
︽
書
評
︾

竹
内
瑞
穂
﹃﹁
変
態
﹂
と
い
う
文
化
︱
︱
近
代
日
本
の
︿
小
さ
な
革
命
﹀﹄

水

川

敬

章

本
書
は
、
著
者
の
博
士
論
文
に
加
筆
修
正
を
加
え
て
上
梓
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
著
者
に
と
っ
て
は
、
初
め
て
の
単
著
の
書
籍
と
な
る
。
各

章
の
内
容
紹
介
と
検
討
は
研
究
内
容
が
よ
り
近
い
書
評
者
に
譲
り
、
こ
こ
で
は
門
外
漢
が
本
書
を
め
ぐ
っ
て
考
え
た
こ
と
の
ご
く
一
部
を
紙
幅

の
ゆ
る
す
限
り
述
べ
る
こ
と
で
、
本
書
の
知
的
営
為
を
紹
介
す
る
試
み
と
し
た
い
。

は
じ
め
に
、
本
書
の
内
容
を
概
観
し
て
お
こ
う
。
対
象
と
な
る
時
代
は
、
一
九
一
〇
年
前
後
か
ら
エ
ロ
・
グ
ロ
・
ナ
ン
セ
ン
ス
が
隆
盛
す
る

一
九
三
〇
年
代
ま
で
で
あ
る
。
そ
の
中
で
、﹁
変
態
﹂
概
念
と
そ
の
理
論
の
登
場
を
捉
え
、
そ
れ
ら
が
如
何
に
文
化
的
現
象
の
中
で
流
通
し
消
費

さ
れ
て
い
っ
た
の
か
が
検
証
さ
れ
、
更
に
は
、
そ
の
消
費
が
保
持
す
る
政
治
性
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
そ
の
政
治
性
の
ひ
と
つ
と
し
て
、﹁
変
態
﹂

と
自
称
し
た
者
た
ち
や
﹁
変
態
﹂
に
関
わ
っ
た
者
た
ち
︱
︱
即
ち
、
逸
脱
者
た
ち
の
主
体
構
築
と
共
同
体
形
成
を
め
ぐ
る
力
学
が
論
じ
ら
れ
る
。

分
析
対
象
と
な
る
の
は
、
雑
誌
や
小
説
あ
る
い
は
宗
教
に
関
す
る
言
論
な
ど
様
々
で
あ
り
、
章
毎
に
分
析
対
象
の
質
が
異
な
っ
て
い
る
よ
う
に

も
読
ま
れ
る
が
、
分
析
と
し
て
は
、
文
化
に
関
す
る
諸
言
説
の
編
成
を
分
析
し
て
い
る
点
で
一
貫
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
問
題
の
﹁
変
態
﹂
で

あ
る
。
著
者
曰
く
、
こ
の
概
念
は
﹁
逸
脱
者
を
め
ぐ
る
近
代
的
知
の
ご
っ
た
煮
﹂︵
一
四
頁
︶
で
あ
る
。
こ
の
表
現
が
に
お
わ
せ
る
と
お
り
、
本

書
の
議
論
は
所
謂
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
論
や
ク
ィ
ア
研
究
と
い
う
よ
り
も
、
生
政
治
や
生
権
力
、
あ
る
い
は
消
費
な
ど
様
々
な
理
論
的
術
語

で
照
射
さ
れ
て
き
た
日
本
近
代
の
力
学
を
﹁
変
態
﹂
と
い
う
角
度
か
ら
問
い
直
す
試
み
だ
と
判
断
す
る
方
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。
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こ
の
よ
う
に
概
観
し
た
と
き
、
本
書
が
如
何
な
る
学
問
領
域
の
成
果
で
あ
る
の
か
を
言
い
当
て
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
著
者
の
キ
ャ
リ

ア
に
鑑
み
れ
ば
、
日
本
近
代
文
学
が
そ
の
領
域
に
当
て
は
ま
る
。
確
か
に
、
ア
ニ
メ
や
ボ
ー
カ
ロ
イ
ド
ま
で
を
対
象
に
し
た
昨
今
の
日
本
近
代

文
学
研
究
の
﹁
逸
脱
﹂
ぶ
り
は
な
か
な
か
の
も
の
で
あ
る
が
、
作
家
・
作
品
、
あ
る
い
は
文
学
に
関
わ
る
何
事
か
で
は
な
く
、﹁
変
態
﹂
と
い
う

日
本
近
代
に
お
け
る
文
化
事
象
を
そ
の
分
析
対
象
と
す
る
本
書
も
ま
た
、
研
究
領
域
の
﹁
逸
脱
﹂
の
実
践
の
ひ
と
つ
と
述
べ
て
差
し
支
え
な
い

