
こ
が
り
し
ぞ
う

し

森
烏
中
良
が
森
羅
子
の
号
で
署
し
た
敢
初
の
読
本
E5
凩
草
紙」
（
半

紙
本
五
巻
五
冊）
は、
彼
の
読
本
四
作
の
中
で
従
来
最
も
評
価
が
高
く、
し

(
1)

 

ば
し
ば
論
及
の
対
象
と
さ
れ
て
来
た。
例
え
ば、
そ
の
典
拠
で
あ
り、
ま
た

「
雨
月
物
語」
と
の
関
係
で
あ
る。

水
谷
不
倒
著
「
選
択
古
牲
解
題」
（
「若
作
集
七」
所
収）
に
全
九
話
の
梗

概
が
載
り、
「
内
容
の
充
実
し
た
作」
と
評
さ
れ
た
の
が
「
凩
草
紙」
評
価

の
咽
矢
で
あ
る。
中
良
が
こ
の
作
で
は
じ
め
て
用
い
た
戯
号
「
森
罷
子」
は、

従
来
の
戯
号
「
森
羅
万
象」
に
基
づ
く
と
同
時
に、
「
水
滸
伝」
や
「
三
国

志」
な
ど
の
作
者
に
擬
さ
れ
る
羅
閲
中
（
羅
子）
を
明
ら
か
に
意
識
し
た
も

の
で
あ
っ
た。
こ
の一
事
か
ら
も、
こ
の
作
に
対
す
る
作
者
の
自
信
が
窺
え

る。
ま
た
そ
の
自
信
は、
版
元
の
言
に
な
ぞ
ら
え
て
「
此
琲
を
梓
に
上
せ
て

う
り
い
“

ヽ
9

あ
た
ひ

の
う
に
く

発
兌
さ
ば、
我
は
善
価
を
得
て、
森
奨
を
潤
し、
人
は
珍
栂
を
得
て、

た
ん
ぺ
い

た
す
け

う
し

も
る

談
柄
の
助
と
せ
ん」
「
此
世
の
佳
る
耶、
秋
の
落
菜
の
凩
に
散
が
如
く
な
ら

ん」
な
ど
と
自
叙
に
街
き
付
け
る
姿
勢
に
も
毀
わ
れ
て
い
る。

＝ 

↓杯
島
中
良
の
体
制
批
判
ー
—̀

凩

草

紙

L=＝コ

翻
案
怪
洪
小
説
の
権
輿
「
御
伽
婢
子」
の
典
拠
を
「
剪
燈
新
話」
『
絞
話」

と
し、
読
本
の
咽
矢
「
英
草
紙」
「
繁
野
話』
の
典
拠
を
「
古
今
小
説」
「
古

今
奇
観」
「
寄
他
通
言」
「
拍
案
鵞
奇」
に
求
め
た
自
叙
は
よ
く
知
ら
れ
る
が、

中
良
が
こ
の
作
で
む
し
ろ
「
雨
月
物
語
j

を
意
識
し
て
い
た
こ
と
は、
既
に

(
3
)

 

翡
さ
れ
る
通
り
で
あ
ろ
う。
現
在
知
ら
れ
る
限
り
「
雨
月
物
語
j

の
作
者

が
秋
成
で
あ
る
こ
と
を
段
初
に
明
記
し
た
の
も、
ほ
か
な
ら
ぬ
中
良
で
あ
っ

-

`
）こ
。「

凩
箪
紙」
は
寃
政
三
年
十
月
の
「

束都
阻
士

森
羅
子」
の
自
叙
を
も

つ。

冒
印
帳」
（「
器
江
戸
出
版
酋
目
j
)

に
よ
れ
ば、
同
年
十
二
月
十
五

日
に
品5
凩
葬
紙」
と
し
て
不
時
割
印
を
受
け、
翌
究
政
四
年
正
月
に
祠

匹
凩
草
紙」
の
外
題
で
刊
行
（
北
尾
悪
斎
政
美
画、
上
総
屈
利
兵
衛
板）
と

さ
れ、
出
版
の
経
緯
に
つ
い
て
問
題
は
な
い。

「
英
草
紙」
や
「
繁
野
話
j

を
踏
嬰
し
た
奇
談
集
の
構
想
に
関
し
て
は、

す
で
に
天
明
九
年
（
突
政
元
年）
正
月
の
伏
見
屋
普
六
「
戯
作
目
録」
に、

石

上

敏

- 10 -



森
中
良
先
生
述
好竪
梅
冊
紙

全
目
母

（『
繁
野
話」
の
誤
刻
か）
の
如
き
奇
談
を
あ
つ
め
た
る
お
も
し
ろ
き

宙
な
り

と
見
え、
こ
の
頃
の
中
良
に、
読
本
執
箪
の
明
確
な
意
図
と
準
備
が
あ
っ
た

こ
と
を
窺
わ
せ
る。

―-cu
な

ざう

．
ま
た、
上
総
屋
利
兵
術
の
初
板
奥
付
に
は
「
凩
雌
紙
／
後
編

杏
草

紙」
と
い
う
溺
出
広
告
が
戟
る。
更
に
後
年
に
至
り、
享
和
三
年
新
板
の
IMl

香
堂
蔵
版
目
録
に
も、

「鈴
梅
冊
子
鉦i
二
代
目
風
来
山
人
編

お
も
し
ろ

き
奇
談
な
り」
と
見
え
る。
後
者
は
当
時
中
良
と
親
し
く
交
わ
っ
た
（「
狂

酋
綺
語」
な
ど）
三
馬
の
関
与
し
た
言
で
あ
る
か
ら
事
実
撫
根
と
は
言
い
難

い
が、
い
ず
れ
も
出
版
さ
れ
た
形
跡
は
な
い。
そ
の
文
業
に
お
い
て、
前
期

戯
作
者
ら
し
く
中
良
が
常
に
新
し
さ
を
追
求
し
た
こ
と
は、
も
ち
ろ
ん
読
本

に
お
い
て
も一
貫
し
て
い
た。
四
作
の
読
本
を
通
じ
て
も、
中
良
は一
貰
し

て
新
味
を
求
め
続
け
決
し
て一
点
に
止
ま
る
と
い
う
こ
と
が
な
か
っ
た。
彼

が、
「
凩
草
紙」
の
統
組
を
杏
か
な
か
っ
た
理
由
の一
端
は、
こ
こ
に
存
す

る
も
の
と
思
わ
れ
る。

ま
た、
第
二
作
以
降
の
読
本
執
節
は、
中
良
に
と
っ
て
た
の
ま
れ
仕
事
で

あ
っ
た。
詳
細
の
分
か
ら
ぬ
党
政
四
年
か
ら
九
年
の
白
河
滞
出
仕
（
「新
撰

洋
学
年
表」）
を
措
い
て
も、
医
師
と
し
て
の
仕
事、
淵
学
者
と
し
て
の
常

為
な
ど、
こ
の
時
期
か
ら
俄
然
慌
た
だ
し
く
な
る
身
辺
の
状
況
は、
天
明
期

か
ら
寃
政
期
初
め
の
よ
う
な
時
間
的
余
裕
を
彼
に
与
え
な
か
っ
た
は
ず
で
あ

る。
そ
れ
を
証
す
る
よ
う
に、
読
本
二
作
目．＿―-
作
目
は
手
軽
な
翻
案
に
終

ママ

此
苔
は
英
草
紙
■
野
伯

始
し
た。
本
稿
で

考察
す
る
よ
う
に
複
雑
な
構
想
の
下
に
杏
か
れ
た
「
凩
草

紙」
の
続
紺
は、
そ
の
意
味
で
も
反
復
を
拒
む
作
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う。

