
翻

訳

現
代
語
版
『
小
説
神
髄
』（
八
）

坂

井

健

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
に
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

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

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

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
は
、『
逍

選
集
』
を
底
本
と
し
て
、
初
出
と
の
対

照
表
を
付
し
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
若
き
日
の
逍

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
二
）
俗
文
体

俗
文
体
は
通
俗
的
な
文
に
よ
っ
て
、
そ
の
ま
ま
文
章
を
作
っ
た
も
の
で
あ
る
。
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だ
か
ら
、
文
字
の
意
味
は
平
易
で
、
た
だ
理
解
し
や
す
い
長
所
が
あ
る
ば
か
り
で

な
く
、
そ
れ
以
外
に
、
生
き
生
き
と
し
た
力
が
あ
る
の
で
、
い
わ
ゆ
る
文
芸
作
品

に
必
要
な
、
簡
易
で
品
格
や
明
晰
な
品
格
は
も
ち
ろ
ん
、
才
知
が
す
ぐ
れ
、
勇
ま

し
い
勢
い
が
あ
り
、
昔
を
懐
か
し
く
思
い
起
こ
す
心
持
を
引
き
起
こ
す
こ
と
の
で

き
る
品
格
も
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
心
の
底
か
ら
の
感
情
を
表
し
出
し
て
、

優
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
う
い
う
わ
け
で
西
洋
の
諸
国
は
、
も
ち
ろ
ん
、
中

国
の
よ
う
な
と
こ
ろ
も
、
小
説
に
は
、
地
の
文
以
外
に
は
、
な
る
べ
く
通
俗
的
な

言
葉
を
用
い
て
、
事
物
の
あ
り
さ
ま
を
写
す
こ
と
で
あ
る
。
俗
文
体
の
有
利
な
点

は
、
す
で
に
こ
の
よ
う
で
あ
る
が
、
た
だ
、
ど
う
に
も
わ
が
国
で
は
、
言
文
一
致

に
な
っ
て
い
な
い
の
で
、
文
章
上
で
用
い
る
言
葉
と
、
普
段
の
会
話
に
用
い
る
言

葉
と
は
、
ま
る
で
氷
と
炭
の
よ
う
に
違
っ
て
い
る
。
で
あ
る
か
ら
、
俗
語
の
ま
ま

に
文
章
を
書
く
と
き
は
、
あ
る
い
は
音
調
が
野
蛮
に
な
り
、
あ
る
い
は
、
そ
の
気

韻
が
野
暮
っ
た
く
な
っ
て
、
と
て
も
み
や
び
な
趣
向
で
さ
え
、
そ
の
た
め
に
田
舎

び
た
も
の
と
な
っ
て
、
い
や
し
く
み
だ
ら
で
あ
る
と
の
非
難
を
受
け
る
こ
と
が
多

い
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
西
洋
と
は
事
情
が
違
っ
て
、
言
語
の
移
り
変
わ
り
が
激

し
い
ば
か
り
か
、
わ
ず
か
数
百
里
以
内
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
方
言
が
異
な
る
こ
と

は
、
あ
の
イ
ギ
リ
ス
と
フ
ラ
ン
ス
の
国
語
が
お
互
い
に
異
な
っ
て
い
る
の
と
同
じ

よ
う
な
も
の
も
あ
る
。
だ
か
ら
、
時
代
も
の
の
小
説
に
は
、
こ
の
文
体
を
用
い
る

こ
と
は
き
わ
め
て
不
適
切
の
か
ぎ
り
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
不
都
合
で
あ
る
こ
と
と

い
う
べ
き
で
あ
る
。
た
だ
、
あ
の
現
代
の
物
語
（
世
話
物
語
）

１
）

を
こ
の
文
体
に
よ

っ
て
書
い
た
な
ら
ば
、
感
情
も
文
章
も
両
方
と
も
お
互
い
に
合
致
し
て
、
非
常
に

詳
し
く
優
れ
た
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
で
さ
え
い
く
ら
か
手
心
を
加
え
て
、

折
衷
し
な
け
れ
ば
う
ま
く
い
か
な
い
。
あ
の
為
永
派２

）

の
作
者
で
あ
っ
て
も
、
や
や

厳
格
な
部
分
に
い
た
る
と
、
と
き
お
り
は
演
劇
の
台
詞
め
い
た
言
葉
を
い
く
ら
か

借
り
て
使
っ
て
、
俗
語
で
は
言
う
こ
と
の
で
き
な
い
不
都
合
な
部
分
を
補
っ
て
い

た
の
は
、
読
者
も
知
っ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
曲
亭
馬
琴
は
か
つ
て
言
っ
た３

