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田
所　

通
常
の
書
評
ス
タ
イ
ル
と
は
異
な

り
、
先
生
の
指
導
を
受
け
た
評
者
が
、
思
い

出
話
も
交
え
な
が
ら
、
本
書
を
紐
解
い
て
み

た
い
と
思
い
ま
す
。
た
だ
し
、
師
と
弟
子
と

い
う
関
係
上
、
対
象
を
十
分
に
は
客
観
視
で

き
な
い
点
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

―
―
本
書
は
一
九
九
〇
年
一
〜
六
月
に
、
高

坂
先
生
が
新
宿
・
紀
伊
國
屋
ホ
ー
ル
で
行
っ

た
連
続
講
演
を
書
籍
化
し
た
も
の
で
す
。

田
所　

頁
を
め
く
る
と
久
し
ぶ
り
に
先
生
の

肉
声
が
想
い
出
さ
れ
て
、
感
慨
深
い
も
の
が

あ
り
ま
し
た
。
先
生
は
「
遊
び
」
を
大
切
に

す
る
人
で
、
本
書
か
ら
は
彼
が
い
か
に
歴
史

を
楽
し
ん
で
い
た
か
が
伺
え
ま
す
。「
お
も

し
ろ
い
か
ら
歴
史
を
や
る
ん
や
」
と
先
生
は

よ
く
言
っ
て
い
ま
し
た
。

　

九
〇
年
の
前
半
と
い
う
と
、
ベ
ル
リ
ン
の

壁
は
前
年
に
崩
壊
し
ま
し
た
が
、
ソ
連
は
ま

だ
存
在
し
て
お
り
、
果
た
し
て
冷
戦
が
終
結

し
た
の
か
、
ま
だ
多
く
の
人
が
確
信
を
持
て

な
い
よ
う
な
時
期
で
し
た
。
日
本
に
目
を
向

け
る
と
、
バ
ブ
ル
経
済
の
絶
頂
期
に
あ
り
、

多
く
の
日
本
人
が
日
本
の
国
力
に
自
信
を

持
っ
て
い
ま
し
た
。
外
交
上
の
最
大
の
懸
案

は
日
米
貿
易
摩
擦
で
、
そ
の
あ
ま
り
の
激
し

さ
に
、
日
米
関
係
の
将
来
を
危
惧
す
る
声
が

高
ま
っ
て
い
た
ほ
ど
で
す
。
他
方
で
湾
岸
危

機
（
九
〇
年
八
月
）
は
発
生
し
て
お
ら
ず
、

後
の
「
国
際
貢
献
」
を
め
ぐ
る
外
交
的
挫
折

は
、
ま
だ
知
り
ま
せ
ん
。

　

以
上
で
わ
か
る
通
り
、
こ
れ
ら
一
連
の
講

演
は
、
ま
さ
に
時
代
の
過
渡
期
に
行
わ
れ
た

も
の
で
す
。
そ
の
後
の
展
開
を
知
る
わ
れ
わ
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れ
と
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
過
渡
期
に
お
け

る
分
析
が
現
在
も
な
お
読
む
に
値
す
る
こ
と

は
、
同
時
代
の
数
々
の
外
交
評
論
と
読
み
比

べ
て
、
本
当
に
驚
か
さ
れ
ま
す
。

「
平
和
」
へ
の
懐
疑

―
―
ど
の
よ
う
な
点
で
、
現
在
で
も
読
む
価

値
が
あ
る
と
お
考
え
に
な
り
ま
す
か
。

田
所　

思
い
つ
く
ま
ま
に
、
私
が
面
白
い
と

感
じ
た
点
を
い
く
つ
か
申
し
上
げ
ま
す
。

　

先
生
は
、「
平
和
」と
い
う
も
の
に
対
し
て
、

い
さ
さ
か
懐
疑
的
な
視
点
を
持
っ
て
い
ま
し

た
。そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
複
雑
で
す
が
、

一
つ
は
、
世
界
が
こ
の
後
、
長
き
に
わ
た
っ

て
平
和
を
維
持
で
き
る
だ
ろ
う
か
、
と
い
う

疑
念
で
す
。
東
側
陣
営
の
崩
壊
で
地
政
学
的

な
対
立
が
後
退
し
た
と
は
い
え
、
そ
れ
で
人

類
が
戦
争
を
放
棄
す
る
ほ
ど
賢
く
な
っ
た
と

は
思
え
な
い
し
、
国
家
が
存
在
す
る
限
り
、

パ
ワ
ー
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
の
構
造
そ
の
も
の
が

な
く
な
る
こ
と
は
な
い
、
と
い
う
の
が
先
生

の
認
識
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
先
生
は
こ
の

頃
、「
こ
れ
で
し
ば
ら
く
は
戦
争
は
な
し
や

な
。
し
ば
ら
く
や
で
。
三
〇
年
や
な
」と
お
っ

し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。

　

