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一
　
は
じ
め
に

　
『
中
央
公
論
』
三
一
年
一
〇
号
（
一
九
一
六
年
九
月
）
は
、
そ
の
巻
末
に
大
附
録
小
説

と
題
し
て
正
宗
白
鳥
「
死
者
生
者
」、
田
山
花
袋
「
山
荘
に
ひ
と
り
ゐ
て
」、
宮
本
百
合

子
1「
貧
し
き
人
々
の
群
」、
上
司
小
剣
「
二
代
目
」、
徳
田
秋
声
「
犠
牲
者
」
の
五
編
を

掲
載
し
た
。
四
人
の
自
然
主
義
作
家
の
な
か
に
、
新
人
の
百
合
子
が
立
ち
交
じ
っ
た
か
た

ち
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、初
期
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
代
表
作「
貧
し
き
人
々
の
群
」を
、

自
然
主
義
文
学
と
の
関
係
の
な
か
に
位
置
づ
け
る
必
要
性
を
示
唆
し
て
い
る
。
す
で
に
窪

川
鶴
次
郎
は
、「
人
道
主
義
思
潮
の
文
学
に
お
い
て
真
の
意
味
で
自
然
主
義
文
学
を
「
受

け
つ
ぐ
」
こ
と
の
で
き
た
も
の
は
彼
女
の
文
学
で
あ
っ
た
」2

と
述
べ
て
い
る
。
窪
川
は

ま
た
、「
貧
し
き
人
々
の
群
」
と
自
然
主
義
系
統
の
農
民
文
学
で
あ
る
真
山
青
果
「
南
小

泉
村
」（『
新
潮
』
一
九
〇
七
年
五
月
）
や
長
塚
節
「
土
」（『
東
京
朝
日
新
聞
』
一
九
一
〇

年
六
月
一
三
日
～
一
一
月
一
七
日
）
と
の
関
係
を
検
討
す
る
必
要
性
を
提
起
し
て
い
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
後
の
研
究
に
お
い
て
は
、
当
時
の
百
合
子
の
日
記
で
た
び
た
び

言
及
さ
れ
る
ト
ル
ス
ト
イ
受
容
の
検
討
に
努
力
が
集
中
さ
れ
て
き
た
一
方
で
、
日
本
文
学

内
部
で
の
先
行
テ
ク
ス
ト
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
個
別
具
体
的
な
研
究
が
乏
し
い
状
況
が

続
い
て
い
た

3
。
そ
の
な
か
で
、
川
端
俊
英
が
本
作
の
「
獣
」
イ
メ
ー
ジ
に
注
目
し
、
そ

れ
を
初
期
社
会
主
義
文
学
の
佳
作
の
ひ
と
つ
で
あ
る
白
柳
秀
湖
「
駅
夫
日
記
」（『
新
小
説
』

一
九
〇
七
年
一
二
月
）
と
と
も
に
、
島
崎
藤
村
『
破
戒
』（
一
九
〇
六
年
三
月
、
上
田
屋
）

と
比
較
し
た
の
は
当
を
得
て
い
る

4
。

　

だ
が
、
こ
れ
ら
の
作
品
と
と
も
に
、「
貧
し
き
人
々
の
群
」
と
比
較
さ
れ
る
べ
き
自
然

主
義
文
学
の
代
表
的
テ
ク
ス
ト
が
あ
る
。「
貧
し
き
人
々
の
群
」
と
同
時
に
「
山
荘
に
ひ

と
り
ゐ
て
」
を
発
表
し
た
花
袋
の
、
前
期
自
然
主
義
時
代
の
小
説
『
重
右
衛
門
の
最
後
』

（
一
九
〇
二
年
五
月
一
〇
日
、
新
声
社
）
が
そ
れ
で
あ
る
。
両
テ
ク
ス
ト
の
間
に
は
、
資

本
主
義
化
し
つ
つ
あ
る
農
村
を
訪
れ
る
都
市
知
識
人
と
農
村
周
縁
の
「
獣
」
的
人
物
、
そ

の
人
物
の
結
末
に
お
け
る
突
然
の
死
、
さ
ら
に
知
識
人
を
一
人
称
の
語
り
手
と
し
つ
つ
も

そ
の
視
点
の
限
界
を
超
え
て
対
象
全
体
を
捉
え
よ
う
と
す
る
語
り
の
傾
向
な
ど
、
内
容
・

【
審
査
論
文
】
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い
う
二
重
の
機
能
を
担
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、こ
の
周
縁
的
な
一
人
称
の
語
り
手「
私
」は
、

と
き
に
三
人
称
的
な
局
外
の
語
り
手
と
相
互
に
移
行
す
る
こ
と
が
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
物
語
り
状
況
の
類
型
学
を
構
想
し
た
シ
ュ
タ
ン
ツ
ェ
ル
は
、
従
来
の
一
人

称
小
説
と
三
人
称
小
説
の
区
分
を
、
語
り
手
と
語
ら
れ
た
世
界
と
の
存
在
領
域
が
一
致
す

る
か
否
か
と
い
う
観
点
か
ら
定
式
化
し
、
物
語
世
界
と
そ
の
存
在
領
域
が
一
致
す
る
一
人

称
小
説
の
語
り
手
「
私
」
に
と
っ
て
は
、
芸
術
的
効
果
を
狙
っ
て
「
審
美
的
」
動
機
か
ら

物
語
る
三
人
称
小
説
の
局
外
の
語
り
手
の
場
合
と
は
対
照
的
に
、
物
語
行
為
に
対
す
る
動

機
づ
け
が
「
実
存
的
」
な
も
の
と
な
る
必
然
性
を
指
摘
し
て
い
る
。「
語
り
手
た
る
「
私
」

の
物
語
行
為
が
、
作
中
に
描
か
れ
る
現
実
の
な
か
の
実
存
的
条
件
に
縛
ら
れ
て
い
る
と
い

う
状
況
」6
の
も
と
、「
一
人
称
形
式
で
物
語
ら
れ
る
こ
と
は
す
べ
て
、
一
人
称
の
語
り
手

に
と
っ
て
な
に
か
し
ら
実
存
的
に
有
意
味
な
事
柄
で
あ
る
。」7

　

こ
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、「
貧
し
き
人
々
の
群
」
に
お
け
る
物
語
り
状
況
の
基
礎
お
よ

び
収
束
点
は
、
物
語
世
界
の
外
に
い
る
局
外
の
語
り
手
で
は
な
く
、
そ
の
中
に
い
る
「
私
」

で
あ
る
と
い
え
る

8
。
な
ぜ
な
ら
、
本
作
の
一
部
に
お
け
る
局
外
の
語
り
手
に
よ
る
物
語

り
状
況
の
採
用
は
、
語
り
手
「
私
」
が
「
貧
し
き
人
々
」
の
こ
と
を
「
私
」
自
身
の
制
限

さ
れ
た
視
点
に
縛
ら
れ
ず
に
十
全
に
知
り
た
い
と
い
う
「
実
存
的
」
欲
求
に
よ
る
も
の
と

解
釈
で
き
、
そ
の
よ
う
に
し
て
擬
似
的
な
局
外
の
語
り
手
を
と
お
し
て
伝
え
ら
れ
た
「
貧

し
き
人
々
」
の
状
況
は
、
ふ
た
た
び
語
り
手
「
私
」
を
そ
の
人
々
に
対
す
る
自
ら
の
態
度

の
「
実
存
的
」
反
省
に
導
く
か
ら
で
あ
る
。（
以
上
の
点
に
つ
い
て
は
、
表
１
参
照
）

形
式
と
も
に
多
く
の
類
似
点
が
認
め
ら
れ
る
。

　

