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猫
の
恋
シ
ン
グ
ル
比
率
拡
大
す 

 
 
 
 

明
美 

 

【
鑑
賞
】 

  

シ
ン
グ
ル
比
率
と
は
、
婚
姻
可
能
年
齢
人
口
に
対
す
る
既
婚
者
の
割
合
を
簡
潔
に
表
す
た
め
の
マ
ス
コ
ミ
造
語
か
も
し
れ
な
い

が
、
言
い
得
て
妙
で
あ
る
。
少
子
化
に
連
動
す
る
シ
ン
グ
ル
比
率
増
大
は
、
日
本
の
未
来
の
社
会
構
成
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る

フ
ァ
ク
タ
ー
で
あ
る
。
こ
の
人
口
減
少
の
懸
念
問
題
と
、
個
体
数
の
増
加
を
暗
示
さ
せ
る
猫
の
恋
と
の
突
合
せ
が
、
機
智
に
富
ん

で
い
る
。 

 

下
五
に
お
い
て
、「
拡
大
」
と
い
う
名
詞
に
「
す
る
」
と
い
う
意
味
の
「
す
」
を
付
け
て
動
詞
化
を
行
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の

よ
う
な
処
理
の
仕
方
は
平
叙
文
的
な
印
象
を
与
え
る
か
ら
、
出
来
る
だ
け
避
け
た
い
。「
す
」
を
消
し
て
、「
拡
大
の
シ
ン
グ
ル
比

率
猫
の
恋
」
と
変
形
す
る
こ
と
も
で
き
る
。 

 

酌
み
交
は
す
羅
漢
の
像
や
花
吹
雪 

 
 
 

友
子 

 

【
鑑
賞
】 

 

広
辞
苑
に
よ
れ
ば
、
羅
漢
は
阿
羅
漢
の
略
で
仏
教
修
行
の
最
高
段
階
に
達
し
た
人
の
こ
と
。
各
地
の
寺
院
に
は
典
型
的
に
は
五

百
羅
漢
と
し
て
、
様
々
な
表
情
や
仕
草
の
羅
漢
像
が
置
か
れ
て
い
る
。
作
者
は
花
吹
雪
の
散
り
込
む
羅
漢
の
群
像
の
中
に
、
酒
を

酌
み
交
わ
し
て
い
る
よ
う
な
仕
草
の
羅
漢
を
見
付
け
た
。
花
見
酒
を
連
想
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
臭
い
羅
漢
の
存
在
を
活

写
し
て
い
る
。 

 

目
標
に
遠
き
歩
数
や
山
笑
ふ 

 
 
 
 
 

弘
子 

 

【
鑑
賞
】 

 

作
者
は
春
に
な
っ
た
ら
一
日
に
こ
れ
だ
け
は
歩
こ
う
と
目
標
を
定
め
た
が
、
実
際
の
歩
数
は
目
標
に
達
し
て
い
な
い
。
遠
景
に

あ
る
春
の
山
は
、
春
の
暖
か
い
日
を
浴
び
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。 

季
語
の
「
山
笑
ふ
」
は
、
春
の
山
の
明
る
い
感
じ
を
い
う
。
擬
人
化
さ
れ
た
山
が
あ
り
、
そ
の
山
が
笑
っ
て
い
る
と
捉
え
る
も
の

で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
句
を
読
む
と
き
、
目
標
の
歩
数
に
到
達
し
な
い
作
者
を
か
ら
か
う
よ
う
に
山
が
笑
っ
て
い
る
と
、

即
物
的
に
曲
解
し
て
は
な
ら
な
い
。 

目
標
の
歩
数
に
足
ら
な
い
か
ら
山
が
笑
っ
て
い
る
と
思
っ
て
は
い
け
な
い
。
目
標
の
歩
数
に
遠
く
及
ば
な
い
と
い
う
事
象
と
、

春
の
山
が
笑
う
よ
う
に
明
る
く
見
え
る
と
い
う
事
象
の
間
に
因
果
の
関
係
は
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
作
者
は
「
山
笑
ふ
」
と
い
う

