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有
名
な
小
説
家
夏
目
漱
石
氏
は『
我
が
輩
は
猫
で
あ
る
。』と
い
う
小
説
を
書
い
て

い
ま
す
が
、
正
し
く
は「
我
が
輩
は
鼠
で
あ
る
。」と
云
う
の
が
正
し
い
の
で
は
な
い

か
と
私
は
想
っ
て
い
ま
す
。
何
故
な
ら
ば
猫
は
一
寸
苛
め
た
だ
け
で
す
ぐ
毛
を
逆
立

て
泡
を
吹
い
て
怒
り
ま
す
。
又
ラ
イ
オ
ン
も
同
じ
で
す
。

　

こ
の
二
種
類
の
動
物
は
大
小
の
違
い
こ
そ
あ
れ
、
元
来
親
戚
関
係
に
あ
る
肉
食
動

物
で
あ
り
ま
す
。
一
方
、
兎
や
モ
ル
モ
ッ
ト
の
様
な
動
物
は
苛
め
て
も
唯
逃
げ
る
だ

け
で
反
抗
し
ま
せ
ん
。
こ
の
両
者
の
差
は
何
に
起
因
す
る
の
か
？
そ
れ
は
副
腎
に
て

分
泌
さ
れ
る
ノ
ル
ア
ド
レ
ナ
リ
ン
と
ア
ド
レ
ナ
リ
ン
と
云
う
ホ
ル
モ
ン
の
分
泌
量
の

対
比
に
よ
っ
て
決
ま
る
も
の
で
、
攻
撃
的
で
怒
り
易
い
動
物
は
ノ
ル
ア
ド
レ
ナ
リ
ン

が
多
く
、
反
対
に
受
動
的
で
驚
き
易
い
動
物
は
ア
ド
レ
ナ
リ
ン
が
多
い
と
さ
れ
て
い

ま
す
。

　

そ
の
対
比
は
、
猫
を
100
％
と
し
た
場
合
、
兎
は
5
％
、
モ
ル
モ
ッ
ト
10
％
、
鼠
は

20
％
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

人
間
は
大
体
20
％
と
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
兎
ほ
ど
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
大
体
鼠

と
一
緒
位
で
、
矢
張
り
ス
ト
レ
ス
に
は
弱
い
動
物
の
グ
ル
ー
プ
に
入
り
ま
す
。
こ
の

事
が「
我
が
輩
は
鼠
で
あ
る
」と
小
生
が
唱
え
て
い
る
理
由
が
有
る
訳
で
す
。

　

鼠
は
そ
の
最
大
の
ス
ト
レ
ス
で
あ
る
猫
を
見
た
ら
逃
げ
ま
す
。

　

そ
し
て
、
進
退
極
ま
っ
た
ら
窮
鼠
猫
を
噛
み
ま
す
。
人
も
又
同
じ
で
ス
ト
レ
ス
が

強
け
れ
ば
逃
げ
ま
す
。
そ
し
て
最
後
は
居
直
り
ま
す
。

　

鼠
を
使
っ
た
研
究
が
有
り
ま
す
。

　

鼠
を
A
グ
ル
ー
プ
と
B
グ
ル
ー
プ
に
分
け
て
育
て
、
A
グ
ル
ー
プ
に
は
カ
ル
シ
ウ

ム
を
充
分
に
含
ん
だ
食
品
を
与
え
、
B
グ
ル
ー
プ
に
は
全
く
カ
ル
シ
ウ
ム
を
含
ま
な

い
食
品
を
与
え
続
け
て
見
た
場
合
、
A
グ
ル
ー
プ
の
鼠
に
は
手
を
差
し
入
れ
て
も
極

め
て
柔
順
で
何
事
も
起
こ
ら
な
い
が
、
B
グ
ル
ー
プ
の
場
合
は
手
を
差
し
入
れ
る
と

噛
み
つ
い
た
り
、
暴
れ
た
り
す
る
行
動
を
起
こ
す
の
で
す
。

　

カ
ル
シ
ウ
ム
に
は
昔
か
ら
精
神
安
定
作
用
が
あ
る
と
云
わ
れ
て
お
り
、
漢
方
の
竜

骨
ボ
レ
イ
ト
ウ
に
は
カ
ル
シ
ウ
ム
が
多
量
に
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

