
近
松
の
〈
詩
学
〉
に
つ
い
て

『
難
波
土
産
』

冒
頭
の
テ
ク
ス
ト
読
解
に
即
し
て
|
|

序

(注
1
)

『
難
波
土
産
』
に
名
高
い
近
松
の
演
劇
論
の
主
題
は
、
人
形
浄
瑠
璃
の
書
き
手
に

(注
2
)

向
け
て
「
作
者
」
の
心
得
を
説
く
こ
と
に
あ
る
。
人
形
浄
瑠
璃
は
人
形
を
用
い
た

(注
3
)

〈
語
り
物
〉
で
あ
り
、
彼
の
説
く
劇
作
論
つ
ま
り
浄
瑠
璃
作
法
は
、
語
り
物
と
し
て

の
独
自
性
を
考
慮
し
て
の
も
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
こ
の
点
は
、
観
客
の
観
劇
体
験

(注
4
)

へ
の
考
慮
と
上
演
を
司
る
三
業
と
り
わ
け
太
夫
へ
の
配
慮
の
両
面
に
現
れ
て
い
る
。

本
稿
の
課
題
は
、
近
松
の
演
劇
論
と
し
て
伝
え
ら
れ
る
テ
キ
ス
ト
全
文
の
体
系
的

(注
5
)

読
解
に
拠
っ
て
、
そ
の
詩
学
を
解
明
す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
次
第
は
、
次
の
三
段

階
を
経
る
。
先
ず
〈
慰
み
〉
を
根
幹
に
据
え
る
彼
の
演
劇
観
を
明
ら
か
に
す
る
。
次

に
太
夫
の
語
る
行
為
へ
の
配
慮
の
側
面
を
明
ら
か
に
す
る
。
最
後
に
、

〈
情
〉
を
抱

く
人
物
の
行
動
を
再
現
し
、
観
客
の
感
動
を
喚
起
す
る
彼
の
劇
作
法
、
言
わ
ば
近
松

の
詩
学
を
解
明
す
る
。

青

木

孝

夫

第
一
章

所
謂
〈
虚
実
皮
膜
の
論
〉
に
つ
い
て

(注
6
)

江
戸
時
代
に
於
い
て
は
「
諸
謹
」
が
多
種
多
様
の
発
達
を
遂
げ
た
。
こ
の
塞
の
一

つ
に
、
所
調
演
劇
も
あ
っ
た
。
江
戸
の
社
会
が
、
こ
の
演
劇
|
と
り
わ
け
当
時
の
大

衆
塞
能
で
あ
っ
た
歌
舞
伎
や
人
形
浄
瑠
璃
ー
に
認
め
て
い
た
存
在
理
由
は
〈
慰
み
〉

と
呼
ば
れ
る
歓
楽
乃
至
慰
安
の
提
供
に
あ
っ
た
。
こ
れ
は
塞
を
見
て
楽
し
む
社
会
の

側
の
み
な
ら
ず
、
塞
を
提
供
す
る
言
わ
ば
送
り
手
に
当
た
る
人
々
の
意
識
に
於
い
て

(注
7
)

も
そ
う
で
あ
っ
た
。
こ
の
角
度
か
ら
、
近
松
の
演
劇
論
に
近
づ
こ
う
。
先
ず
、
所
調

「
虚
実
皮
膜
の
論
」
で
名
高
い
第
六
条
を
起
承
転
結
に
分
節
し
て
取
り
上
げ
る
。

〈
実
ら
し
き
こ
と
〉
に
つ
い
て

歌
舞
伎
の
脚
本
作
者
と
し
て
、
専
ら
坂
田
藤
十
郎
の
為
に
筆
を
執
っ
て
活
躍
し
て

い
た
近
松
は
、
時
代
の
流
れ
と
と
も
に
浄
瑠
璃
の
世
界
に
身
を
投
じ
、
活
動
の
場
も

京
都
か
ら
大
阪
に
移
し
た
。
彼
が
『
難
波
土
産
』
の
中
で
「
今
時
」
と
呼
ぶ
の
は
、

元
禄
期
(
一
六
八
八
J
一
七

O
四
)
以
降
の
大
都
市
大
阪
を
念
頭
に
置
い
て
の
こ
と

(
補
注
1
}

と
思
わ
れ
る
。
当
時
の
大
阪
の
観
客
は
、

(
中
世
の
宗
教
的
論
理
で
は
な
く
)
彼
ら
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の
暮
ら
し
て
い
る
都
市
生
活
の
あ
り
ょ
う
を
基
準
と
し
て
、
舞
台
上
に
物
語
世
界
が

再
現
さ
れ
る
こ
と
を
望
ん
で
い
た
。
こ
の
点
を
「
実
ら
し
き
事
」
に
即
し
て
見
て
み

ょ
う
。

〔
第
六
条
|
起
〕
あ
る
人
の
云
く
、
今
時
の
人
は
よ
く
よ
く
理
詰
の
実
ら
し
き
こ
と

に
あ
ら
ざ
れ
ば
合
点
せ
ぬ
世
の
中
、
昔
語
り
に
あ
る
事
に
、
首
世
請
け
と
ら
ぬ
事
多

し
。
さ
れ
ば
こ
そ
寄
舞
妓
の
役
者
な
ど
も
兎
角
そ
の
所
作
が
実
事
に
似
る
を
上
手
と

す
。
立
役
の
家
老
職
は
本
の
家
老
に
似
せ
、
大
名
は
大
名
に
似
る
を
も
っ
て
第
一
と

す
。
昔
の
や
う
な
る
子
供
だ
ま
し
の
あ
じ
ゃ
ら
け
た
る
事
は
取
ら
ず
。

(
起
)
で
は
、
ま
ず
「
あ
る
人
」
が
、
当
時
の
演
劇
に
関
す
る
観
察
を
述
べ
る
。

彼
の
云
う
「
実
ら
し
き
こ
と
」
と
は
、
舞
台
で
上
演
さ
れ
る
物
事
の
あ
り
ょ
う
が
現

実
世
界
で
の
そ
れ
に
「
似
」
て
い
る
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
、
い
か
に
も
現
実
ら
し
い

と
感
じ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
当
時
の
人
々
は
、
役
者
の
扮
装
や
「
所
作
」
が
現
実

の
人
間
の
な
り
や
動
作
に
似
て
い
る
こ
と
を
も
っ
て
も
「
上
手
」
と
し
て
い
た
。
こ

の
感
じ
方
の
前
提
に
は
、
上
演
と
現
実
と
を
区
別
し
、
演
劇

(
1塞
)
が
虚
構
の
世

界
を
提
示
す
る
制
度
で
あ
る
事
の
承
認
が
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
舞
台
の
上
に
「
実
事
」

そ
の
も
の
で
は
な
く
「
実
ら
し
さ
」
を
認
め
る
の
で
あ
る
。

(
「
理
詰
巴
に
関
し
て

は
、
後
に
第
五
条
の
検
討
で
取
り
上
げ
る
。
な
お
補
注
1
も
参
照
。
)

一
ー
一
一
「
皮
膜
の
問
」
に
つ
い
て

〈
実
ら
し
さ
〉
は
た
し
か
に
現
実
を
背
景
に
し
た
認
識
と
関
わ
る
。
し
か
し
、
演

劇
の
目
指
す
所
は
、
観
客
を
慰
め
る
に
あ
り
、
こ
の
〈
慰
み
〉
こ
そ
、
・
謹
の
存
在
理

由
と
し
て
近
松
の
強
調
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
、
舞
台
表
現
の
〈
実
ら
し

さ
〉
と
観
客
の
〈
慰
み
〉
と
の
関
係
如
何
が
、

(注
8
)

「
虚
実
皮
膜
の
論
」
と
し
て
問
題
に
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な
る
。
あ
る
人
に
対
す
る
近
松
の
反
論
に
即
し
て
検
討
し
て
み
よ
う
。

〔
第
六
朱
l
承
〕
近
松
答
云
、
こ
の
論
尤
の
や
う
な
れ
ど
も
、
事
と
い
う
物
の
真
実

の
い
き
か
た
を
し
ら
ぬ
説
也
。
塞
と
い
う
も
の
は
実
と
虚
と
の
皮
膜
の
間
に
あ
る
も

の
也
。
成
程
今
の
世
実
事
に
よ
く
う
っ
す
を
こ
の
む
故
、
家
老
は
員
の
家
老
の
身
ぷ

り
口
上
を
う
っ
す
と
は
い
え
ど
も
、
さ
ら
ば
と
て
員
の
大
名
の
家
老
な
ど
が
立
役
の

ご
と
く
顔
に
紅
指
白
粉
を
ぬ
る
事
あ
り
や
。
又
員
の
家
老
は
顔
を
飾
ら
ぬ
と
て
、
立

役
が
む
し
ゃ
む
し
ゃ
と
髭
は
生
な
り
、
頭
は
剥
な
り
に
舞
蓋
へ
出
て
謹
を
せ
ば
、
慰

に
な
る
べ
き
や
。
皮
膜
の
間
と
い
ふ
が
此
也
。
虚
に
し
て
虚
に
あ
ら
ず
、
実
に
し
て

実
に
あ
ら
ず
、
こ
の
間
に
慰
が
有
た
も
の
也
。

虚
も
、
現
実
世
界
の
「
実
」
事
を
基
準
に
す
る
時
初
め
て
問
題
と
な
る
概
念
で
あ

る
。
し
か
し
、
童
や
化
粧
の
如
き
虚
は
「
身
振
り
口
上
」
の
如
き
実
よ
り
も
目
立
ち

は
す
る
も
の
の
、
と
も
に
塞
と
言
う
虚
構
の
世
界
を
構
成
し
て
い
る
。
即
ち
襲
の
世

界
を
構
成
す
る
要
素
は
、
そ
れ
が
「
実
事
」
に
照
ら
し
て
虚
実
の
何
れ
に
判
定
さ
れ

ょ
う
と
も
、
ど
ち
ら
も
「
慰
み
」
を
目
指
す
虚
構
の
世
界
、
演
劇
に
奉
仕
し
て
い
る
。

〈
慰
み
〉
は
、
演
劇

(
1塞
)
の
表
現
と
受
容
を
支
え
る
機
構
の
目
的

以
上
よ
り
、

そ
の
も
の
で
あ
り
、
か
く
し
て
〈
慰
み
〉
が
、
表
現
の
表
面
的
な
〈
実
ら
し
さ
〉
に

優
越
し
、
こ
れ
を
規
制
す
る
。

〈
慰
み
〉
は
(
童
や
化
粧
の
例
に
明
ら
か
な
如
く
)
観
客
の
〈
美
〉
の
要
求
と
関

わ
る
。
こ
こ
か
ら
逆
に
作
り
手
の
側
に
は
、
観
客
の
愛
顧
を
受
け
入
れ
る
べ
く
、
あ

る
種
の
〈
実
ら
し
さ
〉
を
犠
牲
に
し
て
も
、
舞
台
上
に
美
を
呈
示
す
る
こ
と
が
要
求

(注
9
)

さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
役
者
の
扮
装
や
所
作
と
言
う
目
に
見
え
る
次
元
、

