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ま
ず
は
じ
め
に
、
お
よ
そ
書
評
に
価
し
な
い
文
字
通
り
の
拙
稿
（
「
日

本
古
代
に
お
け
る
『
魚
酒
』
の
提
供
」
、
『
金
沢
法
学
』
三
六
巻
一
・
二
合

併
号
）
を
取
り
上
げ
て
、
懇
切
か
つ
手
厳
し
く
批
評
を
加
え
て
頂
い
た
こ

と
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
た
い
。
以
下
、
小
口
氏
の
叙
述
に
し
た
が
っ
て
、

い
さ
さ
か
の
曾
い
訳
と
反
論
め
い
た
も
の
を
記
し
て
お
き
た
い
。

拙
輪
の
内
容
に
つ
い
て
は
ほ
ぼ
正
確
に
紹
介
し
て
頂
い
た
と
思
う
が
、

股
後
に
拙
論
を
ま
と
め
て
。
魚
酒
」
の
提
供
行
為
に
つ
い
て
、
近
年
有

力
に
な
っ
て
い
る
共
同
体
内
に
お
け
る
相
互
依
存
的
な
共
同
労
働
に
対
す

る
給
付
と
率
ろ
説
を
批
判
し
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
雇
用
労
働
力
に
対
す

る
報
酬
と
染
る
説
に
近
い
な
が
ら
も
、
」
と
記
述
さ
れ
て
い
る
点
に
つ
い

て
は
、
筆
者
の
真
意
と
は
少
し
ば
か
り
異
な
る
。
た
し
か
に
そ
の
よ
う
に

位
腫
付
け
ら
れ
て
も
や
む
を
得
な
い
面
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
筆
者

の
真
意
と
し
て
は
、
そ
の
ど
ち
ら
の
考
え
方
に
も
賛
同
し
難
い
も
の
を
感

じ
て
い
た
。
前
者
の
考
え
方
が
有
力
の
よ
う
で
は
あ
る
が
、
そ
の
所
論
に

は
問
題
が
あ
り
、
拙
論
で
は
そ
ち
ら
に
対
す
る
批
判
が
前
面
に
出
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
「
魚
酒
」
の
提
供
を
雇
傭
労
働
に
対
す
る
報
酬
と
単
純

評
に
考
え
て
い
る
訳
で
は
決
し
て
な
く
、
互
助
的
な
要
素
も
多
分
に
あ
る
の

で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
た
。

醤
次
に
重
要
な
先
行
論
文
の
見
落
と
し
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
全
く
不

勉
強
の
誹
り
を
甘
受
せ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
た
だ
こ
の
点
に
つ
い
て
ら
い

小
口
雅
史
氏
の
御
教
示
に
接
し
て

梅
田
康
夫

ざ
さ
か
の
弁
解
を
許
し
て
頂
き
た
い
。
拙
論
以
後
に
発
表
さ
れ
た
義
江
明

子
氏
の
「
殺
牛
祭
神
と
魚
酒
」
（
佐
伯
有
情
先
生
古
稀
記
念
会
編
『
日
本

古
代
の
祭
祀
と
仏
教
巴
は
別
と
し
て
、
小
口
氏
が
指
摘
し
た
荒
木
敏
夫

「
古
代
国
家
と
民
間
祭
祀
」
ｓ
歴
史
学
研
究
』
五
六
○
）
お
よ
び
矢
野
健

一
「
律
令
国
家
と
村
落
祭
祀
」
（
菊
地
康
明
編
『
律
令
制
祭
祀
論
考
ら
は
、

た
し
か
に
春
時
祭
田
に
関
す
る
分
析
と
し
て
は
重
要
な
論
稿
で
あ
る
と
思

う
が
、
「
魚
酒
」
の
提
供
行
為
に
つ
い
て
は
ご
く
わ
ず
か
な
叙
述
し
か
ゑ

ら
れ
ず
、
こ
れ
に
よ
っ
て
拙
論
の
論
旨
に
影
響
す
る
よ
う
な
重
要
な
指
摘

を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
拙
論
に
対
す
る
小
口
氏
の
批
判
も
こ

れ
ら
の
論
稲
を
踏
ま
え
て
行
な
っ
て
い
る
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
拙
論
に

