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向
井
芳
樹
著

　
　
　
『
近
松
の
方
法
』

　
本
書
は
向
井
芳
樹
氏
の
従
来
の
近
松
研
究
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

全
体
は
、
１
近
松
時
代
浄
る
り
の
方
法
、
１
近
松
世
話
浄
る
り
の
方
法
、

皿
近
松
研
究
史
、
ｖ
景
清
の
四
章
か
ら
な
っ
て
い
る
。

　
第
一
章
に
は
、
従
来
、
荒
唐
無
稽
、
分
裂
的
等
と
否
定
的
に
評
価
さ
れ

て
き
た
時
代
浄
る
り
を
理
論
的
に
再
評
価
し
た
先
駆
的
な
論
文
が
収
め
ら

れ
て
い
る
。
向
井
氏
は
時
代
浄
る
り
と
い
う
用
語
を
世
話
浄
る
り
成
立
以

降
の
作
品
に
限
定
し
て
用
い
、
五
段
組
織
と
い
う
上
演
彫
式
が
固
定
し
、

三
段
目
に
身
替
り
、
諌
死
等
の
悲
劇
的
場
面
が
定
着
し
た
戯
曲
彩
式
を
備

え
る
よ
う
に
な
る
時
期
の
作
品
を
対
象
に
し
て
い
る
。
「
身
替
り
の
論
理
」

」
で
は
、
三
段
目
の
身
替
り
の
趣
向
の
理
論
的
再
評
価
が
た
さ
れ
る
。

「
近
松
時
代
浄
る
り
の
論
理
と
方
法
」
「
近
松
時
代
浄
る
り
の
構
造
と
方

法
」
「
近
松
時
代
浄
る
り
の
思
想
と
方
法
」
の
三
部
作
で
は
、
身
替
り
の

趣
向
を
世
話
浄
る
り
と
対
照
し
、
時
代
悲
劇
と
し
て
評
価
し
て
い
る
。
そ

し
て
、
古
浄
る
り
以
来
の
浄
る
り
の
結
句
に
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
時
代
浄
る
り
の
「
公
的
性
格
」
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
結
句
に
表
わ