「
紅
脂
白
粉
」



等
の
表
現
様
式
上
の
美
化
だ
け
で
は
な
い
。
次
に
第
四
条
の
実
例
に
即
し
て
検
討
す

る
よ
う
に
、
観
客
に
愛
さ
れ
る
価
値
の
表
現
を
求
め
、
そ
の
た
め
に
物
事
の
あ
り
よ

う
を
改
変
す
る
事
に
も
及
ん
で
い
る
。

一
ー
三
「
実
情
」
の
表
現
|
〈
い
の
ち
〉
の
開
示
|

〔
第
四
条
〕
浄
る
り
の
文
句
み
な
実
事
を
有
の
ま
ま
に
う
っ
す
内
に
、
ま
た
喜
に
な

り
て
実
事
に
な
き
事
あ
り
。
近
く
は
女
形
の
口
上
、
お
ほ
く
実
の
女
の
口
上
に
は
得

い
は
・
ぬ
事
多
し
。
是
等
は
又
喜
と
い
ふ
も
の
に
て
、
実
の
女
の
口
よ
り
得
い
は
ぬ
事

を
打
出
し
て
い
ふ
ゆ
へ
、
其
実
情
が
あ
ら
は
る
る
也
。
此
類
を
実
の
女
の
情
に
本
づ

き
て
つ
つ
み
た
る
時
は
、
そ
の
女
の
底
意
な
ん
ど
が
あ
ら
は
れ
ず
し
て
、
却
て
慰
に

な
ら
ぬ
故
也
。
さ
る
に
よ
っ
て
、
事
と
い
ふ
所
へ
気
を
付
ず
し
て
見
る
時
は
、
女
に

不
相
応
な
る
け
う
と
き
調
な
ど
多
し
と
そ
し
る
べ
し
。
然
れ
ど
も
、
こ
の
類
は
塞
也

と
み
る
べ
し
。
此
外
敵
役
の
余
り
に
お
く
病
な
る
鉢
や
ど
う
け
様
の
お
か
し
み
を
取

し
ん
し
ゃ
く
有
ぺ
き
事
也
。

引
用
の
全
体
の
趣
旨
は
、
虚
実
皮
膜
論
の
圏
内
に
あ
る
。
注
目
す
べ
き
は
現
「
実

の
女
の
情
に
本
づ
」
く
「
実
ら
し
さ
」
を
犠
牲
に
し
て
も
、
普
段
は
心
の
奥
に
秘
め

ら
れ
て
い
る
恋
す
る
女
の
「
実
情
」

-
「
底
意
」
の
表
現
が
求
め
ら
れ
て
い
る
点
で

あ
る
。
こ
こ
で
は
、

「
実
情
」
の
表
現
を
阻
む
現
実
の
機
制
よ
り
も
、
そ
の
表
現

(
「
け
う
と
き
詞
」
)
を
介
し
て
現
象
す
る
精
神
の
様
態
(
恋
す
る
女
心
)
が
重
視

さ
れ
て
い
る
。
近
松
は
、
こ
の
種
の
模
倣
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
人
間
存
在
の
深
部

を
〈
情
〉

(
「
実
情
」
)
と
し
て
把
握
し
て
い
る
。
こ
こ
に
、
舞
台
を
見
つ
め
る
観

客
の
体
験
の
真
の
相
関
者
が
、
心
の
生
き
た
姿
と
し
て
の
〈
情
〉
で
あ
る
こ
と
が
明

ら
か
で
あ
ろ
う
。

纏
め
よ
う
。
観
客
の
舞
台
に
対
す
る
〈
要
求
〉
は
、
化
粧
の
如
き
見
た
め
の
喜
ば

し
さ
〔
即
ち
感
覚
的
快
に
対
応
す
る
外
観
の
美
化
〕
を
超
え
て
、

〈
情
念
〉
の
呈
示

と
言
う
精
神
的
な
感
動
に
関
わ
る
も
の
に
及
ぶ
。
少
々
大
袈
裟
な
物
の
い
い
よ
う
を

す
る
な
ら
ば
、
観
客
は
舞
台
の
上
に
認
識
論
的
に
厳
密
な
再
現
を
求
め
て
い
る
の
で

は
な
く
、
己
の
関
心
(
次
節
で
も
検
討
す
る
〈
愛
〉
)

に
応
じ
た
存
在
論
的
な
意
味

で
の
真
実
(
こ
れ
は
「
底
意
」

「
実
情
」

〈
い
の
ち
〉
:
・
要
す
る
に
〈
情
〉
と
し
て

把
握
さ
れ
る
)
を
志
向
し
て
い
る
。
塞
の
世
界
に
お
い
て
は
、
風
俗
・
慣
習
の
リ
ア

ル
な
再
現
を
目
指
す
の
で
は
な
く
、
場
合
に
よ
っ
て
は
そ
れ
を
犠
牲
に
し
て
も
、

〈
慰
み
〉
の
た
め
、
高
次
の
真
実
を
呈
示
す
る
〈
情
〉
の
世
界
を
積
極
的
に
構
成
す

る
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
。

一
ー
四
「
人
の
愛
す
る
種
」

以
上
の
諸
節
に
於
い
て
、
劇
作
の
基
本
的
前
提
を
検
討
し
て
き
た
が
、
更
に
角
度

を
変
え
て
、
浄
瑠
璃
の
主
題
或
い
は
描
写
対
象
の
選
択
と
形
成
の
問
題
を
探
究
し
て

み
よ
う
。
近
松
は
、
そ
の
際
、
舞
台
上
に
描
か
れ
る
べ
き
対
象
に
関
す
る
規
定
を
人

(
注
目
)

形
と
そ
の
観
照
に
例
を
求
め
て
「
人
の
愛
す
る
種
」
と
し
て
与
え
て
い
る
。

一
人
の
懸
男
あ
り
て
、
た
が

〔
第
六
条
l
転
〕
是
に
付
て
、
去
ル
御
所
方
の
女
中
、

ひ
に
情
を
あ
っ
く
か
よ
わ
し
け
る
が
、
女
中
は
金
殿
の
奥
ふ
か
く
居
給
ひ
て
、
男
は

奥
方
へ
も
参
る
こ
と
も
か
な
わ
ね
ば
、
た
だ
朝
廷
な
ん
ど
に
て
御
簾
の
ひ
ま
よ
り
見

給
ふ
も
た
ま
さ
か
な
れ
ば
、
余
り
に
あ
こ
が
れ
た
ま
ひ
て
、
其
男
の
か
た
ち
を
木
像
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に
き
ざ
ま
せ
、
面
体
な
ん
ど
も
常
の
人
形
に
か
は
り
て
、
其
男
に
事
ほ
ど
も
ち
が
は

さ
ず
。
色
艶
の
さ
い
し
き
は
い
ふ
に
及
ば
ず
、
毛
の
あ
な
迄
を
う
つ
さ
せ
、
、
耳
鼻
の

穴
も
口
の
内
歯
の
敷
迄
寸
分
も
た
が
へ
ず
作
り
立
さ
せ
た
り
。
誠
に
其
男
を
傍
に
置

て
是
を
作
り
た
る
故
、
そ
の
男
と
此
人
形
と
は
神
(
た
ま
し
い
)
の
あ
る
と
な
き
と

の
違
い
の
み
成
し
が
、
か
の
女
中
是
を
近
付
て
見
給
へ
ば
、
さ
り
と
は
生
身
を
直
に

う
つ
し
て
は
輿
の
さ
め
て
ほ
ろ
ぎ
た
な
く
、
こ
は
げ
の
立
も
の
也
。
さ
し
も
の
女
中

の
態
も
さ
め
て
、
傍
に
置
給
ふ
も
う
る
さ
く
、
や
が
て
捨
ら
れ
た
り
と
か
や
。
是
を

思
へ
ば
、
生
身
の
通
り
を
す
ぐ
に
う
っ
さ
ば
、
た
と
ひ
楊
貴
妃
な
り
と
も
あ
い
そ
の

つ
き
る
所
あ
る
べ
し
。
そ
れ
故
に
童
そ
ら
ご
と
と
て
、
そ
の
像
を
ゑ
が
く
に
も
、
又

木
に
き
ざ
む
に
も
、
正
員
の
形
を
似
す
る
内
に
、
又
大
ま
か
な
る
所
あ
る
が
、
結
句

人
の
愛
す
る
種
と
は
な
る
也
。

模
倣
対
象

形
成
方
法

見
る
人
の
反
応
と
そ
の
相
関
者

形
成
物

正
真
の
形

大
ま
か
な
る
所

神
の
宿
る
像

人
の
愛
す
る
種

正
真
の
形

生
身
の
通
り

あ
い
そ
(
恋
・
輿
)
の
つ
き
る
所

す
ぐ
に
う
っ
す

エ
ロ
ス
的
狂
気
を
誘
発
す
る
対
象
(
「
態
男
」

「
楊
貴
妃
」
)
の
造
形
が
取
り
上

げ
ら
れ
て
い
る
。

「
正
真
の
形
」
に
寸
分
違
い
無
く
似
て
い
る
よ
う
に
造
ら
れ
た
人

形
(
「
此
人
形
」
)

に
は
、
見
る
人
を
愛
と
い
う
幹
で
心
底
か
ら
引
き
つ
け
る
も
の

.、.』
L
h

、。

カ
カ
し

(
寧
ろ
そ
こ
に
は
、

一
種
不
気
味
な
死
が
あ
る
。
)
こ
の
観
察
に
拠
れ
ば
、

忠
実
過
ぎ
る
仕
方
で
再
現
(
「
す
ぐ
に
う
つ
」
す
)
さ
れ
た
現
実
は
そ
の
佳
で
は
愛

に
値
す
る
美
で
は
な
い
。
そ
こ
で
表
現
(
う
つ
し
)
に
際
し
て
は
、
現
実
の
〈
昇
華
〉

が
必
要
で
あ
る
。
実
際
、
こ
こ
に
い
う
「
お
お
ま
か
な
る
所
」
は
、
士
宮
現
の
粗
雑
を

い
う
も
の
で
は
な
い
。
理
想
的
な
像
を
刻
む
の
に
際
し
、
不
要
な
も
の
を
捨
象
し
て

享
受
者
の
観
照
に
と
っ
て
本
質
的
に
重
要
な
も
の
を
形
成
す
る
こ
と
を
言
う
。
そ
の
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よ
う
に
し
て
構
成
さ
れ
た
像
に
は
、
観
る
者
の
心
を
惹
き
つ
け
て
、
感
興
を
催
さ
す

〈神〉

(
た
ま
し
い
)
が
宿
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
時
、
観
る
も
の
と
観
ら
れ
る
も

の
と
は
、
愛
の
関
係
に
あ
る
。
愛
の
対
象
と
し
て
現
象
し
て
い
る
価
値
が
観
ら
れ
る

も
の
と
し
て
の
〈
美
〉
、
感
じ
ら
れ
る
も
の
と
し
て
の
〈
情
〉
で
あ
る
。
以
上
よ
り
、

造
形
に
肝
心
な
の
は
、
観
者
の
愛
(
エ
ロ
ス
)
を
誘
起
す
ベ
く
現
実
よ
り
も
一
段
と

高
く
美
し
い
像
を
彫
琢
す
る
こ
と
、
そ
れ
が
観
る
人
の
愛
す
る
〈
種
〉
と
な
り
、
ひ

い
て
は
彼
女
に
〈
慰
み
〉
を
与
え
る
こ
と
で
あ
る
。
か
く
し
て
「
人
の
愛
す
る
種
己

と
い
う
対
象
の
規
定
は
、

「
大
ま
か
な
る
」
と
い
う
〈
純
化
〉
の
形
成
理
念
に
従
つ

て
実
現
さ
れ
る
(
観
客
の
関
心
(
恋
、
あ
こ
が
れ
・
愛
)
に
応
ず
る
精
神
的
)
価
値

で
あ
り
、
し
か
も
、
観
る
人
の
志
向
的
対
象
で
あ
る
こ
の
価
値
の
理
念
が
神
(
た
ま

し
い
)
と
い
う
生
き
た
も
の
と
し
て
臨
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

