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万

象

亭

の

戯

作

園

田

豊

一

森
島
中
良
1

そ
の
本
名
よ
り
も
天
竺
老
人
、
万
象
亭
、
竹
杖
為
軽
等
の
戯

号
が
耳
に
親
し
い
。
馬
琴
の

「近
世
物
之
本
江
戸
作
者
部
類
巻
之

一

○
赤
本

作
者
部
」
に

森
羅
万
象

桂
川
甫
周
法
眼
の
舎
弟
森
島
中
良
の
戯
号
也

と
あ
る
。
生
家
は
代
々
幕
府
の
奥
医
師
を
勤
め
た
桂
川
家
。
三
代
法
眼
甫
三
国

訓
の
第
二
子
と
し
て
生
を
う
け
た
の
は
宝
暦
四
年
の
こ
と
で
あ
る
。

「同

洒

落
本
井
中
本
作
者
部
」
に
は

萬
象
亭
森
嶋
氏
は
蘭
学
戯
作
と
も
に
風
来
山
人

の
弟
子
也

と
あ
る
。
蘭
学
方
面
で
中
良
が
源
内
か
ら
学
ん
だ
も
の
は
明
確
に
し
得
な
い

が
、
戯
作

に
つ
い
て
は

第

窯

笙

・
は
な
さ
き
男
の
た
め
に
灘

婁

蟷
潜
い
三

藷

餅

詣

黛
。
其
文
は
淀
の
川
厩
に
水
縛
ゆ
廻
る
が
如
し
。
書
林
は
銭
を
積
上
て

階
子
屍
の
尊
き
を
知
る
。
此
屍
の
臭
味
を
忘
兼
て
又
と
も
よ
が
事
を
著
せ
よ

一
称
築
地
善
好
初
ハ
臭
草
紙
に

万
象
亭
と
著
せ
し
も
多
か
り

平
賀

源
内

ワ
ガ

イ
サ
ウ
ラ
ウ
注
②

と
我
門
人
清
澹
浪
を
責
む
。

東
都

福
内
鬼
外

戯

同

門
人

森
羅
万
象

浪
花

一
二

天
作

作

(
「力
婦
傳
」
践

安
永
五
年
)

(
「
荒

御

霊

新

田
神

徳

」

安

永

八

年

)

よ

せ
ん
し
ふ
う
ら
い
さ
ん
じ
ん

そ
の
か
み
く
も

か
け
は
し

ふ
み
は
つ
し

て
ん
じ
く
ら
う
に
ん

予
が
先
師

風

来

山

人
、
宿

昔

青
雲

の

梯

を

踏

失

て

天

竺

浪

人

と
成
り
し
よ
り

(
「
風
来
六
部

集
序
」
安
永
九
年
)

な
ど
自
ら
門
人
を
称

し
て
い
る
。
中
良
と
源
内

の
交

遊
が
い

つ
よ
り
始
ま

っ
た

か
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
明
和
二
年

(中
良
十
二
歳
)

に
父
甫
三
が
源
内

の

「
火
涜
布
略
説
」
の
序
を
書
き
な
ど
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
父
親
を
通
じ
、
中
良

