
山
本
周
五
郎
『
彦
左
衛
門
外
記
』
論

―
―
妄
想
と
し
て
の
「
代
弁
者
」

奈

良

沙

紀

一

は
じ
め
に

山
本
周
五
郎
が
『
彦
左
衛
門
外（
１
）記』
を
『
労
働
文
化
』
に
連
載
し
た
の

は
、
昭
和
三
四
年
（
一
九
五
九
）
六
月
か
ら
昭
和
三
五
年
（
一
九
六
〇
）
八

月
に
か
け
て
で
あ
っ
た
。
こ
の
作
品
は
、
五
島
数
馬
と
い
う
青
年
が
身
分
違

い
の
恋
を
成
就
さ
せ
る
た
め
、
す
っ
か
り
隠
居
生
活
に
身
を
浸
し
て
い
る
大

伯
父
、
大
久
保
彦
左
衛
門
を
「
天
下
の
御
意
見
番
」
に
仕
立
て
上
げ
て
ゆ
く

物
語
で
あ
る
。
数
馬
は
彦
左
衛
門
の
戦
記
を
ね
つ
造
し
、
家
康
の
筆
跡
を
真

似
た
「
御
墨
付
」
ま
で
偽
作
。
そ
う
し
て
「
天
下
の
御
意
見
番
」
と
い
う
虚

像
を
つ
く
り
出
す
の
だ
が
、
そ
の
虚
像
は
数
馬
の
想
定
の
範
囲
を
大
き
く
超

え
て
躍
動
し
始
め
る
。
そ
の
様
子
を
、「
作
者
」、「
筆
者
」、
ま
た
は
「
私
」

と
名
の
る
小
説
家
の
語
り
手
が
、
時
に
作
品
世
界
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
交
流

し
な
が
ら
語
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

こ
の
作
品
は
連
載
の
予
告
段
階
で
は
『
大
久
保
彦
左
衛
門
』
と
い
う
タ
イ

ト
ル
に
な
っ
て
お
り
、
連
載
開
始
と
と
も
に
『
大
久
保
彦
左
衛
門
実
記

御

意
見
番
に
候
』
へ
、
さ
ら
に
昭
和
三
五
年
一
〇
月
、
講
談
社
よ
り
単
行
本
刊

行
の
際
に
『
彦
左
衛
門
外
記
』
へ
と
改
題
さ
れ
た
。
山
本
周
五
郎
は
こ
の
作

品
の
連
載
に
あ
た
り
、『
労
働
文
化
』
に
以
下
の
文
章
を
寄
せ
て
い
る
。

私
は
少
年
の
こ
ろ
か
ら
大
久
保
彦
左
衛
門
と
い
ふ
老
人
が
好
き
で
、

い
つ
か
一
度
は
対
面
し
た
い
と
思
つ
て
ゐ
た
。
と
こ
ろ
が
青
年
に
な
り

些
か
文
学
を
読
む
に
及
ぶ
と
、
史
学
者
や
考
証
家
諸
氏
が
こ
ぞ
つ
て
、

「
彼
は
架
空
の
人
物
で
あ
る
」
と
立
証
し
て
ゐ
る
の
で
お
ど
ろ
い
た
。

そ
こ
で
と
り
い
そ
ぎ
自
分
で
も
捜
査
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
や
は
り
大
久

保
彦
左
衛
門
す
な
は
ち
、「
駿
河
の
隠
居
」
な
る
な
つ
か
し
き
老
人
は

不
在
で
あ
る
、
と
い
ふ
こ
と
を
承
認
せ
ざ
る
を
得
な
い
結
果
と
な
り
、

私
は
は
な
は
だ
こ
の
世
を
た
の
み
が
た
な
い
も
の
の
よ
う
に
感
じ
た
の

で
あ
つ
た
。
以
来
幾
星
霜
。
ふ
と
し
た
機
会
で
私
は
大
久
保
彦
左
衛
門

老
が
「
存
在
」
す
る
こ
と
を
発
見
し
、
取
る
物
も
取
り
あ
へ
ず
そ
の
住

居
え
訪
ね
て
い
つ
た
。

史
学
者
や
考
証
家
諸
氏
は
捜
査
を
誤
つ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
老
は
駿

河
台
に
は
ゐ
な
い
、
老
の
住
居
は
、
本
所
割
下
水
の
小
さ
な
横
丁
の
奥

に
あ
り
、
訪
ね
て
ゆ
く
と
若
い
侍
が
出
て
来
て
、「
ど
う
ぞ
、
ど
う
ぞ
」
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と
片
手
を
振
つ
た
。
色
白
で
ぽ
ち
ゃ
つ
と
肥
え
た
軀
で
ま
る
顔
で
、
に

こ
に
こ
つ
と
笑
ふ
と
こ
ろ
は
、
い
か
に
も
愛
嬌
た
つ
ぷ
り
で
、
し
か
も

ゆ
だ
ん
な
り
が
た
い
狡
猾
さ
が
感
じ
ら
れ
た
。
そ
の
若
侍
は
私
に
な
の

つ
て
云
つ
た
、「
私
は
彦
左
衛
門
の
甥
で
五
橋
数
馬
と
い
ふ
者
で
す
、

ど
う
ぞ
ご
べ
つ
こ
ん
に
」
か
う
し
て
私
は
老
に
対
面
す
る
こ
と
が
で
き

た
の
で
あ
る
。
読
者
諸
君
、
ど
う
ぞ
ご
べ
つ
こ
ん
に
。（
山
本
周
五
郎

「
め
ぐ
り
あ
い
」、『
労
働
文
化
』
昭
和
三
四
年
五
月
）

連
載
予
告
に
あ
た
る
以
上
の
文
章
に
は
、「
挿
話
」
同
様
、「
私
」
と
い
う

語
り
手
が
登
場
し
て
お
り
、
こ
の
「
私
」
が
五
島
数
馬
と
出
会
う
と
こ
ろ
か

ら
物
語
の
幕
が
開
け
る
こ
と
と
な
る
。
昭
和
時
代
を
生
き
る
語
り
手
が
、
江

戸
を
舞
台
と
す
る
作
品
世
界
の
人
物
と
交
流
す
る
と
い
う
特
殊
な
語
り
の
ス

タ
イ
ル
。
先
行
研
究
で
は
語
り
の
問
題
に
関
す
る
詳
細
な
論
は
行
わ
れ
て
お

ら
ず
、
物
語
の
成
立
過
程
を
捉
え
た
内
容
に
は
着
目
さ
れ
て
き
た
も
の
の
、

本
文
に
即
し
た
分
析
は
ほ
と
ん
ど
さ
れ
て
い
な
い
。
本
論
で
は
特
に
語
り
の

問
題
に
注
目
し
つ
つ
、物
語
が
成
立
し
て
ゆ
く
上
で
何
が
必
要
と
な
る
の
か
、

ま
た
、
作
品
執
筆
の
時
代
背
景
が
作
品
と
ど
の
よ
う
に
呼
応
し
て
い
る
の
か

を
分
析
す
る
こ
と
で
、
山
本
周
五
郎
流
の
大
久
保
彦
左
衛
門
物
語
に
つ
い
て

考
察
し
て
ゆ
き
た
い
。

二

『
彦
左
衛
門
外
記
』
の
読
ま
れ
方

こ
の
作
品
に
つ
い
て
先
行
研
究
を
確
認
す
る
と
、
山
田
宗
睦
が
「
こ
の
作

は
、「
天
下
の
ご
意
見
番
」
が
虚
構
で
あ
る
こ
と
を
と
き
あ
か
し
た
も
の
で

あ
る
。
た
ん
に
虚
構
で
あ
る
こ
と
を
と
き
あ
か
し
た
の
で
は
な
く
、
こ
の
虚

構
を
必
要
と
し
そ
れ
を
生
み
だ
し
た
若
侍
の
恋
物
語
を
結
構
お
か
し
く
描
い

た
と
こ
ろ
に
、
興
味
が
あ（
２
）る。」
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
「「
天
下
の
ご
意

見
番
」
が
虚
構
で
あ
る
こ
と
を
と
き
あ
か
し
た
も
の
」
と
い
う
表
現
に
は
語

弊
が
あ
り
、
た
だ
し
く
は
奥
野
健
男
が
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、「
硬
骨
の
老

武
士
と
し
て
人
気
の
あ
る
有
名
な
大
久
保
彦
左
衛
門
と
い
う
虚
像
成
立
の
か

ら
く
り
を
曝
い
た
小（
３
）説」
と
読
む
べ
き
で
あ
ろ
う
。
連
載
予
告
の
周
五
郎
の

言
葉
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、「
天
下
の
御
意
見
番
」
と
し
て
の
大
久
保
彦

左
衛
門
が
虚
像
で
あ
る
こ
と
は
史
学
の
側
か
ら
既
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
お

り
、
そ
う
し
た
史
学
側
の
「
史
実
」
の
主
張
と
、
講
談
な
ど
で
伝
わ
る
「
虚

実
」
を
受
け
、
そ
の
「
史
実
」
と
「
虚
実
」
の
成
立
過
程
を
捉
え
た
作
品
と

見
る
べ
き
で
あ
る
。

ま
た
、
土
岐
雄
三
は
『
彦
左
衛
門
外
記
』
に
対
し
て
「
作
者
の
史
実
不
信

感
を
う
か
が
う
こ
と
も
出
来
そ
う（
４
）だ。」
と
指
摘
し
て
い
る
。周
五
郎
の
「
史

実
不
信
感
」
は
「
歴
史
と
文（
５
）学」
な
ど
か
ら
も
読
み
取
れ
る
も
の
で
、
彼
の

作
品
の
根
底
に
あ
る
思
想
と
も
い
え
る
も
の
だ
。
歴
史
を
含
む
物
語
成
立
の

過
程
が
描
か
れ
る
こ
の
作
品
に
、
あ
く
ま
で
物
語
に
す
ぎ
な
い
歴
史
の
姿
を

冷
静
に
見
つ
め
る
ま
な
ざ
し
が
あ
る
こ
と
を
土
岐
は
捉
え
た
。

た
だ
し
、
土
岐
は
「
史
実
不
信
感
」
に
つ
い
て
本
文
に
即
し
た
詳
細
な
分

析
ま
で
は
行
っ
て
お
ら
ず
、
奥
平
家
の
内
紛
に
つ
い
て
も
「
話
の
し
め
括
り

を
つ
け
る
為
の
段
ど
り
に
す
ぎ
な
い
」
と
切
り
捨
て
て
い
る
。

土
岐
の
論
に
は
他
に
も
疑
問
点
が
あ
る
。
土
岐
は
、
彦
左
衛
門
が
「
あ
る

種
の
催
眠
術
」
に
か
か
っ
て
「
天
下
の
御
意
見
番
」
と
な
っ
て
い
っ
た
と
捉

え
て
い
る
が
、
彦
左
衛
門
が
数
馬
の
話
を
信
じ
た
わ
け
で
は
な
く
、
数
馬
の

話
を
利
用
し
た
、
と
い
う
可
能
性
は
全
く
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
に
つ