︵
実
際
、﹁
あ
と
が
き
﹂
で
著
者
は
自
身
の
研
究
キ
ャ
リ
ア
を
﹁
超
域
的
﹂
と
述
べ
て
い
る
︶
。
ま
た
、
本
書
が
好
敵
手
と
見
做
す
の
が
、
故
ミ

リ
ア
ム
・
シ
ル
バ
バ
ー
グ
の
エ
ロ
・
グ
ロ
・
ナ
ン
セ
ン
ス
研
究
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
、
研
究
の
眼
差
し
は
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ

ク
な
日
本
近
代
文
学
研
究
で
は
な
く
、
国
際
的
な
日
本
研
究
の
水
準
を
見
据
え
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
新
進
気
鋭
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
さ
溢
れ
る
本
書
で
あ
る
が
、
そ
の
論
述
ス
タ
イ
ル
は
、
理
論
を
過
剰
に
振
り
回
す
こ
と
も
な
く
、

冷
静
で
客
観
的
で
学
術
的
に
端
正
で
あ
る
。
こ
の
端
正
さ
が
如
実
に
表
れ
て
い
る
の
が
、
﹁
第
１
章

変
態
性
欲
論
と
変
態
心
理
学
︱
︱
大
正

期
﹁
変
態
﹂
概
念
の
成
立
︱
︱
﹂
で
あ
る
。
本
章
で
は
、﹁
変
態
﹂
概
念
の
登
場
と
成
立
が
、
科
学
的
知
と
通
俗
的
知
の
両
方
の
言
説
編
成
を
丁

寧
に
整
理
す
る
中
で
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
議
論
は
タ
ー
ミ
ノ
ロ
ジ
ー
と
い
う
形
で
文
学
研
究
に
お
い
て
も
可
能
で
あ
り
、
し
た

が
っ
て
日
本
近
代
文
学
研
究
と
し
て
端
正
だ
と
も
言
え
る
。
し
か
し
、
本
章
の
初
出
は
、
﹁ヽ

文ヽ

学ヽ

﹂ヽ

でヽ

はヽ

なヽ

くヽ

﹁ヽ

心ヽ

理ヽ

学ヽ

史ヽ

﹂ヽ

のヽ

学ヽ

術ヽ

誌ヽ

で
あ

る
。
こ
の
事
実
が
意
味
す
る
の
は
、
本
章
の
論
述
の
適
切
さ
が
、︵
文
学
研
究
よ
り
も
︶
科
学
的
な
領
域
に
属
す
る
心
理
学
史
に
よ
っ
て
保
証
さ

れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
本
章
の
論
述
の
端
正
さ
と
は
、
こ
の
心
理
学
史
と
い
う
学
知
の
マ
ナ
ー
に
則
る
こ
と
で
獲
得
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ

こ
か
ら
、
ひ
と
つ
の
学
問
分
野
に
集
束
す
る
こ
と
の
な
い
︵
言
い
換
え
れ
ば
、
内
弁
慶
の
学
際
性
で
は
な
い
︶
端
正
さ
が
看
取
さ
れ
る
。

そ
し
て
、
端
正
さ
に
関
わ
っ
て
次
に
注
目
し
た
い
の
は
、
計
量
的
な
分
析
、
平
易
に
言
え
ば
︿
数
え
上
げ
る
こ
と
と
そ
れ
を
図
表
化
す
る
こ

と
﹀
と
い
う
分
析
方
法
が
採
用
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
﹁
第
３
章

﹁
民
衆
﹂
か
ら
の
︿
逸
脱
﹀
︱
︱
﹁
変
態
﹂
概
念
お
よ
び
天
才
論

の
流
行
と
文
壇
人
︱
︱
﹂
や
﹁
第
７
章

主
体
化
を
希
求
す
る
︿
逸
脱
者
﹀
た
ち
︱
︱
男
性
同
性
愛
者
た
ち
の
雑
誌
投
書
︱
︱
﹂
な
ど
複
数
の

章
で
駆
使
さ
れ
て
い
る
。
例
示
す
れ
ば
、﹁
第
２
章

﹁
変
態
﹂
に
懸
け
る
︱
︱
﹃
変
態
心
理
﹄
読
者
と
そ
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ

ン
︱
︱
﹂
で
は
、
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雑
誌
﹃
変
態
心
理
﹄
の
投
稿
者
た
ち
の
﹁
変
態
心
理
の
研
究
に
興
味
を
持
っ
た
動
機
﹂
が
分
析
シ
ー
ト
に
よ
っ
て
一
覧
と
な
っ
て
可
視
化
さ
れ
、

﹁
寄
稿
読
者
﹂
の
所
在
地
・
職
業
・
学
歴
も
ま
た
図
表
化
さ
れ
る
。
ま
た
、﹁
第
９
章

左
翼
・
エ
ロ
グ
ロ
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
︱
︱
﹃
新
愛
知
﹄

