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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
、

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
訳
に
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
』（
中
村
完
注
釈
、
角
川

書
店
、
昭
和
四
九
年
一
〇
月
）
に
詳
細
な
注
が
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
、
最
小
限

に
と
ど
め
た
。
こ
の
注
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
。
現
代
語
訳
の
底
本
は
、
初
版
本
（
松
月
堂
、

明
治
一
八
〜
一
九
年
）
と
し
た
。

要
す
る
に
、
本
稿
は
、
岩
波
文
庫
『
小
説
神
髄
』
を
も
ち
な
が
ら
、
そ
の
ま
ま

で
は
理
解
し
に
く
い
初
学
者
を
主
に
念
頭
に
お
い
て
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。

小
説
の
主
眼

小
説
の
主
眼
は
人
情
で
あ
る
。
世
態
風
俗
が
こ
れ
に
次
ぐ
。
人
情
と
は
、
ど
ん

な
も
の
を
い
う
の
か
。（
答
え
て
）
曰
く
。
人
情
と
は
、
人
間
の
情
欲
で
、
い
わ

ゆ
る
百
八
煩
悩
が
こ
れ
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
人
間
は
情
欲
の
動
物
な
の
で
、
ど
ん

な
賢
人
、
良
い
人
物
で
あ
っ
て
も
、
こ
れ
ま
で
情
欲
を
も
た
な
い
も
の
は
、
ま
れ

で
あ
る
。
賢
い
か
賢
く
な
い
か
の
区
別
な
く
、
誰
で
も
情
欲
を
抱
い
て
い
る
も
の

だ
か
ら
、
賢
者
が
つ
ま
ら
ぬ
人
間
と
違
う
理
由
、
善
人
が
悪
人
と
違
う
理
由
は
、

た
だ
、
理
性
の
力
、
も
し
く
は
、
良
心
の
力
に
よ
っ
て
、
情
欲
を
抑
制
し
、
煩
悩

の
犬
を
払
う
こ
と
に
よ
る
ば
か
り
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
智
力
が
非
常
に
進
ん
で
、

気
格
が
高
尚
な
人
に
あ
っ
て
は
、
常
に
劣
情
を
包
み
隠
し
て
、
そ
の
外
面
に
現
さ

な
い
の
で
、
ま
る
で
そ
の
人
は
煩
悩
を
完
全
に
脱
し
た
よ
う
だ
け
れ
ど
も
、
そ
の
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人
も
ま
た
感
情
を
持
っ
た
人
間
で
あ
る
か
ら
に
は
、
ど
う
し
て
情
欲
が
な
い
こ
と

が
あ
ろ
う
か
。
悲
し
ん
で
も
乱
れ
る
こ
と
な
く
、
楽
し
ん
で
も
感
情
に
任
せ
る
こ

と
な
く
、
そ
の
節
度
を
守
る
こ
と
が
で
き
る
ば
か
り
か
、
怒
る
べ
き
こ
と
を
も
特

に
怒
ら
ず
、
恨
む
べ
き
こ
と
を
も
恨
ま
な
い
の
は
、
も
と
も
と
情
欲
が
薄
い
の
で

は
な
く
て
、
そ
の
人
の
理
性
の
力
が
強
い
た
め
で
あ
る
。
こ
う
い
う
わ
け
だ
か
ら
、

外
面
に
現
し
て
行
な
う
こ
と
は
あ
く
ま
で
も
純
正
純
良
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の

行
い
を
な
す
に
先
立
っ
て
、
幾
多
の
劣
情
が
心
の
中
に
湧
き
起
こ
ら
な
い
な
ど
と

い
う
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。
そ
の
人
の
劣
情
と
理
性
の
力
と
が
心
の
中
で
お
互
い
に

戦
っ
て
、
理
性
が
劣
情
に
勝
つ
に
お
よ
ん
で
、
初
め
て
善
行
を
な
す
こ
と
が
で
き

る
の
だ
。
あ
の
神
や
聖
人
で
な
い
以
上
は
、
水
が
低
い
方
へ
流
れ
る
よ
う
に
、
善

を
修
め
る
も
の
が
あ
ろ
う
か
。
い
く
ら
か
迷
う
心
の
あ
る
の
を
、
ち
ゃ
ん
と
理
性

で
抑
え
る
か
ら
こ
そ
、
賢
人
と
も
君
子
と
も
言
わ
れ
る
の
だ
。
初
め
か
ら
迷
い
が

な
か
っ
た
ら
、
善
を
行
な
っ
て
も
珍
し
く
は
な
い
。
君
子
、
賢
人
な
ど
と
言
っ
た

と
し
た
ら
、
か
え
っ
て
ば
か
げ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
人
間
と
い
う
動
物

に
は
、
外
に
現
わ
れ
る
外
部
の
行
為
と
、
内
に
隠
れ
て
い
る
思
想
と
、
二
通
り
の

現
象
が
あ
る
べ
き
は
ず
だ
。
そ
し
て
、
内
外
、
両
方
と
も
そ
の
現
象
は
様
々
で
あ

っ
て
、
人
の
顔
の
よ
う
に
違
っ
て
い
る
か
ら
、
世
に
歴
史
が
あ
り
伝
記
が
あ
っ
て
、

外
に
現
わ
れ
た
行
為
の
よ
う
な
も
の
は
、
だ
い
た
い
こ
れ
を
写
す
け
れ
ど
も
、
内

部
に
隠
れ
て
い
る
思
想
の
よ
う
な
も
の
は
、
く
だ
く
だ
し
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
、

写
す
こ
と
が
で
き
た
も
の
は
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
な
い
。
こ
の
人
情
の
奥
を
究

め
て
、
賢
人
、
君
子
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
老
弱
男
女
、
善
悪
正
邪
の
心
の
中
の

内
幕
を
、
洩
ら
す
と
こ
ろ
な
く
描
き
出
し
て
、
細
か
く
詳
し
く
、
人
情
を
は
っ
き

り
と
見
え
さ
せ
る
こ
と
を
我
々
の
仲
間
の
小
説
家
の
勤
め
と
す
る
の
で
あ
る
。
か

り
に
人
情
を
写
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
皮
相
だ
け
を
写
し
た
も
の
は
、
ま
だ
こ
れ

を
真
の
小
説
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
奥
底
を
究
め
る
に
お
よ
ん
で
、
は

じ
め
て
小
説
が
小
説
で
あ
る
（
姿
を
）
見
る
の
で
あ
る
。
和
漢
に
有
名
な
小
説
作

者
た
ち
は
、
ひ
た
す
ら
脚
色
が
皮
相
に
と
ど
ま
る
も
の
を
つ
た
な
い
と
い
っ
て
、

深
く
そ
の
奥
底
に
入
る
こ
と
を
努
め
た
け
れ
ど
も
、
主
眼
と
す
べ
き
人
情
を
皮
相

を
写
し
て
満
足
し
て
い
た
。
ど
う
し
て
残
念
で
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。
小
説
作

