
は
じ
め
に

一
般
に
「
お
染
久
松
も
の
」
と
称
さ
れ
て
い
る
一
連
の
芸
能
作
品
が
あ
る
。

宝
永
七
年
一
月
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
て
い
る
お
染
久
松
の
心
中
事
件
直
後
か
ら

様
々
に
仕
組
ま
れ
て
来
た
そ
れ
ら
の
芸
能
作
品
の
中
で
、
現
行
の
文
楽
に
も
残

る
『
新
版
歌
祭
文
』（
浄
瑠
璃
・
近
松
半
二
作
・
安
永
九
年
（
一
七
八
〇
））

「
野
崎
村
の
段
」
の
成
立
に
つ
い
て
、
先
行
作
品
と
の
関
連
と
、
当
時
の
大
坂

の
社
会
状
況
か
ら
の
影
響
を
考
え
て
み
た
い
。

な
お
、
今
回
、「
野
崎
村
の
段
」
の
成
立
に
関
連
し
た
作
品
と
し
て
、『
新
版

歌
祭
文
』
と
と
も
に
考
察
の
対
象
と
し
た
先
行
作
品
を
次
に
記
し
て
お
く
。

（
角
書
は
略
す
）

○

数
種
の
歌
祭
文
（
最
初
の
も
の
は
宝
永
七
年
（
一
七
一
〇
）
頃
）

○
『
心
中
鬼
門
角
』（
歌
舞
伎
・
宝
永
七
年
（
一
七
一
〇
））

○
『
袂
の
白
し
ぼ
り
』（
浄
瑠
璃
・
紀
海
音
作
・
宝
永
七
年
（
一
七
一

〇
））

○
『
卅
三
年
忌
袂
白
絞
』（
歌
舞
伎
・
松
屋
来
助
他
作
（
推
定
）・
元
文
五

年
（
一
七
四
〇
））

○
『
染
模
様
妹
背
門
松
』（
浄
瑠
璃
・
菅
専
助
作
・
明
和
四
年
（
一
七
六

七
））（

一
）

『
新
版
歌
祭
文
』「
野
崎
村
の
段
」（
以
下
「
野
崎
村
の
段
」
と
の
み
記
す
）

は
、
鶴
見
誠
氏
の
「
素
材
は
（
略
）
先
行
作
の
中
に
既
に
揃
っ
て
い
た
け
れ
ど

も
、
従
来
の
筋
を
裏
へ
返
し
て
、
久
松
の
実
家
を
描
く
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
に

な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
可
憐
な
『
お
み
つ
』
に
注
目
し
、
彼
女
を
中
心

に
脚
色
し
た
こ
と
は
、
誠
に
半
二
の

眼
賞
す
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
指
摘
に

『
新
版
歌
祭
文
』「
野
崎
村
の
段
」
の
成
立
に
つ
い
て

九
二

『
新
版
歌
祭
文
』「
野
崎
村
の
段
」
の
成
立
に
つ
い
て

小

川

嘉

昭



見
ら
れ
る
よ
う
に
、
先
行
作
品
に
お
け
る
、
久
松
の
父
・
久
作
の
形
象
な
ど
の

素
材
を
活
か
し
な
が
ら
一
段
の
見
せ
場
と
し
た
近
松
半
二
の
「
創
案
に
成
る
」

も
の
と
さ
れ
る
場
合
が
多
い
。
た
し
か
に
、
先
行
作
品
に
お
い
て
油
屋
で
行
わ

れ
て
い
た
久
作
の
異
見
事
の
場
面
を
「
野
崎
村
」
に
移
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
久

作
と
久
松
の
親
子
関
係
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
し
、
お
染
、
久
松
、
久
作
に
加
え

て
、
お
み
つ
を
登
場
さ
せ
た
人
間
関
係
の
複
雑
化
の
中
に
、
半
二
の
手
腕
を
認

め
る
こ
と
は
出
来
よ
う
。
し
か
し
、
た
と
え
「
従
来
の
筋
を
裏
へ
返
し
た
」
も

の
で
あ
っ
て
も
、「
野
崎
村
の
段
」
は
、
先
行
作
品
に
お
け
る
、
久
松
の
父
・

久
作
に
よ
る
異
見
事
の
趣
向
の
延
長
線
上
で
、
一
段
の
見
せ
場
と
な
っ
た
も
の

で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
考
え
る
時
、「
野
崎
村
の
段
」
を
半
二
の
創
意
が
示
さ

れ
た
段
と
し
て
見
る
と
同
時
に
、
趣
向
の
書
き
替
え
と
い
っ
た
観
点
か
ら
、
捉

え
直
す
こ
と
も
大
切
で
あ
ろ
う
。

「
野
崎
村
の
段
」
へ
と
つ
な
が
る
、
久
作
の
異
見
事
の
趣
向
は
、
心
中
事
件

が
起
こ
っ
た
と
思
わ
れ
る
宝
永
七
年
段
階
の
諸
作
品
に
す
で
に
見
ら
れ
る
。
諸

先
学
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
と
重
複
す
る
が
、
私
見
を
交
え
つ
つ
、
今
一
度
整
理

