
『
小
栗
判
官
』
論

ー

ス
ケ

ッ
チ
風
に
ー

田
川
邦
子

O

も
う

七
八
年
前

の
こ
と
に
な
る
だ

ろ
う

か
。
竹
本

座
初
演

の

『小

栗
判

官
車

街
道
』

と

い
う
浄

瑠
璃

の
正
本

(
テ
キ

ス
ト
)

の
翻

刻
を
し

て
い
た
頃

で
あ

る
。

併

せ
て
解
説

を
書
く
必
要
が
あ

り
、
説
経

の
諸
本

を
読
み
く
ら

べ
た
り
し

て
い

る
と
き

、
宮

内
庁

の
尚
蔵
館

で
御
物
絵
巻

『
を
く
り
』

の
展
覧
会
が
あ

っ
た
。

ユ
ン
グ

の
言

う

シ
ン
ク

ロ

ニ
シ
テ

ィ
の
論

に
関

心
を
持

っ
た

ひ
と
昔
前

の
こ
と

を
思

い
起

す
と
同
時

に
こ
う

い
う

〈
偶
然

の

一
致
〉

に
は
奇
妙

に
弱

い
と
こ
ろ

も
あ

り
、

以
来

『
小
栗
判
官
』

は
常

に
私

の
胸

に
棲

み

つ
い
て
い
る
。

絵
巻
物

『
を
く
り
』

の
本
文

は
説
経
節

『小
栗
判
官

』

の
異
本

の
中

で
も
、

も

っ
と
も
古
態

を
備
え

る
語

り

の
完
全
な

テ
キ

ス
ト
と
し

て
、
研
究
者

の
問

に

評
価

さ
れ
て

い
る

の
は
周
知

の
通
り

で
あ

る
。

し
か
し
そ

の
こ
と
以
上

に
ー

と

い

っ
て
も
よ

い
ほ
ど
私

の
関

心
を
惹
く

の
は
、

こ

の
全
長

三
五
〇

メ
ー
ト

ル

余
と

い
う
大

絵
巻
物

の
絵
が
岩
佐

又
兵
衛
作

で
あ

る
と

い
う

こ
と
に
あ

る
。

も

っ
と
も
そ
う

は
言

っ
て
も

〈
又
兵
衛

工
房
〉

の
よ
う
な
も

の
が
存
在

し
、

こ
れ
ほ
ど

の
大
作

に
は
幾

人
も

の
手
が

か
か

っ
て

い
る

こ
と
は
十
分

に
考

え
ら

れ
る
。

こ
の
辺

に

つ
い
て
は
美
術
史
研
究
家

の
意

見
を
聞

か
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
と
こ
ろ

で
あ

ろ
う
。

辻
雅

雄

は
又
兵
衛
画
風

の
技
法

を
完
全

に
習
得

し
た
弟

子

の

一
人
が

、
『
を

く
り
』
絵
巻

の
製
作

に

つ
い

て
は
全
巻

通

し

て
関

わ

っ
て
い
た
と
推

測

す

る

(
『岩

佐
又
兵
衛

絵
巻
』

M
O
A
美

術
館
)
。

と
す
れ
ぽ

又
兵
衛
直
筆

と
す

る
わ

け
に
は

い
か
な

い
の
が
残
念

で
あ

る
が
、
豊
富

な
色
彩
、
下
膨

れ
し
た
顔

立
ち

に
特
徴

の
あ

る
人
物
像

な
ど
、
や

は
り
ど
う
見

て
も
又
兵
衛
風

は
濃
厚

で
あ

る
。

近
松

門
佐
衛
門

の

『傾
城

反
魂
香
』

に
登
場

す
る

〈
吃

の
又
平
〉

は
、
た

い

へ
ん
空

想
的
な
作
り
物
語

で
あ

る
に
も

か
か
わ
ら
ず

、
や

は
り
近
世
初
期

〈
浮

世

又
兵

衛
〉
と
呼
ば

れ
て

い
た
岩
佐
又
兵
衛

の
こ
と
を
念
頭

に
置

い
て
書

い
た

も

の
で
は
な

い
だ

ろ
う

か
と

い
う
思

い
は
心

を
離

れ
て

い
な

か

っ
た
。

岩
佐

又
兵
衛
を
浮
世
絵

の
元
祖
と

し
て
認

め
得

る
か
ど
う

か
に

つ
い
て
は
、

す

で

に
昭
和

の
初

め
頃

か
ら
論
争
が
始
ま

っ
て

い
た
よ
う

で
あ

る
が

、
当

時

の

浮
世
絵

研
究

の
大
家

た
ち

(
藤
懸
静
也
、

田
中
喜
作

な
ど
)

