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近
松
世
話
浄
瑠
璃
の
第
一
作
「
曾
根
崎
心
中
」
は
、
何
故
「
観
音
廻
り
」
で
始
ま
っ
て
い

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
勿
論
、
辰
松
八
郎
兵
衛
の
出
遣
い
で
お
初
を
踊
ら
せ
る
こ
と
が
目
的
で

あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
、
景
事
と
し
て
ど
う
に
で
も
作
文
で
き
る
と
こ
ろ
を
、
観
音
廻
り
と

し
た
こ
と
は
、
興
味
深
い
こ
と
で
あ
る
。

冒
頭
の
、げ

に
や
安
楽
世
界
よ
り
、
今
此
の
娑
婆
に
示
現
し
て
我
ら
が
た
め
の
観
世
音
、

と
い
う
文
句
は
、
謡
の
節
で
語
ら
れ
る
。
浄
瑠
璃
で
初
め
て
と
り
あ
げ
る
キ
ワ
物
の
生
々
し

さ
を
、
ま
ず
中
世
的
雰
囲
気
で
安
定
さ
せ
る
。
こ
の
謡
曲
「
田
村
」
の
文
句
を
、
観
客
が
理

解
し
よ
う
と
努
力
す
る
こ
と
は
お
そ
ら
く
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
幕
明
き
の
ざ
わ
め

き
の
中
で
も
、
あ
る
い
は
竹
本
座
の
窮
乏
を
救
う
ほ
ど
の
評
判
を
と
っ
て
か
ら
集
ま
っ
て
き

た
観
客
の
耳
に
も
、
こ
の
謡
の
節
の
保
守
的
な
安
定
し
た
曲
調
は
快
く
響
い
た
に
ち
が
い
な

い
。
こ
の
中
世
的
な
余
韻
は
、
荘
重
で
あ
る
と
同
時
に
あ
る
種
の
暗
さ
を
感
じ
さ
せ
る
。
そ

れ
は
宗
教
的
神
秘
感
と
重
な
り
、
題
名
が
既
に
示
し
て
い
る
「
死
」
を
暗
示
す
る
。
こ
う
し

て
、
お
初
の
人
形
を
巧
承
に
操
る
八
郎
兵
衛
に
よ
っ
て
、
大
坂
三
十
三
箇
所
観
音
廻
り
が
繰

り
ひ
ろ
げ
ら
れ
る
。

霊
場
廻
り
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
仏
教
信
仰
の
一
つ
の
功
利
的
な
行
為
で
あ
る
が
、
祈
り

の
一
形
態
で
あ
る
こ
と
に
は
ち
が
い
は
な
い
。
近
世
の
仏
教
は
、
織
田
信
長
の
叡
山
焼
き
打

ち
の
大
打
撃
以
来
、
そ
の
発
展
の
芽
は
摘
ま
れ
、
そ
の
後
の
秀
吉
、
家
康
に
よ
る
仏
教
保
護

も
対
キ
リ
ス
ト
教
、
対
民
衆
な
ど
の
政
策
の
具
と
し
て
用
い
ら
れ
る
に
及
ん
で
、
固
定
化
し

萎
縮
沈
滞
す
る
。
し
か
し
そ
れ
は
仏
教
そ
れ
自
体
の
歴
史
と
し
て
見
た
場
合
で
あ
っ
て
、
仏

教
と
一
般
大
衆
と
の
関
係
に
立
つ
視
点
に
お
い
て
は
、
仏
教
が
信
仰
の
純
粋
性
、
絶
対
性
を

消
耗
し
低
俗
化
す
る
に
つ
れ
て
大
衆
の
中
に
静
か
に
浸
透
し
て
行
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
封
建

領
主
が
君
臨
す
る
一
方
で
、
商
工
業
者
が
経
済
的
実
力
を
獲
得
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
元
禄
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Ｉ
「
曾
根
崎
心
中
」
を
支
え
る
も
の
Ｉ

