
猫
じ
ゃ
ら
し
前
世
の
玉
と
遊
び
け
り
・
・
踏
基

本
所
深
川
の
女
衒
の
竜
吉
の
趣
味
は
、
釣
り
で
あ
っ

ぜ

げ

ん

た
つ
き
ち

た
。
深
川
の
地
名
由
来
は
、
深
い
川
が
あ
っ
た
か
ら

で
な
く
、
実
は
深
川
八
郎
右
衛
門
と
い
う
人
物
が
住

ん
で
い
た
こ
と
に
よ
る
と
い
う
。
竜
吉
が
生
き
た
時

代
は
、
幕
末
期
か
ら
明
治
新
政
府
が
設
立
さ
れ
た
頃

で
あ
る
。
文
字
通
り
日
本
の
激
動
期
で
あ
っ
た
。

竜
吉
は
女
も
釣
っ
た
が
、
魚
も
釣
っ
た
の
で
あ
る
。

魚
を
捕
獲
す
る
手
段
と
し
て
の
釣
り
は
、
日
本
の

石
器
時
代
遺
跡
か
ら
も
骨
角
器
の
釣
針
が
見
付
っ
て

い
る
が
、
生
き
る
た
め
の
狩
猟
で
あ
っ
て
趣
味
で
は

な
い
。
庶
民
の
釣
が
趣
味
と
し
て
定
着
し
た
の
は
、

幕
末
か
ら
明
治
に
掛
け
て
と
言
わ
れ
て
い
る
。

長
竿
を
振
っ
て
身
体
を
鍛
錬
し
、
水
面
を
睨
み
な
が

ら
魚
と
の
駆
け
引
き
で
、
鋭
気
を
養
う
武
士
の
釣
り
と

異
な
り
、
町
人
の
釣
り
は
最
初
、
猫
を
飼
う
こ
と
同
様

に
、
裕
福
な
大
店
の
旦
那
衆
の
間
で
始
ま
っ
て
い
る
。

こ
う
し
て
、
道
具
や
場
所
に
凝
り
江
戸
後
期
に
は
、
武

士
と
は
異
な
る
町
人
釣
文
化
が
芽
生
え
た
よ
う
で
あ
る
。

女
衒
の
竜
吉
の
釣
り
の
趣
味
の
場
合
は
、
そ
う
し
た

凝
り
性
の
旦
那
衆
と
共
に
風
情
を
楽
し
む
と
い
う
よ
り

は
、
川
縁
で
竿
を
垂
れ
な
が
ら
、
客
種
と
時
間
を
掛
け

て
親
交
を
結
び
、
金
蔓
の
鴨
を
見
付
け
る
た
め
の
、
半

ば
趣
味
と
稼
業
を
兼
ね
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

大
店
の
ご
隠
居
さ
ん
な
ら
い
ざ
知
れ
ず
、
江
戸
前

期
、
長
屋
の
職
人
の
身
分
の
大
工
や
左
官
が
、
暇
と

お
金
を
持
て
余
し
て
釣
に
興
ず
る
と
い
う
習
慣
は
、

一
般
庶
民
の
間
で
は
殆
ど
無
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

と
言
う
の
も
、
女
衒
の
竜
吉
の
裏
稼
業
は
実
は
俗

に
い
う
阿
呆
鴉
で
あ
っ
た
。
女
郎
屋
の
店
も
な
く
、

あ
ほ
う
が
ら
す

抱
え
る
公
娼
私
娼
す
ら
な
く
、
単
独
で
要
請
に
応
じ

て
女
を
旦
那
衆
に
取
持
ち
、
御
上
の
目
を
盗
ん
で
の

稼
業
、
今
で
い
う
美
人
局
や
ポ
ン
引
き
で
あ
ろ
う
か
。

つ
つ
も
た
せ

本
所
深
川
は
、
猪
牙
舟
を
仕
立
て
て
、
一
見
素
人

ち
ょ
き
ぶ
ね

の
身
形
の
女
を
船
に
乗
せ
、
鴨
の
客
筋
に
送
り
込
む

み

な

り

に
は
、
絶
好
の
場
所
で
あ
っ
た
。
川
岸
に
は
、
そ
の

舞
台
と
な
る
水
茶
屋
が
随
所
に
あ
っ
た
。

猪
牙
舟
と
は
、
江
戸
後
期
の
明
暦
年
間
に
考
え
だ

さ
れ
た
小
舟
の
名
称
で
あ
る
。
単
に
猪
牙
と
も
呼
ん

だ
が
、
特
徴
は
細
長
く
船
首
が
尖
っ
て
い
た
の
で
、

猪
の
牙
に
似
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
こ
の
名
が
出
た
と

も
い
わ
れ
て
い
る
。
酒
手
を
は
ず
ん
で
船
頭
一
人
に
、

竜
吉
と
女
二
人
で
客
に
な
っ
て
水
茶
屋
に
向
う
。

お
客
の
旦
那
衆
は
、
連
絡
済
み
の
水
茶
屋
で
、
今

や
遅
し
と
女
を
待
っ
て
い
る
。
勿
論
茶
屋
の
仲
居
に

も
小
銭
を
渡
す
の
を
欠
か
さ
な
か
っ
た
。
こ
れ
が
、

竜
吉
の
お
決
ま
り
の
や
り
方
で
あ
っ
た
。

い
な
せ
な
船
頭
達
は
そ
の
速
さ
を
競
っ
た
。
深
川

は
、
川
や
堀
が
縦
横
に
走
っ
て
い
た
の
で
、
移
動
に

は
こ
の
猪
牙
舟
の
方
が
、
連
れ
を
駕
籠
に
乗
せ
る
よ

り
早
く
て
便
利
な
庶
民
の
足
だ
っ
た
か
ら
だ
。

こ
の
稼
業
は
、
女
と
客
の
ど
ち
ら
に
も
傷
が
付
か

ぬ
よ
う
、
秘
密
厳
守
の
口
先
の
交
渉
術
が
、
竜
吉
の

一
番
の
売
り
で
あ
っ
た
。
他
の
や
く
ざ
稼
業
同
様
、

肌
を
売
る
女
達
の
、
秘
密
を
全
て
握
っ
て
い
た
の
で
、

人
に
言
え
な
い
女
の
弱
み
や
、
客
筋
の
行
為
を
利
し

て
脅
し
や
強
請
を
仕
掛
け
る
所
業
は
、
竜
吉
は
自
分

ゆ

す

り

の
信
用
に
掛
け
て
殆
ど
一
切
し
な
か
っ
た
。

や
ろ
う
と
思
え
ば
、
そ
う
し
た
行
為
で
賭
場
の
手

慰
み
泡
銭
を
稼
げ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
口
の
堅
さ
が

竜
吉
の
信
条
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
裏
の
売
春
行
為

は
、
御
上
の
眼
を
潜
る
稼
業
で
あ
っ
た
の
で
、
時
に

は
危
な
い
橋
を
渡
る
こ
と
も
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

恨
み
を
買
っ
て
は
、
稼
業
が
や
り
難
く
な
る
。

仲
を
取
り
持
つ
口
の
堅
い
竜
吉
の
存
在
は
、
女
に

と
っ
て
も
、
客
筋
の
旦
那
衆
に
も
重
宝
で
あ
っ
た
。

頼
ま
れ
れ
ば
、
竜
吉
は
旦
那
の
走
り
使
い
や
女
の

艶
文
代
筆
、
女
の
炊
事
洗
濯
、
留
守
番
や
子
守
す
ら
、

今
で
い
う
便
利
屋
の
駄
賃
稼
ぎ
の
よ
う
な
仕
事
も
嫌

な
顔
せ
ず
に
即
座
に
引
き
受
け
た
の
で
あ
る
。

誰
も
竜
吉
の
素
性
を
知
ら
な
か
っ
た
が
、
元
は
松

本
藩
の
下
級
武
士
の
倅
で
、
本
名
は
江
藤
一
馬
で
あ
っ

た
。
読
み
書
き
が
出
来
た
の
は
、
そ
う
し
た
背
景
が

あ
る
。
憧
れ
て
江
戸
に
出
て
か
ら
、
や
く
ざ
稼
業
に

手
を
染
め
成
行
き
で
竜
吉
を
名
乗
っ
た
。

男
っ
ぷ
り
の
良
い
竜
吉
に
惚
れ
、
飯
炊
き
や
洗
濯
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を
し
て
く
れ
る
、
押
掛
け
女
房
志
願
も
い
た
が
、

