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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
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
。

小
説
の
利
益

小
説
は
芸
術
で
あ
る
。
実
用
に
供
す
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
の
で
、
そ
の
実
益
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に
つ
い
て
議
論
す
る
の
は
、
む
し
ろ
お
か
し
な
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
う
は
い
っ
て
も
、

音
楽
絵
画
の
た
ぐ
い
に
も
、
暗
に
実
益
が
あ
る
よ
う
に
、
小
説
、
歴
史
物
語
の
場

合
で
も
、
作
者
が
特
に
望
ま
な
か
っ
た
利
益
も
、
場
合
に
よ
っ
て
は
少
な
く
な
い
。

思
う
に
、
芸
術
家
の
望
む
と
こ
ろ
は
、
ひ
た
す
ら
美
妙
の
感
覚
を
与
え
て
、
人
を

楽
し
ま
せ
る
こ
と
に
あ
っ
て
、
特
に
他
に
望
む
と
こ
ろ
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
前

に
も
す
で
に
論
じ
た
よ
う
に
、
芸
術
の
名
人
の
技
量
が
神
業
の
域
に
入
っ
て
、
完

全
な
美
の
程
度
に
至
っ
た
も
の
は
、
大
い
に
人
心
を
感
動
さ
せ
て
、
暗
に
品
格
を

高
尚
に
し
、
教
化
を
助
け
る
こ
と
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
芸
術
の
名
人
の
が

神
業
の
域
に
入
っ
て
、
自
然
に
生
じ
た
結
果
で
あ
っ
て
、
決
し
て
、
芸
術
の
目
的

で
は
な
い
の
で
、
そ
の
直
接
の
利
益
を
言
っ
た
と
し
た
ら
、
大
き
な
誤
り
で
あ
る

に
ち
が
い
な
い
。
こ
う
い
う
わ
け
だ
か
ら
、
小
説
の
利
益
を
述
べ
よ
う
と
す
る
に

は
、
ま
ず
、
あ
ら
か
じ
め
区
別
を
設
け
て
、
一
つ
を
直
接
の
利
益
と
し
、
も
う
一

つ
を
間
接
の
利
益
と
す
る
の
が
よ
い
。
直
接
の
利
益
は
、
人
の
心
を
楽
し
ま
せ
る

こ
と
に
あ
る
。
言
葉
を
変
え
て
い
う
な
ら
ば
、
小
説
の
目
的
は
娯
楽
を
人
に
与
え

る
こ
と
に
あ
る
。
娯
楽
に
も
種
類
は
多
い
。
そ
し
て
、
小
説
が
目
的
と
す
る
と
こ

ろ
は
、
人
の
文
心
を
楽
し
ま
せ
る
こ
と
に
あ
る
。
文
心
と
は
何
の
こ
と
を
言
う
か
。

い
わ
く
、
美
し
い
情
緒
が
こ
れ
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
人
間
は
野
蛮
で
な
い
以
上

は
、
み
な
風
流
の
美
し
い
心
を
楽
し
み
、
高
雅
な
現
象
を
愛
さ
な
い
も
の
は
な
い
。

か
り
に
も
美
妙
の
感
覚
を
持
っ
て
い
る
か
ら
に
は
、
麗
し
い
も
の
を
見
て
は
、
こ

れ
を
楽
し
み
、
豪
放
な
も
の
を
見
て
は
、
こ
れ
を
愛
し
、
あ
る
い
は
、
尊
厳
で
偉

大
な
も
の
を
見
て
は
、
な
ん
と
な
く
畏
敬
の
念
を
生
じ
、
あ
る
い
は
、
壮
快
で
激

越
な
も
の
を
見
て
は
、
知
ら
な
い
う
ち
に
感
激
奮
発
し
、
瀟
洒
で
や
わ
ら
か
な
も

の
を
見
て
喜
び
、
洒
落
た
も
の
を
見
て
楽
し
む
。
思
う
に
、
人
間
が
つ
ね
に
持
っ

て
い
る
性
質
で
あ
る
こ
と
だ
。
こ
の
感
情
に
投
合
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
の
心

を
楽
し
ま
せ
る
の
は
、
す
な
わ
ち
、
芸
術
家
の
務
め
で
あ
っ
て
、
我
々
小
説
家
の

目
的
で
あ
る
。
も
し
、
小
説
の
言
葉
に
書
か
れ
た
こ
と
が
、
う
ま
く
人
情
の
深
い

と
こ
ろ
を
探
り
、
こ
ま
か
に
世
の
中
の
あ
り
さ
ま
の
秘
密
を
も
さ
ぐ
っ
て
、
金
持

ち
の
人
も
、
立
派
な
人
も
、
面
白
い
も
の
も
、
情
緒
あ
る
も
の
も
、
あ
わ
せ
て
写

し
出
し
た
な
ら
、
ど
う
し
て
文
心
を
感
動
さ
せ
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
し
て
小
説
の

主
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
音
響
で
も
な
く
、
色
彩
で
も
な
く
、
こ
の
実
際
の
世
界
の

人
情
な
の
だ
か
ら
、
一
つ
の
事
柄
、
一
つ
の
も
の
を
取
っ
て
も
、
す
べ
て
い
き
い

き
と
描
き
出
そ
う
と
す
る
お
も
む
き
が
あ
る
。
あ
の
音
楽
と
絵
画
と
比
べ
る
と
、

興
味
は
、
一
層
勝
る
と
も
、
決
し
て
劣
る
理
由
は
な
い
は
ず
だ
。
そ
れ
で
な
く
て

さ
え
、
ジ
ョ
ン
・
モ
ー
レ
ー１

）

氏
は
、
人
間
世
界
の
批
判
を
、
人
生
の
一
大
娯
楽
で

あ
る
と
言
っ
て
い
る
。
小
説
は
、
つ
ま
り
、
人
生
の
批
評
で
あ
っ
て
、
甲
が
失
敗

し
た
理
由
、
乙
が
成
功
し
た
理
由
、
あ
る
い
は
、
権
力
を
得
て
道
義
心
が
腐
乱
す

る
様
子
、
あ
る
い
は
、
情
に
引
か
れ
て
、
道
理
を
誤
る
事
情
を
、
は
っ
き
り
と
作

品
の
中
に
叙
述
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
読
者
が
批
評
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
具
眼