に
お
け
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
評
論
と
モ
ダ
ニ
ズ
ム
︱
︱
﹂
で
は
、
雑
誌
﹃
新
愛
知
﹄
の
文
芸
評
論
に
つ
い
て
の
計
量
的
な
分
析
が
行
わ
れ
、

そ
れ
を
元
手
に
エ
ロ
・
グ
ロ
・
ナ
ン
セ
ン
ス
と
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
評
論
と
の
絡
み
合
い
が
、
地
方
都
市
名
古
屋
の
近
代

モ

ダ

ン

の
問
題
と
し
て
議
論

さ
れ
る
。
例
示
し
た
二
章
と
も
雑
誌
媒
体
の
分
析
で
あ
る
が
、
媒
体
の
物
質
性
に
こ
だ
わ
る
書
誌
研
究
で
も
、
図
像
等
の
表
象
分
析
で
も
、
単

純
な
読
者
反
応
論
で
も
な
い
、
客
観
的
な
デ
ー
タ
分
析
を
強
く
意
識
し
た
研
究
が
行
わ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
本
書
の
特
徴
は
、
人
文
学
と
い
う
比
較
的
大
き
な
枠
組
み
に
お
い
て
は
確
か
に
端
正
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
と
日
本
近
代
文
学
研
究

と
い
う
領
域
に
転
じ
て
み
れ
ば
、
そ
れ
は
先
鋭
的
な
も
の
に
な
る
。
例
示
し
た
二
章
の
論
述
／
分
析
方
法
を
煎
じ
詰
め
れ
ば
、
前
者
は
心
理
学

的
で
あ
り
後
者
は
社
会
科
学
的
で
あ
る
と
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
意
味
で
、
書
誌
に
心
を
砕
き
、
丁
寧
な
注
釈
を
施
し
な
が
ら
文
の
彩

を
論
じ
る
日
本
近
代
文
学
の
王
道
的
研
究
か
ら
す
れ
ば
、
本
書
の
論
述
は
実
に
奇
妙

ク

ィ

ア

で
あ
り
﹁
逸
脱
﹂
的
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
本
書
の
特
徴
を
記
述
す
る
な
ら
ば
、
浮
か
び
上
が
る
の
は
、
本
書
が
日
本
近
代
文
学
研
究
を
﹁
逸
脱
﹂
す
る
先
鋭
さ
を
保
持

し
つ
つ
、
日
本
近
代
文
学
研
究
を
含
め
た
人
文
学
的
な
レ
ベ
ル
に
お
い
て
端
正
な
研
究
で
あ
る
と
い
う
、
先
鋭
さ
と
端
正
さ
の
融
合
で
あ
る
。

し
か
し
、
本
書
が
﹁
逸
脱
﹂
的
と
は
い
え
、
文
学
を
蔑
ろ
に
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
先
に
述
べ
た
﹁
第
３
章
﹂
で
は
文
壇
人
が
、﹁
第
９

章
﹂
で
は
、
文
芸
評
論
が
主
た
る
分
析
対
象
で
あ
る
し
、﹁
第
５
章

共
同
体
へ
の
憧
憬
︱
︱
小
山
内
薫
の
芸
術
観
と
大
本
教
信
仰
︱
︱
﹂
や
﹁
第

６
章

欲
望
さ
れ
る
︿
天
才
﹀
︱
︱
﹁
変
態
﹂
概
念
に
よ
る
批
評
と
有
島
武
郎
の
︿
偶
像
﹀
化
︱
︱
﹂
で
は
、
作
品
こ
そ
議
論
の
中
心
に
据
え

ら
れ
な
い
が
日
本
近
代
文
学
の
顔
役
作
家
に
焦
点
が
当
た
る
。
そ
し
て
、﹁
第
４
章

﹁
変
態
﹂
の
﹁
流
動
﹂
︱
︱
谷
崎
潤
一
郎
﹁
鮫
人
﹂
の
逸

脱
者
た
ち
︱
︱
﹂
で
は
、﹁
変
態
﹂
概
念
の
同
時
代
的
文
脈
の
中
で
小
説
が
読
み
解
か
れ
、﹁
第

章

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
︿
臨
界
﹀
へ
︱
︱

10

井
東
憲
﹃
上
海
夜
話
﹄
に
お
け
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
探
偵
小
説
の
試
み
︱
︱
﹂
で
は
、﹁
混
血
児
﹂
の
表
現
の
分
析
な
ど
に
基
づ
き
、
﹁
変
態
﹂
と