決
め
た
女
を
抱
か
な
い
主
義
で
あ
っ
た
。

旦
那
衆
に
と
っ
て
多
少
値
は
は
っ
て
も
、
素
人

女
と
い
う
触
れ
込
み
は
、
花
魁
を
抱
く
よ
り
も
、

お
い
ら
ん

こ
た
え
ら
れ
な
い
性
的
刺
激
を
与
え
た
よ
う
だ
。

旦
那
衆
は
、
自
分
の
古
女
房
の
身
体
に
飽
き
た

の
で
、
そ
の
目
を
盗
ん
で
「
陸
釣
り
」
も
大
変
得

意
で
あ
っ
た
か
ら
だ
。
こ
の
稼
業
も
こ
れ
で
、
結

構
難
し
い
稼
業
だ
と
竜
吉
は
思
っ
て
い
た
。

竜
吉
の
釣
り
趣
味
は
、
言
わ
ば
お
客
の
旦
那
衆

を
見
つ
け
る
営
業
上
の
手
段
で
あ
っ
た
。

大
店
の
旦
那
と
並
ん
で
、
中
之
橋
近
傍
で
糸
を

垂
れ
て
い
る
と
、
江
戸
商
人
気
質
の
つ
れ
づ
れ
が
、

旦
那
の
口
か
ら
窺
え
た
。
「
商
は
笑
な
り
」
「
春

夏
冬
、
二
升
五
合
」
「
果
報
は
練
っ
て
待
て
」

「
人
の
行
く
裏
に
道
あ
り
花
の
山
」
「
無
欲
千
両
」

釣
果
の
上
が
ら
ぬ
時
に
、
自
ら
に
言
聞
か
せ
る
旦

那
衆
の
呟
き
を
面
白
く
勉
ぶ
こ
と
が
で
き
た
。

時
に
は
、
深
川
の
牡
丹
町
の
あ
ひ
る
と
呼
ば
れ

た
岡
場
所
に
引
っ
掛
け
て
、
釣
り
場
に
態
々
や
っ

て
き
て
は
、
川
柳
仕
立
て
で
「
あ
ひ
る
で
も
追
え

と
黒
鴨
弐
朱
も
ら
い
」
と
竜
吉
に
駄
賃
を
渡
し
、

昨
夜
買
っ
た
女
と
同
タ
イ
プ
の
素
人
女
を
所
望
し

た
り
、
二
度
同
じ
女
を
希
望
す
る
旦
那
も
い
た
。

で
も
竜
吉
の
信
条
は
、
そ
う
し
た
要
求
を
断
る

の
が
常
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
水
茶
屋
で
の
一
見

出
逢
い
の
原
則
は
、
困
っ
た
時
に
だ
け
亭
主
に
内

緒
で
春
を
ひ
さ
ぐ
私
娼
予
備
軍
の
女
房
や
、
玉
志

願
の
素
人
娘
の
信
用
を
大
い
に
克
ち
得
て
い
た
。

女
衒
の
竜
吉
の
名
は
、
こ
う
し
て
深
川
界
隈
の

長
屋
の
女
房
、
小
料
理
屋
の
小
女
や
仲
居
、
大
店

の
女
中
達
、
水
茶
屋
や
出
逢
旅
籠
の
女
将
に
至
る

ま
で
が
安
心
し
て
、
竜
吉
に
相
談
を
持
ち
掛
け
て

き
た
。
無
論
、
素
人
女
の
み
な
ら
ず
、
幕
府
非
公

認
の
岡
場
所
あ
ひ
る
の
私
娼
も
混
じ
っ
て
い
た
。

余
談
で
あ
る
が
ポ
ン
引
き
の
語
源
は
、
ぼ
ん
や

り
し
て
い
る
者
を
引
っ
張
っ
て
騙
す
、
つ
ま
り

「
ぼ
ん
引
き
」
が
訛
っ
た
と
い
う
説
と
、
盆
の
上

の
博
打
の
「
盆
引
き
」
説
の
二
説
あ
る
。

更
に
加
え
る
な
ら
、
大
阪
や
京
都
の
粋
に
対
抗

し
て
、
江
戸
の
元
禄
文
化
は
男
女
と
も
に
意
気
で

あ
っ
た
。
当
時
露
な
交
合
の
絵
図
も
人
気
で
、
情

あ
ら
わ

念
の
や
り
場
が
行
き
着
く
と
こ
ろ
ま
で
滞
留
し
、

洗
練
さ
れ
、
交
わ
り
の
歓
喜
と
悲
哀
が
あ
っ
け
ら

か
ん
と
噂
と
共
に
語
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

旦
那
衆
は
、
一
様
に
意
気
を
競
っ
て
バ
レ
句
も

得
意
で
あ
っ
た
。
バ
レ
句
と
は
艶
句
と
も
言
う
。

例
え
ば
、

絵
図
な
れ
ば
覗
き
放
題
し
放
題

春
の
風
煽
る
だ
け
煽
っ
て
知
ら
ぬ
顔

湯
上
り
の
何
か
欲
し
き
立
姿

さ
せ
も
せ
ず
し
も
せ
ず
二
人
名
を
残
し

鼻
息
で
知
れ
る
隣
の
仲
直
り

さ
て
竜
吉
の
本
業
、
女
衒
の
こ
と
で
あ
る
。

諸
国
を
巡
り
歩
き
、
女
を
遊
女
屋
に
売
り
飛
ば

す
女
衒
は
、
蔑
称
で
「
玉
出
し
屋
」
と
も
呼
ば
れ
、

い
わ
ゆ
る
あ
こ
ぎ
な
口
入
稼
業
で
あ
る
が
、
元
来

女
衒
の
衒
と
は
売
る
意
で
あ
る
。

脅
し
や
強
請
は
当
り
前
、
悪
人
腹
気
質
が
女
衒

稼
業
に
は
時
に
必
要
で
あ
っ
た
。
口
入
屋
の
女
将

達
も
異
口
同
音
に
、
抽
ん
で
て
美
し
い
私
娼
の
お

ぬ
き

甲
と
、
所
帯
を
持
っ
て
か
ら
の
竜
吉
の
、
あ
の
時

の
変
貌
ぶ
り
に
吃
驚
し
て
い
た
位
で
あ
る
。

と
言
う
の
も
、
旅
に
暮
ら
し
物
色
し
た
女
を
狩

り
込
ん
で
、
冷
徹
に
売
り
飛
ば
す
女
衒
と
し
て
の

凄
腕
を
女
将
達
は
皆
知
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

「
女
衒
の
竜
」
の
手
に
掛
か
り
、
岡
場
所
や
廓

ぜ
げ
ん
の
り
ゅ
う

の
泥
水
に
沈
み
、
修
羅
の
業
か
ら
抜
け
ら
れ
な
い

女
を
何
人
も
観
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。

女
衒
と
言
う
言
葉
は
、
明
治
か
ら
昭
和
初
期
に

掛
け
て
も
半
ば
公
然
と
存
在
し
て
い
た
。

国
内
女
性
は
も
と
よ
り
東
南
ア
ジ
ヤ
の
女
性
を
、

日
本
の
娼
婦
館
に
斡
旋
す
る
商
売
が
成
立
っ
て
い

た
か
ら
で
あ
る
。
当
時
の
唐
猫
も
、
こ
う
し
て
半

島
の
売
ら
れ
た
女
に
抱
か
れ
て
日
本
に
や
っ
て
き

た
。
隆
盛
を
極
め
た
、
こ
う
し
た
女
子
の
貿
易
稼

業
や
斡
旋
業
は
、
公
娼
制
度
の
あ
っ
た
江
戸
時
代

の
み
な
ら
ず
昭
和
期
に
至
る
ま
で
続
い
て
い
る
。

大
正
八
年(

一
九
一
九
年)

六
月
の
廃
娼
制
度
の

誕
生
で
、
一
時
的
な
打
撃
を
受
け
た
が
、
な
お
も

潜
伏
し
続
け
て
、
昭
和
二
十
一
年
二
月
の
Ｇ
Ｈ
Ｑ

指
令
の
公
娼
制
度
の
名
目
上
の
廃
止
を
経
て
、
昭

和
三
十
一
年
五
月
の
売
春
防
止
法
の
成
立
、
昭
和

六
十
年
二
月
の
風
俗
営
業
等
取
締
法(

通
称
風
営
法)

の
施
行
等
々
に
至
る
ま
で
存
続
し
た
の
で
あ
る
。

い
や
、
通
常
の
賢
婦
人
方
に
言
わ
せ
れ
ば
、
唾
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棄
す
べ
き
と
評
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
女
衒
商
売
は
平