も
ち
ろ
ん、
中
良
に
と
っ
て
の
新
し
い
ジ
ャ
ン
ル
第一
作
と
い
う
こ
と
も

あ
っ
た。
そ
れ
ぞ
れ
の
序
蹴
に
よ
れ
ば
他
の
三
作
を
版
元
の
依
頼
に
応
じ
て

仕
上
げ
た
の
に
対
し
て、
こ
の
作
の
み
「
彼
世
（「
御
伽
婢
子
j

『
英
雄
紙」

な
ら

と
＂
じ
＂
な
さ
そ
り
ご
と

1•]
と

つ
ヽ

Z

槃
野
話」）
に
効
ひ、

荒
唐
廊
言
を
実
し
や
か
に
宙
編
り、
拍
掌
奇
談

＂
り
み
く

・

と
表
廻
し
て、
夜
話
の
宿
構
に
ま
ふ
け
箇」
と
自
発
的
に
執
箪
し
た
も
の
で

あ
り、
周
到
で
欄
密
な
構
成・
文
体
は、
そ
の
よ
う
な
内
的
必
然
に
よ
っ
て

も
た
ら
さ
れ
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る。
さ
ら
に
は、
前
期
読
本
以
来
の
考

証
が
こ
の
作
の
主
要
な
幹
を
な
し
て
お
り、
文
人
中
良
の
意
欲
に
拍
車
を
駆

け
た
で
あ
ろ
う。

な
お
本
作
に
は、
上
総
屋
の
蔵
版
目
録
を
付
し
た
後
刷
が
あ
る。
さ
ら
に、

「戟
世
奇
談」
（
天
保
四
年
刊）
と
改
題
再
摺
さ
れ
る。
全
九
話
の
舞
台
は

広
く
全
国
に
及
ぴ、
そ
の
意
味
で
栢
国
奇
談
物
の
趣
き
を
も
衆
目
は
感
じ

取
っ
た
の
で
あ
ろ
う。
も
ち
ろ
ん、
そ
の
よ
う
な
諸
国
奇
談
的
な
構
成
も

「
英
j

「
繁』
や
『
雨
月
j

な
ど
の
踏
製
で
あ
っ
た。
先
年
『
叢
世
江
戸
文

即
32

森
島
中
良
集
j

に
翻
刻
の
機
会
を
得
た
が、
中
良
読
本
の
最
窃
傑
作

で
あ
る
の
み
な
ら
ず、
江
戸
戯
作
者
に
よ
っ
て
杏
か
れ
た
上
方
（
前
期）
説

本
の
末
裔
と
し
て、
注
意
す
べ
き
読
本
の
ひ
と
つ
で
あ
ろ
う。

一

6)

か
つ
て
徳
田
武
氏
が
述
べ
ら
れ、
私
も
別
の
観
点
か
ら
「
森
局
中
良
集」
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解
題
に
記
し
た
こ
と
で
あ
る
が、
「
凩
草
紙」
に
は、
作
者
に
よ
る
隠
微
な

体
制
批
判
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
出
来
る。
ま
た、
か
つ
て
私

•
は、
三
作
目
の
「
玉
之
枝
J

(
享
和
二
年
刊）
を
論
じ、
寛
政
改
革
頓
挫
後

の
そ
の
読
本
に、
な
お
希
薄
に
で
は
あ
る
も
の
の
体
制
（
武
家
社
会）
批
判

の
空
気
が
漂
っ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
た。
そ
れ
に
比
べ
る
な
ら
ば、
『
凩
草

紙
j

に
作
者
中
良
が
込
め
た
批
判
は、
寃
政
改
革
の
只
中
と
い
う
こ
と
も

あ
っ
て
熾
烈
で
あ
り、
同
じ
理
由
に
よ
っ
て
巧
妙
に
限
蔽
さ
れ
た
も
の
で

あ
っ
た。
こ
の
点
を
除
い
て
「
凩
草
紙」
を
論
じ
る
こ
と
は
出
来
ま
い。

寛
政
改
革
下
に
歯
か
れ
た
「
凩
草
紙』
は、
九
話
仕
立
て
の
内、
い
か
に

(
8)
 

も
時
流
迎
合
的
に一二
分
の
二
を
教
訓
諏
が
占
め
る。
中
良
が
同
じ
く
森
羅
子

U

と
．
p

と
ぐ
さ

の
号
で
教
訓
本
の
体
裁
を
も
つ
「
郎
都――日
種」
を
箸
す
の
は、
や
や
遅
れ
て

寛
政
八
年
の
こ
と
で
あ
っ
た。
し
か
し、
そ
の
教
訓
本
す
ら
が
単
な
る
時
流

(
9)
 

迎
合
的
な
教
訓
本
で
な
か
っ
た
よ
う
に、
「
凩
草
紙
j

に
は一
見
素
朴
な
教

訓
的
姿
勢
の
裏
に、
強
権
の
ゴ
リ
押
し
と
い
う
野
暮へ
の
椰
楡
が
仕
掛
け
ら

れ
て
い
る。
現
体
制
へ
の
隠
徴
な
批
判
と
言
い
換
え
て
よ
い
だ
ろ
う。

・
文
弱
を
た
し
な
め
た
第一
話
「
滴
珠
が
至
孝
母
の
禁
獄
を
迩
れ
し
む
る

話」
は、
冒
頭
話
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
周
到
に
仕
掛
け
ら
れ
た
建
前
で

あ
っ
て、
こ
の
話
は、
む
し
ろ
女
性
の
言
を
容
れ
て
の
為
政
者
（
源
頼
朝）

の
食
言
を
印
象
に
残
す。
後
述
す
る
が、
こ
れ
を
反
転
さ
せ
た
の
が
馬
琴
の

T

八
犬
伝
j

冒
頭
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る。

頼
朝
が、
自
ら
の
命
を
狙
っ
た
が
ゆ
え
に
死
刑
を
言
い
渡
し
た
女
性
唐
糸

に、
そ
の
娘
の
助
命
喚
願
を
容
れ
て
賜
っ
た
領
地
「一
干
町
の
化
粧
田
に、

一
千
町
の
庄
園
を
添」
た
計
二
干
町
と
は、
太
閤
検
地
以
前
で
あ
る
か
ら
七

二
0
万
歩
と
し
て、
約
24
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル。
現
在
の
神
奈
川
県
の
百
分

の一
に
も
当
た
る
実
に
法
外
な
広
さ
で
あ
っ
た。
こ
れ
は
中
良
の

計算
迎
い

な
ど
で
は
な
く、

頼朝
の
異
常
さ、
そ
う
言っ
て
よ
け
れ
ば
狂
気
を
現
わ
す

(
10)

 

た
め
に
掲
げ
た
数
字
で
あ
っ
た
と
読
み
取
れ
る。
土
牢
に
入
れ
た
唐
糸一
人

.』
人
で
い

の
「
番
の
侍」
に、
「

健児
五
十
人」
を
配
し
た
と
い
う
デ
フ
ォ
ル
メ
も、

同
様
の
意
図
か
ら
生
じ
た
極
端
な

数字
と
言っ
て
よ
い。
「
泉
親
衡
物
語
j

な
ど
を
見
る
に
確
か
に
中
良
は
義
経
贔
贋
で
あ
り、
そ
の
意
味
で
も

頼朝
に

は
隔
意
を
抱
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
が、
し
か
し、
彼
が
r
英」