者
の
や
り
方
は
心
理
学
者
の
よ
う
で
あ
る
。
す
べ
か
ら
く
心
理
学
の
理
屈
に
基
づ

い
て
、
小
説
の
人
物
を
創
造
す
る
べ
き
で
あ
る
。
か
り
に
も
自
分
の
考
え
に
よ
っ

て
、
無
理
に
人
情
に
当
て
は
ま
ら
な
い
、
い
や
、
心
理
学
に
外
れ
た
人
物
な
ど
を

創
造
し
た
な
ら
ば
、
そ
の
人
物
は
も
は
や
す
で
に
人
間
世
界
の
も
の
で
は
な
く
、

作
者
の
想
像
上
の
人
物
で
あ
る
の
で
、
そ
の
脚
色
は
巧
み
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
物

語
が
面
白
く
て
も
、
こ
れ
を
小
説
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
も
の
に
例
え
て
言

う
な
ら
、
操
り
人
形
と
い
う
も
の
に
似
て
い
る
。
少
し
だ
け
こ
れ
を
見
る
と
、
ま

る
で
多
く
の
人
物
が
活
動
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
何
度
も
熟
視
し
て
み
る
と
、

人
形
使
い
の
姿
も
見
え
、
仕
掛
け
の
具
合
も
と
て
も
よ
く
分
か
っ
て
、
興
味
が
無

く
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
小
説
も
、
ま
た
、
こ
れ
と
同
じ
で
、
作
者
が
人
物
の
背

後
に
い
て
、
し
ば
し
ば
糸
を
引
く
様
子
が
は
っ
き
り
と
人
物
の
挙
動
に
見
え
た
な

ら
、
た
ち
ま
ち
興
味
を
失
う
だ
ろ
う
。
試
み
に
一
例
を
あ
げ
て
言
う
な
ら
、
あ
の

曲
亭
馬
琴
の
傑
作
で
あ
っ
た
『
南
総
里
見
八
犬
伝１

）

』
の
中
の
八
犬
士
の
よ
う
な
も

の
は
、
仁
義
八
行
（
仁
義
礼
智
忠
信
孝
悌
）
の
化
け
物
で
、
決
し
て
人
間
と
は
い

え
な
い
。
作
者
の
本
意
も
、
は
じ
め
か
ら
、
例
の
八
行
を
人
間
に
な
ぞ
ら
え
て
小

説
を
作
る
つ
も
り
で
あ
る
か
ら
、
あ
く
ま
で
八
犬
士
の
行
い
を
完
全
無
欠
の
も
の

に
し
て
、
勧
善
懲
悪
の
意
味
を
寓
し
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
勧
善
懲
悪
を
主
眼
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と
し
て
『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
を
評
す
る
時
に
は
、
東
西
古
今
に
そ
の
類
の
無
い

良
い
小
説
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
他
の
人
情
を
主
眼
と
し
て
こ
の
物

語
を
批
評
し
た
な
ら
ば
、
瑕
の
な
い
宝
石
だ
と
讃
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の

訳
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、
あ
の
八
主
人
公
の
行
い
を
見
よ
。
い
や
、
行

為
は
と
も
か
く
、
腹
の
中
で
思
っ
て
い
る
こ
と
さ
え
、
徹
頭
徹
尾
道
に
適
っ
て
、

一
度
も
劣
情
を
起
こ
し
た
こ
と
が
な
い
。
ま
し
て
一
時
一
瞬
と
い
っ
て
も
、
心
が

乱
れ
、
騒
い
で
、
あ
の
理
性
の
力
と
心
の
中
で
戦
っ
て
い
た
た
め
し
も
な
い
。
か

り
に
堯
や
舜２

）

の
聖
帝
の
世
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
聖
賢
が
八
人
ま
で

も
そ
ろ
っ
て
世
に
現
わ
れ
る
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
望
み
が
た
い
こ
と
で
は
な
い
か
。

思
う
に
、
八
犬
士
は
曲
亭
馬
琴
の
想
像
上
の
人
物
で
、
現
世
の
人
間
の
写
実
で
は

な
い
の
で
、
こ
の
不
都
合
も
あ
っ
た
の
だ
。
と
は
い
っ
て
も
、
馬
琴
の
非
凡
さ
は
、

見
事
に
巧
妙
な
意
匠
に
よ
っ
て
、
そ
の
こ
じ
つ
け
を
覆
っ
た
か
ら
、
読
者
は
少
し

も
こ
れ
を
知
ら
ず
、
見
事
に
人
情
を
究
め
て
い
る
と
褒
め
讃
え
た
の
は
、
ま
ち
が

っ
て
は
い
な
い
か
。
こ
う
い
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
を
小

説
で
は
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
今
、
例
証
と
し
て
都
合
が
い
い
た
め
に
、

し
ば
ら
く
人
口
に
膾
炙
し
て
い
る
あ
の
傑
作
を
引
用
し
た
だ
け
だ
。
曲
亭
翁
の
著

作
に
つ
い
て
は
、
私
は
、
み
ず
か
ら
別
に
論
が
あ
る
。
そ
れ
も
折
が
あ
れ
ば
説
く

こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
小
説
の
作
者
た
る
も
の
は
、
も
っ
ぱ
ら
そ
の
心

を
心
理
に
注
い
で
、
自
分
が
作
っ
た
人
物
で
あ
っ
て
も
、
一
度
（
小
説
の
）
篇
中

に
現
れ
た
以
上
は
、
こ
れ
を
現
実
世
界
の
人
と
み
な
し
て
、
そ
の
感
情
を
写
し
出

す
の
に
、
決
し
て
自
分
の
考
え
に
よ
っ
て
善
悪
正
邪
の
感
情
を
作
り
出
す
こ
と
を

せ
ず
、
た
だ
、
傍
観
し
て
あ
り
の
ま
ま
に
写
実
的
に
写
す
心
得
で
あ
る
べ
き
で
あ

る
。
た
と
え
ば
、
人
間
の
心
を
将
棋
の
駒
と
見
な
す
時
に
は
、
そ
の
ま
っ
す
ぐ
な

こ
と
は
、
飛
車
の
よ
う
な
感
情
も
少
な
く
な
い
だ
ろ
う
し
、
行
く
道
が
常
に
横
向

き
で
あ
る
心
の
角
も
多
い
だ
ろ
う
。
桂
馬
の
ひ
ょ
う
き
ん
な
心
、
香
車
の
考
え
な

し
の
心
、
あ
る
い
は
、
王
将
の
才
に
富
ん
で
、
臨
機
応
変
の
縦
横
無
尽
な
行
な
い

も
あ
れ
ば
、
た
だ
、
進
む
べ
き
前
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
、
左
右
に
避
け
る
べ
き