さ
れ
て
い
る
時
代
浄
る
り
を
一
貫
す
る
構
想
を
論
じ
て
い
る
。
　
「
近
松
時

代
浄
る
り
の
発
想
と
人
問
像
」
　
「
王
朝
物
の
方
法
」
は
三
部
作
を
補
い
つ

つ
、
悲
劇
論
・
形
象
論
を
展
開
し
て
い
る
。
　
「
近
松
が
描
い
た
俊
寛
に
つ

い
て
」
で
は
、
様
々
の
作
品
に
形
象
さ
れ
た
俊
寛
と
の
比
較
を
通
し
て

『
平
家
女
護
島
』
の
俊
寛
像
を
浮
彫
し
、
　
「
国
性
爺
合
戦
」
で
は
、
自
作

を
変
形
し
つ
つ
一
曲
を
構
想
す
る
近
松
の
方
法
を
踏
ま
え
た
出
典
研
究
を

要
請
し
て
い
る
。

　
第
二
章
で
は
、
世
話
浄
る
り
を
対
象
に
し
、
「
『
今
宮
の
心
中
』
論
」
、

「
『
冥
途
の
飛
脚
』
に
つ
い
て
」
、
　
「
近
松
が
描
い
た
く
金
Ｖ
の
世
界
」
で

は
、
広
末
保
氏
の
「
近
松
序
説
」
に
い
う
従
属
的
悲
劇
の
検
討
を
行
な
い
、

「
近
松
世
話
浄
る
り
の
結
句
」
で
は
、
結
句
の
分
類
を
通
し
て
世
話
浄
る

り
の
性
格
が
分
析
さ
れ
る
。
「
『
堀
川
波
鼓
』
小
考
」
で
は
実
説
と
の
関
り

か
ら
お
種
の
救
済
を
論
じ
て
い
る
。

　
第
三
章
で
は
、
在
野
の
研
究
者
木
谷
蓬
吟
の
業
績
が
研
究
史
的
に
位
置

づ
け
ら
れ
評
価
さ
れ
る
。
向
井
氏
は
蓬
吟
を
理
論
と
実
践
を
一
体
化
し
え

た
最
後
の
研
究
者
と
論
じ
て
い
る
。
近
松
の
全
体
像
を
描
き
出
そ
う
と
し

た
蓬
吟
の
軌
跡
は
、
向
井
氏
の
考
察
に
よ
っ
て
今
日
の
個
別
専
門
化
し
、

拡
散
し
た
近
松
像
し
か
持
た
な
い
研
究
状
況
に
対
し
、
批
判
的
た
り
え
た

と
い
え
る
。

　
第
四
章
で
は
、
語
り
物
文
芸
の
形
成
、
展
開
の
諸
相
が
景
清
を
対
象
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
九
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論
じ
ら
れ
る
。
　
「
語
り
も
の
に
お
げ
る
景
清
像
の
展
開
」
で
は
、
向
井
氏

自
身
の
現
地
踏
査
を
通
し
て
景
清
伝
説
の
移
成
過
程
が
論
じ
ら
れ
、
　
「
幸

若
舞
曲
『
景
清
』
の
論
」
で
は
、
幸
若
の
構
想
を
観
音
霊
験
潭
に
求
め
、

呪
術
宗
教
的
な
語
り
の
方
法
に
注
目
さ
れ
る
。
　
「
柑
三
所
観
音
霊
験
記

『
悪
七
兵
衛
景
清
』
」
　
「
景
清
の
系
譜
」
で
は
、
講
談
を
は
じ
め
語
り
物
の

中
で
様
々
に
展
開
を
と
げ
て
い
く
景
清
像
が
追
求
さ
れ
る
。

　
向
井
氏
は
近
松
の
歴
史
的
展
開
に
作
品
に
位
置
づ
げ
評
価
す
る
姿
勢
を

貫
ぬ
き
、
時
代
と
世
話
の
問
題
も
、
既
に
そ
の
時
代
浄
る
り
論
の
中
で
具

体
的
に
論
じ
て
い
る
。
常
に
近
松
の
全
体
像
を
模
索
し
続
げ
る
巨
視
的
た

視
座
を
貫
ぬ
い
て
き
た
向
井
氏
の
方
法
が
本
書
を
支
え
て
い
る
。

　
　
　
（
桜
楓
杜
刊
／
昭
和
五
一
年
九
月
二
五
目
発
行
／
Ｂ
五
判
／
二
四
三
頁
／

二
八
○
○
円
）

（
山
　
田

和
人
）

　
広
川
勝
美
編
著

　
　
　
『
神
話
・
禁
忌
・
漂
泊
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
物
語
と
説
話
の
世
界

　
本
書
は
、
記
紀
神
話
か
ら
、
源
氏
物
語
、
伊
勢
物
語
等
の
物
語
、
目
本

霊
異
記
、
今
昔
物
語
集
等
の
説
話
集
、
他
に
平
家
物
語
・
説
経
節
等
と
い

っ
た
古
代
か
ら
中
世
に
わ
た
る
広
範
囲
な
作
品
群
を
対
象
と
し
て
い
る
。

し
か
し
、
個
別
の
作
品
研
究
を
並
記
す
る
た
め
の
論
集
と
し
て
本
書
が
編

九
〇

ま
れ
た
の
で
は
な
い
。
そ
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
「
神
話
・
禁
忌
・
漂

泊
」
と
い
う
書
名
が
示
す
よ
う
に
、
聖
性
と
そ
れ
に
あ
ら
が
う
も
の
と
の

絶
え
ざ
る
緊
張
関
係
に
お
い
て
成
立
し
て
い
る
神
話
論
的
世
界
に
繰
り
ひ

ろ
げ
ら
れ
る
犯
し
や
流
離
、
そ
し
て
つ
い
に
は
そ
の
聖
性
が
喪
わ
れ
て
い

く
過
程
、
そ
こ
に
新
し
い
文
学
の
様
相
が
展
開
し
て
い
く
と
い
う
、
い
わ

ぱ
文
学
史
を
構
想
す
る
視
点
に
お
い
て
貫
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
序
章
広
川
勝
美
氏
の
「
神
話
的
な
る
も
の
の
両
義
性
」
は
、
本
書
全
体

