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「
友
情
」
の
あ
り
方
か
ら
読
む
「
木
曾
の
最
期
」

小
助
川
元
太

古
典
指
導
の
ヒ
ン
ト

一　

は
じ
め
に

　

古
典
の
授
業
は
文
法
解
説
と
口
語
訳
だ
け
の

つ
ま
ら
な
い
も
の
だ
と
思
っ
て
い
る
生
徒
は
多

い
。
そ
の
よ
う
な
生
徒
た
ち
に
、
古
典
文
学
の

面
白
さ
を
伝
え
た
い
。
そ
こ
で
、
文
法
解
説
を

最
小
限
に
抑
え
、
授
業
の
中
心
を
作
品
テ
ー
マ

の
考
察
に
絞
っ
て
み
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
本

稿
で
は
、「
国
語
総
合
」
の
定
番
教
材
で
あ
る

『
平
家
物
語
』「
木
曾
の
最
期
」
を
、
生
徒
た
ち

に
と
っ
て
身
近
な
テ
ー
マ
で
あ
る
「
友
情
」
の

あ
り
方
か
ら
読
ん
で
み
た
い
。

二 

「
木
曾
の
最
期
」
で
描
か
れ
る
「
友
情
」

　
「
木
曾
の
最
期
」
は
、
栄
華
を
極
め
た
平
家

一
門
を
都
か
ら
追
い
出
し
、
一
時
は
天
下
を

取
っ
た
か
に
見
え
た
木
曾
（
源
）
義
仲
が
、
源

頼
朝
の
派
遣
し
た
軍
勢
に
よ
っ
て
追
い
つ
め
ら

れ
、
討
ち
取
ら
れ
て
し
ま
う
場
面
で
あ
る
。
主

従
二
騎
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
義
仲
と
今
井
四
郎

兼
平
の
や
り
と
り
が
中
心
と
な
る
が
、
そ
こ
に

は
当
時
の
武
士
特
有
の
価
値
観
と
と
も
に
、
現

代
に
も
通
用
す
る
人
と
人
と
の
心
の
絆
が
、
簡

潔
な
表
現
の
中
に
も
細
や
か
に
描
か
れ
て
い
る
。

　

絶
体
絶
命
と
な
っ
た
義
仲
と
今
井
に
残
さ
れ

た
道
は
、
討
ち
死
に
す
る
か
、
自
害
す
る
か
で

あ
る
。『
平
家
物
語
』
に
は
、
し
ば
し
ば
「
名

を
惜
し
む
（
＝
不
名
誉
を
恐
れ
る
）」
武
士
の

姿
が
描
か
れ
る
（
た
と
え
ば
、
巻
一
一
「
弓

流
」
で
は
、
戦
の
最
中
に
海
に
弓
を
落
と
し
て

し
ま
っ
た
源
義
経
が
、
弓
の
尫お
う

弱じ
ゃ
く
さ
を
敵
に

嘲
笑
さ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
、
命
が
け
で
そ
れ
を

拾
う
姿
が
描
か
れ
る
）。
こ
の
場
合
、
義
仲
が

「
名
を
惜
し
む
」
な
ら
ば
、
最
良
の
選
択
は
自

害
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
今
井
が
「
日
ご
ろ
は

何
と
も
覚
え
ぬ
鎧
が
今
日
は
重
う
な
つ
た
る
ぞ

や
。」
と
弱
音
を
吐
く
義
仲
を
「
御
身
も
い
ま

だ
疲
れ
さ
せ
た
ま
は
ず
。」
と
励
ま
し
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
義
仲
が
と
も
に
戦
う
こ
と
を
望

ん
だ
と
き
に
「
御
身
は
疲
れ
さ
せ
た
ま
ひ
て
候

ふ
」
と
相
反
す
る
指
摘
を
し
た
の
は
、
義
仲
に

自
害
を
勧
め
る
た
め
で
あ
っ
た
。
そ
こ
か
ら
垣

間
見
え
る
の
は
、
ひ
た
す
ら
に
義
仲
の
名
誉
を

守
り
た
い
と
願
う
今
井
の
「
友
情
」
で
あ
る
。

三　

今
井
の
立
場
に
な
っ
て
考
え
さ
せ
る

　

相
手
に
自
害
を
勧
め
る
こ
と
が
「
友
情
」
で

あ
る
と
い
う
の
は
、
現
代
を
生
き
る
生
徒
た
ち

に
と
っ
て
は
や
や
受
け
入
れ
が
た
い
価
値
観
か

も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
こ
の
時
代
、
名
の
あ
る

武
士
が
名
も
な
き
雑
兵
に
首
を
取
ら
れ
る
こ
と

は
、
後
々
ま
で
残
る
恥
で
あ
り
、
名
誉
を
保
持

す
る
た
め
に
は
、
討
ち
取
ら
れ
る
前
に
自
害
す

る
必
要
が
あ
っ
た
。
こ
の
と
き
の
今
井
が
最
も

恐
れ
た
の
は
、
自
分
が
大
切
に
思
う
義
仲
が
不

名
誉
な
最
期
を
遂
げ
、
後
の
世
の
者
た
ち
に
嘲

笑
さ
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
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触
れ
る
た
め
に
は
、
言
葉
の
壁
を
乗
り
越
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
厳
し
い
現
実
も
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
自
力
で
言
葉
の
壁
を
乗
り
越
え

