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こ
れ
も
例
の
半
七
老
人
の
話
で
あ
る
。
但
し
自
分
は
こ
の
一
件
に
直
接
の
関
係
は
な
く
、
い
わ
ば
請
け

売
り
の
お
話
で
あ
る
か
ら
、
多
少
の
聞
き
違
い
が
あ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
と
、
前
提
を
し
て
老
人
は
語
る
。

「
今
で
も
無
い
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
昔
は
祭
礼
や
開
帳
に
は
造
り
物
が
出
来
た
も
の
で
す
。
殊
に
お

開
帳
に
は
必
ず
種
々
の
造
り
物
が
出
来
て
、
そ
れ
が
一
つ
の
呼
び
物
に
な
っ
た
の
で
す
か
ら
、
皆
そ
れ
ぞ

れ
に
工
夫
を
凝
ら
し
た
も
の
で
す
。
そ
の
造
り
物
は
奉
納
で
、
無
料
見
物
の
出
来
る
よ
う
に
、
諸
人
の
眼

に
付
く
よ
う
な
場
所
に
飾
っ
て
あ
る
の
も
あ
り
、
又
は
普
通
の
観
世
物
の
よ
う
に
木
戸
銭
を
取
っ
て
見
せ

る
の
も
あ
り
ま
し
た
。
い
ず
れ
に
し
て
も
お
開
帳
に
造
り
物
は
お
定
ま
り
で
、
今
度
の
お
開
帳
に
は
ど
ん

な
造
り
物
が
出
来
た
と
か
云
っ
て
、
参
詣
半
分
、
見
物
半
分
で
、
み
ん
な
ぞ
ろ
ぞ
ろ
押
し
掛
け
た
の
で
す
。

ま
じ
め
な
信
心
者
だ
け
で
は
、
ど
こ
の
お
開
帳
も
う
ま
く
行
か
な
か
っ
た
と
見
え
ま
す
。

　
文
化
九
申さる
年
の
三
月
三
日
か
ら
渋
谷
の 

長 

谷 

寺 

ち
ょ
う
こ
く
じ
に
、
京
都
の 

清  

水 

き
よ
み
ず

観
音
の
出
開
帳
が
あ
り
ま
し
た
。

今
の
お
若
い
方
々
か
ら
お
叱
言
こ
ご
と
が
出
る
と
い
け
ま
せ
ん
か
ら
、
ち
ょ
っ
と
お
こ
と
わ
り
申
し
て
置
き
ま
す

が
、
長
谷
寺
は
有
名
な
お
寺
で
、
今
日
で
は
そ
の
所
在
地
が
麻
布
区   

笄      

町   
こ
う
が
い
ち
ょ
う

百
番
地
と
い
う
こ
と
に
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な
っ
て
い
ま
す
が
、
笄
町
と
い
う
町
名
は
明
治
以
後
に
出
来
た
も
の
で
、
江
戸
時
代
に
は
こ
の
辺
一
帯
を

笄こう
が
い
と
呼
び
慣
わ
し
て
、
江
戸
の
切
絵
図
に
も
渋
谷
の
部
に
編
入
し
て
あ
り
ま
す
。
そ
ん
な
わ
け
で
す
か
ら
、

こ
こ
で
は
渋
谷
と
し
て
お
話
を
い
た
し
ま
す
。
長
谷
寺
が
麻
布
に
あ
る
こ
と
を
知
ら
ね
え
か
な
ぞ
と
、
ど

う
ぞ
お
叱
り
の
な
い
よ
う
に
願
い
ま
す
。

　
こ
の
お
開
帳
は
大
そ
う
繁
昌
し
ま
し
た
。
な
に
し
ろ
京
の
清
水
と
い
え
ば
昔
か
ら
有
名
で
あ
り
、
長
谷

寺
も
江
戸
で
は
有
名
で
あ
り
、
し
か
も
時
候
は
三
月
の
桜
ど
き
で
、
郊
外
散
歩
な
が
ら
の
御
参
詣
に
は
お

誂
え
向
き
と
い
う
わ
け
で
す
か
ら
、
繁
昌
し
た
の
も
無
理
は
あ
り
ま
せ
ん
。
例
に
よ
っ
て
奉
納
の
造
り
物

が
い
ろ
い
ろ
出
来
ま
し
た
。
そ
の
な
か
で
も
評
判
に
な
っ
た
の
は
五
尺
あ
ま
り
の
大
兜
か
ぶ
とで
、
鉢
も
錣
し
こ
ろも
す

べ
て
小
銭
こ
ぜ
に
を
細
か
く
組
み
あ
わ
せ
て
作
っ
た
の
で
し
た
。
こ
れ
は
珍
ら
し
い
と
云
う
の
で
大
変
な
評
判
。

こ
れ
だ
け
の
兜
を
こ
し
ら
え
る
に
は
、
何
貫
文
の
銭
が
要
る
だ
ろ
う
な
ぞ
と
、
余
計
な
算
当
を
し
な
が
ら

見
と
れ
て
い
る
の
も
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
銭
ば
か
り
で
は
全
体
が
黒
ず
ん
で
し
ま
っ
て
、
兜
の
色
の
取
り
合
わ
せ
が
悪
い
の
で
、
前
立

て
や
吹
き
返
し
に
は
金
銀
の
金
物
を
ま
ぜ
て
あ
り
ま
し
た
。
金
物
と
云
っ
て
も
や
は
り
本
物
で
、
金
は
慶

長
小
判
、
銀
は
二
朱
銀
を
用
い
て
い
ま
し
た
か
ら
、
あ
の
小
判
が
一
枚
あ
れ
ば
な
ぞ
と
涎
よ
だ
れを
流
し
て
覗
い

て
い
る
の
も
あ
る
。
な
に
し
ろ
金
銀
を
取
り
ま
ぜ
た
大
兜
が
、
春
の
日
に
き
ら
き
ら
と
光
っ
て
い
る
の
で

4半七捕物帳



す
か
ら
、
参
詣
人
の
眼
を
お
ど
ろ
か
し
た
に
相
違
あ
り
ま
せ
ん
。

　
こ
の
評
判
が
あ
ま
り
高
く
な
っ
た
の
で
、
寺
社
方
の
役
人
も
検
分
に
来
ま
し
た
。
た
と
い
小
銭
に
し
て

も
、
天
下
通
用
の
貨
幣
を
ほ
か
の
事
に
用
い
る
の
は
、
そ
の
時
代
に
は
頗
る
や
か
ま
し
か
っ
た
の
で
す
。

下
手
な
細
工
を
す
る
と
、
国
宝
鋳
潰
い
つ
ぶ
し
と
い
う
重
罪
に
問
わ
れ
ま
す
。
今
度
の
兜
は
た
だ
組
み
合
わ
せ
て

あ
る
だ
け
で
、
別
に
お
咎
め
を
受
け
る
ほ
ど
の
事
で
も
な
く
、
折
角
こ
れ
だ
け
に
出
来
て
い
る
も
の
を
取

り
の
け
さ
せ
る
の
も
如
何
い
か
が
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
ま
ま
飾
り
置
く
の
は
仔
細
な
い
が
、
金
銀
を
ま
ぜ
て
あ
る

の
は
穏
か
で
な
い
。
小
判
と
二
朱
銀
だ
け
は
早
々
に
取
り
の
け
ろ
と
申
し
渡
さ
れ
ま
し
た
。

　
世
話
役
の
者
共
も
恐
れ
入
っ
て
、
委
細
承
知
の
お
請
け
を
し
ま
し
た
が
、
元
来
こ
の
造
り
物
は
、
江
戸

の  

講    

中  

こ
う
ち
ゅ
う

か
ら
の
奉
納
で
は
な
く
、
京
都
の
講
中
の
供
え
物
で
し
た
。
そ
の
前
年
、
即
ち
文
化
八
年
の

春
、
大
阪
西
の
宮
で
四
十
八
年
目
の
開
帳
が
あ
っ
た
時
に
、
境
内
に
小
屋
を
建
て
て
種
々
の
造
り
物
を
飾

り
ま
し
た
が
、
そ
の
な
か
に
は
金
銀
又
は
銭
を
用
い
た
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
評
判
に
な
っ
た
の
で
、

