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俊
寛
は
な
ぜ
ほ
ほ
え
む
？

は
じ
め
に
|
ー
ウ
ケ
る
演
目
『
俊
寛』

近
松
門
左
衛
門
作
『
平
家
女
護
島』

二
段
目、

通
称
『
俊
寛』

は、

現
在
の
歌
舞
伎
の
舞
台
に
お
い
て
も
っ
と
も
上
演
回
数
の
多
い

演
目
の
ひ
と
つ
で
あ
る。

直
近
の
市
川
海
老
蔵
に
よ
る―
1
0
一

九
年
一

月
新
橋
演
舞
場
の
公
演
か
ら
さ
か
の
ぼ
っ
て
み
て
も、

二
0
-

八
年
は
十
月
に
国
立
劇
場
で
中
村
芝
翫、

九
月
に
歌
舞
伎
座
で
中
村
吉
右
衛
門、

六
月
に
博
多
座
で
片
岡
仁
左
衛
門、

と
一

年
た
ら
ず

の
あ
い
だ
に
じ
つ
に
四
人
の
俳
優
が
演
じ
て
い
る。

渡
辺
保
は
海
老
蔵
初
役
の
俊
寛
を
評
す
る
に
あ
た
っ
て、
「
ど
う
し
て
こ
う
い
う

ニ
ン
に
な
い
役
を
や
る
気
に
な
っ
た
の
か
と
思
っ
て
ビ
ッ
ク
リ
し
た
が、

だ
れ
に
で
も
わ
か
り
や
す
い
テ
ー
マ
、
一

挙
に
な
に
か
を
発

散
出
来
る
た
め
だ
ろ
う
か」

と
自
問
す
る
が
(-)、

こ
の
言
が
こ
の
演
目
の
特
徴
を
言
い
当
て
て
い
る。

つ
ま
り、

観
客
に
と
っ
て
そ

の
テ
ー
マ
は
わ
か
り
や
す
く、

か
つ
役
者
に
と
っ
て
「
一

挙
に
な
に
か
を
発
散
で
き
る」

か
ら
演
じ
て
気
持
ち
が
い
い
。

だ
か
ら、

現

在、

公
演
の
回
数
が
多
く、

演
じ
る
役
者
の
数
も
多
い
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う。

ほ
か
に
利
根
川
裕
は、

こ
の
演
目
を
「
こ
と
に
近
代
以
降
に
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
作
品」

で、
「
歌
舞
伎
の
海
外
公
演
で
も、

各
国
の
人
々
の
共
感
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る」

と
紹
介
し、
「
普
遍
的
な
新
し
さ
が
あ
る。

だ
か
ら
何
人
も
の
役
者
が
意
欲
を
燃
や
す」

（
傍
点
強
調
は
引
用
者
に
よ
る。

以
下
と
く
に
記
載
の
な
い
場
合
は
同
様）

と
い
う(―-）。
「
海
外
公
演」
に
つ
い
て
付
言
す
る
な
ら
ば、

昭
和
三
十
六
(
-

九
六
一
）

年、

二
代
目
市
川
猿
之
助
の
一

座
に
よ
る
ソ
ビ
エ
ト
公
演
に
つ
い
て、
「
こ
の
芝
居
に
対
す
る
観
客
の
反
響

は
熱
狂
的
な
も
の
で
あ
っ
た。

以
来、
『
俊
寛』

が
海
外
公
演
の
重
要
な
レ
パ
ー
ト
リ
ー
と
な
っ
た」

と、

お
な
じ
舞
台
で
丹
波
少
将
康

近
松
門
左
衛
門
作
『
平
家
女
護
島』

俊
寛
は
な
ぜ
ほ
ほ
え
む
？

高
本

教
之

の
歌
舞
伎
演
出
に
つ
い
て

三
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頼
を
演
じ
た
三
代
目
猿
之
助
（
現
猿
翁）

が
証
言
し
て
い
る
(
-)
。

三
代
目
猿
之
助
は
「
海
外
で
ウ
ケ
た
歌
舞
伎
の
演
目」

と
し
て 、

『
俊
寛』

の
ほ
か
に
『
忠
臣
蔵
（
大
序
か
ら
城
明
渡
し

）
』
『
四
ノ
切』
『
吃
又』
『
鳴
神
』
『
身
替
座
禅』
『
隅
田
川』
『
黒
塚
』

を
あ
げ 、

さ
ら
に
「
海
外
公
濱
ワ
ー

ス
ト
3

」

が 、
『
娘
道
成
寺
』
『
車
引』
『
勧
進
帳
』

で
あ
る
と
紹
介
し
て
い
る 。

そ
の
理
由
が
興
味
深
い
の

て 、

そ
れ
ぞ
れ
以
下
に
箇
条
書
き
で
あ
げ
る 。

『
娘
道
成
寺
』

・
（
観
客
が
）

ス
ト
ー
リ
ー

を
知
っ
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
パ
ロ
デ
ィ
ー

で
あ
り 、

(
:·
…

)

文
化
的
基
盤
の
異
な
る
外
国
人
に
と

っ
て
は 、

こ
の
洒
落
の
お
も
し
ろ
さ
を
楽
し
む
こ
と
は 、

誠
に
困
難 。

•

江
戸
趣
味
の
洒
落
や
内
容
が
わ
か
ら
な
け
れ
ば 、

単
な
る
き
れ
い
な
女
方
の
踊
り 、

つ
ま
り
シ
ョ
ー
と
し
て
鑑
賞
す
る
し
か
な
い

。

・

日
本
舞
踊
鑑
賞
の
深
い
目
が
な
け
れ
ば 、

目
に
残
る
の
は
美
し
い
衣
装
と 、

引
抜
ぎ
の
奇
抜
さ
の
み 。
（
四）

『
車
引』

•

あ
の
場
だ
け
で
は 、

筋
立
て
や
あ
の
奇
怪
な
隈
の
意
味
が
ま
っ
た
く
わ
か
ら
な
い

。

・
（
海
外
の
観
客
は）

奇
抜
な
な
り
を
し
た
浮
世
絵
シ
ョ
ー
と
し
か
受
け
取
ら
な
い

。

・

浮
世
絵
シ
ョ
ー

で
あ
れ
ば 、

三
十
五
分
の
上
演
時
間
は
長
過
ぎ
て 、

や
た
ら
冗
漫 。
（
五）

『
勧
進
帳』

・
「
判
官
び
い
き」

と
い
う 、

あ
ま
り
に
日
本
人
的
心
情
が
理
解
さ
れ
に
く
い

。

•

そ
れ
以
前
の
問
題
と
し
て 、

日
本
の
歴
史
が
わ
か
ら
な
い

。
( ‘ハ）

こ
れ
ら

ごソ
ケ
な
い
」

理
由
を
そ
の
ま
ま
反
転
さ
せ
る
と 、
『
俊
寛』

が
「
ウ
ケ
る
」

理
由
に
な
り
そ
う
で
あ
る 。

つ
ま
り 、
『
俊
寛』

は
観
客
に
対
し
て
「
江
戸
趣
味
の
洒
落
や
内
容」

に
つ
い
て
の
知
識
や
「
日
本
舞
踊
鑑
賞
の
深
い
目」

な
ど
の
文
化
的
基
盤
を
要
求
し

な
い

。

そ
れ
は
何
よ
り 、

上
演
さ
れ
る
「
あ
の
場
だ
け
で
」

筋
立
て
が
わ
か
る
か
ら
で
あ
る
（
七） 。

そ
し
て 、

そ
の
筋
立
て
自
体
は
「
日

俊
寛
は
な
ぜ
ほ
ほ
え
む
？

ニ
四
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俊
寛
は
な
ぜ
ほ
ほ
え
む
？

二
五

本
の
歴
史
が
わ
か
ら
な
」

く
と
も
理
解
で
き
る 。
「
奇
抜
な
な
り」

な
ど
見
た
目
の
違
和
感
は
す
く
な
い
（
瀬
尾
太
郎
の
「
赤
っ

面」

は 、

こ
の
演
目
で
は
例
外
的
に
歌
舞
伎
風
の
「
奇
抜」

な
見
た
目
で
は
あ
る
が 、

一

言
「
悪
役」

を
意
味
す
る
記
号
た
と
説
明
を
受
け

れ
ば 、

そ
う
し
た
視
覚
的
記
号
の
理
解
は
知
的
関
心
を
呼
び
起
こ
す
こ
と
に
よ
っ
て 、

む
し
ろ
観
客
の
異
文
化
受
容
を
容
易
に
す
る
だ

ろ
う） 。

つ
ま
り 、
『
俊
寛』

は
外
国
人
に
通
じ
に
く
い
マ
イ
ナ
ス
の
要
素
が
す
く
な
い
と
い
う
こ
と
は
た
し
か
な
よ
う
で
あ
る 。

三
代
目
猿
之
助
が
海
外
公
演
で
の
評
判
を
と
り
あ
げ
る
の
は 、

歌
舞
伎
の
初
心
者
の
こ
と
を 、

つ
ま
り 、

そ
の
当
時
お
よ
び
将
来
の

日
本
の
観
客
の
こ
と
を
考
え
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い

。

こ
れ
が
書
か
れ
た
の
が 、
一

九
八
四
年 。

そ
れ
か
ら
三
十
余
年
を
経
て 、
『
俊

寛』
は
い
ま
も
っ
と
も
舞
台
に
か
か
る
人
気
狂
言
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る 。

そ
の
上
演
頻
度
と
役
者
の
顔
ふ
れ
を
み
た
だ
け
で
も 、

利
根
川
の
言
う
と
お
り 、
「
何
人
も
の
役
者
が
意
欲
を
燃
や」

し
て
い
る
こ
と
は
事
実
と
し
て
認
め
ね
ば
な
ら
な
い

。

さ
て 、

で
は
現
在
そ
の
舞
台
自
体
の
出
来
の
ほ
う
は
ど
う
だ
ろ
う
か
？

利
根
川
の
言
う
よ
う
な
「
普
遍
的
な
新
し
さ」

を
顕
在
化

さ
せ
て
い
る
だ
ろ
う
か
？

本
稿
で
は 、

そ
の
点
を
考
え
て
み
た
い

。

と
く
に 、
『
俊
寛』

の
幕
切
れ
部
分
の
演
技
·

演
出
に
焦
点
を
絞

り 、

そ
の
意
味
を
探
っ
て
い
き
た
い

。

し
か
し 、

筆
者
自
身
の
観
劇
歴
か
ら
し
て 、

さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
る
時
代
は
き
わ
め
て
限

ら
れ
て
い
る 。

そ
こ
で 、

し
っ
さ
い
に
見
て
い
な
い
舞
台
に
つ
い
て
は 、

当
時
の
「
劇
評」

に
頼
る
こ
と
に
な
る 。

さ
ら
に
筆
者
か
見

て
い
る
舞
台
に
つ
い
て
も
複
数
の
劇
評
を
参
照
す
る
形
で
論
を
進
め
て
い
く 。

複
数
の
評
を
並
べ

る
こ
と
に
よ
っ
て 、

『
俊
寛』

の
舞

台
と
そ
の
舞
台
が
呼
び
起
こ
す
感
興
の
実
態
を
立
体
的
に
提
示
し
て
み
た
い

。

そ
れ
に
よ
っ
て 、

現
在
の
歌
舞
伎
の
演
技
の
傾
向
と
そ

の
問
題
の
一

端
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
思
う 。

吉
右
衛
門
の
「
俊
寛」

と
ふ
た
つ
の
劇
評

筆
者
自
身
が
も
っ
と
も
感
銘
を
受
け
た
の
は
中
村
吉
右
衛
門
の
『
俊
寛』

で
あ
る 。

と
く
に 、

歌
舞
伎
座
新
装
開
場
の
六
月
公
演
は

印
象
に
残
る
も
の
で
あ
っ
た 。

そ
の
舞
台
に
対
す
る
ふ
た
つ
の
劇
評
を
あ
げ
る 。

幕
切
れ
の
岩
組
み
で
の
古
右
衛
門
の
全
身
か
ら
は 、

諦
観
で
も 、

島
に
残
る
決
断
の
確
信
で
も
な
く 、

悲
嘆
と
悲
哀
が
あ
か
ら
さ
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ま
に
表
れ
て
い
る 。
(
…·
:）

「
思
い
切
っ
て
も
凡
夫
心」

は
聖
職
に
あ
り
な
が
ら
そ
れ
で
も
現
世
か
ら
隔
絶
で
き
な
い
人
間
の
弱

さ 、
「
凡
夫」

に
始
ま
り
「
凡
夫」

に
終
わ
る
の
が
吉
右
衛
門
だ
と
思
う 。

（
犬
丸
治）
（
八）

(
…·
:)

そ
の
結
果
俊
寛
の
顔
に
明
る
さ
が
浮
か
ぶ 。

絶
望
で
は
な
く

希
望 。
(
:··
:)

私
は
そ
の
俊
寛
の 、

現
実
へ

の
断
念
と
現

実
か
ら
の
飛
躍
の
な
か
で
揺
れ
な
が
ら
岩
に
上
る
男
の
姿
に
感
動
し
た 。
「
思
い
切
っ
て
も
凡
夫
心」

は
現
代
の
誰
の
な
か
に
も

あ
り 、

そ
れ
を
克
服
す
る
こ
と
は
誰
に
も
で
き
な
い

。

そ
の
矛
盾
を
克
服
す
る
俊
寛
を
吉
右
衛
門
が
生
き
た
か
ら
で
あ
る 。
（
渡

辺
保）
（
九）

犬
丸
が 、

演
じ
手
の
全
身
か
ら
表
れ
る
「
悲
嘆
と
悲
哀」

を
指
摘
す
る
の
に
対
し 、

渡
辺
は
そ
の
顔
に
浮
か
ぶ
「
明
る
さ
」

を
指
摘

す
る 。

前
者
が
「
悲
嘆
と
悲
哀」

を
見
る
の
に
対
し 、

後
者
は
「
絶
望
で
は
な
く

希
望」

を
見
る 。

さ
ら
に 、

前
者
が
「
『
凡
夫』

に
始

ま
り
『
凡
夫』

に
終
わ
る
」

と
見
る
の
に
対
し 、

後
者
は
克
服
し
え
な
い
「
凡
夫
心」

を
克
服
す
る
姿
と
見
る 。

お
な
じ
役
者
の
お
な

じ
舞
台
に
対
し
て 、

こ
う
も
相
対
立
す
る
よ
う
な
劇
評
が
な
ら
ぶ 。

筆
者
自
身
は
こ
の
舞
台
に
接
し
て 、

こ
れ
ら
の
劇
評
を
読
ん
だ
当

時 、
「
つ
い
に 、

吉
右
衛
門
の
作
り
出
し
た
新
し
い
俊
寛
は
同
時
に
相
異
な
る
解
釈
を
呼
ぶ
に
至
っ
た
」 、
「
観
客
に
よ
っ
て
読
み
解
か

