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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
ご
く
少
な
い
し
、
と

く
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
い

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
』
の
現
代
語
訳
を
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
選
集
』（
中
村
完
注
釈
、
角

川
書
店
、
昭
和
四
九
年
一
〇
月
）、
岩
波
文
庫
『
小
説
神
髄
』（
宗
像
和
重
解
説
、

二
〇
一
〇
年
六
月
）
に
詳
細
な
注
が
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
最
小
限
に
と
ど
め
た
。

ま
た
、
柳
田
泉
『『
小
説
神
髄
』
研
究
』（
春
秋
社
、
昭
和
四
一
年
）
に
詳
し
い

解
説
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
に
は
さ
ま
ざ
ま
に
教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
あ

っ
た
の
で
、
記
し
て
、
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。
柳
田
氏
の
著
作
に
は
、
本
文
の

解
釈
に
相
当
す
る
部
分
が
あ
る
が
、
本
稿
で
は
、
な
る
べ
く
直
訳
を
心
が
け
た
。

日
本
近
代
文
学
大
系
は
、『
逍
遥
選
集
』
別
冊
第
三
を
底
本
と
し
、
初
版
本

（
松
月
堂
、
明
治
一
八
〜
一
九
年
）
を
参
照
し
た
と
あ
る
。
な
お
、
柳
田
泉
氏
に

よ
る
岩
波
文
庫
本
に
初
出
と
『
逍
遥
選
集
』
の
異
同
に
つ
い
て
の
注
記
が
あ
る
ほ

か
、
宗
像
和
重
氏
の
解
説
本
に
は
、『
逍
遥
選
集
』
を
底
本
と
し
て
、
初
出
と
の

対
照
表
が
あ
る
。

本
稿
で
は
、
若
き
日
の
逍
遥
の
口
吻
を
髣
髴
と
さ
せ
た
い
と
思
い
、
初
出
本
に

拠
っ
た
。
本
稿
は
、『
小
説
神
髄
』
を
原
文
の
ま
ま
に
理
解
し
た
く
て
も
、
で
き

ず
に
も
ど
か
し
が
っ
て
い
る
初
学
者
を
念
頭
に
お
い
て
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
第
三
）
正
史
の
補
遺
と
な
る
こ
と

補
遺
と
は
何
か
。
い
わ
く
、
正
史
に
漏
れ
た
で
き
ご
と
を
補
い
、
正
し
、
正
史
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に
は
細
か
く
述
べ
ら
れ
な
い
、
当
時
の
風
俗
、
習
慣
な
ど
を
、
見
て
い
る
よ
う
に
、

絵
に
描
い
た
よ
う
に
と
て
も
精
密
に
写
し
出
し
て
、
一
部
の
風
俗
史
と
す
る
こ
と

を
い
う
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
利
益
は
、
も
っ
ぱ
ら
歴
史
小
説
（
過
去
の
小

説
）
が
占
有
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
ほ
か
の
小
説
に
は
、
こ
の
こ
と
は
な
い
。

そ
う
は
い
っ
て
も
、
現
代
の
小
説
で
あ
っ
て
も
、
後
世
の
人
か
ら
こ
れ
を
見
る
と
、

過
去
の
小
説
に
他
な
ら
な
い
か
ら
、
ど
ち
ら
に
し
て
も
小
説
に
は
、
こ
の
利
益
が

あ
る
こ
と
は
争
え
な
い
だ
ろ
う
。（
た
と
え
ば
、
紫
式
部
が
物
語
っ
た
源
氏
の
君

の
物
語
は
、
ま
っ
た
く
の
現
代
小
説
だ
け
れ
ど
も
、
後
世
の
人
は
、
こ
れ
に
よ
っ

て
当
時
の
風
俗
、
習
慣
を
探
り
、
物
事
の
起
源
を
知
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。）

