
「
吾
輩
」
は
な
ぜ
「
猫
」
で
あ
る
の
か

夏
目
漱
石
は
日
本
近
代
文
学
の
第
一
人
者
で
あ
る
。
し
か
し
彼
は
、
創
作
の

面
で
最
初
か
ら
意
識
的
に
前
近
代
と
訣
別
し
、
西
洋
の
近
代
小
説
の
創
作
手
法

で
小
説
を
創
作
し
た
中
国
近
代
文
学
の
第
一
人
者
・
魯
迅
と
違
い
、
前
半
の
主

要
作
品
、
た
と
え
ば
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
か
ら
『
虞
美
人
草
』
ま
で
の
長
篇

小
説
の
な
か
で
、
前
近
代
の
「
過
去
」
に
連
帯
感
を
持
ち
、
し
か
も
そ
れ
に
依

拠
し
て
近
代
的
な
「
現
在
」
を
痛
烈
に
批
判
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
『
坑
夫
』

か
ら
『
明
暗
』
ま
で
の
長
篇
小
説
の
な
か
で
は
、
「
過
去
」
が
主
人
公
の
「
現

在
」
批
判
の
積
極
的
な
依
拠
か
ら
主
人
公
自
身
へ
の
消
極
的
な
「
圧
迫
」
に
変

わ
っ
て
し
ま
い
、
「
過
去
」
に
対
す
る
漱
石
の
態
度
が
大
き
く
変
わ
っ
た
わ
け

だ
が
、
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
前
近
代
に
依
拠
し
た
事
実
、
つ
ま
り
『
虞

美
人
草
』
ま
で
の
小
説
群
と
前
近
代
の
「
過
去
」
と
の
本
質
的
な
関
連
が
、
そ

れ
に
よ
っ
て
消
え
た
わ
け
で
は
な
い
。
だ
か
ら
、
『
虞
美
人
草
』
ま
で
の
小
説

群
を
研
究
す
る
時
に
、
や
は
り
こ
の
事
実
を
し
っ
か
り
と
踏
ま
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
で
あ
る
。

李

　

　

　

　

国

　

棟

『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
は
漱
石
の
最
初
の
長
篇
小
説
で
あ
る
。
こ
の
小
説
に

関
す
る
近
来
の
研
究
が
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
近
代
的
な
掘
り
下
げ
に
偏
り
過
ぎ

て
、
事
実
か
ら
浮
き
上
が
っ
た
論
究
が
続
い
て
い
る
よ
う
だ
。
し
た
が
っ
て
本
一

文
で
は
、
こ
の
問
題
を
指
摘
し
な
が
ら
、
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
と
前
近
代
の
　
1
5

「
過
去
」
と
の
本
質
的
な
関
連
に
つ
い
て
自
分
の
意
見
を
述
べ
て
み
た
い
。
－

江
藤
淳
氏
は
『
漱
石
と
そ
の
時
代
』
と
題
す
る
長
い
漱
石
伝
記
を
執
筆
中
で

あ
る
が
、
そ
の
第
一
部
（
新
潮
選
書
、
昭
和
四
十
五
年
八
月
発
行
、
平
成
七
年

六
月
三
十
四
刷
）
　
で
、
「
彼
が
育
っ
た
の
は
不
動
の
秩
序
に
守
ら
れ
て
い
た
江

戸
時
代
で
は
な
く
て
、
そ
の
秩
序
が
日
に
日
に
崩
れ
落
ち
て
行
っ
た
『
文
明
開

化
』
の
時
代
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
な
お
金
之
助
の
感
受
性
の
一
端

は
、
意
識
が
は
っ
き
り
と
と
ら
え
た
こ
と
の
な
い
こ
う
い
う
過
去
に
根
ざ
し
て

い
た
」
（
第
一
章
　
慶
応
三
年
）
と
述
べ
て
い
る
。



漱
石
の
「
感
受
性
の
一
端
」
は
ま
だ
「
過
去
に
根
ざ
し
て
い
た
」
と
い
う
指

摘
は
非
常
に
重
安
で
、
わ
た
し
は
全
く
同
感
で
あ
る
。
し
か
し
、
江
藤
氏
は
た

だ
漱
石
の
幼
少
時
代
を
論
述
す
る
時
に
し
か
「
過
去
」
と
の
関
連
を
重
視
し
て

お
ら
ず
、
い
ざ
そ
の
文
学
作
品
を
解
釈
す
る
と
な
る
と
、
た
だ
ち
に
近
代
的
な

解
釈
を
全
面
的
に
展
開
し
始
め
た
。

『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
と
い
う
小
説
の
タ
イ
ト
ル
は
た
い
へ
ん
面
白
い
が
、

こ
の
タ
イ
ト
ル
の
面
白
さ
に
つ
い
て
、
江
藤
氏
は
こ
う
解
釈
し
て
い
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、
「
異
化
」
の
構
造
と
い
え
ば
、
宝
口
輩
は
猫
で
あ
る
。

名
前
は
ま
だ
無
い
》
と
い
う
、
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
巻
頭
の
一
行
ほ
ど
、

こ
の
小
説
の
破
壊
的
な
構
造
を
端
的
に
表
示
し
て
い
る
も
の
は
な
い
。
そ

れ
は
「
吾
輩
」
と
い
う
、
明
治
の
知
的
・
特
権
的
日
本
人
に
よ
っ
て
用
い

ら
れ
た
一
人
称
と
「
猫
」
と
を
イ
ク
ォ
ー
ル
の
等
号
で
連
結
さ
せ
、
「
猫
」

に
語
り
手
の
視
点
を
置
い
て
終
始
一
貫
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
文
が
、
一
見

「
S
は
P
な
り
」
と
い
う
形
式
論
理
学
の
形
を
踏
ん
で
い
る
だ
け
に
、
パ

ロ
デ
ィ
化
さ
れ
た
こ
の
擬
似
定
式
の
内
包
す
る
ね
じ
れ
と
嘲
笑
と
は
、
ほ

と
ん
ど
グ
ロ
テ
ス
ク
な
凄
味
を
漂
わ
せ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
平
成
五
年
十
月
に
出
版
さ
れ
た
『
漱
石
と
そ
の
時
代
第
三
部
』
（
新

