
書
評

田
崎
望
久
太
郎
氏
箸

「
日
本
文
学
の
古
典
的
構
造
」

岡
本
彦

以
下
は
、
か
な
ら
ず
し
も
書
評
と
は
な
ら
ぬ
か
も
っ
て
現
代
の
文
学
的
課
題
が
何
で
あ
る
か
と
い
う
こ

知
れ
ぬ
。
第
一
、
こ
う
い
う
概
論
的
な
、
、
本
文
学
と
は
、
む
し
ろ
古
典
研
究
よ
り
も
切
災
で
あ
る
の
で

の
余
分
野
に
わ
た
る
よ
う
な
、
幅
広
い
研
究
に
つ
い
は
な
い
か
。
（
間
述
っ
て
い
た
ら
ご
め
ん
な
さ
い
。

て
は
、
こ
れ
を
評
す
る
に
は
、
僕
の
視
野
が
せ
ま
す
こ
の
こ
と
ば
は
以
下
に
も
度
を
い
い
た
く
な
る
で
あ

ぎ
、
浅
す
ぎ
る
。
却
っ
て
教
え
ら
れ
る
こ
と
ば
か
り
ろ
う
が
、
わ
ず
ら
わ
し
い
か
ら
、
こ
こ
で
一
ぺ
ん
だ

で
あ
る
・
館
二
、
雑
誌
に
き
ま
っ
て
倣
っ
て
い
る
書
評
け
い
っ
て
代
表
と
す
る
。
）
蒋
者
の
よ
う
に
大
学
で

と
い
う
の
は
、
本
当
の
意
味
で
洪
評
ら
し
い
も
の
は
は
Ｈ
本
文
学
を
研
究
し
、
ま
た
他
方
、
創
作
に
も
生

ま
ず
な
い
。
諭
ず
る
以
上
は
本
絡
的
に
は
論
文
を
書
き
よ
う
と
す
る
蛙
に
と
っ
て
は
、
学
川
と
創
作
と
の

か
ね
ば
な
ら
ぬ
だ
ろ
う
。
雑
誌
の
詳
評
と
い
う
の
で
関
係
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
古
典
（
こ
こ
で
は
近
世