こ
う
い
う
わ
け
だ
か
ら
、
小
説
の
作
者
た
る
も
の
は
、
つ
と
め
て
人
情
を
研
究
す

る
か
た
わ
ら
、
ま
た
、
風
俗
に
も
目
を
向
け
て
、
か
り
に
も
荒
唐
無
稽
に
類
す
る

時
代
ち
が
い
の
形
容
な
ど
は
描
き
出
し
て
は
い
け
な
い
こ
と
で
あ
る
よ
。
こ
の
利

益
に
つ
い
て
は
、
西
洋
の
物
知
り
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
こ
と
が
、
た
く
さ
ん
あ
る
の

で
、
自
分
の
言
葉
で
議
論
す
る
よ
り
は
、
む
し
ろ
、
そ
れ
を
二
つ
三
つ
こ
こ
に
揚

げ
て
、
そ
れ
で
こ
の
利
益
が
あ
る
こ
と
の
証
拠
と
し
た
い
。

英
国
の
小
説
大
家
、
サ
ー
・
ウ
オ
タ
ー
・
ス
コ
ッ
ト
翁１

）

が
い
う
こ
と
に
は
、
歴

史
小
説
は
二
種
の
読
者
に
利
益
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
第
一
種
の
読
者
は
、
架

空
の
物
語
を
読
ん
で
、
は
じ
め
て
歴
史
の
面
白
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
り
、
自

然
に
小
説
が
典
拠
と
し
た
正
史
の
事
実
を
知
り
た
い
と
思
っ
て
、
あ
ら
た
め
て
歴

史
小
説
を
な
げ
う
っ
て
、
正
史
を
読
も
う
と
心
を
傾
け
る
も
の
が
こ
れ
で
あ
る
。

第
二
の
読
者
は
、
楽
し
み
の
た
め
で
な
け
れ
ば
書
物
を
ひ
も
と
く
こ
と
を
好
ま
ず
、

過
去
に
ど
ん
な
事
柄
が
あ
っ
た
か
も
知
ら
ず
、
た
だ
現
代
の
事
情
だ
け
を
知
っ
て

い
た
の
だ
が
、
歴
史
小
説
を
読
む
に
お
よ
ん
で
、
は
じ
め
て
歴
史
の
大
略
を
知
る

に
至
っ
た
も
の
（
か
り
に
そ
の
知
識
は
歴
史
の
一
部
を
う
か
が
う
に
こ
と
に
も
足

り
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
で
も
、
も
と
も
と
何
も
な
い
の
よ
り
は
増
え
る
だ
ろ

う
。）
が
こ
れ
で
あ
る
、
と
言
っ
た
。

ヒ
ュ
ー
・
ミ
ュ
ラ
ー２

）

も
ま
た
言
っ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
正
史
と
い
っ
た
も
の
は
、

そ
の
体
裁
は
厳
格
で
あ
っ
て
、
名
称
、
年
月
が
実
に
詳
細
で
、
事
実
も
き
わ
め
て

詳
し
い
け
れ
ど
も
、
当
時
の
人
情
、
風
俗
な
ど
は
、
わ
ず
か
に
一
部
の
表
面
だ
け

を
写
し
て
、
そ
の
真
の
姿
を
描
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
歴
史
小
説
の
人
物
、
事
績

は
、
作
者
の
意
匠
に
よ
っ
て
で
き
あ
が
っ
て
い
る
の
で
、
ち
ょ
う
ど
戯
作
の
よ
う

で
あ
る
が
、
話
に
裏
表
や
起
伏
が
あ
る
の
で
、
か
え
っ
て
、
人
情
や
風
俗
を
映
し

出
す
の
に
便
が
多
く
、
そ
の
頃
の
世
の
中
の
あ
り
さ
ま
の
本
当
の
姿
を
写
す
こ
と

が
で
き
る
鏡
と
い
え
る
も
の
が
大
変
多
い
の
で
あ
る
。
歴
史
を
学
ぼ
う
と
思
っ
て

い
る
連
中
が
、
も
し
、
我
々
の
曾
祖
父
の
時
代
の
様
子
を
詳
し
く
知
ろ
う
と
望
む

な
ら
ば
、
あ
の
ド
ズ
レ
イ
の
年
報３

）

を
ひ
も
と
い
て
、
無
駄
に
時
間
を
使
う
の
は
意

味
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン４

）

や
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ５

）

の

歴
史
小
説
を
読
む
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
得
る
と
こ
ろ
は
き
っ
と
少
な
く
な
い
だ
ろ