成
の
御
世
に
な
っ
て
も
「
ス
カ
ウ
ト
」
と
名
前
を
代

え
、
歌
舞
伎
町
や
渋
谷
、
他
全
国
各
地
の
魅
惑
の
性

風
俗
街
に
今
な
お
存
続
し
て
い
る
。

こ
の
世
に
女
と
男
が
存
在
す
る
限
り
、
洋
の
東
西

を
問
わ
ず
、
世
界
各
地
で
こ
う
し
た
商
売
は
絶
え
る

こ
と
も
無
く
延
々
と
存
続
し
続
け
る
で
あ
ろ
う
。

女
衒
・
阿
呆
鴉
稼
業
、
ま
た
釣
趣
味
ど
れ
を
と
っ

て
み
て
も
共
通
し
て
言
え
る
こ
と
は
、
容
貌
は
一
見

鼻
筋
が
通
っ
て
短
気
そ
う
に
見
え
る
竜
吉
だ
が
、
実

は
非
常
に
忍
耐
強
く
、
特
に
口
説
き
上
手
で
、
生
来

女
に
対
し
て
は
頗
る
ま
め
で
、
狙
っ
た
獲
物
を
逃
が

さ
な
い
執
拗
な
性
格
を
有
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

元
来
女
衒
・
阿
呆
鴉
稼
業
は
、
あ
く
ど
さ
が
な
く

て
は
成
立
た
な
い
生
業
で
あ
っ
た
が
、
竜
吉
の
よ
う

な
男
が
、
口
入
業
界
で
人
気
が
あ
っ
た
の
は
一
に
、

こ
の
女
好
き
の
気
質
に
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

竜
吉
は
猫
を
と
て
も
可
愛
が
っ
た
。

竜
吉
の
猫
好
き
は
、
界
隈
の
女
達
に
も
良
く
知
ら

れ
て
い
た
。
飼
っ
て
い
た
と
い
う
よ
り
、
自
然
に
居

つ
い
て
し
ま
っ
た
と
い
う
の
が
正
し
い
か
も
し
れ
な

い
。
人
に
は
ど
う
や
ら
猫
か
ら
好
か
れ
る
気
質
と
、

そ
う
で
な
い
気
質
が
あ
る
よ
う
で
、
猫
も
本
能
的
に

竜
吉
の
本
性
を
見
極
め
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

竜
吉
は
時
折
、
自
分
の
前
世
は
、
猫
だ
っ
た
と
思

う
時
が
あ
っ
た
。
猫
の
気
持
ち
が
不
思
議
な
位
良
く

判
る
の
で
あ
る
。
魚
釣
が
得
意
な
の
は
、
前
世
の
猫

の
狩
の
習
性
の
名
残
だ
と
す
ら
思
う
の
で
あ
る
。

慕
い
寄
っ
て
く
る
猫
と
の
関
係
は
、
主
従
と
い
う

よ
り
、
同
族
の
よ
う
な
感
じ
す
ら
す
る
の
で
あ
る
。

女
衒
稼
業
で
、
狩
っ
た
女
を
突
然
苛
め
た
く
な
る

衝
動
は
、
捕
獲
し
た
鼠
を
、
尖
っ
た
前
足
の
爪
で
な

ぶ
る
猫
の
心
境
と
同
じ
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。

稼
業
の
一
環
で
、
よ
ん
ど
こ
ろ
無
く
小
猫
を
懐
に

抱
き
、
女
か
ら
一
時
預
か
り
し
た
時
も
そ
う
だ
っ
た
。

猫
の
体
温
を
懐
に
感
じ
て
、
肌
に
直
接
触
れ
る
猫

毛
の
感
触
が
、
仲
間
と
一
緒
に
い
る
堪
ら
な
い
快
楽

を
呼
ぶ
の
で
あ
る
。
懐
か
ら
顔
を
出
し
て
外
界
を
窺

う
猫
の
仕
草
は
、
ま
る
で
小
女
が
は
に
か
む
姿
に
似

て
自
分
が
母
猫
に
で
も
成
っ
た
よ
う
な
心
境
に
な
る
。

猫
と
遊
ぶ
の
は
、
女
を
扱
う
の
と
同
じ
で
あ
っ
た
。

例
え
ば
、
竿
の
先
に
糸
を
付
け
、
垂
ら
し
た
糸
の

先
に
鶏
の
羽
を
付
け
る
。
釣
り
の
要
領
で
、
こ
の
道

具
で
猫
を
踊
ら
せ
る
の
で
あ
る
。

人
に
は
判
ら
な
い
匂
い
と
羽
の
擦
れ
る
音
に
猫
が

飛
び
つ
く
や
鼻
先
で
、
竿
を
ぐ
い
と
引
く
の
で
あ
る
。

そ
う
す
る
と
猫
は
後
ろ
足
で
立
ち
上
が
り
、
小
鳥
を

狙
う
か
の
よ
う
に
飛
翔
し
て
獲
物
を
狙
う
。
羽
を
前

足
で
上
手
く
捕
ら
え
た
時
は
、
首
を
思
い
切
り
抱
き

し
め
て
狩
の
本
能
を
何
度
も
褒
め
て
や
る
。

当
時
旦
那
衆
に
人
気
だ
っ
た
、
長
尾
の
高
価
な
舶

来
の
唐
猫
も
預
か
っ
た
。
他
に
魚
釣
り
現
場
に
現
わ

れ
た
、
吊
っ
た
魚
を
狙
っ
た
猫
と
の
腐
れ
縁
も
あ
っ

た
か
ら
、
竜
吉
の
深
川
の
裏
棚
に
は
、
常
時
猫
が
数

匹
～
十
匹
ほ
ど
居
候
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

江
戸
時
代
に
、
交
配
で
短
尾
の
和
猫
が
生
ま
れ
た

の
で
あ
る
が
、
庶
民
の
間
で
当
時
長
尾
の
唐
猫
は
化

け
る
と
嫌
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
竜
吉
の
場
合
長
尾
、

短
尾
の
猫
の
ど
ち
ら
に
も
頓
着
し
な
か
っ
た
。

ち
な
み
に
猫
と
女
性
と
の
類
似
点
は
、
不
思
議
な

こ
と
に
昔
か
ら
性
風
俗
業
界
で
万
国
共
通
で
あ
る
。

猫
の
腹
の
柔
ら
か
い
体
毛
と
、
女
性
の
こ
ん
も
り

盛
上
っ
た
丸
み
の
あ
る
乳
房
と
、
股
間
の
恥
骨
の
陰

毛
は
実
に
似
て
い
る
。
猫
の
体
毛
と
女
性
の
陰
毛
は
、

実
に
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
富
ん
で
い
る
。
猫
は
殆
ど

有
り
得
な
い
が
、
稀
に
女
性
に
は
無
毛
が
あ
り
長
毛
、

短
毛
、
直
毛
、
縮
毛
、
渦
毛
と
千
差
万
別
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
俗
語
で
あ
る
が
、
廓
言
葉
で
芸
妓
娼
婦

の
こ
と
を
猫
と
言
っ
た
し
、
英
語
で
は
、
女
性
の
陰

部
を
、P

u
s
s
y
/
P
u
s
s
y
-
c
a
t

と
称
し
た
。
米
語
の
ス

ラ
ン
グ
、C

a
t
-
h
o
u
s
e

は
、
文
字
ど
う
り
日
本
の
娼

婦
宿
と
い
っ
た
按
配
で
あ
る
。

あ
の
女
は
、
私
娼
の
お
甲
と
言
っ
た
。

竜
吉
が
、
あ
の
時
以
来
、
「
女
衒
の
竜
」
か
ら

「
仏
の
竜
」
に
変
っ
た
の
で
あ
る
。

竜
吉
の
馴
染
み
の
水
茶
屋
の
、
お
甲
は
抽
ん
で
て

ぬ
き

美
し
く
、
美
貌
は
男
ど
も
の
み
な
ら
ず
、
茶
屋
の
女

将
の
人
眼
を
引
い
た
。
お
甲
の
美
貌
は
、
時
折
靄
が

掛
か
っ
た
よ
う
で
漠
然
と
し
て
、
一
重
瞼
を
瞬
か
せ

焦
点
の
定
ま
ら
ぬ
虚
ろ
な
目
を
す
る
時
が
あ
っ
た
。

お
甲
も
ま
た
、
自
分
の
素
性
を
他
人
に
決
し
て
明

か
さ
な
か
っ
た
。
源
氏
名
お
甲
の
本
名
は
、
林
八
重

で
あ
る
。
信
州
木
曾
代
官
所
の
没
落
士
族
の
娘
で
、

特
産
白
木
の
ミ
ネ
バ
リ
の
お
六
櫛
を
肌
身
離
さ
ず
所

持
し
て
い
た
。
お
六
櫛
の
発
生
は
、
享
保
の
頃
で
、

木
曾
特
産
と
し
て
江
戸
で
も
評
判
で
あ
っ
た
。
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竜
吉
は
お
甲
を
一
目
観
た
時
か
ら
、
通
い
妾
に
最