た
だ
し
、こ
こ
で
主
張
し
た
い
の
は
、百
合
子
が
『
重
右
衛
門
の
最
後
』
を
読
ん
で
「
貧

し
き
人
々
の
群
」
を
書
い
た
、
と
い
う
意
味
で
の
影
響
関
係
で
は
な
い
。
几
帳
面
な
読
書

記
録
を
含
む
当
時
の
百
合
子
の
日
記
に
『
重
右
衛
門
の
最
後
』
へ
の
言
及
は
な
く
、
百
合

子
は
そ
れ
を
読
ん
で
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る

5
。
本
稿
で
検
討
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
よ

う
な
作
者
ど
う
し
の
主
観
的
影
響
関
係
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
あ
る
、
テ
ク
ス
ト
間
の
文
学

史
的
な
継
承
関
係
で
あ
る
。
窪
川
が
い
ち
は
や
く
指
摘
し
た
「
貧
し
き
人
々
の
群
」
に
お

け
る
自
然
主
義
の
「
受
け
つ
ぎ
」
と
い
う
こ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
文
学
史
的
意
味
で
述
べ

ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

二
　「
貧
し
き
人
々
の
群
」
に
お
け
る
「
私
」

　

両
テ
ク
ス
ト
の
い
く
つ
か
の
類
似
点
の
う
ち
、
本
稿
で
は
主
に
形
式
上
の
そ
れ
に
つ
い

て
―
―
と
は
い
っ
て
も
あ
く
ま
で
内
容
と
の
関
係
に
お
い
て
―
―
検
討
し
た
い
。
な
お
、

歴
史
的
比
較
に
お
い
て
は
よ
り
高
い
発
展
段
階
に
あ
る
も
の
か
ら
そ
の
前
段
階
の
も
の
を

理
解
す
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
原
則
に
従
い
、「
貧
し
き
人
々
の
群
」か
ら
検
討
を
始
め
る
。

　
「
貧
し
き
人
々
の
群
」
の
「
私
」
は
、
こ
の
小
説
に
お
い
て
中
心
的
で
も
あ
れ
ば
周
縁

的
で
も
あ
る
二
重
の
性
質
を
備
え
て
い
る
。
中
心
的
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
こ
の
小
説
の

主
題
は
明
ら
か
に
、
知
識
人
と
し
て
の
「
私
」
が
「
貧
し
き
人
々
」
に
対
し
て
ど
の
よ
う

な
態
度
を
と
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
を
考
え
ぬ
く
な
か
で
成
長
し
て
ゆ
く
過
程
に
あ
る
か

ら
で
あ
る
。
一
方
、
周
縁
的
で
あ
る
と
い
う
の
は
、「
私
」
が
夏
休
み
に
し
か
村
を
訪
れ

な
い
地
主
の
娘
と
し
て
、
村
の
「
貧
し
き
人
々
」
の
な
か
に
十
分
に
入
っ
て
ゆ
く
こ
と
が

で
き
ず
、
最
後
ま
で
か
れ
ら
の
外
側
に
い
る
存
在
に
止
ま
る
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
の
確
認
は
、
本
作
の
語
り
の
形
式
を
理
解
す
る
た
め
に
も
役
立
つ
。「
貧
し
き
人
々

の
群
」
の
「
私
」
は
、自
分
自
身
に
つ
い
て
物
語
る
自
叙
伝
的
な
語
り
手
と
、農
村
の
人
々

の
身
に
起
こ
る
様
々
な
出
来
事
を
そ
こ
か
ら
距
離
を
と
っ
て
物
語
る
周
縁
的
な
語
り
手
と
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あ
る
い
は
、「
私
」
が
「
本
来
」
知
る
こ
と
の
で
き
な
い
「
貧
し
き
人
々
」
を
め
ぐ
る

出
来
事
を
ま
る
で
見
て
き
た
よ
う
に
物
語
る
行
為
は
、
原
則
主
義
的
な
物
語
論
の
立
場
か

ら
は
疑
問
視
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い

9
。
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
行
為
は
、
語
り
手
「
私
」

が
「
貧
し
き
人
々
」
の
生
活
を
具
体
的
に
生
き
い
き
と
想
像
し
、
そ
の
こ
と
を
と
お
し
て

か
れ
ら
と
の
よ
り
良
い
関
係
を
築
こ
う
と
す
る
努
力
の
、
不
可
欠
の
一
部
を
な
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
シ
ュ
タ
ン
ツ
ェ
ル
に
よ
る
以
下
の
批
判
が
参
照
さ
れ

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

大
部
分
の
批
評
家
や
理
論
家
た
ち
が
考
え
て
い
る
よ
う
な
一
人
称
小
説
の
語
り
手

の
役
割
は
、〈
局
外
の
語
り
手
〉
の
役
割
と
全
く
同
様
に
、
型
に
は
ま
っ
た
見
方
か
ら

解
放
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
型
に
は
ま
っ
た
考
え
方
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
写
実
主
義
的

か
つ
自
然
主
義
的
な
綱
領
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
よ
う
な
綱
領
に
則

れ
ば
、
語
り
手
は
も
っ
ぱ
ら
自
ら
の
経
験
、
実
地
検
分
、
良
心
的
な
追
跡
調
査
を
通

じ
て
知
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
事
実
の
忠
実
な
再
現
に
、
専
念
す
べ
き
も
の
と
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
文
学
的
な
一
人
称
の
語
り
手
は
、
往
々
に
し
て
こ

の
よ
う
な
綱
領
や
規
定
を
あ
ま
り
意
に
介
す
る
こ
と
も
な
く
、
ま
た
自
ら
体
験
し
た

事
柄
の
良
心
的
な
報
告
者
と
い
う
役
目
だ
け
に
満
足
す
る
こ
と
も
な
く
、
本
来
は
物

語
の
創
造
者
た
る
作
者
の
み
に
帰
属
す
る
と
こ
ろ
の
特
権
を
も
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
多
く
の
一
人
称
の
語
り
手
は
、
自
ら
経
験
し
た
事
柄
の
筆
記
と
い
う
領
分

を
大
き
く
踏
み
越
え
て
、
自
ら
の
想
像
力
の
な
か
か
ら
物
語
を
蘇
生
さ
せ
る
。10 

　

と
こ
ろ
で
、「
貧
し
き
人
々
の
群
」
で
は
、
シ
ュ
タ
ン
ツ
ェ
ル
の
三
つ
の
典
型
的
な
物

語
り
状
況
の
う
ち
、「
私
」
の
語
る
物
語
り
状
況
と
局
外
の
語
り
手
に
よ
る
物
語
り
状
況

は
見
ら
れ
る
が
、
作
中
人
物
に
反
映
し
た
物
語
り
状
況
、
す
な
わ
ち
三
人
称
で
指
示
さ
れ

る
ひ
と
り
の
作
中
人
物
の
視
点
に
限
定
さ
れ
た
語
り
は
、
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
と
い
う
特

徴
が
あ
る
。「
私
」
に
し
ろ
、
局
外
の
語
り
手
に
し
ろ
、
物
語
世
界
を
全
体
と
し
て
把
握

し
よ
う
と
す
る
語
り
手
的
人
物
が
優
勢
で
あ
り
、
特
定
の
制
限
さ
れ
た
視
点
に
立
っ
て
そ
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章 物語り状況 内容 章 物語り状況 内容

