
13 

曾
根
崎
心
中
と
は
何
だ
っ
た
の
か
？ 

常 

吉 

幸 

子 

  

元
禄
十
六
年
五
月
七
日
、
大
坂
竹
本
座
初
演
『
曾
根
崎
心
中
』
は
、
近
松
世
話
物

浄
瑠
璃
の
起
点
と
し
て
、
極
め
て
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。
た
だ
で
さ
え
社
会

現
象
と
し
て
あ
っ
た
心
中
死
の
流
行
に
拍
車
を
か
け
、
三
年
越
し
の
ヒ
ッ
ト
作
と
し

て
竹
本
座
の
経
済
状
態
を
劇
的
に
改
善
し
た
と
、『
今
昔
操
年
代
記
』
①

の
記
事
に
よ

っ
て
知
ら
れ
る
。
最
初
の
世
話
物
浄
瑠
璃
で
な
か
っ
た
と
は
言
え
、
近
松
門
左
衛
門

の
一
連
の
世
話
物
浄
瑠
璃
の
起
点
と
な
り
、
他
に
も
大
き
な
影
響
を
あ
た
え
た
、
重

要
な
作
品
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。 

し
か
し
、
特
に
こ
の
作
品
に
つ
い
て
重
視
す
る
べ
き
な
の
は
、『
曾
根
崎
心
中
』
と

い
う
作
品
自
体
の
、
き
わ
だ
っ
た
特
異
性
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
る
で
デ
ィ
ズ
ニ

ー
作
品
の
よ
う
な
、
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
ラ
ブ
を
形
象
化
し
て
い
る
と
い
う
点
で
、
後

継
作
に
模
倣
さ
れ
て
い
っ
た
の
は
当
然
と
し
て
、
こ
の
作
品
成
立
時
点
で
見
る
な
ら

ば
、
他
と
き
わ
だ
っ
て
異
な
っ
た
異
質
な
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
だ
。「
恋
で

導
き
情
け
で
教
え
、
恋
を
菩
提
の
橋
と
な
し
」「
未
来
成
仏
間
違
い
な
き
、
恋
の
手
本

と
な
り
に
け
り
」
と
歌
い
上
げ
ら
れ
、
互
い
を
唯
一
の
相
手
と
し
て
、
す
べ
て
を
犠

牲
に
し
て
死
に
向
か
っ
て
い
く
。
た
と
え
ば
、
日
本
文
学
史
上
、「
源
氏
見
ざ
る
歌
よ

み
は
遺
恨
の
事
也
」
と
、
六
百
番
歌
合
②

の
評
に
お
い
て
、
俊
成
に
喝
破
さ
れ
、
日

本
文
学
史
上
最
も
「
艶
」
な
も
の
と
さ
れ
る
か
の
『
源
氏
物
語
』
で
さ
え
、
た
と
え

ば
「
帚
木
」
③

冒
頭
で
は
光
源
氏
を
〈
困
っ
た
ひ
と
〉
扱
い
し
て
い
る
で
は
な
い
か
。 

『
曾
根
崎
心
中
』
は
、
さ
き
ほ
ど
「
デ
ィ
ズ
ニ
ー
作
品
の
よ
う
な
」
な
ど
と
不
用

意
に
い
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
こ
と
ほ
ど
さ
よ
う
に
、
現
代
人
で
あ
る
私
た
ち
に
と
っ

て
も
、
観
念
的
で
も
あ
り
、
典
型
的
で
も
あ
る
、
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
ラ
ブ
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
を
そ
の
思
想
背
景
と
し
て
感
じ
さ
せ
る
作
品
と
な
っ
て
い
る
。 

で
は
、
こ
の
デ
ィ
ズ
ニ
ー
的
思
い
切
り
の
良
さ
を
も
つ
、『
曾
根
崎
心
中
』
の
そ
の

「
思
い
切
り
の
良
さ
」
は
ど
こ
か
ら
来
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
作
品
は
冒
頭
の
観
音

め
ぐ
り
に
お
い
て
、 

 

げ
に
や
安
楽
世
界
よ
り
、
今
こ
の
娑
婆
に
示
現
し
て
、
我
ら
が
為
の
観
世
音
、

仰
ぐ
も⋯

⋯
 

 

と
、
謡
曲
『
田
村
』
の
詞
章
を
つ
か
い
、
元
禄
十
六
年
当
時
に
お
い
て
は
、「
観
音
の

映
像
だ
け
は
、
強
烈
に
呼
び
起
こ
し
う
る
も
の
」
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
観
音
の
映

像
を
こ
の
場
面
に
に
ダ
ブ
ら
せ
、
観
音
の
示
現
に
お
初
の
示
現
を
重
ね
る
」
と
い
う

こ
と
だ
と
、
か
つ
て
今
尾
哲
也
④

は
、
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
で
ビ
ビ
ッ
ド
な
読
み
を
提

示
し
た
。
お
初
が
曾
根
崎
の
森
で
息
絶
え
た
あ
と
見
事
に
成
仏
し
、
な
ん
ど
も
蘇
っ

て
「
徳
兵
衛
」
を
救
う
、
循
環
す
る
構
造
を
明
確
に
提
示
し
、
当
時
の
聴
衆
の
心
を

わ
し
づ
か
み
に
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。 

〈
田
村
伝
説
〉
を
構
成
す
る
多
様
な
も
の
を
、
当
時
の
観
客
が
想
起
で
き
た
か
ど

う
か
は
確
か
に
怪
し
い
か
も
知
れ
な
い
。
確
か
に
、
お
初
に
重
な
る
面
影
が
、
観
世

音
菩
薩
の
そ
れ
で
あ
り
、
今
尾
の
提
示
す
る
循
環
す
る
構
造
が
圧
倒
的
な
力
を
持
つ

こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
の
も
そ
の
通
り
か
も
知
れ
な
い
。
こ
の
〈
構
図
〉
の
魅
力
は

強
力
で
あ
り
、
い
ま
ど
き
の
学
生
た
ち
に
さ
え
む
し
ろ
新
鮮
な
感
動
を
も
っ
て
理
解

さ
れ
る
。
こ
こ
で
の
観
世
音
菩
薩
の
面
影
は
、
こ
の
作
品
に
お
け
る
ロ
マ
ン
テ
ッ
ク

ラ
ブ
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
、
何
度
も
繰
り
返
し
て
恐
縮
だ
が
、
ま
る
で
デ
ィ
ズ
ニ
ー
作

品
に
お
け
る
そ
れ
の
よ
う
な
、
思
い
き
り
の
よ
い
〈
Ｔ
ｒ
ｕ
ｅ
Ｌ
ｏ
ｖ
ｅ
〉
の
観
念

を
核
心
と
し
て
持
つ
思
想
に
、
当
時
の
観
客
に
留
ま
ら
ぬ
普
遍
的
な
享
受
者
へ
の
訴

求
力
を
保
証
し
て
い
る
の
は
、
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。 
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こ
の
よ
う
な
あ
り
方
を
も
つ
の
が
、『
曾
根
崎
心
中
』
の
き
わ
だ
っ
た
特
異
性
で
あ

る
。
そ
し
て
、
そ
の
〈
観
世
音
〉
の
イ
メ
ー
ジ
の
力
を
お
初
に
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ

