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書
評
・
信
多
純

一
著

『近
松
の
世
界
』

本
書
は
著
者
の
論
文
集
で
あ
る
。
論
文
の
テ
ー
マ
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
著

者
の
考
え
方
は

一
貫
し
て
い
る
。
「
近
松
作
品
を
詩
的
に
扱
う
段
階
か
ら
、
こ

れ
を
劇
之
し
て
総
合
的
に
み
よ
う
と
す
る
動
き
が
、
近
来
顕
著
で
あ
る
」
含
二

〇

一
頁
）
が
、
著
者
は
そ
の
分
野
の
強
力
な
推
進
者
で
あ
る
。
「
近
松
の
作
品

は
人
形
浄
瑠
璃
の
た
め
に
作
ら
れ
、
音
曲
と
演
技
を
伴
う
も
の
」
２

七
頁
）

と
の
視
点
に
立
ち
、
例
え
ば

「
「曾
根
崎
心
中
」
は
作
者
に
近
松
が
、
太
夫
に

義
太
夫
が
、
そ
し
て
人
形
に
辰
松
が
、
と
い
う
こ
と
で
、
素
晴
ら
し
い
人
た
ち

が
提
携
し
て
や
っ
た
た
め
に
大
当
り
を
と
っ
た
」
含
一九
四
頁
）
と
し
て
い
る
。

著
者
は
従
っ
て
世
話
物
で
は

「曾
根
崎
心
中
」
、
時
代
物
で
は

「出
世
景
清
』

に
、
か
な
り
の
重
点
を
置
い
て
論
述
す
る
。

「
曾
根
崎
心
中
」
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
近
松
の
最
初
の
世
話
浄
瑠
璃
で
あ

る
。
そ
れ
が

「時
代
」
で
な
く
Ｌ
世
話
」
で
あ
る
ゆ
え
ん
は
何
か
。
同
じ
世
話

物
で
あ
る
竹
本
内
匠
太
夫
の
二
つ
の
作
品

『道
中
評
判
敵
討
」
「大
坂
千
日
寺

心
中
物
語
」
に
よ
っ
て
、
対
話
の
口
調
の

「
せ
り
ふ
」
で
世
話
事
を
演
じ
た
こ

と
が
分
か
る
。
こ
れ
は
節
付
と
し
て
の

「
詞
」
で
は
な
い
。
さ
ら
に

『蝉
の
ぬ

け
が
ら
」
の
介
六
の
身
上
咄
―
―
こ
れ
は
内
匠
利
太
夫
の

「
せ
り
ふ
事
」
に
当

る
が
―
―
そ
れ
が

「曾
根
崎
心
中
」
の
徳
兵
衛
の
身
上
咄
に
よ
く
似
て
い
る
。

室

木

　

弥

太

郎

さ
ら
に
両
作
品
を
綿
密
に
比
較
し
て
み
る
と
、
特
に

一
曲
の
眼
目
で
あ
る
中
巻

の
、
煙
撻
あ
る
い
は
縁
の
上
下
を
使
っ
て
の
当
て
言
の
場
を
比
べ
る
と
、
両
者

の
密
接
な
関
係
を
見
出
す
。
す
な
わ
ち

『曾
根
崎
心
中
」
は
、
助
六
心
中
浄
瑠

璃
で
あ
る
、
山
本
角
太
夫
系
の

『蝉
の
ぬ
け
が
ら
」
お
よ
び
竹
本
内
匠
太
夫
の

「大
坂
千
日
寺
心
中
物
語
」
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

ま
た

「曾
根
崎
心
中
」
は
近
松
五
十

一
歳
の
作
で
あ
る
が
、
三
十
二
歳
の
作

と
い
わ
れ
る

「世
継
曾
我
」
と
比
べ
る
と
、
こ
れ
ま
た
非
常
に
似
て
い
る
。
例

え
ば

『
曾
根
崎
心
中
』
中
巻
天
満
屋
の
場
の
、
油
屋
九
平
次
と
い
っ
た
敵
役
は
、

「世
継
曾
我
」
二
段
目
廓
場
に
、
九
平
次
に
相
当
す
る
敵
役
が
す
で
に
登
場
し

て
い
る
。
両
者
は
場
面

。
構
成

。
人
物
設
定
等
ほ
と
ん
ど
同
じ
展
開
で
あ
る
と

い
っ
て
よ
い
。

以
上
は
論
文

「
「切
上
る
り
曾
根
崎
心
中
」
の
成
立
に
つ
い
て
」
を
か
い
摘
ま

ん
だ
の
で
あ
る
が
、
続
い
て

「近
松
浄
瑠
璃
の
方
法

心
中
物
を
中
心
と
し
て
」

を
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。
右
の
天
満
屋
の
場
を
、
技
巧
的
情
緒
表
現
と
特
徴
付

