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一

「
こ
れ
も
狐
の
話
で
す
よ
。
し
か
し
、
こ
れ
は
わ
た
く
し
が
自
身
に
手
が
け

た
事
件
で
す
」
と
、
半
七
老
人
は
笑
っ
た
。

　
嘉
永
二
年
の
秋
で
あ
る
。
江
戸
の
谷
中
や
な
か
の
時
光
寺
と
い
う
古
い
寺
で
不
思

議
の
噂
が
伝
え
ら
れ
た
。
そ
れ
は
そ
の
寺
の
住
職
の
英
善
と
い
う
の
が
、
い

つ
の
間
に
か
狐
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
実
に
途
方
も
な
い
奇
怪

な
出
来
事
で
は
あ
る
が
、
寺
の
方
か
ら
そ
の
届
け
出
が
あ
っ
た
以
上
、
寺
社

奉
行
も
単
に
ば
か
ば
か
し
い
と
い
っ
て
捨
て
て
置
く
わ
け
に
も
行
か
な
か
っ
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た
。

　
時
光
寺
は
あ
ま
り
大
き
い
寺
で
は
な
い
が
、
由
緒
の
あ
る
寺
で
、
そ
の
寺

格
も
低
く
な
か
っ
た
。
住
職
の
英
善
は
今
年
四
十
一
歳
で
、
七
年
ほ
ど
前
か

ら
先
住
の
あ
と
を
受
け
つ
い
で
、
こ
れ
ま
で
に
変
っ
た
噂
も
き
こ
え
な
か
っ

た
。
ほ
か
に
善
了
と
い
う
二
十
一
歳
の 

納  

所 

な
っ
し
ょ

と
、
英
俊
と
い
う
十
三
歳
の

小
坊
主
と
、
伴
助
と
い
う
五
十
五
歳
の
寺
男
と
、
あ
わ
せ
て
三
人
が
こ
の
寺

内
に
住
ん
で
い
た
。
伴
助
は
耳
の
遠
い
男
で
あ
っ
た
が
、
正
直
者
と
し
て
住

職
に
可
愛
が
ら
れ
て
い
た
。

　
こ
う
し
て
何
事
も
な
く
過
ぎ
て
い
る
う
ち
に
、
思
い
も
よ
ら
な
い
事
件
が

  

出    

来  

し
ゅ
っ
た
い

し
て
、
檀
家
は
勿
論
、
世
間
の
人
々
を
も
お
ど
ろ
か
し
た
の
で
あ

る
。
事
件
の
起
る
前
夜
、
住
職
の
英
善
は
、
根
岸
の
伊
賀
屋
と
い
う
道
具
屋
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の
仏
事
に
ま
ね
か
れ
て
、
小
坊
主
の
英
俊
を
連
れ
て
出
た
が
、
四
ツ
（
午
後

十
時
）
少
し
前
に
英
俊
だ
け
が
帰
っ
て
来
た
。
師
匠
は
途
中
で
こ
れ
か
ら
ほ

か
へ
廻
る
か
ら
、
お
ま
え
は
先
へ
帰
れ
と
い
っ
た
の
で
、
小
坊
主
は
そ
の
ま

ま
別
れ
て
来
た
の
で
あ
っ
た
。

　
夜
な
か
に
な
っ
て
も
住
職
は
戻
ら
な
い
の
で
、
寺
で
も
心
配
し
た
。
伴
助

は
提
灯
を
持
っ
て
幾
た
び
か
途
中
ま
で
迎
い
に
出
て
行
っ
た
が
、
英
善
の
姿

は
み
え
な
か
っ
た
。
こ
う
し
て
不
安
の
一
夜
を
送
っ
た
後
、
こ
の
寺
か
ら
二

町
ほ
ど
距はな
れ
た
無
総
寺
と
い
う
寺
の
ま
え
の
大
き
い
溝どぶ
の
な
か
に
、
英
善
に

よ
く
似
た
者
の
す
が
た
が
発
見
さ
れ
た
。
そ
れ
は
あ
く
る
朝
の
こ
と
で
、
い

つ
も
早
起
き
の
無
総
寺
の
寺
男
が
見
つ
け
出
し
た
の
で
あ
る
が
、
溝
に
は
ま

り
込
ん
で
死
ん
で
い
た
の
は
、
人
間
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
法
衣
こ
ろ
も
や
袈け
裟さ
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を
つ
け
て
い
る
狐
で
あ
っ
た
。
寺
男
は
び
っ
く
り
し
て
、
ほ
か
の
人
々
に
も

報
告
し
た
の
で
、
た
ち
ま
ち
こ
の
あ
た
り
の
大
騒
ぎ
と
な
っ
た
。

　
袈
裟
や
法
衣
を
つ
け
て
い
る
者
の
正
体
は
た
し
か
に
年
経ふ
る
狐
に
相
違
な

か
っ
た
。
死
体
の
傍
に
は
数
珠
じ
ゅ
ず
も
落
ち
て
い
た
。
小
さ
い
折
本
の
観
音
経
も

落
ち
て
い
た
。
履
物
は
ど
こ
に
も
見
え
な
か
っ
た
が
、
そ
の
袈
裟
と
法
衣
と
、

数
珠
と  

経    

文  

き
ょ
う
も
ん

と
、
そ
れ
ら
の
品
々
が
こ
と
ご
と
く
時
光
寺
の
住
職
の
持

ち
物
に
符
合
す
る
ば
か
り
か
、
そ
の
経
文
の
折
本
の
う
ち
に
は
時
光
寺
と
明

ら
か
に
書
い
て
あ
る
の
で
、
誰
も
そ
れ
を
う
た
が
う
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。

殊
に
そ
の
本
人
の
英
善
が
ゆ
う
べ
か
ら
戻
っ
て
来
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
諸

人
は
い
よ
い
よ
こ
の
奇
怪
な
出
来
事
を
信
ず
る
よ
り
ほ
か
は
な
か
っ
た
。
唯

こ
こ
に
残
さ
れ
た
問
題
は
、
英
善
が
ゆ
う
べ
こ
の
狐
に
た
ぶ
ら
か
さ
れ
て
、
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そ
の
衣
類
や
持
ち
物
を
奪
わ
れ
た
の
か
、
或
い
は
そ
の
以
前
か
ら
本
人
の
正