る
た
め
の
ス
キ
ル
、
す
な
わ
ち
文
法
や
語
彙
を

身
に
つ
け
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
読
め
な

か
っ
た
も
の
が
読
め
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
知

的
な
喜
び
を
味
わ
わ
せ
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ

ろ
う
し
、
文
法
的
な
違
い
が
作
品
の
重
要
な
解

釈
に
関
わ
っ
て
く
る
こ
と
に
気
づ
か
せ
る
こ
と

も
で
き
る
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
品
詞
分
解
や
口

語
訳
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
が
全
く
必
要
の
な
い
も

の
だ
と
は
思
わ
な
い
。

　

だ
が
、
内
容
の
面
白
さ
に
触
れ
る
こ
と
な
く
、

そ
う
し
た
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
に
終
始
す
る
だ
け
で

は
、
生
徒
た
ち
は
ま
す
ま
す
古
典
か
ら
離
れ
て

行
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

　

古
典
を
読
む
楽
し
さ
は
、
今
を
生
き
る
我
々

が
、
何
百
年
も
前
の
人
と
繋
が
る
こ
と
の
で
き

る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
生
徒
た
ち
に
古
典
文
学
が

読
む
価
値
の
あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て

も
ら
う
に
は
、
ま
ず
、
そ
れ
を
扱
う
教
員
自
身

が
「
教
科
書
の
古
典
は
つ
ま
ら
な
い
」
と
決
め

つ
け
ず
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
に
向
き
合
っ
て

み
て
、
そ
の
面
白
さ
を
発
見
す
る
必
要
が
あ
ろ

う
。
そ
れ
が
古
典
嫌
い
の
生
徒
を
減
ら
す
た
め

の
一
歩
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
こ
す
け
が
わ 

が
ん
た
・
愛
媛
大
学
）

が
行
き
が
ち
で
あ
る
が
、
よ
り
作
品
を
深
く
読

む
た
め
に
、
義
仲
の
言
動
に
も
注
目
さ
せ
た
い
。

　

義
仲
の
望
み
は
、
生
死
を
と
も
に
す
る
と
誓

い
合
っ
た
親
友
今
井
と
と
も
に
死
ぬ
こ
と
で

あ
っ
た
。
こ
の
と
き
の
義
仲
に
と
っ
て
は
、
名

誉
な
ど
ど
う
で
も
よ
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の

彼
が
今
井
の
説
得
に
応
じ
た
の
は
な
ぜ
な
の
か

を
考
え
さ
せ
て
み
た
い
。

　

具
体
的
に
は
、

「
も
し
自
分
が
義
仲
の
立
場
で
あ
っ
た
ら
、

１
．
今
井
の
説
得
に
応
じ
て
、
一
人
で
自
害

に
向
か
う
。

２
．
今
井
の
説
得
に
従
わ
ず
、
一
緒
に
戦
う
。

の
い
ず
れ
を
選
択
し
た
だ
ろ
う
か
」

と
い
う
発
問
を
し
て
、
小
集
団
で
の
話
し
合
い

を
さ
せ
て
み
る
と
、
今
井
の
義
仲
に
対
す
る

「
友
情
」
だ
け
で
は
な
く
、
義
仲
の
今
井
に
対

す
る
「
友
情
」
に
も
目
を
向
け
る
こ
と
が
で
き
、

二
人
の
「
友
情
」
の
あ
り
方
へ
の
理
解
が
よ
り

深
ま
る
で
あ
ろ
う
。

五　

お
わ
り
に

　

よ
く
「
教
科
書
の
古
典
は
つ
ま
ら
な
い
」
と

い
う
話
を
聞
く
。
た
し
か
に
教
科
書
に
は
さ
ま

ざ
ま
な
制
約
が
あ
る
た
め
、
掲
載
で
き
る
作
品

は
限
ら
れ
て
く
る
。
し
か
も
、
古
典
の
世
界
に

　

そ
う
し
た
背
景
を
押
さ
え
た
上
で
、
生
徒
に

は
、

「
も
し
自
分
が
今
井
の
立
場
で
あ
っ
た
ら
、

１
．
義
仲
の
願
い
を
聞
き
入
れ
て
、
と
も
に

討
ち
死
に
す
る
。

２
．
あ
く
ま
で
も
義
仲
に
自
害
を
勧
め
る
。

の
い
ず
れ
を
選
択
し
た
だ
ろ
う
か
」

と
い
う
発
問
を
し
て
み
た
い
。

　

こ
の
場
合
、
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
を

導
入
す
る
と
、
よ
り
効
果
的
で
あ
る
。
ア
ク

テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
と
い
っ
て
も
、
四
～
五

人
と
い
っ
た
小
集
団
グ
ル
ー
プ
に
分
け
て
、
そ

れ
ぞ
れ
の
選
択
と
そ
の
理
由
を
発
表
さ
せ
る
と

い
う
簡
単
な
方
法
で
良
い
。
生
徒
同
士
の
意
見

交
換
の
中
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
考
え
る
「
友
情
」

の
あ
り
方
の
違
い
が
見
え
た
り
、
こ
の
と
き
の

今
井
の
切
実
な
思
い
に
気
づ
く
こ
と
が
で
き
た

り
す
る
は
ず
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
作
品
で
描
か
れ
る
ド
ラ
マ
を
、

自
分
た
ち
の
問
題
と
し
て
読
む
こ
と
を
通
し
て
、

生
徒
た
ち
は
古
典
文
学
を
読
む
こ
と
が
決
し
て

無
意
味
な
こ
と
で
は
な
い
こ
と
に
気
づ
く
は
ず

で
あ
る
。

四　

義
仲
の
言
動
に
注
目
さ
せ
る

　

ま
た
、
本
場
面
で
は
今
井
の
言
動
の
み
に
目




