
「
清
兵
衛
と
瓢

」
の
舞
台
は
ど
こ
か

─
本
文
か
ら
の
検
証

─

寺
　

杣
　

雅
　

人
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は
じ
め
に

志
賀
直
哉
「
清
兵
衛
と
瓢
簞
」
の
舞
台
は
ど
こ
か
。
「
暗

夜
行
路
」
で
は
時
任
謙
作
は
尾
道
の
千
光
寺
山
に
あ
る
棟
割

長
屋
を
寓
居
と
し
て
い
る
が
、
「
清
兵
衛
と
瓢
簞
」
の
本ほ

ん
も
ん文

に
は
「
尾
道
」
も
「
千
光
寺
」
も
出
て
こ
な
い
。

た
だ
し
、
こ
の
作
品
は
著
者
の
尾
道
滞
在
時
に
船
中
で
原

話
に
接
し（

１
）、

今
も
残
る
あ
の
棟
割
長
屋
で
執
筆
さ
れ
て
い
る
。

「
尾
道
」
は
本
文
の
ど
こ
か
に
潜
ん
で
い
る
可
能
性
は
あ
る
。

そ
こ
で
、
「
清
兵
衛
と
瓢
簞
」
の
初
出
本
文
と
そ
の
後
の

単
行
本
所
収
本
文
を
比
較
し
、
そ
の
会
話
文
の
異
同
か
ら
「
尾

道
」
を
さ
ぐ
っ
て
み
る
こ
と
と
し
た
。

一　

尾
道
弁
は
ど
ち
ら
か
？

　

昨
秋
の
尾
道
学
講
座（

２
）で

、
志
賀
直
哉
作
品
「
清
兵
衛
と
瓢

簞
」
に
つ
い
て
話
す
機
会
が
あ
っ
た
。
集
ま
っ
て
く
だ
さ
っ

た
お
よ
そ
百
人
の
尾
道
市
民
に
次
の
よ
う
に
尋
ね
て
み
た
。

　

「
次
の
(1)
か
ら
(4)
の
会
話
文
で
、
よ
り
尾
道
弁
ら
し
く
聞

こ
え
る
の
は
、
甲
と
乙
の
ど
ち
ら
で
す
か
？
」

(1)

甲　

か
ふ
い
ふ
ん
が
エ
ヽ
ん
ぢ
や

乙　

か
ふ
い
ふ
が
エ
ヽ
ん
ぢ
や

(2)

甲　

ち
よ
つ
と
、
見
せ
て
つ
か
わ
つ
し
え
な

乙　

ち
よ
つ
と
、
見
せ
て
つ
か
あ
せ
え
な

(3)

甲　

十
錢
に
ま
け
と
き
や
す

乙　

十
錢
に
ま
け
と
き
や
ん
せ
う

と

の

は
ど
こ
か

か
ら
の
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(4)　

甲　

直
ぐ
錢
持
つ
て
來
や
す
け
え

　
　

乙　

直
ぐ
錢
持
つ
て
來
や
ん
す
け
え

　

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
「
清
兵
衛
と
瓢
簞
」
に
あ
り
、
(1)
は

奇
抜
な
形
を
し
た
瓢
簞
が
よ
い
と
い
う
ア
ド
バ
イ
ス
に
対
し

て
、
そ
れ
を
は
ね
つ
け
た
清
兵
衛
の
発
言
で
あ
る
。
清
兵
衛

が
〈
こ
う
い
う
の
が
い
い
〉
と
言
い
張
る
瓢
簞
は
、
反
対
に

ご
く
平
凡
な
形
を
し
て
い
た
。

　

(2) 

(3) 

(4)
は
、
清
兵
衛
が
裏
通
り
の
仕し

も
た
や

舞
屋
で
「
震
ひ
つ

き
た
い
程
に
い
い
の
」
を
見
つ
け
、
お
婆
さ
ん
か
ら
十
銭
で

購
入
す
る
場
面
に
み
え
る
。
(2)
と
(4)
は
清
兵
衛
の
発
言
、
(3)

は
お
婆
さ
ん
の
発
言
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
短
編
の
末

尾
で
地
方
の
豪ご

う
か家

に
六
百
円
で
引
き
取
ら
れ
る
瓢
簞
は
こ
れ

で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
こ
の
瓢
簞
も
ご
く
「
普
通
な
形
」
を
し

て
い
た
。

二　

著
者
の
修
訂
と
本
文
の
異
同

　

