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英
語
の
本
と
し
て
は
珍
し
く
「
私
小
説
」

の
分
類
に
あ
て
は
ま
り
そ
う
な
作
品
で

あ
る
。

作
者
の
筆
は
武
士
道
の
真
髄
を
説
き
、
日

本
刀
の
合
金
技
術
を
述
べ
る
。
褌

ふ
ん
ど
し

の
結
び
方

に
ま
で
、
図
解
を
ま
じ
え
た
具
体
的
描
写
を

与
え
て
い
る
。

ま
た
物
語
は
何
重
か
の
入
れ
子
に
な
っ
て

い
て
、
三
島
由
紀
夫
が
市
ヶ
谷
で
死
ん
だ
あ

の
日
、
１
９
７
０
年
11
月
25
日
の
推
移
が
、

早
暁
か
ら
三
島
の
首
が
血
し
ぶ
き
を
飛
ば
し

て
床
に
転
が
る
そ
の
瞬
間
ま
で
、
劇
中
ド
キ

ュ
メ
ン
ト
と
し
て
語
ら
れ
る
。

し
か
し
そ
れ
ら
本
書
を
彩
る
ノ
ン
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
的
要
素
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
は
あ

く
ま
で
書
き
手
自
身
を
主
人
公
と
し
、
そ
の

成
長
を
主
題
と
す
る
物
語
で
あ
る
。
作
者
の

年
齢
か
ら
す
る
と
そ
ぐ
わ
ぬ
よ
う
だ
が
、
一

種
のB

ildungsrom
an

（
成
長
小
説
）
と
言
っ

て
よ
い
。
読
者
は
作
者
＝
主
人
公
と
同
伴
し
、

探
求
の
旅
を
と
も
に
す
る
の
で
あ
る
。

そ
の
探
求
と
は
、
三
島
が
自
分
の
首
を
は

ね
さ
せ
る
の
に
使
っ
た
名
刀
「
関
の
孫
六
」

の
在
り
処
を
突
き
止
め
る
こ
と
だ
と
定
義
さ

れ
る
。
行
文
は
巧
ま
ず
し
て
宝
探
し
物
語
の

筆
法
を
と
る
こ
と
と
な
り
、
そ
れ
が
全
編
に

サ
ス
ペ
ン
ス
感
を
与
え
た
。

「
三
島
の
刀
（M

ishim
a’s

S
w

ord

）」
と
い

う
題
は
そ
こ
か
ら
来
た
。
け
れ
ど
も
視
覚
の

ト
リ
ッ
ク
を
援
用
し
、
こ
れ
は
「
三
島
の
言

葉
（M

ishim
a’s

W
ord

）」
と
も
読
ま
せ
る
仕

掛
け
に
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
示
唆
的
で
あ

る
よ
う
に
、
作
者
は
、
珍
品
を
追
い
求
め
る

好
事
家
で
は
無
論
あ
り
え
な
い
。

三
島
を
捕
え
た
問
い

三
島
は
ど
う
し
て
、
あ
ん
な
風
に
死
な
ね

ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
三
島
に
お
い
て
、

「
生
の
実
感
」
と
は
果
た
し
て
あ
り
得
た
の

か
。
自
分
の
存
在
を
、
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ

ー
と
と
も
に
自
ら
抱
擁
、
承
認
す
る
こ
と
は
、

三
島
に
お
い
て
可
能
だ
っ
た
の
か
。

探
求
は
そ
こ
に
収
斂
す
る
。
な
ぜ
な
ら
そ

の
多
く
は
作
者
＝
主
人
公
の
、
昔
ふ
う
に
言

う
な
ら
「
実
存
」
の
悩
み
と
重
な
る
か
ら
だ
。

結
局
主
人
公
は
、
今
生
き
て
、
此
処
に
あ
る

こ
と
の
実
感
を
把
握
で
き
ず
に
い
る
。

「
自
分
が
生
き
る
こ
の
生
が
本
物
だ
と
、
ど

う
す
れ
ば
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

…
…
そ
れ
こ
そ
は
三
島
を
捕
え
て
離
さ
な
か

っ
た
問
い
で
あ
り
、
ま
た
私
自
身
の
問
い
で
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も
あ
っ
た
」
と
作
者
は
言
う
。

