
〔書
評
〕

本
書

『岡
本
か
の
子
　
短
歌
と
小
説
―
―
主
我
と
没
我
と
―
―
』
は
、
外

村
彰
氏
が
先
行
吉
で
あ
る

『日
本
か
の
子
の
小
説

（
ひ
た
ご
こ
ろ
〉
の
形

象
』
（お
う
ふ
う
、
二
〇
〇
五
年
九
月
）
と
と
も
に
、
二
〇
〇
九
年
に
立
命

館
大
学
に
提
出
し
た
学
位
請
求
論
文
を
も
と
に
ま
と
め
い
れ
た
も

の
で
あ

る
ｃ
本
書
に
は
、
そ
の
後
に
同
頭
発
表
を
活
字
化
し
た
論
文
も
加
え
ら
れ
て

い
る
。
本
書
の

「書
後
」
に
お
い
て

「
わ
た
し
の

「
研
究
」
の
立
場
は
、
何

ら
か
の
コ
ー
ド
に
事
例
を
あ
て
は
め
て
ゆ
く
方
法
論
に
拠
ら
な
い
し
研
究
方

法
の
基
盤
は
あ
く
ま
で
実
証
に
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ

ま
で
も
著
者
は
、
徹
底
し
た
実
証
主
義
の
立
場
か
ら
文
学
研
究
を
行

っ
て
き

た
。こ

の
よ
う
な
実
証
主
義
の
立
場
を
掲
げ
る
著
者
に
よ

っ
て
ま
と
め
ら
れ
た

本
書
に
は
、
岡
本
か
の
子
の
短
歌
、
小
説
に
関
し
て
徹
底
的
に
調
査

・
考
察

さ
れ
た
論
考
が
収
録
さ
れ
て
い
る
こ
し
か
も
、
小
説
を
め
ぐ
る
研
究
論
文
を

中
心
に
ま
と
め
ら
れ
た
前
書
よ
り
も

一
層
、
か
の
子
文
学
の
世
界
が
拡
が

っ

た
こ
と
は
確
か
だ
ｃ
特
に

「
か
の
子
文
学
の
特
質
」
に
つ
い
て
、
「
独
自
の

外
村
彰
著

『岡
本
か
の
子
　
短
歌
と
小
説

主
我
と
没
我
と

一
八

四

渡

邊

生
回

史

仏
教
観
を
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
と
し
て
、
人
間
生
命
の
様
相
を
表
現
す
る
と
こ
ろ

