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〔
書
評
〕

鈴
木
道
代
著
『
大
伴
家
持
と
中
国
文
学
』

井
上
さ
や
か

　

本
書
の
眼
目
は
、
そ
の
序
章
第
一
節
「
本
書
の
目
的
」
に
表
明
さ
れ
て

い
る
と
お
り
、「
万
葉
歌
人
で
あ
る
大
伴
家
持
が
い
か
に
中
国
文
学
を
受

け
入
れ
、
自
身
の
歌
を
創
作
す
る
上
で
、
新
た
な
表
現
世
界
を
い
か
に
構

築
し
た
か
」
と
い
う
点
に
あ
る
。

　

こ
と
に
家
持
が
国
守
と
し
て
越
中
国
に
滞
在
し
て
い
た
時
に
、
大
伴
池

主
に
よ
っ
て
言
語
化
さ
れ
提
示
さ
れ
た
「
倭
詩
」
と
い
う
概
念
に
着
目

し
、「
こ
こ
か
ら
家
持
の
新
た
な
文
芸
が
出
発
す
る
」
と
み
て
、『
歌
経
標

式
』
や
『
古
今
和
歌
集
』
序
な
ど
に
つ
な
が
る
〈
歌
学
〉
の
出
発
と
位
置

づ
け
、
家
持
の
歌
世
界
を
考
察
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
本
書
で
取
り
上

げ
ら
れ
た
歌
は
、『
万
葉
集
』
四
五
〇
〇
余
首
の
一
割
を
超
え
る
家
持
作

歌
の
中
で
も
、
巻
十
七
～
二
十
に
収
載
さ
れ
た
越
中
時
代
と
そ
れ
以
降
の

作
品
が
主
で
あ
る
。

　

本
書
の
内
容
を
概
観
す
る
た
め
に
、
目
次
部
分
を
掲
出
し
て
お
き
た

い
。

　

序
章
／
／
第
一
部　

家
持
と
池
主
と
の
交
流
歌
─
家
持
歌
学
の
出
発
─　

第
一
章　

家
持
と
池
主
の
文
章
論
─
「
山
柿
の
門
」
と
「
山
柿
の
歌
泉
」

を
め
ぐ
っ
て
─
／
第
二
章　

家
持
の
遊
覧
と
賦
の
文
学
／
第
三
章　

家
持

と
池
主
の
離
別
歌
─
交
友
の
歌
学
を
め
ぐ
っ
て
─
／
／
第
二
部　

家
持
の
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花
鳥
風
詠
と
歌
学　

第
一
章　
「
庭
中
花
作
歌
」
に
お
け
る
季
節
の
花
─

な
で
し
こ
と
百
合
の
花
を
め
ぐ
っ
て
─
／
第
二
章　

家
持
の
花
鳥
歌
─
霍

公
鳥
と
時
の
花
を
め
ぐ
っ
て
─
／
第
三
章　

春
苑
桃
李
の
花
─
幻
想
の
中

の
風
景
─
／
第
四
章　

家
持
の
七
夕
歌
八
首
／
／
第
三
部　

家
持
の
君
臣

像
─
詩
学
か
ら
政
治
へ
─　

第
一
章　

侍
宴
応
詔
歌
に
お
け
る
天
皇
像
／

第
二
章　

応
詔
儲
作
歌
に
お
け
る
君
臣
像
の
特
色
と
そ
の
意
義
／
第
三
章　

家
持
歌
に
お
け
る
「
皇
神
祖
」
の
御
代
─
「
青
き
蓋
」
を
め
ぐ
っ
て
─
／

第
四
章　

吉
野
行
幸
儲
作
歌
に
お
け
る
神
の
命
と
天
皇
観
／
／
結
論
／
／

初
出
論
文
一
覧
／
あ
と
が
き
／
索
引
（
万
葉
集
歌
番
号
・
事
項
）

　
「
交
友
」「
花
鳥
歌
」「
君
臣
観
」
に
関
す
る
作
品
を
一
つ
一
つ
取
り
上

げ
、
中
国
詩
学
の
影
響
と
倭
詩
（
和
歌
）
と
し
て
の
昇
華
を
、
斬
新
な
視

点
を
盛
り
込
ん
で
分
析
す
る
意
欲
的
な
論
が
並
ぶ
。

　

た
と
え
ば
、
第
一
部
第
二
章
で
は
、『
文
選
』「
海
賦
」
の
表
現
方
法
を

「
エ
ン
サ
イ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ア
（
百
科
事
典
）
の
シ
ス
テ
ム
」、「
遊
覧
」
賦

