
近
松
心
中
物
に
お
け
る
愁
嘆
表
現
に
っ
い
て

田
　
　
中

馨

研
究
史

　
従
来
、
浄
瑠
璃
に
お
け
る
愁
嘆
表
現
に
っ
い
て
は
、
主
と
し
て
音
楽
的
研
究

の
な
か
で
「
い
か
に
語
ら
れ
た
か
」
と
い
う
観
点
か
ら
論
じ
ら
れ
て
き
た
。

　
渥
美
か
を
る
氏
の
「
曲
節
」
（
解
釈
と
鑑
賞
　
昭
和
三
十
二
年
一
月
）
で
は
、

直
接
愁
嘆
表
現
に
は
触
れ
て
お
ら
れ
な
い
が
、
こ
れ
以
後
、
浄
瑠
璃
に
お
け
る

音
楽
面
の
研
究
で
は
先
学
に
よ
る
多
く
の
貴
重
な
成
果
が
あ
る
。
そ
の
中
で
も
、

節
付
の
側
か
ら
、
愁
嘆
表
現
に
言
及
さ
れ
て
い
る
部
分
に
っ
い
て
、
ま
ず
、
整

理
し
て
お
き
た
い
。

　
近
石
泰
秋
氏
は
、
『
操
浄
瑠
璃
の
研
究
　
続
編
』
（
風
問
書
房
　
昭
和
三
十
六

年
三
月
一
に
お
い
て
、
「
う
れ
い
」
「
嘆
き
」
「
愁
嘆
」
の
話
を
、
「
単
な
る
詞
章

表
現
上
の
一
用
語
と
し
て
み
る
の
で
は
な
く
、
操
浄
瑠
璃
、
わ
け
て
も
浄
瑠
璃

に
お
け
る
、
中
核
的
な
芸
術
理
念
あ
る
い
は
浄
瑠
璃
を
語
る
場
合
の
最
も
重
要

　
　
　
　
　
近
松
心
中
物
に
お
け
る
愁
嘆
表
現
に
っ
い
て

な
テ
ク
ニ
ッ
ク
を
言
い
あ
ら
わ
す
術
語
と
し
て
」
取
り
上
げ
て
お
ら
れ
る
。

「
浄
瑠
璃
音
曲
が
中
心
の
位
置
を
占
め
る
」
浄
瑠
璃
を
「
う
れ
い
の
芸
」
と
し

て
見
る
と
き
、
当
然
、
そ
の
語
り
方
が
問
題
と
な
る
。
太
夫
に
よ
る
さ
ま
ざ
ま

な
口
伝
書
で
も
、
う
れ
い
・
愁
嘆
を
語
り
の
眼
目
と
し
て
重
視
し
て
い
る
こ
と

も
、
近
石
氏
の
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
近
石
氏
は
、
前
掲
書
に
お
い
て
、
曲
節
を
「
一
ま
と
ま
り
の
文
章
全
体
に
わ

た
る
曲
調
」
と
呼
び
、
文
字
譜
に
示
さ
れ
る
「
譜
節
」
を
、
「
詞
章
の
内
容
に

即
し
た
語
り
の
中
に
生
か
し
て
ゆ
く
も
の
は
、
浄
瑠
璃
に
お
い
て
は
そ
の
と
こ

ろ
の
曲
節
の
語
り
で
あ
る
」
と
考
え
ら
れ
た
。
そ
し
て
「
泣
き
の
語
り
」
を
語

り
分
け
る
と
き
、
「
そ
れ
は
そ
の
泣
き
の
語
り
の
あ
る
部
分
全
体
の
曲
節
か
ら

定
め
ら
れ
て
く
る
」
こ
と
を
「
音
曲
両
節
弁
」
の
「
文
句
の
肌
に
従
ふ
な
り
」

「
フ
シ
の
跡
は
改
る
心
な
れ
ば
」
等
の
記
述
か
ら
説
か
れ
て
い
る
。
「
フ
シ
の
区

切
り
」
に
よ
っ
て
、
「
う
れ
い
」
の
表
現
も
二
区
切
り
の
単
位
」
と
い
う
考

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九



　
　
　
　
　
近
松
心
中
物
に
お
け
る
愁
嘆
表
現
に
つ
い
て

え
方
で
語
ら
れ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
音
楽
的
な
譜
節
に

よ
る
「
う
れ
い
・
愁
嘆
」
の
節
付
と
し
て
、
「
ス
ヱ
テ
」
に
つ
い
て
、
「
竹
本
極

秘
伝
」
に
「
『
強
く
押
す
な
り
』
と
説
明
さ
れ
て
い
る
譜
節
を
、
『
う
れ
ひ
』
の

場
所
に
用
い
て
い
る
点
に
義
太
夫
節
の
特
色
を
見
る
べ
き
で
あ
る
。
」
「
ス
ヱ
テ

は
、
主
と
し
て
『
う
れ
ひ
』
の
情
の
激
し
く
高
ま
り
行
く
所
を
表
現
す
る
も

の
」
と
さ
れ
て
い
る
。

　
原
澄
子
氏
は
、
「
近
松
に
お
け
る
曲
節
の
問
題
－
加
賀
稼
と
義
太
夫
の
芸
風

を
通
し
て
－
」
（
近
松
論
集
　
昭
和
三
十
九
年
十
二
月
）
で
、
加
賀
橡
と
の
比

較
の
結
果
、
「
義
太
夫
は
、
加
賀
撮
が
泣
く
場
面
に
「
フ
シ
」
を
用
い
て
い
る

時
、
こ
れ
を
「
ス
ヱ
テ
」
に
変
え
て
語
っ
た
傾
向
が
見
え
る
」
と
さ
れ
、
「
『
ス

ヱ
テ
』
を
う
れ
い
場
面
の
強
調
に
用
い
た
義
太
夫
の
芸
風
」
を
説
い
て
お
ら
れ

る
。　

祐
田
善
雄
氏
は
、
節
付
と
詞
章
の
相
関
関
係
に
つ
い
て
は
、
画
期
的
な
見
解

を
多
く
残
さ
れ
た
が
、
「
近
松
浄
瑠
璃
と
三
重
・
ヲ
ク
リ
」
（
国
語
国
文
　
昭
和

　
　
　
　
　
　
註
一

四
十
八
年
六
月
）
等
で
は
、
「
ヲ
ク
リ
・
三
重
・
フ
シ
・
ス
ヱ
テ
」
と
い
う
文

字
譜
の
、
音
曲
構
成
上
の
意
味
を
論
及
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
小
段
の
段
落
が

三
重
、
場
の
段
落
が
ヲ
ク
リ
、
さ
ら
に
小
さ
な
段
落
と
し
て
フ
シ
・
ス
ヱ
テ
が

あ
り
、
そ
の
ま
と
ま
り
に
よ
っ
て
浄
瑠
璃
の
構
成
や
、
劇
的
展
開
を
読
ん
で
い

く
必
要
性
を
説
か
れ
た
。
こ
こ
か
ら
、
「
フ
シ
落
ち
」
に
よ
る
段
落
分
け
が
、

翻
刻
に
お
い
て
も
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ス
ヱ
テ
は
、
「
心
理
的
な
動
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
〇

の
強
調
、
ま
た
は
、
愁
嘆
の
感
情
や
情
緒
的
な
気
分
を
出
し
て
」
「
位
を
改
る
」

節
付
で
あ
る
が
、
三
重
や
ヲ
ク
リ
に
比
し
て
「
強
く
押
す
」
だ
け
の
弱
い
切
れ

目
、
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
。
フ
シ
は
、
「
位
を
改
る
」
点
で
は
ス
ヱ
テ
と
共
通

す
る
が
、
ス
ヱ
テ
と
異
な
り
「
下
降
し
て
切
れ
目
と
な
る
」
節
章
で
あ
る
が
、

次
の
出
の
節
章
に
よ
っ
て
は
、
切
れ
方
が
弱
く
っ
な
ぐ
こ
と
も
あ
る
、
と
述
べ

ら
れ
て
い
る
。

　
愁
嘆
句
と
関
わ
り
が
深
い
こ
と
が
検
証
さ
れ
て
き
た
ス
ヱ
テ
に
っ
い
て
は
、

角
田
一
郎
氏
が
「
義
太
夫
節
の
形
成
に
関
す
る
一
試
論
－
花
山
院
の
道
行
に
つ

い
て
ー
」
（
一
）
－
（
五
）
（
近
世
文
芸
研
究
と
評
論
　
昭
和
四
十
八
年
十
月
－

昭
和
五
十
年
十
月
）
の
（
三
）
で
、
ゴ
マ
譜
と
の
関
連
に
ま
で
渡
っ
て
、
「
ス

ヱ
テ
」
と
い
う
節
付
の
形
成
過
程
を
詳
細
に
検
討
し
て
お
ら
れ
る
。
そ
の
「
付

説
　
義
太
夫
節
に
お
け
る
ス
ヱ
テ
の
変
遷
」
の
中
で
、
「
出
世
景
清
」
の
ス
ヱ

テ
は
道
行
以
外
十
七
箇
所
中
十
四
箇
所
ま
で
が
「
悲
哀
の
文
趣
」
に
付
け
ら
れ

て
い
る
こ
と
に
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
筑
後
橡
没
後
の
近
松
浄
瑠
璃
に
お