「
繁」
を
踏
襲
す
る、
即
ち
警
批
の
書
で
あ
る
「
凩
草
紙」
の
冒
頭
話
と
し

て、
こ
の
頼
朝
の
食
言
（
為
政
者
失
格）
の
話
を
も
っ
て
来
る
所
に、
彼
の

政
事へ
の
視
線
を
読
み
取っ
て
よ
い
は
ず
で
あ
る。

さ
ら
に
言
え
ば、
こ
の
第一
話
の
眼
目
は、
武
士
政
権
の
生
み
の
親
た
る

頼
朝
の
好
色
非
難
に
あ
っ
た。

親
子
は
夢
の
心
地
に
て、
其
ま、

御前
を
罷
り
立、
安
堵
の
菜
地
に
家

居
を
構へ、
与――-
（
娘
滴
珠
の
後
見）
に
要
を
呼
迎
へ、
数
多
の
家
人

を
召
抱
へ
て、
安
楽
の
身
と
な
り
た
る
も、
皆
孝
行
の
徳
な
り
と、
語

り
伝
へ
侍
り
ぬ。

と
見
え
る
終
結
部、
「
与
三
に
要
を
呼
迎
へ」
た
の
に
対
し
て、
適
齢
期
を

迎
え
よ
う
と
い
う
満
珠
の
先
行
き
は
敢
え
て
ぽ
か
さ
れ
て
い
る。
し
か
し、

そ
の
「
安
楽
の
身」
が
保
証
さ
れ
得
る
唯一
の
状
況
と
は、
頼
朝
の
妾
以
外

に
あ
り
得
ま
い。
と
す
れ
ば
頻
朝
は、
か
つ
て
「
愛
し
給
ひ、
御
傍
近
く
召

- 12 -



の
零
落
し
た
姿
を
描
く。
こ
れ
は
お
そ
ら
く

ハ
仕
は
れ、
御
党
も
厚」
か
っ
た
唐
糸
と、
そ
の
娘
満
珠
と
い
う
実
の
母
子
と

交
渉
を
も
つ
こ
と
に
な
る。
そ
の
唐
糸
に
し
ろ、
頼
朝
の
「
御
党」
を
受
け

な
が
ら
夫
と
の
連
絡
を
絶
や
さ
ず、
「
我
女
房
な
る
事
を、
い
よ

／＼
深
く

包
み
隠
し、
自
然
の
事
の
有
ん
時
は、
佐
殿
（
頼
朝）
に
近
よ
り
て、
刺
通

し
参
ら
す
ぺ
し」
と
の
命
に
従
っ
て
短
刀
を
隠
し
持
つ
女
で
あ
っ
た。
こ
れ

ー
は
幾
煎
に
も
互
倫
を
背
馳
し
た
行
状
で
あ
り、
江
戸
社
会
を
根
底
で
支
え
つ

つ、
い
ま
ま
た
社
会
の
前
面
に
浮
上
し
て
き
た
徳
川
的
倫
理
は、
さ
ま
ざ
ま

に
切
り
裂
か
れ
つ
つ
『
凩
草
紙』
に
描
か
れ
る。
そ
も
そ
も
阻
糸
が
ス
パ
イ

と
し
て
頼
朝
の
側
近
く
送
り
込
ま
れ
た
発
端
か
ら、
好
色
は
こ
の
物
語
中
に

遥
在
し
て
い
た。

別
の
視
点
か
ら
窺
え
ば、
こ
の
冒
頭
話
は、
中
良
の
江
戸
に
対
す
る
愛
憎

が
描
か
れ
た
も
の
と
取
っ
て
よ
い。
鎌
倉
と
江
戸
を
つ
な
ぐ
も
の
こ
そ、
武

-
ll-

士
政
権
の
領
す
る
時
空
な
の
で
あ
る。

抑
相
州
小
田
原
は、
其
地
庖
土
の
面
湘
に
似
て、
山
林
勝
れ、
泉
流
燦

し
か
L

し
と
ひ

は
な
の
ご
と
く

み
や
•I

く、
昔
在
は
覇
王
基
を
興
し、
花
錦
般
な
る
都
会
な
り
し
も

と
始
ま
る
起
語
に
お
い
て、
一
転
中
良
は、

今
は
零
々
落
々
と
し
て、
僻
遠
荒
涼
の
郷
と
な
り、
文
治・
建
久
の
古

つ
ら
な

L
さ

跡、
元
享・
建
武
の
逍
蹂、
星
の
如
く
列
り、
碁
の
如
く
布
た
る
も、

野
草
狼
藉
と
し
て、
其
所
と
だ
に
も
見
え
わ
か
ず。
去
ば
典
廃
の
蹟
を

と
し
ら

い
た9

す
さ
び
と

す
て
ど・
S

ろ

吊
ひ、
懐
旧
の
魂
を
俗
し
む
る
好
人
等、
愛
を
詩
歌
の
棄
所
と
は

な
し
に
け
る。

と、
鎌
倉
（
江
戸
の
投
影）

「
典
廃
の
韻
を
吊
ひ、
懐
旧
の
魂
を
僻
ま
し
む
る
好
人」
に
と
っ
て、
寛
政

改
革
に
よ
っ
て
往
時
の
活
気
を
失
っ
た
江
戸
の
町
の
姿
で
あ
っ
た。
「
詩
歌

の
棄
所」
と
は
ま
さ
に
天
明
文
学
の
廃
墟
に
ふ
さ
わ
し
い
呼
称
で
あ
る。

よ
か
U

.』

そ
う
で
あ
れ
ば、
文
武
両
道
に
達
す
る
を
悩
す
る
第
二
話
「
横
河
の
小

ひ
じ
り

が
う
ぶ
9

.]
と

聖
悪
霊
を
降
伏
す
る
話」
は、
な
お
さ
ら
の
こ
と、
単
な
る
文
武
奨
励
諒

と
は
受
け
取
り
に
く
い。

主
人
公
鞍
貫
小
弥
太
は
武
芸
の
家
に
生
ま
れ
な
が
ら
「
京
家
の
武
士
に
も

み
や
ひ
＂
か

を
の
こ

劣
ら
ざ
る、

閑
雅
な
壮
土」
で
あ
っ
た。

太
平
日
久
し
く、
栄
耀
の
余
り、
お
の
づ
か
ら
弓
馬
の
道
に
お
こ
た
り、

ひ
た
す
ら

一
向
詠
歌
に
心
を
委
ね・・・・・・
其
身
は
此
庵
に
閉
籠
り、
詞
の
花
の
香
を

い
に
し
へ

よ

ぐ
さ

留
て
は、
深
く
古
の
代
を
し
の
ぴ、
言
の
業
種
に
栞
し
て
は、
猶
も

敷
嶋
の
道
の
ま
だ
見
ぬ
奥
を
な
ん
緑
ね
け
る。

ま
さ
に、
「
雨
月」
に
登
場
す
る
ご
と
き、
典
型
的
に
惰
弱
な
「
読
本
の

主
人
公」
で
あ
っ
た。
異
形
の
者
で
あ
る
愛
人・
歌
と
要
の
綾
瀬
と
の
闘
争

や
さ
し
さ
“
の
こ

の
間
で、
主
人
公
の
小
弥
太
は
全
く
の
軟
弱、
「
優
に
訛
敷
男」
と
し
て
の

み
登
場
し、
「
深
く
も
歌
が
色
に
溺
れ」
る
存
在
と
し
て
の
み
描
か
れ
る。

綾
瀬
の
勇
気
に
よ
っ
て
甦
っ
た
小
弥
太
が、

れ
み
か

h.』
た

「
我
愚
に
し
て
弓
馬
の
道
に
淵
り`

悪
霊
の
為
に
死
し
た
る
を、
祖

上
の
霊
魂
正
統
の
絶
な
ん
事
を
憂
へ
さ
せ
給
ひ、
再
生
せ
し
め
給
へ
る

の

ち

“.』
な
ひ

な
ら
ん」
と、
是
よ
り
以
往
は
行
を
改
め、
文
を
左
に
し
武
を
右
に

し
弥
家
名
を
輝
か
せ
し
と
な
り。

と
の
認
識
に
至
る
結
語
は、
完
全
な
付
け
足
し
と
見
え
る。
そ
し
て、
歌
と
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小
弥
太
の
密
月 、
さ
ら
に
乞
食
の

嘔吐
物
を
食
べ
さ
せ
ら
れ
る
綾
瀬
の
窮
状

を
描
く

節
は 、
ま
さ
に
エ
ロ
チ
シ
ズ
ム
の
極
致
で
あ
っ
た
こ
と
を
付
け
加
え

て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う 。
そ
の
よ
う
に 、
文
武
は 、
滑
稽
と
好
色
と
の

