
現
代
語
版
『
小
説
神
髄
』（
一
）
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坂

井

健

訳

は
じ
め
に

『
小
説
神
髄
』
は
、
ご
く
簡
単
な
擬
古
文
で
書
か
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
わ
ざ

わ
ざ
現
代
語
訳
す
る
必
要
は
な
い
し
、
近
代
文
学
を
勉
強
し
よ
う
と
す
る
も
の
な

ら
、
当
然
、
原
書
に
あ
た
っ
て
勉
強
す
る
べ
き
だ
と
い
う
の
は
、
な
る
ほ
ど
、
そ

の
と
お
り
だ
と
は
思
う
け
れ
ど
も
、
実
際
に
、『
小
説
神
髄
』
を
原
書
の
ま
ま
読

ん
で
、
正
し
く
理
解
で
き
る
人
は
、
大
学
四
年
生
く
ら
い
で
も
少
な
い
し
、
特
に
、

こ
の
本
を
読
ん
で
ほ
し
い
と
思
う
大
学
二
、
三
年
生
で
は
ほ
と
ん
ど
居
な
い
と
い

っ
て
も
い
い
。
そ
こ
で
、
い
く
ら
か
無
駄
な
仕
事
に
属
す
る
か
も
し
れ
な
い
け
れ

ど
、
あ
え
て
『
小
説
神
髄
』
を
現
代
語
に
訳
す
る
こ
と
に
し
た
。
訳
に
ま
ち
が
い

や
不
適
切
な
表
現
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
識
者
の
叱
正
を
乞
う
。

な
お
、
注
は
、
日
本
近
代
文
学
大
系
『
坪
内
逍
遥
集
』（
角
川
書
店
、
昭
和
四

九
年
十
月
）
に
中
村
完
氏
に
よ
る
詳
細
な
注
が
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
、
最
小
限

に
と
ど
め
た
。
訳
に
あ
た
っ
て
は
明
治
十
八
年
の
松
月
堂
版
に
よ
っ
た
。

小
説
神
髄

緒
言

盛
ん
な
こ
と
だ
な
あ
、
わ
が
国
に
物
語
類
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
は
。
遠
く
は
、

『
源
氏
物
語
』、『
狭
衣
物
語
』、『
浜
松
中
納
言
物
語
』、『
住
吉
物
語
』
が
あ
り
、

下
っ
て
は
、
一
條
禅
閤１

）

の
戯
作
類
を
初
め
と
し
て
、
小
野
の
阿
通２

）

の
『
浄
瑠
璃
十

二
段
』
な
ど
が
あ
る
。
最
近
で
は
、
井
原
西
鶴
、
八
文
字
其
笑３

）

、
風
来
山
人４

）

、
山

東
京
伝
の
仲
間
が
前
後
し
て
物
語
を
書
き
著
し
て
、
虚
名
を
一
世
に
得
て
か
ら
、

小
説
は
ま
す
ま
す
世
に
流
行
し
て
、
世
の
中
の
変
わ
っ
た
才
能
の
あ
る
文
筆
家
連

中
は
、
み
な
争
っ
て
、
小
説
を
著
し
、
あ
る
い
は
、
滑
𥡴
洒
脱
な
式
亭
三
馬
、
十

返
舎
一
九
の
類
が
あ
れ
ば
、
人
情
本
に
名
を
残
し
た
為
永
春
水
そ
の
人
の
よ
う
な

も
の
も
あ
る
。
柳
亭
種
彦
は
、『
偽
紫
田
舎
源
氏
』
に
そ
の
名
を
と
ど
ろ
か
し
、

滝
沢
馬
琴
は
、『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
に
誉
れ
を
と
ど
め
た
。
と
こ
ろ
が
、
明
治

維
新
の
革
新
が
あ
る
に
あ
た
っ
て
、
戯
作
者
た
ち
は
、
し
ば
ら
く
跡
を
絶
っ
て
、
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小
説
は
、
し
た
が
っ
て
衰
え
た
が
、
今
日
こ
の
頃
に
至
る
に
お
よ
ん
で
、
ま
た
し

て
も
大
い
に
復
興
し
て
、
物
語
が
現
れ
る
べ
き
時
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
あ

ち
ら
こ
ち
ら
に
さ
ま
ざ
ま
な
小
説
や
物
語
を
出
版
し
て
、
新
奇
を
競
う
こ
と
と
な

っ
た
こ
と
で
あ
る
よ
。
甚
だ
し
い
の
に
い
た
っ
て
は
、
新
聞
・
雑
誌
の
類
に
さ
え
、

と
て
も
古
め
か
し
い
小
説
を
焼
き
な
お
し
て
載
せ
る
の
も
あ
る
。
勢
い
が
こ
の
よ

う
（
に
盛
ん
）
な
の
で
、
現
在
、
わ
が
国
で
流
行
し
て
い
る
小
説
や
歴
史
小
説
は
、

そ
の
種
類
、
そ
の
数
、
幾
千
万
と
も
、
数
限
り
を
知
ら
な
い
。
牛
が
汗
を
か
く
ほ

ど
重
く
、
棟
に
つ
か
え
る
ほ
ど
沢
山
だ
な
ど
と
言
っ
た
と
し
た
ら
、
か
え
っ
て
不

十
分
な
ほ
ど
で
あ
ろ
う
。
思
う
に
、
日
本
で
、
小
説
が
（
こ
れ
ほ
ど
）
流
行
す
る

こ
と
は
、
こ
の
明
治
の
聖
代
に
お
い
て
古
今
未
曾
有
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
徳
川

氏
の
末
期
に
あ
た
っ
て
、
滝
沢
馬
琴
と
、
柳
亭
種
彦
な
ど
が
現
れ
て
、
し
き
り
に

物
語
を
作
っ
た
の
で
、
小
説
が
さ
か
ん
に
流
行
し
て
、
都
会
、
田
舎
の
老
若
男
女

を
問
わ
ず
、
み
ん
な
争
っ
て
、
小
説
を
読
ん
で
む
や
み
と
面
白
が
っ
て
、
も
て
は

や
し
た
け
れ
ど
も
、
や
は
り
、
現
在
と
比
べ
た
な
ら
、
は
る
か
に
及
ば
な
い
こ
と

だ
ろ
う
。
そ
の
訳
は
そ
も
そ
も
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、
文
化
、
文
政
の
頃

に
あ
っ
て
は
、
読
者
も
い
く
ら
か
贅
沢
で
、
た
だ
と
て
も
優
れ
た
著
作
だ
け
を
買

い
求
め
て
読
ん
だ
の
で
、
他
の
拙
劣
な
小
説
や
歴
史
物
語
は
、
自
然
に
優
れ
た
作

品
に
圧
倒
さ
れ
て
、
世
の
中
に
流
行
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
む
な
し
く
原
稿
の
ま

ま
で
終
わ
り
、
も
し
く
は
、
印
刷
さ
れ
て
か
ら
も
、
紙
魚
の
餌
食
と
な
る
の
も
が

多
く
て
、
世
に
現
れ
た
も
の
は
稀
な
の
で
、
そ
の
種
類
や
、
そ
の
数
は
、
現
在
に

比
べ
る
と
い
く
ら
か
少
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
よ
。
と
こ
ろ
が
、
今
日
は
当
時
と
ち

が
っ
て
、
小
説
と
い
い
、
物
語
と
さ
え
い
え
ば
、
ど
ん
な
に
下
手
な
物
語
で
も
、

ど
ん
な
に
田
舎
び
た
恋
愛
小
説
で
も
、
焼
き
直
し
で
も
、
翻
訳
で
も
、
翻
刻
で
も
、

新
著
で
も
、
玉
石
を
問
わ
ず
、
優
劣
に
か
か
わ
ら
ず
、
み
な
同
じ
よ
う
に
も
て
は

や
さ
れ
、
世
の
中
で
流
行
す
る
と
い
う
の
は
、
お
か
し
な
こ
と
で
は
な
い
か
。
実

に
、
小
説
全
盛
の
未
曾
有
の
時
代
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
戯
作
者
と
い

