
時
評

「
読
み
」か
ら
の
解
放
田
中
拓
也

　
最
近
刊
行
さ
れ
た
個
性
的
で
魅
力
溢
れ
る
二
冊
の
歌
書
を
紹
介
し
た
い
。

　
藤
原
龍
一
郎
『
寺
山
修
司
の
百
首
』（
ふ
ら
ん
す
堂
）
は
寺
山
の
代
表
歌
百

首
に
著
者
に
よ
る
鑑
賞
文
を
付
し
た
一
冊
。
ま
も
な
く
没
後
四
十
年
を
迎
え

る
寺
山
作
品
は
色
褪
せ
る
こ
と
な
く
、
今
も
な
お
読
み
継
が
れ
て
い
る
。
同

書
に
は
中
高
の
国
語
科
教
科
書
の
定
番
作
品
と
も
な
っ
て
い
る
「
マ
ッ
チ
擦

る
つ
か
の
ま
海
に
霧
ふ
か
し
身
捨
つ
る
ほ
ど
の
祖
国
は
あ
り
や
」
や
「
売
り

に
ゆ
く
柱
時
計
が
ふ
い
に
鳴
る
横
抱
き
に
し
て
枯
野
ゆ
く
と
き
」
等
の
名
歌

か
ら
、
独
自
の
視
点
で
選
ば
れ
た
作
品
ま
で
幅
広
く
所
収
さ
れ
て
い
る
。
鑑

賞
文
は
一
首
あ
た
り
二
五
〇
字
程
度
と
短
め
で
あ
る
が
、
的
確
な
鑑
賞
は
作

品
を
新
た
な
光
で
照
ら
し
て
い
る
。
ま
た
、
巻
末
の
「
解
説
」
は
歌
人
論
で

あ
り
つ
つ
、
独
自
の
現
代
短
歌
論
に
な
っ
て
い
る
点
も
興
味
深
い
。
同
社
の

『
〇
〇
の
百
首
』
は
シ
リ
ー
ズ
化
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
に
も
石
川
啄
木
、

斎
藤
茂
吉
、
北
原
白
秋
、
森
鷗
外
の
百
首
を
収
め
た
書
籍
が
刊
行
さ
れ
て
い

る
。
今
後
も
ど
ん
な
近
現
代
歌
人
の
作
品
に
新
た
な
光
が
当
て
ら
れ
る
か
楽

し
み
で
あ
る
。

　
木
村
朗
子
『
女
子
大
で
和
歌
を
よ
む
』（
青
土
社
）
は
津
田
塾
大
学
で
の
著

者
に
よ
る
日
本
古
典
文
学
の
講
義
を
採
録
し
た
一
冊
。
ま
ず
は
そ
の
中
の
一

節
を
紹
介
し
た
い
。

和
歌
は
古
語
で
す
か
ら
、
難
し
い
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ 

ん
。
そ
こ
で
、
毎
回
の
講
義
の
は
じ
め
に
は
現
代
短
歌
の
紹
介
を
し
、 

導
入
と
し
て
い
ま
す
。
現
在
は
空
前
の
短
歌
ブ
ー
ム
で
、
新
し
い
歌
人 

の
お
も
し
ろ
い
歌
集
が
続
々
と
出
版
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
歌
集 

の
な
か
か
ら
現
代
短
歌
史
な
ど
に
は
お
か
ま
い
な
し
に
、
い
ま
の
学
生 

た
ち
が
入
り
口
と
す
る
の
に
最
適
だ
と
思
う
歌
集
を
選
ん
で
挙
げ
て
い 

ま
す
。
ま
た
毎
回
の
講
義
後
に
は
学
生
た
ち
に
実
際
に
短
歌
を
つ
く
っ 

て
み
て
も
ら
い
ま
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　（「
は
じ
め
に
」
よ
り
）

　
著
者
の
専
門
分
野
は
言
語
態
分
析
、
日
本
古
典
文
学
、
日
本
文
化
研
究
、

女
性
学
等
で
あ
り
、和
歌
や
短
歌
の
専
門
家
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
だ
が
、

古
典
和
歌
か
ら
近
現
代
短
歌
史
を
踏
ま
え
た
講
義
は
視
野
の
広
い
説
得
力
の

あ
る
短
歌
史
を
描
き
あ
げ
て
い
る
。
ま
た
、
講
義
の
中
で
課
し
た
学
生
た
ち

へ
の
短
歌
の
実
作
も
た
だ
短
歌
を
創
作
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
与
謝
野
晶
子

の
短
歌
の
現
代
語
訳
や
穂
村
弘
の
短
歌
の
上
の
句
に
対
す
る
付
け
句
を
作
ら

せ
る
な
ど
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
富
ん
で
い
る
。
様
々
な
試
み
の
中
か
ら
石
川

啄
木
の
「
大
と
い
ふ 

字
を
百
あ
ま
り
砂
に
書
き
死
ぬ
こ
と
を
や
め
て
帰
り

来き
た

れ
り
」
を
出
身
地
の
方
言
に
翻
訳
し
た
学
生
の
短
歌
を
紹
介
し
た
い
。

・
大
ち
ゅ
う
字
を
百
あ
ん
ま
い
砂
に
書
い
て
死
ん
こ
と
を
や
め
て
戻
っ
き 

　
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鹿
児
島
の
言
葉
）

・
大
の
字
ば
百
個
ぐ
れ
え
砂
浜
さ
書
い
で
死
な
ず
に
帰
っ
て
ぎ
だ
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
山
形
の
言
葉
）

・
大
と
い
う
字
を
百
以
上
砂
に
書
き
死
ぬ
を
や
め
て
帰
っ
た
じ
ゃ
ん
ね

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
三
河
の
言
葉
）

　
こ
れ
ら
創
作
活
動
を
通
し
て
、
学
生
た
ち
は
改
め
て
お
互
い
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
を
深
め
た
こ
と
と
思
う
。
ま
さ
し
く
短
歌
を
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
ツ
ー
ル
と
し
て
活
用
し
て
い
る
好
例
と
な
っ
て
い
る
。

　
優
れ
た
歌
書
は
作
品
を
固
定
化
し
た
「
読
み
」
か
ら
解
放
し
、
新
し
い
作

品
世
界
を
現
出
さ
せ
る
存
在
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
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