）

。

「
中
国
で
俗
語
に
よ
っ
て
綴
っ
た
文
章
に
正
式
の
文
章
が
あ
り
、
方
言
が
あ

る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
役
に
立
た
な
い
。
ま
た
、
儒
教
の
書
物
、
医
術
の
書

物
、
仏
教
の
書
物
は
、
正
式
な
文
章
で
あ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中

に
俗
語
が
あ
る
の
は
『
二
程
全
書
』

４
）

、『
朱
子
語
類
』

５
）

で
あ
る
。
俗
語
に
よ
っ

て
書
い
た
の
は
、『
奇
功
新
事
』

６
）

、『
傷
寒
條
弁
』

７
）

、『
虚
堂
録
』

８
）

、『
光
明
蔵
』

９
）

の
類
の
他
、
ま
だ
あ
る
だ
ろ
う
。
先
輩
が
す
で
に
こ
の
よ
う
に
使
っ
て
い
る
。

こ
う
い
う
わ
け
だ
か
ら
、
そ
の
文
学
と
い
う
も
の
も
、
言
霊
の
助
け
を
借
り

な
け
れ
ば
、
思
う
よ
う
に
文
を
作
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ま
し
て
皇
国
の
文

章
は
、
和
漢
雅
俗
古
今
の
ち
が
い
が
あ
る
。
そ
れ
を
今
、
文
学
世
界
で
働
く

も
の
が
、
ど
う
し
て
よ
く
す
べ
て
に
精
通
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
ま
っ

た
く
難
し
い
こ
と
で
は
な
い
か
。
思
う
に
、
昔
の
草
紙
、
物
語
、『
竹
取
物

語
』、『
宇
津
保
物
語
』、『
源
氏
物
語
』
な
ど
も
、
作
者
は
で
き
る
か
ぎ
り
そ

の
言
葉
を
研
究
し
、
選
ん
で
書
い
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
き
っ
と
、
こ

れ
は
そ
の
頃
の
貴
族
た
ち
の
日
常
語
や
方
言
さ
え
も
、
そ
の
ま
ま
に
載
せ
た

も
の
だ
ろ
う
が
、
古
語
は
そ
れ
自
体
卑
俗
な
も
の
で
は
な
い
し
、
し
か
も
、

宮
女
の
言
葉
に
は
雅
俗
そ
の
ま
ま
に
任
せ
た
も
の
も
あ
る
が
、
才
子
、
才
女

は
そ
の
性
質
も
違
っ
て
い
て
、
か
つ
文
章
に
優
れ
て
い
る
の
で
、
後
の
和
文

の
手
本
と
も
な
っ
て
い
る
。
こ
う
い
う
わ
け
だ
か
ら
、
昔
の
草
子
、
物
語
は
、

こ
こ
で
も
俗
語
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
こ
と
を
思
う
べ
き
で
あ
る
。
和
文
、
漢

文
は
、
そ
の
文
章
は
ち
が
っ
て
い
る
が
、
人
間
の
あ
り
さ
ま
を
う
ま
く
描
写
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す
る
こ
と
が
で
き
て
、
そ
の
趣
を
描
き
つ
く
す
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
俗
語

で
な
け
れ
ば
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
こ
と
は
中
国
も
日
本
も
同
じ
で

あ
る
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
現
在
、
こ
の
間
の
俚
言
、
俗
語
の
変
化
や
聞
き

と
れ
な
い
言
葉
を
そ
の
ま
ま
文
章
に
し
て
は
い
け
な
い
。
私
の
文
章
に
整
っ

て
い
な
く
て
入
り
混
じ
っ
て
い
て
文
章
が
あ
る
の
は
、
こ
の
分
か
り
に
く
い

言
葉
、
卑
俗
な
言
葉
に
な
ら
な
い
よ
う
に
し
て
で
あ
る
。」
云
々

俗
語
に
不
都
合
な
と
こ
ろ
が
多
い
こ
と
は
馬
琴
翁
の
言
う
と
お
り
で
あ
る
。
私

も
、
こ
の
議
論
に
賛
成
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
が
、
し
か
し
、
い
く
ら
か
は

こ
の
議
論
と
意
見
の
違
う
と
こ
ろ
も
無
い
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
い
さ
さ
か
持
論

を
論
述
し
て
、
さ
ら
に
俗
文
を
論
じ
、
明
ら
か
に
し
た
い
。

そ
も
そ
も
小
説
は
、
人
々
の
生
活
の
あ
り
さ
ま
を
写
す
こ
と
を
も
っ
て
、
そ
の

本
質
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
下
流
の
生
活
の
あ
り
さ
ま
を
写
し
出
そ
う
と

