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二
〇
一
四
年
六
月
「
週
刊
読
書
人
」

武
藤
元
昭
著
『
人
情
本
の
世
界
』
（
笠
間
書
院
）

江
戸
の
女
性
が
求
め
て
い
た
小
説

橋
口

侯
之
介

江
戸
時
代
の
後
期
、
女
性
読
者
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
し
た
小
説
が
人
気
を
博
し
た
。
人
情
本
と
い
う
ジ
ャ

ン
ル
で
あ
る
。
男
女
の
葛
藤
を
テ
ー
マ
に
、
泣
か
せ
て
、
ド
キ
ド
キ
さ
せ
て
、
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
で
終
わ

る
「
恋
愛
小
説
」
が
、
江
戸
の
女
た
ち
を
虜
に
し
た
の
だ
。

一
八
二
〇
年
代
の
文
政
期
、
そ
れ
ま
で
の
遊
郭
を
描
い
た
洒
落
本
が
最
盛
期
を
過
ぎ
、
か
わ
っ
て
市
井

の
男
女
を
主
人
公
と
す
る
初
期
型
の
人
情
本
が
別
名
「
泣
き
本
」
と
い
わ
れ
て
登
場
し
た
。
し
か
し
、
ま

だ
勧
善
懲
悪
の
名
残
が
あ
っ
て
女
性
の
人
気
は
今
ひ
と
つ
だ
っ
た
。
そ
れ
が
次
の
天
保
期
に
な
っ
て
為
永

春
水
が
書
い
た
『
春
色
梅
児
誉
美
』
で
ブ
レ
ー
ク
。
最
盛
期
を
迎
え
た
。

し
ゆ
ん
し
よ
く
う
め
ご
よ
み

本
書
は
そ
の
春
水
の
人
情
本
を
検
証
考
察
し
た
著
作
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
春
水
が
成
功
し
た
の

は
、
婦
女
子
に
徹
底
し
て
「
迎
合
」
し
た
サ
ー
ビ
ス
精
神
に
あ
る
と
い
う
。
さ
ら
に
、
読
み
や
す
い
文
体

で
艶
情
味
が
あ
り
、
濡
れ
場
も
遠
慮
な
く
描
く
。
従
来
の
勧
善
色
を
薄
め
て
愛
の
技
術
を
描
き
き
っ
た
。

人
情
の
「
情
」
と
は
、
男
女
の
「
情
愛
」
で
あ
る
。
「
戯
事
を
言
わ
れ
て
も
顔
を
赤
ら
め
な
い
」
ほ
ど
に

色
事
に
興
味
を
示
し
た
女
た
ち
の
秘
め
や
か
な
欲
求
を
人
情
本
が
満
た
し
た
の
で
あ
る
。
本
は
安
く
な
い

が
、
貸
本
な
ら
銭
湯
代
程
度
で
読
め
た
。
売
れ
行
き
は
そ
の
貸
本
屋
の
お
か
げ
で
大
変
良
か
っ
た
の
だ
。

女
性
読
者
と
い
う
の
は
「
批
評
」
こ
そ
し
な
い
が
お
も
し
ろ
く
な
け
れ
ば
「
買
わ
な
い
」
「
借
り
な
い
」

と
い
う
行
動
を
と
る
の
で
、
出
版
す
る
側
に
対
し
て
も
無
言
の
圧
力
を
か
け
て
い
た
。
そ
の
読
者
に
も
、

板
元
の
要
望
に
も
応
え
ら
れ
た
の
が
春
水
だ
っ
た
。

と
く
に
著
者
が
強
調
す
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
作
品
の
底
を
流
れ
る
「
あ
だ
」
の
精
神
で
あ
る
。
そ
れ
は

女
性
の
性
的
な
魅
力
を
表
現
し
た
言
葉
で
、
深
川
芸
者
の
「
し
ゃ
ん
と
し
た
い
き
」
な
ど
が
そ
れ
を
よ
く

表
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
。
こ
れ
が
当
時
の
女
性
の
あ
こ
が
れ
て
い
た
世
界
だ
っ
た
。
板
元
も
そ
れ
を
求

め
た
。
春
水
の
巧
み
さ
は
そ
こ
に
徹
底
し
て
「
迎
合
」
し
た
こ
と
に
あ
る
よ
う
だ
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
矜

持
を
失
っ
た
「
出
版
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」
の
堕
落
で
も
あ
っ
た
が
。

人
気
を
維
持
す
る
の
は
容
易
で
は
な
い
。
い
つ
ま
で
も
同
じ
手
が
使
え
な
い
の
で
、
ま
す
ま
す
描
写
が

露
骨
に
な
る
。
そ
れ
を
お
堅
い
老
中
・
水
野
忠
邦
と
そ
の
意
を
受
け
た
町
奉
行
が
や
り
玉
に
あ
げ
る
。
結

局
、
春
水
は
天
保
の
改
革
で
頓
挫
し
て
し
ま
う
。
そ
の
後
も
別
の
作
者
が
書
い
て
い
く
が
、
春
水
の
よ
う

に
「
あ
だ
」
を
描
き
き
れ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
や
が
て
、
艶
情
味
の
少
な
い
勧
善
懲
悪
型
に
戻
っ
て
し

ま
う
と
、
も
は
や
人
情
本
の
人
気
は
衰
退
し
て
し
ま
う
。

こ
の
あ
た
り
の
分
析
は
、
永
年
人
情
本
研
究
を
手
が
け
て
き
た
著
者
の
真
骨
頂
で
あ
ろ
う
。
人
情
本
と

い
う
も
の
が
ど
う
い
う
も
の
だ
っ
た
の
か
、
ど
の
よ
う
な
時
代
背
景
を
負
っ
て
い
た
の
か
が
実
に
よ
く
わ

か
る
著
作
で
あ
る
。
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同
じ
頃
、
フ
ラ
ン
ス
の
『
ボ
ヴ
ァ
リ
ー
夫
人
』
に
は
、
貸
本
で
当
時
流
行
の
恋
愛
小
説
を
読
み
、
凡
庸

な
夫
へ
の
不
満
か
ら
不
倫
の
恋
に
陥
り
、
や
が
て
駆
け
落
ち
、
自
殺
に
発
展
し
て
し
ま
う
悲
劇
が
描
か
れ

た
。
こ
の
夫
人
の
目
覚
め
は
、
ま
だ
男
性
優
位
だ
っ
た
社
会
が
生
ん
だ
「
自
我
が
芽
生
え
る
と
不
幸
が
始

ま
る
」
こ
と
の
象
徴
だ
と
も
い
わ
れ
た
。
そ
こ
に
恋
愛
小
説
と
い
う
媒
介
項
が
あ
っ
た
。

翻
っ
て
江
戸
の
婦
人
方
は
、
人
情
本
を
ど
う
読
ん
だ
の
だ
ろ
う
か
？

自
分
の
境
遇
と
重
ね
合
わ
せ
た

だ
ろ
う
か
？

そ
の
後
、
あ
の
興
奮
し
た
読
者
は
ど
こ
へ
行
け
ば
よ
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
？

ま
だ
解
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
が
山
積
し
て
い
る
と
著
者
は
述
べ
て
い
る
。
評
者
と
し
て
は

次
世
代
の
研
究
者
へ
、ぜ
ひ
こ
の
女
性
読
者
た
ち
の
実
態
を
今
後
究
明
し
て
ほ
し
い
と
願
う
も
の
で
あ
る
。

人
情
本
は
そ
れ
ほ
ど
に
多
面
的
で
興
味
あ
る
ジ
ャ
ン
ル
な
の
で
あ
る
。