1 局外 小作人甚助の家での食べ物をめぐる子供たちの喧嘩。 11 私
酒精中毒の桶屋が金の無心に来る。ものを貰いに来る
人々への私の途方に暮れた感情。

2 私
私は子供たちに同情して声をかけるが、激しい反発に
遭う。

12 局外 町の婦人たちの慈善事業の計画。

3 私 私は反発された理由を考え、自分の態度を反省する。 13 私
慈善事業に対する私の疑問。強欲な母親に虐げられる
新さんについての噂話。

4 私
私の地主の娘としての境遇。甚助の子供たちが母親に
連れられて謝罪に来る。

14 私→局外
私は慈善事業に来る婦人たちを目にする。→桶屋への
見舞金。善馬鹿一家に戸惑い、村人たちに野次りたお
される婦人たち。

5 局外
村の子供たちに弄られる善馬鹿とそれを止めに入る水
車屋の新さん。

15 私→局外
私のもとに村人からもたらされる慈善事業の顛末。私
自身の行為への反省。→見舞金による居酒屋の繁盛。
そこでの村人たちと善馬鹿、新さんの会話。

6 局外→私
善馬鹿の家族。→善馬鹿の母親にものを与えたのを機
に、私のもとに貧しい人々が訪ねて来るようになる。
善馬鹿の知的障害をもつ子への私の同情。

16 私→局外
私の家に善馬鹿が酒を貰いに来る。→新さんの病気が
悪化する。母親との和解は失敗する。

7 私
夏の朝の風景。小学校時代の地主的傲慢への反省。村
の子供たちへの声かけと、彼らの反発。

17 私→局外
秋が近づく。暴風の日、家にこもる私の家の者たち。
→暴風の中に現れた二人の人影（実は善馬鹿と新さ
ん）。

8 局外→私
農民の子供たちの不十分な教育状況。→私の善馬鹿の
子への声かけ。貧しい人々への尽力。

18 局外
翌朝、村の子供たちが新さんの縊死体を発見する。善
馬鹿も死んだらしい。

9 私
農村の夏の風景。私の「農民的生活」。甚助が私の家
に畑泥棒に入るが、私はそのまま帰らせる。

19 局外→私 村中の混乱。→その話を聞いた私の反省と決意。

10 私
私のほどこしが畑泥棒を助長したことへの反省。ある
夜、子供が杏を盗みに来るが逃げ出す。

表1『貧しき人々の群』各章の物語り状況と内容 

あ
る
い
は
、「
私
」
が
「
本
来
」
知
る
こ
と
の
で
き
な
い
「
貧
し
き
人
々
」
を
め
ぐ
る

出
来
事
を
ま
る
で
見
て
き
た
よ
う
に
物
語
る
行
為
は
、
原
則
主
義
的
な
物
語
論
の
立
場
か

ら
は
疑
問
視
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
９

。
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
行
為
は
、
語
り
手
「
私
」

が
「
貧
し
き
人
々
」
の
生
活
を
具
体
的
に
生
き
い
き
と
想
像
し
、
そ
の
こ
と
を
と
お
し
て

か
れ
ら
と
の
よ
り
良
い
関
係
を
築
こ
う
と
す
る
努
力
の
、
不
可
欠
の
一
部
を
な
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
シ
ュ
タ
ン
ツ
ェ
ル
に
よ
る
以
下
の
批
判
が
参
照
さ
れ

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。 

大
部
分
の
批
評
家
や
理
論
家
た
ち
が
考
え
て
い
る
よ
う
な
一
人
称
小
説
の
語
り

手
の
役
割
は
、〈
局
外
の
語
り
手
〉
の
役
割
と
全
く
同
様
に
、
型
に
は
ま
っ
た
見
方

か
ら
解
放
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
型
に
は
ま
っ
た
考
え
方
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
写
実
主

義
的
か
つ
自
然
主
義
的
な
綱
領
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
よ
う
な
綱
領

に
則
れ
ば
、
語
り
手
は
も
っ
ぱ
ら
自
ら
の
経
験
、
実
地
検
分
、
良
心
的
な
追
跡
調
査

を
通
じ
て
知
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
事
実
の
忠
実
な
再
現
に
、
専
念
す
べ
き
も
の
と
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
文
学
的
な
一
人
称
の
語
り
手
は
、
往
々
に
し

て
こ
の
よ
う
な
綱
領
や
規
定
を
あ
ま
り
意
に
介
す
る
こ
と
も
な
く
、
ま
た
自
ら
体
験

し
た
事
柄
の
良
心
的
な
報
告
者
と
い
う
役
目
だ
け
に
満
足
す
る
こ
と
も
な
く
、
本
来

は
物
語
の
創
造
者
た
る
作
者
の
み
に
帰
属
す
る
と
こ
ろ
の
特
権
を
も
主
張
し
た
の

で
あ
る
。
か
く
し
て
多
く
の
一
人
称
の
語
り
手
は
、
自
ら
経
験
し
た
事
柄
の
筆
記
と

い
う
領
分
を
大
き
く
踏
み
越
え
て
、
自
ら
の
想
像
力
の
な
か
か
ら
物
語
を
蘇
生
さ
せ

る
。
１
０ 

 

と
こ
ろ
で
、「
貧
し
き
人
々
の
群
」
で
は
、
シ
ュ
タ
ン
ツ
ェ
ル
の
三
つ
の
典
型
的
な
物
語

り
状
況
の
う
ち
、「
私
」
の
語
る
物
語
り
状
況
と
局
外
の
語
り
手
に
よ
る
物
語
り
状
況
は
見

ら
れ
る
が
、
作
中
人
物
に
反
映
し
た
物
語
り
状
況
、
す
な
わ
ち
三
人
称
で
指
示
さ
れ
る
ひ

と
り
の
作
中
人
物
の
視
点
に
限
定
さ
れ
た
語
り
は
、
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
と
い
う
特
徴
が

あ
る
。「
私
」
に
し
ろ
、
局
外
の
語
り
手
に
し
ろ
、
物
語
世
界
を
全
体
と
し
て
把
握
し
よ
う

表１　『貧しき人々の群』各章の物語り状況と内容
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て
み
せ
る
。
こ
れ
は
、
現
場
性
に
縛
ら
れ
た
映
し
手
的
人
物
に
は
不
可
能
で
あ
り
、
状
況

を
全
体
と
し
て
把
握
し
て
い
る
局
外
の
語
り
手
に
し
て
は
じ
め
て
可
能
と
な
る
語
り
方
で

あ
る
。
作
中
人
物
の
意
識
と
の
関
係
か
ら
し
て
も
、「
彼
等
は
三
人
が
三
人
、
同
じ
様
に

…
…
と
思
ひ
、
…
…
と
、
し
み
〴
〵
と
感
じ
て
居
た
の
で
あ
る
」
と
い
う
三
人
の
子
供
た

ち
の
内
面
を
等
し
く
見
通
す
語
り
方
、
同
様
の
「
鶏
共
と
子
供
達
と
は
、
…
…
気
を
奪
は

れ
て
居
た
の
で
あ
る
」
と
い
う
総
括
的
な
調
子
、
さ
ら
に
「
…
…
に
、
気
の
付
か
う
筈
は

な
か
つ
た
」
と
い
う
作
中
人
物
の
意
識
し
て
い
な
い
事
柄
の
語
り
手
に
よ
る
説
明
な
ど
、

す
べ
て
物
語
世
界
内
の
映
し
手
的
人
物
を
と
お
し
て
は
あ
り
え
ず
、
局
外
の
語
り
手
の
存

在
を
前
提
と
す
る
叙
法
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
子
供
た
ち
の
場
面
が
語
ら
れ
た

後
に
、
一
行
空
き
を
挟
ん
で
「
此
れ
は
、
町
に
地
主
を
持
つ
て
、
其
の
持
畑
に
働
い
て
居

る
、
甚
助
と
云
ふ
小
作
男
の
家
で
の
事
で
あ
る
。」
と
い
う
一
文
が
来
る
。
こ
こ
ま
で
の

場
面
を
「
此
れ
」
の
一
語
で
ま
と
め
て
受
け
、
そ
れ
を
一
挙
に
「
地
主
」
―
「
小
作
」
関

係
と
結
び
つ
け
て
み
せ
る
第
一
章
最
後
の
こ
の
一
文
は
、
冒
頭
場
面
を
農
村
の
全
体
状
況

の
な
か
に
ま
る
ご
と
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
語
り
手
の
存
在
を
、
あ
ら
た
め
て
読
者
に
印

象
づ
け
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　

物
語
の
叙
法
に
お
け
る
「
語
り
手
」
と
「
映
し
手
」
と
い
う
両
極
に
つ
い
て
、
シ
ュ
タ

ン
ツ
ェ
ル
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
両
極
の
一
方
は
、
媒
介
性
と
い
う
本
来
の
意

味
で
の
〈
語
り
〉
で
あ
り
、
他
方
は
、
作
中
人
物
の
意
識
の
中
に
虚
構
の
現
実
を
映
し
出

す
と
い
う
意
味
で
の
〈
描
出
〉
で
あ
る
。
前
者
の
場
合
、
読
者
は
ひ
と
り
の
人
格
化
さ
れ

た
語
り
手
に
相
対
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
が
、
後
者
で
は
、
読
者
は
虚
構
の
世
界
を
そ
の