て
純
化
し
、
こ
の
感
動
的
で
キ
ャ
ッ
チ
ー
な
構
図
を
、
特
筆
す
べ
き
も
の
と
し
て
提

示
し
た
こ
と
は
、
作
品
研
究
に
お
け
る
、
有
効
な
観
点
の
呈
示
と
し
て
、
非
常
に
重

要
で
あ
る
。
た
だ
、
ど
う
し
て
も
気
に
な
る
の
が
、〈
田
村
伝
説
〉
の
総
体
と
、
そ
れ

に
連
な
る
、
ゆ
た
か
な
民
族
的
な
想
像
力
の
広
が
り
は
と
も
か
く
、
直
接
の
引
用
関

係
を
持
つ
、
謡
曲
『
田
村
』
そ
の
も
の
は
、
も
う
少
し
意
味
を
認
め
、
視
野
に
入
れ

て
み
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
謡
曲
則
ち
能
は
、
当
時
広
く
知
ら
れ
た
、
教
養
で
あ
り
、

〈
お
稽
古
〉
に
よ
っ
て
、
触
れ
る
機
会
が
あ
り
、
そ
の
お
稽
古
を
し
て
い
る
当
事
者

で
は
な
く
て
も
、
お
相
伴
し
て
み
き
き
し
、
自
宅
や
本
家
、
知
人
宅
の
ラ
イ
ブ
ラ
リ

ー
・
蔵
に
あ
っ
て
、
絵
本
や
子
ど
も
へ
の
か
た
り
き
か
せ
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
機
会
に

ア
ク
セ
ス
可
能
な
作
品
で
あ
っ
た
と
私
は
考
え
て
い
る
。
最
低
三
十
人
に
一
人
が
知

っ
て
い
れ
ば
、「
み
ん
な
知
っ
て
い
る
」
と
い
え
る
し
、
常
識
的
教
養
と
い
え
る
と
考

え
ら
れ
る
か
ら
だ
。
具
体
的
に
は
『
曾
根
崎
心
中
』
を
気
に
入
っ
て
竹
本
座
に
さ
い

さ
い
通
い
、「
な
ん
か
き
い
た
よ
う
な
も
ん
く
や
な
」
と
呟
け
ば
、「
あ
り
ゃ
『
田
村
』

や
な
」
と
教
え
て
く
れ
る
人
が
近
場
に
お
り
、「
た
む
ら
っ
て
な
に
」
と
呟
け
ば
「
お

ま
え
何
に
も
し
ら
ん
の
や
な
」
と
一
蹴
さ
れ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
得
々
と
説
明
し
て

く
れ
る
物
知
り
の
御
隠
居
様
な
ど
が
、
い
ま
い
も
の
で
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
享
受

者
の
、
そ
れ
が
現
実
世
界
で
あ
る
。
川
柳
に
も
謡
曲
だ
ね
の
作
品
は
多
い
。
ま
あ
、

上
方
落
語
的
現
実
と
い
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
が
。
⑤ 

近
松
の
作
品
を
、
学
生
相
手
に
講
読
し
、
講
義
し
て
繰
り
返
し
目
を
通
し
て
い
る

う
ち
に
、
わ
か
っ
て
く
る
も
の
が
、
見
え
て
く
る
も
の
が
あ
っ
た
。
近
松
は
少
な
く

と
も
〈
世
話
物
浄
瑠
璃
〉
と
ゆ
る
く
ひ
と
く
く
り
に
さ
れ
る
作
品
群
に
お
い
て
み
る

限
り
、
わ
り
と
一
貫
し
た
目
的
意
識
の
よ
う
な
も
の
を
も
っ
て
お
り
、
そ
の
表
現
手

法
に
お
い
て
は
、
極
め
て
巧
妙
で
自
覚
的
に
そ
れ
を
選
ん
で
い
る
の
だ
。
そ
れ
が
、

こ
の
「
冒
頭
」
と
も
い
え
る
が
、「
お
初
の
出
端
」
と
も
い
え
る
、
こ
の
『
田
村
』
の

引
用
な
の
だ
。
そ
し
て
、
先
に
引
用
し
た
部
分
の
後
に
続
く
の
は
、
見
え
渡
り
た
る

名
所
を
列
挙
す
る
、
名
所
尽
く
し
、
寺
の
名
尽
く
し
で
あ
る
。『
田
村
』
の
能
の
一
節

を
、
観
音
め
ぐ
り
の
節
事
に
お
い
て
、
彷
彿
と
さ
せ
る
よ
う
な
、
巧
妙
な
作
り
に
な

っ
て
い
る
。
い
わ
ば
、『
曾
根
崎
心
中
』
の
観
音
め
ぐ
り
は
、
謡
曲
『
田
村
』
の
額
縁

に
飾
ら
れ
て
そ
こ
に
あ
る
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。 

そ
し
て
、
こ
の
『
田
村
』
の
一
曲
は
、
蝦
夷
を
討
っ
た
坂
上
田
村
麻
呂
の
物
語
に

ふ
さ
わ
し
く
、
鈴
鹿
山
の
鬼
神
退
治
の
物
語
で
も
あ
り
、「
あ
れ
見
よ
不
思
議
や
な
」

以
降
は
、
千
手
観
音
の
千
の
御
手
か
ら
鬼
神
の
上
に
「
千
の
矢
先
」
が
降
り
注
ぎ
「
還

著
於
本
人
」
つ
ま
り
、
悪
事
は
悪
人
自
身
の
上
に
還
る
、
と
い
う
仏
の
道
理
と
と
も

に
、
仏
力
に
よ
る
勝
利
が
う
た
わ
れ
て
終
わ
る
。
景
気
の
良
い
勝
利
の
物
語
な
の
で

あ
る
。
も
し
『
曾
根
崎
心
中
』
が
世
話
悲
劇
な
ら
、
不
協
和
音
で
も
発
生
し
そ
う
だ

が
、
現
実
に
こ
の
作
品
に
お
い
て
は
そ
う
で
は
な
い
。
こ
の
作
品
は
、
全
体
か
ら
〈
勝

利
〉
が
響
く
。
そ
う
、『
曾
根
崎
心
中
』
は
心
中
に
お
け
る
〈
Ｔ
ｒ
ｕ
ｅ
Ｌ
ｏ
ｖ
ｅ
〉

の
勝
利
の
物
語
と
読
む
よ
う
に
、こ
の
作
品
の
補
助
線
と
し
て
引
用
さ
れ
た
『
田
村
』

は
機
能
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。 

『
曾
根
崎
心
中
』
に
つ
い
て
は
、
早
く
は
嵐
三
右
衛
門
座
に
よ
る
歌
舞
伎
に
よ
る

再
演
や
、
そ
れ
に
准
ず
る
内
容
と
思
わ
れ
る
紀
海
音
改
作
に
よ
る
豊
竹
座
の
再
演
か

ら
、〈
九
平
次
問
題
〉
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。
い
ず
れ
も
正
徳
五
年
の
も
の
で
あ
る
。

そ
こ
に
は
徳
兵
衛
の
伯
父
で
あ
り
主
人
で
も
あ
る
「
徳
右
衛
門
」
が
登
場
し
、
徳
兵

衛
を
救
お
う
と
九
平
次
の
悪
事
を
暴
く
展
開
が
あ
る
。
⑥

法
華
経
普
門
品
に
あ
り
、

『
田
村
』
に
も
使
用
さ
れ
た
仏
語
で
あ
る
「
還
著
於
本
人
」
の
行
文
に
含
ま
れ
た
展

開
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
近
松
が
竹
本
座
初
演
の
段
階
で
そ
の
「
還
著
於
本
人
」
な

展
開
を
考
え
て
い
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
と
い
う
し
か
な
い
。
そ
の
よ
う
な
展

