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私
が
、
本
書
に
た
い
し
て
は
、
一
般
的
な
意
味
で
の
「
書
評
」
を
書
く
立

場
に
は
な
い
こ
と
を
ま
ず
断
わ
っ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
客
観
性
な
ど
と

い
っ
た
便
宜
的
で
曖
昧
な
概
念
を
持
ち
出
す
つ
も
り
は
な
い
が
、
私
に
と
っ

て
本
書
は
、
そ
の
よ
う
な
か
た
ち
で
対
象
化
し
、
距
離
を
置
い
て
批
評
す
る

こ
と
の
で
き
る
本
で
は
な
い
。
本
書
全
体
を
貫
く
か
た
ち
で
「
群
島
」
と
い

う
私
自
身
の
思
想
的
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
が
創
造
的
に
受
け
と
め
ら
れ
、
翻
訳
・
引

用
さ
れ
、
体
系
的
で
学
術
的
な
文
脈
に
お
い
て
議
論
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
そ

う
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
た
い
し
て
私
が
い
ま
こ
こ
で
で
き
る
の
は
、
思
想
的

意
思
を
共
有
す
る
優
れ
た
同
志
で
あ
り
媒
介
者
で
あ
る
著
者
に
た
い
し
、
感

謝
も
込
め
た
親
愛
と
敬
意
と
期
待
の
思
い
を
、
著
者
の
こ
れ
ま
で
の
弛
ま
ぬ
努

力
と
こ
れ
か
ら
の
思
考
の
展
開
に
向
け
て
静
か
に
表
明
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

　
ま
ず
な
に
よ
り
も
、
本
書
の
著
者
が
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
綿
密
に
、
精
緻

に
、
そ
し
て
包
括
的
に
、
私
が
探
究
し
て
き
た
「
群
島
」
に
か
か
わ
る
諸
著

作
を
深
く
読
み
込
み
、
そ
れ
を
広
い
文
学
思
想
的
な
文
脈
へ
と
架
橋
し
、
さ

ら
に
そ
れ
を
英
語
環
境
（
す
な
わ
ち
一
般
的
な
意
味
で
の
国
際
的
な
ア
カ
デ

ミ
ッ
ク
言
語
の
環
境
）
の
な
か
に
誘
導
し
な
が
ら
克
明
に
論
じ
て
い
る
、
と

い
う
事
実
の
持
つ
重
要
性
は
特
筆
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
著
者
が
さ
ま
ざ
ま
な

箇
所
で
（
ほ
と
ん
ど
情
熱
的
と
も
い
え
る
ほ
ど
の
精
緻
さ
と
几
帳
面
さ
と
と
も

に
）
参
照
し
、
引
用
し
、
み
ず
か
ら
翻
訳
し
て
読
者
に
媒
介
し
よ
う
と
し
て

い
る
私
の
著
作
は
、「
群
島
」
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
が
も
っ
と
も
包
括
的
に
論
じ

ら
れ
て
い
る
『
群
島
―

世
界
論
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
八
）
は
も
と
よ
り
、

そ
れ
に
先
行
す
る
『
時
の
島
々
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
。
写
真
家
東
松
照

明
氏
と
の
共
著
）
や
『
ア
ー
キ
ペ
ラ
ゴ
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
六
。
詩
人
吉
増

剛
造
氏
と
の
共
著
）、
さ
ら
に
「
群
島
響
和
社
会
〈
平
行
〉
憲
法
」
や
「
タ
ブ
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ロ
ー
・
グ
リ
ッ
サ
ン
」
を
含
む
『
わ
た
し
た
ち
は
難
破
者
で
あ
る
』（
河
出

書
房
新
社
、
二
〇
一
五
）
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
。
私
自
身
、
こ
れ
ら
の
日
本

語
著
作
に
結
実
す
る
こ
と
に
な
る
思
考
と
そ
の
展
開
を
、
ア
メ
リ
カ

（
デ
ュ
ー
ク
大
学
）、
イ
ギ
リ
ス
（
ロ
ン
ド
ン
大
学
）、
ド
イ
ツ
（
ラ
イ
プ
チ
ヒ
大

学
）、
ブ
ラ
ジ
ル
（
サ
ン
パ
ウ
ロ
大
学
、
サ
ン
パ
ウ
ロ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
大
学
、
ブ