に
あ
る
」
と
指
摘
し
、
「肯
定
的
に
自
我
を
観
じ
た
短
歌
、
あ
る
対
象
に
執

若
す
る

一
途
な
人
物
を
描
く
小
説
」
と
分
析
し
た

「
書
後
」
の
言
葉
か
ら

は
、
か
の
子
文
学
に
対
し
て
深
く
精
通
す
る
著
者
の
鋭
い
批
評
限
が
見
て
取

れ
る
３
璽
Ｈ後
」
で
は
さ
ら
に

「
短
歌
は
強
い
自
我
意
識
の
表
出
、
小
説
は

没
我

（脱
白
我
）
を
契
機
と
す
る
意
識
変
容
を
焦
点
と
し
て
い
る
。
副
題
の

「主
我
と
没
我
と
」
は
、
短
歌
を

「主
我
」
、
小
説
を

「没
我
」
と
い
う
鍵
語

で
示
し
、
そ
れ
ら
か
ら
か
の
子
文
学
の
世
界
を
把
捉
し
よ
う
と
試
み
た
」
と

述
べ
て
い
る
筒
所
が
あ
り
、
そ
こ
を
補
助
線
に
し
て
読
み
進
め
て
い
け
ば
、

本
書
の

「
ね
ら
い
」
が

一
層
詳
し
く
見
え
て
き
て
分
か
り
や
す
い
。

で
は
、
こ
の
よ
う
な

「
ね
ら
い
」
を
定
め
た
本
書
の
概
要
お
よ
び
構
成

を
、
以
下
に
記
し
た
目
次
に
よ

っ
て
確
認
し
て
お
こ
う
。

第

一
篇
　
短
歌

短
歌
論

・
序
説
―
―
自
己
表
現
に
執
し
た
誠
直
な
歌
ひ
と
―
―

前
期
短
歌
の
内
面
表
出
―
―

『
か
ろ
き
ね
た
み
』
か
ら

『愛

の
な
や



み
』

へ
―
―
―

『俗
身
』
の
自
意
識
像
―
―
「
わ
れ
」
と
「
お
の
づ
か
ら
」
の
交
感
―
―

『俗
身
』
に
み
る
自
責
と
自
己
愛
―
―
石
川
啄
木
を
合
わ
せ
鏡
と
し
て

『わ
が
最
終
歌
集
』
と

『深
見
草
』

の
位
置
―
―
歌
風
の
変
遷
と
貫
流

す
る
も
の
―
―

母
か
ら
子

へ
の
歌
―
―

『浴
身
』
以
降
―
―

「
母
子
叙
情
」
の
短
歌

品
子
と
か
の
子
―
―
晩
年
の
歌
か
ら
―
―

第
二
篇
　
小
説

「
過
去
世
」
「家
霊
」
―
―

〈家
〉
を
継
ぐ
女
性
―
―

「老
妓
抄
」
―
―
発
明
と
家
出
の
意
味
す
る
も
の
―
―

「
鮨
」
―
―

「
時
」
を
超
え
る
母
の
鮨
―
―

「
生
々
流
転
」
―
―

「水
の
性
」
の
在
処
―
―

「
女
体
開
顕
」
ほ
か

「
遺
作
」
考
―
―

モ
チ
ー
フ
の
所
在
、　
一
平
加
筆

の
可
能
性
―
―

第
三
篇
　
補
説

「
鶴
は
病
み
き
」
「
巴
里
祭
」
「鮨
」
「
や
が
て
五
月
に
」
―
―
小
論
四
篇

か
の
予
文
学
と

〈京
都
〉
―
―
旅
の
所
産
と
古
典
受
容
か
ら
―
―

岡
本
か
の
子
の
人
物
印
象

岡
本
か
の
子
略
年
譜

書
後

外
村
彰
著

『岡
本
か
の
子
　
短
歌
と
小
説
―
―
主
我
と
没
我
と
―
―
』

先
程
も
指
摘
し
た
が
、
本
書
に
収
録
さ
れ
た
全
論
考
は
、
徹
底
し
た
実
証

研
究
に
よ

っ
て
裏
付
け
ら
れ
て
い
る
。
特
に
短
歌
に
関
し
て
は
、
人
本
の
論

考
を
配
置
し
、
本
書
全
体
に
お
い
て
も
そ
の
重
量
感
は
際
立

っ
て
い
る
と
言

え
る
だ
ろ
う
ｃ
勿
論
、
こ
れ
は
前
書
が
小
説
中
心
だ

っ
た
こ
と
が
大
き
く
関

係
し
て
い
る
ｃ
だ
が
、
本
書
の
更
な
る
特
徴
は
、
短
歌
や
小
説
を
論
じ
る
章

立
て
だ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
、
評
伝
研
究
的
な
側
面
を
も
つ
第
三
篇
の

補
説
と

「
岡
本
か
の
子
略
年
譜
」
の
存
在
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
章
立
て
で

構
成
さ
れ
た
日
次
を
見
て
い
く
と
、
改
め
て
本
書
が
い
か
に
綿
密
な
構
成
に

よ

っ
て
丁
寧
に
編
ま
れ
て
い
る
の
か
が
伝
わ
っ
て
く
る
、^
ま
た
、
今
後
は
前

書
と
本
書
を
併
せ
た
改
訂
版
を
刊
行
す
る
企
画
が
あ
る
と
の
こ
と
ｃ
本
書
の

「書
後
」
に
は
そ
の
内
容
案
が
掲
げ
ら
れ
て
お
り
、
既
に
次
を
見
据
え
た
著

者
の
構
想
力
に
は
、
た
だ
た
だ
唸
ら
さ
れ
る
ば
か
り
で
あ
る
。

で
は
、
こ
こ
か
ら
は
本
書
の
内
容
に
関
し
て
、
思
い
つ
く
ま
ま
に
私
見
を

述
べ
て
ゆ
き
た
い
．

ま
ず
は

「
第

一
篇
　
短
歌
」
で
あ
る
ｃ
最
初
の

「
短
歌
論
　
序
説
」
は
、

か
の
子
の
歌
人
と
し
て
の
人
生
を
検
討
し
て
い
く
な
か
で
、
か
の
子
が
ど
の

よ
う
に
短
歌
と
関
わ

っ
て
い
っ
た
の
か
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
章
で
は

「芸
術
に
よ
る
自
己
表
現
を
ま

っ
と
う
す
る
た
め
に
」
「
短
歌
の
形
を
と
る
だ

け
で
は
満
足
で
き
な
」
い
か
の
子
の
姿
を
浮
き
彫
り
に
し
、
そ
れ
が

「強
い

芸
術
家
意
識
を
も
ち
、
自
己
表
現
の
器
を
短
歌
に
求
め
な
が
ら
も
、
そ
こ
に

盛
り
切
れ
な
い
人
間
性
を
小
説
の
形
式
に
取
り
入
れ
よ
う
と
し
た
」
か
の
子

の
文
学
観
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
か
の
子
は
短
歌
や
小
説
を
通
し
て