と

愛

期
に
は
生
き
る
こ
と
の
意
味
を
現
実
世
界
に
求
め
る
。
仏
教
の
、
自
力
に
せ
よ
他
力
に
せ
よ

自
己
滅
却
に
よ
っ
て
経
験
世
界
を
否
定
す
る
本
旨
は
失
わ
れ
、
そ
の
代
わ
り
現
実
が
人
間
に

復
讐
す
る
の
を
予
感
す
る
時
、
人
々
は
想
い
出
の
よ
う
に
そ
れ
を
感
覚
す
る
。
「
札
所
々
々

の
霊
地
霊
仏
廻
れ
ぱ
、
罪
も
夏
（
無
）
の
雲
」
「
頼
有
り
け
る
巡
礼
道
、
西
国
舟
三
所
に
も

向
ふ
と
、
聞
く
ぞ
有
り
が
た
き
」
ｌ
現
実
に
寄
せ
る
期
待
と
失
意
の
矛
盾
を
抱
い
て
、
当

時
流
行
の
観
音
廻
り
は
、
庶
民
に
と
っ
て
確
か
に
帰
依
で
あ
る
。
だ
が
こ
れ
は
舞
台
上
に
繰

り
ひ
ろ
げ
ら
れ
る
も
の
で
、
そ
こ
に
は
明
ら
か
に
厳
格
な
信
仰
が
否
定
す
る
美
的
陶
粋
が
在

る
。
恭
謙
と
遊
戯
の
混
在
、
こ
れ
が
江
戸
時
代
の
庶
民
の
信
仰
で
あ
り
美
意
識
で
あ
ろ
う
。

一
番
の
大
融
寺
か
ら
三
十
三
番
の
御
霊
宮
境
内
の
観
音
堂
ま
で
、
お
初
徳
兵
衛
の
心
中
死

に
至
る
序
曲
の
よ
う
に
、
人
の
虚
妄
を
暗
示
す
る
こ
と
ば
が
随
所
に
散
り
ぱ
め
ら
れ
る
。

空
に
ま
ば
ゆ
き
久
方
の
、
光
に
う
つ
る
我
が
影
の
あ
れ
ノ
ー
、
走
れ
ば
走
る
こ
れ
ｊ
、

叉
、
止
れ
ぱ
止
る
振
の
よ
し
あ
し
見
る
ご
と
く
、
心
も
さ
ぞ
や
神
仏
、
照
す
鏡
の
神
明

宮
、

と
か
、

迷
ふ
と
の
、
闇
は
こ
と
わ
り
御
仏
も
、
衆
生
の
た
め
の
親
な
れ
ば
、

と
か
、

蓮
葉
な
世
に
交
り
、
舟
三
に
御
身
を
変
へ
色
で
、
ぶ
ち
び
き
情
で
を
し
へ
、
恋
を
菩
提

の
橋
と
な
し
、
渡
し
て
救
ふ
観
世
音

と
か
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
後
の
筋
に
殆
ん
ど
直
接
は
影
響
し
な
い
。
別
に
道
行
も
本
曲
の

末
尾
に
設
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
道
行
の
一
種
で
あ
る
こ
の
観
音
廻
り
を
冒
頭
に

置
く
の
は
異
例
な
こ
と
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
八
郎
兵
衛
に
人
形
を
遣
わ
せ
る
た
め
の
単
な

る
技
巧
的
歌
詞
に
す
ぎ
な
い
か
と
い
え
ば
、
そ
う
も
言
い
切
れ
な
い
。
こ
と
ば
の
表
面
的
な

意
味
通
達
の
機
能
を
中
心
に
考
え
た
場
合
の
プ
ロ
ッ
ト
と
し
て
は
、
確
か
に
こ
の
観
音
廻
り

、
、
、
、
、

は
全
体
か
ら
孤
立
し
て
い
る
。
し
か
し
、
前
述
の
信
仰
の
遊
び
を
楽
し
む
観
客
に
と
っ
て
は

こ
れ
か
ら
流
す
涙
の
、
死
の
序
曲
と
し
て
こ
の
一
節
が
受
け
と
ら
れ
る
。
こ
の
時
、
技
巧
は
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単
な
る
技
巧
に
終
わ
ら
ず
美
的
創
造
に
重
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
か
ら
分
る
よ
う
に
、
「
曾
根
崎
心
中
」
に
底
流
す
る
仏
教
は

