
大
活
劇
！ 

左
甚
五
郎

は
じ
め
に

　

左
甚
五
郎
に
つ
い
て
は
、こ
の
連
載
の
第
３

回
目
で
取
り
上
げ
、水
戸
黄
門
の
よ
う
な
庶

民
が
求
め
た
理
想
の
ヒ
ー
ロ
ー
で
あ
り
、虚

構
の
存
在
だ
と
述
べ
ま
し
た
。と
こ
ろ
が
案

に
反
し
て
、四
国
の
高
松
に
は
左
甚
五
郎
の

子
孫
を
名
の
る
左ひ
だ
り
こ
う
き
ょ

光
挙
な
る
人
物
が
い
た
の

で
す
。

　

左
氏
は
明
治
40
年（
１
９
０
７
）生
ま
れ
の

彫
刻
家
で
、昭
和
26
年（
１
９
５
１
）に
は
甚

五
郎
没
後
３
０
０
年
祭
を
挙
行
。そ
の
様
子

は
N
H
K
で
全
国
放
送
さ
れ
た
と
い
い
ま
す
。

さ
ら
に
昭
和
28
年
に
は
左
甚
五
郎
の「
実

説
」で
あ
る『
名
め
い
し
ょ
う
ひ
だ
り
こ
が
た
な

匠
左
小
刀
』を
刊
行
し
ま

し
た
。こ
れ
は
５
５
０
頁
を
超
え
る
大
作
で

あ
り
、そ
の
他
に
も
甚
五
郎
の
存
在
を
証
明

す
べ
く
種
々
の
論
考
を
発
表
し
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
左
氏
の
語
る
実
説
左
甚
五
郎

『
名
匠
左
小
刀
』を
要
約
で
ご
紹
介
し
ま

し
ょ
う
。ち
な
み
に
、昭
和
34
年（
１
９
５
９
）

に
刊
行
さ
れ
た
河
出
書
房
新
社
の『
日
本
歴

史
大
辞
典
』で
は
、こ
の
左
氏
の
著
書
を
も

と
に
、「
左
甚
五
郎
」の
項
目
が
執
筆
さ
れ
ま

し
た
。

『
名
匠
左
小
刀
』の
要
約

　

―
左
甚
五
郎
は
、文
禄
３
年（
１
５
９
４
）

12
月
26
日
に
足
利
家
の
重
臣
の
子
と
し
て
播

州
明
石
に
生
ま
れ
た
。父
は
幼
い
甚
五
郎
を

残
し
て
亡
く
な
っ
た
た
め
、飛
騨
高
山
の
城
下

に
住
む
叔
父
の
河
合
忠
左
衛
門
に
預
け
ら
れ
、

築
城
学
や
剣
術
を
学
ん
だ
。

　

あ
る
日
、甚
五
郎
が
飛
騨
国
分
寺
の
境
内

で
雪
の
仁
王
像
を
作
っ
て
い
る
と
、禁き
ん
り裏

※
１
御

用
大
工
の
遊
左
与
平
次
の
目
に
と
ま
っ
た
。甚

五
郎
は
弟
子
と
な
っ
て
京
に
上
り
、９
年
の
後

に
大だ
い

伽が

藍ら
ん
の
建
立
に
も
携
わ
る
若
棟
梁
と
な

り
、畿
内
第
一
と
大
し
た
評
判
に
な
っ
た
。ま

た
、竹
で
つ
く
っ
た
花
開
く
水
仙
の
彫
刻
に

よ
っ
て
、天
皇
か
ら「
天
下
一
」の
称
号
を
許
さ

れ
た
。

　

そ
の
後
、甚
五
郎
は
、江
戸
城
設
計
並
び
に

大
改
築
の
下
命
を
受
け
た
が
、棟
梁
の
座
を

奪
わ
れ
た
中
井
遠と
お
と
う
み
の江
守か
み
の
子
分
に
襲
わ
れ
、

こ
れ
を
返
り
討
ち
に
し
た
。

　

大
改
築
が
完
成
す
る
と
、地
下
の
抜
け
道

を
は
じ
め
、江
戸
城
の
秘
密
を
知
る
甚
五
郎

を
暗
殺
し
よ
う
と
、旗
本
た
ち
が
襲
っ
て
き
た

が
、こ
れ
も
返
り
討
ち
に
し
た
。

　

老
中
土
井
利
勝
は
旗
本
を
討
っ
た
甚
五

郎
を
捨
て
置
け
ず
、死
ん
だ
も
の
と
し
て

娘
婿
の
生い
こ
ま駒
讃さ
ぬ
き
の
か
み

岐
守
の
国
元
で
あ
る
讃
岐

高
松
へ
３
年
間
亡
命
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
。

『
嬉き
ゆ
う
し
ょ
う
ら
ん

遊
笑
覧
』な
ど
に
出
る
左
甚
五
郎
の

年
譜
は
、こ
の
江
戸
亡
命
の
日
、寛
永
11
年

（
１
６
３
４
）4
月
26
日
を
死
去
の
日
と
し
て

い
る
。―

　