わ
れ
る
連
中
も
き
わ
め
て
数
が
少
な
い
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、（
現
在
小
説

を
書
い
て
い
る
の
は
）
だ
い
た
い
は
皆
翻
案
家
で
あ
っ
て
、（
ち
ゃ
ん
と
し
た
小

説
の
）
作
者
と
し
て
認
め
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
は
、
ま
だ
一
人
も
い
な
い
の
だ
。

だ
か
ら
、
最
近
刊
行
し
た
小
説
や
物
語
は
、
あ
れ
も
こ
れ
も
、
馬
琴
、
種
彦
の
二

番
煎
じ
で
な
け
れ
ば
、
一
九
、
春
水
の
贋
物
が
多
い
。
思
う
に
、
こ
の
頃
の
戯
作

者
た
ち
は
、
ひ
た
す
ら
李
笠５

）

の
言
葉
を
師
と
し
て
、
着
想
を
勧
善
懲
悪
に
発
す
る

こ
と
を
、
小
説
や
物
語
の
重
要
な
要
素
で
あ
る
と
考
え
、
道
徳
と
い
う
鋳
型
を
作

っ
て
、
努
め
て
脚
色
を
そ
の
中
で
工
夫
し
よ
う
と
望
む
の
で
、
し
い
て
昔
の
人
と

同
じ
よ
う
な
作
品
を
作
ろ
う
と
す
る
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
も
と
も
と
そ
の

範
囲
が
広
く
な
い
の
で
、
知
ら
な
い
う
ち
に
同
じ
よ
う
な
趣
向
の
歴
史
小
説
を
書

い
て
し
ま
う
も
の
な
の
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
ま
っ
た
く
残
念
な
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
と
は
い
え
、
こ
の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
も
、
そ
の
責
任
は
す
べ
て

拙
劣
な
作
者
の
上
に
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
。
い
や
そ
う
で
は
な
い
。
優
れ
た

眼
力
の
な
い
あ
ち
こ
ち
の
読
者
も
関
係
し
、
影
響
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
訳

は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、
も
と
も
と
日
本
の
国
の
習
慣
と
し
て
、
小
説
を

教
育
の
一
つ
の
手
段
の
よ
う
に
思
っ
て
、
し
き
り
に
善
を
勧
め
、
悪
を
戒
め
る
こ

と
が
、
そ
の
大
切
な
と
こ
ろ
で
あ
る
と
唱
え
な
が
ら
、
や
は
り
、
実
際
の
場
合
で

は
、
ひ
た
す
ら
殺
伐
残
酷
な
、
あ
る
い
は
、
非
常
に
猥
雑
な
物
語
ば
か
り
を
歓
迎

し
、
他
の
堅
苦
し
い
筋
の
よ
う
な
も
の
は
、
目
を
留
め
て
さ
え
、
見
る
人
は
稀
で

あ
る
。
そ
し
て
、
作
者
の
、
見
識
が
な
い
こ
と
は
、
総
じ
て
世
論
の
奴
隷
で
あ
っ
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て
、
流
行
の
犬
で
な
い
も
の
は
な
い
の
で
、
競
っ
て
、
時
代
の
好
み
に
媚
び
よ
う

と
し
て
、
あ
の
残
忍
な
歴
史
小
説
を
作
り
、
あ
の
猥
雑
な
恋
愛
小
説
を
書
き
、
世

の
中
の
流
行
に
し
た
が
う
も
の
の
、
勧
善
懲
悪
と
い
う
表
向
き
の
大
義
名
分
も
さ

す
が
に
投
げ
捨
て
に
く
い
た
め
、
無
理
に
勧
善
懲
悪
の
趣
旨
を
加
え
て
、
人
情
を

曲
げ
、
世
態
を
ね
じ
曲
げ
て
、
無
理
な
脚
色
を
す
る
こ
と
で
あ
る
こ
と
だ
。
こ
う

い
う
訳
で
、
拙
劣
な
趣
向
は
ま
す
ま
す
拙
く
な
っ
て
、
分
別
が
あ
る
人
や
知
識
の

あ
る
人
の
目
か
ら
は
、
ほ
と
ん
ど
読
む
に
耐
え
難
い
。
こ
れ
は
け
れ
ど
も
、
作
者

も
読
者
も
た
だ
意
味
も
な
く
小
説
を
も
て
あ
そ
ん
で
、
本
当
の
小
説
の
大
切
な
所

を
悟
ら
ず
、
あ
の
ま
ち
が
っ
た
古
い
習
慣
を
む
な
し
く
頑
固
に
守
っ
て
い
る
こ
と

に
よ
る
ば
か
り
で
あ
る
。
ど
う
し
て
笑
う
べ
き
極
み
で
は
な
い
こ
と
が
あ
る
か
。

い
や
、
惜
し
む
べ
き
限
り
で
は
な
い
か
。
私
は
小
さ
い
時
か
ら
小
説
を
好
ん
で
、

暇
が
あ
る
た
び
に
小
説
を
読
ん
で
、
大
切
な
時
間
を
浪
費
す
る
こ
と
、
す
で
に
十

余
年
に
及
ん
で
い
る
の
で
、
さ
す
が
に
古
今
の
小
説
に
つ
い
て
理
解
し
え
た
こ
と

も
少
な
く
な
い
し
、
か
つ
ま
た
、
小
説
の
本
当
の
大
切
な
と
こ
ろ
は
果
た
し
て
ど

の
あ
た
り
に
あ
る
か
も
、
や
や
会
得
し
た
と
信
じ
る
の
で
、
大
変
お
こ
が
ま
し
い

行
い
だ
と
は
思
う
け
れ
ど
も
、
あ
え
て
持
論
を
世
に
示
し
て
、
ま
ず
、
読
者
の
迷

い
を
解
き
、
か
ね
て
は
作
家
を
啓
蒙
し
て
、
わ
が
国
の
小
説
の
改
良
進
歩
を
今
か

ら
次
第
に
企
て
な
が
ら
、
最
後
に
は
、
西
欧
の
ノ
ベ
ル
（
小
説
）
を
凌
駕
し
、
絵

画
、
音
楽
、
詩
歌
と
と
も
に
、
芸
術
の
各
分
野
を
抜
い
て
、
輝
か
し
い
わ
が
国
の

物
語
を
見
た
い
と
思
う
。
願
わ
く
ば
、
四
方
の
学
者
や
才
人
た
ち
は
、
私
が
凡
庸

で
至
ら
な
い
こ
と
を
お
咎
め
に
な
ら
な
い
で
、
私
の
熱
心
な
真
心
と
論
旨
を
大
切

に
し
て
、
熟
読
玩
味
な
さ
り
も
し
た
な
ら
ば
、
こ
れ
は
ど
う
し
て
私
の
幸
福
ば
か

り
で
あ
ろ
う
か
、
日
本
文
壇
の
幸
福
で
あ
ろ
う
。
恐
れ
入
っ
て
申
し
上
げ
ま
す
。

明
治
十
八
年
と
い
う
年
の
三
月
の
初
め
の
頃

春
の
や６

）

の
南
の
窓
に
筆
を
走
ら
せ
て

逍
遙
遊
人
し
る
す

〔
注
〕

１
）一
條
禅
閤
・
一
条
兼
良
（
一
四
〇
二
〜
一
四
八
一
）
の
こ
と
。
関
白
太
政
大
臣
ま

で
務
め
、
学
者
と
し
て
も
高
名
で
あ
る
が
、『
精
進
魚
類
物
語
』、『
鴉
鷺
合
戦
物

語
』
と
い
っ
た
物
語
も
こ
の
人
物
の
作
と
さ
れ
る
。

２
）小
野
の
阿
通
・
小
野
の
お
通
（
一
五
六
八
〜
一
六
三
一

）。
小
野
正
秀
の
娘
。

浄
瑠
璃
『
十
二
段
草
子
』
の
作
者
と
い
わ
れ
て
い
た
。

３
）八
文
字
其
笑
・
八
文
字
其
笑
（

〜
一
七
五
〇
）
八
文
字
屋
自
笑
の
子
。
江
戸
中

期
の
浮
世
草
子
作
者
。

４
）風
来
山
人
・
平
賀
源
内
（
一
七
二
八
〜
一
七
七
九
）
の
戯
作
者
と
し
て
の
雅
号
。

５
）李
笠
・
李
漁
（
一
六
一
一
〜
一
六
八
〇
）。
明
末
清
初
の
戯
曲
家
。
李
笠
翁
。
読

本
に
影
響
。

６
）春
の
や
・
坪
内
逍
遥
の
別
号
は
「
春
の
屋
お
ぼ
ろ
」。

小
説
神
髄

上
巻

小
説
総
論

小
説
が
芸
術
で
あ
る
理
由
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
ま
ず
、
芸
術

