
〔書
評
〕

実
作
者
の
方
か
ら
お
話
を
伺

っ
て
い
た
時
の
こ
と
で
あ
る
こ
そ
の
方
は
近

代
俳
旬
に
関
す
る
数
多
く
の
卓
見
を
仰

っ
た
後
、
「
と
は
い
え
、
私
に
と

っ

て
近
代
俳
句
は
中
村
草
田
男
た
だ

一
人
で
あ
り
、
数
十
年
間
そ
れ
の
み
を
想

い
な
が
ら
句
作
を
続
け
て
き
た
」
と
吐
露
し
た
こ
と
が
あ

つ
た

．^
こ
れ
に
類

す
る
お
話
は
他
の
方
々
か
ら
も
お
聞
き
し
た
が
、
こ
こ
で
は
割
愛
し
よ
う

）^

実
作
者
と
接
し
て
実
感
す
る
の
は
、
あ
る
俳
人
に
強
く
魂
を
揺
さ
ぶ
ら
れ

た
結
果
―
俳
旬
の
み
な
ら
ず
評
論
や
随
筆
、
人
柄
も
含
め
て
―
、
自
ら
も
そ

の
よ
う
に
作
品
を
著
し
た
い
と
願
い
つ
つ
俳
句
史
を
振
り
か
え
る
方
が
多

い

と
い
う
点
で
あ
る
３
そ
の
た
め
、
彼
ら
に
お
け
る
近
現
代
俳
句
史
は
強
く
影

響
を
受
け
た
俳
人
を
中
心
と
し
た
史
観
に
な
る
か
、
そ
の
俳
人
の
足
跡
と
同

義
に
な
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
）

研
究
者
と
し
て
は
、
資
料
を
渉
猟
し
て
当
時
の
状
況
や
文
脈
等
の
復
元
を

目
指
し
つ
つ
、
俳
旬
史
全
体
の
消
長
や
意
義
等
を
大
局
的
か
つ
微
細
に

（そ

し
て
実
証
的
に
）
把
握
し
た
上
で
対
象
に
迫
り
た

い
と

い
う
願
望
が
強

い

が
、
実
作
者
は
―
あ
る
い
は
評
論
家
も
―
強
烈
に
な
か
れ
た
作
品
か
ら
放
た

土目

木

昔
冗

人

れ
た
電
光
を
い
か
に
受
け
と
め
る
か
、
つ
ま
り
現
在
の
自
身
が
何
を
感
じ
、

何
を

つ
か
み
と

っ
た
か
を
重
視
し
、
そ
れ
を
前
面
に
押
し
だ
す
傾
向
に
あ

フ
０

（）啓
示
を
受
け
た
よ
う
に
、
圧
倒
的
な
存
在
に
出
会

っ
て
し
ま

つ
た
実
作
者

や
評
論
家
た
ち
３
あ
ま
り
に
強
烈
な
体
験
で
あ

っ
た
た
め
、
そ
れ
を
軸
に
生

き
る
こ
と
を
自
ら
の
道
と
信
じ
、
数
十
年
歩
ん
で
き
た
者
に
と

っ
て
、
そ
の

存
在
を
語
る
こ
と
は
研
究
者
の
よ
う
に
冷
静
を
装
う
わ
け
に
い
か
な
い
、　
一

夜
限
り
の
奇
蹟
を
述
懐
す
る
よ
う
に
、
昂
ぶ
り
を
秘
め
た
日
ぶ
り
で
そ
の
体

験
を
語
る
で
あ
ろ
う
ｃ

正
岡
子
規
に
つ
い
て
長
年
に
渡
り
発
言
し
続
け
た
坪
内
稔
典
氏
は
、
多
彩

な
表
情
を
持

つ
執
筆
家
で
あ
る

）^
研
究
者
や
評
論
家
に
し
て
軽
快
な
随
筆

家
、
俳
人
に
し
て
歌
人
　
　
最
近
刊
行
さ
れ
た

『正
同
子
規
　
一言
葉
と
生
き

る
』
Ｇ
石
波
新
書
、
二
〇

一
Ｏ
ｃ
以
下
、
コ
ロ葉
と
生
き
る
」
と
表
記
）
に
も

多
様
な
眼
差
し
は
う
か
が
え
る
が
、
何
よ
り
感
じ
る
の
は
子
規
と
い
う
存
在

に
出
会

っ
て
し
ま

つ
た
氏
の
、
取
り
か
え
の
き
か
な
い
体
験
の
あ
り
よ
う
で

一
七
五

坪
内
稔
典

『正
岡
子
規
　
一言
葉
と
生
き
る
』

―
―
言
葉
に
留
ま
る
と

い
う
こ
と
―
―

を
言売
む



『言
葉
と
生
き
る
』
は
氏
が
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
子
規
論
の
要
諦
を
ま