こ
の
後
、寛
永
16
年
春
に
、生
駒
藩
が

改か
い

易え
き

※
２
に
な
っ
た
た
め
、甚
五
郎
は
京
都
に
引

き
上
げ
る
こ
と
と
な
り
、寛
永
19
年
２
月
に

松
平
頼
重
が
讃
岐
高
松
に
移
封
さ
れ
る
に
及

ん
で
、再
び
客
分
棟
梁
と
し
て
迎
え
ら
れ
、慶

安
４
年（
１
６
５
１
）12
月
29
日
に
58
歳
に
て

波
乱
の
一
生
を
閉
じ
た
…
と
い
う
こ
と
に
な
っ

て
い
ま
す
。そ
し
て
、左
甚
五
郎
の
名
は
讃
岐

で
３
代
ま
で
世
襲
さ
れ
、左
光
挙
氏
は
７
代

目
と
い
う
こ
と
に
な
る
そ
う
で
す
。

鑿ノ
ミ

の
二
刀
流

　

さ
て
、上
記
の
よ
う
に『
名
匠
左
小
刀
』に

は
、甚
五
郎
が
度
重
な
る
刺
客
を
返
り
討
ち

に
し
た
と
い
う
場
面
が
あ
り
ま
す
の
で
、抜

き
出
し
て
み
ま
し
ょ
う
。そ
れ
は
、甚
五
郎
が

駕か

籠ご

に
揺
ら
れ
て
の
帰
り
道
の
こ
と
。突
然
、

暗
闇
か
ら
怪
し
い
人
影
が
バ
ラ
バ
ラ
と
飛
び

出
し
て
き
ま
し
た
。

「
何
故
、こ
の
甚
五
郎
の
命
を
…
」

「
江
戸
城
の
完
成
を
見
た
今
日
、そ
の
設
計

棟
梁
の
甚
五
郎
、こ
の
世
に
在
る
は
幕
府
の

不ふ

為た
め

じ
ゃ
」

甚
五
郎
は
い
つ
の
ま
に
か
両
手
に
例
の
西
陣

の
名
刀
匠
埋う
め
た
だ
み
ょ
う
じ
ゅ

忠
明
寿
の
作
っ
た
大
小
の
鑿

を
握
り
…
富
田
流
の
剣
法
、鵜
の
毛
で
突

く
程
の
隙
も
見
え
な
い
。

「
そ
れ
つ
、各
々
一
斉
に
か
か
ら
れ
つ
ー
。」

あ
わ
や
真
二
つ
と
思
っ
た
瞬
間
、甚
五
郎
は

弾
丸
の
ご
と
く
相
手
の
手
許
に
飛
び
込
ん
で

脾ひ

腹ば
ら

を
つ
い
た
。そ
の
か
え
す
鑿
で
、横
よ
り

つ
い
て
か
か
る
無
頼
漢
の
喉
を
掻
き
切
っ
た

の
で
声
も
た
て
ず
に
打
ち
倒
れ
た
。…

　

こ
う
し
て
甚
五
郎
は
、な
ん
と
両
手
に
持
っ

た
ノ
ミ
を
武
器
に
、大
刀
を
持
つ
数
人
を
返

り
討
ち
に
し
て
し
ま
う
の
で
す
。

中
井
遠
江
守

　

こ
の
他
、作
中
に
は
甚
五
郎
の
敵
役
と
し
て
、

幕
府
の
棟
梁
の
中
井
遠
江
守
正
清
な
る
人
物

が
登
場
し
ま
す
。お
そ
ら
く
こ
れ
は
実
在
し

た
大
工
頭
の
中
井
大や

ま
と
の
か
み

和
守
正ま

さ
き
よ清

の
こ
と
だ
と

思
い
ま
す
が
、実
説
だ
と
言
う
の
に
な
ぜ「
大

和
守
」が「
遠
江
守
」に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
。

ま
た
、作
中
の
遠
江
守
は
幕
府
の
棟
梁
と
い

う
よ
り
も
、博
徒
の
親
分
の
よ
う
で
、ほ
と
ん

ど
股ま
た

旅た
び

物も
の
の
悪
役
で
す
。

　