が
何
で
あ
る
か
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
は
い
っ
て
も
、
芸
術
が
何
で

あ
る
か
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
な
ら
、
世
の
中
の
ま
ち
が
っ
た
説
を
排
斥
し

て
、
芸
術
の
本
当
の
意
味
を
定
義
す
る
の
が
、
ま
ず
、
一
番
に
必
要
な
こ
と
で
あ

る
。
芸
術
に
関
す
る
議
論
の
よ
う
な
も
の
は
、
古
今
に
さ
ま
ざ
ま
に
あ
る
け
れ
ど

も
、
だ
い
た
い
は
、
は
っ
き
り
せ
ず
、
完
成
し
な
い
で
、
こ
れ
が
本
当
の
定
義
で
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あ
る
と
見
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
は
稀
で
あ
る
。
最
近
、
何
某
と
い
う
ア
メ
リ
カ

の
物
知
り１

）

が
、
日
本
の
東
京
の
府
下
で
、
し
ば
し
ば
、
芸
術
の
理
論
を
講
義
し
て
、

世
の
ま
ち
が
っ
た
説
に
反
対
さ
れ
た
の
で
、
今
こ
こ
に
事
新
し
く
、
同
じ
よ
う
な

こ
と
を
述
べ
て
、
読
者
の
手
間
を
煩
わ
せ
る
の
は
、
非
常
に
心
な
い
行
い
の
よ
う

な
の
で
、
た
だ
何
某
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
芸
術
の
本
当
の
意
味
を
抜
き
出
し
て
、
そ

れ
が
正
し
い
か
ど
う
か
を
論
じ
て
、
自
分
の
意
見
も
述
べ
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

何
某
の
お
っ
し
ゃ
る
こ
と
に
は
、「
世
界
の
開
化
は
人
間
の
力
の
功
績
に
他
な
ら

な
い
。
し
か
も
、
人
間
の
力
の
功
績
に
は
二
種
類
あ
る
。
一
つ
は
、
生
活
の
必
需

品
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
装
飾
で
あ
る
。
生
活
の
必
需
品
は
、
ひ
た
す
ら
人
間

生
活
の
必
需
の
働
き
を
提
供
す
る
の
を
目
的
と
し
、
装
飾
は
、
人
間
の
心
を
楽
し

ま
せ
、
品
格
を
高
尚
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
こ
の
装
飾
を
名
づ
け
て
、
芸

術
と
い
う
。
だ
か
ら
、
芸
術
は
、
も
っ
ぱ
ら
装
飾
す
る
こ
と
を
主
な
要
素
と
す
る

の
で
、
生
活
の
必
需
品
で
は
な
い
と
考
え
て
は
い
け
な
い
。
人
間
の
目
や
心
を
楽

し
ま
せ
、
品
格
を
高
尚
に
す
る
こ
と
は
、
ど
う
し
て
人
間
社
会
の
一
つ
の
緊
急
で

大
切
な
こ
と
で
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
を
ま
と
め
て
み
る
と
、
両
者

は
、
と
も
に
社
会
の
た
め
に
欠
く
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
だ
。
そ
し
て
、
そ
の
ち

が
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
生
活
の
必
需
品
は
、
本
当
に
、
実
用
に
適
し
て

い
る
か
ら
こ
そ
、
善
美
と
な
り
、
芸
術
は
、
善
美
で
あ
る
が
た
め
に
、
実
用
に
適

す
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
ち
が
い
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
こ
の
小
刀
は
、
非
常
に

善
美
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
生
活
に
必
要
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
善
美
な
の
だ
。

あ
の
絵
画
は
必
要
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
善
美
で
あ
っ
て
、
人
間
の
品
格
を
高
尚
に

す
る
が
ゆ
え
に
必
要
な
の
だ
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
芸
術
に
お
い
て
善
美

と
す
る
も
の
は
、
そ
れ
が
芸
術
で
あ
る
理
由
の
本
当
の
中
心
点
で
あ
る
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
。
云
々
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
。
ま
た
、
何
某
さ
ん２

）

が
言
う
こ
と
に
は
、

「
芸
術
と
は
、
人
文
教
育
の
発
達
の
た
め
の
す
ぐ
れ
た
機
会
、
す
ぐ
れ
た
効
用
、

こ
れ
を
い
う
の
だ
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
言
う
の
か
。
芸
術
は
、
人
間
の
心

と
目
を
楽
し
ま
せ
、
品
格
を
高
尚
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
心

と
目
と
を
楽
し
ま
せ
る
か
ら
こ
そ
、
友
愛
温
厚
の
気
持
を
起
こ
し
、
品
格
が
高
尚

で
あ
る
の
で
、
貪
欲
で
刻
薄
な
気
持
を
押
さ
え
る
。
そ
れ
が
造
形
芸
術
に
現
れ
る

と
き
は
、
絵
画
、
彫
刻
、
陶
芸
、
漆
器
な
ど
の
何
と
も
い
え
な
い
美
し
い
味
わ
い

に
な
り
、
そ
れ
が
音
曲
や
人
間
の
姿
に
現
れ
る
と
き
は
、
詩
歌
、
音
楽
、
舞
踏
な

ど
の
何
と
も
い
え
な
い
美
し
い
境
地
と
な
る
。
そ
も
そ
も
、
人
間
が
、
美
し
い
何

と
も
い
え
な
い
す
ば
ら
し
い
世
界
に
出
会
っ
て
、
神
韻
や
雅
な
極
地
に
向
き
あ
っ

た
な
ら
、
ゆ
っ
た
り
と
し
て
、
何
よ
り
も
清
ら
か
で
気
高
い
、
不
思
議
な
気
持
を

感
じ
な
い
も
の
は
な
い
。
こ
れ
を
こ
そ
芸
術
の
不
思
議
な
働
き
、
役
割
と
い
う
の

で
あ
る
。
国
々
の
文
明
も
、
や
は
り
、
実
に
、
こ
の
働
き
と
役
割
に
原
因
し
て
い

る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
芸
術
が
、
重
大
な
事
で
あ
る
こ
と
は
、
ど
う
し
て
、
社

会
の
一
つ
の
大
き
な
差
し
迫
っ
た
重
要
な
事
で
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。
云
々
」

と
お
っ
し
ゃ
っ
た
。
思
う
に
、
後
の
何
某
は
、
先
の
何
某
の
説
を
受
け
て
、
こ
れ

を
詳
し
く
述
べ
た
の
も
の
と
い
う
べ
き
だ
。

本
当
に
、
二
人
の
何
某
の
言
う
よ
う
に
、
芸
術
に
人
文
発
育
の
働
き
が
あ
る
こ

と
は
、
決
し
て
疑
う
に
は
及
ば
な
い
け
れ
ど
も
、
ま
た
、
退
い
て
考
え
る
と
、
ど

う
か
す
る
と
、
芸
術
の
本
当
の
意
味
に
つ
い
て
、
論
理
の
ま
ち
が
い
が
な
い
、
と

は
言
え
な
い
。
そ
こ
で
、
も
う
一
通
り
、
そ
の
論
理
を
論
じ
て
、
私
の
疑
問
を
示

そ
う
と
思
う
。
そ
も
そ
も
、
芸
術
と
い
う
も
の
は
、
も
と
よ
り
実
用
の
仕
事
で
は

な
い
の
で
、
た
だ
ひ
た
す
ら
人
の
心
と
目
を
楽
し
ま
せ
て
、
そ
の
表
現
を
完
璧
に
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す
る
こ
と
を
、
そ
の
「
目
的
」
と
す
る
べ
き
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
表
現
が
完
璧
に