開
を
提
示
し
な
い
と
、
こ
の
人
気
作
を
知
り
尽
く
し
た
観
客
が
納
得
し
な
か
っ
た
と

も
い
え
る
。
近
松
自
身
の
本
意
は
そ
の
初
演
時
に
お
い
て
は
、「
還
著
於
本
人
」
な
の

だ
か
ら
、
気
に
せ
ず
に
楽
し
ん
で
も
ら
い
た
い
、
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。 

  

本
稿
に
お
い
て
、
筆
者
が
考
え
た
い
こ
と
は
ふ
た
つ
あ
る
。
ひ
と
つ
は
標
題
の
通

り
『
曾
根
崎
心
中
』
で
近
松
が
な
に
を
し
た
の
か
、
何
を
成
し
遂
げ
た
の
か
を
探
っ
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て
み
た
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
の
背
景
と
し
て
筆
者
に
と
っ
て
重
要

な
も
う
ひ
と
つ
が
あ
る
。
そ
れ
は
こ
こ
ま
で
読
ま
れ
て
き
た
方
が
、
若
干
違
和
感
を

も
た
れ
た
か
も
知
れ
な
い
と
い
う
筆
者
自
身
の
危
惧
と
も
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
近

松
の
世
話
物
浄
瑠
璃
が
、
と
き
に
、
作
品
を
越
え
て
あ
た
か
も
全
体
が
ひ
と
つ
の
パ

ズ
ル
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
縦
横
に
補
助
線
が
飛
び
交
う
〈
総
体
〉
を
な
す
作
品
群

だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
根
拠
を
示
せ
、
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の

全
体
を
順
次
読
み
解
き
つ
つ
、
全
体
像
を
示
す
こ
と
が
で
き
た
と
き
、
そ
の
根
拠
も

示
せ
た
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
、
と
し
か
今
の
と
こ
ろ
い
え
な
い
。
た
だ
、
こ
の
観
点

は
、
近
松
の
世
話
物
浄
瑠
璃
を
理
解
す
る
上
で
、
不
可
欠
な
も
の
だ
と
筆
者
は
考
え

て
い
る
。 

こ
の
〈
九
平
次
問
題
〉
に
つ
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
底
の
知
れ
な
い
薄
気
味
悪
い

極
悪
人
が
都
合
よ
く
主
人
公
徳
兵
衛
を
陥
れ
て
心
中
に
追
い
込
む
展
開
が
、
安
易
で

あ
り
、
作
品
の
瑕
瑾
と
い
え
る
と
い
っ
た
見
方
も
あ
り
が
ち
な
気
が
す
る
が
、
そ
の

よ
う
な
見
方
を
、
筆
者
は
と
ら
な
い
。
命
代
わ
り
の
大
切
な
金
を
ま
ん
ま
と
だ
ま
し

取
ら
れ
て
し
ま
う
徳
兵
衛
を
「
間
抜
け
」
と
評
し
た
論
者
も
い
た
が
、
そ
の
よ
う
な

見
方
も
、
筆
者
は
と
ら
な
い
。
お
初
の
「
出
端
」
に
謡
曲
『
田
村
』
が
使
わ
れ
て
い

た
が
、
そ
の
意
味
は
、
と
て
も
重
要
な
も
の
で
あ
っ
た
。
当
時
の
一
般
的
な
観
客
の

想
念
の
中
に
、「
観
世
音
菩
薩
」
の
面
影
を
映
し
出
し
た
と
す
れ
ば
、
同
時
に
鈴
鹿
山

の
鬼
神
退
治
、
そ
の
天
地
を
ゆ
る
が
す
鬼
神
の
む
れ
に
対
す
る
「
観
音
力
」
に
よ
る

勝
利
の
面
影
も
よ
ぎ
ら
な
か
っ
た
は
ず
は
な
い
。 

『
曾
根
崎
心
中
』
は
、
確
か
に
徳
兵
衛
の
身
の
上
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
悲
劇
で
あ

っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
作
品
全
体
に
汪
溢
す
る
不
思
議
に
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な

力
強
い
ト
ー
ン
は
、
こ
の
『
曾
根
崎
心
中
』
と
い
う
作
品
を
組
み
立
て
る
近
松
の
手

腕
の
う
ち
に
あ
る
。
雑
音
も
不
協
和
音
も
な
く
こ
の
ハ
ー
モ
ニ
ー
を
組
み
立
て
た
手

腕
に
は
敬
意
を
覚
え
る
。
〈
九
平
次
問
題
〉
は
雑
音
で
は
な
い
。
九
平
次
の
「
出
端
」

に
も
、
謡
曲
『
三
井
寺
』
が
お
か
れ
、
九
平
次
理
解
の
た
め
の
補
助
線
が
引
か
れ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
遊
興
帰
り
で
ほ
ろ
酔
い
の
、
ご
機
嫌
な
九
平
次
と
そ
の
遊
び
仲

間
た
ち
が
、
『
三
井
寺
』
を
テ
ー
マ
に
登
場
す
る
。 

 

初
瀬

〽
惣
地
謡

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

大
夫
／
謡

の
春
の
夕
暮
れ
来
て
み
れ
ば
、
⑦⋯

⋯
 

 

「
ヤ
ア
、
お
初
、
先
な
は
九
平
次
」
と
い
う
、
徳
兵
衛
の
一
続
き
の
台
詞
に
割
り

込
ん
で
く
る
形
で
あ
る
。
謡
曲
『
三
井
寺
』
も
同
様
に
、
三
十
人
に
一
人
以
上
知
っ

て
い
る
、
と
い
う
意
味
で
、
だ
れ
も
が
知
っ
て
い
る
と
い
え
、
大
坂
町
人
の
一
般
教

養
の
う
ち
に
あ
る
と
い
え
る
な
ら
、
こ
の
「
喧
嘩
」
の
場
面
の
理
解
に
も
、
近
松
は

し
っ
か
り
補
助
線
を
引
い
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

『
三
井
寺
』
は
、
は
る
ば
る
淸
見
が
関
か
ら
我
が
子
を
訪
ね
て
放
浪
し
て
き
た
「
物

狂
い
」
＝
狂
女
の
物
語
を
描
く
。彼
女
は
物
狂
い
と
し
て
好
奇
の
目
を
集
め
て
い
る
。

我
が
子
「
千
万
」
の
声
を
聴
い
て
正
気
に
戻
り
、
わ
が
身
の
浅
ま
し
い
姿
、
身
の
上

を
嘆
く
。
物
狂
い
と
は
見
え
て
い
る
が
、
彼
女
の
中
に
は
、
我
が
子
を
思
う
と
い
う

真
実
が
あ
り
、
物
狂
い
と
し
て
好
奇
の
目
を
集
め
た
こ
と
が
、
奇
跡
的
な
親
子
の
再

会
と
な
っ
た
こ
と
、
親
子
の
契
り
は
絶
え
ず
そ
の
孝
行
の
威
徳
に
よ
っ
て
富
貴
の
家

と
な
っ
た
、
と
い
う
。
こ
の
『
曾
根
崎
心
中
』
で
は
徳
兵
衛
が
、
物
狂
い
の
よ
う
に

好
奇
の
目
を
集
め
、
ぶ
ち
た
た
か
れ
る
。
髪
も
帯
も
ほ
ど
け
た
哀
れ
な
姿
に
な
っ
て

「
よ
ろ
ぼ
ひ
尋
ね
回
」
る
徳
兵
衛
だ
が
、
人
々
の
前
で
、
わ
が
身
の
真
実
を
語
り
、

申
し
開
き
を
す
る
。
そ
の
様
子
は 

 

