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ず
る
が
し
こ
い
狐
た
ち

漢
文
は
、
堅
苦
し
く
て
説
教
く
さ
い
お
じ
さ
ん
ば
か
り
出
て
く
る
か
ら
と
、
何
と
な
く
苦
手
意
識
を
持
っ
て
い
ま

せ
ん
か
。
し
か
し
思
い
出
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。
教
科
書
に
載
っ
て
い
る
漢
文
教
材
に
は
、
実
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
い

き
も
の
が
登
場
し
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
故
事
成
語
の
教
材
だ
け
を
考
え
て
も
、「
漁ぎ
ょ

夫ふ

の
利り

」
に
は
鳥
と
貝
、「
蛇だ

足そ
く

」
に
は
蛇
、「
朝
ち
ょ
う

三さ
ん

暮ぼ

四し

」
に
は
猿
、「
虎と
ら

の
威い

を
借か

る
狐き
つ
ね」

に
は
虎
と
狐
が
出
て
き
ま
し
た
。
そ
う
い
っ
た
い

き
も
の
た
ち
に
意
識
を
向
け
て
読
ん
で
み
る
と
、
漢
文
の
世
界
が
少
し
違
っ
て
見
え
て
く
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ

の
本
は
漢
文
や
漢
詩
に
出
て
く
る
い
き
も
の
た
ち
に
目
を
留
め
て
、
漢
文
世
界
の
少
し
柔
ら
か
い
部
分
を
一
緒
に
味

わ
っ
て
い
く
た
め
の
、
寄
り
道
ば
か
り
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
で
す
。

さ
て
そ
れ
で
は
、
早
速
、
漢
文
世
界
の
い
き
も
の
に
出
会
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
ま
ず
手
始
め
に
「
虎
の
威
を
借

る
狐
」
を
取
り
上
げ
て
み
ま
す
。
中
国
で
は
同
じ
意
味
で
「
狐
仮
虎
威
（
狐 

虎こ

威い

を
仮か

る
）」
と
い
う
表
現
を
使
い

ま
す
。
そ
の
た
め
、「
狐
仮
虎
威
」
の
形
で
こ
の
故
事
成
語
を
掲
載
す
る
漢
和
辞
典
も
あ
り
ま
す
。

出
典
は
『
戦せ
ん

国ご
く

策さ
く

』
楚そ

策さ
く

で
す
。
あ
ら
す
じ
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

あ
る
と
き
虎
が
狐
を
捕
ま
え
ま
し
た
。
狐
は
虎
の
餌
食
に
な
り
た
く
な
い
一
心
で
、
自
分
が
天て
ん

帝て
い

に
選
ば
れ
た
存

在
で
あ
り
、
食
べ
る
と
天
帝
の
怒
り
を
買
う
と
虎
に
信
じ
込
ま
せ
る
た
め
の
一
計
を
案
じ
ま
す
。
狐
は
虎
を
後
ろ
に

従
え
て
歩
き
、
動
物
た
ち
が
虎
を
畏お
そ

れ
て
逃
げ
出
す
と
こ
ろ
を
見
せ
た
の
で
す
。
虎
は
畏
れ
ら
れ
て
い
る
の
が
自
分

だ
と
は
気
づ
か
ず
、
狐
の
言
う
ま
ま
に
、
天
帝
に
選
ば
れ
た
存
在
で
あ
る
か
ら
動
物
た
ち
は
狐
を
畏
怖
し
て
い
る
の

だ
と
誤
解
し
、
狐
は
命
拾
い
を
し
た
の
で
し
た
。

教
科
書
で
は
し
ば
し
ば
こ
の
例
え
話
の
部
分
だ
け
が
取
り
出
さ
れ
て
い
ま
す
が
、『
戦
国
策
』
の
本
文
で
は
こ
の

例
え
話
が
語
ら
れ
た
状
況
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
戦
国
時
代
（
前
四
〇
三