し
て
お
く
。

久
作
の
異
見
事
の
趣
向
は
、
歌
舞
伎
狂
言
で
あ
る
『
心
中
鬼
門
角
』
に
は
じ

ま
る
。（
た
だ
し
、
台
帳
に
は
「
親
父
」
と
の
み
あ
り
久
作
の
名
は
な
い
）

在
所
ノ
﹇
加
平
二
〕
親
父
大
根
か
た
げ
〔
小
六
〕
長
松
に
苞
を
持
た
せ

付
舞
台
よ
り
出
内
へ
入

『
新
版
歌
祭
文
』「
野
崎
村
の
段
」
の
成
立
に
つ
い
て

九
三

『
心
中
鬼
門
角
』
の
、
土
産
に
大
根
を
持
参
し
、
久
松
の
弟
・
長
松
に
苞
を

持
た
せ
る
父
の
姿
で
あ
る
。

さ
ら
に
『
心
中
鬼
門
角
』
の
内
容
を
受
け
た
も
の
と
さ
れ
る
歌
祭
文
『
お
そ

め
久
松
心
中
種
油
』
で
は
、

久
松
が
ざ
い
所
の
て
ゝ
親
わ
ら
づ
と
に
。
梅
の
は
や
ざ
き
お
り
そ
へ
て

と
、
梅
の
枝
が
小
道
具
と
し
て
加
わ
る
。
こ
う
い
っ
た
父
親
の
姿
は
、『
袂
の

白
し
ぼ
り
』『
染
模
様
妹
背
門
松
』
を
経
て
、「
野
崎
村
の
段
」
で
は
、
大
坂
へ

歳
暮
の
礼
に
出
か
け
よ
う
と
す
る
久
作
を
描
い
た

歳
暮
の
祝
儀
は
。
コ
レ

此
藁
苞
山
の
芋
は
鰻
に
成
。（
略
）
ド
リ
ャ
往

て
来
ふ
と
身
拵
へ
。
藁
苞
肩
に
ヤ
ゑ
い
と
こ
な
。
表
へ
出
し
が
立
ど
ま

り
。
取
訳
今
年
は
早
ふ
咲
た
此
梅
。
何
よ
り
角
よ
り
能
土
産
と
。
春
待
顔

に
咲
花
を
。
手
折
て
苞
に
一
枝
を
。
添
て
ひ
ょ
か

野
崎
村

と
い
う
形
象
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。

「
大
根
」「
藁
苞
」「
梅
の
枝
」
は
、
い
ず
れ
も
（
作
品
に
よ
り
「
大
根
」
は

「
蕪
」
や
「
山
芋
」
に
、「
藁
苞
」
は
「
藁
畚
」
に
と
変
化
す
る
こ
と
は
あ
る

が
）、
後
の
「
お
染
久
松
も
の
」
の
異
見
事
の
場
面
を
印
象
づ
け
る
小
道
具
で

あ
り
、
久
作
の
形
象
の
原
型
が
こ
こ
で
出
来
上
が
っ
て
い
る
。
た
だ
、『
心
中

鬼
門
角
』
お
よ
び
『
お
そ
め
久
松
心
中
種
油
』
の
段
階
で
は
、
久
作
が
も
た
ら

す
は
ず
の
葛
藤
の
描
き
方
が
不
十
分
で
あ
る
と
い
う
印
象
は
否
め
な
い
。
む
し

ろ
、『
心
中
鬼
門
角
』
に
お
け
る
家
族
の
葛
藤
は
、
長
松
の
次
の
言
葉
を
媒
介



と
し
て
引
き
起
こ
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ

ま
だ
そ
れ
じ
や
わ
い
の

冬
年

伯
父
様
の
所
で
の

し
だ
く
だ

と
や
ら

も
た
く
た
と
や
ら
ヲ
聞
い
て

京
や
大
坂
に
は
心
中
と
や
ら
が

は
や
る
げ
な

早
ふ
行
て
こ
な
た
を
連
れ
て
戻
て
く
れ
と
言
わ
つ
し
や
る

今
日
ご
ざ
る
筈
じ
や
な
か
つ
た
け
れ
ど

今
朝
母
様
の
起
き
て
声
ヲ
上
て

泣
か
つ
し
や
る

何
と
さ
つ
し
や
つ
た
と
言
ひ
ま
し
た
れ
ば

夕
べ

し

げ

と
悪
い
夢
ヲ
見
た

早
ふ
行
て
披
下

ち
や
つ
と
行
か
し
や
れ
と

父
様
を
頼
ま
し
や
る

そ
れ
で
遅
か
つ
た
け
れ
ど
来
ま
し
た

来
る
内
に

も
ど
う
か
か
う
か
と
案
じ
ま
し
た
が

マ
ア

こ
な
た
が
何
事
も
な
い
顔

ヲ
見
て

こ
れ
ほ
ど
嬉
し
い
事
は
ご
ざ
ら
ぬ

こ
の
よ
う
に
見
る
と
、『
心
中
鬼
門
角
』
や
『
心
中
鬼
門
角
』
の
内
容
を
受

け
た
も
の
と
思
わ
れ
る
『
お
そ
め
久
松
心
中
種
油
』
の
段
階
で
の
久
作
の
異
見

事
は
、
歌
舞
伎
的
な
趣
向
を
見
せ
る
に
と
ど
ま
り
、
十
分
な
ド
ラ
マ
に
な
り
得

て
い
な
い
も
の
と
言
え
る
。

次
の
『
袂
の
白
し
ぼ
り
』
で
は
、
い
く
つ
か
の
プ
ロ
ッ
ト
上
の
重
要
な
設
定

が
加
わ
る
。

春
の
日
か
け
は
。
あ
き
ら
け
き
。
お
り
し
り
が
を
に
梅
の
花
。
あ
り
と
や

爰
に
う
ぐ
ひ
す
の
な
く
ね
は
月
日
ほ
し
か
ぶ
ら
。
年
た
う
せ
い
ぼ
の
御
礼

を
ば
一
か
に
に
な
ふ
わ
ら
ふ
ご
は
。
の
ざ
き
村
の
久
作
が
物
ま
う
と
こ
そ

い
ゝ
入
る
。

（
久
作
の
持
ち
物
で
は
な
い
が
）「
梅
の
花
」
が
描
か
れ
、「
わ
ら
ふ
ご
」
を

担
っ
た
久
作
が
登
場
す
る
。
こ
こ
で
、「
お
染
久
松
も
の
」
に
お
い
て
初
め
て
、

久
松
の
在
所
が
「
の
ざ
き
村
（
野
崎
村
）」
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
、
久
松
の

父
親
に
「
久
作
」
の
名
が
与
え
ら
れ
る
。
ま
た
、

お
れ
も
こ
と
し
は
六
十
二
。
い
つ
迄
で
ん
ば
く
せ
せ
つ
て
も
き
れ
か
は
つ

た
る
く
は
ほ
う
を
は
。
ほ
り
出
さ
ふ
共
思
は
ぬ
ゆ
へ
お
ぬ
し
に
世
を
は
打

ま
か
せ
一
枚
じ
き
で
も
取
か
こ
い
。
ね
を
き
を
ら
く
に
せ
う
た
め
に
と
な

り
の
茂
四
郎
が
か
う
か
つ
物
。
お
く
め
を
よ
め
に
も
ら
ふ
て
を
く
。

と
、
後
に
「
野
崎
村
の
段
」
の
「
お
み
つ
」
の
設
定
に
つ
な
が
る
「
お
く
め
」

の
存
在
が
語
ら
れ
る
。
ま
た
、『
袂
の
白
し
ぼ
り
』
で
は
、
異
見
事
の
描
き
方

に
つ
い
て
も
、
足
袋
に
よ
る
打
擲
の
趣
向
が
現
れ
、
心
理
的
葛
藤
の
深
化
も
認

め
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
久
作
に
よ
る
異
見
事
の
場
面
の
み
を
見
て
も
、
た
し
か
に