ラ
ジ
リ
ア
大
学
）、
韓
国
（
成
均
館
大
学
）、
台
湾
（
台
湾
大
学
、
中
興
大
学
）

等
で
、
す
で
に
こ
の
二
〇
年
近
く
に
わ
た
っ
て
語
り
、
各
地
の
研
究
者
や
聴

衆
と
の
あ
い
だ
で
活
発
な
議
論
の
交
換
を
行
っ
て
は
き
た
。
だ
が
そ
う
で

あ
っ
て
も
、
日
本
語
で
書
か
れ
た
著
作
の
世
界
的
浸
透
力
に
は
限
界
が
あ
る

こ
と
は
否
め
な
い
。
日
本
の
近
現
代
文
学
を
専
門
と
し
て
き
た
著
者
が
、
そ

の
領
域
の
外
縁
部
に
、
内
向
き
の
日
本
研
究
を
解
体
・
活
性
化
さ
せ
る
「
群

島
」
の
主
題
を
発
見
し
、
そ
れ
を
英
語
に
お
い
て
は
じ
め
て
広
く
世
界
に
向

け
て
発
信
し
た
こ
と
の
意
義
は
き
わ
め
て
大
き
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
し
て
こ
の
「
群
島
」
の
主
題
を
、
大
庭
み
な
子
、
有
吉
佐
和
子
、
日
野
啓

三
、
池
澤
夏
樹
、
島
田
雅
彦
、
多
和
田
葉
子
と
い
っ
た
、
そ
の
創
作
的
主
題

に
お
い
て
も
、
ま
た
個
人
史
的
な
境
遇
に
お
い
て
も
、
群
島
的
な
移
動
を
生

き
て
き
た
現
代
作
家
た
ち
へ
の
あ
ら
た
な
接
近
の
方
法
と
し
て
提
示
す
る
こ

と
で
、
著
者
は
「
群
島
」
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
介
し
て
ふ
た
た
び
日
本
文
学
研

究
へ
と
立
ち
戻
り
、
そ
の
あ
ら
た
な
可
能
性
を
示
唆
す
る
こ
と
に
成
功
し
て

い
る
。
外
形
的
に
与
え
ら
れ
て
き
た
研
究
領
域
や
専
門
性
の
枠
組
み
を
離
れ
、

「
日
本
研
究
」
の
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
の
蓄
積
と
限
界
を
内
在
的
に
引
き
受
け
つ

つ
、
そ
の
自
明
の
学
術
的
圏
域
か
ら
離
脱
し
て
「
名
づ
け
え
ぬ
群
島
」（「
日

本
」
な
る
因
習
的
言
説
が
見
え
な
く
さ
せ
る
も
の
、「
日
本
」
な
ら
ざ
る
も
の
）

へ
と
思
考
を
拓
い
て
ゆ
こ
う
と
し
た
著
者
の
果
敢
な
意
思
は
、
な
に
よ
り
も

貴
重
な
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
こ
で
、
著
者
の
議
論
の
、
繊
細
か
つ
大
胆
な
読
み
を
含
む
細
部
に
立
ち

入
る
余
裕
は
な
い
。
し
か
し
理
論
的
な
記
述
に
関
し
て
い
え
ば
、
私
の
提
示

し
た
「
群
島
」
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
思
想
の
核
心
と
接
続

す
る
た
め
に
、
エ
ド
ワ
ー
ド
・
サ
イ
ー
ド
、
ホ
ミ
・
バ
ー
バ
、
ガ
ヤ
ト
リ
・

ス
ピ
ヴ
ァ
ク
、
ト
リ
ン
・
Ｔ
・
ミ
ン
ハ
と
い
っ
た
刺
激
的
な
理
論
家
た
ち
の

仕
事
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
ゆ
く
手
際
は
啓
発
的
で
あ
る
。
ま
た
、
著
者
の
読

み
の
鋭
敏
さ
は
、
た
と
え
ば
、『
群
島
―

世
界
論
』
に
お
い
て
私
が
決
定
的

な
霊
感
源
と
し
て
論
じ
た
カ
リ
ブ
海
の
詩
人
た
ち
、
と
り
わ
け
デ
レ
ク
・

ウ
ォ
ル
コ
ッ
ト
と
エ
ド
ゥ
ア
ー
ル
・
グ
リ
ッ
サ
ン
の
詩
作
品
を
め
ぐ
る
考
察

を
つ
う
じ
て
、
そ
れ
が
「
カ
リ
ブ
海
」
と
い
う
実
体
的
な
意
味
で
の
群
島
世

界
が
示
唆
す
る
、
思
想
的
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
と
し
て
の
「
群
島
性
」
を
発
見
す
る

