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「一一寸

書

評横
山
重
編
「
古
浄
瑠
璃
正
本
集
」

松

本

信

隆

戦
前
の
昭
和
十
四
年
・
十
六
年
に
第
一
冊
・
第
二
冊
が
刊
行
さ
れ
た
後
、
戦
争
に
よ
っ
て
中
絶
の
や
む
な
き
に
至
っ
た
「
古
浄
瑠
璃
正
本
集
」
が
、
同
じ
編

者
の
手
で
、
昭
和
三
十
八
年
か
ら
再
刊
の
業
が
起
さ
れ
、
四
十
一
年
一
月
の
第
五
冊
刊
行
を
以
て
一
応
の
完
結
を
見
た
。
本
書
以
前
に
既
に
「
神
道
集
」
「
室
町

時
代
物
語
集
」
「
説
経
節
正
本
集
」
等
を
編
纂
さ
れ
、
古
典
の
複
刻
一
筋
に
情
熱
を
傾
け
て
こ
ら
れ
た
横
山
氏
が
、
戦
後
の
長
い
空
白
の
時
期
を
隔
て
て
、
こ

こ
に
ま
た
「
古
浄
瑠
璃
正
本
集
」
編
纂
の
素
志
を
遂
げ
ら
れ
た
熱
意
と
御
努
力
に
敬
服
す
る
と
共
に
、
衷
心
か
ら
お
よ
ろ
乙
び
を
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。

今
度
刊
行
せ
ら
れ
た
全
五
冊
の
う
ち
、
第
一
・
二
冊
は
戦
前
の
旧
版
に
増
訂
を
加
え
た
も
の
で
、
第
一
冊
に
は
、
元
和
・
寛
永
・
正
保
期
の
正
本
二
六
篇
に

附
録
と
し
て
正
本
に
拠
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
写
本
等
六
篇
を
、
ま
た
第
二
冊
に
は
、
慶
安
・
承
応
・
明
暦
期
の
正
本
二
四
篇
に
、
戦
後
新
出
の
正
本
等
二
篇
を

そ
れ
ぞ
れ
増
補
さ
れ
た
外
、
旧
版
に
な
か
っ
た
図
版
を
添
え
ら
れ
て
い
る
。
新
刊
の
第
三
・
四
・
五
冊
に
は
、
万
治
・
寛
文
・
延
宝
期
を
中
心
と
す
る
正
本
七

四
篇
を
、
内
容
の
上
か
ら
お
よ
そ
類
別
し
て
収
録
せ
ら
れ
た
。
計
一
三
二
篇
か
ら
成
る
、
金
平
本
を
除
い
た
古
浄
瑠
璃
作
品
の
大
部
分
を
網
羅
す
る
叢
書
で
あ

る
古
浄
瑠
璃
は
、
個
々
の
作
品
の
文
学
的
価
値
は
高
く
評
価
出
来
な
い
に
せ
よ
、
中
世
か
ら
近
世
へ
の
文
芸
の
流
れ
の
上
に
占
め
る
史
的
価
値
は
無
視
し
得
な
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い
。
「
義
経
記
」
「
曽
我
物
語
」
「
幸
若
舞
曲
」
「
室
町
物
語
」
な
ど
、
中
世
後
期
の
新
興
民
衆
文
芸
の
本
流
は
、
説
経
節
、
古
浄
瑠
璃
の
中
へ
吸
収
せ
ら
れ
て
い

っ
た
。
横
山
氏
が
「
室
町
時
代
物
語
集
」
の
編
纂
に
つ
い
で
、
仮
名
草
子
を
措
い
て
説
経
節
・
古
浄
瑠
璃
へ
と
向
っ
て
い
っ
た
進
み
方
は
、
文
学
史
の
流
れ
を

正
確
に
跡
づ
け
た
も
の
と
昔
守
え
よ
う
。
本
書
の
完
成
に
よ
っ
て
、
従
来
研
究
者
が
信
頼
し
て
手
に
す
る
こ
と
の
出
来
る
原
資
料
の
翻
刻
が
ご
く
限
ら
れ
、
本
格

