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本
当
に
小
説
の
勉
強
を
は
じ
め
た
の
は
、
二
十
六
の
時
で
あ
る
。
そ
れ
ま

で
は
専
ら
劇
を
勉
強
し
て
い
た
。
小
説
は
殆
ん
ど
見
向
き
も
し
な
か
っ
た
よ

う
で
あ
る
。
ド
ス
ト
イ
エ
フ
ス
キ
イ
や
ジ
イ
ド
や
梶
井
基
次
郎
な
ど
を
読
ん

だ
ほ
か
に
は
、
月
月
の
文
芸
雑
誌
に
ど
ん
な
小
説
が
発
表
さ
れ
て
い
る
か
も

良
く
知
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
代
り
、
戯
曲
は
実
に
よ
く
読
ん
だ
。
し
か
し
、

そ
れ
も
学
者
の
よ
う
な
ペ
ダ
ン
チ
ッ
ク
な
読
み
方
で
、
純
粋
戯
曲
の
理
論
と

い
う
も
の
を
つ
く
り
だ
す
た
め
に
の
み
読
ん
で
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
と
劇

に
関
す
る
限
り
、
変
に
理
論
家
で
あ
っ
た
の
は
今
考
え
て
み
る
と
お
か
し
い
。

私
の
純
粋
戯
曲
理
論
か
ら
見
る
と
、
小
説
本
な
ど
形
式
が
だ
ら
だ
ら
し
て
、

な
ん
だ
か
汚
ら
わ
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
高
等
学
校
時
代
の
こ
と
で
あ
る
。
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高
等
学
校
は
三
高
、
山
本
修
二
先
生
、
伊
吹
武
彦
先
生
な
ど
劇
に
関
係
の

あ
る
先
生
が
い
て
、
一
緒
に
脚
本
朗
読
会
を
や
っ
て
変
な
声
を
だ
し
て
い
た
。

そ
う
い
う
関
係
か
ら
劇
に
志
し
た
の
に
は
無
論
違
い
な
い
だ
ろ
う
け
れ
ど
、

し
か
し
、
中
学
校
の
三
年
生
の
時
の
作
文
に
、
股
旅
物
の
戯
曲
を
書
い
て
叱

ら
れ
た
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
も
と
も
と
好
き
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
う
い
え

ば
、
た
し
か
小
学
校
の
五
年
生
の
時
に
も
対
話
風
の
綴
方
を
書
い
て
い
た
。

彼
女
だ
と
か
少
女
だ
と
か
い
う
言
葉
が
飛
び
出
し
た
が
、
そ
れ
を
先
生
は

「
か
の
お
ん
な
」
「
か
の
お
と
め
」
と
訂
正
し
て
読
ま
れ
た
。

　
戯
曲
で
は
チ
ェ
ー
ホ
フ
、
ル
ナ
ア
ル
、
ボ
ル
ト
リ
ッ
シ
ュ
、
ヴ
ィ
ル
ド
ラ

ッ
ク
、
岸
田
国
士
な
ど
が
好
き
で
、
殆
ん
ど
心
酔
し
た
が
、
し
か
し
、
同
じ

ク
ラ
ス
に
白
崎
礼
三
と
い
う
詩
人
が
い
て
、
こ
れ
と
仲
が
良
く
、
下
宿
も
同
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じ
に
し
て
い
た
く
ら
い
だ
っ
た
か
ら
、
そ
の
感
化
で
ラ
ン
ボ
オ
や
ヴ
ァ
レ
リ

