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本
書
『
書
物
の
愉
し
み
』
は
、
一
九
八
七
年
か
ら
二
〇
一
八
年
ま
で
の
お
よ
そ
三
十
年
間
に
書
い
た
、
書
物
に
か
か
わ
る

文
章
の
ほ
ぼ
す
べ
て
を
収
め
た
も
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
多
い
の
は
、
お
り
お
り
に
刊
行
さ
れ
た
書
物
に
つ
い
て
の
書
評
だ

が
、
こ
の
ほ
か
、
解
説
や
書
物
に
関
連
し
た
エ
ッ
セ
イ
な
ど
も
合
わ
せ
て
収
め
た
。
基
本
的
に
発
表
さ
れ
た
年
月
順
に
収
め

た
が
、
こ
う
し
て
み
る
と
、
自
分
で
も
驚
く
ほ
ど
分
量
が
多
い
た
め
、
全
体
の
構
成
を
三
部
に
分
け
て
収
録
し
た
。
そ
の
う

ち
わ
け
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

第
Ⅰ
部
「
書
評
1 

9 

8 

7
〜
2 

0 

0 
7
」
に
は
、
は
じ
め
て
書
評
を
手
が
け
た
一
九
八
七
年
か
ら
二
〇
〇
七
年
の
二
十
年

間
に
発
表
し
た
文
章
を
収
め
た
。
こ
こ
で
も
っ
と
も
分
量
が
多
い
の
は
、「
朝
日
新
聞
」
の
書
評
欄
に
一
九
九
八
年
四
月
か

ら
二
〇
〇
一
年
三
月
の
三
年
間
に
掲
載
さ
れ
た
文
章
で
あ
る
。
こ
れ
以
前
に
書
い
た
も
の
に
は
、
な
ん
ら
か
の
形
で
中
国
に

関
連
し
た
も
の
が
多
い
が
、
こ
の
三
年
間
に
書
い
た
文
章
は
、
日
本
や
欧
米
な
ど
の
小
説
、
随
筆
集
、
映
画
等
々
に
関
す
る

書
物
で
、
こ
と
に
お
も
し
ろ
く
思
っ
た
も
の
も
積
極
的
に
取
り
あ
げ
て
お
り
、
か
な
り
幅
が
広
く
な
っ
て
い
る
。

　

第
Ⅱ
部
「
中
国
の
古
典
中
国
の
歴
史
」
に
は
、
中
国
の
古
典
文
学
や
歴
史
そ
の
も
の
を
対
象
と
す
る
翻
訳
書
や
論
考
、

お
よ
び
中
国
史
上
の
人
物
を
取
り
あ
げ
た
書
物
に
つ
い
て
の
書
評
を
収
め
た
。
こ
こ
で
中
心
に
な
っ
て
い
る
の
は
、『
週
刊

エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
』
の
「
歴
史
書
の
棚
」
に
二
〇
〇
八
年
七
月
か
ら
二
〇
一
一
年
三
月
に
至
る
ま
で
掲
載
さ
れ
た
文
章
で
あ
る
。

な
お
、
こ
こ
で
取
り
あ
げ
た
書
物
は
新
刊
書
に
限
ら
ず
、
刊
行
後
、
か
な
り
時
間
が
た
っ
て
い
る
も
の
も
少
な
く
な
い
。
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第
Ⅲ
部
「
書
評
2 

0 

0 

8
〜
2 

0 

1 

8
」
に
は
、
タ
イ
ト
ル
ど
お
り
二
〇
〇
八
年
以
降
二
〇
一
八
年
ま
で
に
発
表
し
た
文

章
を
収
め
た
。
こ
こ
で
も
っ
と
も
分
量
が
多
い
の
は
、「
毎
日
新
聞
」
の
書
評
欄
に
二
〇
〇
八
年
四
月
か
ら
二
〇
一
八
年
十

二
月
ま
で
の
十
年
間
に
掲
載
さ
れ
た
文
章
で
あ
る（「
毎
日
新
聞
」
の
書
評
執
筆
は
現
在
も
継
続
中
）。
こ
こ
に
掲
載
さ
れ
た
書
評

は
ま
す
ま
す
幅
が
広
く
な
り
、
欧
米
の
ミ
ス
テ
リ
や
ロ
ッ
ク
ン
ロ
ー
ル
等
々
に
至
る
ま
で
、
私
自
身
が
大
い
に
好
む
ジ
ャ
ン

ル
の
書
物
も
ど
ん
ど
ん
取
り
あ
げ
て
い
る
。

　

