在
に
こ

れ
に
託
し
え
た
と
も
い
え
る
。
作
中
の
く
余
V
を
め
ぐ
る
遠
心
と
求
心
を
併
在

せ
し
め
た
画
工
は
、
同
時
に
そ
の
方
法
的
実
験
の
う
ち
に
写
生
文
に
お
け
る
く

私
V
（
余
）
の
解
体
と
い
う
事
態
を
も
示
す
。
「
草
枕
」
を
初
期
作
品
の
終
結

部
と
呼
ぶ
時
、
同
時
に
そ
れ
は
漱
石
に
お
け
る
写
生
文
的
実
験
の
、
ひ
と
つ
の

終
結
と
呼
ぶ
こ
と
も
で
き
よ
う
。
遠
心
と
求
心
、
善
と
倫
理
、
認
識
と
求
道
と
ノ

は
、
漱
石
と
い
う
こ
の
一
個
独
自
の
く
精
神
V
を
つ
ら
ぬ
く
固
有
の
課
題
で
あ

っ
た
が
、
こ
れ
ら
二
極
を
同
時
に
抱
合
し
、
二
者
一
元
と
も
い
う
べ
き
構
造
と

し
て
展
開
せ
ん
と
し
た
こ
の
作
家
固
有
の
軌
跡
は
、
す
で
に
こ
れ
ら
初
期
作
中

に
も
露
頭
し
て
い
た
こ
と
を
見
逃
す
こ
と
は
で
き
ま
い
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

 
「
草
枕
」
の
作
者
が
、
し
ば
し
ば
自
在
に
〈
画
工
〉
離
れ
を
示
し
た
ご
と
く

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

「
猫
」
の
作
者
も
ま
た
し
ば
し
ば
く
猫
V
離
れ
を
示
す
。
〈
画
工
の
眼
V
の
創

出
が
、
そ
の
写
生
に
対
す
る
ひ
と
つ
の
方
法
的
帰
結
を
示
し
た
も
の
と
す
れ
ば

く
猫
の
眼
V
の
創
出
は
む
し
ろ
写
生
文
へ
の
、
こ
の
作
家
独
自
の
踏
み
込
み
方

を
示
し
え
た
も
の
と
言
え
よ
う
。
ま
さ
に
〈
猫
の
眼
〉
は
え
ら
び
と
ら
れ
、
「
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吾
輩
は
猫
で
あ
る
」
と
冒
頭
の
一
句
を
踏
み
出
し
た
時
、
彼
も
ま
た
ひ
と
つ
の

作
家
的
予
感
を
感
じ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

三

 
漱
石
が
「
倫
敦
消
息
」
に
続
い
て
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
誌
上
に
「
自
転
車
日
記

」
一
篇
を
発
表
し
た
時
、
・
す
で
に
子
規
は
亡
く
、
ま
た
漱
石
自
身
家
族
を
か
か

え
て
の
多
忙
な
教
師
生
活
に
加
え
て
、
留
学
時
か
ら
持
ち
帰
っ
た
強
度
な
神
経

衰
弱
は
さ
ら
に
悪
化
し
、
塵
労
の
答
申
に
そ
の
尺
屈
は
癒
す
べ
く
も
な
か
っ
た

か
と
思
わ
れ
る
。
 
「
猫
」
の
戯
画
的
な
描
写
に
ふ
れ
：
一
苦
沙
弥
と
い
う
こ
の

「
滑
稽
な
男
を
映
し
て
い
る
の
は
『
猫
』
の
眼
」
で
あ
り
、
「
『
猫
』
・
の
眼
は

こ
の
作
品
の
底
で
あ
る
」
。
し
か
し
こ
れ
は
実
は
「
二
重
の
揚
げ
底
で
は
な
い

」
の
か
。
も
し
こ
の
「
揚
げ
底
」
を
取
っ
払
っ
て
し
ま
え
ば
「
そ
の
下
に
あ
ら

わ
れ
る
の
は
」
「
道
草
」
の
描
く
日
常
の
、
・
あ
の
「
凄
惨
」
な
姿
で
は
な
い
の

か
一
と
は
、
評
家
（
桶
谷
秀
昭
「
夏
目
漱
石
論
」
）
の
見
事
な
指
摘
だ
が
、

い
ま
こ
の
ひ
そ
み
に
な
ら
え
ば
、
「
自
転
車
日
記
」
の
い
さ
さ
か
饒
舌
に
す
ぎ

る
戯
文
的
風
体
、
そ
の
強
烈
な
自
己
受
刺
も
ま
た
、
そ
の
下
に
留
学
時
の
苛
烈

な
日
常
を
潜
め
た
「
揚
げ
底
」
で
は
な
い
の
か
。
し
か
も
こ
れ
が
「
道
草
」
に

語
ら
れ
た
時
期
に
草
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
思
え
ば
、
二
重
の
「
揚
げ
底
」
で
あ

っ
た
と
い
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
作
者
は
主
人
公
（
余
）
の
自
転
車
乗
り
失

敗
談
を
戯
文
風
に
縷
々
描
き
終
っ
た
あ
と
、
下
宿
の
婆
さ
ん
姉
妹
の
冷
酷
さ
を

重
し
一
「
此
二
季
さ
ん
の
呵
責
に
逢
っ
て
よ
り
以
来
、
余
が
猜
疑
心
は
益
々

深
く
な
り
、
余
が
継
子
根
性
は
日
に
く
増
長
し
、
遂
に
は
明
け
放
し
の
門
戸

を
閉
鎖
し
て
我
黄
色
な
顔
を
愈
黄
色
に
す
る
の
己
を
得
ざ
る
に
至
れ
り
、
彼
二

婆
さ
ん
は
余
が
黄
色
の
深
浅
を
測
っ
て
彼
等
一
日
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
定
め
る
、

余
は
実
に
彼
等
に
と
っ
て
黄
色
な
活
動
晴
雨
計
で
あ
っ
た
」
と
い
う
。
「
無
残

な
る
か
な
」
と
は
そ
の
結
び
の
言
葉
だ
が
、
こ
の
自
虐
は
戯
文
な
が
ら
も
い
さ

さ
か
き
つ
い
。
い
や
、
む
し
ろ
作
者
は
作
中
の
く
余
V
を
見
事
に
演
じ
終
っ
た

と
い
う
べ
き
か
。

 
こ
の
初
期
一
篇
の
作
に
お
い
て
、
〈
余
V
の
自
己
劇
化
（
戯
画
化
）
は
見
事
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ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
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な
枠
取
り
を
見
せ
る
。
「
黄
色
な
活
動
晴
雨
計
」
ど
は
照
し
え
て
妙
と
い
う
以