と
め
た

一
書
で
あ
り
、
ま
た
子
規

へ
の
愛
着
が
随
所
に
感
じ
ら
れ
る
文
章
で

綴
ら
れ
て
い
る
．
そ
れ
は
冒
頭
の

一
文
に
示
さ
れ
て
い
よ
う

）^

当
時
、
私
は
女
子
高
校
の
国
語
科
教
員
だ

っ
た
が
、
自
分
が
ほ
ん
と

う
に
し
た
い
仕
事
が
分
か
ら
ず
、
い
わ
ば
ふ
ら
ふ
ら
し
て
い
た

、^
（略
）

そ
ん
な
あ
る
日
、
珍
し
く
パ
チ
ン
コ
で
勝

っ
た
〓
意
気
揚
々
と
引
き
揚

げ
て
い
た
途
中
、
古
書
店
の
店
先
に
積
ん
で
あ

っ
た

『子
規
全
集
』
が

日
に
つ
い
た
＾
私
は
そ
の
全
集
を
衝
動
買

い
し
た
。
（略
）
読
み
始
め

る
と
面
白
か

っ
た
。
私
は
夢
中
に
な
り
、
子
規
論
を
同
人
誌
に
連
載
し

た
。
そ
し
て
数
年
後
、
私
の
最
初
の
子
規
論

『正
岡
子
規
―
俳
旬
の
出

工Ｌ

（昭
和
五
十

一
年
）
を
出
し
た
。
以
来
、
子
規
を
考
え
る
こ
と
が

私
の
暮
ら
し
の
基
調
に
な

っ
た
。
３
は
じ
め
に
し

こ
の
逸
話
は
、
氏
の
著
作
で
幾
度
と
な
く
語
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
　
こ
れ

が
再
掲
さ
れ
た
の
は
感
慨
深
い
昔
話
と
い
う
の
み
で
な
く
、
子
規
に
魅
せ
ら

れ
、
彼
と
と
も
に
人
生
を
歩
む
中
で
培

っ
た
子
規
像
を
語
る
と
い
う
宣
言
で

あ
り
、
従

っ
て

一言
葉
と
生
き
る
一
は
評
伝
と

い
う
形
を
取
り
つ
つ
、
「
年

月
を
追

っ
て
彼
の
活
動
な
ど
を
記
し
た
も
の
で
は
な
い
」
■
は
じ
め
に
し

す
な
わ
ち
、
文
学
研
究
の
よ
う
に
詳
細
な
年
譜
に
沿

っ
た
確
認
や
資
料
読
解

と
と
も
に
新
解
釈
等
を
提
示
す
る
の
で
な
く
、
氏
の
信
念
に
沿

っ
た
千
規
像

一
七
六

を
描
く
の
が

一言
葉
と
生
き
る
』
の
骨
子
に
他
な
る
ま
い
＾
そ
の
際
、
氏
が

採

っ
た
の
は
子
規
の
人
生
に
寄
り
そ
い
つ
つ

「
言
葉
」
に
注
日
す
る
こ
と
で

あ

つ
た
ｃ
コ
［
葉
」
と
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。）

一
声
は
月
が
な
い
た
か
ほ
と
と
ぎ
す

『子
規
子
』

の
冒
頭
に
置
か
れ
て
い
る
短
歌
と
俳
句
で
あ
る
３
（略
）

「
一
声
は
月
が
な

い
た
か
」
、
す
な
わ
ち
肺
結
核
と

い
う
不
治
の
病
は
、

自
分
の
未
来
で
あ
る
月
か
ら
届
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
、
と
子
規
は
感