男
も
立
た
ず
、
身
も
立
た
ず
、
エ
ゝ
最
前
に
つ
か
み
つ
き
、
食
ひ
つ
い
て
な
り

と
も
死
な
ん
も
の
を
と
、
大
地
を
た
ゝ
き
、
歯
が
み
を
な
し
、
拳
を
握
り
、
嘆
き

し
は
、
道
理
と
も
笑
止
と
も
、
思
ひ
や
ら
れ
て
あ
は
れ
な
り
。
⑧ 

 

つ
ま
り
、
狂
乱
の
体
で
は
あ
る
が
、
真
実
は
徳
兵
衛
に
あ
る
、
と
い
う
描
き
方
を

し
て
い
る
と
い
え
る
。
浅
ま
し
い
姿
で
狂
乱
の
体
を
示
す
好
奇
の
目
を
集
め
る
人
物

の
中
に
「
真
実
」
が
あ
る
、
と
い
う
構
図
で
あ
る
。
そ
し
て
、 
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ハ
ア
か
う
言
う
て
も
、
無
益
の
こ
と
、
こ
の
徳
兵
衛
の
心
の
底
の
涼
し
さ
は
、

三
日
を
過
さ
ず
、
大
坂
中
へ
申
し
訳
は
し
て
み
せ
う
と
、
後
に
知
ら
る
ゝ
言
葉
の

端
、
い
づ
れ
も
ご
苦
労
か
け
ま
し
た
、
御
免
あ
れ
と
、
一
礼
述
べ
、
破
れ
し
編
笠

拾
ひ
着
て
、
顔
も
傾
く
日
影
さ
へ
、
曇
る
涙
に
か
き
く
れ
〳
〵
、
す
ご
〳
〵
帰
る

有
様
は
、
目
も
当
て
、
ら
れ
ぬ⋯

⋯
 

 徳
兵
衛
の
真
実
は
、
心
の
底
の
涼
し
さ
は
、
後
に
明
ら
か
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
心

中
死
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
実
に
う
ま
い
本
歌
取
り
。
物
見
高
い
人
々
の
前
に
曝
さ
れ

た
徳
兵
衛
の
恥
辱
。
し
か
し
、
そ
れ
は
後
に
実
を
結
ぶ
。
徳
兵
衛
と
お
初
は
血
の
海

の
中
で
死
ぬ
。
そ
の
遺
体
も
、
死
に
姿
も
、
人
々
の
好
奇
の
目
に
さ
ら
さ
れ
る
。
物

見
高
い
町
人
た
ち
の
こ
と
だ
か
ら
、
何
人
か
は
、
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
意
外
に
大
勢
が
、

彼
ら
の
死
に
姿
を
見
た
で
あ
ろ
う
し
、
何
人
か
が
見
た
と
言
う
こ
と
は
、
み
な
が
知

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

近
松
は
ぶ
れ
ず
、
実
に
わ
か
り
や
す
く
、
そ
の
構
図
を
描
い
て
み
せ
る
。
こ
の
『
三

井
寺
』
利
用
も
、
わ
か
り
や
す
さ
の
た
め
で
あ
る
。
よ
っ
て
た
か
っ
て
打
擲
さ
れ
る

も
の
に
真
実
と
正
義
が
あ
る
、
な
ん
て
言
う
の
は
、
何
も
な
け
れ
ば
、
さ
ほ
ど
わ
か

り
や
す
い
事
態
で
は
な
い
か
ら
だ
。
世
の
中
に
は
自
分
た
ち
が
口
を
極
め
て
そ
し
っ

て
い
る
相
手
が
、
自
分
た
ち
よ
り
正
し
い
か
も
知
れ
な
い
、
な
ど
と
は
夢
に
も
思
わ

な
い
お
馬
鹿
さ
ん
が
多
い
。
そ
し
て
そ
れ
が
普
通
な
の
だ
ろ
う
。 

 

〈
九
平
次
問
題
〉
を
ど
の
よ
う
に
解
く
べ
き
だ
ろ
う
か
。
徳
兵
衛
の
苦
難
と
そ
の
成

就
の
よ
う
に
訪
れ
る
心
中
死
ほ
ど
に
は
、
こ
の
人
物
は
わ
か
り
や
す
く
は
な
い
。
物

語
を
あ
た
え
ら
れ
ず
、
唐
突
な
現
実
の
よ
う
に
、
そ
こ
に
置
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
お
も
う
に
、
九
平
次
は
大
坂
町
人
た
ち
の
「
現
実
」
を
代
表
し
て
い
る
の
だ
ろ

う
。
私
自
身
が
本
務
校
に
赴
任
し
た
ば
か
り
の
頃
、
あ
る
学
生
が
『
曾
根
崎
心
中
』

を
テ
ー
マ
に
卒
論
を
書
い
た
⑨

が
、
あ
れ
が
な
か
な
か
正
鵠
を
射
る
解
だ
っ
た
か
も

知
れ
な
い
と
、
現
在
で
も
考
え
て
い
る
。
彼
女
は
宮
本
又
次
の
大
坂
町
人
論
を
調
べ

て
、
九
平
次
が
信
用
こ
そ
命
と
考
え
る
大
坂
町
人
の
価
値
観
を
代
表
し
て
い
る
、
と

し
た
。
と
す
れ
ば
、
自
分
の
商
人
と
し
て
の
信
用
だ
け
は
、
絶
対
に
傷
付
け
た
く
な

い
は
ず
だ
。
平
野
屋
主
人
か
ら
の
願
っ
て
も
な
い
縁
談
を
、
遊
女
な
ん
ぞ
の
た
め
に

な
げ
う
ち
、「
平
野
屋
主
人
」
と
な
る
と
い
う
出
世
の
道
も
棒
に
振
っ
て
し
ま
う
徳
兵

衛
は
、
油
屋
主
人
で
あ
る
九
平
次
自
身
の
価
値
観
を
侮
辱
す
る
行
為
を
し
た
と
い
え

る
の
で
は
な
い
か
。
あ
れ
は
命
代
わ
り
の
金
で
、
返
せ
な
け
れ
ば
い
き
て
い
け
な
い

と
し
て
、生
き
て
い
け
な
け
れ
ば
ど
う
す
る
の
か
。
は
い
つ
く
ば
っ
て
わ
び
た
な
ら
、

い
っ
た
ん
は
あ
と
を
継
が
せ
よ
う
と
考
え
た
評
判
も
よ
い
実
の
甥
の
こ
と
だ
。
ひ
ょ

ん
な
こ
と
で
う
ま
く
転
べ
ば
、
平
野
屋
主
人
と
な
る
目
も
消
え
た
わ
け
で
は
な
い
か

も
し
れ
な
い
で
は
な
い
か
。
そ
う
な
れ
ば
、
感
謝
し
て
欲
し
い
ぐ
ら
い
の
も
の
だ
。

九
平
次
は
、
そ
の
ぐ
ら
い
の
こ
と
を
考
え
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
九
平
次
の
背

後
に
は
、
大
坂
町
人
の
現
実
と
、
し
た
た
か
な
現
実
感
覚
が
あ
る
。
ど
う
見
て
も
悪

意
の
嫌
が
ら
せ
と
し
か
見
え
な
い
こ
と
を
執
拗
に
繰
り
返
す
奴
は
い
る
。
内
心
自
分

の
方
が
正
し
い
、キ
ツ
ー
イ
教
訓
を
垂
れ
て
や
っ
て
い
る
の
だ
、あ
り
が
た
く
思
え
。

い
ま
ど
き
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
で
訴
え
ら
れ
る
よ
う
な
手
合
い
だ
が
、
訴
え
ら
れ
て
も
何

