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序
1
　〈
猫
〉
は
精
霊
で
あ
る

　〈
猫
〉
は
精
霊
で
あ
る
、
と
思
う
。

　
も

で
あ
り
、
悪
魔
で
あ
る
と
い
っ
て
も
い
い
。

　〈
猫
〉
と
い
う
存
在
に
た
い
し
て
わ
れ
わ
れ
が
そ
う
感
じ
る
の
は
、
お
そ
ら
く
〈
猫
〉
が
「
人
間
中
心
の
世
界
」
の
外

部
に
い
る
か
ら
に
違
い
な
い
。

　
か
つ
て
、
ペ
ッ
ト
と
い
え
ば
イ
ヌ
だ
っ
た
。『
フ
ラ
ン
ダ
ー
ス
の
犬
』
の
パ
ト
ラ
ッ
シ
ュ
と
い
い
、『
南
極
物
語
』
の
タ

ロ
・
ジ
ロ
と
い
い
、
忠
犬
ハ
チ
公
と
い
い
、
強
く
、
た
く
ま
し
く
、
ど
こ
ま
で
も
献
身
的
な
イ
ヌ
た
ち
こ
そ
が
、
人
間
の



2

相
棒
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
と
思
わ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ネ
コ
好
き
が
少
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
、
ネ
コ
を
飼
う
の
は

ち
ょ
っ
と
お
洒
落
な
趣
味
み
た
い
な
感
じ
が
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
最
近

は
、
空
前
の
猫
ブ
ー
ム
で
あ
る
。
誰
も
彼
も
が
ネ
コ
を
見
る
と
ふ
に
ゃ

ふ
に
ゃ
笑
い
に
な
る
。
ネ
コ
グ
ッ
ズ
、
ネ
コ
の
写
真
集
に
、
ネ
コ
物
語
。

ネ
コ
関
連
の
展
覧
会
も
全
国
で
目
白
押
し
で
あ
る
。
な
ぜ
い
ま
、
ヒ
ト

は
そ
ん
な
に
ネ
コ
に
夢
中
な
の
だ
ろ
う
？

　
一
般
社
団
法
人
ペ
ッ
ト
フ
ー
ド
協
会
の
推
計
に
よ
れ
ば
、
二
〇
一
四

年
、
猫
の
飼
育
数
は
、
調
査
開
始
以
来
は
じ
め
て
犬
の
飼
育
数
を
上
回

っ
た
（
図
1
）。

　
自
宅
で
飼
う
だ
け
で
な
く
、
猫
カ
フ
ェ1

で
猫
と
戯
れ
る
楽
し
み
方
も

あ
る
。
ま
た
、
地
域
猫2

と
の
共
生
の
試
み
や
、「
猫
島
」
な
ど
猫
に
よ

る
観
光
地
化
（
第
九
章
参
照
）
の
例
も
多
い
。

　G
oogle

ト
レ
ン
ド
で
ネ
ッ
ト
上
で
の
関
心
度
を
見
て
み
て
も
（
図

2
）、
二
〇
一
三
年
ご
ろ
か
ら
犬
を
圧
倒
す
る
伸
び
で
あ
る
。
こ
れ
に

は
、「
白
猫
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
な
ど
猫
を
主
要
キ
ャ
ラ
と
す
る
ゲ
ー
ム

人
気
な
ど
が
影
響
し
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
が
、
そ
れ
自
体
「
猫
ブ
ー
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図 1　猫の飼育数（推計）の推移（データ出典：一般社団法人ペットフード協
会「令和 3 年全国犬猫飼育実態調査」）
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ム
」
の
一
部
な
の
だ
ろ
う
。

　
で
は
、
こ
の
頃
社
会
で
何
が
起
き
た
だ
ろ
う
。
背
景
と
な
る
大
き
な

変
化
と
い
え
ば
、
少
子
高
齢
化
と
人
口
縮
小
社
会
へ
の
転
換
で
あ
る
。

一
五
〜
六
四
歳
人
口
（
生
産
年
齢
人
口
）
は
一
九
九
五
年
を
ピ
ー
ク
に

減
少
を
始
め
、
二
〇
二
〇
年
時
点
で
一
三
・
九
％
も
減
少
し
た
。
総
人

口
も
二
〇
〇
八
年
を
ピ
ー
ク
と
し
て
下
り
坂
に
入
っ
た
（
図
3
）。
一
方
、

ひ
と
り
暮
ら
し
が
増
加
し
、
二
〇
二
〇
年
の
国
勢
調
査
に
よ
る
と
、
単

独
世
帯
が
全
体
の
三
八
・
一
％
を
占
め
て
い
る
。「
単
身
社
会
」
が
到

来
し
て
い
る
。

　
こ
う
な
る
と
、
猟
犬
や
番
犬
の
勇
猛
さ
と
飼
い
主
へ
の
忠
誠
を
誇
る

大
型
犬
は
、
暮
ら
し
の
風
景
に
ち
ょ
っ
と
そ
ぐ
わ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。

毎
日
散
歩
に
連
れ
て
行
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
も
結
構
負
担
だ
。
だ

っ
た
ら
、
小
さ
い
身
体
で
、
飼
い
主
の
こ
と
に
は
頓
着
せ
ず
、
勝
手
気

ま
ま
に
人
生
を
楽
し
ん
で
い
る
よ
う
に
見
え
る
ネ
コ
の
方
が
、
生
活
の

コ
ン
パ
ニ
オ
ン
と
し
て
愛
お
し
い
。
だ
か
ら
最
近
は
、
イ
ヌ
で
も
体
重

一
〇
キ
ロ
以
下
の
か
わ
い
い
小
型
犬
が
人
気
の
よ
う
だ
。
イ
ヌ
の
ネ
コ

化
と
い
え
よ
う
か
。
で
も
や
っ
ぱ
り
、
イ
ヌ
は
ネ
コ
じ
ゃ
な
い
。

　
面
白
い
の
は
、
一
般
社
団
法
人
ペ
ッ
ト
フ
ー
ド
協
会
の
調
査
で
あ
る
。
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図 2　GoogleTrends による「猫」と「犬」の関心度比較（日本，2022.10.4 時点）
（数値は、特定の地域と期間について、グラフ上の最高値を基準として検索インタレスト
を相対的に表したもの）



4

「
生
活
に
喜
び
を
与
え
て
く
れ
る
存
在
」
の
一
位
が
、
犬
飼
育
者
で

は
「
家
族
」
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
猫
飼
育
者
で
は
「
ペ
ッ
ト
」
だ

と
い
う
の
だ3

。
犬
飼
育
者
に
と
っ
て
は
「
家
族
あ
っ
て
こ
そ
の
イ

ヌ
」
で
あ
り
、
猫
飼
育
者
に
と
っ
て
は
「
ま
ず
ネ
コ
あ
り
き
」
と
い

う
感
覚
な
の
だ
ろ
う
か
。
ま
さ
に
「
独
身
者
が
猫
を
飼
い
始
め
た
ら

結
婚
願
望
が
冷
め
た
証
」
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
翻
っ
て
動
物
と
人
間
の
関
係
史
を
ひ
も
と
い
て
み
る
と
、
家
畜
化