け
る
ス
ヱ
テ
の
変
化
（
七
五
調
十
二
文
字
に
か
か
る
義
太
夫
節
本
来
の
あ
り
か

た
が
、
変
則
的
に
な
る
こ
と
）
に
つ
い
て
、
「
心
中
天
の
網
島
」
の
愁
嘆
部
を

例
に
あ
げ
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
、
愁
嘆
表
現
と
ス
ヱ
テ
に
っ
い
て
、
角

田
氏
は
、
「
曲
節
と
詞
章
の
相
関
性
－
『
出
世
景
清
』
の
節
付
の
問
題
　
」
（
日

本
文
学
　
昭
和
五
十
年
七
月
）
の
中
で
、
義
太
夫
節
の
特
色
の
一
つ
と
し
て
、

ス
ヱ
テ
が
悲
哀
句
に
っ
い
て
い
る
も
の
が
大
部
分
を
占
め
て
い
る
こ
と
を
示
さ



れ
、
そ
の
悲
哀
句
の
ス
ヱ
テ
に
「
評
語
」
（
語
り
手
が
感
想
を
表
白
し
て
聞
き

手
の
共
感
を
求
め
る
言
葉
）
の
フ
シ
を
効
果
的
に
添
え
、
「
悲
哀
の
局
面
の
し

め
く
く
り
」
と
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
ス
ヱ
テ
の

付
く
詞
章
の
「
類
型
性
」
に
っ
い
て
、
「
一
見
平
凡
な
悲
哀
の
類
型
句
の
多
用

は
、
修
辞
を
こ
ら
さ
な
い
き
っ
と
し
た
文
句
と
し
て
の
用
途
で
あ
り
、
き
っ
と

し
た
節
に
作
曲
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
作
詞
」
で
あ
っ
た
と
、
近
松
の
詞
章

を
と
ら
え
て
お
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
角
太
夫
節
の
「
う
れ
ひ
ふ
し
」
に
対
し
て
、

義
太
夫
節
の
ス
ヱ
テ
は
、
感
情
を
ひ
た
す
ら
内
面
化
し
て
い
く
、
ま
た
、
ス
ヱ

テ
の
創
始
者
嘉
太
夫
よ
り
も
、
悲
哀
句
に
お
け
る
そ
の
意
味
を
義
太
夫
が
深
め

た
こ
と
と
の
関
連
と
し
て
、
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
山
根
為
雄
氏
は
、
「
近
松
の
詞
章
と
曲
節
－
世
話
物
の
ス
ヱ
テ
・
ヲ
ク
リ
・

フ
シ
ー
」
（
女
子
大
国
文
　
昭
和
六
十
一
年
十
一
月
）
で
、
祐
田
氏
・
角
田
氏

の
前
掲
論
文
等
に
示
さ
れ
た
、
詞
章
と
節
付
の
関
連
に
さ
ら
に
検
討
を
加
え
な

が
ら
、
近
松
世
話
浄
瑠
璃
二
十
四
曲
に
つ
い
て
、
ス
ヱ
テ
・
ヲ
ク
リ
・
フ
シ
の
、

表
現
内
容
と
の
関
連
に
お
け
る
特
色
を
論
じ
て
お
ら
れ
る
。
そ
の
中
で
、
二
十

四
曲
中
、
ス
ヱ
テ
が
「
泣
く
・
涙
の
語
の
あ
る
箇
所
に
付
け
た
も
の
で
、
五

七
％
を
占
め
る
」
こ
と
、
「
嘆
く
・
く
ど
く
・
ふ
し
し
づ
む
・
し
ほ
れ
る
・
も

だ
へ
る
等
の
類
を
含
め
る
と
、
い
わ
ゆ
る
愁
嘆
語
に
付
け
た
の
が
七
一
％
余

り
」
あ
る
こ
と
を
示
さ
れ
、
祐
田
・
角
田
両
氏
の
説
を
明
確
に
裏
付
け
て
お
ら

れ
る
。
フ
シ
は
、
調
査
の
結
果
、
「
詞
章
と
の
相
関
性
は
希
薄
」
で
、
愁
嘆
表

　
　
　
　
　
近
松
心
中
物
に
お
け
る
愁
嘆
表
現
に
つ
い
て

現
に
付
け
ら
れ
て
い
る
場
合
も
、
「
そ
れ
ら
の
表
現
部
に
は
文
章
上
の
段
落
の

設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
か
ら
、
音
曲
面
で
も
位
を
改
め
る
フ
シ
を
用
い

た
の
で
あ
っ
て
、
泣
き
・
退
場
の
表
現
が
あ
る
か
ら
フ
シ
を
付
け
た
の
で
は
な

い
」
と
さ
れ
る
。
た
だ
、
「
フ
シ
ー
ハ
ル
型
の
み
は
、
詞
章
の
内
容
と
深
く
関

連
」
し
、
「
フ
シ
ー
ハ
ル
ー
地
合
の
五
六
％
強
、
フ
シ
ー
ハ
ル
ー
詞
の
約
八

一
％
、
フ
シ
ー
ハ
ル
ー
音
高
の
七
七
％
弱
が
泣
き
一
又
泣
き
と
作
者
の
批
評
）

の
表
現
で
占
め
ら
れ
」
て
い
る
こ
と
を
示
さ
れ
た
。

　
以
上
の
よ
う
な
、
先
学
に
よ
る
業
績
は
、
す
べ
て
、
節
付
の
意
味
や
、
義
太

夫
の
語
り
の
特
質
や
形
成
過
程
を
、
加
賀
稼
な
ど
他
の
太
夫
と
の
比
較
か
ら
論

ず
る
中
で
、
ス
ヱ
テ
や
フ
シ
と
い
っ
た
文
字
譜
の
性
質
の
一
部
と
し
て
、
愁
嘆

表
現
と
の
関
わ
り
に
言
及
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
近
松
作
晶
を
問
題
に
す
る
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
二

し
て
も
、
近
松
を
と
り
ま
く
音
楽
的
環
境
を
明
ら
か
に
し
、
「
近
松
浄
瑠
璃
の

総
体
的
な
理
解
の
た
め
」
と
い
う
流
れ
の
中
で
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
愁
嘆
表

現
が
、
主
と
し
て
そ
の
中
で
論
じ
ら
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
は
、
浄
瑠
璃
の
愁

嘆
を
理
解
す
る
と
は
、
詞
章
の
内
容
理
解
の
み
に
完
結
し
な
い
、
演
劇
的
な
も

の
、
語
り
と
切
り
離
せ
な
い
性
質
の
も
の
と
し
て
あ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ

と
の
証
明
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
た
だ
し
、
近
松
は
あ
る
程
度
自
分
の
文
章
に
ど
の
よ
う
な
節
付
が
な
さ
れ
る

か
は
、
予
想
は
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
太
夫
に
よ
る
特
質
を
意
識
し
た

註
三

「
苦
心
」
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
実
際
に
作
曲
に
携
わ
る
の
は
あ
く
ま
で
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一



　
　
　
　
　
近
松
心
中
物
に
お
け
る
愁
嘆
表
現
に
つ
い
て

太
夫
や
三
味
線
と
い
っ
た
、
音
楽
担
当
者
・
演
者
で
あ
る
。
先
学
の
諸
論
考
も
、

そ
の
観
点
か
ら
、
太
夫
の
語
り
の
特
質
と
し
て
、
比
較
検
討
が
な
さ
れ
て
い
た

の
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
四

　
そ
れ
で
は
、
義
太
夫
に
よ
っ
て
「
写
実
的
」
に
な
っ
た
、
ま
た
、
政
太
夫
に

　
　
　
註
五

よ
っ
て
「
詞
章
へ
の
ま
す
ま
す
深
い
解
釈
態
度
」
の
も
と
に
作
曲
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
と
い
わ
れ
る
語
り
の
、
そ
う
し
た
節
付
の
流
れ
の
中
で
の
、
近
松
の

「
う
れ
い
」
の
詞
章
と
は
、
ど
の
よ
う
な
性
質
・
内
容
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
ま
で
は
、
節
付
の
側
か
ら
の
論
で
あ
り
、
愁
嘆
表
現
の
側
か
ら
の
も
の
で

は
な
か
っ
た
か
ら
、
ス
ヱ
テ
や
フ
シ
の
付
い
た
愁
嘆
表
現
以
外
の
部
分
は
対
象

と
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
山
根
為
雄
氏
が
前
掲
論
文
で
、
愁
嘆
・
悲
哀
部
に

「
ス
ヱ
テ
」
が
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
こ
と
を
裏
付
け
ら
れ
た
あ
と
、

「
た
だ
し
、
愁
嘆
表
現
に
は
必
ず
ス
ヱ
テ
が
付
け
ら
れ
て
い
る
と
は
限
ら
ず
、

フ
シ
の
場
合
も
あ
れ
ば
全
く
文
字
譜
の
な
い
場
合
も
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い