の
幼
年
期
よ
り
こ
人

の
間

に
何

ら
か

の
親
交
が
あ

っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

そ
の
源
内

の
影
響
あ

っ
て
、
生

来
筆
ま
め

で
あ

っ
た
中
良
が

二
男
坊
で
あ
る
こ

と

の
気
楽
さ
も
手
伝

っ
て
い
つ
し
か
戯
作

の
筆
を
と
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
初

作

は
前
掲

の
、
安
永

五
年
、
源
内

の

「
放
屍
論
」

に
倣
い
、

こ
の
年
五
月
楽
屋

新
道

で
興
業

さ
れ
た

と
も
よ
と

い
う
力
婦

の
伝
を
談

義

風

に

綴

っ
た

「
力
婦

一182一



傳
」
で
あ
る
。
中
良

二
十
三
歳

の
作

で
あ
る
が
、

そ
の
践

に

彼
は
屍
の
可
笑
物
を
と
ら

へ
て
天
下

の
才
子

に
握
ら
せ
是
は
力
業

の
可
笑
か

ら
ぬ
も
の
を
以
て
井

の
内

の
蛙

に
物

真
似
せ

よ
と
は
厩
ひ
り
儒
者

に
も
あ
ら

ば

こ
そ
俳

の
力

も
な
い
者

に
さ
り
と
は
く

と
あ
る
様

に
、
既

に
題
材

の
醸
し
出

す
お
か

し
み
に
於

て
劣
り
、

文

体

に

も

「
憤
激
と
自
棄
な

い
ま
ぜ
の
文
章
」
と
評
さ
れ
た

「
平
賀

ぷ
り
」

の
様

な
強
烈
な

だ

個

性
が
希
薄

で
あ
る
。
内
容

に
於

て
も
世

の
怠
僻
放
修

の
輩

に
対

す
る
批
判
ら

し
き
も

の
が
少
し
は
感
じ
ら
れ

る
も

の
の
、
そ
れ
よ
り
も
孝
女
と
も
よ
に
対
す

る
情
的
共
感
が
多
く
伺
わ
れ
る
作
品

で
あ

る
。
師
源
内

と
同
様

の
題
材
を
用

い

な
が
ら
、

そ
こ
に
源
内

の
如

き
悪
罵

に
も
似
た
世
相

批
判
が
な

い
の
は
、
中
良

の
育
ち

の
良
さ
、
戯
作
観

の
相
違

に
も
よ

る
も

の
か
。

そ
れ

に
つ
い
て
は
後
述

す
る
こ
と
と
し

て
、

こ
こ
で
は
ま
ず
、
中
良

の
初
期

の
戯
作
活
動
を
追

っ
て
み

る
こ
と
に
す

る
。
そ
れ
よ
り
二
年
後

の
安
永

七
年
、
源
内

の
浄
瑠
璃

「
霊
験
宮

戸

川
」

の

噌
部

「
若
宮
御
所
之
段
」
を
書
き
、
翌
安
永
八
年

に
は
、

「荒
御
霊

新

田
神

徳
」
を
源
内
、

二

一
天
作

と
合
作
、
続

い
て

「
麗
山
比
翼
塚
」
を
源
平

藤
橘

の
名

で
、
海

一
沫

ら
と
合
作
し
た
。

こ
ら
れ
の
執
筆

に
つ
い
て
は

「
蜀
山

人
判
取
帳
」

に
よ

っ
て

「
新

田
神
徳
」
は

「
鎌
倉
御
所

の
段
」

「矢

口
神
前

の

段
」
が
、

「
比
翼
塚
」
で
は

「中
之
巻

三
場
」

と

「
大
島
村
之
段

初
」
が

中
良

の
筆
と
知
れ
る
。

こ
の
年
も
暮

に
近
づ
い
た
師
走
十
八

日
、
ま
さ
に
駆
け

る
が
如
く
師
源
内
は
殺
傷
事
件
を
起

こ
し
た
挙
句

に
牢
死
す
る
。

翌

安

永

九

年
、
追
悼

の
意
も
あ

っ
て
か
太
平
館
主
が
出

版
し
た

「
風
来
六
部

集
」

に
中
良

は
序
を
書
き
、
そ

の
末
尾
に
、

げ
か
い
の
い
ん
し
て
ん
ぢ
く
ろ
う
じ
ん
た
の
み

ふ
で

干
時
安
永
九
年
五
月

十
八
日

下
界

隠

士

天

竺

老

人

頼

も
せ

ぬ
に
筆

を
採

る

と
記

し
た
。
源
内

の
忌
日
と
同
じ
十
八
日
、
天
上

の
人
と
な

っ
た
源
内

に
対
し

て

「
下
界
隠
士
」
、

「
天
竺
浪
人
」

に
あ

や
か
り
、
又
、
間

も
な
く
自
分
も
天

上
界

の
人

間
に
な
る
と

の
意
を
も
含

ん
だ

「
天
竺
老
人
」
。
年

に

似

合

わ

ぬ

「竹

杖
為

軽
」
の
狂
名
も
恐
ら
く

こ
れ
と
発
想
を
同
じ
く
す
る
も

の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
同
年
出
版

さ
れ
た
源
内

の
遺
作

「
金

の
な
る
木
」

に
も

「
下
界
隠
士

天

竺

老
人
」

の
名
で
序
を
、

「
門
人

無
名

子
」
の
名

で
践
を
書

い
た
。
か
く
し

て
中
良

は
源
内
門
人

の
触
れ

込
み
で
戯
作

界

に
登
場
し

て
い
き
、
そ

の
本

格
的

な
戯
作
活
動

は
源
内

の
死
後
、
天
明
元
年

に
洒
落
本
、
黄
表
紙

の
初
作

を
書

い

て
後

に
始
ま

る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
辺
り

の
動
向

は
天
明
期
に
黄
表
紙
、
洒
落
本

を
代
表

と
す

る
戯
作
が
最
盛
期
を
迎
え
る
、
戯
作

界

一
般

の
そ
れ
と
軌
を

一
に

し
て
い
る
。
以
下

に
天
明
元
年

よ
り
八
年

ま
で
の
中
良

の
洒
落
本

、
黄
表

紙
、

見
立
絵
本
を
略
記
し
て
み
よ
う
。
寛
政

以
後
出
版
さ
れ
る
再

版
を

も

含

め

た

三
、
四
作
を
除
け
ば
、
中
良

の
こ
の
種

の
著
作

は
こ
の
時
期

に
ほ
ぼ
出

尽
く
し

た
と
い

っ
て
よ
い
。

〈
記
述
中
、
⑭
は
洒
落
本
、
⑭
は
黄
表
紙
、
㊥

は
見
立
絵
本
を
示
す
。
〉

○

天
明
元
年

し
ん
め
い
だ
い

真
女
意
題

脚
醐
さ
う
ハ
虎
の
巻

○

天
明
二
年

当
世
導
通
記

太
平
楽
巻
物

ぬ
け
が
ら

蛇
蜆
青
大
通

○

天

明
三
年

見
立
仮
讐

尽

○

天

明
四
年

け
さ
く
の
は
じ
ま
り

万
象
亭

戯

作

濫

膓

◎
小
一

㊨
袋
入

⑭
横
小

一

⑭

小

一

㊨

小

一

㊥

半
三

◎
中
二
巻
二
冊

天
竺
老
人
作

万
象
作

政
演
画

天
竺
老
人
作

天
竺
老
人
作

天
竺
老
人
作

竹
杖
為
軽
作

万
象
亭
作

政
美
画
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夫

従
以
来
記

う
そ
鉱
い
ま
こ
と
の
い
つ
か
ん

嘘

無

誠

一

巻

※

「
さ
う

ハ
虎

の
巻
」

二
日
酔
屈
輝

○

天

明
五
年

軒
瀦
撒
。晦
鯉
.機
糎
勘
彫

新
義
経
細
見
蝦
夷

大
通
ど
ら
の
巻

一

※

「蛇
娩
青
大
通
」
の
改
訂
本

○

天
明
六
年

阿
房
者
寝
待

大
笑
止
毫
の
鐘
入

覇

景
清
塔
の
瞑

七
福
神
伊
達
船
遊

四
天
王
棘
鬼
噺

粕
綾

も
・
ん
じ
い

す
ご

ろ
く

福
神
粋
話
録

○

天
明
七
年

そ
に
で
も
こ
こ
で
も

色
男

其

処

此

処

翻

御
年
玉

田
舎
芝
居

○

天
明
八
年

⑭
中
三
巻
三
冊

⑭
中
二
巻
二
冊

の
改
題
再
摺
本
。

⑭
小
輔

竹
杖
す
か
る
作

歌
麿
画

竹
杖
為
軽
作

政
演
画

⑭
袋
入
中
三
巻

一
冊

⑭
袋
入
中

一
巻

一
冊

⑭
小

⑭
袋
入
中

一
巻

一
冊

⑭
中
二
巻

二
冊

⑭
中
二
巻

二
冊

⑭
中
三
巻
三
冊

⑭
中

一
巻

一
冊

⑳
中

一
巻

一
冊

㊨
小

一

⑭
中
三
巻
三
冊

⑭
中
三
巻
三
冊

⑭
小
一

万
象
亭
作

竹
杖
為
軽
等
作

政
美
等
画

万
象
作

天
竺
老
人
門
人
作

竹
杖
す
か
る
作

竹
杖
為
軽
作

万
象
亭
作

万
象
亭
作

万
ぞ
う
作

万
そ
う
作

天
竺
老
人
作

豊
国
画

政
演
画

政
演
画

政
美
画

政
美
画

政
美
画

万
象
亭
作

清
長
画

万
象
作

柳
郊
画

万
象
亭
作

※
こ
の
年
戯
作
な
し
。

こ
れ

に
よ

っ
て
天
明
期

に
お
け
る
中
良

の
戯
作
活
動

の
大
略
は

知

れ

よ

う

が
、
彼
自
身
、
安

永
末
か
ら
天

明
初
年
頃

の
様
子
を
黄
表
紙

に
仕
立

て
て
も

い

る
。
天

明
四
年

の

「
万
象
亭
戯

作

濫

膓
」

が
そ
れ
ドで
あ

る
。
無

論
、
大
人

の

漫
画
、
黄
表
紙

の
こ
と
で
あ

る
か
ら
、
全
く

の
虚
構
、
誇
張

の
あ
る
こ
と
と
覚

悟
し
て
か
か
ら
ね
ば
な
ら
な
い
が
、

そ
れ
ら
を
割

り
引
い
て
考
え
て
も
、
本
書

は
当
時

の
中
良

の
実
生
活

の

一
端
を
垣
間
見

さ
せ

て
く
れ
る
様

で
興
味
深

い
。

以
下
、

そ
れ

に
つ
い
て
少
し
述

べ
て
み
た
い
。
本
書

の
あ
ら
筋
は
既

に
水
谷
不

倒

「草

双
紙
と
読
本

の
研
究
」
及
び
森
銑
三
氏

「
黄
表
紙
解
題
」

に
載

る
所
な

の
で
出
来

う
る
か
ぎ
り
再

述
を
避
け
、
論

に
必
要

な
部
分

の
み
引
用
す

る
に
と

ど
め
た
い
。

妥

に
神

田
の
八
丁
ぽ
り
に
す
む
風
来
山
入

が
門
人

に
天
竺
老
人
と

い
ふ
し
や

う
ば

い
し
ら
ず

の
の
ろ
け
も

の
有
し
が
生

れ
付

て
筆
ま
め

に
て
た

へ
ず
く
だ

ら
ぬ
む
だ
書
を
な
し
け
る
ゆ

へ
近
所

で
作
者

と
あ
だ

名
せ
し
を
ま

こ
と

の
事

と
心
得
て
さ
か
い
丁
と
よ
竹

ち
く
こ

の
芝
居

よ
り
新
上
る
り
を
頼
れ

こ
ゝ
ぞ

名

の
上

ど
こ
ろ
と
ひ
ず
を
よ

っ
て
の
か
ん
が

へ
し
よ
せ
ん
あ
た
ら
し

い
と
思

っ
て
す
じ
を

た
て
て
も
や
き
直
し
だ

の
ぬ
す
み
し
ゆ

こ
う
だ

の
と
ふ
だ
を
付

ら
れ
る
か
ら

一
番
ぐ

つ
と
め
づ
ら
し
く
大
序
か
ら
大
ぎ
り
迄
た

っ
た

一
ま
く

で
し
ま
う
新
上

る
り
を
作

り
け
る

(
一
丁
表
)

