
〔
書
評
〕

小
助
川
元
大
著
『
行
誉
編
「
塔
妻
紗
』
の
研
究
」

小
助
川
元
太
著
『
行
誉
編
一
．
壌
嚢
紗
』
の
研
究
』

人
は
、
「
中
世
文
学
の
範
囲
」
を
問
題
に
す
る
こ
と
自
体
、
あ
ま
り
意
義
の

あ
る
こ
と
と
は
思
っ
て
い
な
い
ら
し
い
」
と
島
津
氏
が
感
想
を
述
べ
る
よ
う

な
状
況
が
進
行
し
つ
つ
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、
今
Ｈ
に
お
い
て
は
な
お
の
こ
と

で
あ
ろ
う
。
確
か
に
こ
う
し
た
論
題
を
立
て
る
こ
と
自
体
が
、
も
は
や
時
宜

に
あ
わ
な
く
な
り
つ
つ
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
行
誉
お
よ
び
「
端
蕊

紗
・
一
の
専
論
で
あ
る
本
書
を
前
に
し
て
、
一
度
は
こ
う
し
た
問
題
に
た
ち
か

え
っ
て
み
る
こ
と
も
必
要
な
気
が
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
一
篇
嚢
紗
』
を
論

ず
る
う
え
で
の
小
助
川
氏
の
ス
タ
ン
ス
と
も
、
深
く
関
係
し
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

著
者
の
ス
タ
ン
ス
は
、
比
較
的
明
瞭
に
本
書
序
論
の
「
目
的
」
の
段
に
明

か
さ
れ
て
い
る
。
日
く
、
「
編
者
行
誉
に
よ
る
一
つ
の
作
品
と
し
て
」
『
濡
蕊

紗
一
を
読
む
こ
と
で
あ
る
、
と
。
類
似
し
た
表
現
は
、
た
び
た
び
繰
り
返
さ

れ
る
。
「
自
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
込
め
た
一
つ
の
作
品
と
見
る
」
「
個
人
的
な

思
い
を
表
明
す
る
作
品
と
し
て
の
側
面
」
等
々
ｌ
そ
れ
は
、
ま
ず
一
義
的

に
は
、
従
来
の
研
究
史
が
『
聡
嚢
紗
」
を
「
辞
書
」
と
し
て
遇
し
て
き
た
こ

と
へ
の
著
者
な
り
の
異
議
申
し
立
て
で
あ
り
、
同
時
に
（
冒
頭
の
一
文
に
呼

鈴
木
元

九
五

一
端
嚢
紗
』
の
ご
と
き
書
物
が
、
文
学
研
究
の
対
象
と
し
て
正
面
か
ら
論

じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
は
た
し
て
い
つ
の
こ
ろ
か
ら
で
あ
っ
た
だ

ろ
う
か
。

と
り
わ
け
中
仙
文
学
分
野
に
お
い
て
研
究
対
象
の
拡
散
が
進
行
す
る
中

で
、
「
中
世
文
学
の
範
囲
」
が
学
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
テ
ー
マ
と
し
て
掲
げ

ら
れ
た
の
は
、
平
成
元
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
当
該
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
パ
ネ

ラ
ー
の
一
人
で
あ
っ
た
島
津
忠
夫
氏
は
、
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
趣
旨
に
つ

い
て
、
「
こ
う
し
た
中
世
文
学
の
研
究
の
対
象
が
無
限
に
広
が
っ
て
ゆ
く
傾

●
向
に
い
ち
お
う
の
反
省
は
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
か
と
私
は

思
っ
た
」
（
『
中
世
文
学
』
第
三
十
五
号
に
拠
る
）
と
、
感
想
を
記
し
て
お
ら

れ
る
。
ど
う
や
ら
テ
ー
マ
設
定
の
意
図
は
、
明
示
的
に
講
師
に
告
げ
ら
れ
て

は
い
な
か
っ
た
ら
し
い
の
だ
が
、
島
津
氏
の
推
測
と
い
う
限
定
を
含
む
も
の

の
、
こ
の
時
期
に
、
研
究
対
象
の
拡
散
状
況
へ
の
「
反
省
」
が
研
究
者
の
意

識
に
の
ぼ
り
は
じ
め
て
い
た
ら
し
い
事
情
が
窺
わ
れ
る
。
既
に
二
十
年
以
上

昔
の
こ
と
で
あ
る
。

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
当
時
に
測
っ
て
も
、
す
で
に
「
私
た
ち
よ
り
若
い
仙
代
の



