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書
評

　
自
伝
や
自
叙
伝
と
は
﹁
自
分
で
書
い
た
自
身
の
伝
記
﹂
と
い
う
ふ
う
に
定

義
さ
れ
て
い
る
が
（﹃
日
本
国
語
大
辞
典
﹄）︑
こ
の
一
般
的
な
捉
え
方
よ
り
も

十
九
世
紀
末
に
西
洋
自
伝
の
影
響
を
受
け
て
成
立
し
た
文
学
ジ
ャ
ン
ル
や
用

語
と
し
て
認
識
さ
れ
が
ち
で
あ
る
︒
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
特
に
ル
ソ
ー
の
﹃
告

白
﹄︑
日
本
で
は
福
沢
諭
吉
の
﹃
福
翁
自
伝
﹄
が
典
型
的
な
自
伝
と
し
て
評
価

さ
れ
︑
自
伝
の
原
型
と
し
て
模
倣
さ
れ
て
き
た
︒
こ
の
見
方
で
は
啓
蒙
期
以

前
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
自
伝
も
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
以
外
の
文
化
圏
の
自
伝
も
軽
視

さ
れ
る
傾
向
が
強
く
︑
研
究
対
象
に
さ
れ
る
の
は
ま
れ
で
あ
る
︒
た
と
え

﹁
自
伝
的
作
品
﹂
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
て
も
︑
平
安
時
代
の
日
記
や
随
筆
︑

中
世
の
紀
行
文
︑
近
世
の
（
実
録
的
な
）
家
伝
な
ど
が
︑
自
伝
の
視
点
か
ら

ま
と
め
て
研
究
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
︒
江
戸
時
代
の
自
伝
と
し
て

よ
く
挙
げ
ら
れ
る
﹃
折
り
た
く
柴
の
記
﹄（
新
井
白
石
）︑﹃
夜よ

職な
べ

草ぐ
さ

﹄（
鈴
木
牧

之
）︑﹃
夢
酔
独
言
﹄（
勝
小
吉
）
な
ど
は
︑
執
筆
の
動
機
︑
ジ
ャ
ン
ル
︑
形
の

う
え
で
差
異
が
多
く
︑
こ
れ
ら
の
独
立
し
た
テ
ク
ス
ト
を
自
伝
と
し
て
比
較

し
て
も
︑﹁
日
本
人
の
自
伝
の
伝
統
﹂
を
な
さ
な
い
︒
し
か
し
︑
ほ
か
の
﹁
自

伝
的
な
テ
ク
ス
ト
﹂︑
回
想
文
も
視
野
に
入
れ
る
と
︑
豊
か
な
自
己
表
現
の
世

界
が
広
が
る
︒
そ
こ
で
︑
著
者
が
問
題
化
し
て
い
る
の
は
︑
日
本
人
の
自
伝

に
表
れ
る
自
我
意
識
や
自
伝
的
テ
ク
ス
ト
の
歴
史
的
真
実
性
で
は
な
く
︑
自

己
言
及
が
可
能
な
様
々
な
ジ
ャ
ン
ル
は
執
筆
さ
れ
る
内
容
に
ど
の
よ
う
な
影

響
を
与
え
る
の
か
︑
と
い
う
点
で
あ
る
︒
具
体
的
に
い
え
ば
︑﹁
中
身
が
器
を

求
め
る
の
か
︑
器
が
中
身
を
生
む
の
か
﹂
と
い
う
問
い
か
け
に
絞
ら
れ
る
が
︑

こ
れ
は
著
者
が
二
〇
〇
一
年
の
﹃
日
文
研
﹄
第
二
五
号
に
発
表
し
た
論
文
の

タ
イ
ト
ル
に
も
見
ら
れ
る
︒

　
シ
ャ
モ
ニ
氏
の
こ
の
六
百
頁
を
超
え
る
単
行
本
は
︑
日
本
の
﹁
自
分
で
書

ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
シ
ャ
モ
ニ
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い
た
自
身
の
伝
記
﹂
と
い
う
タ
イ
プ
の
テ
ク
ス
ト
を
そ
の
自
伝
的
テ
ク
ス
ト