道
を
知
ら
な
い
、
つ
ま
ら
ぬ
歩
、
凡
庸
な
歩
も
少
な
く
な
い
。
各
自
思
い
思
い
の

行
動
を
し
て
、
こ
の
世
の
中
を
渡
る
の
だ
か
ら
、
ま
っ
す
ぐ
な
飛
車
も
成
長
す
れ

ば
、
昔
の
飛
車
と
同
じ
で
は
な
い
。
角
も
世
故
に
長
ず
る
に
至
る
と
、
ま
っ
す
ぐ

な
道
を
行
く
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
王
将
も
つ
ま
ら
ぬ
歩
の
手
に
か

か
り
、
あ
る
い
は
、
思
慮
の
な
い
香
車
で
あ
っ
て
も
金
銀
を
得
る
こ
と
も
あ
る
だ

ろ
う
。
指
し
手
は
、
造
物
主
の
翁
で
あ
っ
て
、
駒
は
、
す
な
わ
ち
人
間
で
あ
る
。

指
し
手
の
采
配
が
不
思
議
で
あ
る
こ
と
は
、
横
か
ら
見
る
の
と
は
大
い
に
違
っ
て

い
る
。「
あ
の
金
は
、
も
う
す
ぐ
あ
っ
ち
へ
成
り
こ
み
、
進
ん
で
王
手
と
な
る
だ

ろ
う
。」
と
思
う
の
と
違
っ
て
、
一
つ
の
つ
ま
ら
ぬ
歩
に
た
ち
ま
ち
道
を
ふ
さ
が

れ
て
、
後
退
す
る
べ
き
暇
さ
え
な
く
て
、
桂
馬
の
餌
食
と
な
る
こ
と
も
あ
る
。
だ

か
ら
、
人
間
も
こ
れ
と
同
じ
で
、
栄
達
も
落
魄
も
必
ず
し
も
人
間
の
性
質
に
伴
わ

な
い
の
で
、
あ
る
い
は
、
才
子
で
あ
っ
て
業
を
な
さ
な
い
も
の
も
あ
る
し
、
あ
る

い
は
、
凡
庸
な
人
物
で
あ
っ
て
志
を
得
る
者
も
あ
る
。
千
の
様
、
万
の
様
子
、
千

変
万
化
、
因
果
の
関
係
が
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
の
は
、
あ
ら
か
じ
め
予
測
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
。
だ
か
ら
、
小
説
を
書
く
に
あ
た
っ
て
、
よ
く
人
情
の
奥
を
研
究
し
、

世
の
中
の
あ
り
様
の
真
実
を
知
ろ
う
と
望
む
な
ら
ば
、
ま
さ
に
他
人
の
将
棋
を
見

て
、
そ
の
局
面
の
成
り
行
き
を
人
に
語
る
よ
う
に
す
る
べ
き
だ
。
も
し
、
一
言
一

句
た
り
と
も
、
横
で
見
た
助
言
を
下
す
と
き
に
は
、
将
棋
は
す
で
に
作
者
の
将
棋

と
な
っ
て
、
他
人
の
誰
そ
れ
た
ち
が
指
し
た
将
棋
と
は
い
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
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「
あ
あ
、
こ
の
と
こ
ろ
は
と
て
も
下
手
だ
。
自
分
だ
っ
た
ら
こ
う
す
る
だ
ろ
う
。

こ
う
こ
う
に
す
る
べ
き
な
の
に
。」
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
も
改
め
な
い
で
、
た
だ
、

あ
り
の
ま
ま
に
写
し
て
こ
そ
、
初
め
て
小
説
と
も
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

お
よ
そ
、
小
説
と
実
録３

）

と
は
そ
の
外
観
に
つ
い
て
見
る
と
、
少
し
も
違
い
の
な
い

も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
小
説
の
主
人
公
は
、
実
録
の
主
人
公
と
同
じ
で
は
な
く
て
、

完
全
に
作
者
の
考
え
か
ら
生
ま
れ
た
虚
構
・
架
空
の
人
物
で
あ
る
だ
け
だ
。
け
れ

ど
も
、
い
っ
た
ん
出
現
し
て
、
小
説
中
の
人
物
と
な
っ
た
な
ら
ば
、
作
者
と
い
え

ど
も
、
勝
手
に
こ
れ
を
進
退
さ
せ
て
は
い
け
な
い
。
ま
る
で
他
人
の
よ
う
に
思
っ

て
、
自
然
の
な
り
ゆ
き
だ
け
を
写
す
べ
き
で
あ
る
。
あ
の
勧
善
懲
悪
を
も
っ
て
主

眼
と
し
た
日
本
や
中
国
の
小
説
作
者
の
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
感
情
は
、
こ
の
人

物
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。
こ
ん
な
情
欲
を
出
し
た
な
ら
ば
、
こ
の
人
物
の
値
打
ち

を
下
げ
て
し
ま
う
。
聖
人
君
子
に
恥
じ
な
い
立
派
な
人
物
に
し
て
お
く
の
が
一
番

だ
、
な
ど
と
、
作
者
が
脇
か
ら
見
た
小
細
工
に
よ
っ
て
、
登
場
人
物
の
感
情
を
折

衷
し
、
勧
善
懲
悪
と
い
う
人
が
作
っ
た
模
型
に
造
化
の
作
用
を
は
め
込
む
と
き
に

は
、
そ
の
人
情
と
世
の
あ
り
さ
ま
と
は
、
す
で
に
天
然
の
も
の
で
は
な
く
、
作
者

み
ず
か
ら
が
拵
え
た
、
あ
つ
ら
え
向
き
の
人
情
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
登
場
人
物
以

外
に
は
、
決
し
て
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
人
情
で
あ
る
は
ず
だ
。
そ
も
そ
も
小
説

の
主
人
公
は
、
も
と
よ
り
虚
構
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
完
美
に
さ
せ
よ
う
と
望
む

と
き
に
は
、
作
者
の
意
匠
の
浮
か
ん
だ
ま
ま
に
、
あ
く
ま
で
す
べ
て
美
に
こ
し
ら

え
る
の
も
、
別
に
妨
げ
る
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
た
だ
、
あ
ら
か
じ
め
限
度

