
（
一
）
は
じ
め
に

近
松
姦
通
浄
瑠
璃
と
称
さ
れ
る
作
品
に
は
、「
堀
川
波
鼓
」（
宝
永
三
年
）、

「
大
経
師
昔
暦
」（
正
徳
五
年
）、「
鑓
の
権
三
重
帷
子
」（
享
保
二
年
）
が
あ
る
。

三
作
品
と
も
、
仕
組
ま
れ
た
姦
通
は
意
志
な
き
姦
通
と
い
わ
れ
、
自
分
に
意
志

が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
思
い
も
よ
ら
な
い
め
ぐ
り
あ
わ
せ
に
よ
っ
て
姦
通

の
罪
を
負
う
に
い
た
る
。
姦
通
浄
瑠
璃
を
比
較
し
た
論
考
に
は
、
横
山
正

氏
『
浄
瑠
璃
操
芝
居
の
研
究
』
第
四
章
第
三
節
と
諏
訪
春
雄
氏
『
近
松
世
話
浄

瑠
璃
の
研
究
』
第
十
三
章
が
あ
る
。
横
山
説
で
は
、

近
松
姦
通
浄
瑠
璃
の
共
通
形
式

実
説
並
び
に
浄
瑠
璃
以
外
の
姦
通
描
写

近
松
姦
通
浄
瑠
璃
の
特
性
と
展
開

の
三
点
を
あ
げ
て
詳
論
し
、

で
は
、
当
事
者
の
犯
罪
意
識
や
周
囲
の
者
の
悲

近
松
三
姦
通
浄
瑠
璃
の
方
法

四
五

惨
表
現
を
中
心
に
後
の
作
品
ほ
ど
深
刻
な
苦
悩
を
描
き
出
し
て
い
る
と
し
、
そ

れ
は
近
松
世
話
浄
瑠
璃
の
展
開
に
符
合
す
る
と
結
論
づ
け
て
い
る
。
諏
訪
説
で

は
、「
戯
曲
作
法
と
そ
の
類
型
」
と
題
す
る
論
文
の
な
か
で
、
作
品
の
構
成
や

手
法
を
比
較
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
姦
通
事
件
に
遭
遇
し
た
主
人
公
の
反
応

を
中
心
に
、
そ
の
後
の
行
動
や
劇
の
展
開
を
比
較
し
、
姦
通
浄
瑠
璃
の
方
法
と

そ
の
推
移
に
ま
で
論
を
及
ぼ
し
て
い
き
た
い
。

（
二
）
意
志
な
き
姦
通
と
主
人
公
の
反
応

三
作
品
で
は
、
す
べ
て
姦
通
の
出
来
事
を
上
巻
切
に
描
い
て
い
る
（「
鑓
の

権
三
重
帷
子
」
で
は
、
男
女
に
不
義
の
事
実
は
な
く
、
第
三
者
に
そ
の
証
拠
で

あ
る
帯
を
取
り
押
さ
え
ら
れ
る
）。
主
人
公
た
ち
は
、
不
義
に
陥
っ
た
あ
と
で

そ
の
事
実
に
お
の
の
い
て
い
る
。
事
件
の
実
際
と
い
う
の
は
、
意
志
な
き
姦
通

で
あ
る
か
ら
、
そ
の
現
実
と
対
峙
す
る
当
人
の
反
応
は
見
ど
こ
ろ
と
な
る
は
ず

近
松
三
姦
通
浄
瑠
璃
の
方
法

｜
｜
作
中
の
出
来
事
と
主
人
公
の
自
覚
｜
｜

早

川

久
美
子



で
あ
る
が
、「
鑓
の
権
三
重
帷
子
」
を
除
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
触
れ

て
い
な
い
。

最
初
の
「
堀
川
波
鼓
」
に
お
け
る
姦
通
は
、
酒
に
酔
っ
た
お
種
と
源
右
衛
門

が
契
り
を
結
ん
で
し
ま
う
。
そ
の
夜
更
け
、
お
種
は
門
の
戸
を
荒
く
た
た
く
音

に
よ
っ
て
目
を
覚
ま
し
、
そ
こ
で
初
め
て
自
分
の
不
義
に
気
づ
く
こ
と
と
な
る
。

そ
の
場
面
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

南
無
三
宝
浅
ま
し
や
床
右
衛
門
め
が
不
義
の
沙
汰
。
世
間
の
口
ど
め
せ
ん

た
め
に
わ
ざ
と
戯
れ
仕
掛
け
し
迄
。
慥
に
そ
れ
は
覚
し
が
其
後
は
酒
に
酔
。

夢
現
共
わ
き
ま
へ
ず
酒
を
止
ま
れ
と
常
々
に
。
妹
が
意
見
を
聞
入
ず
我
妻

な
ら
で
一
生
に
。
覚
へ
ぬ
男
の
肌
触
れ
て
身
を
汚
し
た
か
浅
ま
し
や
。
女

の
罪
の
第
一
に
て
未
来
は
お
ろ
か
此
世
の
恥
。
親
兄
弟
迄
名
を
捨
つ
る
身

を
い
か
に
せ
ん
悲
し
や
な
。
夢
に
な
つ
て
も
く
れ
よ
か
し
と
む
せ
び
。
あ

げ
て
ぞ
泣
い
た
る
。

お
種
は
狼
狽
し
な
が
ら
も
、
出
来
事
の
原
因
と
な
っ
た
酒
の
こ
と
や
床
右
衛

門
の
仕
業
に
触
れ
つ
つ
、
犯
し
て
し
ま
っ
た
罪
の
重
大
さ
を
嘆
い
て
い
る
。

ま
た
「
大
経
師
昔
暦
」
で
は
、
お
さ
ん
・
茂
兵
衛
が
そ
れ
ぞ
れ
相
手
を
取
り

違
え
た
ま
ま
不
義
に
陥
り
、
夜
明
け
を
迎
え
て
し
ま
う
。
夫
以
春
が
帰
宅
し
て
、

門
の
戸
を
険
し
く
た
た
け
ば
、
男
女
は
と
も
に
目
覚
め
て
、
や
は
り
自
分
の
罪

に
気
づ
く
。
そ
の
場
面
は
、

顔
を
見
合
す
夜
義
の
内
ヤ
ア
お
さ
ん
様
か
。
茂
兵
衛
か
。
は
あ
は
あ
ゝ

と
、
呆
然
自
失
で
あ
る
体
を
語
っ
て
上
巻
を
閉
じ
て
い
る
。
前
の
お
種
の
場
合

と
は
異
な
り
、
二
人
は
出
来
事
に
い
た
る
原
因
や
経
過
を
述
懐
す
る
こ
と
な
く
、

発
生
し
た
出
来
事
に
お
の
の
く
の
み
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
こ
で
「
曾
根
崎
心
中
」（
元
禄
十
六
年
）
と
そ
の
十
三
年
忌
追
善

作
と
推
定
さ
れ
る
「
生
玉
心
中
」（
正
徳
五
年
）
の
場
合
を
確
認
し
た
い
。
二

作
品
は
そ
れ
ぞ
れ
「
堀
川
波
鼓
」「
大
経
師
昔
暦
」
と
成
立
年
が
近
く
、
諏
訪

春
雄
氏
が
前
掲
書
第
十
五
章
で
詳
論
す
る
通
り
、「
曾
根
崎
心
中
」
生
玉
社
の

場
と
「
生
玉
心
中
」
上
巻
で
は
、
構
成
や
脚
色
が
よ
く
似
て
い
る
。
両
作
品
の

そ
の
最
後
の
部
分
に
は
、
出
来
事
に
対
す
る
主
人
公
の
反
応
が
描
か
れ
て
い
る
。

「
曾
根
崎
心
中
」
生
玉
社
の
場
切
で
は
、
九
平
次
に
大
金
を
騙
し
取
ら
れ
た

徳
兵
衛
が
、
打
ち
の
め
さ
れ
た
後
、
周
囲
の
人
々
に
向
か
っ
て
声
を
あ
げ
、
涙

な
が
ら
に
次
の
述
懐
を
し
て
い
る
。

い
づ
れ
も
の
手
前
も
面
目
な
し
恥
か
し
ゝ
。
ま
つ
た
く
此
徳
兵
衛
が
言
掛

け
し
た
る
で
さ
ら
に
な
し
。
日
ご
ろ
兄
弟
同
然
に
語
り
し
や
つ
が
こ
と
ゝ

い
ひ
。
一
生
の
恩
と
な
げ
き
し
ゆ
へ
。
明
日
七
日
此
銀
が
な
け
れ
ば
わ
れ

ら
も
死
な
ね
ば
な
ら
ぬ
。
命
代
り
の
銀
な
れ
共
互
ひ
の
こ
と
ゝ
役
に
た
ち
。

手
形
を
我
ら
が
手
で
か
ゝ
せ
。
印
判
据
へ
て
其
判
を
前
方
に
お
と
せ
し
と
。

町
内
へ
披
露
し
て
か
へ
つ
て
今
の
さ
か
ね
だ
れ
。
く
ち
お
し
や
無
念
や
な
。

此
ご
と
く
ふ
み
た
ゝ
か
れ
男
も
た
ゝ
ず
身
も
た
ゝ
ず
。
エ

さ
い
ぜ
ん
に

み
つ
き
。
食
ひ
付
い
て
な
り
と
も
死
な
ん
も
の
を
と
大
地
を
た
ゝ
き
歯

近
松
三
姦
通
浄
瑠
璃
の
方
法

四
六



が
み
を
な
し
。
こ
ぶ
し
を
に
ぎ
り
な
げ
き
し
は
。
道
理
と
も
笑
止
と
も
お

も
ひ
。
や
ら
れ
て
哀
れ
な
り
。

こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
原
道
生
氏
が
「
浄
瑠
璃
の
作
劇
法
」
の
な
か
で
、