体
は
ど
こ
か
へ
消
え
て
し
ま
っ
て
、
狐
が
住
職
に
な
り
澄
ま
し
て
い
た
の
か

と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
疑
問
は
容
易
に
解
決
さ
れ
な
か
っ
た
。

　
無
総
寺
の
寺
男
の
話
に
よ
る
と
、
夜
な
か
に
門
前
で
頻しき
り
に
犬
の
吠
え
る

声
を
聴
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
英
善
に
化
け
た
狐
は
犬
の
群
れ
に
追
い
つ

め
ら
れ
て
、
こ
の
溝
の
な
か
へ
は
ま
り
込
ん
で
死
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
と
彼
は

云
っ
た
。
ほ
か
の
人
々
も
そ
ん
な
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
っ
た
。

「
な
る
ほ
ど
、
そ
う
い
え
ば
此
の
頃
は
、
う
ち
の
御
住
持
さ
ま
は
大
変
に
犬

を
嫌
っ
て
い
な
す
っ
た
」
と
、
時
光
寺
の 

納  

所 

な
っ
し
ょ

も
云
っ
た
。

　
以
前
は
そ
う
で
も
な
か
っ
た
が
、
こ
の
一
、
二
ヵ
月
ま
え
か
ら
住
職
の
英

善
が
ひ
ど
く
犬
を
嫌
う
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
、
納
所
の
善
了
も
寺
男
の
伴
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助
も
認
め
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
事
実
を
綜
合
し
て
か
ん
が
え
る
と
、
人
間
の

英
善
は
こ
の
夏
の
末
頃
か
ら
消
え
て
な
く
な
っ
て
、
狐
の
英
善
が
住
職
に
な

り
代
っ
て
い
た
ら
し
い
。 

伯 

蔵 

主 

は
く
ぞ
う
す

の
狐
や
茂
林
寺

も
り
ん
じ

の
狸
の
む
か
し
話
な
ど

も
思
い
あ
わ
さ
れ
て
、
諸
人
も
奇
異
の
感
に
う
た
れ
な
が
ら
、
と
に
も
か
く

に
も
一
ヵ
寺
の
住
職
の
身
の
う
え
に
こ
う
い
う
椿
事
が  

出    

来  

し
ゅ
っ
た
い

し
た
の
で

あ
る
か
ら
、
単
に
不
思
議
が
っ
て
ば
か
り
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
時
光
寺
か

ら
は
有
り
の
ま
ま
に
届
け
出
て
、
寺
社
奉
行
は
そ
の 

詮  

索 

せ
ん
さ
く

に
取
り
か
か
っ

た
の
で
あ
っ
た
。

　
時
光
寺
の
納
所
も
小
坊
主
も
寺
男
も
、
み
な
厳
重
に
吟
味
さ
れ
た
。
奇
怪

な
死
体
を
は
じ
め
て
発
見
し
た
と
い
う
無
総
寺
の
寺
男
も
勿
論
取
り
調
べ
ら

れ
た
。
し
か
も
彼
等
の
口
か
ら
何
の
手
が
か
り
を
聴
き
出
す
こ
と
も
出
来
な
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か
っ
た
。
住
職
は
近
頃
犬
を
嫌
う
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
以
外
に
は
、
時
光

寺
の
者
共
も
別
に
思
い
当
る
こ
と
は
な
い
と
申
し
立
て
た
。
も
し
や
住
職
の

死
骸
を
発
見
す
る
こ
と
も
あ
ろ
う
か
と
、
時
光
寺
の
床
下
や
物
置
や
、
庭
の

大
木
の
根
も
と
な
ど
を
掘
り
返
し
て
み
た
が
、
死
骸
は
お
ろ
か
、
そ
れ
か
と

思
わ
れ
る
よ
う
な
骨
一
つ
す
ら
も
見
い
だ
さ
れ
な
か
っ
た
。
檀
家
の
主おも
な
る

も
の
も
調
べ
ら
れ
た
。
そ
の
当
夜
、
自
宅
の
仏
事
に
時
光
寺
の
住
職
を
招
い

た
と
い
う
根
岸
の
伊
賀
屋
嘉
右
衛
門
も
吟
味
を
う
け
た
が
、
伊
賀
屋
で
も
当

夜
の
住
職
の
挙
動
に
つ
い
て
別
に
怪
し
い
点
を
認
め
な
か
っ
た
と
答
え
た
。

　
寺
社
奉
行
の
方
で
も
こ
の
上
に
詮
議
の
し
よ
う
も
な
か
っ
た
。
時
光
寺
の

住
職
は
ゆ
く
え
不
明
に
な
っ
て
、
い
つ
の
間
に
か
狐
が
そ
の
姿
に
な
り
か
わ

っ
て
い
た
と
い
う
ほ
か
に
は
、
な
ん
と
も
判
断
の
く
だ
し
よ
う
も
な
い
の
で
、
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そ
の
詮
議
は
ひ
と
先
ず
こ
れ
で
打
ち
切
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
　
　
　
　
二

　
九
月
の
末
に
は
陰くも
っ
た
日
が
つ
づ
い
た
。
神
田
の
半
七
は
近
所
の 

葬  

式 

と
む
ら
い

を
見
送
っ
て
、
谷
中
や
な
か
の
或
る
寺
ま
で
行
っ
た
。
ゆ
う
七
ツ
（
午
後
四
時
）
過

ぎ
に
寺
を
出
て
、
ほ
か
の
会
葬
者
よ
り
も
一
と
足
さ
き
に
ぶ
ら
ぶ
ら
帰
っ
て

く
る
と
、
秋
の
空
は
い
よ
い
よ
暗
く
な
っ
た
。
寺
の
多
い
谷
中
の
さ
び
し
い

道
に
は
、
木
の
葉
が
雨
の
よ
う
に
降
っ
て
い
た
。
ま
だ
暮
れ
切
ら
な
い
の
に
、

ど
こ
か
の
森
の
な
か
で
狐
の
声
が
き
こ
え
た
。
半
七
は
こ
の
ご
ろ
世
間
の
噂

に
な
っ
て
い
る
時
光
寺
の
一
件
を
ふ
と
思
い
出
し
た
。
か
れ
は
町
奉
行
付
き
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で
、
寺
社
奉
行
の
方
に
は
直
接
の
係
り
合
い
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で