以
前
、
連
合
赤
軍
の
浅
間
山
山
荘
事
件
等
で
か
ず
か
ず
の
殺
人
事
件
が
有
り
ま
し

た
が
、
何
故
常
識
を
は
ず
れ
た
あ
の
凶
悪
な
行
動
を
彼
等
が
起
こ
し
た
の
か
？
数
々

の
謎
の
要
素
が
あ
げ
ら
れ
ま
し
た
が
、
動
か
し
難
い
大
き
な
証
拠
が
み
つ
か
り
ま
し

た
。
そ
れ
は
、
彼
等
が
購
入
し
た
金
銭
出
納
記
載
の
書
類
で
し
た
。
青
野
菜
の
記
入

が
全
く
書
か
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
す
。

　

そ
し
て
そ
れ
は
カ
ル
シ
ウ
ム
の
不
足
を
意
味
し
ま
す
。
春
や
夏
場
で
あ
れ
ば
ワ
ラ

ビ
山
菜
等
で
代
用
で
き
た
は
ず
な
の
に
冬
の
出
来
事
で
一
〇
〇
日
間
山
肌
は
深
く
雪

に
覆
わ
れ
、
そ
れ
ら
の
物
を
口
に
す
る
事
が
出
来
な
か
っ
た
わ
け
で
す
。
人
間
は
犯

罪
ば
か
り
で
な
く
、
日
頃
の
性
格
や
行
動
ま
で
も
、
そ
の
人
そ
れ
ぞ
れ
の
日
常
の
食

生
活
に
よ
っ
て
大
き
く
支
配
し
左
右
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
事
を
鼠
等
が
私
達
に
教
え

て
く
れ
て
い
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

　

小
生
が
軍
人
と
し
て
中
国
北
支
の
戦
場
に
あ
る
時
の
話
で
す
。

　

当
方
の
原
隊
は
東
京
の
近
衛
師
団
だ
っ
た
の
で
、
現
地
よ
り
東
京
の
原
隊
に
行
き

来
す
る
仕
事
が
あ
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
は
軍
医
と
し
て
徴
兵
検
査
の
仕
事
で
す
。
男

子
は
二
〇
才
に
な
っ
た
ら
す
べ
て
徴
兵
検
査
を
受
け
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
訳
で
す

が
、
そ
れ
ら
の
人
達
は
東
京
を
中
心
と
し
た
周
辺
の
県
の
人
達
が
す
べ
て
で
し
た
。

　

九
州
の
人
間
は
近
衛
師
団
に
は
小
生
一
人
だ
け
だ
っ
た
の
で
す
。
普
通
通
常
検
査

を
う
け
て
合
格
し
た
人
達
の
初
年
兵
教
育
は
原
隊
で
受
け
る
の
で
す
が
、
次
々
と
徴

兵
さ
れ
る
の
で
兵
舎
に
空
き
部
屋
が
な
く
、
従
っ
て
そ
の
ま
ま
戦
地
に
派
遣
さ
れ
て

戦
地
で
初
年
兵
教
育
を
う
け
て
い
た
の
で
、
帰
路
は
軍
医
も
同
行
し
て
戦
場
に
も

ど
っ
て
行
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
小
生
に
更
に
別
の
任
務
が
与
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

そ
れ
は
小
生
等
の
上
師
で
あ
る
旅
団
長（
少
将
）の
前
任
地
が
熊
本
の
第
6
師
団
だ
っ

た
の
で
す
。
こ
の
人
が
皮
膚
が
弱
く
て
、
い
つ
も
蕁
麻
疹
に
な
や
ま
さ
れ
指
揮
が
と

れ
に
く
く
て
困
っ
て
い
た
の
で
す
。

　

