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「
烏
勘
左
衛
門
奉
公
は
じ
め
」
は
話
の
全
体
に
、
森
三
郎
好
み
の
言
葉
遊
び
が

散
り
ば
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
山
の
烏
の
勘
左
衛
門
が
江
戸
へ
出
て
来
て
、
丹
頂
朝

日
之
介
と
い
う
鶴
の
お
大
名
の
邸
の
中
元
に
雇
わ
れ
る
と
い
う
話
で
す
。
奥
方
は

白
首
御
前
、
お
姫
様
の
名
前
は
舞
鶴
姫
。
舞
鶴
姫
の
い
い
な
づ
け
が
白
鷺
主
水
之

介
と
い
う
よ
う
に
、
登
場
す
る
の
は
烏
、
鶴
、
白
鷺
で
、
食
べ
物
も
雁
鍋
と
い
っ

た
調
子
で
鳥
尽
く
し
で
す
。
烏
は
お
姫
様
か
ら
白
鷺
主
水
之
介
様
へ
の
文
づ
か
い

を
毎
日
頼
ま
れ
ま
す
。
「
精
出
し
て
勤
め
た
ら
主
水
之
介
様
に
お
願
い
し
て
、
侍
分

に
取
り
立
て
て
あ
げ
る
よ
」
と
お
姫
球
に
言
わ
れ
ま
す
が
、
今
は
ま
だ
奉
公
は
じ

め
の
庭
掃
除
を
せ
っ
せ
と
し
て
い
る
状
況
で
す
。 

 

「
腹
が
北
山
」
、
「
嫌
味
の
百
曼
陀
羅
」
な
ど
の
表
現
が
出
て
き
ま
す
が
、
三
郎

の
育
っ
た
時
代
に
は
説
明
な
し
で
分
か
る
慣
用
語
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
小
学
館

『
国
語
大
辞
典
』
に
は
そ
れ
ぞ
れ
、
〝
「
北
」
を
「
来
た
」
に
か
け
て
、
腹
が
す

い
て
き
た
こ
と
を
い
う
し
ゃ
れ
〟
ま
た
「
百
曼
陀
羅
は
副
詞
的
に
使
っ
て
、
幾
度

も
幾
度
も
繰
り
返
し
い
う
こ
と
」
と
出
て
い
ま
す 

 

途
中
で
ぶ
つ
か
り
そ
う
に
な
っ
た
鳶
と
言
い
合
い
に
な
っ
て
、 

「
山
の
烏
も
た
だ
鳴
き
や
せ
ぬ
が
／ 

枕
団
子
が
く
ひ
た
さ
に
」 

と
か
ら
か
わ
れ
る
と
、
「
枕
団
子
に
目
を
く
れ
た
の
は
昔
の
こ
と
よ
。
今
ぢ
や
お
山

の
夢
も
み
な
い
チ
ャ
キ
チ
ャ
キ
の
江
戸
つ
子
だ
、
気
を
つ
け
ろ
」
と
啖
呵
を
切
っ

て
い
る
の
は
滑
稽
で
す
。 

 

鳶
の
歌
っ
た
の
は
和
歌
山
県
地
方
の
子
守
歌
に
似
た
よ
う
な
歌
が
あ
り
ま
す
。

「
枕
団
子
」
が
「
墓
の
団
子
」
に
な
っ
て
い
ま
す
（『
日
本
わ
ら
べ
歌
全
集
１７ 

和
歌
山
の
わ
ら
べ
歌
」
）
。
森
三
郎
の
「
竹
馬
与
市
」
も
近
江
の
子
守
歌
に
起
源
が

あ
る
名
前
で
し
た
。 

 

最
後
は
烏
が
「
心
短
気
で
わ
し
や
国
を
で
て
／ 

今
は
な
ら
は
ぬ
職
を
す
る
」 

と
歌
い
な
が
ら
、
お
姫
様
に
貰
っ
た
褒
美
の
お
金
で
飲
み
屋
に
向
か
う
場
面
で
終

わ
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
歌
に
は
ど
こ
と
な
く
悲
哀
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。
烏
も
ど
ん

な
事
情
で
山
を
出
て
来
た
の
で
し
ょ
う
か
。
言
葉
遊
び
を
楽
し
む
中
に
も
ど
こ
か

切
な
い
歌
に
、
人
に
は
言
え
な
い
辛
さ
を
抱
え
た
烏
を
見
守
る
三
郎
の
思
い
が
伝

わ
っ
て
き
ま
す
。 

 