的
研
究
を
著
し
く
遅
ら
せ
て
い
た
、
中
世
か
ら
近
世
へ
の
聞
の
谷
間
の
大
き
な
部
分
が
一
挙
に
埋
め
ら
れ
た
こ
と
は
、
学
界
に
と
っ
て
の
大
き
な
よ
ろ
乙
び
で

あ
る
。
特
に
こ
の
正
本
集
の
場
合
、
散
侠
し
た
戦
前
の
資
料
と
、
戦
後
の
新
出
資
料
と
の
両
方
を
併
せ
て
網
羅
し
得
て
い
る
点
が
、
大
き
な
強
み
で
あ
ろ
う
。

本
書
の
解
題
を
読
ん
で
い
る
と
、
戦
後
の
時
点
に
お
け
る
新
し
い
企
画
で
は
、
到
底
こ
れ
だ
け
の
充
実
し
た
叢
書
は
編
纂
し
得
な
い
こ
と
を
、
つ
く
づ
く
と
感

じ
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

古
典
の
翻
刻
と
い
う
仕
事
が
、
は
た
で
見
る
程
容
易
で
な
い
乙
と
は
、
そ
の
経
験
の
あ
る
向
き
に
は
、
今
更
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
原
本
の
本
文

を
一
字
の
間
違
い
も
な
く
活
字
に
移
す
と
い
う
こ
と
自
体
、
大
変
神
経
の
疲
れ
る
作
業
で
あ
る
が
、
そ
こ
ま
で
ゆ
く
前
の
準
備
が
ま
た
た
や
す
い
こ
と
で
は
な

力
と
経
費
と
を
要
す
る
。
こ
れ
だ
け
多
数
の
作
品
が
、
た
だ
手
当
り
次
第
で
な
く
、
厳
密
な
諸
本
調
査
の
上
で
系
統
的
に
翻
刻
せ
ら
れ
た
こ
と
、
ま
た
そ
れ
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い
。
た
っ
た
一
つ
の
作
品
で
も
、
落
ち
の
な
い
よ
う
に
諸
本
を
博
捜
し
、
そ
の
比
較
校
勘
を
通
し
て
、
採
用
す
べ
き
底
本
を
選
択
す
る
ま
で
に
は
、
多
大
の
労

が
、
幾
多
の
協
力
者
は
あ
っ
た
に
せ
よ
、
個
人
の
力
に
よ
っ
て
成
し
遂
げ
ら
れ
た
こ
と
は
注
目
に
価
す
る
。

古
典
の
翻
刻
に
際
し
て
の
本
文
校
訂
に
は
色
々
の
方
法
が
用
い
ら
れ
る
。
写
本
に
し
て
も
板
本
に
し
て
も
、
誤
写
や
誤
刻
は
っ
き
も
の
で
あ
る
が
、
底
本
の

そ
の
よ
う
な
個
所
を
別
本
に
よ
っ
て
補
正
し
、
新
た
な
本
文
を
作
る
と
い
う
方
法
が
戦
前
に
は
多
く
行
な
わ
れ
、
今
日
で
も
純
粋
の
学
術
資
料
と
し
て
の
外

l乙

一
般
の
読
者
を
予
想
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
よ
う
な
方
法
を
と
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
横
山
氏
は
そ
の
翻
刻
事
業
を
は
じ
め
ら
れ
た
当
初
か
ら
、
そ

の
方
法
を
採
ら
ず
、
底
本
の
忠
実
な
複
刻
を
信
条
と
さ
れ
た
。
そ
し
て
底
本
の
本
文
の
不
備
な
個
所
に
つ
い
て
は
、
傍
注
や
解
題
に
お
い
て
、
参
考
と
な
る
べ

き
別
本
の
本
文
を
最
少
限
度
に
記
述
す
る
方
法
を
採
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
氏
の
傍
注
の
つ
け
方
に
は
、
や
や
特
徴
が
あ
る
。
一
例
を
挙
げ
る
と
、

〔
よ
そ
の
た
も
と
も
ぬ
れ
ぬ
ベ
し
〕

み
な
一
同
に
と
ゑ
を
あ
け
、
お
め
き
さ
け
ば
れ
け
る
は
、
と
れ
や
此
し
ゃ
く
そ
ん
の
ど
に
う
め
つ
も
、
た
〉
か
く
や
ら
ん
と
、
よ
そ
の
の
た
も
と
も
ぬ
れ