も
自
分
の
役
目
と
し
て
、
今
度
の
奇
怪
な
出
来
事
に
相
当
の
注
意
を
払
っ
て

い
た
。

「
無
総
寺
と
い
う
の
は
こ
の
辺
か
し
ら
」

　
そ
う
思
い
な
が
ら
歩
い
て
く
る
と
、
あ
る
寺
の
土
塀
に
沿
う
た
大
き
い
溝

の
ふ
ち
に
、
ひ
と
り
の
少
年
が
腹
這
い
に
な
っ
て
い
る
の
を
見
た
。
少
年
は

十
三
四
歳
の
小
坊
主
で
、
土
の
う
え
に
俯
伏
う
つ
ぶ
し
な
が
ら
何
か
溝
の
な
か
の
物

を
拾
お
う
と
し
て
い
る
ら
し
か
っ
た
。
半
七
は
そ
の
ま
ま
通
り
過
ぎ
よ
う
と

し
て
、
な
に
心
な
く
そ
の
寺
の
門
を
見
あ
げ
る
と
、
門
の
額がく
に
無
総
寺
と
記
し
る

し
て
あ
っ
た
の
で
、
か
れ
は
俄
か
に
立
ち
ど
ま
っ
た
。
時
光
寺
の
住
職
に
化

け
て
い
た
狐
の
死
骸
は
、
こ
こ
の
大
溝
か
ら
発
見
さ
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
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そ
の
溝
の
ふ
ち
に
小
坊
主
が
腹
這
い
に
な
っ
て
何
か
探
し
て
い
る
ら
し
い
の

を
、
半
七
は
見
す
ご
す
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
か
れ
は
立
ち
寄
っ
て
声
を

か
け
た
。

「
お
小
僧
さ
ん
。
な
に
か
落
し
た
の
か
え
」

　
そ
れ
が
耳
に
も
は
い
ら
な
い
ら
し
く
、
小
坊
主
は
熱
心
に
な
に
か
拾
お
う

と
し
て
い
た
。
し
か
し
ま
だ
十
三
四
の
子
供
の
手
で
は
溝
の
底
ま
で
と
ど
か

な
い
の
で
、
か
れ
は
思
い
切
っ
て
下
駄
を
ぬ
い
で
、
石
垣
を
伝つた
っ
て
降
り
よ

う
と
す
る
ら
し
か
っ
た
。
半
七
は
再
び
声
を
か
け
た
。

「
も
し
、
も
し
、
お
小
僧
さ
ん
。
な
に
を
取
ろ
う
と
す
る
ん
だ
。
な
に
か
落

し
た
の
な
ら
、
わ
た
し
が
取
っ
て
あ
げ
る
」

　
小
坊
主
は
初
め
て
振
り
か
え
っ
た
が
、
返
事
も
し
な
い
で
黙
っ
て
い
た
。
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半
七
は
か
が
ん
で
溝
を
の
ぞ
く
と
、
底
は
さ
の
み
深
く
も
な
か
っ
た
。
苔こけ
の

多
い
石
垣
の
あ
い
だ
か
ら
幾
株
の
芒
す
す
きや
秋
草
が
水
の
上
に
垂
れ
か
か
っ
て
、

岸
の
近
い
と
こ
ろ
に
は
、
湿ぬ
れ
た
泥
が
あ
ら
わ
れ
て
い
た
。
そ
れ
を
見
ま
わ

し
て
い
る
う
ち
に
、
あ
る
物
が
半
七
の
眼
に
つ
い
た
。

「
お
ま
え
さ
ん
。
あ
れ
を
取
ろ
う
と
い
う
の
か
え
」
と
、
半
七
は
溝
の
な
か

を
指
さ
し
て
訊き
い
た
。

　
小
坊
主
は
黙
っ
て
う
な
ず
い
た
。
こ
ん
な
こ
と
に
は
馴
れ
て
い
る
半
七
は
、

草
履
の
片
足
を
石
垣
の
な
か
ほ
ど
に
踏ふ
み
か
け
て
、
片
手
に
芒
の
根
を
つ
か

み
な
が
ら
、
か
ら
だ
を
落
す
よ
う
に
し
て
岸
に
近
い
泥
の
な
か
へ
片
手
を
突

っ
込
ん
だ
。
彼
が
や
が
て
掴
み
出
し
た
の
は
小
さ
い
仏
の
像
で
あ
っ
た
。
仏

は
二
寸
に
足
ら
な
い
も
の
で
、
な
に
か
黒
ず
ん
だ
金
物
で
作
ら
れ
て
い
る
ら
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し
く
、
小
さ
い
割
合
に
は
な
か
な
か
目
方
が
あ
っ
た
。

「
こ
の
仏
さ
ま
を
お
前
さ
ん
は
知
っ
て
い
る
の
か
え
」
と
、
半
七
は
泥
だ
ら

け
に
な
っ
て
い
る
仏
像
を
小
坊
主
の
眼
の
さ
き
へ
突
き
つ
け
る
と
、
か
れ
は

そ
れ
を
う
や
う
や
し
く
受
け
取
っ
て
、
自
分
の
法
衣
こ
ろ
も
の
袖
の
う
え
に
乗
せ
た
。

「
お
ま
え
さ
ん
の
お
寺
は
ど
こ
だ
ね
」
と
、
半
七
は
ま
た
訊き
い
た
。

「
時
光
寺
で
ご
ざ
い
ま
す
」

「
む
む
。
時
光
寺
か
」

　
半
七
は
あ
ら
た
め
て
そ
の
小
坊
主
の
顔
を
み
た
。
か
れ
は
色
の
白
い
、
眼

の
大
き
い
、
見
る
か
ら
に
利
口
そ
う
な
少
年
で
あ
っ
た
。

「
じ
ゃ
あ
、
こ
の
あ
い
だ 

和  

尚 

お
し
ょ
う

さ
ん
の
一
件
の
あ
っ
た
お
寺
だ
な
。
そ
こ

で
、
そ
の
仏
さ
ま
は
お
前
さ
ん
が
落
し
た
の
か
え
」
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「
今
こ
こ
で
見
つ
け
た
の
で
す
」