す
る
と
き
に
は
、
そ
の
人
物
の
言
葉
な
ど
に
、
田
舎
び
て
い
や
し
い
言
葉
が
あ
る

の
は
、
も
と
よ
り
逃
れ
が
た
い
こ
と
で
あ
る
よ
。
そ
の
様
子
さ
え
写
し
出
し
た
な

ら
、
か
り
に
そ
の
言
葉
は
田
舎
び
て
い
て
も
、
こ
れ
は
か
え
っ
て
下
流
社
会
の
本

当
の
姿
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
俗
語
を
我
が
国
の
小
説
に

使
っ
て
は
い
け
な
い
言
葉
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
デ
ィ
ッ
ケ
ン
ズ
翁10

）

の
小
説
、
お
よ
び
、
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
翁11

）

の
歴
史
小
説
な
ど
に
は
、
ず
い
ぶ
ん

は
な
は
だ
し
い
俗
語
な
ど
を
い
く
ら
と
も
な
く
使
っ
て
い
る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ

て
デ
ィ
ッ
ケ
ン
ズ
を
そ
し
っ
て
、
批
評
し
た
も
の
も
な
い
し
、
ま
た
、
フ
ィ
ー
ル

デ
ィ
ン
グ
翁
を
罵
る
も
の
も
な
い
。
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
翁
の
著
作
は
田
舎
び
て

み
だ
ら
だ
と
い
っ
て
排
斥
す
る
も
の
は
多
い
け
れ
ど
、
そ
れ
は
趣
向
が
田
舎
び
て

み
だ
ら
だ
と
い
う
こ
と
か
ら
出
た
こ
と
で
あ
っ
て
、
文
章
の
上
に
い
う
こ
と
で
は

な
い
。
こ
う
い
う
わ
け
だ
か
ら
、
な
ま
っ
た
方
言
で
あ
っ
て
も
、
聞
き
取
り
に
く

い
俗
語
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
場
合
、
場
合
に
応
じ
て
用
い
る
と
、
け
っ
し
て
い
け

な
い
と
い
う
こ
と
は
な
く
、
か
え
っ
て
、
趣
が
深
い
だ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
わ
が

国
の
俗
語
、
日
常
語
は
、
と
か
く
冗
長
な
欠
点
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
語
法
に
決
ま

っ
た
リ
ズ
ム
が
な
く
、
か
つ
、
音
調
が
美
し
く
な
い
の
で
、
叙
文
（
事
物
の
い
わ

れ
を
序
す
る
文
章
を
い
う
。）、
な
ら
び
に
、
紀
文
（
事
物
の
あ
り
さ
ま
、
性
質
な

ど
を
記
述
す
る
も
の
。）
に
は
、
使
っ
て
も
面
白
く
な
い
と
こ
ろ
が
多
い
。
思
う

に
、
そ
れ
が
冗
長
に
な
っ
て
し
ま
う
原
因
は
、
わ
が
国
本
来
の
や
さ
し
く
や
わ
ら

か
な
や
ま
と
言
葉
に
由
来
す
る
の
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
用
語
法
に
決
ま
っ
た
リ
ズ

ム
が
な
く
、
か
つ
そ
の
音
調
が
美
し
く
な
い
の
は
、
日
本
と
中
国
の
言
語
、
な
ま

っ
た
方
言
が
お
互
い
に
混
ざ
っ
た
こ
と
基
づ
く
の
だ
ろ
う
。
そ
の
う
え
、
俗
語
に

は
三
種
類
の
区
別
が
あ
っ
て
、
上
流
の
人
に
対
す
る
言
葉
と
、
同
等
の
人
に
対
す

る
言
葉
と
、
下
流
の
人
に
対
す
る
言
葉
と
、
そ
れ
ぞ
れ
著
し
い
ち
が
い
が
あ
っ
て
、

あ
の
西
洋
の
言
語
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
同
等
以
下
の
人
に
対
す
る
言

葉
の
よ
う
な
も
の
は
、
ま
っ
た
く
過
去
と
現
在
と
未
来
と
の
区
別
の
な
い
も
の
が

あ
る
。
た
と
え
ば
、「
少
し
も
行
方
が
分
か
ら
な
か
っ
た
の
で
」
と
い
う
叙
事
体

の
文
を
書
く
と
き
に
も
、「
少
し
も
、
行
方
が
分
か
ら
な
い
の
で
」
と
も
い
う
こ

と
が
で
き
る
し
、「
と
ん
と
行
方
が
知
れ
な
か
っ
た
も
の
だ
か
ら
」
と
も
い
う
こ

と
が
で
き
る
し
、「
少
し
も
行
方
が
分
か
ら
な
ん
も
の
だ
か
ら
」
と
も
い
う
こ
と

が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
第
二
と
第
三
と
は
、
俗
語
中
の
俗
語
で
あ
っ
て
、