「
素
材
は
（
略
）
先
行
作
の
中
に
既
に
揃
っ
て
」
お
り
、
他
の
場
面
や
全
体
の

構
想
に
も
、
宝
永
七
年
段
階
の
作
品
や
そ
の
後
の
『
染
模
様
妹
背
門
松
』
か
ら

取
り
込
ま
れ
た
も
の
が
多
い
。
し
た
が
っ
て
、
半
二
の
手
柄
は
、「
従
来
の
筋

を
裏
へ
返
し
て
、
久
松
の
実
家
を
描
」
い
た
こ
と
と
、
久
作
の
口
か
ら
語
ら
れ

る
だ
け
で
あ
っ
た
「
お
く
め
」
を
「
お
み
つ
」
と
し
て
舞
台
上
で
活
躍
さ
せ
た

こ
と
と
い
う
見
解
も
、
一
応
は
肯
首
で
き
そ
う
で
あ
る
。

し
か
し
、「
久
松
の
実
家
を
描
」
い
た
こ
と
や
、
久
松
の
許
婚
者
を
舞
台
上

『
新
版
歌
祭
文
』「
野
崎
村
の
段
」
の
成
立
に
つ
い
て

九
四



に
登
場
さ
せ
た
こ
と
は
、
ほ
ん
と
う
に
半
二
の
創
意
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
次
節
で
は
、
こ
の
点
を
考
え
て
み
た
い
。

（
二
）

前
節
で
は
、
先
行
作
品
に
見
ら
れ
る
「
野
崎
村
の
段
」
の
素
材
の
う
ち
、
久

作
の
異
見
事
に
見
ら
れ
る
も
の
が
、
宝
永
七
年
の
諸
作
品
に
始
ま
る
も
の
で
あ

る
こ
と
を
再
確
認
し
て
お
い
た
。
こ
こ
で
は
、「
野
崎
村
の
段
」
で
、
久
松
の

在
所
が
場
面
化
、
舞
台
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
「
お
み
つ
」
が
登
場
す
る
こ
と

に
つ
い
て
、『
卅
三
年
忌
袂
白
絞
』
と
の
関
係
で
見
て
お
き
た
い
。

元
文
五
年
の
『
卅
三
年
忌
袂
白
絞
』
は
、
全
体
の
構
想
の
面
か
ら
、「
お
染

久
松
も
の
」
の
な
が
れ
の
中
で
、
注
意
す
べ
き
作
品
で
あ
る
。
宝
永
七
年
段
階

で
の
「
お
染
久
松
も
の
」
に
対
し
て
、『
色
模
様
妹
背
の
門
松
』
や
『
新
版
歌

祭
文
』
に
つ
い
て
は
、
定
家
の
色
紙
の
紛
失
や
家
宝
の
刀
の
紛
失
な
ど
歌
舞
伎

的
要
素
を
採
り
入
れ
、
全
体
の
構
想
が
複
雑
化
さ
れ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
と

い
わ
れ
る
が
、
こ
れ
は
、
現
在
知
り
う
る
限
り
で
は
、『
卅
三
年
忌
袂
白
絞
』

に
始
ま
る
特
徴
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
自
体
は
、『
卅
三
年
忌
袂
白
絞
』
が
歌
舞

伎
狂
言
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
必
然
と
考
え
ら
れ
る
が
、
久
作
の
異
見
事
の
趣

向
に
限
っ
て
見
た
場
合
に
も
、「
お
染
久
松
も
の
」
の
な
が
れ
の
中
で
、
こ
の

作
品
は
少
し
異
質
な
も
の
が
あ
る
。

こ
の
作
品
に
お
け
る
久
作
の
異
見
事
は
、「
大
切
道
行
」
の
後
半
に
あ
る
の

『
新
版
歌
祭
文
』「
野
崎
村
の
段
」
の
成
立
に
つ
い
て

九
五

だ
が
、
そ
れ
に
先
立
つ
「
四
段
目
切
」
で
、
久
松
の
在
所
を
「
野
崎
村
」
か
ら

「
伏
見
」
に
移
し
替
え
、
そ
の
在
所
を
場
面
化
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き

で
あ
る
。
さ
ら
に
、
久
松
の
許
婚
者
の
「
お
千
代
」
を
「
口
明
ノ
壱
」
か
ら
登

場
さ
せ
、
全
体
の
ス
ト
ー
リ
ー
に
対
し
て
、
重
要
な
役
割
を
担
わ
せ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、「
野
崎
村
の
段
」
で
、
久
松
の
在
所
が
場
面
化
、
舞
台
化
さ
れ

て
い
る
こ
と
や
、「
お
み
つ
」
が
登
場
す
る
こ
と
自
体
は
、
そ
の
描
き
方
の
手

腕
を
別
に
す
れ
ば
、
近
松
半
二
の
独
創
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、『
卅
三
年
忌
袂
白
絞
』
の
久
作
は
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る

