
《
船
弁
慶
》
雑
感

関
屋
　
俊
彦

関
西
大
学
文
学
部
教
授

「
兄
・
頼
朝
と
の
不
和
に
よ
り
、源
義
経（
子
方
）は
武
蔵
坊
弁
慶（
ワ
キ
）・

従
者
た
ち（
ワ
キ
ツ
レ
）を
伴
い
、
都
を
出
て
西
国
へ
向
か
う
。
一
行
は

津（
摂
津
）の
国
・
尼
崎
の
大
物
の
浦
へ
着
き
、
弁
慶
は
所
の
船
頭（
ア
イ
）

に
宿
を
申
し
つ
け
る
。
弁
慶
は
、
同
行
の
静
御
前（
前
シ
テ
）を
都
へ

返
す
こ
と
を
義
経
へ
進
言
、
さ
ら
に
そ
の
旨
を
静
御
前
に
伝
え
る
。

一
同
は
別
れ
の
酒
宴
を
催
し
、静
は
烏
帽
子
を
つ
け
て
、一
行
の
門
出
を

祝
う
舞（
中
ノ
舞
な
い
し
序
ノ
舞
）を
舞
い
、
や
が
て
静
一
人
を
残
し

一
行
は
船
出
を
す
る
。
静
か
な
海
上
が
急
に
嵐
に
変
わ
り
、
平
家
一
門

の
怨
霊
た
ち
が
海
に
浮
か
ぶ
中
で
、
平
知
盛
の
亡
霊（
後
シ
テ
）が

長
刀
を
か
ざ
し
て
義
経
に
迫
る
が
、弁
慶
が
こ
れ
を
祈
り
伏
せ
、亡
霊
は

消
え
失
せ
る
」。
同
事
典
は
狂
言
に
比
し
て
能
の
あ
ら
す
じ
は
簡
略

な
の
だ
が
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て「『
能
楽
大
事
典
』の
出
版
」（『
能
楽

タ
イ
ム
ズ
』平
成
二
十
四
年
一
月
号
）で
小
林
責
氏
が
松
本
雍
氏
に

答
え
る
形
で「
狂
言
は
筋
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
け
れ
ど
も
、

能
は
筋
よ
り
も
テ
ー
マ
が
重
要
な
の
で
、
ス
ト
ー
リ
ー
は
こ
ま
ご
ま

と
書
か
な
く
て
い
い
か
ら
」と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
実
に
一
見
識
が

見
ら
れ
る
。

二
、作
者
と
構
想

　

作
者
は
観
世
小
次
郎
信
光
。
宝
徳
二
年（
一
四
五
〇
）生
ま
れ
か
。

　
　
　
　

は
じ
め
に

　

平
成
十
六
年
五
月
、
当
会
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
で
狂
言《
通
円
》
に
つ

い
て
書
く
機
会
を
与
え
ら
れ
た
。
短
い
も
の
だ
っ
た
の
で
、
宇
治
橋
の

た
も
と
の
通
円
茶
屋
に
置
い
て
あ
っ
た
持
ち
か
え
り
自
由
の
チ
ラ
シ

な
ど
を
利
用
し
て
簡
単
に
書
い
て
、こ
と
な
き
で
済
ま
せ
た
。
し
か
し
、

ど
う
も
気
に
な
っ
て
、
そ
の
後
通
円
茶
屋
の
通
円
亮
太
郎
氏
の
ご
厚
意

も
あ
り
同
家
文
書
を
紹
介
し
つ
つ『
説
話
論
集
』第
十
五
集
に「
狂
言

《
通
円
》を
め
ぐ
っ
て
」（
平
成
十
八
年
一
月
・
清
文
堂
出
版
社
）を
41
頁

に
わ
た
っ
て
発
展
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
。
当
日
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を