傍
頭
よ
り
風
来
山
人
、
天
竺
老
人

の
名

が
登
場
す

る
。
即
ち

こ
の
黄
表
紙

の
主

人
公

は
作
者
自
身

で
あ
る

こ
と
が
中
良
を
知

る
読
者

に
語
ら
れ
る
の
で
あ

る
。

天
竺
老
人

の
戯
号
は

「
風
来
六
部

集
」
以
来
、
主
と
し
て
洒
落
本

に
用

い
ら
れ

た
も
の
で
あ

る
。
中
良

の
作

で
今

日
洒
落
本

と
し
て
総
括
さ
れ
て
い
る
も

の
の

内

、

「
天
竺
老
人
」
で
な
く
、

「
万
象
亭
」

の
号
を
用

い
て
書

か

れ

た

の

は

「
二
日
酔
盾
解
」
と

「
田
舎
芝
居
」

の
二
作

で
あ

る
が
、
そ
れ
ぞ
れ

の
序

に

し
や
れ
ほ
ん
せ
か
い

き
や
う
げ
ん

な
く
こ
ゑ
あ
ふ
む
せ
き

ぬ
ゑ

見

か

け

は
晒

落

本
世

界

は

狂

言

。
鳴

声

鶏

鵡

石

に
似

た
り

け

る

。
鵬

の

け
て
う

お

し

つ

く

び
き

や

う

な

る
化

鳥

な
書

キ
物

鴛

鴛

の

っ
よ
く

わ

る

ひ
所

は
木

兎

曳

の
目

引
袖

引

一184一



笑

ッ
て
お
く
れ
く

(
「
二
日
酔
厄
輝
」
)

此
頃
万
象
書
捨

の
小
冊
あ
り
。
晒
落
本

に
あ
ら
ず
し

て
野
夫
本

な
り
。

(
「
田
舎
芝
居
」
)

と
あ
る
様

に
、

こ
れ
ら
は
少
し
毛
色

の
変
わ

っ
た
洒
落
本
と

い
う

こ
と
が

で
き

る
。
そ

の
点
中
良

に
な
に
が
し
か
使

い
分

け
の
意
識
が
あ

っ
た

の
か
も
し
れ
な

い
。中

良

は
生
涯
独
身
で
あ
り
、

一
生

の
大
半

を
兄
甫

周
の
許

に
寄
宿
し
て
過
ご

し
た
。

「桂
林
漫
録
」

(寛
政
十

二
年
)