の
表
現
方
法
を
「
ス
ク
ロ
ー
ル
の
シ
ス
テ
ム
」
と
し
て
、
家
持
の
「
遊
覧

の
賦
」
は
、
中
国
詩
学
に
お
け
る
「
賦
」
の
ス
ク
ロ
ー
ル
シ
ス
テ
ム
を
理

解
し
、
そ
れ
を
日
本
化
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
。
そ
う
し
た
六
朝
遊

覧
賦
の
シ
ス
テ
ム
と
と
も
に
、
交
友
と
い
う
六
朝
遊
覧
賦
の
理
念
を
も
踏

ま
え
て
「
倭
詩
」
と
し
て
新
た
に
創
造
し
よ
う
と
試
み
た
と
位
置
付
け
、

そ
こ
に
家
持
の
〈
歌
学
〉
の
視
点
が
見
え
て
く
る
と
結
論
す
る
。
あ
え
て

カ
タ
カ
ナ
語
を
駆
使
し
、
挑
発
的
な
問
題
提
起
が
試
み
ら
れ
て
い
る
と
い

え
よ
う
。

　

他
方
で
、
本
書
に
お
い
て
「
ス
ク
ロ
ー
ル
シ
ス
テ
ム
」
の
日
本
化
と
さ

れ
た
表
現
の
あ
り
よ
う
は
、
中
国
文
学
を
踏
ま
え
た
ま
っ
た
く
新
し
い
表

現
方
法
と
い
う
よ
り
は
、
道
行
歌
や
行
幸
歌
な
ど
の
伝
統
的
な
和
歌
の
手

法
に
連
な
る
も
の
で
あ
る
と
も
い
い
得
る
だ
ろ
う
。
本
書
で
は
、
越
中
時

代
以
前
の
家
持
に
よ
る
和
歌
表
現
の
〈
歌
学
び
〉
を
前
提
と
し
つ
つ
も
、

当
然
な
が
ら
中
国
詩
賦
の
引
用
を
中
心
に
論
が
展
開
さ
れ
て
お
り
、
少
々

抵
抗
を
感
じ
る
場
面
も
な
く
は
な
い
。
お
そ
ら
く
根
底
に
は
、〈
歌
学
〉

と
い
う
も
の
を
ど
う
と
ら
え
る
か
、
と
い
う
問
題
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。

　

そ
も
そ
も
日
本
文
学
史
の
中
で
〈
歌
学
〉
の
成
立
は
な
か
っ
た
と
す
る

立
場
か
ら
、『
万
葉
集
』
に
お
い
て
す
で
に
〈
歌
学
〉
の
萌
芽
が
あ
る
と

す
る
立
場
ま
で
、〈
歌
学
〉
と
い
う
概
念
語
に
つ
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
見

解
が
あ
る
。
鈴
木
氏
は
、
本
書
序
章
に
お
い
て
、
家
持
歌
に
理
論
と
実
践

の
融
合
と
し
て
の
〈
歌
学
〉
の
萌
芽
を
見
る
伊
藤
博
氏
や
橋
本
達
雄
氏
ら

の
先
行
研
究
を
踏
ま
え
、「
中
国
詩
学
の
導
入
の
問
題
と
、
そ
れ
に
よ
り

捉
え
直
さ
れ
た
〈
歌
〉
の
〈
学
〉
を
通
し
て
獲
得
し
た
新
た
な
歌
表
現
」

を
〈
歌
学
〉
と
称
す
る
、
と
表
明
し
て
い
る
。
中
西
進
氏
『
万
葉
集
の
比

較
文
学
的
研
究
』
や
辰
巳
正
明
氏
『
万
葉
集
と
中
国
文
学
』
な
ど
の
先
行

研
究
に
拠
り
つ
つ
、〈
歌
学
び
〉
と
〈
歌
学
〉
の
両
方
の
視
点
か
ら
「
漢
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文
学
的
要
請
を
消
化
し
た
後
の
和
歌
の
完
成
」
を
、
家
持
歌
か
ら
実
践
の

〈
歌
学
〉
と
し
て
汲
み
取
ろ
う
と
す
る
。

　

周
知
の
と
お
り
、
家
持
と
中
国
文
学
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、
契
沖

の
『
万
葉
代
匠
記
』
に
は
じ
ま
り
、
久
松
潜
一
氏
や
山
田
孝
雄
氏
ら
に

よ
っ
て
不
可
欠
の
研
究
視
点
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
た
。
昭
和
三
十
・
四