そ
れ
は
、
後
の
フ
ラ
ン
シ
ス
・
フ
ク
ヤ
マ

的
な
発
想
と
は
真
逆
で
あ
り
、
当
時
の
国
際

政
治
学
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
盛
ん
に
論
じ
ら
れ

た
「
主
権
国
家
シ
ス
テ
ム
の
衰
退
」
や
「
地

域
統
合
の
時
代
」
と
い
っ
た
リ
ベ
ラ
ル
な
知

的
潮
流
と
も
一
線
を
画
す
も
の
で
し
た
。
そ

の
意
味
で
は
、
当
時
の
高
坂
先
生
は
時
代
に

逆
行
す
る
存
在
で
あ
り
、人
に
よ
っ
て
は「
保

守
反
動
」
に
見
え
た
で
し
ょ
う
。

　

付
け
加
え
る
と
、
本
書
で
最
も
印
象
的
な

発
言
の
一
つ
は
、「
ロ
シ
ア
に
大
国
を
や
め

ろ
と
強
制
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」（
四
七

頁
）
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
で
す
。
第
一
次
世
界

大
戦
の
文
脈
で
話
さ
れ
た
言
葉
で
す
が
、
ソ

連
崩
壊
後
の
ロ
シ
ア
の
混
乱
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
東

方
拡
大
、
そ
し
て
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
に
至
る

経
緯
を
知
る
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
、
な
に

や
ら
予
言
的
で
、
ハ
ッ
と
す
る
指
摘
で
す
。

―
―
そ
の
よ
う
な
思
考
の
ル
ー
ツ
は
ど
こ
に

あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

田
所　

高
坂
先
生
の
ク
ラ
シ
ッ
ク
な
国
際
政

治
観
は
、
ま
さ
に
先
生
の
研
究
が
一
九
世
紀

欧
州
の
「
古
典
外
交
」
を
起
点
と
し
て
い
る

こ
と
に
由
来
す
る
の
で
し
ょ
う
。
そ
れ
ゆ
え

先
生
は
、
冷
戦
の
た
だ
中
に
あ
っ
た
戦
後
日

本
に
お
い
て
も
、
冷
戦
の
教
条
的
思
考
に
囚

わ
れ
な
い
で
す
み
ま
し
た
。
だ
か
ら
、
冷
戦

が
終
結
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
で
「
世

界
が
劇
的
に
変
わ
る
」
と
は
考
え
て
い
な

か
っ
た
は
ず
で
す
。

―
―
平
和
そ
の
も
の
に
対
し
て
も
、
や
や
シ

ニ
カ
ル
な
見
方
を
感
じ
ま
す
。

田
所　

平
和
へ
の
懐
疑
に
つ
い
て
、
も
う
一

つ
の
論
点
は
、
平
和
な
時
代
は
政
治
家
を

平
凡
に
す
る
と
い
う
指
摘
で
す
。
本
書
の

二
〇
七
頁
か
ら
は
、
明
治
維
新
の
政
治
家
が

死
と
隣
り
合
わ
せ
の
状
況
で
、
筋
を
通
し
な

が
ら
権
謀
術
数
を
駆
使
す
る
姿
と
比
較
し
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て
、
現
在
の
政
治
家
を
「
ス
ケ
ー
ル
は
小
さ

く
、
せ
い
ぜ
い
が
並
で
し
ょ
う
。
良
い
こ
と

も
し
ま
せ
ん
け
ど
、
悪
い
こ
と
も
し
て
い
な

い
、
せ
い
ぜ
い
が
リ
ク
ル
ー
ト
事
件
程
度
で

す
」
と
冷
や
や
か
に
見
て
い
ま
す
。
一
九
世

紀
中
葉
の
英
国
に
対
し
て
も
そ
う
で
す
。

　

し
か
し
平
凡
な
政
治
家
は
、
重
要
な
政
治

決
断
を
誤
っ
た
り
回
避
し
た
り
す
る
こ
と

で
、
結
局
は
世
界
を
不
安
定
に
す
る
―
―
第

一
次
世
界
大
戦
へ
と
至
る
過
程
を
、
先
生
は

そ
の
よ
う
に
論
じ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
別
の
場
所
で
は「
平
和
な
時
代
に
は
、