け
、
前
半
に
外
的
葛
藤
が
展
開
さ
れ
、
後
半
に
は
葛
藤
の
内
的
展
開
が
多
く
、

情
緒
表
現
と
な
っ
て
現
れ
、
終
局
に
至
る
と
す
る
。
つ
ま
り
劇
の
中
央
部
に
抒

情
的
な
場
面
を
形
成
し
、
最
大
の
見
せ
場
を
設
け
る
。
こ
れ
が
当
時
の
演
劇
の



決
ま
っ
た
型
で
あ
る
。

大
当
り
を
取
っ
た
天
満
屋
の
場
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
こ
の
よ
う
に
縁
の
上
下
と
い
う
、
舞
台
装
置
を
使
用
し
て
技
巧
的
な
局
面
を

形
成
し
、
人
形
の
機
能
を
最
高
度
に
発
揮
し
た
近
松
の
方
法
と
い
う
も
の
は
、

他
の
浄
瑠
璃
作
家
の
追
随
を
許
さ
な
い
彼
の
独
創
で
あ
り
ま
し
た
。
（中
略
）

人
形
と
舞
台
装
置
の
機
能
を
十
分
に
使
っ
て
の
、
サ
ス
ペ
ン
ス
に
富
ん
だ
技
巧

的
局
面
設
定
が
、
「曾
根
崎
心
中
』
の
劇
的
統

一
を
支
え
て
い
る
の
で
あ
り
ま

し
て
、
そ
の
後
な
が
ら
く
、
世
話
浄
瑠
璃
に
お
い
て
は
そ
の
線
を
の
ば
し
て
い

く
こ
と
が
、
彼
の
課
題
と
な
っ
て
お
り
ま
す
」
と
。

論
文

「助
六
心
中
浄
瑠
璃
の
初
演
と
そ
の
意
義

切
浄
瑠
璃
と
世
話
物
の
問
題
」

に
は
、
切
浄
瑠
璃

「大
坂
千
日
寺
心
中
物
語
」
の
上
演
年
代
を
、
元
禄
十
三
年

の
は
じ
め
ご
ろ
と
推
定
す
る
。
す
な
わ
ち

「曾
根
崎
心
中
」
に
三
年
ほ
ど
先
行

す
る
の
で
あ
っ
て
、
前
説
も
こ
れ
が
前
提
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た