十
年
代
の
「
山
柿
之
門
」
に
関
す
る
議
論
も
よ
く
知
ら
れ
、
以
降
、
こ
と

に
現
在
で
は
、
家
持
作
品
の
研
究
に
お
い
て
中
国
文
学
と
の
関
わ
り
に
触

れ
な
い
論
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
う
し
た
な
か
に
あ
っ

て
、
本
書
は
、
従
来
の
指
摘
に
加
え
て
『
文
選
』
や
『
玉
台
新
詠
』、
六

朝
詩
賦
と
の
表
現
比
較
を
さ
ら
に
深
め
、『
文
心
雕
龍
』
な
ど
に
み
え
る

中
国
の
文
学
理
論
を
い
か
に
「
倭
詩
」
と
し
て
表
現
し
た
か
と
い
う
点
に

重
き
を
置
い
て
い
る
。

　

た
だ
、
そ
う
し
た
家
持
歌
の
〈
歌
学
〉
が
強
調
さ
れ
、
そ
れ
ら
が
「
家

持
個
人
に
帰
す
る
も
の
で
は
な
く
、
古
代
日
本
の
歌
が
辿
る
必
然
性
の
中

に
あ
る
」（
本
書
結
論
）
と
結
論
さ
れ
る
と
、
本
書
の
言
う
「
実
践
の

〈
歌
学
〉」
と
は
い
っ
た
い
な
ん
な
の
か
、
と
い
う
疑
問
が
あ
ら
た
め
て
わ

い
て
く
る
。

　

中
国
詩
学
を
導
入
し
た
際
に
、『
歌
経
標
式
』
の
よ
う
な
理
論
書
を
著

す
こ
と
で
は
な
く
、
鈴
木
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
「
歌
か
ら
理
論
を
探
る

工
程
が
必
要
」
だ
っ
た
と
す
る
の
な
ら
ば
、
そ
れ
は
い
っ
た
い
な
ぜ
な
の

か
。
体
系
的
な
歌
論
書
と
さ
れ
る
『
歌
経
標
式
』
に
し
て
も
、
和
歌
の
実

態
と
は
か
け
離
れ
た
、
い
わ
ば
理
論
の
た
め
の
理
論
に
陥
っ
て
い
る
と
の

指
摘
が
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、「
詩
学
」
に
相
応
す
る
よ
う
な
「
歌

学
」
と
い
え
る
体
系
的
な
理
論
が
存
在
し
な
い
こ
と
は
、
未
発
達
な
過
渡

期
的
な
段
階
と
し
て
で
は
な
く
、
も
っ
と
根
本
的
な
文
化
の
相
違
点
と
し

て
と
ら
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

ハ
ル
オ
・
シ
ラ
ネ
氏
が
い
う
よ
う
に
、「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
提
示
し

た
概
念
、
あ
る
い
は
テ
ク
ス
ト
と
し
て
の
詩
歌
を
形
成
の
観
点
か
ら
評
価

す
る
と
い
う
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
概
念
と
し
て
の
「
詩
学
」
は
、
日
本
の

和
歌
を
論
じ
る
う
え
で
は
機
能
し
な
い
。
た
い
て
い
の
歌
論
の
焦
点
は
歌

を
詠
む
こ
と
（
た
と
え
ば
、
言
葉
を
題
や
場
に
ふ
さ
わ
し
く
用
い
る
方

法
）
に
あ
り
、
多
く
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
詩
学
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
詩
歌
の

鑑
賞
や
分
析
に
は
な
い
」（『
世
界
へ
ひ
ら
く
和
歌
─
言
語
・
共
同
体
・

ジ
ェ
ン
ダ
ー
─
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
二
年
）
の
で
あ
り
、
中
国
の
「
詩

学
」
も
ま
た
、
和
歌
の
内
包
す
る
あ
る
種
の
論
理
に
は
合
致
せ
ず
機
能
し

な
い
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
う
考
え
た
と
き
、
本
書
に
よ
っ
て
俎
上
に

あ
げ
ら
れ
た
家
持
の
「
実
践
の
〈
歌
学
〉」
と
は
、
中
国
詩
学
と
の
根
本

的
な
相
違
を
浮
き
彫
り
に
す
る
観
点
と
み
な
す
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
そ

う
し
た
「
実
践
の
〈
歌
学
〉」
を
究
明
し
て
い
く
な
ら
ば
、
日
中
比
較
文

学
に
と
ど
ま
ら
ず
、「
東
ア
ジ
ア
」
を
も
越
え
て
、「
世
界
文
学
」
を
射
程
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に
入
れ
た
議
論
も
可
能
と
な
る
だ
ろ
う
。