た
め
の
手
続
き
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
非
常
に
精
確
に
読
み
と
っ
て
い
る
点
に

も
求
め
ら
れ
る
。
従
来
の
文
学
的
な
テ
ク
ス
ト
研
究
が
立
ち
入
る
こ
と
の
で

き
な
か
っ
た
、
詩
的
言
語
の
物
質
性
と
神
話
性
と
形
而
上
学
と
が
出
合
い
混

交
す
る
界
面
を
、
著
者
は
鋭
敏
に
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
は
ま
た
、
私
の
「
群
島
響
和
社
会
〈
平
行
〉
憲
法
」
の
な
か
で
語
ら

れ
て
い
る
「
詩
は
大
陸
か
ら
切
断
さ
れ
た
島
で
あ
る
」
と
い
う
意
表
を
つ
く
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テ
ー
ゼ
に
た
い
す
る
著
者
の
深
い
理
解
に
も
見
ら
れ
る
。
こ
の
テ
ー
ゼ
は
、

ま
さ
に
群
島
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
駆
動
さ
せ
る
エ
ン
ジ
ン
に
、
文
化
の
口
承
性

の
根
を
豊
か
に
維
持
す
る
「
詩
」
が
存
在
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
言
語
生
態

と
し
て
の
「
詩
」
の
特
権
性
を
宣
揚
す
る
た
め
に
提
示
さ
れ
た
テ
ー
ゼ
に
ほ

か
な
ら
な
い
。「
詩
」
が
比
喩
的
な
意
味
で
「
島
」
で
あ
る
こ
と
は
、「
小
説
」

を
主
体
と
す
る
散
文
世
界
が
大
陸
原
理
を
い
ま
だ
に
引
き
ず
り
な
が
ら
生
産

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
暗
に
示
唆
し
て
お
り
、
そ
の
言
説
か
ら
切
断
さ
れ
る
こ

と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
「
詩
」
を
媒
介
に
私
た
ち
が
「
群
島
」
世
界
へ
と
参

入
で
き
る
可
能
性
が
こ
こ
で
探
究
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
詩
の
言
語
態
と

し
て
の
可
能
性
を
私
は
群
島
の
「
舌
」tongue
で
も
あ
る
と
書
い
た
が
、
こ

の
「
詩
」
と
い
う
ヴ
ァ
ナ
キ
ュ
ラ
ー
な
「
舌
」
を
通
じ
た
群
島
論
の
ヴ
ィ
ジ
ョ

ナ
リ
ー
な
啓
示
へ
の
深
い
読
み
が
、
著
者
を
し
て
、
文
字
言
語
に
「
舌
」
の

分
節
の
苛
烈
な
痕
跡
を
探
り
続
け
る
き
わ
め
て
群
島
的
な
作
家
、
多
和
田
葉

子
の
文
学
実
践
へ
の
議
論
へ
と
正
し
く
導
か
れ
て
い
く
部
分
も
、
本
書
の
刺

激
的
な
パ
ー
ト
で
あ
る
。

　
本
書
の
結
論
部
分
で
、
著
者
は
ふ
た
た
び
私
の
『
群
島
―

世
界
論
』
に
お

け
る
、
も
っ
と
も
詩
的
喚
起
力
を
備
え
た
冒
頭
の
テ
ー
ゼ
「
汀
を
媒
介
に
現

代
の
時
空
間
を
反
転
さ
せ
れ
ば
、
世
界
は
群
島
だ
」
と
い
う
一
節
を 

“If w
e 

reverse the contem
porary space and tim

e through the coastline, the 

w
orld becom

es archipelago

” 

と
翻
訳
引
用
し
な
が
ら
、
そ
こ
で
の
群
島
世

界
へ
の
思
想
的
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
が
、
キ
ュ
ー
バ
出
身
の
作
家
・
批
評
家
ア
ン
ト