適
と
断
じ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
ま
さ
か
、
あ
の
時
、

懇
願
さ
れ
た
と
は
い
え
、
鉄
砲
州
の
洋
館
に
通
う
洋

妾
に
、
推
挙
し
ょ
う
と
は
思
い
も
し
な
か
っ
た
。

お
甲
は
、
何
時
も
白
い
猫
を
抱
い
て
い
た
。

隅
田
川
の
佃
大
橋
を
渡
れ
ば
、
直
ぐ
に
鉄
砲
州

(

今
の
明
石
町
）
で
あ
る
。

地
名
由
来
は
、
埋
立
地
の
地
形
が
鉄
砲
の
よ
う

な
形
状
で
あ
っ
た
と
か
、
幕
府
が
鉄
砲
の
試
射
を

や
っ
た
場
所
と
の
説
も
あ
る
。
幕
末
の
黒
船
騒
ぎ

で
、
急
遽
大
砲
を
置
く
台
場
が
設
け
ら
れ
た
場
所

で
あ
る
。
築
地
本
願
寺
は
近
く
で
あ
る
。

こ
こ
に
幕
末
の
築
地
外
国
人
居
留
地
が
あ
っ
た
。

安
政
五
年(

一
八
五
八
年)

に
日
米
修
好
通
商
条

約
の
締
結
に
よ
り
、
幕
府
は
貿
易
の
た
め
の
市
場

を
設
け
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
。

先
ず
安
政
六
年(

一
八
五
九
年)

横
濱
が
開
港
し
、

交
易
の
た
め
の
市
が
出
来
た
。
異
人
が
外
に
出
な

い
よ
う
に
、
堀
を
巡
ら
し
関
所
を
設
け
た
。
こ
れ

が
「
関
内
」
の
地
名
と
し
て
今
も
残
っ
て
い
る
。

築
地
開
市
は
正
式
に
は
、
十
年
後
の
明
治
元
年

(

一
八
六
八
年)

と
さ
れ
て
い
る
が
、
準
備
は
幕
末
か

ら
既
に
開
始
さ
れ
、
横
濱
に
少
し
遅
れ
て
始
ま
っ
て

い
た
。
こ
の
居
留
地
は
、
明
治
三
十
二
年(

一
九
〇

〇
年)

ま
で
続
い
て
や
が
て
廃
止
さ
れ
た
。

横
濱
に
港
埼
遊
廓(

今
の
横
濱
公
園)

が
あ
っ
た
よ

み
よ
さ
き
ゆ
う
か
く

う
に
、
築
地
に
も
新
島
原
遊
廓
が
あ
っ
た
。

島
原
は
京
都
の
有
名
な
遊
廓
で
あ
る
が
、
こ
れ
に

対
抗
し
て
の
命
名
だ
っ
た
と
い
う
。
横
濱
「
関
内
」

の
居
留
地
は
、
異
国
人
の
商
社
が
次
々
と
上
陸
し
て

は
根
を
降
ろ
し
、
港
の
発
展
と
と
も
に
隆
盛
で
あ
っ

た
が
、
築
地
居
留
地
は
余
り
発
展
し
な
か
っ
た
。

異
国
人
に
と
っ
て
も
便
利
な
横
濱
に
比
べ
、
新
興

の
築
地
に
移
住
す
る
気
に
な
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ

る
。
女
衒
の
竜
吉
と
し
て
も
、
深
川
・
築
地
の
発
展

を
願
っ
て
、
今
後
の
顧
客
開
拓
先
、
新
島
原
遊
廓
に

も
当
然
足
重
く
出
入
り
し
た
の
で
あ
る
が
・
・
。

最
所
そ
の
話
は
、
隅
田
川
端
の
船
宿
の
主
人
、

谷
村
伝
兵
衛
か
ら
だ
っ
た
。
谷
村
伝
兵
衛
は
、
三

代
続
い
た
船
宿
の
主
人
で
、
屋
形
船
を
三
艘
有
す

る
い
わ
ば
深
川
界
隈
き
っ
て
の
老
舗
で
あ
っ
た
。

「
吹
け
よ
川
風

揚
が
れ
よ
す
だ
れ

中
の
小
唄
の
主
み
た
や
」

江
戸
市
民
は
隅
田
川
に
好
ん
で
出
掛
け
た
。

武
士
も
庶
民
も
、
隅
田
川
で
涼
を
と
る
に
は
絶
好

だ
っ
た
。
屋
形
船
の
舟
遊
び
も
で
き
る
し
、
花
火
も

楽
し
め
た
。
当
時
の
屋
形
船
は
、
猪
牙
舟
と
異
な
り

意
気
で
お
洒
落
な
豪
華
な
遊
び
で
あ
っ
た
。

猪
牙
舟
が
水
上
タ
ク
シ
ー
な
ら
、
屋
形
船
は
豪
華

納
涼
船
で
あ
る
。
慶
長
年
間(
一
五
九
六
～
一
六
一
五

す
ず
み
ぶ
ね

年)

に
、
時
の
評
定
所
か
ら
の
要
請
で
、
吉
原
の
遊
女

ひ
ょ
う
じ
ょ
う
し
ょ

が
召
し
だ
さ
れ
た
。
炎
天
下
で
は
遊
女
達
が
可
哀
想
と

言
う
こ
と
で
簾
を
掛
け
た
の
が
、
屋
形
船
の
始
ま
り
で

あ
る
。
評
定
所
と
は
、
寺
社
奉
行
、
町
奉
行
や
老
中
の

集
ま
る
場
所
で
あ
っ
た
か
ら
、
今
の
内
閣
と
裁
判
所
を

合
せ
た
よ
う
な
役
所
で
あ
っ
た
。
当
時
の
吉
原
の
遊
女

は
、
読
み
書
き
は
無
論
の
こ
と
高
貴
で
芸
に
秀
で
た
高

級
コ
ー
ル
ガ
ー
ル
の
よ
う
な
存
在
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

伝
兵
衛
は
、
遊
女
を
侍
ら
せ
船
客
と
な
っ
た
馴
染

み
の
幕
府
要
人
か
ら
依
頼
さ
れ
る
機
会
が
あ
っ
た
に

違
い
な
く
、
竜
吉
に
こ
う
切
り
出
し
た
の
で
あ
る
。

「
深
川
・
築
地
発
展
の
た
め
に
ぜ
ひ
、
竜
さ
ん
に

り
ゅ
う

ぜ
ひ
人
肌
脱
い
で
欲
し
い
こ
と
が
あ
る
・
・
」

「
は
て
何
で
や
ん
し
ょ
う
？
わ
っ
し
で
旦
那
さ
ん

の
お
役
に
立
て
る
こ
と
で
し
ょ
う
か
？
」

「
竜
さ
ん
し
か
頼
め
る
人
は
い
な
い
の
だ
！
」

谷
村
伝
兵
衛
の
た
っ
て
の
頼
み
を
聞
い
て
み
て
、

流
石
の
竜
吉
も
絶
句
し
た
の
で
あ
る
。

鉄
砲
州
に
、
何
で
も
や
が
て
毛
唐
の
新
規
寄
場

が
で
き
る
と
か
で
、
洋
館
や
教
会
等
の
施
設
を
幕

府
自
ら
造
る
の
だ
と
聞
い
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
滞
在
す
る
毛
唐
対
策
の
洋
妾
を
探
せ
と
言