を
設
け
て
、
人
情
の
枠
か
ら
は
み
出
な
い
よ
う
に
工
夫
を
凝
ら
す
こ
と
が
肝
要
で

あ
る
。
た
と
え
ば
、
絵
描
き
が
意
匠
を
凝
ら
し
て
、
美
人
の
肖
像
を
描
く
と
き
に

も
、
ひ
た
す
ら
艶
や
か
で
あ
ろ
う
と
望
ん
で
、
み
だ
り
に
あ
る
は
ず
も
な
い
瞳
を

描
き
、
ま
た
は
、
眉
や
口
の
類
な
ど
も
人
間
ら
し
く
な
く
写
し
出
す
な
ら
ば
、
そ

の
顔
が
ど
ん
な
に
美
で
あ
っ
て
も
、
こ
れ
を
名
画
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
い

や
、
名
画
と
い
う
こ
と
は
で
き
よ
う
が
、
も
っ
と
も
美
し
い
「
人
間
」
を
描
い
た

名
画
と
は
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
も
し
、
も
っ
と
も
美
し
い
、
未
曾
有
の
美
人

を
描
き
出
そ
う
と
望
む
な
ら
ば
、
ま
ず
、
そ
の
眉
を
描
く
に
あ
た
っ
て
、
世
に
眉

が
美
し
い
こ
と
で
有
名
な
美
人
の
眉
を
ひ
な
形
と
し
、
そ
し
て
、
そ
の
眉
を
描
く

べ
き
で
あ
る
。
瞳
に
つ
い
て
も
、
ま
た
そ
れ
と
同
じ
で
、
世
に
美
し
い
瞳
の
誉
れ

の
あ
る
、
美
人
の
瞳
を
手
本
と
し
て
、
そ
の
瞳
を
写
す
べ
き
で
あ
る
。
鼻
、
唇
は

い
う
ま
で
も
な
い
。
顔
の
長
短
、
髪
の
色
つ
や
、
皆
、
世
の
中
に
存
在
す
る
は
ず

の
人
間
か
ら
、
そ
の
ひ
な
形
を
取
っ
て
来
て
、
は
じ
め
て
古
今
に
か
つ
て
な
い
も

っ
と
も
美
し
い
婦
人
を
描
く
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。
も
し
、
そ
う
し
な
い
で
、
眉

も
口
も
、
絵
描
き
が
自
分
勝
手
な
想
像
か
ら
作
り
だ
し
た
も
の
で
あ
る
よ
う
な
と

き
に
は
、
こ
れ
は
人
間
の
肖
像
で
は
な
く
て
、
人
間
以
上
、
も
し
く
は
、
ま
た
人

間
以
下
の
肖
像
で
あ
る
だ
ろ
う
。
人
物
を
虚
構
す
る
に
も
、
ま
ず
、
そ
の
よ
う
に
、

あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
い
る
人
間
か
ら
そ
の
性
格
の
基
を
も
と
め
て
、
あ
わ
せ
て
こ
れ

を
一
つ
の
も
の
と
し
、
完
美
で
全
く
善
良
な
人
物
を
小
説
中
に
作
り
だ
す
の
は

（
も
し
、
そ
の
配
合
の
方
法
・
塩
梅
が
心
理
学
に
外
れ
て
い
る
理
由
が
な
い
以
上

は
）
特
に
不
都
合
な
こ
と
で
は
な
い
が
、
決
し
て
人
間
界
に
望
む
こ
と
の
で
き
な

い
、
驚
く
べ
き
、
妙
に
偉
い
人
物
な
ど
を
、
作
者
が
自
分
勝
手
な
想
像
で
虚
構
す

る
こ
と
は
、
忌
む
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
前
に
も
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
も
と
も

と
小
説
は
芸
術
で
あ
っ
て
、
詩
歌
・
伝
奇
な
ど
と
同
じ
も
の
で
あ
る
が
、
ま
た
、

自
然
と
詩
歌
・
伝
奇
と
違
う
と
こ
ろ
も
少
な
く
な
い
。
例
え
ば
、
詩
歌
は
、
必
ず

し
も
写
実
を
主
眼
と
し
な
い
け
れ
ど
も
、
小
説
は
、
常
に
写
実
に
よ
っ
て
、
そ
の
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全
体
の
根
拠
と
し
、
人
情
を
写
実
し
、
世
の
あ
り
様
を
写
実
し
、
ひ
た
す
ら
写
実

す
る
も
の
を
、
実
物
に
迫
ら
せ
る
よ
う
に
努
め
る
も
の
な
の
だ
。
小
説
が
、
ま
だ

発
達
し
な
い
で
、
な
お
ロ
マ
ン
ス
で
あ
っ
た
こ
ろ
に
は
、
そ
の
体
裁
も
詩
歌
と
同

様
で
あ
っ
て
、
奇
異
な
こ
と
を
写
し
て
い
た
が
、
い
っ
た
ん
小
説
の
体
裁
を
備
え

て
、
今
日
の
小
説
と
な
っ
た
か
ら
に
は
、
ふ
た
た
び
荒
唐
無
𥡴
な
脚
色
を
弄
し
て
、

奇
怪
な
物
語
を
作
り
出
し
て
い
い
わ
け
が
な
い
。
こ
れ
こ
そ
が
、
今
日
の
小
説
・

稗
史４

）

が
非
常
に
難
し
い
仕
事
で
あ
る
理
由
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
登
場
人
物
を

設
定
し
て
、
そ
の
感
情
を
写
し
た
い
と
思
う
な
ら
ば
、
ま
ず
、
情
欲
と
い
う
も
の

を
そ
の
人
物
が
す
で
に
持
っ
て
い
る
と
仮
に
決
め
て
、
こ
れ
こ
れ
の
事
件
が
起
き

て
、
こ
ん
な
刺
激
を
受
け
た
な
ら
ば
、
そ
の
人
は
ど
ん
な
感
情
を
起
こ
す
か
。
ま

た
、
こ
れ
こ
れ
の
感
情
が
起
こ
っ
た
な
ら
ば
、
そ
の
他
の
多
く
の
感
情
に
は
、
ど

ん
な
影
響
を
引
き
起
こ
す
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
そ
れ
ま
で
の
教
育
や
仕
事
の
性
質

に
よ
っ
て
、
そ
の
人
物
の
性
格
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
そ
の
感
情
の
作
用
に
も
ど

の
よ
う
な
ち
が
い
を
生
じ
る
か
と
、
実
に
細
や
か
に
探
り
、
写
し
て
、
外
面
に
現

れ
な
い
、
本
当
の
心
を
は
っ
き
り
と
外
面
に
見
え
さ
せ
る
よ
う
に
す
る
べ
き
で
あ

る
。
も
し
、
人
物
が
善
人
で
、
い
わ
ゆ
る
実
事
師５

）

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
な
ら
、

作
者
は
努
め
て
実
事
師
が
そ
の
お
り
お
り
に
き
っ
と
感
じ
る
は
ず
の
感
情
だ
け
を

描
写
し
て
現
わ
し
、
も
し
人
物
が
悪
役
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
ひ
ね
く
れ
た
心
に
抱