ニ
オ
・
ベ
ニ
ー
テ
ス
・
ロ
ホ
に
よ
る
影
響
力
あ
る
理
論
書
『
反
復
す
る
島
』

Th
e Repeating Island

（
デ
ュ
ー
ク
大
学
出
版
局
、
一
九
九
二
）
が
提
示
し
た
視

点
と
響
き
合
っ
て
い
る
こ
と
を
説
得
力
を
持
っ
て
論
じ
て
い
る
。
カ
リ
ブ
海

の
コ
ロ
ニ
ア
ル
な
歴
史
と
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
な
現
実
へ
の
深
い
省
察
を
も

と
に
、
そ
こ
か
ら
、
中
心
も
境
界
も
な
い
「
メ
タ
群
島
」m

eta-archipelago

と
し
て
の
カ
リ
ブ
海
の
思
想
的
喚
起
力
を
透
視
し
よ
う
と
し
た
ベ
ニ
ー
テ

ス
・
ロ
ホ
の
思
考
は
、
私
に
と
っ
て
も
大
き
な
刺
戟
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
ベ

ニ
ー
テ
ス
・
ロ
ホ
は
こ
の
メ
タ
群
島
の
喚
起
的
な
力
を
「
カ
オ
ス
」
と
も
呼

ん
だ
が
、
そ
れ
は
ま
さ
に
自
ら
を
た
え
ざ
る
差
異
化
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
と
も

に
反
復
す
る
島
々
の
謂
で
あ
っ
た
。
私
自
身
が
『
群
島
―

世
界
論
』
に
お
い

て
、
詩
的
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
と
造
語
的
感
受
性
を
介
さ
ね
ば
伝
え
ら
れ
な
か
っ
た

の
も
、
ま
さ
に
こ
の
「
カ
オ
ス
」
の
運
動
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
そ
う
し
た
視
点
か
ら
編
み
出
さ
れ
た
私
の
、
群
島
的
語
彙
の
一
つ
に
「
放ほ
う

擲て
き

」
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
単
に
捨
て
去
っ
て
省
み
な
い
と
い
う
冷
淡
な
「
放

棄
」
で
は
な
く
、
島
々
が
ま
さ
に
相
互
に
距
離
を
と
り
な
が
ら
配
慮
し
あ
う

群
島
の
様
態
と
し
て
、「
離
れ
つ
つ
結
び
あ
う
」
関
係
性
を
示
唆
す
る
た
め

に
採
用
さ
れ
た
語
で
あ
っ
た
が
、
著
者
が
本
書
で
こ
の
「
放
擲
」
を 

“relinquishm
ent

” と
訳
し
て
い
る
こ
と
に
、
私
は
深
い
思
索
の
跡
を
感
じ
ざ

る
を
え
な
か
っ
た
。 

“relinquishm
ent

” に
は
、
繊
細
な
配
慮
の
も
と
に
「
断

念
す
る
」
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
た
ん
な
る
「
放

棄
」
を
超
え
る
、
深
い
意
味
論
的
な
彩
を
か
か
え
た
概
念
で
あ
る
よ
う
に
思
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わ
れ
る
。
こ
の
、
勇
気
を
持
っ
て
創
造
的
に
手
放
し
、
そ
の
手
放
し
た
も
の

の
消
息
を
配
慮
し
続
け
る
こ
と
を
意
味
す
る
「
放
擲
」
を
、
私
は 

“abandancing

” 

と
い
う
や
や
奇
異
な
造
語
、
す
な
わ
ち 

“abandon

”（
捨
て

る
こ
と
）
と 
“abundance

”（
豊
か
さ
）
と 

“dancing

”（
踊
る
こ
と
）
を
組
み

合
わ
せ
た
一
語
と
し
て
語
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
け
れ
ど
こ
れ
か
ら
は
著
者

に
倣
っ
て
、
“relinquishm

ent

” と
い
う
陰
翳
あ
る
語
も
使
っ
て
い
こ
う
と
思

う
。
そ
れ
は
思
索
す
る
こ
と
の
謙
虚
さ
を
も
意
味
し
、
同
時
に
、
一
つ
の
個

別
の
土
地
と
そ
こ
で
生
ま
れ
た
思
索
が
、
つ
ね
に
す
で
に
、
ど
こ
か
別
の
土

地
と
別
の
思
索
と
に
（
群
島
状
に
）
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
へ
の
信
頼
へ
と

