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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
』
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
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
。
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
に
、
初
出
と
『
逍
遥
選
集
』
の
異

同
に
つ
い
て
の
注
記
が
あ
る
の
で
、
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
、
本
稿
は
、『
小
説

神
髄
』（
松
月
堂
、
明
治
一
八
年
四
月
）
を
底
本
と
し
て
い
る
。

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
種
類

小
説
を
そ
の
主
意
か
ら
見
て
区
別
す
る
と
、
二
種
類
あ
る
。
い
わ
く
、
勧
善
懲

悪
、
い
わ
く
、
写
実１

）

が
す
な
わ
ち
、
こ
れ
で
あ
る
。
勧
善
懲
悪
小
説
は
、
英
語
で

は
、「
ダ
イ
ダ
ク
チ
ッ
ク
・
ノ
ベ
ル２

）

」
と
称
し
て
、
も
っ
ぱ
ら
、
奨
励
と
懲
罰
と

を
主
眼
と
し
て
、
登
場
人
物
を
創
作
し
、
脚
色
を
構
成
し
、
世
の
中
を
諷
刺
し
、

戒
め
よ
う
と
努
め
る
も
の
で
あ
る
。
曲
亭
馬
琴
以
後
の
著
作
は
、
大
体
こ
の
種
の

も
の
と
思
わ
れ
る
。
勧
善
懲
悪
小
説
に
も
、
自
然
と
二
種
類
の
違
い
が
あ
る
。
一
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つ
を
ほ
め
そ
や
す
小
説
と
い
い
、
一
つ
を
悪
く
い
う
小
説
と
い
う
。
ほ
め
そ
や
す

小
説
は
、
仁
義
礼
智
等
の
八
の
行
な
い
を
基
本
と
し
て
、
そ
れ
と
な
く
全
編
の
伝

記
を
作
り
、
そ
の
行
な
い
が
尊
ぶ
べ
き
で
仰
ぐ
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
、

読
者
に
自
然
と
こ
れ
を
慕
う
心
を
起
こ
さ
せ
て
、
人
の
知
ら
な
い
う
ち
に
良
い
道

に
導
く
こ
と
を
期
待
す
る
。
馬
琴
が
仁
義
な
ど
の
八
つ
の
行
い
を
伝
記
に
し
て

『
八
犬
伝
』
を
綴
り
、
智
、
仁
、
勇
を
人
に
な
ぞ
ら
え
て
『
朝
比
奈
巡
島
記３

）

』
を

編
ん
だ
こ
と
は
、
皆
こ
の
主
意
に
外
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
悪
く
い
う
小
説
は
、
全

く
こ
れ
に
反
し
て
、
暴
虐
非
道
の
行
為
を
記
述
し
、
も
し
く
は
、
不
義
不
孝
の
あ

り
さ
ま
を
表
わ
し
、
あ
る
い
は
痴
愚
が
笑
う
べ
き
こ
と
を
写
し
、
あ
る
い
は
醜
い

行
い
が
恥
じ
る
べ
き
こ
と
を
描
い
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
訓
戒
し
よ
う
と
努
め
る
も

の
で
あ
る
。
曲
亭
翁
の
、『
夢
想
兵
衛
の
物
語４

）

』、
式
亭
三
馬
の
『
浮
世
床
』、『
浮

世
風
呂
』
を
は
じ
め
と
し
て
、
福
内
鬼
外５

）

の
戯
作
類
は
、
大
体
こ
の
た
ぐ
い
と
思

わ
れ
る
。
そ
う
で
は
あ
る
が
、
馬
琴
の
著
作
の
よ
う
な
も
の
は
、
だ
い
た
い
ほ
め

そ
や
す
こ
と
と
け
な
す
こ
と
と
を
兼
ね
て
い
る
。
と
く
に
晩
年
の
作
に
あ
っ
て
は
、

褒
め
る
こ
と
、
け
な
す
こ
と
を
自
在
に
し
た
も
の
が
あ
る
。『
美
少
年
録６

）

』
の
よ

う
な
も
の
は
、
そ
の
典
型
で
あ
る
。
ま
た
、
け
な
す
方
法
も
二
種
類
あ
っ
て
、
厳

正
で
あ
る
こ
と
は
、
馬
琴
の
『
美
少
年
録
』
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
、
あ
る
い
は
、