う
。
ホ
ー
ム６

）

は
実
際
に
一
七
四
五
年
の
反
乱
に
巻
き
込
ま
れ
て
、
自
分
の
目
撃
し

た
よ
う
に
、
伝
聞
し
た
こ
と
と
を
合
わ
せ
て
、
一
部
の
大
歴
史
を
書
い
た
が
、
そ

れ
で
さ
え
、
あ
の
ス
コ
ッ
ト
の
ウ
ェ
リ
バ
リ
ー
物
語７

）

に
述
べ
て
あ
る
も
の
に
く
ら

べ
る
と
き
は
、
そ
の
頃
の
様
子
を
写
し
て
い
な
い
こ
と
は
、
と
て
も
多
い
、
云
々

と
言
っ
て
い
る
。

サ
ッ
カ
レ
ー８

）

（
英
国
の
小
説
家
）
も
ま
た
言
っ
て
い
る
。
私
は
、
小
説
を
読
ん

で
得
る
と
こ
ろ
は
非
常
に
多
い
。
そ
の
頃
の
世
界
の
あ
り
さ
ま
を
知
り
、
時
勢
を

知
り
、
風
俗
を
知
り
、
衣
服
の
流
行
を
知
り
、
娯
楽
、
滑
稽
、
遊
戯
の
類
が
現
代
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と
ち
が
っ
て
い
る
理
由
を
知
る
。
す
で
に
死
ん
だ
人
も
再
び
よ
み
が
え
り
、
す
で

に
過
ぎ
た
世
も
再
び
戻
っ
て
き
て
、
ま
る
で
昔
の
イ
ギ
リ
ス
国
に
再
び
旅
を
す
る

よ
う
な
感
じ
が
す
る
。
あ
あ
、
大
家
の
正
史
で
さ
え
も
、
こ
れ
以
上
に
役
に
立
つ

こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
か
云
々
と
言
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
ほ
か
に
正
史
小
説
の
利
益
を
説
く
も
の
は
、
ほ
か
に
も
た
く
さ
ん
あ
る
け

れ
ど
も
、
要
す
る
に
、
大
同
小
異
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
風
俗
史
で
あ
る
と
見
る
に

他
な
ら
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
く
だ
く
だ
し
く
な
る
の
を
嫌
っ
て
、
省
き
、
後
に
、

後
に
正
史
物
語
を
論
ず
る
と
き
に
な
っ
て
、
さ
ら
に
論
ず
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。

（
第
四
）
文
学
が
お
手
本
と
な
る
こ
と

お
手
本
の
利
益
と
は
、
小
説
の
文
章
上
の
利
益
で
あ
る
。
優
れ
た
腕
前
で
書
か

れ
た
小
説
は
、
た
だ
、
そ
の
趣
向
が
優
れ
て
い
て
、
巧
み
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、

そ
の
文
章
も
、
ま
た
、
絶
妙
で
あ
っ
て
、
一
句
々
々
が
非
常
に
美
し
い
の
で
、
文

章
を
学
ぼ
う
と
す
る
も
の
に
と
っ
て
利
益
に
な
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
こ
の
こ

と
は
、『
源
氏
物
語
』
や
『
水
滸
伝
』
を
見
て
も
分
か
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
も
そ