じ
て
い
る
こ
だ
か
ら
、
そ
の
病
気
を
引
き
受
け
、
わ
ざ
と

「
子
規
」
と

名
乗

っ
た

．^
そ
の
子
規
は
、
今
、
余
命
十
年
を
自
党
し
な
が
ら
月
を
仰

い
で
い
る
．
言
葉
と
い
う
櫂
を
手
に
し
て
、
彼
は
月

へ
の
航
海
に
出
よ

う
と
し
て
い
る
．
そ
う

い
う
気
が
す
る
ｃ
（五
三
頁
）

「結
核
と
い
う
不
治
の
病
」
に
冒
さ
れ
、
「
余
命
十
年
を
自
党
し
な
が
ら
」

人
生
を
改
め
て
歩
み
出
し
た
時
、
彼
が
手
に
携
え
た
の
は

「
言
葉
と

い
う

櫂
」
だ

っ
た
と

い
う
　
坪
内
氏
に
よ
る
と
、
子
規
は
幼
少
期
か
ら

「
言
葉
」

に
救
わ
れ
た
生
涯
だ

っ
た

．
「
子
規
は
弱
虫
で
あ

っ
た
ご
（略
）
そ
の
弱
虫
の

子
規
が
回
覧
雑
誌
を
始
め
た
こ
ろ
か
ら
に
わ
か
に
活
発
に
な
る
。
言
葉
に
よ

る
表
現
活
動
が
仲
間
を
集
め
る
の
だ
＾
そ
し
て
そ
の
活
動
の
中
心
に
子
規
が

い
る
」
（十
六
ヽ
十
七
頁
Ｉ

，
」
の
他
に
も
彼
は
漢
詩
や
膨
大
な
本
の
筆
写
な

ど
を
通
し
て
生
き
る
愉
し
み
を
獲
得
し
た
と
い
う

（第

一
章

「筆
写
を
始
め

る
」
「漢
詩
少
年
」
な
ど
ヽ

少
年
時
代
の
後
、
青
年
子
規
は

「
言
葉
」
で
外

界
を

「
写
生
」
す
る
こ
と
で
再
び
救
わ
れ
る
が
、
そ
の
経
緯
を
坪
内
氏
は
次

は
な
い
か



の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
ｃ

子
規
は
明
治
二
十
五
年
に
帝
国
大
学
を
中
退
し
て
日
本
新
聞
入
社
後
、
編

集
長
と
し
て

『小
日
本
』
を
任
さ
れ
る
も

一
年
で
廃
刊

（明
治
二
十
七
）
、

加
え
て
日
清
戦
争
が
勃
発
し
た
た
め
新
聞
は
戦
争
報
道

一
色
に
な
り
、
「時

勢
か
い
取
り
残
さ
れ
て
い
る
」
（九
五
頁
）
状
態
で
あ

つ
た
。
内
心
穏
や
か

で
な
い
子
規
は
郊
外
散
歩

へ
出
か
け
、
そ
の
風
景
を
俳
句
と
し
て

「
写
生
」

し
た
ｃ
す
る
と

「
子
規
の
気
分
は
郊
外
の
草
や
虫
、
そ
し
て
さ
り
げ
な
い
風

景
に
よ
つ
て
安
ら
い
だ
」
（九
七
頁
）
と
い
う
。
坪
内
氏
独
特
の

「
写
生
」

の
機
微
が
う
か
が
え
る
箇
所
で
あ
る
が
、
こ
こ
で

『言
葉
と
生
き
る
』
の
原

型
と
な
っ
た

『正
岡
子
規
―
創
造
の
共
同
性
』
（リ
プ
ロ
ボ
ー
ト
、　
一
九
九

一
。
後
に

『坪
内
稔
典
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
２
　
正
岡
子
規
と
そ
の
時
代
』
〔沖

積
合
、
二
〇

一
〇
〕
に
収
録
）
の

一
節
を
見
て
み
よ
う
。

草
花
と
い
う

一
見
し
て
さ
さ
や
か
な
も
の
を
楽
し
む
こ
と
は
、
そ
の

根
底
の
と
こ
ろ
で
、
俳
句
や
短
歌
と
い
う
小
さ
な
詩
の
根
拠
と
通
じ
て

い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
（略
）
単
純
化
し
て
言
え
ば
、
子
規
は
そ
れ

