
中
良
の
読
本

吾
王
之
枝』
（
享
和
二
年
一^
八
0
二〉

刊。
以
下
「
玉
之
枝」
と
記

す）
は、

森
島
中
良
が
著
し
た
四
作
の
説
本
の
う
ち、

g蘇
凩
草
紙
J

(

�

政
四
年
〈一
七
九
二〉

刊）、
「
月
下
消
談」
（
同
八
年
〈一
七
九
六〉

刊）

一
注
ー
←

に
次
ぐ
三
番
目
の
作
で
あ
る

初
作、

第
二
作
に
「

醒
生
稗
官
森
謹
子」

を
用
い
た
の
を
承
け、

但
し
「
醒
生
稗
官」
は
略
し
て
戯
号
「
森
羅
子」
が

用
ら
れ
た。
こ
れ
は、

早
く
安
永
八
年
（一
七
七
九）

初
演
の
「
蘇
的
荒
御

魂
新
田
神
徳
j

よ
り
用
い
た
「
森
羅
万
象」
に
基
づ
く
が、
同
時
に
「
水
滸

伝
j

等
の
作
者
に
擬
さ
れ
る
羅
貰
中
（
羅
子）
を
意
識
し
た
こ
の
戯
号
か
ら

は、
自
作
読
本
（
特
に
こ
の
戯
号
を
は
じ
め
て
用
い
た
「
凩
卒
紙」）
に
対

す
る
中
良
の
自
信
の
程
が
斑
え
る。
「
玉
之
枝」
以
後、
中
良
は、
旧
師
平

賀
源
内
の
戯
号
を
襲
っ
た
「
二
代
目
福
内
鬼
外」
の
名
で
読
本
「
泉
親
衡
物

語
j

（
文
化
六
年
一^
八
0
九〉

刊）
を
苦
し、
そ
の
翌
年
十
二
月
に
没
し

て
い
る。
従
っ
て、
「
泉
親
衡
物
語
j

の
巻
末
に
予
告
さ
れ
た
数
作
の
説
本

a
2)

 

は
板
行
さ
れ
ぬ
ま
ま
に
終
わ
り、

結
局、

寛
政
四
年
か
ら
文
化
六
年
ま
で

『
酌
玉
之
枝』

ー
読
本
作
者
と
し
て
の
森
島
中
良'
|

論

C3
3]
 

の
十
四
年
間
に
四
作
と
い
う
の
が、
中
良
の
読
本
の
全
体
数
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が、
奥
医
師
桂
川
家
出
身
の
著
名
な
蘭
学
者
で
あ
る
と
い
う
特
異

な
身
分
も
手
伝
っ
て
か、
あ
る
い
は
他
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
ジ
ャ
ン
ル
に
舘
を

染
め
た
戯
作
者
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
か、
中
良
の

読
本
が
論
じ
ら
れ
て
来
た
頻
度
は
低
く
な
か
っ
た。

先
ず、

水
谷
不
倒
氏
が
「
選
択
古
苔
解
題」
（一
九
二
七
年）、
「
卒
双
紙

と
諫
本
の
研
究』
(-
九
三
四
年）
に、
そ
れ
ぞ
れ
『
月
下
消
談」
『
凩
平

紙」
の
梗
概
を
戟
せ
て、

森
羅
子
に
関
す
る
簡
潔
な
解
説
を
記
さ
れ
た。
読

本
作
者
と
し
て
の
中
良、
ま
た
そ
の
読
本
に
対
す
る
水
谷
氏
の
評
価
は、

「
屈
指
の
翻
訳
家」
「
滑
稽
の
オ、

老
線
の
策」
(m
選
択
古
也
解
選」）
「
他

の
滑
稽
小
説
の
如
く、
穿
ち
ゃ
裸
り
や、
地
ロ
・
洒
落
で
笑
は
せ
る
類
と
は、

お
の
づ
か
ら
別
の
而
白
味
が
あ
る。
当
時
の
小
説
と
し
て
は
新
し
い
も
の」

（「
草
双
紙
と
読
本
の
研
究』）
と、
か
な
り
高
い
も
の
で
あ
っ
た。
こ
れ
が

中
良
の
読
本
へ
の
最
初
の
評
と
い
う
こ
と
に
も
な
る。
一
方、
岩
波
文
庫

「
通
俗
古
今
奇
観」
(-
九
三
二
年）
に
は、

付
録
と
し
て
「
月
下
浙
談」

の
翻
刻
が
収
め
ら
れ、

校
訂
者
宵
木
正
児
氏
の
解
題
が
備
わ
る。
但
し、
原

石

上

敏
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拠
と
の
比
較
を
主
と
し
た
こ
の
解
題
は、
『
月
下
消
談」
に
高
い
評
価
を
与

え
て
は
い
な
い。
ま
た、
島
津
久
基
氏
は、
『
義
経
伝
説
と
文
学j
（一
九
三

五
年）
で
義
経
渡
海
伝
説
の
別
録
と
し
て
も
読
め
る
「
泉
親
衡
物
語j
に
言

及
さ
れ
て
い
る。
更
に、
麻
生
磯
次
氏
若
「
江
戸
文
学
と
支
那
文
学」
（一

九
四
五
年。
後
に
「
江
戸
文
学
と
中
国
文
学j
と
改
姐）
が
「
月
下
清
談j‘

石
妍
又
造
氏
著
「唸
旺
認
支
那
俗
栢
文
学
史」
（一
九
六
七
年）
が
「
玉
之

枝」
の
典
拠
を
論
じ、
横
山
邦
治
氏
は
「
読
本
の
研
究」
(-
九
七
0
年）

で、
「
凩
草
紙j
「
月
下
消
談j
「
玉
之
枝」
に
言
及
さ
れ、
「
玉
之
枝j
が
自

ら
「
よ
み
ほ
ん」
と
称
し
た
最
初
の
説
本
で
あ
る
こ
と
や、
「
凩
草
紙」
の

序
文
が
「
英
草
紙j
「
繁
夜
邑
の
典
拠
を
論
じ
た
意
義
な
ど
を
詳
細
に
論

．
じ
ら
れ
た。
こ
の
よ
う
に、
酋
及
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
忘
れ
去
ら
れ
て
来
た

他
の
多
く
の
読
本
作
者
た
ち
と
比
ぺ
る
な
ら
ば、
中
良
は
恵
ま
れ
た
読
本
作

者
で
あ
っ
た
と
い
う
ぺ
き
だ
ろ
う。
更
に
近
年
に
至
っ
て
は、
徳
田
武
氏
の

提
言
（「「
凩
草
紙j
と
「
懃
斎
志
異」」、
「
近
世
文
芸
研
究
と
評
論」
18、

一
九
八
O·
六。
日
本
寄
誌
学
大
系
「
日
本
近
世
小
説
と
中
国
小
説」
所

収）
に
よ
っ
て
「
凩
荘
紙j
を
中
心
に
中
良
の
説
本
へ
の
評
価
は
窃
ま
り、

そ
の
位
置
付
け
も
ま
た
再
考
を
促
さ
れ
て
い
る。
例
え
ば、
『
月
下
渚
談j

・
「
玉
之
枝」
の
二
作
に
も、
読
本
長
編
化
の
契
機
と
し
て
積
極
的
な
評
価
を

与
え
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
大
高
洋
司
氏
の
論
（
横
山
邦
治
氏
編
「
読
本
の

．
世
界]‘
一
九
八
五
年）
が
堤
出
さ
れ
た。
ま
た、
佐
藤
悟
氏
に
よ
っ
て

「
泉
親
衡
物
語j
の
翻
刻
が
な
さ
れ、
こ
の
作
の
作
品
論
が
端
緒
を
開
か
れ

ょ
う
と
し
て
い
る
（「
実
践
国
文
学j
42、
一
九
九
ニ・
九）。

本
税
で
は、
主
に
「
雨
月
物
語j
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
肝
佃
が
高
ま
り