創
作
理
論
へ
の
適
用

〔
第
六
条
|
結
〕
趣
向
も
此
の
ご
と
く
、
本
の
事
に
似
る
内
に
又
大
ま
か
成
る
所
あ

一ー五

る
が
、
結
句
謹
に
な
り
て
人
の
心
の
な
ぐ
さ
み
と
な
る
。
文
句
の
せ
り
ふ
な
ど
も
、

此
こ
こ
ろ
入
れ
に
て
見
る
べ
き
事
お
ほ
し
。

浄
瑠
璃
の
構
想
を
立
て
(
趣
向
)
、
文
辞
(
文
句
の
せ
り
ふ
な
ど
)
を
練
る
際
に
、

造
形
芸
術
の
例
で
も
確
か
め
ら
れ
た
制
作
の
前
提
と
原
理
(
虚
実
皮
膜
論
及
び
人
の

愛
す
る
種
の
構
成
)
に
基
づ
き
劇
作
を
行
え
と
、
近
松
は
命
じ
る
。

(
文
辞
の
検
討

は
、
既
に
第
四
条
で
取
り
上
げ
た
、
ま
た
後
に
主
題
的
に
扱
う
。
そ
こ
で
浄
瑠
璃
の

{
注
口
)

「
趣
向
」
と
は
、

「
趣
向
」
を
取
り
上
げ
よ
う
。
)

(
例
え
ば
現
実
世
界
で
起
き
た



一
連
の
出
来
事
に
基
づ
く
)
事
件
展
開
の
秩
序
(
所
調
竪
筋
)
及
び
そ
の
出
来
事
の

内
容
が
観
客
に
与
え
る
効
果
(
所
調
横
筋
)
を
専
ら
意
味
す
る
。
こ
の
概
念
は
、
劇

世
界
に
於
け
る
出
来
事
の
展
開
と
観
客
へ
の
効
果
の
二
つ
の
ベ
ク
ト
ル
を
持
ち
、
生

成
展
開
す
る
観
劇
体
験
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
。
少
し
具
体
的
に
考
え
て
み
よ
う
。

最
初
の
世
話
物
『
曾
根
崎
心
中
』
は
、

{
注
ロ
)

事
件
を
元
に
創
作
さ
れ
た
。
現
実
の
出
来
事
の
解
釈
に
基
づ
い
て
、
最
も
重
要
な
モ

一
七

O
三
(
元
禄
日
)
年
、
現
実
の
心
中

チ
ー
フ
〈
心
中
〉
を
、
浄
瑠
璃
の
テ
キ
ス
ト
と
い
う
言
葉
の
世
界
に
寵
め
る
。
そ
の

結
果
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
の
構
築
す
る
劇
世
界
に
は
「
本
の
事
」

つ
ま
り
実
際
の
出
来

事
よ
り
も
「
お
お
ま
か
な
る
所
」
が
あ
る
。
し
か
し
、
現
実
を
高
め
、
浄
化
し
た

(
補
注
1
)

『
曾
根
崎
心
中
』
と
い
う
町
人
悲
劇
に
は
、
観
客
を
心
中
死
と
い
う
理
念
的
恋
の
世

界
に
誘
い
、

「
な
ぐ
さ
み
」
を
体
験
さ
せ
る
に
足
る
モ
チ
ー
フ
が
「
人
の
愛
す
る
種
」

と
し
て
潜
む
こ
と
に
な
る
。
冒
頭
の
一
節
を
引
用
し
て
み
よ
う
。

知
三
に
御
身
を
変
え
。
色
で
。
み
ち
び
き
情
(
な
さ
け
)
で
を
し
へ
。
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
。

こ
の
種
の
上
演
に
於
い
て
目
指
さ
れ
て
い
る
の
は
、

(
例
え
ば
心
中
と
い
う
)

「
趣
向
」
を
具
体
化
す
る
言
葉
に
よ
っ
て
、
観
客
を
『
骨
根
崎
心
中
』
と
い
う
劇
世

界
に
同
化
さ
せ
る
こ
と
、
即
ち
「
色
で
。
み
ち
び
き
情
(
な
さ
け
)
で
を
し
へ
。
」

や
が
て
恋
と
い
う
「
菩
提
の
橋
」
を
渡
し
て
や
る
こ
と
で
あ
る
。
以
下
、
こ
の
点
を

「
文
句
の
せ
り
ふ
な
ど
」

に
即
し
て
考
え
て
み
よ
う
。

第
二
章

〈
文
句
〉
に
つ
い
て

〈
語
り
物
〉
に
つ
い
て

先
ず
は
人
形
浄
瑠
璃
も
そ
こ
に
属
す
る
〈
語
り
物
〉
に
つ
い
て
ご
く
一
般
的
な
検

討
を
加
え
よ
う
。

〔
引
用
〕
こ
の
行
長
入
道
、
平
家
の
物
語
を
作
り
て
、
生
仏
と
い
ひ
け
る
盲
目
に
教

へ
て
語
ら
せ
け
り
。

(
徒
然
草
二
二
六
段
よ
り
)

こ
の
周
知
の
徒
然
草
の
一
節
に
従
え
ば
、
信
濃
の
国
の
国
司
行
長
が
、
先
ず
、
過

去
の
事
実
と
し
て
の
平
家
誠
亡
の
物
語
か
ら
、
語
り
物
と
し
て
の
『
平
家
物
語
巴
を

創
〈
作
〉
し
た
。

つ
ま
り
『
平
家
物
韮
巴
の
テ
キ
ス
ト
を
書
い
た
(
即
ち
言
語
化
し

た
)
。
次
に
、
こ
れ
を
生
仏
と
い
う
盲
目
の
琵
琶
法
師
が
学
び
記
憶
し
、
そ
の
上
で

琵
琶
を
伴
奏
に
人
々
に
物
語
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
は
、
語
り
手
と
聞

き
手
と
が
お
り
、
そ
こ
で
語
ら
れ
る
或
い
は
耳
を
傾
け
ら
れ
る
物
語
が
あ
る
。
こ
れ

が
〈
語
り
物
〉
の
最
も
基
本
的
な
構
図
で
あ
る
。
そ
こ
で
浄
瑠
璃
を
こ
の
基
本
構
図

に
即
し
て
み
る
と
、
人
々
を
前
に
し
て
語
ら
れ
る
浄
瑠
璃
の
テ
キ
ス
ト
を
〈
作
〉
る

の
は
近
松
で
あ
り
、
そ
れ
を
生
き
た
も
の
と
し
て
語
る
の
は
太
夫
で
あ
る
、
と
い
う

こ
と
に
な
る
。

ニー
l

ニ

〈
語
り
〉
の
三
つ
の
位
相
と
〈
文
句
〉
の
ニ
面
性

こ
こ
で
、

〈
語
り
〉
を
語
り
物
に
即
し
て
三
つ
の
位
相
に
区
別
す
る
こ
と
が
で
き

ょ
う
。
即
ち
、

〈
語
り
〉
は
、
観
客
の
前
で
事
柄
を
語
る
行
為
と
語
ら
れ
る
事
柄
と

に
分
節
で
き
、
更
に
こ
の
語
ら
れ
る
事
柄
は
、
そ
れ
を
描
く
言
葉
と
言
葉
で
描
か
れ
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(注
M
)

る
事
柄
即
ち
物
語
と
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
れ
を
、
見
や
す
く
示
せ
ば
、
以
下
の
如
く
で
あ
る
。

①
現
実
に
物
語
を
語
る
行
為

手
(
太
夫
)
の
行
為
〉
で
あ
る
。 こ

れ
は
、
物
語
を
人
々
の
前
で
語
る
と
言
う
〈
語
り

②
物
語
或
い
は
語
ら
れ
る
一
連
の
出
来
事

こ
れ
は
、

(
言
葉
で
)
描
か
れ
た
内
容

で
あ
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
既
に
語
ら
れ
知
ら
れ
た
一
連
の
出
来
事
で
あ
る
。

例
え
ば
曾
根
崎
心
中
。

@
物
語
を
語
る
或
い
は
構
築
す
る
言
語
形
式

こ
れ
は
、
物
語
を
描
く
言
語
と
言
う

形
式
ま
た
組
織
で
あ
る
。
所
謂
テ
キ
ス
ト
に
相
当
す
る
。

近
松
の
言
う
〈
文
句
〉
は
、
上
記
の
所
謂
テ
キ
ス
ト
@
に
当
た
る
。
こ
の
文
句
は
、

物
語
の
内
容
②
と
語
り
の
行
為
①
を
媒
介
し
、
そ
こ
に
独
特
の
二
面
性
が
あ
る
。
言

い
換
え
れ
ば
、
浄
瑠
璃
の
文
句
に
は
劇
世
界
を
構
築
す
る
側
面
と
、

(
太
夫
の
)
語

り
に
よ
っ
て
、
劇
世
界
の
中
に
観
客
を
誘
う
と
い
う
側
面
が
あ
る
。
こ
の
点
を
銘
記

し
た
上
で
、

〈
文
句
〉
の
創
作
を
少
し
く
具
体
的
に
考
え
て
み
よ
う
。
ま
ず
は
、
人

形
浄
瑠
璃
と
い
う
演
劇
の
、
そ
の
独
自
の
特
質
が
注
目
さ
れ
よ
う
。

二

l
三

〈
文
句
〉
の
〈
作
〉
に
つ
い
て

〔
第
一
条
|
甲
〕
往
年
某
近
松
が
許
に
と
む
ら
ひ
け
る
比
、
近
松
云
け
る
は
、
惣
じ

て
浄
る
り
は
人
形
に
か
か
る
〔

1
人
形
が
演
じ
る
こ
と
〕
を
第
一
と
す
れ
ば
、
外
の

草
紙
と
違
ひ
て
、
文
句
み
な
働
き
〔

1
人
形
の
所
作
〕
を
肝
要
と
す
る
活
物
な
り
。

根|殊

き|寄
木|舞
偶|妓

割2
ま|入

管|き

割安

朝?
?|; 

事I-~

大
形
に
て
は
妙
作
と
い
ふ
に
至
り
が
た
し
。
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引
用
の
前
半
は
、
発
話
の
模
倣
で
あ
る
台
詞
を
主
体
と
す
る
浄
瑠
璃
テ
キ
ス
ト
と