ぬ
、
二
人
の
し
ゃ
う
人
、
い
よ
／
＼
思
ひ
は
ま
さ
れ
と
も
：
：
：
（
第
一
冊
、
古
活
字
版
「
し
ん
ら
ん
き
」
一
六
四
頁
。
傍
注
は
寛
文
三
年
板
「
し
ん
ら
ん



き
」
。
〉

の
却
く
で
あ
る
が
、
も
し
こ
の
場
合
、
古
活
字
版
と
寛
文
三
年
板
と
の
相
違
を
正
確
に
示
そ
う
と
す
れ
ば
、

よ・よ
そ・そ
の・の
の・
fこ・た
も・も
と・と
も・も
ぬ・ぬ
れ・れ
ぬ・ぬ

ｫ 
し

と
い
っ
た
形
式
が
考
え
ら
れ
る
。

つ
ま
り
横
山
氏
の
方
法
で
は
、

当
る
の
か
が
明
示
さ
れ
な
い
訳
で
あ
る
。
し
か
し
、
氏
が
後
者
の
如
き
校
注
の
形
式
を
避
け
た
の
は
、
底
本
の
本
文
の
面
白
を
そ
乙
な
う
こ
と
を
嫌
っ
た
の

と
、
氏
に
あ
っ
て
は
、
傍
注
は
ど
こ
ま
で
も
底
本
の
意
の
通
ら
な
い
個
所
の
参
考
と
し
て
記
す
た
め
で
あ
っ
て
、
決
し
て
異
本
と
の
校
異
を
一
不
す
目
的
で
は
な

〔
よ
そ
の
た
も
と
も
ぬ
れ
ぬ
ベ
し
〕
と
い
う
傍
注
が
、
底
本
の
本
文
の
ど
こ
か
ら
ど
こ
迄
に

か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
氏
は
、
校
異
に
よ
っ
て
本
文
を
示
す
べ
き
価
値
を
有
す
る
異
本
は
、
出
来
る
だ
け
底
本
と
は
別
個
に
掲
出
す
べ
き
で
あ

る
と
い
う
考
え
を
も
た
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
近
頃
は
種
々
の
古
典
の
校
本
の
作
製
が
盛
ん
に
な
っ
て
き
て
い
る
が
、
だ
ん
／
＼
精
密
さ
は
加
わ
る
反
面
、

形
式
が
著
し
く
繁
雑
に
な
っ
て
く
る
傾
向
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
方
法
は
、
作
品
の
性
質
に
よ
っ
て
、一
概
に
ど
れ
が
良
い
と
は
言
え
な
い
が
、
中
世
か
ら
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近
世
初
期
へ
か
け
て
の
新
興
文
芸
に
お
け
る
場
合
の
如
く
、
諸
本
の
聞
の
本
文
の
動
き
方
が
、
単
純
な
書
承
伝
承
の
上
で
の
変
化
に
限
ら
れ
な
い
作
品
を
対
象

と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
氏
の
採
ら
れ
て
い
る
態
度
は
妥
当
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

翻
刻
の
形
式
に
つ
い
て
な
お
細
か
な
こ
と
を
言
う
と
、
氏
の
翻
刻
に
は
、
私
に
施
し
た
句
点
や
改
行
が
、一
般
の
翻
刻
よ
り
も
き
わ
だ
っ
て
多
い
こ
と
が
目

に
つ
く
。
乙
れ
は
原
本
の
面
白
を
で
き
る
だ
け
保
存
し
よ
う
と
す
る
方
針
と
矛
盾
す
る
如
く
で
あ
る
が
、
氏
の
施
す
句
点
や
改
行
は
、
漢
字
を
交
え
る
こ
と
の

極
め
て
少
な
い
仮
名
文
を
読
み
易
く
す
る
た
め
の
便
宜
と
い
う
意
味
し
か
も
っ
て
い
な
い
と
こ
ろ
に
、
普
通
の
句
読
点
と
は
や
や
違
っ
た
性
質
が
あ
る
。
氏
の