し
た
最
古
の
動
物
は
イ
ヌ
で
は
な
い
か
と
い
わ
れ
て
い
る
。
人
間
は

イ
ヌ
を
狩
猟
や
攻
撃
の
た
め
に
役
立
つ
配
下
と
認
め
、
イ
ヌ
は
人
間

を
生
存
に
有
利
な
条
件
を
与
え
て
く
れ
る
ボ
ス
と
し
て
認
め
、
自
ら

を
家
畜
化
し
た
。
と
こ
ろ
が
ネ
コ
は
、
自
分
の
食
糧
を
容
易
に
調
達

す
る
た
め
に
人
間
の
集
落
近
く
で
生
活
す
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
自

己
家
畜
化
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
多
く
の
ネ
コ
評
論
家

が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
ネ
コ
は
自
分
が
人
間
の
ペ
ッ
ト
だ
な
ど

と
は
思
っ
て
お
ら
ず
、
気
の
向
く
ま
ま
に
ヒ
ト
を
家
畜
と
し
て
利
用

し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
こ
の
、
猫
と
人
間
の
間
の
対
等
性
が
、
冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
な
、
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図 3　日本における総人口の長期的推移（データ出典：「国土の長期展望」最終とりま
とめ概要　令和 3 年 6 月 15 日国土審議会政策部会長期展望委員会）
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猫
を
「
人
間
世
界
の
外
部
」
に
位
置
づ
け
る
こ
と
に
な
る
。
猫
は
、
人
間
社
会
の
価
値
観
か
ら
逸
脱
し
た
存
在
で
あ
り
、

人
間
た
ち
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
か
ら
独
立
し
た
存
在
な
の
だ
。
つ
ま
り
、〈
猫
〉
は
精
霊
な
の
で
あ
る
。
飼
育
犬
は
血
統
書

付
き
の
ブ
ラ
ン
ド
種
が
多
い
の
に
対
し
て
、
飼
育
猫
の
ほ
と
ん
ど
が
雑
種
で
あ
る4

の
も
そ
の
表
れ
と
い
え
よ
う
と
い
え
よ

う
。

　「
と
は
言
っ
て
も
、
た
か
が
猫
。
社
会
学
的
に
論
じ
る
な
ん
て
、
笑
っ
ち
ゃ
う
」
と
お
っ
し
ゃ
る
読
者
も
い
る
か
も
し

れ
な
い
。

　
し
か
し
、
他
愛
も
な
い
大
衆
的
流
行
の
よ
う
に
見
え
る
現
象
も
、
し
ば
し
ば
、
大
き
な
社
会
変
動
の
表
徴
で
あ
り
、
ま

た
動
因
で
も
あ
る
。
ま
し
て
や
、
精
霊
と
し
て
の
〈
猫
〉
は
、
人
間
社
会
の
外
部
か
ら
人
間
の
営
み
を
相
対
化
す
る
、
人

間
に
と
っ
て
の
媒
介
と
な
る
。

　
人
間
の
自
然
環
境
（
人
間
社
会
外
の
世
界
）
に
対
す
る
干
渉
を
基
準
と
し
て
「
人
新
世
」
と
い
う
新
た
な
地
質
年
代
が

提
唱
さ
れ
て
い
る
現
在
だ
か
ら
こ
そ
、
い
ま
〈
猫
〉
に
人
び
と
は
何
か
を
求
め
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
本
書
は
こ
の
よ
う
な
視
座
に
立
っ
て
、
人
間
た
ち
（
特
に
日
本
社
会
）
が
い
か
に
〈
猫
〉
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
構
成
し

て
き
た
か
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。
ま
さ
に
「
猫
の
手
」
を
借
り
て
、
私
た
ち
は
私
た
ち
自
身
を
見
つ
め
直
す
時
な

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
が
、
こ
れ
か
ら
の
世
界
を
考
え
る
重
要
な
手
が
か
り
と
な
る
だ
ろ
う
。
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2
　
本
書
の
構
成

　
本
書
の
構
成
を
見
取
り
図
と
し
て
表
し
た
の
が
図
4
で
あ
る
。

　
ま
ず
第
一
章
で
は
、
太
古
か
ら
江
戸
開
府
に
至
る
ま
で
の
、〈
猫
〉
イ
メ
ー
ジ
の
形
成
と
変
遷
に
つ
い
て
考
え
る
。
近

年
の
研
究
に
よ
っ
て
、
日
本
に
も
縄
文
期
に
は
野
生
の
ヤ
マ
ネ
コ
が
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
弥
生
期
遺
跡
か
ら
は
、
イ

エ
ネ
コ
の
遺
物
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。
平
安
期
に
な
る
と
、
輸
入
さ
れ
た
唐
猫
が
貴
族
た
ち
か
ら
溺
愛
さ
れ
た
。
し
か
し
、

猫
が
今
日
の
よ
う
に
庶
民
の
生
活
の
一
部
と
な
っ
た
の
は
江
戸
時
代
の
あ
る
お
触
れ
が
き
っ
か
け
だ
っ
た
。

　
第
二
章
で
は
、〈
猫
〉
が
貴
顕
の
邸
宅
の
奥
深
く
か
ら
、
江
戸
市
井
の
人
び
と
の
日
常
的
な
生
活
の
中
に
入
っ
て
き
た

と
き
、
と
く
に
『
源
氏
物
語
』
女
三
の
宮
の
恋
の
物
語
に
イ
ン
ス
パ
イ
ア
さ
れ
た
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
・
ア
イ
コ
ン
と
し
て
の

〈
猫
〉
イ
メ
ー
ジ
が
、
歌
舞
伎
や
遊
郭
、
浮
世
絵
、
草
子
な
ど
に
よ
っ
て
メ
デ
ィ
ア
化
さ
れ
て
い
く
過
程
を
見
る
こ
と
と

す
る
。
風
説
と
し
て
拡
散
さ
れ
る
江
戸
の
〈
猫
〉
物
語
は
、
古
く
か
ら
あ
る
「
動
物
の
恩
返
し
」
の
パ
タ
ー
ン
を
な
ぞ
り

つ
つ
、
今
日
ま
で
そ
の
痕
跡
を
残
し
て
い
る
。

　
そ
う
し
た
都
市
の
経
済
は
農
村
で
の
作
物
生
産
に
依
存
し
て
い
た
。
な
か
で
も
重
要
な
商
品
作
物
が
養
蚕
お
よ
び
製
糸

で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
蚕
の
天
敵
は
鼠
で
あ
る
。
鼠
の
駆
除
の
た
め
に
、
農
村
で
猫
が
飼
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に

は
信
仰
の
対
象
と
も
な
っ
た
。
い
っ
ぽ
う
、
養
蚕
技
術
の
発
展
に
よ
り
、
地
方
で
富
裕
な
農
民
層
が
形
成
さ
れ
た
。
彼
ら

は
進
ん
だ
技
術
や
文
化
の
全
国
的
な
伝
播
の
媒
介
と
な
る
と
同
時
に
、〈
子
ど
も
〉
と
い
う
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
を
生
み
出

し
た
。〈
猫
〉
は
〈
子
ど
も
〉
の
と
も
だ
ち
と
し
て
の
役
割
も
担
う
よ
う
に
な
っ
た
（
第
三
章
）。
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江
戸
後
期
、
江
戸
の
町
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
福
神
の
流