三
人
称
の
客
観
的
叙
述
に
拠
る
小
説
(
外
の
草
紙
)
と
の
言
葉
の
種
類
の
違
い
、
後

半
は
同
じ
演
劇
と
い
う
ジ
ャ
シ
ル
の
中
で
も
「
生
身
の
人
の
謹
」
を
見
せ
る
歌
舞
伎

と
、
人
形
と
結
び
つ
い
て
は
い
る
が
、
本
質
的
に
は
〈
語
り
物
V

で
あ
る
人
形
浄
瑠

璃
と
の
相
違
を
指
摘
し
て
い
る
。
差
し
当
た
り
大
事
な
の
は
、
文
句
が
皆
、
人
形
の

所
作
に
よ
っ
て
行
動
を
描
く
こ
と
を
強
調
す
る
後
半
で
あ
る
。
引
用
文
の
傍
線
部
に

明
ら
か
な
よ
う
に
、
近
松
は
劇
作
論
を
、
観
客
の
感
興
を
目
指
し
て
、

(
「
正
根
な

き
」
人
形
が
扮
す
る
)
人
物
に
情
を
抱
か
せ
る
「
文
句
」
の
書
き
方
と
し
て
考
え
る
。

登
場
人
物
の
抱
く
情
と
は
、
人
間
的
心
の
発
露
、
言
い
換
え
れ
ば
、
劇
世
界
に
生
き

る
人
の
〈
い
の
ち
〉
の
あ
か
し
で
あ
る
。
人
形
浄
瑠
璃
の
最
大
の
特
質
は
、
人
形
が

登
場
人
物
と
し
て
〈
情
〉
を
抱
く
存
在
に
変
貌
し
、
観
客
に
〈
慰
み
〉
を
与
え
る
点

に
あ
る
。
そ
の
力
を
近
松
は
、
人
形
遣
い
や
三
味
線
弾
き
の
力
量
に
求
め
る
の
で
は

な
く
、
太
夫
の
語
る
浄
瑠
璃
の
テ
キ
ス
ト
に
求
め
る
。
か
く
し
て
彼
は
、
浄
瑠
璃
に

於
け
る
〈
作
〉
の
重
要
性
を
説
か
ざ
る
を
得
な
い
。

人
形
浄
瑠
璃
の
創
造
過
程
と
し
て
は
、
テ
キ
ス
ト
創
作
の
全
過
程
の
後
に
、
太
夫

を
甫
と
す
る
三
業
の
担
当
す
べ
き
稽
古
と
上
演
の
段
階
が
く
る
。
従
っ
て
、
稽
古
や

上
演
を
前
提
に
、
作
者
は
テ
キ
ス
ト
の
創
作
を
考
え
よ
と
い
う
近
松
の
主
張
は
全
く

自
然
な
も
の
で
あ
る
。



第
三
章

文
句
の
書
き
方
に
関
す
る
考
察

ー
読
み
手
と
テ
キ
ス
ト
と
の
一
体
化
|

観
客
の
感
動
と
テ
キ
ス
ト
の
描
く
劇
世
界
と
の
仲
立
ち
を
す
る
の
が
、
太
夫
の

〈
語
り
〉
で
あ
る
。
優
れ
た
〈
語
り
〉
の
前
提
と
し
て
、
読
み
の
段
階
に
於
い
て
太

夫
と
テ
キ
ス
ト
と
の
一
体
化
(
い
わ
ば
太
夫
の
変
身
)
が
重
要
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

彼
の
生
き
た
語
り
に
よ
っ
て
甫
て
、

(
心
中
な
ら
心
中
を
描
く
)
文
句
は
、
そ
の
物

語
の
起
伏
・
主
人
公
の
心
の
陰
影
を
観
客
の
前
に
繰
り
広
げ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ

ゆ
え
、
予
め
太
夫
が
テ
キ
ス
ト
に
同
化
し
や
す
い
よ
う
に
書
く
こ
と
が
肝
心
で
あ
る
。

一一丁一

太
夫
の
生
へ
の
配
慮

〔
引
用

第
二
条
〕
文
句
に
て
に
は
多
け
れ
ば
、
何
と
な
く
賎
し
き
も
の
也
。
然
る

に
無
功
な
る
作
者
は
文
句
を
か
な
ら
ず
和
歌
或
は
俳
譜
な
ど
の
ご
と
く
心
得
て
、
五

字
七
字
等
の
字
く
ば
り
を
合
さ
ん
と
す
る
故
、
お
の
ず
と
無
用
の
て
に
は
多
く
な
る

也
。
た
と
え
ば
、
年
も
ゆ
か
ぬ
娘
と
い
ふ
べ
き
を
、
年
は
も
ゆ
か
ぬ
を
ば
、
ト
い
う

ご
と
く
に
な
る
事
、
字
わ
り
に
か
か
は
る
よ
り
お
こ
り
て
、
自
然
と
詞
づ
ら
い
や
し

く
聞
ゆ
。
き
れ
ば
、
大
ゃ
う
は
文
句
の
長
短
を
揃
て
書
ベ
き
事
な
れ
ど
も
、
浄
る
り

は
も
と
音
曲
な
れ
ば
、
語
る
処
の
長
短
は
節
に
あ
り
。
然
る
を
作
者
よ
り
字
く
ば
り

を
き
っ
し
り
と
詰
過
れ
ば
、
か
へ
っ
て
口
に
か
か
ら
ぬ
事
有
物
也
。
こ
の
故
に
我
作

に
は
此
か
か
は
り
な
き
故
、
て
に
は
お
の
ず
か
ら
す
く
な
し
。

こ
こ
に
は
、
定
型
の
韻
律
の
存
在
を
前
提
と
し
て
、

「
和
歌
或
は
俳
譜
」
と
は
異

な
る
語
り
の
あ
り
ょ
う
へ
の
洞
察
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
思
え
ば
、
人
は
元
来
、
韻

律
に
よ
っ
て
言
葉
を
記
憶
し
て
い
た
が
、
そ
れ
は
も
と
よ
り
生
き
た
リ
ズ
ム
で
あ
っ

た
。
「
無
功
な
る
作
者
」
は
、
と
も
す
れ
ば
伝
統
的
な
詩
歌
の
五
七
の
文
字
数
と
言

葉
の
生
き
た
り
ズ
ム
と
の
混
同
を
な
し
が
ち
で
あ
る
。
形
骸
化
し
た
書
き
言
葉
の
定

形
に
染
ま
り
、
語
り
の
生
き
た
次
元
を
忘
れ
、

つ
い
こ
の
定
形
の
「
字
わ
り
」
に
頼

ろ
う
す
る
。
近
松
は
こ
の
点
を
戒
め
て
、
言
葉
の
生
き
た
あ
り
ょ
う
を
、
太
夫
の
語

り
に
委
ね
よ
、
と
命
ず
る
。
太
夫
に
は
独
自
の
語
り
口
が
あ
り
、
ま
た
物
語
の
内
容

に
即
し
、
更
に
は
そ
の
物
語
を
語
る
中
に
高
揚
し
た
彼
の
心
に
応
じ
て
、
そ
の
場
に

固
有
の
抑
揚
や
調
子
や
長
短
総
じ
て
言
え
ば
〈
節
〉
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
は

ま
た
、
浄
瑠
璃
の
世
界
を
生
き
る
彼
の
実
存
の
リ
ズ
ム
で
も
あ
る
の
だ
か
ら
、
こ
の

点
へ
の
慮
り
を
蔑
ろ
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
近
松
の
書
き
手
に
対
す
る
注
意
の
中
に
は
、
物
語
を
語
る
太
夫

の
表
現
行
為
へ
の
配
慮
が
明
瞭
で
あ
ろ
う
。
次

ρ
パ
ラ
グ
ラ
フ
も
ま
た
、
語
り
と
い

う
行
為
に
関
し
て
、
言
葉
を
語
る
だ
け
で
な
く
、
実
は
言
葉
に
於
い
て
語
る
、
と
い

う
問
題
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
，
そ
こ
で
は
言
葉
は
我
々
の
生
の
環
境
な
の
で
あ
る
。

一一丁
l

ニ
変
身
の
基
盤
と
し
て
の
〈
文
句
〉

次
の
引
用
の
前
半
は
、
浄
瑠
璃
の
歴
史
的
経
緯
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
重
要
な

の
は
、
そ
の
文
句
の
改
革
者
と
し
て
の
自
負
を
述
べ
る
後
半
の
傍
線
部
で
あ
る
。

〔
引
用

第
三
条
〕
昔
の
浄
る
り
は
今
の
祭
文
同
然
に
て
、
花
も
実
も
な
き
も
の
成

し
を
、
某
出
て
加
賀
の
按
よ
り
筑
後
ノ
按
へ
う
つ
り
て
作
文
せ
し
よ
り
、
文
句
に
心

を
用
る
事
昔
に
か
は
り
て
一
等
高
く
、
た
と
え
ば
公
家
武
家
よ
り
以
下
、
み
な
そ
れ

そ
れ
の
格
式
を
わ
か
ち
、
威
儀
の
別
よ
り
し
て
詞
遣
ひ
迄
、
其
う
つ
り
を
専
一
と
す
。
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此
ゆ
え
に
同
じ
武
家
也
と
い
え
ど
も
、
或
は
大
名
、
或
は
家
老
、
そ
の
外
禄
の
高
下

に
付
て
、
そ
の
程
そ
の
程
の
格
を
も
っ
て
差
別
を
な
す
。
是
も
よ
む
人
の
そ
れ
そ
れ

の
情
に
よ
く
う
つ
ら
ん
事
を
肝
要
と
す
る
故
也
。

あ
る
言
葉
を
聞
い
て
そ
の
言
葉
を
口
に
し
た
人
や
そ
の
場
の
様
子
を
思
い
浮
か
べ

る
こ
と
が
あ
る
。
言
葉
に
よ
っ
て
は
、
こ
の
よ
う
に
、
そ
の
言
葉
が
生
ま
れ
て
く
る

現
場
(
と
想
定
さ
れ
る
状
況
)
の
様
子
が
お
の
ず
か
ら
連
想
或
い
は
感
得
さ
れ
る
。

こ
の
言
語
記
号
に
よ
る
連
想
に
は
個
人
的
な
も
の
も
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
社
会
的

に
共
通
の
イ
メ
ー
ジ
や
印
象
等
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
時
、
あ
る
言
葉
の

あ
り
ょ
う
を
通
し
て
、
特
定
の
言
語
社
会
に
生
き
る
人
々
が
共
通
に
感
得
す
る
物
や

人
な
ど
の
諸
関
係
の
照
応
・
反
映
を
近
松
は
〈
う
つ
り
〉
と
い
う
。
こ
の
〈
う
つ
り
〉

が
、
文
句
を
書
く
際
に
重
要
で
あ
る
。
文
句
の
代
表
と
し
て
台
調
(
後
出
「
台
詞
事
」
)

を
取
り
上
げ
、
少
し
く
具
体
的
に
考
え
て
み
よ
う
。

所
調
「
台
詞
」
の
特
徴
は
、
そ
れ
が
発
話
行
為
の
再
現
的
模
倣
で
あ
る
こ
と
で
あ

る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
事
件
が
記
録
の
よ
う
に
報
告
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、

(
台
詞
と
い
う
)
当
事
者
達
の
発
話
が
出
来
事
の
決
定
的
契
機
と
な
っ
て
、

一
連
の

事
件
を
劇
的
に
展
開
す
る
。
こ
の
時
、
書
か
れ
た
台
詞
は
、
太
夫
に
と
り
、
単
に
音

化
し
て
言
葉
の
〈
意
味
〉
を
伝
達
す
る
だ
け
の
道
具
で
も
、
発
話
者
(
即
ち
登
場
人

物
)
や
そ
の
現
場
か
ら
切
り
離
さ
れ
る
も
の
で
も
な
い
。
台
調
は
、
当
の
発
話
の
具

体
的
状
況
や
人
物
の
イ
メ
ー
ジ
を
求
心
的
に
宿
し
て
い
る
。
つ
ま
り
具
体
的
状
況
に

即
し
て
個
別
的
に
描
き
分
け
ら
れ
た
台
詞
に
は
、
人
物
の
イ
メ
ー
ジ
(
性
・
年
齢
・

身
分
・
職
業
・
エ
ー
ト
ス
・
態
度
・
:
)
等
が
縮
約
さ
れ
て
〈
う
つ
〉
り
て
い
る
、

ま
り
反
映
し
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
台
詞
は
、
刻
々
と
進
展
す
る
劇
的
状
況
の
焦