今
度
の
兜
も
そ
れ
を
真
似
た
の
で
す
。
西
の
宮
の
時
に
は
別
に
お
差
し
止
め
の
沙
汰
も
な
か
っ
た
の
で
、

今
度
も
大
丈
夫
だ
ろ
う
と
多
寡
を
く
く
っ
て
持
ち
出
し
て
来
た
と
こ
ろ
が
、
右
の
次
第
で
金
銀
だ
け
は
取

り
の
け
ろ
と
云
う
こ
と
に
な
っ
た
。
金
銀
を
外
し
て
し
ま
っ
て
は
、
兜
も
光
り
を
失
う
わ
け
で
す
が
、
ど

う
も
致
し
方
が
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
ま
あ
そ
れ
と
し
て
、
差
し
あ
た
り
困
る
の
は
そ
の
修
繕
で
す
。
前

5



立
て
や
吹
き
返
し
の
金
銀
を
取
り
の
け
て
、
小
銭
で
そ
の
穴
埋
め
を
す
る
と
い
う
の
が
む
ず
か
し
い
。
京

都
の
職
人
の
細
工
で
す
か
ら
、
そ
の
土
地
な
ら
ば
早
速
に
何
と
か
な
る
の
で
し
ょ
う
が
、
江
戸
に
そ
ん
な

職
人
が
あ
る
か
ど
う
か
が
問
題
で
す
。

　
兜
を
こ
し
ら
え
る
の
は
兜
師
の
職
で
す
が
、
普
通
の
兜
師
の
と
こ
ろ
へ
持
ち
込
ん
で
も
、
そ
ん
な
細
工

を
引
き
受
け
る
筈
は
あ
り
ま
せ
ん
。
金
銀
細
工
は 

錺  

屋 

か
ざ
り
や

の
職
で
す
が
、
こ
れ
も
普
通
の
錺
屋
に
は
出
来

な
い
芸
で
す
。
と
い
っ
て
、
折
角
評
判
に
な
っ
た
も
の
を
た
だ
引
っ
込
め
る
の
は
残
念
で
も
あ
り
、
人
気

に
も
さ
わ
る
の
で
、
講
中
の
人
達
も
頭
を
悩
ま
し
た
末
に
、
役
人
に
対
し
て
は
三
日
間
の
猶
予
を
願
い
ま

し
て
、
そ
の
あ
い
だ
に
何
と
か
工
夫
く
ふ
う
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
猶
予
は
幸
い
に
聴
き
届
け
ら
れ
ま

し
た
の
で
、
ま
ず
ほ﹅
っ﹅
と
し
た
の
は
三
月
十
一
日
の
夕
方
で
し
た
。

　
三
日
の
猶
予
で
は
京
都
か
ら
職
人
を
呼
び
寄
せ
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
江
戸
に
そ
ん
な
細
工
を
す
る
よ

う
な
職
人
が
無
い
と
す
れ
ば
、
金
銀
の
穴
は
銅
か
真
鍮
の
延
べ
板
で
埋
め
て
し
ま
う
の
ほ
か
は
な
い
と
、

ま
ず
あ
ら
ま
し
の
相
談
を
決
め
て
、
講
中
の
世
話
役
の
人
達
は
寺
内
に
泊
ま
る
も
あ
り
、
近
所
の
宿
へ
帰

る
も
あ
り
、
昼
間
の
混
雑
に
引
き
か
え
て
、
春
の
宵
は
静
か
に
更ふ
け
て
行
き
ま
し
た
。
さ
あ
、
こ
れ
か
ら

が
お
話
で
、
夜
が
明
け
て
見
る
と
、
そ
の
兜
の
前
立
て
に
な
ら
ん
で
い
る
小
判
五
枚
と
二
朱
銀
五
枚
が
紛

失
し
て
い
る
の
で
、
み
ん
な
も
胆きも
を
潰
し
ま
し
た
。
二
朱
銀
は
知
れ
た
も
の
で
す
が
、
一
方
は
慶
長
小
判
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で
す
か
ら
、
そ
の
頃
の
相
場
で
も
五
枚
で
五
十
両
ぐ
ら
い
に
な
り
ま
す
。
十
両
以
上
の
品
を
盗
め
ば
首
の

飛
ぶ
時
代
に
五
十
両
の
盗
賊
、
さ
あ
大
変
と
騒
ぎ
立
て
る
の
も
無
理
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
こ
う
云
う
と
、
今
の
人
は
な
ぜ
番
人
を
付
け
て
置
か
な
い
の
だ
、
さ
も
無
く
ば
夜
中
は
寺
内
に
仕
舞
い

込
ん
で
置
け
ば
い
い
と
仰
し
ゃ
る
に
相
違
な
い
。
そ
こ
が
昔
と
今
と
は
人
情
の
違
う
と
こ
ろ
で
、
い
く
ら

悪
い
奴
で
も
お
開
帳
の
奉
納
物
を
盗
む
な
ぞ
と
い
う
事
は
あ
る
ま
い
と
油
断
し
て
い
る
。
現
に
西
の
宮
の

時
に
は
盗
難
も
な
か
っ
た
そ
う
で
す
。
そ
れ
で
も
江
戸
は 

生  

馬 

い
き
う
ま

の
眼
を
さ
え
抜
く
所
だ
か
ら
と
云
う
の

で
、
寺
男
が
ひ
と
晩
の
う
ち
に
三
度
は
見
廻
る
こ
と
に
な
っ
て
い
て
、
寺
男
の
弥
兵
衛
が
九
ツ
と
八
ツ
と

七
ツ
、
即
ち
こ
ん
に
ち
の
十
二
時
と
午
前
二
時
、
四
時
の
三
度
は
、
そ
こ
ら
の
小
屋
を
一
巡
し
て
、
奉
納

物
に
別
条
は
な
い
か
と
見
ま
わ
る
。
そ
の
晩
も
暁あ
け
七
ツ
に
見
ま
わ
っ
た
時
ま
で
無
事
で
あ
っ
た
と
云
う

の
で
す
が
、
弥
兵
衛
も
も
う
年
寄
り
で
す
か
ら
、
寝
ご
こ
ろ
の
い
い
春
の
夜
に
う
っ
か
り
寝
込
ん
で
し
ま

っ
た
か
、
そ
れ
と
も
初
め
か
ら
横
着
を
極
め
て
、
ひ
と
晩
に
一
度
ぐ
ら
い
し
か
起
き
て
行
か
な
か
っ
た
か
、

そ
の
辺
は
ど
う
も
判
り
兼
ね
ま
す
。

　
寺
社
方
の
指
図
で
、
忌いや
で
も
取
り
外
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
小
判
で
は
あ
る
が
、
さ
て
そ
れ
が
紛
失
し

た
と
な
っ
て
は
大
問
題
で
、
係
り
の
者
一
同
も
顔
の
色
を
変
え
て
騒
ぎ
出
し
ま
し
た
。
と
も
か
く
も
そ
の

次
第
を
寺
社
方
へ
訴
え
出
ま
す
と
、
役
人
の
方
で
は
、
そ
れ
見
た
こ
と
か
、
一
体
そ
ん
な
不
用
心
な
物
を
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飾
っ
て
置
く
か
ら
悪
い
の
だ
と
叱
り
付
け
る
。
盗
ま
れ
た
上
に
叱
ら
れ
て
、
い
や
散
々
の
始
末
。
ひ
と
先

ず
そ
の
兜
を
取
り
片
付
け
て
修
繕
に
取
り
か
か
り
ま
し
た
。

　
し
か
し
寺
社
方
の
方
で
も
叱
っ
た
ば
か
り
で
済
ま
さ
れ
ま
せ
ん
。
取
り
あ
え
ず 

町  

方 

ま
ち
か
た

に
通
知
し
て
、

そ
の
盗
難
詮
議
を
依
頼
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
八
丁
堀
同
心
の
矢
上
十
郎
兵
衛
は
麻
布
の
御
用
聞
き

 

竜  

土 

り
ゅ
う
ど

の
兼
松
を
呼
ん
で
、
そ
の
探
索
を
命
じ
る
。
兼
松
は
も
う
五
十
二
、
三
で
麻
布
の
竜
土
に
住
ん
で

い
る
の
で
仲
間
内
で
は
竜
土
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
場
末
で
は
あ
る
が
、
若
い
時
か
ら
腕
利
き
で
知
ら