行
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
一
つ
が
、〈
招
き
猫
〉
で
あ
っ

た
。〈
招
き
猫
〉
は
花
街
か
ら
生
ま
れ
た
と
考
え
ら
れ

て
い
る
が
、
寺
社
の
起
源
伝
承
を
〈
招
き
猫
〉
の
由
来

と
す
る
説
話
も
数
多
く
存
在
す
る
。
興
味
深
い
こ
と
に

多
様
な
〈
招
き
猫
〉
説
話
を
比
較
す
る
と
、
そ
れ
ら
に

共
通
す
る
パ
タ
ー
ン
が
透
け
て
見
え
る
（
第
四
章
）。

　
第
五
章
で
は
、〈
化
け
猫
〉
に
焦
点
を
あ
て
る
。〈
猫
〉

が
、「
化
け
も
の
」
の
性
格
を
隠
し
持
っ
て
い
る
こ
と

は
、
江
戸
以
前
か
ら
語
ら
れ
て
き
た
（
第
一
章
）。
江

戸
時
代
に
も
、
第
二
章
で
も
み
た
よ
う
に
「
化
け
物
草

子
」
が
盛
ん
に
生
ま
れ
た
。
と
く
に
、
幕
末
期
に
な
る

と
、
お
家
騒
動
と
絡
め
て
あ
た
か
も
実
話
の
よ
う
に
語

ら
れ
る
「
化
猫
騒
動
」
の
物
語
が
、
歌
舞
伎
や
講
談
を

媒
介
に
し
て
、
大
流
行
し
た
。
な
ぜ
、〈
猫
〉
は
〈
招

き
猫
〉
と
〈
化
け
猫
〉
の
両
面
で
も
て
は
や
さ
れ
た
の

だ
ろ
う
か
。

　
江
戸
の
町
で
〈
招
き
猫
〉
と
〈
化
け
猫
〉
が
大
流
行

序(全体構成)

1 章〈猫〉の誕生(江戸以前の猫)

2 章江戸の猫

4章招き猫

7章都市の猫聖地 9章猫聖地の深層

10 章日本の近代化と猫

結び（現代～未来へ）

6章都市の猫伝説
　　と動物信仰 8章地域の猫聖地

5章化け猫

3章農村（養蚕)の猫

図 4　本書の全体構成と各章のつながり
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し
た
と
は
い
え
、〈
猫
〉
が
庶
民
の
伴
侶
と
な
っ
た
の
は
そ
ん
な
に
古
い
こ
と
で
は
な
い
。
江
戸
の
〈
猫
〉
伝
説
の
背
後

に
は
、
も
っ
と
古
い
起
源
が
潜
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？
　
第
六
章
で
は
、
そ
ん
な
仮
説
の
も
と
に
、〈
猫
〉

伝
説
の
深
層
を
探
る
。

　〈
猫
〉
伝
説
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ス
ト
ー
リ
ー
が
特
定
の
地
名
と
強
く
結
び
つ
い
て
い
る
。
第
七
章
で
は
、
江
戸
の
〈
猫
〉

伝
説
に
紐
づ
け
ら
れ
る
土
地

│
浅
草
寺
・
豪
徳
寺
・
自
性
院
な
ど

│
を
探
訪
す
る
。
そ
こ
か
ら
、
思
い
も
か
け
な
い

歴
史
の
古
層
が
う
か
び
あ
が
っ
て
く
る
。

　
第
八
章
で
は
、〈
猫
〉
伝
説
と
〈
猫
〉
聖
遺
物
の
多
く
残
る
阿
武
隈
川
流
域
を
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
す
る
。
阿
武
隈
川

流
域
は
、
第
三
章
で
取
り
あ
げ
た
養
蚕
業
が
盛
ん
な
地
域
で
あ
り
、
ま
た
、
交
通
の
要
衝
で
も
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
江
戸

期
か
ら
近
代
初
期
に
か
け
て
栄
華
を
誇
っ
た
。
養
蚕
業
の
衰
退
と
度
重
な
る
自
然
災
害
に
よ
っ
て
い
ま
は
ひ
っ
そ
り
と
静

ま
り
か
え
っ
た
地
の
過
去
を
探
り
つ
つ
、
日
本
近
代
の
礎
と
し
て
の
彼
の
地
と
〈
猫
〉
の
関
係
を
探
る
。

　
し
か
し
、
養
蚕
地
域
の
〈
猫
〉
伝
説
と
〈
猫
〉
聖
遺
物
は
、「
養
蚕
」
と
い
う
特
定
の
産
業
と
だ
け
結
び
つ
い
て
い
る

の
だ
ろ
う
か
？
　
第
九
章
で
は
、
都
市
部
や
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
外
の
〈
場
〉
の
〈
猫
〉
伝
説
と
〈
猫
〉
聖
遺
物
と
〈
猫

聖
地
〉
の
共
通
項
を
探
り
つ
つ
、
な
ぜ
〈
猫
〉
た
ち
が
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
私
た
ち
の
心
を
惹
き
つ
け
る
の
か
に
つ
い
て
の

私
論
を
試
み
る
。

　
そ
し
て
第
十
章
で
は
、
再
び
時
代
を
下
り
、
近
代
以
降
の
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
な
か
で
、
日
本
と
世
界
の
交
流

が
、〈
猫
〉
の
意
匠
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
か
を
考
え
る
。

　
最
後
に
、
結
び
で
は
、
現
代
に
お
け
る
〈
猫
〉
ブ
ー
ム
を
、
本
書
で
考
え
て
き
た
流
れ
の
中
に
捉
え
直
し
、「
ポ
ス

ト
・
ヒ
ュ
ー
マ
ン
」
と
も
呼
ば
れ
る
、
Ａ
Ｉ
な
ど
科
学
技
術
の
発
展
し
た
こ
れ
か
ら
の
社
会
と
の
関
係
を
考
え
る
。
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そ
れ
ぞ
れ
の
章
は
互
い
に
関
連
し
て
お
り
、
全
体
と
し
て
一
つ
の
〈
猫
〉
交
響
曲
を
構
成
し
て
い
る
。
と
は
い
え
、
各

章
は
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
ど
う
ぞ
興
味
を
ひ
か
れ
る
章
か
ら
自
由
に
読
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い

で
あ
る
。

注1
　『
日
経
ト
レ
ン
デ
イ
ネ
ッ
ト
』
二
〇
〇
八
年
五
月
二
日
（http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/colum

n/20080422/1009762/

）

に
よ
れ
ば
、「
猫
カ
フ
ェ
の
始
ま
り
は
一
九
九
八
年
台
湾
に
オ
ー
プ
ン
し
た
「
猫
花
園
」。
猫
と
同
じ
空
間
で
お
茶
を
飲
め
る

と
い
う
ス
タ
イ
ル
が
台
湾
国
内
で
話
題
に
な
り
、
こ
の
お
店
に
は
日
本
か
ら
の
観
光
客
も
訪
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
日
本
で

は
ま
ず
大
阪
に
二
〇
〇
四
年
「
猫
の
時
間
」
が
開
店
、
二
〇
〇
五
年
に
は
町
田
の
「
ね
こ
の
み
せ
」
が
関
東
の
第
一
号
と
し

て
オ
ー
プ
ン
し
た
」。

2
　
環
境
省
「
住
宅
密
集
地
に
お
け
る
犬
猫
の
適
正
飼
養
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」（
平
成
二
二
年
二
月
）
に
よ
れ
ば
、「
地
域
の
理
解
と

協
力
を
得
て
、
地
域
住
民
の
認
知
と
合
意
が
得
ら
れ
て
い
る
、
特
定
の
飼
い
主
の
い
な
い
猫
。
そ
の
地
域
に
あ
っ
た
方
法
で
、