も
、
文
章
と
い
っ
た
も
の
は
、
思
想
を
表
す
機
械
で
あ
る
か
ら
、
激
越
な
思
想
を

表
そ
う
と
思
っ
て
い
る
と
き
に
は
、
自
然
と
激
越
な
文
章
を
用
い
な
い
わ
け
に
い

か
な
い
。
優
雅
な
思
想
を
言
い
表
そ
う
と
す
る
望
む
と
き
に
は
、
ま
た
、
自
然
と

優
雅
な
文
章
を
用
い
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
あ
る
い
は
、
簡
単
な
文
章
が
必

要
な
場
合
も
あ
れ
ば
、
長
く
説
明
す
る
場
合
も
あ
る
だ
ろ
う
。
臨
機
応
変
に
、
簡
、

繁
、
強
、
柔
、
富
、
麗
、
純
、
樸
、
が
適
切
に
配
さ
れ
た
も
の
を
、
巧
妙
な
文
と

い
う
べ
き
で
あ
る
。
も
し
、
そ
う
で
な
く
て
、
終
始
一
貫
し
て
憂
い
の
思
い
、
苦

し
い
境
涯
を
述
べ
た
文
句
も
、
楽
し
い
思
い
を
述
べ
た
文
句
も
、
そ
の
性
質
は
全

く
同
じ
で
あ
っ
て
、
す
こ
し
も
違
い
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
そ
の
感
情
は
、
自
然

と
移
入
さ
れ
な
い
の
で
、
読
者
も
、
ま
た
、
感
動
し
な
い
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、

ひ
ど
く
怒
っ
た
と
き
、
ま
た
は
、
大
い
に
悲
し
ん
で
い
る
と
き
に
は
、
用
い
る
言

葉
は
簡
略
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
た
く
さ
ん
の
修
飾
表
現
を
吐
く
の
で
あ
る
。
修
飾

表
現
と
は
何
か
。
い
わ
く
、
比
喩
表
現
の
こ
と
で
あ
る
。
比
喩
表
現
と
い
っ
た
も

の
は
、
西
洋
で
は
、「
フ
ィ
ギ
ュ
ア
ー
、
オ
ブ
、
ス
ピ
ー
チ９

）

」
と
称
し
て
、
文
章

の
飾
り
と
も
な
り
、
省
略
と
も
、
ま
た
、
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
一
例
を
あ
げ

て
い
う
な
ら
、
人
を
の
の
し
る
と
き
な
ど
に
「
人
で
な
し
め
」
と
い
う
べ
き
と
こ

ろ
を
、「
畜
生
」
と
い
い
「
牛
馬
」
と
い
う
の
は
、
そ
の
人
が
恥
知
ら
ず
な
の
を

獣
に
た
と
え
た
比
喩
表
現
で
あ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
修
飾
表
現
で
あ
る
。
も
し
、
普

通
の
と
き
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、「
お
前
は
、
義
理
を
知
ら
な
い
や
つ
で
あ
る

ぞ
。」
と
長
く
い
う
べ
き
で
あ
る
け
れ
ど
、
激
し
く
怒
っ
た
と
き
に
あ
っ
て
は
、

心
の
中
が
す
べ
て
沸
き
返
っ
て
、
言
う
こ
と
も
や
は
り
整
わ
な
い
の
で
、
自
然
と

言
葉
も
簡
略
で
あ
っ
て
、
た
だ
、「
畜
生
」
と
か
「
人
非
人
」
と
か
一
言
二
言
だ

け
発
言
し
て
、
後
は
表
情
と
身
振
り
に
よ
っ
て
、
そ
の
意
の
あ
る
と
こ
ろ
を
表
す

こ
と
は
、
世
の
人
は
皆
知
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
こ
と
だ
。
け
れ
ど
も
、
世
間
の