れ
た
男
で
す
。
渋
谷
と
い
え
ば
、
も
う
お
江
戸
の
部
で
は
な
い
の
で
す
が
、
こ
う
い
う
場
合
に
は
江
戸
の

町
方
が
踏
み
込
ん
で
活
動
す
る
ほ
か
無
い
。
兼
松
は
委
細
承
知
し
て
帰
り
ま
し
た
」

　
　
　
　
　
二

　
兼
松
が
竜
土
の
家
へ
帰
っ
た
頃
に
は
、
三
月
十
二
日
も
も
う
暮
れ
か
か
っ
て
い
た
。
旧
暦
の
三
月
で
あ

る
か
ら
、
き
ょ
う
は
朝
か
ら
生
暖
か
い
風
が
吹
い
て
、
近
所
の
武
家
屋
敷
の
早
い
桜
は
も
う
散
り
始
め
て

い
た
。
汗
ば
ん
だ
襟
の
ほ
こ
り
を
手
拭
で
ふ
き
な
が
ら
、
兼
松
は
格
子
を
あ
け
て
は
い
る
と
、
子
分
の
勘

太
が
待
っ
て
い
た
。
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「
親
分
、
御
苦
労
で
し
た
。
八
丁
堀
の
御
用
は
長
谷
寺
の
一
件
じ
ゃ
あ
あ
り
ま
せ
ん
か
え
」

「
む
む
。
こ
こ
ら
で
も
も
う
評
判
に
な
っ
て
い
る
か
。
察
し
の
通
り
、
銭ぜに
の
兜
だ
」
と
、
兼
松
は
長
火
鉢

の
前
で
一
服
吸
い
な
が
ら
云
っ
た
。
「
今
も
八
丁
堀
の
旦
那
と
話
し
て
来
た
の
だ
が
、
お
め
え
は
あ
の
兜

を
見
た
か
」

「
見
ま
し
た
よ
。
奉
納
場
に
飾
っ
て
あ
る
の
だ
か
ら
、
手
を
着
け
て
み
る
訳
に
ゃ
あ
い
か
ね
え
が
、
な
に

し
ろ
な
か
な
か
念
入
り
の
細
工
で
…
…
。
江
戸
に
あ
ん
な
職
人
は
あ
り
ま
す
め
え
」

「
お
れ
は
此
の
頃
出
不
精
に
な
っ
た
の
と
、
年
寄
り
の
く
せ
に 

後 

生 

気 

ご
し
ょ
う
ぎ

が
薄
い
の
で
、
ま
だ
お
開
帳
へ

参
詣
を
し
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
ほ
ど
念
入
り
に
出
来
て
い
る
兜
か
ら
小
判
五
枚
を
引
っ
ぺ
が
す
の
は
容
易

じ
ゃ
あ
ね
え
。
恐
ら
く
素
人
の
芸
じ
ゃ
あ
あ
る
め
え
。
金
銀
細
工
を
す
る
奴
ら
だ
ろ
う
。
か
ね
て
か
ら
付

け
狙
っ
て
い
る
う
ち
に
、
き
の
う
寺
社
方
か
ら
の
お
指
図
で
、
急
に
そ
の
小
判
を
取
り
外
す
こ
と
に
な
っ

た
の
で
、
奴
ら
も
慌
て
て
ゆ
う
べ
の
う
ち
に
引
っ
ぺ
が
し
に
来
た
の
だ
ろ
う
。
こ
っ
ち
の
油
断
は
勿
論
だ

が
、
奴
ら
も
な
か
な
か
抜
け
目
が
ね
え
。
だ
が
、
勘
太
。
こ
り
ゃ
あ
案
外
早
く
知
れ
る
ぜ
」

「
そ
う
で
し
ょ
う
か
」

「
今
も
云
う
通
り
、
寺
社
方
か
ら
の
お
指
図
が
出
て
、
三
日
の
猶
予
で  

落    

着  

ら
く
ぢ
ゃ
く

し
た
の
は
き
の
う
の
夕

方
だ
と
云
う
じ
ゃ
あ
ね
え
か
。
世
間
で
は
ま
だ
知
る
筈
が
ね
え
。
そ
れ
を
す
ぐ
に
覚
っ
て
仕
事
に
来
た
以
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上
、
な
に
か
内
輪
に
係
り
合
い
の
あ
る
奴
に
相
違
ね
え
。
そ
の
つ
も
り
で
探さぐ
り
を
入
れ
た
ら
、
手
が
か
り

が
付
き
そ
う
な
も
の
だ
と
思
う
が
…
…
」

「
そ
う
で
す
ね
」
と
、
勘
太
は
う
な
ず
い
た
。
「
成
程
こ
り
ゃ
あ
内
輪
の
機
密
を
知
っ
て
い
る
奴
ら
に
相

違
あ
り
ま
せ
ん
。
好
う
ご
ざ
ん
す
。
そ
の
つ
も
り
で
探
っ
て
み
ま
し
ょ
う
」

「
ま
あ
、
お
れ
も
一
緒
に
行
っ
て
み
よ
う
。
ど
う
で
も
う
開
帳
は
仕
舞
っ
た
時
刻
だ
。
ゆ
う
飯
で
も
食
っ

て
、
そ
れ
か
ら
出
か
け
よ
う
」

　
二
人
は
夕
飯
を
食
っ
て
、
暮
れ
六
ツ
を
過
ぎ
た
頃
か
ら
竜
土
の
家
を
出
た
。
そ
の
頃
の
麻
布
は
大
か
た

武
家
屋
敷
で
、
場
末
に
は
百
姓
地
も
ま
じ
っ
て
い
た
。
笄
橋
を
渡
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
渋
谷
へ
踏
み
込
む
と
、

普
陀
山

ふ
だ
さ
ん

長
谷
寺
の
表
門
が
眼
の
前
に
そ
び
え
て
い
た
。
寺
は
曹
洞
派
の 

名  

刹 

め
い
さ
つ

で
、
明
治
以
後
は
大
い
に

寺
域
を
縮
少
さ
れ
た
が
、
江
戸
時
代
に
は
境
内
二
万
坪
に
も
近
く
、
松
、
杉
、
桜
の
大
樹
が
枝
を
か
わ
し

て
、
見
る
か
ら
宏
壮
な
古
寺
で
あ
っ
た
。

　
大
き
い
寺
に
は
門
前
町
が
あ
る
が
、
こ
こ
に
も
門
前
の
町
屋
ま
ち
や
が
店
を
な
ら
べ
て
、
ふ
だ
ん
も
相
当
に
賑

わ
っ
て
い
る
と
こ
ろ
へ
、
今
度
の
開
帳
を
当
て
込
ん
で
急
拵
え
の
休
み
茶
屋
や
、
何
か
の
土
産
物
を
売
る

店
な
ど
も
出
来
た
の
で
、
こ
こ
ら
は
場
末
と
思
わ
れ
な
い
程
に
繁
昌
し
て
い
た
。
開
帳
は
夕
七
ツ
限
り
で

あ
る
か
ら
、
参
詣
人
は
み
な
散
っ
て
し
ま
っ
て
、
境
内
は
も
う
ひ
っ
そ
り
と
し
て
い
る
が
、
門
前
町
は
ま
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だ
何
か
ご
た
ご
た
し
て
、
灯
の
明
る
い
店
で
は
女
の
笑
い
声
も
き
こ
え
た
。

　
兼
松
は
桐
屋
と
い
う
花
暖
簾
を
か
け
た
茶
店
へ
は
い
っ
た
。

「
ま
だ
店
は
あ
る
の
か
え
」

「
ど
う
ぞ
お
休
み
下
さ
い
」
と
、
若
い
女
が
愛
想
あ
い
そ
よ
く
迎
え
た
。

　
勘
太
も
つ
づ
い
て
は
い
っ
た
。
二
人
は
床
几
に
腰
を
か
け
て
、
茶
を
の
み
な
が
ら
開
帳
の
噂
を
は
じ
め

た
。

「
今
度
は
大
当
た
り
だ
そ
う
だ
な
」
と
、
兼
松
は
笑
い
な
が
ら
云
っ
た
。

「
時
候
が
い
い
の
に
、
お
天
気
が
よ
い
の
で
、
た
い
そ
う
な
御
参
詣
で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
、
女
も
笑
い
な

が
ら
答
え
た
。
「
本
所
深
川
や
浅
草
の
遠
方
か
ら
も
随
分
お
詣
り
が
あ
る
よ
う
で
す
」

「
奉
納
物
の
な
か
で
、
銭
の
兜
と
い
う
の
が
評
判
だ
そ
う
だ
が
…
…
」

「
え
え
。
あ
の
兜
は
ほ
ん
と
う
に
好
く
出
来
て
い
る
と
云
っ
て
、
ど
な
た
も
感
心
し
て
お
い
で
で
す
」

「
毎
日
飾
っ
て
あ
る
の
か
え
」

「
ど
う
い
う
訳
だ
か
知
り
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
が
き
ょ
う
は
飾
っ
て
な
か
っ
た
そ
う
で
…
…
。
わ
ざ
わ
ざ
お

