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寛
平
元
年
二
月
六
日
。
朕
閑
時
述
猫
消

息
曰
。
驪
猫
一
隻
。
大
宰
少
貳
源
精
秩
満

来
朝
所
献
於
先
帝
。

　

寛
平
元
年
二
月
六
日
。
朕
の
閑
時
に
、

猫
の
消
息
を
述
べ
て
曰
ふ
。
驪
猫
一
隻
。

大
宰
少
弐
源
精
の
秩
満
ち
て
来
朝
し
、
先

帝
に
献
ず
る
所
な
り
。

　

先
帝
愛
翫
數
日
之
後
賜
之
于
朕
。
朕
撫

養
五
年
于
今
。
毎
旦
給
之
以
乳
粥
。

　

先
帝
、
愛
玩
す
る
こ
と
数
日
の
後
、
之

を
朕
に
賜
ふ
。
朕
、
撫
養
す
る
こ
と
今
五

年
な
り
。
毎
旦
、
乳
粥
を
以
て
之
に
給
ふ
。

『
寛
平
御
記
』

●　

猫
の
日
本
史

　

宇
多
天
皇
の
『
寛
平
御
記
』
は
、
本
邦

初
の
飼
い
猫
の
記
録
で
す
。

　

日
出
る
処
へ
猫
様
が
降
臨
し
た
の
は
飛

鳥
〜
奈
良
時
代
と
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
船

中
で
大
切
な
経
典
を
鼠
か
ら
守
り
、
仏
教

伝
来
と
と
も
に
唐
か
ら
渡
っ
て
来
た
も
の

と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
す
。

　

古
今
東
西
私
共
の
心
を
捉
え
、
食
料
、

仏
典
、
蚕
な
ど
へ
の
鼠
害
を
防
ぎ
、
お
子

と
遊
び
、
ヒ
ト
を
慰
め
、
時
を
計
り
、
化

け
て
恩
を
返
し
た
…
瑞
穂
の
国
の
猫
様
の

歴
史
を
ひ
も
解
き
ま
す
。

◯　

弥
生
時
代
─
カ
ラ
カ
ミ
遺
跡
の
猫

　

平
成
23
（
2
0
1
1
）
年
、
長
崎
県
で

弥
生
時
代
後
期
の
カ
ラ
カ
ミ
遺
跡
か
ら
出

土
し
た
骨
の
一
つ
が
、
成
熟
し
た
猫
の
前

足
と
判
明
し
ま
し
た
。

　

遺
跡
に
後
か
ら
紛
れ
込
ん
だ
猫
の
骨
か

と
思
わ
れ
ま
し
た
が
、
鑑
定
の
結
果
、
弥

生
時
代
の
も
の
と
確
定
し
、
猫
様
の
日
本

史
が
一
気
に
4
0
0
年
〜
6
0
0
年
遡

る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
現
在
は
、
こ
の

骨
が
「
日
本
最
古
の
イ
エ
ネ
コ
」
と
考
え

ら
れ
て
い
ま
す
。

◯　

平
安
時
代
─
書
物
に
記
さ
れ
た
猫

　

奈
良
時
代
後
期
に
中
国
か
ら
渡
来
し
た

貴
重
な
猫
様
は
、「
唐か

ら

猫ね
こ

」
と
呼
ば
れ
ま

し
た
。
や
ん
ご
と
な
き
方
々
に
撫
育
さ
れ
、

そ
の
愛
ら
し
い
姿
は
歴
代
帝
の
心
を
も
癒

や
し
、『
寛
平
御
記
』
以
外
の
書
物
に
も

多
々
登
場
し
ま
す
。

☆ 

日
本
霊
異
記

　

奈
良
薬
師
寺
の
僧
・
景
戒
が
編
纂
し
た

日
本
最
古
の
仏
教
説
話
集
『
日
本
霊
異
記
』

は
、
猫
様
が
確
認
さ
れ
る
日
本
最
古
の
文

献
で
も
あ
り
ま
す
。

　