点
(
い
わ
ば
図
)
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
こ
の
種
の
言
葉
を
想
像
の
場
と

44 

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
文
句
を
存
立
せ
し
め
て
い
る
周
囲
の
世
界
(
い
わ
ば
地
)

が
具
体
的
に
立
ち
現
れ
る
。
こ
の
意
味
で
〈
行
動
〉
の
具
体
的
様
子
を
喚
起
さ
す
台

調
こ
そ
、
太
夫
が
劇
世
界
に
同
化
し
ま
た
人
物
に
変
身
す
る
基
盤
で
あ
る
。
以
上
よ

り
傍
線
部
分
の
規
定
は
、
台
詞
を
、
例
え
ば
「
詞
遣
い
」
の
具
体
的
な
描
き
分
け
を

通
し
て
、
登
場
人
物
つ
ま
り
発
話
を
な
す
個
々
の
侍
の
個
性
や
類
型
性
が
ま
た
そ
の

発
話
の
状
況
が
反
映
す
る
よ
う
に
書
け
、
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

太
夫
が
こ
の
種
の
詞
を
想
像
的
に
生
き
る
時
、
確
か
に
彼
は
そ
の
詞
が
存
立
し
て

い
る
劇
世
界
の
現
場
を
生
き
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
浄

瑠
璃
の
文
句
は
一
方
で
、
そ
の
詞
を
語
る
者
の
個
人
的
な
思
い
出
・
イ
メ
ー
ジ
・
記

憶
・
感
情
等
を
触
発
す
る
。
つ
ま
り
太
夫
は
浄
瑠
璃
の
文
句
の
惹
起
し
た
独
自
の
環

境
の
中
に
入
っ
て
行
き
つ
つ
、
自
分
自
身
の
人
生
の
一
場
面
や
ま
た
そ
の
周
辺
を
も

呼
び
出
し
て
い
る
。
か
く
し
て
、
浄
瑠
璃
と
い
う
テ
キ
ス
ト
の
読
み
に
お
い
て
、
登

場
人
物
の
活
躍
す
る
劇
の
世
界
と
太
夫
の
人
生
と
が
交
錯
し
、
新
た
に
両
者
の
融
合

し
た
生
の
地
平
を
〈
語
り
手
〉
は
生
き
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
時
、
彼
は
そ
の
境
地

に
於
い
て
、
甫
て
可
能
と
な
っ
た
人
生
の
味
わ
い
と
い
う
一
種
の
情
緒
を
生
き
て
い

る
。
近
松
が
、

「
是
も
よ
む
人
の
そ
れ
そ
れ
の
情
に
よ
く
う
つ
ら
ん
事
を
肝
要
と
す

る
」
と
述
べ
る
の
は
、
太
夫
が
こ
の
言
語
環
境
へ
の
転
生
を
介
し
て
、
そ
こ
に
聞
け

た
生
の
境
位
と
照
応
し
た
情
緒
を
生
き
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

こ
の
変
身
に
よ
っ
て
甫
て
太
夫
は
十
全
な
意
味
で
〈
語
り
手
〉
足
り
え
る
。
と
言

マコ

う
の
も
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
語
り
手
は
、
単
に
テ
キ
ス
ト
を
観
客
の
前
で
再
生

乃
至
復
唱
す
る
人
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
語
り
と
言
う
文
句
の
受
肉
の
過
程
で
、



太
夫
の
生
は
語
り
手
の
情
念
と
し
て
触
発
さ
れ
つ
つ
、
語
り
の
中
に
寵
も
る
。
か
く

し
て
浄
瑠
璃
の
文
句
は
、
彼
の
生
を
享
け
て
生
き
た
言
葉
の
世
界
へ
と
超
出
し
、
命

を
吹
き
込
ま
れ
る
。
次
の
課
題
は
、
こ
の
受
肉
し
た
〈
語
り
〉
の
世
界
を
観
客
が
生

き
る
こ
と
、
劇
世
界
へ
の
同
化
の
メ
カ
ニ
ス
ム
の
分
析
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
工
夫

さ
れ
る
文
句
の
書
き
ょ
う
の
解
明
で
あ
る
。
先
ず
は
、
文
句
の
二
面
性
の
一
つ
、
観

客
誘
導
の
契
機
を
考
察
す
る
。

第
四
章

出
来
事
と
し
て
の
〈
語
り
〉
に
つ
い
て

四

「
文
句
は
情
を
も
と
と
す
」

(
一
一
|
三
で
検
討
し
た
)

〔
第
一
条
|
甲
〕
に
直
接
す
る
〔
乙
〕
を
検
討
す
る
が
、

〔
甲
〕
の
核
心
は
命
な
き
人
形
の
所
作
(
「
働
き
」
)
に
、
生
命
を
宿
す
こ
と
で
あ
っ

た
。
次
の
引
用
も
そ
の
課
題
を
継
承
し
て
い
る
。

〔
第
一
条
!
乙
〕
①
某
わ
か
き
時
、
大
内
の
草
紙
を
見
侍
る
中
に
、
節
会
の
折
ふ
し

雪
い
た
う
ふ
り
つ
も
り
け
る
に
、
衛
士
に
あ
ふ
せ
て
橘
の
雪
は
ら
は
せ
ら
れ
け
れ
ば
、

傍
な
る
松
の
枝
も
た
は
は
な
る
が
、
う
ら
め
し
げ
に
は
ね
返
り
て
、
と
か
け
り
。
是

心
な
き
草
木
を
開
眼
し
た
る
筆
勢
也
。
②
そ
の
故
は
、
橘
の
雪
を
は
ら
は
せ
ら
る
る

を
松
が
う
ら
や
み
て
、
お
の
れ
と
枝
を
は
ね
か
へ
て
し
て
、
た
は
は
な
る
雪
を
例
お

と
し
て
恨
た
る
け
し
き
、
さ
な
が
ら
活
て
働
く
心
地
な
ら
ず
や
。
③
是
を
手
本
と
し

て
我
浄
る
り
の
精
神
を
い
る
る
事
を
倍
れ
り
。
④
さ
れ
ば
地
文
句
せ
り
ふ
事
は
い
ふ

れ|に
ば|及

|ば
か|ず
な|

割葬
感|記
心!ん
のlど
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た
と
へ
ば
松
島
宮
島
の
絶
景
を
詩
に
賦
し
て
も
、
打
詠
て
賞
す
る
の
情
を
も
た
ず
し

て
は
、
い
た
づ
百
に
童
け
る
美
女
を
見
る
如
く
な
ら
ん
。
⑥
こ
の
故
に
、
文
句
は
情

を
も
と
と
す
と
心
得
べ
し
。

先
ず
「
文
句
は
情
を
も
と
と
す
」
と
言
わ
れ
る
際
の
〈
文
句
〉
の
二
種
三
態
(
④
)

に
注
目
し
よ
う
。
所
調
〈
台
詞
〉
に
属
す
「
文
句
の
台
詞
事
」
と
所
謂
〈
地
の
文
〉

に
分
類
さ
れ
る
「
地
文
句
」
と
「
道
行
な
ん
ど
の
風
景
を
の
ぷ
る
文
句
」
が
あ
る
。

登
場
人
物
の
発
話
を
再
現
的
に
描
く
台
調
に
つ
い
て
は
、

(
そ
れ
が
劇
的
事
件
の
構

成
契
機
で
あ
る
こ
と
、
第
四
条
の
如
く
人
物
の
胸
中
の
開
示
と
い
う
聞
か
せ
所
で
も

あ
る
こ
と
、
更
に
太
夫
の
変
身
の
基
盤
で
あ
る
こ
と
、
を
)
既
に
述
べ
た
。
こ
こ
で

は
台
調
を
語
る
主
体
が
劇
中
人
物
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、

〈
地
の
文
〉
の

中
で
も
「
地
文
句
」
を
、
右
の
引
用
に
即
し
て
検
討
し
て
お
こ
う
。

(
〔
第
一
条
|

甲
〕
で
析
出
し
た
如
く
)
人
間
と
し
て
の
〈
情
〉
を
抱
い
た
人
形
の
行
為
に
拠
っ
て
、

そ
れ
に
反
応
す
る
観
客
の
〈
感
〉
情
を
喚
起
す
る
こ
と
が
、
人
形
浄
瑠
璃
上
演
の
基

本
的
構
図
で
あ
り
、
ま
た
〈
慰
み
〉
に
向
け
て
の
戦
略
で
も
あ
っ
た
。
浄
瑠
璃
作
者

近
松
は
、
こ
れ
を
達
成
す
る
戦
術
の
一
つ
と
し
て
文
句
に
於
け
る
修
辞
上
の
モ
デ
ル

(
「
手
本
」
)
を
見
出
し
た
と
述
べ
る
(
③
)
。
そ
の
例
が
①
で
あ
り
、
そ
の
理
由

説
明
が
②
で
あ
る
。

①
で
は
、
言
葉
の
力
に
よ
っ
て
、
訟
の
枝
が
あ
た
か
も
人
間
同
様
生
命
を
持
つ
存

在
と
し
て
感
じ
ら
れ
る
と
述
べ
る
。
こ
の
場
合
「
心
な
き
草
木
を
開
眼
し
た
る
筆
勢

也
」
に
関
す
る
議
論
の
焦
点
は
「
う
ら
め
し
げ
」
の
一
句
に
あ
る
。
と
い
う
の
も
、

(
②
で
述
べ
る
よ
う
に
)
訟
の
木
の
様
を
〈
う
ら
め
し
げ
〉
と
描
写
し
た
詩
人
の
姿

勢
が
、
読
み
手
に
、
言
わ
ば
転
移
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

「
う
ら
め
し
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げ
」
と
言
う
(
本
来
人
間
の
〈
心
〉
に
帰
属
す
べ
き
情
念
を
示
す
)

一
句
の
御
陰
で
、

松
の
木
が
〈
心
〉
あ
る
人
間
と
見
え
、
ま
た
そ
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

即
ち
「
さ
な
が
ら
(
人
間
の
如
く
)
活
き
て
働
く
心
地
」
が
す
る
。
こ
こ
で
松
の
木

が
人
形
に
擬
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
勘
案
す
れ
ば
、
観
客
は
松
の
枝
つ
ま
り
人
形
の

振
る
舞
い
に
直
接
に
同
化
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
動
き
を
「
う
ら
め
し
げ
に
」
と

捉
え
る
詩
人
の
物
の
見
方
・
感
じ
方
に
一
体
化
し
て
い
る
。
つ
ま
り
詩
人
の
眼
を
通

し
て
人
物
の
行
為
を
見
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
詩
人
の
眼
差
し
に
も
〈
情
〉
が
寵

も
っ
て
い
る
。
そ
の
〈
情
〉
は
、
劇
世
界
に
想
像
的
に
参
入
し
た
詩
人
が
、
そ
の
創

作
的
境
位
に
於
い
て
、
主
人
公
に
同
情
的
な
姿
勢
で
彼
の
行
為
の
様
を
観
る
所
に
生

じ
る
も
の
で
あ
る
。

(
⑤
の
例
に
即
し
て
言
え
ば
「
打
詠
て
賞
す
る
の
情
」
で
あ
る
。
)