「大
坂
千
日

寺
心
中
物
語
』
は
元
禄
十
二
年
正
月
、
京

・
万
太
夫
座
上
演
の

「
傾
城
仏
の

原
」
（近
松
作
）
と
つ
な
が
り
が
あ
る
と
指
摘
す
る
。
そ
れ
に
助
六
心
中
浄
瑠

璃
と

「夕
霧
名
残
の
正
月
』
（延
宝
六
年
二
月
上
演
）
は
、
構
成
が
き
わ
め
て

類
似
し
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
当
時
の
先
行
作

品
は
特
別
の
意
味
を
持
っ
た
の
で
あ
り
、
今
日
い
わ
れ
る
剰
窃
が
、
当
然
の
こ

と
と
し
て
行
わ
れ
た
。
ま
た
近
松
の
場
合
は
、
作
者
で
あ
り
な
が
ら
、
演
出
に

か
か
わ
る
仕
事
も
や
っ
た
と
い
う
の
が
著
者
の
説
で
あ
る
。

「
出
世
景
清
」
は
著
者
に
よ
る
と
、
「操
年
代
記
』
の
記
事
の
解
釈
そ
の
他

の
理
由
に
よ
っ
て
、
貞
享
二
年
二
の
替
り
の
義
太
夫
の
演
目
で
あ
り
、
近
松
の

作
品
で
あ
る
。
「曾
根
崎
心
中
」
の
十
八
年
前
の
作
品
で
あ
る
が
、
い
ろ
ん
な

意
味
で
劃
期
的
な
作
品
と
い
わ
れ
る
。
「
出
世
景
清
』
の
成
立
に
つ
い
て
」
と

い
う
論
文
に
注
目
し
よ
う
。
貞
享
二
年
の
正
月
は
新
暦
を
採
用
し
た
の
を
当
て

込
ん
で
、
宇
治
加
賀
嫁
方
で

「
暦
』
を
、
竹
本
義
太
夫
方
で

「賢
女
の
手
習
井

新
暦
」
を
上
演
し
た
。
義
太
夫
方
の
二
の
替
り
が

『出
世
景
清
」
で
、
加
賀
嫁

方
は

『凱
陣
八
島
」
を
上
演
し
た
。
義
太
夫
方
の
作
者
は
近
松
、
加
賀
株
方
は

西
鶴
と
い
う
。
『出
世
景
清
』
は
舞
曲

『景
清
」
と
古
浄
瑠
璃

『景
清
』
を
先

行
作
品
と
す
る
。
特
に
第

一
段
は
そ
の
題
材
、
構
成
と
も
に
謡
曲

「大
仏
供

養
」
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
ま
た
第
二
段
に
つ
い
て
い
え
ば
、
古
浄
瑠
璃

『碁
盤
忠
信
」
の
踏
襲
と
い
っ
て
よ
い
。
さ
ら
に
第
四
段
で
は
舞
曲

「鎌
田
』

を
参
照
し
て
い
る
。
「
ま
こ
と
に
浄
瑠
璃
作
品
の
中
に
先
行
文
芸
の
跡
を
探
る

時
余
り
に
も
輻
榛
し
た
迷
路
の
中
に
誘
い
込
ま
れ
、
い
ず
れ
が
ま
こ
と
の
道
で

あ
る
か
に
踏
み
迷
わ
さ
れ
る
」
と
、
著
者
は
嘆
く
。

で
は

「出
世
景
清
』
五
段
の
特
色
は
何
か
。
そ
れ
は
各
段
の
変
化
に
あ
る
。

各
段
に
大
き
な
見
せ
場
を
設
定
し
、
五
段
の
展
開
を
変
化
と
サ
ス
ベ
ン
ス
に
富

ん
だ
も
の
に
し
て
い
る
。
第

一
段
に
大
仏
柱
立
て
の
景
事
、
第
二
段
に
濡
れ
と

『碁
盤
忠
信
」
の
踏
襲
、
第
三
段
に
小
野
姫
の
道
行
と
責
め
場
、
第
四
段
に
阿

古
屋

。
景
清
の
愁
嘆
と
牢
破
り
、
第
五
段
に
霊
験
諄
と
語
り
、
と
い
う
仕
組
み

で
あ
る
。
し
か
し

一
方
の

「
凱
陣
八
島
』
も
変
化
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
に
富
む
面
白

さ
が
あ
っ
て
、
「操
年
代
記
」
に
よ
る
と
、
評
判
が
よ
か
っ
た
が
出
火
の
憂
き

目
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

著
者
は

「出
世
景
清
」
と

「凱
陣
八
島
」
の
違
い
を
、
五
段
と
い
う
組
織
に

お
け
る
、
劇
的
統

一
感
の
有
無
に
あ
る
と
し
て
い
る
。
「出
世
景
清
」
は
主
題

の
統

一
に
意
を
注
ぎ
、
す
べ
て
落
人
景
清
探
索
の
方
向
に
形
象
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し

『
出
世
景
清
」
を
完
全
な
悲
劇
と
み
て
よ
い
か
と
い
え
ば
、
こ
の
浄
瑠

璃
の
五
段
目
が
障
害
に
な
る
。
悲
劇
性
を
歪
曲
し
た
感
じ
が
す
る
。
そ
れ
は
当

時
の
五
段
目
の
構
成
と
同
様
、
芸
能
的
、
祭
式
的
な
性
格
が
強
く
出
て
い
る
。

さ
ら
に
重
要
な
こ
と
は
、
各
段
毎
に
多
様
な
間
の
狂
言
が
あ
る
た
め
、
作
品
の



統

一
感
を
後
退
さ
せ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
も
そ
も
当
時
の
五
段
曲
全
体

を
悲
劇
性
で
貫
く
と
い
っ
た
こ
と
は
、
浄
瑠
璃
の
あ
り
方
か
ら
は
ず
れ
て
い
る

の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
伝
統
を
破
る
こ
と
の
で
き
た
の
は
、
そ
う
し
た
制
約

を
離
れ
た
新
し
い
形
式
、　
一
段
物
の

「曾
根
崎
心
中
」
で
あ
る
と
。
こ
の
論
文

は
著
者
自
身
の
ジ
レ
ン
マ
を
告
白
し
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