い
て
は
奥
野
健
男
が
「
ほ
ん
と
う
に
信
じ
た
か
、
旗
本
の
趨
勢
を
逆
に
利
用
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し
た
か
わ
か
ら
な
い
と
こ
ろ
が
、
こ
の
小
説
の
お
も
し
ろ
さ
で
あ（
６
）る」
と
指

摘
し
て
い
る
。
さ
ら
に
奥
野
は
こ
の
作
品
を
「
虚
像
成
立
の
か
ら
く
り
を
曝

い
た
小
説
」
と
捉
え
る
だ
け
で
は
な
く
、
物
語
を
生
み
出
す
数
馬
が
、
小
説

家
の
姿
と
重
な
る
こ
と
も
指
摘
す
る
。

な
に
ご
と
も
批
判
的
に
見
る
曲
軒
周
五
郎
は
、
彦
左
衛
門
伝
説
を
読
み

聞
く
に
つ
れ
、
そ
の
虚
名
の
い
ん
ち
き
さ
を
指
摘
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な

く
な
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
権
力
か
ら
は
ず
さ
れ
た
旗
本
た
ち
や
庶
民
が

で
っ
ち
あ
げ
た
伝
説
に
違
い
な
い
。
そ
れ
な
ら
そ
の
虚
構
を
つ
く
り
あ

げ
た
直
接
の
下
手
人
、
張
本
人
が
い
る
に
違
い
な
い
。（
中
略
）
そ
の

う�

そ�

つ�

き�

が
、
今
も
虚
構
を
で
っ
ち
あ
げ
て
い
る
小
説
家
の
本
性
に
違

い
な
い
と
。（
中
略
）
小
説
の
つ
く
り
方
を
小
説
に
し
た
小
説
で
あ
り
、

既
成
史
観
否
定
に
た
っ
て
、
物
語
や
伝
説
の
成
立
の
秘
密
を
、
ユ
ー
モ

ラ
ス
に
諷
刺
し
て
い
る
。

『
彦
左
衛
門
外
記
』
が
小
説
家
と
い
う
職
業
の
語
り
手
を
持
つ
こ
と
を
踏

ま
え
れ
ば
、
こ
れ
は
重
要
な
指
摘
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

木
村
久
邇
典
の
場
合
は
、
山
本
周
五
郎
と
ご
く
親
し
い
編
集
者
と
い
う
立

場
上
、
非
常
に
貴
重
な
情
報
を
提
示
し
て
い
る
。『
山
本
周
五
郎
全
集
』
の

「
附（
７
）記」
に
お
い
て
、
そ
も
そ
も
『
週
刊
朝
日
』
か
ら
大
久
保
彦
左
衛
門
を

題
材
に
執
筆
を
依
頼
さ
れ
た
こ
と
が
『
彦
左
衛
門
外
記
』
執
筆
の
き
っ
か
け

に
な
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
連
載
開
始
が
延
期
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
『
週
刊
朝

日
』
で
の
連
載
を
や
め
、『
労
働
文
化
』
へ
の
連
載
が
決
ま
っ
た
こ
と
な
ど

が
明
か
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
附
記
」
で
は
「
挿
話
」
の
誕
生
経
緯
に
つ

い
て
も
詳
し
く
触
れ
ら
れ
て
お
り
、
筆
の
進
ま
な
い
周
五
郎
が
休
載
を
頼
ん

だ
結
果
、
な
ん
と
か
「
休
載
の
便
」
だ
け
で
も
書
い
て
ほ
し
い
と
頼
ま
れ
て

出
来
上
が
っ
た
の
が
「
挿
話
」
だ
っ
た
よ
う
だ
。
ひ
と
き
わ
異
彩
を
放
つ

「
挿
話
」
の
誕
生
経
緯
は
こ
の
よ
う
に
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
が
、
先
行
研

究
で
は
試
み
の
面
白
さ
を
指
摘
さ
れ
る
に
留
ま
っ
て
お
り
、
詳
細
な
分
析
は

さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
本
論
で
は
語
り
手
の
問
題
と
関
連
し
て
、「
挿
話
」

に
関
し
て
も
詳
細
な
分
析
を
試
み
る
こ
と
と
す
る
。

三

二
つ
の
大
久
保
彦
左
衛
門
像

作
品
の
分
析
に
入
る
前
に
、『
彦
左
衛
門
外
記
』
の
題
材
と
な
っ
て
い
る

大
久
保
彦
左
衛
門
に
つ
い
て
み
て
ゆ
き
た
い
。

大
久
保
彦
左
衛
門
と
い
え
ば
、
お
し
も
お
さ
れ
も
せ
ぬ
講
談
や
映
画
の

主
人
公
の
ひ
と
り
で
あ
る
。
そ
こ
で
え
が
か
れ
た
彦
左
衛
門
は
、
旗
本

き
っ
て
の
頑
固
で
き
ま
ま
な
す
ね
者
で
あ
り
、
人
の
思
惑
も
か
ま
わ
ぬ

横
紙
破
り
の
隠
居
じ
じ
い
で
あ
る
。「
駿
河
台
の
御
隠
居
」
と
い
わ
れ

た
か
れ
は
、「
天
下
の
御
意
見
番
」
を
も
っ
て
み
ず
か
ら
任
じ
、
天
下

の
一
大
事
と
あ
れ
ば
、
た
ら
い
に
乗
り
、
気
に
入
り
の
魚
屋
一
心
太
助

を
し
た
が
え
て
登
城
し
、
老
中
で
あ
ろ
う
と
将
軍
で
あ
ろ
う
と
、
づ
け

づ
け
意
見
す
る
。
若
い
者
相
手
の
唯
一
の
た
の
し
み
は
、「
そ
も
そ
も

鳶
の
巣
文
珠
山
の
合
戦
に
は
、
わ
れ
十
六
歳
の
初
陣
な
し
」
か
ら
は
じ

ま
り
、
過
去
の
戦
功
の
か
ず
か
ず
を
得
意
で
し
ゃ
べ
る
こ
と
で
あ
り
、

と
ど
の
つ
ま
り
、
そ
れ
に
ひ
き
か
え
い
ま
の
若
い
者
は
と
い
う
お
説
教

が
落
ち
に
な
る
。（
略
）
こ
う
し
た
彦
左
衛
門
の
傍
若
無
人
の
わ
が
儘

も
、
講
談
で
は
、
家
康
の
遺
言
に
よ
り
天
下
御
免
の
特
権
を
与
え
ら
れ
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た
た
め
だ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い（
８
）る。

以
上
は
昭
和
三
四
年
（
一
九
五
九
）
六
月
に
刊
行
さ
れ
た
『
日
本
人
物
史

大
系
』
第
三
巻
に
収
め
ら
れ
た
「
大
久
保
彦
左
衛
門
」
の
章
か
ら
の
引
用
で

あ
る
。ち
ょ
う
ど
『
彦
左
衛
門
外
記
』
連
載
の
時
期
と
重
な
る
も
の
で
あ
り
、

当
時
の
大
久
保
彦
左
衛
門
に
対
す
る
一
般
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
窺
う
こ
と
が
で

き
る
。『
彦
左
衛
門
外
記
』
に
お
け
る
「
天
下
の
御
意
見
番
」
を
名
乗
り
だ

し
て
以
降
の
彦
左
衛
門
の
様
子
と
、『
日
本
人
物
史
大
系
』
に
ま
と
め
ら
れ

た
内
容
は
酷
似
し
て
お
り
、数
馬
の
生
み
出
し
た
「
天
下
の
御
意
見
番
」
が
、

そ
の
ま
ま
執
筆
当
時
の
「
天
下
の
御
意
見
番
」
像
に
繋
が
っ
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、
数
馬
が
「
講
釈
師
の
た
ね
に
な
る
く
ら
い
が
お

ち
」（
十
二
）
と
述
べ
て
い
る
こ
と
が
実
現
し
た
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
。
こ

れ
は
史
学
の
側
か
ら
の
上
が
っ
て
い
た
「
天
下
の
御
意
見
番
」
の
「
不
在
」

説
に
対
す
る
一
つ
の
反
抗
と
も
い
え
よ
う
。「
虚
実
」
を
「
虚
実
」
と
し
て

切
り
捨
て
さ
せ
な
い
、
山
本
周
五
郎
の
姿
勢
が
見
て
取
れ
る
。

そ
の
一
方
で
、
講
談
な
ど
の
内
容
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
す
る
の
で
は
な
く
、

周
五
郎
な
り
の
歴
史
考
証
が
行
わ
れ
て
い
る
点
も
興
味
深
い
。
た
と
え
ば
初

陣
の
話
で
あ
る
が
、『
彦
左
衛
門
外
記
』
で
は
「
そ
も
そ
も
年
十
六
に
し
て

遠
州
乾
城
に
初
陣
の
功
名
を
あ
げ
て
よ
り
、続
く
天
神
の
役
に
は
…
…
」（
七

の
三
）
と
あ
り
、
講
談
で
な
じ
み
の
「
鳶
の
巣
文
珠
山
の
合
戦
」
と
は
異

な
っ
て
い
る
。
講
談
の
内
容
は
過
度
に
脚
色
さ
れ
て
い
る
た
め
、
彦
左
衛
門

の
父
の
名
や
兄
弟
構
成
、
初
陣
を
含
む
戦
功
な
ど
に
多
く
の
誤
り
が
あ
る
。

大
久
保
彦
左
衛
門
の
実
際
の
初
陣
は
『
彦
左
衛
門
外
記
』
の
方
が
正
し
く
、

遠
江
国
乾
の
戦
い
で
あ
っ
た
。
彦
左
衛
門
と
セ
ッ
ト
で
登
場
す
る
こ
と
の
多

い
一
心
太
助
が
こ
の
作
品
に
登
場
し
な
い
の
も
ま
た
、
周
五
郎
に
よ
る
歴
史

考
証
の
結
果
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。「
虚
実
」
を
そ
の
ま
ま
肯
定
す

る
の
で
も
、「
史
実
」
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
る
の
で
も
な
い
、
そ
れ
ら
を