る
よ
う
に
、
詞
章
の
側
か
ら
見
れ
ば
、
ス
ヱ
テ
・
フ
シ
以
外
の
所
に
も
、
愁
嘆

表
現
は
多
く
見
ら
れ
る
。

　
詞
章
そ
れ
じ
た
い
を
論
じ
ら
れ
た
も
の
に
、
佐
合
和
子
氏
の
「
近
松
に
お
け

る
『
う
れ
い
』
の
詞
章
　
古
浄
瑠
璃
か
ら
近
松
ま
で
１
」
（
近
松
論
集
　
昭
和

三
十
九
年
十
二
月
）
が
あ
る
。
佐
合
氏
は
、
古
浄
瑠
璃
の
「
お
し
っ
け
が
ま
し

く
」
「
聴
衆
の
同
情
を
要
求
」
す
る
常
套
的
表
現
か
ら
、
延
宝
頃
に
は
、
「
口
語

的
表
現
の
多
い
具
体
的
写
実
的
な
」
詞
章
へ
と
変
化
し
、
さ
ら
に
近
松
後
期
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
二

世
話
物
に
至
っ
て
、
誇
張
や
定
型
を
脱
し
、
「
心
中
天
の
網
島
」
の
「
叫
び
伏

沈
む
」
「
は
ら
は
ら
こ
ぼ
す
血
の
涙
」
「
止
め
か
ね
た
る
忍
び
泣
き
」
等
「
自
由

自
在
に
嘆
き
の
表
現
を
使
い
分
け
て
い
る
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
、

表
現
の
変
化
が
み
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
、
劇
構
成
の
質
の
変
化
や
複

雑
化
の
問
題
、
人
物
の
描
き
方
の
変
化
も
深
く
関
わ
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。

　
近
松
自
身
が
「
芸
の
り
く
ぎ
が
義
理
に
っ
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
。
」
（
難
波
土
産
）
と
言
っ

て
い
る
よ
う
に
、
作
者
側
の
、
愁
嘆
表
現
に
つ
い
て
の
意
識
も
当
然
あ
っ
た
は

ず
で
あ
る
。

　
本
稿
で
は
、
近
松
の
文
章
表
現
の
問
題
と
し
て
、
愁
嘆
表
現
を
考
え
て
み
た

い
。
近
松
の
表
現
に
つ
い
て
で
あ
る
か
ら
、
節
付
の
問
題
と
し
て
は
、
自
ず
か

ら
方
向
が
異
な
る
。
節
と
は
関
わ
り
な
く
、
語
彙
そ
の
も
の
の
変
化
、
そ
の
作

品
ご
と
の
変
化
を
見
て
い
く
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
先
に
掲
げ
た
よ
う
な
、

節
付
の
側
か
ら
の
研
究
史
は
、
む
し
ろ
、
方
向
が
異
な
る
こ
と
を
確
認
す
る
た

め
に
踏
ま
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
「
愁
嘆
表
現
と
は
語
り
方

と
切
り
離
せ
な
い
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
例
え

ば
、
段
落
区
切
り
に
あ
る
愁
嘆
表
現
は
、
ス
ヱ
テ
と
フ
シ
で
は
語
り
方
は
全
く

異
な
る
も
の
の
、
作
者
が
聞
か
せ
所
と
し
て
書
い
て
い
る
と
い
う
認
識
は
一
つ



の
手
が
か
り
と
し
た
い
。

　
こ
の
方
向
で
、
世
話
物
二
十
四
曲
か
ら
時
代
物
に
ま
で
広
げ
て
見
て
い
く
っ

も
り
で
あ
る
が
、
ま
ず
、
心
中
物
十
一
曲
を
対
象
と
す
る
。
世
話
物
全
体
の
流

れ
の
中
で
、
素
材
の
同
一
性
が
、
愁
嘆
表
現
と
い
う
面
で
、
意
味
を
も
つ
の
か

ど
う
か
、
今
後
明
ら
か
に
し
て
い
く
た
め
に
、
心
中
物
と
し
て
の
傾
向
を
押
さ

え
て
お
き
た
い
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　
註
一
　
音
曲
の
文
体
か
ら
見
た
近
松
　
解
釈
と
鑑
賞
　
昭
和
四
十
五
年
十
月

　
　
　
　
近
松
の
音
楽
と
構
成
　
国
文
学
　
昭
和
四
十
六
年
九
月

　
　
　
　
近
松
浄
瑠
璃
の
解
釈
　
山
辺
道
　
昭
和
四
十
九
年
三
月

　
註
二
　
角
田
一
郎
氏
　
義
太
夫
節
の
形
成
に
関
す
る
一
試
論
二
二
一
一
前
掲
一

　
註
三
　
原
澄
子
氏
　
前
掲
論
文

　
註
四
　
渥
美
か
を
る
氏
　
前
掲
論
文

　
　
　
　
山
根
為
雄
氏
　
筑
後
稼
と
加
賀
橡
の
特
色
　
女
子
国
文
　
昭
和
五
十
五
年
十

　
　
　
二
月

　
註
五
　
註
二
に
同
じ

一
一
、
語
且
粟
に
つ
い
て

　
心
中
物
十
一
曲
中
か
ら
、
こ
こ
で
愁
嘆
表
現
と
し
て
抜
き
だ
し
た
も
の
は
三

百
六
十
二
箇
所
で
、
例
を
挙
げ
る
と
、

　
○
ひ
ざ
に
も
た
れ
て
　
¢
さ
め
ざ
め
と
　
な
み
だ
は
。
　
の
べ
を
ひ
た
し
け

り
。
一
「
曾
根
崎
心
中
」
一

の
よ
う
な
部
分
で
あ
る
。
「
泣
く
」
コ
涙
」
「
嘆
く
」
「
ふ
し
し
づ
む
」
「
り
う
て

　
　
　
　
　
近
松
心
中
物
に
お
け
る
愁
嘆
表
現
に
つ
い
て

い
こ
が
る
る
」
「
か
き
く
れ
」
「
し
ほ
れ
」
「
袖
を
し
ぼ
り
」
等
、
登
場
人
物
が

「
泣
く
」
描
写
を
中
心
と
す
る
、
そ
の
前
後
の
表
現
で
あ
る
。
泣
き
く
ど
く
内

容
、
っ
ま
り
愁
嘆
の
せ
り
ふ
に
あ
た
る
部
分
は
含
ま
な
い
。
こ
れ
ま
で
の
節
付

を
中
心
と
し
た
研
究
史
の
中
で
は
、
節
事
と
地
事
は
離
し
て
論
じ
ら
れ
る
事
が

一
般
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
本
稿
は
、
節
付
と
の
関
わ
り
を
論
じ
る
も
の

で
は
な
く
、
語
彙
そ
の
も
の
を
考
え
て
い
く
の
で
、
節
事
・
地
事
の
区
別
は
せ

ず
、
す
べ
て
同
列
に
考
え
た
。
実
際
、
愁
嘆
の
語
彙
の
あ
り
か
た
じ
た
い
は
、

本
質
的
に
地
事
の
部
分
も
節
事
の
部
分
も
変
わ
ら
な
か
っ
た
。

　
右
の
「
曾
根
崎
心
中
」
の
例
が
典
型
的
で
あ
る
が
、
¢
「
ひ
ざ
に
も
た
れ

て
」
と
い
う
よ
う
な
、
泣
く
こ
と
に
直
接
伴
う
動
作
、
　
「
さ
め
ざ
め
と
」
と

い
う
よ
う
な
泣
き
方
そ
の
も
の
の
状
態
や
程
度
を
表
現
す
る
語
、
　
「
の
べ
を

ひ
た
し
け
り
」
と
い
う
よ
う
な
作
者
の
批
評
、
い
わ
ば
主
観
的
描
写
に
相
当
す

る
部
分
、
と
い
う
構
成
が
基
本
的
な
形
で
あ
る
。
「
泣
く
」
コ
涙
は
」
等
の
文
節
、

例
え
ば
「
お
と
こ
も
な
い
て
」
と
い
う
よ
う
な
単
文
節
の
も
っ
と
も
短
い
も
の

か
ら
、
そ
れ
に
¢
¢
　
の
よ
う
な
部
分
が
複
合
し
て
い
き
、

　
　
む
ね
ん
な
み
だ
は
　
９
め
に
あ
ま
り
。
¢
袖
を
く
ひ
切
わ
が
身
を
っ
か
み
。

　
¢
身
を
ふ
る
は
し
て
な
げ
き
し
は
　
　
し
ん
て
い
道
理
に
。
む
ざ
ん
な
り
。

　
（
「
今
宮
の
心
中
」
）

と
い
っ
た
五
十
音
を
越
え
る
長
い
も
の
ま
で
あ
る
。
長
短
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る

が
、
い
ず
れ
も
、
¢
の
み
付
い
た
も
の
、
¢
　
の
組
み
合
わ
せ
、
¢
　
の
組
み

　
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
三



　
　
　
　
　
近
松
心
中
物
に
お
け
る
愁
嘆
表
現
に
つ
い
て

合
わ
せ
、
右
の
「
今
宮
の
心
中
」
の
例
の
よ
う
に
、
Ｏ
が
複
数
か
さ
な
っ
て
い

る
も
の
に
　
が
付
く
、
と
い
う
形
で
あ
り
、
長
く
な
る
か
ら
と
い
っ
て
、
本
質

的
に
異
質
な
語
が
入
っ
て
く
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
全
体
と
し
て
の
特
殊
性
が

み
ら
れ
る
わ
け
で
も
な
い
。
複
合
の
度
合
い
が
重
な
っ
て
長
く
な
っ
て
い
く
だ

け
で
あ
る
。

　
す
べ
て
の
語
彙
が
こ
の
０
◎
　
の
分
け
方
で
整
理
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
が
、