季
語
を
正
し
く
使
っ
て
い
る
。 

 

ぺ
ん
ぺ
ん
草
ど
こ
で
切
ら
う
か
立
話 

 
 

弘
子 

 
 【

鑑
賞
】 

ぺ
ん
ぺ
ん
草
は
春
の
七
草
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
れ
を
か
し
こ
ま
っ
て
「
花
薺
」
と
言
う
の
で
は
な
く
、
ぺ
ん
ぺ
ん
草
と
言
っ
た
こ

と
に
よ
り
実
感
が
よ
く
出
て
い
る
。
道
端
や
庭
先
を
ど
こ
ま
で
も
蔓
延
っ
て
行
く
ぺ
ん
ぺ
ん
草
と
、
延
々
と
続
く
立
ち
話
と
の
突

合
せ
が
良
い
。 

 



パ
ス
ポ
ー
ト
更
新
迷
ふ
春
深
し 

 
 
 
 

ツ
ル
子 

 

【
鑑
賞
】 

加
齢
に
伴
う
体
力
の
減
退
を
考
え
る
と
、
今
回
の
パ
ス
ポ
ー
ト
の
更
新
手
続
を
と
る
べ
き
か
ど
う
か
、
年
配
者
の
悩
む
と
こ
ろ
で

あ
る
。 

前
向
き
に
考
え
れ
ば
、「
パ
ス
ポ
ー
ト
の
更
新
終
る
春
深
し
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。 

 

大
仰
な
指
の
繃
帯
蛇
い
ち
ご 

 
 
 
 
 

秀
一 

 

【
鑑
賞
】 

繃
帯
が
大
袈
裟
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
控
え
目
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
指
の
繃
帯
と
蛇
い
ち
ご
と
の
配
合
は
、
何
か
暗
示
的
で
あ

る
。 

繃
帯
と
蛇
い
ち
ご
だ
け
で
句
が
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
。 

 

花
冷
え
や
麻
酔
の
解
け
ぬ
親
知
ら
ず 

 
 

ツ
ル
子 

 

【
鑑
賞
】 

赤
青
く
腫
れ
た
歯
茎
を
通
し
て
打
た
れ
た
麻
酔
注
射
の
効
果
が
ま
だ
残
り
、
親
知
ら
ず
の
周
囲
の
ま
だ
ボ
ワ
ー
ン
と
し
て
い
る
。 

こ
の
歯
茎
の
色
調
と
麻
酔
の
残
る
感
覚
が
、
花
冷
の
季
語
に
相
応
し
て
い
る
。
幾
つ
に
な
っ
て
も
、
歯
医
者
に
行
く
の
は
嫌
で
あ

る
。 

 

山
の
湯
の
丸
太
の
ま
く
ら
花
馬
酔
木 

 
 

ヤ
エ
子 

 

【
鑑
賞
】 

山
歩
き
の
好
き
な
作
者
な
ら
で
は
の
一
句
で
あ
る
。「
丸
太
の
ま
く
ら
」
の
把
握
が
良
い
。
浴
槽
の
縁
の
丸
太
を
枕
に
し
て
山
の

湯
に
今
日
一
日
の
疲
れ
を
と
り
、
明
日
へ
の
英
気
を
養
っ
て
い
る
作
者
の
姿
を
彷
彿
と
さ
せ
る
。 

 

花
菖
蒲
女
ば
か
り
の
昼
会
席 

 
 
 
 
 

才
美 

 

【
鑑
賞
】 

 

こ
の
句
の
眼
目
は
、「
女
ば
か
り
」
に
あ
る
。
子
供
を
無
事
育
て
あ
げ
、
伴
侶
も
健
康
で
定
年
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
た
主
婦

は
、
今
そ
れ
な
り
の
自
由
を
謳
歌
し
て
い
る
。
花
見
の
名
所
や
菖
蒲
園
に
行
っ
て
も
元
気
な
女
性
の
姿
が
目
立
つ
。
昼
餉
の
店
に