(1)
か
ら
(4)
に
甲
と
乙
の
別
が
あ
る
の
は
、
本
文
の
異
同
に

よ
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
清
兵
衛
と
瓢
簞
」
の
本
文

は
、
大
正
二
年
元
日
の
「
讀
賣
新
聞
」
に
発
表
さ
れ
た
初
出

本
文
と
そ
の
後
に
刊
行
さ
れ
た
本
文
が
同
一
で
は
な
い
の
で

あ
る
。

　

具
体
的
に
い
え
ば
、
甲
が
大
正
二
年
の
初
出
本
文
で
、
乙

は
大
正
六
年
刊
の
『
大
津
順
吉
』
か
大
正
七
年
刊
の
『
夜
の

光
』
に
収
録
さ
れ
た
本
文
で
あ
る（

３
）。

前
者
と
後
者
の
間
に
多

く
の
異
同
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
少
し
詳
し
く
述
べ
た
こ

と
が
あ
る（

４
）が

、
表
現
に
関
す
る
字
句
の
異
同
は
自
然
に
出

し
ゆ
つ
た
い来

し
た
も
の
で
は
な
く
、
著
者
が
表
現
の
改
善
を
は
か
り
、
意

図
的
に
生
じ
さ
せ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
こ
か
ら
、
著
者
の
尾
道
生
活
で
の
見
聞
か
ら
生
ま
れ
た

こ
の
作
品
で
は
、
登
場
人
物
の
発
話
は
よ
り
正
確
な
尾
道
弁

へ
と
修
訂
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
推
測
が
生

ま
れ
る
。
な
に
し
ろ
、
初
出
本
文
は
大
正
元
年
十
一
月
十
日

の
尾
道
到
着（

５
）の

後
、
短
時
日
の
う
ち
に
仕
上
が
っ
て
い
る
。

尾
道
弁
の
会
話
文
が
正
確
で
な
い
の
は
当
然
と
も
い
え
る
。

　

ま
た
著
者
に
は
初
出
本
文
の
執
筆
後
も
尾
道
に
滞
在
し
て

尾
道
の
人
々
と
交
わ
る
期
間
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
知
り
得
た
、

し
か
し
曖
昧
さ
の
残
る
尾
道
弁
を
洗
練
す
る
時
間
で
も
あ
っ

た
だ
ろ
う
。

三　

尾
道
市
民
に
よ
る
会
話
文
の
検
証

　

会
話
文
の
修
訂
が
そ
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、



－ 63 －

尾
道
市
民
は
普
段
の
言
葉
を
選
ぶ
こ
と
で
修
訂
後
の
本
文
を

指
し
示
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
そ
れ
は
、

「
尾
道
」
と
い
う
字
句
を
本
文
の
ど
こ
に
も
見
せ
な
い
こ
の

作
品
が
、
そ
の
底
に
「
尾
道
」
と
い
う
土
地
と
の
近
接
性
を

伏
在
さ
せ
て
い
る
こ
と
の
小
さ
な
裏
付
け
と
も
な
る
の
で
は

な
い
か
。
市
民
の
皆
さ
ん
に
甲
と
乙
の
ど
ち
ら
が
尾
道
弁
ら

し
い
か
と
尋
ね
た
の
は
、
そ
の
よ
う
な
思
い
が
あ
っ
た
か
ら

で
あ
る
。

　

「
清
兵
衛
と
瓢
簞
」
の
本
文
は
、
実
は
(1)

(4)
の
す
べ
て

甲
か
ら
乙
へ
と
推
移
し
て
い
る
。
尾
道
市
民
が
こ
う
し
た
本

文
の
動
き
の
実
際
を
知
る
こ
と
な
く
、
自
ら
の
耳
を
頼
り
と

し
て
著
者
の
修
訂
の
方
向
を
言
い
当
て
る
こ
と
を
私
は
予
想

し
、
期
待
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

返
っ
て
き
た
答
え
は
、
お
お
む
ね
予
想
ど
お
り
、
期
待
ど

お
り
で
あ
っ
た
。
(2) 

(3) 

(4)
に
つ
い
て
は
尾
道
弁
ら
し
い
表

現
と
し
て
修
訂
後
の
会
話
文
、
す
な
わ
ち
乙
が
選
ば
れ
た（

６
）。

著
者
の
修
訂
は
、
や
は
り
「
尾
道
」
に
向
か
っ
て
い
た
の
で

あ
っ
た（

７
）。

四　

一
つ
の
例
外
を
ど
う
捉
え
る
か

　