豊ぶ
ぜ
ん
の
く
に
み
や
こ
ぐ
ん

前
国
宮
子
郡
の
膳

か
し
わ
で
の
お
み
ひ
ろ
く
に

臣
広
国
の
亡
父

が
、
地
獄
で
飢
え
に
苦
し
み
、
猫
（
原
文

表
記
は
「
狸

た
ぬ
き」）

に
姿
を
変
え
て
広
国
の

家
を
訪
れ
て
空
腹
を
満
た
し
た
と
い
う
話

が
、
慶
雲
2
（
7
0
5
）
年
9
月
15
日
付

で
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

当
時
は
ヒ
ト
が
猫
様
に
も
転
生
す
る
と

考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
す
。

☆
『
小
右
記
』『
枕
草
子
』

　

一
条
天
皇
は
愛
猫
家
と
し
て
名
高
く
、

そ
の
ご
様
子
は
公
卿
・
藤
原
実
資
の
日
記

『
小
右
記
』
や
中
宮
定
子
に
仕
え
た
清
少

納
言
の
『
枕
草
子
』
に
猫
か
れ
て
い
ま
す
。

　

内
裏
の
御
猫
、
子
を
生
む
。
女
院
・
左

大
臣
・
右
大
臣
の
産
養
ひ
の
事
有
り
。
…

猫
の
乳
母
、
馬
の
命
婦
な
り
。
時
の
人
こ

れ
を
咲
ふ
云
々
。
奇
怪
の
事
な
り
。
…
未

だ
禽
獣
に
人
乳
を
用
う
こ
と
聞
か
ざ
る
な

り
。
嗚
呼
。

『
小
右
記
』
長
保
1
年
9
月
19
日
条

　

う
へ
に
さ
ぶ
ら
ふ
御
猫
は
、
か
う
ぶ
り

に
て
、
命
婦
の
お
と
ど
と
て
、
い
み
じ
う

を
か
し
け
れ
ば
、
か
し
づ
か
せ
た
ま
ふ
が
、

端
に
出
い
で
て
臥
ふ
し
た
る
に
、
乳
母
の

馬
の
命
婦
、「
あ
な
ま
さ
な
や
。
入
り
た

ま
へ
」
と
呼
ぶ
に
、
日
の
差
し
入
り
た
る

に
眠
り
て
ゐ
た
る
を
、
お
ど
か
す
と
て
、

「
翁
丸
い
づ
ら
。
命
婦
の
お
と
ど
食
へ
」
と

い
ふ
に
、
ま
こ
と
か
と
て
、
し
れ
も
の
は

走
り
か
か
り
た
れ
ば
、
お
び
え
惑
ひ
て
、

御
簾
の
う
ち
に
入
り
ぬ
。
朝
餉
の
御
前
に
、

上
お
は
し
ま
す
に
、
御
覧
じ
て
い
み
じ
う

お
ど
ろ
か
せ
た
ま
ふ
。
猫
を
御
ふ
と
こ
ろ

に
入
れ
さ
せ
給
ひ
て
、
男
ど
も
召
せ
ば
、

蔵
人
忠
隆
、
な
り
な
か
参
り
た
れ
ば
、「
こ

の
翁
丸
、
打
ち
調
じ
て
、
犬
島
へ
つ
か
は

せ
、
た
だ
今
」 

『
枕
草
子
』
第
9
段

　

子
猫
に
貴
族
の
子
と
同
様
の
産

う
ぶ
や

養し
な
ひの

儀

を
行
い
、
官
位
を
授
け
、
乳
母
を
侍
ら
せ
、

追
い
か
け
て
怖
が
ら
せ
た
犬
を
配
流
す
る

な
ど
、
帝
の
溺
愛
ぶ
り
は
相
当
な
も
の
で

し
た
。

☆
『
源
氏
物
語
』

　