純
粋
な
信
仰
の
対
象
と
し
て
の
宗
教
、
も
し
く
は
若
悩
か
ら
解
脱
す
る
た
め
の
智
恵
と
し
て

の
哲
学
と
は
異
質
の
も
の
で
あ
る
。
近
世
に
限
ら
ず
庶
民
に
と
っ
て
は
、
彼
等
の
存
在
自
体

が
妄
執
煩
悩
の
化
身
で
あ
り
、
彼
等
は
宗
教
も
し
く
は
哲
学
を
感
覚
世
界
に
お
い
て
把
え

る
。
そ
れ
は
具
体
的
に
は
、
古
代
の
仏
像
彫
刻
の
美
に
表
わ
れ
、
兼
好
法
師
の
言
う
「
配
所

の
月
、
罪
な
く
て
見
ん
事
」
の
美
感
に
見
ら
れ
、
謡
曲
の
霊
界
と
の
交
流
の
場
面
に
形
象
化

さ
れ
、
出
雲
の
阿
国
の
念
仏
踊
に
具
体
化
さ
れ
て
い
る
。
無
常
を
美
的
感
覚
的
に
受
け
と
め

る
賛
沢
な
哀
感
、
生
の
否
定
を
生
き
な
が
ら
味
わ
う
陶
酔
感
、
ｌ
観
音
廻
り
も
、
上
述
の

系
譜
の
中
に
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

美
し
い
観
音
廻
り
の
場
面
も
、
「
恋
を
菩
提
の
橋
と
な
し
、
渡
し
て
救
ふ
観
世
音
誓
は
妙

に
有
り
が
た
し
」
で
結
ば
れ
、
一
挙
に
近
世
的
現
実
世
界
が
次
に
展
開
さ
れ
る
。
忍
ぶ
恋
の

お
初
の
口
説
、
一
方
徳
兵
衛
に
は
金
銭
の
問
題
が
あ
っ
た
。
そ
の
徳
兵
衛
の
生
き
方
を
見
れ

そ
れ
が
し

ば
、
「
奉
公
に
是
程
も
油
断
せ
ず
」
、
「
某
も
男
の
我
」
、
「
あ
い
つ
（
九
平
次
）
も
男
承

が
く
奴
」
と
い
う
こ
と
ば
か
ら
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
、
奉
公
に
誠
を
尽
く
し
、
意
地
も
あ

り
男
の
面
目
を
大
事
に
思
う
江
戸
時
代
の
町
人
の
若
者
像
が
表
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
お
初