と
い
う
具
合
に
、
ま
こ
と
に
多
種
多
様
、
盛
り
だ
く
さ
ん
の
書
評
集
な
の
だ
が
、
こ
う
し
て
ま
と
め
て
い
た
だ
く
と
、
先

に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
な
に
ぶ
ん
分
量
も
膨
大
で
あ
り
、
長
い
年
月
、
書
評
を
通
じ
て
自
分
が
い
か
に
書
物
の
世
界
を
愉
し

し
く
逍
遥
さ
せ
て
も
ら
っ
た
か
、
し
み
じ
み
と
実
感
さ
れ
る
。
こ
こ
に
あ
ら
た
め
て
、
自
由
に
書
か
せ
て
く
だ
さ
っ
た
記
者

や
編
集
者
の
方
々
に
お
礼
を
申
し
あ
げ
た
い
と
思
う
。

　

さ
ら
に
ま
た
、
こ
の
書
評
集
の
背
後
に
は
、
三
十
年
の
歳
月
が
流
れ
て
お
り
、
あ
あ
、
こ
ん
な
本
も
あ
っ
た
と
、
懐
か
し

く
思
い
起
こ
す
と
と
も
に
、
書
物
を
よ
す
が
に
、
自
分
自
身
の
来
し
方
や
時
代
の
移
り
変
わ
り
を
ふ
と
た
ど
り
な
お
し
た
り

す
る
。
こ
の
本
を
手
に
取
り
読
ん
で
く
だ
さ
る
方
々
に
も
、
そ
ん
な
ふ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
み
ず
か
ら
の
生
の
軌
跡
に
重
ね
あ

わ
せ
な
が
ら
、
こ
の
書
評
集
を
読
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
、
う
れ
し
く
思
う
。

　

付
言
す
れ
ば
、
こ
こ
で
取
り
あ
げ
た
書
物
に
は
、
い
わ
ゆ
る
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
は
少
な
く
、
お
り
お
り
に
光
彩
を
放
ち
、
お

も
し
ろ
く
読
ん
だ
も
の
を
掬
い
あ
げ
た
場
合
が
多
い
。
こ
う
し
て
本
書
に
そ
の
書
評
が
収
め
ら
れ
、
そ
の
お
も
し
ろ
さ
が
ふ

た
た
び
日
の
目
を
見
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
こ
れ
に
ま
さ
る
喜
び
は
な
い
。

　

本
書
の
刊
行
に
あ
た
っ
て
は
、
岩
波
書
店
編
集
部
の
古
川
義
子
さ
ん
に
た
い
へ
ん
お
世
話
に
な
っ
た
。
古
川
さ
ん
に
は
今
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ま
で
多
く
の
本
を
作
っ
て
い
た
だ
い
て
お
り
、
今
回
も
膨
大
な
書
評
群
を
、
快
刀
乱
麻
を
断
つ
ご
と
く
、
基
本
的
に
編
年
に

並
べ
、
み
ご
と
に
三
部
構
成
に
ま
と
め
あ
げ
て
く
だ
さ
っ
た
。
こ
こ
に
古
川
さ
ん
に
心
か
ら
お
礼
を
申
し
あ
げ
た
い
と
思
う
。

　

ま
た
、
装
丁
は
、
こ
れ
ま
た
私
の
多
く
の
本
を
手
が
け
て
く
だ
さ
っ
た
坂
口
顯
さ
ん
が
や
っ
て
く
だ
さ
り
、
美
し
い
本
に

し
あ
げ
て
く
だ
さ
っ
た
。
ま
た
製
作
担
当
の
大
宅
尚
美
さ
ん
は
エ
レ
ガ
ン
ト
で
読
み
や
す
い
本
に
し
た
て
て
く
だ
さ
り
、
校

正
の
秋
山
研
吉
さ
ん
は
し
っ
か
り
き
め
細
か
に
校
正
し
て
く
だ
さ
っ
た
。
坂
口
さ
ん
、
大
宅
さ
ん
、
秋
山
さ
ん
、
ほ
ん
と
う

に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

な
お
、
本
書
に
収
録
さ
れ
た
書
評
に
つ
い
て
は
、
各
文
末
に
初
出
年
月
日
、
ま
た
巻
末
に
初
出
一
覧
お
よ
び
主
要
作
品

名
・
著
者
名
索
引
が
付
さ
れ
て
い
る
。
お
り
に
つ
け
、
参
照
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

二
〇
一
九
年
四
月

 

井
波
律
子　
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書
物
あ
れ
こ
れ
　

1

三
つ
子
の
魂
︑
百
ま
で
も

　
幼
年
時
代
こ
の
か
た
、
さ
ま
ざ
ま
な
本
を
読
ん
で
き
た
が
、
字
を
覚
え
る
の
は
遅
か
っ
た
。
物
心
つ
い
た
と
き
か
ら
、