そ
れ
に
し
て
も
、先
に
紹
介
し
た『
日
本

歴
史
大
辞
典
』の
執
筆
者
は
、こ
れ
を
読
ん

で
何
の
疑
問
も
も
た
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う

か
。私
は
ど
こ
ま
で
本
気
だ
っ
た
の
か
と
、首

を
ひ
ね
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
が
、作
中
で
は

「
閑か
ん
わ
き
ゅ
う
だ
い

話
休
題
」
と
し
て
事
実
で
あ
る
こ
と

を
強
調
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
た
び
た
び
挟
み
、

さ
ら
に
後
年
に
出
版
し
た
ほ
ぼ
同
じ
内
容
の

『
名
工
左
甚
五
郎
の
一
生
』で
は
、左
氏
に
異

議
を
と
な
え
た
建
築
史
家
に
真
っ
向
か
ら
反

論
す
る
な
ど
、大
ま
じ
め
だ
っ
た
よ
う
で
す
。

建
築
史
家
・
伊
藤
て
い
じ

　

さ
て
、そ
の
左
氏
に
異
議
を
唱
え
た
建
築

史
家
と
は
、民
家
研
究
な
ど
で
有
名
な
伊
藤

て
い
じ
氏
な
の
で
す
が
、下
記
の
よ
う
な
不
審

点
を
挙
げ
て
い
ま
す
。

①	

生
駒
家
の
二
つ
の
史
料
に「
甚
五
郎
」の

名
が
あ
る
こ
と
が
、左
甚
五
郎
実
在
の

最
大
の
根
拠
と
し
て
い
る
が
、そ
の「
甚

五
郎
」が
左
甚
五
郎
と
い
う
証
拠
は
な

い
。（
詳
細
は
後
述
し
ま
す
）

②	

３
代
に
わ
た
っ
て
甚
五
郎
の
名
が
受
け

継
が
れ
た
の
に
、棟
札
な
ど
に
そ
の
名
が

現
れ
た
こ
と
が
な
い
。

③	

左
家
に
伝
わ
る
と
い
う
系
図
は
、３
代

目
と
４
代
目
の
間
に
64
年
の
開
き
が

あ
っ
て
不
自
然
で
あ
る
。

飛
騨
郷
土
史
家
・
菱ひ
し
む
ら村
正ま
さ
ふ
み文

　

伊
藤
氏
の
他
に
、飛
騨
郷
土
史
家
の
菱
村

正
文
氏
は
、甚
五
郎
の
叔
父
の
河
合
忠
左
衛

門
や
、師
匠
で
あ
る
遊
左
与
平
次
が
飛
騨
に

い
た
記
録
が
な
い
、な
ど
と
飛
騨
史
に
関
連

の
あ
る
５
つ
の
重
大
な
疑
問
点
を
挙
げ
た
後
、

「
こ
の
外
に
も
左
論
考
の
中
に
幾
つ
か
不
審

点
が
あ
る
。し
か
し
そ
れ
ら
は
飛
騨
史
の
上

か
ら
は
ど
う
で
も
よ
い
こ
と
な
の
で
割
愛
す

る
」と
言
い
捨
て
て
い
ま
す
。

生
駒
家
分
限
帳
※
３

と

生
駒
家
士
分
限
帳

　

さ
て
、伊
藤
氏
の
挙
げ
た
不
審
点
①
で
触

れ
ま
し
た
が
、左
氏
は
寛
永
11
年
の「
生
駒

家
分
限
帳
」と
寛
永
16
年
の「
生
駒
家
士
分

限
帳
」の
二
つ
の
史
料
に「
甚
五
郎
」の
名
が
あ

る
こ
と
に
つ
い
て
、「
甚
五
郎
が
大
工
頭
と
し

て
七
年
間
を
仕
え
た
左
甚
五
郎
在
世
中
の

記
録
で
あ
り
、在
藩
中
の
生
き
た
藩
の
公
文

書
の
記
録
と
し
て
、甚
五
郎
が
実
在
の
大
工

頭
で
あ
る
事
と
そ
の
年
代
を
正
確
に
立
証
す

る
記
録
と
し
て
、こ
れ
以
上
完
璧
な
證
明
は

な
い
」と
、ま
さ
に
最
重
要
の
典
拠
史
料
だ
と

述
べ
て
い
る
の
で
す
。

　

そ
れ
で
は
、こ
の
二
つ
の
史
料
を
見
て
み
ま

し
ょ
う
。左
氏
は『
考
証
左
甚
考
』の
中
で
、

そ
れ
ぞ
れ
が
採
録
さ
れ
て
い
る
書
名
の
み
な

ら
ず
、甚
五
郎
の
名
が
あ
る
ペ
ー
ジ
数
ま
で

教
え
て
く
れ
て
い
ま
す
。そ
れ
に
よ
る
と
寛

永
11
年
の
方
は
、『
西
讃
府
志
』の
１
０
４
６

P
、寛
永
16
年
は『
真
書
讃
岐
生
駒
記
』の

１
２
７
P
。こ
れ
ら
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の

「
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」で

気
軽
に
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

寛
永
11
年
？　

船
大
工
？

　