つ
つ
あ
る
第一
作
「
凩
韮
紙」、
滑
稽
な
読
本
と
し
て
知
ら
れ
読
本
長
編
化

の
先
駆
と
し
て
史
的
価
値
が
高
い
と
さ
れ
る
第
二
作
「
月
下
消
談j、
成
立

論
の
対
象
と
し
て
資
科
価
値
が
高
く
中
良
唯一
の
本
格
長
編
と
呼
ぶ
ぺ
き
第

四
作
「
泉
戟
衡
物
栢]
の
間
に
挟
ま
れ
て、
従
来
の
印
象
か
ら
言
え
ば
最
も

印
象
の
薄
い
「
玉
之
枝j
を
考
察
す
る。
私
見
で
は、
本
作
は
「
凩
草
紙」

と
同
様
に
中
良
を
代
表
す
る

続本、
即
ち
文
武
奨
励
型
体
制
迎
合
的
な
表
層

に
親
れ、
寓
言
の
方
法
を
用
い
て
深
思
で
逆
意
を
表
出
し
た、
方
法
論
的
に

レ
ベ
ル
の
高
い
続
本
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る。
そ
し
て
そ
の
方
法
の
内
実
を

探
る
こ
と
で、
中
良
に
お
け
る
続
本
執
節
の
意
味
を
論
ず
る
こ
と
に
つ
な
が

り
得
る
と
も
考
え
る。
加
え
て、
従
来
最
も
低
い
評
価、
と
い
う
よ
り
作
品

論
の
対
象
に
す
ら
な
ら
な
か
っ
た
「
玉
之
枝j
の
レ
ベ
ル
の
高
さ
を
示
す
こ

と
で、
読
本
作
者
と
し
て
の
中
良
の
評
価
の
底
上
げ
を
図
ろ
う
と
い
う
の
が

本
秘
の
目
的
で
あ
る。

読
本
執
筆
の
契
撓

中
良
が、
そ
れ
ま
で
に
策
を
染
め
た
数
々
の
戯
作
か
ら
読
本
に
転
進
し
た

背
殿
に
は、
い
く
つ
か
の
要
因
が
考
え
ら
れ
る。
こ
の
こ
と
を
考
え
る
上
で

問
題
と
な
る
の
は
第一
作
の
「
凩
卒
紙」
で
あ
る
が、
こ
れ
は
純
粋
に
中
良

自
身
の
内
的
欲
求
に
従
っ
て
也
か
れ
た
と
見
て
ほ
ぽ
間
述
い
な
い。
執
策
の

契
機
が
密
坤
の
依
穎
で
あ
れ
ば、
序

文等
に
お
い
て
そ
の
こ
と
を
匂
わ
す
は

ず
と
思
わ
れ
る
中
良
で
あ
る
が、
「
凩
草
紙j
に
そ
の
よ
う
な
形
跡
は
な
い。

-174 -



そ
し
て、

害
葬
の
依
頼
に
応
じ
た
「
月
下
消
談」
や
「
玉
之
枝」
に
比
し
て、

明
ら
か
に
『
凩
卒
紙」
は
手
が
込
ん
で
い
る。

．

そ
う
で
あ
れ
ば、
自
発
的
に
読
本
執
筆
へ
と
中
良
を
赴
か
し
め
た
要
因
と

し
て、
ま
ず
考
え
る
ぺ
き
は
中
国
小
説
と
の
関
わ
り
で
あ
る。
す
で
に
二
十

代
の
頃
（
安
永
八
年
頃
か。
こ
の
年
と
す
れ
ば
二
十
四
歳）
に
「
剪
灯
新
話

ei
4)
 

句
解
j

を
買
い
込
ん
で
一
読
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
中
良

の
後
半
生
の
文
業
の
主
閤
音
と
言
う
べ
き
中
国
語・
中
国
文
学
へ
の
興
味
が

次
第
に
増
し
て
行
っ
た
の
が
寛
政
期
で
あ
っ
た。
こ
の
領
向
は、

寛
政
四
年

か
ら
九
年
ま
で
と
言
わ
れ
る
白
河
滞
仕
官
の
時
期
を
間
に
お
い
て、

寛
政
末

年
か
ら
卒
和・
文
化
期
と
漸
増
し
て
行
く。
晩
年
の
中
良
が
も
っ
と
も
力
を

注
い
だ
の
が、
中
国
俗
語
語
梨
集
「
俗
託
解』
の
改
編
作
業
で
あ
っ
た
と
い

as)
 

う
こ
と
は
象
徴
的
で
あ
る
。

加
え
る
に、
そ
れ
ま
で
関
わ
っ
て
い
た
洒
落
本
や
黄
表
紙
な
ど
を
寛
政
の

改
革
に
よ
っ
て
実
質
的
に
術
け
な
く
な
っ
た
と
い
う
事
梢
も
あ
っ
た。
こ
れ

-

It
6
)

は
ま
た、

中
良
の
読
本
が
「
反
体
制」
的
で
あ
っ
た
所
以
と
も
思
わ
れ
る

が、
中
良
が
究
政
の
改
革
に
お
い
て
処
罰
の
対
象
と
は
な
ら
な
か
っ
た
読
本

に
進
出
し
た
こ
と
は、
洒
落
本
は一
切
策
を
絶
ち、

黄
表
紙
は
然
り
が
冷
め

て
か
ら
変
名
で、
狂
歌
に
も
ま
た
時
問
を
置
い
て
復
帰
し
た
こ
と
な
ど
と
明

ら
か
に
表
裏一
体
の
関
係
に
あ
っ
た。

そ
し
て
も
う一
っ、
中
良
の
著
述
を
追
っ
て
行
く
と、
丁
度
こ
の
頃
か
ら、

非
文
学
的
な
文
章
す
ら
が
物
廂
化
す
る
場
面
に
屈
々
立
ち
至
る
の
で
あ
る。

そ
の
顕
著
な
例
と
し
て、
中
良
の
OO
学
啓
蒙
随
筆
の
二
作
目
『
万
国
新
話」

と、

続
く
三
作
目
「
琉
球
談」
と
を
学
げ
る
こ
と
が
で
き
る。
共
に
本
来
の

目
的
は
海
外
知
識
の
考
証
的
な
記
述
に
あ
る
は
ず
な
の
だ
が、
例
え
ば
前
者

で
は
全
五
巻
の
内
の
一
巻
を
投
し
て
ー
つ
の
物
語
が
語
ら
れ
る
こ
と
に
な
り、

後
者
で
も
本
文
の
ほ
ぼ
五
分
の
一
を
費
し
て
仇
討
物
語
が
器
ら
れ
て
い
る。

い
ず
れ
も、
も
は
や
中
良
の
興
味
は
所
期
の
目
的
を
逸
脱
し
て
「
物
詣
を
綴

る」
と
い
う一
点
に
収
束
し
て
お
り、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
体
は、
読
本
の
一
部

と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
に
物
栢
化
し
て
い
た。
こ
れ
ら
は、
言
わ
ば
「
翻
案」

の
形
を
と
っ
て
也
か
れ
た
物
語
で
あ
り、
そ
の
意
味
に
お
い
て、
描
出
機
構

は
全
く
読
本
の
そ
れ
で
あ
っ
た
と
言
え
る。

か
く
て
究
政
初
年
の
中
良
は、
「
物
罪」
へ
と
彼
を
赴
か
せ
る
幾
つ
も
の

要
因
に
囲
総
さ
れ
て
い
た。
読
本
初
作
の
「
凩
ヰ
紙」
が
高
い
テ
ン
シ
ョ
ン

の
文
体
を
持
ち
得
た
の
は、
こ
の
よ
う
な
環
境
に
起
因
す
る
彼
の
内
的
欲
求

の
高
ま
り
と
不
可
分
で
は
あ
り
得
ま
い。
曾
て
師
匠
源
内
の
談
義
本
が
本
草
{tl7)
 