「高

い
美
の
世
界

へ
の
憧
れ
」
を
描
き
、
「時
代
の
思
潮
や
現
実
と
の
格
闘
を

一
人
五



描
く
よ
り
は
、
自
己
と

い
う
得
体
の
知
れ
な
い
も
の
を
貪
欲
に
、
芸
術
の
器

に
表
現
さ
せ
よ
う
と
す
る
道
を
」
選
択
し
た
よ
う
だ

、
そ
の
よ
う
な
か
の
子

に
と

っ
て
、
「短
歌
は
、
生
涯
に
わ
た

っ
て
人
間

・
か
の
子
の
心
を
象
徴
的

に
写
す
鏡
の
よ
う
な
も
の
で
あ

っ
た
」
と
著
者
は
述
べ
て
い
る
．

次
章
か
ら
は
、
具
体
的
な
歌
集
を
取
り
１１
げ
て
の
分
析
に
入

つ
て
い
く
〓

著
者
は

「
岡
本
か
の
子
の
歌
風
」
に
つ
い
て
、
コ
明
星
』
参
加
に
始
ま
り
、

結
婚
後
の
精
神
的
危
機
に
直
面
し
た
大
正
前
半
」
ま
で
を

「
前
期
」
と
し
、

「
仏
教
信
仰
に
よ
る
生
命
認
識
を
得
た
大
正
後
半
か
ら
歿
年
ま
で
が
後
期
」

で
あ
る
と
規
定
し
た

。^
そ
し
て
、
「
鍵
語
」
で
あ
る

「
主
我
」
を
も
と
に
か

の
子
の
短
歌
の
検
討
を
試
み
て
い
く

、
ま
ず

「前
期
短
歌
の
内
面
表
出
」
の

章
で
は
、
第

一
歌
集

『か
ろ
き
ね
た
み
』
と
第
二
歌
集

一愛
の
な
や
み
』
の

「
表
現
上
の
特
徴
」
を
分
析
し
、
「内
面
表
出
の
主
調
に
異
な

っ
た
傾
向
」
を

見
出
し
た
。
そ
の
中
で
検
討
の
対
象
と
し
て
着
Ｈ
さ
れ
た
の
が
、
「
君
」
を

め
ぐ
る
視
点
の
差
異
性
で
あ
る

．^
考
察

の
過
程
で
著
者
は

「
「
美
し
」

い

「
君
」

へ
の
恋
情
」
が

『か
ろ
き
ね
た
み
一
で
は

「
優
越
者
的
な
態
度
」
で

表
現
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
一愛
の
な
や
み
」
で
は

「
自
己
を

「
な
や
ま

し
」
く
さ
せ
る
存
在
と
な

っ
て
詠
み
手
に
意
識
さ
れ
て
い
」
く
視
点
を
明
ら

か
に
す
る

）^
続
く

「
一俗
身
一
の
自
意
識
像
」
の
章
で
は
、
第
二
歌
集

の

一浴
身
』
に
自
称
語
が
突
出
し
て
多

い
こ
と
を
見
出
し
、
そ
の

「
対
概
念
と

し
て
照
応
す
る
も
の
は
何
で
あ
ろ
う
か
」
と
い
う
疑
間
の
も
と
に
考
察
を
行

っ
て
い
く
　
こ
こ
で
の
分
析
の
手
が
か
り
と
し
て
、
著
者
は

「
お
の
づ
か

ら
」
と
い
う
表
現
に
若
Ｈ
す
る
　
分
析
の
過
程
で
導
き
出
さ
れ
た
結
論
は
、

自
称
語
が
頻
出
す
る

一浴
身
一
の

「
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
に
は

「
対
概
念
」
と
し
て

一
・人
上ハ

の
自
然

「生
命
」
の
実
相
と
の
融
合
を
求
め
よ
う
と
す
る
自
意
識
の
介
在
が

認
め
ら
れ
」
る
と
い
う
も
の
で
あ

っ
た
＾
ま
た
、
こ
の

『浴
身
』
に
は

「数

多
く
の
厳
し
い
自
責
の
表
現
が
見
受
け
い
れ
る
」
と
し
て
い
る
が
、
そ
う
し

た
側
面
に
つ
い
て
は
続
く

「
『俗
身
』
に
み
る
自
責
と
自
己
愛
」
の
章
で
、

石
川
啄
木
の

「白
責
の
歌
」
と
の
比
較
を
通
し
て
検
討
さ
れ
て
い
く
＾
考
察

の
過
程
で

「作
歌
態
度
に
共
通
性
を
認
め