だ
が
、
(1)
に
つ
い
て
は
、
市
民
は
一
様
に
乙
の
「
か
ふ
い

ふ
が
エ
ヽ
ん
ぢ
や
」
よ
り
も
初
出
で
あ
る
甲
の
「
か
ふ
い
ふ

ん
が
エ
ヽ
ん
ぢ
や
」
の
方
が
尾
道
弁
ら
し
い
と
言
う
。
そ
れ

で
は
あ
べ
こ
べ
に
「
尾
道
」
か
ら
遠
ざ
か
る
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
は
ど
う
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

　

著
者
が
(1)
に
対
し
て
も
、
(2) 

(3) 

(4)
と
同
じ
方
向
の
修
訂

を
意
図
し
て
い
た
と
す
る
と
、
(1)
に
だ
け
は
時
を
経
て
尾

道
弁
理
解
に
歪
み
が
生
じ
、
の
み
な
ら
ず
そ
れ
を
正
し
い
も

の
と
確
信
す
る
ま
で
に
な
っ
た
と
で
も
解
さ
ざ
る
を
え
な
い

が
、
そ
れ
は
ち
ょ
っ
と
考
え
に
く
い
。

　

と
す
れ
ば
、
(2) 

(3) 

(4)
と
は
逆
の
方
向
に
字
句
が
動
い
た

(1)
は
著
者
の
修
訂
で
は
な
い
、
つ
ま
り
「
ん
」
を
脱
落
さ
せ

た
誤
植
で
あ
る
可
能
性
も
視
野
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く

な
る
。

五　

現
行
本
文
は
脱
字
を
踏
襲
し
て
い
る

　

一
般
に
活
版
印
刷
の
工
程
に
お
い
て
一
字
の
衍え

ん

字じ

や
脱
字

は
犯
し
や
す
い
ミ
ス
で
あ
る
。
ま
た
誤
り
で
あ
る
と
即
断
し

に
く
い
場
合
は
、
校
正
に
お
い
て
も
見
逃
さ
れ
や
す
い
と
い

え
る
。

　

現
に
大
正
七
年
の
『
夜
の
光
』
で
は
、
「
賣
ら
ん
と
い
て
」

と
い
う
清
兵
衛
の
言
葉
が
「
賣
ら
ん
と
い
つ
て
」
と
変
じ
て
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い
る（

８
）。

〈
売
ら
な
い
で
い
て
〉
で
あ
っ
た
も
の
が
〈
売
ら
な

い
と
言
っ
て
〉
と
文
意
も
変
わ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
「
つ
」

一
字
の
衍
字
は
大
正
十
一
年
の
『
壽す

ず々

』
で
は
そ
の
ま
ま
踏

襲
さ
れ
、
訂
正
さ
れ
た
の
は
昭
和
十
二
年
の
九
巻
本
全
集
に

お
い
て
で
あ
っ
た
。

　

実
は
、
(1)
の
異
同
も
こ
の
『
夜
の
光
』
で
発
生
し
て
い
る

の
で
あ
る（

９
）。

こ
の
本
文
が
、
会
話
文
で
「
つ
」
の
衍
字
と
「
ん
」

の
脱
字
を
同
時
に
引
き
起
こ
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。

　

そ
し
て
、
(1)
の
異
同
が
大
正
七
年
の
『
夜
の
光
』
で
生
ま

れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
(2) 
(3) 
(4)
の
異
同
は
す
べ
て
大
正

六
年
の
『
大
津
順
吉
』
で
生
じ
て
い
る
点
に
も
注
意
し
た
い
。

こ
れ
は
、
尾
道
市
民
が
よ
り
正
確
な
尾
道
弁
と
し
て
選
ん
だ

字
句
が
す
べ
て
『
大
津
順
吉
』
収
録
本
文
に
は
そ
ろ
っ
て
い

た
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
著
者
は
こ
の
時
点
で
、

(2) 

(3) 