も
っ
と
も
い
や
し
い
言
葉
な
の
で
、
ま
ず
、
第
一
の
言
葉
を
と
っ
て
叙
述
す
る
の

が
ま
ち
が
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
第
一
の
言
葉
の
よ
う
な
も
の
は
、
い
わ
ゆ
る
現

在
の
言
語
で
あ
る
か
ら
、
す
で
に
過
ぎ
去
っ
た
来
歴
な
ど
を
叙
述
す
る
に
は
最
も
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適
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
イ
ギ
リ
ス
の
文
法
に
も
、
歴
史
的
現
在
と
い
わ
れ

て
い
る
一
種
の
用
語
法
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
時
た
ま
使
う
も
の
で
あ
っ
て
、
い
つ

も
使
う
も
の
で
は
な
い
。
と
て
も
長
々
し
い
来
歴
を
、
日
本
の
冗
長
な
言
語
に
よ

っ
て
過
去
、
現
在
の
区
別
を
し
な
い
で
、
く
だ
く
だ
し
く
述
べ
て
い
く
な
ら
ば
、

つ
い
に
は
、
前
後
が
混
乱
し
、
も
の
ご
と
の
順
序
が
分
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う

こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
で
は
、
第
一
に
、
読
者
に
飽
き
る
気
分
を
起
こ
さ
せ

て
し
ま
う
。
だ
か
ら
、
私
は
、
断
じ
て
言
う
。
俗
語
に
よ
っ
て
物
語
の
言
葉
（
物

語
に
現
れ
た
人
物
の
言
葉
）
を
写
す
の
は
差
支
え
が
な
い
。
た
だ
し
、
地
の
文
に

い
た
っ
て
は
、（
我
が
国
の
俗
語
に
一
大
改
良
が
お
こ
な
わ
れ
な
い
間
は
）
俗
語

に
よ
っ
て
写
し
て
は
い
け
な
い
。
思
う
に
、
こ
の
た
め
に
物
語
の
進
歩
を
妨
げ
る

の
で
は
な
い
か
と
恐
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

左
に
為
永
派
の
人
情
本
の
跋
文12

）

を
挙
げ
る
。
一
読
し
て
、
そ
の
長
所
と
短
所
を

窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

〇
孝
道
無
二
の
丈
夫
で
あ
る
の
に
、
な
ま
じ
人
情
に
引
か
さ
れ
て
、
そ
の

ま
ま
長
者
の
も
と
に
戻
り
、
義
理
あ
る
父
と
注
太
夫
に
せ
め
て
一
筆
書
き
残

そ
う
と
、
硯
を
引
き
寄
せ
摺
り
流
す
墨
も
涙
に
に
じ
み
が
ち
。
事
情
を
知
ら

な
い
の
で
娘
の
お
梅
は
、
唐
紙
を
開
け
て
、
手
を
つ
い
て
、
梅
「
こ
ん
ち
は
、

お
寺
参
り
か
ら
ど
ち
ら
へ
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。」
源
「
お
ふ
く
ろ
の
仏

壇
か
ら
久
し
ぶ
り
で
方
々
へ
歩
い
て
来
ま
し
た
。（
中
略
）
源
「
お
お
、
で

か
し
た
、
で
か
し
た
。
そ
れ
で
こ
そ
武
士
の
妻
。
卑
怯
未
練
の
源
太
左
衛
門

何
ほ
ど
の
こ
と
が
あ
ろ
う
。
本
望
を
遂
げ
る
の
は
、
ま
た
た
く
ま
だ
。
必
ず

吉
左
右
ま
っ
て
い
ろ
。」
と
い
っ
て
、
雨
戸
を
細
め
に
開
け
、
外
を
眺
め
て
、

源
「
思
い
の
ほ
か
に
夜
も
更
け
た
様
子
。
今
か
ら
出
か
け
る
か
ら
、
父
上
と

忠
太
夫
に
こ
の
書
置
き
差
し
上
げ
て
お
く
れ
。
梅
「
そ
れ
で
は
も
う
お
出
か

け
に
な
る
の
で
す
か
。
ず
い
ぶ
ん
お
体
を
大
切
に
。
源
「
お
前
も
体
に
気
を

付
け
て
」
と
す
こ
し
声
を
低
く
し
て
。
源
「
お
ま
き
さ
ん
が
下
さ
る
も
の
を

う
っ
か
り
と
食
べ
な
い
よ
う
に
。
そ
の
他
お
ま
き
さ
ん
か
ら
お
と
っ
さ
ん
に

あ
げ
る
物
に
は
気
を
付
け
て
。
身
体
を
大
事
に
時
間
を
待
ち
な
。」
梅
「
ハ

イ
」
と
答
え
て
取
り
出
だ
す
。
刀
で
切
る
の
で
は
な
い
が
、
ひ
ょ
っ
と
し
た

ら
こ
の
ま
ま
二
人
の
縁
は
切
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
、
刀
に
巻
く
柄
糸