導
か
れ
る
だ
ろ
う
。

　
最
後
に
述
べ
て
お
き
た
い
。
本
書
を
読
む
こ
と
を
通
じ
て
、
私
自
身
が
世

界
に
向
け
て
問
い
か
け
、
ま
た
実
践
し
て
き
た
こ
と
が
、
あ
る
種
の
「
群
島

的
な
ア
ン
ガ
ー
ジ
ュ
マ
ン
」
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
思
想
行
為
で
も
あ
っ
た
の
で

は
な
い
か
、
と
気
づ
か
さ
れ
た
。
本
書
で
著
者
は
、
私
と
フ
ラ
ン
ス
文
学
思

想
家
の
鵜
飼
哲
氏
の
著
作
と
を
往
還
し
な
が
ら
さ
ま
ざ
ま
に
刺
激
的
な
読
解

を
行
っ
て
い
る
が
、
そ
の
鵜
飼
氏
の
著
書
『
抵
抗
へ
の
招
待
』（
一
九
九
七
）

の
最
後
に
、
エ
ド
ワ
ー
ド
・
サ
イ
ー
ド
か
ら
の
こ
ん
な
引
用
が
あ
っ
た
。「
知

識
人
の
任
務
と
は
、
危
機
を
明
確
に
普
遍
的
な
も
の
に
す
る
こ
と
、
特
定
の

人
種
や
民
族
の
苦
悩
に
い
っ
そ
う
大
き
な
人
間
的
規
模
を
付
与
す
る
こ
と
、

そ
の
経
験
を
他
の
人
々
の
苦
悩
と
結
び
つ
け
る
こ
と
で
あ
る
と
私
は
信
じ
て

い
る
」（Edw

ard Said, Representations of the Intellectual, 1
9
9
4

）。
た
し
か

に
私
の
「
群
島
論
」
も
ま
た
、
こ
の
サ
イ
ー
ド
の
、
深
い
思
想
的
ア
ン
ガ
ー

ジ
ュ
マ
ン
へ
の
確
信
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。

　
そ
し
て
も
う
一
人
、
お
な
じ
世
界
群
島
の
住
人
と
し
て
私
が
た
え
ず
立
ち

還
る
批
評
家
ス
ー
ザ
ン
・
ソ
ン
タ
グ
の
、
お
な
じ
確
認
に
支
え
ら
れ
た
一
節

を
引
用
し
て
終
わ
ろ
う
。
ブ
ル
ガ
リ
ア
か
ら
離
散
し
、
東
京
、
香
港
、

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
と
移
動
を
つ
づ
け
な
が
ら
つ
ね
に
「
こ
こ
」
と
「
あ
そ

こ
」
を
同
時
に
ま
な
ざ
し
、
分
け
隔
て
な
く
思
考
し
よ
う
と
す
る
倫
理
の
な

か
に
生
き
て
い
る
で
あ
ろ
う
著
者
に
向
け
て
。

　「
今
」
が
「
こ
こ
」
と
「
あ
そ
こ
」
の
両
方
を
指
し
て
い
る
こ
と
は
、

経
験
の
基
本
的
構
造
に
組
み
込
ま
れ
て
い
な
い
の
だ
ろ
う
か
？  

（
…
…
）
こ
ち
ら
側
で
は
、
わ
た
し
た
ち
は
こ
こ
に
い
て
、
今
の
と
こ

ろ
繁
栄
し
、
安
全
で
、
飢
え
た
ま
ま
床
に
つ
く
恐
れ
も
な
く
、
ま
た
、

今
夜
爆
破
さ
れ
る
心
配
も
な
い
に
等
し
い
…
…
だ
が
世
界
の
別
の
場
所

な
ら
、
い
つ
、
な
ん
ど
き
…
…
グ
ロ
ズ
ヌ
イ
、
ナ
ジ
ャ
フ
、
ス
ー
ダ
ン
、

コ
ン
ゴ
、
ガ
ザ
、
リ
オ
の
貧フ
ァ
ヴ
ェ
ー
ラ

困
地
区
の
ど
こ
か
で
…
…
。

　（
…
…
）
私
は
答
え
よ
う
。
だ
か
ら
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
が
必
要
な
の
だ

―
私
た
ち
の
世
界
を
拡
張
す
る
た
め
に
。

（Susan Sontag, At the Sam
e Tim

e, 1
9
9
7

）
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