で
き
る
限
り
そ
の
基
準
で
分
割
し
、
そ
の
部
分
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
語
彙
の

使
い
方
、
傾
向
性
に
っ
い
て
具
体
例
を
挙
げ
な
が
ら
考
え
て
い
き
た
い
。

　
出
て
く
る
位
置
に
関
し
て
は
、
段
落
末
の
も
の
も
あ
れ
ば
、
段
落
の
出
に
お

か
れ
て
い
る
も
の
も
あ
り
、
段
落
途
中
の
も
の
も
あ
る
。
た
だ
、
「
段
落
」
の

と
ら
え
か
た
は
、
一
で
示
し
た
よ
う
に
、
節
付
と
関
わ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

こ
こ
で
は
、
考
慮
に
入
れ
な
い
。
ま
た
、
　
単
独
の
も
の
（
「
む
ざ
ん
や
な
」

等
）
は
、
考
慮
に
入
れ
な
い
。
　
に
っ
い
て
は
、
あ
く
ま
で
も
、
「
泣
く
」

「
涙
」
等
の
、
明
確
に
「
泣
く
」
こ
と
が
わ
か
る
語
に
つ
く
場
合
の
作
者
の
批

評
の
み
、
対
象
と
す
る
。

＊
作
晶
名
は
、
そ
れ
ぞ
れ
以
下
の
ご
と
く
略
称
で
示
す
。

曾
根
崎
心
中
　
曾
　
心
中
二
枚
絵
草
紙
－
絵
　
ひ
ち
り
め
ん
卯
月
紅
葉
－
紅
　
卯
月

潤
色
－
潤
　
心
中
重
井
筒
－
重
　
心
中
刃
は
氷
の
朔
日
－
刃
　
心
中
万
年
草
－
万

今
宮
の
心
中
　
今
　
生
玉
心
中
　
生
　
心
中
天
の
網
島
－
天
　
心
中
宵
庚
申
１
・
宵

０
「
泣
く
」
こ
と
に
直
接
伴
う
動
作
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常
套
的
な
表
現
を
拾
っ
て
い
く
と
、
動
詞
で
は
、
「
ふ
し
」
「
だ
き
（
い
だ

き
）
」
「
す
が
り
（
す
が
る
）
」
「
ひ
き
よ
せ
」
「
う
っ
む
き
」
が
、
三
作
以
上
に

見
ら
れ
、
「
ふ
し
」
「
だ
き
（
い
だ
き
）
」
「
す
が
り
（
す
が
る
）
」
は
、
同
一
作

品
内
に
、
二
箇
所
以
上
あ
る
も
の
も
あ
る
。
「
ふ
し
」
と
い
う
動
詞
に
注
目
す

る
と
、
「
ど
う
ど
」
が
付
い
た
の
が
四
作
品
に
、
「
か
っ
は
と
」
が
つ
い
た
も
の

は
六
作
品
に
七
例
み
ら
れ
、
こ
れ
ら
は
、
副
詞
と
結
合
し
た
ひ
と
ま
と
ま
り
の

形
で
の
常
套
的
表
現
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
「
心
中
万
年
草
」
に
二
箇
所
あ
る
が
、

主
体
を
見
る
と
、
一
つ
は
久
米
之
介
、
一
つ
は
お
梅
の
母
で
あ
る
。
「
ふ
し
ま

ろ
び
」
「
ひ
れ
ふ
し
」
「
う
つ
ふ
し
」
「
打
ふ
し
」
「
さ
け
び
ふ
し
」
は
、
「
ふ
し
」

に
変
化
を
っ
け
た
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
「
だ
き
（
い
だ
き
）
」
は
、
九
作
に
み
ら
れ
る
。
「
ひ
ぢ
り
め
ん
卯
月
紅
葉
」

に
は
四
箇
所
、
「
心
中
刃
は
氷
の
朔
日
」
に
は
二
箇
所
あ
る
。
「
紅
」
は
、
い
ず

れ
も
主
人
公
二
人
が
主
体
で
あ
る
が
、
「
い
だ
き
つ
き
」
「
い
だ
き
よ
せ
」
（
２
）

「
い
だ
き
し
め
」
と
、
少
し
ず
っ
変
化
が
っ
け
ら
れ
て
い
る
。
「
刃
」
の
場
合
は
、

「
ひ
し
と
い
だ
き
っ
き
（
小
か
ん
と
お
ば
）
」
「
だ
き
あ
ひ
（
小
か
ん
と
平
兵

衛
）
」
と
、
主
体
・
表
現
と
も
変
化
が
あ
る
。
「
す
が
り
（
る
）
」
は
、
七
作
品

に
み
ら
れ
、
「
刃
」
に
二
箇
所
・
「
心
中
天
の
網
島
」
に
二
箇
所
あ
る
。
「
刃
」

は
、
い
ず
れ
も
主
人
公
二
人
の
愁
嘆
場
面
で
あ
る
が
、
「
す
が
り
っ
い
て
」
「
す

が
る
涙
の
」
と
使
い
方
を
細
か
い
と
こ
ろ
で
変
え
て
い
る
。
「
天
」
は
、
「
夫
に

す
が
り
（
お
さ
ん
）
」
「
女
も
す
が
り
寄
（
小
春
）
」
と
主
体
は
別
で
あ
る
。



　
「
ど
う
ど
す
は
り
」
（
曾
）
・
「
ど
う
ど
ざ
を
く
み
」
（
今
）
・
「
ど
う
ど
座
し
」

（
天
）
は
、
同
一
の
行
為
で
あ
る
が
、
表
現
は
変
え
て
い
る
。
名
詞
「
ひ
ざ
」

「
は
（
歯
一
」
に
関
す
る
動
作
に
も
同
様
の
こ
と
が
い
え
る
。
「
ひ
ざ
に
も
た
れ
」

（
曾
・
刃
）
・
「
ひ
ざ
に
ふ
し
ま
ろ
び
」
（
重
）
・
「
ひ
ざ
に
打
も
た
れ
」
（
生
）
・

「
ひ
ざ
に
だ
き
付
」
（
天
）
も
、
類
似
の
行
為
だ
が
、
表
現
に
変
化
が
あ
る
。

「
は
を
く
ひ
つ
め
て
」
（
絵
）
・
「
は
を
く
ひ
し
ば
り
」
（
紅
）
の
よ
う
に
、
「
声
を

殺
す
」
「
た
え
し
の
ぶ
」
と
い
っ
た
意
味
で
は
二
様
の
表
現
が
、
「
悔
し
泣
き
」

を
表
す
場
合
は
、
「
は
が
み
を
な
し
て
」
（
曾
・
紅
・
万
・
生
）
・
「
は
ぎ
し
み

し
」
（
刃
・
天
・
生
）
・
「
は
ぎ
り
き
り
き
り
」
（
天
）
と
三
種
あ
る
。

　
以
上
は
、
常
套
句
と
い
え
ば
そ
う
だ
が
、
む
し
ろ
、
常
套
的
に
使
わ
れ
て
い

る
語
の
使
い
方
を
見
て
い
る
と
、
同
一
作
品
内
で
は
主
体
を
別
に
す
る
な
ど
、

細
か
い
と
こ
ろ
で
変
化
を
つ
け
よ
う
と
す
る
意
識
が
明
ら
か
に
見
え
る
の
で
は

な
い
か
。
こ
う
し
た
常
套
的
表
現
は
、
主
体
が
主
人
公
で
あ
る
場
合
も
、
主
人

公
以
外
で
あ
る
場
合
も
、
区
別
な
く
使
わ
れ
て
い
る
。

　
そ
の
他
、
「
こ
ぶ
し
を
に
ぎ
り
」
一
曾
・
宵
）
・
「
畳
に
く
ひ
付
」
（
今
・
天
）
・

「
我
と
わ
が
身
を
だ
き
し
め
て
」
（
絵
）
・
「
わ
が
身
を
か
き
っ
め
り
く
ひ
っ
き
」

（
潤
）
・
「
お
ほ
ひ
か
さ
な
り
」
一
重
）
・
「
か
さ
を
か
た
ふ
け
」
（
刃
一
・
「
か
ほ
と

か
ほ
と
を
す
り
よ
せ
」
（
万
）
・
「
袖
を
く
ひ
切
わ
が
身
を
っ
か
み
」
（
今
一
・
「
格

子
に
だ
き
付
」
一
天
）
・
「
顔
と
顔
と
を
打
か
さ
ね
」
（
天
）
な
ど
が
あ
る
。
こ
れ

ら
個
別
性
の
や
や
強
い
も
の
は
、
主
体
が
殆
ど
主
人
公
で
あ
っ
て
、
一
」
う
し
た

　
　
　
　
　
近
松
心
中
物
に
お
け
る
愁
嘆
表
現
に
つ
い
て

語
を
、
常
套
的
な
表
現
の
中
に
織
り
込
み
、
心
中
に
追
い
つ
め
ら
れ
て
い
く
二

人
の
問
の
情
感
や
、
そ
れ
ぞ
れ
の
内
面
の
苦
悩
の
深
さ
を
、
場
に
応
じ
て
描
き

出
す
工
夫
を
し
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。

　
　
　
泣
き
方

　
「
泣
き
方
」
と
し
て
一
括
し
き
れ
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
¢
と
区
別
す
る