出
で
に
な
っ
て
、
力
を
落
と
し
て
お
帰
り
に
な
っ
た
方かた
も
ご
ざ
い
ま
す
」

「
な
ぜ
引
っ
込
ま
せ
た
の
だ
ろ
う
」
と
、
勘
太
は
空
と
ぼ
け
て
訊
い
た
。
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「
さ
あ
、
な
ぜ
で
し
ょ
う
か
」
と
、
女
も
首
を
か
し
げ
て
い
た
。
「
そ
の
こ
と
で
い
ろ
い
ろ
の
噂
も
あ
り

ま
す
が
…
…
。
何
か
お
寺
社
の
方
か
ら
お
指
図
が
あ
っ
た
の
だ
そ
う
で
…
…
」

　
二
人
は
い
ろ
い
ろ
に
カ
マ
を
か
け
て
訊
い
て
み
た
が
、
兜
の
金
銀
紛
失
の
こ
と
は
飽
く
ま
で
も
秘
密
に

し
て
あ
る
ら
し
く
、
茶
屋
の
者
ら
も
知
ら
な
い
よ
う
で
あ
っ
た
。
店
も
そ
ろ
そ
ろ
仕
舞
い
に
か
か
る
時
刻

に
、
い
つ
ま
で
邪
魔
を
し
て
も
い
ら
れ
な
い
の
で
、
兼
松
は
茶
代
を
置
い
て
表
へ
出
る
と
、
ひ
と
り
の
女

が
摺
れ
違
っ
て
通
り
か
か
っ
た
が
、
ま
た
何
か
思
い
直
し
た
よ
う
に
引
っ
返
し
て
、
寺
の
門
を
く
ぐ
っ
て

行
っ
た
。

「
あ
の
女
を
知
ら
ね
え
か
」
と
、
兼
松
は
訊
い
た
。

「
知
り
ま
せ
ん
な
」
と
、
勘
太
は
見
送
り
な
が
ら
答
え
た
。
「
年
ご
ろ
は
二
十
五
、
六
、
小
股
の
切
れ
あ

が
っ
た
、
野
暮
で
ね
え
女
だ
が
…
…
。
こ
こ
ら
の
人
間
じ
ゃ
あ
あ
り
ま
せ
ん
ね
」

「
開
帳
だ
か
ら
い
ろ
い
ろ
の
奴
も
来
る
だ
ろ
う
が
、
今
頃
あ
ん
な
女
が
寺
へ
は
い
る
の
は
お
か
し
い
。
ま

さ
か
に
坊
主
を
た
ず
ね
て
来
た
わ
け
で
も
あ
る
め
え
」

　
兼
松
に
頤あご
で
指
図
さ
れ
て
、
勘
太
は
す
ぐ
に
女
の
あ
と
を
尾つ
け
て
行
く
と
、
女
は
普
陀
山
の
額がく
を
か
け

た
大
き
い
門
を
は
い
っ
て
、
並
木
を
横
に
見
な
が
ら
急
ぎ
足
に
た
ど
っ
て
行
っ
た
。
物
に
馴
れ
た
勘
太
は

並
木
の
あ
い
だ
を
縫
っ
て
、
覚
ら
れ
な
い
よ
う
に
忍
ん
で
ゆ
く
と
、
右
側
に
夜
叉
神
堂
が
あ
る
。
女
は
そ
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の
石
燈
籠
の
前
に
立
っ
て
、
お
ぼ
ろ
月
に
あ
た
り
を
見
ま
わ
し
た
。

　
長
谷
寺
参
詣
の
人
は
知
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
が
、
夜
叉
神
堂
は
こ
の
寺
の
名
物
で
あ
る
。
夜
叉
神
は
石

の 
立  
像 

り
つ
ぞ
う

で
、
そ
の
む
か
し
渋
谷
の  

長    

者  

ち
ょ
う
じ
ゃ

の
井
戸
の
底
か
ら
現
わ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
腫
れ

も
の
に
効
験
あ
り
と
云
う
の
で
あ
る
が
、
そ
の
他
の
祈
願
を
こ
め
る
者
も
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ

こ
に
参
詣
す
る
者
は
張
子
は
り
こ
の
鬼
の
面
を
奉
納
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
古
い
面
が
神
前
の
箱
に
充

満
し
て
い
る
。
何
か
の
願がん
掛
け
を
す
る
者
は
、
ま
ず
そ
の
古
い
面
を
い
た
だ
い
て
帰
っ
て
、
願
望
成
就
か

腫
物
平
癒
の
あ
か
つ
き
に
は
、
そ
の
お
礼
と
し
て
門
番
所
か
ら
新
ら
し
い
面
を
買
っ
て
奉
納
し
、
あ
わ
せ

て
香
華
こ
う
げ
を
供
え
る
の
を
例
と
し
て
い
る
。
そ
の
古
い
面
は
一
年
に
二
回
焼
き
捨
て
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ

で
も
多
数
の
参
拝
者
が
あ
る
た
め
に
、
鬼
の
面
は
い
つ
で
も
う
ず
高
く
積
ま
れ
て
い
た
。

　
女
は
幾
た
び
か
左
右
に
眼
を
く
ば
っ
て
、
堂
の
前
に
進
み
寄
っ
た
か
と
思
う
と
、
や
が
て
神
前
の
大
き

い
箱
に
手
を
さ
し
入
れ
て
、
古
い
鬼
の
面
を
か
き
の
け
て
い
る
ら
し
い
。
ど
う
す
る
の
か
と
勘
太
は
桜
の

木
蔭
こ
か
げ
か
ら
窺
っ
て
い
た
が
、
あ
い
に
く
向
き
が
悪
い
の
で
、
女
の
手
も
と
は
判
ら
な
い
。
勘
太
は
焦じ
れ
て

木
か
げ
か
ら
少
し
く
忍
び
出
る
と
、
女
は
勘
が
早
か
っ
た
。
人
の
気
息
の
あ
る
ら
し
い
こ
と
を
す
ぐ
に
覚

っ
た
と
見
え
て
、
一
枚
の
古
い
面
を
押
し
頂
い
て
堂
の
縁
に
置
い
た
。
そ
う
し
て
、
殊
勝
ら
し
く
ひ
ざ
ま

ず
い
て
礼
拝
し
た
後
、
そ
の
面
を
さ
さ
げ
て
立
ち
去
ろ
う
と
し
た
。
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「
お
い
、
姐
さ
ん
」

　
勘
太
は
姿
を
あ
ら
わ
し
て
声
を
か
け
た
。

「
は
い
」

　
女
は
立
ち
ど
ま
っ
た
。
そ
の
落
ち
着
か
な
い
態
度
が
勘
太
の
注
意
を
惹
い
た
。

「
お
ま
え
さ
ん
、
何
か
探
し
て
い
た
の
か
え
」

「
夜
叉
神
さ
ま
の
お
面
を
い
た
だ
き
に
参
り
ま
し
た
」

「
で
も
、
な
ん
だ
か
箱
の
な
か
を
引
っ
か
き
廻
し
て
い
た
じ
ゃ
あ
ね
え
か
」

「
同
じ
お
面
を
頂
き
ま
す
に
し
て
も
、
あ
ん
ま
り
古
く
な
い
の
を
頂
き
た
い
と
思
い
ま
し
て
…
…
」

「
お
ま
え
の
家うち
は
ど
こ
だ
え
」

「
麻
布
六
本
木
で
ご
ざ
い
ま
す
」

「
商
売
は
」

「
明
石
あ
か
し
と
い
う
鮨
屋
で
…
…
」

「
じ
ゃ
あ
、
お
ま
え
は
鮨
屋
の
お
か
み
さ
ん
だ
ね
」

「
は
い
」

　
な
ん
と
い
う
証
拠
も
な
い
の
で
、
勘
太
も
そ
の
上
に
詮
議
の
仕
様
も
な
か
っ
た
。
さ
り
と
て
こ
の
ま
ま
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放
し
て
し
ま
う
の
も
残
り
惜
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
、
ど
う
し
た
も
の
か
と
思
案
し
て
い
る
と
、
あ