の
否
定
論
が

勝
を

一18一



,

占

め
、

そ

の
ま
ま
戦
後

に
持

ち
越
さ
れ

て

い
た
。

熱
海

の
M
O
A
美
術
館

に
ほ

『浄
瑠
璃
物

語
絵

巻
』
を

は
じ
め

『
山
中
常
盤

絵
巻

』
『
堀
江
物

語
絵
巻
』

な
ど
、
近

世
初
期

に
語
ら

れ

た
古
浄

瑠
璃

を
素
材

に
そ
れ
を
絵
巻
物

に
仕

立

て
た
も

の
が
所
蔵

さ
れ

て
い
る
。

い
ず

れ
も
岩
佐

又

兵
衛
作

、
も
し
く

は

〈
又
兵

衛

工
房
〉

に
所

属
す

る
絵
師

た
ち

の
手

に
な

る
も

の
と
さ
れ

て
い
る
。

こ

の
美

術
館

で
岩
佐

又
兵
衛
展
が
開

か
れ
た

こ
と
も
あ

り
、

そ

の
折
集

め
ら
れ

た
絵

の
中

で
は
、
例

え
ば

川
越
東
照
宮

の

「
三
十

六
歌
仙
絵

額
」

や

「
自
画
像
」

な
ど

は
古
風
す
ぎ

て
、
ど
う
見

て
も
浮

世
絵
元
祖
と

し
て

の
特

徴
が
発
見

で
き
ず

、
そ
れ
故
逆

に
又
兵
衛

の
画
風

の
特

色
を
掴

み
き

れ
な

く
な
り
、
少
な

か
ら
ず

落
胆

し
た

の
を
覚

え

て
い
る
。

わ
ず

か

に

「
柿
本
人
麿

像

」
や

「
紀
貫
之
像

」

で
、
歌
聖

た
ち
を
卑
俗
化

し
て
描

く
可
笑
味

か
ら
、
浮

世
又
兵
衛
ら

し
さ
を
認

め
た
け

れ
ど
、

こ
れ
が
あ

の
極

色
彩

の

『浄
瑠
璃
物

語

絵
巻
』

や
、

『
山
中
常
盤
』

の
凄
惨

で
卑
俗
な

エ
ネ

ル
ギ

ー
に
満
ち

た
画
風

と
、

直
接
ど

こ
で
結

び

つ
く

の
か
分

ら
な
く

て
困

っ
た

の
で
あ
る
。

岩
佐

又
兵
衛

は
戦
国
時
代
末
期

、
織

田
信
長

に
亡
ぼ

さ
れ

た
摂
州
伊

丹

の
城

主
荒
木
村
重

の
遺
児

で
あ

る
。

没
年

は

一
六
五
〇

〈
慶
安
3
>
年
、

七
十
三
歳

で
あ

る
か
ら
、
中
世

か
ら
近
世

へ
、
時
代
が
大

き
く
転
換
す

る
そ

の
過
渡

期
を

生
き

た
絵
師

で
あ

っ
た
。
彼

の
画
風

に
新

し
さ
と
古

さ
が
混
在

し
て

い
て
も
、

不
思
議

は
な

い
の
で
あ

る
が

、
当
時

の
私

に
は
そ

の
よ
う
な
複
眼

で
彼

の
絵
を

評
価

す
る
準

備
が

で
き

て

い
な
か

っ
た

の
で
あ

る
。

つ
ま
り
近
世

・
江
戸
時
代

が
生

み
出
し
た

く
新

し
さ
V
と
は
何

で
あ

っ
た

の
か
に

つ
い
て

の
認
識
が
足
り

な
か

っ
た
と
も

い
え

る
。

そ

の
後

「
洛

中
洛
外

図
屏
風
」

(東

京

国
立
博
物
館
)

や

「
豊

国
祭
礼

図
屏

風
」

(
徳
川
美

術
館
)