潮
選
書
）
　
の
第
一
章
「
名
前
の
な
い
猫
」
に
書
か
れ
た
江
藤
氏
の
意
見
で
あ
る
。

多
く
の
学
者
が
繰
り
返
し
分
析
し
た
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
の
第
一
句
を
、
江

藤
氏
は
西
欧
小
説
の
伝
統
的
手
法
に
対
す
る
「
異
化
」
と
い
う
観
点
か
ら
も
う

一
度
分
析
し
、
「
猫
」
と
い
う
「
語
り
手
視
点
」
の
設
定
の
重
要
性
と
、
「
猫
で

あ
る
」
こ
と
の
中
に
含
ま
れ
た
「
ね
じ
れ
と
嘲
笑
」
を
指
摘
し
て
い
る
わ
け
だ

が
、
し
か
し
、
こ
の
一
句
は
本
当
に
そ
れ
ほ
ど
高
レ
ベ
ル
の
小
説
理
論
的
な
意

義
を
持
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
？

江
藤
氏
は
ま
た
的
一
句
の
後
文
「
名
前
は
ま
だ
な
い
」
を
中
国
の
老
子
哲
学

の
概
念
「
無
名
」
と
結
び
つ
け
て
、
「
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
の
『
猫
』
に

『
名
前
は
ま
だ
無
い
』
の
は
、
『
猫
』
が
こ
れ
以
外
の
ど
の
世
界
で
も
な
い

『
無
名
』
の
、
即
ち
名
辞
以
前
の
世
界
に
属
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
表
示
以
外

の
何
も
の
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
」
（
前
掲
容
幻
二
章
）
と
分
析
し
、
一

し
か
も
こ
の
上
に
第
一
句
の
前
文
と
後
文
の
つ
な
が
り
を
こ
の
よ
う
に
指
摘
し
　
1
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て

い

る

。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

－

彼
は
、
第
一
命
題
に
「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」
　
の
擬
似
定
式
を
掲
げ
る
こ

と
に
よ
り
、
一
切
の
日
常
的
世
界
を
「
非
日
常
化
」
し
、
「
異
化
」
し
て
、

パ
ロ
デ
ィ
の
世
界
を
現
出
さ
せ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
い
か
に
「
異
化
」

に
よ
っ
て
形
式
論
理
を
嘲
笑
し
、
西
欧
近
代
小
説
の
手
法
を
骨
抜
き
に
し

て
み
せ
た
と
し
て
も
、
こ
の
世
界
が
い
ま
だ
に
言
語
の
世
界
、
即
ち
「
名
」

の
世
界
に
と
ど
ま
り
つ
づ
け
て
い
る
こ
と
に
お
い
て
何
の
変
わ
り
も
な
い
。

こ
こ
に
お
い
て
、
漱
石
は
、
そ
の
第
二
命
題
と
し
て
「
名
前
は
ま
だ
無

い
」
を
掲
げ
、
「
名
」
　
の
世
界
を
一
挙
に
陥
没
さ
せ
、
吸
収
し
去
っ
て
余



す
と
こ
ろ
の
な
い
「
無
名
」
の
、
名
辞
以
前
の
始
源
的
な
世
界
を
、
「
名
」

即
ち
言
語
の
世
界
と
対
置
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
（
同
前
）

江
藤
氏
の
こ
の
掘
り
下
げ
は
深
い
と
い
え
は
深
い
が
、
し
か
し
、
『
吾
輩
は

猫
で
あ
る
』
　
の
第
一
句
お
よ
び
そ
の
タ
イ
ト
ル
に
な
っ
た
前
文
の
意
義
は
、
あ

ま
り
に
も
人
為
的
に
高
く
引
き
上
げ
ら
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

周
知
の
よ
う
に
、
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
は
最
初
か
ら
長
篇
小
説
と
し
て
で

は
な
く
、
た
だ
第
一
節
だ
け
で
終
わ
る
分
量
の
短
い
エ
ッ
セ
ー
と
し
て
創
作
さ

れ
た
の
で
あ
り
、
小
著
『
夏
目
漱
石
文
学
主
脈
研
究
』
（
北
京
大
学
出
版
社
、

一
九
九
〇
年
五
月
）
　
の
第
三
章
第
一
節
で
詳
述
し
た
が
、
漱
石
は
そ
の
第
四
節

を
書
き
終
え
た
後
で
も
、
ま
だ
猫
の
た
め
に
比
較
的
安
定
し
て
い
て
、
し
か
も

自
由
自
在
に
議
論
で
き
る
人
間
を
超
え
た
立
場
を
探
し
当
て
ず
、
言
い
換
え
れ

ば
、
長
篇
小
説
と
し
て
の
構
想
が
第
五
節
か
ら
や
っ
と
漱
右
の
心
に
固
ま
っ
た

の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
の
第
一
節
の
第
一
句
を
書
く
と

き
に
、
漱
石
は
ど
う
し
て
そ
れ
を
も
っ
て
「
こ
の
小
説
の
破
壊
的
な
構
造
を
端

的
に
表
示
」
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
？
漱
石
の
小
説
創
作
過
程
を
検
討
し
て
も

分
か
る
よ
う
に
、
漱
石
は
だ
い
ぶ
後
の
『
三
四
郎
』
の
創
作
段
階
に
入
っ
て
始

め
て
西
欧
近
代
小
説
の
創
作
手
法
を
マ
ス
タ
ー
し
た
の
だ
か
ら
、
ど
う
し
て
西

欧
近
代
小
説
の
創
作
手
法
を
全
く
身
に
つ
け
て
い
な
い
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』

