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書
評
・
姜
＝
崎
桂
比
枚
襲
徊
ぷ
臓
Ａ
傘
漱
△
口
中
世
の
職
人
群
像
』

申
世
と
い
う
時
代
、
そ
の
社
会
の
構
造
と
そ
こ
に
生
き
る
人
間
の
あ
り
か
た

は
、
い
ま
、
あ
ら
た
め
て
間
い
な
お
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
時
代
に
生
み
だ
さ
れ

た

″文
学
作
品
″
の
理
解
に
お
い
て
も
、
そ
う
し
た
動
向
と
決
し
て
無
縁
で
は

な
い
。
む
し
ろ
、
既
成
の
古
典
と
い
う
も
の
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
や
ジ
ャ
ン
ル
の
枠

組
を
ひ
と
た
び
解
体
し
て
み
な
い
こ
と
に
は
文
学
テ
ク
ス
ト
を
把
え
が
た
く
な

っ
て
い
る
状
況
が
、
た
し
か
に
到
来
し
て
い
る
。

中
世
の
文
学
の
体
系
の
な
か
で
、
そ
う
し
た
脱
領
域
的
か
つ
境
界
的
な
テ
ク

ス
ト
と
し
て
無
視
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
し
か
し
従
来
は
さ
し
て
注
目
さ
れ

な
か
っ
た

一
群
の
謎
の
作
品
が
あ
っ
た
。
そ
れ
が

「
職
人
歌
合
」
で
あ
る
。
中

世
世
界
に
生
き
る
さ
ま
ざ
ま
な
職
人
を
仮
構
の
歌
合
の
座
に
集
わ
せ
て
詠
歌
を

競
わ
せ
判
を
加
え
る
と
い
う
虚
構
を
も

っ
て
構
成
さ
れ
た
こ
の
歌
合
は
、
次
第

に
作
り
つ
が
れ
四
種
五
本
を
か
ぞ
え
る
。
謎
と
言
う
の
は
、
こ
れ
ま
で
そ
の
作

者
や
成
立
年
次
な
ど
が
知
ら
れ
ず
に
い
た
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
れ
故
に
充
分
な

研
究
の
対
象
に
も
な
ら
ず
置
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

本
書
は
、
こ
の

「特
殊
な
文
学
作
品
」
（以
下

「
　
」
内
は
す
べ
て
本
書
か
ら

の
引
用
）
に
た
い
し
て

「
国
文
学
の
立
場
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
み
た
も
の
」

と
し
て
、
は
じ
め
て
一
冊
の
著
作
と
し
て
纏
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま

た
、
お
の
ず
か
ら
単
な
る
作
品
研
究
の
枠
を
超
え
て
中
世
文
化
に
た
い
し
汎
カ

テ
ゴ
リ
ー
的
に
開
か
れ
た
業
績
と
し
て
存
在
す
る
と
い
え
よ
う
。

著
者
は
、
こ
れ
ま
で
に
公
刊
さ
れ
た
論
致
、
す
な
わ
ち

『
職
人
歌
合
絵
の
研
究
』
（職
人
歌
合
研
究
会
刊
、
昭
留
）

「
七
十

一
番
職
人
歌
合
』
成
立
年
次
考
」
（
文
学

・
語
学
』
９６
号
）

「
職
人
歌
合
の
詠
者
た
ち
」
（
語
文
』
４‐
輯
）

「
室
町
期
の
風
俗
絵
巻
‐
明
駐

膠
慎
夢

纂
ビ

令
古
美
術
』
じ

な
ど
に
次
々
と
職
人
歌
合
諸
本
に
つ
い
て
の
研
究
を
蓄
積
さ
れ
て
こ
ら
れ
た
が
、

そ
の
集
大
成
と
し
て
な
お
新
見
を
加
え
、
あ
ら
た
に
書
き
下
し
て
本
書
を
上
梓

さ
れ
た
。
こ
こ
に
至
る
ま
で
の
著
者
の
努
力
に
ふ
か
い
故
意
を
払
う
も
の
で
あ

２り
。本

書
は
、
職
人
歌
合
の
全
体
像
を
さ
ま
ざ
ま
な
視
点
か
ら
浮
び
上
が
ら
せ
よ

う
と
試
み
、
構
成
も
そ
の
点
が
配
慮
さ
れ
て
い
る
。
な
か
で
も
、
第
二
章

〈
「職

人
歌
合
」
の
成
立
〉
が
そ
の
眼
日
と
な
る
段
り
で
あ
ろ
う
。
就
中
、
殊
に
注
目

す
べ
き
見
解
は
、
職
人
歌
合
の
出
発
点
で
あ
る

『
東
北
院

（建
保
）
職
人
歌

合
』
の
詠
者
と
判
者
が
後
鳥
羽
院
と
慈
円
で
は
な
い
か
、
と
い
う
推
定
で
あ
る
。

更
に
、
そ
の
写
本
や
そ
れ
に
続
い
て
作
ら
れ
る

『鶴
岡
』
『
三
十
二
番
』
『
七
十

阿

部

泰

７
ｐ

白
ヌ



一
番
』
の
そ
れ
ぞ
れ
が
、
当
時
の
製
作
事
情
の
背
後
に
、
水
無
瀬
宮
に
祀
ら
れ

る
後
鳥
羽
院
の
霊
に
た
い
す
る
慰
憮

・
鎮
魂
の
目
的
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
説
か
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の