「
じ
ゃ
あ
、
お
ま
え
さ
ん
の
じ
ゃ
あ
無
い
ん
だ
ね
」

　
小
坊
主
は
そ
の
返
答
に
躊
躇
し
て
い
る
よ
う
で
あ
っ
た
が
、
結
局
、
こ
れ

は
自
分
の
寺
の
も
の
で
あ
る
ら
し
い
と
云
っ
た
。

「
お
寺
の
物
が
ど
う
し
て
こ
の
溝
の
な
か
に
落
ち
て
い
た
ん
だ
ろ
う
」
と
、

半
七
は
か
れ
の
顔
色
を
う
か
が
い
な
が
ら
訊
い
た
が
、
小
坊
主
は
や
は
り
何

か
躊
躇
し
て
い
る
ら
し
く
、 
口  

唇 
く
ち
び
る

を
む
す
ん
だ
ま
ま
で
少
し
う
つ
む
い
て

い
た
。

　
こ
の
小
さ
い
仏
像
に
つ
い
て
何
か
の
秘
密
が
あ
る
ら
し
い
と
睨
ん
だ
の
で
、

半
七
は
た
た
み
か
け
て
訊
い
た
。

「
和
尚
さ
ん
は
こ
こ
ら
の
溝
の
な
か
に
死
ん
で
い
た
ん
だ
そ
う
だ
ね
」

15



「
は
い
」

「
そ
こ
に
そ
の
仏
像
が
落
ち
て
い
て
、
し
か
も
そ
れ
が
お
寺
の
物
だ
と
い
う
。

そ
う
す
る
と
、
和
尚
さ
ん
の
落
ち
た
時
に
、
そ
れ
も
一
緒
に
落
し
た
の
か
ね
」

「
そ
う
か
も
知
れ
ま
せ
ん
」

「
隠
し
ち
ゃ
い
け
ね
え
。
正
直
に
云
っ
て
貰
い
た
い
」
と
、
半
七
は
す
こ
し

詞こと
ばを
あ
ら
た
め
た
。
「
実
は
わ
た
し
は 

町  

方 

ま
ち
か
た

の
御
用
聞
き
だ
。
寺
社
と
お

係
り
は
違
う
け
れ
ど
、
こ
う
い
う
と
こ
ろ
へ
来
あ
わ
せ
て
は
、
調
べ
る
だ
け

の
こ
と
は
調
べ
て
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
ね
え
。
そ
の
晩
、
和
尚
さ
ん
が
そ
の

仏
さ
ま
を
持
っ
て
出
た
の
か
え
」

　
相
手
の
身
分
を
聴
く
と
共
に
、
小
坊
主
の
態
度
は
俄
か
に
変
っ
た
。
か
れ

は
今
ま
で
と
は
打
っ
て
変
っ
て
、
半
七
の
問
い
に
対
し
て
、
何
で
も
は
き
は
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き
と
答
え
た
。

　
か
れ
は
時
光
寺
の
英
俊
で
あ
っ
た
。
師
匠
の
英
善
が
ゆ
く
え
不
明
に
な
っ

た
晩
、
か
れ
は
師
匠
の
供
を
し
て
根
岸
の
伊
賀
屋
へ
行
っ
た
。 

読  

経 

ど
き
ょ
う

が
す

ん
で
、
一
緒
に
連
れ
立
っ
て
帰
る
途
中
、
師
匠
は
ほ
か
へ
路
寄
り
す
る
と
云

っ
て
別
れ
た
ま
ま
再
び
戻
っ
て
来
な
い
。
そ
う
し
て
、
そ
の
あ
く
る
朝
、
師

匠
の
袈
裟
法
衣
を
つ
け
た
狐
の
死
骸
が
こ
の
溝
の
中
に
発
見
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
そ
れ
が
ど
う
考
え
て
も
判
ら
な
い
の
で
、
か
れ
は
絶
え
ず
そ
れ
を
考
え

つ
め
て
い
る
と
、
今
日
こ
の
溝
の
ふ
ち
を
通
る
と
き
に
、
測
ら
ず
も
泥
の
な

か
に
何
か
薄
黒
く
光
る
よ
う
な
も
の
を
見
つ
け
た
の
で
あ
っ
た
。
仏
像
は
お

そ
ら
く
師
匠
の
袂
た
も
とか
ふ
と
こ
ろ
に
入
れ
て
あ
っ
て
、
こ
こ
へ
転
げ
込
む
と
き

に
水
の
な
か
へ
滑
り
落
ち
た
の
を
誰
も
見
つ
け
出
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
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毎
日
陰くも
っ
て
は
い
る
が
、
こ
の
頃
す
こ
し
も
雨
が
な
い
の
で
、
溝
の
水
も
だ

ん
だ
ん
に
乾
い
て
、
泥
に
埋
め
ら
れ
て
い
た
仏
像
が
自
然
に
そ
の
形
を
あ
ら

わ
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
自
分
に
も
よ
く
判
ら
な
い
が
、
こ
れ
は
寺
の
秘
仏
と

し
て
大
切
に
保
管
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
ら
し
い
。
な
ん
で
も
遠
い
昔
に

異
朝
か
ら
渡
来
し
た
も
の
で
、
そ
の
胎
内
に
は
更
に
小
さ
い
黄
金
仏
が
孕はら
ま

せ
て
あ
る
と
云
い
つ
た
え
ら
れ
て
い
る
。
自
分
は
九
つ
の
年
か
ら
寺
に
入
っ

て
、
足
か
け
五
年
の
あ
い
だ
に
三
度
し
か
拝
ん
だ
こ
と
は
な
い
が
、
こ
れ
は

ど
う
も
そ
の
仏
像
で
あ
る
ら
し
い
と
彼
は
説
明
し
た
。

　
そ
れ
ほ
ど
大
切
の
秘
仏
を
住
職
が
な
ぜ
む
や
み
に
持
ち
出
し
た
か
、
そ
れ

が
半
七
に
も
判
ら
な
か
っ
た
。
英
俊
に
も
判
ら
な
か
っ
た
。

「
し
か
し
こ
れ
を
み
る
と
、
狐
が
お
住
持
に
化
け
て
い
た
な
ど
と
い
う
の
は
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嘘
で
す
」
と
、
英
俊
は
云
っ
た
。
「
わ
た
し
も
最
初
か
ら
疑
わ
し
い
と
思
っ