滑
𥡴
で
あ
っ
さ
り
と
し
て
い
て
、
一
読
し
て
人
を
笑
わ
せ
る
鬼
外
の
よ
う
な
戯
作

に
似
た
も
の
も
あ
る
。

写
実
小
説
（
ア
ー
テ
ィ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
ノ
ベ
ル
）
は
、
い
わ
ゆ
る
勧
善
懲
悪
小

説
と
は
、
全
く
そ
の
性
質
を
異
に
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
主
意
は
、
ひ
た
す

ら
世
の
中
の
あ
り
さ
ま
を
写
し
出
す
こ
と
に
外
な
ら
な
い
の
だ
。
だ
か
ら
、
人
物

を
虚
構
す
る
に
も
、
そ
の
脚
色
を
作
る
の
に
も
、
前
に
述
べ
た
主
眼
を
現
わ
し
て
、

ひ
た
す
ら
虚
構
の
人
物
を
架
空
の
世
界
の
中
に
活
動
さ
せ
て
、
真
に
迫
ら
せ
よ
う

と
努
め
る
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
詩
人
が
、
詩
歌
を
つ
く
っ
て
、
実
際
の
風

景
を
写
し
、
真
情
を
吐
露
し
、
画
家
が
、
絵
の
具
に
よ
っ
て
花
鳥
山
水
を
描
き
、

彫
刻
家
が
、
鑿
に
よ
っ
て
人
ま
た
は
獣
の
形
を
彫
っ
て
い
る
よ
う
に
、
も
っ
ぱ
ら

真
に
迫
っ
て
い
る
こ
と
を
主
と
し
て
、
趣
向
を
も
う
け
、
列
伝
を
作
り
、
人
情
世

態
を
深
く
き
わ
め
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
種
の
小
説
で
は
、
無
理

に
褒
め
た
り
け
な
し
た
り
す
る
意
味
を
寓
し
て
脚
色
を
作
る
こ
と
を
し
な
い
で
、

ひ
た
す
ら
世
間
に
あ
る
だ
ろ
う
よ
う
な
人
情
と
態
度
だ
け
を
描
き
出
し
て
、
ま
る

で
本
物
の
よ
う
に
見
え
さ
せ
る
こ
と
を
望
み
、
努
め
て
天
然
の
美
し
さ
を
う
つ
し
、

自
然
が
雄
大
で
あ
る
こ
と
を
描
き
、
読
者
を
知
ら
な
い
う
ち
に
そ
の
虚
構
世
界
に

遊
ば
せ
て
、
そ
う
し
て
隠
妙
不
可
思
議
な
こ
の
人
生
の
大
機
関７

）

を
覚
ら
せ
る
に
至

る
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
写
実
を
主
意
と
す
る
小
説
に
は
、
求
め
な
く
て
も
、