ま
ま
じ
か
に
知
覚
し
て
い
る
よ
う
な
錯
覚
を
抱
く
。」11
し
た
が
っ
て
、
上
記
の
特
徴
は
、

ご
く
普
通
の
用
語
で
言
っ
て
、
本
作
が
「
描
写
」
的
で
な
く
「
説
明
」
的
で
あ
る
、
と
い

う
印
象
に
つ
な
が
る
。
だ
が
、
も
ち
ろ
ん
こ
の
こ
と
は
本
作
の
短
所
と
は
な
ら
な
い
。
む

し
ろ
そ
の
逆
で
あ
る
。

　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
ル
カ
ー
チ
の
古
典
的
論
文
「
物
語
か
記
述
か
」
を
参
照
す
る
こ

こ
か
ら
出
よ
う
と
し
な
い
映
し
手
的
人
物
が
現
れ
る
こ
と
は
少
な
い
の
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
、
作
品
冒
頭
は
次
の
よ
う
に
書
き
出
さ
れ
て
い
る
。「
村
の
南
北
に
通
じ
る

往
還
に
沿
つ
て
、
一
軒
の
農
家
が
あ
る
。
人
間
の
住
居
と
云
ふ
よ
り
も
、
寧
ろ
何
か
の
巣

と
云
つ
た
方
が
、
余
程
適
当
し
て
居
る
程
穢
な
い
家
の
中
は
、
窓
が
少
な
い
の
で
非
常
に

暗
い
。」
こ
こ
で
は
、「
村
」
か
ら
そ
れ
を
貫
く
「
往
還
」
へ
、「
往
還
」
か
ら
そ
れ
に
沿
っ

た
「
一
軒
の
農
家
」
へ
、
そ
し
て
そ
の
「
家
の
中
」
へ
と
い
う
順
序
で
、
全
体
か
ら
部
分

へ
と
向
か
っ
て
大
局
的
な
視
点
か
ら
語
る
、
局
外
の
語
り
手
の
存
在
が
感
じ
ら
れ
る
。
た

し
か
に
、
次
の
箇
所
で
は
、「
三
坪
程
の
土
間
に
は
、
家
中
の
雑
具
が
散
ら
か
つ
て
、
梁

の
上
の
暑
さ
う
な
鳥と

屋や

で
は
、
産
褥
に
居
る
牝
鶏
の
ク
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
と
喉
を
鳴
ら
し
て
居

る
の
が
聞
え
る
」
と
い
う
か
た
ち
で
、「
聞
く
」
知
覚
主
体
と
し
て
の
無
名
の
映
し
手
が

つ
か
の
ま
顔
を
出
し
て
い
る
。
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
物
語
り
状
況
は
長
続
き
し
な
い
。
局

外
の
語
り
手
な
し
に
は
あ
り
得
な
い
特
徴
的
な
叙
述
が
、
す
ぐ
に
現
れ
る
。

　

子
供
等
は
年
中
腹
を
空
か
し
て
居
る
。
腹
が
張
る
と
云
ふ
事
を
曾
て
ち
つ
と
も
知

ら
な
い
彼
等
は
、
明
け
て
も
暮
れ
て
も
「
食
い
度
い
〳
〵
」
と
云
ふ
欲
に
ば
つ
か
り

攻
め
ら
れ
て
、
食
物
の
事
に
な
る
と
、
自
分
等
の
本
性
を
失
つ
て
、
が
つ
が
つ
す
る
。

　

今
も
彼
等
は
三
人
が
三
人
、
同
じ
様
に
「
若
し
俺
ら
独
り
で
、
此こ

ん

丈だ
け

の
薯
が
食
へ

た
ら
な
あ
」
と
思
ひ
、
平
常
は
居
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
兄
弟
共
も
、
此
那
時
に
は
何

と
云
ふ
邪
魔
に
な
る
事
か
と
、
し
み
〴
〵
と
感
じ
て
居
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
も
ん

で
、
い
つ
の
間
に
か
鶏
共
が
俵
の
破
れ
か
ら
嘴
を
突
込
ん
で
、
常
に
親
父
か
ら
、
一

粒
で
も
勿
体
な
く
す
る
と
目
が
潰
れ
る
ぞ
と
、
か
た
く
戒
め
ら
れ
て
居
る
米
粒
を
、

拾
ひ
食
ひ
し
て
居
る
の
等な

ど

に
、
気
の
付
か
う
筈
は
な
か
つ
た
。

　

鶏
共
と
子
供
達
と
は
、
各て

ん
で自
に
自
分
等
の
食
物
の
事
許
り
に
気
を
奪
は
れ
て
居
た

の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
語
り
手
は
、「
年
中
」「
曾
て
ち
つ
と
も
」「
明
け
て
も
暮
れ
て
も
」
と
い
っ
た

表
現
に
よ
っ
て
、
子
供
た
ち
の
置
か
れ
た
貧
困
の
状
況
を
長
い
時
間
的
幅
の
な
か
で
捉
え
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が
で
き
ず
に
、「
傍
観
者
」
の
立
場
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
え
な
い
16
。

　

な
お
、
語
ら
れ
る
出
来
事
か
ら
の
隔
た
り
を
保
ち
つ
つ
そ
の
出
来
事
に
自
ら
参
加
す
る

語
り
手
が
、
必
ず
し
も
三
人
称
小
説
の
局
外
の
語
り
手
と
は
限
ら
な
い
こ
と
を
、
ル
カ
ー

チ
が
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
の
は
、
局
外
の
語
り
手
と
「
私
」
と
が
交
替
し
て
現
れ

る
「
貧
し
き
人
々
の
群
」
を
評
価
す
る
際
に
示
唆
的
で
あ
る
。「
こ
の
物
語
ら
れ
る
諸
事

件
が
も
つ
隔
た
り
は
、
叙
事
文
学
の
真
の
作
家
の
場
合
に
は
、
一
人
称
形
式
を
選
ぶ
と
き

に
も
、
ま
た
、
作
中
の
あ
る
人
物
が
語
り
手
と
し
て
虚
構
さ
れ
る
と
き
に
も
、
存
在
す
る

の
で
あ
る
。」17

　

い
や
、
む
し
ろ
ル
カ
ー
チ
の
想
定
す
る
「
物
語
」
の
語
り
手
は
、
シ
ュ
タ
ン
ツ
ェ
ル
の

「
局
外
の
語
り
手
」
の
理
念
型
と
は
微
妙
に
ず
れ
て
い
る
と
も
い
え
る
。
そ
も
そ
も
「
局

外
」
の
語
り
手
と
い
う
言
い
方
自
体
、「
参
加
」
と
矛
盾
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
り

わ
け
、
シ
ュ
タ
ン
ツ
ェ
ル
が
局
外
の
語
り
手
の
語
り
の
動
機
を
「
審
美
的
」
と
し
、「
私
」

の
動
機
を
「
実
存
的
」
と
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、ル
カ
ー
チ
が
想
定
す
る
「
参
加
者
」

の
立
場
か
ら
の
「
物
語
」
の
語
り
手
は
、
シ
ュ
タ
ン
ツ
ェ
ル
の
類
型
円
図
表
に
お
い
て
、

「
局
外
の
語
り
手
に
よ
る
物
語
り
状
況
」
の
理
念
型
か
ら
「「
私
」
の
語
る
物
語
り
状
況
」

の
理
念
型
に
向
か
っ
て
円
周
上
を
移
動
し
た
地
点
、
三
人
称
と
一
人
称
の
境
界
線
付
近
に

位
置
す
る
と
考
え
ら
れ
る
（
図
１
参
照
）。

と
が
で
き
る
。
ル
カ
ー
チ
に
よ
れ
ば
、「
物
語
」
は
「
参
加
者
」
の
立
場
か
ら
な
さ
れ
る

の
に
対
し
て
、「
記
述
」（「
描
写
」
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
）
は
「
傍
観
者
」
の
立
場
か