う
の
が
、
伝
兵
衛
の
依
頼
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、

単
な
る
「
洋
妾(

ら
し
ゃ
め
ん)

」
で
な
く
、
相
手

の
間
夫
は
耶
蘇
の
坊
主
で
あ
る
と
い
う
か
ら
、
竜

ま

ぶ

吉
の
二
重
の
驚
き
で
あ
っ
た
。

綿
羊
の
異
名
「
ら
し
ゃ
め
ん
」
語
源
は
、
禁
欲

を
強
い
ら
れ
た
水
夫
や
修
道
僧
が
綿
羊
を
犯
し
た

と
言
う
俗
説
か
ら
き
て
い
た
。

日
本
に
も
、
女
色
狂
い
の
生
臭
坊
主
は
結
構
い

る
が
、
毛
唐
に
も
や
は
り
い
る
の
か
？
・
・
と
。

幕
府
要
人
が
何
故
そ
こ
ま
で
し
な
く
て
は
な
ら

な
い
の
か
、
そ
の
感
情
は
驚
き
と
い
う
よ
り
始
め

怒
り
に
近
か
っ
た
。
で
も
竜
吉
は
、
と
っ
さ
に
水

茶
屋
の
お
甲
の
顔
を
思
い
浮
か
べ
て
い
た
。

伝
兵
衛
の
懇
願
で
、
お
甲
を
口
説
い
て
洋
妾
を
承
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服
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
お
甲
は
別
に
洋
妾
を
左
程
嫌