お
い
て
も
論
及
し
た
、
義
江
彰
夫
、
吉
村
武
彦
、
大
町
健
氏
等
の
主
張
に

主
に
依
拠
し
て
い
る
と
い
え
る
。
た
だ
し
、
矢
野
氏
の
所
論
は
、
義
江
明

子
氏
に
よ
っ
て
、
。
魚
酒
」
労
働
に
村
落
祭
祀
と
の
本
質
的
か
か
わ
り
を

見
い
だ
す
義
江
・
大
町
説
は
こ
れ
に
よ
り
確
実
な
根
拠
を
持
つ
こ
と
に
な

っ
た
と
い
え
よ
う
」
（
前
掲
論
文
一
四
頁
）
と
評
価
さ
れ
る
が
、
し
か
し

な
が
ら
矢
野
氏
自
身
は
、
義
江
氏
が
．
魚
酒
」
労
働
と
共
同
体
祭
祀
の

直
接
の
関
連
は
必
ず
し
も
考
え
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
」
（
同
）
と
述
べ

て
い
る
よ
う
に
、
「
魚
酒
」
の
提
供
行
為
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
特
に
重

要
な
こ
と
を
論
じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ち
な
承
に
、
春
時
祭
田
に
つ

い
て
は
、
小
倉
慈
司
「
古
代
在
地
祭
祀
の
再
検
討
」
Ｓ
ヒ
ス
ト
リ
ァ
』
一

四
四
号
）
に
、
あ
ま
り
に
も
繁
雑
に
な
る
の
で
論
文
名
は
省
略
す
る
が
、

拙
論
に
掲
げ
ら
れ
て
い
な
い
関
係
論
文
が
多
数
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

内
容
的
な
面
に
関
し
て
は
、
拙
論
が
「
魚
酒
」
の
提
供
を
禁
じ
た
延
暦

九
年
大
政
官
符
を
、
そ
の
他
の
禁
酒
令
の
中
に
位
腫
付
け
る
点
に
つ
い
て
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小
口
氏
は
批
判
す
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
禁
酒
令
発
布
の
目
的
や
理
由
が
そ
れ

ぞ
れ
異
な
る
こ
と
は
筆
者
も
当
然
認
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
し
、
で
あ
る

か
ら
と
い
っ
て
禁
酒
に
関
す
る
法
令
を
関
連
付
け
て
考
察
す
る
こ
と
が
全

く
意
義
が
な
い
こ
と
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
拙
論
の
根
拠
と
し
て
、

小
口
氏
は
「
不
ソ
論
二
蔭
賦
一
」
と
い
う
文
言
が
共
通
す
る
と
い
う
点
を
あ

げ
て
い
る
が
、
筆
者
と
し
て
は
そ
の
点
が
重
要
と
は
必
ず
し
も
考
え
て
は

い
な
い
。
小
口
氏
の
指
摘
す
る
ご
と
く
、
そ
れ
は
格
中
に
よ
く
詮
ら
れ
る

表
現
で
あ
り
、
あ
ま
り
拘
泥
す
べ
き
屯
の
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
筆

者
と
し
て
は
、
延
暦
九
年
大
政
官
符
の
冒
頭
に
「
魚
酒
」
に
関
す
る
禁
制

が
連
年
の
よ
う
に
だ
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
む
し
ろ
重
要
で
あ
り
、

そ
し
て
「
民
間
宴
集
」
を
禁
じ
た
天
平
宝
字
二
年
詔
に
お
け
る
制
裁
「
杖

八
十
」
が
「
禁
酒
格
」
の
制
裁
と
さ
れ
て
い
る
点
が
重
要
な
根
拠
と
考
え

て
い
る
。
延
暦
九
年
大
政
官
符
に
お
い
て
は
そ
の
制
裁
が
明
示
さ
れ
て
い

な
い
が
、
そ
れ
は
最
も
重
要
な
禁
酒
令
で
あ
る
天
平
宝
字
二
年
詔
に
お
け

る
制
裁
が
基
準
と
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

次
に
小
口
氏
は
、
『
魚
酒
」
提
供
に
共
同
体
的
関
係
を
見
出
せ
る
か
否

か
に
つ
い
て
」
と
問
題
を
設
定
し
た
上
で
、
「
魚
酒
」
提
供
に
共
同
体
的

関
係
を
見
出
す
諸
説
に
対
す
る
拙
論
の
批
判
は
、
必
ず
し
も
有
効
で
は
な

い
と
論
ず
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
拙
論
は
「
魚
酒
」
の
提
供
と
儀
制
令
春