く
に
ち
が
い
な
い
感
情
だ
け
を
写
す
べ
き
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
れ
を
す
る
に

当
た
っ
て
、
善
人
に
も
、
な
お
、
煩
悩
が
あ
り
、
悪
人
に
も
、
な
お
、
良
心
の
心

が
あ
っ
て
、
そ
の
行
な
い
を
す
る
に
先
だ
っ
て
、
い
く
ら
か
た
め
ら
う
こ
と
も
あ

る
の
を
、
洩
ら
し
て
、
写
し
出
さ
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
こ
れ
は
ま
た
皮
相
の
状
態

で
あ
っ
て
、
真
実
を
表
現
し
き
っ
て
い
な
い
も
の
と
い
う
べ
き
だ
。
聞
く
と
こ
ろ

に
よ
る
と
、
熱
心
な
油
絵
師
は
、
刑
場
な
ど
に
も
出
向
い
て
、
切
ら
れ
る
も
の
の

顔
形
は
も
ち
ろ
ん
、
首
切
り
役
人
の
腕
の
動
き
、
ま
た
、
筋
骨
の
張
っ
て
い
る
様

子
に
も
、
眼
を
注
い
で
、
観
察
す
る
と
か
。
小
説
作
者
も
、
ま
ず
、
そ
の
よ
う
に
、

性
質
の
醜
い
も
の
も
、
感
情
が
よ
こ
し
ま
で
あ
る
も
の
も
、
決
し
て
忌
み
嫌
う
こ

と
を
せ
ず
に
、
心
を
こ
め
て
写
さ
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
ど
う
し
て
人
情
の
真
実
に

入
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
淫
猥
で
下
品
に
な
る
よ
う
な
、

奥
深
く
隠
さ
れ
て
い
る
劣
状
ま
で
も
写
し
出
せ
よ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
思
う

に
、
小
説
は
芸
術
で
あ
る
の
で
、
あ
の
音
楽
で
み
だ
ら
な
曲
を
忌
み
、
絵
画
で
猥

褻
な
姿
を
嫌
い
、
ま
た
、
詩
歌
伝
奇
で
野
卑
な
言
葉
を
使
う
こ
と
を
憎
む
よ
う
に
、

卑
猥
な
こ
と
を
語
る
の
を
嫌
う
か
ら
で
あ
る
。
英
国
の
物
知
り
で
あ
る
ジ
ョ
ン
・

モ
ー
レ
イ６

）

の
ジ
ョ
ー
ジ
・
エ
リ
オ
ッ
ト
女
史７

）

の
著
作
を
評
し
た
言
葉８

）

に
言
う
こ
と

に
「（
上
略
）
す
べ
て
文
学
の
主
旨
・
目
的
は
、
人
生
の
批
判
（
ク
リ
テ
ィ
シ
ズ

ム
）
を
し
よ
う
と
す
る
た
め
で
あ
る
と
、
昔
の
識
者９

）

は
い
っ
た
。
小
説
は
、
も
と

も
と
文
壇
の
一
大
美
技
で
あ
る
と
も
称
え
る
べ
き
な
の
に
、
か
え
っ
て
し
ば
し
ば

い
や
し
め
ら
れ
て
、
最
下
位
に
そ
の
位
置
を
し
め
る
の
は
、
そ
も
そ
も
ま
た
ど
う

い
う
わ
け
か
。
思
う
に
、
人
生
の
批
判
と
見
る
こ
と
の
で
き
る
小
説
が
ま
れ
で
あ

る
こ
と
に
よ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
世
の
中
に
小
説
家
は
多
い
け
れ
ど
も
、
造
物
主
が

文
才
を
人
間
に
与
え
る
時
、
配
合
は
一
律
で
は
な
い
か
ら
、
見
識
の
浅
い
も
の
が

あ
り
、
意
匠
の
足
ら
な
い
も
の
が
あ
る
。
大
体
に
つ
い
て
、
批
評
を
下
す
と
き
に

は
、
一
大
奇
想
の
糸
を
繰
っ
て
、
た
く
み
に
人
間
の
感
情
を
織
り
な
し
、
限
り
な

く
窮
ま
り
な
い
、
隠
れ
た
不
可
思
議
な
原
因
か
ら
、
ま
た
、
限
り
な
く
定
ま
り
な

い
種
々
雑
多
な
結
果
を
も
、
と
て
も
美
し
く
編
み
だ
し
て
、
こ
の
人
生
の
因
果
の

秘
密
を
、
眼
で
見
る
よ
う
に
、
と
て
も
は
っ
き
り
と
説
明
し
た
著
作
は
少
な
い
。
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お
よ
そ
人
生
の
楽
し
み
は
、
そ
の
種
類
は
き
わ
め
て
多
い
が
、
中
に
も
人
間
の
性

質
の
秘
密
を
解
き
明
か
し
、
因
果
の
道
理
を
悟
り
得
る
こ
と
ほ
ど
世
に
面
白
い
こ

と
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
う
で
は
あ
る
が
、
人
生
の
大
か
ら
く
り
を
と
て
も
詳
細
に

悟
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
も
と
も
と
容
易
で
は
な
い
こ
と
な
の
で
、
知
識
が
浅

く
才
能
の
な
い
小
説
家
が
よ
く
す
る
こ
と
の
で
き
る
は
ず
は
な
い
の
だ
。
そ
の
才

能
が
衆
人
の
上
に
抜
き
ん
出
て
、
く
じ
け
な
い
気
力
を
持
つ
者
だ
け
が
、
た
だ
こ

の
こ
と
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
総
じ
て
文
壇
の
技
術
に
、
や
や
高
等
な

位
置
を
占
め
る
者
は
、
こ
の
人
生
の
大
か
ら
く
り
を
悟
る
こ
と
を
も
っ
て
主
眼
と

し
、
ま
た
は
目
的
と
し
な
い
こ
と
は
な
い
。
宗
教
と
い
い
、
詩
歌
と
い
い
、
哲
学

と
い
い
、
そ
の
名
に
よ
っ
て
形
こ
そ
違
え
、
そ
の
主
旨
と
す
る
と
こ
ろ
を
問
う
と
、

す
べ
て
人
間
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
性
質
と
運
命
と
は
ど
の
よ
う
な
自

然
の
仕
掛
け
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
具
合
に
働
く
か
を
、
残
る
隈
な
く
解
き
明