と
、
泣
く
と
い
う
行
為
そ
の
も
の
の
激
し
さ
や
様
態
を
表
す
も
の
、
と
い
う
こ

と
に
な
る
だ
ろ
う
か
。

　
擬
態
語
で
は
、
「
さ
め
ざ
め
」
五
作
六
例
、
「
し
く
し
く
」
四
作
、
「
は
ら
は

ら
」
七
作
、
「
わ
っ
と
」
十
一
作
十
八
例
、
が
多
い
。
動
詞
に
複
合
し
た
表
現

で
は
、
「
大
こ
ゑ
あ
げ
」
五
作
、
「
こ
ゑ
も
お
し
ま
ず
」
六
作
、
「
こ
ゑ
を
あ
げ

て
」
５
作
七
例
、
「
し
ゃ
く
り
あ
げ
」
五
作
が
、
多
い
表
現
の
グ
ル
ー
プ
と
い

え
る
だ
ろ
う
。

　
¢
よ
り
も
、
表
現
の
性
質
上
幅
が
狭
く
、
限
ら
れ
た
も
の
を
繰
り
返
し
使
う

傾
向
が
強
い
が
、
「
心
中
重
井
筒
」
以
後
の
作
品
に
は
、
右
の
グ
ル
ｉ
プ
と
異

な
っ
た
も
の
が
見
ら
れ
る
。
「
し
め
し
め
」
（
重
）
・
「
う
ろ
う
ろ
」
（
重
）
・
「
ほ

ろ
ほ
ろ
」
（
万
）
・
「
お
ろ
お
ろ
」
（
生
・
天
）
・
「
む
な
じ
ゃ
く
り
し
て
」
（
今
）

な
ど
。
心
理
的
な
表
現
を
も
含
み
、
哀
切
な
情
感
を
高
め
る
「
む
せ
い
り
（
む

せ
か
へ
り
）
」
「
き
へ
い
り
」
「
た
へ
い
り
」
「
と
か
ふ
も
い
は
ず
」
な
ど
、
ま
た
、

問
接
的
に
泣
き
方
の
激
し
さ
を
表
現
す
る
「
袖
に
せ
き
か
ね
て
」
「
手
の
ご
ひ

も
し
ぼ
る
計
に
」
と
い
っ
た
表
現
に
も
広
げ
て
い
く
と
、
「
曾
根
崎
心
中
」
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五



　
　
　
　
　
近
松
心
中
物
に
お
け
る
愁
嘆
表
現
に
つ
い
て

は
見
ら
れ
な
か
っ
た
表
現
が
、
「
心
中
重
井
筒
」
あ
た
り
か
ら
、
数
は
少
な
い

が
、
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
も
、
主
体
に
っ
い
て
は
、
主
人
公
と
そ
れ

以
外
で
使
い
方
の
本
質
的
な
区
別
は
な
い
。

　
　
　
作
者
の
批
評

　
複
数
の
作
品
に
み
ら
れ
る
も
の
は
、
複
合
し
た
文
節
と
し
て
は
、
七
十
例
中

「
こ
と
は
り
せ
め
て
あ
は
れ
な
り
（
れ
）
」
（
曾
・
潤
・
生
）
・
「
こ
と
は
り
。
す

ぎ
て
あ
は
れ
な
り
」
（
紅
・
潤
）
・
「
お
ち
て
三
津
の
川
と
な
る
」
（
絵
・
今
）
の

三
例
だ
け
で
あ
る
か
ら
、
全
体
と
し
て
は
、
多
様
な
表
現
が
見
ら
れ
る
と
い
え

る
だ
ろ
う
。

　
「
あ
は
れ
な
り
（
る
・
れ
）
」
あ
る
い
は
「
あ
は
れ
」
と
い
う
単
語
に
注
目
す

る
と
、
「
曾
根
崎
心
中
」
で
は
、
愁
嘆
句
に
付
い
た
批
評
（
主
観
的
表
現
）
は
、

作
中
全
部
で
九
箇
所
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
四
筒
所
に
含
ま
れ
て
い
る
。
以
下
、

時
代
順
に
見
て
い
く
と
、
絵
－
六
箇
所
中
一
、
紅
　
十
箇
所
中
四
、
潤
－
五
箇

所
中
三
、
重
　
五
箇
所
中
一
、
刃
－
六
箇
中
二
、
万
－
三
箇
所
中
○
、
今
－
六

箇
所
中
○
、
生
－
八
箇
所
中
三
、
天
－
六
箇
所
中
○
、
宵
－
六
箇
所
中
二
、
と

な
り
、
「
生
玉
心
中
」
で
や
や
増
え
る
も
の
の
（
「
曾
根
崎
心
中
」
と
の
題
材
の

関
連
性
に
よ
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
）
、
明
ら
か
に
減
っ
て
い
く
。
角
田
一
郎

氏
が
、
「
難
波
土
産
」
の
近
松
の
言
説
を
引
か
れ
、
す
で
に
「
出
世
景
清
」
で
、

「
『
あ
は
れ
也
』
と
い
う
文
句
は
多
く
用
い
ら
れ
ず
、
肝
要
な
し
め
く
く
り
に
っ

か
わ
れ
て
い
」
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
心
中
物
に
お
い
て
も
「
あ
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
六

れ
也
と
い
は
ず
し
て
ひ
と
り
あ
は
れ
な
る
が
肝
要
也
」
と
い
う
考
え
方
が
、
自

覚
さ
れ
て
い
く
こ
と
が
裏
付
け
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

　
「
ふ
び
ん
な
り
」
「
む
ざ
ん
な
り
」
と
い
う
語
も
、
複
数
の
作
品
に
見
ら
れ
る

が
、
同
一
作
品
内
に
各
一
回
ず
つ
で
あ
る
。
「
道
理
」
「
こ
と
は
り
」
「
至
極
」

と
い
っ
た
、
理
を
詰
め
て
同
意
を
求
め
る
言
い
方
も
、
常
套
的
だ
が
、
愁
嘆
に

付
く
の
は
一
作
に
一
回
以
内
で
あ
る
。

　
「
お
ち
て
三
津
の
川
と
な
る
」
の
よ
う
な
、
泣
き
方
の
激
し
さ
を
誇
張
し
て

表
現
す
る
言
い
方
に
は
、
「
か
は
の
み
か
さ
も
ま
さ
る
べ
し
」
（
曾
）
・
「
み
な
ぎ

る
。
た
き
に
こ
と
な
ら
ず
」
（
絵
）
・
「
す
み
火
も
き
へ
て
こ
ほ
る
ら
ん
」

（
重
）
・
「
ゆ
だ
ま
と
た
ぎ
る
計
也
」
（
刃
）
・
「
盃
の
是
も
う
へ
こ
す
計
也
」

（
生
）
・
「
ほ
り
か
は
の
は
し
も
水
に
や
ひ
た
る
ら
ん
」
（
天
）
と
い
っ
た
、
作
品

に
個
別
の
、
印
象
的
な
表
現
が
工
夫
さ
れ
て
い
る
。

　
作
者
の
批
評
の
作
品
ご
と
の
総
数
は
、
特
に
減
っ
て
い
く
わ
け
で
は
な
い
。

山
根
為
雄
氏
が
、
「
『
薩
摩
守
忠
度
』
等
の
諸
問
題
－
加
賀
稼
と
義
太
夫
を
め
ぐ

っ
て
ー
」
（
女
子
大
国
文
　
昭
和
五
十
七
年
七
月
）
で
、
こ
の
作
者
の
批
評
に

っ
い
て
、
「
常
套
語
で
形
式
化
す
る
と
マ
イ
ナ
ス
の
要
素
が
強
ま
る
が
、
こ
の

語
の
本
来
的
機
能
は
、
そ
の
場
の
雰
囲
気
を
語
り
手
が
観
客
（
聴
衆
）
に
訴
え

か
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
観
客
（
聴
衆
）
を
語
り
手
の
心
情
に
同
化
さ
せ
よ
う

と
す
る
働
き
を
担
っ
て
い
る
も
の
」
で
、
「
い
か
に
観
客
（
聴
衆
）
を
語
り
手

の
心
情
の
世
界
に
同
化
さ
せ
る
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
る
か
が
問
題
」
な
の
で
、



「
こ
の
多
寡
を
以
て
文
章
上
の
優
劣
は
っ
け
ら
れ
な
い
」
と
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
は
、
あ
く
ま
で
も
加
賀
橡
本
と
義
太
夫
本
の
比
較
と
い
う
な
か
で
述
べ
ら
れ

た
も
の
で
、
音
曲
を
も
視
野
に
入
れ
て
の
こ
と
で
あ
る
が
、
作
者
の
批
評
を
、

質
の
問
題
と
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
、
示
唆
的
で
あ
る
。
近