『
赤
い
鳥
』
の
作
品
は
『
雪
こ
ん
こ
ん
お
寺
の
柿
の
木
』
出
版
よ
り
十
年
前
、

三
郎
２２
歳
の
時
の
作
品
で
す
。
「
ひ
と
り
つ
子
」
の
主
人
公
は
、
十
二
歳
（
小
学
校

六
年
生
）
の
慶
一
で
す
。
慶
一
は
呉
服
屋
の
一
人
息
子
で
、
学
校
で
は
人
一
倍
よ

わ
む
し
で
、
人
と
け
ん
か
も
出
来
な
い
く
せ
に
、
家
で
は
一
人
で
い
ば
り
ち
ら
し

て
い
ま
し
た
。
こ
の
主
人
公
の
設
定
が
「
だ
だ
つ
子
」
と
よ
く
似
て
い
る
こ
と
は

「
か
さ
さ
ぎ
通
信
」
第
３３
号
で
触
れ
ま
し
た
。
今
回
は
、
慶
一
が
い
ば
り
散
ら
す

相
手
の
新
ど
ん
に
目
を
向
け
て
み
ま
す
。
新
ど
ん
は
去
年
小
学
校
を
出
て
、
す
ぐ

に
奉
公
に
来
た
子
で
、
慶
一
よ
り
三
つ
上
の
十
五
で
す
。
新
ど
ん
が
、
お
客
様
の

仕
立
物
を
頼
み
に
縫
物
を
す
る
お
ば
さ
ん
の
所
へ
行
き
、
帰
り
に
何
か
も
ら
っ
て

口
に
入
れ
て
食
べ
て
い
る
と
こ
ろ
を
慶
一
は
見
て
し
ま
い
ま
す
。
外
で
食
べ
な
が

ら
歩
く
こ
と
を
お
ば
あ
さ
ん
は
下
品
だ
と
言
っ
て
叱
る
の
で
、
慶
一
も
お
ば
あ
さ

ん
の
よ
う
に
新
ど
ん
を
問
い
詰
め
ま
す
。
実
は
森
三
郎
も
十
四
歳
の
時
、
高
等
科

の
卒
業
式
が
終
わ
っ
た
そ
の
日
の
夜
行
で
川
上
児
童
楽
劇
園
に
入
園
す
る
た
め
に

上
京
し
ま
す
。
初
め
て
親
元
を
離
れ
て
の
集
団
生
活
で
、
希
望
も
あ
っ
た
け
れ
ど

心
細
か
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
食
べ
盛
り
の
少
年
に
と
っ
て
、
特
に
食
べ
物
が
自

由
に
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
の
辛
さ
を
訴
え
て
い
た
こ
と
が
、
残
さ
れ
た
母
の
手
紙

で
分
か
り
ま
す
。
一
番
下
の
奉
公
人
の
新
ど
ん
が
内
緒
で
も
ら
っ
た
焼
き
芋
を
そ

っ
と
食
べ
る
描
写
で
は
、
三
郎
は
子
ど
も
の
頃
の
自
分
を
思
い
だ
し
て
い
た
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
も
、
自
分
に
辛
く
あ
た
っ
た
慶
一
を
か
ば
う
新
ど
ん
に
対

し
て
慶
一
が
恥
ず
か
し
く
な
る
と
こ
ろ
に
、
こ
の
話
の
救
い
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。 
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２
０
２
４
年
７
月
の
「
森
三
郎
の
作
品
を
読
む
会
」
で
は
、 

「
烏
勘
左
衛
門
奉
公
は
じ
め
」
（
『
雪
こ
ん
こ
ん
お
寺
の
柿
の
木
』
１
９
４
３

年
１
２
月
）
と
「
ひ
と
り
つ
子
」
（
『
赤
い
鳥
』
１
９
３
３
年
８
月
号
）
を

読
み
ま
し
た
。 

〈
次
回
予
定
〉
２
０
２
４
年
１
０
月
１
１
日
（
金
）
午
後
一
時
半
～
三
時
半 

 

「
飴
の
鳥
」（
『
雪
こ
ん
こ
ん
お
寺
の
柿
の
木
』
１
９
４
３
．
１
２
） 

「
ハ
ー
モ
ニ
カ
」（『
赤
い
鳥
』
１
９
３
３
．
１
０
） 

 