れ
る
べ

き
テ
ク
ス
ト
と
し
て 、

そ
の
『
全
身』 、
『
顔』 、
『
姿』

が
あ
る
」

と
書
い
た
(1
0)
。

そ
し
て 、

そ
の
理
由
を 、
「
形
と
心
が
混

然
と
な
っ
て
い
る
」
（
渡
辺
保）

ニ
―
) 、

「
心
理
と
表
現
の
間
に
隙
が
な
い
」
（
水
落
潔）
（一 ―-）

と
評
さ
れ
る
吉
右
衛
門
の
演
技
の
卓
越
性

の
な
か
に
見
た 。

す
な
わ
ち 、
「
浄
瑠
璃
が
す
っ
か
り

手
に
入
っ
て
お
り 、

演
じ
る
吉
右
衛
門
が
そ
の
ま
ま
舞
台
上
に
俊
寛
と
し
て
存

在
す
る
か
の
よ
う
な
自
然
さ
を
感
じ
さ
せ
る
の
だ
」

と
(-
三）
。

吉
右
衛
門
が
せ
り
ふ
や
身
振
り
を
通
し
て
「
俊
寛」

を
見
事
に
描
き
出

し
て
い
る 、

と
い
え
ば
事
実
は
そ
う
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
の
だ
が 、

そ
の
言
葉
や
動
き
の
ど
れ
も
が 、

有
機
的
に
組
み
合
っ
て
い
る

と
か 、

あ
る
劇
的
な
モ
メ
ン
ト
の
形
成
に
資
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
か
い
う
よ
う
な 、

副
次
的
な
効
果
を
持
つ
ば
か
り
で
は
な
く 、

そ
う
し
た
純
粋
に
技
術
的
な
巧
み
さ
を
超
え
て 、

ま
る
で
そ
の
場
に
そ
う
い
う
言
葉
を
発
し 、

そ
う
い
う
動
き
を
す
る
俊
寛
と
い
う
人

間
が
い
る 、

と
い
う
よ
う
に
見
え
る
の
だ 。

こ
の
印
象
は
最
近
さ
ら
に
強
く
な
っ
て
お
り 、

二
0
一

九
年
一

月
の
『
絵
本
太
功
記』

の

俊
寛
は
な
ぜ
ほ
ほ
え
む
？

二
六
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俊
党
は
な
ぜ
ほ
ほ
え
む
？

―
一
七

こ
れ
は
吉
右
衛
門
の
演
技
に
対
す
る
評
と
い
う
よ

光
秀 、

二
月
の
『
熊
谷
陣
屋』

の
熊
谷
で
も 、

吉
右
衛
門
の
舞
台
に
接
す
る
と 、

そ
こ
だ
け
別
の
時
間
が
流
れ
て
い
る
よ
う
な
気
が
す

る（＿
四） 。

こ
れ
は 、

そ
の
場
に
居
合
わ
せ
た
者
以
外
に
は
感
じ
ら
れ
な
い

。

た
と
え
ば 、

か
り
に
お
な
じ
舞
台
の
録
画
映
像
を
見
て
も 、

吉
右
衛
門
が
作
り
出
す
舞
台
の
迫
真
性
と
独
特
の
時
間
の
感
覚
に
つ
い
て
は 、

そ
の
場
に
居
合
わ
せ
た
観
客
だ
け
が
自
身
の
体
験
を
よ

す
が
と
し
て
想
起
し
う
る
だ
け
で 、

そ
の
場
に
い
な
か
っ
た
視
聴
者
が
体
験
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

。

い
ま
現
在
の
吉
右
衛
門
の
舞
台

を
見
る
と
い
う
こ
と
は 、

だ
か
ら 、

文
字
通
り

一

回
性
を
共
有
す
る
観
劇
体
験
と
呼
び
う
る
も
の
だ
と
思
う 。

ど
の
役
者
の
ど
の
舞
台

だ
っ
て
そ
う
だ
ろ
う 、

と
言
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い

。

む
ろ
ん
原
理
的
に
は
他
の
役
者
で
も
お
な
じ
は
ず
で
あ
る 。

だ
が 、

現
在
の
吉

右
衛
門
の
舞
台
に
だ
け
は 、

な
ぜ
か 、

観
客
の
ひ
と
り
ひ
と
り
が
個
別
に
舞
台
に
向
き
あ
う
よ
う
な
一

種
独
特
の
空
気
感
が
あ
る 。

犬
丸
と
渡
辺
の
評
が
並
び
立
つ
の
は 、

そ
う
し
た
吉
右
衛
門
の
舞
台
が
も
つ
独
特
の
感
覚
の
た
め
で
あ
ろ
う
と
思
う 。

両
者
の
評
は

一

読
す
る
と
相
矛
盾
す
る
よ
う
で
あ
る
が
そ
う
で
は
な
い

。

ま
ず 、

犬
丸
が
重
点
を
置
い
て
論
じ
る
の
は
吉
右
衛
門
の
演
じ
方
の
ほ
う

で
あ
る 。

赦
免
状
に
自
分
の
名
前
が
な
い
と
知
っ
て
う
ろ
た
え 、

妻
東
屋
が
死
ん
だ
と
聞
か
さ
れ
て
嘆
き
悲
し
む
と
い
う
よ
う
に 、

こ

の
芝
居
が
描
く
の
は
苦
悩
に
の
た
う
ち
回
る
僧
侶
の
姿
で
あ
る 。

日
々
の
飢
え
と
孤
独
に
さ
い
な
ま
れ 、

成
経
と
康
頼
が
会
い
に
来
て

く
れ
な
い
こ
と
を
嘆
き
な
が
ら 、

成
経
と
千
鳥
の
恋
を
聞
く
と
泣
い
て
嬉
し
が
り 、

そ
し
て
赦
免
の
船
を
目
に
し
た
と
き
に
は
無
邪
気

な
ほ
ど
に
喜
ぶ 。

吉
右
衛
門
の
描
く

俊
寛
は 、

も
は
や
武
人
の
名
残
を
も
た
ず 、

た
え
ず
打
ち
ひ
し
が
れ
な
が
ら
一

線
の
希
望
を
求
め

て
迷
い
続
け
る
哀
れ
な
男
で
あ
る 。
「
俊
寛
が
乗
る
は
弘
誓
の
船 、

う
き
世
の
船
に
は
の
ぞ
み
な
し
」

と
言
い

、

自
分
の
身
代
り
に
千
鳥

を
赦
免
船
に
乗
せ
て 、

船
を
見
送
っ
た
あ
と
に 、
「
思
い
切
っ
て
も
凡
夫
心」

で
岩
に
の
ぼ
る 。

そ
し
て 、

岩
の
上
で
ま
る
で
化
石
し
た

よ
う
に
静
止
し
て 、

幕
が
引
か
れ
る 。

静
止
し
た
あ
と
幕
が
引
か
れ
る
ま
で
に
は 、

ほ
と
ん
ど
無
音
の
「
間」

が
あ
る
(-
五） 。

吉
右
衛

門
は
浄
瑠
璃
の
本
行
ど
お
り
に
演
じ
て
い
る
か
ら 、

岩
に
上
る
ま
で
は
ま
ぎ
れ
も
な
く
「
凡
夫
心」

を
抱
え
た
男
に
見
え
る 。

し
か
し 、

最
後
に
化
石
し
た
よ
う
な
俊
寛
は
あ
く
ま
で
無
表
情
で
あ
る 。

こ
れ
ま
で
悲
嘆
ば
か
り
を
見
せ
て
き
た
男
の
「
無
表
情」

に
読
ま
れ
る

べ

き
は 、

そ
の
演
技
の
延
長
上
に
求
め
る
な
ら
ば
「
悲
哀」

で
し
か
な
い

。

静
止
し
た
の
ち
に
も 、
「
悲
哀」

の
余
韻
が
残
る
か
ら
だ 。

犬
丸
は 、

そ
れ
を
「
諦
観
で
も 、

島
に
残
る
決
断
の
確
信
で
も
な
い
」

と
す
る 。

い
っ
ぽ
う 、

渡
辺
保
は
そ
の
無
表
情
の
顔
に
「
明
る
さ
」

と
「
希
望」

を
見
る 。
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り 、

そ
の
舞
台
が
観
客
に
あ
た
え
る
感
銘
を
つ
た
え
る
評
で
あ
る 。

筆
者
自
身
は 、

犬
丸
と
同
様
に
「
悲
哀
」

を
確
認
し
た 。

ま
た 、

「
諦
観
」

で
も
「
島
に
残
る
決
断
の
確
信
」

で
も
な
い
も
の
と
感
じ
た 。

ま
た 、

同
時
に
そ
の
「
悲
哀」

が
「
絶
望
」

で
は
な
い
の
も

た
し
か
だ
っ
た 。

だ
が 、

そ
こ
に
「
明
る
さ
」

と
「
希
望
」

を
見
る
の
は
観
客
側
の
願
望
と
い
う
べ

き
で
あ
る 。

渡
辺
が
見
誤
っ
て
い

る
と
い
う
の
で
は
な
い

。

そ
う
し
た
願
望
を
投
影
し
う
る
よ
う
な
透
明
感
と
穏
や
か
さ
と
深
み
を
吉
右
衛
門
の
俊
寛
が
も
っ
て
い
る
の

だ 。

だ
か
ら
渡
辺
は
「
明
る
さ」

と
「
希
望
」

を
見
た
と
い
う
よ
り 、

読
ん
だ
と
い
う
の
が
よ
り

正
確
だ
と
思
う 。
「
希
望
な
き
者
た
ち

の
た
め
だ
け
に 、

希
望
は
わ
れ
わ
れ
に
与
え
ら
れ
て
い
る
」

こ
六）

と
い
う
言
菓
が 、

吉
右
衛
門
の
俊
寛
と
渡
辺
の
評
の
あ
い
だ
に
生
ま

れ
た
の
だ 。

幕
切
れ
で
化
石
し
た
よ
う
な
俊
寛
の
目
に
映
る
の
は 、

赦
免
船
の
姿
が
消
え
た
何
も
な
い
海
原
か
も
し
れ
な
い

。
し
か
し 、

そ
う
し
て
つ
い
に
「
う
き
世」

の
船
を
「
の
ぞ
む
」

こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
の
ち 、

絶
海
の
孤
島
で
の
孤
独
が
極
ま
っ
た
と
き 、

も

し
か
し
た
ら
「
弘
誓
の
船」

が
映
っ
た
か
も
し
れ
な
い

。

悲
哀
を
た
た
え
た
無
表
情
な
俊
寛
の
顔
と

姿
は
そ
れ
ほ
ど
の
透
明
感
を
も
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ 。

そ
れ
を
「

希
望
」

と
読
む
か
ど
う
か
は 、

ひ
と
え
に
観
客
に
委
ね
ら
れ
て
い
る 。

ほ
ほ
え
む
「
俊
寛」

た
ち

だ
が 、

そ
の
い
っ
ぽ
う
で 、

は
っ

き
り
と
「
明
る
い
」

表
情
を
う
か
べ

る
役
者
た
ち
が
い
る 。

筆
者
が
見
た
な
か
で
は
い
ま
や
そ
ち

ら
の
ほ
う
が
多
数
派
と
い
う
気
も
す
る 。

そ
の
例
を
見
た
い

。

・

十
八
代
目
中
村
勘
三
郎
の
「
俊
寛」

歌
舞
伎
座
さ
よ
な
ら
公
演
に
お
い
て
も
演
じ
ら
れ
た
中
村
勘
三
郎
の
「
俊
寛
」

を
見
て
み
よ
う 。

次
の
文
は 、

二
0
1

0
年
十
月
大

阪
平
成
中
村
座
で
の
公
演
に
対
す
る
劇
評
で
あ
る 。

勘
三
郎
は
壮
年
の
俊
寛
な
の
が
い
い

。

平
家
を
転
覆
さ
せ
よ
う
と
す
る
ぐ
ら
い
の
気
概
は
ま
だ
体
の
奥
に
眠
っ
て
は
い
る
が 、

孤

島
で
の
生
活
で
体
力
は
弱
っ
て
い
る 。

そ
う
い
う
中
年
の
男
で
あ
る 。

そ
ん
な
俊
寛
の
顔
に
少
将
と
千
鳥
の
恋
の
話
を
聞
い
た
時 、

俊
寛
は
な
せ
ほ
ほ
え
む
？

ニ
八
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俊
寃
は
な
ぜ
ほ
ほ
え
む
？

―一
九

慈
愛
の
表
情
が
浮
か
ぶ 。

若
い
恋
人
た
ち
の
未
来
へ

の
希
望
と 、

妻
東
屋
へ

の
思
い
が
俊
寛
の
心
を
温
か
く
し
た
の
で
あ
ろ
う 。

だ
か
ら
こ
そ
東
屋
の
首
を
討
っ
た
瀬
尾
へ

の
憎
悪
が
納
得
で
き
る
し 、

若
い
恋
人
た
ち
の
未
来
の
た
め
に
自
分
が
犠
牲
に
な
ろ
う

と
い
う
気
持
ち
も
よ
く
わ
か
る 。

勘
三
郎
の
俊
寛
に
は
人
間
と
し
て
の
誇
り
が
見
え
た 。

し
か
し 、

本
当
の
孤
独
は
皆
が
乗
っ
た

船
が
去
っ
て
か
ら
で
あ
る 。
「
お
ー

い
、

お
ー

い
」

と
叫
ぶ
声
の
一

っ
ひ
と
つ
に
こ
め
た
変
化
に 、

島
と
船
と
の
距
離 、

孤
独
へ

の

慄
き 、

悲
し
み 、

寂
蓼
感
が
こ
も
っ
た 。

岩
上
で
ひ
と
り

船
を
見
送
る
幕
切
れ 。

握
っ
た
木
の
枝
が
折
れ 、

し
ば
し
静
寂
が
訪
れ

•

•

•

•

•

•

•

•

 