か
し
て
、
世
間
の
人
の
迷
妄
を
解
き
、
ま
た
、
疑
い
の
雲
を
も
払
っ
て
、
好
奇
の

癖
を
慰
め
る
こ
と
に
あ
る
。
人
が
こ
う
い
っ
た
本
を
読
ん
だ
な
ら
、
か
り
に
そ
の

深
い
こ
と
わ
り
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
て
も
、
や
は
り
、
人
生
の
批
評
記

は
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
感
じ
る
か
ら
、
読
む
の
を
や
め
る
こ
と
は
で
き

な
い
だ
ろ
う
。
愚
か
で
学
問
の
な
い
連
中
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
書
籍
を
読
ん

だ
と
し
て
も
、
そ
の
た
め
に
自
ら
悟
り
を
開
い
て
、
反
省
し
、
物
事
の
よ
し
あ
し

を
判
別
す
る
に
は
至
ら
な
く
て
も
、
物
事
の
曲
直
、
是
非
、
当
否
は
、
お
ぼ
ろ
げ

な
が
ら
に
判
断
で
き
る
だ
ろ
う
。（
中
略
）
エ
リ
オ
ッ
ト
女
史
の
小
説
は
、
こ
の

よ
う
な
観
念
の
畑
へ
さ
え
も
読
者
を
導
く
近
道
な
の
だ
。
け
れ
ど
も
、
女
史
は
独

断
に
よ
っ
て
、
こ
の
行
い
は
良
い
こ
と
で
あ
る
、
こ
の
行
い
は
悪
い
こ
と
で
あ
る

な
ど
と
、
こ
れ
ま
で
指
定
す
る
こ
と
を
好
ま
ず
、
た
だ
、
は
っ
き
り
と
物
事
の
因

果
を
見
え
る
よ
う
に
書
き
現
わ
し
て
、
褒
め
る
か
貶
す
か
、
取
り
入
れ
る
か
、
取

り
入
れ
な
い
か
は
、
す
べ
て
読
者
の
心
に
任
せ
た
の
だ
っ
た
。
女
史
は
、
ち
ょ
う

ど
人
の
心
に
種
を
蒔
く
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
自
ら
収
穫
を
収
め
な
い
で
、
他
人

が
こ
れ
を
拾
う
の
に
任
せ
て
、
少
し
も
う
ら
や
ん
で
い
る
様
子
も
な
い
、」
云
々

と
言
っ
て
い
る
。
ほ
ん
と
う
に
モ
ー
レ
イ
氏
の
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
仮
に
も
文

壇
の
上
に
立
っ
て
、
著
作
家
と
な
ろ
う
と
望
む
も
の
は
、
常
に
人
生
の
批
判
を
も

っ
て
、
そ
の
第
一
の
目
的
と
し
、
そ
し
て
、
筆
を
取
る
べ
き
で
あ
る
。

だ
か
ら
、
小
説
は
、
見
え
に
く
い
も
の
を
見
え
さ
せ
、
お
ぼ
ろ
げ
な
も
の
を
明

瞭
に
し
、
か
ぎ
り
な
い
人
間
の
情
欲
を
、
か
ぎ
り
あ
る
小
冊
子
の
な
か
に
網
羅
し
、

こ
れ
を
楽
し
む
読
者
に
自
然
に
反
省
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
造
物
主
は
、
天
地
の

す
べ
て
を
創
造
し
て
私
心
が
な
い
。
ち
ょ
う
ど
私
の
主
張
す
る
小
説
の
作
者
が

様
々
な
人
物
を
創
り
出
し
て
、
す
こ
し
も
偏
り
や
愛
憎
が
な
く
、
行
き
、
と
ど
ま

り
、
進
退
す
る
こ
と
、
す
べ
て
皆
ひ
た
す
ら
自
然
か
ら
離
れ
な
い
よ
う
に
写
し
出

し
て
い
る
の
と
似
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
造
化

の
神
が
作
り
出
し
た
実
際
世
界
は
、
き
わ
め
て
広
大
無
辺
で
あ
っ
て
、
規
模
が
あ

ま
り
に
大
き
い
の
で
、
凡
庸
で
、
幼
く
、
愚
か
な
眼
に
よ
っ
て
は
、
原
因
結
果
の

関
係
を
悟
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
は
、
ひ
じ
ょ
う
に
難
し
い
。
そ
れ
を
、
私
の
主

張
す
る
小
説
作
者
は
、
そ
の
因
果
の
理
法
の
要
点
を
取
り
出
し
て
、
一
小
冊
子
の

な
か
に
ま
と
め
て
、
点
検
取
捨
す
る
便
利
の
た
め
に
提
供
す
る
。
そ
の
任
は
、
ど

う
し
て
重
く
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。
も
し
、
う
ま
く
功
を
な
す
こ
と
が
あ
っ
た

な
ら
ば
、
そ
の
功
も
ま
た
偉
大
で
は
な
い
か
。

ち
な
み
に
言
う
。
本
居
大
人10

）

が
『
玉
小
櫛11

）

』
の
中
で
、『
源
氏
物
語
』
の

二
八
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主
旨
を
論
じ
て
言
う
こ
と
に
は
、
こ
の
物
語
の
主
旨
は
、
昔
か
ら
い
ろ
い
ろ

な
説
が
あ
る
が
、
す
べ
て
物
語
と
い
う
も
の
の
本
旨
を
求
め
な
い
で
、
た
だ

世
の
普
通
の
儒
教
、
仏
教
な
ど
の
書
物
の
趣
旨
に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ
て
い
る

の
は
、
作
者
の
本
意
で
は
な
い
。
た
ま
た
ま
彼
の
儒
教
、
仏
教
な
ど
の
書
物

と
自
然
と
似
て
い
る
と
こ
ろ
、
一
致
し
て
い
る
趣
旨
も
あ
る
け
れ
ど
、
そ
れ

を
捉
え
て
す
べ
て
を
言
う
べ
き
で
は
な
い
。
ほ
と
ん
ど
の
趣
旨
は
、
こ
う
し

た
類
と
は
非
常
に
異
な
る
も
の
で
、
す
べ
て
物
語
に
は
、
ま
た
別
に
、
物
語

の
一
つ
の
趣
旨
が
あ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
は
じ
め
に
も
少
し
言
っ
た
と
と
お

り
で
あ
る
。（
中
略
）『
胡
蝶
』
の
巻
に
言
う
こ
と
に
は
、「
昔
物
語
を
ご
覧

に
な
る
に
も
、
だ
ん
だ
ん
と
人
の
あ
り
さ
ま
は
、
世
の
中
の
あ
り
さ
ま
を
お

見
知
り
に
な
る
」
と
云
々
。
す
べ
て
物
語
は
、
世
の
中
に
あ
る
こ
と
、
人
の

あ
り
さ
ま
、
心
を
さ
ま
ざ
ま
に
書
い
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
読
む
と
自
然
と