る
こ
と
」
が
で
き
る
と
し
、
そ
の

両
者
の
歌
の

「
共
通
性
」
を

「内
発
す
る

「偽
」
を
客
観
視
し
、
そ
れ
を
倫

理
的
に
厳
し
く
裁
く
歌
」
と
し
た
。
さ
ら
に
著
者
は
本
章
で
の
分
析
を
通
し

て
、
か
の
子
の

「自
己
愛
」
と
は

「自
己
凝
視
に
よ
る
自
ら
へ
の
批
判
」
と

表
裏

一
体
で
あ
る
と
指
摘
し
、
か
の
子
の
文
学
性
に
従
来
か
ら
つ
き
ま
と

つ

て
い
た

「
ナ
ル
シ
ス
ム
」
の
評
価
に
対
し
て
の
変
更
を
迫
る
こ
続
く

「
一わ

が
最
終
歌
集
』
と

『深
見
草
』
の
位
置
」
の
章
で
は
、
か
の
子
が
生
前
に
残

し
た
四
冊
の
歌
集
の
最
終
歌
集
で
あ
る

『わ
が
最
終
歌
集
』
を
そ
れ
ま
で
の

歌
集
と
の

「
歌
語
の
使
用
頻
度
な
ど
を
め
ぐ
る
比
較
対
照
」
の
中
で
分
析
し

て
い
き
、
さ
ら
に
歿
後
に
刊
行
さ
れ
た
歌
集
で
あ
る

『深
見
草
』
に
つ
い
て

も
検
討
を
加
え
て
い
る
．
そ
こ
で
見
出
さ
れ
た
視
点
は

「自
我
表
出

へ
の
放

恣
な
ま
で
の
肯
定
が
背
景
に
あ
」
る

一わ
が
最
終
歌
集
』
の
歌
の
主
調
が

「
わ
れ
」
の
向
Ｈ
性
を
帯
び
た
境
涯
を
、
家
族
や
自
然

へ
の
愛
着
を
通
し
て

う
た

っ
た
」
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ

っ
た
　
さ
ら
に
、
そ
の
傾
向

は

一深
見
草
』
の

「
「
銃
後
の
詠
」
に
も
引
き
継
が
れ
、
そ
の
ま
ま
か
の
子

短
歌
の
到
達
点
と

い
え
る
特
質
と
な

っ
」
た
と

い
う
の
が
帝
者
の
説
で
あ

る
．
こ
こ
ま
で
の
分
析
を
通
し
て

「
か
の
予
の
短
歌
の
作
風
は

一
応
の
結
実

を
み
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
」
と
者
者
が
結
論
づ
け
る
よ
う
に
、
こ
の



章
は

「
か
の
子
短
歌
」
の
特
質
を
大
き
く
ま
と
め
た
章
と
し
て
捉
え
る
こ
と

が
で
き
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に

「
母
か
ら
子
へ
の
歌
」
、
「
母
子
叙
情
」
の
短

歌
」
、
７
田
子
と
か
の
子
」
の
そ
れ
ぞ
れ
の
章
で
は
、
「
母
親
像
」
や

「与
謝

野
晶
子
」
な
ど
の
考
察
を
通
し
て

「
か
の
子
短
歌
」
の
新
し
い
側
面
を
見
出

そ
う
と
し
て
い
て
興
味
深
い
っ

「第
二
篇
　
小
説
」
で
は
、
最
初
の

「
「過
去
世
」
「家
霊
Ｌ

の
章
で

「あ

い
た
め
て
か
の
子
の
小
説
を
通
覧
す
る
と
、
登
場
人
物
の
心
機
の
転
換
に
お

い
て
、
没
我
な
い
し
忘
我
、
脱
我
と
い
っ
た
契
機
が
介
さ
れ
て
い
る
の
が
重

視
さ
れ
る
」
と
指
摘
し
、
そ
の
観
点
か
ら
分
析
が
行
わ
れ
て
い
く
。
特
に
、

「老
妓
抄
」
「鮨
」
「生
々
流
転
」
を
論
じ
た
三
章
に
そ
の
特
色
は
顕
著
で
あ

り
、
そ
れ
ぞ
れ
非
常
に
読
み
応
え
の
あ
る
論
文
と
し
て
評
価
し
た
い
。
例
え

ば

「老
妓
抄
」
論
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
従
来
の
研
究
史
を
丁
寧
に
分
析
し
、