上
に
、
一
瞬
に
そ
の
主
体
を
戯
画
的
主
体
へ
と
鮮
烈
に
変
化
せ
し
め
る
作
者
の

あ
る
苛
烈
な
眼
差
を
感
ぜ
し
め
ず
に
は
お
か
な
い
。
す
で
に
明
ら
か
な
ご
と
く

こ
の
作
者
の
し
た
た
か
な
シ
ニ
シ
ズ
ム
、
ま
た
ア
イ
ロ
ニ
イ
は
、
写
生
文
の
体

を
と
り
つ
つ
、
す
で
に
そ
の
底
を
踏
み
ぬ
い
て
ゆ
く
σ
我
々
は
も
は
や
語
り
手

く
余
V
ま
た
は
く
吾
輩
V
（
「
自
転
車
日
記
」
・
の
終
末
近
く
＜
余
〉
と
く
吾
輩

V
は
交
錯
し
て
使
わ
れ
て
い
る
）
の
緩
漫
な
写
生
文
的
散
策
に
身
を
ゆ
だ
ね
て

ゆ
く
の
で
は
な
い
。
そ
こ
で
は
む
し
ろ
観
察
者
は
同
時
に
被
観
察
者
で
あ
り
、

彼
（
余
ま
た
は
吾
輩
）
は
常
に
舞
台
の
上
で
問
い
返
さ
れ
、
相
対
化
さ
れ
、
観

客
（
読
者
）
、
は
作
者
と
と
も
に
「
同
立
脚
地
」
に
立
っ
て
、
こ
の
ド
ラ
マ
と
対

面
す
る
こ
と
と
な
み
。
し
か
も
ド
ラ
マ
は
舞
台
の
み
な
ら
ず
、
こ
の
く
余
V
を

作
出
に
、
舞
台
に
送
り
出
す
作
者
の
視
線
そ
の
も
の
の
な
か
に
あ
る
こ
と
に
気

づ
く
。
か
の
「
写
生
文
」
に
い
う
「
作
者
の
心
的
状
態
」
「
大
人
が
子
供
を
視

る
の
態
度
」
と
は
、
作
中
の
語
り
手
（
余
）
の
他
に
は
た
ら
く
眼
の
み
で
は
な

く
、
そ
の
語
り
手
（
余
）
自
体
を
も
相
対
化
（
滑
稽
化
、
戯
画
化
）
す
る
眼
差

を
指
す
も
の
で
あ
る
と
も
知
ら
れ
よ
う
。
か
く
し
て
「
文
学
論
」
に
い
う
写
生

文
の
凝
縮
的
核
と
し
て
の
く
余
V
の
必
然
ど
、
「
写
生
文
」
に
い
う
「
作
者
の

心
的
状
態
」
、
そ
の
視
角
の
重
要
性
へ
の
指
摘
と
は
あ
い
か
さ
な
り
、
漱
石
の

写
生
文
風
な
る
も
の
が
す
ぐ
れ
て
批
評
的
、
方
法
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
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ら
れ
る
。

 
か
く
し
て
作
中
の
く
余
V
を
一
個
の
虚
構
と
見
、
必
須
な
る
方
法
的
産
物
と

観
じ
、
素
朴
実
在
論
的
な
写
生
文
の
あ
り
よ
う
を
遡
行
し
て
、
近
代
文
学
の
理

念
、
方
法
の
な
か
に
位
置
づ
け
ん
と
す
る
志
向
が
、
写
生
文
上
の
一
異
彩
、
画

期
の
作
と
も
い
う
べ
き
「
猫
」
を
生
み
出
し
た
必
然
は
す
で
に
明
ら
か
で
あ
ろ

う
。
写
生
文
自
体
を
素
朴
自
明
な
観
察
者
の
報
告
、
表
現
と
見
ず
、
そ
の
語
り

手
（
余
）
自
体
を
も
虚
構
の
存
在
と
見
る
眼
が
く
猫
の
眼
V
を
生
む
。
〈
猫
の

眼
V
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
仮
構
の
眼
で
あ
り
、
そ
の
虚
構
た
る
こ
と
を
顕
在

化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
作
者
は
自
由
な
「
批
評
的
作
物
」
表
現
の
場
を
か
ち

と
る
。
同
時
に
こ
れ
が
仮
構
の
眼
た
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
語
り
手
〈
吾
輩

〉
（
猫
）
を
も
さ
ら
に
相
対
化
す
る
背
後
の
作
者
の
眼
の
所
在
も
ま
た
自
明
と

な
る
。
さ
ら
に
作
中
、
作
者
の
分
身
止
も
い
う
べ
き
〈
余
〉
ヨ
観
察
者
に
し

て
被
観
察
者
と
い
う
そ
の
機
能
は
、
観
察
者
く
猫
V
と
被
観
察
者
即
ち
苦
沙
弥

以
下
の
人
間
集
団
と
に
分
化
さ
れ
る
。

 
〈
描
V
と
い
う
仮
構
の
眼
に
よ
っ
て
見
ら
れ
る
が
故
に
、
苦
沙
弥
を
は
じ
め

迷
亭
、
寒
月
、
東
風
、
独
仙
な
ど
「
太
平
の
逸
民
」
た
ち
は
、
す
べ
て
同
位
同

列
の
作
者
の
分
身
と
な
る
。
彼
ら
の
モ
デ
ル
詮
議
も
無
用
と
は
言
わ
ぬ
が
、
作

者
が
手
に
し
た
こ
の
方
法
の
自
在
さ
に
較
べ
れ
ば
な
に
ご
と
で
も
あ
る
ま
い
。

む
し
ろ
余
り
に
も
自
由
な
分
身
た
り
え
た
こ
と
に
、
な
お
方
法
上
の
限
界
が
あ

り
え
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
「
迷
亭
が
喋
舌
っ
て
も
苦
沙
弥
が
述
べ
て
も