ら
な
さ
れ
る
12
。「
物
語
」
を
主
要
な
方
法
と
す
る
作
品
を
受
容
す
る
と
き
、「
わ
れ
わ
れ

は
、
小
説
の
作
中
人
物
が
行
為
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
関
与
し
て
い
る
諸
事
件
を
読
む
の
で

あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
ら
の
諸
事
件
を
体
験
す
る
の
で
あ
る
。」13
一
方
、「
記
述
」
の

場
合
に
は
、「
作
中
人
物
は
そ
れ
自
身
、
多
か
れ
少
な
か
れ
関
心
を
抱
い
て
諸
事
件
を
眺

め
て
い
る
傍
観
者
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
ら
の
諸
事
件
は
、
読
者
に
と
っ
て
一

枚
の
絵
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
一
連
の
絵
と
な
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
絵
を
観
察
す
る

こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。」 14

　

こ
れ
ら
の
箇
所
で
ル
カ
ー
チ
が
考
え
て
い
る
「
物
語
」
と
「
記
述
」
の
対
立
は
、
シ
ュ

タ
ン
ツ
ェ
ル
に
お
け
る
語
り
手
と
映
し
手
の
対
立
に
関
連
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
小
説

に
お
け
る
「
隔
た
り
」
と
「
全
体
」
に
つ
い
て
の
ル
カ
ー
チ
の
著
名
な
所
説
も
、
次
に

示
す
よ
う
に
、
語
り
手
と
映
し
手
と
い
う
概
念
を
用
い
て
説
明
す
る
と
分
か
り
や
す
い
。

―
―
「
物
語
」
に
お
け
る
語
り
手
は
、
語
ら
れ
る
出
来
事
を
結
末
か
ら
時
間
的
隔
た
り
を

も
っ
て
振
り
返
る
こ
と
の
で
き
る
全
体
と
し
て
知
っ
て
い
る
が
、「
記
述
」に
お
け
る
映
し

手
は
、
映
さ
れ
る
出
来
事
と
同
時
的
で
あ
る
た
め
に
そ
の
発
展
の
全
体
を
知
る
こ
と
が
で

き
な
い
。「
人
は
過
ぎ
去
っ
た
こ
と
を
物
語
り
、
目
の
前
に
見
る
こ
と
を
記
述
す
る
。」15

　

そ
れ
で
は
、一
見
矛
盾
す
る
か
に
見
え
る
「
参
加
者
」
の
立
場
に
立
っ
た
物
語
行
為
と
、

語
ら
れ
る
出
来
事
か
ら
の
語
り
手
の
「
隔
た
り
」
と
は
、
ど
の
よ
う
に
両
立
す
る
の
か
。

―
―
語
り
手
は
、
時
間
的
「
隔
た
り
」
を
と
お
し
て
事
後
的
に
出
来
事
の
全
体
を
把
握
し

つ
つ
、
そ
の
出
来
事
の
発
展
の
な
か
で
作
中
人
物
が
選
択
し
た
本
質
的
行
為
を
、
そ
の
人

物
と
同
様
に
選
択
し
て
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
「
参
加
者
」
の
立
場
に
立
つ
。
こ
の
よ

う
に
し
て
、
外
見
上
矛
盾
す
る
「
参
加
」
と
「
隔
た
り
」
は
、
語
り
手
に
お
い
て
統
一
さ

れ
る
。
一
方
、
映
し
手
は
、
進
行
中
の
出
来
事
の
さ
な
か
に
お
り
、
そ
の
発
展
の
全
体
に

対
す
る
見
通
し
を
欠
く
た
め
、
そ
の
出
来
事
に
参
加
す
る
本
質
的
行
為
を
お
こ
な
う
こ
と
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だ
が
、「
貧
し
き
人
々
の
群
」
で
特
徴
的
な
の
は
、
こ
の
「
私
」
が
「
眺
め
る
」
あ
る

い
は
「
見
る
」
存
在
に
止
ま
ら
ず
、「
貧
し
き
人
々
」
に
向
か
っ
て
行
動
す
る
存
在
と
な

る
―
―
ル
カ
ー
チ
の
用
語
を
使
え
ば
、「
傍
観
者
」
か
ら
「
参
加
者
」
へ
と
変
容
す
る
こ

と
で
あ
る
。「
私
」
は
、「
始
め
て
甚
助
の
家
へ
入
つ
て
見
た
の
で
あ
る
。」
そ
し
て
「
私
」

は
、
子
供
た
ち
に
「
父
さ
ん
や
母か
あ

さ
ん
は
？　

淋
し
い
だ
ら
う
？
」「
淋
し
い
だ
ら
う
ね
、

だ
あ
れ
も
居
な
い
で
」と
声
を
か
け
る
。
と
こ
ろ
が
、か
れ
ら
か
ら
返
っ
て
き
た
の
は
、「
お

め
え
の
世
話
に
は
な
ん
ね
え
ぞ
―
―
ッ
」
と
い
う
「
思
ひ
が
け
な
い
怒
罵
の
声
」
で
あ
っ

た
18
。
こ
れ
に
続
く
、「
私
」
の
動
揺
し
た
内
面
が
語
ら
れ
る
箇
所
は
、「
貧
し
き
人
々
の
群
」

の
語
り
に
お
け
る
「
私
」
の
位
相
を
よ
く
示
し
て
い
る
。

　

私
は
寛
容
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
等
か
ら
一
歩
立
ち
勝
つ
た
者
の
持
つ
落
着

き
を
保
ち
続
け
よ
う
と
す
る
虚
栄
心
が
臆
病
に
成
り
き
つ
た
心
を
鞭
撻
し
た
。
け
れ

共
空
虚
に
な
つ
た
様
な
頭
に
は
何
を
判
断
す
る
力
も
な
く
な
り
、
歯
が
ガ
チ
〳
〵
と

口
の
中
で
鳴
つ
て
居
る
。

　

こ
こ
に
あ
る
の
は
、
シ
ュ
タ
ン
ツ
ェ
ル
の
い
う
「
体
験
す
る
私
」（
主
人
公
と
し
て
の

「
私
」）
と
「
物
語
る
私
」（
語
り
手
と
し
て
の
「
私
」）
の
内
的
緊
張
関
係
で
あ
る
。「
私

は
寛
容
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
の
一
文
は
、「
体
験
す
る
私
」
の
思
考
を
体
験
話
法
の

形
式
で
再
現
し
て
い
る
。
だ
が
、
そ
の
思
考
内
容
は
、
た
だ
ち
に
「
物
語
る
私
」
に
よ
っ

て
批
判
的
に
相
対
化
さ
れ
、「
体
験
す
る
私
」
の
「
寛
容
」
へ
の
努
力
は
、「
彼
等
か
ら
一

歩
立
ち
勝
つ
た
者
の
持
つ
落
着
き
を
保
ち
続
け
よ
う
と
す
る
虚
栄
心
」
に
よ
る
も
の
で
あ

る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
し
か
も
、「
体
験
す
る
私
」
に
と
っ
て
「
寛
容
」
へ
の
努

力
は
何
の
功
も
奏
さ
な
か
っ
た
こ
と
が
、
最
後
の
一
文
で
示
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
語
り

の
焦
点
が
心
理
か
ら
身
体
へ
と
移
さ
れ
、「
歯
が
ガ
チ
〳
〵
と
口
の
中
で
鳴
つ
て
居
る
」

と
い
う
「
私
」
自
身
の
意
に
任
せ
な
い
反
応
が
示
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
、「
物
語
る
私
」

に
よ
る
「
体
験
す
る
私
」
の
想
念
の
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
相
対
化
が
強
調
さ
れ
て
い
る
19
。

　

も
し
こ
こ
で
、「
体
験
す
る
私
」
に
密
着
し
た
語
り
し
か
現
れ
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、

 　

そ
し
て
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
地
点
に
、「
貧
し
き
人
々
の
群
」
の
語
り
手
は
位
置
づ