て
い
ま
し
た
が
、
も
し
狐
な
ら
ば
こ
う
い
う
も
の
を
持
ち
出
す
筈
が
あ
り
ま

せ
ん
。
狐
や
狸
は
尊
い
仏
を
恐
れ
る
筈
で
す
」

　
そ
れ
は
如
何
に
も
仏
弟
子
ら
し
い
解
釈
で
あ
っ
た
。
半
七
は
又
そ
れ
と
違

っ
た
解
釈
で
、
時
光
寺
の
住
職
の
正
体
が
狐
で
な
い
こ
と
を
確
か
め
た
。

「
お
住
持
は
…
…
お
師
匠
さ
ま
は
…
…
」
と
、
英
俊
は
俄
か
に
泣
き
出
し
た
。

「
お
い
。
ど
う
し
た
、
ど
う
し
た
」
と
、
半
七
は
か
れ
の
肩
に
手
を
か
け
た
。

　
英
俊
は
そ
の
肩
を
ゆ
す
ぶ
っ
て
泣
き
つ
づ
け
た
。
か
れ
の
涙
は
法
衣
の
袖

に
ほ
ろ
ほ
ろ
と
こ
ぼ
れ
て
、
大
切
に
さ
げ
て
い
た
異
国
の
仏
像
の
御
首
み
ぐ
し
に
も

流
れ
落
ち
た
。

「
泣
く
こ
と
は
ね
え
。
お
れ
が
そ
の
仇
を
取
っ
て
や
る
」
と
、
半
七
は
云
っ
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た
。
「
そ
の
代
り
、
お
ま
え
の
知
っ
て
い
る
だ
け
の
こ
と
は
何
で
も
話
し
て

く
れ
ね
え
じ
ゃ
あ
い
け
ね
え
。
と
い
っ
て
、
い
つ
ま
で
も
こ
こ
で
立
ち
話
も

出
来
め
え
。
あ
し
た
の
朝
、
わ
た
し
の
家
ま
で
来
て
く
れ
。
神
田
の
三
河
町

で
、
半
七
と
聞
け
ば
す
ぐ
判
る
」

　
　
　
　
　
三

　
あ
く
る
朝
、
英
俊
は
約
束
通
り
に
半
七
を
た
ず
ね
て
来
た
。
そ
う
し
て
、

師
匠
の
英
善
の
身
の
う
え
に
就
い
て
自
分
の
知
っ
て
い
る
だ
け
の
こ
と
を
詳
く
わ

し
く
話
し
て
帰
っ
た
。
帰
る
時
に
、
半
七
は
か
れ
に
何
事
か
を
教
え
て
や
っ

た
。
そ
れ
か
ら
す
ぐ
に
身
支
度
を
し
て
、
半
七
も
寺
社
奉
行
の
役
宅
へ
出
て
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行
っ
た
。

　
寺
社
方
の
許
可
を
得
て
、
か
れ
は
何
か
の
活
動
に
取
り
か
か
る
ら
し
く
、

役
宅
か
ら
帰
る
と
更
に
子
分
の
松
吉
と
亀
八
を
呼
び
よ
せ
た
。

「
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
草
鞋
わ
ら
じ
を
穿は
く
か
も
知
れ
ね
え
。
そ
の
つ
も
り
で
支
度
を

し
て
置
け
」

　
午ひる
す
ぎ
に
な
っ
て
英
俊
が
ふ
た
た
び
来
た
。

「
親
分
さ
ん
。
安
蔵
寺
の
三
人
は
き
の
う
の
朝
、
一
挺
の
駕
籠
を
吊
ら
せ
て

帰
っ
た
そ
う
で
す
」

「
駕
籠
は
一
挺
か
」
と
、
半
七
は
少
し
考
え
た
。
「
そ
こ
で
、
ど
う
だ
ろ
う
。

そ
の
頭
か
し
らの
坊
主
は
…
…
」

「
昌
典
と
い
う
人
は
ま
だ
残
っ
て
い
る
ら
し
い
の
で
す
」
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「
よ
し
。
じ
ゃ
あ
、
す
ぐ
に
出
か
け
よ
う
。
一
日
の
違
い
な
ら
何
と
か
な
る

だ
ろ
う
。
も
う
一
日
早
け
れ
ば
訳
は
な
か
っ
た
の
だ
が
、
ど
う
も
仕
方
が
ね

え
」

　
半
七
は
二
人
の
子
分
を
つ
れ
て
、
俄
か
に
甲
州
街
道
の
方
角
へ
旅
立
ち
す

る
こ
と
に
な
っ
た
。
か
れ
は
見
識
り
人
と
し
て
英
俊
を
も
連
れ
て
行
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、
ま
だ
十
三
の
少
年
が
足
の
早
い
彼
等
と
共
に
あ
る

く
こ
と
は
出
来
そ
う
も
な
い
の
と
、
彼
等
も
ゆ
く
手
を
急
ぐ
の
と
で
、
四
挺

の
駕
籠
を
雇
っ
て
神
田
を
出
た
の
は
其
の
日
の
八
ツ
（
午
後
二
時
）
を
過
ぎ

た
頃
で
あ
っ
た
。

　
先
を
い
そ
ぐ
四
人
は
御
用
の
旅
と
い
う
触
れ
込
み
で
、
む
や
み
に
駕
籠
を

急
が
せ
た
。
新
宿
で
駕
籠
を
か
え
て
其
の
晩
の
う
ち
に
府
中
の
宿
し
ゅ
くま
で
乗
り
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つ
け
た
。
あ
く
る
朝
七
ツ
（
午
前
四
時
）
ご
ろ
に
宿
屋
を
立
っ
て
、
日
野
、

八
王
子
、
駒
木
野
、
小
仏
、
小
原
、
与
瀬
、
吉
野
、
関
野
、
上
の
原
、
鶴
川
、

野
田
尻
、
犬
目
、
下
鳥
沢
、
鳥
沢
の
宿
々
あ
わ
せ
て
十
六
里
あ
ま
り
を
駕
籠

で
急
が
せ
た
。
自
分
た
ち
は
と
も
か
く
も
、
旅
馴
れ
な
い
上
に
年
の
ゆ
か
な

い
英
俊
が
も
し
途
中
で
弱
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
、
立
場
た
て
ば