徳
兵
衛
の
真
意
伝
達
の
願
望
に
よ
る
と
の
解
釈
を
示
し
て
い
る
。
述
懐
の
内
容

は
、
前
述
の
お
種
の
場
合
と
同
じ
く
、
出
来
事
の
原
因
や
経
過
で
あ
る
こ
と
が

わ
か
る
。
一
方
、「
生
玉
心
中
」
を
見
る
と
、
嘉
平
次
が
や
は
り
長
作
に
金
を

騙
し
取
ら
れ
た
あ
げ
く
、
打
ち
の
め
さ
れ
る
。
嘉
平
次
に
は
、
そ
の
時
、
徳
兵

衛
の
よ
う
な
述
懐
は
な
く
、

さ
が
は
心
も
く
ら
ま
ぎ
れ
。
な
ん
と
し
て
じ
や
何
処
に
じ
や
と
見
ま
わ
せ

は
ア

悲
し
。
平
は
鬢
も
か
き
み
だ
れ
乱
る
ゝ
雨
の
藤
の
陰
。
濡
れ
て
立

た
る
味
気
な
さ
勤
め
と
て
口
惜
し
い
。

と
嘉
平
次
が
一
人
取
り
残
さ
れ
て
、
雨
の
な
か
を
無
言
の
ま
ま
立
ち
つ
く
す
様

子
が
そ
れ
を
見
守
る
遊
女
さ
が
の
側
か
ら
語
ら
れ
て
い
る
。
嘉
平
次
が
出
来
事

に
つ
い
て
述
懐
し
て
い
な
い
点
は
、「
堀
川
波
鼓
」
と
は
異
な
り
、
成
立
年
が

近
い
「
大
経
師
昔
暦
」
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
。

さ
て
、
最
後
の
「
鑓
の
権
三
重
帷
子
」
で
は
、
権
三
・
お
さ
ゐ
の
二
人
が
夫

市
之
進
に
妻
敵
討
さ
れ
る
た
め
に
不
義
者
に
な
る
と
い
う
決
意
の
場
面
が
注
目

さ
れ
る
。
次
の
詞
章
は
、
不
義
の
証
拠
を
取
ら
れ
た
権
三
が
切
腹
し
よ
う
と
し

て
、
お
さ
ゐ
に
と
ど
め
ら
れ
る
そ
の
後
の
部
分
で
あ
る
。

お
さ
ゐ

エ

是
非
も
な
い
。
も
は
や
此
二
人
は
生
て
も
死
ん
で
も
廃
つ
た

近
松
三
姦
通
浄
瑠
璃
の
方
法

四
七

身
。
東
に
ご
ざ
る
市
之
進
殿
女
房
を
盗
ま
れ
た
と
。
後
指
を
さ
ゝ

れ
て
は
。
御
奉
公
は
お
ろ
か
。
人
に
面
は
合
さ
れ
ま
い
。
と
て
も

死
ぬ
べ
き
命
也
只
今
二
人
が
間
男
と
。
い
ふ
不
義
者
に
成
き
は
め

て
。
市
之
進
殿
に
討
れ
て
男
の
一
分
。
立
て
進
ぜ
て
下
さ
れ
た
ら
。

な
ふ
忝
け
な
か
ら
ふ

地
の
文

と
又
臥
沈
む
計
也
。

権
三

い
や
是
不
義
者
に
な
ら
ず
此
ま
ゝ
で
討
れ
て
も
。
市
之
進
殿
の
一

分
立
。
死
後
に
我
々
曇
り
な
い
名
を
す
ゝ
げ
は
。
二
人
も
共
に
一

分
立
。
い
か
に
し
て
も
間
男
に
成
極
る
は
口
お
し
い
。

お
さ
ゐ

ヲ

い
と
し
や
口
お
し
い
は
尤
な
れ
ど
。
跡
に
我
々
名
を
清
め
て

は
。
市
之
進
は
妻
敵
を
討
誤
り
。
二
度
の
恥
と
い
ふ
物
。
不
請
な

が
ら
今
爰
で
女
房
じ
や
夫
じ
や
と
。
一
言
い
ふ
て
下
さ
れ
思
は
ぬ

難
に
名
を
な
が
し
。
命
を
果
た
す
お
ま
へ
も
い
と
し
ひ
は
い
と
し

ひ
か
。
三
人
の
子
を
な
し
た
。
廾
年
の
馴
染
み
に
は
。
わ
し
や
代

へ
ぬ
ぞ

地
の
文

と
わ
つ
と
計
歎
。
く
づ
を
れ
見
え
け
れ
ば
。
権
三
も
無
念
の
男
泣
。

権
三

五
臓
六
腑
を
吐
き
出
し
鉄
の
熱
湯
が
。
咽
を
通
る
苦
し
み
よ
り
主

の
有
女
房
を
。
我
女
房
と
い
ふ
苦
患
百
倍
千
倍
無
念
な
が
ら
。
こ

う
な
り
く
だ
つ
た
武
運
の
尽
是
非
か
な
い
。
権
三
が
女
房
。

お
さ
ゐ

お
ま
へ
は
夫
。



権
三
か

エ

い
ま

し
い

地
の
文

と
す
が
り
合
泣
よ
り
。
外
の
こ
と
ぞ
な
き
。

前
の
「
堀
川
波
鼓
」「
大
経
師
昔
暦
」
で
は
、
不
義
に
陥
っ
た
後
、
そ
れ
ぞ

れ
主
人
公
が
自
分
の
置
か
れ
た
状
況
を
自
覚
す
る
の
に
対
し
、
こ
こ
で
は
男
女

が
会
話
を
進
め
て
ゆ
く
こ
と
よ
っ
て
新
た
な
状
況
を
作
り
出
し
て
い
る
と
い
う

違
い
が
あ
る
。

従
来
の
研
究
で
は
、
そ
の
場
面
は
見
せ
場
で
あ
り
、
妻
敵
討
に
は
必
要
で
あ

っ
た
と
し
な
が
ら
、
決
意
の
内
容
は
不
自
然
で
あ
る
と
い
う
の
が
お
お
よ
そ
の

見
方
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
廣
末
保
氏
は
『
近
松
序
説
』
で
、「
世
話
悲
劇
」

論
の
観
点
よ
り
、「
近
松
は
、
姦
通
そ
の
も
の
に
托
さ
れ
た
人
間
的
欲
求
を
普

遍
化
し
、
そ
れ
に
よ
つ
て
悲
劇
を
構
成
し
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
を
し
な
い
」
と

し
、
そ
の
場
面
を
「
瞬
間
的
に
盛
り
あ
げ
ら
れ
た
悲
劇
的
状
況
」
で
あ
る
と
い

う
。
ま
た
、
白
方
勝
氏
は
『
近
松
浄
瑠
璃
の
研
究
』
第
三
編
で
、「
一
分
と
義

理
の
方
法
」
と
い
う
観
点
よ
り
、
そ
の
決
意
を
人
間
性
を
歪
め
る
「
侍
の
一

分
」
に
よ
る
行
為
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

そ
の
場
面
を
解
釈
す
る
に
あ
た
っ
て
、
本
稿
で
は
「
鑓
の
権
三
重
帷
子
」
と

成
立
年
が
近
い
「
山
崎
与
次
兵
衛
寿
の
門
松
」（
享
保
三
年
）、「
博
多
小
女
郎

波
枕
」（
享
保
三
年
）
上
巻
切
の
決
意
を
見
せ
る
場
面
を
参
照
し
た
い
。
前
者

は
、
遊
女
あ
づ
ま
の
取
り
持
ち
に
よ
っ
て
、
与
次
兵
衛
が
難
与
平
に
、

与
平
殿
。
山
崎
に
は
兄
弟
有
と
此
与
次
兵
衛
御
心
便
に
思
召
せ

と
述
べ
て
、
自
分
か
ら
難
与
平
と
義
兄
弟
の
契
り
を
結
ぶ
。
後
者
は
、
遊
女
小

女
郎
の
勧
め
の
の
ち
、

惣
七
は
つ
と
打
う
な
づ
き
。
得
心
致
た
只
今
よ
り
仲
間
に
成
御
指
図
は
そ

む
く
ま
い
。
承
り
及
ふ
長
崎
に
は
物
の
固
め
に
血
酒
飲
と
や
。
偽
て
な
い

惣
七
が
心
底
。
腕
引
て
誓
ひ
を
見
せ
ん
と
。
片
肌
ぬ
げ
ば
ア

見
え
ま
し

た

。

と
い
う
通
り
、
こ
こ
で
は
惣
七
が
海
賊
に
対
し
て
自
ら
仲
間
入
り
を
承
諾
し
て

い
る
。
二
作
品
の
決
意
の
場
面
は
重
要
な
局
面
で
あ
り
、
ど
ち
ら
の
場
合
も
男

主
人
公
は
、
女
主
人
公
の
働
き
か
け
に
よ
っ
て
、
自
分
の
立
場
や
使
命
を
自
覚

し
て
い
る
と
見
て
さ
し
つ
か
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
権
三
が
お
さ
ゐ
の
働
き
か
け