取
捨
選
択
し
て
生
み
出
さ
れ
た
作
品
な
の
だ
。

で
は
、
史
実
の
側
か
ら
見
た
大
久
保
彦
左
衛
門
と
は
ど
ん
な
人
物
だ
っ
た

の
か
。
こ
こ
で
実
在
の
大
久
保
彦
左
衛
門
に
つ
い
て
簡
単
に
説
明
し
て
お
き

た
い
。

彦
左
衛
門
の
正
式
な
名
は
、
大
久
保
彦
左
衛
門
尉
忠
教
と
い
う
。
大
久
保

家
は
代
々
徳
川
家
に
仕
え
た
名
門
で
あ
り
、
彦
左
衛
門
は
大
久
保
忠
員
の
八

男
と
し
て
永
禄
三
年
（
一
五
六
〇
）
に
生
を
受
け
た
。
戦
国
の
乱
世
を
駆
け

抜
け
た
人
物
で
あ
り
、
寛
永
一
六
年
（
一
九
三
九
）
に
死
ん
で
い
る
。

実
在
の
大
久
保
彦
左
衛
門
に
つ
い
て
語
る
と
き
、
欠
か
せ
な
い
史
料
と
し

て
『
三
河
物
語
』
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
大
久
保
家
の
子
孫
に
あ
て
た
門

外
不
出
の
「
家
伝
の
書
」
と
い
う
体
裁
が
と
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
彦
左
衛

門
直
筆
の
も
の
が
現
存
し
て
い
る
。
内
容
は
大
久
保
一
族
の
戦
功
を
あ
げ
、

ど
れ
ほ
ど
徳
川
家
に
忠
義
を
果
た
し
て
き
た
か
と
い
う
こ
と
を
誇
る
も
の
で

あ
り
、
同
時
に
戦
国
威
風
の
消
え
ゆ
く
時
代
に
あ
っ
て
、
譜
代
へ
の
冷
遇
に

対
す
る
不
満
と
嘆
き
が
表
わ
さ
れ
た
も
の
で
も
あ
る
。

周
五
郎
の
い
う
「
史
学
者
や
考
証
家
諸
氏
」
は
、
大
久
保
彦
左
衛
門
と
い

う
人
物
を
「
淋
し
い
諦
め
の
潜
ん
で
ゐ（
９
）る」、「
不
平
の
中
に
彼
は
寛
永
十
六

年
（
一
九
三
九
）
八
十
才
で
死
ん（

１０
）だ」、「
古
い
も
の
を
克
服
し
な
が
ら
成
立

し
て
い
っ
た
幕
藩
体
制
か
ら
、
そ
の
古
さ
の
ゆ
え
に
疎
外
さ
れ
た
悲
劇
の
人

物
の
ひ
と
り
で
あ
っ（

１１
）た。」
と
い
う
よ
う
に
評
し
て
い
た
。
乱
世
を
駆
け
抜

け
、
泰
平
の
時
代
に
馴
染
む
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
戦
国
武
士
。
彼
は
変
わ

り
ゆ
く
時
代
に
諦
め
を
覚
え
、
諦
念
と
悲
憤
の
う
ち
に
死
ん
で
い
っ
た
哀
れ

な
人
物
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
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こ
う
し
た
史
学
に
お
け
る
大
久
保
彦
左
衛
門
の
イ
メ
ー
ジ
は
、『
彦
左
衛

門
外
記
』
の
作
品
前
半
に
反
映
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
朝
顔
と
菊
を
育

て
る
こ
と
を
生
き
が
い
と
す
る
老
人
、
彦
左
衛
門
。
そ
れ
が
数
馬
に
よ
り
、

講
談
の
種
と
な
る
よ
う
な
人
物
へ
と
変
貌
し
て
い
く
様
子
が
描
き
出
さ
れ
る

の
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
こ
で
大
久
保
彦
左
衛
門
は
決
し
て
高
い
地
位
に
あ
る
人
物
で
は

な
い
、
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
彦
左
衛
門
が
講
談
で
人
気
を

博
し
た
一
因
に
は
、
彼
が
権
力
か
ら
外
れ
た
立
場
か
ら
政
府
の
中
枢
へ
と
切

り
込
む
爽
快
さ
が
あ
る
。
百
瀬
明
治
は
彦
左
衛
門
人
気
に
つ
い
て
、
以
下
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

江
戸
時
代
の
人
び
と
に
と
っ
て
、
将
軍
は
手
の
届
か
な
い
絶
対
的
な
存

在
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
の
将
軍
に
直
言
し
て
へ
こ
ま
す
と
い
う
の
は
、

実
に
ス
カ
ッ
と
す
る
ひ
と
つ
の
夢
で
あ
っ
た
。
江
戸
時
代
人
は
、
そ
ん

な
痛
快
な
御
意
見
番
の
役
割
を
代
行
し
て
自
分
た
ち
の
う
っ
ぷ
ん
を
は

ら
し
て
く
れ
る
人
物
と
し
て
、
お
上
の
権
威
に
も
敢
然
と
た
て
つ
く
彦

左
衛
門
を
発
見
し
、
ど
ん
ど
ん
虚
像
の
イ
メ
ー
ジ
を
ふ
く
ら
ま
せ
て

い
っ
た
の
だ
、
と
言
っ
て
よ
い
。（
中
略
）
近
世
封
建
社
会
・
江
戸
時

代
の
庶
民
た
ち
の
あ
い
だ
で
生
み
だ
さ
れ
た
人
気
者
の
一
人
な
の
で
あ

（
１２
）る。

つ
ま
り
、
厳
し
い
封
建
制
の
時
代
が
「
天
下
の
御
意
見
番
」
を
求
め
さ
せ

た
の
で
あ
り
、
権
力
に
抑
圧
さ
れ
て
い
た
人
び
と
に
と
っ
て
の
ヒ
ー
ロ
ー
と

し
て
大
久
保
彦
左
衛
門
は
語
ら
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

時
代
の
変
化
に
取
り
残
さ
れ
た
悲
劇
的
人
物
と
し
て
の
大
久
保
彦
左
衛
門

と
、
庶
民
の
代
弁
者
と
し
て
活
躍
す
る
ヒ
ー
ロ
ー
、「
天
下
の
御
意
見
番
」

と
し
て
の
大
久
保
彦
左
衛
門
。
こ
の
二
つ
の
異
な
る
大
久
保
彦
左
衛
門
像
を

前
に
、周
五
郎
は
『
彦
左
衛
門
外
記
』
を
ど
ち
ら
の
要
素
も
取
り
入
れ
つ
つ
、

ど
ち
ら
の
大
久
保
彦
左
衛
門
も
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
な
い
、
周
五
郎
流
の
大

久
保
彦
左
衛
門
の
物
語
を
描
き
出
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

四

「
事
実
」
と
「
史
実
」
／
「
し
ん
じ
つ
」
と
「
真
実
」

『
彦
左
衛
門
外
記
』
で
は
、
注
意
深
く
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
言
葉
が
存

在
す
る
。
一
つ
が
「
事
実
」
と
「
史
実
」
と
い
う
言
葉
、
そ
し
て
も
う
一
つ

が
、「
し
ん
じ
つ
」
と
「
真
実
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。

ま
ず
「
事
実
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
だ
が
、
こ
れ
は
た
と
え
ば
以
下
の

よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

大
伯
父
の
彦
左
衛
門
は
、
少
年
時
代
か
ら
戦
塵
の
中
に
育
っ
た
。
こ
れ

は
紛
れ
も
な
い
事
実
で
、
戦
場
生
き
残
り
の
老
人
た
ち
で
知
ら
な
い
者

は
な
い
。
残
念
な
の
は
大
伯
父
の
口
述
し
た
戦
歴
が
、
か
ん
ば
し
く
な

い
こ
と
で
あ
る
。（
三
の
一
）

こ
の
部
分
か
ら
、「
事
実
」
と
い
う
言
葉
は
「
紛
れ
も
な
い
」
出
来
事
と

し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。「
こ
の
世
に
お
こ
な
わ
れ
た

事
で
、
帳
消
し
に
な
る
よ
う
な
も
の
は
絶
対
に
な
い
」（
五
の
四
）
と
い
う

彦
左
衛
門
の
言
葉
が
あ
る
が
、
こ
れ
が
「
事
実
」
と
い
う
も
の
の
性
質
と
説

明
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

次
に
、「
史
実
」
に
つ
い
て
見
て
ゆ
く
た
め
に
、
大
久
保
彦
左
衛
門
と
水
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野
十
郎
左
御
門
の
歴
史
に
関
す
る
問
答
の
場
面
を
確
認
し
た
い
。

「
東
照
公
の
た
ぐ
い
稀
な
辛
抱
づ
よ
さ
と
、
譜
代
の
家
臣
た
ち
の
不
屈

な
努
力
と
で
、
徳
川
家
は
つ
い
に
天
下
を
取
り
、
征
夷
大
将
軍
も
家
光

公
で
三
代
に
な
っ
た
、
―
―
だ
か
ら
こ
そ
、
負
け
い
く
さ
が
勝
ち
い
く

さ
と
い
わ
れ
、
臆
病
者
が
豪
傑
と
い
わ
れ
、
あ
り
も
せ
ぬ
戦
場
の
功
名

ば
な
し
が
そ
の
ま
ま
信
じ
ら
れ
る
の
だ
」

「
そ
れ
で
は
青
史
を
誤
る
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
」

彦
左
衛
門
は
振
向
い
て
、
な
に
か
珍
し
い
生
き
物
で
も
み
つ
け
た
よ
う

に
、
ま
じ
ま
じ
と
十
郎
左
御
門
の
顔
を
眺
め
た
。

「
お
ま
え
は
」
と
老
人
は
審
か
し
そ
う
に
訊
き
返
し
た
、「
お
ま
え
は
、

史
記
な
ど
に
書
い
て
あ
る
こ
と
を
信
用
す
る
か
」

「
も
ち
ろ
ん
で
す
、
史
書
が
あ
り
伝
記
が
あ
れ
ば
こ
そ
、
人
は
祖
先
を

知
り
家
系
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
、
い
か
な
る
人
び
と
が
、
い
つ
ど
こ

で
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
し
、
そ
れ
を
誰
が
ど
の
よ
う
に
受
け
継
い
だ

か
、
こ
う
い
う
正
し
い
史
実
を
慥
か
め
る
こ
と
が
、
私
の
こ
ん
に
ち
あ

る
こ
と
を
証
明
す
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
」（
三
の
三
）

彦
左
衛
門
の
言
葉
に
は
、
過
去
を
語
る
力
を
有
し
た
者
、
た
と
え
ば
時
の

権
力
者
な
ど
に
よ
っ
て
「
史
記
」
が
つ
く
ら
れ
、「
史
実
」
が
語
ら
れ
る
こ

と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
史
実
」
と
は
「
事
実
」
と
一
致
す
る
と

は
限
ら
な
い
、
あ
く
ま
で
物
語
の
一
つ
に
す
ぎ
な
い
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

