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書
評
・今
井
優
著

『古
今
風
の
起
源
と
本
質
』

常
套
で
は
あ
る
が
、
ま
ず
本
書
の
目
次
を
あ
げ
れ
ば
次
の
通
り
で
あ
る
。

前
編
　
古
今
和
歌
集
四
季
歌
の
作
風

第

一
章

み
や
こ
の
歌

第
二
章

大
歌
の
な
が
れ

第
二
章
　
帝
徳

第
四
章
　
花
鳥
風
月
の
は
じ
め

第
五
章
　
正
月
儀
式

第
六
章
　
桜
ｂ
山
寺

ｏ
吉
野
山

中
篇
　
古
今
和
歌
集
恋
歌
の
作
風

第

一
章
　
万
葉
集
婚
姻
歌
の
基
底

第
二
章
　
万
葉
集
婚
姻
歌
の
基
底
―
そ
の
二

第
二
章
　
古
今
集
恋
歌
の
基
底

第
四
章
　
古
今
集
恋
歌
の
基
底
―
そ
の
二

後
編
　
死
と
生
の
儀
礼

第

一
章
　
喪
制

・
喪
思
想
よ
り
見
た
万
葉
集
挽
歌
の
様
式
―
古
今
集
哀
傷

歌
の
前
提

第
二
章
　
神
楽

・
東
歌
の
本
性

後

藤

昭

雄

第
二
章
　
幽
玄
の
継
承
―
源
俊
頼

・
藤
原
俊
成
の
場
合

限
ら
れ
た
紙
幅
で
は
こ
れ
ら
の
一
つ
一
つ
に
つ
い
て
紹
介
説
明
す
る
こ
と
は

不
可
能
で
あ
る
。
七
ペ
ー
ジ
に
亙
る
著
者
自
ら
の

「
要
旨
」
も
付
載
さ
れ
て
い

る
こ
と
な
の
で
、
そ
れ
は
省
略
す
る
。

本
書
の
方
法
的
特
色
は
ど
こ
に
あ
る
か
。
そ
れ
は
、
個
人
を
越
え
て
、
そ
の

個
人
を

一
定
の
行
動
様
式
に
導
い
た
律
令
格
式
と
そ
の
具
体
的
な
表
現
で
あ
る

儀
式
を
通
し
て
古
今
風
の
思
想
と
感
性
と
を
導
き
出
す
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。

具
体
例
に
つ
い
て
み
よ
う
。

『
古
今
集
』
巻
頭
の
三
首
は
、
周
知
の
ご
と
く
、

年
の
内
に
春
は
来
に
け
り
ひ
と
と
せ
を
去
年
と
や
言
は
む
今
年
と
や
言
は

む袖
ひ
ぢ
て
結
び
し
水
の
氷
れ
る
を
春
立
つ
今
日
の
風
や
解
く
ら
む

春
霞
立
て
る
や
い
づ
こ
み
吉
野
の
吉
野
の
山
に
雪
は
降
り
つ
つ

で
あ
る
が
、
著
者
は
三
首
の
主
題
を
そ
れ
ぞ
れ
暦
、
氷
、
吉
野
と
解
す
る
。　
一

方
、

『貞
観
儀
式
』
に
見
る
元
日
の
儀
式
は
御
暦
葵
、
氷
様
腹
赤
の
奏
、
吉
野

国
栖
の
奏
の
順
序
で
行
わ
れ
た
。
こ
の
順
序
は
全
く
歌
の
主
題
と

一
致
す
る
。

す
な
わ
ち
右
の
三
首
の
歌
題
選
定
の
必
然
性
、
ま
た
配
列
は
儀
式
に
よ
っ
て
解



釈
で
き
る
と
す
る

（
一
八
四
ペ
ー
ジ
）
。　
こ
の
記
述
に
は
や
や
唐
突
の
感
を
否

め
な
い
が
、
こ
れ
を
敷
延
し
て
、

『古
今
集
』
の
時
代
は
儀
式
と
こ
れ
よ
り
派

生
し
て
豊
富
に
な
っ
た
年
中
行
事
の
思
想
に
よ
っ
て
自
然
の
事
象
が
意
義
づ
け

ら
れ
再
構
成
さ
れ
た
と
述
べ
ら
れ
る
と
き
、
そ
れ
は
納
得
さ
れ
る
も
の
と
な
っ

て
く
る
。

自
然
す
な
わ
ち
四
季
と
と
も
に
、

『古
今
集
』
の
中
心
を
な
す
恋
歌
に
つ
い

て
も
、
中
篇
第
四
章
で
分
析
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
援
用
さ
れ
る
の
は

「
令
」
の
条
文
で
あ
る
。
松
田
武
夫
氏
に
よ
る
、
恋
歌
は
恋
愛
の
進
行
過
程
に

即
し
て
編
集
配
列
さ
れ
て
い
る
と
い
う
構
造
分
析
を
踏
ま
え
て
、

「
戸
令
」
の
、

日
本
思
想
大
系

『律
令
』
で
い
え
ば
、

２５
ｏ
２６
・
２７
ｏ
３０
条
の
婚
姻
に
関
す
る

規
定
を
例
と
し
て
分
析
を
加
え
、

『古
今
集
』
の
恋
歌
が
内
包
す
る
人
間
の
行

動
様
式
は
こ
の
よ
う
な
現
実
の
規
範
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
説
か