が
悪
か
っ
た
か
わ
か
ら
な
い
。
い
わ
ば
「
還
著
於
本
人
」
。
き
っ
と
そ
れ
な
り
に
帰
っ

て
く
る
も
の
も
あ
ろ
う
。
作
者
近
松
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
織
り
込
み
済
み
。
わ
ざ
わ

ざ
言
及
す
る
必
要
も
感
じ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。 

  

さ
て
、
九
平
次
に
比
べ
れ
ば
、
お
初
と
徳
兵
衛
の
背
景
に
あ
る
、
ま
る
で
デ
ィ
ズ

ニ
ー
映
画
の
よ
う
な
〈
ロ
マ
ン
テ
ッ
ク
ラ
ブ
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
〉
の
ほ
う
が
、
よ
ほ
ど

奇
妙
で
あ
る
。
こ
ん
な
も
の
が
ど
こ
か
ら
出
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。『
曾
根
崎
心
中
』

の
「
お
初
徳
兵
衛
道
行
」
そ
っ
く
り
な
道
行
文
が
、
同
時
期
の
歌
舞
伎
、『
か
ら
さ
き

八
景
屛
風
』
⑩

に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
近
松
も
作
者
と
し
て
関
わ
っ
て
い
る
も
の
で
、

同
じ
心
中
も
の
と
あ
っ
て
は
、
参
考
に
な
ら
な
い
は
ず
が
な
い
。
こ
れ
は
、
ど
の
よ

う
な
作
品
か
、
見
て
い
き
た
い
。 
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『
か
ら
さ
き
八
景
屛
風
』
は
、
元
禄
十
六
年
五
月
中
旬
以
前
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

⑪ 
こ
の
作
は
つ
ま
り
『
曾
根
崎
心
中
』
と
ほ
ぼ
同
じ
時
期
の
初
演
で
あ
り
、
か
つ
、

近
松
門
左
衛
門
が
作
者
と
し
て
そ
の
名
を
連
ね
て
い
る
こ
と
な
ど
も
、
だ
が
、
そ
の

絵
入
り
狂
言
本
に
記
載
さ
れ
る
心
中
道
行
が
、
曾
根
崎
の
お
初
徳
兵
衛
道
行
と
同
文

と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
よ
く
似
た
文
章
の
使
い
回
し
で
あ
る
点
も
、
そ
の
先
後
関
係
を

め
ぐ
っ
て
関
心
を
ひ
い
て
き
た
。
但
し
、
祐
田
善
雄
⑫

も
そ
の
先
後
関
係
に
つ
い
て

の
判
断
は
慎
重
で
あ
る
し
、
松
崎
な
ど
は
、
絵
入
り
狂
言
本
に
記
載
さ
れ
た
歌
謡
な

ど
が
、
舞
台
で
使
用
さ
れ
た
と
は
限
ら
な
い
事
例
⑬

ま
で
あ
げ
て
い
る
。 

こ
の
『
か
ら
さ
き
八
景
屛
風
』
の
作
品
と
し
て
の
特
質
を
言
う
な
ら
ば
、
歌
舞
伎

な
の
だ
か
ら
当
た
り
前
な
の
だ
が
、
い
か
に
も
歌
舞
伎
ら
し
い
猥
雑
さ
と
ノ
イ
ズ
に

あ
ふ
れ
て
い
る
点
が
指
摘
さ
れ
る
。
お
家
騒
動
的
枠
組
み
を
も
ち
、
心
中
の
片
割
れ

と
な
る
主
人
公
が
「
清
兵
衛
実
は
姉
川
右
近
」
と
、
実
は
流
浪
の
身
の
若
殿
で
あ
る
、

と
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
筆
者
が
重
要
だ
と
考
え
る
の
は
、〈
Ｔ
ｒ
ｕ
ｅ
Ｌ
ｏ
ｖ
ｅ
〉

と
は
か
け
離
れ
た
こ
の
お
浅
・
清
兵
衛
の
カ
ッ
プ
ル
の
関
係
に
あ
る
。
清
兵
衛
は
実

は
姉
川
の
若
殿
右
近
で
あ
り
、「
に
ほ
の
前
」
と
婚
礼
し
た
な
り
、
蓄
電
し
て
行
方
知

れ
ず
、
と
い
う
設
定
に
な
っ
て
い
る
。
右
近
の
継
母
で
あ
る
「
姉
川
後
室
」
は
我
が

娘
「
び
わ
の
前
」
を
右
近
に
め
あ
わ
せ
る
こ
と
を
目
論
ん
で
、「
に
ほ
の
前
」
の
殺
害

を
謀
り
、
そ
の
共
謀
者
が
念
仏
を
す
す
め
る
贋
禅
僧
だ
っ
た
り
、
行
方
不
明
の
右
近

に
「
後
室
」
と
称
し
て
「
ゆ
り
姫
」
と
祝
言
を
挙
げ
さ
せ
よ
う
と
し
、
そ
の
た
め
若

殿
「
右
近
」
に
仕
立
て
上
げ
ら
れ
る
の
が
、
と
こ
ろ
て
ん
屋
の
「
才
兵
衛
」
。
舞
台
に

か
か
れ
ば
目
が
回
る
よ
う
な
面
白
い
芝
居
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
こ
う
し
て
内

容
を
な
が
め
る
限
り
、
雑
音
だ
ら
け
の
ほ
と
ん
ど
意
味
不
明
な
も
の
に
見
え
る
。 

そ
し
て
、
『
半
七
三
勝
七
年
忌
』
と
し
て
劇
中
劇
が
あ
る
の
だ
が
、
こ
れ
が
、『
心 

中
大
鑑
』
の
二
の
二
「
辛
崎
夜
の
涙
」
で
「
萬マ

マ

大
夫
座
」
で
お
つ
た

蔦

・
小
兵
衛
が
見 

た
と
す
る
「
米
屋
の
心
中
」
に
あ
た
る
。
そ
こ
で
「
座
本
大
和
屋
藤
吉
」
の
「
口
上
」

が
あ
る
の
で
、
そ
れ
を
こ
こ
に
引
用
し
て
み
た
い
。 

 

狂
言
の
義
に
付
皆
様
へ
お
こ
と
は
り
申
上
ま
す
る
。
此
度
狂
言
を
替
え
ま
す
る

に
つ
き
ま
し
て
。
町
の
御
ひ
い
き
の
御
方
様
の
仰
ら
れ
ま
す
は
。
切
の
心
中
の
狂

言
は
間
も
な
い
事
じ
ゃ
程
に
。
や
は
り
い
た
し
た
ら
ば
よ
か
ら
ふ
と
ご
ざ
り
ま
す
。

切
に
仕
り
ま
し
て
は
め
づ
ら
し
う
も
ご
ざ
り
ま
せ
ぬ
ゆ
へ
。
甚
兵
衛
門
左
衛
門
と

相
談
い
た
し
ま
し
て
、
中
へ
入
仕
り
ま
す
。
し
ぐ
み
は
替
り
ま
せ
ね
共
。
上
の
狂

言
よ
り
う
つ
り
ま
し
て
。
切
へ
つ
ゞ
き
ま
す
や
う
に
し
ぐ
み
ま
し
た
が
お
な
ぐ
さ

み
に
成
ま
せ
ふ
か
と
存
い
た
し
ま
し
た
。
左
様
思
召
御
け
ん
ぶ
つ
を
頼
上
ま
す
る
。 

 