ご
覧
に
な
っ
た
だ
け
の
方
に
は
申
し
訳
な
い
の
だ
が
、
今
回
も
雑
感
を

述
べ
る
に
と
ど
ま
り
、
今
後
の
展
開
を
長
い
目
で
見
守
っ
て
い
た
だ
き

た
い
の
で
あ
る
。

一
、梗
概

　

小
林
責
・
西
哲
生
・
羽
田
昶
各
氏
の
四
十
年
に
わ
た
る
成
果
と
し
て

『
能
楽
大
事
典
』（
平
成
二
十
四
年
一
月
・
筑
摩
書
房
）が
出
版
さ
れ
た
。

出
版
社
側
で
は
今
日
の
経
費
削
減
の
折
、
さ
し
て
宣
伝
も
さ
れ
な
い

よ
う
な
の
で
、
こ
の
紙
面
を
借
り
て
、
敬
意
を
表
し
て
あ
ら
す
じ
を

そ
の
ま
ま
引
用
し
た
い
。



没
年
は『
実
隆
公
記
』等
に
従
っ
て
永
正
十
四
年（
一
五
一
七
）と
し
た

方
が
よ
か
ろ
う
。
世
阿
弥
の
養
子
だ
っ
た
音
阿
弥
の
七
男
。
叔
父

観
世
弥
三
郎
に
大
鼓
を
習
い
、
十
五
歳
で
権
守
と
な
る
な
ど
早
く

か
ら
頭
角
を
現
し
た
。
太
鼓
も
金
春
弥
次
郎
善
徳
の
弟
子
で
あ
っ
た
。

作
能
は
三
十
番
に
も
及
び
、《
道
成
寺
》
の
原
型
で
あ
る《
鐘
巻
》
も

あ
る
。
そ
の
す
べ
て
が
太
鼓
入
で
あ
る
。
シ
ョ
ー
的
な
催
し
は
戦
国

乱
世
の
観
客
に
受
け
た
と
い
っ
た
特
色
は
、
実
は
金
春
禅
鳳（
享
徳
三
年

〈
一
四
五
四
〉
―
？
）の
作
風
に
も
つ
な
が
る
。
二
人
は
ほ
と
ん
ど
同

世
代
で
あ
る
。《
船
弁
慶
》
を
信
光
作
と
す
る
証
拠
は『
能
本
作
者
註
文
』

な
ど
複
数
の
書
き
上
げ
に
よ
っ
て
い
る
の
で
、
ま
ず
間
違
い
は
な
い
と

思
う
の
だ
が
、
一
方
で
金
春
系
伝
書
の
中
に
は
禅
鳳
作
と
す
る
も
の
も

あ
る
の
で
気
に
は
な
っ
て
い
る
。
信
光
と
禅
鳳
は
同
時
代
で
張
り
合
っ
て

い
た
よ
き
ラ
イ
バ
ル
で
あ
っ
た
と
捉
え
た
方
が
よ
い
よ
う
で
あ
る
。

　

次
に《
船
弁
慶
》
の
構
想
上
の
契
機
は『
平
家
物
語
』と
い
う
よ
り

『
義
経
記
』で
あ
る
。
金
剛
流
一
番
綴
謡
本
の「
出
典
」で「
義
経
記
巻
四

『
義
経
都
落
の
事
』
」を
取
り
上
げ
、「
同
じ
こ
と
は
吾
妻
鏡
や
、
平
家

物
語
に
も
あ
る
が
、
義
経
記
の
そ
れ
が
最
も
詳
し
い
」と
す
る
の
は

正
し
い
。
碇
を
背
負
っ
て
入
水
す
る
の
は
実
は『
平
家
物
語
』で
は

教
盛
・
経
盛
な
の
だ
が
、
既
に《
大
原
御
幸
》
に「
新
中
納
言
知
盛
は

沖
な
る
船
の
碇
を
引
き
上
げ
、
兜
と
や
ら
ん
に
戴
」い
て「
海
に
入
り
に

け
り
」の
表
現
が
な
さ
れ
て
い
る
。
同
曲
は
禅
竹
の『
五
音
十
体
』の

草
稿
本
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
近
年
判
明
し
た
。
と
な
る
と