世
の
中
の
あ
り
さ
ま
を
よ
く
理
解
し
、
人
の
行
な
い
、
心
情
の
現
象
を
よ
く

わ
き
ま
え
知
る
。
こ
れ
こ
そ
が
物
語
を
読
も
う
と
す
る
人
の
主
要
な
目
的
だ

と
思
う
べ
き
こ
と
だ
よ
。（
ま
た
略
）
そ
れ
な
ら
、
物
語
で
人
の
心
、
行
な

い
が
良
い
悪
い
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、
だ
い
た
い
物
の
あ
わ
れ

を
知
り
、
情
け
が
あ
っ
て
、
世
の
中
の
人
の
心
に
か
な
っ
て
い
る
も
の
を
善

し
と
し
、
物
の
あ
わ
れ
を
知
ら
ず
、
情
け
が
な
く
て
、
世
の
中
の
人
の
心
に

か
な
わ
な
い
も
の
を
悪
い
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
い
う
と
、
儒
教
、
仏

教
な
ど
の
道
の
善
悪
と
そ
れ
ほ
ど
違
わ
な
い
区
別
の
よ
う
で
あ
る
け
れ
ど
も
、

細
か
く
い
う
な
ら
ば
、
世
の
中
の
人
の
心
に
適
う
こ
と
と
適
わ
な
い
こ
と
と

の
な
か
に
も
、
儒
教
、
仏
教
の
善
悪
と
合
わ
な
い
も
の
も
多
い
。
ま
た
、
す

べ
て
善
悪
を
定
め
る
の
も
、
た
だ
、
な
だ
ら
か
に
、
や
わ
ら
い
で
、
儒
者
な

ど
の
議
論
の
よ
う
に
、
ひ
た
す
ら
に
迫
っ
て
い
る
こ
と
は
な
い
。
さ
て
、
物

語
は
、
も
の
あ
わ
れ
を
知
る
こ
と
を
中
心
と
も
し
て
い
る
が
、
そ
の
筋
に
至

っ
て
は
、
儒
教
、
仏
教
の
教
え
に
背
い
て
い
る
こ
と
も
多
い
こ
と
で
あ
る
よ
。

そ
れ
は
、
ま
ず
、
人
の
心
が
も
の
に
感
ず
る
こ
と
に
は
、
善
悪
正
邪
、
様
々

あ
る
中
に
、
道
理
に
外
れ
て
い
る
こ
と
に
は
、
感
じ
て
は
い
け
な
い
こ
と
で

は
あ
る
が
、
心
は
、
自
分
な
が
ら
、
自
分
の
心
の
ま
ま
に
な
ら
な
い
こ
と
が

あ
っ
て
、
自
然
と
、
抑
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
感
ず
る

こ
と
も
あ
る
も
の
で
あ
る
。
源
氏
の
君
の
上
で
い
う
な
ら
、
空
蝉
の
君
、
朧

月
夜
の
君
、
藤
壷
の
中
宮
な
ど
に
心
を
か
け
、
お
会
い
に
な
っ
た
こ
と
は
、

儒
教
、
仏
教
な
ど
の
道
で
い
う
な
ら
ば
、
世
に
こ
れ
以
上
な
い
、
ひ
ど
い
不

義
悪
行
な
の
で
、
ど
れ
ほ
ど
の
い
い
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
善
人
と

は
い
う
こ
と
が
で
き
な
い
は
ず
な
の
に
、
そ
の
不
義
悪
行
で
あ
る
こ
と
を
、

そ
れ
ほ
ど
取
り
た
て
て
言
わ
な
い
で
、
た
だ
、
そ
の
間
の
、
も
の
の
あ
わ
れ

の
深
い
こ
と
を
、
繰
り
返
し
書
き
述
べ
て
、
源
氏
の
君
を
も
っ
ぱ
ら
良
い
人

の
手
本
と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
す
ば
ら
し
こ
と
を
こ
の
君
の
上
に
取
り
集
め
て

い
る
。
こ
れ
が
物
語
の
本
意
で
あ
っ
て
、
そ
の
良
い
、
悪
い
は
、
儒
教
、
仏

教
な
ど
の
善
悪
と
、
ち
が
い
の
あ
る
区
別
で
あ
る
。
そ
う
は
い
っ
て
も
、
あ

の
よ
う
な
不
義
を
良
い
と
す
る
の
で
は
な
い
。
そ
の
悪
い
こ
と
は
、
今
さ
ら

言
う
ま
で
も
な
く
は
っ
き
り
し
て
い
て
、
そ
の
類
の
罪
を
論
ず
る
こ
と
は
、

も
と
も
と
そ
の
方
面
の
書
物
が
世
に
多
く
あ
る
の
で
、
あ
ま
り
関
係
の
な
い

物
語
に
期
待
す
る
べ
き
で
は
な
い
。
物
語
は
、
儒
教
、
仏
教
な
ど
の
、
厳
格

な
道
の
よ
う
に
、
迷
い
を
離
れ
て
、
悟
り
に
入
る
こ
と
の
で
き
る
法
則
で
も

な
い
。
た
だ
、
世
の
中
の
物
語
で
あ
る
の
で
、
そ
う
い
っ
た
筋
の
善
悪
の
論
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は
、
し
ば
ら
く
差
し
置
い
て
、
あ
ま
り
こ
だ
わ
ら
な
い
で
、
も
の
の
あ
わ
れ

を
知
っ
て
い
る
方
が
い
い
こ
と
を
、
取
り
た
て
て
良
い
と
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
考
え
を
、
も
の
に
例
え
て
言
う
な
ら
ば
、
蓮
を
植
え
て
観
賞
し
よ
う
と

す
る
人
が
、
濁
っ
て
汚
く
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
泥
水
を
貯
え
る
よ
う
な
も
の