の
創
作
段
階
で
、
「
西
欧
小
説
の
伝
統
的
手
法
を
破
壊
し
尽
く
し
て
や
ま
ず
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
か
ら
ロ
ッ
ク
に
い
た
る
西
欧
の
哲
学
を
嘲
笑
し
尽
く
し
て
な

お
や
ま
な
い
作
品
」
　
（
江
藤
淳
氏
の
評
価
）
　
で
あ
る
「
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ

ソ
デ
ー
」
を
創
作
し
た
ロ
ー
レ
ソ
ス
・
ス
タ
ー
ソ
と
同
じ
く
西
洋
の
近
代
小
説

の
創
作
手
法
を
「
異
化
」
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
？

『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
を
読
ん
で
、
猫
か
ら
人
間
社
会
を
諷
刺
す
る
と
い
う

所
に
確
か
に
漱
石
の
奇
抜
さ
が
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
別
に
西
洋
の

影
響
が
な
く
て
も
、
充
分
考
え
ら
れ
る
設
定
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
人
間
社

会
を
諷
刺
す
る
も
の
と
し
て
「
猫
」
を
選
ん
だ
と
い
う
所
に
、
む
し
ろ
日
本
固

有
の
文
学
伝
統
が
強
く
影
響
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
私
は
思
う
が
、
次

節
か
ら
、
こ
の
点
に
つ
い
て
詳
し
く
検
討
し
て
み
よ
う
。

二

「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
捻
じ
れ
と
面
白
さ
は
、
小
説
全

体
の
構
成
に
密
接
に
か
か
わ
っ
て
い
る
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
漱
石
自
身
の

自
嘲
に
密
接
に
か
か
わ
っ
て
い
る
と
い
っ
た
方
が
妥
当
か
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
小
説
を
最
初
か
ら
最
後
ま
で
調
べ
て
み
た
ら
、
漱
石
の
自
嘲
が
至
る
と

こ
ろ
に
出
て
い
る
。

17

吾
輩
は
時
々
忍
び
足
に
彼
の
書
斎
を
覗
い
て
見
る
が
彼
は
よ
く
昼
殊
を

し
て
い
る
事
が
あ
る
。
時
々
読
み
か
け
て
あ
る
本
の
上
に
柾
を
た
ら
し
て

居
る
。
彼
は
胃
弱
で
皮
膚
の
色
が
淡
黄
色
を
帯
び
て
弾
力
の
な
い
不
活
発

な
徴
侯
を
あ
ら
は
し
て
居
る
。
其
癖
に
大
飯
を
食
ふ
。
大
飯
を
食
っ
た
後



で
「
タ
カ
チ
ャ
ス
タ
ー
ゼ
」
を
飲
む
。
飲
ん
だ
後
で
書
物
を
ひ
ろ
げ
る
。

二
三
ペ
ー
ジ
読
む
と
眠
く
な
る
。
証
を
本
の
上
へ
垂
ら
す
。
是
が
彼
の
毎

夜
繰
り
返
す
日
課
で
あ
る
。

『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
の
第
一
章
で
は
、
漱
石
は
自
分
自
身
の
こ
と
を
こ
の

よ
う
に
自
嘲
し
て
い
る
。
実
際
、
彼
は
毎
晩
の
よ
う
に
本
の
上
に
誕
を
た
ら
し

て
暮
ら
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
、
し
か
し
、
わ
ざ
と
そ
う
書
く
と
、

自
嘲
の
面
白
さ
が
出
る
し
、
ま
た
彼
の
仲
間
た
ち
が
彼
の
こ
の
よ
う
な
自
嘲
を

読
む
と
、
「
ハ
、
ハ
、
ハ
1
」
と
大
笑
い
を
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
自
嘲
は
第
一
章
に
限
ら
ず
、
第
九
章
で
も
見
ら
れ
る
。

究
資
料
叢
書
・
夏
目
漱
石
』
有
精
堂
、
昭
和
四
十
五
年
一
月
）
　
と
題
す
る
論
文

の
な
か
で
、
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
と
ス
フ
ィ
フ
ト
の
『
ガ
リ
バ
ー
旅
行
記
』

を
比
較
し
た
上
で
西
洋
と
東
洋
の
笑
い
の
理
論
を
援
用
し
、
『
吾
輩
は
猫
で
あ

る
』
　
の
笑
い
の
特
質
に
つ
い
て
こ
う
結
論
づ
け
て
い
る
。

こ
の
「
猫
」
　
の
笑
い
は
無
為
に
し
て
虚
静
な
る
存
在
論
的
笑
い
で
あ
り
、

解
き
え
な
い
矛
盾
を
、
よ
う
や
く
に
し
て
解
い
た
機
鋒
鋭
い
人
間
の
認
識

論
的
笑
い
で
は
な
い
。
世
界
に
対
す
る
態
度
も
、
否
定
の
否
定
即
ち
肯
定

的
で
は
な
く
、
む
し
ろ
否
定
的
で
あ
ろ
う
。
「
猫
」
　
の
笑
い
は
、
結
局
、

老
荘
の
虚
無
と
斉
物
の
思
想
を
受
け
つ
い
だ
笑
い
を
根
元
と
し
て
い
る
の

で
あ
ろ
う
。

18

主
人
は
痘
痕
面
で
あ
る
。
（
中
略
）
現
今
地
球
上
に
あ
は
っ
た
面
を
有

し
て
生
息
し
て
居
る
人
間
は
何
人
位
あ
る
か
知
ら
ん
が
、
吾
輩
が
交
際
の

区
域
内
に
於
て
打
算
し
て
見
る
と
、
猫
に
は
一
匹
も
な
い
。
人
間
に
は
た
っ

た
一
人
あ
る
。
而
し
て
其
一
人
が
即
ち
主
人
で
あ
る
。
甚
だ
気
の
毒
で
あ

る
。

以
上
の
二
例
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
漱
石
は
よ
く
自
分
自
身
の
身
体
の
欠
陥