学
分
野
で
の
「
替
く」
行
為
を
発
条
に
柑
か
れ
た
の
と
好一
対
を
成
し
て
、

中
良
の
読
本
は、

そ
れ
ま
で
の
戯
作
（
を
「
掛
く」）

行
為
よ
り、
む
し
ろ

閾
学
啓
蒙
咎
を
「
む
く」
行
為
の
内
に
胚
胎
し
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る。

特
殊
な
例
で
は
あ
ろ
う
が、
こ
の
よ
う
な
俯
人
的
「
読
本
前
史」
も
ま
た
あ

り
得
た
の
だ。

と
こ
ろ
で、

中
良
の
読
本
を
考
察
す
る
上
で
彼
が
「
雨
月
物
語」
に
並
々

な
ら
ぬ
関
心
を
抱
い
て
い
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
る
ま
い。
例
え
ば、

現
在

知
ら
れ
る
限
り
「
雨
月」
の
作
者
が
上
田
秋
成
で
あ
る
こ
と
を
最
も
早
い
時

-tl.
）

期
に
明
記
し
た
の
が
中
良
で
あ
っ
た
。
ま
た
「
凩
草
紙」
が
「
雨
月」
を
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意
識
し、
随
所
で
E

雨
月」
を
学
ん
で
い
る
こ
と
は、
繰
り
返
し
述
ぺ
ら
れ

-tl,)

て’
既
に
定
説
化
し
て
い
る
。

但
し
こ
こ
で
は、
そ
の
こ
と
を
確
認
し
て

至
之
枝
j

と
「
雨
月
物
託」
と
の
典
拠
的
関
述
を
述
ぺ
よ
う
と
い
う
わ
け

e士
Io-

で
は
な
い
。
中
良
は
お
そ
ら
く
「
雨
月」
の
も
つ
誼
層
構
造

�
代
の

栢
に
言
う
哀
酋
性

ーー
を
見、
自
身
の
統
本
を
そ
の
よ
う
な
瓜
思
構
造
の
内

に
密
＜
礎
と
し
た。
言
い
換
え
れ
ば、
中
良
に
お
け
る
説
本
と
は、
本
来
的

に
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ッ
ク
な
文
体
に
よ
っ
て
世
か
れ
る
ぺ
き
テ
ク
ス
ト
で
あ
っ
た。

か
の
荀
風
の
言
を
も
じ
っ
て
い
う
な
ら
ば、
そ
れ
ま
で
黄
表
紙・
洒
洛
本・

見
立
絵
本
等
に
組
を
染
め
て
い
た
中
良
に
と
っ
て、．
既
本
を
書
く
こ
と
は、

「
上
田
秋
成
の
な
し
た
程
度
に
そ
の
知
性
を
引
き
上
げ
る
に
し
く
は
な
い]

と
考
え
た、
そ
の
発
露
だ
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か、
と
い
う
こ
と
で
あ
る。

あ
る
い
は、
「
雨
月
j

よ
り
ifl
っ
て、
中
良
が
自
ら
読
本
の
輿
与
と
す
る

『住＂）

「
英
草
紙」
「
繁
夜
話
j

を
意
識
し
て
い
た
こ
と
も
ま
た
間
違
い
な
い
。
周

知
の
通
り
「
凩
卒
紙」
序
文
で
「
英」
「
繁」
の
典
拠
を
論
じ
た
中
良
は、

そ
れ
だ
け
二
布
を
説
み
こ
な
し
て
い
た
は
ず
で
あ
り、
「
凩
草
紙」
と
い
う

外
題
は、
「
英
草
紙
j

に
連
な
る
と
の
表
明
に
外
な
ら
な
い
だ
ろ
う。

「
玉
之
枝」

の
成
立

「
王
之
枝」
の
奥
付
刊
記
は
「
享
和
二
年
壬
戌
春
Jo

r
割
印
帳」
に
拠
れ

ば
享
和
元
年
(-
八
0
I

)

＋一
月
四
日
に
不
時
割
印
を
受
け
て
お
り、
享

和
二
年
の
新
邪
売
り
出
し
は
間
述
い
な
い。
板
元
売
り
出
し
は
前
川
六
左
術

門。
前
川
が^
止
回
か
ら
執
箪
依
頻
ま
で
の
一
切
を
行
っ
た
こ
と
は
森
羅
子
の

「
叙」
に
述
ぺ
ら
れ
た
通
り
で、

奥
付
に
「
祖
雄」
と
し
て
列
記
さ
れ
た
他

の
五
料
を
リ
ー
ド
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る'

そ
れ
ま
で
四
十
作
近
く
の
公
刊
本
の
あ
る
中
良
が、
前
川
六
左
衛
門
か
ら

板
本
を
出
し
た
の
は

ヲ士
之
枝
j

が
初
め
て
で
あ
り、
説
本
の
場
合、
そ
れ

ま
で
の
二
作
の
板
元
は
上
総
屋
理
兵
衛
で
あ
っ
た。
前
川
の
依
頼
が
前
二
作

を
意
説
し、
そ
れ
ら
に
劣
ら
ぬ
も
の
を
と
の
要
請
で
あ
っ
た
こ
と
も
「
叙」

に
見
え
る。

前
作
の
『
月
下
消
談
j

の
場
合、
中
良
は
入
洛
行
の
準
俯
の
只
中
に
あ
っ

て
忙
し
く、
「
序」
に
よ
れ
ば
倣
か
二
昼
夜
で
脱
稿
し
た
の
に
対
し
て、
「
玉

之
枝」
は、
そ
の
「
叙」
に、
術
邸
の
依
頼
を
受
け
て
「
其
夜
よ
り
案
を
起

し。
燈
の
下
に
節
を
と
り
戯
に
掛
つ
ゞ
く
れ
ば。
日
あ
ら
ず一
回
の
小
説
と

は
な
り
ぬ」
と
見
え
る
よ
う
に、・
前
作
よ
り
は
余
裕
を
も
っ
て
の
執
節
で

あ
っ
た。
し
か
し
そ
れ
で
も
「
8
あ
ら
ず」
の
脱
税
と
い
う。．
『
玉
之
枝
j

に
関
し
て、
現
在
の
所
「
泉
親
衡
物
語」
の
よ
う
な
草
租
は
中
良
遺
文
の
中

に
見
い
だ
せ
ず、
構
想
の
菊
芽
が
い
つ
兆
し
た
か
は
不
明
で
あ
る
が、

中
良

の
箪
力
に
照
ら
し
て、
執
箪
期
閥
は
一
週
間
前
後
を
想
定
す
れ
ば
よ
い
だ
ろ

う
か。
こ
の
頃
中
良
は、・
寛
政
十
年
成
『
類
緊
紅
毛
語
訳
j

と
十
二
年
刊

「
桂
林
没
録」
以
来、

板
行
を
意
図
し
た
著
述
に
携
わ
っ
た
形
跡
は
な
い。

ま
た
既
に
寛
政
九
年
中
に
白
河
藩
を
致
仕
し
て
お
り、
本
来
の
生
業
で
あ
る

医
業
に
携
わ
り
な
が
ら
悠
々
自
適
の
生
活
に
在
っ
た
と
思
わ
れ
る。
加
え
る

に、

暫
く
喝
り
を
潜
め
て
い
た
通
人
的
行
状
も
再
ぴ
見
受
け
ら
れ
る
に
至
る。

例
え
ば
「
酒
井
仲
遺
稿
抄」
に
は、
「
享
和
元
年
築
地
の
竹
杖
□
口
と
木
挽
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丁
の
戯
場
に
お
も
む
き
岩
井
粂
三
か
迫
成
寺
始
て
の
所
作
を
見
物
し
て
後
茶