け
ら
れ
る
。
さ
き
ほ
ど
引
用
し
た
第
一
章
末
尾
に
つ
づ
く
第
二
章
冒
頭
は
次
の
よ
う
で
あ

る
。「
丁
度
其
の
時
、
私
は
甚
助
の
小
屋
裏
の
畑
地
に
出
て
居
た
。
ブ
ラ
〳
〵
歩
い
て
其

処
ま
で
来
る
と
、
思
ひ
掛
け
ず
子
供
等
の
様
子
が
目
に
付
い
た
の
で
、
傍
の
木
陰
か
ら
非

常
な
興
味
を
持
つ
て
、
眺
め
て
居
た
。
そ
し
て
薯
の
事
か
ら
、
喧
嘩
か
ら
す
つ
か
り
を
見

て
仕
舞
つ
た
の
で
あ
る
。」
こ
の
よ
う
に
し
て
、
局
外
の
語
り
手
は
、
周
縁
的
な
一
人
称

の
語
り
手
「
私
」
に
移
行
す
る
。

 

語り手的人物 

映し手的人物 

《作中人物に反映する物語り状況》 

〈内的遠近法／外的遠近法の境界〉 

〈内的遠近法／外的遠近法の境界〉 

〈一人称／三人称の境界〉 

〈一人称／三人称の境界〉 

〈物語る私〉 

〈語り手／ 

映し手の境界〉 

〈語り手／ 

映し手の境界〉 

図 1 類型円図表（シュタンツェル前掲書裏見返し掲載図による。一部改変） 

《「私」の語る物語り状況》では語り手と作中人物との「存在領域の一致」が、《局外の語り手による物語り状況》で
は語り手の全知をもたらす「外的遠近法」が、《作中人物に反映する物語り状況》では「映し手的人物」の視点に寄り
添った叙法が、それぞれ主要構成要素であることが示されている。同時に、主要構成要素の他に、その両側に位置す
る二つの要素（たとえば、 《「私」の語る物語り状況》においては「語り手的人物」と「内的遠近法」）も、副次的構成
要素としてそれぞれの物語り状況の特性に関与することが示されている。 

〈体験する私〉 

 

図１　類型円図表（シュタンツェル前掲書裏見返し掲載図による。一部改変）
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意
味
で
は
あ
る
ま
い
。
ル
カ
ー
チ
に
よ
れ
ば
、
作
品
に
お
け
る
「
全
体
性
」
と
は
、
形
象

化
さ
れ
た
作
中
人
物
の
存
在
と
運
動
、
特
質
と
立
場
を
、
そ
の
人
生
の
過
程
全
体
を
と
お

し
て
決
定
す
る
よ
う
な
諸
規
定
の
関
係
の
総
体
で
あ
る
22
。
し
た
が
っ
て
、語
り
手
に
と
っ

て
の
全
体
性
へ
の
志
向
と
は
、
主
人
公
が
ど
の
よ
う
な
人
間
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
ど
の

よ
う
な
人
間
に
な
る
か
を
決
定
す
る
物
語
世
界
の
様
々
な
要
素
を
、
全
体
と
し
て
読
者
に

伝
え
よ
う
と
す
る
意
思
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
語
り
手
＝
主
人
公
の
タ
イ
プ
の
小

説
に
お
い
て
は
、
語
り
手
が
自
ら
の
人
生
、
自
ら
が
生
き
る
世
界
に
対
し
て
、
そ
の
よ
う

な
態
度
を
と
る
こ
と
に
な
る
。以
上
の
よ
う
な
全
体
性
へ
の
志
向
が
、「
貧
し
き
人
々
の
群
」

の
「
私
」
の
語
り
の
形
式
を
基
礎
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
先
取
り
し
て
い
え
ば
、
こ
の
よ
う
な
全
体
性
へ
の
志
向
は
、
花
袋
の
『
重
右

衛
門
の
最
後
』
の
語
り
手
「
自
分
」
に
も
認
め
ら
れ
る
。
次
の
第
三
節
で
は
、『
重
右
衛

門
の
最
後
』
に
お
け
る
全
体
性
へ
の
志
向
の
存
在
を
明
ら
か
に
し
、
続
く
第
四
節
で
は
、

そ
の
よ
う
な
共
通
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
両
テ
ク
ス
ト
の
間
に
存
在
す
る
、
全
体
性
の
内
実

の
相
違
を
分
析
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

三
　『
重
右
衛
門
の
最
後
』
に
お
け
る
「
自
分
」

　
『
重
右
衛
門
の
最
後
』
の
語
り
は
、
入
れ
子
構
造
に
な
っ
て
い
る
。
全
一
二
章
の
う
ち
、

第
一
章
が
全
体
の
枠
を
な
す
導
入
部
の
語
り
手
に
よ
る
も
の
、
第
二
章
以
降
が
そ
の
第
一

章
に
現
れ
た
「
な
に
が
し
と
い
ふ
男
」
の
一
人
称
「
自
分
」
の
語
り
に
よ
る
も
の
、
さ
ら

に
そ
の
う
ち
第
八
章
が
、友
人
根
本
の
話
を
「
自
分
」
が
再
話
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、

そ
の
第
八
章
の
な
か
に
は
、
根
本
が
関
係
者
か
ら
聞
い
た
話
の
「
自
分
」
に
よ
る
又
聞
き

も
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
、
第
六
章
に
も
、
根
本
と
も
う
一
人
の
友
人
山
県
の
直
接

話
法
に
よ
る
比
較
的
長
い
発
話
が
あ
る
。

　

第
二
章
以
降
で
語
ら
れ
る
基
本
的
内
容
は
、
第
一
章
の
「
な
に
が
し
と
い
ふ
男
」
の
発

話
箇
所
に
先
取
り
的
に
示
さ
れ
た
よ
う
に
、「
自
然
の
力
と
自
然
の
姿
」を
体
現
し
た
人
物
、

「
私
」
の
語
る
物
語
り
状
況
は
、
シ
ュ
タ
ン
ツ
ェ
ル
の
類
型
円
図
表
に
お
け
る
作
中
人
物

に
反
映
す
る
物
語
り
状
況
の
方
向
へ
と
、あ
る
い
は
ル
カ
ー
チ
の
「
記
述
」
へ
と
接
近
し
、

全
体
へ
の
視
点
は
失
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
だ
ろ
う
。
だ
が
、
実
際
に
は
、「
体
験
す
る

私
」
に
密
着
し
た
体
験
話
法
の
直
後
の
箇
所
で
、
語
り
手
的
人
物
へ
の
揺
り
戻
し
が
行
わ

れ
、
全
体
を
志
向
す
る
「
物
語
」
の
方
法
が
確
保
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
後
、
第
三
章
の
「
私
」
は
、
こ
の
出
来
事
に
対
す
る
自
省
の
な
か
で
、「
私
は
間

違
つ
て
居
た
の
だ
。
彼
等
総
て
の
貧
し
い
人
々
の
群
に
対
し
て
、
自
分
は
誤
つ
て
居
た
」

と
考
え
る
に
至
る
。
シ
ュ
タ
ン
ツ
ェ
ル
は
、
古
典
的
タ
イ
プ
の
一
人
称
形
式
の
教
養
小
説

に
よ
く
見
ら
れ
る
「「
私
」
と
い
う
人
物
に
備
わ
る
道
徳
的
人
格
の
全
面
的
な
変
貌
」、「
か

つ
て
の
「
私
」
と
い
う
存
在
か
ら
の
転
身
」
の
現
象
を
指
摘
し
、
変
貌
・
転
身
前
の
「
体

験
す
る
私
」
か
ら
後
の
「
物
語
る
私
」
へ
の
「
心
理
的
統
合
」
の
過
程
が
自
叙
伝
風
一
人

称
小
説
の
重
要
な
主
題
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
が
20
、そ
れ
こ
そ
が
ま
さ
に
「
貧
し
き
人
々

の
群
」
の
主
題
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
後
、
第
四
章
の
冒
頭
で
は
、「
私
は
、
自
分
の
生