け
な
し
た
り
、
戒
め
た
り
す
る
方
法
を
備
え
て
い
る
。
暗
に
、
人
を
教
化
す
る
力

が
あ
る
。
と
く
に
、
こ
う
し
た
考
え
で
実
際
の
世
の
中
の
人
情
や
世
態
を
写
し
出

す
な
ら
ば
、
そ
の
物
語
は
（
か
り
に
そ
の
事
柄
と
人
物
の
よ
う
な
も
の
は
全
く
虚

構
の
も
の
で
あ
っ
て
も
）、
ま
る
で
現
実
の
世
の
中
の
風
潮
を
示
し
、
世
の
好
み

の
赴
く
と
こ
ろ
を
知
ら
せ
、
世
の
感
情
の
傾
き
を
覚
ら
せ
る
、
一
つ
の
生
き
た
歴

史
と
も
い
う
べ
き
な
の
で
、
す
ぐ
れ
た
眼
を
持
っ
た
人
が
こ
れ
を
読
む
な
ら
ば
、

あ
の
迂
遠
な
伝
記
を
ひ
も
と
き
、
時
代
違
い
の
事
情
を
探
っ
て
、
原
因
と
結
果
の

法
則
を
求
め
る
の
と
は
違
っ
て
、
ま
た
、
二
三
回
の
経
験
に
よ
っ
て
反
省
し
、
覚

る
よ
う
な
利
益
の
少
な
い
方
法
に
勝
っ
て
、
そ
の
効
能
を
感
じ
る
こ
と
は
、
は
た

し
て
わ
ず
か
で
は
な
い
の
だ
。
け
れ
ど
も
、
わ
が
国
の
小
説
作
者
は
、
こ
の
あ
た

り
の
理
屈
を
悟
ら
な
い
か
ら
だ
ろ
う
か
、
ひ
た
す
ら
、
笠
翁８

）

の
言
葉
を
師
と
し
て
、
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小
説
と
い
え
ば
、
必
ず
し
も
題
材
を
身
近
な
も
の
に
と
っ
て
、
意
図
を
勧
善
懲
悪

に
発
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
こ
と
の
よ
う
に
思
っ
て
、
奨
め
、
戒
め
る
鋳
型
を
作

っ
て
、
無
理
に
趣
向
を
そ
の
中
で
工
夫
し
よ
う
と
思
っ
た
の
は
、
ま
っ
た
く
愚
か

な
こ
と
で
は
な
い
か
。

さ
て
、
ま
た
小
説
を
そ
の
篇
中
に
記
載
し
た
事
柄
の
性
質
に
よ
っ
て
区
分
す
る

と
、
さ
ら
に
、
二
種
類
の
小
説
と
な
る
の
で
あ
る
。
曰
く
、
昔
（
時
代
）
も
の
、

曰
く
、
現
代
（
世
話
）
も
の
、
す
な
わ
ち
、
こ
の
二
つ
で
あ
る
。
時
代
物
語
は
、

過
ぎ
去
っ
た
出
来
事
を
基
本
と
し
て
、
ま
た
は
、
歴
史
上
の
人
物
を
主
人
公
と
し

て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
一
篇
の
脚
色
を
作
り
、
現
代
物
語
は
、
現
代
の
人
情
と
世
の

あ
り
さ
ま
を
材
料
と
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
趣
向
を
作
る
も
の
で
あ
る
。
我
が
国

の
小
説
は
、
だ
い
た
い
昔
の
物
語
、
す
な
わ
ち
、
時
代
小
説
で
な
い
も
の
は
ま
れ

で
あ
る
。
馬
琴
の
著
作
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
。
俗
に
、
読
み
本９

）

と
呼
び
慣
わ
し

た
漢
字
交
じ
り
の
半
紙
本
は
、
だ
い
た
い
こ
の
た
ぐ
い
の
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

紫
式
部
の
『
源
氏
物
語
』、『
為
永
春
水
』
の
人
情
本
な
ど
は
、
総
じ
て
現
代
小
説

の
部
類
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

次
に
掲
載
す
る
の
は
、
小
説
の
種
類
を
示
す
略
図
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
他
に
も
政
治
小
説
、
宗
教
小
説
、
戦
争
小
説
、
航
海
小
説
等
、
そ

の
数
は
、
い
く
つ
も
あ
る
が
、
要
す
る
に
、
現
代
小
説
、
時
代
小
説
の
二
つ
の
小

説
を
細
か
く
分
け
た
に
過
ぎ
な
い
の
だ
。
政
治
小
説
は
、
も
っ
ぱ
ら
政
治
世
界
の

現
象
を
写
し
だ
し
て
、
暗
に
党
の
意
見
を
広
め
よ
う
と
す
る
政
治
家
の
手
に
よ
っ

て
書
か
れ
た
も
の
が
多
い
。
ビ
ー
コ
ン
フ
ィ
ー
ル
ド
卿10

）

の
『
春
鴬
囀11

）

』、
矢
野
文

雄12
）

先
生
が
編
集
・
翻
訳
を
さ
れ
た
『
経
国
美
談13

）

』
な
ど
は
、
そ
の
例
で
あ
る
。
宗

教
小
説
は
、
も
っ
ぱ
ら
布
教
を
そ
の
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
例
と
す
る