の
人
が
こ
れ
を
読
む
な
ら
ば
、
そ
の
興
趣
が
深
い
こ
と
は
、
他
の
経
書
を
読
ん
だ

り
、
歴
史
を
読
ん
だ
り
す
る
こ
と
の
比
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
が
西
洋
の
国
々

で
、
先
生
、
学
士
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
人
々
が
、
皆
争
っ
て
小
説
を
ひ
も
と
い
て
、

快
楽
を
求
め
る
理
由
な
の
だ
ろ
う
よ
。
我
が
国
の
一
般
の
人
は
、
昔
か
ら
、
小
説

を
も
て
あ
そ
び
も
の
と
み
な
し
て
き
た
。
作
者
も
ま
た
こ
れ
に
甘
ん
じ
て
、
決
し

て
小
説
を
改
良
し
て
、
先
生
や
学
士
を
楽
し
ま
せ
る
芸
術
と
し
よ
う
と
思
っ
た
も

の
は
な
か
っ
た
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、
わ
が
国
の
小
説
、
歴
史
小
説
は
、
こ
れ
を

西
洋
の
小
説
と
比
べ
る
と
き
は
、
ま
る
で
歌
川
派２

）

の
絵
師
が
描
い
た
浮
世
錦
絵
を
、

五
二

現
代
語
版
『
小
説
神
髄
』（
五
）（
坂
井

健
）



狩
野
派３

）

の
絵
画
に
比
べ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
浮
世
錦
絵
は
、
必
ず
し
も
拙
い

わ
け
で
は
な
い
が
、
い
わ
ゆ
る
高
雅
の
趣
に
乏
し
く
、
世
の
文
心
を
慰
め
る
の
に

足
ら
な
い
の
で
、
わ
ず
か
に
、
子
供
や
女
に
だ
け
も
て
あ
そ
ば
れ
る
の
を
役
割
と

し
て
い
る
。
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
小
説
固
有
の
利
益
と
い
う
と
、
春
の
日
長
に
一

人
座
っ
て
、
居
眠
り
を
す
る
の
を
防
ぎ
、
秋
の
夜
長
に
寂
し
さ
か
ら
来
る
憂
鬱
を

慰
め
る
、
た
だ
、
こ
れ
だ
け
の
効
能
が
あ
る
ば
か
り
だ
と
、
わ
が
国
の
一
般
の

人
々
は
思
っ
て
い
た
の
だ
。
こ
れ
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
小
説
を
女
子
供
の
玩
具

と
み
な
し
て
、
芸
術
と
見
な
か
っ
た
誤
り
よ
り
起
き
た
過
失
で
あ
っ
て
、
そ
の
責

任
は
、
だ
い
た
い
見
識
の
な
い
作
者
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
以
上
に
述

べ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
小
説
、
歴
史
小
説
の
直
接
的
な
利
益
に
つ
い
て
は
、
だ
い

た
い
述
べ
つ
く
し
た
の
で
、
さ
ら
に
、
間
接
的
な
利
益
に
つ
い
て
述
べ
た
い
と
思

う
。
間
接
的
な
利
益
は
、
一
つ
で
は
足
り
な
い
。
い
わ
く
、
人
の
気
格
を
高
尚
に

す
る
こ
と
、
い
わ
く
、
人
に
勧
善
懲
悪
の
教
え
を
す
る
こ
と
、
い
わ
く
、
正
史
の

補
遺
に
な
る
こ
と
、
い
わ
く
、
文
学
の
お
手
本
に
な
る
こ
と
、
こ
れ
ら
で
あ
う
。

（
第
一
）

人
の
気
格
を
高
尚
に
す
る
こ
と
。

全
体
に
芸
術
と
い
っ
た
も
の
に
は
こ
の
大
切
な
利
益
が
あ
る
と
い
う
わ
け
を
、

す
で
に
以
前
に
も
論
じ
た
が
、
今
、
そ
の
要
点
を
再
び
述
べ
よ
う
。
そ
も
そ
も
小

説
は
、
人
間
の
肉
欲
に
供
す
る
も
の
で
は
な
く
、
人
間
の
風
流
の
嗜
好
に
合
わ
せ

て
娯
楽
を
与
え
よ
う
と
望
む
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
風
流
の
嗜
好
、
美
妙
の
感

情
は
、
も
っ
と
も
高
尚
な
情
緒
で
あ
っ
て
、
文
化
が
発
達
し
、
開
化
の
す
す
ん
だ

国
で
な
け
れ
ば
、
け
っ
し
て
こ
の
情
緒
を
持
つ
こ
と
は
な
い
。
あ
の
蒙
昧
な
野
蛮

な
人
々
を
み
る
と
、
ひ
た
す
ら
肉
体
の
欲
に
ふ
け
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
美
し
い
想
念

を
楽
し
む
こ
と
を
知
ら
な
い
の
で
、
わ
ず
か
の
間
の
ふ
る
ま
い
も
、
そ
の
下
心
を

問
う
な
ら
ば
、
み
な
肉
欲
で
な
い
も
の
は
な
い
。
だ
か
ら
、
そ
の
心
は
い
や
し
く

野
蛮
に
な
が
れ
て
、
た
だ
自
分
の
利
益
ば
か
り
を
求
め
て
、
残
忍
な
こ
と
は
な
は

だ
し
く
、
も
の
が
可
憐
だ
と
い
う
こ
と
を
ほ
ん
の
わ
ず
か
さ
え
も
理
解
し
な
い
の

だ
。
思
う
に
、
劣
情
の
た
め
に
身
を
責
め
ら
れ
、
卑
し
い
欲
の
た
め
に
追
わ
れ
る

の
で
、
理
性
の
力
は
ま
す
ま
す
萎
縮
し
、
良
心
は
い
よ
い
よ
力
を
失
い
、
た
だ
卑

劣
な
情
欲
を
も
っ
ぱ
ら
に
発
動
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
か
り
に
蒙
昧
の
国
民
で
な