が
励
ま
し
て
、

逢
ふ
に
逢
は
れ
ぬ
其
の
時
は
此
の
世
ば
か
り
の
約
束
か
、
さ
う
し
た
例
の
な
い
で
は
な

し
、
死
ぬ
る
を
高
の
死
出
の
山
三
途
の
川
は
堰
く
人
も
、
堰
か
る
も
人
も
有
る
ま
い
、

と
い
う
。
現
世
的
な
意
地
、
面
目
を
全
う
す
る
た
め
に
死
を
描
く
。
こ
の
逆
説
的
な
人
生
観

は
、
「
曾
根
崎
」
以
前
の
時
代
物
に
も
し
ば
し
ば
見
受
け
ら
れ
る
が
、
時
代
物
は
現
代
劇
で

は
な
い
の
で
、
観
客
に
と
っ
て
そ
れ
は
い
わ
ば
曼
陀
羅
絵
図
で
あ
っ
た
。
世
話
物
を
観
る
当

時
の
人
々
に
は
、
ひ
し
と
し
た
現
実
感
が
あ
っ
た
筈
で
あ
る
。

こ
う
し
た
設
定
の
も
と
に
、
い
よ
い
よ
敵
設
九
平
次
が
登
場
す
る
。
九
平
次
の
登
場
も
、

謡
曲
「
三
井
寺
」
の
文
句
、

初
瀬
も
遠
し
難
波
寺
、
名
所
多
き
鐘
の
声
、
尽
き
ぬ
や
法
の
声
な
ら
ん
、
山
寺
の
春
の

夕
暮
来
て
見
れ
ば
、

を
借
り
て
、
「
先
な
は
コ
レ
九
平
次
…
…
．
：
」
と
続
く
。
曲
趣
の
多
彩
な
変
化
も
さ
る
こ
と

な
が
ら
、
お
初
徳
兵
衛
の
甘
美
な
死
と
愛
の
雰
囲
気
が
、
こ
こ
で
引
き
締
め
ら
れ
る
。
そ
し

て
九
平
次
の
仕
組
ん
だ
罠
に
、
徹
兵
衛
は
お
ち
こ
む
こ
と
に
な
る
。
や
っ
と
劇
ら
し
い
プ
ロ

ッ
ト
の
展
開
が
始
ま
っ
た
か
と
思
う
と
、
そ
れ
は
既
に
破
局
（
８
８
印
可
○
言
の
）
な
の
で
あ

る
。
徳
兵
衛
の
友
達
同
士
の
義
理
、
男
気
を
現
世
に
お
い
て
裏
打
ち
す
る
人
情
が
、
九
平
次

A

に
は
な
い
。
そ
の
九
平
次
の
心
底
を
徳
兵
衛
は
見
抜
け
な
か
っ
た
。

此
の
徳
兵
衛
が
正
直
の
心
の
底
の
涼
し
さ
は
、
三
日
を
過
さ
ず
大
坂
中
へ
申
訳
は
し
て

見
せ
う
と
、
後
に
知
ら
る
る
詞
の
端
、

と
現
実
の
破
綻
は
、
来
世
へ
の
約
束
と
な
る
。
》
：

、
、
、

一
方
、
お
初
の
心
意
気
、
愛
の
死
へ
の
覚
悟
が
、
こ
こ
で
描
か
れ
る
。
天
満
屋
の
場
で
あ

る
。
上
が
り
口
に
腰
か
け
た
お
初
を
中
心
に
し
て
、
座
敷
の
上
の
九
平
次
と
床
下
の
徳
兵
衛

と
の
対
照
的
な
図
柄
は
、
お
も
し
ろ
い
。

此
の
上
は
徳
様
も
死
な
ね
ば
な
ら
ぬ
品
な
る
が
、
死
ぬ
る
覚
悟
が
聞
き
た
い
と
独
言
に

な
ぞ
ら
へ
て
、
足
で
問
へ
ぱ
打
ち
う
な
づ
き
、
足
首
取
っ
て
咽
笛
撫
で
、
自
害
す
る
と

ぞ
知
ら
せ
け
る
、

他
に
殉
ぜ
ん
と
す
る
行
為
は
、
武
士
道
に
発
し
、
そ
れ
故
時
代
物
で
は
珍
ら
し
い
こ
と
で
は

な
い
が
、
同
時
代
の
世
相
に
材
を
と
る
世
話
物
で
は
事
情
が
異
な
る
。
し
か
も
登
場
し
て
い

る
人
物
が
、
社
会
の
底
辺
に
あ
る
商
家
の
手
代
と
位
の
低
い
曾
根
崎
の
女
郎
で
あ
る
。
西
鶴

は
こ
う
い
っ
た
場
合
に
は
、
対
象
を
冷
酷
に
つ
き
離
し
て
描
い
た
の
で
あ
る
が
、
近
松
は
暖

か
く
現
実
を
美
化
し
て
描
い
た
。

い
よ
い
よ
夜
も
更
け
て
、
お
初
徳
兵
衛
は
手
に
手
を
と
っ
て
心
中
の
最
期
場
に
急
ぐ
こ
と

と
な
る
が
、
そ
の
間
に
世
話
ダ
ン
マ
リ
の
お
か
し
承
の
場
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
き
わ
め
て

シ
ア
リ
ァ
ス
な
場
面
に
道
化
役
が
登
場
す
る
の
は
、
シ
ェ
ク
ス
ピ
ァ
劇
の
。
さ
さ
口
の
役
柄

に
も
見
ら
れ
る
も
の
で
、
洋
の
東
西
を
問
わ
ぬ
不
思
議
な
符
合
で
あ
る
が
、
古
典
劇
ら
し
い

余
裕
あ
る
の
び
や
か
な
雰
囲
気
を
劇
中
に
醸
し
出
す
。
福
田
恒
存
の
「
わ
れ
わ
れ
の
廟
笑
す

る
原
始
人
の
呪
術
の
ほ
う
が
、
人
道
と
か
理
想
と
か
い
ふ
現
代
文
明
の
呪
文
に
く
ら
べ
て
や

は
る
か
に
大
き
な
効
果
を
も
っ
て
ゐ
た
…
…
…
」
（
芸
術
と
は
な
に
か
）
と
い
う
こ
と
ば
を

、
、

思
い
起
こ
す
。
シ
ェ
ク
ス
ピ
ァ
も
近
松
も
、
遊
び
を
知
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