の
だ
ろ
う
か
。『
卅
三
年
忌
袂
白
絞
』
で
久
作
の
登
場
す
る
場
は
、「
四
段
目

切
」
以
降
、
終
幕
ま
で
で
あ
る
。
こ
の
間
の
場
面
は
、
内
容
の
上
か
ら
次
の
三

つ
に
分
か
れ
る
。

（

）「
四
段
目
切
」

伏
見
の
在
所
へ
、
久
松
が
逃
れ
て
く
る
場
面
。
久
松
と
は
別
に
お
染
も
伏

見
へ
や
っ
て
来
る
。
久
松
の
身
に
質
物
窃
盗
の
濡
れ
衣
が
掛
か
る
原
因
と
な

り
、
遡
れ
ば
久
松
の
実
の
親
・
野
上
半
左
衛
門
が
主
人
か
ら
預
か
り
お
い
た

時
に
盗
み
出
さ
れ
た
左
文
字
の
守
刀
を
巡
る
プ
ロ
ッ
ト
は
、
真
の
下
手
人
が

こ
の
「
四
段
目
切
」
で
捕
え
ら
れ
（「
大
切
道
行
」
の
最
後
に
も
う
一
度
捕

え
ら
れ
た
姿
が
登
場
す
る
も
の
の
）、
事
実
上
完
結
す
る
。

（

）「
大
切
道
行
」
の
前
半

『
袂
の
白
し
ぼ
り
』
に
お
け
る
「
地
蔵
め
ぐ
り
道
行
」
と
同
じ
く
、
久
松



が
夢
の
中
で
、
自
分
た
ち
と
同
名
の
男
女
の
死
を
語
っ
た
歌
祭
文
を
見
る
場

面
。
都
路
若
太
夫
と
豊
竹
秀
太
夫
の
掛
け
合
い
に
よ
る
浄
瑠
璃
が
入
る
。

（

）「
大
切
道
行
」
の
後
半

久
作
の
異
見
事
の
場
面
か
ら
、
蔵
の
中
で
久
松
が
死
ぬ
ま
で
を
描
く
。
こ

こ
で
は
お
染
は
死
な
ず
に
残
る
。

右
記
の
と
お
り
、
異
見
事
の
場
面
は
、
本
作
に
お
い
て
は
、（

）
の
場
面

に
仕
組
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
加
え
て
（

）
と
（

）
の
場
面
に
も
久
作
を

登
場
さ
せ
る
こ
と
で
、
先
行
作
中
の
異
見
事
の
趣
向
に
描
か
れ
た
久
作
像
に
拡

が
り
を
与
え
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
久
作
の
描
き
方
の
拡
が
り