そ
し
て
、こ
れ
ら
を
見
る
と
確
か
に
数
人
の

「
大
工
頭
」の
中
に「
甚
五
郎
」の
名
が
あ
り

ま
す
。し
か
し
、こ
れ
だ
け
で
は
伊
藤
て
い
じ

氏
の
言
う
よ
う
に
、こ
の「
甚
五
郎
」が
左
甚

五
郎
か
判
る
は
ず
が
あ
り
ま
せ
ん
。そ
れ
に

加
え
、「
寛
永
11
年
」の
方
は
作
成
年
不
明
で

あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

　

な
ぜ
な
ら
最
後
に「
末
尾
破
損
シ
テ
奥
書

無
ケ
レ
バ
何
レ
ノ
年
何
レ
ノ
人
ノ
モ
ノ
セ
シ
ト

云
フ
コ
ト
ハ
今
定
カ
ナ
ラ
ネ
ド
…
」と
あ
り
、

お
そ
ら
く
寛
永
10
年
前
後
だ
ろ
う
と
推
測

し
て
い
ま
す
。こ
う
し
た
注
が
あ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、な
ぜ
か
左
氏
は
こ
の
史
料
が
寛
永

11
年
の
も
の
だ
と
言
い
切
っ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、そ
れ
よ
り
も
問
題
な
の
は
、甚
五

郎
は「
船
大
工
」だ
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で

す
。堂
宮
大
工
や
彫
物
大
工
と
し
て
天
下
一の

称
号
を
得
た
は
ず
の
甚
五
郎
が
、亡
命
し
た

と
は
い
え「
船
大
工
」と
記
さ
れ
た
理
由
は
何

な
の
か
。そ
れ
に
つ
い
て
、左
氏
は
一
切
触
れ
て

い
ま
せ
ん
。

お
わ
り
に

　

察
す
る
に
左
氏
に
と
っ
て
、左
甚
五
郎
の
子

孫
で
あ
る
と
い
う
家
伝
は
何
よ
り
の
誇
り
で

あ
り
、ま
ぎ
れ
も
な
い
史
実
だ
っ
た
の
で
し
ょ

う
。そ
れ
ゆ
え
、生
駒
家
の
二
つ
の
史
料
に「
甚

五
郎
」の
名
を
見
た
と
き
、犯
し
が
た
い
証
拠

と
し
て
妄も
う

信し
ん

し
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

ま
あ
、そ
こ
ま
で
は
わ
か
ら
な
く
も
な
い
の

で
す
が
、な
ぜ
現
実
離
れ
し
た「
実
説
」ま
で

作
成
し
て
し
ま
っ
た
の
か
。私
は
今
回
の『
名

匠
左
小
刀
』を
読
ん
で
い
て
、あ
る
空
手
家
の

物
語
を
思
い
浮
か
べ
ま
し
た
。彼
の
武
勇
伝
は

マ
ン
ガ
と
し
て
連
載
さ
れ
、多
く
の
少
年
た
ち

を
熱
狂
さ
せ
ま
し
た
。作
中
で
は『
名
匠
左

小
刀
』と
同
じ
く
、た
び
た
び
事
実
で
あ
る
こ

と
が
強
調
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、後
年
に
な
っ

て
ほ
と
ん
ど
が
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
だ
と
関
係
者
が

明
ら
か
に
し
て
い
ま
す
。し
か
し
、真
偽
は
別

と
し
て
、こ
の
漫
画
に
よ
っ
て
、そ
の
空
手
家
の

流
派
は
広
く
知
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

前
回
ご
紹
介
し
た
山
口
裕
造
氏
の
岩
永

三
五
郎
の
一
代
記
も
そ
う
で
し
た
が
、こ
う
し

た「
実
説
」は
昭
和
時
代
の
あ
る
種
の
Ｐ
Ｒ
戦

略
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。ま
あ
、現
在
の
よ

う
に
些
細
な
誤
り
で
も
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
炎
上
し
て

し
ま
う
世
の
中
で
は
、な
か
な
か
難
し
い
の
で

し
ょ
う
が
。

（
文
：
江
口
知
秀
）
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左光挙氏（『名工左甚五郎の一生』より転載）

『名工左甚五郎の一生』の挿絵　刺客の脾腹を弾丸のように突いている左甚
五郎　左光挙氏画（『名工左甚五郎の一生』より転載）

左氏が寛永11年のものだという「生
駒家分限帳」より。船大工・八右衛門
のとなりに、同（船大工）甚五郎とある

※1 禁裏：天皇の住居　　※2 改易：所領や役職を取り上げること　　※3 分限帳：大名が作成した家臣団の名簿
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