を
詳
細

に
鑑
賞
す

る
機
会
が

あ
り
、

そ
こ

に
描

か
れ

る

お
そ

ろ
し

い
程

の

エ
ネ

ル
ギ

ー
に
満

ち
た
人

間
群

像

の
描
写

に
、

よ
う
や

く

〈浮

世

又
兵

衛
〉

の
表

現

の
新

し
さ
を
認

め
、
彼
が

な
ぜ

〈
浮
世
〉

の

ニ

ッ
ク

ネ

ー
ム

つ
き

で
呼
ば

れ
た

の
か
が
分

か

っ
て
来
た

の
で
あ

る
。

そ
し

て
そ
れ
は
近

世
初
期

の
仮
名
草

子
、
た
と
え
ぽ

『竹
斎
』

や

『東
海
道

名
所
記
』
な
ど
が

描
く
、
洛
中
洛
外

の
群
衆

の
喧
騒

ぶ
り
に
も
通
じ

る
も

の
が

あ

る
。

「夢

の
浮
世

だ
、
た
だ

狂

へ
」

の
社
会

風
俗

の
実
相

そ

の
も

の
が
、
文

学

に
も

ま
た
又
兵
衛

の
屏
風
絵

に
も
反

映
し

て
い
る
の
で
あ

る
。

浮
世
絵

の
元
祖

と
し

て
は
、
菱

川
師

宣

の
名
を
挙
げ

る
人

の
方
が
多

い
か
も

し

れ
な

い
。
例

え
ば

江
戸
版

『
好
色

一
代
男
』

の
挿

絵

で
あ

る
。
「
貞
享

元

甲

子
暦

三
月
上
旬
」

の
刊
記

と
共

に
、

「
大
和
絵
師

、
菱

河
吉
兵

衛
師

宣
」
が
銘

記

さ
れ

る
こ

の
草

子

の
挿
絵

は
、

西
鶴
筆
と
さ

れ
る
大

坂
版

の
も

の
と
は
、
あ

き
ら

か
に
異
な

る
。
話

の
内
容

の
や
や
堅

い
、
忠
実

な
説
明
風

か
ら
脱

し
、
風

俗
画

と
し

て
自
立
し

て
い
る

の
で
あ

る
。
プ

μ
の
技

量
が
な

せ
る
技

と

い
え
ば

そ
れ
ま
で

で
あ
ろ

う
。

し
か
し

「
浮
世
草
子
」

と

い
う
文
学
史
上
新

ジ

ャ
ン
ル

を
打

ち
立

て
た

こ
の
作
品

の
精

神
を
、
師
宣

は
十
分

に
理
解

し
て

い
た
と
思
う
。

西
鶴
が

「
浮
世
草
子
」

の
元
祖

で
あ

る
の
と
同

じ
意

味

で
、
そ

の
挿
絵

を
描

い

た
師
宣

も
ま
た

「
浮
世
絵
」

の
元
祖

で
あ

っ
た
と
言

っ
て
よ
い
。

岩
佐

又
兵
衛

か
菱
川
師

宣
か
と

い
う
、
浮
世
絵

の
元
祖
争

い
は
あ

ま
り
意
味

が

な

い
。

二
人
が
活
躍

し
た
時
代

は
四
十
年

以
上

の
隔
り
が
あ

る
。

庶
民
が
社

会

や
文
化

の
創
造

に
参

加
す

る
よ
う

に
な

っ
た
新

時
代

の
雰
囲
気

を
、
岩
佐
又

丘
ハ衛
は
敏
感

に
捉

え
表
現

し
た

か
ら

〈
浮
世
〉

の

ニ
ッ
ク
ネ
ー

ム
を
付

け
ら
れ

た

の
で
あ

ろ
う
ゆ
菱

川
師

宣

は
そ

の
精
神

を
継

承
し
、
風
俗
画

の
様

式
を
確
立

し
た

の
だ
と
思

う
。⇔

『
小
栗
判
官
』

に

つ
い
て
書
き
始

め
た

の
に
、

い
く
ら

か
脱
線

し

か
け

た
か
も
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し
れ
な

い
。

し

か
し
説
経
節

の
他

の
作
品

は
と
も

か
く
、
『
小
栗
判

官
』

の
み
は
あ

の
絵

巻
物

『を
く

り
』

の
印
象
と
、
ど

う

に
も
切
り
離

せ
な

い
も

の
を
感
じ

る
。

辻

雅

雄
が
岩
佐

又
兵
衛

の
手

は
直
接

に
は
入

っ
て
い
な

い
だ
ろ
う
と

い
う

よ
う
に
、

彼

の

〈
工
房
〉
産

と
思
わ
れ

る
他

の
古
浄

瑠
璃
絵
巻
物

に
く
ら

べ
れ
ば
、

よ
く

言
え
ぽ
上
品

で
あ

る
が
、

い
く
ら

か
迫

力

に
欠
け

る
と

こ
ろ
も
確

か
に
あ

る
よ

う
だ
。
け
れ
ど
小
栗

作
品

の
異
様
性

の
ポ
イ

ン
ト
は
、

し

っ
か
り
掴
え
ら
れ

て

お
り
、
細
密

で
妖
気
が

漂

い
、
力

の
こ
も

っ
て
い
る
と

こ
ろ
は
や

は
り
又
兵
衛

風

で
あ
る
。
例
え
ぽ

大
蛇

の
鱗
、
風

に
靡

く
鬼

鹿
毛

の
鬣

(
た

て
が
み
)
や
尾

の
細
密

な
描
写

で
あ

る
。

物

語

の
中

に
は
異
様

な
ポ

イ

ン
ト

は
五

つ
あ

る
。
第

一
は
小
栗
が

深

泥
池

(
み
ぞ

う
が

い
け
)

の
大

蛇
と
契

る

は
な

し
、
第

二
は
人
喰

い
馬
鬼
鹿
毛

を
小

栗
が
乗

り

こ
な
す

は
な
し
、
第

三

は
照
手
姫

の
悪
夢
、
第

四
は
地
獄

の
閻
魔
大

王
、

五
番

目
は
餓
鬼
阿
弥

の
土
車
を
照
手
姫
が
引

く
と

こ
ろ
で
あ

る
。

こ
の
五

つ
の
ポ
イ

ン
ト

の
展
開

を
辿

っ
て
み
て
も
、

『小
栗
判

官
』

の
物

語

は
現

実

か

ら
遊
離

す
る
架
空
幻
想

の
世
界

で
あ

る
。
神

の
本

地
か
ら
説
き
起

す
こ
と

か
ら

も
、

こ

の
こ
と

は
言
え

る
。

こ
れ

は
神

の
物
語

と

い
う
発
想

に
よ

っ
て

い
る
の

で
あ

る
。

神

と

い
っ
て
も

『神
道
集
』

な
ど

に
集

ま
あ
、
名

の
知
れ
渡

る
神

々
で
は
な

い
。
「
美
濃

国
安

八

の
郡

墨
俣
、

た
る

い
お
な
こ
と

の
神

体
」

で
あ

る

「
正
八

幡
」

の

「
御

本
地
」
と

い
う

の
で
あ

る
か
ら
、

八
幡

は
八
幡

で
も
、

一
地
方

の

「
正

八
幡
」

に
し
か
過
ぎ

な

い
。

た
だ

小
栗
判
官

の
神

と
し

て

の
本
地
が

「
正

八
幡
」

で
な
け
れ
ぽ
な
ら

な

い
の
は
、
彼
が
武
人

で
あ
る

か
ら

で
あ

ろ
う
。
八

幡
神

は
武
家

の
守

護
神

で
も
あ

る
か
ら
だ
。

さ
ら
に
元
服

の
時

の
鳥
帽

子
親
も

「
八
幡
正

八
幡

(
男
山

の
石
清
水

八
幡

)
」
と

い
う

こ
と

で

「
正

八
幡
」

と

の
関

係

は
か
な
り
強

い
。

「
た
る

い
お
な
こ
と
」

は
よ
く
分

ら
な

い
が
、
室

木
氏

は
自
説

と
し

て

「
足

日

女
子

殿
」

で
は
な

い
か
と

い
う

(
『説

教
集
』

〈
新
潮

日
本
古

典

集
成
〉
解

説
)
。

と
す
れ
ぽ

「
正

八
幡
」

と

「
足
日
女
子
殿
」

は

一
体
同
然

で
あ

る
。

『神
道
集
』

巻
第

一

「
正

八
幡
宮

事
」

に
は

宮

.震

旦
国
・
三
皇

五
帝

一
百
五
十
七
代
、
陳
・
大
王
・姫
宮
大
比
留

女
・御

子
、

年
七
歳

。斈
男
子
.
誕
生
.
、
比
.
見
皆
人

不
思
議

.成

.。
姫
宮
侍

女

.語

玉
・.
.、

我
更
.
不
・知
二此
因
縁
.有

↓、
或

日
夢
見
.,
、
無
・止
事

一人
来
懐
付
、

夢
覚
.見

、
日
光
我

照
事
例
。,
.柔
和

。.,.、
我
上

。差
覆
,、
自

・是
外

.別

・
子
細

无
.、

(
以

下
略
)