の
甫

周

の
序

に

家
弟
虞
臣
述
桂
林
漫
録
。

謁
叙
於
余
。
余

興
虞

臣
同
居
数
十
年

。

と
あ
る
こ
と
か
ら
も
知
れ
る
。

「力

婦
傳
」
の
序

に
は
居
候
を
も

じ

っ
た

「
澗

槍
浪
」

の
号
を
用

い
た
り
も
し
て
い
る
が
、

こ
こ
で
は
自
ら
を

「商
売
知

ら
ず

の
の
ろ
け
者
」

と
す

る
。
生

来

の
筆
ま
め
は
大
田
南
畝

の
例
を
挙
げ
る
ま
で
も

な
く
、
戯
作

で
も
書

い
て
み
よ
う
と

い
う
者

に
は
共
通
す

る
性
格
で
あ
ろ
う
。

中

良
と
て
例
外

で
は
な

い
。
天

明
年
間

に
書

か
れ
た
戯
作

の
内
黄
表
紙
、
洒
落

本

だ
け
で
も

三
十
作

に
及
ぶ
し
、
天
明
末
か
ら
寛
政
年
間

に
か
け
て
書

か
れ
た

「
紅
毛
雑
話
」

(天
明
七
年

)
、

「
萬
国
新
話
」

(
寛
政
元
年
)
、

「
琉
球

談
」

(
寛
政

二
年
)
等

の
蘭
学
関

係

の

書

や

「
桂
林
漫
録
」

「寸
錦
雑
綴
」

「
反
古
籠
」

の
如
き
随
筆
類
に
し
て
も
聞
き
書

き
や
他
書
か
ら

の
抜
き
書
き
的

性
格

の
強
い
、
詰

る
所

筆
ま
め
の
産
物
以
外

の
何
物

で
も
な

い
。

そ
れ
が

「
商

売
知
ら
ず
」

で
で
き
た
所
、
中
良

は
源
内

に
比
し
て
恵
ま
れ

て
い
た
と
も

い
え

よ
う
か
。
蘭
学

と
い
う
第

一
義
的

な
業
を
持
ち
、

か

つ
奥
医
師

の
二
男
坊
と

い

う
中
良

の
余
裕

あ
る
生
活
環
境
は
彼

の
戯
作
を
完
全

に
遊
戯
的
範
疇
に
留
め

る

役
割
り
を
果

た
し

た
と

い
え
る
。

と
も
あ
れ
、
生
来

の
筆
ま
め
か
ら
無
駄
書
を

書
き
綴
る
内
、
天
竺
老
人
は

い
つ
し
か
戯
作
者
を
指
向
す

る
様

に
な
る
。

こ
の

姿
勢

は
し
か
し
、
安
永
天
明
期

の
前
期
戯
作
者

達
に

一
種

憧
景

の
念
を
抱
き
、

我
も
か
く
あ
ら
ん
と
欲
し

て
戯
作

に
刻
苦
勉
励
し
た

一
九
、

三
馬
等

の
姿
勢
と

は
、
や
は
り
性
質
を
異

に
す
る
も
の
と

み
る
べ
き
で
あ
る
が
、

「
近
所
で
作
者

と
仇
名

せ
し
を
真

の
事
と
心
得
て
さ
か

い
丁
と
よ
竹

筑
後

の
芝
居
よ
り
新
浄
瑠

璃
を
頼
れ

こ
こ
ぞ
名

の
上

ど

こ
ろ
と

ひ
ず
を
よ

っ
て
の
考
え
」
と

い
う
天
竺
老

人

の
喜

々
と
し
た
姿
を
現
実

の
中
良

の
姿
と
な

に
が
し
か
で
も
重
ね
合
わ
せ
る

こ
と
が
可
能

で
あ

る
な
ら
、

こ
こ
に
は
源
内

に
師
事
し
、
ゆ
く
ゆ
く
は
江
戸
作

者
仲
間

の

一
人

た
ら
ん
と
し
た
若
き
中
良

の
姿
が
伺
え
よ
う
。

安

永
八
、
九
年

に
か
け
て
中
良
が
浄
瑠
璃
を
書

い
た

の
は
前
述
し
た
様
に
肇

み
な
も
と
の
ら
い
か
う
て
は
や
も
の
が
た
り

実

で
あ
る
。
但

し
、
作
中

に
出

て
く
る

「
源

頼

光

手

早

物

語

一
段
物
」

は
実
際

に
興
業

さ
れ
た
も

の
で
は
な
い
。
さ

て
、
うこ
れ
が
意
外

に
好

評
で
次

に

み
か
は
ず
や
が
ま
の
か
ほ
み
せ

頼
ま
れ
た

の
が
中
村
羽
左
衛
門
座

の
顔
見
世
狂
言
。

「
見

蛙

哉

蝦

顔
見
世
」

と

い
う
、

こ
れ
も
仮
空

の
、
筋

の
よ
く
わ
か
ら
ぬ
夢

の
よ
う
な
狂
言
を
書
く
と

又
、
当
た
り
を
と
る
。
上
巻
は

こ
こ
ま

で
。
か
く
て
五
丁
裏

に
は
次

の
様

に
あ

る
。さ

だ
め

て
か
ぶ
き

の
狂
言
が

い
け
る
か
ら
は
女
郎
か

い
の
き
や
う
げ
ん
も
か

く
だ
ら
ふ
と
方

く

で
た

の
み
た
が
る

か
く
し
て
、

こ
の
素
人
作
者
天
竺
老
人

の
作

者
と
し
て
の
地
歩

は
次
第

に
固

ま

っ
て
い
く
。

こ
こ
に
い
う
、

筋
と
い
う
筋

の
な

い
夢

の
よ
う
な
狂
言
と
女
郎

買

の
狂
言
を
当
世

の
戯
作

に
当

て
は
め
て
、
前
者
を
黄
表
紙
、
後
者
を
酒
落
木

と
み
る
見
方

も
可
能

で
あ
ろ
う
。
実
際

に
、
中
良
が
浄

瑠
璃
を

二
三
作
書

い
た

後
、
天
明
元
年

に
は

「
脚
醐

さ
う

ハ
虎
の
巻
」

「
真
女
意
題
」
と

い
う
、
そ
れ

ぞ
れ
黄
表
紙
と
洒
落
本

の
第

一
作

を
出

版
し
た
事
も
前
述
し
た
。

さ
て
、
次

に
下
巻

で
は
、
加
十
、
石
市
と
い
う
二
人

の
通
人
と
息
子
株

の
た

め

に
女
郎

買
い
の
狂
言
を
書
き
、
ま
ん
ま
と
成
功
せ
し
め
た
天
竺
老
人
が
二
人
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の
勧

め
で
、

夫

よ
り
天
竺
老
人

ハ
か
十
石
市
が
せ
わ

に
て

い
つ
迄
も
ば
く
れ
ん
作
者

で
も

す
ま
ぬ
も

の
と
江
戸

に
名

た
か
き
作
者
仲
間

へ
は
い
り
万
や

の
象
か
た
が
て

い
し
ゆ
と
い
ふ
字
が
し
ら
を
取

て
万
象
亭
と
改
名
し
当
春

よ
り
草

ぞ
う
し

の

初

ぶ
た
い
御
子
様
か
た

へ
座

つ
き
お
め
見

へ
と
し
て
は
な

の
大

き
い
か
ら
思

ひ

つ
き
し
や

つ
き
や
う
の
所
作
を

こ
じ

つ
け
る

(九
丁
裏
、
十
丁
表
)

そ
の
見
開
き

に
は
獅
子
鼻

の
万
象
亭
が
花
笠
を
被

り
、

「
石
橋
」
の
所
作
を
し

て
い
る
画
が
あ

る
。
そ
の
周
り
に
は
雲
楽
、
京
伝
、

三
和
、
全
交
、
燕
十
、
春

町
、
帰
橋
、
喜

三
二
、
菅
江
、
紫
蘭
、
赤
良
、
杣
人
、
通
笑
、
杜
芳
と

い

っ
た

江
戸
作
者

の
面

々
が
後
見
人
と
し

て
並
び
、
万

象
亭

の
弟
子

の
千
差
万
別
が
面

明
か
り
を
差
し
出

し
な
が
ら

「
お
ら
が
師
匠
も

つ
ら

の
か
は

の
あ

つ
い
人
だ
」

と
無
駄
を

い
う
。
更

に
最
終
丁

十
丁
裏

に
は

お
や
ぶ
ん
も
と

の
も
く
あ
み
先
生

よ
ろ
こ
び

に
来
り
此

や
う
な
お
も
し
ろ
く

も
な
い
い
け
な
い
そ
う
し
を
か
い
て
も

は
ん
元
が
せ
う
ち
す

る
は
ま

つ
た
く

師
匠
風
来
山
人

の
お
か
げ
な
れ
ば
あ
だ
お
ろ
そ
か
に
思

ハ
し
や
る
な
と
お
ら

が
か

ゝ
ア
の
ち
ゑ

の
な

い
し
も
く
れ
　
＼

い
ひ
ま
し
た
と
は
身

に
し
み
ー

と
あ
り
が

た
い
事
な
り

と
あ
り
、

「
万
象
亭
竹
杖
為
軽
」
と
大
書

さ
れ
た
紙
を
持

つ
元
木
網
、
右
横

に
は

妻

の
智
恵
内
子
、
左

に
は

こ
ち
ら
に
背
を
向
け
た
万
象
亭

の
画
が
描
か
れ

て
い

る
。
即
ち
、

こ
の

「
戯
作
濫
膓
」
は

「
万
象
亭
」

の
戯
号
披
露
を

一
冊

の
黄
表

紙

に
仕
立

て
た
も

の
で
あ

っ
た
。
中
良
は
天
明
元

年

に

「
真
女
意

題
」
、
天
明

二
年

に
は

「
当
世
導
通
記
」

「太

平
楽
巻
物
」

「
蛇
娩
青
大
通
」
と

い
う
洒
落

本
を

「
天
竺
老
人
」

の
名

で
書

き
、
洒
落
本
作
者

と
し
て
の
著
述
活
動
は
既
に

始
ま

っ
て
い
た
。
天
明
三
年

に
は

「竹

杖
為
軽
」

の
名

で
、
見
立
絵
本

「見
立

仮
讐
尽
」
を
出

版
し
、

三
月

二
十
四
日
、
大
田
南
畝

の
母

の
六
十

の
賀
鑓
に
加

わ
り
、
四
月
二
十
五
日
に
は
柳
橋
河
内
屋
で
開
か
れ
た
宝
合

の
主
催
者

を
務
め

て
い
る
。

(
こ
れ
に
よ

っ
て
成

っ
た
の
が
、

「
狂
文
賓
合

の
記
」
で
あ
る
。
)

更

に
七
月
晦
日

に
は
中
良

の
父
甫

三
が
病
死
す
る
。
朱
楽
菅
江
は

竹
杖
為
軽
が
父
の
思
ひ
に
て
侍
り
け
る
と
き
、
よ
み
て
っ
か
は
し
け
る

申

す

べ
き

言

の
葉

も

な

し

あ

し
す

だ

れ

あ

の

よ

こ

の
よ

の
ふ

し

の
別

れ

に(
「徳
和
歌
後
万
載
集
巻
六

・
哀
傷
」
)

の
歌
を
贈

り
、
中
良
自

ら
も

父
の
身
ま
か
り
に
け
る
時

く
り
か

へ
し
く
り
か

へ
し

つ
ゝ
な
げ
く
な
り

涙

の
た
ま
の
珠
数

の
親
粒

(
「

同

」
)