る 。

勘
三
郎
は
ほ
ん
の
わ
ず
か 、

微
笑
み
を
浮
か
べ

た 。

そ
こ
に
は
「
こ
れ
で
よ
か
っ
た
の
だ
」

と
い
う
思
い
が
滲
ん
だ
よ
う
に

見
え
た 。
（
亀
岡
典
子）
二
L)

こ
の
「
微
笑
み
を
浮
か
べ

る
」

俊
寛
は 、

筆
者
自
身 、

勘
三
郎
の
舞
台
で
見
て
い
る 。

お
な
じ
二
0
1

0
年
二
月
の
歌
舞
伎
座
さ
よ

な
ら
公
演
が
そ
う
で
あ
っ
た 。

そ
し
て 、

そ
の
と
き
に
も
ま
た 、
「
こ
れ
で
よ
か
っ
た
の
だ
」

と
い
う
よ
う
な
表
情
を
勘
三
郎
は
浮
か
べ

て
い
た 。

亀
岡
に
よ
る
勘
三
郎
の
芝
居
の
運
び
の
再
現
は
ま
ち
が
い
な
い
も
の
と
思
う 。

そ
の
舞
台
か
ら
受
け
る
印
象
も
筆
者
と
お
な

じ
で
あ
る 。
「
若
い
恋
人
た
ち
の
未
来
の
た
め
に
自
分
が
犠
牲
に
な
ろ
う」 、

そ
れ
が
勘
三
郎
の
描
き
出
す
俊
寛
に
は
認
め
ら
れ 、

何
よ

り
指
摘
せ
ね
ば
な
ら
な
い
特
徴
と
い
う
べ

き
も
の
で
あ
っ
た 。

そ
の
点 、

亀
岡
は
し
つ
か
り

再
現
し
て
い
る
と
思
う 。

だ
が 、

こ
こ
で 、

す
こ
し
立
ち
止
ま
っ
て
考
え
て
み
た
い

。

そ
う
し
た
内
容
は 、

近
松
の
本
行
の
い
っ
た
い
ど
こ
に
書
か
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
？

そ

も
そ
も
『
平
家
女
護
島』

は
も
と
は
人
形
浄
瑠
璃
で
あ
る
か
ら 、
「
ほ
ほ
え
む
」

こ
と
は
浄
瑠
璃
で
語
ら
れ
な
い
か
ぎ
り 、

顔
の
表
現
と

し
て
不
可
能
で
あ
る 。

近
松
は
鬼
界
ヶ
島
を
「
鬼
あ
る
所
に
て 、

今
生
よ
り
の
冥
士
な
り」

と
謡
曲
か
ら
そ
の
ま
ま
の
文
言
を
用
い
た

う
え
で 、

瀬
尾
を
殺
し
た
あ
と
の
俊
寛
に
「
あ
ら
た
め
て
今 、

鬼
界
ヶ
島
の
流
人
と
な
」

る 、

さ
ら
に
「
三
悪
道
を
こ
の
世
で
果
た
」

す
と
言
わ
せ
て
い
る 。

そ
の
テ
ク
ス
ト
に
沿
う
な
ら
ば 、

む
し
ろ 、

み
ず
か
ら
「
鬼」

と
な
る
こ
と
を
選
択
し
た
と
す
る
の
が
真
っ

当

な
解
釈
で
あ
ろ
う
と
思
う 。

歌
舞
伎
の
舞
台
に
お
け
る
俊
寛
の
せ
り
ふ
と
浄
瑠
璃
の
詞
章
は 、

勘
三
郎
の
舞
台
も
さ
き
に
見
た
吉
右
衛

門
の
舞
台
と
お
な
じ
も
の
で
あ
る 。

そ
の
せ
り
ふ
や
本
行
の
表
現
よ
り
も 、

勘
三
郎
の
舞
台
で
は
「
お
ー

い 、

お
ー

い
」

の
叫
び
声
の

変
化
の
な
か
に
万
感
の
思
い
が
読
み
取
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る 。

し
か
し 、

こ
れ
で
は 、

ま
る
で
せ
り
ふ
よ
り
も 、

た
ん
に
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俊
寛
の
行
為
と
劇
の
筋
立
て
を
際
立
た
せ
よ
う
と
す
る
よ
う
な
舞
台
は
こ
び
で
は
な
い
か 。

「
若
い
人
た
ち
の
未
来
の
た
め
に
自
分
が

犠
牲
に
な
ろ
う」

ー
ー

勘
三
郎
は
そ
れ
を
こ
の
芝
居
全
体
の
テ
ー

マ
と
し
て
と
ら
え 、

そ
の
テ
ー

マ
を
純
化
す
る
た
め
に
俊
寛
の
人
物

像
を
つ
く
り
あ
げ
た
よ
う
に
受
け
取
ら
れ
る 。

も
う
ひ
と
つ
勘
三
郎
に
対
す
る
評
を
見
よ
う 。

さ
か
の
ぼ
る
こ
と
三
年
前 、

二
0
0
七

年
十
月
新
橋
演
舞
場
の
公
演
で
あ
る 。

俊
寛
の
執
着
は
「
思
い
切
っ
て
も
凡
夫
心」

と
い
う
一

点
に
集
約
し
た
ほ
う
が 、

悲
劇
と
し
て
純
度
が
高
い
こ
と
に
な
る 。

勘
三

郎
は
そ
れ
に
代
え
る
か
の
よ
う
に
岩
山
の
上
で
松
の
枝
を
自
ら
へ

し
折
っ
て
激
し
い
気
迫
を
見
せ
る 。
('•
…'）

細
部
を
拾
っ
て

、
、
、
、
、
、
、

ゆ
け
ば
す
ぐ
れ
た
と
こ
ろ
は
多
々
あ
る
が 、

と
り

わ
け
印
象
的
な
の
が
船
影
が
す
で
に
消
え
た
後 、

か
す
か
に
微
笑
み
の
よ
う
な

も
の
を
浮
か
べ

た
か
に
見
え
る
幕
切
れ
の
表
情
で 、
こ
れ
に
よ
っ
て
俊
寛
の
人
間
像
と
心
境
の
在
り

様
は
全
き
も
の
と
な
る 。
（
傍

点
は
原
著）
（
上
村
以
和
於）
（一
八）

こ
の
当
時
か
ら
勘
三
郎
の
演
技
の
眼
目
は
俊
寛
の
執
着
を
描
く
こ
と
や 、

悲
劇
の
人
物
を
描
く
こ
と
で
は
な
か
っ
た
よ
う
だ 。
「
思

い
切
っ
て
も
凡
夫
心」

と
い
う
本
行
を
表
現
す
る
代
わ
り
に 、

本
行
に
は
何
も
書
か
れ
て
い
な
い

松
の
枝
を
自
ら
へ

し
折
っ
て
気
迫
を

見
せ
る 。

そ
う
し
て 、

や
は
り
「
か
す
か
に
微
笑
み
の
よ
う
な
も
の
を
浮
か
べ

る」

と
い
う
こ
と
は 、
「
こ
れ
で
よ
か
っ
た
の
た
」

と
の

満
足
を
あ
ら
わ
す
の
だ
ろ
う 。

自
身
の
運
命
を
克
服
し
て
自
己
犠
牲
を
完
遂
し 、

そ
れ
に
対
し
て
満
足
す
る 。

上
村
は
『
俊
寛』

の
解

釈
と
し
て 、

こ
れ
が
説
得
力
を
も
つ
と
み
な
す
の
だ
ろ
う
か 、

そ
の
「
人
間
像
と
心
境
の
在
り

様
は
全
き
も
の
と
な
る
」

と
す
る 。

つ

ま
り 、

勘
三
郎
（
お
よ
び 、

そ
れ
を
是
と
す
る
上
村）

の
解
釈
て
は 、

自
己
犠
牲
に
よ
っ
て
最
後
に
俊
寛
の
魂
が
救
わ
れ
る
と
い
う
こ

と
な
の
だ
ろ
う
か
？

な
る
ほ
ど 、

そ
れ
な
ら
ば 、

西
洋
人
に
も 、

現
代
の
日
本
人
に
と
っ
て
も
理
解
し
や
す
い
お
伽
話
の
よ
う
な
「
い

い
お
噺」

が
で
き
あ
が
り
そ
う
で
あ
る 。

と
な
る
と 、

し
か
し 、

岩
に
の
ぼ
る
ま
で
の
大
仰
な
苦
悩
ぶ
り
は
な
ん
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
？

そ
れ
も
「
解
脱」

を
遂
げ
る
た
め
に
通
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
苦
難
の
道
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
？

千
鳥
に
対
し
て
言
う
「
三

悪
道
を
こ
の
世
で
果
た
し 、

後
世
を
助
け
て
な
ぜ
く
れ
ぬ
ぞ」

の
「
後
世」

と
は
む
ろ
ん
「
未
来」
「
来
世」

で
あ
る 。

船
を
見
送
っ
て

俊
党
は
な
せ
ほ
ほ
え
む
？

―1
0
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俊
鋭
は
な
ぜ
ほ
ほ
え
む
？

「
ほ
ほ
え
む
」

と
い
う
演
出
は 、

こ
の
部
分
を
先
取
り
し
て 、

俊
寛
の
「
後
世」

に
お
け
る
救
済
を
観
客
に
演
じ
て
見
せ
る
と
い
う
意

図
な
の
か
も
し
れ
な
い

。

と
な
る
と 、

俊
寛
の
た
た
ず
む
鬼
界
ヶ
島
の
岩
の
上
は 、
「
三
悪
道」

を
果
た
す
「
こ
の
世」

で
は
な
く 、

い

ま
や

乙以
世」

の
場
の
よ
う
で
あ
る 。
「
鬼
界
ヶ
島」

で
「
三
悪
道
を
果
た
す」

と
言
い
な
が
ら 、
「
鬼」

と
は
な
ら
ず 、
「
仏」

に
な
る

「
俊
寛」

。

し
か
し 、

こ
れ
は
や
は
り
あ
る
種
マ
ン
ガ
的
と
も
呼
ぶ
べ

き
解
釈
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？

事
実 、

亀
岡
や
上
村
の
評
と

筆
者
の
印
象
は
ほ
と
ん
ど
一

致
す
る
わ
け
で
も
あ
る 。

そ
の
舞
台
に
対
し 、

ま
た
そ
の
舞
台
か
ら 、

観
客
が
観
客
な
り
の
想
像
力
を
働

か
せ
る
よ
う
な
余
地
は
な
い

。

そ
し
て 、

筆
者
は
こ
う
し
た
舞
台
は
す
く
な
く
と
も
近
松
の
『
俊
寛』

で
は
な
い
と
思
う
わ
け
で
あ
る 。

・

片
岡
仁
左
衛
門
の
「
俊
寛」

現
在 、

中
村
吉
右
衛
門
と
並
び
た
つ
名
優
で
あ
る
片
岡
仁
左
衛
門
の
俊
寛
も
ほ
ほ
え
み
を
浮
か
べ

る 。

二
0
一

八
年
六
月
博
多
座
の

劇
評
を
以
下
に
引
く 。

船
に
向
か
っ
て
「
い
い
か
ら 、

い
い
か
ら
」

と
で
も
言
う
よ
う
に
手
を
横
に
振
る 。

成
経
や
千
鳥
が
手
を
合
わ
せ
て
い
る
の
だ
ろ

う 。

仁
左
衛
門
の
演
技
か
ら
見
え
な
い
は
ず
の
光
景
が
見
え
て
く
る 。

去
っ
て
い
く

船
と
の
距
離 、

迫
る
孤
独
を 、

視
線
と
「
お

ー
い
」

の
声
に
込
め
る 。

船
を
追
っ
て
波
の
中
に
ず
ぶ
ず
ぶ
と
入
っ
て
い
く

姿
を 、

花
道
を
海
に
見
立
て 、

す
っ
ぽ
ん
の
中
に
入

る
姿
で
描
く 。

や
が
て
岩
上
に
這
い
上
が
っ
た
俊
寛
は 、

孤
独
の
先
に
あ
る
も
の
を
凝
視
す
る
か
の
よ
う
に
鋭
い
視
線
で
船
の
ほ

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

 

う
を
見
送
る
が 、

次
第
に
厳
し
い
顔
が
や
わ
ら
い
で
い
く 。

そ
こ
に
は
静
か
に
運
命
を
受
容
す
る
姿
が
あ
っ
た 。
（
亀
岡
典
子）

（一
九）

続
け
て
も
う
ひ
と
つ
の
劇
評
を
見
よ
う 。

こ
の
公
演
の
十
七
年
前 、

二
0
0
一

年
七
月
大
阪
松
竹
座
の
舞
台
で
あ
る 。

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

 

近
松
の
書
ぎ
替
え
た
俊
寛
は
情
の
人
で
あ
り 、

自
己
犠
牲
の
道
を
選
ぶ
信
念
の
男
で
あ
る 。

仁
左
衛
門
の
作
る
俊
寛
像
も 、

何
よ
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り
温
か
い
情
の
描
写
が
全
編
を
貫
い
て
い
る 。