と
あ
り
、

八
幡
宮

は
、
唐

土

の
大

王

の
姫

宮
大
比
留
女

の
御

子
が
七
歳

の
時
、

日
光

に
感
応

し
て
身
籠

っ
た
子
だ

と

い
う
。

こ
の
母
子

二
人
を
船

に
乗

せ
、
海

上

に
放
ち
、
.そ

の
船

の
着

い
た
処
が

日
本

の
八
幡
崎

で
、
御

子
は

「
我

.本
,
此

国

・
王
、

日
本
人

王
十
六
代
応
神
天
皇
是

.,
」
と
名
乗

る
。

応
仁
天
皇

と
八
幡

神

の
関
係

の
深

さ
は
今

さ
ら
言
う

ま
で
も
な

い
が
、
と
す

れ
ぽ

こ

の
大
比
留
女

・
御

子
と

は
、
応
仁

の
母
神
功
皇
后

を
暗

に
指
し

て

い
る

の
か
も

し
れ
な

い
。

神

功
皇

后

は
記
紀
共

に
、
巫
女
と

し
て

の
性
格

を
強
く
持

つ
女

性
と
し

て
描

い

て

い
る
。

「
大
比

留

女
」

は

『
日
本

書

紀
』

に

は

「
大

日
霎

貴

(
お

お

ひ

る

め

の
む

/

ち
)
」
、
ま

た
は

「
天
照
大

日
霎
尊

(あ

ま

て
ら
す

お
お
ひ

る
め

の
み
こ
と
)
」

な
ど
と
あ
り
、
天
照
大
神

の
別
称

で
、
太
陽
神

で
あ

る
と
同
時

に
日

の
神
を
祭

る
巫
女
と
し

て
の
性
格

を
強
く
も

っ
て

い
る
。

「
大
比
留
女
・
御

子
」

が
日
光

に

感
染

し

て
八
幡
宮
を
産

み
、
八
幡
宮

の
凡
夫

と
し

て
の
姿
が
小
栗
判

官
だ
と
す

れ
ば

、
照
手
姫
も
ま

た

「
大
比
留
女
」

の
系
列

に
属
す

る
巫
女

と

い
わ
ね
ば
な

ら

な

い
だ

ろ
う
。
作

中

二
人

の
縁

結

び

の
仲

だ

ち
を

す

る
後

藤
左

衛
門

が
、
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「
下
野

の
国

日
光
山

に
参

り
、

照

る
日
月

に
申

し
子
を

な
さ
れ

た
」

の
が
照
手

姫

で
あ

る
と
説
明

す
る

の
も
筋
が
通

る
は
な
し

で
あ

る
。

照
手

の
巫
女
的

性
格

が
も

っ
と
も
よ
く
表
わ
れ

て
い
る

の
は
、
毒
殺
さ

れ
る

小
栗
判
官

の
危
機

(
そ
れ

は
妻

の
照
手

姫
自
身

の
危
機

で
も
あ

る
)
を
予
言
す

る
夢
語
り

で
あ

ろ
う
。

三
夜
連
続

の
夢

と
も
考
え
ら

れ
る
そ

の
第

一
回

の
夢

は
、
自
分
が
所
有

す
る

「
唐

の
鏡
」
が

三

つ
に
砕
け

る
と

い
う
も

の
。

二
回
目

の
夢

は
小
栗

が
重
宝

す

る

「
九
寸

五
分

の
鎧
通
」
が

折
れ
、
「
重
籐

の
弓
」

も
三

つ
に
折

れ
、
そ

の
末

筈
が
小
栗

の
た
め

に
上
野
が
原

で
卒
塔
婆

に
立

つ
と

い
う
不
吉
な
も

の
で
あ
る
。

最
後

の
夢

は
小
栗
と
十
人

の
勇
士

た
ち
が
白

の
浄

衣
を
身

に
ま
と

い
、

小
栗

は
逆
鞍
逆
鐙

で
う
し

ろ
向
き

に
乗
り
、
千
僧

に

つ
き
添
わ
れ
北

に
向

っ
て
進

ん

で
行

く
と

い
う
よ
う

な
、

ま
こ
と

に
不
吉

な
も

の
で
あ

る
。
絵
巻

で
は
白

色
を

効
果
的

に
生
か
す
と
同
時

に
、
千
僧

の
群

に
も
幻
想
性
を
際
立

た
せ
、
異
様
な

雰
囲
気

に
満

ち

て
い
る
。

豪
勇

の
小
栗
も
照
手
姫

の
夢
物
語

り
に
は

い
さ
さ

か
怯
む

と
こ
ろ
が
あ
り
、

「
女
が

夢
を
見

た

る
と
て
、
な

に
が

し
の
出

で
申

せ

(
れ

っ
き

と
し

た
侍

が
来

て
く
れ
)
と
あ

る
所

へ
、
参

ら

で
は
か
な
は
ぬ
と

こ
ろ
」

と
は
思

い
な
が
ら
も
、

「気

に
は
か
か

る
と
、
直

垂

の
す
そ
を
結

び
上
げ

、
夢
違

へ
」

の
文
句

を
詠

じ

る
。凶

夢
悪
夢
を
見

た
と
き

の
夢
違

へ
の
呪
術

・
呪
文
と

い
う

の
が
あ

っ
た
よ
う

だ
が

、

こ
れ

は

〈
夢

〉

の
予
言
と

い
う
も

の
が

い
か
に
強

い
力
を
持

っ
て
い
た

か

の
証

で
あ

る
。
夢

は
誰
も
が
見

る
が

、
と
り
わ
け
巫

女

の
夢
は
絶
対

で
あ

っ

た
。
神
と
親
密

に
交

流
し
得

る
特
殊

な
能

力
を
持

つ
彼

女
た
ち
が
見

る
夢

は
、

神

の
予
言

や
意
志

の
代
弁

で
あ

る
と
考
え
ら
れ

た
か
ら
だ
。
小
栗

の
夢
違

・兄
の

呪
文

は
い
さ
さ
か

の
効
果
も
無
く
、

彼
を
含
む
十

一
人

の
殿
原

は
横
山

三
郎

の

陰
謀

に