が
り
も
し
な
か
っ
た
。
後
で
考
え
て
み
る
と
不
思
議

で
あ
る
。
通
い
妾
の
候
補
は
、
女
衒
・
阿
呆
鴉
稼
業

の
中
で
幾
ら
で
も
居
た
は
ず
な
の
に
、
迷
う
こ
と
も

な
く
お
甲
を
推
挙
し
た
こ
と
が
で
あ
る
。
ま
る
で
同

族
の
猫
の
相
棒
を
選
ぶ
か
の
よ
う
に
で
あ
る
。

最
も
故
国
に
妻
子
を
残
し
、
単
身
日
本
に
渡
っ
て

き
た
、
異
国
の
耶
蘇
の
坊
主
と
言
え
ど
も
や
は
り
、

男
は
男
で
あ
る
の
だ
と
実
感
し
て
い
た
。
不
自
然
な

獣
姦
で
性
衝
動
を
満
た
す
よ
り
、
生
身
の
日
本
人
の

女
が
良
い
に
決
ま
っ
て
い
る
と
同
情
も
し
た
。

幕
府
は
、
横
濱
居
留
地
、
港
崎
遊
廓
の
成
功
に
味
を

し
め
、
江
戸
の
築
地
居
留
地
で
も
新
島
原
遊
廓
を
策
し

た
も
の
の
、
築
地
は
総
じ
て
不
人
気
で
、
当
て
に
し
た

商
社
員
や
公
使
館
の
要
人
は
来
ず
、
や
っ
て
き
た
の
は
、

耶
蘇
の
布
教
の
宣
教
師
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

明
治
以
後
、
こ
こ
明
石
町
に
は
、
蘭
学
塾
や
キ
リ

ス
ト
教
系
私
塾
や
教
会
、
診
療
所
が
で
き
た
。

日
本
初
の
英
和
辞
書
を
編
纂
し
た
Ｊ
Ｃ
・
ヘ
ボ
ン

塾
も
、
横
濱
か
ら
築
地
に
移
転
し
て
き
て
い
る
。

や
が
て
こ
の
地
は
慶
應
義
塾
、
立
教
大
学
、
明
治

学
院
大
学
、
青
山
学
院
、
聖
路
加
病
院
等
の
キ
リ
ス

ト
教
系
列
の
学
校
の
発
祥
地
と
な
っ
て
い
る
。

谷
村
伝
兵
衛
は
、
絶
対
に
他
言
無
用
と
口
止
め
し

た
上
で
、
謝
礼
に
竜
吉
に
十
両
弾
ん
だ
。
伝
兵
衛
は
、

お
甲
の
身
の
回
り
の
世
話
係
に
と
お
米
を
付
け
た
。

築
地
居
留
地
に
横
濱
の
会
か
ら
派
遣
さ
れ
て
き
た
、

赤
毛
の
宣
教
師
の
ル
ド
ル
フ
・
ロ
ン
グ
が
お
甲
を
大

変
気
に
入
っ
て
、
愛
し
た
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

鈴
付
き
の
白
猫
の
首
輪
の
内
側
に
、
和
紙
の
文
を

託
す
一
計
を
案
じ
た
の
は
竜
吉
で
あ
っ
た
。

お
甲
は
何
処
か
捨
て
鉢
な
雰
囲
気
で
あ
っ
た
が
、
私

娼
に
し
て
は
教
養
も
あ
り
、
和
歌
も
た
し
な
ん
だ
。

吉
原
の
遊
女
の
よ
う
に
、
字
が
読
め
て
書
け
た
か

ら
で
あ
る
。
女
衒
の
竜
吉
と
し
て
で
な
く
、
江
藤
一

馬
と
し
て
、
読
み
書
き
で
き
る
お
甲
に
興
味
を
抱
い

た
の
も
無
理
も
な
か
っ
た
。
竜
吉
と
お
甲
の
連
絡
係

を
、
お
甲
の
白
い
愛
猫
が
役
目
を
担
っ
て
い
た
。

猫
は
本
来
定
宿
を
持
た
な
い
動
物
で
、
深
川
の
竜

吉
の
家
、
洋
館
の
築
地
の
お
甲
の
所
に
至
る
距
離
を
、

誰
に
も
気
取
ら
れ
ず
に
難
な
く
旅
を
し
た
。

縄
張
り
内
を
、
放
浪
漂
浪
し
な
が
ら
狩
を
す
る
本

能
と
帰
巣
習
性
を
巧
み
に
利
用
し
て
い
た
の
も
、
猫

好
き
の
竜
吉
な
ら
で
は
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

谷
村
伝
兵
衛
は
、
そ
ん
な
連
絡
方
法
が
二
人
の

間
に
密
か
に
あ
る
と
は
、
つ
い
ぞ
知
ら
な
か
っ
た
。

お
甲
の
月
々
の
お
手
当
て
は
、
伝
兵
衛
が
全
て

受
取
っ
て
中
を
当
然
の
ご
と
く
、
搾
取
し
て
お
甲

に
渡
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
搾
取
に
気
付
い
た
が
、

竜
吉
は
別
に
怒
り
も
し
な
か
っ
た
。

猫
の
首
輪
の
文
を
媒
介
に
し
た
、
お
甲
と
竜
吉
二

人
の
関
係
は
始
め
群
れ
る
こ
と
を
嫌
う
「
我
関
せ
ず
」

の
絆
で
あ
っ
た
。
群
れ
て
暮
す
人
々
は
「
寂
し
い
」

感
情
を
秘
め
て
い
る
か
ら
こ
そ
群
れ
て
生
活
す
る
。

そ
の