同
じ
語
気
で
あ
る
」
F
と
い
う
評
者
の
「
非
難
」
噛
は
「
御
尤
も
な
る
攻
撃
に
候
」

（
明
三
九
・
八
・
二
八
、
小
宮
豊
隆
宛
書
簡
）
と
漱
石
は
言
う
。
だ
が
「
出
来

る
な
ら
ば
、
あ
ん
な
馬
鹿
気
た
事
を
生
涯
か
い
て
み
た
い
。
そ
れ
で
な
い
と
、

腹
へ
つ
め
た
も
の
が
も
た
れ
て
困
る
」
 
（
同
）
と
奪
い
う
。
前
回
に
も
ふ
れ
た

「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」
論
1
そ
の
視
点
と
方
法
に
関
す
る
一
考
察

ご
と
く
、
漱
石
初
期
の
作
品
が
こ
の
よ
う
な
醗
屈
よ
り
の
自
己
解
放
で
あ
り
、

「
「
御
前
が
馬
鹿
な
ら
、
わ
た
し
も
馬
鹿
だ
。
馬
鹿
と
馬
鹿
な
ら
喧
嘩
だ
よ
』

今
朝
か
う
云
ふ
う
た
を
作
」
つ
た
が
、
「
先
づ
当
分
は
此
う
た
丈
う
た
っ
て
ゐ

ま
す
」
 
（
明
三
九
・
八
・
＝
、
高
浜
虚
子
宛
書
簡
）
と
い
う
ご
と
く
、
〈
う

た
V
と
い
う
発
想
、
志
向
に
つ
ら
ぬ
か
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
先
の
ご
と
き
「

非
難
」
や
批
判
は
当
然
予
期
し
え
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
豪
く
と
も
初
期
の
彼
は

作
家
た
る
以
前
に
、
先
ず
批
評
家
で
あ
り
詩
人
で
あ
っ
た
。

 
「
猫
」
は
ま
さ
し
く
す
ぐ
れ
た
批
評
家
の
仕
事
で
あ
り
、
方
法
意
識
（
た
と

え
そ
れ
が
な
か
ば
無
意
識
の
部
分
を
含
も
う
と
も
）
の
先
行
す
る
作
品
で
あ
っ

た
。
彼
の
す
ぐ
れ
た
批
評
精
神
は
、
お
の
ず
か
ら
に
写
生
文
の
底
を
踏
み
ぬ
い

て
は
い
っ
た
が
、
ま
だ
あ
り
う
べ
き
本
来
的
な
近
代
小
説
の
底
に
跨
み
と
ど
く

も
の
で
は
な
か
っ
た
。
漱
石
十
か
年
の
作
家
的
道
程
と
は
、
こ
の
「
猫
」
め
批

評
意
識
か
ら
出
発
し
て
「
道
草
」
・
の
作
家
的
成
熟
に
至
る
軌
跡
と
も
い
え
る
が

 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

彼
が
作
家
的
詰
め
と
も
い
う
べ
き
時
期
の
素
材
を
、
そ
の
処
女
作
と
同
時
期
に

え
ら
ん
だ
こ
と
は
意
味
深
い
。
「
道
草
」
で
は
見
え
、
「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

で
は
見
え
な
か
っ
た
部
分
と
は
何
か
。
そ
の
内
実
こ
そ
我
々
が
み
ず
か
ら
の
方

法
を
つ
く
し
て
探
り
と
っ
て
み
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
り
、
彼
と
と
も
に
作
品

の
渦
中
を
微
細
に
辿
り
つ
く
し
て
ゆ
く
ほ
か
は
な
い
。
し
か
も
な
お
あ
え
て
言

え
ば
、
漱
石
は
す
で
に
「
猫
」
に
お
い
て
ま
さ
し
く
漱
石
で
あ
っ
た
の
で
あ
り

 
 
 
ヘ
 
 
へ

そ
の
く
精
神
〉
の
骨
格
は
そ
の
方
法
の
正
負
を
つ
ら
ぬ
い
て
あ
ざ
や
か
に
、
我

々
の
前
に
現
前
し
て
い
る
と
い
う
ほ
か
は
な
い
。
 
「
猫
」
の
「
揚
げ
底
」
と
は

も
と
よ
り
単
な
る
鱈
晦
で
は
な
い
。

 
す
で
に
作
者
の
批
評
は
そ
の
狂
気
も
厭
世
を
も
串
刺
し
に
し
て
一
篇
の
戯
画

を
呈
す
る
が
、
終
末
近
く
苦
沙
弥
邸
に
集
ま
る
「
太
平
の
逸
民
」
た
ち
は
、
饒

（ 117 ）
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舌
の
果
て
に
散
っ
て
ゆ
く
。
「
寄
席
」
は
「
は
ね
」
る
。
面
心
う
て
や
が
て
悲

し
き
一
の
、
あ
の
落
舅
の
感
慨
が
舞
台
を
吹
き
す
ぎ
る
。
虚
し
さ
は
彼
ら
に

あ
る
の
で
は
な
い
。
演
じ
終
っ
た
舞
台
の
虚
し
さ
を
知
る
も
の
は
背
後
の
作
者

で
あ
り
、
彼
ら
の
饒
舌
、
乱
痴
気
の
低
に
ひ
び
く
「
揚
げ
底
」
の
う
つ
ろ
さ
を

知
る
も
の
も
ま
た
、
作
者
以
外
で
は
な
い
。
や
が
て
終
末
が
用
意
さ
れ
、
作
者

は
く
猫
V
と
と
も
に
甕
中
に
身
を
没
す
る
。
 
（
註
）

 
 
 
 
 
ふ
ち

 
「
水
か
ら
縁
迄
は
四
寸
余
も
あ
る
。
…
…
」
1
こ
の
一
種
静
誰
な
空
間
を

み
つ
め
る
眼
は
、
も
は
や
く
猫
V
の
側
か
ら
で
は
な
い
。
あ
る
傭
磁
的
な
、
澄

ん
だ
眼
が
そ
れ
を
見
お
ろ
す
。
そ
れ
は
「
猫
」
の
且
且
、
狂
気
、
塵
臭
を
つ
ら

ぬ
く
く
猫
V
な
ら
ぬ
語
り
手
の
眼
で
あ
り
、
や
が
て
甕
中
に
眠
る
あ
の
く
猫
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
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眼
V
に
よ
み
が
え
る
。
水
底
に
ね
む
る
普
遍
の
眼
に
ふ
れ
た
時
、
作
者
は
「
猫

」
の
方
法
を
、
そ
の
限
界
を
問
い
返
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
「
猫