が
、「
野
崎
村
の
段
」
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、（

）
の
場
面
に
つ
い
て
は
、『
袂
の
白
し
ぼ
り
』
中
の
「
地
蔵

め
ぐ
り
道
行
」
の
趣
向
を
用
い
つ
つ
、
近
松
門
左
衛
門
作
『
冥
土
の
飛
脚
』
の

通
称
「
新
口
村
の
段
」（
以
下
、「
新
口
村
の
段
」
と
の
み
記
す
）
に
よ
っ
て
一

場
を
作
り
出
し
た
も
の
と
し
て
、
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

ま
ず
、『
卅
三
年
忌
袂
白
絞
』
の
（

）
の
場
面
（
以
下
「
大
切
道
行
・
前

半
」
と
記
す
）
に
お
け
る
、
お
染
と
久
作
の
絡
み
と
、『
新
口
村
の
段
』
に
お

け
る
梅
川
と
孫
右
衛
門
の
絡
み
を
見
て
お
く
。

「
大
切
道
行
・
前
半
」
で
は

久
作
は
老
足
の

水
の
溜
り
も
涙
の
淵

滑
る
を
止
ま
る
石
高
に

草

履
の
鼻
緒
踏
み
切
ツ
て

泥
田
へ
が
ば
と
こ
け
込
ん
だ
り
（
台
詞
略
）
久

松
は
も
が
け
ど
も

身
を
か
ゑ
り
見
て
出
も
や
ら
ず

お
染
は
あ
わ
て
走

り
寄
り

と
浄
瑠
璃
で
語
ら
れ
た
後
、
お
染
の

ど
こ
も
痛
み
は
い
た
し
ま
せ
ぬ
か
へ

お
年
寄
の
是
は

お
足
も

い
で
あ
げ
ま
せ
う

の
台
詞
が
続
く
。
こ
れ
は
、「
新
口
村
の
段
」
の

孫
右
衛
門
は
ら
う
そ
く
の
や
す
み

門
を
過
。
野
口
の
み
ぞ
の
水
ご
ほ

り
す
へ
る
を
と
ま
る
高
あ
し
だ
。
は
な
を
は
き
れ
て
よ
こ
さ
ま
に
ど
ろ
田

へ
か
は
と
こ
け
こ
ん
だ
り
。
ハ
ア
か
な
し
や
と
忠
兵
衛
も
が
け
共
さ
は
げ

と
も
。
身
を
か
へ
り
見
て
出
も
や
ら
ず
梅
川
あ
は
て
走
り
出
。
だ
き
お
こ

し
て
す
そ
し
ぼ
り
ど
こ
も
い
た
み
は
し
ま
せ
ぬ
か
。
お
と
し
よ
り
の
お
い

と
し
や
お
あ
し
も
す
ゝ
ぎ
は
な
を
も
す
げ
て
あ
げ
ま
せ
ふ
。
す
こ
し
も
御

遠
慮
な
さ
る
ゝ
な

に
詞
章
の
一
致
を
見
る
。
以
下
、
お
染
と
久
作
の
絡
み
で
は
、「
新
口
村
の

段
」
と
の
詞
章
の
一
致
が
続
く
。
次
の
《

》《

》《

》《

》
は
「
大
切

道
行
・
前
半
」
か
ら
の
引
用
、〈

〈

〈

〈

が
「
新
口
村
の
段
」

で
原
拠
に
な
っ
た
部
分
で
あ
る
。

《

》
イ
ヤ
サ

大
坂
の
お
方
々
は

結
構
な
お
主
様
じ
や
と
申
の
で
ご

ざ
り
升
ル

嫁
御
も
な
ら
ぬ
御
介
抱

な
ん
ぼ
う
後
生
願
ふ
て
も

爰
の
一
ツ

心
が
邪
見
で
は
願
わ
ぬ
も
同
然

『
新
版
歌
祭
文
』「
野
崎
村
の
段
」
の
成
立
に
つ
い
て

九
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〈

わ
か
い
上
ら
う
の
お
や
さ
し
い
年
よ
り
と
思
召
。
よ
め
子
も
な
ら

ぬ
か
い
ほ
う
。
寺
道
場
へ
参
つ
て
も
こ
れ
。
こ
ゝ
の
一
心
が
じ
や

け
ん
で
は
参
ら
ぬ
も
同
前
。
こ
な
た
が
ほ
ん
の
後
生
ね
が
ひ
も
ふ

手
を
あ
ら
ふ
て
く
だ
さ
れ
。

《

》
わ
た
し
が
舅
御
が
丁
度
お
ま
へ
の
年
配
恰
好

な
ん
の
外
の
よ
ふ

に
存
じ
ま
せ
う

あ
い

舅
御
じ
や
も
の

サ
ア

よ
ふ
似
ま
し

て
ご
ざ
ん
す

常
住
お
そ
ば
に
居
て
抱
き
か
ゝ
へ

お
宮
仕
へ
し

て

一
日
な
り
と
も
女
夫
じ
や
と

○

夫
も
親
御
の
事
じ
や
も

の

飛
び
立
つ
よ
ふ
に
ご
ざ
ん
せ
う

〈

わ
た
し
が
し
う
と
の
お
や
じ
さ
ま
。
ち
や
う
ど
お
前
の
年
ば
い
で

か
つ
か
う
も
其
ま
ゝ
。
外
へ
す
る
奉
公
と
は
さ
ら

も
つ
て
思

は
れ
ず
。
お
と
し
よ
つ
た
し
う
と
ご
の
ふ
し
な
や
み
の
だ
き
か
ゝ

へ
。
み
や
づ
か
へ
は
よ
め
の
や
く
御
用
に
た
て
ば
私
も
。
な
ん
ば

う
か
嬉
し
い
も
の
つ
れ
あ
ひ
は
な
を
お
や
ご
の
こ
と
。
と
び
立
様

に
も
あ
る
は
づ
。

《

》
此
草
履

わ
た
し
に
下
さ
り
ま
せ

父
御
に
似
た
お
ま
へ
の
草
履

夫
の
肌
に
つ
け
さ
し

私
も
お
ま
へ
に
添
ふ
心

せ
め
て
形
見

に

〈

此
紙
と
。
此
紙
と
。
か
へ
て
わ
た
し
が
申
受
つ
れ
あ
ひ
の
は
だ
に

つ
け
さ
せ
。
て
ゝ
ご
に
似
た
る
お
や
じ
さ
ま
の
か
た
見
に
さ
せ
た

『
新
版
歌
祭
文
』「
野
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村
の
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」
の
成
立
に
つ
い
て
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ふ
ご
ざ
ん
す
と
。

《

》
フ
ム

お
ま
へ
の
舅
に
似
た
と
ゆ
ふ
て
の
此
孝考

行

嬉
し
い
う
ち

に
腹
が
た
つ

〈

ム

こ
な
た
の
し
う
と
に
此
じ
い
が
。
似
た
と
云
て
の
か
う

か
。

嬉
し
い
内
に
は
ら
が
立

《

》
ト
巾
着
よ
り
細
銀
出
シ

爰
に
銀
が
今
吹
で
六
匁
有

是
を
路
銭
に

ア

し
た
が
こ
れ

く
ら
い
で
は
力
に
な
る
ま
い

今

俺
が
お
ま
へ
ゝ
進
ぜ
升
ル

〈

涙
の
ひ
ま
に
き
ん
ち
や
く
よ
り
銀
子
一
枚
取
出
し
。（
略
）
是
を
路

銭
に
ご
せ
か
い
だ
う
へ
か
ゝ
つ
て
一
足
も
は
や
ふ
の
か
つ
し
や
れ
。

な
お
、〈

の
「
紙
」
が
《

》
で
「
草
履
」
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
久

作
の
異
見
事
の
趣
向
に
お
い
て
、「
梅
」「
藁
苞
」
な
ど
と
同
じ
く
、
草
履
が
重

要
な
小
道
具
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
る
。

今
、「
大
切
道
行
・
前
半
」
を
見
て
お
い
た
が
、（

）
の
場
面
も
、
犯
罪
を

犯
し
た
と
さ
れ
る
久
松
が
親
元
へ
逃
げ
て
来
る
設
定
と
な
っ
て
い
る
点
や
、
久

作
が
法
華
講
の
同
行
と
と
も
に
登
場
す
る
描
写
に
、「
新
口
村
の
段
」
か
ら
発

想
を
得
た
と
思
わ
れ
る
面
が
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
久
作
の
異
見
事
が
「
野
崎
村
の
段
」
へ
と
拡

大
さ
れ
た
の
は
、『
卅
三
年
忌
袂
白
絞
』
に
お
け
る
「
四
段
目
切
」「
大
切
道

行
・
前
半
」
へ
の
久
作
像
の
拡
が
り
の
影
響
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ



の
久
作
像
の
背
後
に
は
、「
新
口
村
の
段
」
の
孫
右
衛
門
像
が
あ
る
こ
と
に
な

る
。

（
三
）

こ
こ
ま
で
「
野
崎
村
の
段
」
に
お
け
る
先
行
作
品
の
影
響
を
見
て
き
た
が
、

次
に
、
近
松
半
二
が
、
久
松
の
在
所
を
場
面
化
す
る
に
あ
た
り
、『
卅
三
年
忌

袂
白
絞
』
に
お
け
る
「
伏
見
」
で
は
な
く
、
従
来
の
「
お
染
久
松
も
の
」
に
あ

る
「
野
崎
村
」
と
し
た
こ
と
を
考
え
て
み
た
い
。

「
お
染
久
松
も
の
」
の
作
品
中
に
、
明
確
な
か
た
ち
で
、
久
松
の
在
所
が
野

崎
村
で
あ
る
と
示
さ
れ
た
の
は
、
前
述
の
と
お
り
、『
袂
の
白
し
ぼ
り
』
に
お

い
て
、
久
松
が
お
染
と
不
義
を
し
て
い
る
こ
と
を
聞
き
つ
け
た
久
作
が
、
歳
暮

年
始
の
挨
拶
に
か
こ
つ
け
て
、
油
屋
を
訪
れ
る
箇
所
で
あ
る
。『
袂
の
白
し
ぼ

り
』
で
久
松
の
在
所
を
野
崎
村
と
し
た
こ
の
設
定
が
、
七
十
年
後
の
『
新
版
歌

祭
文
』
に
引
き
継
が
れ
、「
野
崎
村
の
段
」
に
発
展
し
た
理
由
に
つ
い
て
は
、

ま
ず
、
当
時
の
「
野
崎
参
り
」
の
流
行
が
挙
げ
ら
れ
る
。「
野
崎
村
の
段
」
の

詞
章
に
「
観
音
様
」「
野
崎
参
り
」
の
語
が
二
度
ず
つ
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
や
、

こ
の
段
の
最
後
が
、
久
松
が
堤
を
竹
輿
で
堤
を
帰
り
、
お
染
が
舩
で
川
を
帰
る

と
い
う
、
当
時
の
野
崎
参
り
の
風
物
を
意
識
し
た
演
出
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か