間
に
ば
か
な
く

揺
れ
る
教
条
に
過
ぎ
ず 、
閾
雅
は
単
な
る
言
い
繕
い
に
過
ぎ

な
い 。ま

た 、
こ
の
物
語
の
文
勢
は
明
ら
か
に
第一
話
を
凌
烈
し 、
本
来
の
冒
頭

話
で
あ
っ
た
可
能
性
を
思
わ
せ
る 。
そ
れ
は 、
構
成
上 、
何
ら
か
の
意
図
に

基
づ
き 、
あ
え
て
第一
話
に
「
満
珠」
を
据
え
た
可
能
性
と
い
う
こ
と
で
も

あ
る 。
こ
の
推
定
に
従
う
な
ら
ば 、
「
洸
珠」
は
よ
り
強
く
「
凩
草
紙」
の

も
つ
阻
微
を
象
徴
す
る
作
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う 。

す
い
し
↑
う

こ
と

続
く
第
三
話
「
水
烏
山
人
狸
を
酒
の
友
と
す
る
話
J

で
は 、
飲
酒
逸
楽

を
福
の
因
と
す
る 。
こ
れ
こ
そ
戯
作
者
兼
狂
歌
師
の
中
良
に
と
っ
て
も
宝
暦

か
ら
天
明
時
代
に
現
前
し
た
沿
ぎ
去
り
し
幻
彩
で
あ
っ
た 。
か
く
て
こ
の
作

は 、
酒
と
隠
逸
へ
の
オ
マ
ー
ジ
ュ
と
し
て
在
っ
た 。
狸
と
交
友
を
結
ぴ 、
そ

れ
に
よ
っ
て
合
戦
の
火
の
手
か
ら
逃
れ
る
を
得
た
主
人
公
に 、
中
良
は
十
二

．
分
の
共
感
を
寄
せ
て
い
る 。
そ
の
滑
稽
の
節
は 、
あ
く
ま
で
も
抑
制
の
内
に

あ
る
が 、
「
逸
楽
こ
そ
身
を
守
る」
と
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
は 、
寃
政
阻
年
の
新

版
物
と
し
て
挑
戦
的
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か 。
と
い
う
の
も 、
周
知
の
通

・
り 、
寃
政
二
年
五
月 、
続
い
て
同
年
九
月
に 、
文
述
東
漸
以
後
は
じ
め
て
の

（
つ
ま
り
江
戸
を
主
対
象
と
し
た
初
め
て
の）
出
版
取
締
令
が
発
令
さ
れ
て

お
り 、
「
凩
草
紙」
が
成
梢
し
た
箆
政
三
年
に
は 、
中
良
に
と
っ
て
も
交
わ

り
浅
か
ら
ぬ
山

東京
伝・
甜
屋
砥
三
郎へ
の
甜
烈
な
懲
罰
が
下
さ
れ
た
ば
か

禁
ず
る

り
な
の
で
あ
る 。

(
12}
 

党
政
三
年
五
月
の
禁
令
は
四
条 。
現
代
語
に
摘
訳
す
る
な
ら
ば 、

．
苔
物
類
の
新
版
は
町
奉
行
所
の
許
可
制
と
す
る

ふ早
紙
絵
本
の
類
は 、
：・・・・

「
古
代
之
事
に
よ
そ
へ 、
不
束
成」
も
の
を

禁
ず
る

・
浮
説
を 、
写
本
な
ど
に
し
て 、
「
見
料」
を
取っ
て
貸
し
出
す
こ
と
を

・
作
者
不
明
の
徘
物
の
売
買
を
禁
ず
る

と
い
う
内
容
で
あ
っ
た 。

そ
し
て 、
さ
ら
に
四
ヵ
月
後
に
出
さ
れ
た
九
月
の
禁
令
は 、

•
あ
ら
ゆ
る
出
版
物
に
対
し
て 、
風
俗
を
乱
す
も
の
を
禁
じ
る

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た 。

下
凩
草
紙」
を
そ
の
内
に
含
む
寃
政
四
年
の
新
版
物
と
は 、
こ
れ
ら
の
禁

制
を
受
け
て
出
さ
れ
る
初
め
て
の
新
春
物
と
い
う
こ
と
で
も
あ
っ
た 。
と
り

わ
け 、
究
政
四
年
春
の
新
版
物
が
出
版
ル
ー
ト
に
乗
ろ
う
と
す
る
時
期
に
駄

目
押
し
の
よ
う
に
出
さ
れ
た
「
風
俗
を
乱
す」
出
版
物
の
禁
令
は 、
い
く
ら

俗
掛
の
王
た
る
読
本
に
と
っ
て
も
見
過
ご
し
が
た
い
も
の
で
あ
っ
た
に
述
い

な
い 。先

に
見
た
よ
う
に 、
「
凩
草
紙
j

が
党
政
三
年
十
月
に
成
っ
た
こ
と
か
ら

勘
案
す
れ
ば 、
中
良
は
九
月
の
禁
令へ
の
対
応
を
そ
の
後
の一
ヶ
月
前
後
に

お
い
て
試
み
た
は
ず
で
あ
る 。
さ
ら
に 、
同
年
十
二
月
十
五
日
に
「呻
窃凩

草
紙」
と
し
て
不
時
割
印
を
受
け
る
ま
で
（
行
司
へ
の
箪
秘
提
出
ま
で） 、
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．
微
調
整
が
お
こ
な
わ
れ
た
と
考
え
て
い
い
だ
ろ
う 。
中
良
の
読
本
で
い
え
ば 、

「
泉
親
衡
物
語」
に
見
る
ご
と
き
大
飛
の
入
木
訂
正
の
跡
は
「
凩
草
紙」
に

は
認
め
ら
れ
な
い
た
め 、
対
応
が
な
さ
れ
た
な
ら
ば 、
そ
れ
は
板
刻
以
前
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る 。

た
だ
し 、
そ
の
文
章
に
関
し
て
は 、
「
酒
仙」
を
分
解
し
て
「
水・
烏

（
酉）
・

山・
人」
と
す
る
字
解
に
は
じ
ま
り 、
自
在
な
紐
で
滑
稽
と
考
証

と
を
横
断
し 、
容
易
に
手
の
内
を
読
ま
せ
な
い 。

,
u
9
れ
い
U
し
k
t
"

第
四
話
「
嗚
海
が
亡
盆
女
僕
に
小
袖
を
与
へ
た
る
話」
で
は 、
奥
向
き

の
怪
異
が
滅
亡
の
因
を
成
し
た
戦
国
大
名
今
川
義
元
を
描
く 。
奇
談
と
い
う

こ
と
で
言
え
ば 、
最
も
典
型
的
な
怪
談
の
構
成
を
も
つ
物
語
で
あ
る 。
し
か

し 、
こ
れ
も
ま
た
「
奥」
を
描
い
て
政
治
の
不
手
際
を
際
立
た
せ
る
柄
造
は 、

単
な
る
怪
談
の
趣
向
を
こ
え
た
と
こ
ろ
に
作
者
の
含
意
を
窺
わ
せ
る 。
と
と

も
に
義
元
の
「
他
事
な
き
い
つ
く
し
み」
と一
転
残
忍
な
惨
殺
は 、
第一
話

を
反
復
し
て 、
為
政
者
の
好
色
と
短
慮 、
倣
慢
と
因
果
を
衆
目
に
晒
す 。

さ
づ

こ
と

第
五
話
「
夢
中
の
怪―二
人
疵
を
得
た
る
話」
は 、
商
田
衛
氏
の
所
謂
「
三

(
ll
)
 

人
同
歩」
と
い
う
奇
親
の
形
を
借
り 、
馬
術
の
腕
を
以
て
「
鎌
倉
殿」
〈
こ

こ
で
も
ま
た
頼
朝
の
登
場
で
あ
る）
に
取
り
立
て
ら
れ
た
先
祖
を
も
つ
馬
術

の
逹
人・
都
槃
織
部
が 、
四ク
（
古
代
の
遊
女
の
翌）
に
翻
弄
さ
れ
る
姿
を
描

く 。
と
り
わ
け 、
近
親
相
姦
を
も
暗
示
す
る 、
弟
の
屑
先
に
附
み
つ
く
紐
部

の
要・
文
布
の
姿
は
異
彩
を
放
っ
て
い
る 。

と
こ
ろ
で
こ
れ
も
第
三
話
と
同
様
に
加ぇ
の
考
証
が
展
開
す
る 、
別
の
意
味

で
の
前
期
読
本
の
典
型
で
あ
っ
た 。
上
方
読
本
に
胚
胎
し
た
考
証
は 、
統
＜

江
戸
読
本
中
に
涵
焚
さ
れ 、
江
戸
戯
作
者
た
ち
を
巻
き
込
ん
で 、
文
化
期
以

降
の
「
考
証
の
季
節」
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
と
な
る 。
そ
の
直
要