時
祭
田
条
の
「
郷
飲
酒
礼
」
を
同
一
視
し
、
そ
こ
に
同
様
の
共
同
体
的
関

係
を
見
出
す
諸
説
を
批
判
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
も
そ
も
「
魚
酒
」
の

提
供
行
為
に
共
同
体
的
な
要
素
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
論
じ

て
は
い
な
い
。
細
か
な
こ
と
に
な
る
が
、
小
口
氏
は
「
確
か
に
延
暦
九
年

四
月
十
六
日
太
政
官
符
を
読
む
限
り
、
そ
こ
に
は
共
同
体
的
関
係
云
々
は
、

「
少
な
く
と
も
史
料
上
の
表
現
に
は
表
れ
て
い
な
い
」
」
と
拙
論
の
一
部
を

引
用
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
引
用
部
分
は
拙
論
で
は
「
魚

酒
」
の
提
供
が
禁
止
さ
れ
た
理
由
に
つ
い
て
の
吉
田
晶
説
を
批
判
す
る
コ

ン
テ
ク
ス
ト
で
用
い
ら
れ
た
表
現
で
あ
り
、
拙
論
の
主
張
の
当
否
は
と
も

か
く
、
不
正
確
な
拙
論
か
ら
の
引
用
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

そ
れ
は
と
も
か
く
、
た
し
か
に
大
町
健
氏
の
説
く
よ
う
に
酒
を
含
む
食

は
特
殊
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
単
な
る
労
働
の
対
価
な
い
し
報
酬
と
し

て
の
承
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
飲
食
の
宴
を
と
も
な
う
が
、

し
か
し
な
が
ら
大
町
氏
の
よ
う
に
そ
れ
を
祭
祀
と
結
び
付
け
る
の
は
論
理

の
飛
躍
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
祭
祀
に
と
も
な
う
飲
食
の
宴
も
あ
れ
ば
、

祭
祀
に
関
係
し
な
い
飲
食
の
宴
も
あ
る
。
儀
制
令
春
時
祭
田
条
に
柔
え

る
「
郷
飲
酒
礼
」
は
、
春
の
艇
事
に
先
立
っ
て
諸
社
の
神
田
の
耕
種
を
行

な
う
の
に
際
し
て
、
い
わ
ば
集
落
の
人
々
が
参
加
し
て
営
ま
れ
る
祭
祀

と
し
て
の
宴
と
い
え
る
。
こ
れ
に
対
し
、
延
暦
九
年
大
政
官
符
に
お
け

る
「
魚
酒
」
の
提
供
は
、
加
藤
友
康
氏
も
述
べ
る
よ
う
に
、
「
そ
の
主
体

が
個
含
の
個
別
経
営
で
あ
る
こ
と
」
弓
日
本
古
代
に
お
け
る
労
働
力
編
成

の
特
質
」
、
『
歴
史
学
研
究
』
別
冊
特
集
『
地
域
と
民
衆
』
一
九
八
一
年
一

一
月
、
四
三
頁
）
は
明
ら
か
で
あ
り
、
ま
た
小
倉
慈
司
氏
が
述
べ
る
よ
う

に
「
春
時
祭
田
と
は
別
個
の
も
の
と
し
て
考
え
る
ぺ
き
」
（
前
掲
論
文
、

一
二
一
一
一
頁
）
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
、
耕
種
や
田
植
え
に
と
も
な
っ

て
飲
食
の
宴
が
設
け
ら
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
諸
社
の
神
田
の
場
合
と

異
な
っ
て
な
ん
ら
祭
祀
と
し
て
の
性
格
を
有
し
な
い
。
お
そ
ら
く
は
農
繁

期
に
お
け
る
労
働
力
の
補
完
を
と
も
な
う
、
互
助
的
な
関
係
を
象
徴
す
る

宴
で
あ
り
、
他
方
そ
れ
は
一
定
の
労
働
に
対
す
る
報
酬
と
し
て
の
性
格
も
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あ
わ
せ
も
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
「
郷
飲
酒
礼
」

は
国
家
に
よ
る
禁
制
の
対
象
と
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
も
し
そ
れ
が
延

暦
九
年
大
政
官
符
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
た
「
魚
酒
」
の
提
供
行
為
と
同
一