こ
の
〈
情
〉
が
そ
の
行
為
の
様
を
描
く
詩
人
の
筆
に
反
映
し
、
や
が
て
観
客
を
そ
の

境
地
に
導
く
こ
と
が
大
事
な
の
で
あ
る
。

か
く
文
句
で
浄
瑠
璃
の
世
界
を
構
築

(
〈
作
〉
)
し
て
い
く
際
に
は
、
先
ず
詩
人
は
そ
の
劇
世
界
の
中
に
立
ち
、
主
人
公

の
行
為
の
様
、
そ
の
胸
中
を
台
詞
で
構
成
し
て
い
く
こ
と
は
も
と
よ
り
、
彼
の
振
る

舞
い
に
つ
い
て
〈
地
の
文
〉
を
以
っ
て
(
評
価
・
感
想
や
説
明
の
言
葉
を
)

〈
述
べ

る
〉
こ
と
が
肝
要
な
の
で
あ
る
。
行
為
す
る
人
物
の
感
情
、
そ
れ
に
反
応
す
る
観
客

の
感
情
、
そ
の
い
ず
れ
も
詩
人
と
い
う
〈
地
の
文
〉
の
語
り
手
の
姿
勢
が
媒
介
し
て

い
る
。
こ
の
場
合
、

〈
地
の
文
〉
の
〈
語
り
手
〉
と
は
、
太
夫
の
謂
で
は
な
く
、
地

の
文
に
内
在
す
る
詩
人
の
声
の
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
登
場
人
物
と
は
異
な
り
、
劇
世

界
内
の
人
で
は
な
い
が
、
劇
世
界
と
観
客
と
を
媒
介
し
、
且
つ
両
者
を
演
劇
世
界
と

つ
ま
り
、
演
劇
と
言
う
上
演

い
う
上
演
の
現
場
に
出
で
来
る
世
界
へ
と
統
合
す
る
。

の
世
界
内
に
居
る
人
で
あ
り
、
そ
の
役
目
は
、
劇
世
界
内
の
出
来
事
、
人
物
、
行
為

に
つ
い
て
〈
述
べ
〉
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
言
わ
ば
述
語
的
統
合
を
は
か
る
主
体
で
あ
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る
。
以
上
よ
り
、

「
地
文
句
」
の
特
徴
は
、
劇
世
界
外
の
語
り
手
が
そ
の
世
界
内
の

立
場
に
も
立
っ
て
、
劇
行
為
を
専
ら
同
情
的
視
点
か
ら
〈
術
定
〉
し
、
主
人
公
に
対

す
る
観
客
の
態
度
を
〈
語
り
の
地
平
〉
に
誘
導
す
る
所
に
あ
る
。
従
っ
て
、
太
夫
の

〈
情
〉
・
観
客
の
〈
感
〉
情
・
人
物
の
〈
情
〉
、
更
に
は
、
詩
人
の
〈
情
〉
が
大
事

で
あ
る
。
要
す
る
に
書
き
手
@
「
文
句
は
情
を
も
と
と
す
べ
し
」
で
あ
る
。

四

「
浄
る
り
は
憂
が
肝
要
也
」

l
〈
あ
は
れ
〉
の
三
つ
の
喚
起
の
方
式

l

太
夫
の
生
き
た
〈
語
り
〉
の
力
に
導
か
れ
て
、
観
客
は
不
知
不
識
に
浄
瑠
璃
の
世

界
に
深
く
入
っ
て
い
く
。
こ
の
時
、
感
情
の
移
入
と
は
異
な
る
感
情
の
湧
出
乃
至
浸

出
が
、
文
句
を
聞
き
、
舞
台
を
観
る
過
程
で
起
き
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
語
り
の

現
場
に
於
い
て
、
劇
世
界
を
構
築
す
る
文
句
の
理
解
は
、
同
時
に
聞
き
手
の
(
必
ず

し
も
意
識
し
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
)
記
憶
や
感
情
と
結
合
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
観
客
の
意
識
を
支
え
、
ま
た
文
句
の
理
解
に
浸
透
し
て
い
る
様
々
の
思
い

出
・
そ
れ
に
穆
み
着
い
た
情
緒
な
ど
要
す
る
に
〈
心
の
下
地
〉
と
で
も
言
う
べ
き
観

客
の
生
の
下
部
構
造
が
理
解
の
媒
介
と
な
っ
て
震
歯
し
て
い
る
。
か
く
し
て
、
例
え

ば
世
話
物
と
い
う
町
人
悲
劇
を
観
る
所
、
特
有
の
体
験
地
平
が
織
り
成
さ
れ
て
く
る
。

こ
れ
を
特
徴
づ
け
る
気
分
が
浄
瑠
璃
の
根
本
情
調
と
し
て
の
八
事
で
あ
る
(
「
浄

(
注
目
}

瑠
璃
は
憂
が
肝
要
也
」
)
。

〔
引
用

第
五
条
〕
浄
る
り
は
憂
が
肝
要
也
と
て
、
多
く
あ
は
れ
也
な
ん
ど
い
ふ
文

句
を
書
、
又
は
語
る
に
も
ぷ
ん
や
ぶ
し
様
の
ご
と
く
に
泣
く
が
如
く
か
た
る
事
、
我

作
の
い
き
か
た
に
は
な
き
事
也
。
某
が
憂
は
み
な
義
理
を
専
ら
と
す
。
謹
の
り
く
ぎ



が
義
理
に
つ
ま
り
て
あ
は
れ
な
れ
ば
、
節
も
文
句
も
き
っ
と
し
た
る
程
い
よ
い
よ
あ

は
れ
な
る
も
の
也
。
こ
の
故
に
、
あ
は
れ
を
あ
は
れ
也
と
い
ふ
時
は
、
含
蓄
の
意
な

ふ
し
て
け
っ
く
其
情
う
す
し
。
あ
は
れ
也
と
い
は
ず
し
て
、
ひ
と
り
あ
は
れ
な
る
が

肝
要
也
。
た
と
え
ば
松
島
な
ん
ど
の
風
景
に
で
も
、
ア
ア
よ
き
景
か
な
と
誉
た
る
時

4主

一
口
に
て
其
景
象
が
皆
い
ひ
尽
さ
れ
て
何
の
詮
な
し
。
其
景
を
ほ
め
ん
と
お
も

は
ば
、
其
景
の
も
ょ
う
共
を
よ
そ
な
が
ら
数
々
云
立
れ
ば
、
よ
き
景
と
い
は
ず
し
て
、

そ
の
景
の
お
も
し
ろ
さ
が
お
の
ず
か
ら
し
る
る
事
也
。
此
類
万
事
に
わ
た
る
事
な
る

ベ
し
。舞

台
で
は
、
お
初
・
徳
兵
衛
が
い
よ
い
よ
天
満
屋
を
脱
け
出
、
手
を
携
え
て
死
出

の
旅
路
に
立
つ
。
こ
こ
に
観
客
は
、
こ
の
世
で
結
ぼ
れ
る
こ
と
の
叶
わ
ぬ
恋
人
の
運

命
に
深
く
同
情
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
浄
瑠
璃
の
根
本
情
調
を
な
す
〈
事
が
、
舞
台

に
満
ち
来
り
、
ま
た
一
段
と
痛
感
さ
れ
る
所
で
あ
る
。

こ
の
種
の
場
面
に
於
い
て
、
劇
世
界
の
基
調
的
気
分
〈
事
は
、
例
え
ば
「
あ
は

れ
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
概
念
的
に
伝
達
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
例
え
ば

「
泣
く
が
如
く
」
語
る
太
夫
の
語
り
口
だ
け
に
よ
っ
て
感
染
す
る
も
の
で
も
な
い
。

劇
世
界
へ
の
観
客
の
同
化
の
過
程
こ
そ
が
、
こ
の
気
分
を
自
然
に
醸
成
す
る
の
で
あ

る
。
こ
こ
に
於
い
て
留
意
す
べ
き
こ
と
は
(
後
半
の
傍
線
部
分
に
も
明
ら
か
な
如
く
)

何
と
言
っ
て
も
描
か
れ
る
事
柄
乃
至
出
来
事
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
、

〈
あ
は
れ
〉
を

催
さ
す
こ
と
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
劇
世
界
の
展
開
そ
の
も
の
が
「
理
詰
巴
に
主

人
公
を
窮
地
に
追
い
詰
め
て
行
き
、
か
く
て
愁
嘆
す
べ
き
場
面
で
観
客
に
〈
あ
は
れ
〉

を
催
さ
す
の
で
あ
る
。
こ
の
時
、
浄
瑠
璃
世
界
に
於
け
る
筋
の
運
び
の
必
然
性
或
い

は
事
件
展
開
の
必
然
的
な
仕
方
は
、
そ
の
具
体
的
な
状
況
に
そ
の
都
度
参
与
し
て
甫

て
十
全
に
把
握
さ
れ
よ
う
。
か
く
し
て
深
い
同
情
を
以
て
把
握
さ
れ
る
人
物
の
行
為
・

筋
の
展
開
の
必
然
性
が
〈
義
理
〉
で
あ
り
、
そ
の
展
開
の
結
末
が
愛
す
べ
き
主
人
公

の
末
路
で
あ
る
こ
と
へ
の
詠
歎
が
憂
い
の
地
平
か
ら
〈
あ
は
れ
〉
と
言
う
感
動
(
の

言
葉
)
と
し
て
立
ち
現
れ
よ
う
。

結
び
「
恋
の
手
本
」

観
客
は
二
人
の
行
く
末
に
心
を
寄
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
そ
の
心
の
向
か
う

所
、
結
末
を
知
れ
ば
満
足
す
る
類
の
知
的
な
関
心
で
は
な
い
。
お
初
・
徳
兵
衛
の
二

人
が
情
死
を
遂
げ
る
こ
と
は
、
こ
と
の
成
り
行
き
か
ら
し
て
必
然
だ
か
ら
で
あ
る
。

寧
ろ
重
要
な
の
は
、
浄
瑠
璃
の
世
界
を
生
き
る
体
験
の
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
。
こ
の
過

程
に
於
い
て
、
観
客
は
主
人
公
の
行
動
を
想
像
的
に
形
成
し
受
容
し
つ
つ
、
自
ら
紡

ぎ
出
し
た
そ
の
世
界
に
深
く
参
与
し
て
い
る
。
か
く
し
て
、
眼
前
の
お
初
・
徳
兵
衛

の
姿
は
、
心
中
と
い
う
恋
の
理
念
の
生
け
る
形
像
と
し
て
見
え
て
く
る
。

(
も
と
よ

り
、
こ
の
事
態
は
、
こ
の
像
を
好
ま
し
く
想
う
観
客
の
心
と
不
可
分
で
あ
る
。
)