飼
育
管
理
者
を
明
確
に
し
、
飼
育
す
る
対
象
の
猫
を
把
握
す
る
と
と
も
に
、
フ
ー
ド
や
ふ
ん
尿
の
管
理
、
不
妊
去
勢
手
術
の

徹
底
、
周
辺
美
化
な
ど
地
域
の
ル
ー
ル
に
基
づ
い
て
適
切
に
飼
育
管
理
し
、
こ
れ
以
上
数
を
増
や
さ
ず
、
一
代
限
り
の
生
を

全
う
さ
せ
る
猫
」
を
指
す
。

3
　
一
般
社
団
法
人
ペ
ッ
ト
フ
ー
ド
協
会
『
令
和
三
年
全
国
犬
猫
飼
育
実
態
調
査
』
に
よ
る
。

4
　
同
注
3
。
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第
一
章　
〈
猫
〉
の
誕
生

1
　
は
じ
め
に

　
世
界
中
の
ネ
コ
の
祖
先
は
ほ
ぼ
一
種
に
限
ら
れ
る
と
い
う
。
図
1
の
オ
オ
ヤ
マ
ネ
コ
で
あ
る
。

　
こ
の
オ
オ
ヤ
マ
ネ
コ
は
、
約
九
五
〇
〇
年
前
に
キ
プ
ロ
ス
の
あ
た
り
で
、
人
間
と
共
生
す
る
イ
エ
ネ
コ
へ
と
変
貌
し
た
。

イ
ス
ラ
エ
ル
の
約
一
万
年
前
の
穀
物
庫
の
遺
跡
で
、
ハ
ツ
カ
ネ
ズ
ミ
の
骨
が
見
つ
か
っ
て
お
り
、
彼
ら
は
、
野
生
の
環
境

よ
り
も
人
間
た
ち
の
生
活
空
間
の
方
が
餌
に
あ
り
つ
き
や
す
い
と
考
え
た
ら
し
い
。
人
間
が
定
住
を
始
め
た
の
は
、
一
万

年
前
頃
の
新
石
器
時
代
で
、
そ
れ
は
動
物
た
ち
に
と
っ
て
は
、
新
た
な
食
糧
調
達
が
可
能
に
な
っ
た
こ
と
を
意
味
し
た
。

肉
食
動
物
で
あ
る
ネ
コ
に
と
っ
て
、
穀
物
庫
は
大
き
な
意
味
を
も
た
な
か
っ
た
が
、
穀
物
庫
に
集
ま
る
小
動
物
た
ち
は
魅

力
的
な
食
糧
だ
っ
た
ろ
う
。
こ
う
し
て
、
猫
た
ち
は
、
人
間
た
ち
の
居
住
地
近
く
で
生
き
る
よ
う
に
な
る
（
今
に
至
る
ま

で
、
ネ
コ
と
人
間
の
関
係
が
間
接
的
な
の
は
こ
の
せ
い
と
い
え
る
）。
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イ
エ
ネ
コ
が
エ
ジ
プ
ト
に
移
住
し
た
の
は
、
お
よ
そ
三
六
〇
〇
年
前
と
い
わ
れ
る
。
エ
ジ
プ
ト
で
、
ネ
コ
は
神
に
な
っ

た
（
図
2
参
照
）。
も
っ
と
も
、
エ
ジ
プ
ト
の
神
は
本
来
は
ラ
イ
オ
ン
だ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
、
猫
科
つ
な
が
り
で
、

い
つ
の
ま
に
か
、
ネ
コ
が
、
自
分
よ
り
ず
っ
と
大
き
く
、
強
い
ラ
イ
オ
ン
に
代
わ
っ
て
神
の
座
に
つ
い
て
し
ま
っ
た
。
人

間
た
ち
は
、
ラ
イ
オ
ン
の
強
さ
よ
り
も
、
ネ
コ
の
愛
ら
し
さ
を
選
ん
だ
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
イ
エ
ネ
コ
は
そ
の
後
、
エ
ジ
プ
ト
や
中
東
か
ら
、
東
西
へ
旅
を
始
め
た
。
イ
ン
ド
、
中
国
、
日
本
へ
は
、
お
よ
そ
二
〇

〇
〇
年
前
に
や
っ
て
来
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

図 2　エジプトの猫神・
バステト女神座像　
前 610 ～ 前 595 年
頃（ベルリン国立
博物館群蔵）

図 1　オオヤマネコ（Martin Mecnarowski, CC BY-
SA 3.0）
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2
　
カ
ワ
イ
イ
猫
前
史

2
・
1　
〈
魔
〉
と
し
て
の
オ
オ
ヤ
マ
ネ
コ
─
旧
石
器
・
縄
文
時
代

　
日
本
で
は
、
猫
は
中
国
大
陸
か
ら
渡
来
し
た
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
そ
の
渡
来
時
期
は
、
長
い
間
、
奈
良
・
平
安

以
降
の
こ
と
と
論
ず
る
人
が
多
か
っ
た
。
も
っ
と
も
、
こ
の
通
説
に
異
議
を
唱
え
る
研
究
者
も
い
た
。
民
俗
学
者
の
谷
川

健
一
は
、「「
猫
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
山
梨
県
黒
駒
村
出
土
の
土
偶
」（
口
絵
1
）
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
こ
の
土
偶
は
、
猫
の
顔
と
人
間
の
身
体
を
も
つ
土
偶
で
あ
る
よ
う
で
も
あ
る
。
猫
の
顔
と
人
の
顔
と
が
二
重
映
し

に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
も
み
え
る
。
眼
は
つ
り
あ
が
り
、
兎
唇
の
よ
う
に
唇
は
切
れ
て
い
る
。
貴
婦
人
の
よ
う
に
肩

を
露
わ
に
し
、
し
な
や
か
な
腕
を
ま
げ
て
三
本
指
の
手
を
胸
に
お
い
て
い
る
。
猫
が
人
間
の
主
人
公
で
あ
る
こ
と
を

主
張
す
る
か
の
よ
う
な
こ
の
土
偶
に
は
、
つ
よ
い
動
物
磁
気
が
み
な
ぎ
っ
て
い
る
。
猫
族
の
特
性
を
抽
出
し
た
よ
う

に
無
気
味
な
沈
黙
が
、
こ
の
土
偶
を
支
配
し
て
い
る
。

　
妖
し
い
牽
引
力
、
そ
れ
を
魔
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
縄
文
中
期
の
人
た
ち
は
、
こ
の
土
偶
に
そ
れ
を
感
じ
た
ら
し
い
こ

と
が
、
お
ぼ
ろ
げ
に
感
知
さ
れ
る
が
、
な
ぜ
人
間
と
も
猫
と
も
ま
ぎ
ら
わ
し
い
土
偶
を
つ
く
る
必
要
が
あ
っ
た
の
か
。

猫
族
に
人
間
以
上
の
す
ぐ
れ
た
能
力
を
み
と
め
、
そ
の
魔
力
を
神
と
し
て
崇
拝
す
る
ま
で
に
い
た
っ
た
の
か
。
も
ち

ろ
ん
そ
の
答
え
は
な
い
。

　
し
か
し
、
こ
の
土
偶
の
も
つ
神
秘
的
な
魔
力
を
否
定
す
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
。
こ
の
「
猫
」
に
し
ろ
マ
ム
シ
に
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し
ろ
、
山
岳
地
帯
に
多
い
夜
行
性
の
兇
悪
な
動
物
た
ち
に
、
当
時
の
人
た
ち
が
畏
怖
の
念
を
い
だ
き
、
そ
れ
を
造
形