ら
も
、
半
二
自
身
、「
野
崎
参
り
」
の
流
行
を
意
図
的
に
当
て
込
ん
で
い
る
こ

と
が
分
か
る
。
た
だ
こ
こ
で
は
、
も
う
一
つ
の
理
由
と
し
て
、
お
染
久
松
の
心

中
事
件
が
「
油
屋
」
で
起
こ
っ
た
事
件
で
あ
り
、
実
在
の
「
野
崎
村
」
の
位
置

す
る
地
域
（
現
在
北
河
内
と
称
さ
れ
て
い
る
地
域
の
、
特
に
南
部
）
で
、
菜
種

栽
培
が
盛
ん
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
て
お
き
た
い
。

去
春
八
重
桐
座
へ
角
前
髪
に
出．
油
や
心
中
に
久
松
と
成
て
名
を
上．

宝
永
八
年
『
役
者
大
福
帳
』（
京
）
松
川
常
五
郎
の
項

去
年
は
八
重
桐
座
の
立
物．
油
屋
お
そ
め
の
心
中
に．
久
松
松
川
殿
伯
父

と
成
て
の
ゐ
け
ん．
さ
り
と
は
大
で
け．同

（
大
坂
）
音
羽
次
郎
三
郎
の
項

去
年
油
屋
心
中
お
そ
め
の
大
當．

同
（
大
坂
）
萩
野
八
重
桐
の
項

な
ん
ぞ
と
い
へ
ば
油
や
心
中．
此
度
も
お
そ
め．
油
や
心
中
の
さ
い
も
ん

哥
う
た
わ
せ
て
の
．

正
徳
四
年
『
役
者
色
景
圖
』（
大
坂
）
萩
野
八
重
桐
の
項

以
上
の
役
者
評
判
記
で
、『
心
中
鬼
門
角
』
が
「
油
や
心
中
」「
油
屋
お
そ
め

の
心
中
」「
油
屋
心
中
」
の
通
称
で
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、

『
袂
の
白
し
ぼ
り
』
の
題
名
の
由
来
が
、
お
染
が
油
屋
の
娘
で
あ
っ
た
こ
と
に

よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
論
を
ま
た
な
い
。「
八
百
屋
お
七
」「
八
百
や
お
ち

よ
」
な
ど
、
世
話
も
の
に
お
け
る
事
件
の
当
事
者
た
ち
の
職
業
を
、
浄
瑠
璃
や

歌
舞
伎
の
題
名
に
使
う
こ
と
は
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
が
、
そ
の
際
も
や
は
り
、

そ
の
職
業
に
対
す
る
当
時
の
観
客
に
と
っ
て
の
関
心
の
度
合
い
が
、
世
話
も
の

『
新
版
歌
祭
文
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野
崎
村
の
段
」
の
成
立
に
つ
い
て
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の
呼
称
と
の
結
び
付
き
方
に
影
響
を
与
え
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。「
お
染
久
松

も
の
」
の
場
合
も
、「
油
屋
」
の
娘
の
心
中
事
件
で
あ
り
、
事
件
の
起
こ
っ
た

の
が
「
油
屋
」
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
た
ん
に
た
ま
た
ま
事
件

の
現
場
が
「
油
屋
」
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
と
ど
ま
ら
な
い
、
観
客
の
注
意

を
引
く
、
特
別
な
意
味
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

十
七
世
紀
半
ば
以
降
、
全
国
の
油
製
造
の
ほ
と
ん
ど
は
大
坂
に
お
い
て
な
さ

れ
て
い
た
。
一
七
二
四
年
頃
に
は
江
戸
の
灯
油
の
七
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
、
京

の
そ
れ
は
す
べ
て
を
大
坂
か
ら
の
供
給
に
頼
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
油

の
需
要
そ
の
も
の
も
十
八
世
紀
に
入
り
飛
躍
的
に
伸
び
る
こ
と
と
な
る
。
今
は

詳
し
く
例
示
し
な
い
が
、
十
七
世
紀
以
降
、
江
戸
期
を
通
じ
て
大
坂
の
油
業
関

連
の
訴
訟
・
触
の
類
が
頻
発
し
て
い
る
。
つ
ま
り
「
お
染
久
松
」
の
心
中
事
件

が
起
き
た
十
八
世
紀
初
め
に
お
い
て
、「
油
屋
」
は
、
製
油
業
、
販
売
業
と
も

に
大
坂
の
商
業
の
中
で
も
特
に
中
心
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
油
業
を
巡
る
環
境
が
、「
お
染
久
松
」
の
心
中
事
件
を
、「
油
屋
心
中
」

と
し
て
一
層
ス
キ
ャ
ン
ダ
ラ
ス
な
も
の
に
し
た
の
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
そ

し
て
、「
油
屋
」
で
起
き
た
心
中
事
件
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、「
油
」
の
原
料

で
あ
る
菜
種
を
供
給
す
る
地
域
の
地
名
と
も
結
び
つ
い
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

「
野
崎
村
」
を
含
む
北
河
内
は
、
一
八
世
紀
中
期
以
降
菜
種
作
が
発
展
し
、

「
通
常
菜
種
作
地
帯
と
い
わ
れ
て
い
る
」
地
域
に
属
す
る
。
た
だ
、
菜
種
作
が

さ
か
ん
に
な
る
の
が
、
一
八
世
紀
中
期
以
降
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
最
初
に
久
松

『
新
版
歌
祭
文
』「
野
崎
村
の
段
」
の
成
立
に
つ
い
て

九
九

の
在
所
を
「
野
崎
村
」
と
設
定
し
た
宝
永
七
年
段
階
で
、
こ
の
地
域
に
ど
の
程

度
菜
種
の
供
給
地
と
し
て
の
地
位
が
あ
っ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
十
八
世
紀

初
め
の
大
坂
近
郊
に
お
け
る
菜
種
作
に
つ
い
て
、
山
崎
隆
三
氏
は
「
菜
種
作
は

こ
の
と
き
（
十
七
世
紀
か
ら
十
八
世
紀
初
め
頃
｜
｜
小
川
）
は
皆
無
で
あ
る
」

と
さ
れ
、
脇
田
修
氏
は
「
裏
作
の
た
め
か
、
こ
の
時
期
（
近
世
前
期
｜
｜
小

川
）
で
は
あ
ま
り
栽
培
の
状
況
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
さ
れ
る
。
だ
が
、

交
野
郡
星
田
村
和
久
田
家
の
記
録
で
は
、
正
徳
一
年
に
は
一
七
六
畝
一
五
歩
の

う
ち
五
〇
畝
で
、
ま
た
翌
正
徳
二
年
に
は
一
六
六
畝
の
う
ち
六
四
畝
で
菜
種
の

裏
作
が
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
も
あ
り
、
こ
の
後
こ
の
地
域
が
菜
種
の
産