此
の
世
の
名
残
。
夜
も
名
残
。
死
に
t
A

行
く
身
を
警
ふ
れ
ば
。
あ
だ
し
が
原
の
道

の雲間。

一
足
づ
L
に
消
え
て
行
く
。
夢
の
夢
こ
そ
あ
は
れ
な
れ
。

言
わ
ず
と
知
れ
た
『
曾
根
崎
心
中
』
道
行
文
の
官
頭
(
マ
ク
ラ
)
で
あ
る
。

行
な
ん
ど
の
風
景
を
の
ぶ
る
文
句
」
は
、
劇
世
界
へ
の
観
客
の
同
化
が
最
も
高
ま
り
、 「道

ま
た
深
ま
っ
た
所
に
布
置
さ
れ
て
効
果
を
挙
げ
る
。

「
あ
だ
し
が
原
」
を
一
歩
ず
つ

心
中
死
に
向
か
っ
て
歩
い
て
行
く
の
は
、
も
ち
ろ
ん
お
初
・
徳
兵
衛
で
あ
る
が
、
原

文
は
客
観
的
な
描
写
と
も
主
人
公
の
述
懐
と
も
と
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
観
客
も
二
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人
の
主
人
公
と
一
体
化
し
て
、
あ
だ
し
が
原
の
一
本
道
を
、
憂
い
に
浸
さ
れ
な
が
ら

歩
い
て
い
る
か
の
如
き
印
象
で
あ
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
こ
の
道
行
文
を
聴

き
な
が
ら
、
死
に
行
く
恋
人
の
身
に
な
っ
て
、
来
し
方
行
く
末
を
思
い
つ
つ
暗
い
夜

道
を
互
い
に
手
を
取
り
合
い
な
が
ら
歩
み
を
進
め
て
い
く
よ
う
な
気
持
ち
に
も
な
る
。

か
く
『
曾
根
崎
心
中
』
と
い
う
浄
瑠
璃
の
〈
文
句
〉
は
、
心
中
と
い
う
恋
の
世
界
を

開
示
す
る
〈
出
来
事
〉
へ
と
生
成
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
世
で
果
た
せ
ぬ
恋
を

描
き
つ
つ
、
同
時
に
観
客
に
恋
の
理
念
を
喚
起
し
、
そ
の
価
値
へ
の
傾
動
を
植
え
つ

け
て
い
る
。
か
く
し
て
観
客
は
、
二
人
に
深
く
同
情
し
そ
の
運
命
を
嘆
き
つ
つ
も
、

心
中
と
い
う
恋
の
理
想
を
憧
れ
ざ
る
を
え
な
い
。

こ
の
時
、
観
客
は
、
二
人
の
主
人
公
と
の
間
に
し
っ
か
り
と
結
ぼ
れ
て
い
る
粋
を

通
し
て
、
言
わ
ば
変
身
を
続
け
て
い
る
。
観
客
の
思
い
を
掻
き
立
て
熱
く
し
、
心
中

の
成
り
行
き
を
見
詰
め
る
こ
と
が
、
か
く
て
、
益
々
熱
心
に
舞
台
を
見
つ
め
る
観
客

の
身
と
、
見
ら
れ
る
愛
の
対
象
が
一
層
深
く
同
調
す
る
。
こ
の
同
化
の
過
程
に
於
け

る
そ
の
熱
が
、
観
客
の
身
を
焼
き
、
魂
を
変
容
さ
す
の
で
あ
る
。

つ
い
に
お
初
・
徳
兵
衛
の
情
死
を
も
っ
て
劇
の
展
開
が
終
息
す
る
時
、

一
つ
の
世

界
の
終
震
に
、
詩
人
は
鎮
魂
の
言
葉
を
捧
げ
る
。

誰
が
告
ぐ
る
と
は
曾
根
崎
の
森
の
下
風
音
に
聞
え
。
取
伝
へ
貴
賎
群
集
の
回
向
の

種
、
未
来
成
仏
疑
ひ
な
き
恋
の
。
手
本
と
な
り
に
け
り
。

こ
の
祈
り
に
、
観
客
も
心
か
ら
唱
和
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
は
ま
た
心
中
へ
の

傾
動
を
抱
き
な
が
ら
こ
の
世
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
得
な
い
、
自
ら
の
魂
へ
の
鎮
魂
の

言
葉
で
J

も
あ
ろ
う
。

注

元
来
、
穂
積
以
貫
の
手
に
な
る
浄
瑠
璃
評
釈
書
『
難
波
土
産
』
の
冒
頭
に
近
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松
の
聞
き
書
き
と
し
て
置
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
成
立
は
一
七
三
人
(
元

文
三
)
年
即
ち
近
松
の
死
後
の
こ
と
で
あ
る
。
使
用
す
る
テ
キ
ス
ト
は
『
近
松

世
話
浄
瑠
璃
集
全
』

(
守
陣
憲
治
校
注

博
文
館

昭
和
三
)
に
拠
る
が
、
表

記
は
『
近
松
浄
瑠
璃
集
下
』

(
守
臨
憲
治

大
久
保
忠
国
枝
注

岩
波
書
庖
)

を
用
い
る
。

注
2 

従
来
、
近
松
の
演
劇
論
は
〈
虚
実
皮
膜
の
論
〉
の
名
を
以
て
考
察
さ
れ
る
こ

と
が
多
い
が
、
そ
れ
は
部
分
的
性
格
に
過
ぎ
な
い
。
論
全
体
の
要
諦
は
、
浄
瑠

璃
の
作
者
に
劇
作
法
を
説
く
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
点
は
、
今
尾
哲
也
が
、
テ
キ

ス
ト
に
密
着
し
た
読
解
に
基
づ
き
、
担
調
す
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
(
注
5
参
照
)
。

な
お
、
通
例
近
松
の
演
劇
論
は
、
そ
の
全
体
を
六
条
に
分
節
し
て
考
察
す
る
。

虚
実
皮
膜
の
論
は
、
そ
の
第
六
条
に
相
当
す
る
。

注
3 

浄
瑠
璃
も
(
歌
舞
伎
の
)
狂
言
も
、
戯
曲
と
い
う
点
で
は
同
じ
で
あ
る
が
、

し
か
し
、
当
時
の
考
え
か
ら
す
れ
ば
、
浄
瑠
璃
は
あ
く
ま
で
語
り
物
の
一
種
で

あ
る
。
因
み
に
、
今
日
人
形
は
三
人
で
遣
う
が
、
近
松
当
時
に
は
そ
の
操
作
技

術
が
発
達
し
て
お
ら
ず
、

一
人
遣
い
が
普
通
で
あ
っ
た
分
だ
け
、
語
り
物
の
性

格
を
色
濃
く
残
し
て
も
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
江
戸
の
演
劇
(
殊
に
義
太
夫

狂
言
乃
至
丸
本
物
に
於
い
て
)
は
、
大
局
的
に
見
れ
ば
〈
語
り
物
〉
か
ら
〈
見

世
物
〉
へ
と
展
開
し
た
。
こ
の
点
は
、

〈
地
の
文
〉
の
減
少
と
し
て
現
れ
、
そ

の
事
実
も
確
か
め
ら
れ
て
い
る
。
阪
倉
篤
義
「
語
り
物
の
歴
史
と
浄
瑠
璃
の
成

立

(
『
日
本
の
古
典
芸
能
7
持
瑠
璃
』

(
平
凡
社
)
所
収
)
参
照
。



注
4 

浄
瑠
璃
上
演
に
於
け
る
送
り
手
と
し
て
重
視
さ
れ
る
三
業
と
は
、
語
り
手
で

あ
る
太
夫
と
三
味
線
弾
き
と
人
形
遣
い
の
三
つ
の
職
で
あ
る
。
浄
瑠
璃
作
者
の

近
松
は
太
夫
(
こ
と
に
義
太
夫
)
の
た
め
に
筆
を
執
っ
た
。

注
5 

そ
の
理
由
を
述
べ
よ
う
。
こ
の
最
も
基
礎
的
な
作
業
が
末
だ
十
全
に
な
さ
れ

て
い
な
い
、
と
筆
者
は
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
テ
キ
ス
ト
全
文
の
構
造

的
理
解
に
基
づ
き
、
そ
の
詩
学
の
体
系
的
概
略
を
提
示
す
る
こ
と
を
旨
と
す
る
。

も
と
よ
り
、
本
稿
も
ま
た
多
く
の
先
人
の
御
陰
を
蒙
っ
て
い
る
こ
と
は
言
う
迄

も
な
い
。
以
下
、
管
見
に
入
っ
た
従
来
の
主
た
る
業
績
を
挙
げ
る
。
森
修
「
芸

能
論
の
展
開
と
近
松
」

(
『
近
松
門
左
衛
門
』
一
三
書
房
、

一
九
八
五
新
装
初

版

一
九
五
九
初
版

所
収
)
。
河
竹
繁
俊
『
近
松
門
左
衛
門
』
吉
川
弘
文
館

一
九
五
八
。
今
尾
哲
也
「
近
松
覚
書
」

(
『
変
身
の
思
想
』
法
政
大
学
出
版

一
九
七

O
所
収
)
。
中
村
幸
彦
「
虚
実
皮
膜
論
の
再
検
芭

(
『
中
村
幸
彦

著
述
集
2
』
中
央
公
論

一
九
八
二
所
収
)
。

注
6 

江
戸
時
代
に
於
い
て
は
「
諸
道
諸
芸
」
が
格
別
の
発
達
を
遂
げ
た
。
こ
の
芸

は
多
種
多
様
で
あ
り
、
そ
の
効
用
も
ま
た
様
々
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
場
合
、
芸

と
言
う
の
は
、
身
に
付
い
た
技
芸
、
学
芸
の
こ
と
で
あ
る
。
然
る
に
、
場
合
に

よ
っ
て
は
、
歌
舞
伎
の
如
き
身
体
的
な
技
芸
を
見
せ
る
社
会
的
な
機
構
を
言
う
。

以
上
に
つ
い
て
は
、

『
西
山
松
之
助
著
作
集
』

(
吉
川
弘
文
館

一
九
八
七
)

及
び
守
屋
毅
『
元
禄
文
化
』

(
弘
文
堂

一
九
八
七
)
参
照
。

注
7 

〈
慰
み
〉
の
提
供
を
、
自
己
の
社
会
的
な
存
在
理
由
と
す
る
考
え
方
は
、
元

禄
・
享
保
期
当
時
の
庶
民
文
学
に
共
通
の
物
の
考
え
方
つ
ま
り
パ
ラ
ダ
イ
ム
で

あ
っ
た
。
当
時
、
浄
瑠
璃
も
〈
慰
み
〉
を
存
在
理
由
と
す
る
第
二
審
術
と
意
識

さ
れ
て
い
た
。
以
上
の
点
は
例
え
ば
神
保
五
調
編
『
近
世
日
本
文
学
史
』

有

斐
閤
双
書

一
九
七
八
)
及
び
北
住
敏
夫
「
浄
瑠
璃
・
歌
舞
伎
に
お
け
る
「
慰

み
」
と
「
勧
善
懲
悪
」

(
『
日
本
の
文
芸
意
識
』
桜
楓
社

一
九
六
一
所
収
)

参
照
。
因
に
前
出
中
村
は
、

『
難
波
土
産
』
冒
頭
に
於
い
て
、

『
源
氏
物
語
』

や
漢
詩
等
の
当
時
の
第
一
審
術
が
例
に
採
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
格
上
げ
を
目

指
し
た
論
述
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
明
ら
か
で
あ
る
と
す
る
。

注
8 

近
松
の
虚
実
皮
膜
の
論
を
扱
う
も
の
は
多
い
が
、
こ
こ
で
は
虚
実
論
の
展
望

を
も
示
す
堀
切
実
「
虚
告
百

(
『
日
本
文
学
に
お
け
る
美
の
構
造
』
雄
山
閣
一

九
七
六
所
収
)
を
挙
げ
て
お
く
。

注
9 

簡
単
に
言
え
ば
、

「
真
よ
り
も
美
が
大
事
」

(
河
竹
登
志
夫
)
な
の
で
あ
る
。

氏
に
は
、
著
書
も
多
い
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
『
演
劇
概
論
』