と
詠

ん
だ
。
狂
歌
人
竹
杖
為
軽
の
地
位
も
天
明
三
年
頃

に
は
定
ま

っ
て

い
た
に

違
い
な

い
。
そ
の
中
良

の
黄
表
紙
は
、
天
明
元
年

に

「
さ
う

ハ
虎

の
巻
」

が
既

に
出

て
い
る
が
、

こ
の
作
が
ほ
と
ん
ど
人

口
に
胎
表
す

る
こ
と
が
な
か

っ
た
ろ

う

こ
と
は
、
本
作
が

「
戯
作
濫

膓
」
と
同
年

の
天
明
元
年

に

「
嘘
無

誠

一
巻
」

と
改
題
再

摺
さ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
推
測
さ
れ
る
。
改
題
さ
れ
て

い
る

こ
と
、

初
版

の

「青

天
放
元
年
十
二
月

三
十

一
日
」
と
あ
る
奥
付
が
削
ら
れ
て
い
る
事

等
か
ら
見

て
、

こ
の

「
嘘
無
誠

一
巻
」
は
天
明
四
年

の
新
板
と
し
て
売

り
出

さ

れ
た
も

の
で
あ

ろ
う
。
従

っ
て
草
双
紙
作
者

と
し
て
の
中
良
は
天
明
四
年

「
戯

作

濫
膓
」
を
以

て
本
格
的
活
動
を
始
め
た
と

い
っ
て
よ

い
。

十
丁
裏

に
は
、
又
、
以
下

の
如
く
あ
る
。

そ

へ
て
申
上
ま
す
万
や
と
い
ふ
う
ち

に
象
か
た
と

い
う
女
郎
も
な
け
れ

ハ
万

象
亭

に
女
ぼ
う
も
な
し
く
れ
く

も
世
げ

ん

へ
通
用
な
し

の
か
く

や
を
ち

の

二
さ

つ
も

の
さ
ぞ
か
し
御
ら
ん
も
御
む
も
し
様
と
お
き
の
ど
く

や
は
い
の
あ
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た
ま

い
か
に
も
黄
表
紙
ら
し
い
人
を
喰

っ
た
お
ち
で
あ
り
、
全
編
を
通
じ
て
自

己
宣

伝

め
い
た
雰
囲
気

の
強

い
作
品

で
あ
る
が
、

源
内

の
如
き
あ
く

の
強
い
自

己
主

張
が
こ
こ
に
は
な

い
。
弟
子

の
口
を
借
り

て
自

ら
を

「
面

の
皮

の
厚

い
人
だ
」

と
言
い
、
更

に
、

こ
の
様
な
下
ら
ぬ
作

が
出
版

さ
れ
る
の
は

一
重

に
源
内

の
お

陰

b
墓
下

の
師

に
花
を
持
た
せ

る
な
ど
、
作
者

の
人
柄

の
良
さ
を
し
の
ば
せ

る

佳
作

で
あ

る
。

こ
の
よ
う
に
実
生
活
を
戯

画
化
し
、
楽
屋
落
ち
の
黄
表
紙

に
仕

立
て
る
中
良

の
姿
勢

に
は
戯
作
を

遊
び
と
し
、
楽
し
も
う
と
す

る
気
分

が
横
溢

し
て

い
る
。

こ
れ

の
み
を
見

て
も
、
戯
作

に

「
憤
激
」
を
吐
き
散

ら
し
た
源
内

と
指
向
す

る
所
は
異
な

っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

二

天
明
元
年
出

版
さ
れ
た
洒
落
本

「真
女
意
題
」
、
黄
表
紙

「
脚
醐
さ
う

ハ
虎

の
巻
」
は
共

に
こ
の
方

面
で
の
初
作
と

い
う
こ
と
も
あ

っ
て
か
、
習
作

の
趣
き

が
強

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば

「
真
女
意

題
」
が
舞
台
を
芝
飯
倉
神
明

の

岡
場
所

に
と

り
、
国
侍
陸
野
奥
右
衛
門
を
遊
客
と

し
廉
覆
蝪
碁

滋
、ろ

坊
言

に
よ

る
笑
を
醸
し
出
そ
う
と
意
図
し
た
所
は
南
畝
の

「蕪

道

中
粋
語
録
」

に
倣

っ
た
も

の
で
あ
ろ
う
か
。
本
文
中
、
奥
右
衛
門
が
提
灯
を

「
火
袋

」
と

い
う
件

り
も

「道
中
粋

語
録
」

の
趣
向

そ
の
ま
ま

で
あ
る
。
又
、
傍
頭

に

「
陸
野
奥
右

衛
門
国
詞
」
を
掲
げ
た
の
は

「
辰
巳
之

園
」
の

「
通
言
」
辺
り
か
ら
の
思
い
付

き
で
あ
ろ
う
か
。
更

に
自
序

の

し
ん
ま
い

ふ
で
の
け

何
を
申
も
作
者

の
新
米
三
本

た
ら
ぬ
。

毫

に
て
。
や
終

り
む
匙

紳
う
に
引

ッ
か
き
た
れ
ば
、
極
ら
ぬ
処
も
多
か

る
べ
し
。
そ
こ
が
作
り

の
卵
割

れ
と
目

こ
う

わ
か

と
が

ほ
ん
や

け
ん
れ
う

は
ら
い
た
ま
い

き
よ

 腐

祭

り

の
業
を
涌
さ
ず
。
科
な
き
本

屋
に
見
料
を
。
波

羅
伊

玉
意
。
喜
余

目
出
玉
。
カ
ラ
ー

　

か
ら
も
新
米
作
者

の
照
れ
と

い

っ
た
も

の
が
感
じ
ら
れ
そ
う
で
あ

る
。

「戯
作

す
じ

や

ぬ
す

濫

膓
」

に

「
所

詮

新

し
い
と
思

っ
て
筆
を
立

て
て
も
焼
き
直
し
だ

の
盗
み
趣

向

だ
の
と
札
を
付

ら
れ
る
か
ら
」

二
丁
表
)

と
あ

っ
た
が
、

「
真
女
意
題
」

な

ど
、
ま
さ

に
こ
の
評
が
当

て
は
ま
り
そ
う
な
作
品

で
あ
る
。
天
明
二
三
年

は
戯

作

界
に
漸
く

マ
ン
ネ
リ
ズ
ム
の
漂

い
始

め
た
頃

で
あ

っ
た
。
安
永
中
期

に
発
生

し
た
黄
表
紙
は
ま
だ
し
も
、
宝
暦
、
明
和
を
経
た
洒
落
本

は
安
永
年
間

に
至

っ

て
、
穿

つ
対
象
が
底
を
尽
き
、
表
現

の
写
実
性
ま

で
も
が
極

め
て
類
型
的

な
も

の
と
な

っ
た
。
作
者
達

は
窮
余

の

一
策

と
し

て
作

品
の
舞
台
を
吉

原

か

ら

品

川
、
新
宿
と

い

っ
た
岡
場
所

へ
移
し
、

そ
れ

に
よ

っ
て
穿

つ
対
象

の
胴
跣
曜
毎

で
も
変
え
、
新
し
み
を
出

そ
う
と
す
る
。
安
永
六
七
年

の
洒
落
本

「世

説
新

語

茶

」
や

「
道
中
粋

語
録
」

に
は
、
そ
の
意
図
が
明
ら
か
に
感
じ
ら
れ
る
。
天

明

期

に
至

っ
て
は
、

こ
の
種

の
策
も
尽
き
、
何
を
し

て
も
所
詮
焼
直
し
と
の
評
は

免

れ
な
い
。

そ
れ
で
も
、
作
者
達
は
新

し
い
趣
向
を
ひ
ね
り
出
さ
ね
ば
な
ら
な

い
。
中
良

に
し

て
も
然

り
、
彼

の
洒
落
本

の
序
を
見
る
と
努
力

の
跡
が
う
か
が

え
る
。

け
い
せ
い
か
い
に
ん
た
ん

せ
ん
だ
つ
す
ま
ん

し
よ

つ
y

せ
ん
ば

う
し

あ
せ

傾
戯
嶺

ん魂
胆
は
。
號
腱

数
辺
の
書
掻

り
。
軸
纏

雑

汗
蔚
既

ば
。
所

詮

い
ふ
て
も
ロ
真
似
と
。
取

ッ
て
も
附
か
ぬ

仙

台

蔀

。

赤

腹

た
れ

ぬ
の
万
八
な
く
。
豊
後

の
モ
サ
を
取

ッ
て
退
。
唯

一

神

道

交

り
な

こ
ん
げ
ん
ぢ
い
ろ
う
ま
こ
と

う
は
き

も
ち

す
こ
あ
た
ら

少

新

し

ひ
今
年

の
趣

し
。
混
源
地
色

の
味
事
を
浮
気

の
中

へ
持
込
し
が
。

向
。

(
「真
女
意
魑
」
序
)