」
の
方
法
と
は
何
か
。
我
々
は
し
ば
ら
く
作
中
を
く
猫
V
と
と
も
に
歩
ん
で
み

る
ほ
か
は
あ
る
ま
い
。

四

 
「
猫
」
の
二
章
に
日
記
を
め
ぐ
る
場
面
が
あ
る
。
こ
の
主
人
は
「
世
の
中
を

冷
笑
し
て
居
る
の
か
」
 
「
交
り
た
い
の
」
か
、
 
「
肝
癒
」
持
ち
な
の
か
「
超
然

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
た
け

と
し
て
居
る
の
」
か
、
さ
っ
ぱ
り
分
ら
ぬ
が
く
猫
〉
は
ち
が
う
。
「
食
ひ
降
れ

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

絶
対
絶
命
に
泣
く
」
。
「
主
人
の
様
に
裏
表
の
あ
る
人
間
は
日
記
で
も
書
い
て

世
間
に
出
さ
れ
な
い
自
己
の
面
目
を
暗
室
内
に
発
揮
す
る
必
要
が
あ
る
か
も
知

れ
な
い
が
、
、
我
等
猫
属
に
至
る
と
行
住
坐
臥
、
行
尿
心
学
悉
く
真
正
の
日
記
で

あ
る
か
ら
」
そ
の
必
要
も
な
い
と
い
う
。
〈
猫
V
は
日
記
の
な
か
で
は
胃
病
を

 
「
心
配
し
て
居
る
癖
に
、
表
向
は
大
に
痩
我
慢
を
す
る
」
人
間
の
矛
盾
を
笑

う
。
日
記
の
な
か
で
「
独
り
で
喧
嘩
を
し
」
「
肝
癩
」
を
ぶ
ち
ま
け
て
い
る
人

間
の
愚
を
笑
い
、
し
か
し
「
人
聞
の
日
記
の
本
色
」
は
こ
う
い
う
と
こ
ろ
に
み

る
の
だ
と
い
う
。
自
己
「
暗
室
内
」
の
表
白
が
欝
屈
の
解
放
で
あ
る
こ
と
に
ふ

れ
つ
つ
、
作
者
は
仮
構
の
日
記
を
作
中
に
折
り
込
み
、
さ
ら
に
そ
の
矛
盾
を
野

猫
V
の
眼
に
よ
っ
て
謁
す
る
、
こ
の
シ
ニ
ッ
ク
な
、
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
精
神
の

保
持
者
に
と
っ
て
、
こ
の
作
業
は
二
重
三
重
の
立
言
カ
タ
ル
シ
ス
で
あ
っ
た
に

ち
が
い
な
い
。
・

 
だ
が
同
時
に
、
作
者
自
身
に
お
け
る
自
己
「
暗
室
内
」
の
表
白
が
い
か
に
苛

烈
な
表
現
を
繰
返
し
て
い
た
か
は
、
そ
の
書
簡
、
、
「
断
片
」
な
ど
に
明
ら
か
な

と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
作
者
の
生
理
が
あ
ざ
や
か
に
透
視
さ
れ
る
。
 
「
猫

」
の
饒
舌
も
狂
気
も
、
ま
た
厭
世
も
、
こ
の
よ
う
な
生
理
と
無
縁
で
は
な
く
、
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ヘ
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む
し
ろ
く
猫
の
眼
V
を
も
っ
て
対
象
化
し
、
作
品
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ

の
自
己
解
放
は
手
ご
た
え
の
あ
る
ひ
と
つ
の
表
現
（
解
放
）
と
な
る
。
か
く
し

，
て
「
行
尿
送
尿
悉
く
真
正
の
日
記
」
で
あ
る
と
い
う
く
猫
V
の
無
垢
な
る
存
在

は
 
作
者
の
憧
憬
を
生
き
、
人
間
の
矛
盾
を
問
い
返
す
鏡
と
な
る
。
し
か
し
同

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

時
に
ま
た
〈
猫
〉
は
猫
の
世
界
を
は
な
れ
、
人
間
化
し
て
ゆ
く
。
作
者
の
生
理

が
そ
の
方
法
を
踏
み
こ
え
、
こ
こ
で
も
〈
画
工
〉
離
れ
な
ら
ぬ
く
猫
V
離
れ
が

は
じ
ま
る
。
大
学
の
教
師
で
あ
る
よ
り
も
「
猫
」
の
よ
う
な
も
の
を
書
き
つ
づ

け
て
い
た
い
と
繰
返
し
、
こ
の
よ
う
な
も
の
な
ら
い
く
ら
で
も
書
け
る
と
作
者

は
い
う
。
身
辺
の
見
聞
を
そ
の
ま
ま
素
材
と
化
し
「
猫
」
の
世
界
は
無
限
に
続

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

く
か
と
み
え
る
が
、
つ
ま
り
作
者
は
対
象
な
ら
ぬ
、
自
己
の
生
理
を
食
い
つ
く

し
て
ゆ
こ
う
と
し
て
い
る
の
だ
。

 
三
章
以
下
、
〈
猫
〉
は
「
己
が
猫
で
あ
る
事
」
を
「
忘
却
」
し
、
も
は
や
「
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同
族
を
糾
合
し
て
二
本
足
の
先
生
と
雌
雄
を
決
し
や
う
杯
と
い
う
量
見
は
」
「