現
存
す
る
世
界
最
古
の
物
語
『
源
氏
物

語
』
第
34
帖
「
若
菜
」
で
は
、
唐
猫
が
重

要
な
役
割
で
登
場
し
ま
す
。

　

衛
門
督
・
柏
木
は
、
光
源
氏
の
正
妻
・

女
三
の
宮
と
の
道
な
ら
ぬ
恋
の
末
落
命
し

て
し
ま
い
ま
す
が
、
女
三
の
宮
の
姿
を
初

め
て
垣
間
見
た
の
は
、
源
氏
邸
で
催
さ
れ

た
蹴
鞠
の
宴
の
折
に
、
渡
殿
へ
走
り
出
て

き
た
小
さ
な
唐
猫
の
紐
が
御
簾
の
端
に
掛

か
り
め
く
り
上
が
っ
た
と
き
で
し
た
。

　

東
宮
を
介
し
て
こ
の
唐
猫
を
引
き
取
っ

た
柏
木
は
、「
ね
う
、
ね
う
」
と
可
愛
ら

し
く
鳴
く
様
を
女
三
の
宮
に
重
ね
て
、
夜

も
昼
も
な
く
溺
愛
す
る
の
で
す
。
柏
木
の

夢
に
現
れ
て
、
女
三
の
宮
懐
妊
を
暗
示
す

る
の
も
こ
の
猫
様
で
す
。

　

紫
式
部
は
一
条
天
皇
の
女
御
彰
子
の
局

に
仕
え
る
女
房
で
し
た
。

☆
『
本
朝
世
紀
』『
徒
然
草
』

楓
之
典
君
乳
母
草
子

　

〜
日
々
是
猫
日
〜　

其
の
漆

　
　
　
猫
の
日
本
史

中
條　

恵
子　
陸
自
85
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平
安
末
期
の
『
本
朝
世
紀
』
に
、「
近
江

の
国
と
美
濃
の
国
の
山
中
に
奇
獣
が
出
る
。

土
地
の
人
々
は
こ
れ
を
猫
と
呼
ん
で
い

る
。」
と
の
記
述
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
説

話
が
猫
の
怪
の
初
出
と
言
わ
れ
、
後
の
猫

又
、
化
猫
譚
に
引
き
継
が
れ
て
い
き
ま
す
。

　
「
奥
山
に
、
猫
ま
た
と
い
ふ
も
の
あ
り

て
、
人
を
食
ふ
な
る
」
と
人
の
言
ひ
け
る

に
、「
山
な
ら
ね
ど
も
、
こ
れ
ら
に
も
、
猫

の
経
上
り
て
、
猫
ま
た
に
成
り
て
、
人
と

る
事
は
あ
り
な
る
も
の
を
」
と
言
ふ
者
あ

り
け
る 

『
徒
然
草
』
第
89
段

　

人
里
に
あ
っ
て
も
齢
旧
る
も
の
が
成
る

と
徒
然
草
に
描
か
れ
た
猫
又
は
、
そ
の
後

多
く
の
要
素
を
加
え
ら
れ
、
化
け
猫
像
が

形
作
ら
れ
て
い
き
ま
し
た
。

◯　

戦
国
時
代
─
武
将
と
猫

☆ 

秀
吉
の
虎
猫

　

猫
様
嫌
い
の
織
田
信
長
の
死
後
、
天
下

人
と
な
っ
た
豊
臣
秀
吉
。
あ
る
時
、
大
阪

城
で
太
閤
様
の
愛
猫
失
踪
事
件
が
発
生
し

ま
す
。

　
「
貴
殿
の
と
こ
ろ
に
黒
猫
が
一
匹
、
虎

毛
の
猫
が
二
匹
い
る
と
承
っ
て
い
る
が
、

虎
毛
の
う
ち
美
し
い
ほ
う
を
拝
借
願
え
な

い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
で
し
ば
ら
く
間
に
合

わ
せ
、
そ
の
間
に
力
を
尽
く
し
て
猫
を
探

し
出
し
、
そ
ち
ら
の
猫
は
お
返
し
す
る
」

　