は
内
容
概
観
、
摘
録
紀
介
な
ら
ば
で
き
や
す
い
。
い
以
前
の
文
学
と
理
解
し
て
も
ら
っ
て
も
よ
い
）
と
現

や
、
そ
れ
ぐ
ら
い
の
こ
と
し
か
で
き
ぬ
の
で
は
な
い
代
文
学
と
の
切
れ
続
き
、
な
ま
ぬ
る
い
こ
と
ば
で
あ

か
。
そ
こ
で
、
僕
は
極
め
て
自
由
な
態
度
を
と
ら
せ
る
と
い
う
な
ら
古
典
と
の
対
決
と
い
い
か
え
て
も
よ

て
も
ら
っ
て
、
上
掲
の
書
物
を
だ
し
に
し
て
、
日
本
い
、
の
問
題
が
重
要
な
こ
と
と
し
て
、
ま
ず
浮
び
あ

、
、
、

文
学
研
究
に
つ
い
て
感
想
め
い
た
こ
と
を
書
こ
う
と
が
る
艀
で
あ
る
。
近
代
文
学
は
つ
ぎ
木
か
と
い
う
間

思
う
。
題
で
あ
る
。
そ
れ
は
持
統
で
も
あ
り
断
絶
で
も
あ
っ

杵
者
は
、
現
代
女
学
に
ふ
か
い
関
心
を
持
っ
て
い
《
た
よ
う
だ
。
し
か
し
、
こ
の
間
の
消
息
は
未
だ
明
か

る
人
で
あ
る
。
知
歌
実
作
満
で
も
あ
る
。
蒋
渚
に
と
に
さ
れ
た
こ
と
ば
な
か
っ
た
。
薪
者
は
、
こ
の
間
胆

聖

P

と
と
り
組
む
の
に
、
ま
こ
と
に
う
っ
て
つ
け
て
の
人

で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
本
は
、
椿
を
示
し
て
は
い

な
い
。
ま
こ
と
に
数
多
く
の
示
唆
に
み
ち
て
い
る
が
‐

著
新
も
い
う
と
お
り
、
こ
の
間
皿
を
と
く
準
術
と
し

て
作
ら
れ
た
古
典
文
学
の
一
つ
の
貼
倣
図
が
こ
の
本

な
の
で
あ
る
か
ら
、
啓
は
こ
の
本
を
た
よ
り
と
し
て

吾
女
が
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
し

か
し
、
な
ま
な
か
な
答
を
示
さ
れ
て
、
そ
れ
に
と
り
こ

に
な
っ
た
り
、
反
溌
を
感
じ
た
り
す
る
よ
り
も
楽
し

い
で
は
な
い
か
。
軒
新
と
と
も
に
前
進
し
た
い
の
で

あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
の
本
に
ほ
の
見
え
る
概

説
的
性
格
は
初
学
者
に
は
親
切
な
気
も
す
る
が
、
説

得
力
を
薄
め
た
感
じ
に
な
っ
て
い
る
の
は
残
念
だ
。

文
学
を
文
学
と
し
て
研
究
し
た
い
、
と
は
否
々
が

術
を
考
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
文
献
学
的
研
究
と

い
い
、
洲
訪
注
釈
と
い
い
、
商
次
の
そ
れ
に
は
文
学

的
味
解
が
必
要
で
あ
る
と
は
い
い
な
が
ら
、
文
学
と

し
て
の
研
究
で
な
い
こ
と
は
も
と
よ
り
で
あ
る
。
研

究
の
前
に
鑑
賞
が
先
行
す
る
。
こ
の
主
体
的
享
受
と

い
う
の
が
仙
者
で
あ
る
。
厳
砿
な
秤
観
性
を
礎
得
せ

ね
ば
学
問
で
は
な
い
。
で
な
く
ば
主
観
の
放
出
に
と

ど
ま
る
。
普
若
の
鑑
賞
力
に
は
僕
は
信
頼
を
も
っ
て

い
る
し
、
ま
た
事
実
、
こ
の
本
の
随
処
に
そ
の
鑑
賞

力
が
示
さ
れ
て
は
い
る
が
、
僕
は
こ
の
問
題
は
文
学
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研
究
に
最
後
ま
で
つ
き
ま
つ
わ
る
問
題
で
あ
る
と
忠
‐
る
。
こ
こ
で
古
典
の
性
格
と
い
っ
た
の
は
、
そ
れ
ぞ

う
。
文
学
に
つ
い
て
多
く
を
知
れ
ば
知
る
ほ
ど
文
学
れ
の
段
階
の
文
学
意
識
の
問
題
と
い
っ
て
も
よ
い
。

の
派
休
は
ま
す
ま
す
ぼ
や
け
て
く
る
、
文
学
と
は
そ
こ
こ
で
蒋
者
が
提
出
し
た
古
典
の
文
学
意
識
の
問
題

う
い
う
も
の
で
は
な
い
た
哲
学
が
前
提
の
な
い
、
は
、
一
つ
は
古
典
の
作
家
に
は
独
創
性
・
オ
リ
ヂ
ナ

無
の
深
淵
に
臨
ん
だ
学
問
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、

リ
テ
イ
に
つ
い
て
の
観
念
が
欠
除
し
て
い
た
こ
と
で

文
学
は
伏
屋
に
生
う
る
帯
木
の
加
き
も
の
で
あ
る
か
あ
り
、
他
の
一
つ
は
古
典
文
学
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て

も
知
れ
ぬ
。
美
学
と
評
論
と
に
分
裂
し
て
固
定
す
は
、
純
粋
の
文
学
動
機
か
ら
表
現
さ
れ
た
も
の
で
一
な

る
と
い
う
よ
う
な
は
め
に
な
り
か
ね
な
い
。
こ
の
本
く
、
他
の
非
文
学
的
な
目
的
を
主
と
し
て
い
た
こ
と

に
は
文
献
学
に
入
り
こ
ん
で
行
こ
う
と
す
る
姿
勢
は
で
あ
る
。
僕
の
勝
手
な
要
求
を
い
え
ば
、
こ
の
本

な
い
。
ま
た
、
公
式
的
な
社
会
反
映
論
も
注
意
ぶ
か
は
、
む
し
ろ
、
こ
の
古
典
の
文
学
意
識
の
問
題
に
限

く
避
け
ら
れ
て
い
る
。
「
国
学
の
意
義
」
の
項
な
ど
定
し
て
考
察
し
て
ほ
し
か
っ
た
と
思
う
。
そ
う
す
れ

は
一
つ
の
阿
答
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
ぱ
も
っ
と
焦
点
が
は
っ
き
り
し
て
、
真
に
独
創
的
な

民
俗
学
的
見
解
が
多
く
援
用
さ
れ
て
い
る
が
、
和
歌
研
究
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
し
か
し
、