「
大
胆
な
仮
説
」
は
、
職
人
歌
合

一
箇
の
問
題
と
い
う
に
止
ま
ら
ず
、

中
世
和
歌
文
学
の
領
域
に
つ
い
て
の
問
題
提
起
と
も
な

つ
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
そ
も
そ
も
職
人
と
歌
合
と
を
結
び
つ
け
、
し
か
も
歌
仙
絵
を
ふ
ま
え
た

職
人
絵
と
い
う
、
あ
た
ら
し
い
形
式
の
文
芸
な
り
絵
画
を
、
絵
巻
と
い
う
形
態

の
上
に
融
合
し
た
点
で
、　
一
個
の
す
ぐ
れ
た
様
式
（典
型
）
の
創
出
が
こ
の
時
に

な
さ
れ
た
訳
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
誰
も
古
典
的
伝
統
の
上
に
立
つ
偉
大
な
個
性

の
存
在
を
想
像
せ
ず
に
は
お
れ
ま
い
。
そ
れ
に
し
て
も
こ
れ
は
き
わ
め
て
刺
激

的
な
想
定
と
い
え
よ
う
。
い
ま
、
そ
の
当
否
に
つ
い
て
検
討
す
る
資
格
の
無
い

こ
と
を
自
覚
し
つ
つ
感
想
を
述
べ
る
な
ら
、
こ
の
比
定
が
論
ぜ
ら
れ
る
過
程
は
、

い
さ
ざ
か
説
得
力
に
乏
し
く
、
著
者
自
身

「拡
大
解
釈
を
行
い
、
推
論
も
あ
え

て
し
て
い
る
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
か
く
あ
れ
か
し
、
と
の
念
に
論
理
が
支

配
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

ま
た
、
「東
北
院
』
以
降
の
職
人
歌
合
の
成
立

事
情
を
全
て
後
鳥
羽
院
鎮
魂
に
結
び
つ
け
る
と
こ
ろ
は
、
か
な
り
牽
強
附
会
の

け
は
い
が
あ
る
。
作
者
と
さ
れ
る
後
鳥
羽
院
と
慈
円
に
つ
い
て
は
、
建
保
二
年

当
時
の
両
者
の
関
係

（彼
ら
は
こ
の
時
、
長
い
親
陀
に
漸
く
終
止
符
を
打
と
う

と
し
て
い
た
）
が
間
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
両
者
の
作
歌
の
軌
跡
か
ら

そ
れ
に
至
る
道
筋
が
導
き
だ
さ
れ
る
か
否
か
を
検
証
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
更