(4)
の
初
出
本
文
に
対
し
て
は
尾
道
弁
へ
の
修
訂
の
必

要
を
認
め
、
(1)
の
初
出
本
文
に
は
そ
の
必
要
を
認
め
な
か
っ

た
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

尾
道
生
ま
れ
の
あ
る
知
人
は
、
〈
こ
う
い
う
瓢
簞
が
い
い
〉

と
い
う
意
味
を
表
現
す
る
な
ら
「
か
ふ
い
ふ
ん
が
エ
ヽ
ん
ぢ

や
」
と
言
う
べ
き
で
、
「
か
ふ
い
ふ
が
エ
ヽ
ん
ぢ
や
」
と
い

う
言
い
方
は
そ
も
そ
も
尾
道
弁
に
は
存
在
し
な
い
と
言
う
。

「
ん
」
は
瓢
簞
を
表
す
「
の
」
の
転
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
は
「
こ

う
い
う
の
が
い
い
」
を
「
こ
う
い
う
が
い
い
」
と
言
う
の
と

同
じ
不
自
然
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。 

 

　
　
　

　

ま
た
、
本
文
に
は
別
に
「
子
供
ぢ
や
け
え
、
瓢へ

う

い
う
た
ら
、

か
う
云
ふ
ん
で
な
か
に
や
あ
氣
に
入
ら
ん
も
ん
と
見
え
る
け

な
う
」
（
現
行
全
集
245
頁
16
行
目
）
と
い
う
、
清
兵
衛
に
奇

抜
な
形
の
瓢
簞
を
薦
め
た
人
物
の
発
言
も
み
え
る
。
こ
こ
で

は
確
か
に
〈
こ
う
い
う
瓢
簞
〉
は
「
か
う
云
ふ
ん
」
と
表
現

さ
れ
て
い
る
。

結
び

　

「
清
兵
衛
と
瓢
簞
」
の
本
文
に
は
「
尾
道
」
は
み
え
な
い
が
、

そ
の
会
話
文
の
修
訂
の
方
向
を
み
る
と
や
は
り
そ
の
先
に
あ

る
の
は
ま
ぎ
れ
も
な
く
「
尾
道
」
で
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ

う
。

　

ま
た
「
か
ふ
い
ふ
が
え
え
ん
ぢ
や
」（
新
仮
名
遣
い
で
は
「
こ

う
い
う
が
え
え
ん
じ
ゃ
」
。
）
は
、
現
在

新
の
『
志
賀
直
哉

全
集
』（
平
成
十
一
年
）
で
も
岩
波
文
庫
や
新
潮
文
庫
で
も
「
清

兵
衛
と
瓢
簞
」
の
本
文
の
一
部
と
し
て
取
り
入
れ
ら
れ
、
広

く
流
通
し
て
い
る
。
当
然
、
「
清
兵
衛
と
瓢
簞
」
研
究
に
お

い
て
も
「
か
ふ
い
ふ
が
え
え
ん
ぢ
や
」
が
引
か
れ
、
論
じ
ら

れ
て
い
る

）
10
（

。
だ
が
、
こ
れ
は
や
は
り
大
正
二
年
の
初
出
で
も
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大
正
六
年
の
作
品
集
初
収
本
文
で
も
存
在
し
た
「
ん
」
が
大