癖
群
れ
の
中
で
、
自
分
の
立
場
を
主
張
し
て
は
、

優
越
感
や
悋
気
を
起
し
て
い
る
。
そ
う
言
う
意
味
で
、

群
れ
意
識
の
薄
い
二
人
の
気
性
は
猫
に
似
て
い
た
。

互
い
に
猫
文
を
遣
り
取
り
す
る
、
二
人
の
縁
は
接

近
し
て
、
共
通
種
族
の
存
在
を
自
覚
さ
せ
た
。

猫
が
頬
や
目
の
周
り
の
匂
腺
か
ら
、
縄
張
り
を
主

張
し
て
「
匂
い
付
け
」
の
習
性
を
持
つ
の
と
同
様
で

あ
っ
た
。
和
紙
の
文
が
「
匂
い
付
け
」
の
役
目
を
果

し
た
。
異
種
か
ら
は
気
配
は
察
知
で
き
な
い
が
、
同

種
で
は
気
配
を
察
知
し
近
づ
い
た
。
竜
吉
は
、
お
甲

も
前
世
は
猫
だ
っ
た
と
思
う
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

達
吉
は
、
女
衒
の
用
務
で
中
山
道
を
旅
し
た
時
、

お
甲
の
た
め
に
、
土
産
に
お
六
櫛
を
一
つ
買
い
求
め

た
。
竜
吉
が
時
め
い
て
、
こ
ん
な
優
し
い
気
持
ち
に

な
っ
た
の
は
、
松
本
出
奔
以
来
初
め
て
で
あ
っ
た
。

決
し
て
、
竜
吉
は
お
甲
が
木
曾
の
生
ま
れ
と
知
っ

て
い
た
訳
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

達
吉
の
好
意
を
、
伝
兵
衛
を
通
じ
て
受
け
た
時
、

お
甲
は
飛
び
上
る
と
、
土
産
の
お
六
櫛
が
取
り
持
つ

縁
を
感
じ
て
、
そ
の
櫛
を
抱
き
し
め
て
喜
ん
だ
。
自

分
の
木
曾
生
ま
れ
の
素
性
、
い
や
自
分
の
前
世
さ
え

竜
吉
が
知
っ
て
い
る
の
で
は
と
思
っ
た
位
で
あ
る
。

何
故
な
ら
、
お
六
櫛
の
素
材
、
白
い
ミ
ネ
バ
リ
の

木
に
は
、
猫
科
の
動
物
だ
け
が
感
じ
る
独
特
の
匂
い
、

木
天
寥
に
似
た
性
質
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

ま

た

た

び

ま
た
た
び
は
、
猫
は
も
ち
ろ
ん
人
の
薬
草
と
し
て

も
効
能
が
あ
る
。
落
葉
蔓
植
物
で
、
初
夏
に
葉
の
先

が
白
く
な
り
、
若
枝
は
蔓
状
に
延
び
る
。
花
は
白
梅

の
よ
う
で
、
八
～
九
月
に
黄
緑
色
の
実
を
付
け
る
。

そ
の
夜
お
甲
は
、
本
名
林
八
重
に
立
ち
戻
り
、
ま

る
で
夜
行
性
の
木
曾
の
山
猫
さ
な
が
ら
に
、
喉
を
ゴ

ロ
ゴ
ロ
鳴
ら
し
、
憑
物
に
憑
か
れ
た
か
の
よ
う
に
大

き
く
眼
を
見
開
き
、
そ
の
瞳
孔
で
闇
を
見
据
え
る
と
、
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獲
物
の
存
在
、
竜
吉
を
確
認
す
る
か
の
よ
う
に
恍
惚

の
表
情
を
浮
か
べ
て
い
た
。
抱
い
た
白
猫
も
、
共
鳴

の
「
喉
鳴
ら
し
」
を
し
た
の
で
あ
る
。

築
地
居
留
地
の
宣
教
師
ル
ド
ル
フ
・
ロ
ン
グ
は
、

そ
の
夜
の
奇
妙
な
お
甲
に
黒
猫
を
連
想
し
、
気
味
悪

が
っ
て
、
傍
に
寄
り
付
か
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

猫
を
忌
み
嫌
う
例
は
世
界
各
国
に
あ
る
。

日
本
の
猫
股
と
は
、
耳
が
裂
け
尾
が
二
つ
に
割

れ
た
猫
で
別
名
、
化
け
猫
の
こ
と
で
あ
る
。
神
通

力
で
空
を
飛
び
、
天
変
地
異
を
引
起
す
と
い
う
。

「
赤
猫
が
舐
め
る
」
と
ば
、
放
火
の
こ
と
を
さ
す
。

中
国
故
事
の
十
二
支
も
、
同
じ
猫
科
の
寅
は
出

て
く
る
が
猫
は
出
て
こ
な
い
。
西
洋
の
中
世
の
カ

ト
リ
ッ
ク
教
徒
は
、
猫
は
邪
悪
な
悪
魔
と
し
て
排

斥
し
た
。
特
に
黒
猫
は
、
魔
女
狩
と
相
ま
っ
て
忌

み
嫌
わ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
虐
殺
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
こ
れ
は
奇
妙
な
猫
の
乱
交
習
性
が
、
受
胎
に