や
欠
点
を
茶
化
し
て
自
嘲
し
て
い
る
が
、
こ
れ
が
ま
さ
に
漱
石
の
自
嘲
の
特
徴

で
あ
る
。

梅
原
猛
氏
は
、
『
「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」
　
の
笑
い
に
つ
い
て
』
（
『
日
本
文
学
研

こ
の
結
論
は
鋭
い
が
、
作
品
の
実
際
か
ら
浮
き
上
が
っ
た
感
じ
が
す
る
。

『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
の
笑
い
は
決
し
て
こ
ん
な
に
虚
無
的
・
哲
学
的
な
笑
い

で
は
な
い
。
第
十
一
章
な
ど
章
に
よ
っ
て
は
、
笑
い
に
老
荘
的
な
響
き
が
す
る

け
れ
ど
も
、
し
か
し
全
体
的
に
み
れ
ば
、
ほ
と
ん
ど
は
軽
く
て
感
情
的
な
笑
い

で
あ
る
。
前
に
引
用
し
た
漱
石
の
自
嘲
は
つ
ま
り
そ
の
例
証
な
の
で
あ
る
。

梅
原
氏
は
以
上
の
結
論
を
得
た
後
、
ま
た
「
と
も
あ
れ
、
『
猫
』
の
笑
い
の

分
析
は
、
我
々
に
漱
石
に
お
い
て
、
東
洋
的
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
西
洋
的
エ
ゴ
イ
ズ

ム
の
二
つ
の
矛
盾
し
た
思
想
の
流
れ
を
あ
き
ち
か
に
し
た
」
と
述
べ
て
い
る
が
、

梅
原
氏
の
こ
の
論
文
は
確
か
に
東
洋
と
西
洋
の
思
想
の
流
れ
を
「
あ
き
ら
か
に



し
た
」
と
い
え
る
。
し
か
し
、
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
の
笑
い
の
特
質
を
「
あ

き
ら
か
に
し
た
」
と
は
思
え
な
い
。
実
際
、
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
の
笑
い
の

特
質
を
分
析
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
漱
石
の
自
嘲
が
大
き
な
手
が
か
り
と
な
る
で

あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
前
に
引
用
し
た
漱
石
の
自
嘲
を
確
か
め
て
み
る
と
、
そ
の

特
徴
は
講
談
や
落
語
や
戯
作
文
学
な
ど
昔
の
庶
民
芸
術
一
般
の
特
散
に
通
じ
る

も
の
と
思
わ
れ
る
。

漱
石
が
若
い
時
に
よ
く
寄
席
に
通
っ
て
い
て
、
し
か
も
、
「
一
軒
お
い
て
隣

に
円
逆
を
見
懸
け
L
は
鼻
々
お
か
し
か
り
し
な
あ
い
つ
の
痘
痕
と
僕
の
と
数
に

し
た
ら
ど
ち
ら
が
多
い
だ
ろ
う
と
考
え
て
居
る
打
ち
い
つ
し
か
春
日
局
は
御
仕

舞
い
に
な
り
ぬ
」
（
明
治
二
十
四
年
七
月
九
日
、
正
岡
子
規
あ
て
の
書
簡
）
と

言
っ
た
ほ
ど
当
時
の
著
名
な
落
語
家
で
、
鼻
が
と
く
に
大
き
く
て
痘
痕
も
あ
る

円
滋
に
魅
了
さ
れ
た
の
だ
か
ら
、
落
語
や
講
談
の
自
嘲
的
な
話
術
や
「
オ
チ
」

の
手
法
は
、
も
ち
ろ
ん
漱
石
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
に
ち
が
い
な
い
。
し
か

し
一
方
、
戯
作
文
学
の
自
嘲
も
漱
石
に
強
く
影
響
し
た
よ
う
で
あ
る
。

明
治
文
学
と
い
え
ば
、
多
く
の
人
は
た
だ
ち
に
近
代
文
学
を
連
想
す
る
が
、

し
か
し
実
際
、
近
代
文
学
の
成
立
は
明
治
二
十
年
代
以
降
の
事
で
、
明
治
最
初

の
二
十
年
は
ま
さ
に
江
戸
時
代
の
戯
作
伝
統
を
引
い
た
戯
作
小
説
と
庶
民
の
啓

蒙
を
主
眼
と
す
る
政
治
小
説
の
天
下
で
あ
っ
た
。

当
時
の
戯
作
文
学
者
と
し
て
は
、
仮
名
垣
魯
文
は
一
番
有
名
だ
が
、
彼
が
明

治
三
年
か
ら
創
作
し
始
め
た
戯
作
小
説
『
西
洋
道
中
膝
栗
毛
』
は
当
時
、
「
拙

さ

い

は

ひ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

は

ん

も

と

著
の
膝
栗
毛
餞
倖
に
時
好
に
か
な
ひ
て
発
行
毎
都
千
に
下
ら
ず
梓
客
の
耳
た
ぶ

や

ん

や

く

　

　

　

　

こ

九

し

か

し

な

が

ら

作
者
の
ま
ぐ
れ
当
り
喝
采
々
々
讃
す
べ
し
是
乍
而
標
目
に
よ
る
所
敢
て
作
者
の

h

ノ

ウ

だ

し

　

　

　

　

　

　

　

　

さ

や

h

ノ

が

．

ノ

功
に
あ
ら
ず
と
せ
ん
。
（
改
行
）
毎
部
発
免
を
促
す
こ
と
急
な
れ
バ
校
合
の
手

す
み
や
か

を
待
た
ず
製
本
す
る
こ
と
神
速
な
り
」
（
『
西
洋
道
中
膝
栗
毛
』
第
八
編
の
「
凡

例
附
言
」
）
と
い
っ
て
彼
を
有
頂
天
に
し
た
ほ
ど
流
行
し
て
い
た
。
彼
が
明
治

十
二
年
か
ら
創
作
し
始
め
た
戯
作
小
説
『
高
橋
阿
伝
夜
叉
詔
』
も
大
い
に
流
行
っ

つ

が

　

　