寝
る
前
な
ど
に
、
母
が
絵
本
や
童
話
を
読
ん
で
く
れ
る
の
を
、
楽
し
く
聞
い
て
は
い
た
が
、
自
分
で
字
を
覚
え
て
読
も

う
と
は
思
わ
な
か
っ
た
。
小
学
校
に
入
る
二
、三
か
月
前
、
父
も
母
も
さ
す
が
に
こ
れ
で
は
困
る
と
思
っ
た
ら
し
く
、

私
の
前
に
「
い
ろ
は
が
る
た
」
を
並
べ
、
識
字
の
特
訓
を
ほ
ど
こ
し
た
。
す
ぐ
一
つ
一
つ
の
ひ
ら
が
な
は
覚
え
た
け
れ

ど
も
、
バ
ラ
バ
ラ
の
知
識
が
つ
な
が
ら
な
い
の
で
、
あ
い
か
わ
ら
ず
文
章
が
読
め
ず
、
本
も
読
め
な
か
っ
た
。
そ
ん
な

あ
る
日
、
何
気
な
く
絵
本
を
開
い
た
と
き
、
そ
こ
に
書
い
て
あ
る
短
い
文
章
が
「
ま
と
ま
り
」
と
し
て
目
に
入
り
、
す

っ
と
理
解
で
き
た
。
バ
ラ
バ
ラ
だ
っ
た
一
字
一
字
が
瞬
時
に
つ
な
が
り
、
読
め
た
の
で
あ
る
。
あ
の
瞬
間
の
感
激
は
忘

れ
ら
れ
な
い
。

　
以
来
、
活
字
は
何
で
も
読
む
よ
う
に
な
り
、
漢
字
も
苦
に
な
ら
な
か
っ
た
。
私
は
富
山
県
高
岡
の
生
ま
れ
だ
が
、
一

九
五
二
年
二
月
、
小
学
校
二
年
生
の
終
わ
り
ご
ろ
京
都
に
転
居
し
た
。
住
ん
だ
の
は
西
陣
の
千
本
界
隈
で
あ
る
。
当
時

は
日
本
映
画
の
全
盛
期
で
あ
り
、
千
本
界
隈
に
は
封
切
館
が
林
立
し
て
い
た
。
大
家
族
だ
っ
た
た
め
、
ほ
と
ん
ど
毎
夜
、

家
族
の
誰
か
の
あ
と
に
つ
い
て
映
画
館
通
い
を
し
、
そ
れ
こ
そ
想
像
を
絶
す
る
ほ
ど
数
多
く
の
日
本
映
画
を
見
た
。
西
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陣
で
過
ご
し
た
小
学
生
時
代
に
は
、
映
画
館
通
い
の
ほ
か
、
も
う
一
つ
大
き
な
楽
し
み
が
あ
っ
た
。
貸
本
屋
通
い
で
あ

る
。
近
く
の
貸
本
屋
で
毎
日
だ
い
た
い
二
、三
冊
、
雑
誌
や
漫
画
お
よ
び
種
々
の
小
説
な
ど
を
借
り
、
そ
れ
を
一
日
で

読
み
き
る
の
が
日
課
だ
っ
た
。
こ
の
と
き
お
の
ず
と
「
速
読
」
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
が
身
に
つ
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
映
画
と
貸
本
に
明
け
暮
れ
た
至
福
の
日
々
は
や
が
て
終
わ
る
。
中
学
入
学
と
同
時
に
、
映
画
館
も
貸
本
屋
も
な
い
閑

静
な
、
賀か

茂も

川が
わ

上
流
の
住
宅
地
に
引
っ
越
し
た
の
だ
。
一
九
七
六
年
、
金
沢
大
学
に
勤
め
る
ま
で
こ
の
家
で
過
ご
し
、

中
学
、
高
校
、
大
学
お
よ
び
大
学
院
時
代
を
送
っ
た
。
こ
の
間
、
時
の
経
過
と
と
も
に
、
読
む
本
も
変
わ
っ
て
い
っ
た
。

大
学
に
入
っ
て
し
ば
ら
く
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
小
説
や
評
論
を
濫ら
ん

読ど
く

し（
む
ろ
ん
翻
訳
で
）、
中
国
文
学
を
専
攻
し
て
か
ら

は
、
多
種
多
様
の
中
国
古
典
が
中
心
に
な
っ
た
。

　「
書
物
逍
遥
」
と
い
う
よ
り
「
書
物
放
浪
」
と
も
い
う
べ
き
、
私
の
読
書
遍
歴
を
ふ
り
か
え
る
と
、
字
を
覚
え
た
と