に
よ
っ
て
妻
敵
に
な
る
こ
と
を
承
諾
す
る
場
面
も
そ
れ
と
同
様
に
考
え
る
こ
と

が
で
き
そ
う
で
あ
る
。

出
来
事
の
後
の
主
人
公
に
よ
る
自
覚
場
面
に
つ
い
て
は
、
従
来
の
研
究
で
は

触
れ
て
い
な
い
が
、
近
松
は
そ
れ
を
意
図
的
に
描
い
た
と
筆
者
は
考
え
る
。

「
堀
川
波
鼓
」
で
は
、
出
来
事
の
後
、
そ
の
原
因
や
経
過
を
述
懐
す
る
主
人
公

が
自
分
の
置
か
れ
た
状
況
を
自
覚
す
る
の
に
対
し
、
正
徳
期
の
「
大
経
師
昔

暦
」
と
な
る
と
、
述
懐
は
な
く
、
発
生
し
た
出
来
事
（
出
来
事
の
結
果
）
に
よ

っ
て
同
じ
く
状
況
を
自
覚
し
て
い
る
。「
曾
根
崎
心
中
」「
生
玉
心
中
」
の
場
合

に
つ
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
成
立
年
が
近
い
「
堀
川
波
鼓
」「
大
経
師
昔
暦
」
の

場
合
と
同
様
の
対
照
が
確
認
で
き
る
。
ま
た
、
最
後
の
「
鑓
の
権
三
重
帷
子
」

近
松
三
姦
通
浄
瑠
璃
の
方
法
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で
は
、
お
さ
ゐ
の
働
き
か
け
に
よ
っ
て
、
権
三
が
自
分
の
使
命
を
自
覚
す
る
に

い
た
る
。
こ
こ
で
は
、
主
人
公
の
自
覚
場
面
の
違
い
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、

そ
れ
が
世
話
浄
瑠
璃
の
展
開
上
、
捉
え
ら
れ
る
問
題
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

（
三
）
自
覚
後
の
行
動

図
ら
ず
も
不
義
を
犯
し
た
主
人
公
た
ち
は
、
そ
の
忌
ま
わ
し
い
現
実
を
自
分

自
身
の
問
題
と
し
て
受
け
止
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
近
松
は
そ
の
瞬
間
を
舞

台
上
に
く
み
上
げ
よ
う
と
し
、
そ
れ
を
当
事
者
に
よ
る
自
覚
と
し
て
描
出
し
て

い
る
。
こ
こ
で
は
、
先
学
の
研
究
に
よ
り
な
が
ら
、
そ
の
後
の
行
動
に
つ
い
て

考
え
て
み
た
い
。

「
堀
川
波
鼓
」
で
は
、
最
初
に
梗
概
を
確
認
す
る
。﹇
中
巻
﹈
彦
九
郎
の
屋
敷

で
は
、
江
戸
よ
り
帰
参
し
た
彦
九
郎
の
も
と
へ
、
諸
方
よ
り
お
種
の
不
義
を
知

ら
せ
る
真
苧
が
届
け
ら
れ
る
。
一
方
、
妹
お
藤
は
、
彦
九
郎
に
姉
を
離
縁
し
て
、

自
分
を
後
添
え
に
し
て
ほ
し
い
と
い
う
付
文
を
手
渡
す
。
お
種
は
そ
れ
を
目
撃

し
て
、
お
藤
を
打
擲
す
る
が
、
後
に
な
っ
て
、
そ
の
付
文
は
お
藤
が
姉
の
命
を

救
う
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
彦
九
郎
の
妹
ゆ
ら
が
お
種
の

不
義
を
告
げ
に
来
る
と
、
彦
九
郎
は
家
の
者
を
集
め
て
不
義
の
詮
議
を
す
る
。

お
種
は
罪
を
わ
び
て
自
ら
刃
を
胸
に
貫
く
。

先
学
は
、
お
種
に
よ
る
打
擲
に
照
射
を
あ
て
、
そ
の
場
面
の
成
立
や
お
種
の

性
格
を
説
い
て
き
た
。
廣
末
氏
は
『
近
松
序
説
』
の
な
か
で
、
そ
の
打
擲
に
関

近
松
三
姦
通
浄
瑠
璃
の
方
法

四
九

し
て
「
近
松
は
、
夫
へ
の
恋
情
を
書
き
、
さ
ら
に
、
そ
の
恋
情
ゆ
え
に
罪
の
意

識
を
も
越
え
て
夫
を
待
つ
お
種
を
書
く
こ
と
に
よ
つ
て
、
武
士
社
会
の
矛
盾
を

背
景
と
し
乍
ら
も
、
お
種
自
身
の
行
為
が
、
自
ら
を
死
へ
導
い
て
ゆ
く
よ
う
に

し
た
の
で
あ
る
」
と
し
、
お
種
の
行
為
は
、
ま
た
、
生
き
て
夫
に
会
お
う
と
い

う
決
意
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
お
藤
の
登
場
に
媒
介
さ
れ
て
は
じ
め
て
可
能
と

な
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
打
擲
が
夫
へ
の
恋
情
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、

後
の
諏
訪
春
雄
氏
の
論
考
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

さ
て
、「
大
経
師
昔
暦
」
中
巻
以
降
の
梗
概
は
次
の
通
り
で
あ
る
。﹇
中
巻
﹈

お
さ
ん
・
茂
兵
衛
の
不
義
の
仲
立
ち
を
し
た
と
し
て
、
玉
は
、
伯
父
で
請
人
の

赤
松
梅
龍
の
も
と
へ
預
け
ら
れ
る
。
逃
避
中
の
お
さ
ん
・
茂
兵
衛
は
そ
の
梅
龍

と
玉
の
会
話
を
立
聞
き
す
る
。
そ
の
後
、
偶
然
に
も
二
人
は
父
母
に
出
会
い
、

金
を
渡
さ
れ
て
奥
丹
波
へ
と
落
ち
て
ゆ
く
。﹇
下
巻
﹈
奥
丹
波
に
逼
塞
し
て
い

た
お
さ
ん
は
万
歳
に
素
姓
を
見
破
ら
れ
、
茂
兵
衛
は
追
手
の
噂
を
聞
付
け
る
。

二
人
は
逃
げ
よ
う
と
し
た
が
、
役
人
に
捕
縛
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
こ
へ
梅
龍
が

駆
け
つ
け
、
二
人
の
身
代
り
に
し
て
ほ
し
い
と
玉
の
首
を
差
し
出
す
が
、
許
さ

れ
な
い
。
二
人
は
刑
場
へ
と
引
き
回
さ
れ
る
が
、
東
岸
和
尚
に
罪
を
許
さ
れ
る
。

お
さ
ん
・
茂
兵
衛
に
よ
る
逃
避
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
二
つ
の
解
釈
が
注
目

さ
れ
る
。
廣
末
説
で
は
、
悲
劇
的
感
動
を
与
え
る
の
は
玉
・
梅
龍
、
父
母
の
内

面
的
葛
藤
の
方
で
あ
り
、「
お
さ
ん
・
茂
兵
衛
は
、
二
人
を
救
お
う
と
す
る
二

組
の
悲
劇
を
う
け
と
め
る
こ
と
で
、
丹
波
へ
と
落
ち
て
ゆ
け
る
」
こ
と
か
ら
、



劇
の
中
心
部
に
「
従
属
的
な
悲
劇
」
を
と
り
こ
ん
だ
作
品
で
あ
る
と
い
う
。
近

石
泰
秋
氏
は
『
操
人
形
浄
瑠
璃
の
研
究
』
の
な
か
で
、
そ
の
逃
避
を
「
流
浪
」

の
趣
向
に
よ
る
も
の
と
見
、
主
人
公
を
「
流
浪
」
と
い
う
境
遇
に
お
し
や
っ
て
、

そ
こ
で
発
生
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
事
件
を
設
定
し
、
そ
の
事
件
構
成
を
一
層
悲
劇

的
効
果
の
深
い
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
。

こ
こ
で
、
お
種
の
打
擲
と
お
さ
ん
・
茂
兵
衛
の
逃
避
を
比
較
す
る
と
、
ど
ち

ら
も
係
累
に
関
わ
る
行
動
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
対
照
的
で
あ
る
と
い
え
る
。
先

学
に
よ
る
指
摘
の
通
り
、
夫
を
待
と
う
と
い
う
お
種
の
行
動
は
、
お
藤
に
対
し

て
意
志
的
で
あ
り
、
能
動
的
で
あ
っ
た
。
一
方
の
お
さ
ん
・
茂
兵
衛
の
行
動
は
、

罪
を
悔
や
み
つ
つ
あ
て
の
な
い
逃
避
を
続
け
る
と
い
う
も
の
で
、
そ
れ
は
係
累

（
玉
・
梅
龍
、
父
母
）
に
対
し
て
受
動
的
で
あ
る
。
前
節
で
述
べ
た
通
り
、
両

者
は
自
覚
の
場
面
で
対
照
的
な
描
写
が
認
め
ら
れ
る
の
で
、
右
の
行
動
は
、
そ

れ
ぞ
れ
自
覚
に
基
づ
い
て
描
い
て
い
る
と
推
定
さ
れ
る
。

さ
て
、「
鑓
の
権
三
重
帷
子
」
に
つ
い
て
は
、
従
来
の
研
究
で
は
、
上
巻
切

に
お
け
る
男
女
の
決
意
の
解
釈
に
も
と
づ
い
て
主
人
公
の
行
動
と
そ
の
進
展
を

捕
捉
し
て
い
る
。
廣
末
説
に
よ
れ
ば
、
下
巻
で
は
「
姦
通
を
人
間
的
欲
求
に
根

ざ
す
行
為
と
し
て
書
き
え
な
か
つ
た
こ
と
か
ら
く
る
ね
じ
れ
」
の
た
め
に
、
権

三
・
お
さ
ゐ
の
悲
劇
が
情
緒
的
・
感
覚
的
に
印
象
づ
け
ら
れ
た
と
し
て
、「
従

属
的
な
悲
劇
」
が
作
品
の
主
題
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
白
方
説
で
は
、「
侍