屋
へ
ま
ね
き
て
一
首
を
乞
け
る
時」
「
築
地
の
万
象
本
は
年
こ
ろ
因
み
深
く

．
．
 晩
年
は
戯
作
さ
れ
歌
の
道
は
す
て
ら
れ
け
る
に
二
代
目
風
来
山
人
に
戯
れ
名

に
あ
ら
た
め
給
ひ
し
と
き
い
さ
、
か
こ
と
ほ
き
ま
い
ら
す
る
と
て」
な
ど
と

tg
g
 

記
さ
れ
て
い
る

「
晩
年
は
戯
作
ざ
れ
歌
の
道
は
す
て
ら
れ
け
る」
と
は、

中
良
が
寛
政
の
改
革
以
降
戯
作・
狂
歌
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し

て
い
る
が、
風
来
山
人
襲
名
は、
右
の
よ
う
な
遊
協
的
気
分
の
中
か
ら
生
じ

．

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る。
究
政
の
改
革
が
頓
挫
を
来
し、
そ
の
推
進
者
で

あ
っ
た
松
平
定
信
の
膝
元
を
去
っ
た
寛
政
末
年
以
降
の
中
良
は、
こ
の
頃
再

ぴ
天
明
期
の
自
由
人
的
な
相
貌
を
見
せ
始
め
て
い
た。
「
月
下
清
談」
の
二

昼
夜
な
ど
と
い
う
速
箪
で
は
な
く、
執
筆
に
や
や
日
数
を
掛
け
る
こ
と
が
出

来
た
の
も、
こ
の
よ
う
な
境
遇
と
無
関
係
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る。

さ
て、
前
作
よ
り
四
年
ぶ
り
で
書
か
れ
た
「
玉
之
枝」
の
特
色
の
第一
は、

「
月
下
清
談j
の
特
色
が
滑
稽
本
的
性
格
の
色
浚
さ
に
あ
っ
た
の
に
対
し
て、

洒
落
本
的
性
格
の
色
溢
さ
に
あ
る
と
言
え
る。
中
で
も
巻
三
「
神
崎
の
廓」

の
遊
郭
描
写
や
遊
里
の
内
証・
遊
女
観
な
ど
は、
洒
落
本
作
者
と
し
て
名
を

成
し
た
中
良
な
ら
で
は
の
妙
味
と
迫
真
性
を
呈
し、
遊
女
の
年
期
に
関
す
る

霞
屋
と
の
駆
け
引
き
の
機
微
な
ど、
洒
落
本
の
ス
ベ
ー
ス
と
様
式
で
は
限
界

の
あ
る
内
容
を
た
っ
ぶ
り
と
密
き
込
ん
で
読
み
応
え
が
あ
る。
ジ
ャ
ン
ル
が

何
で
あ
れ、
そ
の
戯
作
に
お
い
て
常
に
新
味
を
求
め
て
止
ま
な
か
っ
た、
言

い
換
え
れ
ば
旧
守
を
野
暮
と
し
て
嫌
っ
た
中
良
は、
「
玉
之
枝」
に
お
い
て

も、
こ
の
方
面、
即
ち
仮
に
呼
ん
で
洒
落
本
風
読
本
の
成
立
に
新
横
軸
を
打

マ
玉
之
枝
j

は、

聖
武
天
皇
神
亀
元
年
（
七
二
四）
五
月、
行
基
が
総
身

癒
病
み
の
乞
住
に
出
会
い
介
抱
す
る
と
い
う、
聖
徳
太
子
片
岡
山
伝
説
に
基

づ
い
た
薬
師
如
来
に
よ
る
「
試
し」
の
テ
ー
マ
か
ら
初
発
す
る。
乞
食
の
哀

願
す
る
侭
に
浚
血
を
啜
る
行
基
の
脹
前
に
示
現
し
た
如
来
が、
近
辺
に
沸
き

出
る
温
泉
の
在
処
を
行
甚
に
教
え、
さ
ら
に
人
麻
呂
以
下
の
古
歌
四
首
を
述

ね
て
温
泉
の
効
能
を
説
く。

と、
そ
れ
が
温
泉
宿
に
逗
留
す
る
主
人
公
に
語
る
按
摩
法
師
の
伽
噺
で

あ
っ
た
と
場
面
は
突
如
転
換
し、
物
語
の
現
在
時
が
温
泉
宿
の一
室
に
出
現

す
る。
日
頭
か
ら
三
丁
余
り。
そ
れ
ま
で
の
行
基
の
行
状一
件
が
按
庶
の

「
話
り」
で
あ
っ
た
と
分
か
っ
た
瞬
間、
説
者
は
軽
い
朕
沼
感
と
と
も
に
物

四

ち
出
す
つ
も
り
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る。
但
し、
こ
の
頃
に
は
す
で
に
人
情
本

et
13)
 

の
先
舵
的
な
洒
落
本
も
出
現
し
て
お
り
、

銃
者
は、
読
本
に
殊
更
そ
の
よ

う
な
要
素
を
望
ま
な
か
っ
た
如
く
で
あ
る。
右
の
よ
う
な
特
色
を
も
っ
「
玉

之
枝」
に
後
税
作
は
現
れ
な
か
っ
た
し、
中
良
自
身
も
二
度
と
こ
の
よ
う
な

作
風
を
継
ぐ
読
本
を
柑
い
て
い
な
い。

福
内
鬼
外
こ
と
平
賀
源
内
の
下
で
浄
瑠
璃
作
者
と
し
て
出
発
し
た
中
良
ら

し
く、
文
体
に
屈
々
浄
瑠
璃
岡
の
混
じ
る
の
が
源
内
同
様
中
良
の
長
編
戯
作

の
特
徴
と
い
え
る
が、
特
に
時
代
世
話
と
呼
ぶ
ぺ
き
巻
三
に
は
浄
瑠
璃
関
が

労
し
い。
文
体
の
み
な
ら
ず、
一
巻
侮
の
場
面
転
換
や
ド
ン
デ
ン
返
し
の
呼

吸
は、
か
つ
て
挑
わ
っ
た
浄
瑠
璃
の
作
法
か
ら
来
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る。

「
玉
之
枝
j

の
構
造
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語
空
間
の
現
在
時
に
同
化
し
て
い
る
と
い
う
仕
掛
け
の
妙
は、
「
玉
之
枝
j