儒
者
荻
生
祖
棟
を
も
感
嘆
せ
し
め
た
道
行
の
文
章
は
、
ま
こ
と
に
美
く
し
い
。
安
価
な
感

傷
に
徹
底
し
て
、
あ
く
ま
で
甘
く
哀
し
く
謡
い
上
げ
る
。
反
理
性
的
調
べ
を
徹
底
さ
せ
る

時
、
初
め
て
こ
の
愚
か
な
二
人
の
純
な
姿
が
浮
か
び
上
が
る
。
覚
悟
を
決
め
た
死
で
あ
り
な

が
ら
、
二
人
は
迷
い
に
迷
う
。

む
か
ふ

向
の
二
階
は
、
何
屋
と
も
、
お
ぼ
つ
か
情
最
中
に
て
、
ま
だ
寝
ぬ
火
影
声
高
く
、

と
い
う
情
景
が
目
に
入
っ
た
り
、

い
つ
は
さ
も
あ
れ
此
の
夜
半
は
、
せ
め
て
し
ば
し
は
長
か
ら
で
、

と
こ
の
世
に
執
着
を
残
し
た
り
、

誠
に
今
年
は
こ
な
様
も
廿
五
歳
の
厄
の
年
、
私
も
十
九
の
厄
年
と
て
、

『

も
』

ざ
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こ
れ
ま
で
概
観
し
て
き
た
所
を
、
ま
ず
図
式
的
に
示
し
て
み
よ
う
。
こ
れ
は
、
美
男
美
女

の
悲
し
い
恋
物
語
で
あ
る
。
男
は
手
代
、
女
は
遊
女
、
と
も
に
当
時
の
社
会
の
枠
に
が
ん
じ

が
ら
め
に
縛
り
つ
け
ら
れ
て
身
動
き
の
で
き
な
い
弱
い
人
間
で
あ
っ
た
。
そ
の
秩
序
の
中
で

二
人
は
ま
じ
め
に
生
き
て
い
る
。
二
人
が
恋
し
合
っ
た
の
が
第
一
の
条
件
、
悪
友
を
持
っ
た

の
が
第
二
の
条
件
と
な
っ
て
二
人
は
死
を
選
ぶ
。
恋
は
死
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
る
。
ｌ

お
よ
そ
こ
の
よ
う
に
物
語
は
組
ゑ
立
て
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
骨
組
み
だ
け
を
示

せ
ば
、
実
に
あ
り
き
た
り
の
通
俗
的
な
お
涙
頂
戴
の
話
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
が
俗
に
堕
し
な

か
っ
た
の
は
何
故
か
。

近
松
が
初
め
て
世
話
浄
瑠
璃
を
作
る
に
当
っ
て
の
最
大
の
冒
険
は
、
素
材
が
同
時
代
の
も

の
で
あ
る
だ
け
に
、
右
に
述
べ
た
よ
う
に
通
俗
陳
腐
な
作
品
に
な
る
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。

そ
の
点
、
過
去
に
題
材
を
と
る
時
代
物
は
、
材
料
が
豊
富
で
あ
っ
た
。
古
浄
瑠
璃
あ
る
い
は

近
松
の
前
半
期
の
時
代
物
が
、
歴
史
物
語
や
軍
記
物
語
な
ど
か
ら
謡
曲
へ
、
謡
曲
か
ら
浄
瑠

璃
へ
と
い
う
供
給
の
ル
ー
ト
に
よ
っ
て
大
筋
が
組
ま
れ
、
そ
れ
を
近
世
風
に
ア
レ
ン
ジ
す
る

事
で
十
分
作
品
（
音
曲
の
歌
詞
）
と
し
て
成
り
立
っ
た
の
で
あ
る
。
（
そ
の
ア
レ
ン
ジ
の
仕

方
に
近
松
は
ま
た
独
自
の
才
能
を
示
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
そ
れ
に
つ
い
て
触
れ
る
余