の
一
分
」
に
操
ら
れ
た
た
め
に
、
そ
の
人
間
の
心
と
行
為
が
不
自
然
に
歪
め
ら

れ
て
ゆ
く
悲
劇
で
あ
る
と
い
う
。

本
稿
で
は
、
第
二
節
で
述
べ
た
通
り
、
決
意
の
場
面
を
権
三
に
よ
る
使
命
の

自
覚
と
捉
え
た
。
こ
の
観
点
よ
り
、
そ
れ
以
降
の
行
動
を
た
ど
る
と
次
の
通
り

で
あ
る
。
駆
落
ち
し
よ
う
と
す
る
部
分
で
は
、
権
三
が
ま
ず
お
さ
ゐ
に
「
サ
ア

家
内
の
目
の
さ
め
ぬ
中
夜
も
短
か
し
。
早
立
退
か
ん
」
と
い
い
、
お
さ
ゐ
を
た

し
な
め
て
「
エ

未
練
な
市
之
進
に
首
尾
よ
ふ
討
る
ゝ
よ
り
。
浮
き
世
の
願
ひ

何
が
有
と
。
引
立
門
を
あ
け
ん
」
と
よ
り
能
動
的
な
行
動
を
見
せ
て
い
る
。
そ

し
て
屋
敷
を
脱
出
す
る
た
め
の
酒
樽
を
見
つ
け
て
は
「
我
身
に
神
の
御
利
生
」

と
述
べ
て
落
ち
て
ゆ
く
。

続
く
下
巻
で
は
、
二
人
が
遠
く
故
郷
を
離
れ
る
道
行
の
後
、
係
累
の
深
刻
な

愁
嘆
を
見
せ
場
と
し
て
い
る
。
二
人
は
係
累
を
事
件
に
巻
込
む
が
、
お
さ
ん
・

茂
兵
衛
の
よ
う
に
そ
の
愁
嘆
を
受
け
る
こ
と
は
な
い
。
そ
し
て
伏
見
京
橋
の
下

り
船
乗
船
場
で
は
、
甚
平
を
目
撃
し
た
権
三
が
お
さ
ゐ
に
「
甚
平
が
爰
に
有
か

ら
は
。
市
之
進
も
此
辺
に
ゐ
ら
る
ゝ
は
必
定
。
サ
ア

二
人
の
望
か
な
ふ
た
覚

悟
あ
れ
」
と
述
べ
る
と
、
お
さ
ゐ
は
そ
れ
に
応
え
、
二
人
は
そ
の
場
を
逃
れ
て

市
之
進
に
討
た
れ
よ
う
と
す
る
。
妻
敵
討
の
場
で
は
、
口
上
を
述
べ
る
市
之
進

に
対
し
て
、
彼
は
「
ヲ

待
受
た
り
」
と
刀
を
さ
し
上
げ
、
妻
敵
と
し
て
最
期

を
遂
げ
る
。
権
三
は
、
終
始
、
自
ら
の
使
命
を
果
た
す
べ
く
行
動
し
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。

前
節
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
主
人
公
に
よ
る
自
覚
に
つ
い
て
述
べ
た
。
そ
の
後
の

近
松
三
姦
通
浄
瑠
璃
の
方
法
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行
動
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
ま
ず
、
出
来
事
に
遭
遇
し
た
お
種
は
、
そ
の
原

因
や
経
過
を
述
懐
し
て
状
況
を
自
覚
す
る
と
、
そ
の
後
は
自
分
の
目
的
の
た
め

に
能
動
的
に
行
動
し
て
い
る
。
発
生
し
た
出
来
事
に
よ
っ
て
状
況
を
自
覚
す
る

お
さ
ん
・
茂
兵
衛
の
場
合
は
、
犯
し
た
罪
に
と
ら
わ
れ
、
係
累
に
対
し
て
も
受

動
的
に
し
か
行
動
で
き
ず
、
さ
ら
な
る
憂
き
目
に
遭
遇
し
て
ゆ
く
。
さ
ら
に
、

使
命
を
自
覚
し
た
権
三
は
、
お
さ
ゐ
と
と
も
に
駆
落
ち
し
、
自
ら
の
使
命
を
貫

い
て
最
期
を
遂
げ
て
い
る
。
こ
う
し
た
結
果
を
綜
合
し
て
み
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ

自
覚
後
で
は
、
作
中
人
物
の
行
動
に
お
い
て
志
向
（
気
持
の
向
う
と
こ
ろ
）
と

い
う
べ
き
も
の
が
浮
び
上
が
る
。

（
四
）
不
義
の
場
面
と
出
来
事
ま
で
の
展
開

と
こ
ろ
で
、
作
品
に
お
け
る
姦
通
事
件
は
、
意
志
な
き
姦
通
と
し
て
描
き
な

が
ら
、
男
女
が
不
義
を
犯
す
場
面
は
、
き
わ
ど
さ
や
な
ま
め
か
し
さ
を
切
り
離

さ
ず
に
作
劇
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
役
割
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の

研
究
で
は
十
分
に
触
れ
て
い
な
い
。

「
堀
川
波
鼓
」
上
巻
切
で
は
、
不
義
に
陥
る
場
面
の
最
初
か
ら
お
種
を
め
ぐ

っ
て
官
能
的
な

囲
気
を
描
出
し
て
い
る
。

門
閉
し
時
の
。
町
は
づ
れ
。
女
主
の
年
若
き
。
夫
は
長
の
東
の
留
主
。
心

確
か
に
持
つ
た
め
と
。
一
つ
過
す
る
酒
ご
の
み
。
乱
れ
ぬ
貌
も
ほ
か
つ
き

て
。
お
も
た
き
頭
撫
で
櫛
や
向
ふ
。
鏡
に
余
情
有
。
殿
待
顔
の
夕
べ
か
な
。

近
松
三
姦
通
浄
瑠
璃
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さ
ら
に
、「
ひ
と
り
酒
く
み
憂
さ
辛
さ
忘
る
ゝ
内
も
忘
れ
ぬ
は
。
江
戸
の
夫

の
事
ば
か
り
涙
に
。
い
と
ゝ
お
ぼ
ろ
夜
の
。
月
さ
す
縁
に
人
音
す
」
で
不
義
の

相
手
の
源
右
衛
門
が
登
場
す
る
。
男
女
は
重
ね
て
杯
を
酌
み
交
わ
し
、

お
種
も
よ
ほ
ど
酔
は
く
る
男
の
手
を
し
か
と
取
。
コ
レ
こ
な
様
と
て
も
主

有
者
の
付
差
を
。
ま
い
る
か
ら
は
罪
は
同
罪
。
何
事
も
沙
汰
す
る
こ
と
は

な
る
ま
い
ぞ
と
詰
め
け
れ
ば
。
い
や
は
や
か
ゝ
る
迷
惑
と
飛
ん
で
出
る
を

抱
き
つ
き
。
エ

あ
ん
ま
り
恋
し
ら
ず
。
扨
も
し
ん
き
な
男
や
と
両
手
を

回
し
て
男
の
帯
。
ほ
ど
け
ば
解
く
る
人
心
酒
と
色
と
に
気
も
み
だ
れ
。
た

が
ひ
に
締
め
つ
締
め
ら
れ
つ
思
は
ず
誠
の
恋
と
な
り
。

で
不
義
に
陥
る
。
そ
の
後
、
二
人
は
不
意
に
侵
入
し
て
き
た
床
右
衛
門
か
ら
逃

げ
惑
う
が
、
最
後
は
「
闇
の
。
現
ぞ
美
し
や
。」
と
い
う
詞
章
を
そ
の
場
の
結

び
と
し
て
い
る
。
源
右
衛
門
の
登
場
場
面
や
情
景
を
語
る
詞
章
は
、
官
能
的
な

王
朝
絵
巻
の
恋
物
語
を
連
想
さ
せ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

『
源
氏
物
語
』
の
「
花
宴
」
で
は
、
弘
徽
殿
細
殿
で
源
氏
が
朧
月
夜
と

逅

し
て
い
る
。
そ
れ
は
二
月
二
十
日
余
の
月
の
美
し
い
夜
、
宴
後
の
こ
と
で
あ
っ

た
。
さ
ら
に
「
賢
木
」
で
は
、
あ
る
雷
雨
の
朝
、
源
氏
が
朧
月
夜
の
も
と
を
帰

り
そ
び
れ
て
い
た
と
こ
ろ
を
、
彼
女
の
父
親
で
あ
る
右
大
臣
に
発
見
さ
れ
て
い

る
。
彼
女
は
「
女
も
若
う
た
を
や
ぎ
て
、
強
き
心
も
知
ら
ぬ
な
る
べ
し
」（
花

宴
）
と
い
う
通
り
、
若
い
ゆ
え
に
身
を
あ
や
ま
っ
た
女
で
あ
り
、
そ
の
逢
瀬
は

官
能
的
に
つ
づ
ら
れ
て
い
る
。



近
松
は
、
不
義
の
場
面
を
『
源
氏
物
語
』
と
同
じ
く
、
二
月
と
推
定
さ
れ
る

日
の
宴
後
と
し
、
そ
こ
で
「
お
ぼ
ろ
夜
の
。
月
さ
す
縁
」
と
い
う
言
葉
を
用
い

て
い
る
。
そ
し
て
忌
ま
わ
し
い
不
義
は
「
誠
の
恋
と
な
り
」
と
語
り
、
さ
ら
に
、

お
種
の
父
親
は
登
場
し
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
父
の
成
山
忠
太
夫
」
が
あ