用
い
る
句
点
は
、
点
の
み
で
、
。
点
は
一
切
使
わ
な
い
。
こ
れ
は
、
板
本
で
は
o

点
を
句
点
と
し
て
普
通
使
っ
て
い
る
の
で
、
原
本
の
句
点
と
区
別
す
る
意
味

も
あ
る
。
ま
た
、
翻
刻
本
の
版
面
で
、
各
行
の
一
番
終
り
の
字
の
次
に
句
点
を
必
要
と
す
る
場
合
に
も
、
そ
れ
を
施
し
て
い
な
い
。
乙
れ
は
、
行
が
変
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
句
点
が
な
く
と
も
視
覚
の
上
に
同
じ
効
果
を
及
ぼ
す
こ
と
が
出
来
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
氏
の
場
合
の
句
点
は
、
今
日
に
お
け
る
普
通
の
文
章

と
し
て
体
裁
を
整
え
る
と
い
う
意
味
は
全
く
な
い
。
い
わ
ば
、
本
文
に
対
す
る
解
釈
作
業
と
し
て
の
役
割
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
て
、
仮
名
を
漢
字
に
直
し
、
底



本
の
仮
名
は
ル
ピ
と
し
て
残
す
と
い
っ
た
方
法
に
較
べ
て
‘
原
本
の
本
文
の
形
態
を
そ
こ
な
わ
ず
、
誤
り
を
少
な
く
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
は
、
賢
明
な
一

つ
の
方
法
で
あ
る
。

次
に
解
題
に
お
い
て
は
、
横
山
氏
の
学
風
の
特
徴
が
更
に
は
っ
き
り
と
現
れ
て
い
る
。
本
書
に
限
ら
ず
、
氏
の
解
題
は
常
に
そ
う
な
の
で
あ
る
が
、
原
本
の

形
態
に
関
す
る
詳
細
な
記
述
が
中
心
を
な
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
各
正
本
に
つ
い
て
、
装
臓
、
表
紙
、
題
簸
、
匡
郭
、
内
題
、
段
数
、
刊
記
、

板
元
、
丁
数
、
行
数
、
字
数
、
板
心
、
挿
絵
、
絵
師
等
の
項
目
を
立
て
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
綿
密
な
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。
一
般
に
翻
刻
に
伴
な
う
解
題
は
作

品
の
内
容
に
つ
い
て
の
紹
介
や
、
研
究
的
な
記
述
、
た
と
え
ば
そ
の
作
品
の
文
学
的
価
値
と
か
文
学
史
的
位
置
づ
け
と
か
い
っ
た
点
に
つ
い
て
の
解
説
に
力
を

注
ぐ
割
に
、
原
本
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
説
明
が
な
お
ざ
り
に
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
。
解
題
を
読
ん
で
も
、
底
本
の
書
形
や
書
写
、
刊
行
の
年
代
が
明
ら
か
に

分
ら
な
い
と
い
っ
た
例
を
時
に
見
受
け
る
の
で
あ
る
。
研
究
的
解
説
を
つ
け
る
こ
と
は
、
勿
論
大
き
な
意
味
が
あ
る
が
、
研
究
者
を
対
象
と
し
て
、
学
術
的
資

料
を
提
供
す
る
目
的
に
お
い
て
は
、
何
よ
り
も
原
本
の
姿
を
研
究
者
の
自
の
前
に
浮
び
上
が
ら
せ
る
よ
う
な
説
明
が
望
ま
れ
る
乙
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
横

評
価
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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山
氏
が
翻
刻
の
仕
事
を
始
め
ら
れ
た
当
初
か
ら
、
こ
う
し
た
研
究
者
を
対
象
と
す
る
立
場
に
徹
し
た
、
客
観
的
な
解
題
の
ス
タ
イ
ル
を
確
立
し
た
こ
と
は
高
く

古
浄
瑠
璃
の
正
本
は
ほ
と
ん
ど
全
部
が
板
本
で
あ
る
が
、
本
書
の
解
題
は
前
述
の
よ
う
に
、
各
正
本
の
板
式
を
極
め
て
詳
細
に
記
述
し
て
お
り
、
特
に
従
来