毛
頭
」
な
く
、
「
折
々
は
吾
輩
も
亦
人
間
界
の
一
人
だ
と
思
ふ
折
さ
へ
あ
る
」

と
い
う
。
〈
猫
V
も
ま
た
作
者
の
生
理
に
吸
収
さ
れ
、
、
三
章
な
か
ば
金
田
夫
人

の
登
場
と
と
も
に
、
〈
猫
V
は
金
田
邸
を
敵
陣
と
見
立
て
正
義
漢
ぶ
り
を
発
揮

す
る
。
さ
ら
に
は
「
猫
と
錐
も
社
会
的
動
物
」
で
あ
り
、
 
「
或
る
程
度
迄
は
社

会
と
調
和
し
て
行
か
ね
ば
な
ら
ん
」
 
（
五
）
な
ど
と
も
い
う
。
す
で
に
〈
猫
伝

〉
ど
作
者
み
ず
か
ら
呼
ぶ
発
想
は
う
す
れ
、
猫
は
後
備
に
退
い
た
観
察
者
と
な

る
。
「
迷
亭
、
寒
月
諸
先
生
の
評
判
丈
で
御
免
蒙
る
」
 
（
三
）
と
言
い
、
ま
た

 
「
い
く
ら
写
生
文
を
鼓
吹
す
る
吾
輩
で
も
」
「
二
六
時
中
精
細
な
る
描
写
」
 
（

五
）
は
不
可
能
だ
な
ど
と
も
い
う
。
時
に
台
所
で
鼠
た
ち
を
相
手
に
日
本
海
海

戦
の
パ
ロ
デ
ィ
な
ど
を
演
ず
る
が
（
五
）
、
こ
れ
も
戯
文
の
態
を
出
る
も
の
で

．
は
な
い
。
か
く
し
て
場
面
、
話
柄
は
お
の
ず
か
ら
に
平
面
上
を
滑
り
、
、
作
者
の

日
常
、
生
理
に
即
し
て
円
転
無
限
の
相
を
示
す
。
事
実
、
作
者
も
ま
た
こ
の
五

章
ま
で
を
収
め
た
「
猫
」
上
篇
自
序
に
、
 
「
此
手
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
」
と
し
，
る
し
て
い
る
。

 
か
く
し
て
「
猫
」
の
鏡
舌
は
作
者
の
自
己
解
放
、
響
屈
の
放
出
と
も
な
る
が

生
理
の
必
然
は
ま
た
彼
自
身
を
切
り
さ
い
な
む
こ
と
と
も
な
る
。
〈
猫
〉
は
後

半
に
至
っ
て
苦
沙
弥
の
金
田
一
族
と
の
対
立
の
み
な
ら
ず
「
煙
雲
館
事
件
」
の

奮
闘
な
ど
を
告
げ
、
苦
沙
弥
の
肝
癩
が
す
で
に
常
規
を
逸
し
た
〈
狂
気
V
に
近

い
こ
ど
を
つ
た
え
る
。
△
猫
〉
は
主
人
の
ふ
る
ま
い
を
評
し
て
「
逆
上
」
と
言

い
、
 
「
臨
時
の
気
違
」
 
（
八
）
と
も
い
う
が
、
九
章
に
至
っ
て
主
人
を
椰
楡
し

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
ば
た
ず
ら

卜
す
る
く
猫
V
の
口
調
は
一
層
苛
烈
と
な
る
。
先
ず
主
人
の
「
痘
痕
面
」
が

痛
烈
に
誠
さ
れ
、
鏡
に
向
う
主
人
の
洒
落
っ
気
を
評
し
て
「
精
神
病
の
徴
候
か

も
知
れ
な
い
」
な
ど
と
い
う
。
苦
沙
弥
自
身
、
迷
謬
の
い
う
ご
と
く
自
分
の
「
感

「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」
論
一
そ
の
視
点
と
方
法
に
関
す
る
一
考
察

服
」
す
る
八
木
独
仙
自
体
が
「
多
少
痴
癩
的
系
統
に
属
」
し
、
 
「
景
趣
と
し
た

二
人
の
気
狂
の
子
分
を
有
し
て
居
る
」
と
す
れ
ば
、
 
「
自
．
分
も
亦
気
狂
に
縁
の

近
い
も
の
」
で
あ
ろ
う
と
い
う
。
い
や
、
「
ふ
ざ
け
廻
る
の
を
天
職
の
様
に
心

得
て
居
る
」
迷
亭
な
ど
も
「
全
く
陽
性
の
気
狂
「
で
あ
り
、
寒
月
も
、
金
田
夫

婦
も
、
あ
の
「
黒
雲
館
の
諸
君
」
も
皆
同
類
で
あ
る
。
 
「
こ
と
に
よ
る
と
社
会

は
み
ん
な
気
狂
の
寄
り
合
か
も
知
れ
」
ぬ
。
こ
う
な
る
と
「
分
別
の
あ
る
奴
は

却
っ
て
邪
魔
に
な
る
か
ら
、
癒
癩
院
と
い
ふ
も
の
を
作
っ
て
、
こ
㌧
へ
押
し
込

め
」
る
。
 
「
す
る
と
癒
癩
院
に
幽
閉
ざ
れ
て
居
る
も
の
は
普
通
の
人
で
、
院
外

で
あ
ば
れ
て
居
る
も
の
は
却
っ
て
気
狂
で
あ
る
」
。
こ
の
九
章
後
半
の
「
気
狂

」
談
議
は
〈
猫
〉
な
ら
ぬ
苦
沙
弥
自
身
の
考
察
で
あ
り
、
作
者
は
こ
の
く
猫
V

離
れ
を
〈
吾
輩
〉
の
「
読
心
術
」
に
よ
る
も
の
だ
と
、
い
さ
さ
か
苦
し
い
弁
解

を
し
て
い
る
。
こ
れ
を
「
苦
悩
の
緩
和
剤
と
し
て
の
譜
諺
」
で
あ
る
故
と
し
て

も
、
「
げ
ら
ノ
＼
笑
ひ
の
頂
点
」
（
吉
田
六
郎
「
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」
論
」
）

だ
と
言
い
き
る
こ
と
は
で
き
ま
い
。
苦
沙
弥
の
あ
ば
た
面
（
漱
石
も
そ
う
で
あ

、
つ
た
が
）
を
古
し
、
狂
気
に
こ
だ
わ
る
〈
猫
〉
な
ら
ぬ
背
後
の
作
者
の
眼
は
、

異
常
な
ま
で
に
執
拗
で
あ
り
、
そ
の
底
に
漂
う
も
の
は
重
く
、
に
が
い
。
即
ち

作
者
の
自
己
颯
刺
が
最
も
苛
烈
に
つ
ら
ぬ
か
れ
て
い
る
の
が
、
こ
の
九
章
で
は

な
い
の
か
。
そ
の
一
頂
点
と
し
て
、
た
と
え
ば
天
道
公
平
の
手
紙
の
次
の
ご
と

き
一
節
が
あ
る
。

 
 
 
 
 
た
の

 
 
「
血
止
を
侍
ま
ん
と
す
る
か
。
天
地
の
裡
に
何
を
た
の
ま
ん
と
す
る
か
。
／

神
？
／
神
は
人
間
の
苦
し
ま
ぎ
れ
に
捏
造
せ
る
土
偶
の
み
。
人
間
の
せ
つ
な
糞

の
凝
結
せ
る
臭
骸
の
み
。
生
む
ま
じ
き
を
翫
ん
で
安
し
と
云
ふ
。
」
「
猫
」
一

流
の
表
現
だ
が
、
漱
石
の
同
時
期
の
「
断
片
」
や
「
文
学
論
」
そ
の
他
に
見
る

も
の
と
あ
い
通
ず
る
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ほ
ぼ
同
時
期
の
も
の
と
目
さ
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れ
る
「
断
片
」
 