正
七
年
の
本
文
作
成
で
脱
落
し
て
生
ま
れ
た
一
文
で
あ
る
と

考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

「
か
ふ
い
ふ
が
エ
ヽ
ん
ぢ
や
」
が
妥
当
で
な
い
こ
と
は
、

尾
道
市
民
が
よ
く
知
っ
て
い
る
。

（
『
尾
道
大
学
日
本
文
学
論
叢
』
第
3
号
（
平
成
19
年
12
月
）
初
出
、

原
題
「
『
清
兵
衛
と
瓢
箪
』
の
会
話
文
」
、
一
部
改
）

注
（
１
） 

「
創
作
餘
談
」（
『
改
造
』
第
10
巻
第
7
号
、
昭
和
3
年
7
月
）

お
よ
び
「
暗
夜
行
路
草
稿
４
」
参
照
。
後
者
は
著
者
の
令
孫
、

志
賀
道
哉
氏
の
了
解
を
得
て
、
そ
の
画
像
が
初
め
て
「
「
暗

夜
行
路
草
稿
４
」
の
影
印
と
翻
字
」
（
『
尾
道
文
学
談
話
会

会
報
』
第
２
号
、
平
成
23
年
12
月
）
に
掲
載
さ
れ
た
。

（
２
） 

尾
道
大
学
地
域
総
合
セ
ン
タ
ー
主
催
の
第
2
回
「
尾
道
学

講
座
」
。
平
成
18
年
10
月
19
日
、
し
ま
な
み
交
流
館
大
会

議
室
で
開
催
。
拙
稿
「
志
賀
直
哉
と
尾
道
」
（
『
尾
道
の
芸

術
文
化
』
、
尾
道
大
学
地
域
総
合
セ
ン
タ
ー
叢
書
１
、
平

成
19
年
年
10
月
）
参
照
。　
　
　

（
３
） 

甲
と
乙
に
お
け
る
異
同
の
詳
細
は
末
尾
の
表
の
通
り
。
当

初
は
、
初
出
本
文
（
甲
）
と
そ
の
後
の
単
行
本
所
収
本
文

（
乙
）
と
い
う
分
け
方
で
著
者
の
修
訂
の
様
態
を
見
る
こ

と
が
可
能
だ
と
考
え
て
い
た
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
尾
道

市
民
へ
の
質
問
を
通
じ
て
、
乙
と
し
て
一
括
し
た
『
大
津

順
吉
』
所
収
本
文
と
『
夜
の
光
』
所
収
本
文
と
の
間
の
異

同
も
看
過
で
き
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
。

（
４
） 

拙
稿
「
志
賀
直
哉
「
清
兵
衛
と
瓢
簞
」
考
（
上
）―

テ
ク

ス
ト
の
変
遷
と
あ
る
瓢
簞
の
〈
旅
〉―

」
（
『
尾
道
大
学
芸

術
文
化
学
部
紀
要
』
第
５
号
、
平
成
18
年
3
月
）

（
５
） 

詳
し
く
い
え
ば
、
志
賀
直
哉
が
「
尾
の
道
」
の
「
停
車
場
」

に
到
着
し
た
の
は
、『
旅
行
案
内
』
な
ど
か
ら
推
測
す
る
と
、

大
正
元
年
十
一
月
十
日
（
日
）
の
午
後
「
十
一
時
十
分
頃
」

で
あ
ろ
う
。
（
２
）
に
示
し
た
拙
稿
「
志
賀
直
哉
と
尾
道
」

参
照
。

（
６
）　

甲
と
乙
の
会
話
文
は
、
ア
ッ
ト
ラ
ン
ダ
ム
に
上
下
に
置
き
、

出
席
さ
れ
た
方
に
選
ん
で
も
ら
っ
た
。

（
７
）　

(2)
と
同
じ
場
面
で
の
清
兵
衛
の
発
言
に
、
「
屹
度
誰
に
も
賣

ら
ん
と
い
て
、
つ
か
わ
つ
し
え
の
う
」
（
初
出
）
が
あ
り
、

こ
れ
も
(2)
と
同
様
に
『
大
津
順
吉
』
所
収
本
文
で
「
つ
か

あ
せ
え
の
う
」
と
改
め
ら
れ
て
い
る
。

（
８
） 
（
３
）
の
校
異
表
「
甲
と
乙
の
異
同
」（
★
印
の
項
）
参
照
。

（
９
） 

（
３
）
の
校
異
表
「
甲
と
乙
の
異
同
」
（
(1)
の
項
）
参
照
。

（
10
） 

池
内
輝
雄
「
志
賀
直
哉
『
清
兵
衛
と
瓢
箪
』
論
」
（
『
日
本



甲

乙 
 

『
讀
賣
新
聞
』
初
出
本
文

 

　
　
　
　

（
大
正
２
年
）

 

『
大
津
順
吉
』
所
収
本
文

　
　
　
　
　

（
大
正
６
年
）

 

『
夜
の
光
』
所
収
本
文

　
　
　
　
　

（
大
正
７
年
）

(1)

か
ふ
い
ふ
ん
が
エ
ヽ
ん
ぢ
や

〃

か
ふ
い
ふ
が
エ
ヽ
ん
ぢ
や

(2)

ち
よ
つ
と
、
見
せ
て
つ
か
わ
つ

し
え
な

ち
よ
つ
と
、
見
せ
て
つ
か
あ

せ
え
な

〃

(3)

十
錢
に
ま
け
と
き
や
す

十
錢
に
ま
け
と
き
や
ん
せ
う

〃

★

賣
ら
ん
と
い
て

〃

賣
ら
ん
と
い
つ
て

(4)

直
ぐ
錢
持
つ
て
來
や
す
け
え

直
ぐ
錢
持
つ
て
來
や
ん
す
け

え

〃

－ 66－

近
代
文
学
』
第
37
集
、
昭
和
62
年
10
月
）

　
　
　

甲
と
乙
の
異
同

―

て
ら
そ
ま
・
ま
さ
と　

日
本
文
学
科
教
授―