さ
て
、
こ
の
「
口
上
」
の
興
味
深
い
と
こ
ろ
は
、「
心
中
狂
言
」
を
舞
台
化
す
る
に

あ
た
っ
て
、
座
本
大
和
屋
藤
吉
も
、
作
者
近
松
門
左
衛
門
も
、
大
和
屋
甚
兵
衛
も
、

こ
の
行
文
か
ら
は
、
あ
ま
り
確
信
も
自
信
も
な
く
、
だ
か
ら
「
御
ひ
い
き
の
御
方
様
」

に
相
談
し
た
の
だ
ろ
う
、
と
、
そ
の
よ
う
に
聞
え
る
こ
と
で
あ
る
。 

近
松
は
、
元
禄
十
六
年
四
月
か
ら
五
月
に
か
け
て
、
ち
ょ
う
ど
大
坂
に
来
て
居
た

と
き
、
曾
根
崎
心
中
、
つ
ま
り
、
曾
根
崎
天
神
（
露
天
神
社
）
で
の
心
中
事
件
に
遭

遇
し
た
と
き
、
あ
の
『
曾
根
崎
心
中
』
を
つ
く
ろ
う
と
思
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
菊
池

聡
子
氏
は
、
歌
舞
伎
評
判
記
の
研
究
会
に
属
し
、
興
味
を
も
っ
て
調
べ
て
み
て
、
坂

田
藤
十
郎
も
、
近
松
門
左
衛
門
も
、
歌
舞
伎
興
行
に
お
い
て
「
心
中
狂
言
」
で
成
功

し
た
こ
と
が
な
い
、
と
い
う
興
味
深
い
事
実
を
報
告
さ
れ
て
い
る
。
⑭

と
く
に
、
元

禄
十
年
『
傾
城
七
堂
伽
藍
』
に
つ
い
て
は
、
伊
原
敏
郎
『
歌
舞
伎
年
表
』
第
一
巻
に

「
今
年
、
藤
十
郎
『
七
堂
が
ら
ん
』
に
失
敗
す
」
と
あ
る
。
評
判
記
『
歌
舞
伎
三
所

世
帯
』
の
記
事
だ
と
い
う
。
ま
た
、
他
座
で
は
、
心
中
狂
言
は
多
く
上
演
さ
れ
、
大

当
た
り
も
あ
る
の
に
、
藤
十
郎─

近
松─

万
太
夫
座
の
そ
れ
は
、
非
常
に
少
な
い
。
藤

十
郎
の
芸
質
と
あ
わ
な
か
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
と
い
う
の
だ
。
そ
の
藤
十
郎
の
も

と
で
キ
ャ
リ
ア
を
積
ん
で
き
た
近
松
も
同
様
か
も
知
れ
な
い
。
成
功
し
た
こ
と
が
な

け
れ
ば
、
手
を
出
さ
な
い
の
で
は
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

こ
の
「
口
上
」
に
は
、『
半
七
三
勝
七
年
忌
』
実
は
「
米
屋
の
心
中
」
に
つ
い
て
、

や
ろ
う
か
ど
う
し
よ
う
か
御
贔
屓
筋
に
相
談
し
た
、
と
い
う
の
だ
。
こ
の
逡
巡
は
、

心
中
狂
言
の
制
作
上
演
に
つ
い
て
、
逡
巡
し
た
、
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
理
由
は
こ
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の
近
松
を
含
む
制
作
チ
ー
ム
は
、
心
中
狂
言
で
成
功
し
た
こ
と
が
な
い
か
ら
、
と
い

う
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
の
『
か
ら
さ
き
八
景
屛
風
』
を
見
る
と
、
そ
の
理
由
は
非
常
に

わ
か
り
や
す
い
。『
曾
根
崎
心
中
』
の
よ
う
な
、
純
粋
で
ま
っ
し
ぐ
ら
の
〈
Ｔ
ｒ
ｕ
ｅ

Ｌ
ｏ
ｖ
ｅ
〉
ス
ト
ー
リ
ー
で
は
な
い
か
ら
だ
。
「
口
上
」
に
も
た
め
ら
い
が
見
ら
れ
、

座
本
か
ら
し
て
気
乗
り
が
せ
ず
、
近
松
も
大
和
屋
甚
兵
衛
も
、
そ
の
「
相
談
」
に
加 

わ
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
『
心
中
大
鑑
』
⑮

所
収
「
辛
崎
夜
の
涙
」
に
い
う
、
「
萬マ

マ

太 

夫
座
」
の
「
米
屋
の
心
中
」
の
事
か
も
知
れ
な
い
が
、
実
の
と
こ
ろ
こ
の
『
か
ら
さ

き
八
景
屛
風
』
の
事
情
も
同
様
か
も
知
れ
な
い
。
た
だ
、「
万
太
夫
座
の
米
屋
の
心
中

を
お
蔦
・
小
兵
衛
が
見
た
」
と
い
う
評
判
が
後
押
し
を
し
た
か
も
し
れ
な
い
。
も
ち

ろ
ん
万
太
夫
座
の
米
屋
の
心
中
が
大
当
た
り
だ
っ
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。
可

否
を
相
談
し
つ
つ
、
小
技
を
駆
使
し
て
新
し
味
を
だ
そ
う
と
し
、
お
ず
お
ず
と
上
演

に
こ
ぎ
着
け
た
、
と
い
っ
た
雰
囲
気
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
私
ら
に
言
わ
せ
る
と
、
命

は
ひ
と
つ
、
死
ぬ
の
も
一
度
な
の
に
、
心
中
し
て
一
緒
に
死
の
う
と
い
う
相
手
が
唯

一
の
〈
Ｔ
ｒ
ｕ
ｅ
Ｌ
ｏ
ｖ
ｅ
〉
で
な
い
と
い
う
の
は
、
甚
だ
面
白
く
な
い
は
な
し
な

の
だ
が
、
こ
の
『
か
ら
さ
き
八
景
屛
風
』
は
、
そ
の
よ
う
な
発
想
自
体
を
欠
落
さ
せ

て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
主
人
公
清
兵
衛
＝
姉
川
右
近
に
は
、
正
室
「
に
ほ
の
前
」、

後
添
い
候
補
「
ゆ
り
姫
」
、
お
な
じ
く
「
び
わ
の
前
」
、
屛
風
屋
の
娘
「
お
あ
さ
」
と
、

女
た
ち
が
群
が
っ
て
い
る
印
象
だ
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。「
に
ほ
の
前
」
な
ど
姉

川
の
後
室
ら
が
た
ば
か
っ
て
、
姉
川
右
近
は
死
ん
だ
か
ら
、
そ
の
供
養
の
石
塔
の
前

で
あ
と
を
追
っ
て
自
害
し
ろ
、
と
す
す
め
る
。
し
か
し
、
姉
川
右
近
が
死
ん
だ
と
い

う
事
実
を
疑
い
、
な
か
な
か
騙
さ
れ
て
死
ん
で
く
れ
な
い
「
に
ほ
の
前
」
は
ど
う
考

え
て
も
「
心
中
死
」
と
い
う
観
念
に
、
親
和
的
で
な
い
、
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