　

本
書
序
章
に
お
い
て
「
東
ア
ジ
ア
」
と
い
う
概
念
に
触
れ
て
い
る
と
こ

ろ
か
ら
、
そ
う
し
た
こ
と
は
鈴
木
氏
の
視
野
に
す
で
に
入
っ
て
い
る
の
か

も
し
れ
な
い
。
た
だ
、「
東
ア
ジ
ア
」
が
日
本
を
含
め
た
地
域
と
し
て
で

は
な
く
、
さ
な
が
ら
対
立
概
念
の
よ
う
に
叙
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
は
違

和
感
が
残
る
。
あ
る
い
は
、
こ
こ
で
の
「
東
ア
ジ
ア
」
と
は
、「
中
国
」

と
ほ
ぼ
同
様
の
意
味
で
使
用
さ
れ
て
い
る
だ
け
な
の
か
も
し
れ
な
い
が
、

そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
書
名
に
あ
る
と
お
り
家
持
が
い
か
に
「
中
国
文

学
」
を
受
け
入
れ
、
い
か
に
新
た
な
表
現
を
構
築
し
た
か
と
い
う
こ
と
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
と
い
う
本
書
に
お
い
て
、
あ
え
て
「
東

ア
ジ
ア
」
と
い
う
概
念
語
を
持
ち
込
む
必
要
性
は
感
じ
ら
れ
な
い
。

　

た
と
え
ば
、
ジ
ェ
イ
ス
ン
・
ウ
ェ
ッ
ブ
氏
は
、
本
書
で
も
根
幹
を
な
す

辰
巳
正
明
氏
の
一
連
の
論
を
踏
襲
し
つ
つ
、「
漢
字
表
記
及
び
漢
籍
が
、

東
ア
ジ
ア
全
体
の
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
で
い
か
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
そ
れ
ぞ

れ
の
地
方
色
を
帯
び
た
漢
詩
が
い
か
に
し
て
形
成
さ
れ
た
か
と
い
う
問

題
」
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
（「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
前
近
代
日
本
学
研

究
─
「
日
本
古
典
文
学
」
か
ら
「
東
ア
ジ
ア
比
較
文
学
」
へ
─
」『
東
ア

ジ
ア
比
較
文
化
研
究
』
第
６
号
、
東
ア
ジ
ア
比
較
文
化
国
際
会
議
日
本
支

部
、
二
〇
〇
七
年
）。
こ
う
し
た
和
／
漢
と
い
う
二
項
対
立
的
な
思
考
を

超
え
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、「
東
ア
ジ
ア
」
と
い
う
概
念
が
有
効
に

働
く
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
ヴ
ィ
ー
ブ
ケ
・
デ
ー
ネ
ー
ケ
氏
は
、

本
書
で
も
重
要
な
位
置
を
占
め
る
「
山
柿
之
門
」
を
含
む
家
持
の
作
例

（
巻
十
七
・
三
九
六
九
～
三
九
七
二
番
歌
お
よ
び
序
）
に
つ
い
て
、「
短

歌
、
長
歌
、
漢
文
の
散
文
、
漢
詩
と
い
う
四
つ
の
ジ
ャ
ン
ル
が
登
場
し
て

い
る
」
と
し
て
、
そ
う
し
た
異
な
る
言
語
と
ジ
ャ
ン
ル
を
「
並
置
」
し
た

形
態
が
日
本
文
学
の
重
要
な
形
態
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の

理
由
を
も
っ
と
注
意
深
く
考
え
る
必
要
が
あ
る
、
と
問
題
提
起
し
て
い
る

（
ヴ
ィ
ー
ブ
ケ
・
デ
ー
ネ
ー
ケ
（
衣
笠
正
章
訳
）「
和
歌
と
漢
詩
─
古
代

ロ
ー
マ
か
ら
の
鳥
瞰
─
」『
世
界
へ
ひ
ら
く
和
歌
─
言
語
・
共
同
体
・

ジ
ェ
ン
ダ
ー
─
』
前
掲
）。

　

こ
れ
ら
の
問
い
か
け
に
対
し
て
、
鈴
木
氏
が
ど
の
よ
う
に
切
り
結
び
、

家
持
の
〈
歌
学
〉
を
提
示
し
て
い
く
の
か
。
今
後
の
さ
ら
な
る
展
開
に
も

期
待
し
た
い
。

（
Ａ
５
判
、
二
八
〇
頁
、
笠
間
書
院
、
二
〇
一
四
年
二
月
発
行
、
定
価

五
、
八
〇
〇
円
＋
税
）