唯
、
上
師
曰
く「
自
分
に
は
ム
ト
ウ
ハ
ッ
プ
が
よ
く
利
く
の
だ
が
現
地
に
な
い
の

で
、
熊
本
の
旧
部
隊
に
行
っ
て
、
も
ら
っ
て
く
る
よ
う
に
。」と
の
使
命
。
従
っ
て
小

生
は
部
隊
と
は
離
れ
て
単
独
で
熊
本
に
行
き
、
帰
り
に
は
長
崎
か
ら
船
で
上
海
に
渡

り
復
師
す
る
予
定
で
船
に
乗
っ
て
い
た
の
で
す
。
そ
こ
に
税
関
職
員
で
あ
っ
た
父
親

が
の
り
こ
ん
で
き
て「
こ
の
船
か
ら
下
り
て
後
の
船
に
乗
れ
」と
云
う
の
で
す
。
小
生

は「
い
や
だ
、
こ
の
船
が
早
く
出
る
の
で
一
日
も
早
く
復
帰
し
た
い
」と
云
っ
た
ら
、

父
が「
い
や
、
こ
の
船
よ
り
後
の
船
の
方
が
早
く
着
く
か
ら
是
非
と
も
後
の
船
に
乗

れ
。」と
い
っ
て
無
理
矢
理
私
を
ひ
き
ず
り
降
し
て
波
止
場
の
ト
イ
レ
に
つ
れ
て
行

き
、
次
の
話
を
さ
れ
ま
し
た
。「
俺
は
い
つ
も
軍
用
船
を
見
て
い
る
の
だ
が
、
時
々
不

思
議
な
事
が
起
る
の
だ
。
軍
用
船
に
は
、
食
料
事
情
が
悪
い
時
代
で
は
あ
る
が
、
戦

場
で
は
食
料
が
必
要
だ
か
ら
、
沢
山
の
食
料
品
を
つ
ん
で
い
る
の
だ
。
鼠
は
こ
の
事

を
よ
く
知
っ
て
い
て
、
軍
用
船
は
鼠
に
と
っ
て
は
極
楽
の
地
の
は
ず
が
、
時
々
此
の

鼠
等
が
ロ
ー
プ
を
伝
わ
っ
て
船
か
ら
降
り
て
逃
げ
る
事
が
あ
る
。
不
思
議
な
事
に
、

こ
の
様
な
船
は
、
必
ず
と
言
っ
て
い
い
程
沈
ん
で
し
ま
う
。
そ
の
事
を
鼠
が
な
ぜ
か

沈
む
船
で
あ
る
と
言
う
こ
と
を
察
知
で
き
る
よ
う
だ
。
今
乗
ろ
う
と
し
て
い
る
船
が

ま
さ
に
そ
れ
だ
。」と
言
わ
れ
た
。
私
は
仕
方
な
く
後
発
の
船
に
乗
っ
た
の
で
す
。
す

る
と
果
せ
る
か
な
先
発
の
船
は
港
外
の
軍
艦
島
周
辺
で
ア
メ
リ
カ
の
魚
雷
を
う
け
て

沈
み
、
多
く
の
死
傷
者
を
出
し
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

　

数
日
前
新
聞
の
広
告
を
見
て
い
た
ら「
鼠
に
は
予
知
能
力
が
あ
る
」と
戦
時
中
軍
用

船
の
船
長
の
書
い
た
本
の
広
告
が
あ
り
ま
し
た
。
鼠
ち
ゃ
ん
の
御
蔭
で
私
は
命
を
ひ

ろ
っ
た
の
で
す
。
鼠
ち
ゃ
ん
有
難
う
。

　

で
も
小
生
シ
ベ
リ
ア
に
抑
留
さ
れ
て
い
る
時
、
食
べ
も
の
が
な
っ
か
た
の
で
、
私

に
と
っ
て
こ
の
大
切
な
恩
人
鼠
ち
ゃ
ん
を
殺
し
て
喰
べ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
鼠

ち
ゃ
ん
御
免
な
さ
い
、
許
し
て
下
さ
い
。
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十
九
年
四
月
十
日

我
が
輩
は
鼠
で
あ
る
。

○
四
月
、
新
学
期
を
迎
え
ま
し
た
。
本
会
事
務
局
も
異
動
あ
り
。
今
月
よ
り
末
吉
女
史
が

本
会
事
務
局
担
当
と
な
ら
れ
ま
し
た
。

○
今
月
よ
り
毎
月
の
第
二
、
第
四
金
曜
日
午
後
二
時
よ
り
開
催
し
て
参
り
ま
し
た
講
座
名

を「
長
崎
歴
文
茶
話
会
」と
改
め
開
催
い
た
し
ま
す
。（
自
由
参
加
・
会
費
不
要
）脇
山
壽

子
女
史
、
大
束
良
平
氏
、
津
田
尚
美
女
史
、
髙
岡
絹
子
女
史
他
を
中
心
に
。

○
長
崎
九
条
の
会
幹
事
会
あ
り
。
本
年
の
第
十
一
回「
憲
法
さ
る
く
」を
例
年
の
よ
う
に
五

月
四
日（
み
ど
り
の
日
）に
左
記
コ
ー
ス
に
て
開
催
す
る
の
で「
子
供
連
れ
で
御
自
由
に

ご
参
加
下
さ
い
」と
の
事（
参
加
費
不
要
）

　