べ
き
も
の
は
、
ま
だ
わ
が
国
に
は
存
在
し
な
い
が
、
仮
に
そ
の
例
を
あ
げ
て
い
う

な
ら
ば
、
霊
験
記
、
利
生
記
の
た
ぐ
い14

）

、
ま
た
、
山
東
京
伝
が
晩
年
に
な
っ
て
著

し
た
物
語
の
た
ぐ
い15

）

は
、
こ
の
仲
間
に
入
る
だ
ろ
う
。
戦
争
小
説
は
、
戦
争
中
の

事
実
を
も
と
に
て
趣
向
を
も
う
け
、
ま
た
は
、
架
空
の
人
物
を
つ
く
り
だ
し
、
戦

争
中
の
状
況
な
ど
を
写
す
も
の
で
あ
る
。
我
が
国
の
戦
記
、
軍
記
な
ど
と
は
異
な

っ
て
い
る
。
航
海
小
説
（
ネ
イ
バ
ァ
ル
・
ノ
ベ
ル
）
は
、
架
空
の
人
物
、
架
空
の

出
来
事
を
虚
構
し
て
、
航
海
の
状
況
を
述
べ
る
も
の
で
あ
る16

）

。
我
が
国
の
巡
島
記17

）

の
た
ぐ
い
と
そ
の
性
質
は
似
て
い
て
、（
内
実
は
）
違
う
も
の
で
あ
る
。
思
う
に
、

わ
が
国
の
巡
島
記
の
た
ぐ
い
は
、
だ
い
た
い
奇
異
譚
の
部
類
に
で
あ
る
が
、
航
海

小
説
は
、
こ
れ
に
反
し
て
、
主
に
航
海
中
の
状
況
を
述
べ
た
普
通
の
小
説
と
変
わ

ら
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
だ
。

前
の
略
図
で
表
示
し
た
よ
う
に
、
現
代
小
説
、
す
な
わ
ち
、
世
話
小
説
に
も
、

自
然
と
三
種
類
の
違
い
が
あ
る
。
上
流
社
会
の
あ
り
さ
ま
を
主
に
写
し
た
も
の
が

あ
り
、
中
流
社
会
を
物
語
の
中
心
と
し
た
も
の
が
あ
り
、
あ
る
い
は
、
下
流
社
会

の
状
況
を
も
っ
ぱ
ら
描
き
出
そ
う
と
努
め
る
も
の
も
あ
る
。
た
だ
し
、
三
種
類
と

も
お
互
い
に
関
わ
っ
て
い
て
、
決
し
て
は
っ
き
り
と
し
た
区
別
は
な
い
の
だ
が
、

そ
の
主
人
公
の
性
質
に
よ
っ
て
こ
の
区
別
を
も
生
ず
る
の
で
あ
る
。
我
が
国
に
は
、

上
流
社
会

勧
善
懲
悪

写
実

現
代

ソ
ー
シ
ャ
ル
）⎩―⎨―⎧
中
流
社
会

⎧
｜
⎨
｜
⎩

普
通
小
説

ノ
ベ
ル
）⎩―⎨―⎧

下
流
社
会

時
代

ヒ
ス
ト
リ
カ
ル
）

虚
構
小
説

⎩ ―⎨― ⎧

厳
正

伝
奇
小
説

ロ
マ
ン
ス
）｜

⎩⎨⎧
滑
𥡴
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現
代
小
説
と
称
す
る
べ
き
も
の
は
、
極
め
て
そ
の
た
ぐ
い
は
少
な
い
の
で
、
例
を