入
っ
て
も
席
は
女
性
グ
ル
ー
プ
で
一
杯
で
あ
る
。 

 

俳
句
は
伝
統
的
に
言
え
ば
、
五
七
五
の
音
律
の
中
に
季
語
を
入
れ
た
有
季
定
型
詩
で
あ
る
。
上
五
の
字
余
り
は
許
さ
れ
る
が
、

中
七
や
下
五
の
字
余
り
は
、
出
来
る
限
り
避
け
た
方
が
良
い
。
こ
の
句
で
は
、
下
五
が
「
昼
会
席
」
の
六
音
に
な
っ
て
い
る
。」

こ
の
よ
う
な
場
合
、
実
景
と
は
少
し
離
れ
て
い
る
が
、
似
た
情
景
を
描
写
す
る
言
葉
を
探
し
て
、
下
五
を
五
音
に
し
て
リ
ズ
ム
を

整
え
た
方
が
良
い
。
た
と
え
ば
、「
花
菖
蒲
女
簿
狩
の
茶
懐
石
」
と
変
形
す
る
こ
と
も
で
き
る
。 

 

久
に
出
で
五
臓
六
腑
の
緑
か
な 

 
 
 
 

ツ
ル
子 

 

【
鑑
賞
】 

 

久
し
ぶ
り
に
出
掛
け
た
と
き
、
緑
の
息
吹
の
只
中
に
い
る
自
分
を
感
じ
、
自
然
の
中
に
生
か
さ
れ
て
い
る
恩
寵
を
感
じ
た
の
で



あ
ろ
う
。「
緑
」
が
生
命
感
に
あ
ふ
れ
た
言
葉
と
し
て
句
に
生
か
さ
れ
て
い
る
。「
五
臓
六
腑
」
と
い
う
古
風
な
表
現
が
、
一
句
に

命
の
重
さ
を
与
え
て
い
る
。
偶
然
ま
っ
た
く
別
の
句
会
で
「
五
臓
六
腑
」
の
言
葉
を
み
た
が
、
五
臓
六
腑
は
生
身
の
か
ら
だ
、
命

を
象
徴
的
に
表
す
言
葉
と
し
て
、
上
手
い
選
択
で
あ
る
。 

 

「
久
に
出
で
」
の
上
五
は
、
作
者
自
身
に
と
っ
て
は
ま
さ
し
く
そ
う
で
あ
ろ
う
が
、
一
句
の
構
成
と
し
て
は
、
い
さ
さ
か
誘
導

的
な
い
し
プ
ロ
ロ
ー
グ
的
な
修
辞
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、「
し
み
わ
た
る
五
臓
六
腑
の
緑
か
な
」
と
す
る
こ
と
も
で
き
る
。 

 

十
薬
や
家
も
晩
年
根
が
緩
む 

 
 
 
 
 

幸 

【
鑑
賞
】 

 

十
薬
の
生
命
力
と
、
作
者
を
含
め
た
家
の
衰
え
を
対
比
し
て
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。「
家
の
根
が
緩
む
」
と
の
把
握
が
良
い
。 

「
十
薬
や
家
も
晩
年
根
太
緩
む
」
と
す
る
こ
と
も
で
き
る
。 

 

花
い
か
だ
雨
に
打
た
れ
て
沈
み
行
く 

 
 

真
壽 

 

【
鑑
賞
】 

川
の
合
流
点
や
河
口
で
波
に
煽
ら
れ
て
花
筏
が
転
覆
し
た
り
、
沈
む
こ
と
は
良
く
観
察
さ
れ
、
句
に
詠
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

花
筏
が
雨
に
打
た
れ
た
だ
け
で
沈
ん
で
行
く
こ
と
を
発
見
し
た
と
の
こ
と
は
、
寡
聞
に
し
て
初
め
て
で
あ
る
。
作
者
の
着
実
な
写

生
の
賜
物
で
あ
ろ
う
。 

 

う
ら
ら
か
や
電
動
で
撞
く
時
の
鐘 

 
 
 

友
子 

 