し
か
し
水
野
は
そ
う
し
た
「
史
実
」
の
性
質
に
気
づ
か
ず
、
そ
れ
を
妄
信

し
て
い
る
。
そ
の
あ
ま
り
に
素
直
な
性
質
が
後
に
数
馬
に
よ
っ
て
散
々
利
用

さ
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
が
、こ
こ
で
は
水
野
の
「
史
実
」
観
の
中
に
、

水
野
自
身
が
気
づ
い
て
い
な
い
あ
る
限
界
が
表
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た

い
。水

野
は
「
史
記
」
と
い
う
も
の
が
、「
祖
先
」
や
「
家
系
」、「
誰
が
ど
の

よ
う
に
受
け
継
い
だ
か
」
と
い
っ
た
こ
と
を
知
る
た
め
に
重
要
な
も
の
だ
と

考
え
て
い
る
。
そ
こ
に
は
「
史
実
」
が
「
私
の
こ
ん
に
ち
あ
る
こ
と
」
を

「
証
明
」
す
る
も
の
だ
と
い
う
認
識
が
あ
り
、
そ
の
た
め
彼
は
現
在
の
在
り

よ
う
を
裏
付
け
る
絶
対
的
な
も
の
と
し
て
「
史
実
」
へ
の
信
頼
を
有
し
て
い

る
の
で
あ
る
。し
か
し
「
史
実
」
が
「
こ
ん
に
ち
」
の
人
間
が
「
こ
ん
に
ち
」

の
裏
付
け
の
た
め
に
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
過
去
に
実

際
に
起
き
た
「
事
実
」
で
あ
る
か
ど
う
か
を
問
う
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う

こ
と
を
も
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、そ
の
点
に
水
野
は
気
づ
い
て
い
な
い
。

「
史
実
」
は
「
こ
ん
に
ち
」
の
人
間
に
よ
っ
て
「
こ
ん
に
ち
」
の
た
め
に
語

ら
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
語
る
者
の
意
志
が
介
在
し
て
い
る
の
は

当
然
の
こ
と
だ
。「
史
実
」
と
は
語
り
手
に
よ
っ
て
都
合
よ
く
変
え
ら
れ
て

し
ま
う
可
変
的
な
性
質
を
持
っ
て
お
り
、
常
に
信
頼
に
足
る
よ
う
な
絶
対
的

な
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

ま
た
、「
史
実
」
の
不
確
か
さ
と
い
う
問
題
は
、
奥
平
家
の
騒
動
と
も
関

連
し
て
く
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、「
史
実
」
と
は
「
祖
先
」、「
家
系
」、

「
誰
が
ど
の
よ
う
に
受
け
継
い
だ
か
」
と
い
う
内
容
を
伝
え
、「
こ
ん
に
ち
」

を
裏
付
け
る
も
の
だ
。
そ
の
理
論
を
あ
て
は
め
れ
ば
、
奥
平
家
の
「
家
系
」

の
問
題
は
す
な
わ
ち
、「
史
実
」
の
問
題
で
あ
る
と
言
い
換
え
ら
れ
る
。
奥

平
家
の
内
部
で
起
こ
っ
て
い
た
、
若
君
、
姫
君
の
誘
拐
事
件
。
首
謀
者
た
ち

の
狙
い
は
、
本
家
と
分
家
の
子
ど
も
を
頻
繁
に
入
れ
替
え
る
こ
と
で
、
あ
わ

よ
く
ば
自
分
た
ち
の
息
子
を
本
家
の
跡
取
り
に
据
え
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ
っ
た
。
な
ん
と
も
間
の
抜
け
た
騒
動
で
あ
る
が
、「
事
が
ま
ぎ
ら
わ
し
く
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な
れ
ば
、人
は
う
ん
ざ
り
し
て
深
い
詮
索
は
し
な
く
な
る
も
ん
だ
か
ら
」（
十

一
の
五
）
と
い
う
首
謀
者
の
台
詞
を
、
簡
単
に
笑
い
飛
ば
す
こ
と
は
で
き
な

い
。彼

ら
の
狙
い
は
、「
家
系
」
の
混
乱
で
あ
る
。
突
拍
子
も
な
い
発
想
で
は

あ
る
が
、
こ
の
奥
平
家
、「
家
系
」
の
把
握
は
実
際
に
か
な
り
曖
昧
で
あ
っ

た
。
ち�

づ�

か�

姫
に
は
「
伯
父
」、「
姪
」
と
い
っ
た
概
念
が
な
く
、
誘
拐
事
件

も
誰
一
人
と
し
て
気
づ
い
て
は
い
な
い
。
誘
拐
さ
れ
て
い
る
当
人
た
ち
さ
え

深
く
考
え
る
こ
と
は
な
く
、
数
馬
が
気
が
つ
か
な
け
れ
ば
そ
の
ま
ま
誘
拐
劇

は
続
い
て
い
た
だ
ろ
う
。
流
石
に
跡
取
り
を
間
違
え
る
よ
う
な
事
態
は
起
こ

り
得
な
い
だ
ろ
う
が
、そ
れ
も
若
干
怪
し
ん
で
し
ま
う
よ
う
な
状
態
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
「
家
系
」
の
混
乱
、
す
な
わ
ち
「
史
実
」
の
混
乱
を
狙
っ
た

行
動
は
、
数
馬
に
よ
る
「
天
下
の
御
意
見
番
」
創
出
の
発
想
と
根
を
同
じ
く

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

土
岐
雄
三
が
奥
平
家
の
騒
動
に
つ
い
て
「
話
の
し
め
括
り
を
つ
け
る
為
の

段
ど
り
に
す
ぎ
な
い
」
と
説
明
し
て
い
る
こ
と
は
す
で
紹
介
し
た
。
だ
が
、

「
史
実
」
と
い
う
物
語
の
性
質
が
利
用
さ
れ
て
い
る
点
を
見
れ
ば
、
奥
平
家

の
騒
動
を
単
な
る
「
段
ど
り
」
と
し
て
片
付
け
る
こ
と
は
で
き
ま
い
。

さ
て
、
次
に
「
し
ん
じ
つ
」
と
「
真
実
」
の
使
い
分
け
を
み
て
ゆ
く
こ
と

と
す
る
。「
し
ん
じ
つ
」
と
「
真
実
」
が
注
意
深
く
、
あ
る
法
則
を
も
っ
て

使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
以
下
の
引
用
部
分
に
よ
く
表
れ
て
い
る
。

「
お
ま
え
は
作
り
話
が
聞
き
た
い
か
」
と
初
め
に
大
伯
父
は
云
っ
た
、

「
そ
れ
と
も
し
ん
じ
つ
の
こ
と
が
聞
き
た
い
か
」

も
ち
ろ
ん
真
実
を
聞
き
た
い
、
と
彼
は
答
え
た
。
大
伯
父
は
さ
ら
に
念

を
押
し
た
。

（
中
略
）

そ
し
て
そ
の
「
て
っ
ぺ
ん
し
ん
じ
つ
」
を
話
し
て
く
れ
た
の
だ
か
ら
、

そ
れ
が
真
実
の
戦
歴
で
あ
る
こ
と
に
は
間
違
い
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
だ

が
、
そ
う
い
う
戦
歴
が
真
実
で
あ
る
な
ら
、
作
り
話
で
は
な
く
と
も
、

せ
め
て
「
中
ぐ
ら
い
の
」
ほ
う
に
し
て
お
け
ば
よ
か
っ
た
、
と
彼
は
後

悔
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。」（
一
の
一
）

ま
ず
「
し
ん
じ
つ
」
に
つ
い
て
分
析
す
る
た
め
、
水
野
と
彦
左
衛
門
の
歴

史
に
関
す
る
問
答
の
中
の
、「「
お
ま
え
が
そ
う
思
う
な
ら
」
と
老
人
は
刀
を

見
つ
め
た
ま
ま
で
云
っ
た
、「
そ
れ
は
お
ま
え
に
と
っ
て
し
ん
じ
つ
だ
ろ
う
、

自
分
で
こ
れ
が
よ
し
と
信
じ
た
ら
、
他
人
の
意
見
な
ど
聞
く
こ
と
は
な
い
」」

（
三
の
三
）
と
い
う
言
葉
に
注
目
し
た
い
。
こ
の
部
分
か
ら
、「
し
ん
じ
つ
」

と
い
う
言
葉
は
、「
事
実
」
で
あ
る
か
否
か
と
は
関
係
な
い
、「
自
分
が
こ
れ

で
よ
し
と
信
じ
た
」
も
の
を
指
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

た
と
え
ば
水
野
の
「
史
実
」
が
信
用
に
値
す
る
と
い
う
考
え
や
、
彦
左
衛

門
に
と
っ
て
の
負
け
戦
だ
ら
け
の
戦
歴
な
ど
が
「
し
ん
じ
つ
」
に
相
当
す

る
。「
事
実
」
で
あ
っ
て
も
な
く
て
も
、
例
え
他
の
証
言
と
矛
盾
し
た
と
し

て
も
、そ
れ
が
本
人
の
「
信
じ
た
」
こ
と
で
あ
れ
ば
、本
人
に
と
っ
て
の
「
し

ん
じ
つ
」
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
「
事
実
」
と
も
似
た
、
揺
ら
ぎ
の

な
い
絶
対
的
な
性
質
が
見
出
さ
れ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
「
真
実
」
は
、
本
人
だ
け
に
限
定
さ
れ
な
い
、
よ
り
客
観

的
な
意
味
合
い
を
も
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

「
酒
井
、
本
多
、
榊
原
、
井
伊
、
水
野
、
土
井
、
藤
堂
ら
諸
侯
に
当
っ

て
、
各
家
に
伝
わ
る
し
ん
じ
つ
の
記
録
を
し
ら
べ
た
ん
で
す
」
数
馬
は
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自
分
の
ふ
と
こ
ろ
を
叩
い
た
、「
こ
れ
ら
諸
侯
の
記
録
は
、
単
独
で
は

信
じ
ら
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
、
だ
が
相
互
に
つ
き
合
わ
せ
て
異
同
を

検
討
す
れ
ば
、
動
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
真
実
が
あ
ら
わ
れ
る
も
の
で

す
、
私
は
い
ま
こ
そ
、
あ
な
た
の
化
け
の
皮
を
は
い
で
や
る
、
あ
な
た

に
も
し
些
少
な
り
と
も
勇
気
が
あ
る
な
ら
お
聞
き
な
さ
い
」（
五
の
二
）

「
真
実
」
は
ほ
か
の
人
間
と
も
共
有
さ
れ
る
も
の
、
つ
ま
り
、
大
多
数
の

人
間
に
支
持
さ
れ
る
も
の
を
意
味
す
る
。
し
か
し
そ
の
本
質
は
、
所
詮
「
し

ん
じ
つ
」
の
総
和
に
過
ぎ
な
い
。
物
語
を
集
め
て
検
証
し
た
「
真
実
」
が
、

「
事
実
」
と
一
致
す
る
か
と
い
う
と
、
ま
た
別
の
話
な
の
だ
。
し
か
し
「
真

実
」
と
さ
れ
る
も
の
は
、
客
観
性
と
い
う
付
加
価
値
が
あ
る
た
め
、
多
く
の

人
間
か
ら
信
頼
を
獲
得
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
を
ま
と
め
る
と
、「
史
実
」
と
「
事
実
」、「
真
実
」
と
「
事
実
」