よ
り
、
あ

え
な
く
毒
殺

さ
れ
て
し
ま
う
。

小
栗

の

「鎧
通

し
」
や

「
重
籐

の
弓
」
が

折
れ

る
の
は
、

武
人
と

し
て
の
小

栗

の
運
命

の
予
告

で
あ

る
が
、

照
手
姫

所
有

の

「
唐

の
鏡
」

が
割
れ

る
の
は
、

巫
女
と

し
て

の
身

の
破
綻
を
意
味

し

て
い
る
。
彼
女
が

こ
れ
ほ
ど
人
生

の
苦
難

を
背
負

わ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な

い

の
は
何

故

か
。

そ

の
原

因
は
小
栗
判
官

に
あ

る
。

小
栗
判
官

は

「
不
調

(
ふ
で
う
)
」

の
人

で
あ

っ
た
。

「
不
調
」
と

は
素
行

や

態
度
が

常
識

は
ず
れ

の
こ
と
、

さ
ら

に
は

「
淫

乱
」
(
み
だ
ら
な

こ
と
)
を
意

味
す

る
。

十
八
歳

か
ら

二
十

一
歳

ま

で
に
七
十

二
人

の
妻
を
迎
え

て
は
離

別
を

く

り
返

し
た
と
あ

る
が
、
常
規

を
逸
し

て
い
る
と
は

い
え
、
果

し
て

「淫

乱
」

で
あ

る
か
ど
う

か
は
分
ら

な

い
、
本
当

に

「淫
乱
」

な
男
と

し
て
描

く
な
ら
、

別

の
描

き
方

は
い
く
ら
も

あ

っ
た

は
ず

で
あ

る
。

七
十

二
回
離
別

を
し
た
と

い

う

の
は
常
規
を
逸

し
た
選

り
好

み
で
、
人
並

み

の
人
間

の
女

で
は
満

足

で
き
な

い
と

い
う

こ
と

で
あ

ろ
う
。
も

っ
と
も

こ
れ
も

〈
女

の
眼
〉

か
ら
見

れ
ぽ

〈
淫

乱

〉
と

い
う

こ
と
に
な
る

の
か
も

し
れ
な

い
。

七
十

二
人

と

い
う
数

は
小
栗

の

本

質

は
奢
り
と
潜
上

に
あ
る

こ
と
を
示
す
が

、

こ
れ
を

〈
ふ
で
ふ
〉

と
称

し
た

と

こ
ろ

に
、

や
は
り

〈
女

の
視
点
〉
が
深

く
か
か
わ

る
作

品
で
あ
る

こ
と
を
感

じ
る
。

照
手
姫

の
貞
操
観

念

に

つ
い
て
も

そ
う
で
あ

る
。
美
濃

の
国
青
墓

の
宿

の
よ

う
つ
屋

に
売

ら
れ
た
照
手
姫
が
、
遊

女

に
な

る
こ
と
を
強

要
さ
熟

る
と
、

さ

て
は
流

れ
を
立

て
い
と

よ
。
今
流

れ
を
立

つ
る
も

の
な
ら
ば
、
草
葉

の
陰

つ
ま

に
ご
ざ
あ

る

の
、
夫

の
小
栗
様

の
、
さ
ぞ
や
無
念

に
お
ぽ

す
ら

ん
。

な
に
と

な

り
と
も
申

し

て
に
、
流

れ
を
ば

立

て
ま

い

と
固

い
決
意

を
す

る
。

こ
れ
も

女

の
自
己
主
張

の
強

さ

で
あ

る
が
、

こ

の
よ
う

な
理
念

に
立

て
ぽ
、
小
栗

の

「
ふ

で
ふ
」
も

〈
淫

乱
〉

と
見

る
他

は
な

い
だ
ろ

う
。

「
ふ
で
ふ
」

は
当

時
確

か

に
そ

の
よ
う

な
意

味

で
使

わ
れ

る

の
が
普
通

で
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は
あ

っ
た
が
、

こ
れ
を
小
栗

の
本
質

と
見

る
わ
け

に
は
い
か
な

い
。

深
泥

池

の
大
蛇

に
見

染

め
ち
れ
契

り
を
重

ね

為
と

い
う

の
は
晒
本
来
的

に
は

神

性

・
聖
性

の
証

で
あ

る
は
ず
だ
が
、

こ
れ

に
対
す

る
父

の
怒

り
、
母

の
由
縁

を
頼

っ
て
の
常
陸

へ
の
流
人
と

い
う

の
は
奇

妙

で
あ

る
。
分

り
や
す
く

い
え
ば

こ
れ

は
勘

当

で
あ

ろ
う
。
「
妻
嫌

い
1

大

蛇

と

の
契
り

ー

流
人
」

は

い
か

に
も
中
世

風

で
あ

る
が
、
「
女

狂

い
1

父

の
勘
当
」

に
置
き
直

せ
ば
、
き

わ

め
て
近

世
的

に
な

っ
て
し
ま
う
。
本
地
物

の
形
を
取
り
、
申

し
子
や
大
蛇
と

の

契

り
な
ど
古
色

で
あ

る
が

、
ひ
と
皮
剥
げ
ば

近
世
的
な
も

の
が
見

え

て
来

る
と

こ
ろ
も
あ
り
、
説
教

の

『
小
栗
判
官
』

の
文

学
史
的
位
置

は
微
妙

で
あ

る
。

照
手

姫

の
巫
女
性

は
日
光

山

の
申

し
子
や
夢
語

り

に
よ
く
表

わ
れ

て
い
る
。

だ
が

こ
れ
も
前
述

し
た
青
墓

の
長
着
と

の
対
話

の
中

に
表
わ
れ

る
貞
操

観
念
と

自

己
主

張

の
強
さ

に
加

え
、
餓

鬼
阿
弥

の
土
車

を
引
く

に
当
り
、

長
者

と
交
渉

す

る
折

の
理
詰

め
の
談
判
、

狂
女

に
変
装
す

る
断

の
情

況
判
断
な
ど

そ

の
強
さ

は