ら
を

〈簡
単
な
る
思
想
〉
翁
俳
諧
大
要
」
明
治
二
十
八
年
）
の
詩
と
考

え
て
い
た
。
（略
）
俳
句
や
短
歌
は
写
生
に
よ
つ
て
作
ら
れ
た
が
、
そ

の
写
生
に
彼
は
、
思
想
や
観
念
と
い
う
過
剰
な
思
い
―
深
遠
と
か
神
秘

な
ど
―
を
持
ち
こ
ま
な
か
っ
た
ｃ
〈実
際
の
有
の
ま

ヽ
を
写
す
〉
と
い

う
単
純
さ
を
、
そ
の
単
純
な
ま
ま
に
実
行
し
た
。
（『坪
内
稔
典
』
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
所
収
版
、　
Ｉ

一
一
～

一
三
二
頁
）

坪
内
稔
典

『正
岡
子
規
　
一言
葉
と
生
き
る
』
を
読
む

子
規
の

「
写
生
」
は

「
思
想
や
観
念
と
い
う
過
剰
な
思
い
」
を
排
除
し
、

「
単
純
さ
を
、
そ
の
単
純
な
ま
ま
に
実
行
し
た
」
と
こ
ろ
に
本
領
が
あ

っ
た

と
い
う
ｃ
彼
は
自
他
共
に
認
め
る
野
心
家
で
あ

っ
た
が
、
帝
大
を
中
退
し
た

上
に
日
本
新
聞
入
社
後
は
戦
争
報
道
で
華
々
し
い
活
躍
も
で
き
ず
、
屈
託
と

煩
間
が
増
す
ば
か
り
で
あ

つ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
を
盛
り
こ
み
よ
う
の
な

い

「簡
単
な
る
思
想
」
＝
俳
句
を
詠
む
こ
と
が
か
え

つ
て
自
ら
を
救
う
契
機

た
り
え
た
と
い
う
の
で
あ
る
ｃ

加
え
て
、
坪
内
氏
は

「
簡
単
な
る
思
想
」
＝
俳
句
を
通
じ
て
平
几
な
草
花

を
詠
ん
だ
点
に
子
規
の
新
し
さ
が
あ

つ
た
と
述
べ
る
．

日
常
的
に
花
に
親
し
む
こ
と
は
、
近
代
の
新
し
い
習
慣
で
あ
る
。
も

っ
と
も
、
万
葉
の
歌
人
た
ち
は
梅
花
を
風
流
の
対
象
と
し
た
し
、
桜
、

う
の
花
、
藤
な
ど
は
和
歌
で
く
り
返
し
歌
わ
れ
て
き
た
。
江
戸
時
代
に

は
椿
や
牡
丹
の
観
賞
が
大
流
行
し
た
こ
と
も
あ
る
ｃ
し
か
し
、
そ
れ
ら

は
、
農
業
と

い
う
生
産
と
は

一
応
切
れ
た
人
た
ち
の
、
風
雅
の
対
象
だ

っ
た
。
だ
か
Ｌ
、
愛
さ
れ
た
の
は
い
つ
も
、
選
ば
れ
た
特
別
の
花
で
あ

っ
た
。
つ
ま
り
、
子
規
に
お
い
て
は
、
特
別
の
草
花
か
ら
日
常
の
草
花

へ
、
と
い
う
転
換
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
（同
右
書
、　
三

〓
一

～

一
二
三
頁
）

氏
に
よ
る
と
、
子
規
は
和
歌
や
江
戸
時
代
以
来
愛
さ
れ
た

「
特
別
の
草

花
」
で
な
く
、
「
日
常
の
草
花
」
を
好
ん
だ
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
り
、
「
そ
の