か
う
ろ
だ
ん

は
ん
ふ
く

・

行
路
難
は
山

に
あ
ら
ず
川

に
あ
ら
ず
。
人
ン
間
反
覆

の
中

チ
に
有
リ
と
か
や
。

妥
を
以

て
見

る
時
は
、
可
愛

い
子

に
旅
を

さ
せ
よ
と

い
ふ
は
。
他
人
突
合

の

し
の

わ
た

憂
目

つ
ら
い
目
を
凌
が
せ
て
。
人

ン
情
に
渉
ら
せ
よ
と

い
ふ
事

な
る
べ
し
。
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こ
ゝ
う

し
ゆ
こ
う

は
い

此
書
は
其

意

を
趣
向

に
取

リ
て
。
世
間
突
合

を
山
坂

に
な
ぞ
ら

へ
。
腹

這

で

さ
と

つ
う
と

も
と

お
し
へ

出

の
息
子
を
し
て
。
差
徒
6
通
徒

へ
至
ら
し
む
る

の
道

の
記
也
。
素
よ
り
教

の
為

に
も
あ
ら
ね
ば
。
悪
趣

に

導

く
種

に
も
な
ら
ず
。詰

る
所
が
初
春

の
。

か
た

お

笑

の
た

す

け

に
も

と

。

堅

い
や

っ
が

見

て
は

し

か

る

と
云

。
(
「当
世
導
通
記
」
序
)

か
の
で
い
ろ
う

ゑ
が
て

せ
き
ふ
で
ん

お
も
む
き

を
と

ふ
で

彼

泥

郎

が
得
難
に
し
た

る
拓
婦
伝

の

趣

に
も
お
さ
く

劣

る
ま
じ
と
筆

た
い
へ
い
ら
く
の
ま
き
も
の

が
う

こ
ひ
ね
が
は
く

よ

も

に
ま

か

せ

て

か

い

つ
け

太

平

楽

巻

物

と

号

す

希

は

四
方

の
君

子

は
な

あ
な

ゆ
き
と
ゴ
か

し
つ
ふ
か

め
つ
こ

を

ち

お
ゝ

鼻
の
孔
の
行

届
ざ
る
所
は
瘡

深
ひ

奴

が
脱
漏
た
る
事
も
多

か
ら
ん
と

ば
ん
じ
ち
や

み

し
か
い
ふ

万

事

茶

に
し

て
見

給

へ
か

し

と

云

爾

(
「太
平
楽
巻
物
」
序
)

マ
ネ

ヤ
ツ
キ

カ
ベ

タ
ル
マ

残

口
翁
が

口
真
似
に
勃
然
と
し
た
る
悪
口
は
世
上

の
通
を
壁
と
見

て
達
磨
大

師

の
は
り
こ
み
を
お
き
や
ア
か
れ
小
法
師
と

い
わ
ば
い

へ

頭

を
振

て
構
は

ぬ
而
己

(
「蛇
娩
青
大
通
」
序
)

ヤ
マ
ノ
テ
ノ

ス
ゴ

ロ
ク

シ
ヤ
レ

先

に

山

手

馬
鹿
人
が
道

中
粋

語
録

二
。
只
軽
井

沢
ノ
晒

落

ヲ
述
ブ
。

其

ヒ

ヤ
ウ
ダ
イ

チ
ナ
ミ

フ
ク
ジ

ン

ゴ

ウ

ケ

イ

セ
イ

カ
イ

標

題

二

因

テ
。
福

神

粋

語
録

ト
題
号

シ
。
七
福
神

の
傾

城

買
。

(
「福
神
粋
語
録
」
自
序
)

い
ず
れ
も
先
行
作

が
指
摘

で
き
そ
う
で
あ
る
。
か
ろ
う
じ
て
先
行
作
な
し

の

オ
リ
ジ

ナ
ル
と

い
え
る
の
が

「
福
神
粋
語
録
」

で
あ

る
が
、
七
福
神

の
傾
城

買

と
い
う
趣
向

も
、

こ
の
年
正
月
出

版

の
自
作
黄
表
紙

「
七
福
神
伊
達
船
遊
」

の

焼
き
直
し

で
あ
れ
ば
、
当
作

の
発
想

の
極
め
て
黄
表
紙
的

で
あ
る
こ
と
も
う
な

ず
け
よ
う
。
し
か
し
、

こ
こ
で
よ
り
重
要
な

こ
と
は

「
当
世
導
通
記
」
が

「善

や

す

悪
両
道
中
独
案
内
」

(
宝
暦
六
年
)
、

「
迷
所

邪
正
案
内

」

(同
年
)
、

「
迷

所

邪
正
案
内
拾
穂
抄
」

(宝
暦
八
年
〉
等

の
先
行
作

か
ら
、
又

「蛇
娩
青
大
通
」

が
残

口
の
談
義
物
か
ら
、
教
訓
臭
を
除
き
、
笑

の
み
を
抽
出
し
よ
う
と
意
図
し

て
い
る

こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
が
中
良

の
戯
作

の
方
法

で
あ
り
、

そ
の
笑

こ
そ

お
か
し
き

が
、

「
田
舎
芝
居
」

の
序

で
彼
が
述

べ
た
〈
可
咲
〉

で
あ

っ
た
と
思
わ
れ

る
。

し
や
れ
ば
ん

つ
ゾ
る

た
と

へ

凡

稗

宮

を

編

に

一
ッ

の
書
法
あ
り
。
能

ク
近
く

警

を
と
ら
ば
立

役
真

ま
こ
と

か
う
べ

は
ね

ン
剣
を
抜
イ
て

実

に
敵
役
の

頭

を
刎
。
や

つ
し
女
形
を
と
ら
砥

んκ
揃
を

ま
く
り
は
た
え
を
あ
ら
は

に
し
て
ゑ
な
ら
ぬ
事
を
仕
出
し
。
道
外

揮

を

き
ん
た
ま

お
ど
ろ

か
、

は
つ
し
て
畢

丸

を
振
り
廻

さ
ば
。
月
を

驚

か
し
片
腹
を
拘
ゆ

べ
け
れ
と
。

躍
げ

物
を
正
で
御
目

に
懸
ず

し
て
。
し
か
も
正

の
物

の
如
く
見
す
る
を
上
手

げ
い

け
さ
く

し
か

の
芸
と
云

つ
べ
し
。
戯
作

も
亦
然

り
実
を
以
て
実
を
記
す
は
実

録
な
り
虚
を

以

て
実

の
如

く
書
成

は
戯
作
な
り
。
晒
落
本

の
晒
落
を
見

て
晒
落
る
晒
落

は

お
か
し
き

晒
落
た
所

が
晒
落

に
も
な
ら
ね
ば
。
ロ
バ可

咲

を

専

と
す

べ
し
と
此

語
戯

作
道

の

確

論
と

い
ふ

べ
し

(
「田
舎
芝
居
」
序
)

戯
作
表
現
は

「虚
を
以

て
実

の
如

く
書
成
」
す

べ
し
と
い
う
中
良

の
表
現
論

は

南
畝

の

「
一
語

一
言
」

に
載
る

「
箸
を
棒
と
す
る
は
虚

の
実
な
り
～
都

て
小
説

は
箸
を
棒

に
て
遣
ふ
体

に
て
然
る

べ
し
」
と

い
う
師
源
内
と
同
様

の
も

の
で
あ

る
。
中
良

の
こ
の
種

の

表

現

論

に
つ
い
て
、
早
く
は

「
力
婦
傳
」

(安
永

五

年

疑

は
く
ゑ
ん

・

か
た
て

故
人
栢

莚

五
郎

の
役

に
て
せ
り
出

し
に
て
家
を
片
手

に
さ
し
上
て
出

た
り
。

訥
子

こ
れ
を

諌

て
日
。
時
宗
も
と
よ
り
大

力

の
士

な
れ
ど
も
家
を
さ
し
上

る
を
片
手
わ
ざ
に
せ
ん
や
。
重
ね
て
は
両
手

に
て
指
上
給

へ
か
し
と
。
栢

莚

こ
た
へ

ひ

答

て
日
非
也
。
時
む
ね

い
か

に
大
力

な
り
と
も
い
か
ん
ぞ
家
を
指
上

る
事

ぎ
げ
い

じ
や
う

こ
う
き
や
う

を
得

ん
や
。

こ
れ
を

さ
し
上
る
は
則
狂
言
戯
藝

の

情

也
。
是

強

剛

の
甚

き
よ

つ
よ

し
き
を
見
す
る

の
み
に
て
尤
も
虚

也
。

さ
れ
ば
両
手

に
て
さ
し
上

て
強
く
見

せ
ん
よ
り
も
。
片
手
に
て
さ
し
上
た
ら
ん
は
殊

に
強
く
見

ゆ
べ
き
也
。
其
實

た
ゴ

と
つ
し

か
ん

を
正
さ
ば
両
手

に
て
も
指
あ
ぐ

べ
か
ら
ず
と
云
し
を
。
訥
子
深
く
感
じ
け
る

と
そ
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の
如
き
文
章
も
見
ら
れ
る
。
恐
ら
く
表
現
論