、
異
常

と

い
う

よ
り
む
し
ろ
理

に
適

い
、
現
実

を
生
き

る
女

の
た
く
ま
し
さ

を
表

わ
し

て
い
る
。

「
毒

酒
」

の
話

は
す

で
に

『鎌

倉
大
草

紙
』

に
も
見
え

る

の
で
、
伝

承

と
し

て
は
古

い
。
小
栗

(
小
次
郎
)
が

遊
女

「
て
る
姫
」

の
情

で
難
を
免

れ
る

の
が

『鎌
倉

大
草
紙
』

で
あ

る
が

、
説
経

で
は
小
栗
判

官

は
毒

殺
さ

れ
る
。
そ

の
原

因

に
な
る

の
は
横
山
家

へ
強
引

に
婿
入
り
す

る
小

栗

の
異
常
性

に
あ

る
。
語

り

手

は
こ

の
小
栗

の
異
常
性

に
は
十
分
注
意
を
払

っ
て

い
る
節
が
あ

る
。

「
な
う
、

い
か
に
小
栗
殿
。

上
方

に
変

り
、
奥
方

に
は
、

一
門

知
ら

ぬ

そ

の

中

へ
、
婿

に
は
取
ら

ぬ
と
申

す
る

に
、
今

一
度

一
門

の
御
中

へ
、
使
者

を
御

立

て
候

へ
や
」

・

と

い
う

周
囲

の
忠
告

を
小

栗

は
無
視

し
、
「
一
家

一
門

は
知

ら
う

と
知

る
ま

い

と
、
姫

の
領

掌

こ
そ
肝
要
な

れ
。

は
や
婿
入

り
せ
ん
」

と

い
う
性
急

さ
な

の
で

あ

る
。

こ
れ
が
横
山

家

の
憎

し

み
と

な
り
、
「
毒
殺
」

へ
と
展

開
す

る

の
で
あ

ゐ
か
ら
、
原
因
も
結

果
も
頗

る
人
間
臭

と
、
現
実
味
を
帯
び

て

い
る
。

た
だ
語
り
手

は

二
人

の
愛

に

つ
い
て
は
、

小
栗
殿
と
姫
君

を
、
物

に
よ
く

よ
く

た
と
ふ
れ
ば
、
神

な
ら
ば

結
ぶ

の
神
、

仏
な
ら
ぽ
愛
染

明
王
、
釈
迦
大
悲
、
天

に
あ
ら
ぽ
比
翼

の
鳥
、

偕
老
同
穴

の

語
ら

ひ
も
縁
浅

か
ら
じ
。

と
、
讃
美

の
言
葉

を
惜

し
ま
な

い
。
小
栗
判
官

も
照
平
姫
も
、
神

の
流
れ
を
汲

む
人
間
以
上

の
存
在

で
あ

る
か
ら
、

こ
の
語

り

の
常
套
文
句

は
た
だ

の
装
飾
的

表
現

と

は
い
え
ず
、
物
語

を
本
来

の
位
置

へ
引

き
戻
す
力
と
な

っ
て

い
る

の
で

あ

る
。

さ
て
閻
魔
大
王

で
あ

る
が

、
絵
巻

『を
く

り
』

の
筆

は
な

か
な

か

ユ
ー

モ
ラ

ス
で
迫

力
が
あ

る
。
小
栗

を

「
大
悪
人
」
と
決

め

つ
け
る

の
も
閻
魔
大

王

で
、

「
十

人

の
殿

原
」

は

「
お
主

に
係
り
、
非

法

の
死
」

を
遂
げ

た
だ
け

で
あ

る
か

ら
罪

は
な

い
。
娑
婆

へ
戻

し
、
小
栗
だ
け
を
悪
修
羅
道

へ
落
と
そ
う

と

い
う

の

で
あ

る
。

結
果

は
逆

に
な
る
わ
け
だ
が
、
そ

の

い
き

さ

つ
、
展
開

の
仕
方
が

た

い

へ
ん
理
詰

め
で
、
閻
魔
大

王

の
処
置

は
法

に
適

っ
て

い
る
。

娑
婆

へ
戻

す
小
栗

の
胸
札

に
藤
沢
上
人

へ
の
伝
言

を
書

き
、
上
人
も

ま
た
そ

れ

に
加
筆

し
、
照
手
姫
も
土
車

を
引

い
た
あ

と
、

同
じ
餓

鬼
阿
弥

の
胸
札

に

メ

ッ
セ
ー
ジ
を
書

き
添
え
、

こ
れ
が

二
人

の
再
会

の
鍵

と
な
る
。

こ
う

い
う
趣

向

は
今

日

の
眼

で
見
れ
ば

な

ん
の
変

哲
も

な

い
が
、
〈
文
〉

の

加
筆

と
書

き
送
り
が
、

ス
ト
ー
リ

ー
の
展
開

の
要
所
要
所

で
重
要
な
役
割

を
果

す
と

い
う
仕
組

み

に
は
、
物
語
作

り

の
才
や
技
巧

に
長

け
た
、
単
な

る
語

り
手

以
上

の
他

の
何

者

(
作
者
)

か

の
存

在
を
感
じ
な

い
わ
け

に
は
ゆ

か
な

い
。
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⇔

・
説
教

の
キ

マ
リ
文
句
と
く

り
返

し

に

つ
い
て
少

し
考

・兄
て
み
た
い
。

山
本
吉
左
右

は

『
後
徳
丸
』

(
天
理
図
書
館
蔵

『
せ

つ
き
や
う

し
ん
と
く
丸
』

本
)

で
教

え
、

「
○
○

(
人
名

)

こ
の
由
聞

こ
し
め

し
」

と

い
う
決

ま
り
文
句
だ

け
で
も
三
十
七

回
用

い
ら
れ

て
い
る
と
報
告

し

て
い
る
。

(「
説
経
節

の
語
り

と
構
造
」

東
洋
文
庫

『説

教
節

』
〈
平
凡
社
〉
所
収

)
。

『
を
く
り
』

(御
物

絵
巻

本
)

の
場

合
も
事
情

は
同

じ

で
あ

る
。

「
(御

台
)

こ

の
由
聞

し
め
し
」
「
(小

栗
)