く
て
も
、
ひ
た
す
ら
名
誉
と
富
を
求
め
て
利
益
を
争
う
世
界
に
奔
走
し
、
す
こ
し

も
そ
の
欲
望
を
休
ま
せ
る
こ
と
な
く
、
単
に
魔
界
の
利
益
に
ば
か
り
そ
の
心
を
傾

け
つ
く
す
な
ら
ば
、
あ
る
と
き
は
、
人
情
か
ら
か
け
離
れ
や
す
く
、
あ
る
と
き
は
、

私
欲
に
偏
り
や
す
く
、
卑
劣
で
卑
し
い
心
に
は
流
れ
な
い
で
い
よ
う
と
望
ん
で
も
、

ど
う
し
て
こ
れ
を
と
ど
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
こ
れ
は
、
し
か
し
な
が
ら
、

そ
の
胸
の
中
に
あ
の
広
々
と
し
た
余
裕
が
な
い
ま
ま
に
、
意
味
も
な
く
情
欲
の
奴

隷
と
な
っ
て
、
そ
の
指
図
だ
け
を
受
け
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
の
劣
情
を
制
す
る

に
は
、
理
性
の
力
を
借
り
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
劣
情
が
激
し

い
と
き
に
は
、
利
生
も
全
く
威
力
を
失
っ
て
、
こ
れ
を
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な

い
こ
と
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
劣
情
は
熱
病
に
か
か
っ
た
幼
児
と
同
じ
で
あ
る
。

は
げ
し
く
む
ず
が
っ
て
い
る
と
き
に
は
、
た
と
え
ど
の
よ
う
な
人
が
や
っ
て
来
て
、

薬
を
飲
ま
せ
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
で
、
簡
単
に
こ
れ
を
聞
く
も
の
で
は
な
い
。
理

性
は
、
ち
ょ
う
ど
厳
し
い
父
親
の
よ
う
で
あ
る
。
と
て
も
怖
い
顔
を
し
て
幼
児
を

叱
咤
し
た
と
し
て
も
、
む
ず
が
り
が
激
し
い
と
き
に
は
、
け
っ
し
て
そ
の
い
う
こ

と
を
聞
く
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
こ
う
い
う
と
き
に
は
、
や
む
を
え
ず
、
母
親
の

手
段
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
母
親
の
手
段
は
ど
の
よ
う
な
も
の
と
い
う
と
、
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た
と
え
ば
、
幼
児
に
良
薬
を
飲
ま
せ
よ
う
と
す
る
と
き
で
あ
っ
た
な
ら
、
ま
ず
、

甘
い
菓
子
を
与
え
て
幼
児
の
心
を
誘
い
な
が
ら
、
幼
児
が
だ
ん
だ
ん
と
喉
が
渇
い

て
き
て
、
飲
み
物
を
求
め
る
と
き
に
な
っ
て
、
そ
う
し
て
煎
じ
薬
を
飲
ま
せ
る
の

で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
し
ば
し
ば
薬
を
服
用
し
て
、
そ
の
効
能
を
知
る
よ
う
に
な

る
と
、
そ
の
病
苦
を
逃
れ
た
い
た
め
に
、
勧
め
な
く
て
も
自
分
か
ら
飲
む
だ
ろ
う
。

ま
た
、
煎
じ
薬
を
し
ば
し
ば
飲
む
な
ら
ば
、
喉
の
渇
き
も
い
く
ら
か
お
さ
ま
る
の

で
、
ひ
た
す
ら
水
を
求
め
る
心
も
だ
ん
だ
ん
と
薄
ら
ぐ
だ
ろ
う
。
こ
の
比
喩
は
、

も
と
よ
り
適
切
で
は
な
い
け
れ
ど
、
劣
情
を
制
す
る
の
に
も
、
ま
ず
、
こ
の
よ
う

に
、
き
わ
め
て
激
し
く
起
こ
っ
て
い
る
と
き
に
は
、
理
性
に
よ
っ
て
制
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
あ
の
温
か
く
柔
ら
か
な
芸
術
を
使
っ
て
、
そ
の
文
心
に
訴
え
な
が

ら
、
美
妙
の
感
覚
を
呼
び
起
こ
し
て
、
だ
ん
だ
ん
と
劣
情
を
追
い
払
っ
て
退
け
、

そ
の
本
人
の
心
を
こ
の
塵
に
汚
れ
た
世
界
の
外
に
誘
い
、
一
種
微
妙
な
感
覚
を
抱

か
せ
る
よ
う
に
も
な
っ
た
な
ら
ば
、
気
韻
は
自
然
と
高
尚
に
な
っ
て
、
し
ば
ら
く

欲
の
世
界
を
抜
け
出
す
に
ち
が
い
な
い
。
こ
れ
が
芸
術
が
実
益
が
な
く
て
も
、
な

お
、
必
要
で
あ
る
理
由
で
あ
る
こ
と
だ
。
だ
か
ら
、
芸
術
を
常
に
愛
し
て
、
し
ば

し
ば
こ
れ
に
親
し
む
な
ら
ば
、
美
妙
の
嗜
好
は
ま
す
ま
す
長
じ
て
、
気
格
は
い
よ

い
よ
高
く
な
る
に
ち
が
い
な
い
。
小
説
は
、
す
な
わ
ち
芸
術
で
あ
る
か
ら
、
こ
の

利
益
が
あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。
た
だ
し
、
わ
が
国
の
小
説
の
中
に
は
、

真
に
芸
術
と
称
え
る
こ
と
の
で
き
る
小
説
は
、
本
当
に
ま
れ
な
の
で
、
読
者
は
、

あ
る
い
は
、
こ
の
議
論
を
本
当
ら
し
く
な
い
と
思
わ
れ
る
だ
ろ
う
。
私
も
こ
れ
を

説
明
す
る
良
い
方
法
が
な
い
の
に
は
困
っ
て
い
る
。
す
で
に
前
段
に
述
べ
た
よ
う

に
、
わ
が
国
の
俗
人
が
も
て
は
や
し
て
い
る
小
説
、
歴
史
小
説
は
、
未
熟
で
あ
っ

て
、
な
お
芸
術
と
し
て
の
資
質
に
乏
し
く
、
こ
れ
を
絵
画
に
喩
え
る
と
き
に
は
、

あ
の
浮
世
絵
の
位
置
に
あ
っ
て
、
真
の
絵
画
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
た