で
は
師
源
内
を
継
承
し
な
が
ら
、

し
か
し
そ

の
表
現

に
よ

っ
て
創
作

す

べ
き
戯
作
観
は
異
な
る
も
の
で
あ

っ
た
。

我

も
亦

謂

く
、
若

賢

人

あ
り
て
、
此
厩

の
ご
と
く

工
夫
を

こ
ら
し
、

ス
ク
ヒ

イ
サ
ヲ
シ
オ
ホ
ヒ

シ
ユ
ギ
ヤ
ウ

天
下

の
人
を

救

玉
は

ゴ
、
其

功

大

な
ら
ん
。
心
を
用
い
て

修

業

ア
、
サ
イ
セ
イ

シ
ヨ
ゲ
イ

す
れ
ば
、
厩

さ

へ
も
猶
か
く

の
ご

と
し
。
呼

濟

世

に
志
人
、
或

は

諸

藝

マ
ナ

ツ
ト

ム

ナ

ラ

ワ
レ

を
学

ぷ
人
、

一
心

に

務

れ
ば
、
天
下

に
鳴

ん
事
、
厩
よ
り
も
亦
甚
し
。
我

は
彼

厩

の
音
を
貸

り
て
、
自
暴
自
棄

・
未

熟

・
下

出

精

の
人
々
の

睡

サ

マ

リ

ク
ツ
ク

サ

ロ

ン

を
膳

さ
ん
為

な
り
と
、

い
ふ
も
又
理

屈
臭
し
。
子
が
論
厩
の
ご
と
し
と

い
は

ゞ
い
へ
、
我
も
亦
厩
と
も
思
は
ず

(
「放
厩
論
」
)

こ
、

お
い

て
い
し
ゆ

つ
と
め

ゆ
る

む
か
は
り

こ
き
や
う

か
へ

是

に
於

て
主

人

五
年

の
給
仕
を
免

し
。
期

年

に
し
て
故

郷

に
帰
ら
し
め

や
く

か
つ

も
と

き

ん
と
約
し
。
且
其
力
を
千
万
人

に
見
せ
し
め
ん

こ
と
を
求
む
。
登
毛
興
期

に

き
き
や
う

よ
ろ
こ
び

た
へ

つ
い
に

わ
ざ

し
て
帰

郷

す

る
の

歓

に
絶
ず
。
辱
を
千
万
人

に
忍
ん
て
。

遂

比
業

を

な

こ
う

た
れ

あ
ハ
れ
ま

為
す
。
其

孝
な
る
事
見

つ
べ
し
。
誰
か
是
を

憐

ざ
る
べ
け
ん
や(

「力
婦
傳
」
)

共

に
見
世
物

興
業
を
題
材
と
し
た
談
義
物
、
そ

の
末

尾
の
文
章
を
掲
げ

て
み
た
。

源
内

が

「
我
謂
く
」
、

「
呼
濟
世

に
志
人
」
と
い
う
自

己
主
張
を
伴

っ
て

の

世
人

に
対
す
る
慨
嘆

に
終
止
す
る

の
に
対

し
、

「力
婦
傳
」
か
ら
感
じ
ら
れ
る

の
は
孝
女
と
も
よ
の
伝
を
情
的
共

感
に
よ

っ
て
綴

っ
た
中
良

の
姿
勢
で
あ
る
。

一
部

に
は
怠
惰
放
修

の
世
上

の
怠
け
男

に
対
す
る
批
判
め

い
た
言

説

も

あ

る

が
、
そ
れ
と
て
、
と
も
よ

の
孝
な
る
こ
と
を
述

べ
る
伏
線

の
役
割
り
を
担

っ
て

い
る
に
す
ぎ
な
い
。
同
じ
様
な
題
材

に
よ

っ
て
談
義
物
を
書

い
た
と

こ
ろ
で
、

奥
医
師

の
兄
の
も
と

に
居
候
を
き
め
こ
み
、
蘭
学
と
い
う
第

一
義
的
な
業
を
持

じ
れ

つ
中
良

に
は
、
源
内

の

「
情
激
」

は
書
き
得

べ
く
も
な
か

っ
た
し
、
余

技
と
し

じ
れ

て
戯
作
を
楽
し
ん
だ
中
良
が
表
わ
そ
う
と
し
た
も

の
は
、
も
と
よ
り

「
憤
激
」

で
は
な
か

っ
た
。
し
か
し
、
源
内

と
中
良
を
比

較
す

る
際

に

「放

屍
論
」
と
中

良

の
処
女
作

「力
婦
傳
」
を
対
峙
さ
せ
る

の
は
、
適
切
な
方
法

と
は
い
い
が
た

い
。
中

良

の
戯
作

の
本
領
は

「
さ
う

ハ
虎

の
巻
」

「
夫
従
以
来
記
」

「万
象
亭

戯
作
濫
膓
」
等

の
黄
表
紙
、

「
見
立
仮
響
尽
」

「
画
本
纂
怪
興
」

(寛
政

三
年
)