捜
索
を
命
ぜ
ら
れ
た
も
の
の
猫
様
を
見

つ
け
ら
れ
ず
に
困
り
果
て
た
浅
野
長
政

が
、
伏
見
城
の
普
請
に
携
わ
る
野
々
口
五

兵
衛
に
送
っ
た
書
状
で
す
。

　

舶
来
物
が
好
き
だ
っ
た
太
閤
様
ゆ
え
、

さ
ぞ
か
し
美
し
い
虎
毛
の
唐
猫
様
だ
っ
た

の
で
し
ょ
う
。

☆
朝
鮮
出
兵
と
猫

　

薩
摩
藩
島
津
家
の
別
邸
「
仙
巌
園
」
に
、

「
猫
神
神
社
」
が
あ
り
ま
す
。

　

太
閤
秀
吉
の
命
を
受
け
朝
鮮
出
兵
し
た

島
津
義
弘
公
が
「
文
禄
・
慶
長
の
役
」（
1

5
9
2
〜
9 

8
年
）
に
7
匹
の
猫
様
を

伴
っ
た
こ
と
は
、
其
ノ
肆
で
ご
紹
介
い
た

し
ま
し
た
。
戦
地
か
ら
生
還
し
た
2
匹
の

霊
を
祀
っ
た
の
が
「
猫
神
神
社
」
だ
と
伝

え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

若
く
し
て
朝
鮮
で
病
死
し
た
義
弘
公
の

次
男
・
久
保
は
、
猫
様
達
を
た
い
そ
う
可

愛
が
り
、
う
ち
1
匹
に
は
ご
自
身
の
名
の

一
字
を
と
っ
て
「
ヤ
ス
」
と
名
付
け
て
い

ま
し
た
。「
瞳
孔
の
形
の
変
化
で
時
を
知
る
」

と
い
う
中
国
伝
来
の
古
戦
法
に
用
い
る
た

め
だ
け
で
は
な
い
、
猫
様
へ
の
愛
情
と
深

い
関
係
性
が
伝
わ
っ
て
く
る
お
話
で
す
。

◯　

江
戸
時
代
─
鼠
退
治
と
短
尾
の
猫

☆
『
甲
子
夜
話
』

　

衣
類
や
書
物
、
諸
道
具
に
至
る
ま
で
、

瑞
穂
の
国
は
紙
と
草
木
と
糊
の
文
化
で
す
。

　

特
に
、
養
蚕
農
家
に
と
っ
て
鼠
の
害
は

死
活
問
題
。
神
仏
祈
願
な
ど
様
々
な
対
策

を
講
じ
ま
し
た
が
、
猫
様
を
飼
う
こ
と
も

そ
の
一
つ
で
し
た
。

　

江
戸
後
期
の
随
筆
『
甲
子
夜
話
』
に
は
、

「
此
の
節
、
猫
至
り
て
は
や
り
、
逸
物
の

猫
は
金
七
両
弐
分
、
常
の
猫
五
両
、
猫
の

子
は
二
、三
両
ぐ
ら
い
の
由
」
と
あ
り
ま

す
。

　

鼠
捕
り
が
得
意
な
猫
様
ほ
ど
お
高
く
、

鼠
が
大
量
発
生
す
る
と
、
市
場
価
格
が
高

騰
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
か
…
。

☆
「
新
田
猫
絵
」

　

鼠
退
治
の
お
役
目
は
、
生
き
た
猫
様
ば

か
り
で
な
く
絵
姿
に
も
課
せ
ら
れ
、「
猫

絵
」
が
盛
ん
に
作
ら
れ
ま
し
た
。

　