し
た
心
理
を
よ
み
と
る
こ
と
は
、
け
っ
し
て
む
ず
か
し
く
な
い
。（
谷
川 1984

：42- 43

）

　
こ
の
土
偶
は
上
野
の
東
京
国
立
博
物
館
で
し
ば
し
ば
展
示
さ
れ
る
の
で
、
実
物
を
見
る
こ
と
は
難
し
く
な
い
。
私
も
、

こ
の
土
偶
を
見
て
、「
猫
だ
！
」
と
感
じ
、
そ
こ
か
ら
発
せ
ら
れ
る
強
い
パ
ワ
ー
を
感
じ
た
。
谷
川
は
そ
れ
を
「
動
物
磁

気1

」
と
表
現
し
た
。
実
に
魅
力
的
な
土
偶
で
あ
る
。

　
こ
の
縄
文
土
偶
が
猫
を
模
し
た
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
縄
文
期
に
す
で
に

日
本
に
も
猫
が
い
た
こ
と
に
な
る
。
実
際
、
こ
の
点
に
関
し
て
、
群
馬
県
立

自
然
史
博
物
館
の
長
谷
川
ら
（2011

）
は
、「
日
本
各
地
の
縄
文
時
代
草
創

期
よ
り
晩
期
ま
で
の
遺
跡
よ
り
オ
オ
ヤ
マ
ネ
コ
の
遺
物
が
断
片
的
で
あ
る
が

か
な
り
発
掘
さ
れ
て
い
る
。
…
…
縄
文
時
代
の
遺
物
の
中
に
は
顎
骨
や
犬
歯

に
穿
孔
し
た
も
の
が
あ
る
。
オ
オ
ヤ
マ
ネ
コ
は
明
ら
か
に
縄
文
人
の
狩
猟
対

象
動
物
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
考
古
学
的
遺
物
で
な
い
標
本
に
つ
い
て
も
検
討

し
、
日
本
に
オ
オ
ヤ
マ
ネ
コ
が
渡
来
し
た
時
期
に
つ
い
て
考
察
し
た
。Lynx

〔
オ
オ
ヤ
マ
ネ
コ
〕
は
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
に
お
け
る
マ
ン
モ
ス
動
物
群
の
一
要

素
と
し
て
最
終
氷
河
期
の
頃
ヘ
ラ
ジ
カ
や
ト
ナ
カ
イ
な
ど
と
共
に
お
そ
ら
く

北
海
道
経
由
で
日
本
列
島
に
渡
来
し
た
と
考
え
ら
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

　
だ
と
す
れ
ば
、
現
代
の
日
本
で
は
イ
リ
オ
モ
テ
ヤ
マ
ネ
コ
（
図
3
）
と
ツ

図 3　イリオモテヤマネコの剝製（国立科学博物館 CC 
BY-SA 3.0）
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シ
マ
ヤ
マ
ネ
コ
だ
け
が
わ
ず
か

に
残
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
が
、

か
つ
て
の
日
本
で
も
、
オ
オ
ヤ

マ
ネ
コ
と
人
間
が
死
闘
を
繰
り

返
し
て
い
た
時
代
が
あ
っ
た
。

縄
文
人
た
ち
は
、
仕
留
め
た
ヤ

マ
ネ
コ
を
食
糧
と
す
る
だ
け
で

な
く
、
そ
の
骨
を
美
し
い
装
飾

品
に
加
工
し
、
ま
た
ヤ
マ
ネ
コ

の
パ
ワ
ー
に
聖
な
る
も
の
を
感

じ
、
口
絵
1
の
よ
う
な
土
偶
を

造
形
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
長
谷
川
ら
（2011

）
に
よ
れ

ば
、
こ
う
し
た
オ
オ
ヤ
マ
ネ
コ

の
遺
物
は
各
地
の
縄
文
遺
跡
か

ら
発
見
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
時

空
分
布
を
示
し
た
の
が
、
図
4

で
あ
る
。
化
石
骨
の
時
代
と
し

図 4　日本産 Lynx の時空分布図（長谷川ら 2011：45）
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て
は
、
む
し
ろ
東
日
本
で
早
い
時
期
の
も
の
が
発
見
さ
れ
て
お
り
、
西
日
本
で
遅
い
時
期
で
あ
る
こ
と
が
興
味
深
い
（
第

七
章
、
第
九
章
参
照
）。
東
京
で
も
北
区
の
西
ヶ
原
貝
塚
か
ら
オ
オ
ヤ
マ
ネ
コ
の
骨
化
石
が
見
つ
か
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　
ち
な
み
に
二
〇
〇
六
年
、
福
島
県
郡
山
市
の
縄
文
中
期
か
ら
晩
期
の
遺
跡
か
ら
、
ま
る
で
ハ
ロ
ー
キ
テ
ィ
の
頭
部
の
よ

う
な
土
器
が
発
掘
さ
れ
て
話
題
と
な
っ
た
。
動
物
の
頭
部
の
み
を
土
偶
に
す
る
例
は
な
い
と
い
う
の
で
、
お
そ
ら
く
ネ
コ

を
か
た
ど
っ
た
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
あ
ま
り
の
可
愛
さ
に
、「
ネ
コ
型
土
製
品
」
と
名
付
け
ら
れ
た

と
い
う
。

2
・
2　
弥
生
時
代
の
ネ
コ

　
イ
エ
ネ
コ
が
日
本
に
伝
え
ら
れ
た
の
は
、
従
来
、
八
世
紀
頃
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
二
〇
〇
八
年
、
九
州
大

学
に
よ
る
発
掘
調
査
に
よ
り
、
長
崎
県
壱
岐
市
勝
本
町
の
カ
ラ
カ
ミ
遺
跡
で
、
イ
エ
ネ
コ
と
思
わ
れ
る
猫
の
骨
が
一
三
点

発
見
さ
れ
た
。
カ
ラ
カ
ミ
遺
跡
は
弥
生
時
代
後
期
半
ば
（
紀
元
一
〜
三
世
紀
）
と
考
え
ら
れ
た
が
、
こ
の
と
き
の
発
掘
場

所
は
時
代
特
定
が
で
き
ず
、
ま
た
ヤ
マ
ネ
コ
の
骨
で
あ
る
可
能
性
も
残
っ
た
。
二
〇
一
一
年
に
な
っ
て
、
壱
岐
市
が
発
掘

調
査
を
行
い
、
奈
良
文
化
財
研
究
所
の
分
析
に
よ
り
弥
生
後
期
の
遺
構
か
ら
、
イ
エ
ネ
コ
の
僥と
う

骨こ
つ

（
＝
前
腕
の
骨
）
が
特

定
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
弥
生
時
代
か
ら
日
本
で
イ
エ
ネ
コ
が
飼
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
証
さ
れ
た
。

　
こ
の
後
の
時
代
の
ネ
コ
の
痕
跡
と
し
て
は
、
姫
路
市
見
野
の
古
墳
時
代
後
期
（
六
世
紀
末
〜
七
世
紀
初
頭
）
の
遺
跡
か

ら
猫
の
足
跡
が
付
い
て
い
る
須
恵
器
が
出
土
さ
れ
た
り
、
神
奈
川
県
鎌
倉
市
の
千
葉
地
東
遺
跡
な
ど
か
ら
、
一
三
世
紀