／
た
と
え
ば 、

康
頼
か
ら
成
経
と
千
鳥
の
恋
の
話
を
聞
か
さ
れ
た
時
の
喜
ぶ
姿
に 、

久
し
ぶ
り
の
明
る
い
話
題
だ
か
ら
と
い
う
だ
け
で
な
く 、

俊
寛
が
心
底
か
ら
情
の
人
で
あ
る
こ
と
か
ら
く
る
ぬ
く
も
り
や 、

柔
ら

か
み
が
滲
む
の
で
あ
る 。

さ
ら
に
は 、

東
屋
を
偲
ぶ
台
詞
や 、

千
鳥
を
見
つ
め
る
ま
な
ざ
し
の
深
さ
に
も 、

そ
れ
は
現
わ
れ
て
い

る 。

先
々
代
も
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に 、

そ
こ
に
自
ず
と
重
な
る
人
柄
が
う
か
が
わ
れ
る 。

そ
し
て
こ
れ
が 、

他
の
俊
寛
と
は
異

な
る
仁
左
衛
門
の
個
性
で
あ
る 。

／
そ
の
分 、

流
人
の
中
の
年
長
者
で
あ
っ
て
も 、

リ
ー

ダ
ー

的
な
存
在
と
い
う
よ
り
も 、

兄
貴

分
と
い
っ
た
格
付
け
で 、

最
初 、

赦
免
状
に
自
分
の
名
前
だ
け
が
な
い
と
知
っ
て 、

袖
を
噛
ん
で
嗚
咽
を
堪
え 、

ま
た 、

頭
を
抱

え
て
倒
れ
伏
し 、

身
も
だ
え
し
て
悲
し
む
場
面
で
も 、

大
の
男
の
見
苦
し
さ
で
は
な
く 、

人
間
の
自
然
な
嘆
き
と
し
て
伝
わ
っ
て

く
る 。

／
瀬
尾
と
闘
う
シ
ー
ン
も 、

い
か
に
も
痩
せ
法
師
の
立
廻
り
で 、

千
鳥
が
加
勢
し
た
く
な
る
危
う
さ
が
あ
る 。

終
盤 、

だ

ん
だ
ん
と
遠
ざ
か
る
船
を
見
送
り
な
が
ら 、

指
を
二
本
立
て
て 、

成
経
と
千
烏
の
幸
せ
を
願
う
し
ぐ
さ 、

両
耳
に
手
を
あ
て
て
声

を
聞
き
取
ろ
う
と
す
る
様 、
一

旦
は
船
に
背
を
向
け
な
が
ら 、
「
思
い
切
っ
て
も
凡
夫
心
I
|」

で
再
び
振
り

返
り 、

波
打
ち
際
ヘ

と
駆
け
寄
る
行
為
な
ど
の
一

っ
―

つ
に 、

悲
劇
の
英
雄
と
し
て
で
は
な
く 、

等
身
大
の
人
間
の
弱
さ
が
よ
く
出
て
い
る 。

／
最
後 、

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 

岩
の
上
で
仔
む
表
情
に
は
微
笑
も
う
か
が
え 、

呆
然
と
し
た
中
に
も
満
足
感
が
静
か
に
湧
き
上
が
っ
て
き
て
い
る
の
を
予
感
さ
せ

る
幕
切
れ
と
な
っ
た 。
（
森
西
貞
弓 。
「
／」

は
改
行
部
分）
（
ニ
0)

「
情
の
人」

↓
「
自
己
犠
牲
を
選
ぶ
信
念
の
男」

↓
「
等
身
大
の
人
間
の
弱
さ
を
持
つ
男」

↓
「
自
己
犠
牲
の
は
て
の
満
足
感」

。

人
物

像
と
し
て 、

ま
た
行
動
を
支
え
る
心
理
の
動
き
と
し
て 、

キ
レ
イ
に
図
式
化
さ
れ
た
う
え
で
筋
書
き
は
う
ま
く

運
び
そ
う
で
あ
る 。

し

い

に

し

え

か
し 、

そ
う
し
て
「
凡
夫
心」

は
克
服
さ
れ 、

近
松
理
解
も
そ
こ
に
お
さ
ま
っ
て
止
ま
る
よ
う
な
ら
ば 、

古

の
人
の
悲
し
み
も
そ
こ

で
同
時
に
消
え
て
し
ま
い
そ
う
で
あ
る 。

つ
ま
り 、

こ
の
よ
う
な
劇
評
に
お
さ
ま
る
よ
う
な
ら 、

い
か
に
舞
台
上
で
繰
り

広
げ
ら
れ
る

出
来
事
が
劇
的
で
あ
っ
て
も 、

舞
台
自
体
は
時
代
物
に
取
材
し
た
現
代
劇
に
な
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か 、

と
思
わ
れ
て
く
る
の
だ 。

こ
の
「
劇
評」

の
文
に
着
目
す
る
と 、
「
近
松
の
書
ぎ
替
え
た
俊
寛
は
情
の
人
で
あ
り 、

自
己
犠
牲
の
道
を
選
ぶ
信
念
の
男
て
あ
る」

と
あ
る
が 、

こ
れ
は
近
松
の
浄
瑠
璃
に
対
す
る
解
釈
で
は
な
く 、

仁
左
衛
門
の
舞
台
を
受
け
て
の
印
象
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？

確
認

俊
寛
は
な
ぜ
ほ
ほ
え
む
？

口
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俊
党
は
な
ぜ
ほ
ほ
え
む
？

し
て
お
く
と、

近
松
の
書
き
替
え、

つ
ま
り
『
平
家
物
語』

と
『
謡
曲』

に
は
な
く
近
松
に
よ
る
創
作
部
分
と
は、

千
鳥
と
い
う
島
の

海
女
を
登
場
さ
せ
た
こ
と、

千
鳥
を
乗
船
さ
せ
る
た
め
に
島
に
残
る
と
俊
寛
が
決
断
す
る
こ
と、

そ
の
た
め
に
上
使
の
瀬
尾
を
自
ら
手

に
か
け
て
殺
す
こ
と
で
あ
る。

さ
ら
に、

加
賀
山
直―――
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る。
「ー
一
段
目
の
鬼
界
ケ
島
に
至
っ
て
は、

近
松
の
詩

想
に
就
い
て
は
既
に
定
評
が
あ
る。

そ
の
最
大
の
中
心
は、

先
ず、

俊
寛
が
英
雄
に
終
ら
ず、

＼
思
い
切
っ
て
も
凡
夫
心
と、
一

旦
諦

め
た
離
島
を、

船
が
出
帆
し
て
了
つ
て
か
ら、

諦
め
き
れ
ず
追
は
う
と
甲
斐
な
い
努
力
に
も
が
く
事」
ロ一
）

だ
と。

加
賀
山
が
こ
れ
を

書
い
た
の
が
一

九
五
五
年。
「

諦
め
き
れ」

ず
「
甲
斐
な
い
努
力
に
も
が
く」

男
と
読
ま
れ
て
き
た
俊
寛
か、

半
世
紀
余
り
の
時
を
経

て、
「
自
己
犠
牲
の
道
を
選
ぶ
信
念
の
男」、
「
静
か
に
運
命
を
受
容」

す
る
男
と
読
み
替
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
だ。

さ
し
ず
め

「
等
身
大
の
英
雄」

と
い
っ
た
と
こ
ろ
だ
ろ
う
か。

た
し
か
に
近
松
の
描
く
俊
寛
は
け
っ
し
て
武
人
で
な
く、

僧
で
は
あ
る
が
成
経
・

康
頼
に
く
ら
べ
て
信
心
深
く
も
な
い。
「
梢
の
人」

と
の
理
解
自
体
は
よ
く
わ
か
る。

ま
た、
「

人
間
の
弱
さ
を
も
つ
男」

で
も
あ
る
に

ち
が
い
な
い。

そ
の
「
人
間
的
な
弱
さ」

を
も
つ
男
が
意
を
決
し
て
上
使
の
瀬
尾
を
殺
す。

こ
の
場
面
が
劇
的
で
あ
る
こ
と
は
本
行
に

成
経
と
康
頼
が
そ
れ
を
見
て
「
感
涙
に
む
せ
ぶ」

と
あ
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る。

俊
寛
は
そ
う
し
て
「
鬼」

に
な
る
こ
と
を
み
す
か
ら

選
択
す
る。

し
か
し、
「
情
の
人」

は
「
自
己
犠
牲」

を
選
択
し、

成
し
遂
げ
た
あ
と
で
も、

そ
の
「
情」

に
引
き
ず
ら
れ
て、
「

思
い

切
る」

こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る。

近
松
が
描
い
た
俊
寛
と
は
そ
う
い
う
人
間
な
の
だ。

そ
の
点
が、

仁
左
衛
門
の
舞
台
を
評
す

る
文
か
ら
は
読
め
な
い
の
で
あ
る。

ま
た、

亀
岡
と
森
西
の
評
に
共
通
す
る
の
は、
せ
り
ふ
に
つ
い
て
の
記
述
が
す
く
な
く、

そ
の
ぶ
ん
そ
れ
を
補
う
よ
う
に
「
し
ぐ
さ」

「
視
線」
「
様」
「

表
情」

の
描
写
が
多
い
こ
と
だ。

近
松
の
本
行
と
引
き
く
ら
べ
て
の
批
評
は
こ
こ
に
は
見
ら
れ
ず、

む
し
ろ
視
覚
に

重
点
を
お
い
た
再
現
描
写
か
仁
左
衛
門
の
俊
寛
像
を
追
認
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る。
も
う
ひ
と
つ、
仁
左
衛
門
に
対
す
る
評
を
見
よ
う。

孝
夫
時
代
の
一

九
九
二
年
十
月、

初
役
時
の
舞
台
で
あ
る。

い
よ
い
よ
船
が
出
て
し
ま
っ
て、

ひ
と
り
島
に
残
さ
れ
た
俊
寛
の
「

思
い
切
っ
て
も
凡
夫
心」

に
至
る
経
過
も、

孝
夫
の
演
技
は

分
か
り
易
い
。

が、

分
か
り
易
い
と
い
う
こ
と
は、

平
易
て
平
凡
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
も
な
る。

人
間
の
矛
盾
の
エ
ネ
ル
ギ
ー冒
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が
ほ
と
ば
し
つ
て
こ
な
い
の
で
あ
る 。

の
不
足
す
る
俊
窟
だ
っ
た 。

俊
寛
は
な
せ
ほ
ほ
え
む
？

こ
こ
の
俊
寛
は
悪
魔
の
心
を
抱
い
て
い
て
も
い
い
で
は
な
い
か 。

行
儀
は
い
い
が 、

（
利
根
川
裕）

（―
-）

熱
量

こ
の
評
か
ら
は 、

当
時
か
ら
微
笑
ん
で
い
た
の
か
と
う
か
は
わ
か
ら
な
い 。

が 、

お
お
む
ね
「
行
儀」

が
よ
か
っ
た
の
だ
ろ
う
こ
と

は
わ
か
る 。

そ
し
て 、

そ
れ
を
批
判
す
る
利
根
川
は 、
こ
こ
で
同
時
に
自
身
の
「
俊
寛」
理
解
を
開
陳
し
て
い
る
の
で
あ
る 。
「
人
間
の

矛
盾
の
エ
ネ
ル
ギ
ー」

と
は 、

加
賀
山
の
「
も
が
く」

俊
寛
像
と
同
一
線
上
に
あ
る 。

そ
れ
に
し
て
も 、

義
太
夫
狂
言
に
通
じ
る
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
仁
左
衛
門
が 、

ど
う
し
て
も
っ
と
突
っ

込
ん
だ
芝
居
を
し
な
い
の
だ

ろ
う
か（二
ニ） 、

な
ぜ
ほ
ほ
え
む
と
い
う
表
情
で
幕
を
引
い
て
し
ま
う
の
か 、

菅
丞
相
を
当
た
り

役
と
す
る
俳
優
は
ニ
ン
に
な
い
と
い
う

こ
と
か 、

と
筆
者
は
自
間
し 、

そ
れ
か
初
役
の
時
か
ら
だ
と
す
る
と 、

お
そ
ら
く

役
を
教
わ
っ
た
で
あ
ろ
う
父
の
十
三
代
目
仁
左
衛
門

の
影
響
な
の
か
と
思
い
至
っ
た 。

そ
こ
て 、

十
三
代
目
の
舞
台
に
つ
い
て
調
べ
て
い
く
う
ち
に
次
の
よ
う
な
証
言
を
み
つ
け
た 。

昭
和

四
十
二
（一
九
六
七）

年
四
月
国
立
劇
場
の
公
演
で 、

そ
の
台
本
と
演
出
を
担
当
し
た
戸
部
銀
作
は
こ
う
書
い
て
い
る 。

「
六
波
羅」
の
清
盛
で
は 、

そ
の
幕
切
れ
で 、

満
ち
た
る
も
の
が
欠
け
る 、

む
な
し
さ
を
出
し 、
「
鬼
界
ヶ
島」
の
俊
寛
で
は 、

す

へ
て
を
失
っ
た
俊
寛
が 、

か
す
か
な
が
ら
も 、

夢
や
希
望
を
抱
く
と
い
う

演
技
を
仁
左
衛
門
氏
に
要
求
し
た 。

彼
は
か
す
か
な
笑

•
•
•
•
•
•
•
•
•

 

い
で
表
現
し
て
く
れ
た 。

清
盛
を
演
じ
た
の
は
羽
左
衛
門
氏
だ
が 、

明
と
陪 、

全
盛
の
清
盛
と
失
意
の
俊
寛
に
も 、

そ
れ
ぞ
れ
滅

亡
と
希
望
か
あ
る
と
い
う 、

近
松
門
左
衛
門
の
精
神
を 、
二
場
面
の
対
比
に
よ
り

表
現
し
よ
う
と
は
か
っ
た 。

両
ベ
テ
ラ
ン
の
好

演
に
よ
り 、

私
の
目
的
は
達
せ
ら
れ
た
と
思
っ
た
か 、

世
評
は 、

幕
切
れ
の
俊
寛
の
笑
い
に
つ
い
て 、

非
難
が
多
か
っ
た 。
（
戸
部

銀
作）

（二
四）

国
立
劇
場
の
開
館
が
一
九
六
六
年
十一
月
で
あ
る
か
ら 、
こ
の
公
演
は
そ
れ
か
ら
ま
だ
半
年
も
た
た
な
い
時
期
で 、