の
典
拠
と
し
て
指
摘
さ
れ
る
「
七
松
園
弄
仮
成
真」
（『
照
世
盃
j

巻一
）
は

も
と
よ
り、
類
世
に
も
例
を
見
出
し
難
い
作
者
の
工
夫
と
言
え
よ
う。
そ
し

て
そ
の
按
庶
の
「
語
り」
は、
中
良
の
国
学
方
面
へ
の

素菱
の
深
さ
を
反
映

し
た、
餃
本
特
有
の
街
学
的
酋
説
で
あ
る
と
同
時
に、
本
編
の
テ
ー
マ
で
も

あ
る
「
試
し」
の
プ
ロ
ッ
ト
を
予
め
提
示
し
て、

予
酋
的
な
劇
中
劇
の
役
割

を
も
果
た
し
て
い
た。
作
中
に
再
ぴ
登
場
し
な
い
按
咲
法
師
に
よ
っ
て
語
ら

れ
た、

神
浬
空
間
と
し
て
の
「
布
馬
の
湯」
は、
物
語
に
萩
け
て
配
さ
れ
た

四
つ
の
歌
に
よ
っ
て
「
雅」
と
い
う
人
事
へ、
さ
ら
に
「
俗」
へ
と
回
収
さ

れ
て、
「
型」
な
る
空
間
を
背
僚
と
し
て
織
り
成
さ
れ
る
「
雅」
と
「
俗」

と
の
対
立
の
モ
ノ
ガ
タ
リ
で
あ
る
本
編
の
物
語
空
間
を
緑
取
っ
て
い
る。

神
な
ら
ぬ
人
の
世
界
を
箕
台
と
し
て
描
か
れ
る
「
試
し」
の
物
語。
そ
れ

も、
試
す
者
は
商
人
と
い
う
最
も
「
俗」
な
る
人
種
で
あ
り、
試
さ
れ
る
者

が
武
士、
そ
れ
も
和
淡
の
典
藉
に
服
を
晒
し
た
こ
の
上
も
な
く
「
雅」
な
る

人
物
で
あ
る
と
い
う
構
図。
そ
の
両
者
の
間
に
立
つ
の
が、
最
も
「
俗」
な

る
が
ゆ
え
に
「
迫」、
そ
し
て
「
聖」
な
る
が
ゆ
え
に
「
俗」
な
る
遊
女、

身
体
論
的
に
甘
え
ば
そ
れ
ら
両
義
の
い
ず
れ
を
も
「
雅
J

の
装
束
に
可
変
数

化
し
た、
つ
い
に
両
義
に
よ
っ
て
の
み
定
位
さ
れ
得
る
「
遊・
女
j

で
あ
る。

そ
の
こ
と
の
意
味
を
際
立
た
せ
る
「
神
崎」
と
い
う
「
場」、
そ
し
て
冒
頭

．
の
仕
掛
け
に
よ
っ
て
「
古
代」
を
包
摂
し
た
平
安
盛
期
の
摂
関
時
代
と
い
う

「
時」。
作
者
の
用
意、
こ
こ
に
極
ま
れ
り
の
感
が
あ
る。

そ
し
て、
こ
の
よ
う
な
観
念
的
図
式
を
相
対
化
し
て
い
る
の
が、
商
人
の

「
試
し」
の
行
為
を
武
士
の
両
親
が
容
認
（
む
し
ろ
委
嘱）
し
て
い
る
と
い

う
外
枠
で
あ
り、
色
に
迷
っ
て
両
親
へ
の
孝
を
疎
ん
じ
た
武
士
が
乞
食
に
身

を
落
と
す．（
冒
頭
話
に
対
し
て、
試
さ
れ
る
者
と
し
て
の
乞
食
と
い
う
反

転）

と
い
う
設
定
で
あ
る。
乞
食
即
ち
如
来
の
化
身
と
い
う
冒
頭
の
「
師

り」
の
構
図
は、
最
も
「
賤」
な
る
も
の
が、
「
試
し」
の
テ
ー
マ
の
中
で

は
最
も
「
型」
な
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
シ
ェ
ー
マ
に
よ
っ
て
右
の
設
定
を

更
に
外
側
で
支
え
る
大
枠
で
あ
る。
そ
し
て
こ
の
物
語
で
は、
最
終
的
に
雅

俗、

更
に
は
聖
賤
を
超
越
す
る
モ
メ
ン
ト
は、
こ
れ
も
ま
た
冒
頭
の
「
謡

り」
が
定
準
し
た
よ
う
に
「
武」
な
の
で
は
な
く
「
文」
な
の
で
あ
る。
こ

こ
に
こ
そ、
「
文
人」
中
良
が
こ
の
物
語
に
込
め
た
倣
大
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が

存
し
た
は
ず
で
あ
る。

物
語
の
表
陪
と
は
別
に、

梢
説
者
の
た
め
の
深
府
（
そ
れ
は
ま
ず
第一
に、

作
者
自
身
と
い
う
籾
説
者
の
た
め
の
深
陪
で
あ
っ
た）
を
用
意
す
る。
そ
し

て
そ
の
深
府
を、
序
文
（「
叙」）
で
話
り
つ
つ
限
蔽
し
て
み
せ
る
（
閲
蔽
し

つ
つ
語
っ
て
み
せ
る）。
ま
ず、
そ
の
意
味
に
お
い
て
こ
の
作
は、
中
良
が

自
ら
言
う
『
英
草
紙]
『
繁
夜
話
j、

あ
る
い
は
酋
わ
な
か
っ
た
「
雨
月
物

栢
j

と
い
う
窃
度
に
構
造
化
さ
れ
た
前
期
読
本
の
末
店
に
位
屈
づ
け
ら
れ
る

ペ
き
読
本
で
あ
っ
た。

簡
潔
に
整
理
し
て
お
こ
う。
作
者
は
物
語
の
表
層
で、

零
落
し
た
武
士
に

「
紫
町
人
の
性
根」
を
口
を
極
め
て
罵
倒
さ
せ、
武
士
の
（
先
験
的
な）

高

潔
を
声
高
に
揚
言
さ
せ
て
い
る。
し
か
し、
実
は
武
士
は、
町
人
の
信
義
に

よ
っ
て
助
け
ら
れ、
生
か
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る。
そ
の
よ
う
な
武
士
の
在
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り
方
を
描
く
作
者
の
視
線
は、
用
意
周
到
に
武
士
（
的
な
る
も
の）
を
持
ち