た
か
も
そ
の
現
場
に
踏
み
込
ん
で
き
た
か
の
よ
う
に
描
く
。
以
上
の
共
通
点
か

ら
、
近
松
は
、
朧
月
夜
の
危
険
な
逢
瀬
を
襲
用
し
て
い
た
と
見
る
こ
と
が
で
き

る
。『
源
氏
物
語
』
の
利
用
は
、
濃
厚
な
恋
慕
の
場
を
演
出
す
る
た
め
の
も
の

で
あ
ろ
う
。
不
義
は
泥
酔
し
た
男
女
に
よ
る
不
慮
の
出
来
事
で
は
あ
る
も
の
の
、

そ
の
場
面
は
観
客
を
酔
わ
せ
る
に
十
分
な
な
ま
め
か
し
さ
を
漂
わ
せ
て
い
る
。

男
女
が
不
義
を
犯
す
そ
の
現
場
は
、
大
き
な
見
ど
こ
ろ
と
な
る
。「
大
経
師

昔
暦
」
で
は
男
に
夜
這
い
を
さ
せ
て
不
義
の
場
面
を
見
せ
て
い
る
。
そ
の
一
部

を
紹
介
す
る
。

風
そ
ろ

押
や
り
て
夜
着
に
ひ
つ
し
と
抱
だ
き
付
。
ゆ
り
起
こ
し
揺

り
起
し
。
ゆ
り
起
さ
れ
て
驚
き
の
今
目
の
さ
め
し
風
情
に
て
。
頭
を
撫
づ

れ
ば
縮
緬
頭
巾
サ
ア
是
こ
そ
と
う
な
づ
け
は
。
男
は
今
日
の
一
礼
の
声
を

立
ね
は
詞
な
く
。
手
先
に
物
を
い
わ
せ
て
は
伏
し
拝
み

心
の
。
た
け

を
泣
涙
。
顔
に
は
ら

落
か
ゝ
る
其
手
を
取
て
引
よ
せ
て
。
肌
と

は
合
な
が
ら
心
へ
だ
ゝ
る

風
の
中
。
縁
の
始
は
身
の
上
の
仇
の
始
と
成

に
け
る
。

こ
こ
で
は
、

風
な
ど
小
道
具
の
扱
い
に
気
を
配
り
、
直
截
的
な
言
葉
を
使

っ
て
具
体
的
に
そ
の
場
面
を
語
っ
て
い
る
。
ま
た
「
鑓
の
権
三
重
帷
子
」
で
は
、

す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
、
下
巻
道
行
を
官
能
的
な
詞
章
で
つ
づ
る
。
た

と
え
ば
、「
姉
共
言
は
ゞ
岩
枕
。
交
す
枕
か
思
は
く
も
。
影
恥
づ
か
し
や
野
辺

の
草
」「
迷
ひ
そ
め
し
は
誰
ゆ
へ
ぞ
。
わ
か
い
殿
御
を
わ
れ
ゆ
へ
に
。
く
づ
お

れ
姿
二
腰
の
そ
の
一
腰
は
道
芝
の
露
の
。
価
と
消
へ
は
て
ゝ
」
は
そ
れ
に
あ
た

る
部
分
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
官
能
的
な

囲
気
を
演
出
す
る
濡
れ
場
は
、
姦

通
浄
瑠
璃
の
重
要
な
目
的
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
三
作
品
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
事
件
が
発
生
す
る
ま
で
の
と
こ
ろ
で
、

男
女
が
そ
の
意
志
も
な
い
の
に
不
義
の
罪
を
負
う
に
い
た
る
経
緯
が
描
か
れ
て

い
る
。
そ
の
特
色
は
、
主
人
公
の
形
象
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
い
え
る
。

こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
、
作
品
の
冒
頭
に
お
け
る
主
人
公
の
紹
介
部
分
に
も
と

づ
い
て
形
象
を
論
じ
て
い
る
の
で
、
研
究
史
に
よ
り
な
が
ら
不
義
に
陥
る
展
開

を
検
討
す
る
。

「
堀
川
波
鼓
」
で
は
、
冒
頭
に
謡
曲
「
松
風
」
の
詞
章
を
引
用
し
て
い
る
。

廣
末
氏
は
『
元
禄
文
学
研
究
』
で
そ
の
役
割
を
説
い
て
、
お
種
が
松
の
木
に
走

り
寄
る
く
だ
り
は
「
松
風
」
を
挿
入
す
る
こ
と
な
し
に
は
あ
り
え
ず
、
そ
こ
で

の
「
夫
の
彦
九
郎
に
対
す
る
切
々
た
る
恋
慕
の
情
」
と
「
そ
の
夫
へ
の
恋
慕
の

情
を
通
し
て
あ
ら
わ
れ
る
お
種
の
女
」
は
、
こ
の
作
品
を
解
く
一
つ
の
大
事
な

鍵
で
あ
る
と
い
う
。
祐
田
善
雄
氏
は
「「
堀
川
波
鼓
」
私
見
」
の
な
か
で
、
謡

曲
と
鼓
に
よ
る
周
到
な
演
出
効
果
を
指
摘
し
、
夫
を
思
う
お
種
の
心
情
の
表
白

近
松
三
姦
通
浄
瑠
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と
、
不
義
の
相
手
で
あ
る
鼓
の
師
匠
の
紹
介
に
そ
れ
が
役
立
っ
て
い
る
と
述
べ

て
い
る
。
近
年
は
、
西
田
耕
三
氏
に
よ
る
論
考
な
ど
主
題
論
に
よ
る
ア
プ
ロ
ー

チ
が
見
え
る
が
、
冒
頭
の
お
種
形
象
の
特
色
は
、
夫
へ
の
恋
情
で
あ
る
と
い
う

見
解
で
一
致
し
て
い
る
。

「
大
経
師
昔
暦
」
冒
頭
の
お
さ
ん
の
形
象
に
つ
い
て
は
、
松
崎
仁
氏
の
「「
大

経
師
昔
暦
」
の
再
吟
味
」
に
詳
し
い
。
彼
は
、
お
さ
ん
を
無
垢
の
貞
女
で
あ
る

と
す
る
そ
れ
ま
で
の
解
釈
に
異
を
唱
え
、
冒
頭
に
繰
り
返
さ
れ
る
猫
の
つ
ま
恋

い
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
密
通
の
女
「
女
三
の
宮
」
を
導
き
出
す
だ
け
で
な
く
、
お

さ
ん
を
「
危
険
な
罪
の
匂
い

重
大
な
過
失
へ
の
可
能
性
を
身
に
ま
と
う
女
」

と
し
て
描
出
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
す
る
。
加
え
て
、
密
通
の
場
面
で
お
さ
ん

が
玉
に
寝
所
を
替
っ
て
く
れ
と
い
い
、
男
の
手
を
取
っ
て
引
き
寄
せ
る
の
は
、

そ
れ
だ
け
彼
女
が
満
た
さ
れ
ぬ
も
の
を
求
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
説
く
。

先
学
た
ち
の
論
考
を
手
が
か
り
に
、
上
の
二
作
品
を
比
較
す
る
と
、
次
の
こ

と
が
確
認
で
き
る
。「
堀
川
波
鼓
」
で
は
、
お
種
は
夫
を
熱
烈
に
慕
う
が
、
泥

酔
の
た
め
に
は
か
ら
ず
も
不
義
に
陥
る
筋
道
を
描
い
て
い
る
。
一
方
、「
大
経

師
昔
暦
」
で
は
、
不
義
を
も
と
も
と
危
険
な
面
を
備
え
る
お
さ
ん
の
犯
す
罪
で

あ
る
と
し
、
そ
の
危
険
な
思
案
と
い
う
も
の
に
目
を
向
け
て
ゆ
く
。
そ
し
て
、

主
の
印
判
を
盗
み
、
そ
れ
が
も
と
で
玉
の
寝
間
へ
忍
ぶ
茂
兵
衛
の
行
動
に
つ
い

て
も
、
お
さ
ん
同
様
、
そ
の
時
の
彼
の
思
案
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
不
義
に
陥

る
展
開
は
、
そ
の
形
象
に
則
し
て
見
る
と
、
一
つ
は
、
不
義
を
お
種
の
思
案
に

近
松
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よ
ら
な
い
出
来
事
と
し
、
も
う
一
つ
は
、
お
さ
ん
・
茂
兵
衛
の
思
案
に
よ
っ
て