コ
ー
ス　
集
合
・
午
前
十
時
、
蛍
茶
屋
一
ノ
瀬
橋
付
近
。
長
崎
の
石
橋
を
め
ぐ
る
。 

講
師
・
山
口
広
助
、
田
中
安
次
郎
、
大
束
良
平
、
内
川
雅
夫
、
吉
野
誠
次
、
陸
門
良
輔
、

他（
県
九
条
の
会
主
催
）

○
四
月
二
十
一
日　

お
大
師
様
の
日
で
す
。各
町
内
に
は
お
大
師
様
が
祀
ら
れ
て
い
ま
す
。

お
接
待
も
戴
き
ま
し
た
。

○
四
月
は
長
崎
の
ハ
タ
あ
げ
の
日
で
し
た
。
先
日
テ
レ
ビ
で
長
崎
風か
ざ

頭が
し
ら

の
小
川
ハ
タ
店

主
の
御
話
を
き
き
ま
し
た
。
長
崎
市
の
民
俗
無
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
お
ら
れ
る
の

で
し
ょ
う
か
。

○
文
化
財
と
言
え
ば
、
先
日
玉
園
町
の
旧
迎
陽
亭
の
史
跡
拝
見
に
参
加
し
ま
し
た
。「
幕
末

の
頃
、
杉
山
氏
が
旧
遠
見
番
山
本
氏
の
宅
地
を
譲
渡
さ
れ
奉
行
所
各
藩
集
会
所
と
な
し

仁
和
寺
一
品
親
王
よ
り
迎
陽
亭
の
名
称
を
拝
受
…
…
」等
と
書
か
れ
た
旧
記
を
拝
見
。

又
、
明
治
以
来
、
漱
石
・
芥
川
・
吉
井
勇
の
各
先
生
等
多
く
の
文
人
も
迎
陽
亭
を
訪
ね
、

残
さ
れ
た
筆
跡
を
拝
見
し
ま
し
た
。
こ
の
地
も
長
崎
の
文
化
財
に
指
定
保
存
す
べ
き
処

で
は
な
い
か
と
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。

○
今
月
ご
寄
贈
い
た
だ
い
た
書
籍

一
、
喜
田
信
代
氏
よ
り
、
自
著
の『
天
主
堂
建
築
の
パ
イ
オ
ニ
ア
・
鉄
川
與
助
』長
崎
の
異

才
な
る
大
工
棟
梁
鉄
川
氏
の
伝
記
を
中
心
に
其
の
活
躍
を
詳
述
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
感

激
し
て
読
ま
せ
て
戴
き
ま
し
た
。（
日
貿
出
版
社
・
二
八
〇
〇
円
＋
税
）

一
、
示
車
右
甫
氏
よ
り
自
著
の『
天
主
堂
二
人
の
工
匠
』、
工
匠
の
二
人
と
は
小
山
秀
之
進

と
鉄
川
与
助
。
明
治
期
の
長
崎
に
お
け
る
教
会
建
築
士
二
人
の
伝
記
に
接
し
、
何
か
感

じ
さ
せ
ら
れ
る
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。（
海
馬
社
出
版
・
一
八
〇
〇
円
＋
税
）

一
、
山
口
広
助
氏
よ
り
自
著
の『
長
崎
游
学
12
』ヒ
ロ
ス
ケ 

長
崎
ぶ
ら
ぶ
ら
歩
き
、
旧
長

崎
市
内
を
広
助
流
に
良
く
解
説
さ
れ
て
い
た
。（
長
崎
文
献
社
発
行
・
一
〇
〇
〇
円
＋
税
）

一
、
小
園
晃
司
氏
よ
り『
北
九
州
市
立
大
学
紀
要
一
四
三
号
』「
同
化
与
差
昇
化
・
浅
淡
文

化
的
重
拘
及
其
内
在
條
件
」 

│
│
以
日
本
長
崎
的
中
国

民
俗
活
動
爲
例
）す
べ
て
中
国
文
で
し
た
。

一
、
チ
ャ
ー
チ
ル
会
長
崎
よ
り『
第
百
回
絵
画
展
記
念
画
集
』

（
平
28
・
11
発
行
）

片か
た
伯か

部べ

　
貢み
つ
ぎ

（筆者自筆の人生訓）