と
し
て
の
特
徴
に
集
中
し
て
読
み
直
す
試
み
で
あ
る
︒
も
と
に
し
て
い
る
資

料
の
リ
ス
ト
に
十
七
世
紀
に
書
か
れ
た
自
伝
的
テ
ク
ス
ト
が
全
部
含
ま
れ
る

は
ず
は
な
い
が
︑
三
十
年
間
ほ
ど
の
著
者
の
研
究
︑
調
査
に
よ
っ
て
︑
日
本

の
研
究
者
か
ら
も
協
力
を
得
て
収
集
し
た
作
品
リ
ス
ト
で
あ
る
︒
範
囲
は

﹁
自
身
の
経
験
を
あ
る
程
度
の
時
間
的
な
展
望
か
ら
顧
み
て
生
涯
を
語
る
﹂
と

い
う
ふ
う
に
定
義
さ
れ
て
い
る
が
︑
こ
こ
で
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
な
い
も
の

は
例
え
ば
自
伝
的
序
文
や
賛
︑
自
伝
的
な
書
簡
な
ど
の
割
合
短
い
文
章
で
あ

る
︒

　
自
伝
と
い
う
視
座
を
設
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
普
段
異
な
る
ジ
ャ
ン
ル
に

属
す
る
テ
ク
ス
ト
が
色
々
な
共
通
点
を
見
せ
は
じ
め
る
︒
著
者
の
選
ん
だ

三
十
一
の
テ
ク
ス
ト
は
す
べ
て
十
七
世
紀
に
書
か
れ
た
も
の
で
︑
な
か
に
は

女
性
に
よ
る
テ
ク
ス
ト
三
つ
が
あ
る
︒
な
ぜ
十
七
世
紀
を
選
ん
だ
の
か
︑
複

数
の
理
由
が
あ
る
︒
一
六
〇
〇
年
か
ら
一
七
〇
〇
年
ま
で
と
い
う
の
は
︑
日

本
の
歴
史
上
あ
ま
り
意
味
を
な
さ
な
い
区
分
で
あ
る
が
︑
内
乱
の
時
代
が
終

わ
っ
て
︑
江
戸
時
代
が
始
ま
る
区
切
り
で
も
あ
る
し
︑
新
し
い
時
代
の
政
治

的
︑
社
会
的
︑
文
化
的
特
徴
が
次
第
に
形
を
と
る
期
間
で
も
あ
る
︒
自
伝
の

歴
史
で
言
う
と
︑
中
世
に
主
に
僧
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
自
伝
が
も
っ
と
広
い

範
囲
で
書
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
︑
家
族
や
寺
院
の
中
で
保
存
さ
れ
て
︑

次
々
の
世
代
に
伝
授
さ
れ
て
い
く
︒

　
著
者
が
訴
求
対
象
と
し
て
考
え
て
い
る
の
は
︑
海
外
の
日
本
学
者
と
共
に

自
伝
研
究
に
取
り
組
ん
で
い
る
歴
史
学
者
︑
文
化
比
較
研
究
者
で
あ
る
︒
そ

の
た
め
に
歴
史
的
背
景
を
割
合
詳
し
く
描
い
て
︑
脚
注
で
細
か
く
様
々
な
条

件
を
説
明
し
て
い
る
︒
補
論
と
し
て
加
え
て
い
る
﹁
近
世
の
人
名
に
関
す
る

規
定
﹂
は
日
本
の
苗
字
と
名
前
を
明
確
に
紹
介
し
︑
特
に
海
外
の
読
者
に

と
っ
て
わ
か
り
に
く
い
と
こ
ろ
で
あ
る
日
本
の
人
名
を
説
明
し
て
い
る
︒
こ

れ
は
日
本
史
︑
文
化
史
に
関
わ
っ
て
い
る
者
に
と
っ
て
も
と
て
も
便
利
な
手

が
か
り
に
な
る
︒
そ
し
て
テ
ク
ス
ト
理
解
の
前
提
条
件
と
し
て
も
う
一
つ
の

重
要
な
点
が
あ
げ
ら
れ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
ド
イ
ツ
語
訳
に
つ
い
て
の
コ
メ
ン