は
全
く
別
物
だ
と
い
う
の
に
、
そ
の
点
が
認
識
さ
れ
難
く
、「
史
実
」
と
「
真

実
」
へ
の
根
拠
の
な
い
信
頼
が
蔓
延
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
所
詮
、「
史

実
」
も
「
真
実
」
も
語
り
手
の
意
志
が
介
在
す
る
物
語
で
し
か
な
い
。
そ
し

て
そ
れ
ら
が
物
語
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
把
握
し
、
物
語
で
し
か
な
い
「
史

実
」、「
真
実
」
へ
の
妄
信
を
利
用
す
る
こ
と
で
、
数
馬
は
「
天
下
の
御
意
見

番
」
と
い
う
虚
像
を
成
立
さ
せ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
数
馬
は
家
康
の
「
御
墨

付
」
ま
で
偽
作
し
、
周
囲
に
あ
た
か
も
「
天
下
の
御
意
見
番
」
と
い
う
虚
像

が
「
事
実
」
で
あ
る
か
の
よ
う
に
誤
認
さ
せ
た
。
こ
う
し
て
ま
ん
ま
と
青
年

た
ち
は
騙
さ
れ
て
い
っ
た
わ
け
だ
が
、
彦
左
衛
門
が
「
天
下
の
御
意
見
番
」

と
い
う
虚
像
を
受
け
入
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
事
態
は
数
馬
の
予
想
の
範
疇
を
遥

か
に
超
え
て
ゆ
く
。
彦
左
衛
門
が
江
戸
城
に
乗
り
込
み
、
秀
忠
の
副
署
を
得

た
の
で
あ
る
。
こ
の
瞬
間
、
二
代
将
軍
に
公
認
さ
れ
た
と
い
う
「
事
実
」
を

成
立
さ
せ
、
彦
左
衛
門
は
「
天
下
の
御
意
見
番
」
と
い
う
非
常
識
な
権
力
を

実
現
さ
せ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。

こ
れ
は
彦
左
衛
門
の
企
み
と
読
む
べ
き
だ
ろ
う
。
彦
左
衛
門
は
数
馬
の
話

を
信
じ
、
自
ら
を
「
天
下
の
御
意
見
番
」
と
思
い
込
ん
だ
の
で
は
な
く
、「
天

下
の
御
意
見
番
」
と
い
う
数
馬
の
「
作
り
話
」（
一
の
一
）
を
、
旗
本
の
現

状
を
憂
う
心
か
ら
、
最
大
限
に
活
用
す
る
こ
と
に
決
め
た
の
で
あ
る
。
彦
左

衛
門
は
「
真
実
」
と
「
し
ん
じ
つ
」
の
違
い
を
、
そ
し
て
「
史
実
」
と
「
事

実
」
の
違
い
を
は
っ
き
り
と
心
得
て
い
る
。
い
く
ら
数
馬
の
語
り
が
う
ま
く

と
も
、
数
馬
の
語
り
を
「
事
実
」
と
誤
認
し
た
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、

十
二
章
で
の
数
馬
と
の
会
話
を
み
て
も
、
彦
左
衛
門
が
数
馬
の
話
を
信
じ
こ

ん
で
い
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
彦
左
衛
門
も
ま
た
、
数
馬
同
様
「
く

わ
せ
者
」（
十
一
の
五
）
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
『
彦
左
衛
門
外
記
』
に
お
け
る
注
意
深
い
言
葉
の
使
い
分
け

を
み
て
い
く
と
、「
真
実
」
や
「
史
実
」
の
正
体
が
物
語
で
あ
る
こ
と
、
そ

れ
故
に
全
幅
の
信
頼
に
値
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。そ
し
て
、

そ
の
物
語
を
妄
信
す
る
者
と
、
そ
れ
を
利
用
す
る
者
と
が
描
き
出
さ
れ
て
い

る
の
だ
。

こ
こ
で
一
つ
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
利

用
し
、
利
用
さ
れ
る
関
係
と
説
明
す
る
と
、
物
語
の
語
り
手
に
は
絶
対
的
な

支
配
力
が
備
わ
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
実
際
は
そ
う
で
は
な

い
。
確
か
に
語
り
手
に
は
物
語
を
進
行
さ
せ
る
強
大
な
権
力
が
あ
る
が
、
こ

の
作
品
の
特
徴
と
し
て
、
そ
の
権
力
が
時
と
し
て
全
く
役
に
立
た
な
い
点
に

も
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
以
下
の
章
で
は
、『
彦
左
衛
門
外
記
』
に

お
け
る
語
り
に
つ
い
て
分
析
す
る
こ
と
で
、
こ
の
作
品
に
お
け
る
語
り
と
い

う
行
為
が
ど
の
よ
う
な
性
質
を
も
っ
て
い
る
の
か
、
ま
た
、
語
り
手
と
そ
の
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他
の
人
間
の
関
係
性
に
つ
い
て
も
考
察
し
て
ゆ
き
た
い
。

五

語
り
の
諸
相

『
彦
左
衛
門
外
記
』
に
お
け
る
語
り
と
い
う
行
為
は
、
数
馬
が
野
望
を
達

成
す
る
う
え
で
欠
か
せ
な
い
要
素
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
数
馬
は
剣
の
腕
の
立
つ
青
年
と
し
て
登
場
し
て
い
る
。
そ
の
腕

で
出
世
を
と
考
え
る
ほ
ど
剣
に
自
信
を
持
っ
て
い
た
数
馬
だ
が
、
彼
が
そ
の

腕
前
を
披
露
す
る
場
面
は
、
実
は
冒
頭
だ
け
だ
。
五
島
数
馬
最
大
の
武
器
は

剣
で
は
な
く
、
言
葉
な
の
で
あ
る
。
彦
左
衛
門
を
言
い
く
る
め
よ
う
と
す
る

中
で
、
彼
の
「
血
が
活
き
活
き
と
動
き
出
し
」、「
い
ま
初
め
て
人
間
ら
し
く

眼
ざ
め
」
た
よ
う
に
感
じ
る
ほ
ど
、「
充
実
感
」
に
満
た
さ
れ
て
い
っ
た
。（
五

の
二
）「
天
下
の
御
意
見
番
」
を
創
出
す
る
中
で
、
数
馬
は
語
り
の
力
に
目

覚
め
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
数
馬
は
語
り
の
力
に
よ
っ
て
「
天
下
の
御
意
見
番
」
を
仕
立
て

あ
げ
、
不
良
少
年
た
ち
を
意
の
ま
ま
に
操
り
、
奥
平
家
で
も
言
葉
に
よ
る
戦

い
を
繰
り
広
げ
て
ゆ
く
。
数
馬
に
と
っ
て
、
言
葉
は
最
大
の
武
器
、
語
り
は

戦
闘
と
も
い
え
る
行
為
な
の
だ
。
そ
う
考
え
て
ゆ
く
と
、
奥
平
家
で
一
時
的

に
言
葉
を
操
れ
な
く
な
る
事
態
は
、
数
馬
に
と
っ
て
最
大
の
武
器
の
喪
失
を

意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。

数
馬
以
外
に
も
、
こ
の
作
品
に
は
語
り
の
欲
求
を
抱
く
人
物
が
多
々
登
場

し
て
い
る
が
、す
べ
て
の
語
り
に
数
馬
の
よ
う
な
力
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

数
馬
の
語
り
が
な
ぜ
強
力
な
「
武
器
」
と
な
り
う
る
の
か
。
そ
れ
は
数
馬
に

は
語
り
を
聞
く
側
へ
の
意
識
と
配
慮
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。

彦
左
衛
門
は
当
初
、
数
馬
の
い
う
「
真
実
」
を
否
定
し
て
い
た
が
、
次
第

に
彼
の
語
り
に
引
き
込
ま
れ
て
い
る
。
虚
構
の
物
語
と
知
り
な
が
ら
も
、
語

り
を
聞
く
欲
求
に
逆
ら
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
の
だ
。
そ
の
理
由
を
ひ
と

言
で
い
え
ば
、
数
馬
の
語
り
が
「
面
白
い
」
か
ら
で
あ
ろ
う
。
数
馬
の
語
り

は
、
語
り
手
の
欲
求
を
満
た
す
た
め
の
一
方
的
な
も
の
で
は
な
い
。
聞
き
手

の
欲
求
を
満
た
す
語
り
で
あ
っ
て
、
た
と
え
ば
不
良
少
年
た
ち
は
、
彼
ら
の

望
む
大
久
保
彦
左
衛
門
像
を
数
馬
に
提
示
さ
れ
た
こ
と
で
、
そ
の
語
り
の
力

に
飲
み
込
ま
れ
て
い
っ
た
。
聞
き
手
の
欲
求
を
満
た
す
こ
と
の
で
き
な
い
語

り
は
「
念
仏
」
で
し
か
な
い
が
、
語
り
手
が
聞
き
手
の
欲
求
を
満
た
す
時
、

語
り
は
は
じ
め
て
聞
き
手
を
動
か
す
力
を
発
揮
す
る
。
こ
の
よ
う
に
『
彦
左

衛
門
外
記
』
で
は
、
物
語
の
成
立
に
お
い
て
聞
き
手
の
意
志
が
無
関
係
で
は

な
い
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
語
り
手
は
聞
き
手
を
必
要
と
し
、

聞
き
手
に
語
り
を
聞
か
せ
る
た
め
に
、
聞
き
手
の
欲
求
を
満
た
さ
ね
ば
な
ら

な
い
。
こ
れ
が
『
彦
左
衛
門
外
記
』
に
お
け
る
語
り
と
い
う
行
為
の
特
徴
だ

と
い
え
よ
う
。

で
は
そ
の
よ
う
な
語
り
の
性
質
を
踏
ま
え
て
『
彦
左
衛
門
外
記
』
の
語
り

手
を
見
て
ゆ
く
と
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
こ
の
語
り
手
の
特
徴
と
し
て
、
基
本
的
に
「
作
者
」
も
し
く
は
「
筆

者
」
と
名
乗
っ
て
お
り
、
物
語
の
進
行
役
と
し
て
の
強
い
自
覚
を
持
っ
て
登

場
し
て
い
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。（
一
の
四
ま
で
は
「
筆
者
」
と
か
か
れ
、