の
「
つ
か
」
で
は
い
が
、
つ
か
の
ま
も
忘
れ
ず
こ
と
が
で
き
ず
、
刀
の
さ
や

の
割
笄
が
分
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
が
、
二
人
は
別
れ
て
も
、
刀
の
鞘
を

結
ぶ
下
緒
の
よ
う
に
結
ば
れ
る
時
が
あ
る
、
と
両
目
に
浮
か
ぶ
涙
を
見
せ
ま

い
と
し
て
云
々

（
松
亭
金
水
）

右
に
載
せ
た
も
の
は
い
わ
ゆ
る
俗
文
体
の
文
章
で
あ
る
が
、
地
の
文
に
は
雅
語

を
混
ぜ
て
使
っ
て
、
俗
語
八
分
の
文
章
と
し
て
い
る
。
思
う
に
、
先
ほ
ど
述
べ
た

多
く
の
不
都
合
が
あ
る
た
め
で
あ
る
。
地
の
文
章
と
言
葉
の
文
章
と
が
こ
の
よ
う

な
氷
と
炭
の
よ
う
な
違
い
が
あ
る
の
は
、
ま
た
致
し
方
の
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、

同
じ
言
葉
の
文
句
の
中
で
、
ま
る
で
時
代
が
違
っ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
性
質
が

異
な
っ
て
い
る
の
は
、
実
に
面
白
く
な
い
こ
と
で
は
な
い
か
。
た
と
え
ば
、
前
の

文
章
中
の
「
お
お
、
で
か
し
た
、
云
々
」
の
語
は
、
い
わ
ゆ
る
芝
居
の
台
詞
で
あ

っ
て
、
今
の
世
の
人
の
言
語
で
は
な
い
。
前
後
の
言
葉
と
比
べ
て
み
た
な
ら
、
不

都
合
の
欠
点
が
な
い
と
は
い
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
れ
が
我
が
国
の
通
常
の
言

葉
の
不
便
さ
か
ら
生
じ
た
こ
と
で
あ
っ
て
、
作
者
を
非
難
す
る
か
ぎ
り
で
は
な
い

が
、
こ
れ
ら
は
俗
文
の
真
髄
で
あ
る
活
き
活
き
と
し
た
面
白
さ
を
損
な
う
こ
と
が

あ
る
。
も
と
よ
り
望
ま
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
こ
れ
は
し
か
し
な
が
ら
、
文
章
の
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性
質
が
そ
の
物
語
の
性
質
に
ふ
さ
わ
し
く
な
く
て
、
言
い
表
す
べ
き
情
緒
も
言
い

つ
く
す
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
よ
る
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
前
段
に
言
っ
た

よ
う
に
、
時
代
も
の
を
書
く
と
き
に
は
、
俗
文
体
を
用
い
る
こ
と
は
、
き
わ
め
て

不
都
合
が
多
い
だ
ろ
う
か
ら
、
雅
俗
の
言
葉
を
折
衷
し
た
別
の
文
体
を
用
い
て
、

そ
の
趣
を
現
す
べ
き
で
あ
る
。

現
代
も
の
を
書
く
と
き
に
も
、
地
の
文
は
、
し
か
た
な
く
雅
文
を
い
く
ら
か
取

り
混
ぜ
て
、
叙
事
を
す
る
便
宜
に
使
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
は
、
す
で
に
前
に
も

言
っ
た
と
お
り
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
雅
俗
折
衷
の
地
の
文
と
、
ま
っ
た
く
俗
語

に
よ
っ
て
書
い
た
言
葉
と
の
折
衷
す
る
加
減
は
、
実
に
簡
単
で
は
な
い
技
術
な
の

で
、
こ
の
文
体
を
使
う
人
た
ち
は
、
充
分
気
を
付
け
な
け
れ
ば
、
う
ま
く
い
く
こ

と
は
極
め
て
難
し
い
こ
と
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
馬
琴
得
意
の
文
体
で
地
の
文
を

書
い
た
続
き
に
、
為
永
得
意
の
ベ
ラ
ン
メ
イ
、
オ
ヨ
シ
ナ
サ
イ
ナ
な
ど
の
よ
う
な

言
葉
を
書
き
だ
し
た
な
ら
、
地
の
文
と
台
詞
と
が
ま
っ
た
く
撞
着
す
る
勢
い
が
あ

っ
て
、
口
調
も
自
然
と
穏
や
か
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
の
撞