小
さ
な
正
義
が
横
行
し
て
、
政
治
は
む
し
ろ

退
屈
な
も
の
に
な
る
」
と
い
う
趣
旨
の
発
言

を
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。そ
の
文
脈
で
、

「
こ
れ
か
ら
は
歴
史
認
識
や
嫌
煙
権
、
反
捕

鯨
と
い
っ
た
こ
と
が
問
題
に
な
る
か
も
な
」

と
も
話
し
て
い
ま
し
た
。
国
家
の
存
亡
を
か

け
た
政
治
は
後
退
し
、
経
済
や
歴
史
問
題
な

ど
、
重
要
で
な
い
と
は
言
い
ま
せ
ん
が
、
本

来
で
あ
れ
ば
外
交
の
最
優
先
事
項
で
は
な
い

イ
シ
ュ
ー
が
前
面
化
す
る
。
だ
か
ら
と
い
っ

て
戦
争
を
す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
で
は
な
い

で
す
が
、
平
和
に
は
そ
う
い
う
厄
介
な
面
も

あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
ま
す
。

―
―
日
本
に
対
す
る
評
価
は
控
え
め
で
す
ね
。

田
所　

国
力
の
絶
頂
期
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

先
生
は
日
本
に
対
し
、
少
な
く
と
も
国
際
政

治
の
プ
レ
イ
ヤ
ー
と
し
て
は
、
あ
ま
り
期
待

し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
は
日
本
の

地
政
学
的
な
基
本
条
件
や
、
外
交
経
験
の

不
足
だ
け
で
は
な
く
、「
ち
っ
ぽ
け
な
良
心
」

（
二
一
〇
頁
）
を
大
事
に
す
る
日
本
人
の
気

質
に
も
関
係
あ
る
の
で
し
ょ
う
。
現
在
の
日

本
は
そ
こ
か
ら
何
か
変
わ
っ
た
の
か
。
先
生

の
見
解
を
聞
い
て
み
た
い
で
す
ね
。

―
―
軍
事
力
に
つ
い
て
は
、
そ
の
役
割
を
過

大
視
す
る
危
険
性
を
指
摘
し
て
い
ま
す
。

田
所　

先
ほ
ど
の
ロ
シ
ア
の
話
に
つ
な
げ
る

と
、
先
生
は
ロ
シ
ア
が
大
国
で
あ
る
こ
と
を

無
視
で
き
な
い
と
考
え
る
一
方
で
、
ロ
シ
ア

（
ソ
連
）
脅
威
論
に
つ
い
て
は
、
相
当
醒
め

た
見
方
を
し
て
い
ま
し
た
。
冷
戦
期
に
い
わ

ゆ
る
軍
事
的
リ
ア
リ
ス
ト
が
そ
の
文
脈
で
日

本
の
防
衛
力
拡
充
を
声
高
に
叫
ん
で
い
ま
し

た
が
、
高
坂
先
生
は
批
判
的
で
し
た
。「
ソ

連
の
力
は
、そ
ん
な
大
し
た
も
ん
ち
ゃ
う
で
」

と
い
う
感
じ
で
、
ソ
連
は
相
当
無
理
を
し
て

軍
拡
を
し
て
お
り
、
そ
れ
が
国
力
の
バ
ラ
ン

ス
を
崩
し
て
い
る
と
い
う
見
立
て
で
す
。

　

先
生
は
、
軍
事
力
の
果
た
す
役
割
に
つ
い

て
、
そ
の
重
要
性
を
認
識
し
つ
つ
、
比
較
的

限
定
的
な
評
価
を
し
て
い
ま
し
た
。
本
書
に

も
第
一
次
世
界
大
戦
の
話
の
中
で
、「
戦
争

は
腕
力
で
片
を
つ
け
ら
れ
る
は
ず
だ
と
い
う

考
え
方
が
、
世
界
中
で
強
く
な
っ
て
し
ま
い

ま
し
た
。
第
一
次
世
界
大
戦
の
長
期
化
は
、

ま
さ
に
そ
こ
に
遠
因
が
あ
る
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
」（
三
一
頁
）
と
述
べ
て
い
ま
す
。

文
明
論
か
ら
み
た
国
際
政
治

―
―
最
終
章
の
タ
イ
ト
ル
は
、「
異
な
る
文

明
と
の
遭
遇
」
で
す
。
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田
所　

世
界
は
決
し
て
均
質
で
は
な
く
、
人

間
の
思
考
や
言
動
、
ひ
い
て
は
国
家
が
行
う

さ
ま
ざ
ま
な
政
治
的
判
断
は
、「
文
明
」や「
国

民
性
」
に
規
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
、

と
い
う
の
が
彼
の
見
方
で
す
。
冷
戦
終
結
後

の
論
壇
で
話
題
に
な
っ
た「
歴
史
の
終
わ
り
」

（
Ｆ
・
フ
ク
ヤ
マ
）
対
「
文
明
の
衝
突
」（
Ｓ
・

ハ
ン
チ
ン
ト
ン
）の
構
図
に
な
ぞ
ら
え
れ
ば
、

ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
ハ
ン
チ
ン
ト
ン
の
議
論

に
親
和
性
が
あ
り
ま
す
。

　