松
の
詞
章
の
問
題
と
し
て
考
え
た
と
き
も
、
数
が
減
ら
な
い
こ
と
で
は
な
く
、

質
の
面
で
変
化
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

　
こ
う
し
た
作
者
の
批
評
は
、
殆
ど
が
、
主
人
公
が
主
体
の
愁
嘆
に
付
い
て
い

る
の
だ
が
、
「
卯
月
潤
色
」
「
心
中
重
井
筒
」
「
心
中
刃
は
氷
の
朔
日
」
「
今
宮
の

心
中
」
「
心
中
天
の
網
島
」
で
は
、
各
一
箇
所
ず
つ
、
主
人
公
以
外
の
人
物
単

独
の
愁
嘆
に
付
い
て
い
る
。

　
こ
と
は
り
せ
め
て
あ
は
れ
な
り
。
潤
　
お
ば

　
ち
ぢ
の
。
思
ひ
ぞ
あ
は
れ
な
る
。
重
　
お
た
っ

　
き
ど
く
に
も
ま
た
あ
は
れ
な
り
。
刃
　
伝
内

　
じ
ひ
心
あ
ま
る
な
み
だ
の
ゐ
け
ん
後
世
に
入
た
る
し
る
し
な
り
。
今
貞
法

　
道
理
な
れ
。
天
　
お
さ
ん

以
上
が
そ
れ
で
あ
る
が
、
主
人
公
の
愁
嘆
に
付
く
場
合
と
、
語
彙
そ
の
も
の
の

性
質
は
変
わ
ら
な
い
。
「
こ
こ
」
と
い
う
場
所
で
使
わ
れ
て
い
る
は
ず
の
「
あ

は
れ
な
り
」
さ
え
も
、
見
い
だ
さ
れ
る
。
ま
た
、
作
品
内
で
、
劇
の
進
行
に
重

要
な
役
割
を
果
た
す
人
物
（
伝
内
は
乳
兄
弟
だ
が
、
小
か
ん
の
母
の
代
理
と
し

て
の
重
さ
を
持
つ
一
が
、
い
ず
れ
も
そ
の
主
体
で
あ
る
こ
と
は
、
注
目
す
べ
き

　
　
　
　
　
近
松
心
中
物
に
お
け
る
愁
嘆
表
現
に
つ
い
て

で
あ
ろ
う

　
以
上
か
ら
、
愁
嘆
表
現
に
は
、
常
套
的
表
現
が
中
心
に
な
っ
て
は
い
る
が
、

意
識
的
に
変
化
を
っ
け
よ
う
と
す
る
意
図
が
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。

全
体
と
し
て
は
、
こ
う
し
た
¢
　
　
の
組
み
合
わ
せ
方
と
、
助
詞
の
使
い
方
等

で
、
さ
ま
ざ
ま
な
表
現
を
作
り
出
し
て
い
る
。
そ
の
全
体
が
全
く
同
じ
も
の
が

複
数
出
て
く
る
の
は
、
「
な
い
て
」
「
な
み
だ
に
く
れ
な
が
ら
」
「
す
が
り
付
て

ぞ
な
き
ゐ
た
る
」
「
こ
ゑ
を
あ
げ
て
な
き
け
れ
ば
」
「
か
っ
は
と
ふ
し
て
な
き
け

れ
ば
」
の
五
例
（
各
二
回
）
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
は
総
数
（
三
百
六
十
二
）
か

ら
す
る
と
、
実
に
少
な
い
と
い
え
る
。
部
分
を
見
れ
ば
、
類
型
句
は
確
か
に
多

用
さ
れ
て
お
り
、
聴
く
側
の
、
聞
き
慣
れ
た
決
ま
り
文
句
を
聴
く
心
地
よ
さ
は

満
た
し
つ
つ
、
組
み
合
わ
せ
方
に
変
化
を
つ
け
た
り
、
耳
新
し
い
新
鮮
な
表
現

を
作
品
や
場
に
応
じ
て
織
り
込
ん
で
い
く
。
「
あ
は
れ
な
り
」
の
使
い
方
も
、

禁
欲
的
に
な
る
。
そ
こ
に
多
様
な
節
付
が
な
さ
れ
て
い
く
わ
け
だ
か
ら
、
愁
嘆

表
現
は
メ
リ
ハ
リ
の
あ
る
も
の
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
心
中
物
と
い
う
、
狭
い

範
囲
で
の
こ
と
だ
が
、
心
中
と
い
う
き
ま
っ
た
結
末
に
向
か
う
だ
け
に
、
そ
れ

ぞ
れ
新
し
い
趣
向
を
求
め
て
苦
心
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
愁
嘆
表
現
と
い
う

細
部
に
お
い
て
も
、
追
求
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。

四
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近
松
心
中
物
に
お
け
る
愁
嘆
表
現
に
つ
い
て

三
、
主
体
に
つ
い
て

　
「
心
中
天
網
島
」
の
中
の
巻
の
「
し
ぢ
う
さ
し
う
っ
む
き
し
く
し
く
泣
て
ゐ

た
り
し
が
」
の
主
体
の
解
釈
に
は
、
従
来
「
お
さ
ん
説
」
「
治
兵
衛
説
」
の
二

説
が
あ
る
が
、
こ
れ
に
っ
い
て
は
山
根
為
雄
氏
が
、
「
「
心
中
天
の
網
島
』
雑
感

－
節
章
と
解
釈
１
」
（
女
子
大
国
文
　
平
成
四
年
六
月
）
で
、
世
話
物
か
ら
時

代
物
に
渡
っ
て
節
付
や
語
法
の
用
例
を
詳
細
に
検
討
さ
れ
た
結
果
、

　
　
フ
シ
落
ち
の
箇
所
が
接
続
助
詞
「
が
」
で
終
っ
て
、
次
が
セ
リ
フ
で
始
ま

　
る
場
合
の
そ
の
セ
リ
フ
の
話
者
は
、
フ
シ
落
ち
部
の
主
語
と
同
一
人
で
例
外

　
が
な
い
と
い
う
、
こ
の
ふ
し
付
の
型
を
「
心
中
天
の
網
島
」
の
該
当
部
に
適

　
用
す
る
と
、
「
手
付
渡
し
て
云
々
」
の
セ
リ
フ
の
話
者
は
治
兵
衛
以
外
に
考

　
え
ら
れ
な
い
か
ら
、
「
始
終
さ
し
う
っ
む
き
し
く
し
く
泣
て
ゐ
た
り
し
が
」

　
の
主
語
も
治
兵
衛
と
な
る
。

と
、
明
快
に
「
治
兵
衛
説
」
の
正
当
性
を
裏
付
け
て
お
ら
れ
る
。
こ
こ
か
ら
す

れ
ば
、
主
体
は
治
兵
衛
以
外
に
は
考
え
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
主
体
の
問
題
は
、

語
彙
だ
け
で
は
判
別
で
き
な
い
、
や
は
り
、
節
付
と
い
う
手
が
か
り
が
有
効
な

の
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。

　
た
だ
、
こ
れ
は
、
そ
れ
と
は
別
の
次
元
で
の
見
方
で
あ
る
が
、
現
行
の
舞
台

で
も
、
こ
の
部
分
の
主
体
は
、
お
さ
ん
で
演
じ
ら
れ
る
こ
と
も
治
兵
衛
で
演
じ

ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
平
成
四
年
六
月
の
近
松
座
歌
舞
伎
公
演
で
は
お
さ
ん
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
八

同
年
十
一
月
の
国
立
文
楽
劇
場
公
演
で
は
、
治
兵
衛
が
「
し
く
し
く
泣
く
」
演

出
に
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
歌
舞
伎
と
文
楽
の
違
い
で
は
な
い
ら
し
い
。
祐

田
善
雄
氏
は
、
「
全
講
心
中
天
の
網
島
」
（
至
文
堂
　
昭
和
五
十
年
二
月
）
で
、

現
行
の
舞
台
演
出
か
ら
、
「
こ
こ
は
治
兵
衛
が
泣
い
て
い
る
の
で
は
な
い
」
と

さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
前
の
お
さ
ん
の
セ
リ
フ
に
伴
う
現
行
の
演
出
に
つ
い
て

は
、
「
お
さ
ん
は
袖
を
目
に
当
て
、
左
手
を
添
え
、
泣
き
く
ず
れ
る
（
強
く
畳

を
叩
い
て
夫
に
頼
む
型
も
あ
る
）
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
（
　
）
内
の
場
合
は
、

そ
の
直
後
お
さ
ん
が
「
し
く
し
く
」
泣
く
の
は
つ
な
が
り
が
悪
い
か
ら
、
治
兵

衛
が
「
し
く
し
く
」
泣
く
型
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
先
の
国
立

文
楽
劇
場
公
演
で
は
、
そ
う
し
た
演
出
の
流
れ
に
な
っ
て
い
た
。
近
松
や
政
太

夫
没
後
に
改
作
の
影
響
で
そ
う
な
っ
た
も
の
か
、
近
代
以
降
の
こ
と
か
は
現
段

階
で
は
わ
か
ら
な
い
が
、
現
行
で
は
文
楽
の
中
で
も
二
様
の
演
出
が
従
来
あ
る

の
で
あ
る
。
解
釈
・
演
出
の
正
誤
を
問
題
に
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
作
者
の

意
図
と
、
作
曲
者
・
演
者
の
演
じ
方
、
ま
た
は
、
読
者
な
い
し
聴
衆
の
受
け
と

め
方
は
、
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
の
が
演
劇
と
し
て
の
浄
瑠
璃
の
性
質
で
あ
る

と
い
う
こ
と
が
、
こ
の
こ
と
に
い
み
じ
く
も
現
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
愁
嘆
表
現
の
主
体
は
、
心
中
物
十
一
曲
中
、
詞
章
だ
け
で
主
体
が
判
断
で
き