や

て
い
て
、
「
初
編
の
発
免
に
引
き
続
き
、
息
を
も
継
せ
ず
矢
の
催
促
」
（
『
高
橋

阿
伝
夜
叉
詔
』
第
七
編
の
序
文
）
と
い
っ
た
ほ
ど
だ
っ
た
。

漱
石
が
江
戸
末
年
に
生
ま
れ
た
の
で
、
明
治
最
初
の
二
十
年
間
は
ち
ょ
う
ど

そ
の
人
間
形
成
期
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
二
十
年
間
に
流
行
っ
て
い

た
戯
作
小
説
は
彼
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
に
ち
が
い
な
い
。
こ
れ
ま
で
、
漱
一

石
と
そ
の
文
学
的
・
文
化
的
な
「
過
去
」
と
の
関
連
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
主
　
1
9

に
漢
学
を
中
心
と
し
て
進
め
ら
れ
て
い
た
が
、
実
は
、
明
治
二
十
年
ま
で
の
戯
－

作
小
説
も
漱
石
の
文
学
的
・
文
化
的
な
「
過
去
」
の
一
つ
で
、
し
か
も
非
常
に

重
要
た
二
　
つ
で
あ
る
。

仮
名
垣
魯
文
は
『
西
洋
道
中
膝
粟
毛
』
初
編
の
「
凡
例
」
で
ま
ず
彼
自
身
の

戯
作
的
創
作
態
度
を
表
明
し
て
い
る
。

や

つ

が

九

　

　

　

　

　

　

の

り

　

　

　

　

　

　

　

し

や

う

ご

僕
年
来
戯
作
の
筆
に
口
を
糊
せ
ど
滑
稽
の
道
に
疎
く
笑
語
頗
る
不
可
に

さ

う

し

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

と

　

　

　

　

　

い

か

ん

し
て
斯
る
稗
史
を
綴
ら
ん
こ
と
世
の
嘲
り
を
招
く
似
た
れ
ど
活
計
を
如
何

づ
さ
ん
モ
ろ
l
ノ
　
は
い
く
わ
ん
し
や
り
h
′

せ
ん
（
中
略
）
杜
撰
虔
漏
れ
稗
官
着
流
の
性
来
な
れ
れ
必
ず
し
も
論
じ
て

つ
ね

意
中
を
そ
こ
ね
給
ふ
な
址
書
く
こ
と
を
平
常
と
す
れ
バ
址
と
思
ふ
奉
れ
あ



あ
　
1
　
わ
　
れ
　
　
　
　
　
　
た
つ
L
や
　
　
　
　
か
な

ら
じ
鳴
呼
自
己
な
が
ら
達
者
な
る
哉

や
つ
が
れ
は
こ
れ
か
ら
笑
い
話
を
書
き
た
い
が
、
こ
の
道
に
は
慣
れ
て
い
な

い
の
で
、
世
の
中
に
笑
わ
れ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
に
頼
っ
て
飯
を
食
っ

て
い
る
か
ら
、
世
の
笑
い
な
ん
か
、
か
ま
う
余
裕
が
な
い
。
こ
の
笑
い
話
は
全

部
嘘
で
あ
る
。
こ
れ
が
分
か
る
と
、
ま
た
怒
ら
れ
る
だ
ろ
う
が
、
し
か
し
、
や

つ
が
れ
は
社
会
的
に
は
非
常
に
地
位
の
低
い
「
稗
官
署
流
」
　
で
、
嘘
を
つ
く
の

が
性
だ
か
ら
、
そ
れ
ほ
ど
怒
ら
な
い
で
ほ
し
い
。
や
つ
が
れ
は
い
つ
も
嘘
や
出

鱈
目
を
書
く
か
ら
、
考
え
れ
ば
本
当
に
恥
ず
か
し
い
。
し
か
し
、
い
つ
も
こ
う

い
う
恥
ず
か
し
い
こ
と
を
す
る
か
ら
、
今
は
も
う
こ
れ
を
址
と
は
思
わ
な
い
。

ま
た
時
に
は
「
あ
あ
、
自
分
は
よ
く
も
こ
う
い
う
嘘
や
出
鱈
目
を
書
け
る
の
ね
」

と
自
己
満
足
に
な
る
。

こ
れ
は
本
当
に
厭
ら
し
い
は
ど
の
低
い
戯
作
姿
勢
の
表
明
で
あ
る
。
『
西
洋

道
中
膝
栗
毛
』
の
各
編
の
最
初
に
少
し
ず
つ
序
言
が
入
っ
て
い
る
が
、
そ
の
第

三
編
の
「
自
序
」
　
で
、
仮
名
垣
魯
文
は
ま
た
、

け

い

せ

い

　

　

う

そ

　

’

こ

と

　

　

t

こ

と

　

，

そ

　

　

　

ば

か

戯
作
者
と
娼
妓
n
。
嘘
誕
が
誠
実
で
。
真
面
目
が
妄
語
な
り
。
不
倫
な

’

ご

ぴ

i

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

こ

は

い

ろ

　

げ

き
草
子
へ
正
史
の
模
擬
。
字
義
の
分
か
ら
ぬ
漢
語
の
声
色
。
解
せ
ぬ
唐
詩

か
の
お
い
ら
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
む
か
ひ
　
　
　
　
★
じ
わ
　
　
は
な
し
　
　
　
　
す
る
　
　
ひ
と
し

の
艶
鵡
石
n
。
彼
娼
婦
が
達
郎
に
対
接
て
。
篤
実
な
談
話
を
。
為
に
等
煩

お

も

し

ろ

　

　

　

　

け

’

l

′

ナ

く
。
佳
境
か
ら
わ
は
興
薄
し
。
（
第
三
篇
）

と
言
っ
て
、
戯
作
者
は
娼
婦
と
同
じ
く
嘘
ぽ
っ
か
り
で
、
愚
を
売
っ
て
客
の
笑

い
を
頂
く
こ
と
だ
け
を
目
的
と
し
て
い
る
と
自
嘲
し
て
い
る
。
彼
の
「
成
業
意

識
」
が
は
っ
き
り
と
反
映
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
ん
な
に
低
い
社
会
的
地
位
で
、
し
か
も
こ
の
よ
う
な
賎
し
い
戯
作
的
創
作