（
明
治
三
十
八
年
十
一
月
頃
よ
り
三
十
九
年
夏
芝
ま
で
と
推
定

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
マ
マ

ざ
れ
る
）
に
い
う
i
「
開
化
ノ
無
価
値
な
る
を
知
る
と
き
始
め
て
厭
世
観
を

起
す
。
開
化
の
無
価
値
な
る
を
知
り
つ
～
も
是
を
免
か
る
能
は
ざ
る
を
知
る
と

き
第
二
の
厭
世
観
を
起
す
。
菰
に
於
て
発
展
の
路
盤
ゆ
れ
ば
真
の
厭
世
的
文
学

と
な
る
。
も
し
発
展
す
れ
ば
形
而
上
に
安
心
を
求
む
べ
し
。
形
而
上
な
る
が
故

に
物
に
役
せ
ら
る
る
事
な
し
。
物
に
証
せ
ら
れ
ざ
る
が
故
に
安
楽
な
り
。
形
而

上
と
は
何
ぞ
。
何
物
を
捕
へ
て
形
而
上
と
云
ふ
か
。
世
間
的
に
安
心
な
し
。
、
安

心
あ
り
と
思
ふ
は
誤
な
り
」
～
レ
な
ど
の
語
を
み
れ
ば
、
明
ら
か
に
先
の
一
節

に
つ
な
が
る
も
の
が
読
み
と
れ
よ
う
。
言
わ
ば
漱
石
の
厭
世
、
醗
屈
が
、
行
く

も
地
獄
、
帰
る
も
地
獄
と
い
う
こ
の
苛
烈
な
文
明
批
判
に
つ
な
が
り
、
し
か
も

安
易
に
形
而
上
や
観
念
や
、
宗
教
の
世
界
に
逃
げ
込
も
う
と
せ
ぬ
、
し
た
た
か

な
認
識
者
の
姿
勢
に
発
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
注
目
す
べ

き
は
、
こ
0
よ
う
な
認
識
を
も
さ
ら
に
作
中
の
一
人
物
の
言
辞
に
託
し
、
し
か

も
こ
れ
が
例
の
独
仙
の
「
二
人
の
気
狂
の
子
分
」
の
ひ
と
り
の
認
識
で
あ
る
と

い
う
ふ
う
に
誠
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

 
し
か
も
天
道
公
平
の
言
う
と
こ
ろ
は
独
仙
の
哲
学
に
つ
な
が
り
、
留
鳥
は
す

で
に
先
の
章
（
八
）
に
お
い
て
「
西
洋
の
文
明
は
積
極
的
、
進
取
的
か
も
」
知

れ
ぬ
が
、
「
不
満
足
で
一
生
を
く
ら
す
人
の
作
っ
た
文
明
」
で
あ
り
、
そ
の
影

響
下
に
あ
る
我
々
を
必
ず
し
も
救
う
も
の
で
は
な
い
と
い
う
。
こ
れ
も
ま
た
「

英
人
の
文
学
は
安
慰
を
与
ふ
る
の
文
学
に
あ
ら
ず
刺
激
を
与
ふ
る
の
文
学
な

り
。
人
の
塵
虚
を
一
掃
す
る
の
文
学
に
あ
ら
ず
し
て
証
人
を
俗
了
す
る
の
文
学

な
り
」
（
「
断
片
」
明
三
八
～
三
九
）
と
い
う
認
識
に
つ
な
が
る
も
の
だ
が
、
し

か
し
苦
沙
弥
を
「
感
服
」
せ
レ
め
た
独
仙
と
い
う
存
在
も
ま
た
、
迷
亭
の
辛
辣

な
批
判
に
よ
っ
て
滑
稽
化
さ
れ
る
。
す
で
に
明
ら
か
な
ご
と
く
、
苦
沙
弥
は
も

と
よ
り
独
仙
も
迷
亭
も
作
者
の
あ
ざ
や
か
な
分
身
で
あ
り
、
作
者
の
自
己
相
対

化
は
と
ど
ま
る
と
こ
ろ
を
知
ら
ぬ
か
に
み
え
る
。
〈
猫
の
眼
〉
に
よ
る
戯
画
、

そ
の
徹
底
し
た
人
間
調
刺
と
い
う
方
法
は
、
写
生
文
と
い
う
枠
の
底
を
踏
み
ぬ

き
、
一
種
独
自
の
批
評
的
戯
文
を
生
み
出
し
た
と
言
っ
て
よ
い
。
〈
猫
の
眼
V

と
い
う
方
法
の
独
自
性
は
、
そ
の
仮
構
の
眼
の
顕
在
化
に
よ
っ
て
、
作
中
人
物

と
の
無
限
の
距
離
を
生
み
、
そ
の
批
評
と
課
刺
は
な
ん
ら
の
抵
抗
物
を
も
斜
な

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

わ
ぬ
、
一
種
透
明
無
雑
な
く
批
評
的
空
間
V
を
生
み
出
す
。
し
か
し
、
「
猫
」

の
矛
盾
も
ま
た
そ
こ
に
あ
る
。
「
形
而
上
な
る
が
故
に
物
に
役
せ
ら
る
る
事
な

し
」
と
い
う
先
の
言
葉
を
と
れ
ば
、
余
り
に
も
無
雑
な
る
〈
批
評
的
空
間
〉
な

る
が
故
に
、
物
（
対
象
あ
る
い
は
実
在
）
に
「
役
せ
ら
る
る
事
な
し
」
と
い
う
こ

 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

と
に
な
ろ
う
。
「
寄
席
」
は
は
ね
た
と
い
ヶ
作
者
の
感
慨
の
し
る
さ
れ
る
ゆ
え
，

ん
で
あ
り
、
あ
と
に
は
落
書
た
る
万
物
流
転
の
む
な
し
さ
と
、
無
限
に
続
く
日

常
の
果
て
を
象
徴
す
る
ご
と
く
、
〈
猫
〉
の
死
が
訪
れ
る
ほ
か
は
な
い
。

五

 
漱
石
の
狂
気
と
は
「
浪
曼
的
或
は
詩
的
狂
熱
」
の
別
名
で
あ
り
、
そ
れ
は
一

種
の
「
浪
曼
的
反
語
」
と
も
よ
ぶ
べ
き
方
法
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
。
そ
の
「