き
と
同
様
、
あ
る
本
を
読
む
こ
と
が
お
の
ず
と
次
の
本
を
読
む
こ
と
に
つ
な
が
る
と
い
う
、
連
鎖
の
な
か
で
、
お
も
し

ろ
く
本
を
読
み
つ
づ
け
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
さ
に
「
三
つ
子
の
魂
、
百
ま
で
も
」
で
あ
る
。 

（2010.1

）

忘
れ
ら
れ
な
い
一
冊

　
私
の
手
元
に
古
色
蒼
然
と
し
た
一
冊
の
童
話
集
が
あ
る
。
大
正
十
五
年（
一
九
二
六
）、
世
界
童
話
大
系
刊
行
会
刊
の

「
世
界
童
話
大
系
」
第
九
巻
で
あ
る
。
重
厚
な
装
幀
で
全
六
百
八
十
四
頁
、
ず
し
り
と
重
い
。
総
ル
ビ
で
は
な
い
が
、

丹
念
に
ル
ビ
が
付
さ
れ
て
お
り
、
所
々
に
彩
色
図
版
が
入
っ
て
い
る
。
収
録
さ
れ
て
い
る
の
は
、『
ラ
・
フ
ォ
ン
テ
ー

ヌ
寓
話
集
』『
ペ
ロ
ー
童
話
集
』（
い
ず
れ
も
佐
々
木
孝
丸
訳
）お
よ
び
『
和
蘭
童
話
集
』（
松
村
武
雄
訳
）で
あ
る
。
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こ
の
童
話
集
は
私
が
生
ま
れ
る
前
か
ら
父
の
書
斎
に
あ
っ
た
が
、
最
初
か
ら
全
二
十
三
巻
の
う
ち
何
冊
か
欠
け
て
い

た
よ
う
だ
。
今
を
去
る
こ
と
半
世
紀
余
り
、
大
家
族
で
住
ん
で
い
た
家
か
ら
引
っ
越
す
に
あ
た
っ
て
、
道
具
類
を
処
分

す
る
こ
と
に
な
り
、
父
の
蔵
書
も
ほ
と
ん
ど
古
書
店
行
き
と
な
っ
た
。

　
こ
の
と
き
、
世
界
童
話
大
系
も
処
分
対
象
と
な
っ
た
が
、
た
ま
た
ま
私
が
自
分
の
部
屋
に
持
ち
込
ん
で
い
た
第
九
巻

だ
け
が
残
っ
た
の
だ
っ
た
。
私
は
こ
の
な
か
に
収
録
さ
れ
た
『
ペ
ロ
ー
童
話
集
』
が
こ
と
の
ほ
か
好
き
で
、「
青
髭
」

「
長
靴
を
穿
い
た
猫
」「
サ
ン
ド
リ
ヨ
ン
」
等
々
を
、
読
む
た
び
に
ぞ
っ
と
恐
怖
を
覚
え
な
が
ら
、
手
元
に
置
い
て
愛
読

し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
以
来
、
長
い
歳
月
が
流
れ
、
京
都
か
ら
金
沢
へ
、
金
沢
か
ら
ま
た
京
都
へ
と
、
何
度
も
引
っ
越
し
を
く
り
か
え
し
た

が
、
こ
の
古
び
た
童
話
集
は
私
の
本
棚
の
隅
に
鎮
座
し
つ
づ
け
た
。
三
年
前
、
私
は
定
年
に
な
り
、
勤
め
先
の
研
究
室

に
置
い
て
あ
っ
た
大
量
の
書
籍
を
、
わ
が
家
に
持
ち
帰
っ
た
。
こ
の
大
移
動
の
渦
中
で
、
研
究
室
に
置
い
て
い
た
は
ず

の
童
話
集
が
行
方
不
明
に
な
り
、
わ
が
家
に
新
し
く
並
べ
た
本
棚
を
い
く
ら
探
し
て
も
み
つ
か
ら
な
い
。

　
小
学
生
の
と
き
か
ら
の
古
い
友
人
を
失
っ
た
よ
う
な
寂
し
い
気
持
ち
で
い
た
と
こ
ろ
、
半
年
ほ
ど
前
、
大
き
な
家
具

を
動
か
し
た
さ
い
、
か
げ
に
な
っ
て
い
た
本
棚
の
隅
か
ら
、
ひ
ょ
っ
こ
り
出
て
き
た
。
研
究
室
で
は
な
く
、
も
と
も
と

自
室
に
置
い
て
あ
っ
た
の
だ
。
オ
ー
バ
ー
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
失
っ
た
過
去
を
取
り
も
ど
し
た
よ
う
な
う
れ
し
さ
だ