国
文
学
者
の
間
で
は
研
究
が
あ
ま
り
進
ん
で
い
な
か
っ
た
挿
絵
に
つ
い
て
も
、
か
な
り
綿
密
な
考
察
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
無
刊
記
本
の
刊

年
推
定
に
客
観
的
な
裏
づ
け
が
な
さ
れ
得
て
い
る
点
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、

こ
れ
だ
け
多
数
の
正
本
の
板
式
解
説
と
、
豊
富
な
図
版
と
を
併
せ
る

時
、
江
戸
時
代
前
期
に
お
け
る
上
方
と
江
戸
と
の
出
版
界
の
情
況
を
窺
う
上
に
も
、
貴
重
な
資
料
を
多
く
提
供
し
得
て
い
る
こ
と
も
見
逃
す
乙
と
が
出
来
な

し、

そ
の
外
、
正
本
に
関
連
し
て
、
正
本
の
所
属
太
夫
の
伝
記
や
、
そ
の
他
の
諸
問
題
に
触
れ
て
い
る
所
が
あ
る
。
前
者
で
は
、
左
内
と
若
狭
守
藤
原
吉
次
・
伊

勢
嶋
宮
内
・
江
戸
あ
ふ
み
太
夫
・
さ
つ
ま
太
夫
・
井
上
大
和
嫁
・
虎
屋
喜
太
夫
・
山
城
按
等
に
つ
い
て
の
解
説
、
後
者
で
は
、
「
旧
刻
浄
瑠
璃
本
外
題
目
録
」
・

親
鷲
に
関
す
る
浄
瑠
璃
等
の
禁
止
事
件
の
資
料
と
し
て
の
粟
津
家
文
書
・
「
と
も
な
か
」
「
あ
く
ち
の
判
官
」
「
乙
大
ぷ
」
に
見
ら
れ
る
古
筆
の
書
き
入
れ
・
正



本
「
や
し
ま
」
の
原
形
・
「
に
ち
れ
ん
き
」
と
「
日
蓮
大
聖
人
註
画
讃
」
と
の
関
係
・
写
本
の
正
本
・
「
川
弥
」
と
い
ふ
黒
印
記
・
「
大
友
の
ま
と
り
」
の
古
い

正
本
等
に
つ
い
て
の
記
事
が
、
そ
の
主
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
中
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
幾
多
の
当
時
の
原
資
料
は
、
今
後
の
古
浄
瑠
璃
研
究
に
益
す
る
所

が
多
い
で
あ
ろ
う
。
な
お
左
内
の
伝
記
に
つ
い
て
は
、
第
二
冊
に
安
田
富
貴
子
氏
の
「
天
下
一
若
狭
守
藤
原
吉
次
」
と
題
す
る
論
文
が
附
載
せ
ら
れ
、
左
内
と

若
狭
守
藤
原
吉
次
と
を
同
一
人
と
す
る
横
山
氏
の
仮
説
が
、
新
資
料
「
隔
実
記
」
等
に
よ
っ
て
実
証
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
右
の
如
き
諸
点
に
つ
い
て
の
横
山
氏
の
記
述
は
、
内
容
は
極
め
て
実
証
的
な
研
究
で
あ
り
な
が
ら
、
氏
独
特
の
街
わ
な
い
随
筆
風
の
文
章
で
綴

ら
れ
て
い
て
、
読
物
と
し
て
も
実
に
面
白
い
の
が
不
思
議
で
あ
る
。
ど
乙
ま
で
も
客
観
的
な
態
度
の
要
求
さ
れ
る
書
誌
学
的
研
究
は
、
と
か
く
叙
述
が
無
味
に

陥
り
が
ち
な
の
で
あ
る
が
、
本
書
を
見
る
と
、
氏
の
古
書
へ
の
愛
情
と
、
長
年
に
亘
る
経
験
に
よ
っ
て
培
わ
れ
た
鋭
敏
な
感
覚
と
が
、
そ
れ
に
尽
き
難
い
滋
味

を
添
え
て
い
る
こ
と
に
驚
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
昭
和
三
九
年
三
月1

ー
四
一
年
一
月
、
角
川
書
店
刊
、
A
5

判
全
五
冊
、
各
冊
四
、0
0
0
円
）
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