ー
や
マ
ラ
ル
メ
を
読
み
、
そ
の
雰
囲
気
か
ら
戯
曲
を
書
い
た
。
従
っ
て
実
に

変
梃
な
戯
曲
を
書
い
て
い
た
よ
う
だ
。
十
九
か
ら
二
十
五
ま
で
七
年
の
間
に
、

四
つ
戯
曲
を
書
い
た
。
そ
の
う
ち
の
二
つ
は
、
三
高
の
五
年
生
の
時
に
、
も

う
東
京
帝
大
へ
行
っ
て
い
る
友
人
ら
と
は
じ
め
た
「
海
風
」
と
い
う
同
人
雑

誌
に
発
表
し
た
が
、
問
題
に
さ
れ
な
か
っ
た
。

　
大
学
へ
行
か
ず
本
郷
で
う
ろ
う
ろ
し
て
い
た
二
十
六
の
時
、
ス
タ
ン
ダ
ー

ル
の
「
赤
と
黒
」
を
読
み
、
い
き
な
り
小
説
を
書
き
だ
し
た
。
ス
タ
イ
ル
は

ス
タ
ン
ダ
ー
ル
、
川
端
氏
、
里
見
氏
、
宇
野
氏
、
滝
井
氏
か
ら
摂
取
し
た
。

そ
の
年
二
つ
の
小
説
を
書
い
て
「
海
風
」
に
発
表
し
た
が
、
二
つ
目
の
「
雨
」

と
い
う
の
が
や
や
認
め
ら
れ
、
翌
年
の
「
俗
臭
」
が
室
生
氏
の
推
薦
で
芥
川
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賞
候
補
に
あ
げ
ら
れ
、
四
作
目
の
「
放
浪
」
は
永
井
龍
男
氏
の
世
話
で
「
文

学
界
」
に
の
り
、
五
作
目
の
「
夫
婦
善
哉
」
が
文
芸
推
薦
に
な
っ
た
。

　
こ
ん
な
こ
と
な
れ
ば
、
も
っ
と
早
く
小
説
を
書
い
て
置
け
ば
よ
か
っ
た
と
、

現
金
に
考
え
た
。
八
年
も
劇
を
勉
強
し
て
純
粋
戯
曲
論
な
ど
に
凝
っ
て
い
る

間
に
、
小
説
を
勉
強
し
て
置
け
ば
よ
か
っ
た
と
、
私
は
未
だ
読
み
も
せ
ぬ
小

説
家
の
数
を
数
え
て
、
何
か
取
り
か
え
し
の
つ
か
ぬ
気
が
し
た
。
け
れ
ど
、

八
年
の
劇
勉
強
は
さ
す
が
に
私
の
小
説
の
上
に
影
響
を
及
さ
な
か
っ
た
わ
け

で
は
な
い
。

　
私
の
戯
曲
が
も
の
に
な
ら
な
か
っ
た
の
は
純
粋
戯
曲
理
論
と
い
う
も
の
を

ま
ず
つ
く
っ
て
置
い
て
、
そ
れ
に
あ
て
は
め
て
書
こ
う
と
し
た
こ
と
も
一
つ

の
原
因
だ
と
思
っ
た
。
で
、
私
は
小
説
の
場
合
、
あ
ら
か
じ
め
理
論
を
つ
く
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っ
て
そ
れ
を
あ
て
は
め
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
次
に
、
永

年
科
白
で
苦
労
し
て
い
い
加
減
科
白
に
嫌
気
が
さ
し
て
い
た
の
で
、
小
説
で

は
会
話
を
す
く
な
く
し
た
。
な
お
、
文
楽
で
科
白
が
地
の
文
に
融
け
合
う
美

し
さ
に
陶
然
と
し
て
い
た
の
で
会
話
を
な
る
べ
く
地
の
文
の
中
に
入
れ
て
、

全
体
の
ス
タ
イ
ル
を
語
り
物
の
形
式
に
近
づ
け
た
。
更
に
言
え
ば
、
戯
曲
の

一
幕
は
た
い
て
い
三
十
分
か
一
時
間
を
克
明
に
う
つ
す
の
で
時
間
的
に
窮
屈

極
ま
る
。
そ
こ
で
、
小
説
で
は
場
面
場
面
の
描
写
を
簡
略
に
し
、
年
代
記
風

の
も
の
を
書
き
た
い
と
思
い
、
既
に
二
作
目
の
「
雨
」
で
そ
れ
を
や
っ
た
。

し
て
み
れ
ば
、
私
の
小
説
は
、
す
く
な
く
と
も
ス
タ
イ
ル
は
、
戯
曲
勉
強
か

ら
逆
説
的
に
生
れ
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
私
の
小
説
の
話
術
は
、