そ
れ
以
降
は
「
作
者
」
と
な
っ
て
い
る
。）
た
び
た
び
「
読
者
」
に
語
り
か

け
、
登
場
人
物
の
一
人
で
あ
る
か
の
よ
う
に
存
在
感
を
放
つ
語
り
手
だ
が
、

「
挿
話
」
で
は
完
全
に
登
場
人
物
の
一
人
と
化
し
、
作
中
人
物
と
交
流
し
て

み
せ
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
だ
。
こ
の
と
き
、
語
り
手
は
連
載
予
告
同
様
、

「
私
」
と
名
の
り
、
本
編
と
は
区
別
さ
れ
て
い
る
。

次
に
本
編
で
の
立
ち
位
置
を
見
て
ゆ
く
と
、
こ
の
語
り
手
は
、
と
き
に
リ
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ポ
ー
タ
ー
の
よ
う
に
物
語
の
現
場
に
降
り
立
っ
て
み
せ
る
こ
と
が
あ
る
。

読
者
諸
君
、
ち
ょ
っ
と
あ
ち
ら
へ
ゆ
き
ま
し
ょ
う
、
こ
れ
か
ら
の
二
人

の
会
話
は
退
屈
で
す
か
ら
ね
、
そ
の
会
話
は
二
人
だ
け
に
は
胸
の
と
き

め
く
ほ
ど
意
味
深
い
も
の
だ
ろ
う
が
、わ
れ
わ
れ
第
三
者
に
と
っ
て
は
、

単
に
退
屈
な
だ
け
で
な
く
、
ば
か
ば
か
し
く
っ
て
欠
伸
も
出
な
い
と
い

う
も
の
で
す
か
ら
。
―
―
え
い
く
そ
、
蚊
が
く
や
あ
が
っ
た
。
失
礼
。

さ
て
ど
う
や
ら
終
っ
た
よ
う
で
す
な
、
数
馬
と
姫
が
こ
っ
ち
へ
や
っ
て

来
ま
す
、（
二
の
六
）

こ
の
語
り
手
は
、
昭
和
三
四
年
と
い
う
時
代
を
生
き
て
い
る
が
、
度
々
作

品
中
の
世
界
に
立
っ
て
は
、
作
中
人
物
の
動
向
を
み
つ
め
る
よ
う
な
語
り
を

す
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
は
「
読
者
諸
君
」
と
呼
ば
れ
る
者
た
ち
―
―
無
論
、

実
際
の
『
彦
左
衛
門
外
記
』
の
読
者
の
こ
と
で
は
な
い
―
―
と
会
話
を
し
、

彼
ら
を
作
品
の
中
で
誘
導
し
て
見
せ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
物
語
の
登
場

人
物
は
「
作
者
」
と
い
う
語
り
手
の
ほ
か
に
、「
読
者
」
と
い
う
聞
き
手
の

存
在
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

次
に
「
挿
話
」
に
つ
い
て
だ
が
、
こ
こ
で
は
「
作
者
」
で
あ
る
「
私
」
が

作
中
人
物
と
対
面
し
、会
話
を
し
て
ゆ
く
様
子
が
描
か
れ
る
。こ
の
間
、「
私
」

は
「
私
」
の
視
点
で
、「
私
」
の
立
場
か
ら
作
品
世
界
を
見
、
作
中
人
物
の

内
面
に
踏
み
込
む
こ
と
は
な
く
、「
作
者
」
と
し
て
本
編
の
進
行
を
行
う
こ

と
も
な
い
。
と
い
う
よ
り
も
、「
私
」
は
「
私
」
の
立
場
か
ら
し
か
作
品
世

界
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
に
な
っ
て
お
り
、
語
り
手
と
し
て
の
権
限

を
本
編
と
比
べ
て
大
幅
に
制
限
さ
れ
て
い
る
。

「
挿
話
」
の
成
立
過
程
は
木
村
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
よ
う
に
、
も
と
も

と
本
編
の
代
わ
り
に
書
か
れ
た
部
分
で
、
飛
ば
し
て
読
ん
で
も
本
編
の
把
握

に
は
と
く
に
支
障
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
「
挿
話
」
は
物
語
の
作
り
手
の

立
場
を
明
瞭
に
示
し
て
お
り
、
そ
れ
は
『
彦
左
衛
門
外
記
』
の
本
編
と
も
決

し
て
無
関
係
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

「
挿
話
」
に
お
い
て
、「
私
」
は
登
場
人
物
た
ち
の
協
力
を
得
ら
れ
ず
、

物
語
の
進
行
を
行
え
な
く
な
っ
て
い
る
。「
挿
話
」
に
お
け
る
語
り
手
「
私
」

の
立
場
は
非
常
に
弱
く
、そ
れ
ゆ
え
必
死
に
登
場
人
物
た
ち
に
働
き
か
け
る
。

「
そ
れ
に
第
一
、
私
が
そ
の
つ
も
り
に
な
れ
ば
、
あ
な
た
な
ん
ぞ
す
ぐ

に
消
し
て
し
ま
う
こ
と
が
で
き
る
ん
で
す
よ
」

「
ま
あ
失
礼
な
、
こ
の
わ
た
く
し
を
消
す
こ
と
が
で
き
る
で
す
っ
て
」

「
簡
単
し
ご
く
で
す
、
産
褥
熱
で
死
ぬ
と
か
、
歩
い
て
い
て
堀
へ
落
ち

て
死
ぬ
と
か
、ふ
だ
ん
の
吝
嗇
の
祟
り
で
栄
養
失
調
の
た
め
死
ぬ
と
か
、

意
地
悪
を
す
れ
ば
原
因
不
明
の
病
死
で
頓
死
す
る
と
か
ね
、
え
え
、
私

の
筆
の
持
っ
て
ゆ
き
よ
う
で
い
つ
だ
っ
て
消
し
て
ご
ら
ん
に
い
れ
ま
す

よ
」（
挿
話
）

こ
の
よ
う
に
、「
私
」
は
登
場
人
物
に
対
し
て
、「
作
者
」
と
し
て
の
権
力
、

物
語
の
方
向
性
を
決
め
る
力
を
も
振
り
か
ざ
し
て
見
せ
た
。
こ
こ
に
は
語
り

手
の
絶
対
的
な
支
配
力
が
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
千
貝
は
全
く
言
う
こ
と
を
聞
い
て
は
く
れ
な
い
。

途
方
に
暮
れ
た
語
り
手
は
、
彼
ら
全
員
と
の
「
絶
交
」
を
考
え
始
め
る
。

語
る
行
為
自
体
を
や
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
物
語
の
進
行
の
停
止
、
も
し
く

は
終
了
を
意
味
し
て
お
り
、
こ
こ
で
も
「
私
」
は
権
力
を
行
使
し
よ
う
と
し

た
わ
け
だ
。
し
か
し
、
や
は
り
作
中
人
物
た
ち
は
一
向
に
姿
を
見
せ
て
は
く
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れ
な
い
。
そ
し
て
「
作
者
」
の
惨
め
さ
を
嚙
み
締
め
な
が
ら
、「
私
」
は
再

び
数
馬
を
探
し
に
出
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
描
か
れ

る
「
私
」
の
無
力
さ
は
、
語
り
行
う
た
め
に
は
、
語
り
手
、
聞
き
手
に
加
え

て
、
語
ら
れ
る
対
象
も
必
要
だ
と
い
う
こ
と
を
示
す
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

『
彦
左
衛
門
外
記
』
に
お
け
る
語
り
手
は
万
能
で
は
な
い
。
物
語
を
語
り

始
め
た
、
す
な
わ
ち
生
み
出
し
た
者
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
生
み
出
し
た
も

の
た
ち
を
完
全
に
制
御
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
作
り

手
で
あ
り
な
が
ら
、「
天
下
の
御
意
見
番
」
の
暴
走
を
止
め
る
こ
と
が
で
き

な
く
な
っ
て
ゆ
く
数
馬
に
も
通
じ
る
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、語
る
側
は
語
ら
れ
る
側
を
一
方
的
に
支
配
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、

語
ら
れ
る
側
が
語
ら
れ
る
こ
と
を
許
容
し
て
、
は
じ
め
て
語
り
が
成
立
し
て

い
る
こ
と
が
こ
こ
に
は
描
か
れ
て
い
る
。こ
こ
に
一
種
の
共
犯
関
係
が
あ
り
、

こ
の
点
に
お
い
て
も
、「
作
者
」
と
登
場
人
物
の
関
係
は
数
馬
と
彦
左
衛
門

の
関
係
と
共
通
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
数
馬
と
、
そ
し
て
こ
の
作
品
の
語
り
手
を
見
て
ゆ
く
と
、

語
り
と
い
う
行
為
の
強
力
さ
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
と
同
時

に
、
物
語
の
つ
く
り
手
が
語
り
手
一
人
で
は
な
い
こ
と
も
表
わ
さ
れ
て
い
る

と
い
え
る
。
語
ら
れ
る
対
象
や
、
そ
れ
を
聞
く
も
の
（
こ
の
作
品
で
は
書
か

れ
た
「
こ
の
物
語
」
を
通
し
て
出
会
う
「
読
者
」）
な
ど
が
必
要
で
あ
り
、

語
り
手
一
人
に
よ
っ
て
成
立
す
る
物
語
な
ど
な
い
の
だ
。
そ
れ
は
小
説
な
ど

の
物
語
に
も
当
て
は
ま
る
と
同
時
に
、
歴
史
と
い
う
物
語
に
も
当
然
当
て
は

ま
る
。「
虚
実
」
で
あ
ろ
う
と
「
史
実
」
で
あ
ろ
う
と
、
そ
れ
を
語
る
者
と

語
ら
れ
る
者
、
そ
し
て
語
り
を
聞
く
者
と
の
三
者
が
必
ず
存
在
し
、
そ
の
三

者
の
合
意
に
よ
っ
て
初
め
て
物
語
は
成
立
す
る
の
だ
。
た
と
え
ば
権
力
と
は

程
遠
い
場
所
に
生
き
る
一
般
庶
民
で
あ
ろ
う
と
も
、
歴
史
と
い
う
物
語
を
成

立
さ
せ
る
権
力
と
責
任
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
、
山
本
周
五
郎

の
歴
史
観
の
一
端
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
え
る
。

六

妄
想
と
し
て
の
「
代
弁
者
」

先
に
紹
介
し
た
よ
う
に
、
山
本
周
五
郎
は
出
版
社
か
ら
の
依
頼
で
大
久
保

彦
左
衛
門
を
題
材
に
し
た
作
品
執
筆
に
臨
ん
だ
。
そ
も
そ
も
な
ぜ
大
久
保
彦

左
衛
門
を
題
材
に
依
頼
さ
れ
た
の
か
。
明
確
な
理
由
は
不
明
だ
が
、
百
瀬
明

治
に
よ
れ
ば
、こ
の
時
代
に
「
ち
ょ
っ
と
し
た
彦
左
衛
門
ブ
ー
ム
が
生
じ（

１３
）た」

と
い
う
の
で
あ
る
。
出
版
社
の
側
も
、
そ
う
し
た
「
ブ
ー
ム
」
に
後
押
し
さ

れ
た
部
分
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

「
彦
左
衛
門
ブ
ー
ム
」
に
つ
い
て
、
百
瀬
は
さ
ら
に
以
下
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、『
彦
左
衛
門
外
記
』
は
昭
和
三
十
四
年
六
月
か
ら
よ
く
三