裕
は
な
い
。
）
材
料
の
上
で
は
、
キ
ワ
物
で
あ
る
こ
と
が
、
作
品
の
目
新
ら
し
さ
の
唯
一
の
保

と
い
い
、
前
に
「
ア
典
う
れ
し
と
死
に
行
身
を
よ
ろ
こ
び
し
」
筈
の
身
が
、
い
ざ
こ
の
場
で

は
「
厄
」
と
し
て
い
る
。
か
と
思
え
ば
、

世
に
た
ぐ
ひ
な
き
死
様
の
、
手
本
と
な
ら
ん
、

こ
か
、

死
姿
見
苦
し
と
い
は
れ
ん
も
口
惜
し
＆
、

と
か
い
う
風
に
、
体
面
を
重
ん
じ
て
い
る
。
ま
た
次
の
瞬
間
に
、
徳
兵
衛
は
、

我
幼
少
に
て
ま
こ
と
の
父
母
に
は
な
れ
叔
父
と
い
ひ
親
方
の
苦
労
と
な
り
て
人
と
な

り
、
恩
も
送
ら
ず
此
の
ま
ま
に
、
亡
き
跡
ま
で
も
と
や
か
く
と
、
御
難
儀
か
け
ん
も
つ

た
い
な
や
、
罪
を
許
し
て
下
さ
れ
か
し
、

と
肉
身
の
縁
に
恨
象
を
残
し
、
同
様
お
初
も
ま
た
、

明
日
は
在
所
へ
聞
え
な
ぱ
い
か
ば
か
り
か
は
歎
を
か
け
ん
親
た
ち
へ
も
兄
弟
へ
も
こ
れ

か
ら
此
の
世
の
暇
乞
、
せ
め
て
心
が
通
じ
な
ぱ
夢
に
も
見
え
て
く
れ
よ
か
し
、
な
つ
か

し
の
母
様
や
な
ご
り
を
し
の
父
様
や
、

と
嘆
く
。
嘆
き
、
迷
い
、
哀
れ
に
も
、
二
人
は
来
世
に
旅
立
っ
て
行
く
の
で
あ
る
。

q■■■■

q■■■■■

証
で
あ
っ
た
。
し
か
も
な
お
、
キ
ワ
物
と
し
て
の
も
の
珍
ら
し
さ
の
象
で
は
、
文
芸
的
価
値

の
高
さ
を
保
証
し
て
は
く
れ
な
い
。

そ
こ
で
近
松
は
、
ま
ず
文
章
に
工
夫
を
こ
ら
し
て
い
る
。
謡
曲
の
文
章
を
借
用
す
る
こ
と

は
勿
論
、
次
の
よ
う
な
雅
文
調
を
用
い
て
文
の
調
子
を
高
め
る
。

立
ち
ま
よ
ふ
浮
名
を
よ
そ
に
も
ら
さ
じ
と
つ
つ
む
心
の
内
本
町
焦
る
る
胸
の
平
野
屋
に

春
を
重
ね
し
雛
男
一
つ
成
る
口
桃
の
酒
、
柳
の
髪
も
徳
々
と
呼
ば
れ
て
粋
の
名
取
川
、

五
音
七
音
で
調
子
を
と
と
の
え
、
懸
詞
、
縁
語
を
多
用
す
る
。
か
と
思
う
と
一
転
し
て
、

心
の
内
は
む
し
や
く
し
や
と
や
ぷ
ら
ゑ
つ
ち
や
の
皮
袋
、

と
い
う
よ
う
に
俗
に
く
だ
け
る
。
そ
の
外
、
古
歌
の
．
〈
ロ
デ
ィ
ー
、
流
行
歌
謡
、
偲
諺
を
縦

横
に
使
い
こ
な
す
。
い
わ
ゆ
る
雅
俗
混
渭
の
文
体
で
あ
る
。

こ
の
雅
俗
混
渭
は
、
作
者
の
創
作
態
度
を
示
す
。
即
ち
、
俗
に
身
を
置
い
て
雅
を
指
向
す

る
と
い
う
態
度
で
あ
っ
て
、
そ
の
点
、
ジ
ャ
ン
ル
の
違
い
こ
そ
あ
れ
同
時
代
の
芭
蕉
や
西
鶴

と
共
通
す
る
。

次
に
内
容
の
上
か
ら
右
の
問
題
を
考
え
て
行
こ
う
。
心
中
と
は
、
現
実
を
直
視
す
る
な
ら

ば
、

今
時
の
心
中
は
三
勝
を
始
と
し
て
そ
の
外
の
白
痴
ど
も
山
吹
色
に
憎
ま
れ
て
、
せ
う
事

、
、

な
し
の
死
物
狂
ひ
、
こ
れ
ら
は
皆
、
犬
死
な
れ
ば
、
心
中
で
は
な
う
て
禽
獣
ぢ
や

（
都
の
錦
・
元
禄
一
四
刊
）

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
例
え
ば
ロ
メ
オ
と
ジ
ェ
リ
エ
ッ
ト
（
竪
畏
朋
肩
胃
①
ゞ

＆
ご
日
の
○
四
己
盲
言
電
）
の
死
が
二
人
の
出
自
と
い
い
、
境
遇
と
い
い
、
す
べ
て
高
く

美
し
い
設
定
の
も
と
に
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
の
と
は
本
質
的
に
異
な
る
。
現
実
的
に
は
美