な
っ
た
時
に
は
、
見
る
も
の
は
自
然
と
感
動
し
て
、
あ
の
貪
欲
な
欲
望
を
忘
れ
、

あ
の
刻
薄
な
感
情
を
脱
し
て
、
他
の
高
尚
な
美
妙
な
詩
想
を
楽
し
む
よ
う
に
も
な

っ
て
ゆ
く
だ
ろ
う
が
、
こ
れ
は
自
然
の
影
響
で
あ
っ
て
、
芸
術
の
「
目
的
」
と
い

う
こ
と
は
で
き
な
い
。
い
わ
ゆ
る
偶
然
の
結
果
で
あ
っ
て
、
本
来
の
目
的
と
は
言

う
こ
と
は
難
し
い
。
も
し
、
こ
の
説
を
ま
ち
が
っ
て
い
る
と
す
る
な
ら
、
世
の
中

の
芸
術
家
と
い
わ
れ
る
連
中
は
、
彫
刻
師
で
あ
れ
、
絵
描
き
で
あ
れ
、
ま
ず
そ
の

制
作
を
な
す
に
あ
た
っ
て
、「
人
文
教
育
」
と
い
う
鋳
型
を
つ
く
っ
て
、
そ
の
範

囲
に
創
意
工
夫
を
か
ぎ
っ
て
、
そ
し
て
制
作
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は

甚
だ
し
く
ま
ち
が
っ
た
こ
と
で
は
な
い
か
。
あ
の
実
用
技
術
家
が
小
刀
を
作
る
の

を
見
る
と
、
ひ
た
す
ら
実
用
に
適
す
る
よ
う
に
と
い
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
か
ら

こ
そ
、「
よ
く
切
れ
る
」
と
い
う
こ
と
を
基
準
と
し
て
そ
の
小
刀
を
作
る
こ
と
で

あ
る
。
芸
術
家
も
、
ま
た
、
こ
れ
と
同
じ
く
、
も
し
そ
の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
が
、

人
文
教
育
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
鳥
や
獣
の
像
を
彫
刻
す
る
に
も
、
山

水
草
木
を
描
く
と
き
に
も
、
常
に
人
文
教
育
を
そ
の
基
準
と
し
な
い
わ
け
に
い
か

な
い
。
こ
れ
は
ど
う
し
て
至
難
の
業
で
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。
ひ
た
す
ら
、
表

現
を
完
璧
に
し
よ
う
と
し
て
、
工
夫
を
尽
く
し
て
写
し
て
さ
え
、
名
画
を
描
く
こ

と
は
非
常
に
難
し
い
と
い
う
の
に
、
そ
の
他
に
、
こ
の
よ
う
な
首
か
せ
が
で
て
き

て
、
そ
の
創
意
工
夫
を
束
縛
し
た
な
ら
ば
、
精
妙
さ
を
完
備
し
た
絵
画
を
描
く
こ

と
は
、
ま
す
ま
す
困
難
で
、
い
よ
い
よ
難
し
い
。
だ
か
ら
、
芸
術
と
い
う
も
の
は
、

他
の
実
用
の
技
術
と
は
そ
の
性
質
が
異
な
っ
て
い
て
、
初
め
か
ら
規
則
を
も
う
け

て
、
こ
れ
を
作
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
。
そ
の
表
現
が
ほ
ん
と
う
に
完
璧
に
な

っ
て
、
鑑
賞
す
る
人
に
、
し
ら
ず
し
ら
ず
の
う
ち
に
、
魂
が
浮
き
出
し
、
心
が
揺

れ
動
く
よ
う
な
、
い
い
よ
う
の
な
い
美
し
い
境
地
を
感
じ
さ
せ
る
こ
と
こ
そ
が
、

こ
れ
が
本
来
の
目
的
で
あ
っ
て
、
芸
術
が
芸
術
で
あ
る
所
以
な
の
だ
が
、
芸
術
が

品
格
を
高
尚
に
し
、
そ
の
美
妙
な
思
想
を
こ
れ
以
上
な
い
ほ
ど
に
清
ら
か
に
し
て
、

そ
れ
に
よ
っ
て
人
間
の
性
質
を
高
尚
に
す
る
の
は
、
こ
れ
は
偶
然
の
作
用
で
あ
っ

て
、
芸
術
の
目
的
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
芸
術
の
本
当
の
意

味
の
よ
う
な
も
の
も
、
目
的
と
い
う
二
字
を
除
い
て
、
芸
術
は
、
人
間
の
心
と
目

を
楽
し
ま
せ
、
か
つ
、
人
間
の
品
格
を
高
尚
に
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
っ
た
な
ら

ば
、
そ
の
場
合
は
、
正
し
い
が
、
も
し
そ
う
で
な
い
な
ら
ば
、
そ
の
場
合
は
ま
ち

が
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
些
細
な
論
の
よ
う
だ
け
れ
ど
も
、
い
く
ら
か
疑
問
な
点
を

述
べ
て
、
世
の
有
識
者
に
質
す
の
だ
。

世
の
中
で
芸
術
と
称
す
る
も
の
は
一
つ
で
は
な
い
。
か
り
に
類
別
し
て
二
種
類

と
し
よ
う
。
い
わ
く
、
形
の
あ
る
芸
術
、
い
わ
く
、
形
の
な
い
芸
術
、
こ
の
二
つ

で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
形
の
あ
る
芸
術
と
は
、
絵
画
、
彫
刻
、
寄
木
細
工
、
織
物
、

銅
器
、
建
築
、
造
園
な
ど
を
い
い
、
い
わ
ゆ
る
形
の
な
い
芸
術
と
は
、
音
楽
、
詩

歌
、
戯
曲
の
類
を
い
う
。
そ
し
て
、
舞
踏
、
演
劇
の
類
は
、
こ
の
二
種
類
の
性
質

を
合
わ
せ
て
、
そ
れ
で
心
と
目
を
楽
し
ま
せ
る
。
思
う
に
、
演
劇
、
舞
踏
の
類
は
、

詩
歌
、
戯
曲
を
実
際
の
動
き
と
し
て
表
現
し
、
か
つ
、
音
楽
を
活
用
し
て
、
そ
の

素
晴
ら
し
い
演
奏
さ
え
も
奏
で
る
か
ら
だ
。
今
も
昔
も
、
あ
ら
ゆ
る
国
で
す
べ
て
、

こ
と
ご
と
く
演
劇
を
愛
好
し
、
よ
ろ
こ
び
、
舞
踏
を
愛
で
る
の
も
、
当
然
の
こ
と

で
は
な
い
か
。
芸
術
の
種
類
が
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
の
は
、
だ
い
た
い
こ
の
よ
う
で

あ
る
が
、
そ
の
主
要
な
点
は
何
か
と
い
う
と
、
す
べ
て
こ
れ
は
眼
を
楽
し
ま
せ
、

心
を
悦
ば
せ
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
の
だ
。
た
だ
し
、
そ
の
芸
術
の
性
質
に
よ
っ

て
は
、
も
っ
ぱ
ら
、
心
に
訴
え
る
も
の
も
あ
る
し
、
も
っ
ぱ
ら
目
に
訴
え
る
も
の
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も
あ
る
し
、
も
っ
ぱ
ら
、
耳
に
訴
え
る
も
の
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
形
の
あ
る
芸