近
松
も
含
む
、
制
作
チ
ー
ム
の
発
想
は
、「
心
中
死
」
と
い
う
観
念
に
始
め
か
ら
親
和

的
で
な
く
、
ど
う
や
っ
た
ら
観
客
が
喜
ぶ
心
中
狂
言
が
作
れ
る
の
か
、
そ
の
解
決
策

を
、
全
く
思
い
つ
か
な
い
、
と
い
っ
た
状
況
だ
っ
た
の
で
あ
る
。「
辛
崎
夜
の
涙
」
で

は
、
わ
が
ま
ま
に
無
軌
道
に
欲
望
に
従
っ
て
暴
走
し
た
あ
げ
く
、
小
兵
衛
は
現
実
の

窮
状
を
受
け
入
れ
ら
れ
ず
狂
乱
す
る
女
・
お
蔦
を
帯
で
自
分
に
縛
り
付
け
、
無
理
心

中
死
を
遂
げ
る
。
い
や
な
話
だ
が
、
心
中
大
鑑
筆
者
は
、
想
い
あ
っ
た
中
に
は
違
い

な
い
か
ら
、
不
心
中
で
は
な
く
心
中
だ
、
と
結
論
づ
け
て
い
る
。 

結
局
、「
実
は
姉
川
右
近
」
と
い
う
仕
掛
け
が
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
と
な
っ
て
、
飛

び
込
ん
だ
が
助
け
ら
れ
、
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
で
お
さ
ま
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
こ

ん
な
芝
居
が
う
け
る
は
ず
が
な
い
、
と
思
う
の
は
私
だ
け
だ
ろ
う
か
。 

さ
て
、
大
問
題
が
残
っ
た
。『
曾
根
崎
心
中
』
の
ま
る
で
デ
ィ
ズ
ニ
ー
映
画
の
よ
う

な
、〈
Ｔ
ｒ
ｕ
ｅ
Ｌ
ｏ
ｖ
ｅ
〉
は
、
一
体
ど
こ
か
ら
湧
い
て
で
た
の
か
。
で
あ
る
。
そ

も
そ
も
ロ
マ
ン
テ
ッ
ク
ラ
ブ
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
（
Ｔ
ｒ
ｕ
ｅ
Ｌ
ｏ
ｖ
ｅ
）
の
観
念
は
、

一
体
ど
う
し
て
こ
れ
ほ
ど
世
界
に
蔓
延
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。 

D
av

id
 M

.B
u

ss 

の
「T

h
e E

v
o

lu
tio

n
 o

f D
esire

」
⑯

と
い
う
面
白
い
本
が
あ
る
。

私
た
ち
人
類
の
先
祖
が
、
繁
殖
の
た
め
に
必
要
だ
っ
た
こ
と
、
つ
ま
り
、
女
性
の
若

さ
と
健
康
、
男
性
の
ス
テ
ー
タ
ス
が
配
偶
者
選
び
の
戦
略
と
し
て
、
今
に
至
っ
て
い

る
、
と
い
う
の
だ
。
繁
殖
に
成
功
し
、
生
き
残
っ
て
い
く
た
め
に
必
要
か
ど
う
か
、

が
配
偶
者
選
び
に
今
な
お
有
効
で
、
だ
か
ら
、
功
な
り
名
と
げ
た
男
性
が
、
二
回
り

も
年
下
の
美
女
と
結
ば
れ
る
、
と
い
う
現
象
を
統
計
的
に
調
査
し
た
も
の
で
あ
る
。

た
だ
、
私
が
興
味
深
か
っ
た
の
は
、
こ
のB

u
ss

氏
が
、
ネ
ッ
ト
で
読
め
る
あ
る
文
章

で
、
自
分
も
〈
Ｔ
ｒ
ｕ
ｅ
Ｌ
ｏ
ｖ
ｅ
〉
を
信
じ
て
い
る
、
と
述
べ
て
い
る
こ
と
だ
。 

面
白
い
の
は
、
で
は
〈
Ｔ
ｒ
ｕ
ｅ
Ｌ
ｏ
ｖ
ｅ
〉
と
は
何
な
の
か
、
た
と
え
ば
、
ス

テ
ー
タ
ス
な
ど
全
く
な
い
男
性
を
、
配
偶
者
と
し
て
選
べ
ば
、
そ
れ
が
〈
Ｔ
ｒ
ｕ
ｅ

Ｌ
ｏ
ｖ
ｅ
〉
な
の
か
。
全
く
若
く
も
美
し
く
も
な
い
女
性
を
愛
す
る
の
が
〈
Ｔ
ｒ
ｕ

ｅ
Ｌ
ｏ
ｖ
ｅ
〉
な
の
か
。
心
中
死
な
ど
は
、
ま
さ
に
、
繁
殖
・
生
き
残
り
の
戦
略
か

ら
は
ず
れ
て
い
る
。
真
逆
の
行
為
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
有
利
な
相
手
を
配
偶

者
と
し
て
選
べ
ば
、
そ
れ
は
必
ず
打
算
な
の
か
。
繁
殖
・
生
き
残
り
に
不
利
な
配
偶

者
選
び
を
す
れ
ば
、
そ
れ
が
〈
Ｔ
ｒ
ｕ
ｅ
Ｌ
ｏ
ｖ
ｅ
〉
な
の
か
、
で
あ
る
。 

正
体
不
明
な
、
ミ
ス
テ
リ
ア
ス
な
、
こ
の
他
な
ら
ぬ
〈
Ｔ
ｒ
ｕ
ｅ
Ｌ
ｏ
ｖ
ｅ
〉
の

観
念
は
、
そ
れ
自
体
は
繁
殖
・
生
き
残
り
に
有
利
で
は
な
い
。
し
か
し
、
繁
殖
・
生

き
残
り
に
有
利
な
配
偶
者
を
獲
得
し
損
な
っ
た
と
き
、
現
に
獲
得
し
得
た
相
手
に
〈
満
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足
〉
す
る
こ
と
に
資
す
る
だ
ろ
う
。
現
実
的
で
獲
得
可
能
な
、
配
偶
者
を
獲
得
し
よ

う
と
後
押
し
す
る
も
の
と
も
成
る
だ
ろ
う
。〈
Ｔ
ｒ
ｕ
ｅ
Ｌ
ｏ
ｖ
ｅ
〉
観
念
は
、
意
外 

に
普
遍
的
で
そ
れ
な
り
の
機
能
を
持
っ
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。 

 

で
、
私
の
結
論
は
、
こ
う
だ
。
近
松
門
左
衛
門
が
滞
在
中
の
大
坂
で
、
心
中
が
あ

っ
た
。
も
ち
ろ
ん
「
発
見
者
」
は
か
な
ら
ず
い
る
し
、
現
に
そ
の
死
に
姿
を
見
た
も

の
が
、
少
な
か
ら
ず
い
た
は
ず
だ
と
、
私
は
思
う
。
そ
の
時
、
血
の
海
の
中
に
横
た

わ
る
二
人
は
、
美
し
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
場
面
を
目
撃
し
、
吹
聴

し
た
者
達
に
よ
っ
て
、
時
な
ら
ず
〈
Ｔ
ｒ
ｕ
ｅ
Ｌ
ｏ
ｖ
ｅ
〉
の
観
念
が
、
大
坂
市
民

の
脳
内
に
、
降
臨
し
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
強
力
な
観
念
は
、
な
か
な
か
の
衝
撃