戯
曲
の
科
白
の
や
り
と
り
の
呼
吸
か
ら
来
て
い
る
筈
だ
。
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「
夫
婦
善
哉
」
を
書
く
ま
で
は
、
一
人
の
作
家
と
も
知
己
が
な
か
っ
た
。
原

稿
を
見
て
貰
っ
た
こ
と
も
教
を
仰
い
だ
こ
と
も
な
い
。
間
接
に
師
と
仰
い
だ

の
は
、
前
記
の
作
家
た
ち
、
こ
と
に
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
、
そ
し
て
そ
こ
か
ら
出

て
い
る
ア
ラ
ン
。
な
お
、
小
林
秀
雄
氏
の
文
芸
評
論
は
ラ
ン
ボ
オ
論
以
来
ひ

そ
か
に
熟
読
し
た
。

　
西
鶴
を
本
当
に
読
ん
だ
の
は
「
夫
婦
善
哉
」
を
単
行
本
に
し
て
か
ら
で
あ

る
。
私
の
ス
タ
イ
ル
が
西
鶴
に
似
て
い
る
旨
、
そ
の
単
行
本
を
読
ん
だ
あ
る

人
に
注
意
さ
れ
て
、
か
つ
て
「
雨
」
の
形
式
で
「
一
代
男
」
を
ひ
そ
か
に
考

え
て
い
た
こ
と
は
あ
る
に
せ
よ
、
意
外
か
つ
嬉
し
か
っ
た
。
そ
の
頃
ま
だ

「
一
代
男
」
す
ら
通
読
し
て
い
な
か
っ
た
私
は
、
あ
わ
て
て
西
鶴
を
読
み
だ

し
、
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
に
つ
い
で
わ
が
師
と
仰
ぐ
べ
き
作
家
で
あ
る
こ
と
を
納
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得
し
た
。

　
私
は
「
世
間
胸
算
用
」
の
現
代
語
訳
を
試
み
、
昨
年
は
病
中
な
が
ら
「
西

鶴
新
論
」
と
い
う
本
を
書
い
た
。
西
鶴
の
読
み
方
は
、
故
山
口
剛
氏
の
著
書

よ
り
多
く
を
得
た
。
都
新
聞
の
書
評
で
私
の
こ
の
書
を
酷
評
し
た
人
が
あ
る

が
、
私
は
そ
の
人
た
ち
よ
り
は
西
鶴
を
知
っ
て
い
る
積
り
で
あ
る
。
西
鶴
と

ス
タ
ン
ダ
ー
ル
が
似
て
い
る
こ
と
を
最
初
に
言
っ
た
の
は
私
で
あ
る
が
、
こ

れ
は
他
日
詳
し
く
論
ず
る
。
た
だ
、
こ
こ
で
は
、
私
の
西
鶴
観
は
「
西
鶴
は

リ
ア
リ
ス
ト
の
眼
を
持
っ
て
い
た
が
、
書
く
手
は
リ
ア
リ
ス
ト
の
そ
れ
で
は

な
か
っ
た
」
と
い
う
テ
エ
マ
か
ら
出
発
し
て
い
る
こ
と
を
言
っ
て
置
こ
う
。

こ
れ
は
即
ち
私
に
と
っ
て
は
、
西
鶴
は
大
坂
人
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
意

味
す
る
。
も
っ
と
も
、
こ
う
言
っ
た
か
ら
と
て
、
私
は
西
鶴
を
狭
義
の
大
坂
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人
と
い
う
範
疇
の
中
に
せ
ば
め
る
積
り
は
な
い
。
私
に
と
っ
て
、
大
阪
人
と

は
地
理
的
な
も
の
を
意
味
し
な
い
。
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
も
ア
ラ
ン
も
私
に
は
大

阪
人
だ
。
す
こ
し
強
引
な
よ
う
だ
が
、
私
は
大
阪
人
と
い
う
も
の
を
そ
の
よ

う
に
広
く
解
し
て
い
る
。
義
理
人
情
の
世
界
、
経
済
の
世
界
が
大
阪
で
は
な

い
。
元
禄
の
大
坂
人
が
ど
ん
な
風
に
世
の
中
を
考
え
、
ど
ん
な
風
に
生
き
た

か
を
考
え
れ
ば
判
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
し
て
、
東
京
が
考
え
て
い
る
エ
ン
タ