あ
げ
る
の
に
苦
し
む
が
、
ま
ず
、
だ
い
た
い
を
こ
こ
に
示
す
な
ら
ば
、
為
永
春
水

の
人
情
本
は
、
概
し
て
下
流
社
会
の
あ
り
さ
ま
を
写
し
、
時
に
、
上
流
社
会
の
あ

り
さ
ま
も
写
し
て
い
る
。
山
東
京
山18

）

の
草
双
紙
な
ど
も
、
そ
の
名
を
時
代
物
語
に

借
り
る
こ
と
は
あ
る
が
、
そ
の
実
際
は
、
中
流
以
下
の
世
態
を
写
し
た
現
代
小
説

に
外
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
松
亭
金
水19

）

の
翻
案
し
た
鏡
山
の
情
史20

）

、
な
ら
び
に
、
千

代
萩
の
情
史21

）

な
ど
は
、
上
流
社
会
を
写
し
た
も
の
か
。
紫
式
部
の
『
源
氏
物
語
』、

大
弐
三
位
の
『
狭
衣
物
語22

）

』
な
ど
は
、
も
っ
ぱ
ら
上
流
の
あ
り
さ
ま
を
写
し
た
良

い
現
代
小
説
と
称
す
る
べ
き
で
あ
る
。

〔
注
〕

１
）写
実
・
原
文
は
「
摸
写
」。
後
出
す
る
よ
う
に
、
原
語
は
、a

rtistic

す
な
わ
ち
、

芸
術
的
の
意
。

２
）ダ
イ
ダ
ク
チ
ッ
ク
・
ノ
ベ
ル
・d

id
a
ctic n

o
v
el

教
訓
的
小
説
。

３
）『
朝
比
奈
巡
島
記
』・
曲
亭
馬
琴
作
。
木
曽
義
仲
の
子
、
朝
夷
三
郎
の
一
代
記
を

描
い
た
読
本
。
文
化
一
二
〜
文
政
一
〇
年
（
一
八
一
五
〜
二
七
）
刊
。

４
）『
夢
想
兵
衛
の
物
語
』・
曲
亭
馬
琴
作
。
荘
子
の
胡
蝶
の
夢
に
な
ぞ
ら
え
て
、
夢

想
兵
衛
の
夢
の
体
裁
を
と
っ
た
読
本
。
文
化
七
年
（
一
八
一
〇
）
刊
。

５
）福
内
鬼
外
・
平
賀
源
内
（
一
七
二
八
〜
一
七
八
〇
）
の
別
号
。

６
）『
美
少
年
録
』・『
近
世
美
少
年
録
』。
曲
亭
馬
琴
作
。
毛
利
元
就
と
陶
晴
賢
の
戦

い
に
な
ぞ
ら
え
て
、
二
人
の
少
年
を
描
こ
う
と
し
た
読
本
。
文
政
一
二
（
一
八
二

九
）
年
〜
天
保
三
（
一
八
三
二
）
年
刊
。
中
絶
。

７
）人
生
の
大
機
関
・
原
文
「
大
機
関
」
に
「
お
ほ
か
ら
く
り
」
の
ル
ビ
あ
り
。
人
生

の
複
雑
な
仕
組
、
因
果
関
係
の
こ
と
。

８
）笠
翁
・
中
村
注
釈
は
、
李
漁
（
一
六
一
〇
〜
一
六
八
〇
）、
劇
作
家
、
小
説
家
と

す
る
が
、
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。
注
釈
者
は
、
リ
ッ
ト
ン
（B

lu
w
er L

y
tto
n

、

一
八
〇
三
〜
一
八
七
三
）
を
当
て
た
い
。
リ
ッ
ト
ン
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
政
治
家
、

小
説
家
で
教
訓
的
な
作
風
で
知
ら
れ
る
。
代
表
作
に
、『
ポ
ン
ペ
イ
最
後
の
日
』

が
あ
る
。
な
お
、
リ
ッ
ト
ン
の
著
作
を
調
査
中
だ
が
、
当
該
の
言
葉
は
、
現
在
の

と
こ
ろ
未
確
認
。

９
）読
み
本
・
原
文
は
、「
稗
史
」
に
「
よ
み
ほ
ん
」
の
ル
ビ
。

10
）ビ
ー
コ
ン
ス
フ
ィ
ー
ル
ド
卿
・
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
・
デ
ィ
ズ
レ
ー
リ
（B

en
ja
m
in

 
d
isra

eri

一
八
〇
四
〜
一
八
八
一
）
の
こ
と
。
イ
ギ
リ
ス
の
政
治
家
、
小
説
家
。

11
）『
春
鴬
囀
』・C

o
n
in
g
sb
y

（
一
八
四
四
）
の
翻
訳
。
明
治
一
七
年
、
関
直
彦
訳
。

12
）矢
野
文
雄
・
矢
野
龍
渓
（
一
八
五
〇
〜
一
八
八
一
）。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、
小
説