（
鎌
倉
時
代
）
の
イ
エ
ネ
コ
の
遺
物
が
発
見
さ
れ
た
な
ど
の
例
が
あ
る
。
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3
　
平
安
期
に
お
け
る
猫

3
・
1　
平
安
芸
術
に
描
か
れ
た
唐
猫
─
高
価
な
私
財
と
し
て
の
猫

　
日
本
の
文
学
や
芸
術
に
、
猫
は
奈
良
、
平
安
の
頃
か
ら
登
場
す
る
。

　
当
時
の
飼
い
猫
は
中
国
か
ら
輸
入
さ
れ
た
と
さ
れ
る
。
経
典
や
宝
物
、
穀
物
へ
の
鼠
の
害
を
防
ぐ
た
め
だ
け
で
な
く
、

富
貴
の
象
徴
で
あ
っ
た
り
、
禅
語
の
表
象
で
あ
っ
た
り
、
何
よ
り
も
愛
玩
の
対
象
で
あ
っ
た
り
し
た
。

　
古
い
時
代
の
猫
の
表
象
は
必
ず
し
も
多
く
は
な
い
が
、
例
え
ば
お
よ
そ
九
〇
〇
年
前
に
藤
原
摂
関
家
に
よ
り
春
日
大
社

に
奉
納
さ
れ
た
と
さ
れ
る
金
地
螺
鈿
抜
形
太
刀
に
は
、
竹
林
で
雀
を
狙
い
、
捕
ら
え
、
取
り
逃
が
す
猫
の
活
き
活
き
し
た

姿
態
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。「
竹
、
雀
、
猫
」
と
い
う
画
題
は
中
国
か
ら
伝
え
ら
れ
た
画
題
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
を

超
え
た
猫
へ
の
愛
に
満
ち
た
眼
差
し
が
感
じ
ら
れ
る
作
品
で
あ
る
。

　
猫
を
描
い
た
最
も
古
い
絵
は
、『
信
貴
山
縁
起
絵
巻2

』（
図
5
）
の
中
に
現
れ
る
尼
公
の
飼
い
猫
で
あ
る
と
い
う
。
そ
の

他
、「
石
山
寺
縁
起
絵
巻3

」（
図
6
）
や
『
鳥
獣
人
物
戯
画4

』（
図
7
）
な
ど
に
も
猫
が
描
か
れ
て
い
る
。

　
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、『
鳥
獣
戯
画
』
以
外
の
絵
巻
に
登
場
す
る
猫
た
ち
は
、
す
べ
て
貴
顕
の
飼
い
猫
で
あ
り
、

愛
ら
し
い
首
輪
や
繫
ぎ
紐
を
つ
け
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
猫
は
し
ば
し
ば
、「
唐
猫
」
と
も
呼
ば
れ
、
中
国
か
ら

輸
入
さ
れ
た
そ
も
そ
も
が
「
愛
玩
用
商
品
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
ま
た
、
現
代
で
は
、
猫
に
繫
ぎ
紐
を
つ

け
る
習
慣
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
時
は
繫
ぎ
紐
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
は
、
現
代
に
お
け
る
猫
と
は
異
な

る
社
会
的
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
端
的
に
い
え
ば
、
猫
が
飼
い
主
の
社
会
的
地
位
を
表
す
高
額
の
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所
有
物
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
猫
の
紛
失
（
逃
走
）
を
避
け
る
た
め
の
繫
ぎ
紐
や
、
猫
の
所
有

者
を
明
示
す
る
首
輪
は
必
須
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
反
面
、
猫
よ
り
も
頻
繁
に
描
か
れ
る
犬
は
、
野
犬
も
多
く
、
飼
い
犬
で
あ
っ
て
も
む
し
ろ
首
輪
や
繫
ぎ
紐
が
な
い
場
合

が
多
い
。
い
つ
逆
転
が
起
こ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
本
章
の
終
わ
り
で
考
え
る
こ
と
に
し
よ
う
。

3
・
2　
宮
廷
文
学
の
猫
─
猫
へ
の
溺
愛

　
平
安
時
代
の
文
学
に
も
、
猫
は
登
場
す
る
。

図 5　信貴山縁起絵巻 下　部分（『志貴山縁起絵
巻（3）』覚猷他著　国立国会図書館デジタ
ルコレクションより）

図 6　石山寺縁起 2 巻　部分（国立国会図書館デ
ジタルコレクションより）

図 7　鳥獣人物戯画　部分　伝鳥羽僧正作
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清
少
納
言
の
『
枕
草
子5

』
に
も
猫
に
関
す
る
記
事
が
い
く
つ
も
含
ま
れ
て
い
る
。

　
た
と
え
ば
陽
明
文
庫
本
第
八
四
段
に
は
、「
な
ま
め
か
し
き
も
の
」（
優
艶
な
美
し
さ
の
あ
る
も
の
）
と
し
て
、
次
の
よ

う
に
猫
の
魅
力
を
描
写
し
て
い
る
。

　
帽も

額こ
う

の
あ
ざ
や
か
な
る
。
簾
の
外
、
高
欄
に
、
い
と
を
か
し
げ
な
る
猫
の
、
赤
き
首く
び

綱つ
な

に
白
き
札
つ
き
て
、
碇
の

緒
、
組
の
長
き
な
ど
つ
け
て
引
き
あ
り
く
も
、
を
か
し
う
な
ま
め
き
た
り6

。

　
現
代
人
も
納
得
の
猫
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。

　
ま
た
、
第
六
段
に
は
、
彼
女
が
仕
え
る
中
宮
定
子
の
夫
で
あ
る
一
条
天
皇
の
猫
好
き
に
関
す
る
こ
ん
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が

書
か
れ
て
い
る
。

　
一
条
天
皇
の
御
猫
は
、
官
位
を
い
た
だ
き
、「
命
婦
の
お
と
ど
」
と
い
う
名
を
い
た
だ
い
た
。
天
皇
は
た
い
そ
う

可
愛
い
が
ら
れ
て
、
そ
れ
は
大
切
に
し
て
お
ら
れ
た
。
あ
る
と
き
、
御
猫
が
縁
先
で
寝
て
い
る
の
で
、
乳
母
の
馬
の

命
婦
が
呼
ん
だ
が
眠
っ
た
ま
ま
。
馬
の
命
婦
は
、
犬
の
翁
ま
ろ
を
、
御
猫
に
け
し
か
け
た
。
御
猫
は
驚
き
お
び
え
て

御
簾
の
な
か
に
走
り
込
ん
だ
。
こ
れ
を
見
て
い
た
一
条
天
皇
は
御
猫
を
懐
に
入
れ
、
翁
ま
ろ
を
追
放
し
て
し
ま
っ
た

（
遠
藤
抄
訳
）。

　
猫
を
脅
し
た
罪
で
犬
を
追
放
す
る
と
は
、
一
条
天
皇
の
溺
愛
ぶ
り
が
思
い
や
ら
れ
る
。
さ
す
が
に
、
一
条
天
皇
の
猫
好
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き
に
つ
い
て
は
批
判
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
藤
原
実
資7

の
日
記
『
小
右
記
』
の
長
保
元
（
九
九
九
）
年
九
月
一
九
日
条

に
は
、
こ
の
御
猫
に
関
す
る
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

　
内
裏
の
御
猫
が
子
を
産
ん
だ
。
女
院
・
左
大
臣
・
右
大
臣
が
そ
の
祝
宴
を
催
し
た
。
猫
の
乳
母
と
し
て
馬
の
命
婦

