
時
評

『
佐
々
木
弘
綱
の
世
界
』を
読
む
服
部
崇

　
本
年
七
月
に
東
京
に
引
っ
越
す
に
当
た
り
本
棚
の
整
理
を
し
て
い
る
と
き

に
北
川
英
昭
著
『
佐
々
木
弘
綱
の
世
界
―
幕
末
か
ら
維
新
期
の
歌
人
・
歌
学

派
国
学
者
―
』（
平
成
二
十
五
年
、
佐
佐
木
信
綱
顕
彰
会
）
を
再
び
手
に
取
っ

た
。
本
書
は
北
川
氏
が
佐
佐
木
信
綱
の
父
、
佐
々
木
弘
綱
の
こ
と
を
様
々
な

資
料
を
探
し
求
め
て
書
き
溜
め
た
長
年
の
研
究
の
成
果
で
あ
る
。
弘
綱
は
徳

綱
の
三
男
と
し
て
一
九
二
八（
文
政
十
一
）年
に
伊
勢
国
鈴
鹿
郡
石
薬
師
村（
現

鈴
鹿
市
石
薬
師
町
）
に
生
ま
れ
た
。
今
回
、
本
書
を
読
み
返
し
、
興
味
を
ひ

か
れ
た
の
は
、
北
川
氏
が
弘
綱
の
紀
行
文
『
加
越
日
記
』
を
読
み
込
み
、
弘

綱
の
人
柄
を
整
理
し
て
い
る
部
分
で
あ
る
。『
加
越
日
記
』
に
み
ら
れ
る
弘
綱

の
特
徴
と
し
て
北
川
氏
は
六
点
を
挙
げ
る
（
一
八
二
頁
～
一
八
六
頁
参
照
）。

　
第
一
は
、
弘
綱
に
は
新
し
い
も
の
を
取
り
入
れ
る
積
極
性
（
柔
軟
性
・

革
新
性
）
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
。
こ
の
点
は
信
綱
を
連
れ
て
東
京
に
引
っ

越
し
た
こ
と
に
も
現
れ
て
い
た
と
思
う
。

　
第
二
は
、
平
和
な
時
代
に
は
学
問
研
究
は
大
切
と
考
え
て
い
た
と
い
う

こ
と
。
こ
こ
で
は
、「
今
よ
り
は
学
の
道
に
名
を
あ
げ
よ
弓
矢
と
る
わ
ざ
す

た
れ
た
る
世
ぞ
」
と
い
う
歌
の
引
用
が
あ
っ
た
。

　
第
三
は
、
信
仰
心
は
許
容
性
の
あ
る
も
の
常
識
性
の
あ
る
も
の
で
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
。
北
川
氏
は
自
然
崇
拝
的
・
土
俗
的
と
書
い
て
い
る
。

　
第
四
は
、
人
と
の
交
際
の
中
か
ら
生
活
心
情
が
見
え
る
と
い
う
こ
と
。

山
村
で
あ
る
蕨
生
村
に
て
宿
泊
し
た
際
に
饗
応
を
受
け
た
際
に
弘
綱
は
「
芹

蕨
芋
な
ど
な
ら
ん
と
お
も
ひ
し
に
。
い
つ
の
ま
に
と
り
よ
せ
け
ん
。
海
の

魚
が
ち
な
る
は
。
山
中
に
似
つ
か
し
か
ら
ず
。
中
々
に
心
お
ど
り
せ
ら
れ

て
な
ん
。」
と
記
し
て
い
る
。

　
第
五
は
、
故
郷
は
石
薬
師
で
あ
る
と
の
自
覚
。
北
川
氏
は
、
弘
綱
が
石
薬

師
を
発
つ
際
に
「
故
郷
を
た
つ
」
と
記
し
て
い
る
こ
と
を
取
り
上
げ
、「
弘

綱
が
石
薬
師
を
終
生
故
郷
と
思
っ
て
い
た
熱
い
思
い
が
、
そ
う
書
か
せ
た

の
だ
と
思
い
た
い
。
こ
れ
は
石
薬
師
生
ま
れ
の
筆
者
の
独
り
よ
が
り
だ
ろ
う

か
。」
と
書
い
て
い
る
。
こ
れ
は
北
川
氏
の
独
り
よ
が
り
で
は
な
い
と
思
う
。

　
第
六
に
、
人
名
・
地
名
を
丹
念
に
記
録
し
て
い
る
こ
と
。
北
川
氏
は
毎

日
弘
綱
は
た
ん
ね
ん
に
メ
モ
を
取
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
し
て

い
る
が
、
私
た
ち
も
弘
綱
を
見
習
う
べ
き
か
。

　
巻
末
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
弘
綱
五
十
首
の
な
か
か
ら
五
首
引
く
。
　

・
樫
原
の
ひ
じ
り
の
御
代
の
古
へ
の
あ
と
を
と
め
て
も
来
た
る
春
か
な
　

・
百
鳥
の
さ
へ
づ
る
春
も
鶯
の
こ
ゑ
に
似
た
る
は
き
こ
え
ざ
り
け
り

・
荒
小
田
の
大
樋
が
も
と
に
咲
き
に
け
り
菫
の
花
の
さ
さ
や
か
に
し
て

・
あ
げ
ま
き
に
苅
り
と
ら
れ
つ
る
又
ば
え
の
薄
み
じ
か
き
牧
ぞ
ひ
の
道

・
飛
ぶ
車
天
よ
り
人
を
ゐ
て
こ
ず
や
空
を
あ
ふ
ぎ
て
た
だ
に
歎
く
も

　
一
首
目
、
明
治
維
新
を
寿
ぐ
歌
。「
戊
辰
元
旦
大
政
復
古
を
よ
ろ
こ
び
て
」

と
の
詞
書
き
が
あ
る
。
二
首
目
、
さ
ま
ざ
ま
な
鳥
の
声
が
聞
こ
え
る
が
ウ

グ
イ
ス
の
鳴
き
声
は
聞
こ
え
な
い
。「
に
似
た
る
は
」
が
面
白
い
。
三
首
目
、

荒
れ
た
田
ん
ぼ
の
大
樋
と
い
う
ス
ミ
レ
の
花
が
咲
い
て
い
る
場
所
の
特
定

が
い
い
。
四
首
目
、
刈
り
取
ら
れ
た
あ
と
か
ら
ま
た
生
え
て
き
て
い
る
い

ま
だ
短
い
す
す
き
を
眺
め
な
が
ら
秋
の
牧
場
沿
い
を
歩
く
。
五
首
目
、
空

飛
ぶ
自
動
車
だ
ろ
う
か
、
斬
新
な
発
想
。
実
景
と
し
て
「
飛
ぶ
車
」
を
詠

め
る
と
き
は
も
う
す
ぐ
来
る
だ
ろ
う
か
。
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