そ
こ
で
否
定
的
な
見
方
と
し
て
上
が
っ
た
、
老
妓
か
ら
援
助
を
受
け
る
若
者

・
柏
木
の

「発
明
」
に
対
す
る

「情
熱
の
持
続
」
を
取
り
込
ん
で
い
く
。
こ

こ
で
著
者
は

「同
時
代
の

「
発
明
」
を
め
ぐ
る
言
説
」
と
い
う
視
座
か
ら
、

こ
の
小
説
を

「時
代
相
を
補
助
線
に
し
た
擬
似
家
族
小
説
と
し
て
読
み
直

し
」
て
い
き
、
そ
こ
か
い

「発
明
考
案
の
奨
励
さ
れ
た
時
代
で
も
あ

っ
た
当

時
の
、
長
山
正
太
郎
の
よ
う
な
生
き
方
、
な
い
し
は
か
の
子
の
小
説
の
、
多

く
の
登
場
人
物
の

一
途
な
生
」
を

「読
者
に
期
待
さ
せ
る
段
階
」
で
あ

っ
た

こ
と
を
見
出
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な

「情
況
」
に
生
き
る
登
場
人
物

の
姿
勢
を
描
き
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
「長
期
化
が
叫
ば
れ
て
い
た
日
中
戦

争
下
に
お
け
る
、
同
時
代
の
国
家
的
な

「発
明
」
へ
の
期
待
を
複
限
化
さ
せ

た
、
園
子
の
長
期
的
な
射
程
に
立
つ

「憧
憬
」
の
継
承
へ
の
希
望
」
を
内
包

外
村
彰
著

『岡
本
か
の
子
　
短
歌
と
小
説
―
―
主
我
と
没
我
と
―
―
』

す
る

「
老
妓
抄
」
の

「
主
題
性
」
を
導
き
出
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た

「生
々
流
転
」
論
で
は
、
従
来
の

「
仏
教
的
な
読
解
へ
の
還
元
」
を
あ
え
て

意
識
せ
ず
、
登
場
人
物
で
あ
る

「蝶
子
の
人
間
像
に
つ
い
て
本
文
の
表
現
か

ら
考
察
す
る
」
こ
と
を
主
眼
に
置
く
こ
と
で
、
小
説
の
全
体
像
を
捉
え
て
い

く
。
そ
こ
で
は

「
「根
元
」
を
求
め
生
き
る
蝶
子
の
心
情
」
か
ら

「近
代
的

自
我
と
い
う
人
界
の

「偽
装
」
を
脱
し
て

「根
元
の
父
母
」
的
な
無
我
の
境

涯
へ
と
遡
及
し
て
ゆ
く
裏
返
し
的
な
教
養
小
説
、
か
の
子
文
学
流
の
反

「ビ

ル
ド
ウ
ン
グ
ス
」
ロ
マ
ン
」
的
側
面
を
も
つ
こ
の
小
説
の
特
色
が
明
ら
か
に

さ
れ
た
。

「第
三
篇
　
補
説
」
で
は
、
か
の
子
の
旅
行
や
読
書
体
験
な
ど
に
よ
っ
て

得
た

〈京
都
〉
像
か
ら
生
成
さ
れ
る
作
品
に
つ
い
て
論
じ
た

「か
の
子
文
学

と

〈京
都
と

や
、
か
の
子
と
接
す
る
機
会
を
も
つ
人
物
と
の
聞
き
書
き
を

通
し
て
、
人
間

・
岡
本
か
の
子
の
印
象
像
を
記
し
て
い
く

「岡
本
か
の
子
の

人
物
印
象
」
な
ど
が
収
録
さ
れ
て
い
る
ｃ
こ
こ
に
は
、
著
者
の
級
密
な
実
証

主
義
を
通
し
て
丁
寧
に
復
元
さ
れ
て
い
く

〈岡
本
か
の
子
）
の
姿
が
あ
り
、

新
し
い
作
家
像
を
知
る
う
え
に
お
い
て
大
変
興
味
深
か
っ
た
ｃ
両
書
を
併
せ

た
改
訂
版
の
刊
行
が
今
か
い
待
ち
遠
し
い
＾

（お
う
ふ
う
　
一
一〇

一
一
年
二
月
　
一
一人
三
頁
　
本
体
価
格
七
人
○
○
円
＋

税
）

（わ
た
な
べ
　
ひ
ろ
ふ
み
　
佛
教
大
学
他
兼
任
講
師
）

一
八
七