着
を
な
く
す
る
た
め
に
地
の
文
を
あ
ま
り
に
俗
文
体
に
か
た
よ
ら
せ
た
な
ら
ば
、

あ
の
意
気
盛
ん
な
様
子
を
写
し
出
す
の
に
不
都
合
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
第
一
の
問

題
で
あ
る
こ
と
だ
。
だ
か
ら
、
俗
文
体
を
使
お
う
と
す
る
な
ら
ば
、
一
種
類
の
文

体
と
す
る
の
が
よ
い
。
け
っ
し
て
馬
琴
の
文
と
春
水
の
文
と
を
合
わ
せ
て
、
地
の

文
と
台
詞
を
記
そ
う
と
企
て
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
す
る
な
ら
、

以
前
の
と
お
り
に
人
情
本
の
文
章
を
書
く
の
に
も
劣
っ
て
拙
劣
で
あ
る
。
俗
語
な

ど
は
、
卑
し
い
も
の
の
よ
う
だ
が
、
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
作
者
で
あ
ろ
う
と

す
る
も
の
は
、
よ
く
よ
く
こ
の
あ
た
り
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
以
前
に
俗

語
は
、
意
味
の
分
か
ら
ぬ
言
葉
が
多
く
、
な
ま
っ
た
言
葉
、
田
舎
の
言
葉
が
多
い

と
言
っ
た
の
で
、
読
者
は
私
が
き
っ
と
俗
語
を
内
々
貶
め
た
と
思
っ
た
だ
ろ
う
が
、

そ
れ
は
、
ま
た
、
は
な
は
だ
し
い
誤
り
で
あ
る
。
言
葉
は
魂
で
あ
る
。
文
は
形
で

あ
る
。
俗
語
に
は
、
七
情13

）

す
べ
て
が
化
粧
を
ほ
ど
こ
さ
な
い
で
現
れ
る
が
、
文
章

に
は
、
七
情
も
、
み
な
紅
、
お
し
ろ
い
を
ほ
ど
こ
し
て
現
れ
、
幾
分
か
は
実
を
失

う
と
こ
ろ
が
あ
る
。
俗
語
の
ま
ま
に
言
葉
を
写
す
と
、
差
し
向
か
い
で
談
話
す
る

よ
う
な
興
味
が
あ
る
。
雅
俗
折
衷
の
文
章
で
台
詞
を
綴
る
と
、
手
紙
を
読
む
思
い

が
す
る
。
そ
の
面
白
み
が
薄
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
俗
文
の

利
益
は
す
で
に
こ
の
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
、
残
念
な
こ
と
に
、
世
の
中
に
そ
の
不

都
合
を
除
く
方
法
が
な
い
。
あ
あ
、
私
の
仲
間
の
才
子
よ
、
誰
が
こ
の
方
法
を
表

し
出
す
だ
ろ
う
か
。

私
は
今
か
ら
首
を
長
く
し
て
新
し
い
俗
文
体
が
世
に
出
る
日
を
待
つ
も
の
で
あ
る
。

〔
注
〕

１
）現
代
を
舞
台
と
す
る
小
説
の
こ
と
。

２
）為
永
派
・
染
崎
延
房
（
二
世
為
永
春
水
）
お
よ
び
、
そ
の
弟
子
た
ち
を
指
す
。

３
）曲
亭
馬
琴
は
か
つ
て
言
っ
た
・
以
下
は
、『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
第
九
輯
下

中

巻
第
十
九
の
「
簡
端
贅
言
」
の
後
半
部
分
か
ら
の
引
用
。

４
）『
二
程
全
書
』・
北

の
程
顥
、
程
頤
兄
弟
の
文
章
を
集
め
た
も
の
。

学
の
先

駆
と
な
っ
た
。

５
）『
朱
子
語
類
』・
南

の
思
想
家
朱
熹
の
語
録
。
門
人
が
集
め
た
も
の
。

６
）『
奇
功
新
事
』・
未
詳
。

７
）『
傷
寒
條
弁
』・『
傷
寒
論
』
は
、
後
漢
の
張
機
に
よ
る
と
さ
れ
る
古
医
書
。
漢
方

医
の
聖
典
。

８
）『
虚
堂
録
』・
南

の
禅
僧
虚
智
愚
の
語
録
。

９
）『
光
明
蔵
』・
南

橘
洲
少
曇
編
の
禅
宗
史
。

10
）デ
ィ
ケ
ン
ズ
翁
・C

h
a
rles

D
ick

en
s

（
一
八
一
二
〜
七
〇
）
イ
ギ
リ
ス
の
小
説
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家
。
代
表
作
に
『
二
都
物
語
』、『
ク
リ
ス
マ
ス
・
カ
ロ
ル
』
な
ど
。