．

上
げ
な
が
ら、
冷
徹
に
そ
の
武
士
的
な
る
も
の
を
刺
し
貫
い
て
い
る。
そ
れ

．
は
む
し
ろ、

彼
の
テ
キ
ス
ト
が
召
喚
す
る
読
者
の
冷
撤
な
視
線
を
糾
合
す
る

た
め
に、
わ
ざ
わ
ざ
用
意
さ
れ
た
構
図
で
あ
る
と
見
え
る。
し
か
し
ま
た、

主
人
公
直
行
の
「
武
士
的
な
る
も
の」
と
は、

彼
の
半
面、
む
し
ろ
マ
イ

ナ
ー
な
半
面
に
す
ぎ
な
か
っ
た。
従
っ
て
作
者
の
箪・
（
読
者
の
視
線）
は、

決
し
て
こ
の
「
瓜
行」
（
お
そ
ら
く
三
普
消
行
の
而
影
が
照
射
さ
れ
て
い
る）

．

と
名
付
け
ら
れ
た
物
栢
内
実
存
の
総
体
を、
決
定
的
に
刺
し
貫
き
は
し
な
い。

最
終
的
に
浮
上
す
る、
「
文
人
性」
と
い
う
皿
行
の
も
うー
つ
の
半
面
が、

彼
を
救
済
す
る
の
で
あ
る。
言
い
換
え
れ
ば、
「
文
人
性」
に
よ
る
「
武
人

性」
の
超
克
が、
そ
の
よ
う
に
用
意
さ
れ
た。

こ
の
よ
う
な
主
人
公
が
中
良
の
読
本
に
現
れ
た
の
は、
・「
凩
草
紙」
の
第

九
話
（
最
終
話）
「
蒲
生
式
部
竜
宮
の
侍
女
を
要
と
せ
し
話」
の
茄
生
式
部

安
郷
が
最
初
で
あ
る。
そ
の
名
か
ら
解
る
通
り
蒲
生
氏
郷
の
子
孫
で
あ
り
な

が
ら、
「
性
質
虚
弱
に
し
て
文
学
に
の
み
志
を
栢
け」
る
安
郎
（
次
男
と
い

う
設
定
に
は、
明
ら
か
に
中
良
自
身
が
投
影
さ
れ
て
い
る）
に
対
し、
父
親

は
「
お
の
れ
は
墓
々
敷
弓
取
に
は
成
得
ま
じ。
梱
者
に
な
り
と
も。
歌
読
に

な
り
と
も
成
べ
し」
と、

安
邪
を
何
某
の
御
随
人
に
さ
せ、

安
郎
は
「
蛍
雪

の
窓
の
下
に
切
磋
琢
磨
の
功
を
和。
学
は
和
漢
を
兼。
オ
は
古
今
を
究
め
け

り。」
と
話
は
進
む
の
で
あ
る。
そ
し
て
そ
の
学
跳・
文
オ
に
よ
っ
て
安
郷

は
窮
地
を
脱
し、
の
み
な
ら
ず
竜
王
に
侍
女
を
賜
っ
て
要
と
し
宝
物
を
得
て

富
貨
を
子
孫
に
伝
え
る
と
い
う
形
で、
こ
の
最
終
話
は
表
向
き
型
通
り
の
祝

言
物
と
し
て
「
凩
草
紙
』

の
末
尾
に
置
か
れ
て
い
る。

ま
た、
「
月
下
泊
談』
の
石
上
織
部・
吾
彦
求
馬、
「
王
之
枝
j

の
門
部
皿

行•
平
群
大
弥
太
に
は、
そ
れ
ぞ
れ
似
通
っ
た
所
が
あ
る。
美
男
で
秀
オ
で

は
あ
る
が、
生
其
面
目
で
磁
通
が
き
か
ず
生
活
力
に
欠
け
る
織
部・
重
行
と、

醜
貌
の
た
め
に
女
性
に
受
け
入
れ
ら
れ
ず、
悪
オ
に
長
け
て、
主
人
公
の
世

雌
れ
た
性
質
を
良
い
こ
と
に
一
方
は
詐
欺
の
手
先
と
し、
一
方
は
罠
を
構
え

て
陥
れ
よ
う
と
す
る。
求
馬
が
織
部
の
庇
護
者
（
但
し
そ
の
学
オ
を
利
用
し

よ
う
と
し
た
か
な
り
功
利
的
な）
で
あ
る
の
に
対
し、
大
弥
太
の
方
は
直
行

へ
の
悪
意
に
滴
ち
た
加
害
者
に
終
始
す
る
が、
と
も
に
そ
の
行
動
の
根
に
は、

容
貌
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
が
想
定
さ
れ
て
い
る。
身
代
わ
り
の
結
婚
式
か
ら、

暴
風
雨
に
妨
げ
ら
れ
て
大
幅
に
遅
れ
て
帰
宅
し
た
織
部
へ
の
求
鳥
の
暴
行
は、

菰
行
へ
恋
文
を
送
っ
た
深
嘗
を
打
掲
す
る
こ
と
で
意
識
の
上
で
は
fUl
接
的
に

韮
行
に
暴
行
を
加
え
る
大
弥
太
の
姿
へ
と
重
な
る。
大
弥
太
は
以
前
に
も
重

行
を
嘲
弄
せ
ん
が
た
め
に
大
掛
か
り
な
芝
居
を
打
ち、
自
ら
は
身
を
屈
し
て

配
下
の
者
共
に
手
を
出
さ
せ
た
の
で
あ
る
が、
そ
れ
ゆ
え
に
む
し
ろ
瓜
行
へ

の
暴
行
の
快
感
に
身
を
委
ね
て
も
い
た。
無
論
こ
れ
ら
は、

貨
種
流
離
謁
の

面
影
を
曳
い
て
い
る
こ
れ
ら
の
物
甜
の
構
造
上、
必
然
的
に
招
き
寄
せ
ら
れ

た
プ
ロ
ッ
ト
で
あ
る
と
も
言
え
よ
う
が、
「
試
し」
の
モ
チ
ー
フ
と
し
て
繰

り
返
し
変
奏
さ
れ
る
こ
と
で
「
王
之
枝」
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
ヘ
と
流
れ

至
っ
て
も
い
る。
そ
れ
ら
（「
凩
草
紙』

第
九
話、
「
月
下
消
談」、
「
玉
之

枝」）
の
結
末
が、

美
人
の
要
を
迎
え
て
の
栄
達
と
い
う
点
で
一
致
す
る
こ

と
も、
こ
れ
ら
の
構
想
の
近
似、
あ
る
い
は
中
良
に
お
け
る
「
読
本
な
る
も
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五

「
玉
之
枝
j、

今
後
の
課
題

さ
て、
按
庶
法
師
の
伽
噺
に
無
即
を
慰
め
て
い
る
の
は、
「
大
和
の
国
の

住
人。
門
部
太
郎
重
行
と
い
ふ
浪
士」
で
あ
る。
武
勇
を
以
て
鳴
っ
た
門
部

府
生
以
来
代
々
の
武
官
で
あ
っ
た
が、
父
の
煎
宗
の
代
に
至
っ
て
多
病
の
為

に
官
を
辞
し、
「
枇
夫
村
維
を
友
と
し
て」
日
を
送
る。
つ
ま
り
瓜
行
に
は

「
武」
に
よ
る
御
家
再
典
の
期
待
が一
身
に
か
か
る
と
い
う
設
定
で
あ
る。

し
か
し
肝
心
の
直
行
に
は
「
弓
を
繋
ぐ
力
も
な
く。
所
詮
弓
矢
の
家
を
起
す

べ
き
器」
で
は
な
い。
も
し、
こ
こ
で
親
が
弛
い
て
武
官
に
進
ま
せ
よ
う
と

す
る
か、
逆
に
頭
か
ら
見
捨
て
た
の
で
あ
れ
ば、
物
藷
は

Em
月
j

の
不
条

理
劇
を
な
ぞ
る
形
で
展
開
し
た
の
で
あ
ろ
う。
し
か
し、
こ
の
物
語
は
別
の

展
閲
を
と
る。
「
武
を
捨
て
文
を
学
ば
し
め、
門
部
の
家
名
を
立
さ
せ
な
ば、

鼻
祖
の
霊
魂
も
泉
下
に
眉
を
開
き
玉
は
ん」
と
束
大
寺
の
俯
暁
疵
に
入
門
さ

せ
て
内
外
の
経
典
を、
春
日
大
社
の
神
官
中
臣
勝
利
に
従
わ
せ
て
本
朝
の
柑

箱
を
大
い
に
学
ば
せ、
瓜
行
は
二
十一
歳
に
し
て
出
藍
の
誉
れ
を
得
る、
と。

こ
の
こ
と
を
可
能
に
し
た
の
が、
「
時
の
帝
専
ら
文
学
を
好
ま
せ
給
ひ」

と
ら

と
い
う
時
代
背
景
で
あ
り、
「
唐
土
の
及
第
に
効
ひ。
文
道
に
達
し
た
数
人

を
挙
用
J

い
る
と
い
う
制
度
で
あ
っ
た。
作
者
自
ら
そ
の
序
文
で、

し
と
よ
n

u
し

＊・
一

此
話
元
来
仮
を
弄
し
て
真
と
な
る
よ
り
培
を
発
せ
り。
仮
は
虚
に
し
て

無
な
り。
真
は
実
に
し
て
有
也。
さ
れ
ば
夢
中
に
有
を
生
じ
た
る
作
り

物
語
な
れ
ば。
吾

朝
廷
に
間
も
及
ば
ぬ。
及
第
の
事
な
ん
ど。
左
も

の」
の
原
質
を
示
し
て
い
る
だ
ろ
う。

有
げ
に
掛
た
る
を
心
あ
る
人
の
見
玉
は
、
。
片
腹
術
く
思
さ
ん
も。

＊
ヽ
て

わ
9

と
ヽ
が
•

ー・

E

面
に
汗
す
る
平
な
れ
ど。
善
を
勧
め
悪
を
懲
し。
朋
友
の
信
を
全
う

す
る
の
条
に
至
り
て
は。
猥
褻
の
小
肌
を
見
る
に
は。
勝
る
こ
と
も
あ

ぺ
い
な
れ。

（一
部
字
体
を
改
め、
板
り
仮
名
を
省
略
し
た）

と、
些
か
腔
の
引
け
た
そ
ぶ
り
を
見
せ
る
設
定
で
あ
る
が、
こ
れ
は
「
武

勇」
で
は
な
く
「
文
雅」
を
超
越
的
価
佑
と
し
て
椛
き
出
そ
う
と
い
う
『
玉

-
ll
"-

之
枝」
に
と
っ
て
欠
か
せ
な
い
設
定
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が、
須
行
は
来
春
の
「
憬」
に
応
じ
よ
う
と
い
う
あ
る
夏
の
初
め