い
て
改
め
て
思
う
の
は
、
一
塔
褒
紗
』
と
い
う
著
述
の
性
格
把
握
の
先
進
性

で
あ
る
。
単
に
一
東
山
往
来
』
お
よ
び
同
『
拾
遺
』
か
ら
の
表
現
上
の
影
響

を
い
う
に
と
ど
ま
ら
ず
、
既
に
『
明
衡
往
来
」
『
庭
訓
往
来
』
の
名
を
挙
げ

な
が
ら
、
『
壌
褒
紗
一
の
話
題
と
往
来
物
の
そ
れ
と
の
近
似
性
に
言
及
し
て

お
り
、
そ
の
把
握
力
の
確
か
さ
は
高
く
評
価
さ
れ
て
よ
い
。
た
だ
し
、
『
東

山
往
来
』
の
影
響
に
つ
い
て
「
単
な
る
引
用
沓
に
と
ど
ま
ら
な
い
」
と
の
深

い
認
識
に
立
ち
つ
つ
も
、
「
あ
ら
ゆ
る
知
識
に
通
じ
る
こ
と
が
道
を
志
す
も

の
に
は
必
要
で
あ
」
る
と
い
う
『
堵
獲
紗
』
細
者
の
「
考
え
方
」
（
三
六

頁
）
に
関
わ
る
影
響
と
い
う
よ
う
に
抽
象
化
さ
れ
、
小
さ
く
纏
め
ら
れ
て
し

ま
う
時
、
そ
こ
に
柳
か
の
物
足
り
な
さ
を
抱
か
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
こ
と
も

正
直
に
述
べ
て
お
こ
う
。

た
だ
し
往
来
物
に
つ
い
て
の
思
索
の
結
晶
は
、
い
ま
し
ば
ら
く
時
を
待
つ

必
要
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
小
助
川
氏
は
「
勧
学
性
」
に
つ
い
て
の

論
の
発
表
（
一
九
九
七
年
）
か
ら
間
も
な
く
、
弓
庭
訓
私
記
』
の
注
釈
説

話
」
（
『
説
話
・
伝
承
学
』
第
七
号
、
一
九
九
九
年
）
、
「
庭
訓
往
来
注
と
雑
談

ｌ
置
訓
私
記
一
の
注
釈
説
話
を
中
心
に
ｌ
」
（
一
枯
竺
第
十
二
号

二
○
○
二
年
）
と
い
う
庭
訓
往
来
注
の
一
本
『
庭
訓
私
記
』
を
扱
っ
た
注
目

す
べ
き
論
を
公
に
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
た
だ
し
著
書
と
し
て
の
統
一
性

を
重
視
さ
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
、
本
書
に
は
収
録
さ
れ
て
い
な
い
）
。
た
と

え
ば
、
本
書
中
で
も
白
眉
と
す
べ
き
一
編
弓
塔
嚢
紗
』
と
雑
談
」
の
論

は
、
活
字
と
し
て
の
公
刊
時
で
統
一
し
て
示
す
な
ら
ば
二
○
○
二
年
の
発

表
。
『
康
富
記
』
を
手
掛
か
り
と
し
、
同
時
に
『
椿
葉
記
」
や
『
伊
勢
貞
親

教
訓
」
等
、
皇
族
や
武
士
な
ど
幅
広
い
階
屑
の
学
問
に
か
か
わ
る
資
料
を
見

九
六

応
す
る
こ
と
だ
が
）
文
学
研
究
の
補
助
線
と
し
て
一
部
を
利
用
す
る
ば
か
り

で
、
統
一
体
（
「
作
品
」
）
と
見
よ
う
と
し
な
か
っ
た
盲
点
を
突
く
主
張
で
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
、
も
う
ひ
と
つ
別
の
表
現
を
と
っ
て

掲
げ
ら
れ
る
課
題
、
。
塔
褒
紗
』
は
い
か
な
る
書
物
な
の
で
あ
ろ
う
か
」
と

い
う
設
問
に
究
極
的
に
は
行
き
着
く
こ
と
に
な
る
。
確
か
に
そ
れ
は
、
室
町

期
の
学
問
を
考
え
る
う
え
で
き
わ
め
て
重
要
な
課
題
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で

強
く
支
持
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
視
角
が
、
個
々
に
発

表
さ
れ
た
各
論
を
一
書
に
ま
と
め
る
に
あ
た
っ
て
の
便
宜
的
設
定
な
ど
で
は

な
く
、
『
篇
嚢
紗
」
を
論
じ
は
じ
め
た
当
初
か
ら
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と