こ

の
由
聞

し
め

し
」

と
、

(

)
中

の
人
名

を

入

れ
替

え
る
だ
け

で
、
物

語
中

の
対
話

は
次

々
に
進
行

し
て
行

く
か
ら
、
使
用
頻

度

が
高

い
の
は
当

然

で
あ

る
。

こ

の
よ
う

な
七

五
調

一
句

の
決

ま
り
文

句

は

「
御
台

な

の
め
に
お
ぼ

し
め
し
」
「
小

栗

こ
の
由

御
覧

じ

て
」
「
兼
家
げ

に
も

と

お
ぼ

し
め
し
」

と
、
そ

の
場

に
応

じ
て
主
語
述
語

を
入
れ
替
・兄
差

し
替

・兄
し

て

い
け
ば
、
無
数

の
バ

ラ

エ
テ
ィ
を
生
み
出
す

こ
と
も

で
き
る
。

-ま

た

『
を
く
り
』

に
は
な

い
が

、
「
流
涕

こ
が

れ
お
泣
き
あ

る
」

「
く
ど
き
ご

と

こ
そ
あ

は
れ
な

れ
」

「
こ

は
な
さ
け
な

の
次
第

か
な
」
な
ど
、

頻
出
す

る
七

五
調

一
単
位

の
短

い
決

り
文
句
も
、
少

し
で
も
説
経
を
読

ん
だ
経
験

の
あ

る
人

な
ら
、
度

々
出
合
う

こ
れ
ら

の
言
葉

は
記
憶

に
残

る
は
ず

で
あ

る
。

山
本
氏
も
強
調
す

る
よ
う

に

「
連
雀

と

つ
て
肩

に
掛
け
」

は
、

恋
文

の
使

い

を
す
る
行
商

人
後
藤
左

衛
門

の
出

で
立
ち

で
あ

る
が
、

『
し

ん
と

く
丸
』

で
は

「
し

ん
と

く
取

つ
て
肩

に
か
け
」

で
、

乙
姫

が
癩
病

の
信
徳

丸
を
背
負

い
乞
食

を
す

る
と

い
う

、
最

も
説
教
ら

し

い

一
場
面

に
転
用

さ
れ
る
。

『
を
く
り
』

の
後

藤
左
衛
門

に

つ
い
て
は

こ
の

フ
レ
ー
ズ

に
続

い
て
、

連
雀
取

つ
て
肩

に
掛
け
、
天

や
走

る
、
地

や
く
ぐ
る
と
、
お
急
ぎ
あ

れ
ば

程

も

な
く
、
横

山

の
館

に
駆

け

つ
く
る
。

と
あ

り
、

こ

の
誇
張
的
表
現

は
冷
悧

で
敏
捷

な
中
世
行

商
人

の
姿

を
よ
く
映
し

て
い
る
。

こ
れ

は
後
藤
左
衛

門
が
照
手
姫

の
返
事

を
預
か
り
、
再
び
常
陸

国

に

引
き

返
す
と

こ
ろ

に
も

再
度
使

わ
れ

る
が
、

む
し
ろ
繰
り
返
す

こ
と
で
効
果
的

な
表

現
と
な

っ
て
い
る
と
考

え

る
べ
き

で
は
な

い
だ
ろ
う

か
。
語

り
が

単
な

る

叙
事

・
散
文
以
上

の
何
物

か

で
あ

る
こ
と
を
示
し

て
い
て
、

リ

フ
レ
イ

ン
の
効

果

と

い
う
見
地

か
ら
見
直

し

て
み
る
必
要
が

あ
る
よ
う

に
思

う
。

小
栗
判
官
が
照
手
姫

に
恋
文
を
書
く

く
だ
り
、
逆

に
照
手
姫
が

返
書
を
認

め

る
場
面

に
も
同

じ
語

り
が
繰
り
返

さ
れ
る
。

こ
れ
ら

は
語

り

の
フ
シ
も
同
じ

で

あ

っ
た
と
思

わ
れ
る
か
ら
、
同

一
フ
シ
の
同

一
の
語

り
文

句
が

二
句

一
対

の

セ

ッ
ト
に
な
り
、

場
面
場
面

で
順
次
語

り
返
さ
れ

る
と

い
う
パ

タ
ー
ン
に
な

る

の

で
あ

る
。

こ
う

い
う
技
巧

は
先

の
決
ま
り
文
句

の
多

用
と
相
ま

っ
て
、
説
教

の

、
文
言

は
決

し
て
散
文

で
は
な
く
、
〈
詩

〉
ま

た
は

〈
歌
謡
〉

の
領

域

に
近

い
と

こ
ろ
が
あ

る
こ
と
を
語

っ
て

い
る
。

同

一
文
句

の
く
り
返

し
で
、

か
な
り
大
が

か
り
な
重
要
場
面
を
処

理
し

て
し

ま
う
方

法
も
よ
く
用

い
ら
れ
る
。
父
親

の
横
山

と
三
男

三
郎
が
、
小

栗
虐

殺

に

つ
い
て
相
談
を
す

る
。

こ
れ
は
前
後

二
回
に
わ
た

る
が
、
そ

の

一
回
目

の
三
郎

の
提

案
を
、
少

し
長

く
な
る
が
左

に
引
け
ば

、

「
道
理

か
な
や
父
御

様
。

そ
れ
が

し
が

た
く

み
出
だ

し
た

こ
と

の
候

。
ま
つ

あ
す

に
な
る
な
ら
ぽ

、
婿
と
舅

の
見
参

と

て
、

い
ぬ
ゐ

の
つ
ぼ

ね

へ
使
者

を

お

お
く

御
立

て
候

へ
や
。

大
剛

の
者
な

ら
ぽ

、
怖

め
ず
臆

せ
ず
、

は
ぽ

か
ら
ず
、
御

こ
ん

出
仕
申

さ
う
、
そ

の
折

に
、

一
献

過
ぎ

二
献
過
ぎ
、

五
献

通
り

て
そ

の
後

に
、

横
山
殿

の
御

諚

に
は

『な

に
か
都

の
御
客
来
、
芸

一
つ
』

と
お
申

し
あ

る
も

の
な
ら
ぽ
、

そ
れ
小
栗
が

申
さ

う
や
う

は
、
『
な

に
が

し
が
芸

に

は
、
弓

か

鞠

か
包

丁

か
、
力
業

か
早
業

か
、
盤

の
上

の
遊

び
か

(
双
六
、
将
棋

な
ど
)
、
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と

つ
く
お
好

み
あ

れ
』

と
申
さ
う
、

そ

の
時

に
横
山
殿

の
お
申

し
あ
ら
う

は
、

『
い
や

そ
れ
が

し
は
、
さ
や

う

の
物

に
は
好

か
ず

し

て
、
奥

よ
り

も
、
乗

り

に
も
入
ら

ぬ
牧
出

で

の
駒

を
、

一
匹
持

つ