よ
り
衰
弱
す
る。
驚
い
た
両
親
が
医
療
を
加
え
さ
せ
て
も
験
な
く、
恋
の
病

か
と
早
合
点
し
て、
「
商
人
な
れ
ど
も、
侠
気
あ」
る
旧
知
の
榛
原
宗
吾
に

相
談
す
る。
し
か
し
単
な
る
身
労
と
分
か
り、
「
山
消
く
水
秀
た
る、
閑
壊

の
地
に
遊
び、
浩
然
の
気
を
蓑
は
ば
、、
全
快
す
ぺ
く
思
ゆ」
と
い
う
煎
行

の
気
持
ち
を
汲
み、
「
雅
人
の
賞
す
る
土
地
な
れ
ば、
彼
地
の
名
所
を
終
ね

温
泉
に
も
浴
し
給
は
、ゞ
お
の
づ
と
気
血
も
岡
ふ
ぺ
し」
と、
有
馬
温
泉
へ

赴
か
せ
る。
暫
く
の
療
蓑
で
回
復
を
得、
両
親
へ
の
手
紙
を
小
者
銀
六
に
託

し
た
の
ち、
独
居
の
寂
し
さ
を
按
庶
の
噺
に
紛
ら
せ
て
い
る
所
ヘ

ーー，
と、

再
ぴ
物
語
内
の
時
間
は
現
在
時
に
瓜
な
る
の
で
あ
る。
型
武
治
世
以
来
の
歴

史
（
物
栢）
を、
先
祖
門
部
生
府
以
来
の
胚
史
（
物
栢）
が
追
い
か
け、
そ

れ
ら
物
語
を
め
ぐ
る
二
つ
の
時
間
は、
「
有
馬
温
泉」
と
い
う
「
雅
人
の
賞

す
る
土
地」
で
現
在
時
へ
と
重
な
る。

落
陳
し
た
武
士
の
病
弱
な一
人
息
子
に
過
ぎ
な
い
主
人
公
孤
行
は、
こ
の

よ
う
に
用
意
さ
れ
構
造
化
さ
れ
た
物
話
空
間
の
中
で、
一
気
に
「
雅
人」
の
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風
貌
と
性
格
を
身
に
ま
と
う。
そ
の
と
き
こ
の
説
本
の
文
体
は、
雅
文
小
説

と
も
呼
ぶ
ぺ
き
も
の
で
あ
っ
た。

雅
と
俗、
都
と
邸、
支
配
と
従
屈、
本
音
と
建
前、
官
と
野、
正
業
と
副

業、
真
面
目
と
戯
れ、
仕
事
と
遊
ぴ・・・・・・
さ
ま
ざ
ま
な
「
表」
と
「
蕊」
と

を
渡
渉
し
続
け
た
森
島
中
良一
流
の
両
義
的
物
語・
反
語
的
小
説
は、
こ
の

ょ
う
に
構
造
化
さ
れ
て
い
た。
い
や、
本
来
的
に
物
語
が
両
義
を
内
蔵
し、

小
説
が
反
語
を
包
摂
す
る
も
の
で
あ
れ
ば、
彼
は
す
ぐ
れ
て
選
ば
れ
た
物
語

り
の
カ
タ
リ
手
で
あ
っ
た。

巻
四
「
言
漿
戦
ひ」
で
は、
武
士
と
町
人
と
の
論
争
を
世
き
込
み、
武
士

の
高
慢．
嫌
ら
し
さ
が
強
調
さ
れ
る。
「
文」
至
上
主
義
は、
「

凩
ヰ
紙」
よ

り
更
に
一
貰
し、
さ
ま
ざ
ま
な
仕
掛
け
を
備
え
て
の
議
論
は
圧
巻、
前
作

「

月
下
清
談」
に
お
い
て
省
略
し
た
と
い
う
「
義
論」
（「
後
叙」）
が
宙
き

込
ま
れ
た
わ
け
で、
中
良
が
も
っ
と
も
力
を
い
れ
た
部
分
で
あ
っ
た
こ
と
が

明
瞭
で
あ
る。
そ
し
て、
巻
五
は
や
や
作
り
過
ぎ
の
感
も
あ
る
が、
波
状
的

に
押
し
寄
せ
る
困
難
と、
典
拠
を
か
な
り
複
雑
化
し
た
ど
ん
で
ん
返
し
の
大

屯15←

団
円
を
用
意
し
て、
読
者
を
最
後
ま
で
飽
き
さ
せ
な
し

た
だ
し
「
凩
草
紙」
の一
話
で、
官
僚
シ
ス
テ
ム
そ
の
も
の
を
郷
楡
し
た

よ
う
な
生
々
し
さ
は
「

玉
之
枝
j

に
は
な
い。
そ
れ
は、
「

凩
草
紙
j

の
刊

さ
れ
た
寛
政
四
年
（一
七
九
二）
と、
「

玉
之
枝
j

の
刊
さ
れ
た
享
和
二
年

（一
八
0
二）
と
い
う
時
代
背
祭
が
与
か
っ
て
然
ら
し
め
た
も
の
と
思
わ
れ

る。
失
速・
頓
挫
し
て
み
れ
ば、
放
恣
な
世
相
よ
り、
中
良
に
と
っ
て
む
し

ろ
定
信
の
姿
勢
に
共
感
で
き
る
面
は
多
か
っ
た
は
ず
で
あ
り、
そ
の
よ
う
な

心
境
は、
例
え
ば
教
訓
本
「

邸
都
言
種J
(
寛
政
八
年
刊）
の
執
節
と
い
う

事
実
に
象
徴
的
に
現
れ
て
い
る。

い
ず
れ
に
せ
よ、
短
編
で
あ
る
典
拠
を
長
編
化
し
得
た
紐
力
と、
逆
に
そ

の
こ
と
に
よ
る
無
理
と
が、
交
々
こ
の
作
の
構
成
的
な
些
か
の
不
安
定
さ
を

定
め
る
こ
と
と
な
っ
た。
h

凩
草
紙」
に
比
べ
て
受
け
る
緩
慢
な
印
象
は、

先
に
見
た
受
動
的
な
執
節
契
機
も
さ
る
こ
と
な
が
ら、
構
造
上
の
問
題
と
い

う
点
も
ま
た
無
視
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
だ
ろ
う。

ま
た
こ
の
作
は、
中
良
の
読
本
の
中
で
も、
敢
も
国
学
的
酋
説
の
顕
苦
な

も
の
で
あ
る。
深
笞
を
垣
問
見
す
る
煎
行
に
与
三
が
偽
手
紙
を
渡
す
辺
り
の

趣
が
『
源
氏
物
語」
空
蝉
巻
に
拠
る
こ
と
は
作
中
で
種
明
か
し
さ
れ
る
が、

そ
の
他
「

伊
勢
物
語
j

「
大
和
物
語
j

等
の
古
物
語、
「
万
紫
集
j

以
下
の
古

歌、
「

古
事
記
j

を
始
め
と
す
る
神
話
か
ら、
「

枕
ヰ
子」
「

徒
然
卒
j

に
至

る
ま
で、
縦
横
無
尽
に
古
典
が
引
用
さ
れ
る。
こ
の
よ
う
な
性
格
も
ま
た、

先
に
触
れ
た
雅
文
小
説
的
な
文
体
と
不
可
分
に
関
わ
る
も
の
で
あ
ろ
う。

以
上、
簡
単
に
「

玉
之
枝
j

に
対
す
る
私
の
「
読
み」
を
示
し
た。
「
玉

之
枝
j

は、
立
身
出
世
小
説・
教
登
小
説
と
の
み
読
ま
れ
る
ぺ
き
も
の
で
は

な
い
こ
と、
ま
た
典
拠
と
さ
れ
る
消
の
白
話
小
説
「
照
批
盃」
巻ー
「
七
松

図
弄
仮
成
真」
を
単
に
な
ぞ
っ
た
だ
け
で
は
な
く、
用
意
周
到
な
構
想
と
緊

密
な
構
成
の
内
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
っ
た。
典
拠
と
の
比
較
に
お
い
て
も、