地
と
し
て
発
展
し
て
い
っ
た
こ
と
と
併
せ
て
、
こ
の
時
期
、
菜
種
の
栽
培
が
増

加
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
で
き
る
。
少
な
く
と
も
、「
お
染
久
松
」
の
心

中
事
件
か
ら
「
野
崎
村
の
段
」
が
成
立
す
る
安
永
九
年
ま
で
の
七
十
年
間
は
、

北
河
内
南
部
の
地
域
で
菜
種
作
が
盛
ん
に
な
る
時
期
で
は
あ
っ
た
。
そ
し
て
、

こ
の
よ
う
な
社
会
的
状
況
に
よ
っ
て
、
前
述
の
よ
う
に
、「
油
屋
」
で
起
き
た

心
中
事
件
を
素
材
に
し
た
芸
能
作
品
が
、
そ
の
興
行
的
意
図
と
と
も
に
、
菜
種

を
供
給
す
る
地
域
の
地
名
で
あ
る
「
野
崎
村
」
と
結
び
つ
い
て
い
っ
た
の
で
あ

ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

お
わ
り
に

以
上
、
近
松
半
二
の
創
案
に
な
る
と
思
わ
れ
る
「
野
崎
村
の
段
」
も
、
実
は



先
行
作
品
の
影
響
下
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
久
松
の
在
所
を
場

面
化
す
る
に
際
し
て
、
宝
永
七
年
の
段
階
で
設
定
さ
れ
て
い
た
「
野
崎
村
」
を

そ
の
ま
ま
使
っ
た
の
は
、
当
時
の
社
会
状
況
を
反
映
し
た
興
行
的
な
意
図
に
よ

る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
見
て
き
た
。
そ
し
て
、
そ
の
結
論
と
し
て
、
近
松
半
二

の
独
自
性
と
思
わ
れ
る
も
の
も
、
や
は
り
先
行
作
品
や
周
囲
の
状
況
か
ら
の
影

響
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。

し
か
し
、「
野
崎
村
の
段
」
に
は
近
松
半
二
の
独
自
性
の
よ
う
な
も
の
は
た

し
か
に
あ
る
わ
け
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
こ
の
段
の
成
立
事
情
と
併
せ
て
論
じ
ら

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
小
稿
は
、
久
作
の
異
見
事
の
趣

向
の
発
展
し
た
形
と
し
て
の
「
野
崎
村
の
段
」
を
考
え
た
も
の
で
あ
り
、『
新

版
歌
祭
文
』
全
段
に
関
す
る
考
察
や
「
お
染
久
松
も
の
」
の
ト
ー
タ
ル
な
考
察

に
は
及
ん
で
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
不
十
分
な
点
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
課
題
と

し
た
い
。

注

か
つ
て
『
卅
三
年
忌
袂
白
絞
』
の
上
演
か
ら
逆
算
し
て
宝
永
五
年
の
事
件
で
あ
る

と
か
、
久
松
の
出
自
を
伺
わ
せ
る
浄
行
寺
の
過
去
帳
か
ら
宝
永
四
年
の
事
件
で
あ
る

と
か
い
っ
た
説
も
あ
っ
た
が
、
現
在
で
は
『
鸚
鵡
籠
中
記
』
の
記
事
か
ら
宝
永
七
年

説
が
有
力
に
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、『
鸚
鵡
籠
中
記
』
の
記
事
は
、
朝
日
文
左
衛

門
が
三
月
に
来
坂
し
た
お
り
に
伝
聞
し
た
記
録
で
あ
る
。

『
卅
三
年
忌
袂
白
絞
』
の
作
者
に
関
し
て
は
、
杉
本
多
美
氏
「
狂
言
作
者
松
屋
来

助
」（「
演
劇
学
」

号
・
一
九
八
二
年
）
お
よ
び
『
歌
舞
伎
台
帳
集
成

第
四
巻
』

（
一
九
八
四
年
・
勉
誠
社
）
解
題
参
照
。

『
日
本
古
典
文
学
大
系

浄
瑠
璃
集

下
』（
一
九
五
九
年
・
岩
波
書
店
）
解
説
。

に
同
じ
。

『
心
中
鬼
門
角
』
の
本
文
は
、『
歌
舞
伎
台
帳
集
成

第
一
巻
』（
一
九
八
三
年
・

勉
誠
社
）
に
よ
る
。
清
濁
に
つ
い
て
は
翻
刻
に
従
っ
た
。

数
種
の
歌
祭
文
と
『
心
中
鬼
門
角
』
の
成
立
の
前
後
関
係
に
つ
い
て
は
検
討
の
余

地
は
残
さ
れ
て
い
る
が
、
今
は
、
黒
木
勘
蔵
氏
の
説
（『
近
世
演
劇
考
説
』・
一
九
二

九
年
・
六
合
館

他
）
に
従
っ
て
お
き
た
い
。

歌
祭
文
の
本
文
に
つ
い
て
は
高
野
辰
之
氏
編
『
日
本
歌
謡
集
成
（
第
八
巻
）』（
一

九
二
八
年
・
春
秋
社
）
を
参
考
に
し
つ
つ
、
大
阪
大
学
忍
頂
寺
文
庫
蔵
の
寄
本
の
影

印
（
国
文
学
研
究
資
料
館
に
よ
る
複
写
）
に
よ
り
、
私
に
本
文
を
決
定
し
た
。

『
新
版
歌
祭
文
』
の
本
文
は
、『
日
本
古
典
文
学
大
系

浄
瑠
璃
集

下
』（
前

掲
）
に
よ
り
つ
つ
、
東
京
芸
術
大
学
図
書
館
蔵
の
七
行
本
の
影
印
（
国
文
学
研
究
資

料
館
に
よ
る
複
写
）
で
確
認
し
た
。
た
だ
し
、
校
訂
者
に
よ
る
ル
ビ
と
節
章
は
省
略

し
、
清
濁
お
よ
び
拗
促
音
の
処
理
は
翻
刻
に
従
っ
た
。

『
袂
の
白
し
ぼ
り
』
の
本
文
は
、『
紀
海
音
全
集

第
一
巻
』（
一
九
七
七
年
・
清

文
堂
出
版
）
に
よ
る
。
た
だ
し
、
節
章
は
省
略
し
た
。

『
心
中
鬼
門
角
』
に
も
、
父
親
が
久
松
を
打
擲
す
る
場
面
が
あ
る
が
、
台
帳
か
ら

は
草
履
を
用
い
た
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
。
ま
た
、
観
客
が
登
場
人
物
の
心
理
的