と
か
ら
来
た
兼
松
が
ず
っ
と
進
み
出
た
。

「
お
れ
は
こ
の
女
の
番
を
し
て
い
る
か
ら
、
勘
太
、
お
め
え
は
そ
の
箱
の
な
か
を
調
べ
て
み
ろ
」

　
そ
れ
を
聞
い
て
、
女
の
様
子
が
俄
か
に
変
っ
た
。
彼
女
は
二
人
の
間
を
摺
り
ぬ
け
て
逃
げ
出
そ
う
と
し

た
。

「
え
え
、
馬
鹿
を
す
る
な
」
と
、
兼
松
は
う
し
ろ
か
ら
女
の
帯
を
つ
か
ん
だ
。
「
こ
っ
ち
は
男
が
二
人
だ
。

逃
げ
ら
れ
る
な
ら
逃
げ
て
み
ろ
」

　
そ
れ
で
も
逃
げ
て
み
よ
う
と
す
る
ら
し
く
、
女
は
身
を
も
が
い
て
駈
け
だ
そ
う
と
し
た
。
そ
の
は
ず
み

に
掴
ま
れ
た
帯
は
ゆ
る
ん
で
、
帯
に
挟はさ
ん
で
い
た
ら
し
い
何
物
か
が
か﹅
ち﹅
り﹅
と
地
に
落
ち
た
。
勘
太
が
手

早
く
拾
っ
て
み
る
と
、
そ
れ
は
月
に
光
る
二
朱
銀
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
三

　
鮨
屋
の
女
房
お
ぎ
ん
は
、
夜
叉
神
堂
を
背
景
に
し
て
、
吟
味
の
ひ
と
幕
を
開
か
れ
た
。
彼
女
は
品
川
の

女
郎
あ
が
り
で
、
年
明
ね
ん
あ
き
の
後
に
六
本
木
の
明
石
鮨
へ
身
を
落
ち
つ
け
た
の
で
あ
る
。
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「
亭
主
の
清
蔵
と
は
勤
め
の
時
か
ら
の
馴
染
な
じ
み
で
、
昨
年
か
ら
引
き
取
ら
れ
て
夫
婦
に
な
り
ま
し
た
」
と
、

お
ぎ
ん
は
申
し
立
て
た
。

「
そ
の
清
蔵
が
先
月
か
ら
左
の
足
に
悪
い
腫
物
を
噴
き
出
し
ま
し
て
、
い
ま
だ
に
立
ち
働
き
が
出
来
ま
せ

ん
。
職
人
任
せ
で
は
店
の
方
も
思
う
よ
う
に
参
り
ま
せ
ん
の
で
、
わ
た
く
し
も
心
配
し
て
居
り
ま
す
と
、

そ
れ
に
は
長
谷
寺
の
夜
叉
神
さ
ま
に
お
願
い
申
す
に
限
る
と
教
え
て
く
れ
た
人
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
昼

間
は
店
を
明
け
る
わ
け
に
は
参
り
ま
せ
ん
か
ら
、
夕
方
か
ら
御
参
詣
に
ま
い
っ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
」

「
こ
の
二
朱
銀
は
ど
う
し
た
の
だ
」
と
、
兼
松
は
訊
い
た
。
「
女
の
く
せ
に
、
二
朱
銀
一
つ
を
裸
で
帯
の

あ
い
だ
に
挟
ん
で
い
る
筈
は
ね
え
。
あ
の
面
箱
の
中
か
ら
探
し
出
し
た
の
か
」

「
恐
れ
入
り
ま
し
た
。
あ
の
箱
の
な
か
の
古
い
お
面
を
さ
が
し
て
居
り
ま
す
う
ち
に
、
二
朱
銀
ひ
と
つ
見

つ
け
出
し
ま
し
た
。
大
か
た
御
信
心
の
方
が
納
め
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
し
て
、
そ
の
ま
ま
に
し
て
一
旦

は
帰
り
か
け
ま
し
た
が
、
唯
今
も
申
す
通
り
、
亭
主
の
病
気
で
手
元
の
都
合
も
悪
い
も
の
で
す
か
ら
、
こ

れ
も
夜
叉
神
さ
ま
が
お
授
け
下
さ
る
の
か
も
知
れ
な
い
と
、
手
前
勝
手
の
理
窟
を
つ
け
ま
し
て
…
…
。
御

門
前
か
ら
ま
た
引
っ
返
し
て
ま
い
り
ま
し
て
、
亭
主
の
病
気
が
癒
り
ま
し
た
ら
、
き
っ
と
倍
に
し
て
お
返

し
申
し
ま
す
と
、
心
の
う
ち
で
お
詫
び
を
申
し
な
が
ら
…
…
。
ま
こ
と
に
済
ま
な
い
こ
と
を
致
し
ま
し
た
」

　
お
ぎ
ん
は
泣
き
出
し
た
。
亭
主
の
病
気
平
癒
の
祈
願
に
来
な
が
ら
、
勝
手
な
理
窟
を
つ
け
て
、
奉
納
の

16半七捕物帳



金
を
ぬ
す
み
去
ろ
う
と
は
、
飛
ん
で
も
な
い
奴
だ
と
兼
松
も
呆
れ
た
。
し
か
し
そ
れ
も
浅
は
か
な
女
の
出

来
心
と
あ
れ
ば
、
深
く
咎
め
る
に
も
及
ば
な
い
が
、
一
体
こ
の
女
の
申
し
立
て
が
嘘
か
本
当
か
、
そ
れ
さ

え
も
好
く
は
判
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
兼
松
は
油
断
し
な
か
っ
た
。

「
勘
太
。
な
に
し
ろ
そ
の
箱
を
ぶ
ち
ま
け
て
検
あ
ら
ため
て
み
ろ
。
銀
の
ほ
か
に
小
判
が
出
る
か
も
知
れ
ね
え
」

　
勘
太
は
箱
の
な
か
の
古
い
面
を
片
端
か
ら
掴
み
出
す
と
、
果
た
し
て
箱
の
底
か
ら
五
枚
の
小
判
が
あ
ら

わ
れ
た
。

「
親
分
、
あ
り
ま
し
た
よ
」
と
、
勘
太
は
叫
ん
だ
。
「
猫
に
小
判
と
い
う
こ
と
は
聞
い
て
い
る
が
、
こ
れ

は
鬼
に
小
判
で
す
ぜ
」

「
お
れ
も
そ
ん
な
事
だ
ろ
う
と
思
っ
た
」

　
兜
の
金
銀
を
ぬ
す
ん
だ
奴
は
、
自
分
の
ふ
と
こ
ろ
に
納
め
て
置
く
こ
と
を
避
け
て
、
ひ
と
先
ず
こ
の
面

箱
の
な
か
に
押
し
隠
し
た
ら
し
い
。
お
ぎ
ん
も
そ
の
同
類
で
、
参
詣
を
よ
そ
お
っ
て
そ
っ
と
取
り
出
し
に

来
た
の
か
、
あ
る
い
は
偶
然
に
二
朱
銀
を
見
つ
け
出
し
た
の
か
。
そ
の
申
し
立
て
の
真
偽
が
ま
だ 

判  

然 

は
っ
き
り

し
な
い
の
で
、
ひ
と
先
ず
お
ぎ
ん
を
門
番
所
へ
連
れ
て
行
っ
て
、
取
り
逃
が
さ
な
い
よ
う
に
監
視
を
申
し

付
け
て
置
い
た
。

「
仕
方
が
ね
え
。
こ
う
な
っ
た
ら
こ
こ
で
見
張
り
だ
。
今
夜
じ
ゅ
う
に
は
来
る
だ
ろ
う
」
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「
親
分
の
夜
明
か
し
は
御
苦
労
で
す
ね
。
家うち
へ
帰
っ
て
誰
か
呼
ん
で
来
ま
し
ょ
う
か
」
と
、
勘
太
は
云
っ

た
。

「
ま
あ
い
い
や
。
こ
の
頃
は
暑
く
な
し
、
寒
く
な
し
、
月
は
よ
し
、
ま
だ
藪
ッ
蚊
も
出
ず
、
張
り
番
も
大

し
て
苦
に
ゃ
な
ら
ね
え
。
お
め
え
と 

一  

蓮  

托  

生 

い
ち
れ
ん
た
く
し
ょ
う
だ
」

　
兼
松
は
笑
い
な
が
ら
、
勘
太
と
共
に
夜
叉
神
堂
の
う
し
ろ
に
隠
れ
た
。
人
目
ひ
と
め
を
忍
ぶ
身
に
は
煙
草
の
火