っ
た
。
以
来
、
す
ぐ
目
に
入
る
本
棚
の
特
等
席
に
並
べ
、
お
り
お
り
に
存
在
を
確
認
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
私
に
と
っ
て
、
こ
の
古
び
た
童
話
集
は
物
語
幻
想
の
何
た
る
か
を
示
唆
し
て
く
れ
た
最
初
の
本
で
あ
り
、
ま
た
今
は

亡
き
父
母
と
過
ご
し
た
日
々
の
記
憶
の
よ
す
が
で
も
あ
る
。
ま
さ
に
忘
れ
ら
れ
な
い
一
冊
の
本
で
あ
る
。

 

（2012.6.8

）
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今
村
与
志
雄
著 

『
魯
迅
ノ
ー
ト
』 

（
筑
摩
書
房
、
一
九
八
七
）

　
魯ろ

迅じ
ん

は
む
ず
か
し
い
。
そ
の
む
ず
か
し
さ
の
よ
っ
て
く
る
と
こ
ろ
は
、
第
一
に
言
葉
の
問
題
、
す
な
わ
ち
魯
迅
の
表
現
そ

の
も
の
の
難
解
さ
に
あ
り
、
第
二
に
は
執
筆
状
況
、
い
い
か
え
れ
ば
魯
迅
を
と
り
ま
く
周
辺
の
状
況
の
と
ら
え
が
た
さ
に
あ

る
と
思
わ
れ
る
。
後
者
の
傾
向
は
、
特
に
そ
の
雑
文
に
お
い
て
い
ち
じ
る
し
い
。

　
長
年
、
魯
迅
研
究
に
心
血
を
そ
そ
い
で
こ
ら
れ
た
今
村
与よ

志し

雄お

氏
の
『
魯
迅
ノ
ー
ト
』
は
、
こ
う
し
た
魯
迅
の
わ
か
り
に

く
さ
を
と
き
ほ
ぐ
す
示
唆
と
発
見
に
富
ん
だ
書
で
あ
る
。
著
者
は
膨
大
な
魯
迅
関
係
の
文
献
を
丹
念
に
読
み
込
む
こ
と
に
よ

っ
て
、
徹
底
的
に
デ
ィ
テ
イ
ル
に
こ
だ
わ
り
、
そ
の
こ
だ
わ
り
の
な
か
か
ら
新
鮮
な
結
論
を
引
き
だ
す
。
ま
さ
に
「
神
は
細

部
に
や
ど
り
た
も
う
」
で
あ
る
。

　
た
と
え
ば
、
魯
迅
の
名
高
い
短
篇
小
説
「
故
郷
」
の
な
か
に
、
若
い
こ
ろ
「
豆
腐
西せ
い

施し

」
と
呼
ば
れ
た
楊よ
う

お
ば
さ
ん
と
い

う
人
物
が
出
て
く
る
。
ふ
つ
う
こ
の
「
豆
腐
西
施
」
は
「
豆
腐
屋
小
町
」
と
訳
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
著
者
は
、
魯
迅
が
序

文
を
書
い
た
劉り
ゅ

復う
ふ
くの
標
点
本
『
何か

典て
ん

』（
清し
ん

末
に
張ち
ょ

南う
な

荘ん
そ
うが

書
い
た
呉ご

方
言
の
小
説
）に
、「
豆
腐
西
施
」
と
い
う
幽
鬼
が
出
て
く

る
こ
と
に
着
目
し
、
呉
方
言
の
区
域
に
属
す
る
魯
迅
の
故
郷
の
人
々
が
、
豆
腐
屋
の
楊
お
ば
さ
ん
を
そ
う
呼
ん
だ
の
は
、

「
単
に
彼
女
が
古
代
の
越
の
美
女
西
施
に
お
と
ら
ぬ
美
女
だ
か
ら
そ
う
い
う
の
で
は
な
く
て
、
幽
鬼
の
世
界
の
『
豆
腐
西
施
』

に
見
た
て
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
、
辛
辣
な
か
ら
か
い
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」
云
々
と
指
摘

す
る
。
私
は
か
ね
が
ね
、
痩
せ
こ
け
て
細
い
足
を
コ
ン
パ
ス
み
た
い
に
開
き
、
冷
笑
的
で
手
癖
も
わ
る
い
と
描
写
さ
れ
る
楊
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お
ば
さ
ん
が
、
い
く
ら
若
い
と
き
の
こ
と
で
も
、「
豆
腐
屋
小
町
」
と
は
変
だ
と
不
審
に
思
っ
て
い
た
が
、
こ
の
文
章
を
読