こ
と
に
な
れ
て
、
世
の
人
情
を
知
ら
な
い
か
ぎ
り
は
、
こ
の
理
屈
を
知
る
こ
と
が

で
き
な
い
の
で
、
あ
の
幼
稚
な
小
説
家
た
ち
は
、
非
常
に
文
章
は
う
ま
い
の
だ
が
、

な
お
か
つ
、
巧
緻
の
文
章
を
書
い
て
人
を
感
動
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
む
な

し
く
、
死
ん
だ
文
章
を
書
い
て
、
自
分
の
思
う
こ
と
の
一
部
分
を
よ
う
や
く
表
す

こ
と
が
多
い
。
こ
れ
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
ど
う
い
う
と
き
に
は
ど
う
い
う
性
質

の
文
章
を
必
要
と
す
る
か
、
ど
の
よ
う
な
思
想
を
表
す
に
は
、
ど
の
よ
う
な
文
体
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が
ふ
さ
わ
し
い
か
を
会
得
し
て
い
な
い
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
っ
て
、
つ
ま
り
、
思

想
が
文
章
に
適
応
し
な
い
こ
と
に
基
づ
く
も
の
な
の
だ
。
そ
う
は
い
っ
て
も
、
人

間
の
感
情
思
想
は
、
も
と
よ
り
千
差
万
別
な
の
で
、
い
ち
い
ち
こ
れ
に
適
す
る
こ

と
の
で
き
る
文
章
を
作
る
こ
と
は
、
き
わ
め
て
難
し
い
。
め
っ
た
に
い
な
い
英
才

で
な
い
か
ぎ
り
は
、
こ
れ
こ
れ
の
感
情
、
思
想
は
、
こ
れ
こ
れ
の
文
章
に
よ
っ
て

表
し
、
ま
た
、
し
か
じ
か
の
趣
に
は
、
し
か
じ
か
の
言
葉
を
用
い
る
の
が
よ
い
と
、

学
ば
な
け
れ
ば
知
る
方
法
も
な
い
の
で
、
必
ず
お
手
本
を
必
要
と
す
る
は
ず
で
あ

る
。
そ
れ
な
ら
、
ど
の
よ
う
な
文
章
を
、
ま
ず
、
そ
の
お
手
本
と
す
る
の
が
い
い

か
と
問
う
な
ら
、
先
進
の
大
家
が
書
い
た
論
文
ば
か
り
を
お
手
本
と
す
る
な
ら
ば
、

い
た
ず
ら
に
理
屈
に
偏
っ
て
、
文
章
が
淡
白
に
す
ぎ
る
き
ら
い
が
あ
る
。
と
は
い

っ
て
も
、
叙
述
文
ば
か
り
学
ぶ
と
、
ま
た
、
自
然
と
緻
密
に
な
り
す
ぎ
て
、
活
動

の
妙
を
損
な
う
こ
と
が
あ
る
。
問
答
文
ば
か
り
を
学
ぶ
と
、
叙
述
に
優
れ
ず
、
歴

史
文
だ
け
を
お
手
本
と
す
る
と
、
論
評
の
文
を
書
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
思
う
に
、

一
つ
の
文
章
に
偏
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
千
変
万
化
の
文
章
を
用
い
て
、
千
変
万
化

の
思
い
を
表
現
す
る
も
の
、
こ
れ
を
完
全
な
才
筆
と
い
う
、
と
ス
ペ
ン
サ
ー
の
翁10

）

が
お
っ
し
ゃ
っ
た
。
た
だ
一
種
類
の
文
章
に
偏
る
も
の
は
（
か
り
に
そ
の
種
類
の

文
章
は
巧
み
で
あ
っ
て
も
）
完
全
な
文
章
家
と
は
い
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
か
り

に
も
文
壇
の
大
家
で
あ
り
た
い
と
望
む
も
の
は
、
千
変
万
化
き
わ
ま
り
な
い
、
美

妙
巧
緻
の
文
章
に
よ
っ
て
そ
の
お
手
本
と
し
模
範
と
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
文