も 

禁  

物 

き
ん
も
つ

で
あ
る
。
ま
し
て
迂
闊
に
し
ゃ
べ
る
こ
と
も
出
来
な
い
の
で
、
二
人
は
無
言
の
行
ぎ
ょ
うに
入
っ
た
よ

う
に
、
桜
の
蔭
に
し
ゃ
が
ん
で
黙
っ
て
い
た
。

　
夜
明
か
し
を
覚
悟
し
て
い
た
彼
等
は
、
幸
い
に
早
く
救
わ
れ
た
。
そ
の
夜
も
ま
だ
四
ツ
（
午
後
十
時
）

を
過
ぎ
な
い
う
ち
、
一
つ
の
黒
い
影
が
夜
叉
神
堂
の
前
に
あ
ら
わ
れ
た
。
自
分
の
顔
を
見
ら
れ
ぬ
用
心
で

あ
ろ
う
。
そ
の
曲
者
は
奉
納
の
鬼
の
面
を
か
ぶ
っ
て
い
た
。
ま
だ
其
の
上
に
も
用
心
し
て
、
彼
は
手
拭
を

頬
か
む
り
に
し
て
其
の
頭
を
包
ん
で
い
た
が
、
そ
れ
が
坊
主
頭
で
あ
る
ら
し
い
こ
と
は
、
兼
松
ら
に
早
く

も
覚
ら
れ
た
。

　
曲
者
は
面
の
箱
を
ひ
き
寄
せ
て
、
な
に
か
一
心
に
さ
ぐ
っ
て
い
る
ら
し
い
。
そ
の
隙
を
み
て
、
二
人
は

不
意
に
飛
び
か
か
る
と
、
彼
は
も
ろ
く
も
其
の
場
に
捻
じ
伏
せ
ら
れ
た
。
手
拭
を
取
ら
れ
、
鬼
の
面
を
剥は

が
れ
て
、
そ
の
正
体
を
あ
ら
わ
し
た
彼
は
、
二
十
五
、
六
歳
の
青
白
い
僧
で
あ
っ
た
。
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「
こ
の
坊
主
め
、
生
け
ッ
ぷ
て
え
奴
だ
」
と
、
兼
松
は
先
ず
叱
り
つ
け
た
。
「  

内
心
如
夜
叉  

な
い
し
ん
に
ょ
や
し
ゃ
ど
こ
ろ
か
、

夜
叉
神
の
面
を
か
ぶ
っ
て
悪
事
を
働
き
や
が
る
。
貴
様
は
一
体
ど
こ
の 

納  

所 

な
っ
し
ょ

坊
主
だ
。
素
直
に
云
え
」

　
普
通
の
出
家
の
姿
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
な
ん
と
か
云
い
訳
も
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
頬
か
む
り
を

し
て
、
鬼
の
面
を
か
ぶ
っ
て
い
た
の
で
は
、
ど
う
に
も
弁
解
の
法
が
な
い
。
彼
も
一
も
二
も
な
く
恐
れ
入

っ
て
し
ま
っ
た
。

　
彼
は
こ
の
近
所
の
万
隆
寺
の
役
僧
教
重
で
あ
っ
た
。
諸
仏
開
帳
の
例
と
し
て
、
開
帳
中
は
数
十
人
の
僧

侶
が
、
日
々
参
列
し
て 
読  
経 
ど
き
ょ
う 

鉦  

鼓 

し
ょ
う
こ

を
勤
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
本
寺
か
ら
多
勢
た
ぜ
い
の
僧
侶
を

送
っ
て
来
る
こ
と
は
、
道
中
の
経
費
そ
の
他
に
多
額
の
物
入
り
を
要
す
る
の
で
、
本
寺
の
僧
は
そ
の
一
部

に
過
ぎ
ず
、
他
は
近
所
の
同
派
の
寺
々
か
ら
臨
時
に
雇
い
入
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
万
隆
寺
の
僧
も

今
度
の
開
帳
に
日
々
参
列
し
て
い
た
が
、
教
重
も
そ
の
一
人
で
、
破
戒
僧
の
彼
は
奉
納
の
兜
に
眼
を
着
け

た
の
で
あ
る
。

　
彼
も
別
に
悪
僧
と
い
う
の
で
は
無
か
っ
た
が
、
い
わ
ゆ
る 

女  

犯 

に
ょ
ぼ
ん

の
破
戒
僧
で
、 

長  

袖 

な
が
そ
で

の
医
者
に
化

け
て
品
川
通
い
に
現
う
つ
つを
ぬ
か
し
て
い
た
。
誰
も
考
え
る
こ
と
で
あ
る
が
、
あ
の
兜
の
小
判
が
あ
れ
ば
当
分

は
豪
遊
を
つ
づ
け
ら
れ
る
。
そ
の
妄
念
が
増
長
し
て
、
彼
は
明
け
暮
れ
に
か
の
兜
を
睨
ん
で
い
る
う
ち
に
、

寺
社
方
の
指
図
と
し
て
兜
の
金
銀
は
取
り
の
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
が
彼
の
悪
心
を
あ
お
る
結
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果
と
な
っ
て
、
こ
の
機
を
失
っ
て
は
再
び
手
に
入
る
時
節
が
な
い
と
、
教
重
は
ゆ
う
べ
思
い
切
っ
て
悪
事

を
断
行
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
他
寺
の
僧
で
は
あ
る
が
、
日
々
こ
の
寺
に
詰
め
て
い
る
の
で
、
彼
は
寺
男
の
弥
兵
衛
が
奉
納
小
屋
を
見

ま
わ
る
時
刻
を
知
っ
て
い
た
。
弥
兵
衛
が
暁あ
け
七
ツ
の
見
ま
わ
り
を
済
ま
せ
た
後
、
彼
は
鑿のみ
と
槌つち
と
を
た

ず
さ
え
て
小
屋
の
内
へ
忍
び
込
ん
だ
。
金
や
銀
は
巧
み
に
組
み
合
わ
せ
て
あ
る
の
で
、
定
め
て
面
倒
で
あ

ろ
う
と
思
い
の
ほ
か
、
一
枚
を
こ
じ
放
す
と
他
は
そ
れ
か
ら
そ
れ
へ
と
容
易
に
剥
が
れ
た
。
元
来
は
小
判

を
盗
む
の
が
目
的
で
あ
っ
た
が
、
仕
事
が
案
外
に
楽
で
あ
っ
た
の
で
、
彼
は
更
に
二
朱
銀
五
、
六
個
を
剥

ぎ
取
っ
た
。

　
そ
の
と
き
に
も
彼
は
自
分
の
顔
を
隠
す
た
め
に
、
夜
叉
神
堂
の
古
い
面
を
か
ぶ
っ
て
い
た
。

　
　
　
　
　
四

「
ど
う
で
す
、
親
分
。
こ
れ
だ
け
判
っ
た
ら
面
倒
は
ね
え
。
あ
と
は
門
番
所
へ
連
れ
て
入
っ
て
、
ゆ
っ
く

り
調
べ
よ
う
じ
ゃ
あ
あ
り
ま
せ
ん
か
」
と
、
勘
太
は
云
っ
た
。

　
彼
は
宵
か
ら
の
張
り
番
に
少
し
く
疲
れ
た
ら
し
か
っ
た
。
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「
じ
ゃ
あ
、
ひ
と
休
み
し
て
調
べ
る
か
」

　
二
人
は
教
重
を
引
っ
立
て
て
門
番
所
へ
行
っ
た
。
門
番
の
老
爺
お
や
じ
が
汲
ん
で
出
す
番
茶
に
喉
を
湿しめ
ら
せ
て
、