な
い
所
は
な
い
。
節
付
に
あ
え
て
踏
み
込
め
ば
、
世
話
物
二
十
四
曲
中
で
も
、

フ
シ
落
ち
や
ス
ヱ
テ
の
よ
う
な
聞
か
せ
ど
こ
ろ
の
愁
嘆
部
で
は
、
こ
の
よ
う
に



詞
章
の
上
で
主
体
の
あ
い
ま
い
な
と
こ
ろ
は
こ
こ
以
外
に
は
な
い
。
節
付
が
手

が
か
り
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
翻
っ
て
い
え
ば
、
近
松
が
自
分
の
詞
章
と
し

て
主
体
を
明
確
に
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
も
な
り
、
そ
れ
は
な
ぜ
か
と
い

う
疑
問
が
残
る
。
そ
の
疑
問
じ
た
い
は
、
現
段
階
で
は
解
く
す
べ
も
な
い
か
ら

措
く
と
し
て
も
、
節
付
な
ど
か
ら
主
体
が
治
兵
衛
で
あ
る
こ
と
が
自
明
で
あ
っ

た
と
す
れ
ば
、
な
ぜ
一
曲
中
こ
れ
ほ
ど
重
要
な
場
面
で
、
お
さ
ん
を
主
体
と
す

る
よ
う
な
演
出
上
の
「
別
解
釈
」
が
起
こ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
こ
と

も
含
め
て
、
近
松
の
詞
章
の
側
に
主
体
に
よ
る
区
別
や
一
定
の
傾
向
が
、
心
中

物
の
流
れ
の
中
に
あ
る
の
か
ど
う
か
、
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。

　
抜
き
だ
し
た
愁
嘆
表
現
に
は
、
¢
＠
ゆ
の
複
合
の
度
合
や
、
そ
れ
ぞ
れ
の
部

分
の
長
さ
に
よ
っ
て
、
「
な
い
て
」
と
い
う
よ
う
な
短
い
も
の
か
ら
、
五
十
音

を
越
え
る
長
い
も
の
ま
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
前
に
述
べ
た
。
こ
の
、
語
彙

の
複
合
の
し
か
た
と
、
主
体
－
主
人
公
の
女
・
男
・
二
人
、
主
人
公
以
外
１
と

の
相
関
関
係
を
、
表
一
に
示
し
た
。

　
〈
短
Ｖ
は
、
「
泣
く
」
コ
涙
」
そ
れ
に
類
す
る
愁
嘆
の
核
と
な
る
表
現
の
み
か
、

そ
れ
に
¢
　
　
の
ど
れ
か
ひ
と
っ
が
付
い
た
だ
け
の
短
文
の
場
合
で
あ
り
、

〈
長
Ｖ
は
、
Ｑ
＠
　
の
う
ち
ひ
と
っ
が
二
種
類
以
上
複
合
し
た
り
、
ふ
た
っ
以

上
（
あ
る
い
は
　
が
単
語
で
な
く
短
文
と
な
る
長
い
も
の
）
が
複
合
し
て
長
文

と
な
る
場
合
で
あ
る
。
複
合
の
度
合
い
を
、
「
泣
き
」
の
表
現
の
軽
重
を
測
る

基
準
の
一
つ
と
し
た
の
で
あ
る
。
欄
内
の
「
一
」
は
、
そ
の
人
物
が
そ
の
巻
に

　
　
　
　
　
近
松
心
中
物
に
お
け
る
愁
嘆
表
現
に
つ
い
て

登
場
し
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
数
字
の
右
肩
に
・
印
の
あ
る
も
の
は
、
主
人

公
と
主
人
公
以
外
、
あ
る
い
は
、
主
人
公
以
外
の
人
物
同
士
が
一
緒
に
泣
く
場

合
で
、
両
者
に
カ
ウ
ン
ト
し
て
あ
る
の
で
、
重
複
し
た
分
は
総
数
か
ら
引
い
て

あ
る
。

　
総
数
と
し
て
は
、
や
や
多
い
も
の
が
あ
る
程
度
で
、
各
作
品
三
十
箇
所
前
後

な
の
で
、
そ
れ
ほ
ど
の
違
い
は
な
い
と
い
え
る
。
そ
れ
が
、
「
心
中
二
枚
絵
草

紙
」
以
後
、
主
人
公
以
外
の
人
物
に
広
が
っ
て
い
く
の
は
、
「
近
松
序
説
」
（
未

来
杜
　
昭
和
三
十
二
年
四
月
）
で
、
広
末
保
氏
の
言
わ
れ
た
「
従
属
的
悲
劇
」

へ
の
ひ
ろ
が
り
が
、
愁
嘆
表
現
そ
の
も
の
の
側
か
ら
も
見
え
る
と
い
う
こ
と
に

な
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
「
心
中
重
井
筒
」
か
ら
「
生
玉
心
中
」
の
時
期
に
は
、

上
の
巻
の
女
主
人
公
の
比
重
が
軽
く
、
そ
の
分
中
の
巻
に
女
主
人
公
の
愁
嘆
が

多
く
描
き
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
が
、
こ
れ
も
、
従
来
の
「
世
話
物
中

期
」
と
い
う
時
代
区
分
と
ほ
ぼ
重
な
る
傾
向
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
は
、
だ
い

た
い
、
今
ま
で
い
わ
れ
て
き
た
こ
と
を
再
確
認
す
る
に
と
ど
ま
る
。

　
主
人
公
以
外
の
人
物
全
て
の
愁
嘆
表
現
の
く
長
Ｖ
〈
短
Ｖ
を
合
計
し
、
総
数

に
対
す
る
割
合
を
、
作
品
ご
と
に
出
す
と
、

　
　
曾
１
０
％
　
絵
－
二
一
％
　
紅
－
一
七
％
　
潤
－
三
〇
％
　
重
－
三
四
％

　
　
刃
－
三
四
％
　
万
－
二
八
％
　
今
－
一
九
％
　
生
－
二
八
％
　
天
－
一

　
　
八
％
　
宵
－
二
一
％

と
な
り
、
増
減
な
ど
の
傾
向
性
は
全
く
見
ら
れ
な
い
。
主
人
公
以
外
の
人
物
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
九



　
　
　
　
　
近
松
心
中
物
に
お
け
る
愁
嘆
表
現
に
つ
い
て

か
ら
み
が
多
い
中
の
巻
の
み
を
見
て
も
、

　
　
曾
１
０
％
　
絵
－
四
四
％
　
紅
－
三
三
％
　
潤
－
一
〇
〇
％
　
重
　
八
％

　
　
刃
－
三
五
％
　
万
－
一
二
％
　
今
－
二
四
％
　
生
－
三
三
％
　
天
－
六

　
　
三
％
　
宵
－
四
六
％

で
あ
り
、
こ
れ
も
作
品
の
個
別
性
が
出
て
く
る
だ
け
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
表
の
主
人
公
以
外
の
く
長
Ｖ
の
所
だ
け
を
見
て
い
く
と
、
総
数
で

見
る
の
と
は
別
の
こ
と
が
わ
か
る
。
主
人
公
と
一
緒
に
嘆
く
・
印
の
つ
い
た
も

の
を
除
き
、
主
人
公
以
外
の
人
物
の
単
独
の
愁
嘆
が
二
箇
所
あ
る
の
は
、
「
心

中
重
井
筒
」
の
お
た
つ
、
「
心
中
刃
は
氷
の
朔
日
」
の
伝
内
、
「
今
宮
の
心
中
」

の
貞
法
、
「
心
中
天
の
網
島
」
の
お
さ
ん
で
あ
る
。
二
で
述
べ
た
　
（
作
者
の

批
評
）
の
付
く
愁
嘆
表
現
の
あ
る
人
物
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
。
作
中
で
の
愁
嘆
表

現
に
お
け
る
扱
い
の
重
さ
が
確
認
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
前
述
の
「
し
ぢ
う

さ
し
う
つ
む
き
し
く
し
く
泣
ゐ
た
り
し
が
」
（
こ
こ
は
、
こ
の
分
類
で
い
く
と

く
長
Ｖ
の
方
に
入
る
）
の
主
体
が
、
お
さ
ん
で
あ
る
と
い
う
解
釈
が
出
て
き
た

の
も
、
そ
う
し
た
表
現
の
流
れ
の
な
か
で
は
、
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
だ
っ
た
の
か

も
し
れ
な
い
。
「
心
中
重
井
筒
」
と
「
心
中
天
の
網
島
」
は
、
素
材
も
類
似
し

て
い
る
し
、
お
た
つ
と
お
さ
ん
の
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
も
同
一
で
あ
る
が
、
こ