術
の
よ
う
な
も
の
は
、
み
な
も
っ
ぱ
ら
形
を
主
に
人
の
目
に
訴
え
る
が
、
音
楽
、

唱
歌
は
、
耳
に
訴
え
、
詩
歌
・
小
説
の
類
は
、
も
っ
ぱ
ら
心
に
訴
え
る
の
を
そ
の

本
分
と
す
る
よ
う
な
も
の
だ
。
だ
か
ら
、
形
の
あ
る
芸
術
は
、
も
っ
ぱ
ら
色
彩
と

形
容
を
主
眼
と
し
て
、
そ
の
工
夫
を
も
練
る
こ
と
だ
け
れ
ど
、
音
楽
、
唱
歌
は
こ

れ
に
反
し
て
、
ま
ず
、
も
っ
ぱ
ら
に
声
調
を
主
と
し
て
、
そ
の
創
意
工
夫
も
凝
ら

す
の
で
あ
る
こ
と
だ
。
詩
歌
・
戯
曲
は
、
こ
れ
と
も
ち
が
っ
て
い
て
、
主
と
し
て

心
に
訴
え
る
の
で
。
そ
の
主
要
な
と
こ
ろ
も
、
色
彩
で
は
な
く
、
音
響
で
は
な
く
、

別
の
、
形
が
な
く
、
音
も
な
い
、
人
間
の
感
情
が
す
な
わ
ち
こ
れ
な
の
だ
。
昔
の

人
も
、
詩
を
論
じ
て
、
声
を
発
す
る
絵
画
と
言
っ
た
で
は
な
い
か
。（
こ
れ
は
）

結
局
、
詩
歌
が
、
描
く
こ
と
も
で
き
ず
、
見
る
こ
と
も
で
き
な
い
心
の
あ
り
さ
ま

を
も
、
実
に
細
や
か
に
写
し
出
し
て
、
人
に
見
え
る
よ
う
に
さ
せ
る
の
を
称
賛
し

た
の
だ
ろ
う
。
さ
て
、
何
物
が
こ
の
世
の
中
で
最
も
描
き
に
く
い
も
の
か
と
問
う

な
ら
ば
、
あ
の
人
間
の
情
欲
ほ
ど
描
き
が
た
い
も
の
は
な
い
だ
ろ
う
。
喜
び
、
怒

り
、
愛
、
憎
し
み
、
悲
し
み
、
恐
れ
、
欲
の
七
つ
の
感
情
も
そ
の
表
面
だ
け
を
表

現
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
そ
れ
ほ
ど
難
し
い
こ
と
で
は
な
い
が
、
そ
の
真
相
を
表

現
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
絵
描
き
の
力
を
も
っ
て
し
て
は
及
ぶ
は
ず
も
な
い
。

い
や
、
俳
優
の
手
を
借
り
て
も
、
な
お
写
す
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
が
多
い
。
我

が
国
で
は
、
演
劇
に
も
別
に
（
義
太
夫
の
）
チ
ョ
ボ
と
い
っ
た
曲
を
作
っ
て
、
身

振
り
で
は
演
じ
ら
れ
ず
、
台
詞
で
も
表
現
で
き
な
い
、
人
情
の
微
妙
と
こ
ろ
を
演

ず
る
で
は
な
い
か
。
こ
れ
だ
け
で
も
戯
曲
の
長
所
は
、
ま
ず
一
通
り
分
か
る
で
あ

ろ
う
。
我
が
国
の
短
歌
、
長
歌
の
た
ぐ
い
は
、
い
わ
ゆ
る
ポ
エ
ト
リ
ー
（
西
欧
の

詩
）
と
比
べ
る
と
き
は
極
め
て
単
純
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
わ
ず
か
に
一
時
の
感

情
を
言
い
述
べ
た
も
の
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
っ
て
、
あ
の
述
懐
の
歌３

）

（
エ
モ
ー

シ
ョ
ナ
ル
ポ
エ
ト
リ
ー
）、
哀
悼
の
歌４

）

（
エ
レ
ジ
ッ
ク
ポ
エ
ト
リ
ー
）
に
似
て
い

る
。
中
国
の
詩
も
こ
れ
と
同
じ
く
、
お
お
む
ね
簡
単
な
も
の
が
多
い
。「
長
恨

歌
」、「
琵
琶
行
」
の
よ
う
な
も
の
は
、
や
や
ポ
エ
ト
リ
ー
に
似
て
い
る
も
の
の
、

そ
の
脚
色
も
淡
白
で
、
西
欧
の
詩
と
は
性
質
が
ち
が
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
西
欧

の
ポ
エ
ト
リ
ー
は
、
そ
も
そ
も
ど
の
よ
う
な
も
の
か
と
い
う
と
、
そ
の
種
類
は
も

と
よ
り
一
つ
で
は
足
り
な
い
。
歴
史
詩５

）

（
エ
ピ
ッ
ク
ポ
エ
ト
リ
ー
）
と
称
す
る
も

の
が
あ
り
、
物
語
詩６

）

（
ナ
レ
ー
シ
ブ
ド
エ
ト
リ
ー
）
と
称
す
る
も
の
が
あ
り
、
あ

る
い
は
教
訓
を
主
と
す
る
詩
が
あ
り
（
デ
イ
ダ
ク
テ
ィ
ッ
ク
）、
あ
る
い
は
諷
刺

諧
謔
を
目
的
と
す
る
詩
が
あ
り
（
サ
テ
ィ
リ
カ
ル
）、
音
楽
と
と
も
に
歌
わ
れ
る

べ
き
も
の
を
リ
リ
ッ
ク
（
歌
詞７

）

）
と
い
い
、
劇
場
で
演
じ
ら
れ
る
べ
き
も
の
を
伝

奇
と
い
う
（
ド
ラ
マ８

）

）。
な
お
、
こ
の
他
に
も
細
か
く
分
け
れ
ば
、
そ
の
種
類
は

か
ず
か
ず
あ
る
だ
ろ
う
が
、
今
は
煩
雑
に
な
る
の
を
嫌
っ
て
省
い
た
。
要
す
る
に
、

ポ
エ
ト
リ
ー
は
、
わ
が
国
の
詩
歌
に
似
て
い
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
小
説
に
似
て
い

る
も
の
で
、
も
っ
ぱ
ら
人
の
世
の
心
の
あ
り
さ
ま
を
写
し
出
す
こ
と
を
主
と
す
る

も
の
で
あ
る
。
我
が
国
の
短
歌
、
長
歌
の
た
ぐ
い
は
、
い
わ
ゆ
る
未
開
の
世
の
中

の
詩
歌
と
い
う
べ
き
で
、
決
し
て
文
化
が
発
達
し
た
現
在
の
詩
歌
と
は
い
う
こ
と

が
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
に
言
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
皇
国
の
歌
を
と
て
も
未
熟

だ
と
い
っ
て
批
判
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
総
じ
て
文
化
が
発
達
し
て
、
人
知
の

段
階
が
い
く
つ
か
進
む
に
至
る
と
、
人
間
の
感
情
も
ま
た
変
遷
し
て
、
い
く
ら
か

複
雑
と
な
ら
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
昔
の
人
は
素
朴
で
、
そ
の
感
情
も
単
純

な
の
で
、
わ
ず
か
に
三
十
一
文
字
で
そ
の
心
の
思
い
を
述
べ
た
け
れ
ど
も
、
今
日

こ
の
頃
の
人
間
の
感
情
を
わ
ず
か
に
数
十
の
言
葉
で
も
っ
て
述
べ
尽
く
す
こ
と
が
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で
き
る
は
ず
も
な
い
の
だ
。
か
り
に
感
情
に
つ
い
て
は
数
十
字
で
も
っ
て
言
い
尽

く
す
こ
と
が
で
き
た
と
し
て
も
、
他
の
心
の
あ
り
さ
ま
を
写
す
こ
と
が
で
き
な
け

れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
完
全
の
詩
歌
で
は
な
い
の
で
、
あ
の
西
欧
の
詩
歌
と
と
も
に

（
同
じ
）
芸
術
の
壇
上
に
立
つ
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
ど
う
し
て
残