深
く
関
わ
っ
た
井
東
の
小
説
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
書
は
文
学
研
究
と
い
う
領
域
と
も
確
か
な
紐
帯
を
持
っ
て
い
る
。
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こ
の
よ
う
に
絶
妙
の
バ
ラ
ン
ス
感
覚
を
持
つ
本
書
に
も
、
野
暮
な
無
い
も
の
ね
だ
り
を
し
た
く
な
る
部
分
は
あ
る
。
ひ
と
つ
は
理
論
に
つ
い

て
で
あ
る
。
本
書
の
理
論
的
枠
組
み
は
、
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
の
議
論
に
依
拠
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
他
の
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
に

関
す
る
諸
理
論
も
踏
ま
え
ら
れ
て
お
り
、
特
に
﹁
第
７
章
﹂
で
の
ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
バ
ト
ラ
ー
の
﹁
受
苦
﹂
に
関
す
る
議
論
の
参
照
は
、
近
代
文

学
研
究
と
い
う
角
度
か
ら
み
れ
ば
、
ほ
ぼ
参
照
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
部
分
で
あ
り
興
味
深
い
。
し
か
し
、
ド
ミ
ナ
ン
ト
で
あ
る
の
は
フ
ー
コ
ー

の
権
力
論
と
、
彼
の
捉
え
る
﹁
抵
抗
﹂
の
理
論
で
あ
る
。
こ
の
見
立
て
か
ら
、
日
本
近
代
の
時
空
間
の
中
で
埋
没
し
忘
却
さ
れ
た
逸
脱
者
た
ち

の
﹁
生
﹂
を
描
き
出
す
こ
と
は
意
義
深
い
。
そ
の
一
方
で
、
本
書
に
は
同
じ
く
フ
ー
コ
ー
の
理
論
で
あ
る
﹁
パ
レ
ー
シ
ア
﹂
も
組
み
込
む
こ
と

が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
無
論
、
著
者
に
は
釈
迦
に
説
法
で
あ
ろ
う
が
、﹁
告
白
﹂
の
問
題
と
も
関
わ
る
こ
の
理
論
は
、
大
小
様
々
の

﹁
知
識
人
﹂
た
ち
が
、
と
き
に
自
ら
を
﹁
変
態
﹂
や
﹁
逸
脱
﹂
者
と
告
白
し
な
が
ら
リ
ー
ド
し
た
﹁
︿
小
さ
な
革
命
﹀﹂＝
抵
抗
の
様
態
を
更
に
複

雑
に
描
き
出
す
分
析
を
可
能
に
す
る
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、
キ
ー
ワ
ー
ド
に
つ
い
て
、﹁
変
態
﹂
よ
り
も
﹁
逸
脱
﹂
が
や
は
り
最
前
面
に
あ
る
べ

き
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
筆
者
は
こ
れ
も
織
り
込
み
済
み
で
、﹁
序
章
﹂
に
お
い
て
﹁
逸
脱
﹂︵
逸
脱
者
︶
が
漠
然
と
し
た
主
題
に
過
ぎ

る
こ
と
を
述
べ
、﹁
変
態
﹂
と
い
う
限
定
を
設
け
た
と
述
べ
る
︵
一
四
頁
︶。
し
か
し
、﹁
第
９
章
﹂
﹁
第

章
﹂
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
や
国
民

10

国
家
︵
本
書
で
は
﹁
民
族
国
家
﹂︶
の
議
論
は
、﹁
変
態
﹂
よ
り
も
﹁
逸
脱
﹂
と
い
う
視
角
が
可
能
に
し
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

色
々
と
野
暮
な
こ
と
を
書
い
て
し
ま
っ
た
が
、
本
書
が
先
鋭
的
で
端
正
で
あ
る
こ
と
は
や
は
り
揺
る
ぎ
な
い
。
本
書
に
は
﹁
消
費
﹂
、﹁
地
域
﹂、

﹁
知
識
人
﹂
な
ど
ま
だ
ま
だ
触
れ
る
べ
き
点
が
あ
る
が
、
も
う
す
ぐ
紙
幅
が
尽
き
る
。
ま
た
別
の
機
会
に
、
こ
れ
ら
の
点
を
検
討
す
る
こ
と
が

で
き
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
日
本
近
代
文
学
研
究
に
お
け
る
新
世
代
の
成
果
の
ひ
と
つ
と
し
て
本
書
が
広
く
読
ま
れ
、
そ
こ
か
ら
新
し
く
刺
激
的

な
議
論
が
練
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
期
待
を
寄
せ
た
い
。

︹
二
〇
一
四
年
三
月
一
四
日
発
行

ひ
つ
じ
書
房
刊

Ａ
５
判

三
二
四
頁

五
六
〇
〇
円
＋
税
︺

︵
愛
知
教
育
大
学
助
教
︶
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