十
五
年
八
月
ま
で
雑
誌
「
労
働
文
化
」
に
連
載
さ
れ
た
作
品
だ
が
、
こ

の
前
後
の
時
期
を
見
ま
わ
す
と
、
興
味
深
い
現
象
が
起
こ
っ
て
い
る
。

そ
れ
は
、
彦
左
衛
門
関
連
の
映
画
が
相
次
い
で
制
作
さ
れ
、
朝
日
新
聞

で
は
村
上
元
三
の
『
大
久
保
彦
左
衛
門
』
の
連
載
（
昭
和
三
十
五
年
二

月
〜
三
十
六
年
三
月
）
が
は
じ
ま
っ
た
と
い
う
ふ
う
に
、
ち
ょ
っ
と
し

た
彦
左
衛
門
ブ
ー
ム
が
生
じ
た
と
い
う
こ
と（

１４
）だ。

三
章
で
紹
介
し
た
よ
う
に
、
封
建
制
時
代
、
抑
圧
さ
れ
た
人
び
と
の
「
意

見
」
を
代
弁
す
る
ヒ
ー
ロ
ー
と
し
て
「
天
下
の
御
意
見
番
」
が
求
め
ら
れ
た

の
だ
と
す
れ
ば
、
な
ぜ
昭
和
三
〇
年
時
代
に
「
天
下
の
御
意
見
番
」
が
多
く
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取
り
上
げ
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

そ
の
疑
問
に
つ
い
て
考
察
す
る
た
め
に
、『
彦
左
衛
門
外
記
』
が
執
筆
さ

れ
た
時
代
状
況
を
確
認
し
て
ゆ
き
た
い
。

『
彦
左
衛
門
外
記
』
が
執
筆
さ
れ
た
の
は
昭
和
三
四
年
か
ら
三
五
年
。
政

治
運
営
は
自
由
民
主
党
政
権
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
お
り
、
首
相
は
岸
信
介
で

あ
っ
た
。
時
代
は
ち
ょ
う
ど
安
保
闘
争
が
激
化
の
一
途
を
た
ど
っ
て
ゆ
く
最

中
で
あ
る
。

し
よ
う
わ

し

中
村
隆
英
の
『
昭
和
史（

１５
）』に
よ
れ
ば
、
安
保
闘
争
を
「
予
告
」
す
る
動

き
と
し
て
、
昭
和
三
三
年
（
一
九
五
八
）
一
〇
月
の
警
察
官
職
務
法
の
改
正

問
題
が
あ
る
と
い
う
。
こ
の
改
正
案
は
警
察
官
の
権
限
を
強
め
る
も
の
で
、

日
米
安
全
保
障
条
約
調
印
に
対
す
る
反
対
を
押
し
切
ろ
う
と
い
う
狙
い
が

あ
っ
た
。
警
察
の
権
限
を
強
め
、
市
民
の
活
動
を
抑
圧
し
よ
う
と
す
る
法
案

は
、
戦
前
の
治
安
維
持
法
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
社
会
党
や

日
本
労
働
組
合
総
評
議
会
を
先
頭
に
、「
デ
ー
ト
も
で
き
な
い
警
職
法
」
を

ス
ロ
ー
ガ
ン
と
す
る
反
対
闘
争
が
巻
き
起
こ
っ
た
。

こ
こ
に
、
国
民
の
声
を
無
視
し
た
為
政
者
中
心
の
政
府
姿
勢
に
対
し
、
封

建
制
時
代
の
抑
圧
に
も
似
た
圧
迫
感
を
覚
え
る
民
衆
が
い
た
こ
と
が
み
て
と

れ
る
。
そ
の
圧
迫
感
の
中
、
政
府
の
中
枢
ま
で
果
敢
に
乗
り
込
む
「
代
弁
者
」

に
、
痛
快
な
気
持
ち
を
抱
く
こ
と
は
頷
け
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
封
建
時
代
と

同
様
の
理
由
で
、「
天
下
の
御
意
見
番
」
た
る
大
久
保
彦
左
衛
門
を
好
む
風

潮
が
生
ま
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
周
五
郎
は
、
人
び
と
の
期
待
す
る
「
天
下
の
御
意
見
番
」

大
久
保
彦
左
衛
門
像
を
清
々
し
い
ほ
ど
に
裏
切
っ
て
み
せ
た
。
迷
惑
極
ま
り

な
い
こ
の
老
人
は
、
数
馬
の
私
利
私
欲
の
た
め
に
利
用
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ

な
い
。
打
ち
出
す
「
御
意
見
」
も
数
馬
の
頭
痛
の
種
に
な
る
の
が
せ
い
ぜ
い

で
あ
り
、「
代
弁
者
」
と
し
て
の
活
躍
は
一
切
見
せ
な
い
の
で
あ
る
。
権
力

者
に
切
り
込
み
、
正
義
を
貫
く
ヒ
ー
ロ
ー
の
存
在
な
ど
幻
想
で
し
か
な
い
こ

と
を
、
周
五
郎
流
の
大
久
保
彦
左
衛
門
は
証
明
し
て
み
せ
た
の
で
あ
る
。

た
だ
、こ
の
時
代
に
は
、安
保
闘
争
以
外
に
も
多
く
の
大
衆
運
動
が
起
こ
っ

て
い
た
こ
と
を
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
。『
昭
和
史
』
で
中
村
隆
英
は
、「
安

保
闘
争
は
時
代
を
象
徴
す
る
事
件
で
あ
っ
た
が
、
た
ん
に
安
保
闘
争
だ
け
が

特
別
な
事
件
だ
っ
た
と
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
時
期
に
お
い
て
は
、

労
働
組
合
お
よ
び
市
民
運
動
の
形
で
、
反
政
府
闘
争
が
次
々
に
展
開
さ
れ

た
。」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
超
越
的
な
「
代
弁
者
」
に
頼
る
の

で
は
な
く
、
自
ら
声
を
上
げ
る
動
き
が
活
発
化
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
う

し
た
社
会
の
動
き
が
、
物
語
と
い
う
も
の
が
特
権
的
な
語
り
手
に
一
方
的
に

支
配
さ
れ
る
も
の
で
な
く
、
語
ら
れ
る
者
や
そ
の
語
り
を
受
容
す
る
者
に
も

ま
た
、
つ
く
り
手
と
し
て
の
力
と
責
任
が
あ
る
こ
と
を
『
彦
左
衛
門
外
記
』

に
描
き
出
さ
せ
た
部
分
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

『
彦
左
衛
門
外
記
』
は
『
労
働
文
化
』
と
い
う
雑
誌
に
連
載
さ
れ
た
。『
労

働
文
化
』
は
労
働
文
化
社
に
よ
っ
て
発
行
さ
れ
て
お
り
、
発
刊
の
辞
に
は

「
楽
し
く
働
き
愉
快
に
生
活
で
き
る
途
々
を
求
め
て
、
現
在
の
日
本
を
鋭
く

批
判
し
、
世
界
情
勢
に
耳
を
傾
け
、
共
に
泣
き
共
に
笑
ひ
な
が
ら
、
生
産
を

基
調
と
し
て
日
本
民
主
化
へ
の
前
進
を
促
進
せ
ん
と
念
願
す（

１６
）る」
と
あ
る
。

『
労
働
文
化
』
へ
の
連
載
は
、
他
社
と
の
不
調
和
か
ら
生
ま
れ
た
こ
と
で
は

あ
る
が
、「
労
働
者
」
を
対
象
に
据
え
る
こ
の
雑
誌
に
、
一
部
の
権
力
者
が

生
み
出
す
「
史
実
」
へ
の
不
信
感
、そ
し
て
一
人
の
ヒ
ー
ロ
ー
に
「
代
弁
者
」

と
し
て
の
希
望
を
託
す
愚
か
さ
を
提
示
し
た
こ
と
に
は
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ

う
。
大
衆
運
動
の
活
発
化
の
最
中
の
連
載
で
あ
る
、「
代
弁
者
」
と
い
う
幻

想
を
砕
い
た
こ
の
作
品
が
、『
労
働
文
化
』
の
読
者
層
か
ら
共
感
を
得
る
こ
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と
は
期
待
が
で
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

た
だ
し
、
山
本
周
五
郎
は
当
時
の
大
衆
運
動
、
と
り
わ
け
安
保
闘
争
に
つ

い
て
全
面
的
に
肯
定
し
て
い
た
と
は
言
い
難
い
。
安
保
闘
争
や
そ
れ
に
連
な

る
学
生
の
運
動
に
対
し
て
周
五
郎
が
懸
念
と
不
信
感
を
抱
い
て
い
た
こ
と

だ
い

は
、『
彦
左
衛
門
外
記
』
と
ほ
ぼ
同
じ
時
期
に
執
筆
さ
れ
た
『
天
地
静
大（

１７
）』

か
ら
も
読
み
取
れ
る
問
題
だ
。『
天
地
静
大
』
で
は
幕
末
の
動
乱
の
中
で
、

青
年
た
ち
に
よ
る
暴
走
気
味
の
政
治
運
動
の
様
子
が
描
写
さ
れ
て
い
る
。『
彦

左
衛
門
外
記
』
の
場
合
も
、
水
野
ら
不
良
少
年
た
ち
の
血
気
盛
ん
な
姿
が
描

か
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
安
保
闘
争
に
お
け
る
学
生
の
活
動
を
想
起
さ
せ
よ

う
。水

野
ら
が
い
と
も
容
易
く
数
馬
に
騙
さ
れ
、
操
ら
れ
る
様
子
は
滑
稽
で
、

笑
い
を
誘
う
も
の
が
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
滑
稽
さ
に
は
、
ど
こ
か
笑
い
飛
ば

せ
な
い
、
ぞ
っ
と
す
る
も
の
が
あ
り
は
し
な
い
か
だ
ろ
う
か
。
数
馬
の
存
在

は
、
代
弁
者
と
い
う
ヒ
ー
ロ
ー
が
存
在
し
え
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、「
し
ん