波
を
彼
ら
の
間
に
反
響
さ
せ
、
そ
れ
は
、
近
松
門
左
衛
門
自
身
の
意
識
に
も
及
ん
だ
。

そ
の
ま
ま
、
素
直
に
近
松
は
そ
れ
を
『
曾
根
崎
心
中
』
と
し
て
作
品
化
し
た
。
そ
し

て
、
空
前
の
大
ヒ
ッ
ト
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。 

こ
ん
な
大
ヒ
ッ
ト
が
も
た
ら
さ
れ
た
の
だ
か
ら
、
そ
こ
か
ら
１
０
０
パ
ー
セ
ン
ト

方
向
転
換
し
て
も
良
さ
そ
う
だ
が
、
近
松
は
そ
う
は
し
な
か
っ
た
。
こ
ん
な
お
馬
鹿

で
夢
み
た
い
な
事
に
、
人
々
が
と
ら
わ
れ
つ
づ
け
る
は
ず
が
な
く
、
ど
こ
か
で
正
気

に
戻
る
は
ず
だ
、
と
強
固
に
信
じ
て
い
た
形
跡
が
あ
る
、
と
思
う
。
ほ
と
ん
ど
同
じ

時
期
に
『
か
ら
さ
き
八
景
屛
風
』
を
、
さ
ら
に
宝
暦
元
年
正
月
に
は
『
薩
摩
歌
』
を

世
に
問
う
た
。
そ
う
し
て
み
て
、
近
松
は
や
っ
と
、
そ
ん
な
お
馬
鹿
で
お
め
で
た
い

も
の
に
人
々
が
い
つ
ま
で
も
と
ら
わ
れ
つ
づ
け
て
い
る
は
ず
が
な
い
、
と
い
う
、
思

い
込
み
を
捨
て
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
が
『
心
中
二
枚
絵
草
紙
』
で
あ
る
。
や

っ
と
。
し
か
し
、
近
松
門
左
衛
門
は
あ
き
ら
め
な
い
。
そ
の
後
、
近
松
の
つ
く
る
世

話
物
浄
瑠
璃
の
特
に
心
中
も
の
と
よ
ば
れ
る
そ
れ
に
は
、
じ
わ
っ
と
コ
ン
ス
タ
ン
ト

に
バ
イ
ア
ス
が
か
か
り
つ
づ
け
る
。
そ
れ
は
、
紀
海
音
な
ど
の
作
品
の
要
素
を
取
り

込
み
つ
つ
、
『
心
中
宵
庚
申
』
と
い
う
極
北
に
至
る
の
で
あ
る
。 

   

（
注
） 

①
日
本
庶
民
文
化
史
料
集
成 

第
七
巻 

人
形
浄
瑠
璃
（
一
九
七
五
年 

三
一
書
房
）

な
ど
で
容
易
に
ア
ク
セ
ス
出
来
る
、
よ
く
知
ら
れ
た
記
事
で
あ
る
。 

②
岩
波
新
古
典
文
学
大
系
３
８
『
六
百
番
歌
合
』（
一
九
九
八
年 

岩
波
書
店
）
な
ど

参
照
。 

③
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
２
０
『
源
氏
物
語
（
一
）』
（
一
九
九
四
年 

小
学
館
）

な
ど
参
照
。 

④
雑
誌
「
文
学
」（
日
本
文
学
協
会
）
一
九
七
〇
年
年
四
月
号
所
収
の
論
考
「
注
釈
の

原
典 

─

『
曾
根
崎
心
中
』
の
場
合 ─

」
に
よ
る
。 

⑤
こ
の
謡
曲
『
田
村
』
を
ネ
タ
に
し
た
川
柳
は
、『
川
柳
柳
多
留
』
に
大
量
に
見
え
る
。

ネ
ッ
ト
で
好
事
家
の
Ｈ
Ｐ
な
ど
を
御
覧
い
た
だ
き
た
い
。 
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⑥
清
文
堂
出
版
『
紀
海
音
全
集
』（
一
九
七
七
〜
一
九
八
〇
）
の
第
七
巻
所
載
。 

⑦
小
学
館
『
新
編
古
典
文
学
全
集
７
５
』
に
よ
る
。 

⑧
注
⑦
に
同
じ
。 

⑨
千
住
由
貴
子
「『
曾
根
崎
心
中
』
に
つ
い
て 

─
 

九
平
次
の
中
に
潜
む
も
の ─

」
活

水
日
文
３
６
号 

一
九
九
八
年
十
月 

⑩
『
近
松
全
集
』
第
十
六
巻 

岩
波
書
店 

一
九
九
〇
年
刊 

⑪
松
崎
仁
が
「
米
屋
心
中
の
狂
言
と
『
曾
根
崎
心
中
』
」
に
お
い
て
、
劇
中
劇
の
『
半

七
三
勝
七
年
忌
』
が
三
勝
・
半
七
に
名
を
借
り
て
い
る
が
「
米
屋
の
心
中
」
で
あ
る

こ
と
、『
心
中
大
鑑
』
の
記
事
な
ど
か
ら
元
禄
十
六
年
五
月
中
旬
以
前
と
推
定
し
、
近

松
全
集
第
十
六
巻
の
同
作
解
説
も
、
役
人
替
名
が
元
禄
十
六
年
の
『
役
者
御
前
歌
舞

伎
』
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
な
ど
も
傍
証
と
し
て
あ
げ
、
松
崎
の
推
定
に
従
う
、
と
し
て

い
る
。 

⑫
祐
田
善
雄
『
浄
瑠
璃
史
論
考
』（
中
央
公
論
社 

一
九
六
五
）
所
収
「『
曾
根
崎
心

中
』
道
行
の
構
成
」 
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⑬
松
崎
仁
「
米
屋
心
中
の
狂
言
と
『
曾
根
崎
心
中
』
」（
「
国
語
と
国
文
学
」
昭
和
三
十

八
年
五
月
号
）
注
⑪
と
同
じ
。 

⑭
菊
池
聡
子
「
『
曾
根
崎
心
中
』─

近
松
門
左
衛
門
の
歌
舞
伎
狂
言
か
ら
の
考
察─

」

（
「
白
百
合
女
子
大
学 

言
語
・
文
学
研
究
セ
ン
タ
ー 

言
語
・
文
学
研
究
論
集
」
第

10
号 

二
〇
一
〇
年
） 

⑮
『
近
世
文
芸
叢
書 

４
』
（
国
書
刊
行
会
編 

一
九
七
六
年
）
に
よ
る
。 

⑯
一
九
九
四
年
初
版
。
筆
者
が
参
照
し
た
の
は
、
二
〇
一
六
年
版
。U

p
d
ated

 an
d

 

R
ev

ised
 E

d
itio

n
 B

asik
 B

o
o

k
s N

ew
Y

o
rk

. 
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曾根崎心中とは何だったのか？ 

 

常 吉 幸 子 

 

Tracing the origin of Romantic Love Ideology in Sonezakisinju. 

 

Yukiko Tsuneyoshi 

 

Abstract 

“Sonezaki sinju”was a kind of epoch-making master piece in Japanese history of plays. It is on a incident, 

Double Suicide of Lovers. This Theme of plays was popular between Kabuki creators and Kabuki funs. But 

after Sonezaki sinju, It became overwhelmingly popular in Total Japanese Plays, Kabuki and Bunraku(the 

Puppet plays). 

In this essay, I tried to make it clear that the Romantic-Love-Ideology of Sonezaki sinju came only from the 

incident concerned itself, and its stunning reputation. Nothing came from the Kabuki career of Chikamatsu, or 

his own conviction. It can be proved by examination of contents of the Kabuki Play “Karasaki Hakkei 

byoubu”. We can see the contents from the Picture Book of this Kabuki Play. This tells us that Chikamatsu 

Monzaemon was not a simple Believer of True Love.  

 