発
生
す
る
出
来
事
と
し
て
描
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

「
鑓
の
権
三
重
帷
子
」
冒
頭
で
は
、
周
知
の
通
り
、
姦
夫
と
な
る
主
人
公
を

『
落
葉
集
』
の
「
鑓
の
権
三
男
踊
」
で
歌
わ
れ
る
有
名
な
鑓
の
権
三
と
し
て
紹

介
し
て
い
る
。
歌
謡
の
利
用
は
「
鑓
の
権
三
は
伊
達
者
の
ど
う
で
も
権
三
は
よ

い
男
。
歌
ひ
は
や
ら
す
美
男
草
」
と
い
う
部
分
に
見
え
、
下
巻
道
行
冒
頭
に
も
、

同
様
の
言
葉
を
使
っ
た
詞
章
が
見
え
る
。
も
と
も
と
の
歌
謡
の
「
鑓
の
権
三
は

蓮
葉
に
御
座
る
」「
ど
う
で
も
権
三
は
ぬ
れ
者
だ
」
と
い
う
詞
章
か
ら
「
蓮
葉
」

「
ぬ
れ
者
」
と
い
う
言
葉
を
排
し
、
男
主
人
公
を
「
伊
達
者
」「
よ
い
男
」
と
し

て
紹
介
し
、
形
象
し
て
ゆ
く
。
そ
の
主
人
公
は
、
敵
役
伴
之
丞
と
は
対
照
的
に
、

人
妻
に
邪
な
恋
情
を
抱
く
こ
と
な
く
、
ま
た
自
分
の
娘
婿
に
と
お
さ
ゐ
に
望
ま

れ
る
が
、
そ
れ
が
も
と
で
人
生
の
岐
路
に
立
た
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

結
局
、
不
義
に
陥
る
展
開
と
そ
の
後
の
自
覚
の
描
写
に
は
、
以
下
の
よ
う
な

関
係
が
認
め
ら
れ
る
。
お
種
は
、
知
ら
ず
に
（
自
分
の
思
案
の
及
ば
な
い
と
こ

ろ
で
）
罪
を
犯
す
の
で
あ
り
、
そ
の
原
因
や
経
過
を
述
懐
す
る
こ
と
で
状
況
が

自
覚
可
能
と
な
る
。
一
方
の
お
さ
ん
・
茂
兵
衛
の
場
合
、
自
覚
は
自
分
た
ち
の

思
案
が
招
い
た
出
来
事
の
忌
ま
わ
し
い
結
果
に
打
ち
の
め
さ
れ
て
の
も
の
と
な

る
。「
よ
い
男
」
と
歌
わ
れ
る
権
三
は
、
お
さ
ゐ
の
執
心
の
的
で
あ
っ
た
が
、

出
来
事
の
後
は
妻
敵
討
で
共
に
討
た
れ
て
欲
し
い
と
懇
願
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ

の
と
き
使
命
を
自
覚
し
た
彼
は
、
お
さ
ゐ
と
運
命
を
と
も
に
し
て
い
る
。
以
上



の
結
果
と
、
前
節
で
述
べ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
自
覚
後
の
行
動
を
考
慮
す
る
に
、
姦

通
浄
瑠
璃
で
は
、
す
べ
て
濡
れ
場
を
一
つ
の
見
せ
場
と
す
る
が
、
あ
わ
せ
て
、

作
中
の
出
来
事
と
そ
れ
に
遭
遇
す
る
当
人
の
自
覚
を
中
心
に
、
そ
の
前
後
の
行

動
と
展
開
を
描
い
て
い
る
と
い
え
る
。

（
五
）
自
覚
後
の
展
開

こ
れ
ま
で
の
考
察
に
よ
っ
て
、
近
松
は
作
中
の
出
来
事
と
主
人
公
の
自
覚
を

基
点
と
し
て
、
そ
の
後
の
行
動
を
描
写
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

第
三
節
で
述
べ
た
通
り
、
自
覚
後
は
、
お
種
は
目
的
の
た
め
に
、
お
さ
ん
・
茂

兵
衛
は
犯
し
た
罪
に
と
ら
わ
れ
て
、
そ
し
て
権
三
は
使
命
を
志
向
し
て
行
動
し

て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
よ
う
な
行
動
を
中
心
と
し
た
自
覚
後
の
展
開
、
お

よ
び
そ
れ
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
劇
の
見
ど
こ
ろ
を
検
討
す
る
。

「
堀
川
波
鼓
」

「
堀
川
波
鼓
」
中
巻
で
は
、
彦
九
郎
の
帰
宅
後
に
、
不
義
を
知
ら
せ
る
た
め

の
真
苧
が
諸
方
か
ら
届
け
ら
れ
る
。
そ
の
真
苧
に
関
し
て
、
戸
板
康
二
氏
は

『
名
作
歌
舞
伎
全
集
』
第
一
巻
の
解
説
で
「
舞
台
に
そ
れ
が
出
た
だ
け
で
、
そ

の
後
の
悲
劇
を
暗
示
す
る
不
気
味
さ
が
感
じ
ら
れ
る
」
と
い
う
の
は
注
目
さ
れ

る
。
真
苧
が
届
け
ら
れ
る
場
面
が
不
気
味
に
映
る
の
は
、
夫
を
慕
い
、
あ
え
て

夫
を
待
と
う
と
す
る
お
種
の
心
情
が
観
客
に
了
解
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

続
く
打
擲
の
場
面
で
は
、
第
三
節
で
触
れ
た
通
り
、
お
種
の
意
志
的
、
能
動

的
な
行
動
が
描
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
舞
台
は
、
お
藤
の
異
見
事
、
ゆ
ら
の

注
進
、
彦
九
郎
に
よ
る
不
義
の
詮
議
と
展
開
し
、
お
種
を
と
り
ま
く
状
況
は
慌

た
だ
し
く
な
っ
て
ゆ
く
。
次
の
詞
章
は
、
係
累
の
行
動
に
対
す
る
お
種
の
反
応

を
順
に
引
用
し
た
も
の
で
あ
る
。

お
藤
は
、
お
種
に
対
し
懐
胎
を
問
い
質
す
。

姉
は
と
か
ふ
の
詞
も
な
く
。
つ
ね
の
意
見
を
聞
か
ざ
り
し
。
酒
が
敵
と

ば
か
り
に
て
泣
く
よ
り
。
外
の
こ
と
ぞ
な
き
。

お
藤
は
、
お
種
に
対
し
母
親
の
遺
言
を
述
懐
す
る
。

姉
は
詞
も
涙
に
む
せ
び
。
こ
の
み
し
酒
も
今
思
へ
ば
前
世
の
業
の
毒
の

酒
。
無
明
の
酒
の
酔
さ
め
て
自
害
せ
ん
と
思
ひ
し
が
夫
の
貌
を
今
一
度

見
た
い

と
思
ふ
よ
り
。
今
日
と
の
び
明
日
と
く
れ
世
間
に
恥
を
さ

ら
す
こ
と
。
我
身
に
悪
魔
の
見
入
か
と
返
ら
ぬ
愚
痴
の
繰
り
言
に
。
兄

弟
す
が
り
抱
き
合
ひ
声
も
。
お
し
ま
ず
泣
き
い
た
り
世
に
ぜ
ひ
。
も
な

く
哀
な
り
。

彦
九
郎
は
、
ゆ
ら
の
注
進
を
う
け
て
、
お
種
と
文
六
を
呼
び
出
す
。

そ
ろ

夫
の
ま
へ
に
出
頭
を
さ
げ
て
ゐ
た
り
し
は
。
身
も
冷
へ
渡
り

魂
消
へ
息
を
閉
ぢ
た
る
そ
の
中
に
。
無
慚
や
た
ね
は
心
に
も
た
く
ま
ぬ

不
慮
の
悪
縁
の
。
身
の
さ
び
刀
夫
の
手
で
刃
に
か
ゝ
る
は
覚
悟
の
前
。

や
が
て
会
は
ん
と
長
の
留
主
辛
抱
つ
く
せ
し
か
ひ
も
な
く
。
去
年
発
足

の
前
の
夜
の
枕
が
限
り
の
枕
と
は
。
今
殺
さ
る
ゝ
今
迄
も
思
は
ざ
り
し

近
松
三
姦
通
浄
瑠
璃
の
方
法
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と
思
ふ
に
も
。
今
一
度
夫
の
貌
見
た
や
と
は
思
へ
共
。
涙
に
く
れ
て
目

も
あ
か
ず
さ
し
う
つ
。
む
い
て
ぞ
泣
ゐ
た
る
。

彦
九
郎
は
、
お
種
に
対
し
て
不
義
を
問
い
質
す
。

女
言
訳
な
い
か
い
や
い
。
ム

さ
こ
そ

返
答
は
有
る
ま
じ
き
。（
彦

九
郎
の
会
話
文
）

彦
九
郎
は
、
お
種
の
懐
胎
を
聞
き
、
お
種
を
持
仏
堂
へ
や
ろ
う
と
す
る
。

女
房
泪
を
押
の
ご
ひ
。
未
来
の
末
の
後
の
世
迄
御
憎
し
み
の
有
べ
き
に
。

持
仏
堂
へ
参
れ
と
は
さ
す
が
馴
染
み
の
御
情
。
い
つ
の
世
に
か
は
忘
す

る
べ
き
。
そ
の
御
心
を
此
年
月
知
つ
て
い
と
し
き
我
夫
を
。
袖
に
し
て

の
不
儀
で
は
な
し
夢
見
た
や
う
な
身
の
う
へ
の
。
間
に
憎
い
や
つ
も
あ

れ
ど
言
へ
ば
卑
怯
の
未
練
の
死
。
夫
の
刀
の
先
す
る
は
い
か
ゞ
と
は
存

れ
共
。
是
は
我
身
の
言
訳
な
り
許
し
て
く
だ
さ
れ
是
御
覧
ぜ
と
。
胸
押

ひ
ら
け
ば
九
寸
五
分
肝
先
に
切
羽
迄
。
刺
通
し
て
ぞ
ゐ
た
り
け
る
あ
は

れ
成
け
る
覚
悟
な
り
。

お
藤
へ
の
打
擲
の
場
面
以
降
、
お
種
は
漸
次
う
な
だ
れ
て
ゆ
く
。

・

で
、

お
藤
と
と
も
に
号
泣
し
て
い
た
お
種
は
、
夫
に
自
分
の
罪
が
知
れ
る
と
、

の

通
り
、
魂
が
消
え
た
よ
う
に
な
っ
て
涙
を
流
す
ば
か
り
と
な
る
。

の
詮
議
の

場
面
で
は
、
問
い
か
け
る
夫
に
も
は
や
何
も
答
え
ら
れ
ず
、
最
期
を
遂
げ
る
場

面

と
な
っ
て
、
刃
を
胸
に
貫
い
て
夫
に
感
謝
を
告
げ
て
い
る
。
そ
の
お
種
の

心
情
に
つ
い
て
は
、「
世
に
ぜ
ひ
。
も
な
く
哀
な
り
」「
無
慚
や
」「
あ
は
れ
成

近
松
三
姦
通
浄
瑠
璃
の
方
法

五
五

け
る
覚
悟
な
り
」
と
地
の
文
で
描
写
し
て
い
る
。
生
き
て
夫
を
待
と
う
と
い
う

お
種
の
行
動
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
、
罪
を
と
が
め
る
周
囲
の
人
間
に
よ
っ
て