な
当
事
者
の一
人
が
中
良
な
の
で
も
あ
っ
た 。

そ
し
て 、
第
六
話
「
孝
子
の
魂
塊
弟
と
成
て
父
母
に
福
を
与
へ
た
る

話
」

に
至
っ
て 、
作
者
は
官
僚
の
腐
敗
を
あ
か
ら
さ
ま
に
諷
す
る
に
至
る 。

こ
こ
に
お
い
て 、
既
に
体
制
追
従
の
表
層
に
押
ら
さ
れ
て
来
た
読
者
の
大
部

分
は 、
も
は
や
作
者
の
典
意
を
窺
う
感
党
と
術
を
失
っ
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う 。

そ
の
長
さ
と
い
い
完
成
度
と
い
い 、
ま
た
文
勢
と
い
い 、
第
二
話
と
と
も
に

こ
の
短
縞
奇
談
集
の
白
眉
と
呼
ん
で
構
わ
な
い一
話
で
あ
る 。
原
話
の
蛯
絆

合
せ
を
闘
鶏
に
し
た
こ
と
で
物
語
の
結
構
が一
回
り
大
き
く
な
り 、，
闘
弟
を

論
ず
る
冒
頭
部
も
映
え
て
い
る 。

先
に
掲
げ
た
寃
政
三
年
五
月
の
禁
令 、
そ
の
「
不
束」
と
は 、
何
よ
り
も

現
政
権
へ
の
批
判
や
不
満
を
指
し
て
い
た
で
あ
ろ
う 。
穿
っ
た
見
方
に
な
る

で
あ
ろ
う
が 、
そ
れ
ま
で
も
っ
ば
ら
「
草
紙
絵
本」
を
世
い
て
き
た
中
良
に 、

で
は
読
本
な
ら
ば
ど
う
か
と
い
う
気
持
ち
は
生
じ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か 。

「
古
代
之
事
に
よ
そ
へ 、
不
束
成」
も
の
へ
の
禁
制
を
す
り

抜
け
て
や
ろ
う

と
い
う
思
い
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か 。

こ
の
年 、
ほ
か
な
ら
ぬ
寃
政
改
革
の
実
行
柑
任
者
で
あ
る
松

平定
信
の
白

河
藩
に
抱
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
中
良
の
選
択
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
る
か 、

こ
れ
は
中
良
の

評伝
の
内
に
残
さ
れ
た
大
き
な
問
題
の
ひ
と
つ
と
い
え
る
が 、

そ
れ
が
今
田
洋
三
氏
の
い
わ
れ
る
よ
う
に
「
言
論
統
制」
の
意
味
を
も
っ
た

も
の
で
あ
れ
ば 、
そ
こ
に
は
こ
の
「
凩
草
紙」
の
存
在
も
含
ま
れ
て
い
た
で
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あ
ろ
う
か。
た
だ、
中
良
は
白
河
滞
在
藩
中
の
寛
政
八
年
に
読
本
二
作
目
の

F

月
下
消
談」
を
出
す
の
で
あ
り、
こ
れ
は
以
後
溺
出
し
な
か
っ
た
海
外
惜

報
も、の
と
は
異
な
っ
た
対
応
と
考
え
て
よ
い
か
ら、
そ
の
可
能
性
は
低
い
と

い
え
る
だ
ろ
う
が。

と
も
あ
れ、
こ
こ
に
描
か
れ
る
「
抜
吏」
の

傍若
無
人
と、
そ
れ
に
押
れ

た
民
の
「
賄
賂」
は
救
い
よ
う
も
な
く
陰
湿
で、
こ
れ
ほ
ど
の
官
僚
風
刺
が

寃
政
改
革
下
に
啓
か
れ
公
刊
さ
れ
た
こ
と
に
は、
驚
き
す
ら
覚
え
る。

2
つ

ど

あ
た

ふ
く

・
-
と

絞
く
第
七
話
「
松
木
左
市
父
の
醤
を
腹
す
る
話」
で
描
か
れ
る
の
は、
武

士
の
亀
鑑
と
さ
れ
る
敵
討
で
あ
る。
巻
四
か
ら
巻
五
へ
の
移
り
も
巧
く
処
理

(

lS
)
 

さ
れ、
些
か
異
例
と
い
う
べ
き
神
話
世
界
の
知
識
を
展
開
さ
せ
よ
う
と
の
欲

求
が、
む
し
ろ
こ
の
作
の
モ
チ
ー
フ
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い。
全
九
話
の

そ
れ
ぞ
れ
に、
別
々
の
モ
チ
ー
フ
を
窺
わ
せ
る
の
も、
こ
の
短
編
集
の
特
徴

(
16}
 

で
あ
っ
た。
そ
れ
で
も
な
お
九
話
を
揃
え
よ
う
と
し
た
の
は、
ま
さ
に
序
文

に
言
う
通
り
「
英」
「
紫」
の
後
裔
を
自
認
し
た
か
ら
に
ほ
か
な
る
ま
い。

そ
れ
に
し
て
も、
討
ち
果
た
さ
れ
る
敵
の
寝
所
に
ま
で
「
源
伏
の
女」
を
描

く
と
こ
ろ、
中
良
の
箪
は
撤
底
し
て
い
る。

8
う
が
ん

た
ぶ
ら

こ
と

さ
て、
作
者
中
良
は、
第
八
話
「
久
含
坊
が
仙
術
冨
民
を
証
か
す
話」

で
阻
逸
の
道
士
を
貨
し
て
現
世
致
富
を
咄
う。
こ
れ
は、
分
飛
と
い
い
内
容

と
い
い、
「
凩
草
紙」
中
で
は
第
三
話
と
対
応
す
る
よ
う
な、
あ
る
い
は
芥

川
の
「
仙
人」
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
軽
妙
な一
話
で
あ
っ
た。
中
良
の
節
も、