歌
舞
伎
座
で
の

「
見
取
り」
と
は
ち
が
っ
た
舞
台
作
り
を
目
指
し
て
い
た
時
期
て
あ
る 。
こ
の
公
演
に
お
い
て
も 、

通
常
は
舞
台
に
か
か
る
こ
と
が
な

ニ
四
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俊
党
は
な
せ
ほ
ほ
え
む
？

い
「
京
六
波
羅
清
盛
館」

の
場
面
を
含
む
上
演
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る 。

そ
の
台
本
を
担
当
し
た
演
出
家
の
戸
部
銀
作
か
ら
指
示
を

受
け
て 、

十
三
代
目
仁
左
衛
門
が
幕
切
れ
で
「
か
す
か
な
笑
い
」

を
見
せ
る
と
い
う
演
技
を
し
て
い
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
（
二
五）
。

•

前
進
座
・

中
村
翫
右
衛
門
の
「
俊
寛」

そ
う
し
て
戸
部
は
さ
ら
に
そ
の
モ
デ
ル
を
詳
ら
か
に
す
る 。

二
五

つ
い
で
な
が
ら
言
う
と 、

官
憲
に
追
わ
れ
て
い
た
こ
ろ
の 、

翫
右
衛
門
の
俊
寛
の
幕
切
れ 。

そ
の
時 、

彼
は
う
っ

す
ら
笑
っ
て
い

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 

た
が 、

素
晴
ら
し
い
演
技
だ
っ
た 。

そ
の
後
は
同
じ
翫
右
衛
門
で
も 、

そ
の
ほ
か
の
誰
の
俊
寛
で
も 、

そ
う
し
た
感
動
は
な
か
っ

た 。
（
二
六）

ど
う
や
ら
前
進
座
の
中
村
翫
右
衛
門
が
「
ほ
ほ
え
む
」

俊
寛
の
元
型
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る 。
一

九
五
二
年
に
北
海
道
赤
平
の
小
学

校
で
の
公
演
に
あ
た
っ
て
劇
団
員
が
学
校
職
員
と
い
さ
か
い
を
起
こ
し
た
と
さ
れ 、

傷
害
と
器
物
破
損
の
容
疑
で
逮
捕
状
が
出
て
い
た

こ
ろ
の
翫
右
衛
門
で
あ
る 。

そ
れ
か
ら
逃
れ
る
形
で
の
ち
に
中
国
に
亡
命
し 、
一

九
五
五
年
に
帰
国
す
る
わ
け
だ
が 、

ま
さ
に
官
憲
に

追
わ
れ
て
い
た
こ
ろ
の
『
俊
寛』

が
素
晴
ら
し
か
っ
た
と
い
う 。

当
時 、

巡
涸
先
の
公
民
館
や
学
校
の
体
育
館
で
の
公
演
の
お
り
も 、

舞
台
に
出
る
前
ま
で
は
翫
右
衛
門
は
変
装
し
て
潜
行
を
つ
づ
け 、

い
つ
逮
捕
さ
れ
る
か
わ
か
ら
ず 、

共
演
す
る
座
員
た
ち
も 、

主
役
の

翫
右
衛
門
が
そ
の
日
の
舞
台
に
出
る
の
か
ど
う
か
も
わ
か
ら
ず 、

開
演
後
に 、

突
如
舞
台
に
あ
ら
わ
れ
た
の
を
見
て
そ
れ
を
知
っ
た
と

い
う 。

そ
の
な
か
で
演
じ
た
と
い
う
の
だ 。

翫
右
衛
門
は
当
時
を
振
り

返
っ
て
こ
う
書
い
て
い
る 。

だ
か
ら 、
「
お
お
俊
寛
ど
の 、

ひ
さ
し
ゅ
う
会
い
ま
せ
な
ん
だ 、

無
事
で
ご
ざ
り
ま
し
た
か
」

と
い
う
成
経 、

康
頼
と
の
芝
居
の
く

だ
り
を
と
っ
て
も 、

舞
台
に
は
真
実
の
こ
も
っ
た
交
流
が
お
の
ず
と
わ
き 、

そ
れ
が
ま
た
観
客
と
交
流
し
た 。

演
じ
る
も
の
も
視

る
も
の
も
異
常
な
状
態
に
お
か
れ
て
の
こ
と
で
は
あ
っ
た
が 、

俳
優
と
し
て
の
わ
た
し
に
は 、

あ
と
に
も
さ
き
に
も
稀
れ
な 、

し
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そ
れ
は 、

観
客
に
と
っ
て
も
貴
重
な
体
験
だ
っ
た
と
思
う 。

俊
寛
の
瀬
尾
へ
の
刃
が
ひ
と
り

瀬
尾
だ
け
で
な
く

清
盛
公
に
向
け
た
も

の
で
あ
る
よ
う
に 、

翫
右
衛
門
の
官
憲
と
の
戦
い
は
そ
の
ま
ま
国
家
権
力
と
の
闘
争
で
も
あ
っ
た 。

演
じ
る
翫
右
衛
門
は
そ
れ
を
意
識

し
た
ろ
う
し 、

観
客
も
ま
た
そ
う
見
て
い
た
だ
ろ
う 。

そ
う
し
た
緊
張
感
の
共
有
か
独
自
の
舞
台
空
間
を
形
作
っ
た
と
い
う
こ
と
は
あ

る
と
思
う 。

俊
寛
を
洟
じ
終
え
た
翫
右
衛
門
は 、

ふ
た
た
び
「
潜
行」

を
続
け
る
こ
と
に
な
り 、

観
客
の
ま
え
か
ら
姿
を
消
す
こ
と
に

な
る 。

島
に
残
る
俊
寛
と
逃
げ
る
翫
右
衛
門
の
ち
が
い
は
あ
る
が 、

成
経 、

康
頼 、

千
烏
と
今
生
の
別
れ
を
告
げ
る
俊
寛
と
終
演
す
る

や
い
な
や
観
客
の
目
の
前
か
ら
消
え
て
姿
を
く
ら
ま
す
翫
右
衛
門
は
か
さ
な
っ
て
見
ら
れ
た
こ
と
だ
ろ
う 。
「
真
実
の
こ
も
っ
た
交
流」

と
は 、

演
じ
手
と
観
客
の
あ
い
だ
に 、

同
情 、

協
調
の
関
係
が
お
の
ず
と
生
ま
れ
た
舞
台
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
の
よ
う
で
あ
る 。

翫
右
衛
門
は
自
身
の
著
作
で
『
俊
寛」
の
演
出
に
つ
い
て
書
い
て
い
る 。
「
演
技
ノ
ー
ト」
の
な
か
に
は
幕
切
れ
の
演
技
の
段
取
り
に

つ
い
て
細
か
な
記
述
が
あ
る（二
八） 。

さ
ら
に 、
な
ぜ
俊
寛
が
ほ
ほ
え
む
よ
う
に
な
っ
た
か 、
そ
の
演
出
意
図
に
つ
い
て
も
書
い
て
い
る 。

す
な
わ
ち 、

前
進
座
が
は
じ
め
て
『
俊
寛』

を
と
り
あ
げ
る
数
か
月
前
に
自
主
制
作
映
画
『
ど
っ
こ
い
生
き
て
る』

を
撮
っ
た
が 、

日

雇
労
働
者
の
悲
惨
さ
を
描
い
た
そ
の
映
画
は
好
評
を
博
し
た
も
の
の 、

観
客
か
ら
は
「
最
後
が
暗
か
っ
た」
「
救
い
が
ほ
し
い」
と
の
意

見
が
多
か
っ
た
（二
九） 。

そ
れ
で 、
『
俊
寛』

は 、

明
る
い
も
の
に
し
た
い
と
全
段
を
読
み
返
し
た
と
い
う 。

あ
の
『
鬼
海
ケ
島
の
段』
で
は
俊
寛
は
う
ち
拉
が
れ
て
い
る
が 、

後
段
で
は
源
氏
の
勃
興
で
結
ん
で
行
く 。

す
で
に
原
作
に
も
そ

、
、
、
、
、

こ
に
明
る
く
な
る
着
想
が
あ
る
…
…
と
つ
お
い
つ
考
え
た
わ
け
で
す 。
／
故
吉
右
衛
門
師
の
俊
寛
は
一
度
し
か
見
て
お
り
ま
せ
ん

が 、
（
…
…）

最
後
は
う
ち
拉
が
れ
る
形
象
で 、

虚
無
感・
絶
望
感
が
舞
台
に
た
だ
よ
う
こ
と
は
ま
ぬ
が
れ
ま
せ
ん 。
ひ
と
り

孤
島

に
と
り

残
さ
れ
淋
し
さ
が
残
る 、

そ
れ
は
そ
れ
で
優
れ
て
い
ま
す 。

／
し
か
し 、

何
と
か
そ
れ
を
の
り
こ
え
た
い 、

悲
惨
さ
の
な

か
の
一
ま
つ
の
希
望 、

…
…

そ
う
い
う
幕
切
れ
に
し
た
い 、

と
考
え
た
の
で
す 。

／
さ
て 、

初
演
し
て
以
来
こ
の
『
俊
寛』
に
つ

い
て
「
暗
か
っ
た」

と
か
「
救
い
が
な
か
っ
た」
と
い
う

評
は
つ
い
に
聞
き
ま
せ
ん
で
し
た 。

こ
れ
は
座
員
全
員
の
協
力 、

外
部

か
も
貴
重
な
体
験
だ
っ
た 。
（二
七）

俊
施
は
な
せ
ほ
ほ
え
む
？

二

六
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俊
立
は
な
せ
ほ
ほ
え
む
9

三
七

の
諸
先
生
が
た
の
お
骨
お
り 、

観
客
の
支
持
が 、

こ
の
「
打
ち
拉
が
れ
た
」

俊
寛
か
ら 、
「
悲
惨
で
な
い

、

底
に
明
る
さ
を
も
つ
」

俊
寛
へ

と
転
移
さ
せ 、

大
き
な
民
族
遺
産
継
承
の
実
を
結
ば
せ
た
と
い
わ
れ
ま
し
た 。
（
傍
点
は
原
著 、
「
／」

は
改
行
部
分）
（一1]
0)

翫
右
衛
門
は
『
平
家
女
護
島』

の
全
段
を
読
み
な
お
し 、

後
段
に
「
明
る
く
な
る
着
想」

を
見
い
だ
し
て 、

そ
れ
を
二
段
目
の
『
俊

寛』
一

場
の
な
か
に
表
現
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る 。
『
俊
寛』

の
場
で
は
そ
う
で
は
な
い
が 、

全
体
を
通
し
て
読
む

と 、

最
後
に
は
「
源
氏
の
勃
興」

が
描
か
れ
る 、

つ
ま
り 、

鬼
界
ヶ
島
で
は
打
ち
ひ
し
が
れ
る
俊
寛
で
あ
る
が 、

全
段
を
見
れ
ば
結
末

に
は
清
盛
の
悶
死
が
書
か
れ
て
も
い
る 。

そ
れ
を
翫
右
衛
門
は
「
明
る
い
」

こ
と
と
読
ん
で
い
る 。

ま
る
で
俊
寛
の
呪
訊
が
通
力
を
え

た
か
の
よ
う
な 、

そ
し
て
そ
の
結
果 、

清
盛
調
伏
が
成
就
す
る
か
の
よ
う
な
結
末
を
「
明
る
く
な
る
」

着
想
と
見
て
い
る
わ
け
で
あ
る 。

そ
れ
を
論
拠
と
し
て 、
『
俊
寛』

の
場
だ
け
の
上
演
に
あ
た
っ
て 、

そ
の
幕
切
れ
で
「
悲
惨
さ
の
な
か
の
一

ま
つ
の
希
望」

を
「
ほ
ほ
え

み」

に
よ
っ
て
描
き
出
し
た
の
で
あ
る 。

翫
右
衛
門
は
な
に
よ
り

観
客
の
こ
と
を
考
え
て
い
た
こ
と
が
よ
く
わ
か
る 。
「
虚
無
感
・

絶
望

感」

で
終
わ
ら
せ
て
は
い
け
な
い

、
「
悲
惨」

な
だ
け
で
終
わ
っ
て
は
い
け
な
い

。

観
客
に
は
一

抹
の
「
希
望
」

を
見
せ
た
い

。

そ
こ
に

は
『
ど
っ
こ
い
生
き
て
る
』

で
描
か
れ
た
よ
う
な
暗
す
ぎ
て
救
い
が
み
え
な
い
世
界
を
な
ん
と
か
乗
り

越
え
た
い
と
い
う
思
い
が
詰
ま

っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る 。

そ
れ
を 、

官
憲
に
追
わ
れ
る
身
で
あ
る
役
者
が
旅
興
行
な
ど
で
全
国
を
巡
っ
て
演
じ
て
見
せ
る 。

翫
右
衛
門
の
現
実
を
観
客
た
ち
は

知
っ
て
い
る 。

だ
か
ら 、

観
客
は
俊
寛
に
翫
右
衛
門
自
身
を
か
さ
ね
て
見
て
い
た
わ
け
で
あ
る 。

た
と
え
ば 、

瀬
尾
を
叩
き
斬
る
こ
と

を
国
家
権
力
に
一

矢
報
い
る
行
為
と
読
み
取
っ
た
可
能
性
は
お
お
い
に
あ
る 。

さ
ら
に

、

幕
切
れ
で
俊
寛
が
「
う
っ
す
ら
笑
う」

と
き 、

も
し
か
し
た
ら 、

そ
の
日
も
捕
ま
る
こ
と
な
く
無
事
に
舞
台
を
や
り

果
せ
た
こ
と
の
翫
右
衛
門
の
安
堵
を
も
感
じ
て
い
た
か
も
し
れ
な

い
。

そ
う
し
て
ま
た
観
客
に
希
望
を
た
く
す
よ
う
に
し
て
別
れ
を
告
げ
る
翫
右
衛
門
(
11

)