ト
︑﹁
翻
訳
し
て
失
わ
れ
る
も
の
﹂
に
関
す
る
指
摘
で
あ
る
︒
ド
イ
ツ
語
訳
で

は
︑
原
文
は
漢
文
で
あ
っ
た
の
か
︑
和
文
で
あ
っ
た
の
か
区
別
で
き
な
く
な

る
か
ら
︑
自
己
表
現
の
言
語
に
よ
る
差
異
が
失
わ
れ
る
︒
そ
れ
よ
り
も
翻
訳

者
に
と
っ
て
一
番
微
妙
な
と
こ
ろ
は
人
称
代
名
詞
で
あ
る
︒
複
数
の
一
人
称

（
そ
し
て
︑
人
称
ゼ
ロ
）
が
使
わ
れ
る
日
本
語
と
唯
一
の
一
人
称
代
名
詞
し
か

用
い
な
い
ド
イ
ツ
語
の
間
に
は
︑
翻
訳
で
ど
う
し
て
も
消
え
る
ニ
ュ
ア
ン
ス

が
あ
る
︒
日
本
語
の
待
遇
表
現
と
自
己
名
称
と
し
て
使
わ
れ
る
三
人
称
や
号

の
翻
訳
は
細
か
い
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
︑
こ
こ
で
は
と
て
も
よ
く
考
察
さ
れ

て
相
当
す
る
ド
イ
ツ
語
に
訳
さ
れ
て
い
る
︒

　
本
書
の
構
造
は
三
つ
の
部
分
か
ら
な
る
︒
問
題
意
識
を
明
確
に
展
開
す
る

前
文
に
続
い
て
︑
十
七
世
紀
の
歴
史
的
な
背
景
︑
一
六
〇
〇
年
ま
で
の
自

伝
・
自
叙
伝
の
伝
統
︑
そ
し
て
直
接
な
背
景
と
し
て
は
十
六
・
十
七
世
紀
の

軍
記
・
戦
記
が
紹
介
さ
れ
る
︒
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四
五
〇
頁
を
占
め
る
本
文
で
は
同
じ
パ
タ
ー
ン
に
沿
っ
て
三
十
一
の
自
伝
的

な
テ
ク
ス
ト
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
︒
作
品
の
（
と
き
に
複
数
あ
る
）
タ
イ
ト
ル