「
浄
瑠
璃
史
か
ら
見
た

「凱
陣
八
島
』
作
者
の
問
題
」
の
中
で
、
舞
曲

「
景

清
」
。
古
流
浄
瑠
璃

『
か
げ
き
よ
」
。
「出
世
景
清
∵

『凱
陣
八
島
一
の
四
者
を

比
較
し
、
「凱
陣
八
島
」
は

「出
世
景
清
」
の
第
四
段
の
阿
古
屋
の
二
児
殺
し

の
局
面
を
模
倣
し
、
舞
曲

『景
清
」
な
ど
を
参
照
し
て
執
筆
し
た
と
述
べ
て
い

る
。
こ
れ
は

「出
世
景
清
」
「凱
陣
八
島
』
共
に
貞
享
二
年
二
の
替
り
の
作
品

で
あ
る
が
、
前
者
が
先
行
し
た
と
い
う
前
提
か
ら
で
あ
る
。

「
凱
陣
八
島
』
は
西
鶴
作
で
あ
る
と
、
「操
年
代
記
』
が
い
っ
て
い
る
が
、

著
者
は
そ
の
通
り
承
認
し
て
い
な
い
。
プ
ロ
ッ
ト
の
特
徴
に
よ
っ
て
、
作
品
を

評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
、
「暦
」
は
浄
瑠
璃
作
者
で
な
い
好
事
家
西
鶴

の
、
に
わ
か
勉
強
の
成
果
と
い
っ
て
よ
い
旧
様
式
の
作
品
で
あ
る
。
ま
た

「
凱

陣
八
島
」
は

「出
世
景
清
」
に
比
べ
て
、
余
り
に
も
貧
し
い
劇
構
成
で
、
当
時

の
近
松
作
品
の
構
成
と
は
は
な
は
だ
し
く
異
な
る
。
従
っ
て

『凱
陣
八
島
』
は

近
松
作
で
は
な
い
と
し
て
い
る
。

著
者
が
作
者
の
特
定
に
慎
重
な
の
は
、
作
品
の
内
部
的
特
徴
に
よ
っ
て
、
近

松
と
か
西
鶴
と
か
は
っ
き
り
決
め
た
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
浄
瑠
璃
は
そ

の
形
式
を
と
る
時
、
独
特
な
も
の
に
仕
上
が
り
、
作
者
の
個
性
は
失
わ
れ
る
の

で
は
な
い
か
。
赤
や
黄
や
緑
の
布
を
か
め
の
中
に
入
れ
る
と
、
こ
と
ご
と
く
紺

に
染
め
上
が
っ
て
、
元
の
色
が
分
か
ら
な
く
な
る
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
浄

瑠
璃
を
で
か
す
仕
組
み
は
不
可
思
議
で
あ
り
、
こ
れ
を
解
明
す
る
の
は
容
易
で

は
な
い
。
著
者
は
長
年
の
問
い
ろ
ん
な
方
面
か
ら
究
明
し
て
、
着
実
に
成
果
を

上
げ
た
。
特
に

「出
世
景
清
」
と

『曾
根
崎
心
中
』
の
二
峰
が
目
標
で
あ
っ
た
。

著
者
が
引
用
し
て
い
る

（三
〇
八
頁
）
『鶏
鵡
籠
中
記
」
に
よ
る
と
、
元
禄
八

年
春
尾
張
国
春
日
井
郡
児
玉
村
の
芝
居
で
、
竹
本
義
太
夫

一
座
は

「富
士
の
牧

狩
』
を
や
っ
た
。
そ
の
時
の
記
事
に

「
児
玉
へ
操
り
見
物
に
行
。
富
士
の
牧
狩
、

太
夫
は
名
人
と
い
へ
共
、
浄
瑠
璃
古
め
か
し
く
面
白
く
な
し
」
と
あ
る
。
右
の

二
作
の
間
に
、
浄
瑠
璃
も
作
者
の
存
在
も
大
き
く
変
わ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
著