々
々
へ
着
く
た
び
に
半
七
は
か
れ
に
気
つ
け
薬
を
飲
ま
せ
て
介
抱
し
た
が
、

英
俊
は
ち
っ
と
も
弱
ら
な
か
っ
た
。
彼
は
一
刻
も
早
く
お
師
匠
さ
ま
を
救
っ

て
く
れ
と
、
そ
れ
ば
か
り
を
繰
り
返
し
て
い
た
。

「
お
小
僧
さ
ん
、
な
か
な
か
強
い
な
」
と
、
子
分
た
ち
も
励
ま
す
よ
う
に
云

っ
た
。

　
鳥
沢
の
宿
へ
は
い
っ
た
の
は
夜
の
五
ツ
頃
で
、
夕
方
か
ら
細
か
い
雨
が
し
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と
し
と
と
降
り
出
し
て
い
た
。
今
夜
の
う
ち
に
次
の
宿
の
猿
橋
ま
で
乗
り
込

み
た
い
と
思
っ
た
が
、
あ
い
に
く
に
雨
が
降
る
の
と
、
駕
籠
屋
も
疲
れ
切
っ

て
い
る
の
と
で
、
半
七
は
こ
こ
で
今
日
の
旅
を
終
る
こ
と
に
し
て
、
駕
籠
の

な
か
か
ら
声
を
か
け
た
。

「
お
い
、
若
い
衆
さ
ん
。
こ
の
宿
し
ゅ
くで
ど
こ
か
い
い
家うち
へ
つ
け
て
く
れ
」

「
は
い
、
は
い
」

　
雨
は
だ
ん
だ
ん
強
く
な
っ
て
来
た
の
と
、
泊
ま
り
の
時
刻
を
も
う
過
ぎ
た

の
と
で
、
暗
い
宿
し
ゅ
くの
旅
籠
屋

は
た
ご
や

で
は
大
戸
を
お
ろ
し
て
い
る
の
も
あ
っ
た
。
四

挺
の
駕
籠
が
宿
の
中
ま
で
来
か
か
る
と
、
左
側
の
小
さ
い
旅
籠
屋
の
ま
え
に

一
挺
の
駕
籠
の
お
ろ
さ
れ
て
い
る
の
が
眼
に
つ
い
た
の
で
、
半
七
は
自
分
の

駕
籠
の
垂た
簾れ
を
あ
げ
て
透
か
し
て
視
る
と
、
そ
の
駕
籠
は
今
こ
の
旅
籠
屋
に
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乗
り
つ
け
た
ら
し
く
、
駕
籠
の
そ
ば
に
は
二
人
の
男
が
立
っ
て
い
た
。
ひ
と

り
は
内
に
は
い
っ
て
店
の
番
頭
と
な
に
か
掛
け
合
っ
て
い
る
ら
し
か
っ
た
。

そ
の
三
人
が
い
ず
れ
も
旅
僧
で
あ
る
こ
と
を
覚
っ
た
時
、
半
七
は
す
ぐ
に
自

分
の
駕
籠
を
停
め
さ
せ
た
。
そ
の
合
図
を
聞
い
て
子
分
の
松
吉
と
亀
八
も
つ

づ
い
て
駕
籠
を
出
た
。
英
俊
も
出
た
。
四
人
は
雨
の
な
か
を
滑
り
な
が
ら
駈

け
出
し
て
、
ば
ら
ば
ら
と
そ
の
旅
籠
屋
の
店
さ
き
へ
は
い
っ
た
。

　
駕
籠
の
脇
に
立
っ
て
い
る
旅
僧
の
一
人
は
、
英
俊
の
顔
を
み
て
俄
か
に
う

ろ
た
え
た
ら
し
く
、
あ
わ
て
て
ほ
か
の
僧
を
見
か
え
る
間
に
、
松
吉
と
亀
八

は
も
う
そ
の
う
し
ろ
を
取
り
ま
く
よ
う
に
迫
っ
て
い
た
。

「
失
礼
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
こ
の
お
駕
籠
に
は
ど
な
た
が
お
乗
り
で
す
」
と
、

半
七
は
丁
寧
に
訊き
い
た
。
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ふ
た
り
の
僧
は
黙
っ
て
い
た
。

「
で
は
、
御
免
を
蒙
こ
う
むっ
て
、
ち
ょ
っ
と
の
ぞ
か
せ
て
頂
き
ま
す
」

　
再
び
丁
寧
に
こ
と
わ
っ
て
、
半
七
は
桐と
油う
紙ゆ
を
着
せ
て
あ
る
駕
籠
の
垂た
簾れ

を
少
し
ま
く
り
あ
げ
る
と
、
中
に
は
白
い
着
物
を
着
て
い
る
僧
が
乗
っ
て
い

た
。
英
俊
は
泣
き
声
を
あ
げ
て
そ
の
前
に
ひ
ざ
ま
ず
い
た
。

「
お
師
匠
さ
ま
」

　
僧
は
眼
を
動
か
す
ば
か
り
で
、
口
を
利
か
な
か
っ
た
。
彼
は
い
つ
ま
で
も

無
言
で
あ
っ
た
。
英
俊
は
彼
の
袖
に
す
が
っ
て
再
び
呼
ん
だ
。

「
お
師
匠
さ
ま
」

　
無
言
の
僧
は
時
光
寺
の
住
職
英
善
で
あ
っ
た
。
か
れ
が
無
言
で
あ
る
の
は
、

声
を
出
す
こ
と
の
出
来
な
い
よ
う
な
一
種
の
薬
を
飲
ま
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
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っ
た
。