だ
。
物
語
に
不
義
の
恋
を
書
い
て
い
る
の
も
、
そ
の
濁
っ
た
泥
を
愛
で
て
で

は
な
く
、
も
の
の
あ
わ
れ
の
花
を
咲
か
そ
う
と
す
る
材
料
な
の
で
あ
る
よ
。

源
氏
の
君
の
振
る
舞
い
は
、
泥
水
か
ら
生
ま
れ
出
た
蓮
の
花
の
、
世
に
す
ば

ら
し
く
咲
き
に
お
っ
て
い
る
類
で
あ
っ
て
、
そ
の
水
の
濁
っ
て
い
る
こ
と
は
、

取
り
た
て
て
言
わ
ず
、
た
だ
情
け
深
く
、
も
の
の
あ
わ
れ
を
知
っ
て
い
る
方

を
、
取
り
た
て
て
、
立
派
な
人
の
手
本
に
し
た
こ
と
云
々
と
言
っ
て
い
る12

）

。

右
に
引
用
し
た
議
論
の
よ
う
な
も
の
は
、
非
常
に
小
説
の
主
旨
を
理
解
し
て
、

う
ま
く
物
語
の
性
質
を
説
き
、
明
ら
か
に
し
た
も
の
と
い
う
べ
き
だ
。
わ
が
国
に

も
、
先
生
の
よ
う
な
活
眼
の
読
者
も
な
い
わ
け
で
も
な
か
っ
た
け
れ
ど
、
そ
れ
は

め
っ
た
に
な
く
て
、
稀
な
の
で
、
他
の
ま
ち
が
っ
た
学
者
に
間
違
え
さ
せ
ら
れ
て
、

あ
の
『
源
氏
物
語
』
さ
え
、
こ
じ
つ
け
て
勧
善
懲
悪
が
主
旨
で
あ
る
も
の
で
あ
る

な
ど
と
、
と
て
も
し
た
り
顔
で
講
釈
す
る
国
文
学
者
も
多
い
と
聞
く
。
ま
っ
た
く

は
な
は
だ
し
く
間
違
っ
て
い
る
で
は
な
い
か
。

〔
注
〕

１
）『
南
総
里
見
八
犬
伝
』・
曲
亭
馬
琴
作
。
犬
に
関
わ
る
前
世
の
因
縁
で
結
ば
れ
、

仁
義
礼
智
忠
信
孝
悌
の
玉
を
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
持
つ
八
勇
士
が
、
紆
余
曲
折
を

経
な
が
ら
も
、
め
ぐ
り
合
い
、
里
見
家
に
つ
か
え
て
大
活
躍
を
す
る
と
い
う
長
編

小
説
。
勧
善
懲
悪
小
説
の
代
表
作
。

２
）堯
や
舜
・「
堯
」、「
舜
」
と
も
に
中
国
の
神
話
上
の
君
主
。
徳
治
政
治
を
行
な
っ

た
と
さ
れ
、
儒
教
に
お
け
る
理
想
の
聖
君
主
と
さ
れ
た
。

３
）実
録
・
実
録
物
。
実
際
に
あ
っ
た
事
実
に
空
想
を
交
え
て
描
い
た
小
説
。

４
）小
説
・
稗
史
・
小
説
は
、
虚
構
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
物
語
、
稗
史
は
小
説
風

の
歴
史
書
を
指
し
、
い
ち
お
う
は
区
別
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
、「
小
説
」
も

「
稗
史
」
も
ほ
と
ん
ど
同
義
。
同
じ
意
味
の
違
っ
た
言
葉
を
重
ね
て
使
う
、
漢
文

脈
に
よ
く
み
ら
れ
る
用
法
で
あ
る
。

５
）実
事
師
・「
じ
つ
ご
と
し
」。
歌
舞
伎
で
、
分
別
が
あ
り
、
誠
実
な
人
物
を
演
じ
る

役
者
。

６
）ジ
ョ
ン
・
モ
ー
レ
イ
・Jo

h
n
 
M
o
rley

1838-1923

）イ
ギ
リ
ス
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ

ス
ト
。
一
九
世
紀
イ
ギ
リ
ス
の
代
表
的
雑
誌T

h
e F

o
rtn
ig
h
tly R

ev
iew

の
編

集
長
を
務
め
る
。
の
ち
、
政
治
家
に
転
ず
る
。

７
）ジ
ョ
ー
ジ
・
エ
リ
オ
ッ
ト
・G

eo
rg
e E

lio
t
1819-1880

）イ
ギ
リ
ス
の
女
流
作

家
。
日
常
生
活
に
密
着
し
た
作
風
で
知
ら
れ
た
。

８
）ジ
ョ
ン
・
モ
ー
レ
イ
の
ジ
ョ
ー
ジ
・
エ
リ
オ
ッ
ト
女
史
の
著
作
を
評
し
た
言
葉
・

未
詳
。
モ
ー
レ
イ
が
一
八
六
七
年
か
ら
一
八
八
二
年
に
か
け
て
編
集
等
を
務
め
た

T
h
e F

o
rtn
ig
h
tly
 
R
ev
iew

の
創
刊
号
（
一
八
六
五
年
）
か
ら
、
一
八
八
六
年

ま
で
の
記
事
を
見
た
が
、
当
該
の
記
述
は
見
当
た
ら
な
か
っ
た
。
ま
た
、
モ
ー
レ

イ
の
評
論
集C

ritica
l M

iscella
n
ies

（
一
八
七
一
年
）
にT

h
e L

ife o
f G
eo
r-

g
e E

lio
t

と
い
う
論
文
が
あ
る
が
、
こ
の
中
に
も
、
当
該
の
記
述
と
一
致
す
る
部

分
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。

９
）未
詳
。

10
）本
居
大
人
・
本
居
宣
長
（
も
と
お
り
・
の
り
な
が

一
七
三
〇
〜
一
八
〇
一
）
江

戸
時
代
の
国
学
者
。
実
証
的
な
方
法
で
古
典
の
注
釈
、
解
読
を
行
な
っ
た
。
国
学

の
大
成
者
と
し
て
名
高
い
。

11
）玉
小
櫛
・『
源
氏
物
語
玉
の
小
櫛
』（
げ
ん
じ
も
の
が
た
り
た
ま
の
お
ぐ
し

一
七

九
六
）
宣
長
に
よ
る
『
源
氏
物
語
』
の
注
釈
書
。「
も
の
の
あ
は
れ
」
を
知
ら
せ

る
こ
と
に
物
語
の
主
旨
が
あ
る
と
す
る
。

12
）こ
の
物
語
の
主
旨
は
、
昔
か
ら
い
ろ
い
ろ
説
が
あ
る
が
…
も
の
の
あ
わ
れ
を
知
っ

て
い
る
方
を
、
取
り
た
て
て
、
立
派
な
人
の
手
本
に
し
た
こ
と
・
以
上
は
、『
玉

三
〇

現
代
語
版
『
小
説
神
髄
』
（
三
）
（
坪
内
逍
遥
・
坂
井

健
）



の
御
櫛
』
の
「
大
む
ね
」（
主
旨
）
か
ら
の
引
用
。

さ
か
い

た
け
し

日
本
文
学
科
）

二
〇
一
二
年
十
一
月
十
四
日
受
理
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