俊
寛
に
観
客
は
感
動
し
た
こ
と
だ
ろ
う 。

そ
れ
は 、

勘
右
衛
門
自
身
が
書
く

通
り 、

役
者
に
と
っ
て
も
観
客
に
と
っ
て
も
「
異
常
な
状
態」

に
お
け
る
「
貴
重
な
体
験」

だ
っ
た

と
思
う 。

だ
か
ら
こ
そ 、

戸
部
銀
作
は
「
そ
の
後
は
同
じ
翫
右
衛
門
で
も
(
:··
:） 、

そ
う
し
た
感
動
は
な
か
っ
た
」

と
認
め
る
の
だ
と

思
う 。

そ
れ
は 、

そ
の
時
代
に
お
け
る
そ
の
場
か
ぎ
り
の
観
劇
体
験
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る 。
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厭
右
衛
門
は
そ
の
後
中
国
に
亡
命
す
る。

そ
し
て
中
国
か
ら
帰
国
し
た
の
ち
も
『
俊
寛』

を
レ
パ
ー
ト
リ
ー
と
し
て
濱
じ
続
け
る。

帰
国
の
十
五
年
後、

前
進
座
五
十
周
年
記
念
公
演
の
お
り
に
は、

し
か
し、

次
の
よ
う
な
劇
評
が
で
る。

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

 

幕
切
れ
は、
(
:'·
:）

松
か
折
れ
て
茫
然
自
失。

し
か
し、

自
分
の
行
動
に
満
足
し、

笑
み
が
も
れ
る。

大
慈
悲
と
な
っ
た
俊
寛
の

姿
を
描
い
て
幕
が
お
り
る。
（
水
落
潔）
（
三一）

む
ろ
ん
評
者
の
水
落
が
翫
右
衛
門
の
来
し
方
を
知
ら
な
い
は
ず
は
な
い
。

だ
が、

舞
台
の
劇
評
は
舞
台
自
体
に
対
す
る
批
評
と
し
て

書
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
う
し
て、
『
俊
寛』

を
独
立
し
た
ひ
と
つ
の
舞
台
と
し
て
見
る
と、

そ
こ
で
「
ほ
ほ
え
む」

俊
寛
は
「
白

分
の
行
動
に
満
足
し」

て
い
る
よ
う
に
映
り、

さ
ら
に
は
「
大
慈
悲」

と
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る。

翫
右
衛
門
の
最
初
の
意
図
と
は
ま

っ
た
く
か
け
離
れ
た
解
釈
で
は
あ
る。

翫
右
衛
門
の
演
じ
方
が
変
わ
っ
た
の
だ
ろ
う
か。

い
や、

そ
う
で
は
な
い
だ
ろ
う。

む
し
ろ、

時
を
経
て、

翫
右
衛
門
11
俊
寛
と
の
観
客
側
の
認
知
の
度
合
い
が
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う。

ま
た、

翫
右
衛
門
が
そ
れ
で
も
さ

ら
に
自
分
を
俊
寛
に
か
さ
ね
て
い
き、
俊
寛
の
生
を
自
分
の
生
に
引
き
つ
け
る
形
て、
い
わ
ば
翫
右
衛
門
流
の
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー・

シ
ス
テ
ム
に
則
っ
て
演
じ
続
け
た
と
し
た
ら、

観
客
側
の
受
け
取
り
方
が
変
わ
る
の
は
当
然
の
帰
結
と
い
え
る。

翫
右
衛
門
は
こ
の
と

き
帰
国
し
て
十
五
年
で
あ
る。

官
憲
に
追
わ
れ
て
い
た
こ
ろ
の
翫
右
衛
門
が
流
刑
の
地
に
ひ
と
り
残
る
俊
寛
に
か
さ
な
っ
た
な
ら
ば、

そ
れ
と
お
な
じ
よ
う
に、

亡
命
か
ら
帰
国
し
て
十
五
年
後、

当
時
か
ら
比
較
す
れ
ば
平
穏
な
日
々
を
送
る
翫
右
衛
門
は
「
慈
悲」

を
湛

え
る
「
仏」

の
よ
う
に
見
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う。

そ
う
し
て、
「
ほ
ほ
え
む」

と
い
う
演
出
が、
「
自
分
の
行
動
に
満
足」

し
て
「
大
慈
悲」

と
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
（
三
一）。

「
ほ
ほ
え
む」

俊
寛
の
元
型
が
翫
右
衛
門
の
演
出
に
あ
る
こ
と
は
確
認
で
き
た。

だ
が、

そ
の
お
な
じ
翫
右
衛
門
に
あ
っ
て
も、

そ

の
「
ほ
ほ
え
み」

に
対
す
る
受
け
止
め
方
が
時
代
を
経
て
変
わ
っ
て
い
く
こ
と
も
確
認
で
き
る
わ
け
で
あ
る。

観
客
に
希
望
を
残
し
た

い
と
い
う
思
い
か
ら
う
ま
れ
た
演
出
は、

後
進
の
俳
優
た
ち
に
そ
の
「
型」

だ
け
が
継
承
さ
れ
て、

い
ま
や
「
お
伽
話」

の
よ
う
な
ウ

ェ
ル
メ
イ
ド
な
舞
台
を
出
来
せ
し
め
る
に
至
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う。

俊
寛
は
な
ぜ
ほ
ほ
え
む
？

ニ
八



1 1 0  

俊
寛
は
な
せ
ほ
ほ
え
む
？

二
九

お
わ
り
に

初
代
吉
右
衛
門
と
当
代
吉
右
衛
門
の
「
俊
寛」

吉
右
衛
門
の
「
俊
寛
」

に
は 、

観
客
が
そ
こ
に
「
希
望」

を
読
み
取
り 、

投
影
で
き
る
ほ
ど
の
透
明
感
と
深
み
が
あ
っ
た 。

吉
右
衛

門
は
本
行
の
せ
り
ふ
と
浄
瑠
璃
の
一

字
一

句
を
演
じ
切
る
こ
と
を
通
し
て
俊
寛
と
い
う
人
間
を
見
せ
た 。

お
そ
ら
く

舞
台
で
演
じ
続
け

る
こ
と
を
通
し
て 、

吉
右
衛
門
が
「
俊
寛」

に
近
づ
い
て
い
っ
た
の
だ
と
思
う 。

そ
れ
は 、

戯
曲
の
テ
ー

マ
を
俯
厳
し
て
「
希
望」

を

演
じ
て
見
せ
る
と
い
う
行
き
方
で
は
な
い
し 、
「
俊
寛」

を
自
分
の
ほ
う
へ

と
引
き
つ
け
た
の
で
も
な
い

。

そ
の
点
が
「
ほ
ほ
え
む
」

俊

寛
と
は
異
な
る
の
で
あ
る 。

渡
辺
保
は
吉
右
衛
門
の
『
俊
寛』

に
つ
い
て
初
代
と
く
ら
べ
て
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る 。

初
代
吉
右
衛
門
の
「
俊
寛
」

の 、

一

人
絶
海
の
孤
島
へ

残
る
幕
切
れ 。

千
鳥
の
合
方
に
浪
音 、

向
う
を
見
つ
め
る
俊
寛
を
残
し

幕
か
引
か
れ
る 。
「
播
磨
屋
ッ

」

の
か
け
声
満
場
に
降
る
如
く 、

止
め
の
栃
が
入
る
と
観
客
は
幸
せ
に
な
っ
て
客
席
を
立
つ

。

み
ん

な
酒
場
や
料
理
屋
で
声
色
の
―

つ
も
使
っ
て
帰
っ
て
行
く 。

本
当
は
絶
海
の
孤
島
に
流
さ
れ
た
俊
寛
の
運
命
な
ど
ど
う
で
も
い
い

の
で
あ
る 。

た
だ
ひ
た
す
ら
吉
右
衛
門
の
豊
潤
な
名
人
芸
に
酔
い
し
れ
て
い
る 。

二
代
目
吉
右
衛
門
も
初
代
と
同
し
テ
キ
ス
ト 、

同
じ
演
出
を
や
っ
て
い
る 。

し
か
し
そ
こ
に
は
み
ず
か
ら
島
に
残
る
こ
と
を
決

意
し 、

そ
れ
を
決
行
し
た
男
の
運
命
と
戦
う
姿
が
鮮
明
で
あ
っ
た 。

そ
の
鮮
明
さ
は
観
客
一

人
一

人
に 、

も
し
あ
な
た
が
俊
寛
と

同
じ
状
況
に
立
っ
た
ら
ば 、

こ
の
孤
独
な
戦
い
が
出
来
る
か
ど
う
か
を
問
い
か
け
る
も
の
て
あ
っ
た 。

そ
れ
を
思
え
ば
だ
れ
も
酒

場
や
料
理
屋
へ

行
く
こ
と
は
出
来
な
い
し 、

ま
し
て
か
け
声
を
か
け
る
こ
と
も
声
色
を
使
う
こ
と
も
出
来
な
い

。

私
た
ち
自
身
の

問
題
が
問
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る 。

そ
こ
で
歌
舞
伎
は
単
な
る
「
慰
み」

で
は
な
く 、

現
代
の
演
劇
に
な
っ
た 。
（
三
三）

「
絶
海
の
孤
島
に
残
さ
れ
た
俊
寛
の
運
命
な
ど
と
う
で
も
い
い
」

と
は 、

し
か
し 、

初
代
吉
右
衛
門
の
観
客
よ
り
も 、

現
在
の
歌
舞
伎

の
観
客
に
こ
そ
当
て
は
ま
る
の
で
は
な
い
か 、

と
筆
者
は
「
ほ
ほ
え
む
」

俊
寛
を
見
る
た
び
に
感
じ
る
わ
け
で
あ
る
（
二
四） 。

こ
こ
で
渡

辺
が
強
調
す
る
の
は 、

ふ
た
り
の
俳
優
の
舞
台
が
観
客
に
投
げ
か
け
る
印
象
の
ち
が
い
で
あ
る 。

二
代
目
の
「
現
代
性」

を
際
立
た
せ
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る
た
め
か 、

初
代
の
ほ
う
が
「
単
な
る
慰
み」

と
い
く
ぶ
ん
貶
め
ら
れ
た
感
も
あ
る
か 、

し
か
し
か
り
に
「
慰
み」

の
た
め
に
訪
れ
た

に
せ
よ 、

当
時
の
観
客
た
ち
は
初
代
の
「
豊
潤
な
名
人
芸
に
酔
い
し
れ
る」

だ
け
の
鑑
賞
眼
は
あ
っ
た
の
で
あ
る 。

だ
か
ら 、

ふ
た
り

の
芸
の
ち
か
い
は 、

そ
の
演
じ
方
の
ち
が
い
の
中
た
け
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い 。

そ
の
ち
が
い
は
ふ
た
り
の
役
者
の
生
き
る
時

代
の
ち
が
い 、
ふ
た
つ
の
時
代
の
観
客
の
ち
が
い 、

そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
生
活
に
お
け
る
歌
舞
伎
の
位
相
の
ち
が
い
を
無
視
し
て
は
論

じ
ら
れ
な
い
も
の
だ
と
思
う 。
二
代
目
も
初
代
と
同
様
に 、

い
ま
や
そ
の
芸
は
名
人
芸
の
域
に
達
し
て
い
る 。

だ
が 、

初
代
が
喝
采
を

博
し
た
の
に
対
し 、

二
代
目
は
観
客
を
「
孤
独」
に
す
る 。

そ
れ
は
た
し
か
で
あ
る 。

削
場
に
い
な
が
ら
そ
の
舞
台
と
ひ
と
り
で
向
き

合
っ
て
い
る
よ
う
な 、

そ
し
て
盃
俊
寛」
の
生
を
ひ
と
り
で
目
撃
し
て
い
る
よ
う
な
感
覚
を
お
こ
さ
せ
る 。

な
ぜ
か
？

そ
れ
は 、

ま

ず
は
当
代
吉
右
衛
門
の
芸
の
奥
の
深
さ
ゆ
え
で
あ
ろ
う
思
う 。

そ
の
重
さ
と
実
在
感
と
迫
真
性
に
く
わ
え
て 、

鮮
烈
な
イ
メ
ー

ジ
を
放

ち
な
が
ら
も
同
時
に
透
明
感
を
た
た
え
て 、
穏
や
か
で
ゆ
っ
た
り
と
し
た
時
間
が
流
れ
る
舞
台
ふ
り
の
た
め
だ
と
思
う 。
そ
し
て
ま
た 、

そ
の
舞
台
が 、

い
ま
で
は
歌
舞
伎
の
な
か
に
あ
っ
て
さ
え
稀
有
な
も
の
と
感
じ
ら
れ
る
た
め
で
も
あ
る
と
思
う 。

「
ほ
ほ
え
み」
を
演
じ
て
見
せ
る
「
俊
寛」
た
ち
と
吉
右
衛
門
の
「
俊
寛」
と
の
ち
が
い
は 、
じ
つ
は
き
わ
め
て
大
き
い
の
で
あ
る 。

俊
寛
の
「
ほ
ほ
え
み」

は 、

元
型
で
あ
る
翫
右
衛
門
の
最
初
の
意
図
は
そ
う
で
な
か
っ
た
と
し
て
も 、

現
在
で
は
観
客
に
対
す
る
歌
舞

伎
役
者
の
「
媚」

の
よ
う
な
も
の
と
感
じ
ら
れ
て
な
ら
な
い
の
で
あ
る
（三
石） 。

「
自
己
を
犠
牲」

に
す
る
人
が

正旧
の
人」

だ
と
は 、

そ
こ
へ
と
至
る
経
緯
を
無
視
し
た
な
ら
ば
同
語
反
復
に
す
ぎ
な
い
し 、
「
自
己
犠
牲」

を
な
し
た
人
が
最
後
に
自
身
の
行
為
に
満
足
す

る
な
ど
と
は 、
そ
れ
に
よ
っ
て
生
き
残
っ
た
者
側
か
ら
の 、
あ
る
い
は
そ
れ
と
ま
っ
た
く

無
関
係
な
者
側
か
ら
の 、
「
か
く
あ
れ
か
し」

と
い
う

願
望
に
す
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
と
思
う 。

近
松
が
す
る
ど
く

描
き
出
し
た
の
は 、

む
し
ろ 、

そ
の
反
対
の
面
で
あ
っ
た
ろ
う
と
思

う
わ
け
で
あ
る 。
だ
か
ら 、
『
俊
寛』
を
現
在
読
み
な
お
す
な
ら
ば 、

観
客
の
「
慰
み」
に
な
ど
な
ら
な
い
よ
う
な
舞
台
を
作
り
出
さ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
ら
思
う 。