念
な
こ
と
で
な
い
こ
と
が
あ
る
か
。
だ
か
ら
こ
そ
、
外
山
、
矢
田
部
、
井
上
、
の

先
生
た
ち９

）

が
、
こ
こ
に
遺
憾
を
抱
か
れ
て
、『
新
体
詩
抄
』
一
冊
を
現
わ
し
、
世

に
公
に
さ
れ
た
の
だ
。
読
者
は
、
も
し
ポ
エ
ト
リ
ー
の
内
容
を
知
り
た
い
と
思
う

な
ら
ば
、『
新
体
詩
抄
』
を
は
じ
め
と
し
て
、『
東
洋
学
芸
雑
誌10

）

』
に
掲
載
し
た
新

体
詩
お
よ
び
井
上
巽
軒
先
生
の
作
ら
れ
た
長
編
の
詩
（
注
「
孝
女
白
菊11

）

」）
を
合

わ
せ
て
み
た
な
ら
ば
、
そ
の
一
部
の
内
容
を
、
と
も
す
れ
ば
窺
う
こ
と
が
で
き
る

か
も
し
れ
な
い
。
そ
も
そ
も
小
説
は
韻
の
な
い
詩
と
も
い
う
べ
き
で
、
字
数
に
制

限
の
な
い
歌
と
も
い
う
べ
き
で
あ
る
。
世
の
浅
学
な
連
中
に
あ
っ
て
は
、
詩
が
主

眼
と
す
る
の
は
、
ひ
た
す
ら
韻
を
踏
ん
だ
語
句
に
あ
る
と
思
う
け
れ
ど
も
、
こ
れ

は
は
な
は
だ
し
い
ま
ち
が
い
で
あ
る
。
詩
の
重
要
な
と
こ
ろ
は
、
す
ぐ
れ
た
趣
で

あ
る
。
微
妙
な
趣
、
素
晴
ら
し
い
境
地
を
写
し
だ
す
こ
と
が
で
き
た
な
ら
、
詩
の

本
分
は
、
そ
の
時
、
十
分
果
た
し
て
い
る
。
ど
う
し
て
つ
ま
ら
な
い
韻
を
踏
ん
だ

語
句
な
ど
を
む
り
に
用
い
る
必
要
が
あ
ろ
う
か
。
イ
ギ
リ
ス
の
す
ぐ
れ
た
詩
人
ミ

ル
ト
ン
翁
は
、
早
く
か
ら
こ
の
こ
と
を
頻
り
に
論
じ
て
、
韻
を
踏
ん
だ
詩
を
排
斥

し
、
無
韻
の
長
詩
（
ブ
ラ
ン
ク
バ
ー
ス
）
を
工
夫
し
は
じ
め
た
。
思
う
に
、
韻
を

踏
ん
だ
語
句
を
使
う
こ
と
も
、
詩
を
吟
唱
し
て
い
た
時
代
に
あ
っ
て
は
、
と
て
も

大
切
な
こ
と
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
が
、
現
在
の
よ
う
に
黙
読
し
て
、
た
だ
全
体
の
素

晴
ら
し
い
趣
を
愛
で
、
喜
ん
で
い
る
世
と
な
っ
て
は
、
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
大
切
な

も
の
と
も
思
わ
れ
な
い
。
物
に
た
と
え
て
言
う
な
ら
ば
、
画
家
が
使
う
絵
の
具
と

同
じ
よ
う
に
、
な
く
て
も
事
が
足
り
る
だ
ろ
う
も
の
な
の
だ
。
だ
か
ら
、
小
説
・

歴
史
小
説
で
あ
っ
て
、
も
し
す
ぐ
れ
た
趣
に
富
む
こ
と
が
で
き
た
な
ら
ば
、
こ
れ

を
詩
と
い
い
、
歌
と
呼
ん
で
、
芸
術
の
壇
上
に
立
た
せ
て
も
決
し
て
不
都
合
が
な

い
だ
け
で
な
く
、
ま
こ
と
に
当
然
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
小
説

の
中
心
と
す
る
所
は
、
も
っ
ぱ
ら
人
情
と
世
態
に
あ
る
。
す
ぐ
れ
た
着
想
で
筋
を

作
り
だ
し
、
巧
み
に
人
間
の
感
情
を
織
り
な
し
、
か
ぎ
り
な
く
、
き
わ
ま
り
な
い

不
可
思
議
な
原
因
か
ら
、
ま
た
、
さ
ら
に
か
ぎ
り
な
い
種
々
さ
ま
ざ
ま
な
結
果
さ

え
を
も
、
と
て
も
美
し
く
写
し
出
し
な
が
ら
、
こ
の
人
間
世
界
の
原
因
と
結
果
の

関
係
の
秘
密
を
見
る
よ
う
に
描
き
出
し
、
見
え
に
く
い
も
の
を
見
え
さ
せ
る
の
を
、

そ
の
本
分
と
す
る
も
の
な
の
だ
よ
。
だ
か
ら
、
小
説
の
完
全
無
欠
の
も
の
に
お
い

て
は
、
絵
画
に
描
け
な
い
も
の
を
も
描
写
し
、
詩
に
十
分
描
け
な
い
も
の
を
も
表

現
し
、
か
つ
、
演
劇
で
演
じ
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
微
妙
な
心
理
を
も
写
す
こ
と

が
で
き
る
。
思
う
に
、
小
説
に
は
、
詩
歌
の
よ
う
に
字
数
に
制
限
が
な
い
ば
か
り

か
、
韻
を
踏
ん
だ
語
句
な
ど
と
い
う
束
縛
も
な
く
、
な
お
ま
た
、
演
劇
・
絵
画
と

は
ち
が
っ
て
、
た
だ
ち
に
心
に
訴
え
る
の
を
そ
の
性
質
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

作
者
が
創
意
工
夫
を
凝
ら
す
こ
と
の
で
き
る
範
囲
は
非
常
に
広
い
と
い
え
る
。
こ

れ
こ
そ
が
小
説
が
芸
術
の
中
に
（
重
要
な
）
位
置
を
占
め
る
理
由
で
あ
っ
て
、
つ

い
に
は
伝
奇
や
戯
曲
を
し
の
い
で
、
言
語
芸
術
の
上
の
最
大
の
芸
術
の
最
高
の
も

の
と
い
わ
れ
る
原
因
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

ち
な
み
に
言
う
。
菊
池
大
麓
先
生12

）

が
訳
さ
れ
た
『
修
辞
及
華
文
』
と

題
し
た
小
冊
子
が
あ
る
。
詩
文
に
関
す
る
議
論
の
よ
う
な
も
の
は
、
特

に
も
っ
と
も
詳
し
く
行
き
届
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
左
に
抜
き

出
し
て
、
本
文
の
不
足
を
補
う
。
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「
詩
の
領
域
に
属
す
る
文
章
は
、
そ
の
種
類
が
非
常
に
多
い
。
そ
し
て
、
そ

の
共
通
し
た
性
格
を
一
つ
に
定
め
る
の
が
難
し
い
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
何
度

も
経
験
し
て
き
た
こ
と
だ
。
そ
し
て
、
詩
句
に
リ
ズ
ム
が
あ
る
も
の
だ
け
が

も
っ
ぱ
ら
詩
で
あ
る
と
限
定
で
き
な
い
こ
と
は
、
散
文
で
も
常
に
高
尚
な
詩

想
を
持
つ
も
の
が
多
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
明
瞭
に
す
る
こ
と
が
で
き

る
の
だ
。
ま
し
て
、
詩
句
に
リ
ズ
ム
を
持
つ
も
の
で
か
え
っ
て
詩
の
中
に
席

を
占
め
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
多
い
の
で
は
な
お
さ
ら
だ
。（
中
略
）