中
で
も
、
新
田
岩
松
氏
の
お
殿
様
が
江

戸
後
期
か
ら
明
治
初
期
に
か
け
て
描
い
た

「
新
田
猫
絵
」
は
、
鼠
除
け
に
特
に
効
果

が
あ
る
と
信
じ
ら
れ
、
群
馬
、
埼
玉
、
長

野
な
ど
の
養
蚕
地
帯
に
広
ま
っ
た
と
い
う

こ
と
で
す
。

　
「
新
田
猫
絵
」
は
、
贋
作
が
出
回
る
ほ

ど
の
大
人
気
で
し
た
。
ま
た
、
富
山
の
薬

売
り
が
も
た
ら
す
猫
絵
版
画
の
お
ま
け

は
、
養
蚕
地
域
で
た
い
へ
ん
喜
ば
れ
た
よ

う
で
す
。

☆
「
朧
月
猫
の
草
子
」

　

江
戸
時
代
の
草
双
紙
・
仮
名
草
子
・
滑

稽
本
な
ど
に
は
、
猫
様
の
お
話
も
数
々
あ

り
ま
す
。

　

出
産
、
生
き
別
れ
、
玉
の
輿
、
妖
怪
退

治
…
猫
の
浮
世
絵
師
と
し
て
著
名
な
歌
川

国
芳
の
絵
に
よ
る
「
朧
月
猫
の
草
紙
」
は
、

猫
「
お
こ
ま
」
の
波
乱
万
丈
の
物
語
で
す
。

　

江
戸
の
町
で
は
短
尾
の
猫
様
が
流
行
で

し
た
。
長
い
尾
は
、
蛇
を
連
想
さ
せ
る
こ

と
か
ら
嫌
わ
れ
、
年
を
経
る
と
先
が
裂
け

て
猫
又
に
変
じ
る
と
恐
れ
ら
れ
た
の
で

す
。
国
芳
の
「
猫

び
ょ
う
か
い
こ
う
ご
じ
ゅ
う
さ
ん
び
き

飼
好
五
十
三
疋
」
も
、

描
か
れ
た
73
匹
中
の
52
匹
、
7
割
が
短
尾

で
す
。
長
尾
の
猫
の
う
ち
の
2
匹
は
、
尾

が
裂
け
た
猫
又
と
し
て
描
か
れ
て
い
ま
す
。

◯　

明
治
時
代
─
ペ
ス
ト
の
流
行
と
猫

　

明
治
27
（
1
8
9
4
）
年
に
中
国
で
流

行
し
始
め
た
ペ
ス
ト
は
、
瞬
く
間
に
香
港

に
達
し
、
船
に
潜
ん
だ
鼠
を
媒
介
と
し
て

港
か
ら
港
へ
と
伝
播
し
ま
し
た
。

　

中
国
へ
派
遣
さ
れ
た
北
里
柴
三
郎
は
、

ペ
ス
ト
菌
を
発
見
し
、
帰
国
後
直
ち
に
検

疫
、
隔
離
、
消
毒
な
ど
を
網
羅
し
た
「
伝

染
病
予
防
法
」
を
成
立
さ
せ
ま
し
た
。

　

明
治
32
年
に
は
ペ
ス
ト
が
神
戸
に
上
陸

し
、
横
浜
、
東
京
に
ま
で
拡
大
し
ま
す
。

北
里
博
士
は
、
感
染
地
域
で
隔
離
や
消
毒

を
指
導
す
る
一
方
、
7
項
目
の
「
猫
奨
励

策
」
を
発
出
し
て
鼠
の
駆
除
を
徹
底
的
に

推
進
し
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
対
策
が
功

を
奏
し
、
日
本
の
ペ
ス
ト
は
4
年
後
に
は

終
結
。
猫
様
大
活
躍
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。

●　

楓
之
典
君
の
つ
ぶ
や
き

　

─
う
る
わ
し
き
も
の
…
猫
は
、
薄
き
墨

色
縞
に
て
、
腹
い
と
白
き　

也
─
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