活
の
改
革
が
、
非
常
に
必
要
で
あ
る
の
を
感
じ
た
」
と
「
私
」
の
転
身
へ
の
意
志
が
語
ら

れ
、
そ
の
意
志
に
基
づ
い
て
、「
私
共
の
先
代
」
の
頃
か
ら
の
「
Ｋ
村
」
の
変
遷
お
よ
び

現
在
の
状
況
の
全
体
的
説
明
が
導
入
さ
れ
て
い
る
。「
貧
し
き
人
々
」
と
の
関
係
の
な
か

で
生
じ
た
「
私
」
の
「
生
活
の
改
革
」
へ
の
意
志
が
、
農
村
の
状
況
を
全
体
と
し
て
把
握

し
よ
う
と
す
る
語
り
の
方
法
を
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

伊
藤
野
枝
は
、「
貧
し
き
人
々
の
群
」
の
な
か
に
「
新
し
い
自
分
の
生
活
に
対
し
て
の

真
面
目
な
自
省
、
農
民
達
の
生
活
に
対
す
る
ゆ
る
み
の
な
い
注
意
、
何
物
に
向
つ
て
も
最

後
ま
で
見
届
け
よ
う
と
す
る
努
力
」21
を
見
て
と
っ
た
が
、
こ
れ
は
、「
実
存
的
」
要
求
に

も
と
づ
く
「
私
」
の
物
語
と
、
局
外
の
語
り
手
に
よ
る
幅
広
い
農
民
生
活
の
物
語
、
そ
し

て
前
者
か
ら
後
者
へ
の
移
行
を
動
機
づ
け
る
全
体
性
へ
の
志
向
を
、
い
ち
は
や
く
直
観
し

た
評
言
で
あ
っ
た
。

　

こ
こ
で
、
ル
カ
ー
チ
に
よ
る
「
全
体
性
」
の
概
念
規
定
を
参
照
し
て
お
く
こ
と
も
、
無
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門
の
最
後
』
に
お
い
て
、語
り
手
「
自
分
」
は
「
自
然
主
義
的
な
綱
領
」
を
踏
み
越
え
た
。

そ
こ
で
は
、
制
限
さ
れ
た
視
点
か
ら
全
知
を
志
向
す
る
視
点
へ
の
踏
み
越
え
が
な
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
こ
の
よ
う
な
踏
み
越
え
は
、
語
り
手
「
自
分
」
の
ど
の
よ
う
な
動
機
に
基
づ
い

て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
さ
し
あ
た
り
、
重
右
衛
門
と
い
う
人
間
を
全
体
と
し
て
聞

き
手
に
語
っ
て
示
そ
う
と
す
る
「
自
分
」
の
意
志
に
基
づ
い
て
い
る
、
と
い
え
る
。

　

だ
が
、
な
ぜ
「
自
分
」
は
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
重
右
衛
門
と
い
う
人
間
に
惹
き
つ
け
ら
れ

た
の
か
。
そ
れ
は
、
か
れ
が
「
自
分
」
の
従
前
の
「
自
然
」
観
を
更
新
す
る
存
在
だ
っ
た

か
ら
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
、「
自
分
」が
村
を
訪
れ
た
の
は
、「
十
年
都
会
の
塵
に
ま
み
れ
」あ
る
い
は「
世

の
塵
の
深
き
に
泥ま

み

れ
」
て
き
た
状
況
の
な
か
で
、「
静
か
な
村
」
に
「
自
然
の
美
」
を
探

る
た
め
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
い
ざ
村
に
着
い
て
み
る
と
、「
自
分
」
が
接
し
た
の
は

静
的
な
「
自
然
の
美
」
な
ど
で
な
く
、
重
右
衛
門
に
よ
る
「
放ひ

つ
け火
騒さ
は
ぎ動
」
だ
っ
た
。「
こ

れ
は
何
か
意
味
が
無
く
て
は
な
ら
ぬ
。
こ
れ
は
必
ず
不
自
然
な
事
が
あ
つ
た
に
相
違
な
い

と
自
分
は
思
つ
た
。」

　

だ
が
、「
自
分
」
は
村
に
お
け
る
見
聞
を
経
て
、
こ
の
「
不
自
然
」
が
実
は
「
自
然
」

に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
を
知
る
―
―
と
い
う
よ
り
、こ
の
「
不
自
然
」
を
新
た
に
「
自
然
」

と
し
て
意
味
づ
け
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
最
終
章
よ
り
一
つ
前
の
第
十
一
章
に
お
い

て
、
村
人
に
よ
る
重
右
衛
門
の
死
に
ま
で
至
る
私
刑
を
受
け
て
、「
自
分
」
は
重
右
衛
門

を「
濁
つ
た
世
」に
受
け
容
れ
ら
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い「
自
然
児
」と
し
て
解
釈
す
る
。「
人

間
は
完
全
に
自
然
を
発
展
す
れ
ば
、
必
ず
そ
の
最
後
は
悲
劇
に
終
る
。
則
ち
自
然
そ
の
者

は
到
底
現
世
の
義
理
人
情
に
触
着
せ
ず
に
は
終
ら
ぬ
。
さ
す
れ
ば
自
然
そ
の
者
は
、
遂
に

こ
の
世
に
於
て
不
自
然
と
化
し
た
の
か
」。
24
だ
が
、
さ
ら
に
注
意
す
べ
き
は
、「
六
千
年

来
の
歴
史
、
習
慣
。
こ
れ
が
第
二
の
自
然
を
作
る
に
於
て
、
非
常
に
有
力
で
あ
る
」
と
い

う
か
た
ち
で
、重
右
衛
門
の「
自
然
」に
対
立
す
る「
現
世
の
義
理
人
情
」の
掟
も
ま
た「
第

重
右
衛
門
と
村
と
の
関
係
で
あ
る
。
そ
の
物
語
は
、訪
れ
た
村
で
の「
自
分
」
の
見
聞
―
―

文
字
ど
お
り
に
、
自
ら
見
た
こ
と
と
、
他
人
か
ら
聞
い
た
こ
と
と
を
も
と
に
し
て
、
そ
れ

ら
を
「
自
分
」
が
想
像
力
を
は
た
ら
か
せ
て
組
み
た
て
、
再
話
し
た
も
の
で
あ
る
23
。

　

こ
こ
で
特
徴
的
な
の
は
、
作
中
に
、
語
り
手
「
自
分
」
の
視
点
の
制
限
を
遵
守
し
よ
う

と
す
る
傾
向
と
、
そ
の
よ
う
な
制
限
を
超
え
出
て
、
想
像
力
の
自
由
な
は
た
ら
き
に
よ
っ

て
物
語
ろ
う
と
す
る
傾
向
と
が
、
並
存
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　

視
点
遵
守
の
傾
向
が
盗
み
聞
き
や
覗
き
見
の
手
法
と
し
て
表
れ
て
い
る
一
方
、
視
点
の

制
限
を
超
出
し
よ
う
と
す
る
傾
向
は
、
と
り
わ
け
根
本
に
よ
る
物
語
の
「
自
分
」
に
よ
る

再
話
の
形
式
を
採
っ
た
第
八
章
に
著
し
い
。
た
し
か
に
、
こ
こ
で
も
、
視
点
遵
守
の
傾
向

が
ま
っ
た
く
見
ら
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
で
は
、
各
文
末
に
「
と
い
ふ
」
と
い
う

伝
聞
形
式
が
多
用
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
語
り
手
は
、
自
分
が
物
語
世
界
の
外
に
い
る
全

知
の
存
在
で
は
な
く
、
そ
の
中
に
い
る
一
人
の
人
物
で
あ
る
こ
と
を
ふ
と
思
い
出
し
た
か

の
よ
う
に
、「
自
分
は
根
本
行
輔
の
口
か
ら
こ
の
物
語
を
聞
い
て
居
る
の
で
」
と
い
う
注
釈

―
―
と
い
う
よ
り
聞
き
手
へ
の
弁
解
を
、わ
ざ
わ
ざ
丸
括
弧
つ
き
で
さ
し
は
さ
ん
で
い
る
。

　