よ
う
な
素
地
の
上
で
、
写
生
が
実
践
さ
れ
た
と
き
、
〈花
は
我
が
世
に
し
て

一
七
七



草
花
は
我
が
命
な
り
〉
と

い
う
子
規
の
感
受
性
の
核
が
見
出
さ
れ
た
」
（同

右
書
、　
〓

一四
頁
）
。

通
常
、
子
規
の

「
写
生
」
は
俳
句
革
新
の
文
脈
で
語
ら
れ
る
こ
と
が
多

い
．^
た
と
え
ば
、
子
規
は
江
戸
期
以
来
停
滞
し
た

「
月
並
」
俳
諧

（類
型
的

で
常
識
を
出
な
い
表
現
）
を
打
破
す
る
た
め
洋
画
を
参
照
し
つ
つ
、
現
実
の

あ
り
の
ま
ま
を
詠
む
こ
と
で
新
鮮
な
表
現
　
内
容
を
獲
得
し
よ
う
と
し
た
、

と

い
う
風
に
。
無
論
、
こ
れ
は
江
戸
俳
諧
／
近
代
俳
句
の
分
水
嶺
と
し
て
重

要
な
問
題
で
あ
る
が
、
坪
内
氏
の
視
点
が
際
立

つ
の
は
、
小
説

（Ｂ
く
ｏ
こ

が
新
時
代
の
御
旗
と
目
さ
れ
た
明
治
期
に
子
規
が
あ
え
て
俳
句
を
選
び
、
か

つ

「
日
常
の
草
花
」
を

「
写
生
」
し
よ
う
と
し
た
意
味
を
、
そ
の
心
中
の
柔

い
か
い
装
を
な
ぞ
る
よ
う
に
探

っ
た
点
に
あ

っ
た
ｃ
す
な
わ
ち
、
人
並
み
外

れ
た
呼
心
家
が
味
わ

っ
た
た
び
重
な
る
挫
折
や
屈
託
を
、
つ
ま
り
自
意
識
の

「
過
剰
な
思
い
」
を
そ
の
ま
ま
小
説
に
著
す
の
で
な
く
―
試
み
は
し
た
が
、

作
品
は
生
彩
を
欠

い
て
い
た
―
、
「
小
さ
な
詩
」
で

「
日
常
の
草
花
」
を
詠

む
こ
と
で

「
過
剰
な
思
い
」
か
ら
離
れ
、
そ
れ
を
冷
静
に
受
け
と
め
る
余
裕

を
確
保
す
る
の
が

「
写
生
」
で
あ
り
、
子
規
は
そ
れ
を
俳
句

＝
「
小
さ
な
詩
」

を
通
じ
て
発
見
し
た
こ
と
を
氏
は
指
摘
し
た
の
で
あ
る
。

坪
内
氏
の

「
写
生
」
観
は
、
古
く
は
保
田
与
重
郎
な
ど
が
描
い
た
子
規
観

に
通
じ
る
で
あ
ろ
う

（「
写
生
は
所
詮
病
床
の
最
も
美
し
い
眼
の
変
形
で
あ

つ
た
。
恐
ら
く
子
規
に
あ
ら
は
れ
た
感
傷
の
相
で
あ
る
」
〔保
田

「
正
岡
子

規
に
つ
い
て
」
、
昭
和
十

一
じ
　
坪
内
氏
は

「
感
傷
の
相
」
を
よ
り
細
か
く

見
定
め
る
こ
と
で
、
子
規
が

「
俳
句
　
草
花
　
写
生

＝
小
さ
な
詩
　
単
純

さ
」
に
よ

っ
て
救
わ
れ
た
側
面
が
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
の
で
あ
る

（
こ
の

一
七
八

子
規
観
は
坪
内
氏
の
心
情
が
濃
く
反
映
し
て
お
り
、
氏
自
身
を
語
る
箇
所
と

し
て
も
興
味
深
い
が
、
こ
こ
で
は
触
れ
な
い
）．

『言
葉
と
生
き
る
』
に
戻
る
と
、
坪
内
氏
は
そ
れ
ま
で
の

「
写
生
」
観
を

一
言
葉
」
と
言
い
直
し
、
子
規
の
活
動
全
体
を
覆
う
原
理
と
し
て
示
し
て
い

る
）^
た
と
え
ば
、
子
規
は
結
核
に
冒
さ
れ
て
病
臥
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
後
、