は
、
本
書
中
で
最
初
期
に
発
表
さ
れ
た
弓
端
褒
紗
』
の
勧
学
性
」
（
第
一
編

第
一
章
）
の
「
は
じ
め
に
」
に
目
を
通
す
だ
け
で
、
容
易
に
知
ら
れ
る
こ
と

だ
（
た
だ
し
厳
密
に
い
え
ば
、
著
者
が
篇
嚢
紗
に
注
目
し
は
じ
め
て
か
ら

「
勧
学
性
」
の
究
明
に
い
た
る
ま
で
に
は
、
大
き
な
転
換
が
あ
っ
た
ら
し

く
、
そ
の
こ
と
は
「
あ
と
が
き
」
に
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
稿
は

雑
誌
発
表
時
の
内
容
に
若
干
の
手
が
加
え
ら
れ
て
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
基

本
的
な
姿
勢
に
つ
い
て
は
変
更
は
な
い
と
見
て
よ
い
）
。

で
は
著
者
は
、
一
篇
雲
紗
一
を
「
い
か
な
る
書
物
」
と
し
て
明
ら
か
に
し

て
い
っ
た
か
。

ま
ず
は
第
一
編
第
一
章
二
塔
蕊
紗
』
の
勧
学
性
」
に
お
け
る
、
『
東
山
往

来
」
『
東
山
往
来
拾
遺
」
か
ら
の
影
響
の
指
摘
。
雑
誌
掲
載
時
に
一
読
し
、

か
よ
う
な
往
来
物
が
参
照
典
籍
と
し
て
行
誉
の
著
作
に
吸
収
さ
れ
て
い
た
事

実
そ
の
こ
と
自
体
の
指
摘
が
、
評
者
に
は
甚
だ
刺
激
的
な
言
及
と
し
て
記
憶

に
残
っ
て
い
る
一
編
だ
が
、
今
回
の
書
評
の
た
め
に
こ
の
論
文
を
再
読
し
て



小
助
川
元
太
著
『
行
誉
編
一
壌
雲
紗
一
の
研
究
」

紗
」
の
知
識
・
学
問
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
、
今
後
の
研
究
に
と

っ
て
の
重
要
な
前
提
条
件
を
な
す
指
摘
と
な
っ
て
い
る
。

だ
が
、
時
代
や
環
境
の
中
で
の
こ
の
一
書
の
在
り
方
の
究
明
と
い
う
姿
勢

が
、
「
一
つ
の
作
品
と
し
て
」
読
む
と
い
う
主
張
で
強
調
さ
れ
る
と
き
、
私

な
ど
は
そ
こ
に
微
妙
な
違
和
感
を
感
じ
取
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
こ
で
確
認

し
て
お
く
べ
き
か
と
思
う
が
、
著
者
の
い
う
「
作
品
」
に
は
明
ら
か
に
「
文

学
作
品
」
を
含
意
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
先
に
も
ふ
れ
た
「
勧
学
性
」
の
論

の
「
は
じ
め
に
」
に
お
い
て
、
演
出
敦
氏
の
こ
と
ば
（
「
一
種
の
文
学
作
品

と
し
て
」
）
を
引
く
こ
と
に
よ
り
、
は
っ
き
り
と
宣
言
さ
れ
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
本
芯
を
評
す
る
に
あ
た
っ
て
、
『
蟻
褒
紗
』
が
文
学
作

品
と
し
て
読
め
る
か
否
か
を
争
う
の
は
妥
当
で
は
な
い
。
む
し
ろ
違
和
感
の

内
実
を
提
示
し
て
、
そ
の
印
象
の
妥
当
性
の
判
断
を
広
く
仰
ぐ
こ
と
こ
そ
が

評
者
の
責
任
と
い
え
よ
う
。

仏
書
、
往
来
物
、
歌
書
、
説
話
集
等
々
様
々
な
テ
キ
ス
ト
の
引
用
か
ら
成

る
大
い
な
る
織
物
。
的
確
な
呼
称
の
与
え
が
た
い
引
用
の
集
積
体
。
雑
多
な

知
識
の
延
々
と
続
く
開
示
。
そ
う
し
た
見
た
目
が
、
こ
の
浩
満
な
書
物
に
編

者
の
意
志
を
読
む
こ
と
を
妨
げ
て
い
た
こ
と
は
、
事
実
な
の
で
あ
ろ
う
。
そ

し
て
小
助
川
氏
が
説
く
よ
う
に
、
引
用
の
羅
列
と
見
え
る
そ
の
背
後
に
確
固

と
し
た
主
張
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
も
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
逆
に
い