本
作
の
「
読
み」
に
新
た
な
視
座
を
得
る
こ
と
が
出
来
る
と
思
わ
れ
る
が、

こ
の
点
に
関
し
て
触
れ
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た。

尚、
中
良
の
読
本
第一
作
「
凩
草
紙
j

は、
叢
掛
江
戸
文
郎
「

森
島
中
良
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戯

芭

に
収
め
る
予
定
で
あ
る。

そ
の
結
果、

中
良
の
餃
本
の
内
で
未
翻
刻
の

も
の
は
「
玉
之
枝j

の
み
と
い
う
こ
と
に
な
る。

本
稿
で
は
紙
ば
の
都
合
上、

E")

「
玉
之

芭

の
内
容
を
十
分
に
示
せ
な
か
っ
た
が、

本
文
の
翻
刻
と
共
に

 

改
め
て
本
作
を
論
じ
る
横
会
を
持
て
れ
ば
と
考
え
る
も
の
で
あ
る。

注

1

徳
田
武
氏
に
よ
る
梗
概
が
「
日

本古
典
文

学大
辞
輿」
に
戟
る。

2

「
博
多
の
白
波j
全
六
冊、

「狐
の
邑
全
五
冊、

「金
の
aj
全
五
罰、
m
B
多

良
牟
抄
j

初
編
全
三
丹
の
四
作
が
「
福
内
鬼

外巧」
と
し
て
予
告
さ
れ
て
い
る。
い

ず
れ
も
卒
租
等
は
行
凡
に
入
ら
な
い。

3

た
だ
し
水
谷

不倒
氏
「
草
双
紙
と
説
本
の
研
究」
（
後
掲）
は、

中
良
の
既
本
の

五
作
目
に
「
5
紐
権
仔
紙」

を
挫
げ
る
（
刊
年
は
「
不
明」
と
す
る）。

笠
見
の
限

り

哀存
せ
ず、
お
そ
ら
く
寛
政
元
年

板伏

見屈
璧ハ
の
戯
作
目
錢に
見
え
る
予
告
に

従
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が、

水
谷
氏
解
説
文
に
「
h
凩
卒
紙j

や
「
樟
罰
紙」
は

短
編
集
で
あ
る
が」

と
述
ぺ
ら
れ
て
お
り、

現
存
の
可
能
性
を
拾
て
ら
れ
な
い。

4

竺
田
武
氏

コ
凩

五紙」
と
「
卿
菜
志
異」」
（
前
掲）

な
ど
に
よ
る。
も
っ
と
も

曖年
の
江
憤
で

中良
は、

当
時
は
なに
一
っ
理
鮒
で
さ
て
い
な
か
っ
た
と
口
嗅
し
て

い
る
（

弓
象
随
eJ

の
内
「

伯忘雑抄」）。
＇

5

拍
石
「
森

島中良

唸年
の
文
事」
（
F
洋
文
化」
71、
一
九
九
三
・
九）

参
照。

6

鍼込
そ
の
内
実
は
近
代
的
な
そ
れ
と
は
異
な
る
が、

常
に
「
体
糾」

を
相
対
化
す

る
視
点
を
持
ち
校
け
た
と
い
う
態
味
で、
こ
の
よ
う
に
呼
ん
で
お
きた
い。

7

揺
桜

「万
象
亭
が
源
内
か
ら
受
け
継
い
だ
も
の」
(
EE
大
OO

文U
杞」

16、
一
九

八
八
・
三）

参
照。

8

既
に
中
野
三
紋
氏
「
赳
録
(-
)」
（「
佐
誌
学
月
殺」

4、
一

九
八
0
•
六）

に

指摘
が
あ
る。

9

注
4
の
徳
田
氏
論
文、

前
掲
大
窃
氏
共
そ、

国
田
豊
氏
研
究
発
表
(-
九
九一
年

皮
8

本近
枇

文学会秋
手
大
会、
「
凩
卒
紙」
と
「
酎
月
物
栢」）

な
ど。

10

し
か
し、

マ士
之
枝」
に
も

口E
月
物
栢
j

の
影
響
は
及
ん
で
お
り、
「
叙」

末
尾

が

日E
月」

を
慈
諏
し
て
い
る
の
を
は
じ
め、
納
み
貨
え
た
深
哲
と
の

滋迅
の

場而

に
「
菊
花
の
約」
が
嗜
い
て
い
る
な
ど
の
点
を
指
損
tll
来
る。

11

注
5J
で
中
野
氏
が
紹
介
さ
れ
た
「

代紳

没抄」
(
F“
象
紐
箪
j
)

の
一
節
に
し
て

も、
二
爪
日
前
に
は
都
双
脳
設
の
記
事
が
凡
え、

「和
月」
の
記
事
も
こ
こ
か
ら
の

述
想
で
由
か
れ
た
か
と
も
思
わ
れ
る。

12

相

凡香
涌
刊
糾

文楼叢刊
茄
八、
一
九
三
九
年。

8
本
英
術
協
会
紺
告
a

号。
店

＊
元
氏
の
釘
教
示
に
よ
る。

13

仮
鷺
卒
の
中
本
型
の
洒
布
本
が
出
出
さ
れ
て
い
た
峙
期
に
当
た
る。

中
本
裂
の
戯

作、

特
に
中
本
型
餃
本
が
人
情
本
の
出
現・
展
開
に
関
与
し
た
こ
と
は
中
村
幸
彦
氏

「
人
情
本
と
中
本
型
餃
本」
（
「近
世
小
説
史
の
研
究」
一
九
六
一
年、
「
芳
作
集
j

坑
五
巻
所
収）

参
照。

14

ま
た、
こ
の
序
文
は、

典拠
が
「
（
七
松
園）

弄
仮
成
其」
（

百世
盃
』）
で
ある

こ
と
を
自
ず
か
ら
物
訊
っ
て
い
る。
そ
こ
か
ら
虚
尖
a

を
導
さ、

勤

懲n
に
呪
げ
た

わ
けで
あ
る。

尚、

中
且
の
位

尖論
に
関
し
て
は、

注
7
の
拙
桜
参
照。

15

こ
の
な
の
み
ITl

字法
に
乱
れ
が
多
く
生
じ
る
の
は、

板刻
に
閲
わ
る
経
紐
を
垣
lln

凡
せ
る。

お
そ
ら
く、

少
な
い
詩
叫
的
余
裕
の
中、

を一
か
ら
出
来
次
5
に
ほ
に
上

せ
て
い
っ
た
桔

呆生
じ
た
も
の
と
思
わ
れ
る。
2
た、
こ
の
こ
と
は、

全
体
を
辿
じ

て
は
刻
が
多い
こ
と
と
も
閲
わ
る
だ
ろ
う。

16

日
本

研匹

第
八
輯
に

コ如
5
玉
之
枝
j

月」
と
し
て
掲
誡
の

忍

（
い
しが
み
さ
と
し
／
祈
兄
女
子
短
期
大
学
閉
節）
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