に
、
後
鳥
羽
院
と
職
人
と
の
交
流

（慈
円
の
場
合
に
有
名
な
徒
然
草
の
平
家
物

語
に
つ
い
て
の
一
段
を
以
っ
て
論
ず
る
の
は
無
理
で
あ
る
と
思
う
）、　
ひ
い
て

は
天
皇
と
職
人
と
の
つ
な
が
り
と
い
う
き
わ
め
て
大
き
な
問
題
を
職
人
歌
合
に

還
元
す
る
こ
と
に
は
、
決
し
て
性
急
で
あ
っ
て
は
な
る
ま
い
。
か
く
疑
難
を
呈

す
る
の
も
、
そ
れ
が
実
に
魅
力
的
な
可
能
性
を
は
ら
む
仮
説
な
れ
ば
こ
そ
で
あ

っ
て
、
そ
の
証
明
に
つ
い
て
は
更
な
る
周
到
さ
を
求
め
た
く
、
今
後
の
再
論
と

諸
家
の
議
論
を
期
待
し
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

『鶴
岡
』
に
つ
い
て
は
、　
山
本
唯

一
氏
の
論

（「鶴
岡
放
生
会
職
人
歌
合
成

立
年
時
致
」
「文
芸
論
叢
』
１７
号
）
に
拠
り
、
鎌
倉
中
期
弘
長
元
年
に
幕
府
将

軍
を
め
ぐ
る
関
東
歌
壇
に
お
い
て
成

っ
た
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
る
。

室
町
期
の
後
二
者
の
成
立
論
は
、
何
れ
も
著
者
の
創
見
と
し
て
評
価
さ
れ
る

べ
き
も
の
で
あ
る
。

『
三
十
二
番
』
は
、
内
部
徴
証
か
ら
明
応
三
年
に
三
条
西
実
隆
ら
堂
上
歌
人

の
出
詠
に
よ
り
、
聖
護
院
道
興
を
判
者
と
し
て
成

っ
た
と
考
証
さ
れ
、
そ
の
構

想
は
維
摩
経
の
入
不
二
門
に
拠
る
と
さ
れ
る
。
次
に

『
七
十

一
番
』
は
同
じ
方

法
か
ら
直
後
の
明
応
九
年
に
飛
鳥
井
雅
康
を
含
む
堂
上
歌
人
群
に
よ
る
共
同
製

作

（画
家
は
土
佐
光
信
）
で
あ
り
、
そ
の
構
想
は
自
氏
文
集
の
巻
立
て
に
依
る

で
あ
ろ
う
と
さ
れ
た
。
何
れ
も
当
時
の
宮
延
が
深
く
関
わ
っ
て
い
る
消
息
を
示

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
立
論
は
刻
明
に
徴
証
が
重
ね
ら
れ
納
得
の
ゆ
く

も
の
と
な
っ
て
い
る
。

第
二
章

〈
「
職
人
歌
合
」
の
世
界
〉
で
は
、
登
場
す
る
職
人
た
ち
の
姿
を
歌

と
判
詞

（加
え
て
七
十

一
番
で
は
画
中
詞
―
―
職
人
の
台
詞
）
を
読
み
と
い
て

あ
ざ
や
か
に
描
き
だ
す
。　
こ
れ
に
は
山
本
唯

一
氏
の

「中
世
職
人
語
彙
の
研

究
』

（桜
楓
社
、
昭
６．
）
と
の
重
複
が
散
見
さ
れ
る
に
し
て
も
、
よ
く
歌
合
諸

本
を
展
望
し
綜
合
し
て
従
前
の
理
解
を
訂
正
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
あ
え
て
望

め
ば
こ
の
章
に
限
ら
ず
本
書
を
通
じ
て
扱
わ
れ
る
職
人
名
の
簡
単
な
索
引
か
目

録
が
付
さ
れ
て
い
た
ら
便
利
で
あ
っ
た
ろ
う
。

第
四
章

〈
「
職
人
歌
合
」
の
文
学
性
〉
に
お
い
て
は
、　
そ
の
詠
作
様
式
が
従
来

の
評
価
の
ご
と
く

″狂
歌
体
″
と
い
っ
た
単
純
な
性
質
で
な
く
、
い
わ
ば

「
雅

を
俗
で
く
る
む
」
風
な
構
造
を
も
ち
、
職
人
世
界
の
語
と
風
俗
を
用
い
て
風
雅



の
世
界
を
形
成
し
よ
う
と
い
う
、
す
ぐ
れ
て
技
巧
的
な
勅
撰
集
に
連
な
る
歌
観

に
立

っ
た
文
芸
意
識
を
も
つ
と
い
う
。
具
体
例
を
挙
げ
て
の
分
析
と
指
摘
に
は

首
肯
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
。

最
後
に
末
尾
に
付
さ
れ
た
諸
本
の
書
誌
研
究
は
、
著
者
に
よ
り
最
初
に
紹
介

さ
れ
た
本
を
含
め
、
後
学
に
と
り
き
わ
め
て
有
益
な
も
の
で
、
本
書
に
こ
う
し

た
資
料
を
加
え
ら
れ
た
見
識
を
高
く
評
価
し
た
い
。
更
に
論
文
目
録
を
含
む
研

究
史
を
付
す
れ
ば
、
よ
り
完
壁
な
も
の
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。

著
者
は
ま
た

「職
人
歌
合
」
の
本
質
的
な
も
の
に
つ
い
て
、
踏
み
込
ん
で
こ

う
も
主
張
し
て
い
る
。
そ
の
制
作
の
目
的
は
、
中
世
の
朝
廷
に
属
す
る
道
々
の

者
を
、
寺
社
の
祭
礼
と
い
う
場
に
お
い
て
彼
ら
に
詠
歌
さ
せ
る
と
い
う
狂
言
綺

語
の
虚
構
を
通
し
て
、
和
歌
を
媒
ち
と
し
て
仏
法
に
結
縁
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ

た
、
と
言
う
。

つ
ま
り

「
職
人
歌
合
」
は

「法
楽
の
歌
合
」
で
も
あ
る
と
規
定

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
指
摘
は
中
世
の
精
神
史
を
貫
く
射
程
を
も
つ
で
あ
ろ