葛
藤
に
同
化
し
て
ゆ
く
効
果
も
、
打
擲
を
押
し
と
ど
め
よ
う
と
す
る
長
松
の
姿
に
よ

っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
他
、『
染
模
様
妹
背
門
松
』
を
経
ず
に
、『
卅
三
年
忌
袂
白
絞
』
か
ら
直
接

『
新
版
歌
祭
文
』
が
受
け
た
影
響
と
し
て
、
久
松
の
出
自
を
武
士
に
し
た
こ
と
が
挙

げ
ら
れ
る

太
夫
名
は
台
帳
に
よ
る
。『
歌
舞
伎
台
帳
集
成

第
四
巻
』
の
解
題
に
も
あ
る
と

『
新
版
歌
祭
文
』「
野
崎
村
の
段
」
の
成
立
に
つ
い
て

一
〇
〇



お
り
、
大
阪
大
学
文
学
部
忍
頂
寺
文
庫
蔵
の
宮
古
路
正
本
『
道
行
夢
路
の
し
が
ら

み
』
で
は
「
宮
古
路
若
太
夫
／
ワ
キ
宮
古
路
綱
太
夫
／
さ
み
せ
ん
岸
沢
庄
吉
」
と
あ

る
。『

冥
土
の
飛
脚
』
の
場
割
り
に
つ
い
て
は
、『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

近
松

門
左
衛
門
集

』（
一
九
九
七
年
・
小
学
館
）
に
よ
っ
た
。

『
卅
三
年
忌
袂
白
絞
』
の
本
文
は
、『
歌
舞
伎
台
帳
集
成

第
四
巻
』
に
よ
る
。

と
同
様
、
清
濁
は
翻
刻
に
よ
っ
た
。
な
お
本
作
品
に
は
、
同
集
成
の
底
本
で
あ
る
東

京
大
学
文
学
部
国
語
研
究
室
蔵
本
の
他
に
、
京
都
大
学
附
属
図
書
館
蔵
の
台
帳
が
あ

る
。
引
用
の
箇
所
に
つ
い
て
は
、
表
記
面
で
の
異
同
は
あ
る
が
、
内
容
的
に
は
同
じ

と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

『
冥
土
の
飛
脚
』
の
本
文
は
『
近
松
全
集

第
七
巻
』（
一
九
八
七
年
・
岩
波
書

店
）
に
よ
っ
た
。
た
だ
し
、
節
章
は
省
略
し
た
。

「
野
崎
村
」
の
名
が
明
示
さ
れ
た
の
は
『
袂
の
白
し
ぼ
り
』
が
最
初
で
あ
る
が
、

『
心
中
鬼
門
角
』
で
久
松
の
弟
の
名
を
長
松
と
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、「
野
崎

村
」
の
北
に
位
置
す
る
忍
岡
の
「
長
久
の
松
」
を
暗
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と

い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
あ
る
い
は
、
逆
に
考
え
て
、「
野
崎
村
」
と
関
係
な
く

「
久
松
」
の
名
か
ら
縁
語
的
に
「
長
松
」
と
い
う
名
を
設
定
し
た
こ
と
で
、「
長
久
の

松
」
の
イ
メ
ー
ジ
に
結
び
つ
き
、『
袂
の
白
し
ぼ
り
』
で
「
野
崎
村
」
の
名
が
出
て

き
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、『
心
中
鬼
門
角
』
に
お
け
る
長
松
の
存

在
が
、『
袂
の
白
し
ぼ
り
』
に
お
け
る
「
野
崎
村
」
の
設
定
に
関
係
し
て
い
る
と
い

う
推
測
は
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

以
下
、
役
者
評
判
記
の
本
文
は
『
歌
舞
伎
評
判
記
集
成

第
四
巻
』（
一
九
七
三

年
・
岩
波
書
店
）『
同

第
五
巻
』（
一
九
七
四
年
・
同
）
に
よ
る
。
た
だ
し
、
ル
ビ

は
省
略
し
た
。
ま
た
、
傍
線
は
小
川
に
よ
る
。

脇
田
修
氏
『
近
世
大
坂
の
町
と
人
』（
一
九
八
六
年
・
人
文
書
院
）

訴
訟
・
触
の
類
は
、
文
書
類
に
散
見
す
る
。
ま
た
、
油
を
巡
る
国
訴
問
題
に
つ
い

『
新
版
歌
祭
文
』「
野
崎
村
の
段
」
の
成
立
に
つ
い
て

一
〇
一

て
は
小
林
茂
氏
の
御
研
究
（『
近
世
農
村
経
済
史
の
研
究
』・
一
九
六
三
年
・
未
来
社
、

『
毎
日
放
送
文
化
双
書
４

大
阪
の
生
産
と
交
通
』〈
共
著
・
一
九
七
三
年
・
毎
日

放
送
）
に
詳
し
い
。

山
崎
隆
三
氏
「
江
戸
時
代
の
大
阪
農
業
」（
大
阪
府
農
業
会
議
編
集
・
発
行
『
大

阪
府
農
業
史
』
第
一
章
・
一
九
八
四
年
）。
な
お
、
山
崎
氏
が
「
通
常
」
と
表
現
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
、
大
坂
の
近
郊
農
業
の
地
域
類
型
と
し
て
、「
菜
種
作
地
帯
」
を

独
立
し
た
地
域
類
型
と
し
て
扱
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
疑
問
と
す
る
意
見
も

あ
る
。に

同
じ
。

脇
田
修
氏
『
近
世
大
坂
の
経
済
と
文
化
』（
一
九
九
四
年
・
人
文
書
院
）

中
部
よ
し
子
氏
「
元
禄
・
享
保
期
に
お
け
る
農
業
経
営
と
商
品
流
通
」（
木
村
武

夫
氏
編
『
近
世
大
坂
平
野
の
村
落
』・
一
九
七
〇
年
・
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
）

近
松
門
左
衛
門
作
『
女
殺
油
地
獄
』（
享
保
六
年
）
の
上
巻
で
「
野
崎
参
り
」
の

道
行
が
設
定
さ
れ
て
い
る
の
も
、
野
崎
観
音
開
帳
の
当
て
込
み
で
あ
る
と
同
時
に
、

同
曲
が
「
油
屋
」
の
事
件
を
扱
っ
た
作
品
で
あ
る
た
め
で
あ
ろ
う
。