―
前
二
二
一

）
の
楚そ

（
荊け
い

）
の
国
で
の
こ
と
。
宣せ
ん

王お
う
は
家
臣
た
ち
に
、「
北
方
の
国
々
は
昭
し
ょ
う

奚け
い

恤じ
ゅ
つを
恐
れ
て
い
る
と
聞
く
け
れ
ど
も
本
当
か
ね
」
と
尋
ね
ま
す
。
楚

は
南
方
の
大
国
で
す
か
ら
、「
北
方
」
と
は
広
く
楚
以
外
の
国
を
指
す
の
で
し
ょ
う
。
昭
奚
恤
は
楚
の
政
治
家
で
、

当
時
非
常
に
強
い
権
力
を
握
っ
て
い
た
人
物
で
す
。
答
え
か
ね
て
家
臣
た
ち
が
黙
り
込
ん
で
し
ま
う
中
で
、
口
を
開

い
た
の
が
江こ
う
乙い
つ
で
し
た
。

江
乙
は
ま
ず
先
ほ
ど
の
例
え
話
を
語
り
、
そ
れ
か
ら
、
こ
の
例
え
話
の
狐
と
同
じ
よ
う
に
畏
れ
ら
れ
て
い
る
の
は

昭
奚
恤
自
身
の
実
力
は
な
く
、
王
の
威
光
な
の
だ
と
説
明
し
ま
し
た
。
そ
れ
に
対
す
る
王
の
反
応
は
書
か
れ
て
い
ま

せ
ん
が
、
北
方
の
国
々
が
自
分
の
威
光
を
畏
れ
て
い
る
の
だ
と
言
わ
れ
れ
ば
、
恐
ら
く
悪
い
気
は
し
な
か
っ
た
で

し
ょ
う
。
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『
戦
国
策
』
の
こ
の
後
に
続
く
記
事
を
読
む
と
、
ど
う
や
ら
こ
の
江
乙
と
い
う
男
は
魏ぎ

の
国
の
ス
パ
イ
で
あ
る
ら

し
く
、
強
国
で
あ
る
楚
を
弱
体
化
さ
せ
て
魏
の
ピ
ン
チ
を
救
う
べ
く
、
宣
王
と
昭
奚
恤
の
仲
を
裂
こ
う
と
し
て
い
る

よ
う
で
す
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
江
乙
は
、
自
身
の
威
光
を
笠
に
着
る
昭
奚
恤
を
宣
王
が
僭せ
ん

越え
つ

だ
と
思
い
、
不
快
感
を

覚
え
る
よ
う
に
仕
向
け
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
虎
を
騙
す
動
物
は
な
ぜ
狐
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
当
時
の
中
国
で
は
身
近
な
強
い
肉
食
獣
と
い
え

ば
虎
で
し
た
か
ら
、
王
の
喩
え
と
し
て
虎
が
出
て
く
る
の
は
不
思
議
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
が
虎
に
食
わ
れ
る
動

物
は
狐
で
な
く
と
も
よ
さ
そ
う
で
す
。
そ
の
謎
を
解
く
た
め
に
、
狐
と
い
う
動
物
の
持
つ
イ
メ
ー
ジ
を
見
て
い
き
た

い
と
思
い
ま
す
。

疑
う
こ
と
を
意
味
す
る
「
狐こ

疑ぎ

」
と
い
う
言
葉
は
、
春
し
ゅ
ん

秋じ
ゅ
う

戦せ
ん

国ご
く

時
代
に
も
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
戦

国
時
代
の
兵
法
書
『
呉ご

子し

』
の
「
治ち

兵へ
い
篇へ
ん
」
に
は
「
三
軍
之
災
生
於
狐
疑
（
三
軍
の
災
は
狐
疑
に
生
ず
）」
と
あ
り
ま

す
。
軍
を
率
い
る
者
が
疑
い
惑
っ
て
い
る
と
全
軍
に
大
き
な
被
害
が
出
る
と
い
う
意
味
で
す
。「
狐
疑
」
の
語
源
は

狐
と
関
係
な
い
よ
う
な
の
で
す
が
、『
史し

記き

』
巻
九
「
呂り
ょ

太た
い

后こ
う

本ほ
ん
紀ぎ

」
中
の
「
狐
疑
」
と
い
う
言
葉
に
付
さ
れ
た
唐

代
の
注
釈
（
索さ
く

隠い
ん

）
に
は
「
狐
は
疑
い
深
い
性
質
で
あ
る
」
と
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
。
実
際
の
語
源
は
ど
う
あ
れ
、