の
方
向
づ
け
を
指
し
示
す
と
と
も
に
、
祭
儀
空
間
に
お
い
て
語
り
出
さ
れ

る
神
話
の
言
語
空
間
と
し
て
の
構
造
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　
第
一
章
「
神
話
と
民
俗
の
世
界
」
で
は
駒
木
敏
氏
が
、
ま
ず
「
ア
ラ
ブ

ル
神
．
目
本
的
神
性
」
で
目
本
に
お
げ
る
神
性
の
あ
り
よ
う
を
、
「
聖
な

る
婚
姻
と
始
祖
伝
承
」
で
神
話
に
お
け
る
婚
姻
の
意
味
を
、
そ
し
て
「
変

身
空
間
と
し
て
の
他
界
」
で
は
民
話
の
類
型
と
の
比
較
を
通
じ
て
記
紀
の

他
界
訪
問
課
の
性
格
を
そ
れ
ぞ
れ
論
じ
て
い
る
。

　
第
二
章
「
物
語
世
界
の
捗
成
」
で
は
、
　
「
異
郷
へ
の
麗
旅
」
で
広
川
氏

が
、
業
平
の
東
下
り
を
皇
統
譜
に
連
な
り
つ
つ
そ
れ
へ
の
背
反
に
よ
っ
て

都
か
ら
漂
泊
す
る
姿
と
し
て
把
え
、
　
「
色
好
み
と
擬
似
色
好
み
」
で
管
野

美
恵
子
氏
が
、
業
平
と
平
中
と
の
色
好
み
の
差
異
を
禁
忌
へ
の
犯
し
と
い

う
視
点
か
ら
論
じ
、
　
「
聖
な
る
も
の
の
末
衣
間
」
で
広
田
収
氏
は
、
孤
児
・

申
し
子
．
継
子
課
を
神
話
論
的
な
構
造
に
お
い
て
比
較
し
そ
れ
ぞ
れ
の
位
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相
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　
第
三
章
「
源
氏
物
語
世
界
の
構
造
」
で
は
、
ま
ず
広
川
氏
が
「
光
源
氏

物
語
、
反
神
話
論
的
始
発
」
で
、
禁
忌
に
背
反
す
る
神
話
的
系
譜
に
源
氏

物
語
を
位
置
さ
せ
な
が
ら
も
人
問
を
凝
視
す
る
物
語
の
方
法
へ
の
変
容
を

指
摘
し
、
さ
ら
に
「
宇
治
物
語
の
時
空
」
で
神
話
論
的
世
界
か
ら
仏
教
的

世
界
へ
の
源
氏
物
語
の
転
移
を
と
ら
え
て
い
る
。
そ
し
て
久
保
田
孝
夫
氏

は
「
な
か
ら
ひ
と
ゆ
か
り
の
紐
帯
」
で
、
源
氏
物
語
が
物
語
と
し
て
の
系

譜
に
連
な
り
っ
っ
自
ら
を
形
成
し
て
い
く
軸
と
し
て
、
な
か
ら
ひ
と
ゆ
か

り
と
い
う
観
点
を
措
定
し
、
広
田
氏
は
「
六
条
院
の
構
造
」
で
光
源
氏
の

物
語
の
転
換
を
六
条
院
と
い
う
場
の
考
察
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　
第
四
章
「
説
話
世
界
の
形
成
」
で
は
、
広
川
氏
が
「
罪
悪
観
の
成
立
」
で
、

目
本
霊
異
記
が
個
々
人
の
内
都
に
罪
悪
と
し
て
の
悪
業
を
発
見
し
た
こ
と

を
述
べ
、
今
井
昌
子
氏
は
「
聖
・
俗
・
賎
」
で
、
霊
異
記
に
描
か
れ
る
聖
、

こ
と
に
賎
し
い
隠
身
の
聖
に
注
目
し
、
そ
れ
を
在
地
の
衆
生
の
救
済
の
問

題
と
し
て
追
求
し
、
　
「
死
霊
減
罪
・
説
話
と
語
り
」
で
生
彩
貴
重
氏
は
、

平
家
物
語
の
重
衡
潭
に
つ
い
て
平
家
諸
本
の
比
較
考
察
か
ら
琵
琶
法
師
の

語
り
が
重
衡
像
の
移
象
の
方
法
と
し
て
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