兼
松
は
再
び
詮
議
に
か
か
っ
た
。

「
お
前
は
ゆ
う
べ
此
の 

寺  

中 

じ
ち
ゅ
う

に
泊
ま
っ
た
の
か
」

「
い
い
え
、
自
分
の
寺
へ
帰
り
ま
し
た
」
と
、
教
重
は
答
え
た
。
「
け
さ
の
七
ツ
過
ぎ
に
寺
を
ぬ
け
出
し

て
、
こ
こ
へ
忍
ん
で
来
ま
し
た
。
夜
な
か
に
往
来
を
あ
る
い
て
い
る
と
、
人
に
怪
し
ま
れ
る
、
暁
け
方
な

ら
ば
何
と
か
云
い
わ
け
が
出
来
る
と
思
っ
た
か
ら
で
す
」

「
盗
ん
だ
小
判
を
な
ぜ
す
ぐ
に
持
っ
て
帰
ら
な
か
っ
た
の
だ
」

「
小
判
と
二
朱
銀
を
袂
に
忍
ば
せ
て
、
奉
納
小
屋
を
出
ま
す
と
、
ま
だ
誰
も
起
き
て
い
な
い
の
で
、
あ
た

り
は
ひ
っ
そ
り
し
て
い
ま
し
た
。
わ
た
く
し
は
安
心
し
て
夜
叉
神
堂
の
前
ま
で
来
ま
し
て
、
か
ぶ
っ
て
い

る
鬼
の
面
を
取
ろ
う
と
し
ま
す
と
、
こ
の
頃
の
生
暖
か
い
陽
気
で
顔
も
首
筋
も
汗
び
っ
し
ょ
り
に
な
っ
て

い
ま
す
。
そ
の
汗
が
張
子
の
面
に
滲にじ
ん
で
、
わ
た
く
し
の
顔
に
べ
っ
た
り
と
貼
り
着
い
た
よ
う
に
な
っ
て
、

容
易
に
取
れ
な
い
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
わ
た
く
し
は
昔
の
肉
付
き
面
を
思
い
出
し
て
、
俄
か
に
ぞ﹅
っ﹅
と
し

ま
し
た
。
嫁
を
嚇
か
し
て
さ
え
も
、
面
が
離
れ
な
い
例
も
あ
る
。
ま
し
て
仏
前
の
奉
納
物
を
毀
し
て
金
銀

を
奪
い
取
っ
て
は
、
神
仏
の
咎
め
も
恐
ろ
し
い
。
あ
る
い
は
夜
叉
神
の
お
怒
り
で
、
こ
の
鬼
の
面
が
と
れ
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な
く
な
る
の
で
は
無
い
か
と
思
う
と
、
わ
た
く
し
は
い
よ
い
よ
総
身
そ
う
み
に
ひ
や
汗
が
流
れ
ま
し
た
」

　
腹
か
ら
の
悪
僧
で
も
な
い
彼
は
、
そ
の
当
時
の
恐
怖
を
思
い
泛
か
べ
た
よ
う
に
声
を
ふ
る
わ
せ
た
。

「
多
寡
が
胡
粉
ご
ふ
ん
を
塗
っ
た
張
子
の
面
で
す
か
ら
、
力
ま
か
せ
に
引
き
め
く
れ
ば
造
作
ぞ
う
さ
も
な
し
に
取
れ
そ
う

な
も
の
で
す
が
、
そ
れ
が
わ
た
く
し
に
は
出
来
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
こ
で
夜
叉
神
の
前
に
頭
を
さ
げ
て
、

わ
た
く
し
は
心
か
ら
懺
悔
を
い
た
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
盗
ん
だ
金
銀
を
元
の
と
こ
ろ
へ
戻
し
に
参
ろ
う

と
存
じ
ま
し
て
、
暫
く
祈
念
い
た
し
て
居
り
ま
す
と
、
不
思
議
に
そ
の
面
が
取
れ
ま
し
た
。
や
れ
有
難
や

と
喜
ん
で
、
再
び
奉
納
小
屋
の
方
へ
引
っ
返
そ
う
と
致
し
ま
す
と
、
こ
の
頃
は
夜
の
明
け
る
の
が
早
く
な

っ
た
の
と
、
開
帳
中
は
特
に
早
起
き
を
い
た
し
ま
す
の
で
、
寺
中
で
は
も
う
雨
戸
を
繰
る
よ
う
な
音
が
き

こ
え
ま
す
。
わ
た
く
し
は
急
に
気
お
く
れ
が
し
て
、
も
し
見
付
け
ら
れ
た
ら
大
変
だ
と
思
い
ま
し
て
、
小

屋
へ
は
引
っ
返
す
の
を
や
め
ま
し
た
が
、
袂
の
金
の
始
末
に
困
り
ま
し
た
。
む
や
み
に
其
処
ら
へ
捨
て
て

行
く
わ
け
に
も
行
か
ず
、
当
座
の
思
案
で
小
判
五
枚
を
面
の
箱
へ
押
し
込
み
ま
し
た
。
こ
う
し
て
置
け
ば
、

夜
叉
神
の
功
力
く
り
き
で
何
と
か
元
へ
か
え
る
術すべ
も
あ
ろ
う
か
と
思
っ
た
か
ら
で
ご
ざ
い
ま
す
。
一
旦
か
ぶ
っ
た

面
は
、
自
分
が
一
生
の
戒
め
に
す
る
つ
も
り
で
、
袂
に
入
れ
て
帰
り
ま
し
た
」

　
こ
の
と
き
の
教
重
は
確
か
に
懺
悔
滅
罪
の
人
で
あ
っ
た
。
小
判
と
共
に
二
朱
銀
も
戻
し
た
積
り
で
あ
っ

た
が
、
寺
へ
帰
っ
て
み
る
と
、
五
個
の
銀
が
袂
に
残
っ
て
い
た
。
彼
は
慌
て
て
そ
れ
だ
け
を
持
ち
帰
っ
た
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の
で
あ
る
。
飛
ん
だ
事
を
し
た
と
悔
ん
だ
が
、
今
さ
ら
引
っ
返
す
わ
け
に
も
行
か
な
い
の
で
、
彼
は
素
知

ら
ぬ
顔
を
し
て
朝
飯
を
食
っ
て
、
ほ
か
の
役
僧
ら
と
共
に
長
谷
寺
へ
参
列
し
た
。

　
兜
の
一
件
は
、
世
間
に
こ
そ
秘
し
て
い
た
が
、
寺
中
に
は
も
う
知
れ
渡
っ
て
い
た
の
で
、
そ
の
噂
を
聴

く
た
び
に
教
重
は
ひ
や
ひ
や
し
た
。
慈
悲
柔
和
な
観
音
の
尊
像
も
、
き
ょ
う
は
自
分
を
睨
ん
で
お
わ
す
か

の
よ
う
に
思
わ
れ
て
、
彼
が
読
経
の
声
は
み
だ
れ
勝
ち
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
付
け
て
も
、
心
に
か
か
る
の

は
彼か
の
二
朱
銀
五
個
の
始
末
で
あ
る
。
小
判
だ
け
を
戻
し
た
の
で
は
罪
は
消
え
な
い
。
小
判
で
も
二
朱
銀

で
も
一
文
銭
で
も
、
仏
の
眼
か
ら
観
れ
ば
同
様
で
、
た
と
い
二
朱
銀
一
個
で
も
、
そ
れ
を
着
服
し
て
い
る

以
上
、
自
分
の
罪
は
永
劫
に
消
え
な
い
の
で
あ
る
。
彼
は
今
夜
に
も
そ
れ
を
戻
そ
う
と
決
心
し
た
。

　
仏
の
前
に
懺
悔
を
し
て
も
、
自
分
の
罪
を
人
間
の
前
に
さ
ら
す
こ
と
を
恐
れ
た
教
重
は
、
前
夜
と
同
じ

よ
う
に
、
手
拭
を
か
ぶ
り
、
鬼
の
面
を
か
ぶ
っ
て
、
再
び
夜
叉
神
堂
へ
忍
び
寄
っ
た
の
で
あ
る
。
す
で
に

懺
悔
を
し
て
い
る
以
上
は
、
鬼
の
面
の
貼
り
付
く
お
そ
れ
は
な
い
と
彼
は
信
じ
て
い
た
。

　
こ
の
告
白
を
聞
か
さ
れ
て
、
兼
松
も
勘
太
も
少
し
く
的あて
が
は
ず
れ
た
。

「
そ
れ
じ
ゃ
あ
、
お
め
え
は
そ
の
二
朱
銀
を
返
し
に
来
た
の
か
え
」
と
、
兼
松
は
念
を
押
し
た
。

「
は
い
。
こ
の
通
り
で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
、
教
重
は
袂
か
ら
二
朱
銀
を
出
し
て
見
せ
た
。

　
隠
し
た
金
を
取
り
出
し
に
来
た
な
ら
ば
、
わ
ざ
わ
ざ
二
朱
銀
五
個
を
袂
に
入
れ
て
来
る
は
ず
も
な
い
。
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ま
っ
た
く
彼
は
盗
ん
だ
金
を
返
し
に
来
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
う
判
る
と
、
兼
松
ら
も
こ
の
若
い
僧
を
憎
め