次
第
に
阻
ま
れ
、
閉
ざ
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
り
、
観
客
は
そ
の
過
程
に
お
い

て
同
情
す
べ
き
彼
女
の
苦
難
を
見
出
だ
す
こ
と
と
な
る
。

「
大
経
師
昔
暦
」

一
方
、「
大
経
師
昔
暦
」
中
巻
で
は
、
不
義
を
犯
し
て
逃
避
し
て
い
る
お
さ

ん
・
茂
兵
衛
が
、
次
の
詞
章
で
舞
台
に
登
場
す
る
。

む
す
ぼ
れ
て
。
な
ま
な
か
つ
ら
き
み
だ
け
紵
の
。
お
さ
ん
茂
兵
衛
は
夢
に

だ
に
。
恋
せ
ぬ
中
の
恋
と
成
。
連
れ
て
走
し
其
日
し
も
。
茂
兵
衛
が
肌
の

紙
入
に
た
つ
た
三
歩
の
か
ね
て
よ
り
。
思
ひ
も
あ
へ
ぬ
旅
の
道
。
お
さ
ん

の
肌
着
代
な
し
て
。
白
無
垢
一
重
憲
房
に
。
裾
模
様
有
芦
に
鷺
足
に
任
せ

て
奈
良
堺
。
大
津
伏
見
を
う
か

と
。
夫
婦
に
あ
ら
ぬ
夫
婦
の
様
神
仏

に
も
人
間
に
も
。
う
と
ま
れ
は
て
し
身
の
上
や
と
。
た
が
ひ
の
心
恥
し
く

顔
打
あ
げ
て
顔
と
顔
。
見
合
せ
顔
を
あ
か
め
て
は
涙
の
。
外
に
詞
な
し
。

こ
こ
で
は
、
二
人
は
痛
々
し
い
様
子
で
逃
避
を
続
け
、
犯
し
た
罪
の
た
め
に

悔
恨
の
涙
を
流
し
て
い
る
が
、
こ
の
後
、
玉
・
梅
龍
の
苦
悩
や
、
父
母
の
愁
嘆

を
受
け
止
め
る
と
、
た
だ
生
き
長
ら
え
る
こ
と
だ
け
を
よ
る
べ
と
し
て
落
ち
て

ゆ
く
こ
と
と
な
る
。
係
累
が
見
せ
る
愁
嘆
と
そ
の
無
効
の
努
力
は
、
そ
れ
自
体

大
き
な
見
せ
場
で
あ
る
が
、
同
時
に
そ
れ
は
主
人
公
た
ち
を
状
況
的
に
追
い
詰

め
て
ゆ
く
。



下
巻
で
は
、
逼
塞
の
身
の
二
人
が
つ
い
に
捕
縛
さ
れ
る
。
そ
こ
へ
玉
の
首
を

携
え
た
梅
龍
が
駆
け
つ
け
る
と
、
二
人
は
さ
ら
な
る
窮
地
に
陥
る
。
玉
を
討
っ

た
こ
と
は
三
人
の
た
め
に
は
、
む
し
ろ
早
計
で
あ
っ
た
と
役
人
に
告
げ
ら
れ
る

く
だ
り
も
加
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
場
は
「
お
さ
ん
茂
兵
衛
暦
歌
」
と
な
り
、

二
人
は
馬
上
に
据
え
ら
れ
、
刑
場
へ
と
引
か
れ
て
い
く
。
そ
の
最
初
の
部
分
を

紹
介
す
る
。

乗
る
人
。
も
乗
た
る
駒
も
。
つ
ゐ
に
行
道
と
は
知
れ
ど
。
最
期
日
の
。
今

日
か
明
日
か
の
我
身
に
は
。
我
の
み
消
ゆ
る
心
地
し
て
。
あ
ま
た
の
人
の

命
乞
ひ
。
そ
れ
を
杖
共
柱
暦
の
紙
破
れ
て
。
向
ふ
そ
な
た
は
都
の
恵
方
。

二
人
が
身
に
は
金
神
と
。
思
ひ
返
せ
ば
胸
ふ
さ
が
り
。

こ
こ
で
は
、
前
掲
の
中
巻
登
場
の
詞
章
と
比
べ
る
と
、
さ
ら
に
追
い
詰
め
ら

れ
、
行
き
場
を
失
っ
た
二
人
の
深
い
悔
恨
や
遺
恨
を
印
象
づ
け
て
い
る
。
本
来
、

不
義
を
犯
し
た
人
物
に
は
観
客
の
同
情
を
寄
せ
に
く
い
。
二
人
の
愁
嘆
を
見
せ

場
と
す
る
に
は
、
男
女
が
自
分
の
犯
し
た
罪
に
と
ら
わ
れ
つ
つ
行
動
し
、
悔
恨

を
重
ね
て
ゆ
く
展
開
が
必
要
で
あ
る
。

「
鑓
の
権
三
重
帷
子
」

次
に
、「
鑓
の
権
三
重
帷
子
」
下
巻
道
行
で
は
、
権
三
・
お
さ
ゐ
が
伏
見
墨

染
へ
逃
避
す
る
ま
で
を
描
き
、
続
く
岩
木
忠
太
兵
衛
屋
敷
の
場
で
は
、
係
累
の

愁
嘆
を
見
せ
場
と
す
る
。「
大
経
師
昔
暦
」
中
巻
で
は
、
前
述
の
通
り
、
主
人

公
た
ち
は
係
累
を
巻
き
込
み
な
が
ら
、
逆
に
そ
の
係
累
の
愁
嘆
を
受
け
止
め
る
。

こ
の
忠
太
兵
衛
屋
敷
の
場
で
は
、
係
累
が
出
奔
し
た
男
女
の
た
め
に
一
方
的
に

ふ
り
ま
わ
さ
れ
、
破
滅
の
淵
へ
と
お
い
や
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
観

客
は
市
之
進
を
送
り
出
す
父
母
の
深
い
愁
嘆
や
残
さ
れ
た
子
供
た
ち
の
健
気
さ

に
同
情
を
寄
せ
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
男
女
の
駆
落
ち
の
実
際
（
使
命
へ
の
志

向
に
よ
る
行
動
）
が
係
累
に
全
く
理
解
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。

伏
見
京
橋
の
場
で
は
、
男
女
が
甚
平
に
発
見
さ
れ
る
場
面
以
降
が
注
目
さ
れ

る
。
市
之
進
の
手
で
討
た
れ
た
い
二
人
は
、
そ
の
場
を
逃
れ
よ
う
と
し
て
歩
き
、

歩
き
な
が
ら
涙
を
流
し
て
我
が
身
を
は
か
な
ん
で
い
る
。
果
た
し
て
、
二
人
は

自
分
た
ち
の
使
命
を
全
う
し
よ
う
と
す
る
。
そ
の
筋
道
に
つ
い
て
は
第
三
節
で

述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
作
品
の
結
末
は
了
解
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
観
客
の
関

心
は
、
使
命
を
貫
き
、
自
ら
運
命
を
受
入
れ
よ
う
と
す
る
二
人
の
行
動
そ
の
も

の
へ
と
向
か
う
。
そ
し
て
、
舞
台
は
、
実
事
件
の
再
現
で
あ
り
、
使
命
を
貫
こ

う
と
し
た
作
中
人
物
の
活
躍
の
場
面
と
な
る
妻
敵
討
を
迎
え
る
。

（
六
）
ま
と
め

三
作
品
の
比
較
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
姦
通
と
い
う
出
来
事
に
対
峙
す
る
当
人