　
第
五
章
「
説
話
世
界
の
変
容
」
で
は
、
ま
ず
生
形
氏
が
「
回
心
と
物
狂

い
」
で
、
今
昔
物
語
の
出
家
課
に
中
世
説
話
の
主
要
な
担
い
手
で
あ
る
聖

た
ち
の
苦
悩
を
発
見
し
、
　
「
彼
岸
へ
の
距
離
」
で
小
関
真
理
子
氏
は
、
救

済
を
希
求
す
る
聖
た
ち
が
、
し
か
し
絶
え
ざ
る
自
己
矛
盾
に
苦
悩
す
る
姿

を
往
生
課
の
生
々
し
い
一
面
と
し
て
摘
出
し
、
最
後
に
生
井
武
世
氏
は

「
代
受
苦
者
の
風
貌
」
で
、
説
経
信
徳
丸
が
本
地
課
の
発
想
と
方
法
を
ひ

き
つ
ぎ
な
が
ら
、
実
は
単
た
る
本
地
課
を
の
り
こ
え
、
代
受
苦
者
と
し
て

の
あ
り
よ
う
を
発
見
し
よ
う
と
す
る
民
衆
の
姿
勢
を
そ
こ
に
み
て
い
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
多
数
に
よ
る
多
岐
に
わ
た
る
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
が
、
し

か
し
個
別
の
も
の
と
し
て
分
断
さ
れ
ず
、
新
し
い
文
学
観
、
あ
る
い
は
文

学
史
像
を
め
ざ
す
共
同
の
研
究
と
し
て
構
想
さ
れ
て
い
る
点
に
、
本
書
の

価
値
と
可
能
性
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
　
（
桜
楓
杜
刊
／
昭
和
五
一
年
五
月
二
十
五
日
発
行
／
Ａ
四
判
／
二
二
一
二
頁
／

　
　
一
八
○
○
円
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
谷
　
口
　
広
　
之
）

　
広
川
勝
美
編

　
　
　
『
土
く
れ
の
語
り
部
た
ち
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
遍
路
と
木
地
師
と
地
芝
居
と

　
こ
の
書
物
は
同
志
杜
大
学
国
文
学
研
究
室
内
の
「
伝
承
と
文
芸
」
研
究

会
が
最
近
五
年
問
行
っ
て
き
た
調
査
に
よ
っ
て
得
た
共
同
研
究
の
成
果
の

ひ
と
つ
で
あ
る
。
副
題
の
「
木
地
師
・
遍
路
・
地
芝
居
」
と
い
う
三
つ
の

対
象
を
個
々
に
論
じ
る
の
が
目
的
な
の
で
は
な
く
、
共
通
し
て
前
近
代
の

文
化
に
固
有
の
論
を
探
ろ
う
と
い
う
試
み
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
一



介

か
も
、
従
来
の
民
俗
学
の
方
法
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る

の
で
は
た
い
。
文
字
言
語
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
文
学
を
貫
く
音
声
言
語
に

よ
る
伝
承
の
基
層
構
造
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
よ
う
と
い
う
構
想
が
う
か
が

わ
れ
る
の
で
あ
る
。
　
「
つ
ち
く
れ
」
は
柳
田
国
男
を
、
　
「
語
り
部
」
は
折

口
信
夫
の
方
法
を
象
徴
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
異
質
な
二

っ
の
方
法
を
ど
う
媒
介
し
う
る
か
と
い
う
間
が
書
名
に
は
隠
さ
れ
て
い
る

と
見
た
い
。

　
序
章
を
読
み
始
め
る
と
き
、
つ
い
こ
の
あ
い
だ
ま
で
の
目
本
の
村
が
い

か
に
厳
し
い
生
活
の
下
に
置
か
れ
て
い
た
か
を
想
像
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な