伴
う
淫
乱
な
女
と
の
類
似
性
や
性
風
俗
と
関
係
が

あ
っ
た
、
と
い
う
説
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。

こ
れ
が
竜
吉
と
お
甲
、
い
や
信
州
生
ま
れ
で
、

互
い
に
輪
廻
転
生
で
前
世
猫
だ
っ
た
者
同
士
、
江

藤
一
馬
と
林
八
重
の
魂
の
出
逢
い
、
人
に
生
ま
れ

代
わ
っ
た
き
た
こ
と
を
確
認
し
合
っ
た
瞬
間
で
、

不
可
思
議
な
縁
の
始
ま
り
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

や
が
て
お
甲
は
、
ル
ド
ル
フ
・
ロ
ン
グ
の
洋
館

か
ら
、
お
暇
を
出
さ
れ
る
と
、
谷
村
伝
兵
衛
を
通

じ
て
、
竜
吉
に
下
げ
渡
さ
れ
た
。

伝
兵
衛
に
は
、
何
故
あ
ん
な
に
ル
ド
ル
フ
・
ロ

ン
グ
に
可
愛
が
ら
れ
た
お
甲
が
、
洋
館
か
ら
お
暇

を
だ
さ
れ
た
の
か
、
判
ら
ず
じ
ま
い
で
あ
っ
た
。

伝
兵
衛
も
ま
た
、
お
甲
の
奇
妙
な
魔
力
に
惑
う

一
人
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

竜
吉
と
お
甲
は
、
そ
の
後
所
帯
を
持
っ
た
。
お

甲
は
濃
く
紅
を
さ
し
白
猫
を
抱
き
、
花
嫁
衣
裳
の

友
禅
染
の
白
い
元
禄
小
袖
を
着
て
嫁
い
で
来
た
。

竜
吉
は
、
こ
の
時
か
ら
「
仏
の
竜
」
に
な
っ
た
。

夫
婦
仲
は
、
必
ず
し
も
良
好
と
い
う
訳
に
は
行

か
な
か
っ
た
。
女
房
の
お
甲
は
常
に
「
暗
い
場
所

で
光
る
眼
」
を
し
て
、
昔
私
娼
の
気
質
丸
出
し
で
、

野
生
の
猫
が
家
畜
に
な
り
得
な
い
と
同
様
、
竜
吉

一
人
に
、
満
足
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

ど
う
や
ら
、
お
甲
の
前
世
の
猫
力
が
遥
る
か
に

勝
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
多
淫
が
祟
っ
て
か

二
人
の
間
に
子
は
出
来
な
か
っ
た
。
竜
吉
は
、
お

甲
に
精
気
を
吸
い
取
ら
れ
た
如
く
で
、
文
字
ど
う

り
「
仏
の
竜
」
に
成
下
り
、
全
く
昔
の
「
女
衒
の

竜
」
の
面
影
す
ら
見
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
。

両
国
に
無
縁
寺
・
回
向
院
が
あ
る
。

え
こ
う
い
ん

寺
は
竜
吉
の
住
む
深
川
か
ら
左
程
遠
く
な
い
場

所
に
あ
っ
た
。
明
暦
の
大
火
の
「
振
袖
火
事
」
に

よ
り
、
江
戸
市
中
の
六
割
以
上
が
焦
土
と
化
し
、

十
万
人
以
上
の
市
民
が
亡
く
な
っ
て
い
る
。
当
時

将
軍
家
綱
が
、
無
縁
仏
を
供
養
す
る
た
め
明
暦
三

年(

一
六
五
七
年)

「
有
縁
・
無
縁
を
問
わ
ず
、
人
・

動
物
に
関
ら
ず
、
生
あ
る
も
の
全
て
に
仏
の
慈
悲

を
説
く
」
と
し
て
建
立
し
た
浄
土
宗
の
寺
で
あ
る
。

こ
こ
に
「
猫
塚
」
が
あ
っ
た
。

い
わ
れ
は
以
下
で
あ
る
。

〈
・
・
両
替
商
の
時
田
喜
三
郎
と
い
う
男
が
一
匹

の
猫
を
飼
っ
て
い
ま
し
た
。
出
入
り
の
魚
屋
は
、

こ
の
猫
に
何
時
も
魚
を
や
り
可
愛
が
っ
て
い
ま
し

た
。
あ
る
日
、
魚
屋
は
病
を
患
い
貯
え
も
無
く
な

り
困
り
果
て
て
し
ま
い
ま
し
た
。

そ
ん
な
折
、
何
者
か
が
二
両
も
の
お
金
を
置
い

て
い
き
ま
し
た
。
そ
の
お
陰
で
病
も
治
り
、
魚
屋

は
喜
三
郎
の
家
に
魚
を
売
り
に
行
っ
た
が
、
ふ
と

気
が
付
く
と
猫
が
い
な
い
の
で
す
。
喜
三
郎
に
聞

く
と
、
二
両
も
の
金
が
盗
ま
れ
た
こ
と
が
あ
り
、

注
意
し
て
い
る
と
猫
が
ま
た
二
両
持
ち
出
し
た
こ

と
が
発
覚
し
た
と
い
う
。
二
度
目
は
捕
ら
え
た
が
、

最
初
の
二
両
を
盗
ん
だ
の
も
こ
の
猫
と
い
う
こ
と

で
殺
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。

魚
屋
は
、
猫
が
自
分
の
た
め
に
盗
ん
だ
こ
と

を
涙
な
が
ら
に
語
っ
た
と
い
う
。
猫
が
魚
屋
に

恩
返
し
を
し
た
か
っ
た
の
だ
と
知
っ
た
喜
三
郎

は
、
二
両
を
魚
屋
に
渡
し
、
猫
の
志
を
継
い
だ

そ
う
な
。
魚
屋
は
猫
の
た
め
に
回
向
院
に
塚
を

建
て
て
供
養
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
・
・
・
〉

世
に
は
、
様
々
な
猫
の
行
動
が
あ
る
と
知
れ
る
。

塚
は
、
風
化
し
表
面
の
文
字
は
読
め
な
い
け
れ
ど
、

二
人
の
猫
人
間
、
竜
吉
も
お
甲
も
死
後
は
、
こ
の
無

縁
寺
・
回
向
院
に
埋
葬
さ
れ
た
と
い
う
。

こ
の
猫
塚
の
隣
に
、
江
戸
の
義
賊
鼠
小
僧
の
墓
が

あ
る
と
言
う
か
ら
、
こ
の
取
り
合
わ
せ
の
妙
に
、
本

所
深
川
の
人
々
は
感
じ
入
っ
た
の
で
あ
る
。

第
一
話

了

猫
の
恋
回
向
ね
ず
み
と
精
を
だ
し
・
・
踏
基

参
考
文
献

「
夜
狐-

暗
黒
時
代
小
説
集-

」
池
波
正
太
郎
著

立
風
書
房

「幸
せ
に
な
る
猫
と
の
暮
ら
し
」小
暮
規
夫
編

幻
冬
舎
文
庫

オムニバス版「猫のいる風景」 平成１７年(2005)６月脱稿

- 6 -