家
、
民
権
運
動
家
。

13
）『
経
国
美
談
』・
矢
野
龍
渓
の
政
治
小
説
。
一
八
八
三
〜
一
八
八
四
。
ギ
リ
シ
ャ

史
に
題
材
を
と
り
、
テ
ー
ベ
の
歴
史
を
作
者
の
政
治
的
理
想
を
込
め
て
描
く
。

14
）霊
験
記
、
利
生
記
の
た
ぐ
い
・
神
仏
の
利
益
を
記
し
た
書
物
。「
利
生
記
」
は
、

特
に
、
佛
の
利
益
に
関
わ
る
。

15
）山
東
京
伝
が
晩
年
に
な
っ
て
著
し
た
物
語
の
た
ぐ
い
・『
忠
臣
水
滸
伝
』（
前
編
、

一
七
九
九
、
後
編
、
一
八
〇
一
）
な
ど
を
指
す
。

16
）航
海
小
説
は
、
架
空
の
人
物
、
架
空
の
出
来
事
を
虚
構
し
て
、
航
海
の
状
況
を
述

べ
る
も
の
で
あ
る
・
例
え
ば
、
ス
チ
ー
ブ
ン
ソ
ン
の
『
宝
島
』（
一
八
八
三
）
を

考
え
る
と
分
か
り
や
す
い
。

17
）巡
島
記
・
馬
琴
の
『
夢
想
兵
衛
胡
蝶
物
語
』（
一
八
一
〇
）
の
た
ぐ
い
。
主
人
公

が
さ
ま
ざ
ま
な
風
変
わ
り
な
島
を
め
ぐ
る
物
語
を
記
し
た
も
の
。

18
）山
東
京
山
・（
一
七
六
九
〜
一
八
五
八
）
山
東
京
伝
の
弟
。「
草
双
紙
」
は
、『
大

晦
日
曙
草
紙
』（
一
八
三
九
〜
一
八
五
七
）
を
指
す
か
。
大
晦
日
の
庶
民
の
生
活

を
え
が
い
て
い
る
。

19
）松
亭
金
水
・（
一
八
七
五
〜
一
八
六
八
）
人
情
本
作
者
。
為
永
春
水
の
弟
子
。

20
）鏡
山
の
情
史
・
歌
舞
伎
の
演
目
。
局
の
岩
藤
が
、
中
老
の
尾
上
に
辛
く
当
り
、
草

履
で
打
つ
。
そ
の
恥
辱
に
堪
え
か
ね
た
尾
上
は
、
自
害
す
る
が
、
そ
の
下
女
が
敵

討
ち
を
す
る
と
い
う
も
の
。
た
だ
し
、
松
亭
金
水
に
よ
る
作
品
は
、
未
確
認
。

21
）千
代
萩
の
情
史
・
歌
舞
伎
の
演
目
。
奈
河
亀
輔
作
。
仙
台
騒
動
に
材
を
と
っ
た
も

の
。
主
君
の
子
を
助
け
る
た
め
に
我
が
子
が
犠
牲
と
な
っ
た
乳
母
正
岡
を
描
い
た

「
御
殿
の
場
」
が
名
高
い
。

八
〇

現
代
語
版
『
小
説
神
髄
』
（
四
）
（
坂
井

健
）



22
）大
弐
三
位
・（
九
九
九
〜
一
〇
八
二
）
紫
式
部
の
娘
。
か
つ
て
、『
狭
衣
物
語
』
の

作
者
と
さ
れ
た
。
現
在
は
、
六
条
斎
院
宣
旨
（

〜
一
〇
九
二
）
が
作
者
と
考
え

ら
れ
て
い
る
。

さ
か
い

た
け
し

日
本
文
学
科
）

二
〇
一
三
年
十
一
月
十
三
日
受
理

八
一

佛
教
大
学

文
学
部
論
集

第
九
十
八
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）