と
え
の
意
味
を
味
わ
い
見
る
な
ら
ば
、
い
わ
ゆ
る
本
当
の
小
説
と
は
は
た
し
て
ど

の
よ
う
な
も
の
か
を
お
お
む
ね
了
解
さ
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。

（
第
二
）

人
を
褒
め
奨
め
た
り
、
懲
ら
し
め
た
り
戒
め
た
り
す
る
こ
と
。

小
説
の
勧
善
懲
悪
に
利
益
を
与
え
る
と
こ
ろ
が
あ
る
わ
け
は
、
以
前
に
先
人
が

し
ば
し
ば
説
い
た
。
世
の
人
も
こ
れ
を
口
に
す
る
も
の
は
多
い
、
と
く
に
東
洋
の

小
説
作
者
は
、
憂
鬱
を
な
お
し
、
悩
み
を
鎮
め
る
効
能
と
勧
善
懲
悪
の
利
益
と
を

も
っ
て
小
説
、
歴
史
小
説
の
目
的
と
こ
こ
ろ
え
、
も
っ
ぱ
ら
勧
善
懲
悪
を
主
眼
と

し
て
歴
史
小
説
を
著
わ
す
も
の
た
ち
は
、
こ
れ
で
あ
る
。
勧
善
懲
悪
を
主
な
目
的

と
し
て
小
説
、
歴
史
小
説
を
著
わ
す
と
き
に
は
、
そ
れ
が
勧
善
懲
悪
に
利
益
を
与

え
る
こ
と
は
、
も
と
よ
り
そ
の
は
ず
の
こ
と
で
あ
る
よ
。
か
り
に
勧
善
懲
悪
を
主

眼
と
し
て
、
物
語
を
構
成
し
な
く
て
も
、
そ
の
素
晴
ら
し
さ
が
入
神
の
域
に
達
し

た
な
ら
ば
、
暗
に
読
者
を
奨
め
、
戒
め
て
反
省
さ
せ
る
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
。
私

が
、
奨
め
、
戒
め
る
こ
と
の
一
カ
条
を
、
利
益
の
中
に
加
え
た
の
は
、
ま
っ
た
く

こ
の
意
味
か
ら
で
た
こ
と
な
の
で
、
け
っ
し
て
世
上
に
も
て
は
や
さ
れ
る
勧
善
懲

悪
小
説
の
利
益
を
、
こ
と
新
し
く
説
く
わ
け
で
な
い
が
、
今
退
い
て
考
え
る
と
、

世
の
中
の
見
る
目
の
な
い
連
中
に
あ
っ
て
は
、
勧
善
懲
悪
小
説
の
勧
善
懲
悪
さ
え
、

効
果
が
な
い
の
で
は
な
い
か
と
疑
う
者
が
い
る
。
い
や
、
小
説
を
罵
り
謗
っ
て
、

淫
ら
な
こ
と
を
教
え
、
性
欲
を
そ
そ
る
も
の
だ
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
だ
か
ら
、

こ
こ
に
一
言
を
こ
こ
に
費
や
し
て
、
勧
善
懲
悪
小
説
の
作
者
の
冤
罪
を
解
き
、
あ

わ
せ
て
勧
善
懲
悪
の
利
益
が
あ
る
わ
け
を
い
さ
さ
か
説
明
し
た
い
と
思
う
。
お
よ

そ
事
物
を
批
判
す
る
に
は
、
ま
ず
そ
の
事
実
を
解
剖
し
て
、
そ
の
仕
組
み
を
も
知
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っ
た
上
で
、
そ
し
て
批
評
を
下
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
で
な
い
な
ら
ば
、
馬
を
批

評
し
よ
う
と
望
ん
で
、
鹿
を
批
評
す
る
ま
ち
が
い
が
あ
る
だ
ろ
う
。
馬
と
鹿
と
は

そ
の
形
や
姿
が
お
た
が
い
に
似
て
い
る
。
だ
か
ら
、
ま
ず
よ
く
馬
を
知
っ
て
、
そ

う
し
て
批
評
を
始
め
な
か
っ
た
な
ら
、
そ
の
形
が
似
て
い
る
こ
と
か
ら
、
鹿
を
馬

と
誤
っ
て
認
め
て
、
鹿
を
批
評
し
て
馬
に
お
よ
ぼ
し
、
馬
は
深
山
に
も
住
ん
で
い

る
も
の
で
あ
る
、
体
中
に
ぶ
ち
が
あ
る
と
い
っ
た
な
ら
ば
、
人
々
は
か
な
ら
ず
嘲

笑
し
て
、
こ
れ
は
馬
と
ば
か
り
見
ま
ち
が
え
て
た
し﹅
か﹅
に
シ
カ
と
認
め
た
ま
ち
が

い
で
あ
る
、
あ
あ
、
馬
鹿
ら
し
い
と
ど
よ
め
く
だ
ろ
う
。
小
説
を
批
評
す
る
に
も
、

ま
ず
そ
の
よ
う
に
、
ど
の
よ
う
な
も
の
が
小
説
な
の
か
を
は
じ
め
に
会
得
す
る
こ

と
な
く
、
み
だ
り
に
批
評
を
下
そ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
小
説
に
似
て
小
説
で
は
な