思
う
に
、
詩
の
題
材
に
適
す
る
最
も
正
し
い
現
象
は
こ
こ
に
一
つ
あ
る
と

考
え
る
。
そ
し
て
、
そ
の
一
種
は
、
古
今
の
文
学13

）

の
上
に
次
々
と
現
わ
れ
、

こ
れ
ま
で
一
度
も
廃
れ
た
こ
と
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
外
界
の
現

象
、
人
間
世
界
の
栄
枯
盛
衰
な
ど
で
あ
っ
て
、
不
思
議
に
心
を
揺
り
動
か
す

物
が
こ
れ
で
あ
る
。
詳
し
く
言
う
と
、
外
界
に
現
わ
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
物
品
、

お
よ
び
、
自
然
の
予
測
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
力
と
、
ほ
と
ん
ど
そ
の
勢
い

が
同
じ
よ
う
に
さ
か
ん
な
人
間
の
本
当
の
姿
、
人
生
で
忍
ぶ
こ
と
の
で
き
な

い
悲
し
み
、
勝
利
、
愛
情
、
卓
絶
、
高
尚
、
不
朽
の
事
業
の
完
成
を
目
指
す

こ
の
上
な
い
志
、
自
然
と
人
生
と
の
す
ば
ら
し
さ
、
変
化
の
多
様
性
と
複
雑
、

な
ら
び
に
神
秘
、
理
性
を
超
え
た
範
囲
に
あ
っ
て
、
宇
宙
を
支
配
す
る
と
考

え
ら
れ
る
神
々
、
果
て
も
な
く
広
が
る
天
空
の
形
容
、
地
上
の
事
物
の
奥
深

い
有
様
、
年
月
と
季
節
が
め
ぐ
り
行
く
さ
ま
、
人
間
社
会
、
人
間
社
会
の
君

将
、
英
雄
の
有
様
、
事
業
、
変
転
、
国
運
の
省
長
を
決
す
る
戦
闘
の
あ
り
さ

ま
、
人
間
の
開
明
進
歩
を
任
務
と
す
る
知
力
の
す
ぐ
れ
た
人
の
努
力
、
人
間

の
行
い
で
、
自
然
に
打
ち
勝
と
う
と
す
る
現
実
な
ど
が
こ
れ
に
属
す
る
。
さ

ら
に
こ
れ
を
ま
と
め
て
言
う
と
、
お
よ
そ
人
間
の
感
覚
も
、
徹
底
し
て
、
ゆ

っ
た
り
と
し
、
勢
い
が
盛
ん
で
、
崇
高
で
、
馴
れ
て
い
て
誠
実
で
、
あ
で
や

か
で
、
悲
し
く
、
快
活
、
あ
る
も
の
は
そ
こ
か
ら
消
え
、
あ
る
も
の
は
そ
こ

に
留
ま
る
、
と
い
う
あ
ら
ゆ
る
現
象
を
、
皆
包
ま
な
い
も
の
は
な
い
の
だ
。

さ
て
、
世
間
一
般
の
大
切
な
事
柄
は
、
人
が
生
活
し
て
い
く
た
め
に
欠
か
す

こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
人
々
は
こ
れ
に
意
を
注
ぐ
の
が
常
だ
け
れ
ど
も
、

そ
れ
が
人
の
心
を
感
動
さ
せ
、
捉
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
外
界
に
属
す
現
象

の
よ
う
に
は
、
で
き
な
い
の
で
、
自
然
と
詩
の
中
心
に
列
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
の
だ
。
か
つ
、
学
問
上
の
深
い
知
識
、
学
問
を
講
ず
る
こ
と
に
属
す
る

事
柄
、
対
数
、
比
例
の
表
、
収
支
の
計
算
、
分
子
の
分
量
な
ど
は
、
世
界
で

最
も
大
切
な
事
実
で
あ
る
が
、
ま
た
、
詩
の
題
材
に
加
え
る
こ
と
は
で
き
な

い
の
だ
。

（
ま
た
略
）
リ
ズ
ム
の
あ
る
言
語
が
高
尚
な
題
材
に
適
す
る
も
の
だ
と
考

え
る
こ
と
は
、
世
間
で
常
に
言
う
こ
と
だ
が
、
思
う
に
、
散
文
体
の
言
語
は
、

こ
れ
を
人
の
世
で
た
と
え
る
と
、
ち
ょ
う
ど
ふ
だ
ん
の
生
活
の
日
課
を
し
て

い
る
時
の
よ
う
で
あ
っ
て
、
人
の
心
が
ゆ
っ
た
り
と
し
て
落
ち
着
い
て
い
る

様
を
現
わ
す
の
に
適
す
る
よ
う
な
も
の
だ
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
詩
が
散
文

に
対
す
る
働
き
は
、
ち
ょ
う
ど
、
舞
踏
が
ふ
だ
ん
の
歩
行
に
対
す
る
よ
う
な

も
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
散
文
が
初
め
て
文
章
を
表
現
す
る
一
つ
の
（
大

き
な
）
方
法
と
な
っ
て
、
こ
れ
を
巧
み
に
使
う
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
無
数

の
著
作
が
世
の
中
に
広
ま
り
、
そ
し
て
、
そ
の
題
材
が
大
い
に
詩
に
適
し
、

そ
の
扱
い
や
修
飾
の
妙
が
ほ
と
ん
ど
最
も
優
れ
た
韻
文
に
等
し
い
も
の
が
現

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。（
ま
た
略
）
た
だ
し
、
現
代
の
散
文
の
著
書
で
あ
っ

て
も
、
そ
の
実
体
は
最
も
高
尚
な
詩
想
に
そ
の
源
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
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の
で
あ
っ
て
、
た
だ
そ
れ
が
詩
と
ち
が
う
と
こ
ろ
は
、
厳
密
な
リ
ズ
ム
を
捨

て
て
、
調
和
し
た
言
語
に
す
べ
て
を
委
ね
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
由
に
流
露
変

化
さ
せ
る
も
の
を
い
う
だ
け
な
の
だ
。
云
々
。」

ま
た
叙
事
詩
（
エ
ピ
ッ
ク
ポ
エ
ム
）
を
論
じ
た
と
こ
ろ
に
い
う
。

「
時
代
の
古
い
新
し
い
を
問
わ
ず
、
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
、
お
よ
そ
、
記
事

の
面
白
さ14

）

は
、
そ
の
叙
事
詩
の
最
も
重
要
な
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
志
を

鼓
舞
激
励
す
る
事
業
の
説
話
、
あ
る
い
は
、
危
な
い
と
こ
ろ
で
虎
口
を
逃
れ
、

水
火
の
災
難
に
遭
遇
し
、
注
目
し
て
手
に
汗
を
握
る
よ
う
な
状
態
、
あ
る
い

は
、
読
者
に
悲
し
み
の
あ
ま
り
断
腸
の
思
い
を
さ
せ
る
心
境
、
あ
る
い
は
、

初
め
に
艱
難
辛
苦
を
な
め
て
、
最
後
に
幸
せ
を
つ
か
む
男
女
離
合
の
恋
愛
小

説
な
ど
は
、
人
の
心
を
奪
い
、
人
に
現
実
か
ら
脱
し
て
夢
の
世
界
に
入
る
よ

う
に
す
る
詩
想
を
与
え
る
。
実
に
こ
の
技
術
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
想
像
が
次
々

と
現
れ
る
不
思
議
な
世
界
に
人
を
入
ら
せ
る
す
ぐ
れ
た
道
具
と
い
う
べ
き
で

あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
種
に
属
す
る
文
学
の
そ
れ
ぞ
れ
の
あ
り
さ
ま
、
な
ら

び
に
、
ホ
メ
ロ
ス
か
ら
バ
ー
ジ
ル
に
至
る
間
に
現
れ
た
文
体
の
沿
革
、
お
よ

び
、
中
世
の
ロ
マ
ン
ス
か
ら
現
代
の
小
説
（
ノ
ベ
ル
）
に
至
っ
た
実
際
な
ど

は
、
皆
精
密
に
詳
し
く
解
説
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は

別
に
文
学
史
で
論
究
す
べ
き
大
業
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
詳
説
す
る
余
裕
は
な