ん
で
そ
の
疑
問
が
氷
解
し
た
。

　
い
き
な
り
細
か
い
話
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
こ
の
「
豆
腐
西
施
」
を
含
む
本
書
の
第
一
部
「
魯
迅
ノ
ー
ト
か
ら（
上

下
）」
は
、
著
者
が
魯
迅
の
『
且し
ょ

介か
い

亭て
い

雑
文
』
や
『
中
国
小
説
史
略
』
な
ど
の
翻
訳
を
進
め
る
か
た
わ
ら
、
書
き
綴
ら
れ
た

も
の
で
あ
り
、
訳
業
に
よ
っ
て
鋭
さ
を
増
し
た
著
者
の
感
度
の
よ
さ
が
、
今
も
見
た
と
お
り
、
随
所
に
発
揮
さ
れ
て
い
る
。

　「
魯
迅
ノ
ー
ト
か
ら（
上
）」
は
、
林
達
夫
、
野
口
米
次
郎
、
高
見
順
、
正
宗
白
鳥
な
ど
の
日
本
の
文
学
者
が
、
魯
迅
と
の

同
時
代
性（
一
九
三
〇
年
代
）の
も
と
に
書
い
た
エ
ッ
セ
イ
を
取
り
あ
げ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、「
日
本
に
お
け
る
魯
迅

評
価
の
変
遷
」
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
る
と
同
時
に
、
魯
迅
を
鏡
と
し
て
論
ず
る
者
自
身
の
認
識
の
あ
り
よ
う
、
ひ
い
て
は
当

時
の
日
本
の
知
識
人
の
精
神
状
況
が
お
の
ず
と
映
し
だ
さ
れ
て
お
り
、
は
な
は
だ
興
味
深
い
。

　「
下
」
の
ほ
う
に
は
、
胡こ

風ふ
う

の
回
想
録
を
も
と
に
、
胡
風
、
周し
ゅ

揚う
よ
う、

馮ふ
う

雪せ
っ

峰ぽ
う

な
ど
魯
迅
を
と
り
ま
く
作
家
た
ち
の
錯
綜
し

た
関
係
性
を
解
明
し
た
エ
ッ
セ
イ
や
、「
豆
腐
西
施
」
の
よ
う
に
魯
迅
に
お
け
る
古
語
や
俚
語
の
使
い
方
を
取
り
あ
げ
た
考

察
、
さ
ら
に
、
魯
迅
が
曹そ
う

操そ
う

の
詩
を
「
偽
善
的
で
は
な
い
。
だ
か
ら
、
い
い
」
と
評
価
し
た
こ
と
や
、
北ほ
く

宋そ
う

の
詩
人
黄こ
う

庭て
い

堅け
ん

に
つ
い
て
は
、
に
べ
も
な
く
「
わ
た
し
は
嫌
い
だ
」
と
言
い
捨
て
た
こ
と
な
ど
、
魯
迅
の
面
目
躍
如
た
る
中
国
古
典
文
学
に

対
す
る
発
言
を
取
り
あ
げ
た
文
章
が
収
め
ら
れ
、
多
様
な
角
度
か
ら
魯
迅
の
人
と
文
学
を
浮
か
び
あ
が
ら
せ
て
い
る
。

　
本
書
第
二
部
「
魯
迅
―
読
書
雑
記
」
の
、『
魯
迅
日
記
』『
魯
迅
書
信
集
』
な
ど
、
魯
迅
の
実
生
活
を
明
ら
か
に
す
る
資

料
に
つ
い
て
の
論
考
や
、「
絶
望
の
虚
妄
な
る
こ
と
は
、
ま
さ
に
希
望
と
相あ

い
同
じ
い
」
と
い
う
魯
迅
の
「
箴し
ん

言げ
ん

」
の
出
典

と
さ
れ
る
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
詩
人
ペ
テ
ー
フ
ィ
を
論
じ
た
労
作
に
も
、
魯
迅
に
憑つ

か
れ
た
著
者
の
飽
く
こ
と
な
き
探
究
の
跡

が
如
実
に
う
か
が
え
、
感
銘
深
い
。 

（1987.11.30

）



8

井
上
靖
著 

『
孔
子
』 

（
新
潮
社
、
一
九
八
九
）

　
孔
子
の
死
後
三
百
年
を
経
て
編
纂
さ
れ
た
『
論
語
』
に
見
え
る
孔
子
の
言
葉
は
、「
朝あ
し
たに
道
を
聞
か
ば
夕ゆ
う
べに
死
す
と
も
可

な
り
」
と
い
う
具
合
に
、
お
お
む
ね
簡
潔
そ
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
簡
潔
さ
は
一
歩
踏
み
込
む
と
、
た
ち
ま
ち
茫