「
狐
疑
」
と
い
う
語
は
狐
の
「
疑
」（
猜さ
い

疑ぎ

心し
ん

の
強
さ
や
慎
重
さ
）
を
連
想
さ
せ
や
す
い
語
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

狐
の
イ
メ
ー
ジ
は
猜
疑
心
の
強
さ
や
慎
重
さ
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。『
史
記
』
巻
四
八
「
陳ち
ん

渉し
ょ
う

世せ
い

家か

」
の
逸

話
は
狐
に
神
秘
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
あ
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
ま
す
。

秦し
ん

王
朝
（
前
二
二
一

―
前
二
〇
六

）
滅
亡
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
陳ち
ん

勝し
ょ
う

呉ご

広こ
う

の
乱
の
直
前
の
で
き
ご
と
で
す
。
何
事
に

も
ま
ず
は
イ
メ
ー
ジ
戦
略
が
必
要
で
あ
る
と
知
っ
て
い
た
陳
勝
と
呉
広
の
二
人
は
、
赤
い
文
字
で
「
陳
勝
が
王
に
な

る
」
と
書
い
た
布
を
魚
の
腹
の
中
に
仕
込
み
ま
す
。
そ
の
魚
を
買
っ
て
食
べ
た
下
級
役
人
た
ち
は
、
布
を
見
て
訝
い
ぶ
か

し
が
り
ま
す
。
夜
に
な
る
と
、
呉
広
は
祠
の
傍
ら
で
狐
の
鳴
き
声
を
真
似
て
、「
大た
い
楚そ

が
勃
興
し
、
陳
勝
が
王
に
な

る
」
と
叫
ん
で
聞
か
せ
ま
し
た
。
楚
の
国
（
大
楚
）
は
、
秦
の
始
皇
帝
が
天
下
を
統
一
す
る
際
に
滅
ぼ
さ
れ
て
い
ま

す
が
、
そ
の
と
き
楚
は
秦
を
恨
み
、「
楚そ

は
三さ
ん
戸こ

と
雖い
え
ども
、
秦し
ん
を
亡ほ
ろ
ぼす
は
必か
な
らず
楚そ

な
り
（
楚
の
民
が
三
戸
し
か
残
ら
な

か
っ
た
と
し
て
も
、
秦
を
滅
ぼ
す
の
は
必
ず
楚
で
あ
る
）」
と
の
言
葉
が
残
る
ほ
ど
で
し
た
（『
史
記
』
巻
七
「
項こ
う

羽う

本ほ
ん

紀ぎ

」）。
そ
の
楚
が
再
興
し
て
、
秦
を
倒
し
、
陳
勝
が
王
に
な
る
と
、
祠
の
横
で
狐
が
予
言
し
た
わ
け
で
す
。
魚
と
狐

の
予
言
に
よ
っ
て
、
下
級
役
人
た
ち
は
大
い
に
畏
れ
、
皆
が
陳
勝
の
様
子
を
窺
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

農
民
で
あ
る
陳
勝
と
呉
広
が
反
乱
を
起
こ
す
と
言
っ
て
も
、
周
囲
は
現
実
味
が
な
い
と
思
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
し
か
し
、
陳
勝
が
王
に
な
る
と
二
回
も
予
言
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
話
は
別
で
す
。
人
々
の
心
は
動

き
、
反
乱
は
秦
王
朝
滅
亡
の
き
っ
か
け
と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
巧
み
な
イ
メ
ー
ジ
戦
略
に
お
い
て
、
神
秘
的
な
予
言

の
演
出
に
利
用
さ
れ
た
の
が
、
祠
の
そ
ば
に
潜
む
狐
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
実
際
に
は
呉
広
が
狐
の
声