え
ば
何
ら
か
の
意
図
、
目
的
を
も
た
ぬ
編
纂
物
な
ど
あ
り
え
な
い
と
い
う
の

も
常
識
的
な
事
実
だ
。
そ
の
当
た
り
前
の
事
実
を
前
に
し
て
、
必
要
以
上
に

編
者
の
「
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
を
細
部
に
読
も
う
と
す
る
の
は
、
逆
に
匝
大
な
引

用
の
集
積
そ
の
も
の
か
ら
眼
を
背
け
る
こ
と
に
な
っ
て
は
い
な
い
か
。
あ
る

九
化

渡
し
な
が
ら
、
時
代
の
中
で
「
雑
談
」
が
果
た
し
た
教
育
的
役
割
と
意
義
を

浮
き
彫
り
に
す
る
こ
と
で
、
『
瑞
雲
紗
」
と
い
う
書
物
の
基
本
的
性
格
を
規

定
し
て
み
せ
た
鮮
烈
な
論
で
あ
る
。
ゆ
え
に
一
塔
雲
紗
』
と
は
何
か
と
い
う

思
索
を
継
続
し
な
が
ら
、
庭
訓
往
来
の
注
釈
世
界
へ
の
分
析
の
手
は
伸
ば
さ

れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
恐
ら
く
は
一
篇
妻
紗
一
へ
の
注
目
の
中
に
、
「
往

来
物
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
そ
れ
自
体
の
季
む
問
題
が
形
を
な
す
契
機
が
あ

り
、
ま
た
往
来
物
の
注
釈
へ
の
関
心
が
「
雑
談
」
と
い
う
行
為
へ
の
思
索
を

深
め
た
の
で
は
な
い
か
と
臆
測
す
る
。

と
こ
ろ
で
小
助
川
氏
の
場
合
、
『
塔
褒
紗
』
の
そ
の
名
状
し
が
た
い
番
物

と
し
て
の
性
格
に
向
け
た
探
究
が
、
行
誉
そ
の
人
と
そ
の
撰
述
脅
と
を
総
体

的
に
把
握
し
よ
う
と
の
志
向
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
、
そ
の
事
情
は
容
易
に

推
測
が
可
能
で
あ
る
。
そ
し
て
確
か
に
、
ひ
と
つ
の
資
料
が
提
供
す
る
情
報

を
、
今
日
の
眼
か
ら
無
機
質
に
均
一
な
「
事
実
」
と
し
て
受
け
止
め
る
と

き
、
そ
こ
か
ら
読
み
と
る
情
報
に
は
様
々
な
陥
奔
が
待
ち
う
け
て
い
る
こ
と

を
思
う
な
ら
、
ま
ず
は
徹
底
し
て
そ
の
資
料
を
そ
れ
自
身
の
生
き
て
い
た
時

代
と
環
境
に
据
え
直
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
こ

に
、
「
編
者
自
身
の
言
葉
」
「
行
誉
の
政
道
観
」
と
題
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
本

書
第
一
編
、
第
二
編
の
諸
論
考
の
意
義
が
あ
る
と
見
て
よ
い
。
特
に
、
第
二

編
第
一
章
弓
篇
蕊
紗
』
と
式
日
注
釈
学
」
を
め
ぐ
る
問
題
は
、
行
誉
周
辺

の
学
問
の
場
と
幕
府
奉
行
人
や
評
定
衆
と
の
接
点
を
暗
示
す
る
も
の
で
、
大

き
な
意
義
を
も
つ
指
摘
で
あ
る
し
、
「
編
者
行
誉
お
よ
び
槻
勝
寺
が
、
（
清

原
）
業
忠
や
（
中
原
）
康
富
ら
朝
廷
の
実
務
官
僚
た
ち
と
の
交
流
を
持
っ
て

い
た
」
（
一
○
四
頁
）
と
い
う
事
実
は
、
僧
坊
の
学
問
と
し
て
の
み
『
塔
嚢



い
は
、
テ
キ
ス
ト
の
部
分
部
分
か
ら
読
み
取
っ
た
「
勧
学
」
の
意
識
や
「
政

道
観
」
が
、
実
は
大
い
な
る
こ
の
編
纂
物
の
「
文
学
的
」
意
義
と
は
必
ず
し

も
有
機
的
に
交
叉
し
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。
あ
る
い
は
ま
た
、
話
題
の