の
オ
リ
ジ
ナ
ル
と
ド
イ
ツ
語
訳
︑
そ
れ
に
続
い
て
作
者
の
伝
記
︑
テ
ク
ス
ト

の
成
立
と
ジ
ャ
ン
ル
︑
伝
播
の
条
件
と
刊
行
（
印
刷
）︑
内
容
の
概
要
︑
ド
イ

ツ
語
訳
︑
解
釈
（
コ
メ
ン
ト
）︑
出
典
と
先
行
文
献
が
記
さ
れ
る
︒
三
十
一
人

の
作
者
の
な
か
に
は
そ
の
生
涯
に
つ
い
て
の
資
料
が
豊
富
に
あ
る
場
合
と
ほ

と
ん
ど
な
い
場
合
が
あ
り
︑
そ
れ
で
個
々
の
紹
介
が
当
然
あ
る
程
度
異
な
る
︒

翻
訳
は
圧
倒
的
に
部
分
訳
で
あ
る
が
︑
三
つ
の
短
い
自
伝
が
完
全
訳
で
載
っ

て
い
る
︒
元
政
﹁
霞
谷
山
人
伝
﹂（
一
六
六
八
頃
）︑
徳
川
光
圀
﹁
梅
里
先
生

碑
﹂（
一
六
九
一
）︑
村
上
冬
嶺
﹁
二
魂
伝
﹂（
一
六
九
八
）
の
三
つ
の
テ
ク
ス

ト
で
あ
る
︒
三
十
一
の
具
体
例
す
べ
て
を
こ
こ
で
は
紹
介
で
き
な
い
が
︑
例

と
し
て
い
く
つ
か
挙
げ
た
い
︒

　
木
俣
守
勝
は
﹁
紀
年
自
記
﹂（
一
六
一
〇
）
で
軍
記
・
戦
記
の
伝
統
を
踏
ま

え
て
︑
子
孫
に
忠
と
孝
の
徳
を
伝
え
る
た
め
に
参
陣
や
軍
功
な
ど
を
証
す
る

軍
忠
状
を
残
し
て
い
る
︒
中
世
の
先
例
を
模
範
と
し
な
が
ら
も
自
分
の
生
涯

を
（
封
建
制
度
の
中
の
自
分
で
は
あ
る
が
）
誕
生
か
ら
晩
年
ま
で
語
っ
て
お
り
︑

自
伝
の
前
段
階
と
し
て
興
味
深
い
︒

　
現
存
す
る
数
の
少
な
い
女
性
の
自
伝
の
中
で
は
︑
京
極
伊
知
子
の
一
六
五
〇

年
に
書
か
れ
た
﹁
涙
草
﹂
が
自
分
の
息
子
に
そ
の
誕
生
と
龍
野
の
大
名
京
極

高
和
に
よ
る
猶
子
の
条
件
を
語
る
︒
ス
タ
イ
ル
の
整
っ
た
文
学
的
な
価
値
の

あ
る
擬
古
文
で
︑
夫
の
死
︑
子
供
と
の
別
れ
の
悲
し
み
を
描
い
て
︑
わ
ず
か

九
年
間
の
出
来
事
を
報
告
し
な
が
ら
︑
平
安
時
代
の
女
性
の
日
記
を
思
わ
せ

る
︒

　
元
政
の
﹁
霞
谷
山
人
伝
﹂︑
一
六
九
字
か
ら
な
る
漢
文
自
伝
は
中
国
の
伝
記

の
形
を
守
り
な
が
ら
そ
れ
を
パ
ロ
デ
ィ
化
し
て
︑
五
世
紀
の
陶
淵
明
﹁
五
柳

先
生
伝
﹂
の
伝
統
に
沿
う
︒
自
伝
と
し
て
は
極
端
な
例
で
あ
る
が
︑
伝
記
と

自
伝
の
密
接
な
関
係
と
自
伝
の
自
己
皮
肉
的
な
可
能
性
を
挙
示
す
る
︒

　
山
鹿
素
行
は
古
学
派
の
代
表
者
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
し
︑
そ
の

﹃
配
所
残
筆
﹄（
一
六
七
五
）
は
日
本
の
自
伝
と
し
て
昔
か
ら
研
究
と
翻
訳
の

対
象
に
な
っ
て
い
る
テ
ク
ス
ト
の
一
つ
で
あ
る
︒
本
書
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で

は
︑
遺
言
書
︑
年
譜
︑
覚
書
の
複
数
の
機
能
を
果
た
し
た
こ
の
テ
ク
ス
ト
が
︑

ほ
か
の
テ
ク
ス
ト
と
比
較
関
連
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
自
伝
と
し

て
の
特
徴
が
立
体
的
に
提
示
さ
れ
る
︒

　
宇
治
加
賀
掾
は
﹁
門
弟
教
訓
﹂（
一
六
九
七
）
の
中
で
弟
子
に
浄
瑠
璃
の
教

え
を
二
千
六
百
字
程
度
の
テ
ク
ス
ト
で
説
い
た
う
え
で
︑
自
分
の
生
涯
に
つ

い
て
六
百
字
あ
ま
り
の
自
伝
を
加
え
て
い
る
︒
こ
の
芸
談
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル

に
添
え
た
序
は
︑
加
賀
掾
の
個
人
的
な
養
成
と
自
分
が
歩
ん
で
き
た
芸
能
の

道
を
範
例
と
し
て
紹
介
し
て
い
る
︒

　
十
七
世
紀
自
伝
の
具
体
例
の
解
説
が
終
わ
る
と
総
括
と
し
て
集
め
た
資
料

の
共
通
点
や
特
徴
が
解
釈
さ
れ
て
い
る
︒﹁
自
伝
の
諸
ジ
ャ
ン
ル
﹂
と
い
う
の

は
︑
著
者
の
主
な
関
心
で
あ
る
が
︑
そ
こ
で
自
伝
の
﹁
器
﹂
に
な
る
様
々
な

ジ
ャ
ン
ル
の
特
徴
と
機
能
を
説
い
て
い
る
︒
十
七
世
紀
を
一
つ
の
同
時
的
な
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断
面
に
し
て
︑
私
的
と
公
的
な
機
能
を
指
針
に
︑
書
き
上
げ
︑
奉
公
書
︑
訴

状
︑
家
伝
︑
書
︑
随
筆
︑
年
譜
︑
序
︑
伝
︑
行
状
な
ど
の
特
色
を
︑
本
文
で

挙
げ
ら
れ
た
具
体
例
を
引
き
な
が
ら
説
明
し
て
い
る
︒﹁
文
体
の
諸
特
色
﹂
の

部
分
は
漢
文
︑
文
語
文
︑
候
文
︑
擬
古
文
の
言
葉
遣
い
と
文
体
的
な
ニ
ュ
ア

ン
ス
を
紹
介
し
︑
そ
し
て
最
後
に
作
者
の
社
会
的
環
境
と
近
世
日
本
の
自
伝

の
機
能
と
そ
の
社
会
の
中
の
役
割
を
緊
密
に
観
察
し
て
︑
十
七
世
紀
自
伝
の

内
容
の
主
な
傾
向
を
概
括
す
る
︒

　
本
書
を
読
ん
で
︑
日
本
に
自
伝
の
伝
統
が
な
い
︑
あ
る
い
は
自
伝
は
存
在

し
て
も
数
が
少
な
い
︑
と
い
う
見
方
は
明
ら
か
に
偏
見
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

る
︒
こ
こ
で
紹
介
さ
れ
た
三
十
一
の
テ
ク
ス
ト
は
幅
広
く
そ
の
時
代
の
自
己

表
現
の
多
様
性
を
証
明
し
て
い
て
︑
歴
史
研
究
︑
文
学
研
究
に
お
い
て
の
意

義
が
と
て
も
大
き
い
︒
歴
史
研
究
者
や
文
学
専
門
家
に
よ
っ
て
無
視
さ
れ
が

ち
な
こ
の
タ
イ
プ
の
テ
ク
ス
ト
は
︑
学
際
的
な
︑
文
学
︑
歴
史
学
︑
文
献
学

を
合
わ
せ
た
方
法
で
捉
え
れ
ば
︑
日
本
の
自
伝
研
究
に
刺
激
を
与
え
る
可
能

性
を
持
つ
し
︑
海
外
の
歴
史
研
究
︑
比
較
研
究
の
視
点
か
ら
も
大
事
な
研
究

成
果
で
あ
る
︒
例
え
ば
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
自
伝
が
持
つ
教
訓
的
範
例

（exem
plum

）
の
機
能
や
自
伝
で
の
夢
の
役
割
な
ど
︑
様
々
な
共
通
点
が
見
ら

れ
︑
将
来
性
の
あ
る
比
較
研
究
︑
共
同
研
究
の
テ
ー
マ
で
も
あ
る
︒
も
と
も

と
日
本
語
で
書
か
れ
て
い
る
テ
ク
ス
ト
を
素
材
に
し
て
い
な
が
ら
︑
ド
イ
ツ

語
で
記
さ
れ
て
い
る
本
書
の
研
究
成
果
を
︑
ぜ
ひ
日
本
語
に
訳
し
て
日
本
の

読
者
に
も
提
供
し
て
ほ
し
い
︒
日
本
の
歴
史
自
伝
研
究
を
こ
の
原
点
か
ら
広

げ
て
い
け
ば
︑
比
較
文
化
史
の
う
え
で
も
︑
文
学
史
の
う
え
で
も
︑
豊
富
な

研
究
成
果
が
期
待
で
き
る
︒