益
々
金
春
系
の
伝
承
の
過
程
か
ら
生
ま
れ
た
曲
と
考
え
た
く
な
る
。

同
主
題
の《
碇
潜
》は
、
歌
舞
伎《
義
経
千
本
桜
》に
つ
な
が
っ
て
い
く

後
発
の
曲
と
私
は
今
の
と
こ
ろ
考
え
て
い
る
。
そ
の
有
名
な
場
面
は

壇
ノ
浦
に
面
す
る「
み
も
す
そ
公
園
」に
建
て
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、

伊
海
孝
充
氏
は《
船
弁
慶
》
を
長
刀
芸
を
見
せ
場
と
し
て
作
能
さ
れ
た

も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。「
長
刀
を
持
つ
知
盛
の
成
立
」で

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
か
ら
取
り
出
せ
る
。

三
、『
謡
抄
』の
解
釈

　

謡
の
初
め
て
の
注
釈
書『
謡
抄
』（
文
禄
四
年〈
一
五
九
五
〉
）の
解
釈

は
信
光
の
時
代
に
近
い
こ
と
も
あ
り
、
当
時
の
知
識
人
た
ち
が
ど
う

解
釈
し
て
い
た
か
を
み
る
上
で
有
効
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
落
居
＝
此
時
の
都
落
ち
は
五
百
余
騎
也
。
十
余
人
に
あ
ら
ず
」と
す

る
。「
た
ゞ
十
余
人
す
ご
す
ご
と
」の
と
こ
ろ
で
あ
る
。『
平
家
物
語
』

で
は「
わ
ず
か
五
百
騎
」、『
義
経
記
』で
も「
そ
の
勢
一
万
五
千
余
騎
」

だ
が「
西
国
に
聞
え
た
る
月
丸
と
い
ふ
大
船
に
、
五
百
人
の
勢
を
取
乗

せ
て
」と
あ
り
、同
数
で
あ
る
。

「
人
口
＝
此
時
に
静
を
か
へ
さ
れ
し
事
は
な
き
事
也
。
静
ば
か
り
に

あ
ら
ず
、女
房
た
ち
十
四
人
舟
に
の
せ
て
出
ら
れ
し
に
、難
風
吹
き
出
で
、

舟
を
住
吉
の
浦
へ
波
が
打
あ
げ
し
時
、
女
ど
も
を
ば
皆
住
吉
の
松
に

す
て
を
き
、
義
経
は
吉
野
へ
落
ら
れ
し
也
。
其
時
、
静
も
住
吉
に
す
て

ら
れ
し
其
内
也
」と
す
る
。『
平
家
物
語
』で
は「
都
よ
り
あ
ひ
具
し

た
り
け
る
女
房
達
十
余
人
、
住
吉
の
浦
に
捨
て
を
き
た
り
」と
あ
る
。

「
十
余
人
」を「
十
四
人
」と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、『
義
経
記
』