と

い

っ
た
見
立
絵
本
、
洒
落
本

で
は

「
福
神
粋

語
録
」

「
田
舎
芝
居

」
と

い

っ

た
所

に
あ
る
と
見
る
の
が

妥
当

で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、

そ
れ
ら
の
諸
作
を
貫
く

お
か
し
み

美
意
識
が
中
良

の
い
う

〈
可

咲
〉

で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る

の
で
あ
る
。
〈
可

笑
〉
と

い
う
か
ら

に
は
笑

で
あ

る
に
は
違
い
な
い
が
、

そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
性

質

の
も

の
で
あ

っ
た
か
。

中
良
の
蓑

紙
笙

作

で
あ
る

「謂

さ
う
ハ
虎
の
巻
」
は
「漫

錨
遅

と
で
も

い
う

べ
き
作
品

で
あ

る
。
世

界
を

「太
平
記
」

に
と
り
、

「
猫
活
木
太

右
衛
門

真

面
」

と

い
う
軍
師
が
、

「
お
だ

い
所

の
天
皇
」
に
様

々
な
陣
法
を

ち
や
ち
ん

せ
う
ふ

は
ち
ぢ
ん

伝
授
す
る
と

い
う
筋

に
従

い
、
各
丁
見
開
き

に

「
蜂

陣
」

「茶

陣
」

「
菖

蒲

の
ち
ん

か
が
み
た
て

之
陣
」

「
鏡

楯
」
と
い

っ
た
珍
妙
な
陣

が
輩
出
す
る
。
今
、

一
つ
だ
け
紹
介

す
れ
ば
、

ち
や
ち
ん

茶

陣

芝
居

の
馬

の
前

足
の
の
ぞ
き
穴

へ
て

つ
ぼ
う
の
め

い
人

を
い
れ
い
な
り
ま
ち

の
は
い
　

や
く
者
を
う
ち

の
せ
よ
せ
だ

い
こ
あ
り
や
ぐ

の
か
け
ご
ゑ

に

て
敵
ち
ん

へ
か
け
こ
む
な
り
て
き
は
た

ゞ
い
ま
の
お
笑

た
ら

ふ
と
思

っ
て
ゆ

だ

ん
し

て
ゐ
る
内
大
し
や
う

の
ま
ゑ

へ
す

ゝ
み
よ
り

の
ぞ
き
穴
よ
り

て
つ
ぼ

う

に
て
見

し
ら
せ

る
な
り
た

ゞ
し
あ
と
あ
し
は

へ
つ
び
り
や
く
し

や
を
用
ゆ

べ
し
あ
ま
り
人
を
茶

に
し
た
軍
し
ゆ

つ
ゆ

へ
名

づ
け
て
ち

や
ち
ん
と

い
ふ

森
銑
三
氏

は
、

こ
の
作
を
評
し
て

「
才
人
萬
象
が
、

こ
の
程
度

の
作
品
を
公
け

に
し

て
、
満
足
し
て
ゐ
た
か
と
思
ふ
と
情

な
く
な

っ
て
く

る
。
」
と
言
わ
れ
た
。

(
「
黄
表
紙
解
題
」
)

こ
の
作
晶
が
余
り

に
た
わ
い
の
な

い
事
を
嘆
か
れ
た
言
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で
あ
ろ
う
が
、
そ

の
事

は
作
者
も
十
分
承
知
、
む
し
ろ
、

そ
の
〈
た
わ
い
の
な

さ
V

こ
そ
が
作
者

の
表
現
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
黄
表

紙

「
色
男
其
所
此
所
」

(天
明
七
年
)

一
丁
表

に
は

万
が
作

ハ
む
だ
で
い

ゝ
た
わ

い
の
の
な
い
所
が

日
本
だ
と
あ

い
か

ハ
ら
ず
御

ひ
や
う
ば

ん
ね
が

ひ
上
奉
り
ま
す
そ

の
た
め
口
上
さ
や
う

に
思
し
め

さ
れ
ま

せ
う

と
あ
る
。
か
く

し
て
、

こ
の
〈
た
わ

い
の
な
さ
〉

か
ら
生
ず
る

「
た
わ
い
の
な

い
笑
」

こ
そ
が
、
中
良

の
〈
可
咲
V
で
あ

っ
た
。

こ
の
口
上

と
同
様

の
言
は
前

掲

の
洒
落
本

の
序

に
も
伺
え
よ
う
。
作
者

は

〈
た
わ

い
の
な
い
笑
V

を

提

供

し
、
読
者
も
そ
れ
を
楽

し
む
。

こ
れ
が
安
永
天

明
期

の
戯
作

界
で
あ

っ
た
。
か

か

る

「
笑
」
は
明
治
以
後

の
近
代
文
学

に
於

て
市
民
権
を
剥
奪
さ
れ
た
と
い
え

よ
う
が
、
近
世

に
於

て
は

一
つ
の
美
意
識

と
し
て
戯
作

の
中

に
存
在

し
て
い
た

事
が
、
中

良

の
戯
作
を
見
る
時

改
め
て
認
識

さ
れ

る
の
で
あ
る
。

「
た
わ

い
の

な

い
笑
」
は
見
方
を
変
え
れ
ば
、

一
方

で
、

こ
れ
程
、
虚

心
で
純
粋

な
笑
も
な

い
と

い
え
よ
う
。
戯
作
を
遊
び
と
割

り
切

っ
て
い
た
だ
け

に
中
良

の
〈
可
咲
〉

に
対
す
る
態
度

は
潔
癖

で
あ

っ
た
。
元
来
、
洒
落
本

の
笑
は
虚
構
を
以

て
現
実

を
穿
ち
、
読
者

の
や
や
自
嘲
的
な
笑
を
誘

う
も

の
、

そ
れ
は
苦
笑

と
紙

一
重

で

あ

る
。
そ
れ
を
実

の
笑
と
す
れ
ば
、
黄
表
紙

の
笑
は
現
実

を
乖

離
し
た
荒
唐
無

稽

な
笑
、
実

に
対
す

る
虚

の
笑
と
も

い
え
る
。
天

明
七
年

に
は
穿

ち

が

過

ぎ

て
、
も

は
や
微
苦

笑
し
か
も

た
ら
さ
な
く
な

っ
た
洒
落
本
に
早
々
と
見
切
り
を

つ
け
な
が
ら
も
、
黄
表
紙

に
は
寛
政

期
に
入

っ
て
か
ら
も
「
竹
斎
老
宝
山
吹
色
」

譲

妖
年
)
、

「
讐

州
小
田
原
相
談
」

(寛
政
七
年
)
、

「罫

寿

唐

人

蔵
」

(
寛
政

八
年
)
と

い

っ
た
作
が
あ

る
こ
と
が
、
中
良

の
い
う
〈
可

咲
〉
が
黄
表
紙
的

な
虚

の
笑

で
あ
る

こ
と
を
暗
示
し
て

い
る
と
い
え
よ
う
。

表
現
論
で
は
師

に
倣

い
な
が
ら
、

こ
の
様
な
中
良

の
戯
作
観

が
源
内

と
異

な

る

こ
と
は
明

ら
か

で
あ
ろ
う
。

そ
の
違

い
を

一
言
で
い
え
ば
、
表
現

の
内
部

に

存
在
す

る

「
憤
激
」

の
有
無

で
あ

る
。
中
野
三
敏
氏

は
二
人

の
相

違
を
「寓
言
」

注
②

と

「
戯
作
」
と

い
う
言
葉

で
要

約

さ

れ

た
。
即
ち
、
作
者

の
憤
り
と

い
う
内

容
が
表

現
を
従
属
さ
せ
、
表
現

は
内
容
を
読
者

に
よ
り
強
く
印
象

づ
け
る
為

の

手
段

に
す
ぎ
な

い
と
い
う
源
内

の
戯
作

に
対

し
、
表
現
そ

の
も
の
の
生

み
出
す

お
か
し
き

〈

可

咲
〉

の
為

に
表
現
に
彫
琢
を
加
え
る

の
が
中
良

の
戯
作
で
あ
る
。

そ
の

表
現

は
工
夫
を
凝
ら
さ
れ
、
し
ば
し
ば
勢

い
余

っ
て
、
み
ず
か
ら
は
「
虚

の
実
」

と

い
い
な
が
ら
も
、

そ
の
域
を
超
え
た

「
虚

の
虚
」
と
な
る
。
そ

こ

に
生

ま

れ
た
の
が
、
前
述
し
た
如
き
中
良

の
黄
表
紙

で
あ
り
、
見
立

絵
本

で
あ

っ
た
。

前
期
戯
作

の
方
法

の
変

遷
を
内
容
主

義
か
ら
表
現
主
義

へ
と

い
う

一
つ
の
進

化
論
と
し

て
把
え
る
こ
と
が
可
能

で
あ
れ
ば
、
そ

の
意
味

で
中
良

は
師
源
内

を

越

え
た
、
出

藍

の
青
で
あ

っ
た
と

い
え
る
。

注

①

「力
婦
傅
」
は
二
世
風
来
山
人
森
島
中
良
の
作
と
す
る
の
が
今
日
の
通
説
で
あ
り
、
城
福
勇
氏
は
、

こ
の
清
濟
浪
を
兄
桂
川
甫
周
の
も
と
に
居
候
を
し
て
い
た
申
良
の
戯
号
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
た
。

(
「平
賀
激
内
の
研
究
」
)

②

「前
期
戯
作
の
方
法
」

(
「国
語
と
国
文
学
」
昭
和
四
十
六
年
十
月
号
)
参
照
。
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