【
添
削
】 

 

鐘
は
撞
い
て
音
を
出
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、「
鐘
」
に
「
撞
く
」
と
い
う
動
詞
を
使
う
の
は
普
通
で
あ
る
。
ま
た
、
川
越
の
時

の
鐘
が
電
動
式
で
あ
る
こ
と
も
良
く
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、「
電
動
で
撞
く
」
と
い
う
表
現
も
俳
句
の
世
界
で
は
既

に
普
通
の
こ
と
で
あ
る
。「
う
ら
ら
か
や
電
気
仕
掛
け
の
時
の
鐘
」
と
変
形
す
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
果
た
し
て
ど
う
で
あ
ろ
う

か
。 

 

桜
蕊
ふ
る
初
め
て
の
気
付
き
か
な 

 
 
 

直
子 

 

【
鑑
賞
】 

桜
は
、
芽
、
蕾
の
こ
ろ
か
ら
人
の
注
目
を
浴
び
、
開
花
し
て
そ
の
注
目
度
は
絶
頂
に
の
ぼ
り
、
飛
花
落
花
す
る
ま
で
人
に
愛
さ
れ

る
が
、
花
び
ら
を
全
て
失
っ
た
蕊
に
一
般
の
人
々
が
注
目
す
る
こ
と
は
稀
で
あ
る
。
俳
人
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
そ
の
桜
蕊
に
目
を
と

め
て
句
に
詠
む
。
「
桜
蕊
初
め
て
の
気
付
き
」
と
し
た
の
は
、
作
者
が
俳
人
の
域
に
入
っ
た
こ
と
の
証
左
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、

「
桜
蕊
降
る
」
と
正
し
い
季
語
の
使
い
方
を
し
て
い
る
。 

 

花
満
開
学
校
跡
地
の
低
鉄
棒 
 
 
 
 
 

ヤ
エ
子 

 

【
添
削
】 

下
五
に
「
低
鉄
棒
」
と
置
い
た
作
者
の
気
持
ち
は
分
か
る
が
、
言
葉
と
し
て
は
無
理
が
あ
り
、
発
音
が
詰
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ

ら
の
問
題
を
解
決
す
る
に
は
、
言
葉
を
整
理
し
て
、「
花
満
開
鉄
棒
低
き
校
地
跡
」
と
す
る
こ
と
も
で
き
る
。 

 

落
椿
音
に
振
り
向
く
谷
戸
の
道 

 
 
 
 

幸 

 



【
添
削
】 

落
椿
の
句
に
「
音
」
を
配
合
す
る
こ
と
は
、
既
に
多
用
さ
れ
て
い
る
の
で
、「
音
に
振
り
向
く
」
で
は
普
通
の
表
現
で
あ
る
。

場
所
設
定
の
「
谷
戸
の
道
」
の
表
現
も
普
通
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
「
落
椿
振
り
向
け
ば
亡
き
人
の
影
」
と
変
形
す
る
こ
と
も
で
き

る
。 

 

春
筍
の
穂
先
小
道
へ
侵
入
す 

 
 
 
 
 

友
子 

 

【
添
削
】 

 

侵
入
の
対
象
が
「
小
道
」
で
は
大
袈
裟
す
ぎ
る
。
ま
た
、
我
が
庭
先
や
通
路
で
は
陳
腐
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
「
侵
入
の
春
筍

の
穂
を
踏
ま
ず
行
く
」
と
変
形
す
る
こ
と
に
し
た
い
。 

ど
こ
に
侵
入
し
た
か
を
特
定
せ
ず
、
た
だ
、
侵
入
し
て
来
た
そ
の
穂
先
を
大
事
に
し
、
靴
で
踏
ま
な
い
で
歩
い
て
行
く
こ
と
に

し
た
。
民
法
上
の
規
定
に
従
っ
て
、
後
で
掘
り
取
る
た
め
に
、
あ
る
い
は
、
近
所
付
き
合
い
と
し
て
掘
り
取
っ
た
筍
を
隣
家
と
分

け
る
た
め
に
。 

 