な
い
よ
う
な
気
に
も
な
っ
た
。

　
夜
叉
神
の
咎
め
か
、
あ
る
い
は
彼
の
良
心
の
咎
め
か
、
肉
付
き
の
面
の
む
か
し
話
に
も
似
た
よ
う
な
、

一
種
の
不
思
議
を
見
た
為
に
、
彼
は
今
も
張
子
の
鬼
の
面
の
前
に
悔
悟
の
涙
を
流
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

更
に
不
思
議
と
云
え
ば
云
わ
れ
る
の
は
、
彼
が
小
判
と
共
に
二
朱
銀
一
個
を
面
箱
の
な
か
に
押
し
込
ん
で

去
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
何
分
に
も
慌
て
て
い
た
の
で
、
小
判
五
枚
は
確
か
に
お
ぼ
え
て
い
た
が
、
二

朱
銀
は
五
個
か
六
個
か
は
っ
き
り
と
も
記
憶
し
て
い
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
二
朱
銀
は
全
部
持
ち
帰

っ
た
も
の
と
思
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
一
個
は
面
箱
の
な
か
に
落
ち
て
い
て
、
偶
然
に
も
お
ぎ
ん

に
発
見
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
お
ぎ
ん
も
こ
の
二
朱
銀
を
発
見
し
な
け
れ
ば
、
単
に
古
い
面
を
持
ち
帰
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

二
朱
銀
を
発
見
し
た
為
に
、
お
ぎ
ん
は
兼
松
ら
に
捕
え
ら
れ
、
更
に
箱
の
底
か
ら
小
判
五
枚
を
発
見
さ
れ
、

又
そ
れ
が
た
め
に
教
重
も
捕
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
老
練
の
兼
松
も
こ
こ
へ
来
る
ま
で
は
、

別
に
こ
れ
と
い
う
成
案
も
な
か
っ
た
。
お
ぎ
ん
に
眼
を
着
け
た
の
が
彼
の
手
柄
で
も
あ
る
が
、
そ
れ
と
て

も
実
は
ま
ぐ
れ
あ
た
り
に
過
ぎ
な
い
。
所
詮
は
面
箱
の
う
ち
に
忍
ん
で
い
た
二
朱
銀
一
個
が
、
手
引
き
を

し
て
く
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
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「
ま
っ
た
く
神
の
業わざ
で
す
」
と
、
教
重
が
い
よ
い
よ
恐
れ
た
の
も
無
理
は
な
か
っ
た
。

　
こ
の
時
、
奥
の
障
子
を
あ
け
て
、
女
の
白
い
顔
が
あ
ら
わ
れ
た
。
そ
れ
は
先
刻
か
ら
門
番
所
に
預
け
ら

れ
て
い
た
お
ぎ
ん
で
あ
っ
た
。
彼
女
は
薄
暗
い
行
燈
の
ひ
か
り
に
教
重
の
顔
を
の
ぞ
き
な
が
ら
云
っ
た
。

「
あ
ら
、
や
っ
ぱ
り
お
前
さ
ん
だ
っ
た
の
。
ど
う
も
聞
き
覚
え
の
あ
る
声
だ
と
思
っ
た
ら
…
…
。
お
前
さ

ん
、
ま
だ
道
楽
を
や
め
な
い
で
、
と
う
と
う
大
変
な
事
を
仕し
出で
来か
し
た
の
ね
え
」

　
教
重
は
蒼
い
顔
を
俄
か
に
赤
く
し
た
。

　
彼
は
お
ぎ
ん
が
品
川
に
勤
め
て
い
る
頃
の
馴
染
で
あ
っ
た
。

「
こ
の
坊
さ
ん
は
斯
う
見
え
て
も
、
な
か
な
か
口
が
う
ま
い
の
で
、
あ
た
し
ば
か
り
じ
ゃ
あ
無
い
、
大
勢

の
女
が
欺
さ
れ
た
ん
で
す
よ
」

　
な
に
か
昔
の
恨
み
が
あ
る
と
見
え
て
、
お
ぎ
ん
は
遠
慮
な
し
に
畳
み
か
け
る
の
で
、
教
重
は
い
よ
い
よ

赤
面
し
た
。
兼
松
も
勘
太
も
笑
い
出
し
た
。

「
そ
ん
な
に
弱
い
者
い
じ
め
を
す
る
な
よ
」
と
、
兼
松
は
云
っ
た
。
「
二
朱
銀
一
つ
だ
っ
て
、
ち
ょ
ろ
ま

か
せ
ば
罪
人
だ
が
、
今
夜
の
と
こ
ろ
は
眼
こ
ぼ
し
に
し
て
や
る
。
早
く
う
ち
へ
帰
っ
て
、
亭
主
の
看
病
で

も
し
ろ
」

「
は
い
、
は
い
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
」
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お
ぎ
ん
は
喜
ん
で
帰
っ
た
。

　
悔
悟
し
て
い
る
教
重
を
寺
社
方
へ
引
き
渡
す
の
も
可
哀
そ
う
だ
と
思
っ
て
、
兼
松
は
寺
の
役
僧
や
開
帳

の
世
話
人
ら
に
内
分
の
計
ら
い
を
云
い
聞
か
せ
る
と
、
彼
等
も
異
議
な
く
承
知
し
た
。
こ
ん
な
こ
と
が
世

間
に
知
れ
渡
る
と
、
寺
の
迷
惑
に
も
な
り
、
開
帳
の
人
気
に
も
さ
わ
る
か
ら
で
あ
る
。
小
判
と
二
朱
銀
は

夜
叉
神
堂
か
ら
発
見
さ
れ
た
が
、
そ
の
盗
賊
は
知
れ
な
い
と
云
う
こ
と
に
発
表
さ
れ
た
。

　
そ
れ
に
尾
鰭
お
ひ
れ
を
添
え
て
、
こ
ん
な
噂
を
す
る
も
の
が
出
て
来
た
。

「
兜
の
小
判
や
二
朱
銀
を
ぬ
す
ん
だ
泥
坊
は
、
夜
叉
神
堂
の
前
ま
で
来
る
と
、
急
に
体
が
す
く
ん
で
動
け

な
く
な
っ
た
の
で
、
盗
ん
だ
金
を
お
堂
の
縁
に
置
く
と
、
再
び
歩
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
そ
う
だ
」

　
奇
を
好
む
江
戸
人
は
眼
を
丸
く
し
て
、
そ
の
噂
に
耳
を
か
た
む
け
た
。
そ
れ
が
一
種
の
宣
伝
に
な
っ
て
、

長
谷
寺
の
開
帳
は
ま
す
ま
す
繁
昌
し
た
。
夜
叉
神
堂
に
は
線
香
の
け
む
り
が
充
満
し
て
、
鬼
の
面
は
大
勢

の
手
に
押
し
い
た
だ
か
れ
た
。

　
万
隆
寺
の
教
重
は
無
事
に
開
帳
六
十
日
間
を
勤
め
た
が
、
そ
の
後
に 

下  

総 

し
も
う
さ

の
末
寺
に
送
ら
れ
た
と
云

う
。

26半七捕物帳



27



28半七捕物帳



青
空
文
庫
情
報

底
本
：
「
時
代
推
理
小
説
　
半
七
捕
物
帳
（
六
）
」
光
文
社
文
庫
、
光
文
社

　
　
　1986
（
昭
和61

）
年12

月20

日
初
版1

刷
発
行

入
力
：tat_suki

校
正
：
小
林
繁
雄

1999

年4

月30

日
公
開

2004

年3

月1

日
修
正

青
空
文
庫
作
成
フ
ァ
イ
ル
：

こ
の
フ
ァ
イ
ル
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
図
書
館
、
青
空
文
庫
（http://w

w
w

.aozora.gr.jp/

）
で
作
ら
れ

ま
し
た
。
入
力
、
校
正
、
制
作
に
あ
た
っ
た
の
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
で
す
。

29



半七捕物帳
夜叉神堂

２０２０年　７月１７日　初版

奥　付

発行 青空文庫

著者 岡本綺堂
URL http://www.aozora.gr.jp/
E-Mail info@aozora.gr.jp

作成 青空ヘルパー　　赤鬼@BFSU
URL http://aozora.xisang.top/
BiliBili https://space.bilibili.com/10060483

Special Thanks
　青空文庫　威沙　
　　　

青空文庫を全デバイスで楽しめる青空ヘルパー http://aohelp.club/
※この本の作成には文庫本作成ツール『威沙』を使用しています。

http://tokimi.sylphid.jp/