者
の
日
は
そ
こ
に
注
が
れ
た
。

著
者
に
ユ
ニ
ー
ク
な
論
文
が
あ
る
。
「
元
禄
期
の
口
上
に
つ
い
て
」
「
近
松
世

話
浄
瑠
璃
に
お
け
る
口
上
と
手
妻
に
つ
い
て
元
禄
劇
の
慣
習
に
関
す
る
研
究
」

「
近
松
頃
の
人
形
上
演
形
態
と
興
行
」
等
で
あ
る
。
手
妻
を
含
む
人
形
と
口
上
を

テ
ー
マ
に
し
た
の
で
あ
る
が
、
近
松
を
劇
と
し
て
総
合
的
に
理
解
す
る
た
め
に

は
必
要
な
こ
と
で
あ
る
。
絵
画
資
料
を
広
く
求
め
て
、
周
到
に
役
立
て
た
点
も

ユ
ニ
ー
ク
で
あ
る
。
「曾
根
崎
心
中
」
の
序
に
、
辰
松
八
郎
兵
衛
の
手
妻
出
遣

い
の
観
音
め
ぐ
り
道
行
が
置
か
れ
た
。
し
か
も
そ
れ
を
辰
松
が
口
上
で
前
も
っ

て
知
ら
せ
る
。
道
行
は
従
来
聞
か
せ
場
と
し
て
置
か
れ
た
が
、
人
形
芸
の
進
歩

と
と
も
に
見
せ
場
と
し
て
の
面
を
持
つ
よ
う
に
な
る
。
作
者
は
そ
う
い
う
前
提

で
創
作
す
る
。
著
者
は

「
作
者
と
し
て
の
独
自
性
を
敢
て
強
調
し
よ
う
と
は
じ

な
い
。
伝
統
慣
習
の
中
で
自
己
の
能
力
を
、
つ
つ
ま
し
や
か
に
発
揮
す
る
の
み

で
あ
る
。
そ
れ
が
当
時
の
作
者
で
あ
っ
た
」
曾
〓
〓
一頁
）
と
い
う
。
こ
れ
が

本
書
の
結
論
の
よ
う
で
あ
る
。

「
津
戸
三
郎
」
と

『
門
出
八
島
Ｌ

に
お
い
て
、
「
門
出
八
島
」
は

『津
戸

三
郎
』
の
改
作
で
あ
る
こ
と
、
「津
戸
三
郎
」
は
竹
本
座
元
禄
二
年
の
初
演
で

あ
る
こ
と
等
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た

「助
六
心
中
浄
瑠
璃
の
初
演
と
そ
の
意

義
」
で
も
、
助
六
心
中
浄
瑠
璃
を
考
証
し
、
「大
坂
千
日
寺
心
中
物
語
』
の
特

徴
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
の
方
法
は
、
資
料
の
博
捜
と
厳
密
な
文
献
批
判
が
基



礎
に
な
っ
て
、
手
堅
い
実
証
主
義
で
あ
る
。

例
え
ば

「
『傾
城
反
魂
香
』
試
論
」
は
、
中
村
七
三
郎
の
死
を
当
て
込
み
、

そ
の
名
狂
言

『
傾
城
浅
間
嶽
」
を
盛
り
込
ん
で
作
ら
れ
た
際
物
で
あ
る
こ
と
。

「
国
性
爺
合
戦
』
の
龍
虎
」
は
、
「
国
性
爺
合
戦
』
が
謡
曲

『龍
虎
」
を
利
用

し
て
い
る
こ
と
。
「
近
松
作
品
解
釈
の
問
題
点

『心
中
天
の
網
島
と

で
は
、

紙

・
髪

・
神

（仏
）、
あ
る
い
は
罪
と
罰
の
イ
メ
ー
ジ
が
重
要
で
あ
る
こ
と
。

「
近
松
の
世
界

「心
中
重
井
筒
』
の
読
み
を
中
心
に
」
は
、
「心
中
重
井
筒
』
中
之

巻
重
井
筒
屋
の
場
の
文
章
を
、
人
形
の
演
出
に
則
し
て
解
釈
し
、
近
松
が
意
識

的
に
浄
瑠
璃
節
の
語
り
物
の
テ
キ
ス
ト
を
書
き
綴
っ
た
こ
と
が
分
か
る
こ
と
。

ま
た
こ
の
作
品
は

『伊
勢
物
語
」
を
直
接
の
出
典
と
し
て
い
る
こ
と
等
、
著
者

本
来
の
方
法
が
反
映
し
た
成
果
で
あ
る
。
間
然
す
る
と
こ
ろ
は
な
い
だ
ろ
う
。

た
だ
各
作
品
の
あ
る
部
分
を
テ
ー
マ
に
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
全
体
に
及
ぶ
か

ど
う
か
。
部
分
が
全
体
を
示
す
こ
と
も
あ
る
が
、
部
分
だ
け
で
は
全
体
が
分
か

ら
な
い
こ
と
も
多
い
。
「
近
松
の
世
界
」
は
広
く
て
遠
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ

は
著
者
を
は
じ
め
近
松
研
究
者
に
よ
っ
て
、
逐
次
解
明
さ
れ
て
い
く
だ
ろ
う
。

（
一
九
九
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