い
、
い
わ
ゆ
る
ロ
マ
ン
ス
の
た
ぐ
い
を
評
し
て
小
説
に
お
よ
ぼ
す
ま
ち
が
い
が
あ

る
だ
ろ
う
。
中
国
の
人
が
、
淫
ら
な
こ
と
を
教
え
、
性
欲
を
そ
そ
る
と
罵
っ
た
の

は
、『
金
瓶
梅
』、
も
し
く
は
、『
肉
蒲
団４

）

』
な
ど
の
評
で
あ
ろ
う
し
、
わ
が
国
の

俗
人
が
、
物
語
を
排
斥
し
て
風
紀
を
乱
す
書
物
で
あ
る
と
い
っ
た
の
は
、
男
女
の

痴
情
の
秘
密
を
写
し
て
、
下
品
で
猥
褻
に
流
れ
た
恋
愛
小
説
の
た
ぐ
い
を
指
す
も

の
だ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、『
金
瓶
梅
』、『
肉
蒲
団
』
な
ら
び
に
猥
褻

な
恋
愛
小
説
の
ご
と
き
は
、
こ
れ
は
偽
物
の
小
説
な
の
だ
。
本
当
の
小
説
と
は
い

う
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
わ
け
は
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
こ
れ
ら
の
数
種
の
小
説

に
は
、
芸
術
に
お
い
て
も
っ
と
も
忌
む
べ
き
下
品
で
猥
褻
な
要
素
を
含
む
か
ら
で

あ
る
。
い
や
、
猥
雑
な
恋
愛
小
説
の
た
ぐ
い
は
、
も
と
も
と
淫
ら
な
こ
と
を
教
え
、

性
欲
を
そ
そ
る
こ
と
を
そ
の
全
編
の
目
的
と
し
て
書
い
た
こ
と
は
疑
い
が
な
い
。

こ
の
よ
う
な
、
偽
物
の
小
説
、
歴
史
小
説
が
し
ば
し
ば
世
の
中
に
現
わ
れ
る
の
は
、

そ
の
責
任
は
、
読
者
の
方
に
あ
っ
て
、
作
者
に
は
な
い
と
い
っ
た
と
し
て
も
、
ま

ち
が
い
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
作
者
は
総
じ
て
、
世
の
中
の
好
み
に
応
じ
て

著
作
の
筆
を
採
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
も
し
世
の
人
が
高
雅
で
あ
っ
て
、
淫
靡
に

な
じ
む
こ
と
が
な
い
な
ら
ば
、
ど
う
し
て
猥
褻
で
下
品
な
小
説
、
歴
史
小
説
を
書

い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。『
源
氏
物
語
』
が
と
て
も
猥
雑
で
あ
っ
た
の
も
、
ま
た
、

こ
れ
は
藤
原
氏
が
権
力
を
独
占
し
て
以
来
の
文
弱
の
弊
害
が
そ
の
よ
う
に
し
た
も

の
で
あ
る
。
ど
う
し
て
作
者
を
と
が
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
い

う
な
ら
ば
、
反
対
論
者
は
、
さ
ら
に
私
を
批
判
し
て
い
う
だ
ろ
う
。
総
じ
て
小
説

と
称
す
る
も
の
に
は
、
か
な
ら
ず
男
女
の
恋
愛
話
を
載
せ
る
よ
う
で
、
と
く
に
写

実
の
主
旨
で
書
く
な
ら
ば
、
道
に
外
れ
た
男
女
の
恋
愛
話
も
と
て
も
多
い
こ
と
だ

ろ
う
。
最
近
で
は
、
米
国
な
ど
で
も
、
小
説
、
歴
史
小
説
に
刺
激
さ
れ
て
道
に
外

れ
た
恋
に
迷
い
は
じ
め
た
若
い
男
女
も
あ
っ
た
と
聞
い
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
も
、

淫
ら
な
こ
と
を
教
え
、
性
欲
を
そ
そ
る
も
の
で
は
な
い
か
、
そ
の
理
の
あ
る
と
こ

ろ
を
聞
き
た
い
と
罵
る
だ
ろ
う
。
私
が
そ
こ
で
答
え
て
い
う
こ
と
に
は
、
た
し
か

に
小
説
は
情
を
主
と
し
て
そ
の
脚
色
を
作
る
も
の
だ
か
ら
、
男
女
の
恋
愛
話
の
ご

と
き
は
、
も
っ
と
も
必
須
の
材
料
で
あ
る
こ
と
だ
。
思
う
に
、
情
欲
の
種
類
は
多

い
け
れ
ど
も
、
い
つ
く
し
み
、
情
け
深
い
と
い
う
人
情
の
あ
り
よ
う
ほ
ど
大
切
な

も
の
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
当
の
小
説
に
も
、
主
と
し
て
男
女

の
相
思
を
説
く
け
れ
ど
も
、
あ
の
為
永
派
の
作
者
の
よ
う
に
、
い
っ
て
は
な
ら
な

い
秘
密
を
暴
き
た
て
て
、
卑
猥
の
様
子
を
写
そ
う
と
は
せ
ず
、
た
だ
人
の
心
の
秘

密
を
発
い
て
、
心
理
学
者
が
説
明
し
お
と
し
た
心
理
を
詳
細
に
表
現
す
る
だ
け
で

あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
れ
ら
の
歴
史
小
説
を
読
ん
で
、
邪
淫
の
心
を
起
こ
し
た
も
の
、

も
し
く
は
、
悪
意
を
き
ざ
し
た
も
の
は
、
そ
の
責
任
は
自
分
の
心
に
あ
っ
て
、
歴

史
小
説
の
関
わ
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
小
説
は
、
も
と
も
と
世
の
中
の
あ
り
さ
ま
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を
写
し
だ
し
た
も
の
で
あ
る
の
で
、
読
者
に
お
い
て
優
れ
た
眼
力
が
あ
っ
た
な
ら

ば
、
書
物
の
中
で
叙
述
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
反
省
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
当
然

で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
他
人
の
な
り
ふ
り
を
見
て
、
自
分
の
な
り
ふ
り
を
正
そ
う

と
す
る
の
は
、
見
識
の
あ
る
人
で
は
普
通
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
だ
よ
。
も
し
、
久