を
任
命
し
た
。
同
時
代
の
人
た
ち
は
こ
ん
な
事
態
を
笑
っ
た
。
奇
怪
な
こ
と
だ
。
動
物
に
人
間
の
乳
を
飲
ま
せ
る
な

ん
て
、
聞
い
た
こ
と
が
な
い
。
何
と
い
う
こ
と
だ
！
（
遠
藤
抄
訳
）

　
も
ち
ろ
ん
、「
馬
の
命
婦
」
は
実
際
に
自
分
の
乳
を
飲
ま
せ
た
わ
け
で
は
な
く
、
単
な
る
世
話
役
で
あ
る
が
、
言
葉
尻

を
捉
え
て
、
一
条
天
皇
の
猫
愛
を
皮
肉
っ
て
い
る
。

　
一
方
、
菅
原
孝
標
女8

の
回
想
録
『
更
級
日
記
』
治
安
二
年
五
月
の
項
に
は
、
乳
母
を
失
っ
て
悲
し
む
姉
妹
と
愛
ら
し
い

猫
の
フ
ァ
ン
タ
ジ
ッ
ク
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
語
ら
れ
て
い
る
。

　
花
の
散
る
の
を
見
る
と
、
亡
く
な
っ
た
乳
母
や
、
同
じ
頃
に
亡
く
な
っ
た
大
納
言
の
姫
君
を
思
い
出
し
て
悲
し
く

な
る
の
だ
っ
た
。
そ
ん
な
五
月
の
あ
る
日
、
夜
遅
く
ま
で
物
語
を
読
ん
で
い
た
ら
、
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
猫
の
鳴
き

声
が
す
る
。
驚
い
て
見
る
と
、
た
い
そ
う
可
愛
ら
し
い
猫
が
い
た
。
姉
が
「
し
っ
、
内
緒
よ
。
な
ん
て
可
愛
い
の
か

し
ら
。
私
た
ち
で
飼
い
ま
し
ょ
う
よ
」
と
い
う
。
人
に
慣
れ
た
様
子
で
、
迷
い
猫
だ
ろ
う
け
れ
ど
、
こ
っ
そ
り
姉
妹

で
飼
う
こ
と
に
し
た
。
猫
は
身
分
の
低
い
者
た
ち
の
い
る
場
所
に
は
近
寄
ら
ず
、
姉
妹
の
そ
ば
に
寄
り
添
い
、
汚
い

食
べ
物
は
食
べ
な
い
。（
遠
藤
抄
訳
）
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そ
ん
な
風
に
可
愛
が
っ
て
い
た
の
だ
け
れ
ど
、
姉
が
病
気
に
な
っ
て
、
猫
を
北
側
の
部
屋
に
遠
ざ
け
て
い
た
ら
、

猫
が
う
る
さ
く
鳴
く
。

　
病
気
の
姉
が
「
猫
を
連
れ
て
き
て
」
と
い
う
の
で
、「
な
ぜ
？
」
と
尋
ね
る
と
、「
夢
の
中
で
、
こ
の
猫
が
側
に
来

て
、「
私
は
亡
く
な
っ
た
大
納
言
の
姫
の
生
ま
れ
変
わ
り
で
す
。
こ
の
家
の
姫
が
生
前
の
私
を
懐
か
し
く
思
い
出
し

て
下
さ
る
の
で
、
こ
の
家
に
暮
ら
す
こ
と
に
し
ま
し
た
。
で
も
こ
の
と
こ
ろ
、
北
側
の
部
屋
に
い
さ
せ
ら
れ
て
い
る

の
で
、
情
け
な
い
気
持
ち
で
い
ま
す
」
と
泣
く
様
子
が
上
品
で
美
し
い
人
の
よ
う
だ
っ
た
の
。
目
が
覚
め
る
と
そ
の

泣
き
声
が
猫
の
鳴
き
声
だ
っ
た
の
で
、
連
れ
て
き
て
も
ら
っ
た
の
よ
」
と
い
う
。

　
そ
の
後
は
ま
た
姉
妹
の
部
屋
で
大
切
に
猫
を
飼
う
こ
と
に
し
た
。
ひ
と
り
で
い
た
と
き
に
、
猫
を
な
で
な
が
ら
、

「
あ
な
た
は
大
納
言
の
姫
君
だ
っ
た
の
ね
。
大
納
言
に
も
お
知
ら
せ
し
な
く
ち
ゃ
ね
」
と
呟
く
と
、
猫
は
優
し
く
鳴

き
、
な
ん
だ
か
私
の
言
葉
が
わ
か
る
よ
う
だ
っ
た
（
遠
藤
抄
訳
）。

　
ま
る
で
、
ア
ニ
メ
の
プ
ロ
ロ
ー
グ
み
た
い
で
あ
る
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
平
安
期
、
猫
が
希
少
で
、
大
事
に
扱
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
（
そ
の
一
方
、
迷
い
猫
も
珍
し
く
な

か
っ
た
こ
と
も
う
か
が
わ
れ
る
。
迷
い
猫
の
な
か
に
は
、
野
猫
化
す
る
も
の
も
い
た
に
違
い
な
い
）。

3
・
3　
女
三
の
宮
の
恋
と
悪
戯
な
猫

　
数
あ
る
平
安
猫
の
な
か
で
も
、
源
氏
物
語
に
登
場
す
る
猫
は
、
後
世
に
最
大
の
影
響
を
与
え
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
ま

さ
に
清
少
納
言
が
「
な
ま
め
か
し
き
も
の
」
と
表
現
し
た
よ
う
な
猫
が
、『
源
氏
物
語
』
の
「
若
菜
上
」
で
は
、
運
命
の
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恋
の
悪
戯
な
キ
ュ
ー
ピ
ッ
ド
の
よ
う
な
重
要
な
役
割
を
果
た
す
。
恋
は
こ
ん
な
風
に
始
ま
る
。

猫
は
、
ま
だ
よ
く
人
に
も
な
つ
か
ぬ
に
や
、
綱
い
と
長
く
付
き
た
り
け
る
を
、
物
に
ひ
き
か
け
ま
つ
は
れ
に
け
る
を
、

逃
げ
む
と
ひ
こ
し
ろ
ふ
ほ
ど
に
、
御
簾
の
側
い
と
あ
ら
は
に
引
き
開
け
ら
れ
た
る
を
、
と
み
に
ひ
き
直
す
人
も
な
し
。

（
若
菜
上
第
七
段
）

〔
女
三
の
宮
の
猫
は
、
ま
だ
人
に
慣
れ
て
い
な
い
の
で
長
い
首
綱
を
つ
け
て
い
た
。
そ
の
首
綱
が
引
っ
か
か
っ
て
、
女
三
の
宮

の
居
室
を
庭
に
い
る
人
び
と
の
目
か
ら
隠
し
て
い
た
御
簾
が
引
き
上
げ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
〕

　
内
大
臣
の
息
子
で
あ
る
柏
木
は
、
光
源
氏
の
邸
宅
で
行
わ
れ
た
蹴け

鞠ま
り

の
催
し
に
参
加
し
て
い
た
が
、
飛
び
出
し
て
き
た

唐
猫
の
仕
業
で
上
が
っ
た
御
簾
の
奥
に
い
る
女
三
の
宮
（
光
源
氏
の
若
い
妻
）
の
姿
を
垣
間
見
て
し
ま
う
（
第
二
章
図
12
）。