れ
て
い
る
。

『古
今
集
』
歌
の
基
底
と
し
て
祭
杞
、
神
話
な
ど
の
古
層
が
想
定
さ
れ
る
点

に
も
本
書
の
特
色
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
十
分
な
要
約
の
余
裕
も
な
い
が
、

見
渡
せ
ば
柳
桜
を
こ
き
ま
ぜ
て
都
ぞ
春
の
錦
な
り
け
る

の
歌
は
、
こ
と
に
都
会
的
で
あ
り
、
か
つ
漢
詩
文
の
発
想
の
影
響
が
想
定
さ
れ

る
も
の
で
あ
る
が
、
本
書
は
こ
の
歌
の
古
層
に
竜
田
姫
祭
杞
が
あ
る
こ
と
を
指

摘
す
る

（前
篇
第

一
章
）。　
ま
た
、
『
万
葉
集
』
作
者
未
詳
歌
巻
の
相
聞
歌
と

『
古
今
集
』
読
人
し
ら
ず
の
恋
歌
と
を
連
接
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
、
こ
れ
ら

を
ス
サ
ノ
ヲ
の
神
話
に
も
と
づ
い
て
制
作
さ
れ
た
歌
と
解
釈
す
る
ユ
ニ
ー
ク
な

視
点
も
提
示
さ
れ
て
い
る

（中
篇
第

一
・
第
二
ｏ
第
二
章
）。

古
層
と
い
う
こ
と
で
い
え
ば
、

『古
今
集
』
歌
の
文
体
の
特
徴
で
あ
る
対
立
、

対
比
、
対
応
等
を
二
元
対
比
と
し
て
捉
え
て
、
多
く
の
用
例
の
分
析
を
通
し
て
、

『
古
今
集
』
が
こ
の
方
法
を
自
覚
的
に
積
極
的
に
摂
取
し
て
和
歌
の
文
体
を
形

成
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
こ
の
方
法
が
、

『
万
葉
集
』
で
は
そ
こ
か
ら
脱

却
し
よ
う
と
し
て
い
た
古
代
歌
謡
の
技
法
で
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち

『
古
今
集

が

『
万
葉
集
』
で
は
な
く
、
そ
の
さ
ら
に
以
前
の
古
代
歌
謡
の
方
法
を
継
承
す

る
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る

（前
篇
第
二
章
）。

本
書
の
叙
述
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
評
者
の
立
場
か
ら
は
若
干
の
不
満
を
持

た
ざ
る
を
え
な
い
。
本
書
は
、
評
者
の
目
か
ら
見
る
と
、
は
な
は
だ
饒
舌
で
あ

る
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
著
者
の
主
張
を
読
者
に
納
得
さ
せ
る
の
を
助
長
し
て
い

る
と
い
う
効
果
も
あ
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
他
方
に
お
い
て
は
、
論
文
と
し
て
の

緊
張
を
緩
め
、
散
漫
と
い
う
感
じ
を
懐
か
せ
て
し
ま

っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
ま
た
そ
れ
は
、
途
中
で
話
し
が
枝
葉
の
方
へ
逸
れ
て
い
く
場
合
が
見
ら

れ
る
、
あ
る
い
は

一
章

一
章
が
緊
密
な
構
成
に
欠
け
て
い
る
と
い
っ
た
点
が
あ

る
こ
と
に
も
よ
ろ
う
。
正
直
な
と
こ
ろ
本
書
を
読
み
進
め
な
が
ら
、
き
て
本
章

の
主
題
は
何
で
あ
っ
た
の
か
と
目
次
を
改
め
て
見
直
し
た
こ
と
も

一
再
で
は
な

か

っ
た
。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
評
者
か
ら
す
る
不
満
も
、
お
そ
ら
く
論
文
と

い
う
も
の
に
つ
い
て
の
著
者
と
評
者
と
の
考
え
方
の
違
い
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ

う
と
い
う
気
が
す
る
。

な
お
、
誤
植
が
散
見
す
る
こ
と
も
残
念
で
あ
る
。
ま
た
瑕
瑾
で
あ
る
が
、
評

者
が
気
づ
い
た
誤
り
の
一
つ
二
つ
。
『新
撰
万
葉
集
』
序
の
「
見
説
」
を

「
見
る

な
ら
く
」
と
読
ん
で
、　
他
本
で
は

「
聞
説
」、

「
聞
く
な
ら
く
」

と
あ
る
こ
と

を
注
意
す
る
が

（
一
三
四
ペ
ー
ジ
）
、

「
見
説
」

は

「
い
ふ
な
ら
く
」
と
読
み
、

「人
が
い
う
の
を
聞
く
と
…
…
と
い
う
こ
と
だ
」
の
意
。
つ
ま
り

「
聞
説
」
と

同
義
で
あ
る
。

「
源
弘
年
」
含
〓
一五
ペ
ー
ジ
）
は

「
源
弘
」
の
誤
り
。

昭
和
六
十

一
年
八
月
、
和
泉
書
院
刊
。
四
五
二
ペ
ー
ジ
。
定
価

一
二
、
五
〇

〇
円
。

―
本
学
助
教
授
―