つ
ら

／＼
思
ひ
け
る
は・・・・・・
仙
人
と
呼
る
れ
ど
も、
身
重
う
し
て、
一

と
ぷ―
}
と

躍
に
二
三
尺
の
外
飛
事
あ
た
は
ず。
高
き
に
登
れ
ば
目
く
る
め
き、
足

の
裂
よ
り
痒
を
生
ず。

ぃ

＄

り

す

こ

9

ぶ

ム

ら
ん

す

の
ご
と
く
滑
稽
に
撒
し、
酒
席
に
「
暗
厄
里
亜
の
破
璃
浅
に、
払
郎
察
の
酒

壺」
を
取
り
出
す
な
ど
自
在
で
あ
る。
中
良
に
お
け
る
「
道
徳」
（「
正
し
き

人
j

の
根
拠）
の
根
幹
が
「
宿
煎
に
駿
ら
ず、
貧
人
を
設
ら
ず」
で
あ
っ

た
こ
と
は、
「
邸
都
言
植
j

な
ど
を
は
じ
め
と
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
文
章
よ
り

窺
え
る
こ
と
で
あ
り、
そ
れ
は
ま
た
彼
自
身
の
人
生
訓
で
も
あ
っ
た。
た
だ、

そ
う
は
言
い
つ
つ、
中
良
が
伐
す
る
の
は
「
見
ぬ
仙
境
の
楽
み」
で
は
な
く

じ
つ
は
ど
こ
ま
で
も
「
酒
筵」
で
あ
り
「
妓」
で
あ
り
「
美
少
年」
で
あ

り、
す
な
わ
ち
「
人
界
の
楽
み」
な
の
で
あ
っ
た。

そ
し
て、
最
終
話
で
あ
る
第
九
話
「
蒲
生
式
部
胞
宮
の
侍
女
を
妾
と
す
る

話」
で
は
「
性
質
虚
弱
に
し
て
文
学
に
の
み
志
を
傾
け」
る
主
人
公
が
和
漢

古
今
の
知
謡
を
極
め、
恋
梢
を
契
機
と
し
て
栄
逹
す
る
姿
を
描
く
の
で
あ
る。

性
格
設
定
が
「
月
下
消
談」

マ士
之
枝」
の
主
人
公
に
繋
が
る
こ
と
は
注
意

さ
れ
る
が、
恋
愛
を
価
値
の
ひ
と
つ、
そ
れ
も
主
要
な
価
値
と
す
る
と
こ
ろ

な
ど、
王
朝
物
語
の
雰
囲
気
を
深
わ
せ
る。
し
か
し、
物
語
の
背
景
は
戦
国

時
代、
そ
し
て
中
良
が
語
っ
て
い
る
の
は、
ほ
か
な
ら
ぬ
当
代
な
の
で
あ
る。

異
世
界
の
女
を
炭
る
な
ど
と、
考
え
よ
う
に
よ
っ
て
は、
こ
れ
ほ
ど
「
風
俗

を
乱
す」
物
語
も
あ
る
ま
い。
そ
れ
も
揖
台
と
な
る
後
陽
成
の
治
世
（
文
禄

年
中）
と
は、
ま
さ
に
徳
川
時
代
前
夜。
皇
室
の
威
信
回
復
に
努
め、
幾
臣

政
権
下
で
は
そ
れ
に
半
ば
成
功
し
た
か
に
見
え
た
後
賜
成
の
「
統
御」
（「
蒲

生
式
部」）
を
無
力
化
し
た
の
が、
徳
川

瑞府
な
の
で
あ
っ
た。

股
臣
治
世
へ
の
祝
言
で
終
わ
る
所
も
「
雨
月
j

を
思
わ
せ
る
の
で
あ
る
が、 i
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言
い
換
え
れ
ば、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
現
体
制
へ
の
隠
微
か
つ

明白
な
批
判

意
誠
の
転
嫁
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い。
い
か
に
物
語
中
と
は
い
え

秀
吉
を
「
豊
臣
殿
下」
「
御
身」
「
秀
吉
公」
と
呼
ぴ、
境
ノ
浦
に
「
恨
め
し

の
源
氏
や」
と
託
つ
平
家
の
亡
盤
を
登
場
さ
せ
る
の
が、
全
く
無
邪
気
な
描

写
と
は
思
い
が
た
い。
中
良
は、
最
後
の
読
本
と
な
る

「泉
親
衡
物
語」
で

．
は

義経
の
蝦
夷
脱
出
伝
説
を
描
き、
徳
川
瑞
府
の
根
拠
と
な
る
源
氏
を
再
ぴ

俎
上
に
乗
せ
る
の
で
あ
る。

以
上、
ま
こ
と
に
駆
け
足
で
内
容
を
綸
じ
た
が、

各話
に
描
か
れ
る
の
は

武
士
の
時
代
で
あ
り、
合
戦
の
場
が
そ
の
過
半
を
占
め
る。
こ
れ
も
ま
た

「
英」
「
繁」
以
来
の
定
形
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
が、
こ
れ
は
明
ら
か
に
中

良
の
批
評

意識
が、
支
配
者
と
し
て
の
（
あ
る
い
は
支
配
者
以
前
の）
武
士

階
級
に
向
い
て
い
る
こ
と
の
現
れ
で
あ
っ
た。
言
い
換
え
れ
ば、
武
士
は
如

何
に
し
て
支
配
者
と
な
っ
た
か、
支
配
者
た
る
筏
格
は
奈
辺
に
存
す
る
か
と

い
う
「
歴
史
的
考
察」
の
た
め
の
実
験
室
が、
す
な
わ
ち
「
凩
草
紙」
（
中

良
に
お
け
る
読
本）
な
の
で
あ
っ
た。

「凩
卒
紙』
全
九
話
の
内
の
七
話
が
『
柳
斎
志
異』
を
粉
本
と
す
る
こ
と

-II)

が
指摘
さ
れ
て
い
る。

こ
の
作
の
典
拠
が

「即
斎
志
異」
で
あ
る
こ
と
は、
四
作
目
の
読
本

「泉

親
柑
物
邑
（
文化
六
年
刊）
の

怨末広
告
に、
「
凩

立紙
逍
楊」
と
の
角
杏

”̀
ぷ
（
み

き
を
も
つ
『
狐
の

裟
」
を
予
告
す
る
こ
と
か
ら
も
知
ら
れ
る。
「
狐
の

裟」
と
は、
「
卿
斎
志
異」
の
巻
頭
「
自
誌」
に
見
え
て
著
名
な
「
怪
異
を

綴
る」
こ
と
の
比
喩
で
あ
っ
た。
す
な
わ
ち
こ
れ
は、
「
凩
草
紙」
が
「
柳

斎
志
異
J

と
の
関
連
を
有
す
る、
中
良
自
身
に
よ
る
レ
ト
リ
カ
ル
な
証
言
で

あ
っ
た。
し
か
し、
「
凩
草
紙」
の
構
成
が、
巻一
（一
話）、
巻
二
（一

話）、
巻
三
（
三
話）、
巻
四
（一
話
半）、
巻
五
（
二
話
半）
と
な
っ
て
い

る
こ
と
は、
類
啓
の
中
で
も
異
例
と
言
っ
て
よ
い。
と
り
わ
け、
一
話
（
第

七
話
「
松

木復
笞」）
が
二
巻
に
亙
る
例
は、
中
良
が
自
叙
に
挙
げ
た

「英」

『
繁」
の
み
な
ら
ず、
い
ず
れ
も
短
編
の
輻
穀
し
た

前期

読本
で
も
珍
し
い

事
例
で
あ
っ
た。

こ
れ
に
つ
い
て
は、
二
つ
の
方
向
で
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う。

ひ
と
つ
は

構成
の
不
備
に
僻
す
る
考
え
方
で
あ
り、
二
つ
は、
構
成
の
不
備

と
思
わ
れ
て
も
な
お
中
良
が
こ
の
顛
序
を
守
り
た
か
っ
た
と
い
う
考
え
方
で

あ
る。
後
者
を
取
る
の
で
あ
れ
ば、
こ
の
構
成
自
体
に
何
ら
か
の
意
図
が
餓

c"-

め
ら
れ
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う。
そ
し
て
私
は、
こ
の
考
え
方
を

取
る。
繰
り
返
す
が、
中
良
は
こ
の
作
を、
そ
の
名
を
挙
げ
た
「
英」
「
繁」

や、
そ
の
名
を
挙
げ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
「
雨
月」
な
ど
に
比
す
べ
き
作
と

自
負
し
て
い
た。
そ
の
自
負
の
内
実
こ
そ、
単な
る
物
語
と
し
て
の
高
度
な

達
成
の
み
な
ら
ず、
隠
蔽
す
ぺ
き
阻
微
の

存在
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
ろ
う。

寃
政
五
年
ま
で
に、

中良
が
「
雨
月」
の
秋
成
作
で
あ
っ
た
事
実
を
知
っ

て
い
た
か
否
か
は
明
ら
か
で
は
な
い。
私は、
彼が
そ
の

事実
を
知
り
得
た

の
は、
寛
政
九
年
度
の
上
方
行
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
て
い
る。
と
い
う

の
も、
中
良
自
鉦
の
ノ
ー
ト
に
見
え
る
「
秋
成
11
『
雨
月」
の

作者」
説は、
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こ
の
上
方
行
の

党世
の
部
分
に
見
え
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い。

も
し
そ
う
で
あ
れ
ば、
「
凩
草
紙
j

の
成
立
時、
「
雨
月
j

の
作
者
を
中
良

は
知
ら
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
が、
し
か
し、
そ
の
こ
と
と、
既
に
彼
が