い
。
広
川
勝
美
氏
は
土
く
れ
に
お
い
て
生
産
す
る
ム
レ
が
ど
の
よ
う
に
ヵ

タ
リ
始
め
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
き
わ
め
て
衝
撃
的
な
発
見
を
通
し
て

論
じ
る
。
こ
の
書
物
が
く
つ
が
え
そ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
　
「
ふ
る
さ
と

再
発
見
」
の
観
光
宣
伝
に
よ
っ
て
醸
成
さ
れ
た
村
の
姿
で
あ
る
。

　
；
早
で
は
谷
口
広
之
氏
が
、
遍
路
を
単
に
近
世
の
も
の
と
し
て
限
定
す

る
の
で
た
く
、
時
代
を
通
じ
て
共
同
体
か
ら
排
除
さ
れ
る
ム
レ
に
連
な
る

姿
で
あ
る
と
い
う
原
理
を
強
く
打
ち
出
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
漂
泊
者
と

こ
れ
を
追
い
出
し
続
け
る
定
住
者
と
は
対
立
し
て
い
る
の
で
な
く
、
　
「
接

待
」
と
い
う
善
根
を
媒
介
に
し
て
交
流
し
て
い
る
関
係
を
明
ら
か
に
し
て

い
る
。

　
二
章
で
は
柳
田
洋
一
郎
氏
が
、
も
は
や
そ
の
姿
を
見
る
こ
と
の
で
き
な

九
二

い
木
地
師
を
探
っ
て
い
る
。
人
々
の
記
憶
の
中
に
残
る
、
賎
視
さ
れ
つ
つ

漂
泊
す
る
山
住
み
の
ム
レ
が
ぎ
り
ぎ
り
の
生
死
の
問
に
生
き
て
い
た
こ
と

を
明
ら
か
に
す
る
。
ま
た
ム
ラ
の
境
界
や
周
縁
の
意
味
を
怪
異
の
伝
承
か

ら
考
え
て
い
る
。

　
三
章
で
は
山
田
和
人
氏
が
、
芸
術
と
し
て
の
演
劇
が
純
化
し
て
い
く
と

ぎ
失
な
っ
た
も
の
を
、
地
芝
居
を
手
が
か
り
に
し
て
見
よ
う
と
し
て
い
る
。

祭
が
、
共
同
体
に
抑
圧
さ
れ
て
い
た
も
の
を
ひ
と
と
き
解
放
さ
せ
、
日
常

の
秩
序
を
生
き
生
き
と
し
た
も
の
に
蘇
え
ら
せ
る
機
能
を
も
っ
と
論
じ
て

い
る
。
ま
た
ム
ラ
に
漂
泊
の
芸
能
者
た
ち
が
訪
れ
、
人
形
に
ヶ
ガ
レ
を
荷

わ
せ
排
除
さ
せ
る
こ
と
も
あ
っ
た
、
と
し
て
、
芸
能
と
演
劇
と
の
起
源
を

考
え
よ
う
と
し
て
い
る
。

　
こ
の
書
物
が
全
体
的
に
仮
説
的
な
素
描
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
点
は
、
後

に
続
く
シ
リ
ー
ズ
『
語
り
部
の
記
録
』
の
各
巻
に
お
い
て
深
め
ら
れ
て
い

く
こ
と
と
し
て
期
待
し
た
い
。
谷
口
・
柳
田
・
山
田
の
三
氏
は
本
学
大
学

院
学
生
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
若
い
学
徒
に
研
究
と
報
告
と
の
機
会
が
与

え
ら
れ
る
こ
と
は
、
発
表
の
場
の
少
た
い
関
西
に
お
い
て
は
願
っ
て
も
た

い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
個
別
専
門
領
域
を
異
に
す
る
者
の
共
通
の
論

議
の
場
が
よ
り
鍛
え
ら
れ
て
い
く
こ
と
を
強
く
望
み
た
い
。

　
　
（
創
世
記
刊
、
昭
和
五
二
年
九
月
一
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日
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行
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四
判
／
二
六
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頁
／
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