な
ら
ざ
る
人
間
が
、
美
な
ら
ざ
る
こ
と
を
行
な
う
の
で
あ
る
。
西
鶴
で
あ
れ
ば
こ
の
際
、
現

実
を
直
写
し
て
逆
説
的
に
人
間
の
理
想
を
打
ち
出
し
た
で
あ
ろ
う
。
近
松
は
、
現
実
の
俗
な

る
も
の
を
美
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
雅
な
る
も
の
と
す
る
。

視
点
を
か
え
て
、
こ
こ
で
作
品
を
裏
側
か
ら
支
え
て
い
る
作
者
の
世
界
観
を
眺
め
て
み
よ

う
。
前
述
の
登
場
人
物
の
こ
と
ば
か
ら
分
る
よ
う
に
、
世
界
観
の
根
底
を
な
し
て
い
る
の
は

仏
教
と
儒
教
で
あ
ろ
う
。
本
来
排
仏
教
的
な
儒
教
が
仏
教
と
矛
盾
な
く
共
存
で
き
た
そ
の
裏

に
は
、
わ
れ
ら
民
族
に
固
有
の
神
道
が
手
を
ひ
ろ
げ
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
。

東
洋
の
宗
教
は
、
西
洋
の
改
宗
中
心
主
義
的
な
宗
教
に
比
し
て
教
義
的
に
い
っ
そ
う
寛

容
で
あ
る
。
東
洋
の
大
宗
教
の
多
く
は
、
そ
の
教
え
と
礼
拝
の
双
方
に
関
し
て
非
常
に

シ
ン
ク
レ
テ
イ
ク

折
衷
主
義
的
で
あ
る
。
（
ジ
ョ
ン
・
コ
グ
レ
ー
、
柳
川
啓
一
訳
「
宗
教
の
意
味
」
）
、

と
い
う
西
洋
人
の
指
摘
を
ま
つ
ま
で
な
く
、
こ
の
作
品
の
思
想
も
折
衷
主
義
的
で
あ
り
、
か
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つ
そ
れ
が
工
ま
ざ
る
巧
承
さ
を
も
っ
て
い
る
。
現
世
を
支
配
す
る
の
は
儒
教
的
な
倫
理
道
徳

観
で
あ
り
、
来
世
に
一
転
し
た
と
き
心
の
隙
間
に
入
り
こ
ん
で
く
る
の
は
仏
教
的
な
無
常
観

で
あ
る
。

し
か
し
、
右
に
述
べ
た
儒
教
と
仏
教
が
、
作
品
の
中
に
実
際
ど
の
よ
う
に
表
わ
れ
て
く
る

か
が
問
題
だ
。
何
故
な
ら
儒
仏
が
作
品
に
底
流
す
る
の
は
近
松
と
は
限
ら
な
い
か
ら
。
ｌ

竹
本
座
の
近
松
に
常
に
対
比
さ
れ
た
豊
竹
座
の
紀
海
音
の
作
品
に
お
い
て
は
、
近
松
同
様
十

篇
の
世
話
物
に
比
較
的
傑
作
が
多
い
が
、
た
と
え
ば
儒
教
道
徳
よ
り
発
す
る
義
理
・
人
情
観

に
し
て
も
全
く
公
式
主
義
的
で
あ
っ
た
。
義
理
の
た
め
に
は
、
迷
う
こ
と
な
く
人
情
を
圧
し

こ
ろ
す
、
と
い
う
風
に
割
り
切
っ
て
い
た
。
筋
立
て
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
が
、
杼
情
味
に

乏
し
い
と
一
般
に
評
さ
れ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
近
松
の
作
品
に
お
い
て
は
、
背
後
の
思
想