三
島
は
そ
の
あ
ま
り
、
い
つ
も
何
か
別
物

に
な
ろ
う
と
し
た
。
い
く
つ
も
の
仮
面
を
身

に
ま
と
い
、
自
分
を
作
り
変
え
よ
う
と
。

そ
ん
な
三
島
の
虜
と
な
っ
た
作
者
は
、
三

島
が
恐
ら
く
は
自
己
イ
メ
ー
ジ
を
投
影
さ
せ

て
母
国
を
見
た
時
当
然
に
も
気
づ
い
た
日
本

の
国
家
像
に
、
同
じ
よ
う
に
思
い
至
る
。

す
な
わ
ち
日
本
と
は
、
近
代
化
に
踏
み
出

し
て
以
来
、
常
に
何
者
か
、
別
の
自
我
を
も

と
う
と
し
て
あ
が
き
続
け
た
挙
句
、
己
れ
の

内
部
に
大
き
な
空
洞
を
開
け
て
し
ま
っ
た
国

で
は
な
い
の
か
…
…
。

神
風
連
や
西
郷
隆
盛
を
三
島
の
作
品
に
事

寄
せ
詳
説
す
る
の
は
、
自
我
意
識
を
自
ら
引

き
裂
く
以
前
の
日
本
と
は
何
だ
っ
た
か
、
探

る
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
は
歴
史
家
の
な
す
論

で
は
な
い
。

ま
た
も
や
作
者
＝
主
人
公
の
悩
み
と
ダ
ブ

る
限
り
に
お
い
て
の
所
説
で
あ
り
、
こ
の
接

近
法
は
、
日
本
と
い
う
国
を
自
ず
か
ら
擬
人

化
す
る
。
こ
こ
に
お
い
て
読
者
は
、
わ
が
近

代
史
の
日
本
浪
漫
派
的
叙
述
が
図
ら
ず
も
英

国
人
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
の
を
見
る
。

探
求
譚
の
入
れ
子
構
造

中
心
に
向
か
っ
て
収
縮
す
る
、
立
体
的
な

同
心
円
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
と
よ
い
。
芯
を
な

す
円
は
、
三
島
の
刀
で
あ
る
。
そ
れ
は
ど
こ

ま
で
も
遠
ざ
か
っ
て
い
く
。
物
理
的
に
も
、

武
士
の
刀
が
日
本
古
来
の
伝
統
的
価
値
観
を

体
現
す
る
限
り
に
お
い
て
も
。

一
つ
外
縁
に
は
三
島
が
、
さ
ら
に
外
周
に

日
本
と
い
う
一
つ
の
国
が
あ
っ
て
、
そ
の
総

体
に
引
き
込
ま
れ
、
踏
み
込
ん
で
行
こ
う
と

す
る
主
人
公
が
い
る
。
い
ず
れ
も
、
何
か
を

探
し
、
何
か
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
者
た
ち

だ
。
探
求
譚
の
入
れ
子
構
造
で
あ
る
。

三
島
に
刀
を
や
っ
た
の
は
、
渋
谷
に
あ
る

有
名
な
書
店
（
大
盛
堂
書
店
）
の
店
主
だ
っ

た
。
本
屋
の
地
下
に
は
マ
ニ
ア
向
け
シ
ョ
ッ

プ
が
あ
り
、
そ
こ
は
作
者
が
初
め
て
日
本
に

英
語
教
師
と
し
て
来
た
１
９
９
０
年
代
半

ば
、
よ
く
入
り
浸
っ
た
場
所
だ
っ
た
。

探
求
譚
の
入
れ
子
構
造
は
、
因
縁
の
連
鎖

に
よ
っ
て
も
立
体
感
を
帯
び
て
い
る
。

作
者
は
渋
谷
に
ス
ナ
ッ
ク
兼
住
居
を
借
り
、

そ
こ
か
ら
探
求
の
旅
を
あ
ち
こ
ち
へ
続
け
る
。

描
か
れ
た
渋
谷
に
は
、
異
邦
人
の
目
に
の
み

見
え
る
色
が
あ
り
、
輪
郭
が
あ
る
。

刀
は
依
然
、
杳
と
し
て
行
方
を
知
れ
な
い
。

そ
の
間
に
作
者
は
、
ゲ
イ
専
用
Ｓ
Ｍ
ク
ラ
ブ

へ
足
を
踏
み
込
む
。
褌
を
結
ば
ね
ば
な
ら
な

い
羽
目
に
な
り
つ
つ
、
三
島
の
か
つ
て
の
相

手
に
会
い
、
話
を
聞
く
。
切
腹
遊
戯
に
よ
っ
て
、

三
島
は
エ
ク
ス
タ
シ
ー
を
迎
え
た
の
だ
と
。

生
の
実
感
、生
の
手
触
り

刀
は
結
局
見
つ
か
る
。
あ
る
電
話
に
よ
っ

て
、
作
者
は
と
あ
る
退
職
警
察
官
の
家
へ
行

く
。
こ
れ
が
そ
う
だ
と
、
刃
の
こ
ぼ
れ
た
刀

を
見
せ
ら
れ
た
。
し
か
し
作
者
に
は
、
ど
う

し
て
も
実
感
が
沸
い
て
こ
な
い
。
彼
が
追
い

求
め
て
い
た
も
の
が
生
の
手
触
り
で
あ
り
、

刀
と
は
そ
れ
を
逆
説
的
に
強
く
証
明
す
る
仮

象
だ
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
く
た
び
れ
た
「
実

物
」
は
、
却
っ
て
実
在
感
を
持
ち
得
な
い
。

深
い
徒
労
感
が
作
者
を
襲
い
、
何
か
憑
き

物
を
、
彼
か
ら
落
と
す
。
「
生
を
証
す
る
た

め
の
死
」
と
い
う
妄
執
が
、
こ
の
時
落
ち
た
。

ラ
ス
ト
シ
ー
ン
で
、
作
者
は
渋
谷
道
玄
坂

「
１
０
９
」
の
前
に
佇
立
し
、
打
ち
寄
せ
る

人
波
と
、
聞
こ
え
て
く
る
日
本
語
の
断
片
に

自
ら
を
洗
わ
せ
る
。
そ
の
時
だ
、
死
の
誘
引

が
自
分
の
中
か
ら
き
れ
い
に
消
え
て
し
ま
お

う
と
し
て
い
る
の
を
悟
る
の
は
。

傍
ら
に
立
ち
作
者
を
眺
め
る
読
者
に
も
、

突
然
の
感
動
が
襲
う
。
全
編
を
貫
く
主
題
が
、

初
め
て
く
っ
き
り
と
し
た
像
を
結
ん
で
立
ち

現
れ
て
く
る
。
生
の
実
感
を
も
は
や
疑
お
う

と
し
な
く
な
っ
た
作
者
を
、
ま
さ
し
く
輪
郭

も
鮮
や
か
に
見
出
す
か
ら
で
あ
る
。a