「
雨
月」
を
読
ん
で
い
た
か
否
か
と
い
う
こ
と
と
は

直結
し
な
い。
む
し
ろ、

そ
れ
が
何
の
脈
絡
も
な
し
に
先
方
か
ら
飛
ぴ
込
ん
で
く
る
情
報
で
あ
っ
た
と

は
思
わ
れ
な
い
以
上、
上
方
行
で
「
雨
月」
の
作
者
を
矧
ろ
う
と
試
み
た
こ

と
が
想
定
で
き、
そ
の
こ
と
は
中
良
に
既
に
「
雨
月」
の
知
識
が
あ
っ
た

(
19}
 

．
（
そ
れ
を
重
要
視
し
た

であろ
う）
こ
と
を
窺
わ
せ
る。

と
こ
ろ
で、
こ
の
作
の
後
代へ
の
影
閣
を
窺
う
な
ら
ば、
先
ず

後期
読
本

を
代
表
す
る
雄
編
「
南
総
里
見
八
犬
伝j

を
挙
げ
る
ぺ
き
で
あ
ろ
う。
例
え

ば
T

八
犬
足
の
発
端
で
あ
る
「
言
の
咎」
の
場
而
は、
『
凩
草
紙
j

第一

話
に
そ
の
先
縦
を
見
得
る
の
で
は
な
い
か。
馬
琴
が
中
良
に
親
炎
し
て
い
た

こ
と
は、
「
近
低
物
之
本
江
戸
作
者
部
類
j

な
ど
に
示
さ
れ
て
い
る
通
り
で

あ
る。
H

椿
説
弓
張
月」
に
中
良
の
「
琉
球
談」
が
利
用
さ
れ
て
い
る
こ
と

(
g}
 

は
よ
く
知
ら
れ
る
が、
こ
れ
は
ま
さ
に
氷
山
の一
角
で
あ
っ
た。
そ
の
馬
琴

の
中
良
へ
の
敬
愛
の
背
景
に
は、
四
方
歌
垣
襄
頻
な
ど
と
の
交
際
も
大
き

か
っ
た
と
思
わ
れ
る。

そ
う
で
あ
れ
ば、
「
凩
草
紙」
と
は、
前
期
（
上
方）
読
本
と
後
期
（
江

戸）
説
本
そ
れ
ぞ
れ
の
最
高
峰
と
呼
ぺ
る
「
雨
月
物
語」
と
「
南
総
里
見
八

犬
伝j

と
を、
具
体
的
に
仲
介
す
る
読
本
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る。

長
く
馬
琴
は
「
雨
月
物
語」
の
作
者
が
上
田
秋
成
で
あ
る
こ
と
を
明
記
し
た

最
初
の
江
戸
人
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
来
た
が、
実
は
そ
の
栄
営
を
担
う
べ
き

五

人
物
は
森
島
中
良
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る。
つ
ま
り、
『
雨
月」

を
介
し
て
も、
秋
成・
中
良・
馬
琴
と
い
う
ラ
イ
ン
が
描
か
れ
る
の
で
あ
る。

中
良
に
せ
よ
馬
琴
に
せ
よ、
「
雨
月
j

の
作
者
を
知
り
得
た
の
は
上
方
で
の

梢
報、
首
い
換
え
れ
ば
「
雨
月
j

の
秋
成
作
を
矧っ
て
い
た
人
々
は
す
で
に

上
方
に
存
し
た
わ
け
で
あ
る
が、
こ
れ
は
典
味
深
い
人
的
述
肉
と
酋
え
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か。

こ
の
よ
う
に、
全
九
話
構
成
を
取
る
「
凩
草
紙」
は、
（
上
方）
読
本
の

権
輿
か
つ
典
型
た
る
「
英」
「
繁」
な
ど
と
同
様
の
性
質
を
も
ち
つ
つ、
そ

の
中
に
後
期
江
戸
読
本へ
の
過
渡
的
な
性
格
を
も
抱
え
た
折
衷
的
（
そ
れ
は

後
代
人
の
目
か
ら
見
て
の
評
言
で
あ
り、
当
時
の
視
座
に
立
て
ば
古
典
的
で

あ
り
な
お
か
つ
先
端
的）
な
統
本
で
あ
っ
た。
た
と
え
ば
考
証
と
美
文、
沿

稽
と
教
訓、
エ
ロ
チ
シ
ズ
ム
と
啓
蒙
な
ど
と
い
っ
た
対
照
的
か
つ
通
底
的、

喜
で
多
彩
な
モ
チ
ー
フ
と
テ
r
マ
と
プ
ロ
ッ
ト
に
滴
ち、
実
に
魁
力
的
な

読
本
と
呼
ぺ
る。

「
凩
草
紙」
が、
『
雨
月
物
語」
に
匹
敵
す
る
ほ
ど
の
作
で
あ
る
と
い
う

評
価
の
如
何
に
拘
わ
ら
ず、
も
と
よ
り
こ
の
作
は、
こ
の
枚
数
で
論
じ
去
り

得
ぺ
く
も
な
い
対
象
と
言
え
る。
今
後、
専
家
に
よ
っ
て
こ
の
作
へ
の
考
究

が
よ
り
深
め
ら
れ
る
こ
と
を
念
じ
つ
つ、
そ
の
呼
ぴ
水
と
も
な
れ
ば
と
敢
え

て
蕪
論
を
草
し
た
次
第
で
あ
る。

体
制
批
判
と
い
う
語
を
副
題
に
用
い
た
が、
そ
れ
が
寛
政
改
革
下
の
体
制
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に
限
る
の
か、
ま
た
別
の
も
の
な
の
か
は、

本
稿
の
範
囲
だ
け
で
は
検
討
で

き
な
か
っ
た。
ま
た、
近
代
的
用
語
を
用
い
る
こ
と
の
当
否
に
つ
い
て
は、

中良
の
意
謡
は
思
想
・
言
論
の
自
由
の
認
め
ら
れ
た
現
代
に
あ
っ
て
も、

須

ら
く
先
鋭
的
に
社
会
の
矛
盾
を
矛
盾
と
し
て
捕
ら
え
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
含