い
。
そ
し
て
、
こ
の
種
の
著
書
が
最
近
の
現
代
的
表
現
と
し
て
尊
ぶ
書
物
は
、

も
っ
ぱ
ら
そ
の
本
領
と
人
物
に
お
け
る
活
発
な
あ
り
さ
ま
を
、
ま
す
ま
す
人

生
の
実
際
に
近
づ
け
さ
せ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
世
の
中
の
す
べ
て
の
物
事
の
消

長
、
並
び
に
人
間
の
日
常
の
真
の
趣
を
読
者
の
胸
の
中
に
は
っ
き
り
と
現
わ

し
、
ま
た
、
事
実
と
違
う
と
こ
ろ
が
あ
る
と
思
わ
せ
な
い
の
で
あ
る
。
だ
か

ら
、
こ
れ
ら
の
著
書
に
現
わ
し
た
男
女
の
行
為
や
仕
事
は
、
ほ
ん
と
う
に
そ

の
様
子
を
写
し
出
す
の
で
、
読
者
に
直
接
人
間
世
界
の
あ
り
さ
ま
に
接
す
る

感
じ
を
起
こ
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。
そ
し
て
、
も
し
こ
の
様
子
を
読

者
が
か
つ
て
経
験
し
た
同
じ
事
実
と
お
互
い
に
符
合
さ
せ
る
時
は
、
読
者
は

そ
の
た
め
に
驚
く
ほ
ど
の
喜
び
を
感
じ
て
、
自
然
と
己
を
戒
め
る
心
を
起
こ

す
だ
ろ
う
し
、
ま
た
、
人
間
に
と
っ
て
こ
の
上
も
な
く
楽
し
い
こ
と
で
、
し

か
も
真
理
と
ち
が
わ
な
い
も
の
に
し
た
な
ら
ば
、
何
の
種
類
の
書
物
で
あ
る

か
を
問
わ
ず
、
常
に
無
上
で
完
全
な
地
位
を
占
め
る
べ
き
で
あ
る
。
デ
フ
ォ

ー
さ
ん
は
、
世
界
の
実
際
の
あ
り
さ
ま
を
表
現
す
る
の
に
、
上
手
く
記
録
体

の
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を
使
っ
た
人
で
、
ス
コ
ッ
ト
、
ブ
ル
ー
ワ
ー
（
リ
ッ
ト
ン
の
こ
と
を

い
う
）
な
ど
の
諸
氏
も
ま
た
歴
史
の
教
授
を
す
る
の
に
こ
の
文
体
を
使
っ
た
。

そ
し
て
、
小
説
家
が
（
民
衆
を
）
教
え
導
く
目
的
と
す
る
も
の
は
、
通
常
は

勧
善
懲
悪
を
趣
旨
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
ほ
ん
と
う
に
こ
の
目
的
な
ら
び

に
そ
の
他
の
主
旨
も
、
ま
た
こ
の
技
術
の
進
歩
に
よ
っ
て
、
い
よ
い
よ
す
ぐ

れ
た
も
の
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
種
の
書
物
は
、

人
間
の
果
て
の
な
い
嗜
好
に
供
す
る
も
の
な
の
で
、
そ
の
こ
と
が
理
屈
に
あ

る
か
合
わ
な
い
か
を
問
わ
ず
、
も
っ
ぱ
ら
時
流
の
移
り
変
わ
り
に
し
た
が
っ

て
、
こ
れ
と
い
っ
し
ょ
に
変
化
す
べ
き
ば
か
り
で
あ
る
。」

〔
注
〕

１
）何
某
と
い
う
ア
メ
リ
カ
の
物
知
り
・
フ
ェ
ノ
ロ
サ
（
一
八
五
三
〜
一
九
〇
八
）
の

こ
と
。
東
京
大
学
で
政
治
学
・
経
済
学
・
哲
学
・
論
理
学
を
講
義
、
逍
遥
も
聴
講

し
た
。
以
下
の
引
用
は
、
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
講
義
を
筆
記
翻
訳
し
た
『
美
術
真
説
』

の
序
論
に
あ
た
る
部
分
。

二
九

佛
教
大
学

文
学
部
論
集

第
九
十
五
号
（
二
〇
一
一
年
三
月
）



２
）他
の
何
某
さ
ん
・
大
内
青
巒
（
一
八
四
五
〜
一
九
一
八
）。
仏
教
学
者
、
思
想
家
。

以
下
の
引
用
は
「
大
日
本
新
美
術
新
報

緒
言
」（『
大
日
本
美
術
新
報
』
一
号
、

一
八
七
三
、
一
一
）
か
ら
。

３
）述
懐
の
歌
。em

o
tio
n
a
l p
o
etry

感
情
的
な
詩
。

４
）哀
悼
の
歌
・eleg

ia
c p

o
etry

挽
歌
。

５
）歴
史
詩
・ep

ic p
o
etry

叙
事
詩
。

６
）物
語
詩
・n

a
rra

tiv
e p

o
etry

物
語
詩
。

７
）歌
詞
・ly

ric

抒
情
詩
の
意
味
も
あ
る
が
、
音
楽
と
と
も
に
歌
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、

歌
詞
の
意
味
に
と
っ
た
。

８
）ド
ラ
マ
・d

ra
m
a

戯
曲
。

９
）外
山
、
矢
田
部
、
井
上
の
先
生
た
ち
・
外
山
正
一
（
一
八
四
八
〜
一
九
〇
〇
）、

矢
田
部
良
吉
（
一
八
五
一
〜
一
八
九
九
）、
井
上
哲
次
郎
（
一
八
五
五
〜
一
九
四

四
）
を
指
す
。『
新
体
詩
抄
』（
一
八
八
二
）
を
共
著
。
井
上
哲
次
郎
の
号
は
「
巽

軒
」

10
）『
東
洋
学
芸
雑
誌
』・
一
八
八
一
年
創
刊
。
外
山
正
一
、
井
上
哲
次
郎
ら
が
寄
稿
。

11
）「
孝
女
白
菊
」・『
巽
軒
詩
鈔
』
下
巻
（
一
八
八
五
）
掲
載
の
漢
詩
。
の
ち
、
落
合

直
文
に
よ
っ
て
新
体
詩
に
翻
案
さ
れ
、
愛
唱
さ
れ
た
。

12
）菊
池
大
麓
・
数
学
者
（
一
八
五
五
〜
一
九
一
七
）。『
修
辞
及
華
文
』
翻
訳
当
時
は

東
京
大
学
教
授
。

13
）文
学
・『
修
辞
及
華
文
』
の
原
文
は
、「
詩
文
」。『
修
辞
及
華
文
』
原
典
の

R
o
b
ert C

h
a
m
b
a
ers

“In
fo
rm
a
tio
n
 
fo
r th

e
 
p
eo
p
le”

“R
eth

o
ric
 
a
n
d

 
b
elles-L

etters”

の
該
当
語
句
は
、「littera

tu
re

」。
な
お
、
原
典
は
、
菅
谷
広

美
『『
修
辞
及
華
文
』
の
研
究
』（
教
育
出
版
セ
ン
タ
ー
、
昭
和
五
三
年
八
月
）
収

録
の
一
八
六
七
年
版
に
よ
る
。

14
）記
事
の
面
白
さ
・
原
文
「
記
事
の
本
色
」。
原
文
『
修
辞
及
華
文
』
の
原
典
の
該

当
部
分
の
原
語
は
、「P

lo
t-in

terest

」。

15
）記
録
体
の
文
章
・『
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
』
が
旅
行
者
の
視
点
を
採
用
し

て
、
体
験
記
の
体
裁
を
取
っ
て
い
る
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
。

さ
か
い

た
け
し

日
本
文
学
科
）

二
〇
一
〇
年
十
月
十
一
日
受
理

三
〇

現
代
語
版
『
小
説
神
髄
』
（
一
）
（
坪
内
逍
遥

著
・
坂
井

健

訳
）