し
か
し
そ
れ
は
、「
文
明
の
衝
突
」
が
必

然
だ
と
い
う
決
定
論
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む

し
ろ
先
生
と
し
て
は
、
各
国
家
が
さ
ま
ざ
ま

に
「
知
恵
」
―
―
こ
れ
は
先
生
が
外
交
を
語

る
時
に
好
ん
で
用
い
る
言
葉
で
し
た
―
―
を

使
い
、
共
通
項
を
見
出
し
て
国
家
間
の
対
決

を
抑
制
す
る
、多
様
な
文
明
を
共
存
さ
せ
る
、

そ
れ
こ
そ
が
国
際
政
治
の
本
質
だ
と
考
え
て

い
ま
し
た
。
人
間
同
士
、
対
立
す
る
部
分
が

あ
れ
ば
、
わ
か
り
合
え
る
部
分
も
あ
る
―
―

彼
は
国
際
政
治
の
限
界
と
希
望
の
両
面
を
見

て
お
り
、
本
書
か
ら
も
そ
の
微
妙
な
ニ
ュ
ア

ン
ス
が
読
み
取
れ
ま
す
。

―
―
文
明
論
に
関
連
し
て
、
本
書
で
は
そ
の

衰
亡
に
つ
い
て
も
語
ら
れ
て
い
ま
す
。

田
所　

イ
ブ
ン
・
ハ
ル
ド
ゥ
ー
ン
や
『
平
家

物
語
』
を
引
用
し
な
が
ら
論
じ
て
い
ま
す
ね

（
一
三
一
頁
）。「
盛
者
必
衰
」
で
、
栄
え
る

文
明
も
い
つ
か
は
滅
び
ま
す
。

　

た
だ
し
重
要
な
の
は
、
滅
び
る
前
に
何
を

す
る
か
で
し
ょ
う
。
そ
の
点
で
、
本
書
の
最

後
が
、
バ
リ
島
の
す
ば
ら
し
さ
を
世
界
に
知

ら
し
め
た
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
シ
ュ
ピ
ー
ス
と
い

う
ロ
シ
ア
系
ド
イ
ツ
人
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
閉

じ
ら
れ
て
い
る
の
は
印
象
的
で
す
。
偉
人
で

も
有
名
人
で
も
な
い
一
人
の
「
変
わ
り
者
」

が
、
世
界
の
何
か
を
変
え
て
い
く
―
―
ク
リ

エ
イ
テ
ィ
ブ
な
も
の
は
往
々
に
し
て
変
わ
り

者
か
ら
生
ま
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
許
容

す
る
社
会
で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
で
は
、

果
た
し
て
日
本
は
ど
う
か
。日
本
の
命
運
は
、

世
界
に
コ
ミ
ッ
ト
し
よ
う
と
す
る
「
変
わ
り

者
」
が
出
て
く
る
か
ど
う
か
に
か
か
っ
て
い

る
。
そ
れ
は
高
坂
先
生
の
警
句
で
あ
り
、
希

望
で
も
あ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

―
―
無
い
も
の
ね
だ
り
で
す
が
、
中
国
に
関

す
る
話
を
も
う
少
し
聞
い
て
み
た
い
と
思
い

ま
し
た
。

田
所　

先
生
は
中
国
の
重
要
性
は
十
分
に
認

識
さ
れ
て
い
て
、
こ
れ
は
君
た
ち
の
世
代
の

課
題
だ
よ
と
言
わ
れ
た
の
を
覚
え
て
い
ま

す
。
た
だ
、
一
九
九
〇
年
当
時
の
中
国
は
現

在
か
ら
は
想
像
で
き
な
い
ほ
ど
国
力
が
小
さ

か
っ
た
で
す
ね
。
ま
た
中
国
が
、
欧
州
の
古

典
外
交
の
世
界
と
は
か
け
離
れ
た
行
動
様

式
を
持
っ
て
い
る
国
だ
と
い
う
こ
と
も
、
関

係
し
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

中
国
以
外
に
も
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
の
こ

と
、
分
断
す
る
米
国
の
こ
と
な
ど
、
講
演
の

壇
上
に
い
る
高
坂
先
生
に
、
未
来
か
ら
質
問

し
た
い
こ
と
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
そ
れ

だ
け
知
的
刺
激
に
満
ち
た
本
だ
と
い
う
こ
と

で
し
ょ
う
。
●　
　
　
（
構
成　

小
南
有
紀
）