燈
度
で
創
作
し
た
の
だ
か
ら
、
『
西
洋
道
中
膝
栗
毛
』
は
面
白
い
け
れ
ど
も
、

低
級
な
趣
味
で
い
っ
ぱ
い
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
弥
次
郎
は
北
八
と
一
緒
に
香

港
の
青
楼
に
入
っ
て
遊
び
を
す
る
時
、
相
手
の
イ
ギ
リ
ス
人
娼
婦
が
な
か
な
か

来
な
い
し
、
喉
も
乾
い
た
の
で
、
ベ
ッ
ド
の
下
を
見
た
ら
、
土
瓶
の
よ
う
な
物

が
あ
っ
た
。
実
は
、
そ
れ
は
浬
瓶
で
あ
る
。
だ
が
、
初
め
て
海
外
へ
行
っ
た
弥

次
郎
は
世
間
知
ら
ず
で
、
そ
れ
は
日
本
の
土
瓶
だ
と
思
っ
て
そ
の
蓋
を
開
け
て

み
た
ら
、
少
し
水
が
入
っ
て
い
る
。
す
る
と
、
す
で
に
そ
れ
を
持
ち
上
げ
、
ロ

に
当
て
て
そ
の
中
の
水
を
飲
ん
だ
。
そ
し
て
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
時
に
、
イ
ギ
リ

ス
人
娼
婦
が
来
た
が
、
こ
の
シ
ー
ソ
を
見
る
と
、
び
っ
く
り
仰
天
し
て
逃
げ
て

し
ま
っ
た
。
弥
次
郎
は
結
局
遊
べ
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
お
金
だ
け
払
わ

さ
れ
て
、
ぷ
つ
ぷ
つ
言
い
な
が
ら
青
楼
を
後
に
し
た
、
と
。

こ
の
よ
う
な
話
は
本
当
に
下
品
で
あ
る
。
し
か
し
、
読
ん
だ
ら
、
誰
で
も
笑

わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
そ
し
て
正
直
の
と
こ
ろ
、
こ
の
よ
う
な
『
西
洋
道
中

膝
栗
毛
』
を
読
む
と
、
私
は
い
つ
も
漱
石
の
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
を
思
い
出

す
。
も
ち
ろ
ん
、
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
を
創
作
し
た
時
の
漱
石
は
文
を
売
る

こ
と
で
糊
口
す
る
必
要
が
な
く
、
社
会
的
に
は
「
成
業
」
に
携
わ
る
仮
名
垣
魯

文
よ
り
も
ず
っ
と
高
く
、
堂
々
た
る
東
京
大
学
の
教
師
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、

20



一
般
的
に
は
自
分
自
身
の
身
体
の
欠
陥
や
失
敗
を
わ
ざ
と
茶
化
し
て
人
々
の
笑

い
を
誘
う
必
然
性
が
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
前
に
引
用
し
た
よ
う
に
、
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
の
な
か
で
は
、

漱
石
は
わ
ざ
と
自
分
の
身
体
の
欠
陥
や
失
敗
を
茶
化
し
て
人
々
の
笑
い
を
誘
っ

て
い
る
。
漱
石
の
誘
っ
た
笑
い
は
仮
名
垣
魯
文
と
違
っ
て
下
品
な
笑
い
で
は
な

い
け
れ
ど
も
、
本
質
的
に
は
、
漱
石
の
創
作
態
度
と
仮
名
垣
魯
文
の
創
作
態
度

は
だ
い
た
い
同
じ
だ
と
い
え
る
。
今
日
、
漱
石
は
イ
ソ
テ
リ
作
家
だ
と
よ
く
言

わ
れ
て
い
る
が
、
実
際
、
彼
の
創
作
態
度
、
と
く
に
初
期
の
創
作
態
度
は
非
常

に
戯
作
的
で
あ
り
、
江
戸
時
代
以
来
の
戯
作
伝
統
に
薫
陶
さ
れ
た
庶
民
に
と
っ

て
は
、
非
常
に
親
し
み
易
く
、
受
入
れ
や
す
い
も
の
な
の
で
あ
る
。

三

仮
名
垣
魯
文
が
「
笑
柄
草
の
種
蒔
な
ら
ん
軟
」
と
言
っ
て
書
い
た
『
高
橋
阿

伝
夜
叉
評
』
を
読
む
と
、
仮
名
垣
魯
文
の
文
章
の
数
行
能
力
や
リ
ズ
ム
感
に
感

服
し
た
の
だ
が
、
そ
の
ほ
か
に
も
入
ノ
一
つ
、
わ
た
し
の
注
意
を
引
い
た
こ
と
が

あ
っ
た
。
つ
ま
り
各
箱
の
序
文
に
は
、
「
描
」
　
の
字
や
絵
が
よ
く
出
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

め

．

ノ

く

お

や

じ

　

し

ち

へ

ん

げ

　

　

　

　

　

　

な

ぐ

り

が

＿

猫
々
老
爺
が
七
変
化
。
新
聞
雑
誌
の
突
撃
。
何
で
も
持
て
こ
い
ヤ
テ
こ

や
す
．
ノ
け
お
ひ
　
　
ね
も
【
　
　
　
　
　
　
　
く
ち
，
　
　
ら
く
が
さ
ゆ
き
な
り

ま
せ
う
と
。
安
受
負
が
重
荷
と
な
り
苦
中
の
楽
書
行
成
に
序
す
。
（
二
編

上
の
巻
第
四
回
序
文
）

ま
た
、
二
筋
中
の
巻
第
五
回
の
前
の
序
文
は
、
文
字
の
過
ち
を
訂
正
す
る
内

容
で
あ
る
が
、
文
字
の
下
に
は
、
頭
が
猫
で
体
が
人
間
の
作
者
が
済
ま
な
い
表

情
で
本
を
書
き
な
が
ら
お
詫
を
し
て
い
る
絵
（
図
1
）
が
描
い
て
あ
る
。

五
編
中
の
巻
第
十
三
回
の
前
の
序
文
に
は
、

．

ノ

づ

く

’