洋
た
る
広
が
り
と
深
さ
に
変
じ
、
い
か
よ
う
に
も
受
け
取
れ
る
多
義
性
を
示
し
は
じ
め
る
。
孔
子
の
発
言
の
一
つ
一
つ
が
そ

う
し
た
多
義
性
を
内
包
す
る
ば
か
り
で
は
な
く
、『
論
語
』
に
は
ま
た
、
随
所
に
相
反
す
る
方
向
性
を
も
つ
多
様
な
発
言
が

併
存
し
て
も
い
る
。
し
た
が
っ
て
、『
論
語
』
と
い
う
書
物
、
ひ
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
側
面
を
も
つ
孔
子
と
い
う
稀
有
の
存

在
の
全
体
像
を
描
出
す
る
こ
と
は
、
至
難
の
業
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
本
書
は
こ
う
し
た
困
難
を
み
ご
と
に
乗
り
越
え
、
孔
子
の
全
体
像
を
ヴ
ィ
ヴ
ィ
ッ
ド
に
描
き
あ
げ
る
こ
と
に
成
功
し
て
い

る
。
こ
の
成
功
は
、
な
ん
と
い
っ
て
も
第
一
に
、
表
現
対
象
つ
ま
り
孔
子
と
の
距
離
の
取
り
か
た
の
巧
み
さ
に
よ
っ
て
、
も

た
ら
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
著
者
は
、
本
書
の
語
り
手
と
し
て
、
蔫え
ん

薑き
ょ
うと
呼
ば
れ
る
架
空
の
人
物
を
設
定
し
て
い
る
。
蔫
薑
は
亡
国
蔡さ
い

の
出
身
者
で
、

二
十
五
歳
の
と
き
に
、
顔が
ん

回か
い

、
子し

路ろ

、
子し

貢こ
う

ら
の
高
弟
と
と
も
に
、
放
浪
の
旅
を
つ
づ
け
る
六
十
歳
の
孔
子
と
め
ぐ
り
あ
う
。

以
後
、
孔
子
に
心
酔
し
た
蔫
薑
は
、
七
十
三
歳
で
孔
子
が
没
す
る
ま
で
、
孔
子
教
団
の
下
働
き
を
し
な
が
ら
、
弟
子
の
末
席

に
連
な
る
こ
と
と
な
る
。
孔
子
の
死
後
、
三
年
の
心し
ん

喪そ
う

を
終
え
る
と
、
蔫
薑
は
山
里
で
隠
者
の
よ
う
な
生
活
に
入
り
、
い
つ

し
か
三
十
三
年
の
月
日
が
流
れ
る
。
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本
書
は
、
こ
の
蔫
薑
と
い
う
孔
子
教
団
の
生
き
証
人
に
、
孔
子
と
そ
の
弟
子
た
ち
の
織
り
な
す
壮
大
な
ド
ラ
マ
の
進
行
係

を
つ
と
め
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
蔫
薑
は
、
じ
か
に
孔
子
の
謦け
い

咳が
い

に
接
し
、
そ
れ
ぞ
れ
ま
た
と
な
い
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
ー
を
も

っ
た
高
弟
た
ち
と
も
親
し
く
接
触
し
た
こ
と
の
あ
る
、
孔
子
教
団
内
部
の
人
間
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
実
ま
っ
た
く
の

脇
役
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
蔫
薑
に
こ
う
し
て
脇
役
と
い
う
位
相
を
振
り
当
て
た
こ
と
は
、
裏
返
せ
ば
、
彼
に
、
孔
子
と

そ
の
高
弟
た
ち
の
織
り
な
す
ド
ラ
マ
の
一
部
始
終
を
見
渡
す
視
座
を
与
え
た
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
も
蔫
薑

は
、
い
か
な
る
事
件
も
人
物
も
、
客
観
的
に
く
っ
き
り
と
し
た
輪
郭
を
も
っ
て
回
想
す
る
の
に
十
分
な
、
三
十
三
年
と
い
う

歳
月
が
経
過
し
た
後
に
、
語
り
は
じ
め
る
の
で
あ
る
。

　
表
現
対
象
と
絶
妙
の
距
離
を
も
つ
、
こ
う
し
た
語
り
手
を
設
定
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
書
の
小
説
空
間
に
は
、
未み

曽ぞ

有う

の
乱
世
を
生
き
た
孔
子
と
い
う
人
物
の
魅
力
、
ま
た
お
の
お
の
個
性
的
な
そ
の
高
弟
た
ち
と
の
関
係
性
が
、
臨
場
感
を
帯
び