性
格
の
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
『
令
築
解
』
中
に
延
暦
九
年
大
政
官
符
に

つ
い
て
何
か
曾
及
が
あ
っ
て
も
よ
さ
そ
う
な
↓
の
で
あ
る
。
両
者
は
そ
の

成
立
の
場
と
次
元
を
異
に
し
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

次
に
、
拙
論
が
「
魚
酒
」
と
「
稲
毅
」
を
「
動
産
」
と
い
う
範
鴎
で
一

括
し
て
い
る
と
し
て
疑
問
を
呈
し
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
、
筆
者
も
勿
論

そ
の
独
自
性
を
全
く
無
視
す
る
気
持
ち
は
な
く
、
・
若
干
狙
い
を
異
に
す
る

比
較
法
制
史
的
な
研
究
で
あ
る
が
、
「
稲
殻
」
の
出
挙
と
の
関
連
で
、
「
家

畜
貸
与
（
８
己
①
’
一
．
目
）
と
出
挙
米
」
（
『
金
沢
法
学
』
三
八
巻
一
・
一
一

合
併
号
）
と
い
う
拙
文
を
そ
の
後
に
ま
と
め
て
い
る
こ
と
だ
け
を
述
べ
さ

せ
て
頂
く
。

最
後
に
、
田
植
え
時
と
収
穫
時
で
は
必
要
な
労
働
力
に
差
が
あ
る
と
論

ず
る
吉
田
晶
説
を
批
判
す
る
拙
論
に
対
し
、
小
口
氏
は
、
田
植
え
の
品
稲

に
よ
る
時
期
差
が
そ
れ
ほ
ど
あ
る
か
ど
う
か
疑
問
で
あ
る
と
し
て
、
「
吉

田
説
も
な
お
そ
の
生
命
を
失
っ
て
は
い
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
す
る
点
に
つ

い
て
述
べ
た
い
。
こ
れ
は
農
業
技
術
上
の
問
題
で
あ
ろ
う
が
、
た
だ
拙
論

で
は
吉
田
氏
自
身
が
農
繁
期
の
ズ
レ
を
論
じ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
ま

で
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
吉
田
氏
の
理
解
に
よ
れ
ば
含
日
本
古
代
村
落

評
史
序
説
』
二
六
頁
）
、
古
記
の
注
釈
で
は
、
添
下
郡
や
平
群
郡
等
で
は

四
月
に
田
植
え
を
し
、
七
月
に
収
穫
す
る
の
に
対
し
、
「
葛
上
葛
下
内
等

書
郡
」
で
は
五
月
六
月
に
田
植
え
を
し
、
八
月
九
月
に
収
穫
す
る
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
品
種
は
あ
る
程
度
、
郡
単
位
で
統
一
さ
れ
て

い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
吉
田
氏
自
身
が
田
植
え
の
時

期
差
に
つ
い
て
述
べ
て
お
り
、
拙
論
は
そ
の
自
家
撞
着
を
論
じ
た
も
の
で

あ
る
か
ら
、
単
に
「
品
種
に
よ
る
差
は
、
田
植
え
時
に
お
い
て
さ
ほ
ど
あ

る
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
り
」
と
す
る
だ
け
で
は
な
ん
ら
説
得
力
を
有
し

な
い
。

以
上
、
小
口
氏
が
拙
論
に
対
し
批
判
や
疑
問
を
呈
し
た
主
要
な
点
に
つ

い
て
、
い
さ
さ
か
の
弁
解
と
反
批
判
を
試
ゑ
た
。
な
お
印
象
め
い
た
批
評

で
恐
縮
で
は
あ
る
が
、
総
じ
て
小
口
氏
の
書
評
は
自
己
の
見
解
、
立
場
を

鮮
明
に
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
論
拠
の
不
十
分
さ
と
検
討
の
必
要
性
を
説
く

場
合
が
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
そ
れ
で
必
要
で
も
あ
り
意
義
の

あ
る
こ
と
で
も
あ
る
と
思
う
が
、
今
後
は
自
己
の
立
場
、
見
解
を
確
立
し

た
上
で
、
そ
の
観
点
か
ら
批
判
な
り
反
駁
な
り
を
展
開
し
て
頂
け
れ
ば
、

よ
り
実
り
あ
る
議
論
と
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
妄
脅
多
謝
。

３６９