狂
気
の
危
機
か
ら
の
脱
出
は
、
確
た
る
自
覚
の
表
現
た
る
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る

』
の
如
き
反
語
文
学
に
よ
ら
ね
ば
達
成
し
難
か
っ
た
」
 
（
吉
田
六
郎
）
と
い
う

評
家
の
指
摘
は
頷
く
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
さ
ら
に
重
要
な
こ
と
は
漱

石
自
身
が
、
そ
の
「
確
た
る
自
覧
」
の
故
に
、
こ
の
「
猫
」
の
方
法
の
限
界
を

も
よ
く
意
識
し
え
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
勘
く
と
も
「
猫
」
に
よ
る
欝
屈
の

解
放
と
は
そ
の
一
面
で
あ
り
、
そ
の
さ
ら
な
る
解
放
を
求
め
れ
ば
-
作
家
た

る
こ
と
の
詩
的
想
像
力
や
、
あ
る
倫
理
的
渇
望
と
よ
ぶ
ほ
か
は
な
い
な
に
も
の
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か
へ
の
自
己
投
入
で
あ
ろ
う
。
そ
の
な
に
も
の
か
無
く
し
て
、
「
猫
」
の
あ
の

狂
熱
的
自
己
雲
華
と
も
よ
ぶ
べ
き
苛
烈
な
表
現
も
あ
り
え
な
か
っ
た
は
ず
で
あ

る
。
言
う
ま
で
も
な
く
「
猫
」
と
並
行
し
て
書
か
れ
た
「
倫
敦
塔
」
以
下
「
趣

味
の
遺
伝
」
に
及
ぶ
七
篇
の
「
濫
虚
集
」
所
収
の
作
品
群
で
あ
り
、
こ
の
両
者

の
相
関
並
列
を
抜
ぎ
に
し
て
、
・
「
猫
」
の
方
法
自
体
の
あ
り
よ
う
を
論
議
す
る

こ
と
は
で
き
ま
い
。
た
だ
も
は
や
、
こ
こ
で
両
者
の
対
比
相
関
を
論
ず
る
余
裕

は
な
く
、
ま
た
「
濫
上
将
」
の
構
造
的
解
明
、
あ
る
い
は
諸
篇
の
鑑
賞
に
つ

い
て
は
別
稿
を
期
す
る
ほ
か
は
な
い
が
、
 
「
倫
敦
塔
」
以
下
の
諸
多
に
よ
っ
て

ま
さ
に
漱
石
の
「
浪
曼
的
或
は
詩
的
狂
熱
」
な
る
も
の
が
ア
イ
ル
ニ
カ
ル
な

一
面
を
孕
み
つ
つ
も
、
な
お
そ
の
詩
的
渇
望
と
も
い
う
べ
き
も
の
の
独
自
の
造

型
、
あ
る
い
は
放
射
を
示
し
て
い
る
こ
と
だ
け
は
指
摘
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ

．
つ
。
・

 
た
だ
敢
え
て
つ
け
加
え
れ
ば
、
「
白
露
行
」
の
終
末
ー
ギ
ニ
ヴ
ィ
ア
の
流

す
「
熱
き
涙
」
さ
ら
に
は
「
趣
味
の
遺
伝
」
の
末
尾
、
〈
余
〉
の
流
す
「
清
き

涼
し
き
涙
」
へ
の
言
及
の
終
る
と
こ
ろ
が
ら
、
「
猫
」
の
狂
気
へ
の
呵
責
な
き

課
語
は
は
じ
ま
る
。
 
「
猫
」
に
欠
落
す
る
も
の
は
こ
の
く
涙
V
の
志
向
す
る
世

界
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
猫
し
の
文
明
批
判
や
道
義
の
主
張
と
矛
盾
す
る
も
の
で

は
な
い
。
そ
こ
に
は
く
猫
の
眼
V
と
い
う
仮
構
の
限
界
が
見
ら
れ
、
十
章
と
並

行
し
て
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
が
書
か
れ
る
理
由
も
ま
た
、
こ
れ
と
無
縁
で
は
な

，
い
。
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
の
末
尾
-
清
の
死
を
描
き
、
名
も
な
き
庶
民
と
し
て

市
井
の
生
活
の
な
か
に
消
え
ゆ
く
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
末
路
を
語
る
作
者
の
眼
底

に
、
あ
の
ひ
そ
か
な
く
熱
き
涙
V
が
用
意
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
は
言
え
ま

 
 
 
 
 
ロ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
ヘ
 
 
へ

い
。
か
く
し
て
「
猫
」
の
終
章
（
十
章
）
が
書
か
れ
、
作
者
は
「
所
謂
写
実
の

ヘ
 
 
へ

極
致
と
い
ふ
奴
を
の
べ
つ
に
御
覧
に
入
れ
」
 
（
「
明
三
九
・
五
・
五
、
森
田
草

「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」
三
一
そ
の
視
点
と
方
法
に
関
す
る
～
考
察

 
平
宛
書
簡
、
傍
点
原
文
）
る
と
い
う
。
た
も
か
に
苦
沙
弥
以
下
、
迷
亭
、
影
野

」
寒
月
、
東
風
ら
と
役
者
は
そ
ろ
い
、
互
い
に
気
炎
を
あ
げ
て
舞
台
は
閉
じ
る
が

 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

 
「
写
実
の
極
致
」
と
い
う
作
者
の
語
気
は
、
」
注
目
す
べ
き
も
の
が
あ
ろ
う
。

 
 
「
太
平
の
逸
民
」
た
ち
の
論
議
は
こ
こ
で
も
お
の
ず
か
ら
に
二
十
世
紀
の
文

明
批
判
、
さ
ら
に
は
そ
の
渦
申
に
生
き
る
人
間
批
判
に
焦
点
を
結
ぶ
。
「
昔
の

人
は
己
れ
を
忘
れ
う
と
教
へ
た
」
が
、
 
「
今
の
入
は
己
れ
を
忘
れ
る
な
と
教
へ

 
る
」
。
だ
か
ら
「
二
六
時
中
己
れ
と
云
ふ
意
識
を
以
て
充
満
し
て
居
る
。
そ
れ

だ
か
ら
二
六
時
中
太
平
の
碍
は
な
い
。
い
つ
で
も
焦
熱
地
獄
だ
」
と
独
得
は
い

 
う
。
 
「
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
し
き
苦
痛
で
あ
る
」
と
苦
沙
 
'