11
）フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
翁
・H

en
ry
F
ield

in
g

（
一
七
〇
七
〜
五
四
）
イ
ギ
リ
ス
の

小
説
家
。
代
表
作
に
『
ト
ム
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
』
が
あ
る
。

12
）為
永
派
の
人
情
本
の
跋
文
・
本
文
に
松
亭
金
水
と
あ
り
、『
鶯
塚
千
代
廼
初
声
』

の
一
節
と
岩
波
文
庫
の
注
（
宗
像
和
重
氏
に
よ
る
。）
に
も
あ
る
が
、
実
際
に
は
、

山
々
亭
有
人
に
よ
る
続
編
、
三
巻
の
上
の
一
節
で
あ
る
。

13
）七
情
・
七
つ
の
感
情
。
喜
、
怒
、
哀
、
楽
、
哀
、
悪
、
欲
。

（
第
三
）
雅
俗
折
衷
文
体

雅
俗
折
衷
の
文
体
は
、
一
つ
で
は
足
り
な
い
。
さ
ら
に
大
別
し
て
二
種
と
す
る
。

一
つ
を
読
み
本
体
と
称
し
、
一
つ
を
草
子
体
と
称
す
る
。

（
甲
）

読
み
本
体
は
、
地
の
文
章
を
綴
る
に
は
雅
語
七
、
八
分
の
雅
俗
折
衷
の

文
体
を
用
い
、
台
詞
を
綴
る
の
に
は
、
雅
言
五
、
六
分
の
雅
俗
折
衷
の
文
体
を
用

い
る
。
し
た
が
っ
て
、
地
の
文
と
台
詞
の
文
と
が
お
互
い
に
喰
い
ち
が
う
よ
う
な

心
配
も
な
く
、
み
や
び
な
様
子
を
述
べ
る
の
に
は
、
雅
語
を
用
い
て
述
べ
、
粗
野

な
趣
を
述
べ
る
に
は
俗
語
を
使
っ
て
述
べ
、
臨
機
応
変
に
貴
賤
雅
俗
を
写
し
分
け

る
の
に
便
利
で
あ
る
。
か
つ
、
中
国
の
言
葉
を
さ
え
、
そ
の
折
々
に
交
え
て
使
っ

て
、
国
語
の
不
足
を
補
う
こ
と
な
の
で
、
美
し
く
た
お
や
か
な
場
面
に
な
る
と
和

文
の
み
や
び
や
か
な
も
の
を
使
っ
て
こ
れ
を
彩
り
、
い
き
お
い
の
激
し
い
模
様
を

述
べ
る
と
き
に
は
、
漢
語
の
雄
健
な
も
の
を
用
い
て
、
そ
の
足
り
な
い
と
こ
ろ
を

補
い
、
俗
語
を
六
、
七
分
交
え
て
使
っ
て
は
、
は
る
か
に
離
れ
た
田
舎
の
様
子
を

は
っ
き
り
と
写
し
出
し
、
雅
語
を
八
、
九
分
用
い
て
は
、
雲
上
人
の
遠
い
昔
の
言

葉
も
そ
の
文
面
に
表
す
こ
と
が
で
き
る
。
時
代
物
語
を
綴
ろ
う
と
す
る
な
ら
、
こ

れ
と
比
べ
る
こ
と
の
で
き
る
良
い
文
体
が
他
に
あ
る
と
も
思
わ
な
い
の
で
あ
る
。

現
代
も
の
の
小
説
の
よ
う
な
も
の
も
、
あ
る
い
は
、
こ
の
文
体
で
つ
づ
る
こ
と
が

で
き
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
他
の
俗
文
体
、
草
双
紙
体
な
ど
に
比
べ
る
と
、
一

歩
譲
る
と
こ
ろ
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
思
う
に
、
そ
の
台
詞
が
一
種
の
特
質
を
も
っ

て
い
て
、
今
の
言
葉
に
比
べ
る
と
大
い
に
異
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