の
長
い
愁
嘆
表
現
の
置
か
れ
る
位
置
が
、
「
心
中
重
井
筒
」
は
上
の
巻
、
「
心
中

天
の
網
島
」
は
中
の
巻
と
、
こ
れ
も
変
化
が
あ
る
。
意
識
的
と
一
言
っ
て
良
い
の

で
は
な
い
か
。
ま
た
、
こ
う
し
た
人
物
が
出
て
き
て
い
る
の
が
「
心
中
重
井

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
〇

筒
」
以
後
で
あ
る
こ
と
も
、
二
で
述
べ
た
よ
う
に
語
彙
の
新
し
さ
が
出
て
く
る

時
期
と
重
な
っ
て
い
る
点
で
、
注
目
し
て
お
き
た
い
。

　
下
の
巻
で
は
、
主
人
公
以
外
の
人
物
が
登
場
し
て
も
、
単
独
の
も
の
は
す
べ

て
く
短
Ｖ
に
と
ど
ま
る
。
（
「
心
中
二
枚
絵
草
紙
」
の
・
印
の
場
合
は
、
主
人
公

二
人
と
物
陰
に
隠
れ
た
善
次
郎
が
共
に
泣
く
の
で
、
善
次
郎
の
比
重
は
軽
い
。
）

作
品
の
個
別
性
は
あ
っ
て
も
、
心
中
物
の
下
の
巻
は
基
本
的
に
主
人
公
二
人
の

巻
、
つ
ま
り
二
人
の
愁
嘆
を
主
に
聴
か
せ
る
と
い
う
姿
勢
は
、
「
曾
根
崎
心
中
」

以
来
貫
か
れ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。

　
次
に
表
二
で
は
、
誰
と
誰
の
愁
嘆
で
あ
る
の
か
を
、
巻
ご
と
に
劇
の
進
行
の

順
に
従
っ
て
示
し
た
。
「
修
辞
的
な
愁
嘆
語
」
と
は
、
「
な
み
だ
の
あ
め
も
ふ
る

だ
う
ぐ
や
の
」
（
紅
）
の
よ
う
な
、
具
体
的
行
為
を
指
す
の
で
は
な
い
、
悲
哀

の
雰
囲
気
を
出
す
た
め
の
表
現
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
表
で
は
、
●
（
主
人
公

の
う
ち
一
人
と
主
人
公
以
外
の
愁
嘆
）
の
出
方
に
傾
向
性
が
あ
る
。
や
は
り
、

「
心
中
重
井
筒
」
以
後
上
の
巻
に
出
て
き
て
、
中
の
巻
で
も
「
心
中
万
年
草
」

で
は
減
る
が
、
だ
い
た
い
十
箇
所
前
後
で
定
着
す
る
。
（
表
中
の
／
は
、
主
人

公
以
外
の
人
物
が
別
の
人
物
に
変
わ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
）
主
人
公
以
外
の

人
物
の
愁
嘆
場
を
担
う
役
割
が
、
上
の
巻
・
中
の
巻
に
渡
っ
て
増
大
す
る
こ
と

が
、
愁
嘆
表
現
の
数
か
ら
客
観
的
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
生
玉
心
中
」
以

後
は
、
「
心
中
天
の
網
島
」
中
の
巻
に
特
徴
的
に
現
れ
て
い
る
よ
う
に
、
作
品

の
個
別
性
と
い
う
性
質
が
見
え
る
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。



四
、
お
わ
り
に

　
以
上
、
大
ま
か
な
と
こ
ろ
で
は
、
従
来
さ
ま
ざ
ま
な
側
面
か
ら
い
わ
れ
て
き

た
こ
と
を
、
愁
嘆
表
現
の
面
か
ら
再
確
認
し
た
に
と
ど
ま
っ
た
。
例
え
ば
、
横

山
正
氏
が
「
浄
瑠
璃
操
芝
居
の
研
究
」
一
風
問
書
房
　
昭
和
三
十
九
年
一
月
一

で
、
「
情
死
の
動
機
」
・
「
情
死
へ
の
展
開
」
・
「
隠
蔽
表
現
」
・
人
物
形
象
の
面
か

ら
、
「
近
松
心
中
浄
瑠
璃
に
於
け
る
表
現
形
態
の
変
化
が
、
何
れ
も
一
様
に

『
心
中
重
井
筒
』
（
宝
永
四
年
末
）
か
ら
『
心
中
万
年
草
』
（
宝
永
五
年
四
月
）

に
か
け
て
の
頃
に
現
れ
」
る
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
が
、
愁
嘆
表
現
の
様
相
も
、

そ
れ
に
対
応
す
る
形
が
見
ら
れ
た
。
さ
ら
に
、
同
書
で
、
「
更
に
第
二
の
変
化

を
示
す
の
が
『
生
玉
心
中
』
の
よ
う
で
あ
る
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
が
、
こ
れ

も
、
「
生
玉
心
中
」
以
後
、
愁
嘆
表
現
の
様
相
が
、
表
二
に
見
ら
れ
る
よ
う
に

作
品
ご
と
の
個
別
性
が
高
ま
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
、
確
認
で
き
る
の
で
は
な

い
か
。

　
一
方
、
細
部
に
お
い
て
は
、
変
化
の
様
相
を
そ
れ
な
り
に
明
ら
か
に
で
き
た

と
思
う
。
愁
嘆
表
現
の
部
分
の
語
彙
に
つ
い
て
は
、
常
套
的
表
現
を
温
存
し
つ

つ
も
、
変
化
を
つ
け
た
り
新
し
い
表
現
を
生
み
出
そ
う
と
し
て
い
る
作
者
の
意

識
が
あ
る
こ
と
、
そ
の
ひ
と
ま
と
ま
り
と
し
て
の
表
現
の
主
体
に
つ
い
て
は
、

主
人
公
以
外
の
人
物
の
作
中
の
位
置
づ
け
が
、
愁
嘆
表
現
と
い
う
側
面
か
ら
も

あ
る
程
度
は
確
認
で
き
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

　
　
　
　
　
近
松
心
中
物
に
お
け
る
愁
嘆
表
現
に
つ
い
て

　
こ
れ
か
ら
の
課
題
と
し
て
は
、
こ
の
心
中
物
の
愁
嘆
表
現
の
流
れ
が
、
世
話

物
二
十
四
曲
の
な
か
で
、
い
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
、
他
の
「
姦
通
物
」

「
犯
罪
物
」
等
と
の
共
通
点
・
相
違
点
を
明
ら
か
に
し
、
近
松
の
世
話
物
の
愁

嘆
表
現
の
特
質
と
し
て
ま
と
め
て
い
く
こ
と
を
考
え
て
い
る
。
さ
ら
に
、
時
代

物
・
古
浄
瑠
璃
も
視
野
に
入
れ
て
、
「
近
松
の
愁
嘆
表
現
」
を
集
成
し
て
い
き

た
い
。
そ
の
な
か
で
、
本
稿
で
述
べ
た
こ
と
に
つ
い
て
も
、
新
た
な
意
味
付
け

が
で
き
る
と
思
う
。
〈
了
Ｖ
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献
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節
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夫
節
の
「
オ
ト
シ
」
に
つ
い
て
　
近
松
論
集

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
昭
和
四
十
一
年
九
月

祐
田
善
雄
氏

角
田
一
郎
氏

内
山
美
樹
子
氏

山
根
為
雄
氏

音
曲
の
文
体
か
ら
見
た
近
松
　
解
釈
と
鑑
賞
　
　
昭
和
四
十
五
年
十
月

近
松
の
音
楽
と
構
成
　
国
文
学
　
　
　
　
　
　
　
昭
和
四
十
六
年
九
月

近
松
浄
瑠
璃
の
解
釈
　
山
辺
道
　
　
　
　
　
　
　
昭
和
四
十
九
年
三
月

音
楽
性
と
劇
構
想
－
現
研
究
段
階
と
課
題
！
　
解
釈
と
鑑
賞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
昭
和
四
十
九
年
九
月

節
の
解
説
　
「
近
松
門
左
衛
門
」
小
学
館
　
　
　
　
昭
和
五
十
年
八
月

「
曾
根
崎
心
中
」
の
文
体
比
較
－
筑
後
橡
本
と
加
賀
稼
本
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
近
世
文
芸
　
昭
和
五
十
一
年
八
月

五
一
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愁
嘆
表
現
に
つ
い
て

五
二

表
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０

２
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３
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４
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長
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１
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表
二

凡
例

主
人
公
二
人
の
対
話
と
愁
嘆
１
０

主
人
公
の
う
ち
一
人
と
主
人
公
以
外
の
者
の
愁
嘆

主
人
公
二
人
と
主
人
公
以
外
の
愁
嘆
－
◎

主
人
公
と
不
特
定
多
数
の
人
々
１
☆

主
人
公
一
人
１
★

主
人
公
以
外
の
者
同
士
１
◇

修
辞
的
な
愁
嘆
語
　
修

上
０
６
☆
３

上
★
１
●
１
／
２
／
５

曾

中

★
３
０
２
☆
１
０
１

万

中

☆
１
０
５
●
１
◇
１
０
３

下

０
７
修
２
０
４

下

０
３
◎
８
０
１

上
☆
１

上
●
１
／
１

絵

中

●
７
☆
２
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中

０
３
☆
３
●
９
０
２

下

０
２
●
２
０
７

下
０
１
１
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★
２
０
２
◎
７
修
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上
０
２
●
３
／
２
０
３
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中

★
１
０
２
◎
３
／
５
０
１
★
２
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３
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０
４
●
５
★
２
●
６
０
４

下
０
９

下

０
６
◇
２
０
４

上
０
９

上
●
１
★
２
●
２
◎
６
☆
１

潤

中
◇
８
修
１
０
２
★
５

天

中

●
１
／
７
／
２

下
★
１

下

０
３
◇
１
★
２
０
９
★
１

上
●
１
／
４

上
な
し

重

中

●
３
★
２
０
７

宵

中

★
１
●
６
◎
６

下

０
６
◇
５
０
１

下

●
２
０
３
◎
３
０
１
２
★
１

上
●
４
／
１
１

刃

中

★
２
０
５
●
１
２

下
０
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