ツ
、
ア
チ
ャ
コ
だ
け
が
大
阪
で
は
な
い
。
通
俗
作
家
が
大
阪
を
歪
め
て
し
ま

っ
た
の
で
あ
る
。

　
し
て
み
れ
ば
、
私
の
文
学
修
業
は
大
阪
勉
強
と
い
う
こ
と
に
外
な
ら
な
い
。

大
阪
は
私
の
生
れ
故
郷
で
あ
り
、
そ
し
て
私
の
師
で
あ
る
。
な
お
、
ほ
か
に
、

私
に
は
気
に
な
る
作
家
が
あ
る
。
正
宗
白
鳥
氏
、
内
田
百
間
氏
。
気
に
な
る
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余
り
、
暇
さ
え
あ
れ
ば
読
ん
で
い
る
。
川
端
氏
、
太
宰
氏
の
作
品
の
う
ら
に

あ
る
も
の
は
掴
め
る
が
、
あ
あ
、
や
っ
て
る
な
と
思
う
が
、
も
う
白
鳥
、
百

間
と
な
る
と
、
気
味
が
わ
る
く
て
な
ら
な
い
。
怖
い
作
家
だ
、
巧
い
な
あ
と

思
う
作
家
は
武
田
麟
太
郎
氏
、
し
か
も
こ
の
人
の
巧
さ
は
ど
ぎ
つ
く
な
い
。

こ
の
人
の
帰
還
が
た
の
し
み
で
あ
る
。
こ
の
人
が
帰
れ
ば
、
上
京
し
て
会
い

た
い
と
思
う
。
そ
の
作
家
魂
を
私
淑
し
、
尊
敬
し
な
が
ら
、
な
ん
だ
か
会
う

の
が
怖
い
作
家
は
、
室
生
氏
で
あ
る
。
会
う
機
会
を
得
た
作
家
は
、
会
う
た

順
に
言
う
と
、
藤
沢
、
武
田
、
久
米
、
片
岡
、
滝
井
、
里
見
の
諸
氏
。
最
近

井
上
友
一
郎
氏
に
会
い
、
そ
の
大
阪
訛
を
き
い
て
、
嬉
し
か
っ
た
。

　
小
説
の
勉
強
を
は
じ
め
て
か
ら
ま
だ
四
年
く
ら
い
し
か
経
た
な
い
。
わ
が

文
学
修
業
は
こ
れ
か
ら
で
あ
る
。
健
康
が
許
せ
ば
、
西
鶴
が
小
説
を
書
い
た
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歳
ま
で
生
き
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
ま
だ
十
年
あ
る
。
文
学
修
業
は
そ
れ
か
ら
だ

と
思
う
。
私
は
最
悪
の
健
康
状
態
で
よ
く
今
日
ま
で
生
き
て
来
ら
れ
た
と
思

っ
て
い
る
。
文
学
が
恐
ら
く
私
の
生
命
を
救
っ
て
来
た
の
だ
ろ
う
。
常
に
酷

評
さ
れ
な
が
ら
、
何
糞
と
思
っ
て
書
い
て
い
る
。
そ
れ
で
表
面
は
ぴ
ん
ぴ
ん

し
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、
戯
曲
も
書
こ
う
と
思
う
。
最
近
、
友
人
が
「
君
は

本
職
を
も
う
捨
て
た
の
か
」
と
い
っ
た
。
小
説
は
私
の
副
職
だ
と
い
う
の
で

あ
る
。
「
い
や
、
今
に
戯
曲
も
書
く
よ
」
と
答
え
た
が
、
そ
の
実
、
素
人
劇

の
脚
本
を
昨
年
頼
ま
れ
て
書
き
演
出
も
し
た
。
満
更
で
も
な
い
と
思
っ
た
。

い
ろ
い
ろ
楽
み
で
、
な
か
な
か
死
ね
な
い
と
思
う
。
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