だ
か
ら
、
現
代
も
の
の
小
説
に
は
、
こ
の
文
体
を
用
い
な
い
こ
と
は
、
か
え
っ
て

当
然
と
思
わ
れ
る
の
だ
。

雅
俗
折
衷
の
加
減
さ
え
、
う
ま
く
い
っ
た
な
ら
ば
、
時
代
物
語
に
適
す
る
文
章

は
、
実
に
こ
の
文
の
他
に
は
な
い
だ
ろ
う
。
と
は
い
っ
て
も
、
雅
俗
折
衷
の
加
減
、

塩
梅
は
、
と
て
も
簡
単
な
こ
と
で
は
な
い
の
で
、
な
お
幼
稚
な
エ
セ
作
家
は
、
こ

れ
を
使
お
う
と
企
て
な
が
ら
、
ま
っ
た
く
読
む
に
煩
わ
し
い
、
卑
し
い
、
俗
な
文

章
を
作
る
こ
と
が
あ
る
。
試
み
に
、
一
つ
二
つ
そ
の
難
点
を
挙
げ
て
い
う
な
ら
、

ま
ず
、
第
一
に
み
や
び
な
調
子
に
偏
り
や
す
い
こ
と
で
あ
る
。
初
心
の
作
者
が
綴

っ
た
読
み
本
体
の
文
を
見
る
と
、
だ
い
た
い
み
や
び
な
調
子
に
傾
い
て
（
作
者
が

も
し
古
典
に
詳
し
い
者
で
あ
れ
ば
）、
文
法
に
ば
か
り
心
を
配
っ
て
、
貴
賤
の
言

葉
に
区
別
な
く
、
言
葉
と
言
葉
が
切
れ
切
れ
に
な
っ
て
、
読
む
の
に
美
し
く
な
い

文
を
作
る
か
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
音
調
ば
か
り
に
の
み
心
を
用
い
て
、
長
歌
の

よ
う
な
、
今
様
歌１

）

の
よ
う
な
文
章
を
書
い
て
、
事
物
の
活
動
の
勢
い
を
失
う
も
の

が
多
い
。
か
り
そ
め
に
も
雅
語
を
用
い
る
か
ら
に
は
、
文
法
を
守
る
こ
と
は
、
も

ち
ろ
ん
、
当
然
の
こ
と
だ
け
れ
ど
も
、
そ
う
か
と
い
っ
て
あ
ま
り
に
文
法
ば
か
り

に
ま
っ
た
く
心
を
奪
わ
れ
て
、
小
説
、
稗
史
の
本
分
で
あ
る
人
の
心
や
世
の
あ
り

さ
ま
を
写
す
こ
と
が
で
き
な
い
な
ら
、
ま
こ
と
に
利
益
の
少
な
い
こ
と
と
い
う
べ

き
で
あ
る
。

三
六

現
代
語
版
『
小
説
神
髄
』（
八
）

坂
井

健
）



第
二
に
は
、
俗
文
体
に
偏
る
こ
と
が
こ
れ
で
あ
る
。
和
文
を
深
く
心
得
て
い
な

い
連
中
が
、
な
ま
じ
っ
か
に
多
く
俗
語
を
交
え
て
使
お
う
と
試
み
る
と
き
に
は
、

だ
い
た
い
浄
瑠
璃
本
、
ま
た
は
、
端
唄２

）

め
い
た
文
体
に
流
れ
や
す
く
、
音
調
が
滑

ら
か
な
と
こ
ろ
も
あ
る
け
れ
ど
、
そ
の
声
は
い
や
し
く
て
少
し
も
読
む
に
耐
え
な

い
も
の
が
あ
る
。
瀬
川
如
幸３

）

が
著
し
た
『

臣
録
』

４
）

の
よ
う
な
も
の
は
、
や
や
こ

の
そ
し
り
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

〔
注
〕

１
）今
様
歌
（
い
ま
よ
う
う
た
）
平
安
中
期
に
起
っ
た
新
様
式
の
歌
謡
で
あ
る
が
、
こ

こ
で
は
七
五
調
の
仏
教
歌
謡
の
和
讃
な
ど
を
指
す
。

２
）端
唄
（
は
う
た
）・
江
戸
時
代
後
期
に
流
行
し
た
俗
曲
。
三
味
線
で
伴
奏
し
、
歌

詞
が
短
い
。

３
）瀬
川
如
皐
（
せ
が
わ
・
じ
ょ
こ
う
・
一
八
〇
六
〜
一
八
八
一
）
歌
舞
伎
作
者
。

「
東
山
桜
荘
子
」、「
与
話
情
浮
名
横
櫛
」
な
ど
。

４
）

臣
録
（
て
い
し
ん
ろ
く
）・『
木
曾
義
仲

臣
録
』。
木
曾
義
仲
に
し
た
が
う
忠

臣
と
巴
御
前
を
描
い
た
読
本
。

（
以
下
次
号
）

〔
付
記
〕

本
稿
は
、
江
蘇
省
社
会
科
学
基
金
「
坪
内
逍

文
論
中
的
中
国
文
化
要
素
研
究
」

（
蘇
州
大
学
、
研
究
代
表
者

文
東
、
二
〇
一
六
〜
二
〇
一
九
年
）
に
よ
る
成
果

の
一
部
で
あ
る
。

さ
か
い

た
け
し

日
本
文
学
科
）

二
〇
一
八
年
十
一
月
十
四
日
受
理

三
七

佛
教
大
学

文
学
部
論
集

第
一
〇
三
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）