(
東
大
出
版

A 
Zミ

一
九
八

O
)
参
照
。
な
お
中
村
は
前
掲
論
文
で
、
近
松
の
論
を
元
禄
期
の

文
芸
思
潮
の
枠
組
み
に
還
元
す
る
こ
と
を
狙
い
、
虚
実
論
を
漢
詩
の
情
景
の
論

と
連
絡
さ
せ
て
論
ず
る
。

注
10 

世
阿
弥
は
、
演
劇
の
創
造
過
程
を
種
・
作
・
書
・
稽
古
・
当
座
の
五
つ
に
分

節
し
、
大
き
く
言
語
化
と
発
表
の
二
段
階
に
分
け
て
い
た
。
彼
の
能
楽
論
の
影

響
は
、
所
調
『
八
帖
本
花
伝
書
』
等
を
通
し
て
、
浄
瑠
璃
の
理
論
に
及
ん
で
お

り
、
近
松
に
至
っ
て
い
た
。
例
え
ば
、
創
作
の
五
過
程
の
前
半
、
即
ち
劇
作
論

の
考
え
に
関
し
て
、
少
な
く
と
も
明
瞭
に
種
・
作
・
書
と
い
う
用
語
を
継
承
し

て
い
る
。
但
し
、
そ
の
概
念
内
包
は
些
か
異
な
る
。
世
阿
弥
で
は
、
種
・
作
・

書
と
い
う
文
句
の
創
作
過
程
は
、
観
客
を
相
手
に
い
か
な
る
人
物
を
描
く
べ
き

か
と
い
う
〈
発
想
〉
、
事
件
を
如
何
に
組
立
て
、
構
成
す
べ
き
か
と
い
う
〈
配
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置
〉
、
更
に
実
際
に
そ
れ
を
書
き
言
語
化
す
る
と
い
う
〈
文
辞
〉
の
三
段
階
で

あ
っ
た
。
然
る
に
こ
の
プ
ロ
セ
ス
に
対
し
近
松
は
、
作
品
に
実
現
さ
れ
た
〈
発

想
〉
つ
ま
り
観
客
の
・
志
向
的
対
象
と
な
る
べ
き
作
品
の
根
本
図
式
を
〈
人
の
愛

す
る
種
〉
、

〈
文
辞
〉
の
段
階
を
〈
書
〉
の
概
念
で
捉
え
、

〈
作
〉
の
概
念
で
、

注
11 

こ
の
劇
作
の
全
過
程
、
就
中
〈
書
〉
の
過
程
を
考
え
て
い
た
。

近
石
泰
秋
『
操
浄
瑠
璃
の
研
究
』

(
風
間
書
房

一
九
六
こ
参
照
、
こ
の

著
作
及
び
同
氏
の
『
操
浄
瑠
璃
の
研
究
続
編
』

(
一
九
大
五
)
は
共
に
、
高
水

準
の
研
究
と
思
わ
れ
る
。

注
12 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
松
崎
仁
「
米
屋
心
中
の
原
点
と
『
曾
根
崎
心

(
『
近
松
』
有
精
堂

一
九
七
六
所
収
)
等
を
参
照
。

注
13 

中
』
」こ

の
種
即
モ
チ
ー
フ
は
テ
キ
ス
ト
に
自
存
的
に
内
在
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、

テ
キ
ス
ト
を
介
し
て
劇
世
界
の
風
景
の
中
に
立
つ
観
客
が
、
そ
の
世
界
に
於
い

て
出
来
事
の
核
心
と
し
て
見
出
す
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
劇
世
界
の

意
味
の
光
源
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

注
14 

国
文
学
に
於
け
る
物
語
と
語
り
物
・
語
り
の
概
念
及
び
そ
の
種
々
の
位
相
に

就
い
て
は
、

『
日
本
文
学
講
座
4

(
大
修
館

一
九
八
七
)

物
語
・
小
説
I
』

が
有
益
で
あ
る
。

因
に
シ
ュ
タ
ン
ツ
ェ
ル
や
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
に
代
表
さ
れ
る
西
洋
の
ナ
ラ
ト
ロ
ジ
l

の
潮
流
は
、
@
の
テ
キ
ス
ト
の
分
析
を
そ
の
主
た
る
課
題
と
し
て
い
る
。
②
の

所
調
物
語
の
構
造
分
析
に
つ
い
て
は
、
既
に
プ
ロ
ッ
プ
以
来
の
蓄
積
が
あ
る
が
、

日
本
の
〈
語
り
〉
の
研
究
の
特
色
の
一
つ
は
、
言
語
行
為
と
し
て
の
〈
語
り
〉

の
現
場
を
問
題
と
し
て
取
組
む
所
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
は
語
り
の
主

体
が
(
例
え
ば
)
太
夫
と
い
う
人
間
的
自
我
か
ら
、

〈
語
り
〉
の
開
発
す
る
地

50 

平
的
主
体
(
所
謂
モ
ノ
や
言
説
体
系
)

へ
の
転
換
と
し
て
考
え
ら
れ
る
が
、
こ

の
点
は
ま
た
伝
統
的
な
思
考
法
で
あ
る
。
例
え
ば
、
坂
部
恵
「
語
り
と
し
じ
ま
」

(
『
新
岩
波
講
座
哲
学
1
』
所
収
)
参
照
。

注
15 

劇
世
界
の
進
展
に
対
応
し
、
そ
れ
に
反
応
し
て
お
の
ず
か
ら
生
じ
る
心
の
動

き
が
〈
感
〉
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
単
な
る
情
動
の
様
態
で
は
な
く
、
価
値
的
な

反
応
で
あ
る
。
こ
の
反
応
の
蓄
積
が
〈
憂
〉
の
気
分
と
し
て
統
合
さ
れ
、
上
演

の
地
平
を
な
し
て
い
る
。
蓋
し
〈
憂
〉
と
は
、
価
値
の
没
落
に
対
す
る
反
応
と

い
う
よ
り
は
、
価
値
が
没
落
せ
ざ
る
を
得
な
い
世
界
の
あ
り
よ
う
に
対
す
る
諦

観
的
思
い
で
あ
る
。

こ
の
意
味
で
の
〈
憂
〉
こ
そ
、
浄
瑠
璃
の
根
本
情
調
で
あ
る
。
こ
の
点
で
も
優

れ
た
前
出
近
石
『
続
編
』
参
照
。
な
お
高
島
元
洋
「
「
憂
」

(
『
日
本
思
想
史
序
説
第
二
集
』
一
九
八
四
ぺ
り
か
ん
社

に
つ
い
て
|
近
松

の
情
の
行
方
マ
マ
」

所
収
)
が
あ
る
。

(
補
注
1
)

こ
の
「
今
時
」
と
対
比
さ
れ
る
「
昔
」
と
は
恐
ら
く
貞
享
(
一
六
八
四
J
二
ハ
八

八
)
以
前
の
社
会
で
あ
ろ
う
。
こ
の
今
昔
の
対
比
は
、
所
調
新
浄
瑠
璃
と
古
浄
瑠
璃

の
そ
れ
に
ほ
ぼ
相
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
新
旧
の
浄
瑠
璃
の
特
質

と
そ
の
社
会
的
な
背
景
に
つ
い
て
簡
単
に
述
べ
て
お
こ
う
。

所
謂
古
浄
瑠
璃
は
そ
の
淵
源
を
遡
れ
ば
古
く
、
室
町
時
代
以
来
の
語
り
物
の
伝
統

を
受
け
継
ぐ
。
そ
こ
に
展
開
す
る
劇
世
界
は
、
源
平
の
英
雄
需
や
神
仏
の
霊
験
需
の



世
界
で
あ
り
、
劇
行
動
を
担
う
人
物
は
現
実
離
れ
し
た
能
力
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
。

(
あ
お
き
・
た
か
お

そ
の
行
動
を
展
開
さ
せ
る
論
理
、
出
来
事
と
出
来
事
を
結
ぶ
論
理
は
、
日
常
の
現
実

的
倫
理
と
は
一
線
を
画
す
超
自
然
的
な
霊
験
請
に
拠
る
こ
と
も
多
く
、
事
件
そ
の
も

の
が
ま
た
霊
験
と
関
わ
る
超
自
然
性
を
帯
び
て
い
た
。
即
ち
古
浄
瑠
璃
に
於
い
て
は
、

劇
的
内
容
に
関
し
て
も
、
ま
た
劇
を
描
く
手
法
に
関
し
て
も
、
当
時
の
日
常
的
世
界

の
論
理
と
は
異
な
る
宗
教
性
乃
至
超
自
然
性
が
認
め
ら
れ
る
。
貞
享
期
に
至
る
ま
で

の
古
浄
瑠
璃
の
観
客
は
、
こ
う
し
た
世
界
を
楽
し
ん
で
享
受
す
る
精
神
世
界
に
生
き
、

超
自
然
的
出
来
事
を
受
け
入
れ
る
い
わ
ば
中
世
的
感
性
を
保
持
し
て
い
た
。

一方、

近
世
的
封
建
制
も
次
第
に
整
い
、
都
市
を
中
心
に
経
済
が
発
達
し
て
く
る
と
、
従
来

の
古
浄
瑠
璃
の
享
受
層
と
は
、
そ
の
精
神
に
於
い
て
ま
た
感
性
に
於
い
て
著
し
く
異

な
る
観
客
が
都
市
(
殊
に
大
阪
)
に
成
長
し
て
く
る
。
古
浄
瑠
璃
と
一
線
を
画
す
『
出

世
影
清
』
が
近
松
の
手
に
よ
っ
て
書
か
れ
、
義
太
夫
に
よ
っ
て
上
演
さ
れ
た
の
は
貞

享
二
(
一
六
八
五
)
年
の
こ
と
で
あ
る
。
更
に
増
え
て
い
く
町
人
層
を
主
体
と
す
る

観
客
を
相
手
に
、
人
形
浄
瑠
璃
を
上
演
し
よ
う
と
近
松
と
義
太
夫
が
協
力
し
て
京
都

か
ら
新
興
の
経
済
都
市
大
阪
に
居
を
移
し
た
の
は
宝
永
三
(
一
七

O
六
)
年
の
こ
と

で
あ
る
。
初
期
封
建
制
の
時
代
に
は
豪
商
が
活
躍
し
た
が
、
封
建
制
も
貞
享
時
代
か

ら
続
く
元
禄
期
へ
と
時
代
が
移
る
と
既
に
新
興
町
人
の
時
代
で
あ
り
、
時
代
の
気
風

は
大
き
く
変
わ
り
つ
つ
あ
っ
た
。
町
民
階
級
は
自
分
達
の
関
心
に
即
し
た
世
俗
生
活

を
舞
台
に
求
め
た
。
例
え
ば
、
世
話
物
に
於
い
て
は
、
観
客
が
自
分
達
と
同
様
の
主

人
公
を
求
め
、
舞
台
に
登
ら
せ
た
。
し
か
も
、
あ
る
種
崇
高
な
行
為
が
観
客
と
等
身

大
の
小
さ
き
主
人
公
に
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

(
本
稿
は
、
文
部
小
君
村
学
研
究
補
助
金
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
)

広
島
大
学
総
合
科
学
部
)
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