　
当
時
の
高
貴
な
女
性
は
人
前
に
姿
を
現
す
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
そ
の
姿
を
思
い
も
か
け
ず
垣
間
見
て
し
ま
っ
た
こ

と
で
、
柏
木
の
恋
が
走
り
出
す
。
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
が
、
女
三
の
宮
の
小
さ
な
飼
い
猫
で
あ
る
。
当
時
、
高
貴
な
人

は
唐
か
ら
輸
入
し
た
猫
を
お
洒
落
な
調
度
品
の
よ
う
に
飼
っ
て
い
た
。
こ
う
し
た
猫
を
唐
猫
と
い
う
。
あ
る
日
、
源
氏
邸

で
蹴
鞠
の
会
が
催
さ
れ
た
。
女
三
の
宮
も
女
官
た
ち
と
と
も
に
、
御
簾
越
し
に
蹴
鞠
の
様
子
を
楽
し
ん
で
い
た
。
そ
の
と

き
、
彼
女
の
小
さ
な
唐
猫
が
、
少
し
大
き
い
唐
猫
に
追
わ
れ
て
御
簾
を
く
ぐ
っ
て
逃
げ
よ
う
と
し
た
。
小
さ
い
唐
猫
に
は

長
い
綱
が
つ
け
て
あ
っ
た
の
だ
が
、
そ
れ
が
几
帳
の
裾
に
絡
ま
っ
て
、
御
簾
が
あ
が
っ
て
し
ま
っ
た
。
奥
に
い
た
女
三
の

宮
の
愛
ら
し
い
姿
が
一
瞬
目
に
映
っ
た
。
そ
れ
で
柏
木
は
運
命
の
恋
に
落
ち
た
の
で
あ
る
。
女
性
た
ち
は
す
ぐ
に
奥
の
部

屋
に
入
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
柏
木
は
残
さ
れ
た
女
三
の
宮
の
香
が
う
つ
っ
た
白
猫
を
抱
き
し
め
、
胸
を
こ
が
す
。
激
し
い
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恋
の
虜
と
な
っ
た
柏
木
は
、
秘
か
に
女
三
の
宮
と
会
う
よ
う
に
な
り
、
女
三
の
宮
は
懐
妊
す
る
。
柏
木
と
女
三
の
宮
の
関

係
は
光
源
氏
も
知
る
こ
と
と
な
り
、
柏
木
は
病
の
床
に
伏
す
。
女
三
の
宮
は
無
事
男
児
を
産
む
が
、
出
家
し
て
し
ま
う
。

そ
れ
を
知
っ
た
柏
木
は
絶
望
し
、
死
去
す
る
。

　
な
ん
と
も
切
な
さ
の
沼
に
は
ま
り
そ
う
な
展
開
で
あ
る
（
そ
し
て
『
源
氏
物
語
』
の
読
者
た
ち
は
ま
さ
に
こ
の
恋
の
沼
に
時

代
を
超
え
て
は
ま
っ
た
の
で
あ
る
）。

　
し
か
し
こ
の
恋
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
、
考
え
て
み
る
と
さ
ま
ざ
ま
な
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
と
伏
線
が
絡
み
合
い
、
結
構
あ
り
え
な

い
展
開
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
必
然
の
運
命
」
み
た
い
な
も
の
を
感
じ
さ
せ
る
よ
う
な
、
作
者
の
企
み
が
潜
ん
で

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
あ
た
り
を
ひ
も
と
い
て
み
る
と
…
…
。

　
ま
ず
ヒ
ロ
イ
ン
の
女
三
の
宮
は
ま
だ
一
〇
代
半
ば
の
少
女
で
あ
る
。
当
時
は
結
婚
年
齢
が
低
か
っ
た
と
は
い
え
、
光
源

氏
は
す
で
に
四
〇
歳
前
後
の
オ
ジ
サ
ン
で
あ
る
。
し
か
も
、
紫
の
上
と
い
う
深
く
愛
し
合
っ
て
い
る
妻
が
い
る
だ
け
で
な

く
、
複
数
の
愛
人
た
ち
と
も
会
っ
て
い
た
り
す
る
。
全
然
世
界
の
違
う
二
人
が
結
婚
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、「
上
か

ら
の
圧
力
」
以
外
何
も
の
で
も
な
い
。
女
三
の
宮
が
青
年
た
ち
の
蹴
鞠
見
物
を
す
る
の
も
、
彼
女
の
若
さ
が
何
か
を
求
め

て
い
た
か
ら
と
も
い
え
る
。
だ
か
ら
、
大
き
な
猫
（
光
源
氏
あ
る
い
は
上
か
ら
の
圧
力
）
に
追
わ
れ
て
が
む
し
ゃ
ら
に
逃
げ

よ
う
と
す
る
白
猫
は
、
女
三
の
宮
そ
の
人
を
表
し
て
い
る
と
も
読
め
る
。

　
白
猫
の
ひ
も
が
几
帳
に
絡
ま
っ
て
御
簾
を
明
け
て
し
ま
う
の
は
、
女
三
の
宮
の
ひ
た
す
ら
な
想
い
が
タ
ブ
ー
（
禁
忌
）

を
破
っ
て
自
分
自
身
の
姿
を
外
界
に
曝さ
ら

そ
う
と
す
る
彼
女
自
身
の
心
で
は
な
い
か
。
そ
の
姿
は
、「
美
し
く
整
え
ら
れ
た

紅
梅
襲
の
十
二
単
、
華
奢
な
か
ら
だ
に
髪
が
か
か
っ
て
い
る
様
子
、
そ
の
横
顔
は
言
葉
に
な
ら
な
い
ほ
ど
愛
ら
し
い
が
、

夕
影
で
は
っ
き
り
と
見
え
な
い
」。
そ
ん
な
と
き
、
猫
が
鳴
い
て
、
女
三
の
宮
が
振
り
返
る
。
ふ
と
見
え
た
若
く
美
し
い
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顔
に
、
柏
木
は
心
を
奪
わ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る9

。
女
三
の
宮
の
姿
が
露
わ
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
た
女
房
た
ち

が
彼
女
を
奥
へ
と
隠
す
。
柏
木
は
呆
然
と
そ
の
姿
を
見
送
る
が
、
白
猫
も
取
り
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
き
、
猫
を
ぎ

ゅ
っ
と
抱
き
し
め
る
。
女
三
の
宮
の
残
り
香
に
、
柏
木
は
想
い
を
募
ら
せ
る
の
だ
っ
た
。
も
し
、
白
猫
が
女
三
の
宮
の
隠

さ
れ
た
心
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
一
見
、
受
身
で
何
の
考
え
も
な
い
よ
う
に
見
え
る
幼
い
少
女
が
、
白
猫
の
姿
を
借
り
て
、

奔
放
な
愛
に
向
か
っ
て
走
り
出
し
た
の
だ
と
も
い
え
る
。

　
柏
木
と
女
三
の
宮
の
恋
は
時
が
流
れ
て
も
色
あ
せ
る
こ
と
な
く
人
び
と
の
心
を
揺
り
動
か
し
続
け
、
江
戸
の
猫
文
化
に

も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
だ
っ
た
（
第
二
章
へ
）。

　
口
絵
2
は
、
こ
の
場
面
を
絵
画
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
運
命
の
一
瞬
で
あ
る
。