て
候
、

た
だ

一
馬
場
』

と
御
所
望

あ

る
も

の
な
ら
ば

…
…
…

(
以
下
略
)
」

と
、
計

画
提
案

の
段
取

り
も
対
話
法

で
処

理
さ
れ

て
い
る
。

場
面
が

次

の
実
行

の
段
階

に
移
行
す
れ
ぽ
、

石

の
引
用
文
中

の
傍
線

で
示
し

た
横
山

と
小
栗
判

の
対
話

は
、

一
語

一
句

の
違

い
も
な
く
反
復

さ
れ
る
こ
と

に

な

る
。

つ
ま
り
予
告
通
り

に
場

面
が

進
行
す

る
様
相

で
、

口
承
文
芸

に
よ
く
現

わ

れ

る
語

り

口

の

一
つ
で
あ

る
。
語

り
手

の
意

識

に

は
、

語

り

の
内

側

の

〈
場
〉
が
現
前

化
さ

れ

て
い
な

い
。
す

べ

て
が
過
去

に
属

す
る
物
語

で
あ

る
か

ら
、
〈
今
〉

と

の
繋

が

り
が

希

薄

に
な

る
。

三
郎
が

父

横

山

に
語

り

か
け

る

「
道
理

か
や
父
御
様

…
…
」

は
、
直

接

の
呼

び
掛

け

で
始

ま
る

の
に
、

途
中

で

「
横
山
様

の
御
諚

に
は
…

…
」

に
変
化

す

る
な

ど
、
語
り

に
は
場
面

性

へ
の
認

識

に
不
安
定

な
と
こ
ろ
が
あ

る
。
進
行

は
同
時

に
遡

及
で
も
あ
る
、

こ
う

い
う

類

の
く
り
返

し
が
あ

る
こ
と
も
忘

れ
て
は

い
け
な

い
。

…
…
そ
れ
都

に
、

一
の
大
臣
、

二
の
大
臣
、

三
に
相
模

の
左

大
臣
、
四
位

に

少
将

、
五
位

の
蔵
人

、
七
な
む
滝

口
、

八
条
殿
、

一
条
殿

や

二
条
殿
、
近
衛

関
白

、
花
山

の
院
、

三
十
六
人

の
公
家

・
殿
上
人

の
お
は
し
ま
す
。
公
家

・

殿
上

人

の
そ

の
中

に
、

二
条

の
大
納
言

と
は
そ
れ
が

し
な

り
。

は
、

冒
頭

の
次

に
位
置

す
る
語
り
出

し
で
あ
る
が
、

こ
れ
も
事
実

に
即
し

て

物
事

を
説
明

す

る
文
辞

と

は

い
え
な

い
。

コ

、

二
、

三
」

の
数
字

を
羅
列

し

て
口
調

を
整

え
た
う

え
、

「
三

に
相

模

の
左

大
臣
」

な
ど
頭
韻

を
踏
む

フ
レ
ー

ズ
を
挿

入
す
る
な
ど
、
俗
謡
調

な

の
で
あ

る
。
「
七
月

の
煩

ひ
、
九
月

の
苦

し
み
、

当

る
十
月

と
申

す

に
は
、
御
産

の
ひ
も
を

お
解
き
あ

る
」
は
、
『を
く

り
』
に
は

無

い
が
説
経

に
頻

出
す

る
決
ま
り
文

句

の

一
つ
で
、
女

の
妊
娠

・
出
産
を
語

る
。

後

藤
左
衛
門
が

小
栗
判
官

の
質
問

に
答

え
、
商

い
の
説
明

を
す
る
く
だ
り

は
、

「
さ

ん
候
。
唐

の
薬
が

千

八
品
、
日
本

の
薬

が
千

八
品
、

二
千

十

六
品

と

は

申

す
と
も
、

ま
つ
中

へ
は
、

ゴ千
色

ほ
ど

入
れ

て
、
負
う

て
歩

く

に
よ
り
、
総

名

は
千
駄
櫃

と
申

す
な
り
」

小

栗
が
十
人

の
勇

士
を
選
抜
し
、
横
山

入
り
を
決
行
す

る
と
こ
ろ
は

届
強

の
侍
を
千
人
す

ぐ
り
、
千
人

の
そ

の
中

を
五
百
人
す
ぐ

り
、

五
百
人

の

そ

の
中
を
百
人
す

ぐ
り
、
百
人

の
そ

の
中

を
十
人
す
ぐ
り
…

…

と
、
数

詞
を
た
く

み
に
駆
使

す
る
修
辞

で
あ

る
。

藤
沢

上
人
が
餓
鬼
阿
弥

の
胸

札

に
書
き
添
え

る

一
引

き
引

け
ば
千
僧
供
養
、

二
引
き
引
け
ば

万
僧
供
養

も
教

詞
を

た
く

み
に
取

り
入

れ
る
決

ま
り

文
句

で
あ

る
が
、

こ
れ
が

な

ん
と

『山
荘
太
夫
』

で
は
、
悪
人

三
郎

に
父
親
山
荘
太
夫

の
首

を
引

か
ぜ
る
と
い
う
、

残
酷
な
復
讐

場
面

へ
の
適
用

と
な
る
。
慈
悲
と
供
養

の
土
車

引
き
と
、
息

子

に

父
親

の
首

を
引

か
せ

る
残
酷
な
復
讐

を
表
現
す

る
言
葉
が

、
同

一
の
表
現

で
処

理
さ
れ

る
と

い
う

の
は
か
な
り

の
驚

き
と

い
う
他

は
な

い
。

し

か
し

こ
の
二

つ

の
ど
ち
ら

を
欠

い
て
も
、
説
経

は
成

り
立
た
な

い
。

一
見

矛
盾

す

る
よ
う

な
こ

れ
ら

二

つ
の
情
念

は
、
説
経
が

た
り
に
底

流
す

る
精
神

の
二
面
性
を

よ
く
表

わ

し

て
お
り
、
ど

ち
ら
も
重
要
な
も

の
な

の
で
あ

る
。

な
お

こ
の

フ
レ
ー
ズ
は
労
働
歌

・
木

や
り
歌

か
ら
出

た
も

の
だ
と

い
う

か
ら
、

決

ま
り
文
句
が

い
ろ

い
ろ
な
ジ

ャ

ン
ル
を
渡

り
歩
く

ケ
ー

ス
も
少

く
な
く
な

か

っ
た
と
思
わ
れ

る
。

(
こ

の
小
論

は
本
大
学

の
共
同

研
究

「
表
象

文
化

の
基
礎
的
研

究
」

の
報
告

の

一
部

で
あ
る
。
使
用

テ
キ

ス
ト

『説
経
集
』
〈
新
潮

日
本
古
典
集
成
〉
)
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