脱
線
を
指
摘
す
る
第
一
編
第
二
章
三
端
雲
紗
』
の
知
」
の
主
張
は
、
私
に

は
本
来
、
中
世
の
註
釈
学
の
広
い
枠
組
み
の
中
に
据
え
て
把
握
さ
れ
る
べ
き

こ
と
と
思
わ
れ
、
そ
れ
を
行
誉
の
個
性
や
そ
の
著
作
の
特
性
と
し
て
収
数
さ

せ
て
し
ま
う
な
ら
ば
、
そ
れ
は
あ
ま
り
に
性
急
と
云
わ
ざ
る
を
え
な
い
よ
う

に
も
思
う
。

も
う
一
つ
気
に
な
る
の
は
、
該
書
が
辞
普
的
な
分
類
体
を
と
ら
な
い
と
い

う
こ
と
を
も
っ
て
、
『
塵
袋
』
と
の
距
離
を
こ
と
さ
ら
に
強
調
さ
れ
る
序
論

の
立
場
の
問
題
。
こ
れ
も
、
該
書
を
「
作
品
と
し
て
」
読
も
う
と
す
る
意
志

と
密
接
に
つ
な
が
る
と
み
て
誤
る
ま
い
。
そ
こ
に
、
「
辞
書
的
編
纂
物
」
た

る
『
塵
袋
」
と
、
「
読
む
事
典
」
（
「
作
品
」
）
で
あ
る
『
境
嚢
紗
」
と
の
対
比

的
な
構
図
を
描
き
出
そ
う
と
し
て
い
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
が
、
そ
も
そ

も
、
分
類
体
の
形
式
の
み
を
も
っ
て
『
塵
袋
』
を
「
辞
書
」
と
し
て
済
ま
せ

て
よ
い
も
の
か
。
ま
た
逆
に
、
『
塔
蕊
紗
』
が
『
下
学
集
」
以
下
中
世
古
辞

書
と
と
う
て
い
切
り
離
し
え
な
い
位
置
を
し
め
て
い
る
事
実
を
、
あ
る
意
味

で
置
き
去
り
に
す
る
読
み
方
に
な
っ
て
い
は
し
な
い
か
（
そ
れ
は
享
受
史
に

か
か
わ
る
と
こ
ろ
が
多
く
、
小
助
川
氏
の
関
心
か
ら
外
れ
る
の
か
も
し
れ
な

い
が
）
。

書
物
に
対
し
て
も
総
体
と
し
て
の
把
握
を
め
ざ
す
こ
と
は
、
文
学
研
究
の
市

場
と
し
て
無
意
味
な
こ
と
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
追
究
の
意
義
確
認
を
急
い

で
「
（
文
学
的
）
作
品
」
と
し
て
の
テ
ー
マ
や
主
張
を
求
め
る
よ
り
も
、
む

し
ろ
広
く
中
世
の
学
問
世
界
へ
開
放
す
る
こ
と
を
優
先
す
る
方
が
実
り
多
い

だ
ろ
う
。
そ
れ
が
評
者
の
立
場
で
あ
る
。
「
一
見
非
文
学
的
な
素
材
に
深
入

り
し
過
ぎ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
今
日
の
研
究
も
い
ま
は
重
要
だ
と
思
う
」

（
島
津
氏
）
と
い
う
肯
定
の
中
に
含
ま
れ
た
留
保
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い

が
、
著
者
に
は
中
世
文
学
の
裾
野
の
理
解
を
促
進
す
る
た
め
に
も
、
こ
の
雑

書
が
「
い
か
な
る
書
物
」
か
を
問
い
続
け
て
い
た
だ
き
た
い
。
本
書
刊
行
以

後
も
著
者
に
よ
る
行
誉
追
究
は
継
続
さ
れ
て
お
り
（
「
醍
醐
寺
所
蔵
『
僧
某

年
譜
』
考
ｌ
『
篇
謹
紗
』
編
者
に
関
す
る
一
級
構
料
発
見
ｌ
」
、
爾
語

画
文
一
第
七
十
七
巻
第
二
号
）
、
本
書
は
決
し
て
閉
じ
ら
れ
た
環
で
は
な
い

の
だ
か
ら
。

（
三
弥
井
書
店
、
二
○
○
六
年
九
月
九
日
、
三
一
○
頁
、
本
体
価
格
六
八
○

○
円
）

（
す
ず
き
．
は
じ
め
熊
本
県
立
大
学
）

九
八

冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
、
文
学
研
究
の
対
象
は
現
在
で
は
大
き
く
変
容
し

て
い
る
。
こ
う
し
た
現
状
に
対
し
て
は
様
々
な
意
見
や
立
場
が
あ
る
。
だ

が
、
『
壌
嚢
紗
』
の
ご
と
き
、
ひ
と
ま
ず
は
雑
書
と
し
か
呼
び
よ
う
の
な
い