う
。　
た
と
え
ば
そ
の
仏
法
に
は
、
『鶴
岡
』
の
八
幡
放
生
会
の
ご
と
き
本
地
重

述
の
関
係
を
背
負

っ
た
神
祗
も
含
ま
れ
る
。　
ま
た
、
『
三
十
二
番
』
の
判
者
で

あ
る

「弁
説
上
人
」
と
い
う
勧
進
聖
の
存
在
が
象
徴
す
る
よ
う
に
、
勧
進
説
法

の
ご
と
き
仏
事

の
作
善
功
徳
を
成
立

の
背
景
と
し
て
い
る
。
　
″仏
法
″
か
ら

「
職
人
歌
合
」
を
把
え
る
視
点
は
、
著
者
も
言
及
さ
れ
る
よ
う
に
、
中
世
の
唱

導
書

『普
通
唱
道
集
』
の
な
か
で
追
善
仏
事
所
用
の
諷
誦
文
例
と
し
て
天
皇
以

下
の
諸
階
層
に
連
な

っ
て
諸
職
人
の
例
が
列
挙
さ
れ
る
視
点
と
重
な
る
。
そ
れ

は
職
人
の
生
業
や
姿
態
が
修
辞
的
言
語
表
現
の
裡
に
象
ら
れ
る
と
い
う
水
準
に

お
い
て
共
通
す
る
。
唱
導
に
お
け
る
諸
職
の
類
衆
は
仏
法
世
界
か
ら
観
ら
れ
た

中
世
身
分
制
の
秩
序
で
あ
っ
た
が
、
「職
人
歌
合
」
も
そ
れ
と
大
き
く
重
な
り

合
い
つ
つ
文
芸
の
側
か
ら
そ
の
一
角
を
担

っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

更
に
付
言
す
る
な
ら
、
こ
れ
ら
の
作
品
が
作
者
の
正
体
を
隠
し
つ
つ
仮
構
の

場
に
お
い
て
架
空
の

″歌
合
の
座
″
を
設
け
、
こ
れ
も
虚
構
の
判
者
の
媒
ち
を

介
し
て
記
す
と
い
う
体
裁
を
巧
ん
だ
テ
ク
ス
ト
と
し
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
、

改
め
て
注
意
を
喚
起
し
て
お
き
た
い
。
著
者
も
指
摘
さ
れ
る
如
く

『鶴
岡
』
の

序
文
は
明
ら
か
に

『大
鏡
』
を
意
識
し
て
ふ
ま
え
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ

は
当
然

『東
北
院
』
製
作
の
動
機
に
ま
で
湖
及
し
う
る
の
で
あ
り
、
「
職
人
歌

合
」
全
体
が
そ
の
方
法
の
基
盤
と
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
と
き
、
『大
謹

の
影
響
の
み
に
止
ま
ら
ず
、
『宝
物
集
』
や

『
無
名
草
子
』
『和
歌
色
葉
』
な
ど

中
世
初
期
に
広
い
領
域
で
展
開
し
た
散
文
芸
術
の
一
方
法
と
し
て
の

″対
話
様

式
″

（こ
の
命
名
は
私
に
用
い
る
も
の
）
と
の
密
接
な
交
流
が
、
そ
の
質
的
な

問
題
と
共
に
考
察
さ
れ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
あ
る
い
は
、
慈
円
が
よ
く
仮
託

も
し
く
は
異
名
を
も
っ
て
正
体
を
隠
し
て
詠
作
し
た
こ
と
な
ど
と
無
関
係
で
は

な
い
の
だ
ろ
う
か
、
著
者
に
伺

っ
て
み
た
く
思
う
。

以
上
、
紹
介
に
止
ら
ず
多
々
妄
評
を
連
ね
た
。
そ
れ
ら
は
む
し
ろ
本
書
が
呈

示
し
た
成
果
に
触
発
さ
れ
た
無
心
と
し
て
寛
恕
を
乞
う
。

総
じ
て
、
本
書
は

「
職
人
歌
合
」
と
い
う
中
世
独
特
の
文
芸
様
式
を
有
す
る
領
域
に
つ
い
て
、
そ

れ
が
古
典
的
伝
統
の
上
に
立

っ
た
或
る
有
機
的
紐
帯
を
秘
め
た

一
連
の
作
品
で

あ
る
と
の
認
識
を
あ
ら
た
に
せ
し
め
、
ま
た
全
体
を
歴
史
的
に
位
置
付
け
て
考

察
し
今
後
の
研
究
の
礎
を
築
い
た
、
ひ
と
つ
の
メ
モ
リ
ア
ル
で
あ
る
と
称
し
て

過
言
で
は
な
い
。

（昭
和
六
三
年
二
月
刊

。
平
凡
社
選
書

一
一
四
ｏ
二
、
三
〇
〇
円
）

―
―
大
阪
大
学
文
学
部
助
手
―
―