松
が
お
染
を
連
れ
て
駆
け
落
ち
し
た
く
だ
り
を
読
ん
で
、
う
ら
や
ま
し
く
思
う
傾

向
が
あ
っ
た
な
ら
、
か
り
に
小
説
を
読
ま
な
く
て
も
、
い
つ
か
そ
の
気
持
ち
は
起

こ
る
に
ち
が
い
な
い
。
た
と
え
ば
、
東
隣
に
娘
が
い
て
そ
の
恋
人
と
駆
け
落
ち
し

た
な
ら
ば
、
た
ち
ま
ち
こ
れ
に
刺
激
さ
れ
て
、
自
分
も
西
隣
り
の
乙
女
を
連
れ
て

駆
け
落
ち
し
よ
う
と
企
て
る
だ
ろ
う
。
こ
の
種
の
人
は
、
他
人
の
風
を
見
て
自
分

の
風
を
正
す
こ
と
が
で
き
ず
、
自
分
で
辛
苦
を
経
験
し
て
、
初
め
て
悟
り
を
開
く

連
中
で
あ
る
。
こ
う
い
う
わ
け
だ
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
連
中
に
読
ま
れ
て
不
当
な

悪
い
批
評
を
受
け
る
こ
と
は
、
大
変
な
小
説
の
冤
罪
で
あ
っ
て
、
小
説
作
者
の
迷

惑
で
あ
る
こ
と
だ
。
金
聖
嘆５

）

は
、『
金
瓶
梅
』
の
巻
頭
で
い
う
こ
と
に
は
、「
こ
の

書
を
読
ん
で
よ
こ
し
ま
な
気
持
ち
を
抱
く
な
ら
ば
、
そ
の
責
任
は
そ
の
人
の
心
に

あ
っ
て
、
こ
の
書
物
の
責
任
で
は
な
い
。」
と
い
っ
た
。
こ
れ
は
ま
た
と
て
も
無

理
だ
け
れ
ど
も
、
も
し
、
こ
の
言
葉
を
本
当
の
小
説
の
場
合
に
あ
て
は
め
た
な
ら

ば
、
至
当
の
批
評
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
論
じ
て
こ
こ
ま
で
来
た
つ
い
で
に
、
一

言
い
っ
て
お
く
べ
き
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
他
で
も
な
い
が
、
西
洋
で
も
東

洋
で
も
、
小
説
を
玩
具
の
よ
う
に
考
え
、
ま
だ
う
ら
若
い
年
少
の
男
女
に
与
え
て

読
ま
せ
る
習
慣
が
あ
る
。
こ
れ
は
と
て
も
危
険
な
習
慣
と
い
う
べ
き
だ
。
だ
い
た

い
年
が
若
い
と
き
に
は
、
感
覚
が
も
っ
と
も
敏
感
な
の
で
、
外
部
の
刺
激
を
受
け

る
こ
と
は
、
大
人
に
も
ま
し
て
ひ
じ
ょ
う
に
鋭
い
。
だ
か
ら
、
小
説
は
い
う
に
お

よ
ば
ず
、
す
べ
て
人
間
の
心
に
は
な
は
だ
し
い
刺
激
、
感
覚
を
与
え
る
も
の
を
近

づ
け
な
い
こ
と
を
も
っ
て
良
し
と
す
る
の
で
あ
る
。
芸
術
は
、
玩
具
に
相
違
は
な

い
が
、
立
派
な
人
物
や
学
士
の
玩
具
で
あ
る
か
ら
、
か
り
に
危
な
い
と
思
う
理
由

は
な
く
て
も
、
児
童
の
玩
具
に
与
え
る
こ
と
は
、
す
で
に
そ
の
理
に
も
と
る
と
い

う
べ
き
だ
。

小
説
を
非
難
す
る
も
の
が
、
ま
た
、
い
う
こ
と
に
は
、
小
説
に
寓
す
る
勧
善
懲

悪
の
意
の
よ
う
な
も
の
は
、
士
君
子
は
も
と
よ
り
こ
れ
を
悟
っ
て
い
る
。
ど
う
し

て
小
説
を
読
ん
で
こ
れ
を
悟
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。
だ
か
ら
、
小
説
の
寓

意
と
い
う
も
の
は
、
婦
人
や
子
供
の
た
め
に
作
っ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
、
遊
蕩
し

て
好
き
放
題
に
暮
ら
し
て
い
る
凡
庸
な
連
中
の
た
め
に
作
っ
た
も
の
だ
ろ
う
。
実

際
に
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
小
説
は
勧
善
懲
悪
に
役
立
つ
と
こ
ろ
は
な
い
だ
ろ

う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
婦
人
や
子
供
は
、
蒙
昧
で
あ
っ
て
、
も
と
よ
り
物
事
の
理
屈

に
く
ら
い
も
の
で
あ
る
。
小
説
を
読
ん
で
、
そ
の
脚
色
が
変
わ
っ
て
い
る
の
を
喜

ぶ
だ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
ど
う
し
て
寓
意
を
悟
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
ま
た
、
遊

蕩
し
て
好
き
放
題
の
連
中
が
小
説
を
読
む
の
は
、
ひ
た
す
ら
、
憂
鬱
を
な
お
し
、

悩
み
を
鎮
め
る
手
段
と
す
る
た
め
の
み
で
あ
る
。
ど
う
し
て
善
悪
集
美
の
区
別
な

ど
に
眼
を
注
ぐ
こ
と
が
あ
ろ
う
か
、
と
。
私
が
、
再
び
答
え
て
い
う
こ
と
に
は
、

そ
も
そ
も
人
が
生
ま
れ
て
、
心
の
正
し
い
父
母
の
教
育
を
受
け
て
成
長
し
、
悪
を

恥
じ
る
心
が
あ
り
、
廉
恥
の
念
を
抱
く
も
の
は
、
戒
め
な
く
と
も
悪
を
避
け
、
勧

め
な
く
て
も
善
に
趣
く
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
、
時
と
し
て
は
、
知
ら
ず
知

ら
ず
、
面
目
の
な
い
こ
と
を
す
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
も
と
よ
り
不
義
と
そ

し
り
、
悪
と
罵
る
ほ
ど
で
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
も
し
、
公
然
と
世
に
知
れ
た
な
ら