り

た

い

ほ

う

ご

け

ん

ぷ

つ

記
者
此
飴
地
に
蹄
据
て
大
方
の
看
客
に
告
奉
る
常
冊
子
最
初
の
腹
稿
に

こ

と

　

ほ

か

n
第
五
編
を
以
て
大
尾
と
せ
ん
と
の
約
束
な
り
L
に
殊
の
外
発
行
大
吉

り

い

ち

　

　

　

　

　

　

は

ん

も

と

　

　

　

さ

か

　

　

　

　

　

　

　

　

け

ん

く

利
市
の
盛
ん
な
る
よ
り
板
元
の
欲
も
又
旺
ん
に
至
り
此
ま
で
短
縮
件
々
を

よ

つ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

さ

や

h

ノ

引
延
し
て
と
の
注
文
あ
り
依
て
迫
々
引
唐
き
出
板
の
若
り
ゆ
ゑ
左
様
に
御

く
だ

覧
下
さ
り
ま
せ
う

と
書
い
て
あ
る
が
、
文
字
の
下
に
は
、
作
者
の
自
画
像
（
図
2
）
が
描
い
て
あ

る
。
「
猫
頭
人
体
」
の
作
者
が
済
ま
な
い
表
情
で
畳
に
膝
を
折
っ
て
両
手
を
前



に
つ
い
て
謝
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
平
身
低
頭
」
　
の
作
者
の
後
に
大
き

な
本
が
二
冊
立
っ
て
あ
る
。
一
m
は
『
精
々
叢
話
』
で
、
も
う
一
冊
は
『
怪
猫

伝
』
で
あ
る
。

そ
の
ほ
か
に
ま
た
、
五
編
上
の
巻
第
十
二
回
の
序
文
に
は
、
「
畜
生
道
の
清
々

に

や

ん

　

　

か

奇
聞
。
噂
だ
の
蚊
だ
の
プ
ソ
！
～
と
」
と
い
う
文
言
が
入
っ
て
い
る
し
、
最
後

の
署
名
の
と
こ
ろ
に
、
「
猫
々
遺
人
」
と
書
い
て
あ
る
。
六
編
上
の
巻
第
十
六

回
の
序
文
の
最
後
の
署
名
の
と
こ
ろ
に
も
、
「
猫
々
通
人
」
が
書
い
て
あ
る
。

最
初
は
こ
の
よ
う
な
序
文
を
読
み
、
こ
の
よ
う
な
変
な
作
者
の
自
画
像
を
見

た
と
き
、
「
序
文
の
と
こ
ろ
に
な
ぜ
こ
ん
な
に
「
猫
」
　
の
字
や
絵
が
出
て
い
る

だ
ろ
う
？
仮
名
垣
魯
文
は
な
ぜ
自
分
自
身
を
「
猫
」
と
呼
ん
で
い
る
の
だ
ろ
う
？

そ
の
自
画
像
の
頭
は
な
ぜ
猫
の
頭
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
」
と
た

い
へ
ん
不
思
議
に
思
っ
た
が
、
後
で
考
え
て
み
た
ら
、
あ
の
「
平
身
低
頭
」
　
の

姿
は
、
ま
さ
に
仮
名
垣
魯
文
自
身
の
自
嘲
と
低
い
創
作
姿
勢
の
表
示
な
の
で
は

な
い
か
。

こ
の
結
論
が
出
る
と
、
わ
た
し
の
連
想
は
ま
た
漱
石
の
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』

の
方
に
馳
せ
て
い
っ
た
。
こ
の
小
説
の
タ
イ
ト
ル
の
中
の
「
猫
」
も
漱
石
自
身

の
自
嘲
や
低
い
創
作
姿
勢
の
表
示
な
の
で
は
な
い
か
。
「
猫
」
と
い
う
字
は
日

本
人
の
伝
統
的
な
文
脈
の
な
か
で
「
自
嘲
」
　
の
意
味
が
あ
る
よ
う
で
、
そ
し
て
、

こ
の
よ
う
な
日
本
語
の
伝
統
文
脈
の
中
に
お
い
て
捉
え
れ
ば
こ
そ
、
『
吾
輩
は
猫

で
あ
る
』
の
中
の
「
描
」
　
の
真
義
、
言
い
換
え
れ
ば
、
「
吾
輩
」
は
な
ぜ
「
猫
」

で
あ
る
の
か
と
い
う
問
題
を
正
し
く
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

仮
名
垣
魯
文
は
『
西
洋
道
中
膝
柔
毛
』
を
書
い
た
と
き
、
よ
く
「
戯
著
」
　
と

い
う
言
葉
を
使
っ
た
が
、
実
は
、
次
元
の
高
低
こ
そ
あ
れ
、
漱
石
は
『
吾
輩
は

猫
で
あ
る
』
を
書
い
た
と
き
、
や
は
り
「
戯
著
」
の
気
持
ち
だ
っ
た
の
で
あ
ろ

う
0

も
ち
ろ
ん
現
在
、
漱
石
の
「
戯
著
」
　
の
気
持
ち
は
『
西
洋
道
中
膝
栗
毛
』
な

ど
仮
名
垣
魯
文
の
小
説
か
ら
直
接
得
た
も
の
と
は
私
は
ま
だ
断
定
で
き
な
い
。

現
存
の
漱
石
蔵
書
の
中
に
は
、
仮
名
垣
魯
文
の
作
品
が
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ

を
も
っ
て
、
た
だ
ち
に
漱
石
は
仮
名
垣
魯
文
の
作
品
を
読
ん
だ
こ
と
が
な
い
と

は
い
え
な
い
。
漱
石
自
身
は
『
庭
女
作
追
懐
談
』
と
い
う
談
話
の
な
か
で
、

「
十
五
六
歳
の
頃
は
、
頚
書
や
小
説
な
ど
を
酌
ん
で
文
撃
と
い
ふ
も
の
を
面
白

く
感
じ
、
自
分
も
や
っ
て
見
よ
う
と
い
ふ
気
が
し
た
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
漱

石
が
十
五
六
歳
の
時
に
流
行
っ
て
い
た
小
説
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
仮
名
垣
魯

文
の
小
説
で
、
『
高
橋
阿
伝
夜
叉
詔
』
が
流
行
っ
て
い
た
の
は
ま
さ
に
そ
の
期

間
中
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
漱
石
が
こ
の
談
話
の
中
で
「
漢
書
」
と
共
に

あ
げ
た
「
小
説
」
は
、
仮
名
垣
魯
文
の
小
説
の
可
能
性
が
非
常
に
高
い
わ
け
で

あ
る
。
実
際
、
漱
石
は
仮
名
垣
魯
文
の
小
説
を
相
当
買
っ
て
読
ん
だ
け
れ
ど
も
、

明
治
十
六
年
、
英
語
を
一
心
不
乱
に
勉
強
す
る
た
め
に
行
な
わ
れ
た
徹
底
的
な

漢
籍
処
分
の
時
に
、
漢
籍
つ
ま
り
そ
の
談
話
で
言
う
「
漢
書
」
の
「
お
連
れ
様
」

で
あ
る
仮
名
垣
魯
文
の
「
小
説
」
を
一
緒
に
処
分
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
一
歩
を

引
い
て
、
た
と
え
漱
石
は
本
当
に
仮
名
垣
魯
文
の
小
説
を
〓
崩
も
読
ん
だ
こ
と
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が
な
い
と
し
て
も
、
明
治
最
初
の
二
十
年
間
の
、
仮
名
垣
魯
文
に
よ
っ
て
醸
し

出
さ
れ
た
「
戯
著
」
と
い
う
時
代
的
雰
囲
気
は
、
彼
は
や
は
り
つ
く
づ
く
と
感

じ
取
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
漱
石
は
仮
名
垣
魯
文
の
小
説
自
体
か
ら
で
な
く
て
、

こ
の
よ
う
な
時
代
的
雰
囲
気
か
ら
で
も
、
や
は
り
自
然
の
う
ち
に
「
戯
著
」
の

妙
味
を
体
得
で
き
た
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。

周
知
の
よ
う
に
、
漱
石
は
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
の
第
二
即
を
書
き
終
え
た

と
き
に
、
ど
う
い
う
タ
イ
ト
ル
を
付
け
た
ら
よ
い
か
迷
っ
て
い
た
。
『
猫
伝
』

に
す
る
か
、
そ
れ
と
も
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
に
す
る
か
、
な
か
な
か
決
め
ら

れ
ず
、
最
後
に
高
浜
虚
子
に
相
談
し
た
と
こ
ろ
、
高
浜
虚
子
は
『
吾
輩
は
猫
で

あ
る
』
が
い
い
と
決
め
た
の
で
あ
る
が
、
実
は
そ
の
タ
イ
ト
ル
は
『
描
伝
』
で

も
よ
い
。
『
猫
伝
』
だ
っ
た
ら
、
仮
名
垣
魯
文
の
『
怪
猫
伝
』
や
『
猫
々
奇
聞
』

の
よ
う
な
も
の
だ
と
当
時
の
人
々
に
受
け
取
ら
れ
る
に
ち
が
い
な
い
。
し
か
し

結
局
、
両
者
か
ら
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
が
選
ば
れ
た
が
、
こ
う
な
る
と
、
タ

イ
ト
ル
の
ニ
ュ
ア
ソ
ス
が
少
し
違
っ
て
き
て
、
仮
名
垣
魯
文
の
署
名
「
精
々
遺

人
」
の
よ
う
な
響
き
が
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
実
は
、
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』

の
中
の
「
猫
」
は
本
当
に
「
猫
々
通
人
」
と
呼
ば
れ
て
も
い
い
よ
う
な
存
在
で
、

最
初
か
ら
最
後
ま
で
穿
っ
た
意
見
や
悟
っ
た
よ
う
な
批
評
を
ず
っ
と
し
て
い
る

ほ
か
に
、
最
後
に
ま
た
ビ
ー
ル
を
飲
み
、
「
南
無
阿
弥
陀
仏
、
々
々
々
々
々
々
。

有
難
い
々
々
々
」
と
い
っ
た
悟
っ
た
気
分
で
死
ん
で
い
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
要

す
る
に
、
『
猫
伝
』
で
あ
れ
、
「
猫
々
道
人
」
で
あ
れ
、
江
藤
淳
な
ど
の
学
者
が

指
摘
し
て
い
る
よ
う
な
、
西
洋
的
な
「
異
化
」
や
パ
ロ
デ
ィ
の
意
味
で
「
猫
」

と
い
う
字
が
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
日
本
語
の
伝
統
文
脈
の
中
に

用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
た
方
が
事
実
に
相
応
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

付
記『

吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
の
引
用
は
、
い
ず
れ
も
『
漱
石
全
集
』
第
一
巻
（
岩
波
書
店
、

全
2
8
巻
・
別
巻
1
）
　
に
よ
る
。

『
西
洋
道
中
膝
栗
毛
』
と
『
高
橋
阿
伝
夜
叉
評
』
の
引
用
は
、
そ
れ
ぞ
れ
『
明
治
文
学

全
集
1
・
明
治
開
化
期
文
学
集
（
こ
』
（
筑
摩
書
房
、
昭
和
四
十
一
年
一
月
）
と
、
『
明

治
文
学
全
集
2
・
明
治
開
化
期
文
学
集
（
二
）
』
（
筑
摩
苗
房
、
昭
和
四
十
二
年
六
月
）
に

よ
る
。