「
も
う
こ
こ
ま
で
来
れ
ば
、
あ
と
は
詳
し
く
云
う
ま
で
も
あ
り
ま
す
ま
い
」

と
、
半
七
老
人
は
云
っ
た
。
「
と
こ
ろ
で
、
な
ぜ
こ
ん
な
事
件
が
起
っ
た
か

と
い
う
と
、
こ
の
宗
旨
の
本
山
の
方
に
何
か
面
倒
な
事
件
が
あ
っ
て
、
こ
ん

に
ち
の
詞
こ
と
ばで
い
え
ば
、
本
山
擁
護
派
と
本
山
反
対
派
の
二
派
に
わ
か
れ
て
暗

闘
を
始
め
て
い
た
と
い
う
わ
け
な
ん
で
す
。
そ
れ
が
だ
ん
だ
ん
に
激
し
く
な

っ
て
、
本
山
の
方
か
ら
も
幾
人
か
の
坊
主
が 

出  

府 

し
ゅ
っ
ぷ

し
て
、
江
戸
の
末
寺
を

説
き
伏
せ
よ
う
と
す
る
。
末
寺
の
方
で
は
思
い
思
い
に
党
を
組
ん
で
騒
ぎ
立

て
る
。
そ
の
中
で
も
時
光
寺
の
住
職
は
有
力
な
反
対
派
の
一
人
、
ま
か
り
間

違
え
ば
寺
社
奉
行
へ
ま
で
持
ち
出
し
て
裁
決
を
仰
ご
う
と
い
う
意
気
込
み
な
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の
で
、
本
山
派
の
方
で
持
て
余
し
て
、
な
ん
と
か
し
て
こ
の
住
職
を
な
き
者

に
し
よ
う
…
…
。
と
い
っ
て
、
出
家
同
士
の
こ
と
で
す
か
ら
、
ま
さ
か
殺
す

わ
け
に
も
行
か
な
い
の
で
、
こ
の
住
職
を
本
山
へ
連
れ
て
行
っ
て
、
当
分
押

し
込
め
て
置
こ
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。
そ
こ
で
、
住
職
が
い
つ

の
晩
に
は
根
岸
の
檀
家
へ
出
か
け
て
行
く
と
い
う
の
を
知
っ
て
、
帰
る
途
中

を
待
ち
受
け
て
、
腕
ず
く
で
取
っ
つ
か
ま
え
て
下
谷
坂
本
の
安
蔵
寺
と
い
う

本
山
派
の
寺
へ
連
れ
込
ん
で
し
ま
っ
た
の
で
す
。
そ
う
し
て
、
口
を
利
く
こ

と
の
出
来
な
い
よ
う
に
、
毒
薬
を
飲
ま
せ
た
の
だ
そ
う
で
す
」

「
そ
う
な
る
と
、
例
の
狐
は
そ
の
身
代
み
が
わ
り
な
ん
で
す
ね
」

「
そ
う
で
す
、
そ
う
で
す
」
と
、
老
人
は
う
な
ず
い
た
。
「
一
ヵ
寺
の
住
職

が
た
だ
消
え
て
な
く
な
っ
た
と
い
う
の
で
は
、
詮
議
が
む
ず
か
し
か
ろ
う
と

28半七捕物帳



い
う
懸
念
け
ね
ん
か
ら
、
住
職
の
袈け
裟さ
や
法
衣
こ
ろ
も
を
は
ぎ
取
っ
て
、
そ
れ
を
狐
に
着
せ

て
…
…
。
い
や
、
今
か
ら
か
ん
が
え
る
と
子
供
だ
ま
し
の
よ
う
で
す
が
、
そ

れ
で
も
よ
っ
ぽ
ど
知
恵
を
絞
っ
た
の
で
し
ょ
う
」

「
と
こ
ろ
で
、
大
切
の
仏
像
と
い
う
の
は
ど
う
し
た
ん
で
す
。
や
は
り
そ
の

住
職
が
持
っ
て
い
た
ん
で
す
か
」

「
い
つ
の
代
で
も
、
な
に
か
の
問
題
で
騒
ぎ
立
て
れ
ば
相
当
の
運
動
費
が
い

り
ま
す
。
時
光
寺
は
本
来
小
さ
い
寺
で
あ
る
上
に
、
住
職
が
本
山
反
対
運
動

に 

奔  

走 

ほ
ん
そ
う

し
て
い
る
の
で
、
そ
の
内
証
は
余
程
苦
し
い
。
ま
し
て
寺
社
奉
行

へ
で
も
持
ち
出
す
と
す
れ
ば
、
ま
た
相
当
の
費
用
も
か
か
る
。
そ
れ
ら
の
運

動
費
を
調
達
す
る
た
め
に
、
住
職
は
大
切
の
秘
仏
を
そ
っ
と
持
ち
出
し
て
、

そ
れ
を
質かた
に
伊
賀
屋
か
ら
幾
ら
か
借
り
出
そ
う
と
し
て
、
仏
事
の
晩
に
そ
れ
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を
厨ず
子し
に
納
め
て
持
ち
込
ん
だ
の
で
す
が
、
ほ
か
に
大
勢
の
人
が
い
た
の
で

云
い
出
す
機おり
が
な
く
っ
て
一
旦
は
帰
っ
た
の
で
す
。
し
か
し
ど
う
し
て
も
金

の
入
用
に
迫
っ
て
い
る
の
で
、
途
中
か
ら
小
坊
主
を
帰
し
て
、
自
分
ひ
と
り

で
伊
賀
屋
へ
ま
た
引
っ
返
す
途
中
、
運
悪
く
本
山
派
の
罠わな
に
か
か
っ
て
、
持

っ
て
い
た
厨
子
は
無
論
に
取
り
あ
げ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の
時

に
住
職
が
手
早
く
仏
像
だ
け
を
ぬ
き
出
し
て
自
分
の
袂
た
も
とへ
隠
し
た
の
を
、
相

手
の
者
は
気
が
つ
か
な
か
っ
た
と
見
え
ま
す
」

「
そ
の  

落    

着  

ら
く
ぢ
ゃ
く

は
ど
う
な
り
ま
し
た
」

「
事
件
も
こ
う
な
る
と
大
問
題
で
す
」
と
、
老
人
は
眉
を
し
か
め
て
云
っ
た
。

「
無
論
に
寺
社
方
の
裁
判
に
な
り
ま
し
た
。
本
山
か
ら
出
府
し
て
い
る
坊
主

は
十
一
人
あ
り
ま
し
た
が
、
ほ
か
の
寺
に
宿
を
取
っ
て
い
た
七
人
は
こ
の
事
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件
に
関
係
が
な
い
と
い
う
の
で
免ゆる
さ
れ
ま
し
た
。
安
蔵
寺
に
泊
ま
っ
て
い
た