で
登
場
人
物
の
行
為
を
露
わ
に
裁
断
す
る
と
い
う
こ
と
は
決
し
て
な
か
っ
た
。
登
場
人
物
は

作
者
の
支
配
を
離
れ
て
、
生
き
た
人
間
と
し
て
作
品
に
登
場
す
る
。
前
述
の
迷
い
に
迷
う
お

作
者
の
支
配
を
離
れ
て
、
生
き
た
人
間
と
し
て
作
口
腰

初
徳
兵
衛
も
、
迷
う
が
故
に
ま
こ
と
に
人
間
ら
し
い
。

そ
れ
故
近
松
は
人
間
に
対
す
る
善
悪
観
も
露
骨
に
出
す
こ
と
は
し
な
い
。
役
柄
上
の
悪
役

で
あ
る
九
平
次
に
対
し
て
す
ら
そ
う
で
あ
る
。
お
初
が
「
い
つ
ま
で
生
き
て
も
同
じ
こ
と
、

死
ん
で
恥
を
す
す
が
い
で
は
」
と
言
う
と
、
「
九
平
次
ぎ
ょ
っ
と
し
て
」
慌
て
る
。
そ
し
て

「
九
平
次
も
気
味
わ
る
く
」
そ
の
場
を
逃
げ
出
す
の
で
あ
る
。
『
オ
セ
こ
（
ｏ
夢
①
言
）
に

お
け
る
イ
ァ
ゴ
の
よ
う
な
悪
魔
的
人
物
が
登
場
す
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
。

逆
に
お
初
徳
兵
衛
の
行
為
も
、
近
松
は
賞
揚
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
「
ァ
上
う
れ
し

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

と
死
に
行
く
身
を
よ
ろ
こ
び
し
、
あ
は
れ
さ
つ
ら
さ
あ
さ
ま
し
さ
」
と
作
者
は
言
っ
て
い

る
。
だ
が
艇
し
て
い
る
の
で
も
な
い
。
「
理
せ
め
て
あ
は
れ
な
れ
」
ｌ
ｌ
い
か
に
も
道
理
千

万
あ
わ
れ
な
こ
と
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
結
局
、
登
場
人
物
は
儒
教
的
仏
教
的
思
想

を
裏
に
お
い
て
、
迷
い
に
迷
う
。
思
想
で
裁
断
さ
れ
ず
迷
う
の
が
人
間
の
真
の
姿
で
あ
る
、

と
近
松
は
言
っ
て
い
る
。
彼
の
人
間
に
対
す
る
関
心
は
こ
の
よ
う
に
包
括
的
な
性
質
の
も
の

で
あ
っ
た
。
迷
う
が
故
に
人
間
の
存
在
が
い
と
お
し
い
、
こ
の
人
間
に
対
す
る
愛
こ
そ
近
松

く
り
返
し
て
言
う
が
、
主
人
公
徳
兵
衛
は
、
西
洋
悲
劇
の
主
人
公
の
よ
う
に
典
型
的
人
物

で
は
な
い
。
む
し
ろ
逆
に
、
凡
愚
度
し
難
き
人
物
で
あ
る
。
無
明
の
人
物
で
あ
る
。
そ
う
言

え
ば
、
近
松
世
話
物
に
登
場
す
る
人
物
は
す
べ
て
そ
う
で
あ
る
。
近
松
は
平
凡
な
人
間
に
な

み
な
ゑ
な
ら
ぬ
関
心
を
抱
い
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
関
心
は
人
間
の
愚
か
し
さ
に
対
す

る
慈
愛
で
あ
る
。
無
明
を
潮
笑
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
、
人
間
に
対
す
る
否
定

も
、
懐
疑
も
、
絶
望
も
な
い
。
芸
術
が
す
べ
て
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
「
曾
根
崎
心
中
」
一

の
現
実
美
化
の
鍵
と
な
っ
て
い
る
。

曲
の
全
体
的
な
見
取
図
は
、
つ
ま
り
は
作
者
自
身
の
心
の
見
取
図
で
あ
る
ｐ
と
す
れ
ば
度
し

難
き
無
明
は
、
近
松
自
身
の
無
明
で
あ
る
。
死
に
よ
っ
て
現
世
の
因
果
の
鎖
を
断
ち
切
っ
て

来
世
の
因
果
へ
戻
っ
て
行
く
。

迷
い
に
迷
う
愚
か
さ
を
大
胆
に
描
い
て
見
せ
ら
れ
た
時
、
我
々
は
近
松
の
心
に
そ
の
愚
か

さ
を
見
、
同
時
に
我
灸
の
心
の
中
に
そ
れ
を
発
見
す
る
。
そ
れ
は
一
種
の
精
神
の
解
放
で
あ

る
。
そ
の
い
か
に
も
甘
美
な
精
神
の
解
放
は
、
人
間
が
本
来
美
し
い
も
の
だ
と
認
め
た
が
故

に
為
さ
れ
る
。
そ
の
時
、
心
中
死
し
た
二
人
は
我
々
の
誰
で
も
が
有
し
て
い
る
愛
の
世
界
に

お
い
て
蘇
生
す
る
の
で
あ
る
。
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