で
は
十
一
人
で
、
静
を
吉
野
ま
で
連
れ
て
い
っ
て
い
る
の
は《
吉
野

静
》
で
も
御
承
知
の
通
り
で
あ
る
。
信
光
は
青
年
期
に
応
仁
・
文
明

の
大
乱（
一
四
六
七
～
七
七
）を
体
験
し
、
世
は
ま
さ
に
父
子
兄
弟
が



争
う
戦
国
時
代
へ
と
向
か
お
う
と
し
て
い
る
。
静
御
前
の
舞
、
功
成
り

名
遂
げ
る
武
士
道
が
好
ま
れ
、
兄
頼
朝
も
い
ず
れ
は
わ
か
っ
て
く
れ
る

だ
ろ
う
と
の
は
か
な
い
思
い
は
当
時
の
観
客
に
も
同
感
で
き
た
の
で

あ
ろ
う
。

「
い
そ
ぎ
御
舟
を
出
す
べ
し
＝
大
物
浦
よ
り
舟
の
出
日
は
、
十
一
月
四
日

也
」と
す
る
。『
平
家
物
語
』『
義
経
記
』共
に
都
を
出
た
の
は
三
日
と

す
る
。
今
の
大
物
主
神
社
の
前
あ
た
り
で
あ
ろ
う
が
海
岸
線
よ
り
は

か
な
り
隔
た
っ
て
い
る
の
で
、一
度
行
っ
た
き
り
で
幻
滅
し
た
。

「
平
知
盛
＝
桓
武
天
皇
十
三
世
の
孫
也
。
九
代
の
後
胤
に
あ
ら
ず
」。

四
、弁
慶

　

気
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
学
部
時
代
、
岡
見
正
雄
先
生
の

授
業
を
受
け
て
い
た
。
先
生
は
そ
の
起
ち
居
姿
そ
の
も
の
が「
中
世
」

で
あ
っ
た
。
冗
舌
で
は
な
い
し
、
と
も
す
る
と
変
人
ぶ
り
が
語
り
草
に

な
っ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
だ
け
で「
中
世
」を
感
じ
た

も
の
で
あ
る
。「
室
町
ご
こ
ろ
」は
名
論
文
で
あ
る
。
教
科
書
は
自
ら

著
さ
れ
た
岩
波
古
典
大
系『
義
経
記
』で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、に
こ
に
こ

さ
れ
な
が
ら
弁
慶
は
い
な
か
っ
た
、
と
私
に
は
聞
こ
え
た
の
で
あ
る
。

今
、
そ
の
解
説
を
読
み
な
お
し
て「
少
な
く
と
も
弁
慶
法
師
は
吾
妻
鏡

に
は
一
箇
所
に
確
か
に
そ
の
名
が
見
え
、
今
日
伝
わ
っ
て
い
る
平
家

物
語
に
も
、
有
力
な
義
経
の
家
来
と
し
て
そ
の
名
が
見
え
る
に
は
見
え

て
も
、
義
経
の
一
の
家
来
と
し
て
の
姿
を
明
瞭
に
さ
せ
て
い
る
の
は

伊
勢
三
郎
義
盛
な
の
で
あ
る
」を
敷
衍
さ
れ
て
お
っ
し
ゃ
ら
れ
た
こ
と

な
の
で
あ
ろ
う
。
今
で
は
鎌
倉
幕
府
の
公
式
記
録
と
思
わ
れ
て
い
た

『
吾
妻
鏡
』で
す
ら
文
学
的
誇
張
が
な
さ
れ
て
い
る
と
の
説
も
あ
る
。

弁
慶
っ
て
本
当
に
い
た
の
か
し
ら
と
思
え
て
く
る
。

　

翻
っ
て
能《
船
弁
慶
》
で
あ
る
が
、
シ
テ
は
前
が
静
御
前
で
あ
り
、

後
が
平
知
盛
で
あ
る
。
前
場
の
美
人
が
一
転
し
て
後
は
猛
々
し
い
武
士

に
な
る
二
役
が
難
し
い
し
、
や
り
が
い
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
あ
く

ま
で
弁
慶
は
ワ
キ
で
あ
る
。
し
か
し
、
最
後
ま
で
活
躍
す
る
ワ
キ
で

あ
る
。
シ
テ
と
同
等
と
い
っ
て
も
よ
い
。
こ
の
よ
う
に
ワ
キ
を
活
躍

さ
せ
る
の
も
信
光
の
特
徴
で
あ
り
、《
皇
帝
》《
張
良
》《
遊
行
柳
》
は

ワ
キ
の
名
が
そ
の
ま
ま
曲
名
に
な
っ
て
い
る
。

　