章
を
鍛
え
る
べ
き
で
あ
る
。
百
年
、
二
百
年
の
昔
に
あ
っ
て
は
、
た
だ
一
種
類
の

文
章
に
巧
み
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
で
た
り
た
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
文
化
が
ど
ん
ど
ん

日
を
追
っ
て
進
ん
で
、
今
日
こ
の
頃
の
世
界
と
な
っ
て
は
、
い
う
べ
き
こ
と
も
、

筆
に
す
る
べ
き
こ
と
も
、
非
常
に
複
雑
に
な
っ
た
の
で
、
政
治
の
弁
論
、
評
議
で

さ
え
叙
述
体
の
文
章
を
必
要
と
す
る
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
、
歴
史
文
を
必
要
と
す

る
こ
と
が
あ
る
。
あ
の
バ
ー
ク
氏11

）

が
議
会
で
ヘ
ー
ス
チ
ン
グ
氏12

）

を
弾
劾
し
た
と
き

に
叙
述
文
体
の
演
説
に
よ
っ
て
、
議
会
す
べ
て
の
人
々
に
感
銘
を
与
え
た
の
は
、

よ
く
人
の
知
る
と
こ
ろ
で
あ
る
こ
と
だ
。

そ
れ
な
ら
、
ど
の
よ
う
な
文
章
を
お
手
本
と
し
た
ら
い
い
の
か
と
い
う
と
、
千

変
万
化
き
わ
ま
り
な
い
美
妙
巧
緻
の
よ
い
文
章
は
、
世
に
も
ま
れ
な
大
家
の
手
で

書
か
れ
た
小
説
の
文
章
以
上
の
も
の
は
な
い
。
思
う
に
、
小
説
と
い
っ
た
も
の
は
、

千
変
万
化
の
世
の
あ
り
さ
ま
を
描
写
し
、
千
変
万
化
の
情
趣
を
写
し
て
、
ほ
ん
の

少
し
も
漏
れ
の
な
い
の
を
そ
の
務
め
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
ゆ
た
か
で
美
し
い

文
も
あ
り
、
強
く
荒
々
し
い
分
も
あ
り
、
あ
る
い
は
、
悲
し
み
が
し
た
た
り
落
ち

る
も
の
も
あ
り
、
あ
る
い
は
、
や
さ
し
く
の
ど
か
な
も
の
も
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の

い
き
さ
つ
を
述
べ
る
と
き
に
は
、
歴
史
体
の
文
章
を
用
い
、
情
景
を
語
る
と
き
は

叙
述
体
の
文
章
を
用
い
る
。
問
答
の
文
が
あ
れ
ば
、
論
難
の
文
も
あ
り
、
諧
謔
の

文
も
あ
れ
ば
、
厳
格
な
文
も
あ
る
。
憤
激
し
て
い
る
も
の
の
思
想
を
言
い
表
す
に

は
、
こ
れ
に
適
す
る
は
ず
の
活
発
な
言
語
を
用
い
、
愁
い
に
沈
ん
で
い
る
も
の
の

感
情
を
言
い
表
す
に
は
、
こ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
は
ず
の
悲
し
げ
な
言
葉
を
用
い
る
。

要
す
る
に
文
章
と
感
情
と
が
適
応
す
る
こ
と
を
主
と
す
る
の
で
、
求
め
な
く
て
も
、

そ
の
文
体
は
千
変
万
化
極
ま
り
な
い
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
れ
が
、
小
説
が
文
章
家
の

お
手
本
と
な
る
こ
と
の
で
き
る
理
由
で
あ
る
。
こ
の
論
は
、
ま
だ
つ
く
さ
な
い
け

れ
ど
も
、
あ
ま
り
に
冗
長
に
わ
た
る
の
で
、
し
ば
ら
く
筆
を
こ
こ
に
置
い
て
、
ま

た
、
折
を
み
て
続
け
る
つ
も
り
だ
。（
下
巻
の
文
体
論
と
合
わ
せ
見
よ
。）

以
上
述
べ
た
議
論
は
、
す
べ
て
完
全
な
小
説
に
つ
い
て
い
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
頃
流
行
し
て
い
る
草
双
紙
の
類
を
論
じ
た
の
で
は
な
い
。
読
者
は
、
誤
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っ
て
書
き
記
し
て
疑
念
を
抱
い
て
は
い
け
な
い
。