の
「
勅
撰
雌
の
壯
界
」
以
後
や
、
俳
誰
に
薄
い
の
こ
れ
は
僕
の
身
勝
手
な
要
求
で
あ
り
す
ぎ
る
か
も
知

は
対
象
に
よ
る
操
作
で
あ
ろ
う
が
、
方
法
論
と
し
て
れ
ぬ
。
そ
れ
は
僕
自
身
が
、
こ
の
文
芸
意
識
史
と
も

統
一
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
た
い
と
僕
は
思
う
の
で
あ
い
う
べ
き
も
の
に
最
大
の
関
心
を
も
っ
て
い
る
か
ら

る
。
だ
。
剰
蛎
と
沓
襲
と
が
む
し
ろ
文
学
的
創
造
の
基
礎

古
典
を
現
代
に
も
っ
て
来
て
処
理
す
る
か
、
古
典
で
あ
っ
た
こ
と
、
人
生
の
た
め
の
芸
術
、
芸
術
の
た

の
む
か
し
に
吾
之
が
入
り
こ
ん
で
行
っ
て
味
解
す
る
め
の
芸
術
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
い
う
以
前
に
人
生

か
。
前
者
に
よ
れ
ば
古
典
は
そ
の
一
面
を
し
か
現
わ
と
芸
術
と
が
わ
か
ち
が
た
く
結
び
つ
い
て
、
そ
れ
全

、
、
、
、

さ
ず
、
後
者
に
よ
れ
ば
現
代
的
課
題
が
消
え
て
し
ま
体
で
、
そ
う
い
う
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

う
お
そ
れ
が
あ
る
。
そ
こ
に
現
代
的
問
題
意
識
を
把
こ
れ
を
解
明
す
る
こ
と
は
現
代
の
文
学
意
識
で
評
価

持
し
な
が
ら
、
古
典
の
性
格
を
理
解
し
て
そ
の
中
に
し
た
り
、
文
学
と
非
文
学
と
を
分
離
し
て
み
た
り
し

入
っ
て
行
か
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
あ
り
方
が
で
て
く
て
終
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
に
お
け
る

誹
評
・
国
崎
里
久
太
郎
氏
「
日
本
文
学
の
古
典
的
椛
造
」

■

文
学
意
識
の
構
造
が
そ
れ
と
し
て
解
明
さ
れ
ね
ば
な

ら
ぬ
の
で
あ
る
。
芭
蕉
に
は
．
「
世
に
ふ
る
も
さ
ら
に

宗
祇
の
や
ど
り
故
」
と
い
う
句
が
あ
り
、
中
世
に
は

狂
言
綺
語
の
説
と
か
和
歌
陀
雑
尼
諭
と
か
い
う
も
の

も
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
こ
れ
に
似
た
よ
う
左
こ
と

は
現
代
文
学
に
お
い
て
極
め
て
重
要
な
課
題
と
な
っ

て
い
る
。
薪
著
は
さ
ら
に
所
訓
ホ
メ
ロ
ス
問
題
を
出

し
て
い
る
。
殊
に
古
代
文
学
、
物
語
文
学
に
於
け
る

「
原
物
語
」
で
あ
る
。
文
献
学
の
活
躍
の
場
で
あ
る

が
、
「
原
物
語
」
の
設
定
や
、
物
語
の
成
長
と
い
う

こ
と
も
、
そ
の
そ
こ
に
は
や
は
り
文
学
意
識
の
問
題

が
横
た
わ
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
文
学
と
い
う
も

、
、
、
、
、
、

の
が
、
そ
う
い
う
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
た
れ
ば
こ

そ
成
長
が
可
能
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
本
の
総
評
ら
し
き
も
の
を
付
け
加
え
る
と
す

れ
ば
、
こ
の
本
は
実
に
い
ろ
い
ろ
な
問
題
を
提
示

し
、
そ
の
解
決
の
た
め
に
実
に
多
く
の
示
唆
註
し
て

い
る
。
し
か
し
、
完
全
に
整
理
さ
れ
て
見
事
な
榊
造

詮
示
し
て
い
る
と
は
い
い
難
い
。
こ
う
い
う
か
た
ち

に
お
い
て
か
、
或
は
別
な
か
た
ち
に
お
い
て
か
、
そ

れ
は
と
も
あ
れ
、
今
後
た
び
た
び
書
き
改
め
ら
れ
る

べ
き
研
究
で
あ
る
と
思
う
。
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