岡
見
先
生
は『
義
経
記
』は
北
海
道
の
漁
師
さ
ん
に
愛
読
さ
れ
た

の
だ
と
も
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
て
、
こ
れ
に
は
当
時
感
激
し
た
も
の
で

あ
る
。
義
経
は
平
泉
で
討
ち
死
に
し
た
の
で
は
な
く
、
生
き
延
び
て

北
海
道
に
渡
り
、
さ
ら
に
は
大
陸
で
ジ
ン
ギ
ス
汗
に
な
っ
た
と
い
う

伝
説
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。『
義
経
記
』を
本
格
的
に
研
究
す
る

な
ら
北
海
道
の
漁
師
さ
ん
の
家
を
一
軒
一
軒
訪
ね
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
な
と
の
当
時
の
私
は
興
奮
気
味
で
伺
っ
て
い
た
。
の
ち
に
N
H
K

で
義
経
ジ
ン
ギ
ス
汗
伝
説
は
日
本
が
大
陸
侵
攻
を
ね
ら
っ
た
ル
ー
ト

と
同
じ
で
あ
る
と
の
放
映
が
あ
り
、が
っ
か
り
し
た
こ
と
も
あ
る
。

五
、見
る
べ
き
ほ
ど
の
こ
と
は
見
つ

　