し
か
し 、

今
後
も 、

物
語
自
体
の
わ
か
り
や
す
さ
と
感
動
的
な
プ
ロ
ッ
ト
に
甘
え
て 、

ウ
ェ
ル
メ
イ

ド
な
「
お
伽
話」

風
の
舞
台
が
増
え
続
け
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
危
惧
す
る
の
で
あ
る（三
六） 。

そ
れ
は
ひ
と
つ
の
芝
居
の
形
で
は
あ

っ
て
も 、

歌
舞
伎
の
あ
る
べ
ぎ
姿
で
は
な
い
と
筆
者
は
思
う 。

俊
寛
の
「
ほ
ほ
え
み」

は 、

そ
れ
に
よ
っ
て
芝
居
の
世
界
全
体
を
完
結

さ
せ
て 、

観
客
の
感
慨
を
予
定
調
和
的
に
同
質
な
も
の
に
す
る 。

舞
台
自
体
が
ま
る
で
パ
ッ

ケ
ー

ジ
化
さ
れ
た
作
品
の
よ
う
に
提
供
さ

俊
窪
は
な
せ
ほ
ほ
え
む
？

四
〇
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俊
党
は
な
ぜ
ほ
ほ
え
む
？

れ
る
か
ら 、

観
劇
体
験
は 、

そ
こ
で
俊
寛
の
生
を
自
ら
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
考
え
る
契
機
な
ど
に
な
り
え
よ
う
は
ず
が
な
い 。

そ
も
そ

も
そ
の
作
品
自
体
が 、

観
客
の
求
め
に
応
じ
て
読
解
さ
れ
て
作
り

直
さ
れ
た
も
の
な
の
だ
か
ら 、

そ
れ
は
当
然
の
こ
と
な
の
だ 。

だ
か
ら
い
ま 、

歌
舞
伎
を
こ
れ
か
ら
見
よ
う
と
い
う

未
来
の
観
客
た
ち
に
は
吉
右
衛
門
の
舞
台
に
こ
そ
触
れ
て
も
ら
い
た
い 。

そ
し

て 、

そ
こ
で 、

劇
場
の
な
か
で
観
劇
し
な
が
ら
も
「
孤
独」

を
共
有
す
る
と
い
う

稀
有
な
時
間
を
体
験
し
て
も
ら
い
た
い 。

現
在
の
歌

舞
伎
の 、

歌
舞
伎
に
お
け
る
「
希
望」

は 、

き
っ
と
そ
の
あ
と
に
し
か
な
い 。

劇
評
家
は
こ
う
見
た」 、
『
演
劇
界』
昭
和一三一
五

二
六
＇

二
八
頁 。

引
用
・

参
照
文
献
一

覧

安
藤
鶴
夫
／
戸
板
康―-
／
利
倉
幸一
「
特
集•
前
進
座
の
歌
舞
伎
改
造
を
め
ぐ
っ
て

1

そ
の
一

、

（一
九
六
0)

年一
月
号 、
八
六
＇

九
一

頁 。

市
川
猿
之
助
（
三
代
目）
『
猿
之
助
修
羅
舞
台』 、
大
和
山
出
版
社 、
一
九
八
四
年 。

犬
丸
治
「
海
老
蔵
の
模
索」 、
『
演
劇
界』
―I
OI
＝一
年
八
月
号 、
八
七
＇

八
九
頁 。

落
合
清
彦
「
密
度
の
高
い
『
俊
寛』
と
『
船
弁
慶』」 、
『
演
劇
界』
昭
和
六
0
(
一

九
八
五）
年
十
月
号 、
三
O
'

三一
頁 。

加
賀
山
直―二
「
舞
台
鑑
賞
手
引
き

『
俊
寛』
断
片

ー
平
家
女
護
島
ー
—」 、

『
幕
間』
昭
和
三
0
(
一

九
五
五）
年
十一
月
号 、

上
村
以
和
於
「
勘――
一

郎
四
変
化」 、
『
演
劇
界』
―1
0
0
七
年
十
二
月
号 、
一

――
四
＇

―
二
五
頁 。

亀
岡
典
子
「
錦
絵
の
よ
う
な
光
景」 、
『
演
劇
界』
二
01
0
年
十
二
月
号 、
一
〇
六
＇

一
〇
七
頁 。

「
白
鴨
の
深
化 、

幸
四
郎
の
衿
持」 、
『
演
劇
界』
二
0一
八
年
八
月
号 、
一
O
O
＇

一
01
頁 。

権
藤
芳一
「
仁
左
衛
門
歌
舞
伎

意
義
と
成
果
と」 、
『
演
劇
界』
昭
和―――
八
（
一

九
六――-）
年
八
月
号 、
六
0
，

六
二
頁 。

「
古
典
劇
と
し
て
の
歌
舞
伎

ー
勘
九
郎
の
『
俊
寛』」 、
『
演
劇
界』
一
九
九
二
年
十一
月
号 、

九
五
＇

九
七
頁 。

高
本
教
之
「
ユ

ー
ト
ピ
ア
と
し
て
の
劇
場
？

ー
新
歌
舞
伎
座
に
つ
い
て」 、
[P
H
ASES』

第
四
号 、
一
―
二
＇

―
二
四
頁 。

戸
板
康
二
「
解
説

平
家
女
護
島」 、
『
歌
舞
伎
名
作
全
集
第
一

巻」 、

東
京
創
元
新
社 、
一

九
六
九
年 、

九
二
，

九
三
頁 。

利
根
川
裕
「
孝
夫
初
役
の
『
俊
寛』」 、
『
演
劇
界』
一
九
九
二
年
十一
月
号 、
八
八
＇

八
九
頁 。

ー
『
あ
ら
す
じ
で
読
む

名
作
歌
舞
伎
5
0』 、

世
界
文
化
社 、
―1
0
0
四
年 。

戸
部
銀
作
「
猿
之
助
の
長
所
と
短
所」 、
『
演
劇
界』
昭
和
五
六
(-
九
七一
）
年
八
月
号 、

中
村
翫
右
衛
門
『
芸
話

お
も
ち
ゃ
箱』 、

朝
日
新
聞
社 、
一
九
七
0
年 。

四

七
二
＇

七
六
頁 。
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『
歌
舞
伎
の
演
技』、

未
来
社、
一
九
七
四
年。

『
劇
団
五
十
年』、

未
来
社、
一
九
八
0
年。

野
村
喬
「
見
事
な
吉
右
衛
門
の
『
俊
寛』」、
『
演
劇
界』
一
九
九
五
年
十一
月
号、

七
六
＇
七
七
頁。

藤
野
義
男
「
舞
台
鑑
賞
手
引
き

平
家
女
護
島

俊
寛」、
『
幕
間』

昭
和
三
二
（一
九
五
七）

年
十
二
月
号、

前
田
満
穂
「
名
古
屋
の
関
西
歌
舞
伎」、
『
幕
間』

昭
和
三
十
（一
九
五
五）

年
七
月
号、

九
六
＇
九
七
頁。

水
落
潔
「
三
か
月
の
豪
華
公
演」、
『
演
劇
界』
二
0一
三
年、

八
四

八
六
頁。

「
大
顔
合
せ
の
『
俊
寛』」、
-
演
劇
界』
二
0
0
三
年
十一
月、

八
〇

八
一
頁。

「
感
慨
ぶ
か
い
記
念
公
演」、
「
演
劇
界』

昭
和
五
六
（
一
九
七
一
）

年
一
月
号、
二
六

二
八
頁。

み
な
も
と
ご
ろ
う
「
二
つ
の
ベ
ス
ト

吉
右
衛
門
の
『
俊
寛』
と
『
母
と
暮
ら
せ
ば』」、
『
テ
ア
ト
ロ
』
二
0一
九
年
三
月
号

森
西
真
弓
「
歌
舞
伎
の
定
着」、
『
油
劇
界』
二
0
0一
年
九
月
号、

八
九
＇
九一
頁。

渡
辺
保
「『
俊
寛』
『
喜
撰』、

そ
し
て

E
空ハ]」‘
『
演
劇
界』
二
01
―――
年
八
月
号、

八
一
＇
八
三
頁。

『
戦
後
歌
舞
伎
の
精
神
史』、

講
談
社、
二
0一
七
年。

「2019
年l
月
新
橋
演
舞
場

海
老
蔵
大
奮
闘」、
『
渡
辺
保
の
歌
舞
伎
劇
評』

http://
watanabeta
rnotu.la.
coocan.jp/
RE
V
IE
W
 
/
B
A
C
K
%20
N
0/2019.
 l-2.
ht
rn
 (
二
0-
九
年――
月
五
日
閲
覧）

Benja
min，
ジ
主ter,
Goethes
 
Wahlve
rwand
tscha
ften.
 In:
 Walter
 Benja
min,
 Gesa
m
me
lte
 Schri
ften
 (ST
W),
 1
97
4,
 Band!-
!.
 

（

四
）

（

五
）

（

六
）

（

七
）

→ 
9 

- " ＂土 俊
寛
は
な
せ
ほ
ほ
え
む
？

五
六

五
九
頁。

四
六
＇
四
七
頁。

渡
辺
保
「2019
年
l
月
新
橋
演
舞
場

海
老
蔵
大
奮
闘」。

（二）

利
根
川
裕
I

あ
ら
す
し
で
読
む

名
作
歌
舞
伎
5
0』、

九
0
頁。

（二）

市
川
猿
之
助、

ニ――
三
頁。

同
書、
二
四
0

二
四
一
頁。

同
書、
二
四
一
頁。

同
書、
二
四
二
頁。

•
•
•
•
•
•
•
•

 

権
藤
芳一
は
こ
う
書
い
て
い
る。
「
す
い
ふ
ん、

い
ろ
い
ろ
な
役
者
か
演
し
て
い
る
が、

物
語
自
体
が
感
動
的
で、

演
る
方
も
見
る
方
も、

熱
が

籠
っ
て、

お
お
む
ね
好
評
を
う
る
狂
言
て
あ
る」
（
権
藤
「
古
典
劇
と
し
て
の
歌
舞
伎

勘
九
郎
の
『
俊
寛』」、

九
五
頁）。

念
の
た
め
に
以
下

四
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俊
党
は
な
せ
ほ
ほ
え
む？

四

に
『
俊
寛』
の
あ
ら
す
じ
を
あ
げ
る。
「
平
家
滅
亡
を
企
て
た
俊
寛、

成
経、

康
頼
の
三
人
は
陰
謀
が
露
見
し
て
鬼
界
ヶ
島
に
流
さ
れ
る。

流
罪

と
な
っ
て
三
年、
俊
寛
は
久
し
ぶ
り
に
康
頼・
成
経
と
出
会
っ
て、

康
頼
か
ら
成
経
が
漁
夫
の
娘
千
烏
を
妻
に
し
た
と
聞
か
さ
れ、

抱
貝
の
盃
に

山
の
水
で
千
烏
と
親
子
の
縁
を
結
ぶ。
そ
こ
に
赦
免
船
が
到
精
す
る。

皆、

都
へ
帰
る
こ
と
が
で
き
る
と
喜
ぶ。
し
か
し、
上
使
の
瀬
尾
太
郎
の

読
み
上
げ
る
赦
免
状
に
は
俊
寛
の
名
前
だ
け
が
な
い。
何
か
の
間
違
え
で
は
な
い
か
と
詰
め
寄
る
が、
瀬
尾
は
受
け
つ
け
な
い。
も
う一
人
の
上

使
の
丹
左
衛
門
が
俊
寛
を
含
む
三
名
の
帰
参
が
か
な
う
こ
と
を
伝
え
る。
千
鳥
を
連
れ
て
総
勢
四
人
で
船
に
乗
ろ
う
と
す
る
と、
乗
る
こ
と
が
で

き
る
の
は一＿一
名
だ
け
で
千
鳥
を
伴
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
言
わ
れ
る。

三
人
し
て
事
情
を
説
明
し
て
嘆
願
し
て
も、

瀬
尾
は
頑
と
し
て
は
ね
つ

け、
さ
ら
に
俊
寛
に
対
し
妻
の
東
屋
の
斬
首
を
聞
か
せ
る。
ひ
と
り
取
り
残
さ
れ
る
こ
と
を
嘆
く
千
鳥
を
見
て、
俊
寛
は
自
分
に
代
っ
て
船
に
乗

る
よ
う
に
す
す
め、
怒
る
瀬
尾
の
油
断
を
み
す
ま
し、
そ
の
腰
刀
を
抜
い
て
斬
り
つ
け、
つ
い
に
打
ち
と
り、

自
分
は
こ
の
咎
に
よ
っ
て
島
に
止

ま
る
か
ら、

代
わ
り
に
千
烏
を
乗
せ
て
く
れ
と
い
う。

そ
し
て、

去
り
ゆ
く
船
を
名
残
惜
し
く
見
送
る」

以
上。

（
八）

犬
丸、

八
七
＇
八
八
頁。

（
九）

渡
辺
保
「『
俊
寛』
『
喜
撰』、

そ
し
て
助
六」、

八
一
頁。

(1
0)

高
本、
一
―
六
頁。

(―
-)
渡
辺
「『
俊
寛』
『
喜
撰』、

そ
し
て
助
六」、

八
一
頁。

（
三）
水
落
「―――
か
月
目
の
豪
華
公
演」、

八
四
頁
c

(-――-）
高
本、
一
―
六
頁。

（一
四）
み
な
も
と
ご
ろ
う
は、

昨
二
0一
八
年
十
一
月
の
吉
右
衛
門
の
俊
寛
に
つ
い
て、
そ
の
「
台
詞
に、

俊
寛
と
い
う
人
物
の
人
生
の
全
重
量
が
懸
か

っ
た
重
さ、

深
さ
を
感
じ
た」
（
み
な
も
と、

四
六
頁）
と
書
く
が、

ま
っ
た
く
同
感
で
あ
る。

そ
の
舞
台
上
に、

人
生
の
全
璽
量
を
も
っ
た
人

物
が
存
在
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
の
だ。

（一
五）
こ
の
「
間」
の
強
調
は
初
代
吉
右
衛
門
の
型
と
し
て
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る。
「
段
切
れ
の
『
幾
重
の
袖
や』
で
そ
の
松
の
枝
が
折
れ
た

所
で、

木（ママ）
の
頭
と
い
う
こ
と
に
な
り、

昔
は
す
ぐ
幕
を
引
い
た
ら
し
い
が、

吉
右
衛
門
系
の
型
で
は、

さ
ら
に
十
分
余
情
を
見
せ
て
か
ら、

近
代
劇
風
に
幕
を
切
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る」
（
戸
板、

九―
二
頁）。

そ
し
て、

当
代
吉
右
衛
門
に
つ
い
て
は、
「
遠
ざ
か
る
船
を
茫
然
と
見
送
る

姿
は、

す
べ
て
の
音
を
消
し
た
短
い
時
間
が
印
象
的
で
あ
っ
た。

吉
右
衛
門
の
こ
の
間
は
覚
え
て
お
き
た
い」
（
野
村、

七
七
頁）

と
の
評
が
残

っ
て
い
る
が、
こ
の
一
九
九
五
年
十
月
国
立
劇
場
の
公
演
こ
そ
筆
者
が
は
じ
め
て
『
俊
寛』
で
感
動
し
た
舞
台
で、
そ
の
ま
っ
た
く
無
音
の
「
間」

は
忘
れ
ら
れ
な
い。
こ
れ
が、

現
在
の
吉
右
衛
門
の
舞
台
に
流
れ
る
独
特
の
時
間
の
感
覚
を
は
じ
め
て
感
じ
た
舞
台
で
あ
っ
た。

三
(
)

B
e
nj
a
mi
n,
 p.
2
0
 I.
 