ば
、
か
な
ら
ず
嘲
笑
の
種
と
も
な
る
だ
ろ
う
。
勧
善
懲
悪
小
説
の
完
全
な
も
の
は
、

こ
の
よ
う
な
わ
ず
か
な
こ
と
で
さ
え
も
洩
ら
さ
な
い
で
、
懲
ら
し
め
、
戒
め
る
も
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の
で
あ
る
か
ら
、
道
義
を
口
に
す
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
こ
れ
を
読
む
に
い
た
っ

た
な
ら
ば
、
と
き
に
は
う
ら
恥
ず
か
し
く
思
う
こ
と
が
な
い
わ
け
で
も
な
い
。
私

の
友
人
何
某６

）

は
東
京
の
人
で
あ
る
。
学
問
は
和
漢
洋
に
渡
っ
て
い
て
、
心
は
と
て

も
正
し
く
、
も
っ
と
も
お
と
こ
気
が
あ
る
の
で
、
他
人
に
称
え
ら
れ
る
。
け
れ
ど

も
、
そ
れ
で
も
以
前
私
に
い
っ
た
こ
と
に
は
、
自
分
は
、
八
犬
伝
を
読
ん
で
、
八

犬
士
の
交
際
を
見
て
、
ひ
そ
か
に
恥
じ
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
、
と
。
何
某
の
信

義
を
も
っ
て
さ
え
、
こ
の
こ
と
が
あ
る
。
私
の
よ
う
な
も
の
は
、
こ
の
よ
う
な
こ

と
が
い
つ
も
多
い
。
世
の
人
で
、
こ
こ
に
感
じ
な
い
も
の
は
、
小
説
に
勧
善
懲
悪

の
徳
が
な
い
の
で
は
な
く
て
、
読
者
に
読
書
の
目
が
な
い
だ
け
で
あ
る
。
だ
か
ら
、

小
説
が
勧
善
懲
悪
を
、
た
だ
蒙
昧
の
連
中
の
た
め
に
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
よ

う
な
こ
と
は
、
近
頃
流
行
し
て
い
る
草
双
紙
を
読
ん
だ
も
の
の
言
葉
で
あ
る
。
い

わ
ゆ
る
ロ
マ
ン
ス
（
奇
異
譚
）
の
評
で
あ
る
。
笑
う
べ
き
で
あ
り
、
反
駁
す
る
必

要
も
な
い
。
こ
の
よ
う
に
弁
ず
る
の
は
、
か
え
っ
て
大
人
げ
な
い
と
い
わ
れ
る
だ

ろ
う
。

さ
て
、
ま
た
婦
人
や
子
供
の
連
中
に
い
た
っ
て
は
、
も
と
も
と
物
を
知
ら
ず
、

浅
学
で
あ
る
か
ら
、
脚
色
を
読
む
ば
か
り
で
、
寓
意
な
ど
は
、
け
っ
し
て
知
る
こ

と
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
の
は
理
屈
で
は
あ
る
が
、
そ
う
は
い
っ
て
も
、
善

悪
美
醜
の
区
別
が
少
し
も
な
い
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
善
を
勧
め
悪
を
戒
め

る
こ
と
が
主
眼
の
小
説
を
し
ば
し
ば
通
読
す
る
に
及
ん
だ
な
ら
ば
、
勧
善
懲
悪
の

意
は
、
し
ら
ず
し
ら
ず
そ
の
心
と
胆
に
徹
し
て
、
幾
分
か
刺
激
す
る
こ
と
が
あ
っ

て
、
そ
の
行
為
に
影
響
が
あ
る
だ
ろ
う
こ
と
は
疑
う
こ
と
も
で
き
な
い
の
だ
。
た

だ
、
そ
の
影
響
の
力
は
、
具
眼
の
読
者
に
お
け
る
も
の
に
比
べ
る
と
弱
い
。
こ
れ

が
小
説
が
も
っ
ぱ
ら
婦
人
と
子
供
の
た
め
に
書
か
れ
な
い
理
由
で
あ
る
こ
と
だ
。

さ
て
、
ま
た
、
放
蕩
し
て
好
き
放
題
の
連
中
が
小
説
を
読
む
の
は
、
実
際
、
憂
さ

晴
ら
し
の
た
め
だ
ろ
う
か
ら
、
寓
意
な
ど
を
気
に
か
け
な
い
こ
と
は
、
も
と
も
と

そ
の
は
ず
の
こ
と
と
い
う
べ
き
だ
。
そ
う
は
い
っ
て
も
、
い
く
ら
ば
か
り
で
も
廉

恥
の
心
が
あ
る
か
ら
に
は
、
か
り
に
小
説
の
寓
意
を
知
る
こ
と
が
で
き
て
、
た
だ

し
に
悔
悟
し
、
恥
じ
て
、
そ
の
行
な
い
を
改
め
る
に
は
至
ら
な
く
て
も
、
そ
し
ら

れ
て
、
快
い
と
思
う
も
の
は
、
ま
れ
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
連
中
に

お
い
て
も
、
や
は
り
、
善
を
勧
め
悪
を
戒
め
る
意
は
通
じ
て
い
る
。
た
だ
ち
に
、

善
を
勧
め
る
媒
介
に
は
な
ら
な
く
て
も
、
暗
に
良
心
を
喚
起
す
る
方
便
と
は
な
る

だ
ろ
う
。
良
心
が
し
ば
し
ば
喚
起
さ
れ
て
、
つ
い
に
は
情
欲
を
圧
す
に
い
た
っ
た

な
ら
ば
、
悔
悟
改
新
の
道
を
開
く
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
も
ま
た
知
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
と
に
も
か
く
に
も
、
小
説
に
勧
善
懲
悪
の
力
な
な
い
と
い
う
の
は
、
ま

ち
が
っ
て
い
る
。
私
の
説
は
か
え
っ
て
牽
強
付
会
の
説
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
。