た
ち
の
反
応
に
注
目
し
た
。「
堀
川
波
鼓
」
の
お
種
は
、
出
来
事
の
原
因
と
経

過
を
述
懐
し
て
、
自
分
が
置
か
れ
た
状
況
を
自
覚
す
る
の
に
対
し
、「
大
経
師

昔
暦
」
で
は
、
お
さ
ん
・
茂
兵
衛
が
そ
の
述
懐
な
し
に
状
況
を
自
覚
し
て
い
る
。

「
鑓
の
権
三
重
帷
子
」
で
は
、
不
義
の
証
拠
を
取
り
押
さ
え
ら
れ
た
の
ち
、
お

近
松
三
姦
通
浄
瑠
璃
の
方
法

五
六



さ
ゐ
の
働
き
か
け
に
よ
っ
て
、
権
三
が
自
分
の
使
命
を
自
覚
す
る
に
い
た
る
。

以
上
の
自
覚
場
面
の
相
違
は
、
近
松
世
話
浄
瑠
璃
の
展
開
上
、
捉
え
ら
れ
る
問

題
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

ま
た
、
姦
通
浄
瑠
璃
で
は
、
事
件
に
関
し
て
官
能
的
な
濡
れ
場
を
扱
う
が
、

不
義
に
陥
る
展
開
を
検
討
し
た
結
果
、
そ
こ
で
描
出
さ
れ
る
出
来
事
は
、
そ
の

後
の
主
人
公
の
自
覚
の
描
写
や
行
動
と
直
接
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と

な
っ
た
。
お
種
の
場
合
、
彼
女
は
自
分
の
思
案
の
及
ば
な
い
と
こ
ろ
で
不
義
を

犯
す
の
で
あ
り
、
状
況
を
自
覚
し
た
後
は
、
自
分
の
目
的
の
た
め
に
能
動
的
、

主
体
的
に
行
動
す
る
。
一
方
、
お
さ
ん
・
茂
兵
衛
の
場
合
、
不
義
は
、
自
分
た

ち
の
思
案
が
招
い
た
忌
ま
わ
し
い
結
果
で
あ
り
、
自
覚
後
で
は
、
二
人
は
犯
し

た
罪
に
と
ら
わ
れ
、
受
動
的
行
動
と
し
て
の
逃
避
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
権
三

は
、
不
慮
に
発
生
す
る
出
来
事
に
よ
っ
て
使
命
を
自
覚
す
る
と
、
お
さ
ゐ
と
と

も
に
そ
の
使
命
を
志
向
し
て
果
敢
に
最
期
を
遂
げ
て
い
る
。
以
上
の
、
出
来
事

と
主
人
公
の
自
覚
を
中
心
と
し
た
行
動
や
展
開
は
、
そ
れ
ぞ
れ
観
客
の
見
ど
こ

ろ
を
考
慮
し
て
描
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
近
松
の
作
劇
す
る
う
え
で
の
方
法
で

あ
っ
た
と
い
え
る
。

後
の
作
品
ほ
ど
大
き
く
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
係
累
の
愁
嘆
場
に
つ
い
て
も
、

主
人
公
を
中
心
と
し
た
右
の
作
劇
法
に
お
け
る
推
移
に
よ
る
も
の
と
推
定
さ
れ

る
が
、
他
の
近
松
世
話
浄
瑠
璃
を
検
討
の
う
え
、
明
ら
か
に
し
た
い
。
ま
た
、

「
堀
川
波
鼓
」
下
巻
に
お
け
る
妻
敵
討
は
、
や
は
り
、
出
来
事
に
遭
遇
し
た
彦

近
松
三
姦
通
浄
瑠
璃
の
方
法

五
七

九
郎
の
自
覚
に
基
づ
く
行
動
を
中
心
に
描
い
て
い
る
と
考
え
る
が
、
こ
の
点
に

つ
い
て
も
稿
を
改
め
て
述
べ
た
い
。

注

横
山
正
『
浄
瑠
璃
操
芝
居
の
研
究
』
風
間
書
房
、
一
九
六
三
年
、
五
一
七

五
三

四
頁
。

諏
訪
春
雄
『
近
松
世
話
浄
瑠
璃
の
研
究
』
笠
間
書
院
、
一
九
七
四
年
、
三
四
一

三
四
五
頁
。

近
松
作
品
の
本
文
引
用
は
、『
近
松
全
集
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
五

一
九
九
四

年
）
に
よ
る
。
引
用
に
際
し
、
振
仮
名
と
文
字
譜
は
外
し
、
漢
字
は
当
用
漢
字
を
用

い
た
。に

同
じ
、
三
八
二
頁
。

原
道
生
「
浄
瑠
璃
の
作
劇
法
」、
阪
口
弘
之
編
『
浄
瑠
璃
の
世
界
』
世
界
思
想
社
、

一
九
九
二
年
、
一
七
二

一
七
四
頁
。

引
用
は
、

に
同
じ
。
こ
こ
で
は
会
話
文
と
地
の
文
を
区
別
し
た
。

廣
末
保
『
近
松
序
説
』
未
来
社
、
一
九
五
七
年
、
二
四
三

二
四
四
頁
。

白
方
勝
『
近
松
浄
瑠
璃
の
研
究
』
風
間
書
房
、
一
九
九
三
年
、
四
八
八

四
九
一

頁
。成

立
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
論
文
に
詳
し
い
。
廣
末
保
『
近
松
序
説
』（

に
同

じ
、
一
一
九
頁
）。
祐
田
善
雄
「「
堀
川
波
鼓
」
私
見
」（『
山
辺
道
』

、
一
九
六
六

年
十
二
月
）。
松
崎
仁
「「
堀
川
波
鼓
」
小
考
」（『
日
本
文
学
研
究
』、
一
九
八
八
年

十
一
月
）。

に
同
じ
、
一
一
二

一
一
四
頁
。

に
同
じ
、
二
四
八

二
四
九
頁
。
諏
訪
説
で
は
、「
実
説
と
虚
構
」
と
題
す
る

論
文
の
な
か
で
、「
妹
を
打
擲
す
る
姉
お
種
の
せ
り
ふ
に
は
、
罪
の
意
識
も
打
忘
れ



て
一
年
ぶ
り
に
夫
に
あ
っ
た
妻
の
か
ざ
り
の
な
い
喜
び
の
真
情
と
、
そ
れ
を
は
ば
む

お
藤
へ
の
怒
り
が
吐
露
さ
れ
て
余
す
と
こ
ろ
が
な
い
」
と
し
、

の
祐
田
説
を
も
と

に
そ
の
場
面
の
ヒ
ン
ト
と
な
っ
た
実
説
と
虚
構
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

に
同
じ
、
二
二
四

二
二
五
頁
。

近
石
泰
秋
『
操
人
形
浄
瑠
璃
の
研
究
｜
｜
そ
の
戯
曲
構
成
に
つ
い
て
｜
｜
』
風
間

書
院
、
一
九
六
一
年
、
三
七
七

三
七
八
頁
、
四
三
三

四
三
四
頁
。

に
同
じ
、
二
五
五
頁
。

に
同
じ
。

引
用
は
、
阿
部
秋
生
他
校
注
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

源
氏
物
語

』（
小

学
館
、
一
九
九
三
年
）
に
よ
る
。

彦
九
郎
が
帰
参
し
た
五
月
、
お
種
に
は
懐
胎
し
て
四
か
月
の
子
が
あ
る
と
し
て
い

る
こ
と
に
よ
る
。

成
山
忠
太
夫
と
右
大
臣
の
共
通
点
よ
り
、
朧
月
夜
と
の
類
似
を
指
摘
し
た
の
は
、

同
志
社
大
学
の
学
部
生
菅
谷
志
乃
で
あ
る
。
本
人
の
許
可
を
得
た
う
え
で
論
証
し
た
。

た
と
え
ば
、
近
松
研
究
第
一
会
「『
鎗
権
三
重
帷
子
』」（『
早
稲
田
文
学
』

・

、

一
八
九
六
年
九
・
十
月
）
や
廣
末
保
『
近
松
序
説
』（

に
同
じ
、
二
四
六
頁
）
な

ど
。
廣
末
説
で
は
、
道
行
を
「
み
じ
め
さ
・
自
己
嫌
悪
を
底
流
に
ひ
そ
め
乍
ら
」、

「
美
し
い
色
気
の
情
緒
で
洗
う
の
で
あ
る
」
と
い
う
。

廣
末
保
「「
堀
川
波
鼓
」
と
お
種
」『
元
禄
文
学
研
究
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九

五
五
年
、
二
六
七

二
六
八
頁
。

祐
田
善
雄
「「
堀
川
波
鼓
」
私
見
」『
山
辺
道
』

、
一
九
六
六
年
十
二
月
。

西
田
耕
三
「『
堀
川
波
鼓
』
の
鼓
」『
熊
本
大
学
国
語
国
文
学
研
究
』

、
一
九
九

七
年
十
二
月
。
西
田
説
で
は
、

の
祐
田
説
を
も
と
に
、「
堀
川
波
鼓
」
の
鼓
を
毒

鼓
で
あ
る
と
見
、「
お
種
の
姦
通
は
、
夫
へ
の
思
慕
に
ま
つ
わ
る
諸
の
思
い
（
煩

悩
）
を
す
べ
て
吐
き
出
し
、
純
粋
な
夫
へ
の
思
慕
を
実
現
す
る
一
つ
の
階
程
に
す
ぎ

な
か
っ
た
」
と
い
う
。

松
崎
仁
「「
大
経
師
昔
暦
」
の
再
吟
味
」『
国
語
と
国
文
学
』
一
九
七
二
年
七
月
。

引
用
は
、
高
野
辰
之
編
『
日
本
歌
謡
集
成
６
』（
東
京
堂
出
版
、
一
九
六
〇
年
）

に
よ
る
。

戸
板
康
二
『
名
作
歌
舞
伎
全
集
１
』
東
京
創
元
社
、
一
九
四
三
年
、
二
八
九
頁
。

近
松
三
姦
通
浄
瑠
璃
の
方
法

五
八