ふ
つ
く
ら
と
彩
り
淡
し
木
の
芽
山 

 
 
 

ヤ
エ
子 

 

【
添
削
】 

 

上
五
、
中
七
は
季
語
の
説
明
で
あ
る
。
木
の
芽
山
は
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
感
じ
で
あ
る
。
季
語
に
与
え
ら
れ
た
意
味
は
、
俳
句

の
詠
み
手
と
読
み
手
が
そ
の
季
語
に
抱
く
共
通
認
識
で
あ
る
か
ら
、
季
語
の
意
味
を
い
く
ら
簡
潔
に
う
ま
く
表
現
し
て
も
、
俳
句

と
は
な
ら
な
い
。 

単
独
の
山
歩
き
で
は
な
く
、
親
し
い
同
行
者
が
い
て
簡
単
な
会
話
を
交
わ
せ
る
状
況
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、「
淡
い
」
を
活
か

し
て
、「
山
行
の
淡
き
会
話
や
木
の
芽
山
」
と
変
形
す
る
こ
と
も
で
き
る
。 

 

尚
、
「
木
の
芽
」
と
書
い
て
「
き
の
め
」
と
読
む
の
は
、
そ
の
木
が
、
木
の
首
座
に
あ
る
「
山
椒
の
木
」
で
あ
る
と
き
だ
け
で

あ
る
。
山
椒
の
木
以
外
の
木
で
あ
る
と
き
は
、「
こ
の
め
」
と
読
む
。
全
山
が
山
椒
の
木
で
覆
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
通
常
な
い
か

ら
、
普
通
「
木
の
芽
山
」
は
「
こ
の
め
や
ま
」
と
読
む
。 

 

四
十
雀
の
規
則
正
し
き
声
の
し
て 

 
 
 

清
子 

 

【
添
削
】 

 

い
つ
も
規
則
正
し
く
鳴
く
鳥
の
声
が
「
規
則
正
し
い
」
と
詠
ん
で
み
て
も
、
常
識
の
範
囲
内
で
は
読
み
手
に
訴
え
る
も
の
は
少

な
い
。
そ
こ
で
常
識
を
離
れ
て
、「
不
規
則
な
声
を
残
し
て
四
十
雀
」
の
よ
う
に
変
形
す
る
と
、
蛇
に
卵
を
狙
わ
れ
た
か
の
よ
う

に
、
読
み
手
は
四
十
雀
の
遭
遇
し
た
異
変
を
そ
こ
に
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

競
り
仕
舞
ふ
骨
董
市
や
若
葉
冷 

 
 
 
 

才
美 

 

【
鑑
賞
】 

 

熱
気
を
込
め
た
骨
董
市
の
競
り
が
終
わ
っ
た
と
き
、
作
者
は
ふ
と
若
葉
冷
え
を
感
じ
た
。「
仕
舞
ふ
」
は
四
段
活
用
動
詞
「
仕

舞
ふ
」
の
連
体
形
で
あ
る
。 

  
 
 

（
不
在
投
句 

古
野
明
美
、
原
田
清
子
） 

 
 ［

事
務
局
か
ら
お
知
ら
せ
］ 



○
第
一
一
三
回
通
信
句
会
作
品
募
集 

 
春
に
属
す
る
季
語
を
用
い
た
三
句
。
締
め
切
り
は
五
月
十
日(

土)

。
同
封
の
葉
書
で
お
送
り
下
さ
い
。 

 

○
五
月
句
会
（
吟
行
と
な
り
ま
す
） 

・
期
日 
五
月
二
十
五
日(

日) 

・
場
所 

鎌
倉
東
慶
寺
、
浄
智
寺
方
面 

 

詳
細
は
、
同
封
の
案
内
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。 

○
六
月
句
会 

 

・
六
月
二
十
一
日
（
土
）
午
後
一
時 

 
 
 

・
場
所 

旭
区
民
文
化
セ
ン
タ
ー
（
相
鉄
線
二
俣
川 

駅
ラ
イ
フ
五
階
） 