弥
潔
い
う
。
論
は
お
の
ず
か
ら
に
親
子
論
、
夫
婦
論
、
男
女
論
、
芸
術
論
に
発

展
し
、
要
は
「
個
人
」
と
い
う
も
の
が
強
く
な
り
、
「
人
と
人
の
間
に
空
間
が

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0

な
く
な
っ
て
、
生
き
て
る
の
が
窮
屈
に
」
な
っ
た
せ
い
で
、
す
べ
て
は
そ
の
反

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2

映
だ
と
迷
亭
が
い
う
。
か
く
し
て
「
個
性
発
展
の
結
果
み
ん
な
神
経
衰
弱
を
起
 
 
く

し
て
、
始
末
が
つ
か
な
く
な
っ
た
時
、
王
者
の
民
蕩
々
た
り
と
云
ふ
句
の
価
値

を
始
め
て
発
見
す
る
」
。
し
か
し
湿
す
で
に
遅
し
と
い
う
ほ
か
は
な
い
と
、
独
、

仙
が
締
め
く
く
り
を
つ
け
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

 
作
者
が
「
写
実
の
極
致
」
と
い
う
時
、
結
局
は
こ
の
よ
う
な
自
己
心
底
の
人

間
観
の
底
を
踏
み
ぬ
い
て
ゆ
く
以
外
に
何
が
あ
る
の
か
と
言
い
た
げ
で
あ
る
。

恐
ら
く
こ
の
時
、
作
者
に
は
未
だ
「
道
草
」
の
世
界
は
見
え
て
い
な
か
っ
た
は

ず
で
あ
る
。
 
「
寄
席
し
は
は
ね
、
逸
民
た
ち
は
散
っ
て
い
っ
た
℃
十
年
近
く
の

後
～
再
び
作
者
は
こ
の
場
に
帰
っ
て
来
る
。
「
太
平
の
逸
民
」
な
ら
ぬ
、
そ
こ

に
は
絶
ち
が
た
く
、
消
し
が
た
い
く
日
常
V
や
過
去
の
亡
霊
を
背
負
っ
て
立
つ

主
人
公
（
健
三
）
の
姿
が
あ
る
。
恐
ら
く
「
道
草
」
の
作
者
に
と
っ
て
、
「
猫
」



Σ

の
限
界
は
あ
ざ
や
か
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
⑩
し
か
し
ま
た
i
，
「
彼
は
血
に
餓

 
 
 
 
 
ひ
と

え
た
。
し
か
も
他
を
屠
る
事
が
出
来
な
い
の
で
己
む
を
得
ず
自
分
の
血
を
三
っ

て
満
足
し
た
。
，
／
予
定
の
枚
数
を
書
き
了
へ
た
時
、
彼
は
筆
を
投
げ
て
畳
の
上

に
倒
れ
た
。
／
・
「
あ
っ
、
あ
っ
」
／
彼
は
獣
と
同
じ
や
う
な
声
を
揚
ザ
だ
レ
（

 
 
 
 
 
 
 
ノ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
コ
 
 
 
ロ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
き

「
道
草
」
百
一
）
・
と
い
う
時
、
そ
れ
は
「
道
草
」
執
筆
時
の
衝
迫
の
み
で
億
あ

る
ま
い
。
苦
沙
弥
も
迷
亭
も
独
仙
も
、
す
べ
て
が
作
者
の
分
身
と
し
て
あ
ぎ
や

か
に
生
き
る
「
猫
」
め
方
法
は
、
ま
た
自
己
を
食
い
つ
く
す
方
法
で
も
あ
う
た

 
 
 
 
 
ヤ
 
 
へ
 
ぎ
 
ヘ
 
へ

は
ず
だ
。
「
写
実
の
極
致
」
と
い
う
言
葉
は
、
こ
の
「
道
草
」
と
「
猫
」
の
二

重
映
し
の
な
か
に
こ
そ
見
事
に
生
き
る
。
「
芸
術
は
自
己
の
表
現
に
始
ま
っ
て

自
己
の
表
現
に
終
る
」
 
（
「
文
展
と
芸
術
」
）
ど
い
う
「
猫
」
の
作
者
は
、
北

し
か
に
そ
の
第
一
歩
を
踏
み
出
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

 
註
 
「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」
下
篇
序
に
一
「
『
猫
』
と
、
婆
へ
落
ち
る
時

 
分
は
、
巻
中
の
主
人
公
苦
沙
弥
先
生
と
同
じ
く
教
師
で
あ
っ
た
」
云
々
ど
あ

 
り
、
か
く
し
て
「
世
の
中
は
猫
の
目
玉
の
様
に
ぐ
る
一
廻
転
し
」
「
是
か

 
ら
ど
の
位
廻
転
す
る
か
わ
か
ら
な
い
。
只
長
へ
に
変
ら
ぬ
む
の
は
甕
の
中
の

 
猫
の
中
の
眼
玉
の
中
の
瞳
だ
け
で
あ
る
」
と
あ
る
。
こ
の
く
…
猫
の
瞳
V
こ
そ

 ．

ﾍ
漱
石
の
「
裡
な
る
作
家
の
眼
の
誕
生
で
あ
り
、
そ
の
体
認
で
」
あ
る
と
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ

 
か
つ
て
し
る
し
た
が
、
岩
波
版
全
集
に
よ
っ
て
「
『
猫
』
の
」
と
引
用
し

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ

 
た
。
し
か
し
初
出
に
よ
れ
ば
「
．
『
猫
』
と
」
と
し
る
さ
れ
て
い
る
こ
ど
に
気

 
づ
き
、
ま
さ
に
末
尾
の
一
句
の
示
す
と
こ
ろ
が
く
猫
V
な
ら
ぬ
、
作
者
自
身

 
の
作
家
開
眼
の
自
待
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
改
め
て
確
認
さ
れ

 
た
よ
う
に
思
う
。
こ
の
序
の
し
る
さ
れ
た
の
が
朝
日
新
聞
入
社
（
明
四
〇
・

 
五
）
の
．
直
後
で
あ
る
こ
と
も
そ
の
傍
証
と
な
ろ
う
。

（ 122 ）