を
真
似
た
と
い
う
だ
け
で
姿
が
見
え
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
も
狐
の
鳴
き
声
と
敢
え
て
書
か
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
は
、
神
の
予
言
を
人
々
に
伝
え
る
役
割
は
狐
に
こ
そ
相
応
し
い
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
っ
た
こ
と
が
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窺
え
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
狐
は
、
猜
疑
心
が
強
く
慎
重
だ
っ
た
り
、
予
言
が
で
き
た
り
と
、
い
い
意
味
で
も
悪
い
意
味
で
も
、

賢
く
、
有
能
な
存
在
、
優
れ
た
知
性
を
持
つ
存
在
と
し
て
、
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
感
じ
ま
す
。
だ
か
ら
こ

そ
、
の
ち
の
時
代
に
人
間
の
女
性
に
化
け
て
人
間
と
ロ
マ
ン
ス
に
興
じ
る
こ
と
に
な
る
狐
（
唐と
う

代だ
い

伝で
ん

奇き

「
任じ
ん

氏し

伝で
ん

」

な
ど
）
な
ど
が
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
で
し
ょ
う
。
な
お
「
任
氏
伝
」
に
つ
い
て
は
次
項
で
紹
介
し
ま
す
。

「
虎
の
威
を
借
る
狐
」
で
は
、
狐
は
保
身
の
た
め
に
咄と
っ

嗟さ

に
巧
み
な
嘘
を
つ
い
て
い
ま
し
た
。
他
の
動
物
で
は
な

く
、
賢
く
有
能
な
狐
が
選
ば
れ
た
理
由
は
、
狐
な
ら
こ
う
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
、
と
思
わ
れ
て
い
た
か
ら
で

し
ょ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
宣
王
た
ち
は
こ
の
例
え
話
を
ス
ム
ー
ズ
に
受
け
入
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
言
え
そ
う
で
す
。

隠
れ
て
暮
ら
す
化
け
狐
た
ち

前
項
に
続
き
、
狐
の
お
話
で
す
。

狐
は
日
本
の
も
の
が
た
り
の
中
で
も
し
ば
し
ば
人
の
姿
に
化
け
ま
す
が
、
中
国
の
も
の
が
た
り
で
も
人
に
化
け
る

こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
例
え
ば
東と
う
晋し
ん

（
三
一
七

―
四
一
九

）・
干か
ん
宝ぽ
う
『
捜そ
う

神じ
ん
記き

』
巻
一
八
に
は
、
長
い
年
月
を
生
き
た
狐
が

不
思
議
な
力
を
得
て
、
人
間
の
若
者
に
姿
を
変
え
て
張
ち
ょ
う
華か

（
二
三
二

―
三
〇
〇

）
と
い
う
知
識
人
の
も
と
を
訪
れ
た
故
事
が

載
っ
て
い
ま
す
。
張
華
は
若
者
の
見
識
が
あ
ま
り
に
深
い
の
で
、
狐
な
の
で
は
な
い
か
と
疑
い
、
結
局
、
狐
は
正
体

が
知
ら
れ
て
殺
さ
れ
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
話
で
す
。

『
捜
神
記
』
で
張
華
に
会
い
に
来
た
狐
は
男
性
に
化
け
て
い
ま
し
た
が
、
狐
は
女
性
に
も
化
け
ま
す
。
唐
代
伝
奇

「
任じ
ん
氏し

伝で
ん
」
は
、「
任
氏
は
女じ
ょ
妖よ
う
な
り
」
と
い
う
一
文
か
ら
始
ま
り
、
美
女
任
氏
が
妖
で
あ
る
こ
と
が
読
者
に
最
初
か

ら
明
か
さ
れ
て
い
ま
す
。
も
の
が
た
り
の
冒
頭
、
う
だ
つ
の
上
が
ら
な
い
貧
し
い
青
年
鄭て
い
六ろ
く
に
見
初
め
ら
れ
、
狐
の

妖
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
れ
て
い
な
が
ら
、
任
氏
は
彼
の
愛
人
に
な
り
ま
す
。
鄭
六
の
親
戚
で
あ
り
、
金
持
ち
の
韋い

崟ぎ
ん
も
任
氏
を
い
た
く
気
に
入
り
、
鄭
六
と
任
氏
は
韋
崟
の
経
済
支
援
を
受
け
な
が
ら
幸
せ
な
日
々
を
過
ご
し
ま
す
。
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