四
人
、
そ
の
三
人
は
住
職
の
駕
籠
に
つ
い
て
行
き
、
一
人
は
江
戸
に
残
っ
て

い
ま
し
た
が
、
い
ず
れ
も
召
し
捕
っ
て 

入  

牢 

じ
ゅ
ろ
う

申
し
付
け
ら
れ
、
そ
の
中
で

二
人
は
牢
死
、
二
人
は
遠
島
に
な
り
ま
し
た
。
時
光
寺
の 

納  

所 

な
っ
し
ょ

の
善
了
も

本
山
派
に
内
通
し
て
い
た
と
い
う
疑
い
を
う
け
て
、
寺
を
逐お
い
出
さ
れ
た
そ

う
で
す
。
こ
の
事
件
も
手
を
ひ
ろ
げ
た
ら
随
分
大
き
く
な
る
で
し
ょ
う
が
、

本
山
の
方
へ
は 

一  

切 

い
っ
さ
い

手
を
着
け
ず
に
、
江
戸
だ
け
で
片
付
け
て
し
ま
い
ま

し
た
か
ら
、
前
に
い
っ
た
四
人
の
ほ
か
に
は
罪
人
も
出
ま
せ
ん
で
し
た
。
時

光
寺
の
住
職
は
そ
の
後
に
療
治
を
し
て
、
す
こ
し
は
声
が
出
る
よ
う
に
な
っ

た
の
で
、
や
は
り
元
の
寺
に
勤
め
て
い
ま
し
た
が
、
上
野
の
戦
争
の
と
き
に

彰
義
隊
の 

落 

武 

者 

お
ち
む
し
ゃ

を
か
く
ま
っ
た
と
い
う
の
で
、
寺
に
も
居
に
く
く
な
っ
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て
、
京
都
の
方
へ
行
っ
た
そ
う
で
す
。
英
俊
は
利
口
な
小
僧
で
、
そ
の
時
に

師
匠
と
一
緒
に
行
っ
て
、
今
で
は
京
都
の
大
き
い
寺
の
住
職
に
な
っ
て
い
る

と
聞
き
ま
し
た
。
な
に
し
ろ
こ
の
探
索
で
は
小
坊
主
が 

大 

立 

物 

お
お
だ
て
も
の
で
、
そ
の

口
か
ら
本
山
派
と
反
対
派
の  

捫    

著  

も
ん
ち
ゃ
く

を
聴
い
た
の
で
、
わ
た
く
し
も
そ
れ

か
ら
初
め
て
探
索
の
筋
道
を
た
て
た
よ
う
な
わ
け
で
す
か
ら
ね
。
今
で
も
時

々
あ
る
よ
う
で
す
が
、
む
か
し
も
寺
々
の
捫
著
は
た
び
た
び
で
、
寺
社
奉
行

を
手て
古こ
摺ず
ら
せ
た
も
の
で
す
よ
」

　
併
し
そ
こ
に
ま
だ
一
つ
の
疑
問
が
残
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
時
光
寺
の
住

職
が
か
の
事
件
の
起
る
以
前
か
ら
と
俄
か
に
犬
を
嫌
う
よ
う
に
な
っ
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
私
は
そ
れ
を
聞
き
た
だ
す
と
、
老
人
は
笑
っ
て
答
え
た
。

「
そ
れ
は
な
ん
に
も
係
り
合
い
の
な
い
こ
と
な
ん
で
す
。
住
職
が
犬
を
嫌
う
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よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
、
お
そ
ら
く
狐
が
化
け
て
い
た
の
だ
ろ
う
な
ど

と
い
う
疑
い
も
起
っ
て
来
た
ん
で
す
が
、
だ
ん
だ
ん
調
べ
て
み
る
と
斯こ
う
い

う
わ
け
で
し
た
。
住
職
は
出
家
の
こ
と
で
、
ふ
だ
ん
か
ら
畜
類
を
可
愛
が
っ

て
い
た
ん
で
す
が
、
本
山
反
対
の
運
動
を
起
し
て
か
ら
、
こ
ん
に
ち
の
詞
こ
と
ばで

い
え
ば
神
経
が
興
奮
し
た
と
で
も
い
う
の
で
し
ょ
う
。
な
ん
だ
か 

苛  

々 

い
ら
い
ら

し

た
よ
う
な
気
分
に
な
っ
て
、
今
ま
で
可
愛
が
っ
て
い
た
犬
な
ど
に
も
眼
を
く

れ
ず
、
犬
の
方
か
ら
尻
尾
し
っ
ぽ
を
ふ
っ
て
近
寄
っ
て
も
、
怖
い
顔
を
し
て
追
っ
払

う
と
い
う
風
に
な
っ
た
。
そ
こ
へ
例
の
一
件
が  

出    

来  

し
ゅ
っ
た
い

し
た
も
ん
で
す
か

ら
、
そ
れ
が
又
何
だ
か
仔
細
あ
り
げ
に
云
い
触
ら
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

で
す
。
一
体
こ
の
事
件
に
か
ぎ
ら
ず
、
わ
た
く
し
共
の
方
で
は
よ
く
こ
ん
な

事
で
い
ろ
い
ろ
思
い
違
い
や
見
込
み
違
い
を
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
無
事
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の
時
な
ら
ば
な
ん
で
も
な
い
こ
と
が
、  

大    

仰  

お
お
ぎ
ょ
う

に
仔
細
あ
り
げ
に
考
え
ら

れ
ま
す
か
ら
、
よ
っ
ぽ
ど
注
意
し
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。
探
索
と
い
う
上
か

ら
見
れ
ば
、
髪
の
毛
一
本
で
も
決
し
て
見
逃
が
し
て
は
な
り
ま
せ
ん
が
、
所し

   

詮 

ょ
せ
ん
は
大
体
の
う
え
に
眼
を
つ
け
て
、
そ
れ
か
ら
細
か
い
と
こ
ろ
へ
踏ふ
み
込

ん
で
行
か
な
い
と
、
前
に
も
云
っ
た
よ
う
な
、
飛
ん
だ
見
込
み
違
い
で
横
道

へ
そ
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
よ
」
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、
ボ
ラ
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テ
ィ
ア
の
皆
さ
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す
。
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