て
、
鮮
や
か
な
全
体
と
し
て
浮
か
び
あ
が
っ
て
い
る
。
ま
さ
し
く
手
練
の
小
説
技
法
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
こ
こ
に
浮
か
び
あ
が
る
孔
子
の
貌
は
、
ま
さ
し
く
「
烈
し
さ
と
穏
や
か
さ
。
厳
し
さ
と
優
し
さ
、
温
か
さ
と
冷
た
さ
。

―
こ
う
し
た
反
対
の
も
の
、
相
反
す
る
も
の
が
、
同
居
し
て
い
る
と
い
う
か
、
一
緒
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
か
、
そ
う
し

た
状
態
に
あ
る
魅
力
」
に
満
ち
、
乱
世
に
翻
弄
さ
れ
な
が
ら
陰
湿
な
絶
望
な
ど
さ
か
し
ら
と
し
て
笑
い
飛
ば
し
、「
死
生
　

命め
い

あ
り
」
と
大
ら
か
に
生
き
抜
く
さ
ま
を
描
き
き
っ
て
、
爽
快
で
あ
る
。
孔
子
に
対
す
る
、
な
み
な
み
な
ら
ぬ
理
解
と
共
感

の
美
し
い
結
実
だ
と
い
え
よ
う
。 

（1989.10.23

）
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酒
見
賢
一
著 

『
後
宮
小
説
』 

（
新
潮
社
、
一
九
八
九
）

　
第
一
回
日
本
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
ノ
ベ
ル
大
賞（
一
九
八
九
年
）を
受
け
た
こ
の
小
説
は
奇
想
天
外
、
無
類
に
お
も
し
ろ
い
。
こ

の
小
説
の
構
成
と
仕
掛
け
は
、
実
に
う
ま
く
で
き
て
い
る
。
十
七
世
紀
初
頭
、
明み
ん

末
の
中
国
を
モ
デ
ル
と
し
て
設
定
さ
れ
た
、

架
空
の
王
朝
で
あ
る
素そ

乾か
ん

王
朝
の
滅
亡
の
さ
ま
を
、
後
宮
の
女
性
た
ち
の
動
き
に
焦
点
を
当
て
て
描
き
だ
し
て
い
る
の
だ
が
、

こ
の
記
述
方
法
に
、
ま
ず
ひ
ね
り
が
き
か
さ
れ
て
い
る
。『
素
乾
書
』『
乾
史
』『
素
乾
通つ

鑑が
ん

』
と
い
っ
た
架
空
の
歴
史
書
を

随
所
で
引
用
し
、
い
か
に
も
ま
こ
と
し
や
か
に
、「
史
実
」
を
述
べ
る
と
い
う
体
裁
を
と
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
仕
掛
け

に
よ
っ
て
、
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
と
歴
史
と
い
う
異
質
の
要
素
が
結
び
付
け
ら
れ
、
メ
リ
ハ
リ
の
き
い
た
物
語
空
間
が
作
り
だ
さ

れ
て
い
る
。
意
表
を
つ
い
た
構
成
の
妙
と
い
え
よ
う
。

　
意
表
を
つ
く
と
い
え
ば
、
こ
の
小
説
は
徹
頭
徹
尾
、
周
到
に
読
者
の
常
識
や
予
断
の
逆
を
つ
く
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
よ

う
に
も
見
え
る
。
そ
も
そ
も
後
宮
に
は
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
に
し
て
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
イ
メ
ー
ジ
が
つ
き
も
の
だ
が
、『
後
宮
小

説
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
小
説
に
登
場
す
る
後
宮
の
女
性
た
ち
は
、
皇
帝
の
愛
人
と
な
る
べ
く
訓
練

中
の
少
女
ば
か
り
で
あ
り
、
ヒ
ロ
イ
ン
の
銀ぎ
ん

河が

に
い
た
っ
て
は
、
ま
こ
と
に
魅
力
的
で
は
あ
る
が
、
中
性
的
で
妖
精
の
よ
う

な
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
後
宮
の
唯
一
の
真
の
男
性
で
あ
る
皇
帝
も
ま
た
、
男
装
の
麗
人
を
思
わ
せ
る
。
と
い
う
具

合
に
、
こ
こ
で
描
か
れ
る
後
宮
世
界
に
な
ま
ぐ
さ
さ
は
な
く
、
ま
さ
し
く
フ
ァ
ン
タ
ジ
ッ
ク
な
の
で
あ
る
。
後
宮
と
い
う
性

的
デ
カ
ダ
ン
ス
に
満
ち
た
場
所
を
舞
台
に
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
逆
手
に
と
っ
て
、
意
想
外
の
爽
快
な
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
を
描
き