そ
も
そ
も
小
説
で
あ
っ
て
、
実
に
こ
の
よ
う
な
利
益
が
あ
っ
た
な
ら
ば
、
わ
が

国
の
未
熟
な
小
説
や
歴
史
小
説
を
次
第
に
修
正
改
良
し
て
、
あ
の
西
洋
の
も
の
を

も
凌
駕
で
き
る
完
全
無
欠
の
も
の
に
し
て
、
国
家
の
花
と
た
た
え
る
こ
と
の
で
き

る
一
大
芸
術
と
し
な
い
こ
と
は
、
我
々
の
大
き
な
怠
慢
で
は
な
い
か
。
そ
う
は
い

っ
て
も
、
こ
れ
を
行
い
た
い
と
思
う
な
ら
ば
、
ま
ず
、
先
輩
の
成
功
し
た
原
因
、

失
敗
し
た
理
由
を
察
し
、
同
じ
轍
を
踏
む
失
敗
に
陥
ら
な
い
よ
う
に
努
め
、
そ
の

勝
れ
て
い
た
妙
所
を
探
っ
て
、
ま
す
ま
す
こ
れ
を
発
展
さ
せ
、
完
全
無
欠
の
素
晴

ら
し
い
歴
史
小
説
を
編
む
こ
と
の
で
き
る
手
段
を
定
め
な
い
で
い
た
な
ら
ば
、
わ

れ
わ
れ
東
洋
の
小
説
、
歴
史
小
説
は
、
何
年
を
過
ぎ
る
と
し
て
も
、
依
然
と
し
て

ロ
マ
ン
ス
の
地
位
に
あ
っ
て
、
進
歩
す
る
こ
と
の
で
き
る
好
機
は
な
い
だ
ろ
う
。

私
は
、
学
校
を
出
て
か
ら
、
日
が
な
お
き
わ
め
て
浅
い
の
で
、
心
は
著
述
に
あ
る

の
だ
が
、
著
述
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
翻
訳
で
さ
え
も
し
た
こ
と
は
、
ご
く
ご
く

少
な
い
。
こ
う
い
う
わ
け
な
の
で
、
私
は
実
際
の
経
験
は
、
ま
っ
た
く
乏
し
い
け

れ
ど
も
、
長
い
間
古
今
の
歴
史
小
説
を
読
ん
で
、
理
論
上
で
得
た
こ
と
は
、
い
さ

さ
か
少
な
く
は
な
い
と
思
う
の
で
、
か
り
に
一
片
の
小
説
法
則
の
論
を
綴
っ
て
、

こ
れ
を
下
巻
で
述
べ
て
、
世
の
参
考
に
し
た
い
と
思
う
。
お
こ
が
ま
し
い
と
ば
か

り
お
笑
い
に
な
ら
な
い
で
、
じ
っ
く
り
と
味
わ
っ
て
お
読
み
に
な
る
こ
と
が
あ
っ

た
な
ら
、
小
説
と
い
う
一
大
芸
術
が
非
常
に
難
し
い
技
術
で
あ
る
こ
と
を
、
お
知

り
に
な
る
だ
け
で
は
な
く
、
わ
が
国
の
草
双
紙
が
間
も
な
く
真
正
の
小
説
、
歴
史

小
説
と
な
る
こ
と
の
で
き
る
道
を
開
く
好
機
と
な
る
だ
ろ
う
。
ど
う
も
、
失
礼
い

た
し
ま
し
た
。
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