西
洋
の
も
の
し
り
の
何
某７

）

が
、
か
つ
て
、
い
っ
た
こ
と
に
は
、
小
説
に
憂
鬱
を

な
お
し
、
悩
み
を
鎮
め
る
利
益
が
あ
る
の
は
、
み
な
人
の
知
っ
て
い
る
こ
と
で
あ

る
け
れ
ど
も
、
こ
の
ほ
か
に
き
わ
だ
っ
た
実
益
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
も
の

は
ま
れ
で
あ
る
。
小
説
は
、
訓
戒
の
種
に
な
る
だ
ろ
う
も
の
を
沢
山
収
め
た
宝
の

蔵
で
あ
り
、
問
屋
で
あ
る
。
人
が
ひ
と
た
び
そ
の
扉
を
開
い
た
な
ら
ば
、
益
を
得

る
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
わ
ず
か
の
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
訓
戒
と
い
う
が
、
ひ

た
す
ら
仁
義
道
徳
の
主
義
を
奉
じ
て
、
人
の
行
い
の
曲
直
正
邪
を
批
評
す
る
も
の

と
思
う
人
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
私
が
い
う
訓
戒
と
は
、
こ
れ
と
は
ち
が
っ
て
い
る
。

実
際
、
道
徳
の
主
義
の
よ
う
な
も
の
は
、
人
生
に
必
須
の
規
律
で
あ
っ
て
、
本
当

に
大
切
な
基
準
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
私
の
い
う
訓
戒
は
、
領
域
が
広
く
て
、
た
だ

そ
の
よ
う
な
こ
と
ば
か
り
を
い
う
の
で
は
な
い
。
た
と
え
道
徳
の
領
域
を
離
れ
た
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も
の
で
も
、
か
り
に
も
人
間
に
過
ち
を
犯
さ
な
い
よ
う
に
戒
め
、
そ
の
内
と
外
の

体
裁
を
改
良
す
る
力
が
あ
る
な
ら
ば
、
す
べ
て
こ
れ
ら
を
一
般
に
呼
ん
で
訓
戒
と

い
う
の
で
あ
る
こ
と
だ
。
た
と
え
ば
、
人
間
に
さ
ま
ざ
ま
な
礼
法
を
教
え
る
の
も
、

機
知
や
頓
知
を
み
が
か
せ
る
の
も
、
人
情
が
な
ん
で
あ
る
か
を
悟
ら
せ
る
の
も
、

す
べ
て
こ
れ
は
訓
戒
の
一
端
で
あ
る
だ
ろ
う
。
世
上
の
小
説
読
者
に
あ
っ
て
、
も

し
こ
の
訓
戒
の
所
在
を
知
る
こ
と
が
で
き
て
、
そ
の
真
の
味
を
味
わ
う
こ
と
が
で

き
て
こ
そ
、
は
じ
め
て
小
説
や
歴
史
小
説
の
本
当
の
効
能
を
も
悟
る
こ
と
が
で
き

る
だ
ろ
う
し
、
か
つ
、
快
楽
の
果
実
を
も
摘
む
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
べ
き
で
あ

る
。
と
こ
ろ
が
、
世
間
の
小
説
読
者
は
、
こ
の
道
理
を
知
ら
な
い
も
の
が
多
く
、

ひ
た
す
ら
趣
向
や
脚
色
だ
け
を
読
ん
で
、
そ
れ
で
娯
楽
の
果
実
を
す
で
に
手
に
入

れ
た
と
思
う
の
は
、
ま
ち
が
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
快
楽
の
花
を
見
た
だ
け
で
、

果
実
を
得
た
も
の
で
は
な
い
の
だ
、
云
々
と
い
っ
て
い
る
。
ほ
ん
と
う
に
活
眼
の

議
論
で
あ
っ
て
、
よ
く
小
説
に
寓
意
す
る
こ
と
の
で
き
る
勧
善
懲
悪
の
性
質
を
明

ら
か
に
し
た
新
説
で
あ
る
と
も
称
え
る
べ
き
だ
。
勧
善
懲
悪
の
利
益
に
つ
い
て
は
、

も
っ
と
い
う
べ
き
こ
と
は
た
く
さ
ん
あ
る
が
、
く
だ
く
だ
し
い
の
で
、
こ
こ
で
は

省
い
て
、
ま
た
、
後
の
回
に
機
会
が
あ
れ
ば
、
さ
ら
に
説
き
述
べ
る
こ
と
も
あ
る

だ
ろ
う
。

〔
注
〕

１
）ジ
ョ
ン
・
モ
ー
レ
ー
（
一
八
三
八
〜
一
九
二
三
）
イ
ギ
リ
ス
の
政
治
家
、
小
説
家
。

２
）歌
川
派
・
江
戸
浮
世
絵
の
一
流
派
。
美
人
画
、
役
者
絵
で
知
ら
れ
る
。

３
）狩
野
派
・
室
町
時
代
に
始
ま
る
。
漢
画
系
の
画
派
で
、
日
本
画
最
大
の
流
派
。

４
）『
肉
蒲
団
』・
清
代
の
好
色
文
学
。
主
人
公
が
色
道
遍
歴
の
末
に
、
仏
門
に
帰
依

す
る
物
語
。
性
描
写
で
知
ら
れ
る

５
）金
聖
嘆
・（
一
六
一
〇

〜
一
六
六
一
）
明
末
の
文
芸
評
論
家
。『
水
滸
伝
』
な
ど

の
批
評
で
知
ら
れ
る
。『
逍
遥
選
集
』
で
は
、「
張
竹
坡
」（（
一
六
七
〇
〜
一
六
九

八
）『
金
瓶
梅
』
の
批
評
を
し
た
文
芸
評
論
家
。）
に
訂
正
。

６
）私
の
友
人
何
某
・『
岩
波
文
庫
』
改
版
の
注
は
、
柳
田
泉
『『
小
説
神
髄
』
の
研

究
』
の
高
田
早
苗
、
市
島
春
城
、
山
田
一
郎
（
い
ず
れ
も
、
東
京
大
学
時
代
の
同

級
生
）
説
を
紹
介
し
て
い
る
。

７
）西
洋
の
も
の
し
り
の
何
某
・
未
詳
。
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