平
知
盛
が
平
家
の
代
表
格
と
し
て
出
て
く
る
の
も
不
審
で
あ
っ
た
。

『
平
家
物
語
』で
は
ほ
と
ん
ど
活
躍
し
て
い
な
い
し
、『
義
経
記
』で
も

退
治
さ
れ
る
の
は「
我
ら
悪
霊
死
霊
」で
知
盛
の
名
前
は
出
て
こ
な
い

か
ら
で
あ
る
。
今
年
、
大
河
ド
ラ
マ「
清
盛
」で
お
び
た
だ
し
い
ほ
ど



の『
平
家
物
語
』関
係
の
本
が
店
頭
に
並
ぶ
。
中
世
文
学
研
究
を
標
榜

し
て
い
る
者
と
し
て
は
痛
い
出
費
が
重
な
る
。
そ
の
中
で
研
究
書
と
は

い
え
な
い
が『
源
平
1
0
0
0
人
』（
世
界
文
化
社
）の
記
述
に
は
納
得
が

い
く
。
清
盛
が
見
こ
ん
だ
軍
事
司
令
官
の
素
質
が
あ
る
の
が
知
盛
で

あ
っ
た
が
残
念
な
が
ら
病
弱
で
あ
っ
た
と
解
説
す
る
。
そ
れ
に
し
て
も

『
平
家
物
語
』知
盛
入
水
の
場
面
で「
見
る
べ
き
ほ
ど
の
こ
と
は
見
つ
」

の
名
セ
リ
フ
を
信
光
に
気
づ
い
て
も
ら
い
た
か
っ
た
。
な
お
、
藤
岡

道
子
氏
編『
岡
家
本
江
戸
初
期
能
型
付
』に「
後
シ
テ
、
面
、
鷹
の
面
。

東
江
に
て
も
。
是
は
金
剛
家
の
面
也
。
天
よ
り
降
り
た
る
と
云
伝
る
」

と
あ
る
の
が
興
味
深
い
。

六
、小
書「
白
波
之
伝
」「
名
所
教
え
」

　
《
船
弁
慶
》
に
は
小
書
い
わ
ゆ
る
特
殊
演
出
が
多
い
。『
能
楽
大
事
典
』

で
も「
そ
の
種
類
の
多
い
こ
と
は
現
行
曲
中
、
随
一
と
い
え
る
」
と

あ
る
。
そ
の
中
で
、
今
回
の
小
書「
白
波
之
伝
」に
つ
い
て
は
、
筆
者
は

う
と
い
の
で
金
剛
流
一
番
綴
謡
本
の
解
説
を
そ
の
ま
ま
引
用
す
る
。

「
金
剛
流
独
特
の
業
物
と
し
て
有
名
で
あ
る
。
前
シ
テ
の
舞
は
盤
渉
序

之
舞
と
な
り
、
後
シ
テ
の
装
束
は
白
地
狩
衣
と
な
る
。「
波
に
浮
か
み
て

見
え
た
る
ぞ
や
」で
橋
掛
り
三
の
松
に
出
て
名
の
り
、「
声
を
し
る
べ
に

出
船
の
」で
幕
に
入
り
、
早
笛
で
改
め
て
走
り
出
る
。
型
は
常
よ
り
も

激
し
く
、
キ
リ
で
は
舞
台
か
ら
橋
掛
り
へ
流
れ
足
を
つ
か
い
、
そ
の

ま
ま
幕
へ
舞
い
込
む
。「
跡
白
波
と
ぞ
な
り
に
け
る
」の
地
謡
が
静
か
に

反
復
さ
れ
る
」と
あ
り
、
波
間
之
伝
に「
白
波
之
伝
の
原
型
と
言
わ
れ
、

橋
掛
り
三
の
松
へ
出
る
と
こ
ろ
を
、幕
を
上
げ
た
中
で
床
几
に
か
か
っ
て

名
の
る
」と
も
あ
る
。

　
「
名
所
教
え
」の
小
書
替
間
も
あ
る
。
ア
イ
の
船
頭
が
船
か
ら
見
え
る

生
田
の
森
・
麻
耶
山
・
一
の
谷
・
須
磨
浦
・
武
庫
山
・
譲
葉
が
嶽
の

名
所
を
指
し
示
す
。
ま
さ
に
次
の
急
展
開
が
起
こ
る
前
の
静
な
る
語
り

で
あ
る
。
船
頭
に
船
歌
を
謡
わ
せ
る
の
が
和
泉
流
と
鷺
流
で
あ
る
。

和
泉
流
で
は
重
習
と
な
っ
て
い
る
。
狂
言
方
を
活
躍
さ
せ
る
の
も
信
光

の
特
色
で
あ
る
。

　
　

余
談

　

名
古
屋
で
中
世
文
学
会
が
あ
っ
た
時
、
ま
だ
院
生
で
あ
っ
た
が
、

井
野
川
幸
次
氏
の
平
曲
を
聴
く
こ
と
が
で
き
た
。
最
高
位
検
校
の
正
装
。

盲
目
で
、
お
つ
き
の
方
に
導
か
れ
て
登
場
さ
れ
る
姿
そ
の
も
の
に
も

神
々
し
さ
が
あ
っ
た
。
ま
だ
平
曲
は
残
っ
て
い
た
の
だ
と
い
う
感
激

に
も
浸
れ
た
。『
日
本
歴
史
と
芸
能
』（
平
凡
社
）に
わ
ず
か
に
残
さ
れ

て
い
る
本
物
の
映
像
を
極
力
学
生
た
ち
に
見
せ
て
い
る
。

　

山
下
宏
明
先
生
が
は
ま
っ
て
し
ま
っ
た
と
お
っ
し
ゃ
ら
れ
る

D
V
D『
原
典
平
家
物
語
』（
ハ
ゴ
ロ
モ
）を
関
大
で
購
入
し
て
も
ら
え
た
。

大
が
か
り
な
装
置
を
使
う
訳
で
も
な
く
、
純
粋
に『
平
家
物
語
』の
原

文
を
役
者
の
力
量
も
あ
ろ
う
が
、
実
に
聞
か
せ
て
ホ
ー
ル
を
満
員
に

す
る
。
授
業
で
の
学
生
諸
君
の
評
判
も
い
い
。
改
め
て
古
典
の
持
つ

力
強
さ
に
気
づ
か
せ
て
も
ら
え
た
い
い
企
画
で
あ
る
。