め
て、
こ
う
呼
ん
で
お
き
た
い。

注

1

石
岨
又
造
「唸

罪滋支
那

俗絣文

学史
J

(
弘
文
盆
柑
房）、
徳
田
武
「
「凩
れ
紙j

と

「靭
斎
志異」
J

(「
日
本
近
世
小
説
と
江

戸小
説
j

所
収）、
大
高
洋
司
「
江
戸
故

本
の
展
開」
（
横
山
邦

治編

『読
本
の
世
界J)、
団
田
豆
「『
雨
月

物師」
と
「
凩な

紙」
J

(
石
上
敏
校
訂
「
叢
む
江
戸
文
印

森烏
中
良
集j
月
報）。

2

た
だ、
翌
名
下
の
印

「大
小」
が
何
を
表
し
て
い
る
か
は
不
明。
中
良
の
事
欧
の

内
で
「
大
小」
と
い
え
ば、
明
和
初
年
に
流
行
し
た
大
小
肝
の
会
が
息
い
浮
か
ぶ
が、

こ
こ
に
用
い
る
脈
絡
が
つ
か
め
な
い。
一
方
中
良は
こ
の
党
政
四
年
よ
り
白
河
洛
に

出
仕
し、
そ
の
生
涯
で
初
め
て

「大
小
」

を
勝
に
指
す
こ
と
と
な
っ
た
が、
そ
れ
と

結ぶ
の
も
硝突
で
あ
ろ
う。
も
し
そ
の

時点
で
白
河
藩
出
仕
が
決
定
し
て
い
た
と
い

う
の
で
あ
れ
ば、

「大
小
は
武
士
の
魂」
の
詞
も
あ
る
通
り、
自ら
の
境
遇
の
怠
変

を
自
照
し
た

呼称
と
し
て
あ
り
得
な
い
巡
想
で
は
な
い
が、
寛
政
九
年
の
致

仕以
後

も
こ
の
印
を
用
い
る
半
実
は、
こ
の
連
想
の
妥
当
性を
岩
し
く
低
め
る。
ま
た、
歌

鐸
伎
の
下
座
音
楽
と
し
て
の
「
大小
の
相
方」
や

誓紙
の
柊
わ
り
に
用
い
る
「
大小

の
神
祇」
な
ど、
さ
ら
に
い
く
つ
か
の
巡
想
も
浮
か
ぶ
が、
彼
が
しば
し
ば
無
類
の

徒
と
自
称
す
る

戯作
者
立
紐
に
立
ち
返れ
ば、
「
大小
の
神
祇紐」
も
思
い
浮
か
ぶ。

あ
る
い
は、
先
に
見
た
通り
彼が
世
界第一
の
物
栢
作
者
謹
沢
中
を
意
識
し
て
い
る

こ
と
か
ら
は、
日
本
第一
の
物
耕
作
者
で
あ
る

紫式
部
の
首
「
大
小
の
事
を
閉
て
ず、

何
事
も
御
う
し
ろ
み
と
お
ぽ
せ」
（「
源
氏
物
話
j

賢
木
粉）
が
気
に
掛
か
る。
ま
た

は
最
大
の
刺
論

「花
鏡」
の

「大
小
に
わ
た
る
は、
ひ
ろ
き
能
な
る
ぺ
し」
な
ど
が

意
微
さ
れ
て
い
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
が、
い
ず
れ
も
藉
証
は
な
い。
こ
れ
ら
は

い
ず
れ
も、
中
良
の
説
llf
四
内
に
存
在
す
る
必
携
由
で
あ
っ
た。

3

注
ー
の
大
高・
団
田
各
論
文。

・ん
々う

4

国
会
図
害
館
蔵
「
万

象随
節
j

所
収
「
代
紳
没
抄」。
既
に
中
野
三
敏
氏
「
聡
録

(-
）」
（「
411

誌学
月
枝j
4)
に

指摘
が
あ
る。

5

究

政改
革
の
出
米
に
よ
り、
中
良
が
説
本
に

戯作
軟
節
の
突
破
口
を
見
い
だ
そ
う

と
し
た
こ
と
も

新慨翰
の
導
入
を
後
押
し
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る。
中
良
に

と
っ
て

も寃
政改
革
が
餃
本

執節
の

要因
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
述
い
あ
る
ま
い。

6

注
ー
の
也
田
論
文。

7

拙
労

〒“

象辛森

島中良
の

文事
J

(

翰林
む
房）
第
四
章
第
四
節。

8

「森島中

良集」
解
姐
参
照。

9

注
7
の
拙
若第
二

京第
五
節。

10

頼
朝
へ
の

椰拾
は
師
匠
平
竹
源
内
の
「
そ
し
り
背ヤ」
と
も
共
通
す
る
要
素
で
あ
る。

「そ
し
り
年」
は

近年非

源内
作
に
傾
く
が、

国会
図
書
館

蔵木
（
た
だ
し
写
本）

が
源

内作
を
語
る
中
良
の
識
語
を
伽
え
て
お
り、
作
者
同
定
に
右
の

点も
竹
過
で
き

な
い。

11

戯
作
が、
こ
ぞ
っ
て
江
戸
を
鎌
倉
に
仮
託
する
ffl
例
も、
た
だ
単
な
る
通
例
を
越

え
た

要紫
（

武士
政
権
な
る
も
の
へ
の
立
紐）
を
読
み
取る
ぺ
さ
場
合
が
ある
は
ず

で
あ
る。
中
良
に
関
し
て
は、
別
に
改
革
も
の
黄
表
紙
玖
節
の
可
能
性
を
述
ぺ
た

（
注
7
拙
哨
第
匹
ポ
第三
節）・

12

『師触
術
天
保
集
成」
（
岩
波
由
店）
に
従
う。
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い
し
が
み

さ
と
し

大
阪
商
業
大
学
助

教授）

13

『
江

戸幻想
文
学
誌」
（
平
凡
社）。

14

今
田
洋一＝
『
江
戸
の
本
昼
さ
ん」
（
日

本放

送協
会） 。
中
良
の

定信
に
対
す
る
意

．

紐
は 、
こ
れ
を
記
し
た
も
の
を
見
い
だ
せ
な
い
現
在
の
と
こ
ろ 、

未詐
と
し
て
お
く

以
外
に
な
い
が 、
仕
官
か
ら
五

年後
の
究
政
九
年
の
致
仕
を 、
終
生
を
か
け
て
の
帰

屈
意
緻
を
6
て
な
か
っ
た
証
左
と
と
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う 。

15

中
良
が
そ
の
方
面
に
並
々
な
ら
ぬ
紫
光
を
有
し
て
い
た
こ
と
は 、
天
明
初
年
成
立

へ”U""“�
入

＂
＂

ん

つ
に
ヘ

の
狂
文
「
屁
放
大
神
大
卸
伝」
（
多
く
は

『古事記」
に
掲
る）
を
基
に 、
注
7
の

拙
若
筍
四

章術一
節
に
論
じ
た
通
り
で
あ
る 。

.
16

各
話
の
主
題
等
に
っ

●
て
は 、

「森
島

中良
梨
j

肝
剋
に一
比
し
た 。

17

注
ー
の
徳
田

論文 。

18

そ
の
意
図
に
つ
い
て 、
一
話
ず
つ
の
詳
細
な
検
肘
を
経
つ
つ
改
め
て
論
じ
た
い 。

こ
こ
で
は 、
中
良
が
「
凩
紅
紙」
の
巻
次
（
構
成）
に
ま
で
周
到
な
注
立
を
払
っ
て

い
た
と
類
推
す
る
に
と
ど
め
る 。

19

困
田
氏
が 、
「
雨
月」
と
「
凩
卒
紙」
を
子
紺
に
比
較
さ
れ
た
よ
う
に
（
注
1

論

文） 、
そ
の
こ
と
は
『
凩
草
紙」
の
内
部
徴
証
か
ら
も
補
足
さ
れ
得
る
だ
ろ
う 。

20

「
凩
卒
紙」
を
は
じ
め
と
す
る

中良
の
統
本 、
延
い
て
は
文

事全
欣
の
馬
琴へ
の

．

影
唇
に
つ
い
て
は 、
栢
を
改
め
て
論
じ
た
い 。

〔
付
記〕
本
稿
は 、
大
阪
商
業
大
学
研
究
奨
励
助
成
及
び
文
部
省
科
学
研
究
費
に
よ
る

研
究
成
呆
の一
部
で
あ
る 。

天
使
の
手
帖
（
中
原
中
也
記
念
館）

中
原
中
也
と
ラ
ン
ポ
ー

（
中
原
中
也
記
念
館）

藤
原
家
隆
の
研
究
（
松
井
律
子）

花
と
風
・

陸
国・
罰
の
庭
（
秦
恒
平）

京
営
葉
と
女
文
化・
京
の
わ
る
口
（
ク）

中
世
の
美
術
と
染
学・
上
(

11

)

ク

・
中
（
ク）

11

・
下
（
ク）

死
な
れ
て
・

死
な
せ
て
（
ク）

漱
石
「
心」
の
問
題
ー

「
静」
と
静
か
な
心
と
ー

(

11

)

北
の
時
代
＝
最
上
徳
内・
上
（
ク）

・
中
（
ク）

・
下
（
ク）

ク ク ', ク ク ク ク ，，， ク

湖
の
本

館）

花
石
梱
（
乎
松
万
砂
流）

研
究
衆
晋
ニ
ー

平安
後
期
歌
学
の
研
究
（
和
泉
魯
院）

第
2
回
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
国
文
学
読
演
集
（
国
文
学
研
究
釘
科

句
集

第
三
号
（
山
崎
勝
昭）

王
朝
物
甜
衆

孜|平
安
後
期
を
中
心
と
し
て
1

（
大
原一
輝）

大
要
女
子
大
学
文
学
部
三
十
周
年
記
念
論
集
（
大
要
大
学）

殴

一
四

l

六
一
七

一
四

五

，，， ク

研
究
室
受
贈
図
書
雑
誌
目
録
ー

巣
行
本

（
平
成一
0
年一
月
1

十
二
月）
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