（一
七）
亀
岡
「
錦
絵
の
よ
う
な
光
景」、

（一
八）
上
村、
―
二
四
頁。

1
0
七
頁。
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（
元）
亀
岡
「
白
鵬
の
深
化、

幸
四
郎
の
衿
持」、

(1
0)

森
西、

九
0
頁。

(
-
l

l

)

加
賀
山、

七―
二
頁。

（二
ニ）
利
根
川
「
孝
夫
初
役
の
『
俊
寛』」、

八
八
＇
八
九
頁。

(
-
）
仁
左
衛
門
（
当
時
孝
夫）
は
翌一
九
九
三
年、

病
気
療
養
て
丸一
年
舞
台
に
立
た
な
く
な
る。
そ
の
直
前
の
舞
台
で
あ
る
か
ら、

体
力
が
落
ち
て

い
た
と
い
う
可
能
性
は
高
く、

そ
の
ぶ
ん
は
差
し
引
い
て
見
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い。

（一
四）
戸
部、
ニ
ヒ
頁。

(―
丘）
そ
れ
以
前
の
十
三
代
目
仁
左
衛
門
の
俊
寛
に
つ
い
て
の
劇
評
を
見
る
と、

昭
和
三
0
(一
九
五
五）
年
六
月
御
園
座
の
公
演
に
つ
い
て
は
「
吉
右

衛
門
そ
っ
く
り
の
行
き
方
だ
が、

そ
れ
を
巧
み
に
こ
な
し
て
い
る
の
は
感
心
だ」
（
前
田、

九
六
頁）、

昭
和―――
八
(
-
九
六
三）
七
月
道
頓
堀
文

楽
座
の
公
演
に
つ
い
て
は、
「
採
用
し
て
い
る
従
来
の
台
本
（
吉
右
衛
門
系
の
よ
う
だ
が）」
（
権
藤
「
仁
左
衛
門
歌
舞
伎

意
義
と
成
果
と」、
六

一
頁）

と
あ
り、

い
ず
れ
も
初
代
吉
右
衛
門
の
型
で
や
っ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る。

（
三
3
戸
部、
――
七
頁。

（一
七）
中
村
翫
右
衛
門
『
劇
団
五
十
年』、

三
二
八
頁。

（二
八）
「
演
技
ノ
ー
ト」
に
は、
最
後
の
浄
瑠
璃
の
あ
と
の
芝
居
に
つ
い
て
こ
う
あ
る。
「
波
が
下
か
ら
俊
寛
の
顔
へ
当
た
っ
た
思
い
入
れ
で
冷
め
た
い
の

て
俊
寛
が
い
●
と
息
を
吹
●
返
t‘，

再
び
船
の
ほ
う
を
見
る。

そ
し
て
じ
い
っ
と
見
て
い
く
と、

笛
の
音
が
ひ
い
ー
と
嗚
り
は
じ
め、

俊
寛
の
ほ

ほ
え
み
が
そ
の
な
か
か
ら
浮
か
び
出
て、

幕
が
お
り
ま
す」
（
中
村
翫
右
衛
門
『
歌
舞
伎
の
演
技』、
一
六
ニ

―
六―
二
頁）。

別
の
著
書
で
俊
寛
の

役
作
り
の
ひ
と
つ
と
し
て
「
白
い
歯」
を
あ
げ、
「
メ
ー
キ
ャ
ッ
プ
上
は
損
で
あ
っ
て
も、

私
の
場
合
は
歯
を
磨
い
て
出
る。
ま
っ
く
ら
な
中
に
ラ

イ
ム
ラ
イ
ト
だ
け
が
絞
ら
れ、

か
す
か
に
ち
ら
り
と
白
く
歯
を
光
ら
せ
て
ほ
ほ
え
む
：·
…
こ
れ
は
俊
寛
の
テ
ー
マ
に
関
す
る
こ
と
な
の
で
付
記
し

て
お
く」
（
中
村
翫
右
衛
門
『
芸
話

お
も
ち
ゃ
箱』、
―1
0
五
頁）。
い
ず
れ
も
「
ほ
ほ
え
み」

を
強
調
す
る
演
出
で
あ
る。

（二
九）
今
井
正
監
督、

前
進
座
制
作
・
出
演
の
映
画
『
ど
っ
こ
い
生
き
て
る』
（
新
星
映
画
社
・
前
進
座、
一
九
五
一
年）

は、

当
時一
口
五
十
円
の
出

資
者
を
募
っ
て
制
作
し
た
独
立
プ
ロ
の
原
点
と
い
わ
れ
る
映
画
で
あ
る。

毎
朝
職
安
の
窓
口
に
並
び、

そ
の
日
の
職
に
あ
り
つ
け
る
か
ど
う
か
と

い
う
日
々
を
す
ご
す
旦
雇
労
働
者
の
一
家
を
描
い
た
も
の
で、

最
後
に
万
策
尽
き
た
と
感
じ
た
父
親
が
一
家
心
中
を
考
え、

家
族
を
遊
園
地
に
連

れ
て
い
く。

長
男
坊
が
池
に
は
ま
っ
て
溺
れ
る。

父
親
は
池
に
飛
び
込
ん
で
長
男
を
助
け、

背
中
に
お
ぶ
っ
て
歩
き
出
す。

そ
の
顔
に
「
生
き
て

い
く」
と
い
う
決
意
が
浮
か
ぶ。

翌
日
か
ら
父
親
は
ま
た
職
安
の
窓
口
に
姿
を
あ
ら
わ
す
よ
う
に
な
る。

そ
の
場
面
で
映
画
は
終
わ
る。

観
客
か

ら
「
暗
す
ぎ
る」
「
救
い
か
ほ
し
い」
と
言
わ
れ
た
と
い
う
が、
い
ま
見
れ
ば、

お
な
じ
前
進
座
に
よ
る
山
中
貞
雄
監
督
『
人
情
紙
風
船』
(-
九

三
七
年）

よ
り
は、

す
く
な
く
と
も
「
生
き
て
い
く」

選
択
を
す
る
結
び
方
は
「
暗
す
ぎ
る」

わ
け
で
は
な
い
と
筆
者
は
感
じ
る
の
た
が、

幸
せ

に
な
る
見
込
み
が
あ
る
わ
け
で
も
な
く、

相
変
わ
ら
ず
の
貧
し
い
日
々
を
予
感
さ
せ
る
結
末
が、

当
時
の
観
客
に
は
「
希
望
が
な
い」
と
映
っ
た

俊
寛
は
な
せ
ほ
ほ
え
む
？

1
0一
頁。

四
四
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俊
党
は
な
ぜ
ほ
ほ
え
む
？

四
五

と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う。

同
時
代
人
の
感
想
が
そ
う
い
う
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
は
お
さ
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。

（三
0)
中
村
翫
右
衛
門
『
芸
話

お
も
ち
ゃ
箱』、
一
九
五
＇
一
九
六
頁。

（三一）
水
落
「
感
慨
ぶ
か
い
記
念
公
演」、
二
七
頁。

言一）
前
進
座
に
つ
い
て
は
あ
る
鼎
談
で
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る。
「
戸
板
康
二

ら
唯
か
に
戦
後
の
あ
る
時
代
に
は
同
情
さ
れ
る
よ
う
な
出
発
点
も

あ
っ
た。

東
京
に
は
出
し
て
く
れ
る
劇
場
が
な
く
て、

ワ
ラ
ジ
を
し
ば
ら
く
は
い
た。
(
…•••)
／
安
藤
鶴
夫�
前
進
座
と
い
う
と、

ま
ず
ほ
ろ
り

と
き
た
（
笑）。
合
言
葉
だ
ナ。
し
か
し
考
え
て
み
る
と、
実
際
は
大
人
な
ん
だ
か
ら、
ぼ
く
ら
が
な
に
も
そ
う
ほ
ろ
り
と
す
る
こ
と
は
な
い
ん
だ」

（
安
藤
／
戸
板
／
利
倉、

九
一
頁）。
こ
れ
は
一
九
六
0
年、

翫
右
衛
門
の
帰
国
か
ら
五
年
後
の
も
の
で
あ
る。

(-―-=-）
渡
辺
『
戦
後
歌
舞
伎
の
梢
神
史』、
一
七
0
頁。

（三
四）
む
ろ
ん、
初
代
吉
右
衛
門
の
俊
寛
は
「
ほ
ほ
え
む」
俊
寛
と
は
対
極
に
あ
る
も
の
で
あ
っ
た。
藤
野
義
男
は
初
代
吉
右
衛
門
の
芸
談
を
紹
介
し
て

い
る。
「
幕
切
れ
は
新
し
く
工
夫
を
致
し、

今
ま
で
の（ママ）
深
い
悲
し
み
と
共
に
岩
山
に
上
っ
て
船
を
見
送
る
の
が、

普
通
で
し
た
が、

私
は
悲

し
む
余
裕
も
な
い
程
で、
た
だ
茫
然
自
失
し、

人
間
の
抜
殻
の
様
に
な
っ
て
見
送
る
事
に
致
し
ま
し
た」
（
藤
野
義
男、
五
九
頁）。
そ
れ
ま
で
の

『
俊
寛』
を
知
り、
初
代
の
芸
を
知
る
当
時
の
観
客
は
そ
の
人
物
造
形
を
劇
的
な
も
の
と
感
じ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う。
こ
の
初
代
の
演
じ
方

を――
代
目
も
踏
襲
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る。

（三
五）
た
と
え
ば、
三
代
目
猿
之
助
が
ワ
ー
ス
ト
3
に
あ
げ
た
『
娘
道
成
寺』
『
車
引』
『
勧
進
帳』
に
対
し
て
は、

演
じ
る
役
者
た
ち
の
気
構
え
は
ど
う

で
あ
ろ
う。
『
娘
道
成
寺』
は
女
形
舞
踊
の
大
曲
中
の
最
た
る
も
の
で
あ
り、
『
車
引』
は
荒
事、

和
事、

実
悪
な
ど
歌
舞
伎
の
約
束
事
の
宝
庫
で

あ
り、
『
勧
進
帳』
に
い
た
っ
て
は
名
優
に
よ
る
名
舞
台
の
記
憶
も
新
し
く
何
よ
り
規
矩
正
し
い
芸
の
格
が
演
じ
手
に
は
要
求
さ
れ
る。

そ
れ
ら

の
舞
台
に
対
し
て
歌
舞
伎
役
者
た
ち
は
今
後
も、
覚
悟
を
も
っ
て
挑
戦
し
て
い
く
気
構
え
で
あ
ろ
う。
そ
れ
ら
の
演
目
を
演
じ
る
さ
い
に
役
者
た

ち
は、

軽
々
し
く
自
身
の
解
釈
を
持
ち
込
も
う
と
は
し
な
い
わ
け
で
あ
る。
『
俊
寛』
の
よ
う
な
一
般
の
観
客
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
演
目
に
お
い

て、

役
者
は
「
仕
勝
手」

を
や
る。

そ
し
て
今
は
よ
り
観
客
に
「
ウ
ケ
る」

や
り
方
の
ほ
う
を
継
承
し
よ
う
と
い
う
の
が
大
勢
の
よ
う
だ。

（三
六）
落
合
清
彦
は
『
俊
寛』
の
劇
評
に
こ
う
書
い
て
い
る。
「
現
代
の
日
本
人
に、

果
た
し
て、

こ
の
＂
自
己
ギ
セ
イ“
の
心
情
と
行
動
が、

ど
の
て

い
ど
の
共
鳴
を
得
る
も
の
か。

飽
食
と
物
量
豊
富
な
現
在
只
今、

日
本
人
は
こ
の
劇
を、

ど
こ
ま
で
わ
が
事
と
し
て
見
る
だ
ろ
う
か」
（
落
合、

―――
―
頁）。
こ
こ
で
の
「
日
本
人」
に
は
観
客
だ
け
で
な
く
役
者
も
含
ま
れ
る
と
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。
「
飽
食
と
物
量
豊
富
な
現
在
只
今」

を
生
き
て
い
る
の
は
両
者
と
も
に
お
な
じ
で
あ
る。

し
か
し、

そ
の
結
果、
『
俊
寛』
が
た
ん
な
る
「
お
伽
話」
に
な
っ
て
し
ま
う
と
し
た
ら、

観
客
に
と
っ
て
も
役
者
に
と
っ
て
も
知
的
に
は
貧
し
い
時
代
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い。