陰
惨
な
病
床
の
日
々
や
自
身
の
墓
碑
銘
、
死
後
の
土
葬
な
ど
を

「
言
葉
」
で

書
き
続
け
た
が
、
そ
れ
は

「絶
望
的
な
状
況
を
描
き
な
が
ら
、
子
規
は
書
く

こ
と
で
そ
の
状
況
を
離
れ
て
い
る
ｃ
（略
）
自
分
の
客
観
化
が
生
じ
、
よ
い

気
分
に
な
る
の
だ
。
（略
）
こ
の
墓
碑
銘
を
書
き
な
が
ら
、
書
く
楽
し
さ
を

遊
ん
で
い
る
」
（
一
四
九
ヽ

一
五
〇
頁
）
た
め
で
あ

っ
た
ｃ
坪
内
氏
が
子
規

に
深
く
共
感
し
、
ま
た
憧
れ
る
の
は
、
彼
の

「
言
葉
」
に
対
す
る
姿
勢
で
あ

ろ
う
。二

子
規
の
文
章
、
そ
し
て
俳
旬
や
短
歌
が
好
き
だ
が
、
今
も

っ
と
も

好
き
な
の
は
、
子
規
の
文
章
観
の
根

っ
こ
に
あ
る
鬱
さ
晴
ら
し
と
い
う
考
え

で
あ
る
ｃ
自
己
を
権
威
化
せ
ず

（固
定
せ
ず
）
、
自
己
を
他
者

へ
た
え
ず
開

く
３
そ
の
よ
う
な
風
通
し
の
よ
い
場
所
が
、
気
晴
ら
し
と
い
う
言
葉
の
示
す

場
所
だ

っ
た
の
で
は
な
い
か
」
（
一
七
九
頁
ヽ

暗
く
、
湿

っ
た
、
厄
介
な
も

の
に
囲
ま
れ
た
病
床
ゆ
え
に
子
規
は
あ
ら
ゆ
る
感
情
を

「
言
葉
」
で
率
直
に

「
写
生
」
し
、
「風
通
し
の
よ
い
場
所
」
を
求
め
た
の
で
あ
り
、
坪
内
氏
が
子

規
に
惹
か
れ
る

一
端
も
そ
の
強
靭
な
臆
面
の
な
さ
で
あ
ろ
う
。

た
だ
、
坪
内
氏
は
そ
れ
を
正
面
か
ら
描
く
こ
と
は
し
な
い
。
死
や
宿
命
、

あ
る
い
は
挫
折
や
劣
等
感
と
と
も
に
衿
持
や
野
心
が
な
い
ま
ぜ
に
な

っ
た
精

神
に
触
れ
る
こ
と
を
慎
重
に
避
け
、
あ
く
ま
で
子
規
の

「
言
葉
」
に
留
ま

り
、
「根

っ
こ
に
あ
る
鬱
さ
晴
ら
し
」
を
軽
快
に
示
そ
う
と
し
て
お
り
、
そ



こ
に

『言
葉
と
生
き
る
』
の
魅
力
が
あ
る
と
い
え
る
こ

本
書
は
子
規
の

「
言
葉
」
を
追
う
内
容
の
た
め
、
明
治
文
学
の
諸
形
式
が

多
々
登
場
す
る
．
回
覧
新
聞
、
漢
詩
、
和
歌
／
短
歌
、
俳
句
及
び
俳
旬
論
、

新
体
詩
、
漱
石
と
の
書
簡
、
随
筆
　
　
ヽ
一れ
ら
は
文
学
研
究
が
さ
ほ
ど
進
展

し
て
お
ら
ず
―
俳
句
や
短
歌
で
す
ら
不
明
点
が
少
な
か
ら
ず
存
在
す
る
―
、

『言
葉
と
生
き
る
』
を
読
む
こ
と
で
子
規
並
び
に
明
治
文
学
研
究
の
余
地
が

多

い
こ
と
に
改
め
て
気
づ
か
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
窓
口
と
し
て
も
本
書

は
興
味
深
い
が
、
何
よ
り
坪
内
氏
が
俳
句
や
子
規
に
こ
だ
わ
り
続
け
る
理
由

の

一
端
が
う
か
が
え
る
と
と
も
に
、
文
学
者
子
規
の
本
質
を
さ
り
げ
な
く
示

し
た

一
書
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
ｃ

（岩
波
書
店
　
一
一〇

一
〇
年
発
行
）

（あ
お
き

。
ま
こ
と
　
同
志
社
大
学
非
常
勤
講
師
）

坪
内
稔
典

『正
岡
子
規
　
一言
葉
と
生
き
る
』
を
読
む

一
七
九