じ
つ
」
を
統
括
し
、
時
に
は
そ
れ
を
踏
み
に
じ
り
、「
真
実
」
と
称
し
た
語

り
を
行
う
支
配
者
が
存
在
し
う
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。

水
野
を
含
む
不
良
少
年
た
ち
は
、「
み
な
純
真
で
ひ
た
む
き
で
、
愛
す
べ

き
性
質
の
少
年
た
ち
」（
三
の
五
）
だ
。
武
装
し
て
彦
左
衛
門
の
屋
敷
に
集

ま
っ
た
不
良
少
年
た
ち
は
、「
そ
れ
ぞ
れ
が
自
分
ひ
と
り
で
こ
の
世
界
を
背

負
っ
て
い
る
よ
う
な
、
極
度
に
ふ
く
れ
あ
が
っ
た
自
負
心
」（
十
一
の
一
）

を
抱
え
て
い
る
。
彼
ら
は
「
純
真
で
ひ
た
む
き
」
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
自
ら

が
「
代
弁
者
」
に
な
れ
る
と
信
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
代
弁
者
」

に
希
望
を
委
ね
る
愚
か
さ
と
、「
代
弁
者
」
に
自
ら
が
な
れ
る
と
勘
違
い
を

す
る
愚
か
さ
は
、「
代
弁
者
」
な
ど
と
い
う
妄
想
を
信
じ
て
い
る
点
で
な
ん

ら
変
わ
り
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
単
純
な
思
考
に
閉
じ
こ
も
っ
て
い
る
不
良

少
年
た
ち
は
、
そ
れ
ゆ
え
に
数
馬
に
い
い
よ
う
に
操
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の

で
あ
る
。

つ
ま
り
、「
代
弁
者
」
に
希
望
を
委
ね
る
の
で
は
な
く
、
個
人
が
そ
れ
ぞ

れ
の
「
意
見
」
を
叫
べ
る
健
全
性
へ
の
共
感
と
、「
代
弁
者
」
と
い
う
妄
想

に
相
変
わ
ら
ず
囚
わ
れ
、
無
意
識
に
他
人
の
物
語
に
支
配
さ
れ
続
け
る
危
険

性
へ
の
懸
念
が
『
彦
左
衛
門
外
記
』
に
は
な
い
交
ぜ
に
な
っ
て
描
き
出
さ
れ

て
い
る
と
い
え
る
。

実
際
の
水
野
十
郎
左
衛
門
は
、
幕
府
へ
の
反
骨
心
を
露
わ
に
し
た
こ
と
に

よ
り
、
そ
の
命
を
落
と
し
た
。
そ
の
点
を
ふ
ま
え
て
み
て
も
、『
彦
左
衛
門

外
記
』
に
お
け
る
水
野
ら
不
良
少
年
た
ち
の
滑
稽
な
ま
で
の
純
真
さ
は
、
重

み
を
持
っ
て
受
け
止
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、語
り
手
、聞
き
手
、語
ら
れ
る
対
象
と
い
う
三
者
に
よ
っ

て
物
語
が
成
立
す
る
こ
と
が
描
か
れ
、
ま
た
、
執
筆
当
時
の
社
会
情
勢
が
映

し
こ
ま
れ
た
『
彦
左
衛
門
外
記
』
と
い
う
作
品
に
は
、
優
れ
た
諧
謔
性
、
滑

稽
さ
と
と
も
に
、
歴
史
を
含
む
物
語
へ
の
認
識
と
、
社
会
情
勢
へ
の
深
い
洞

察
が
表
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
で
き
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
こ
う
し
た
要
素

を
含
み
な
が
ら
も
、『
彦
左
衛
門
外
記
』
に
お
い
て
「
な
つ
か
し
い
老
人
」、

大
久
保
彦
左
衛
門
の
「
発
見
」
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
最
後
に
改
め
て
指

摘
し
て
お
く
。

『
彦
左
衛
門
外
記
』
は
講
談
で
語
ら
れ
る
よ
う
な
ヒ
ー
ロ
ー
と
し
て
の

「
天
下
の
御
意
見
番
」
が
い
か
に
幻
想
で
し
か
な
い
か
を
見
つ
め
つ
つ
、
史

学
の
側
が
評
し
て
き
た
悲
劇
的
人
物
と
い
う
評
価
の
中
か
ら
、「
な
つ
か
し

き
老
人
」
た
る
大
久
保
彦
左
衛
門
の
「
存
在
」
を
掬
い
上
げ
て
み
せ
た
の

だ
。先

に
述
べ
た
よ
う
に
、「
し
ん
じ
つ
」
は
「
事
実
」
と
異
な
る
も
の
で
あ
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り
な
が
ら
、「
事
実
」
の
よ
う
に
揺
ら
ぎ
な
い
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
信
じ
る
も
の
、
つ
ま
り
は
一
人
一
人
が
語
り
手
と
な
る
物
語
に

対
し
て
「
し
ん
じ
つ
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら

は
他
人
と
共
有
さ
れ
る
こ
と
も
「
真
実
」
と
し
て
認
め
ら
れ
る
必
要
も
な

い
。
あ
く
ま
で
も
個
人
の
物
語
と
し
て
、「
し
ん
じ
つ
」
は
自
由
に
存
在
す

る
。生

み
の
親
で
あ
る
数
馬
に
も
思
い
通
り
に
な
ら
な
い
「
天
下
の
御
意
見

番
」。
彼
は
誰
の
希
望
や
声
を
届
け
る
わ
け
で
も
な
く
、
思
う
ま
ま
に
突
き

進
む
。
ヒ
ー
ロ
ー
で
も
悲
劇
の
人
物
で
も
な
い
、
こ
れ
こ
そ
が
山
本
周
五
郎

の
見
出
し
た
、
大
久
保
彦
左
衛
門
の
「
し
ん
じ
つ
」
の
物
語
な
の
で
あ
る
。

注

（
１
）
こ
の
論
に
お
け
る
本
文
の
引
用
は
、
す
べ
て
山
本
周
五
郎
著
、『
彦

左
衛
門
外
記
』（『
山
本
周
五
郎
小
説
全
集
』
第
二
二
巻

昭
和
四
四
年

九
月
、
新
潮
社
）
を
用
い
た
。
な
お
、
引
用
部
分
に
お
け
る
傍
線
は
全

て
論
者
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

（
２
）
山
田
宗
睦
「
解
説
」（『
山
本
周
五
郎
全
集
』
第
一
三
巻

昭
和
三
九

年
七
月
、
講
談
社
）

（
３
）
奥
野
健
男
「
解
説
」（『
彦
左
衛
門
外
記
』
昭
和
五
六
年
八
月
、
新
潮

社
）

（
４
）
土
岐
雄
三
「
解
説
」（『
山
本
周
五
郎
小
説
全
集
』
第
二
二
巻

昭
和

四
四
年
九
月
、
新
潮
社
）

（
５
）
「
歴
史
と
文
学
」
は
『
中
央
評
論
』（
昭
和
三
六
年
六
月
）
に
掲
載

さ
れ
た
も
の
で
、
本
論
で
は
「
歴
史
と
文
学
」（
木
村
久
邇
典
編
『
完

本

山
本
周
五
郎
全
エ
ッ
セ
イ
〈
増
補
版
〉』

昭
和
五
五
年
二
月
、

中
央
大
学
出
版
部
）
よ
り
引
用
し
た
。こ
の
「
歴
史
と
文
学
」
の
中
で
、

周
五
郎
は
以
下
の
よ
う
に
歴
史
に
つ
い
て
述
べ
る
。

歴
史
と
い
う
も
の
は
、
概
括
し
て
、
そ
の
と
き
の
政
治
の
か
た
ち
、

な
い
し
は
そ
の
と
き
に
政
治
を
左
右
す
る
権
力
の
あ
り
方
に
よ
っ

て
、
修
正
さ
れ
た
り
、
改
ざ
ん
さ
れ
た
り
、
あ
る
場
合
に
は
抹
殺

さ
れ
た
り
、
ね
つ
造
さ
れ
た
り
す
る
も
の
と
思
い
ま
す
。

（
中
略
）

歴
史
が
政
治
と
言
う
も
の
に
カ
ラ
ま
る
場
合
に
は
、
い
つ
で
も
こ

う
い
う
ふ
う
に
、
真
実
そ
の
も
の
よ
り
も
、
そ
の
と
き
の
社
会
情

勢
の
変
革
を
う
ら
づ
け
た
り
、
正
当
づ
け
た
り
す
る
た
め
に
修
正

さ
れ
、
改
ざ
ん
さ
れ
、
抹
殺
さ
れ
ね
つ
造
さ
れ
る
と
い
っ
た
具
合

で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
、
歴
史
と
い
う
も
の
の
弱
点
で
し
ょ
う
か
、

強
い
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
か
、
―
―
そ
う
い
う
も
の
を
本
来
的
に

も
っ
て
い
る
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。

（
６
）
奥
野
健
男
、
前
掲
論
文
。
以
下
で
引
用
す
る
奥
野
の
論
も
、
す
べ
て

同
じ
論
文
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。

（
７
）
木
村
久
邇
典
「
附
記
」（『
山
本
周
五
郎
全
集
』
第
一
三
巻

昭
和
五

八
年
三
月
、
新
潮
社
）

（
８
）
北
島
正
元
『
日
本
人
物
史
大
系
』
第
三
巻
（
昭
和
三
四
年
六
月
、
朝

倉
書
店
）

（
９
）
雄
山
閣
編
輯
局
『
異
説
日
本
史
』
第
六
巻
（
昭
和
六
年
、
雄
山
閣
）

（
１０
）
高
柳
光
壽
「
大
久
保
彦
左
衛
門
」（『
日
本
歴
史
』
第
六
○
号

二
八

年
五
月
）
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（
１１
）
北
島
正
元
『
日
本
人
物
史
大
系
』
第
三
巻
（
三
四
年
六
月
、
朝
倉
書

店
）

（
１２
）
百
瀬
明
治
『
怪
傑
！
大
久
保
彦
左
衛
門
』（
平
成
一
二
年
一
二
月
、

集
英
社
）

（
１３
）
百
瀬
明
治
、
前
掲
書
。

（
１４
）
百
瀬
明
治
、
前
掲
書
。

（
１５
）
中
村
隆
英
『
昭
和
史
』
下
巻
（
平
成
二
四
年
八
月
、
東
洋
経
済
新
報

社
）

（
１６
）
『
労
働
文
化
』（
昭
和
二
一
年
八
月
、
労
働
文
化
社
）

（
１７
）
『
天
地
静
大
』
は
昭
和
三
四
年
（
一
九
五
九
）
一
二
月
か
ら
昭
和
三

五
年
（
一
九
六
〇
）
一
〇
月
ま
で
『
北
海
道
新
聞
』、『
中
日
新
聞
』、『
西

日
本
新
聞
』
の
三
紙
で
連
載
さ
れ
た
作
品
。

（
な
ら
さ
き

大
学
院
前
期
課
程
在
学
生
）
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