け
れ
ど
も
、
こ
こ
で
基
本
的
な
の
は
、
あ
く
ま
で
も
制
限
超
出
の
傾
向
で
あ
る
。
そ
れ

は
と
り
わ
け
、
重
右
衛
門
の
思
考
や
か
れ
の
他
の
人
物
た
ち
と
の
会
話
が
、
か
ぎ
括
弧
付

き
の
直
接
話
法
の
形
式
で
示
さ
れ
る
い
く
つ
か
の
重
要
な
場
面
か
ら
看
取
さ
れ
る
。
い
い

か
え
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
箇
所
に
お
け
る
重
右
衛
門
た
ち
の
過
去
の
内
言
・
外
言
の
一
字
一

句
の
「
再
」
提
示
は
、
根
本
お
よ
び
「
自
分
」
の
想
像
力
に
よ
る
、
視
点
制
限
の
超
出
と

し
て
解
釈
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
再
び
、
シ
ュ
タ
ン
ツ
ェ
ル
の
原
則
的
批
判
を
想
起
し
よ
う
。「
大
部
分
の
批
評

家
や
理
論
家
た
ち
が
考
え
て
い
る
よ
う
な
一
人
称
小
説
の
語
り
手
の
役
割
は
、〈
局
外
の

語
り
手
〉
の
役
割
と
全
く
同
様
に
、型
に
は
ま
っ
た
見
方
か
ら
解
放
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

型
に
は
ま
っ
た
考
え
方
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
写
実
主
義
的
か
つ
自
然
主
義
的
な
綱
領
か
ら
生

ま
れ
て
く
る
。」
―
―
文
学
史
的
に
は
前
期
自
然
主
義
の
代
表
作
と
目
さ
れ
る
『
重
右
衛



宮
本
百
合
子
「
貧
し
き
人
々
の
群
」
と
田
山
花
袋
『
重
右
衛
門
の
最
後
』
―
―
二
つ
の
上
昇
期
に
お
け
る
全
体
性
へ
の
志
向
―
（
小
堀
）

（
九
）　
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秋
田
雨
雀
の
文
学
史
観
は
、
近
代
文
学
に
三
つ
の
上
昇
期
を
想
定
し
て
い
る
。
第
一
に

自
然
主
義
、
第
二
に
白
樺
派
を
中
心
と
す
る
「
所
謂
」
人
道
主
義
、
そ
し
て
第
三
に
将
来

の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
へ
と
つ
な
が
る
「
真
」
人
道
主
義
で
あ
る
（
図
２
参
照
）。

 　　

こ
の
発
展
曲
線
に
あ
て
は
め
れ
ば
、『
重
右
衛
門
の
最
後
』（
一
九
〇
二
）
は
第
一
の
上

昇
期
に
、「
貧
し
き
人
々
の
群
」（
一
九
一
六
）
は
第
三
の
上
昇
期
に
位
置
す
る
代
表
的
テ

ク
ス
ト
で
あ
る
27
。
両
者
の
類
似
性
の
根
拠
は
、
と
も
に
近
代
文
学
史
上
の
上
昇
期
を
形

成
す
る
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
点
に
、
具
体
的
に
は
「
そ
の
時
代
の
す
べ
て
の
社
会
現
象
」
を

二
の
自
然
」
と
し
て
、
い
わ
ば
「
自
然
」
の
弁
証
法
的
展
開
の
な
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
25
重
右
衛
門
と
村
の
掟
と
の
対
立
の
様
相
は
、「
自
分
」
の
静
的
「
自

然
」
観
を
無
効
と
し
、
第
一
の
「
自
然
」
と
第
二
の
「
自
然
」
の
抗
争
と
い
う
新
た
な
動

的
「
自
然
」
観
を
発
出
さ
せ
た
。
こ
こ
で
「
自
分
」
が
発
見
し
た
「
自
然
」
と
は
、
重
右

衛
門
と
村
の
掟
と
を
包
括
し
、
そ
れ
ら
を
全
体
と
し
て
意
味
づ
け
る
こ
と
の
で
き
る
概
念

装
置
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
、
重
右
衛
門
を
対
象
と
す
る
語
り
に
お
け
る
「
自
分
」
に
よ
る
視
点
制
限

超
出
の
傾
向
は
、
重
右
衛
門
こ
そ
が
「
自
分
」
の
接
し
た
現
実
を
「
自
然
」
と
い
う
概
念

装
置
に
よ
っ
て
全
体
と
し
て
把
握
す
る
た
め
の
契
機
と
な
る
存
在
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に

は
か
れ
の
存
在
そ
の
も
の
を
全
体
と
し
て
語
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
生
じ
て
き
た
も

の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

四
　「
貧
し
き
人
々
の
群
」
と
『
重
右
衛
門
の
最
後
』
の
文
学
史
的
関
係

　
「
貧
し
き
人
々
の
群
」
か
ら
一
年
あ
ま
り
後
、
そ
れ
ま
で
の
日
本
近
代
文
学
史
の
本
流

を
自
然
主
義
か
ら
人
道
主
義
へ
の
展
開
に
見
、
そ
の
さ
ら
な
る
発
展
を
要
求
す
る
秋
田
雨

雀
の
評
論
が
発
表
さ
れ
た
26
。
雨
雀
に
よ
れ
ば
、
自
然
主
義
は
「
そ
の
時
代
の
す
べ
て
の

社
会
現
象
の
観
察
に
革
命
を
与
へ
た
」
が
、「
自
然
主
義
を
穿
き
ち
が
へ
た
あ
る
一
派
の

作
家
」（
デ
カ
ダ
ン
派
）
や
「
悪
い
意
味
の
マ
テ
リ
ア
リ
ズ
ム
を
信
じ
す
ぎ
る
一
部
の
思

想
家
」
に
よ
っ
て
そ
の
積
極
的
意
義
を
喪
失
し
た
。
自
然
主
義
の
真
の
継
承
者
は
、「
そ

の
時
代
の
社
会
現
象
に
最
も
直
接
な
希
望
と
実
行
を
起
す
」
人
道
主
義
で
あ
る
。
だ
が
、

そ
の
人
道
主
義
も
、
自
然
主
義
の
遺
産
で
あ
る
「
社
会
現
象
の
観
察
」
を
十
分
に
継
承
し

な
か
っ
た
た
め
に
、
人
生
観
の
技
巧
的
表
白
を
こ
と
と
す
る
「
新
技
巧
派
」
の
傾
向
に
陥

り
つ
つ
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
文
学
状
況
に
お
い
て
、「
真
人
道
主
義
」
を
実
現
す
る
た
め

に
は
、
作
家
は
「
時
代
」
へ
の
「
凝
視
」
に
よ
っ
て
「『
人
民
』
の
真
実
の
声
」
を
反
映

す
る
も
の
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
紀要原稿用紙（紀要様式 2-2） 

25        20       15                10               5 

 9 

「
人
間
は
完
全
に
自
然
を
発
展
す
れ
ば
、
必
ず
そ
の
最
後
は
悲
劇
に
終
る
。
則
ち
自
然
そ

の
者
は
到
底
現
世
の
義
理
人
情
に
触
着
せ
ず
に
は
終
ら
ぬ
。
さ
す
れ
ば
自
然
そ
の
者
は
、

遂
に
こ
の
世
に
於
て
不
自
然
と
化
し
た
の
か
」。
２
４

だ
が
、
さ
ら
に
注
意
す
べ
き
は
、「
六

千
年
来
の
歴
史
、
習
慣
。
こ
れ
が
第
二
の
自
然
を
作
る
に
於
て
、
非
常
に
有
力
で
あ
る
」

と
い
う
か
た
ち
で
、
重
右
衛
門
の
「
自
然
」
に
対
立
す
る
「
現
世
の
義
理
人
情
」
の
掟
も

ま
た
「
第
二
の
自
然
」
と
し
て
、
い
わ
ば
「
自
然
」
の
弁
証
法
的
展
開
の
な
か
に
位
置
づ

け
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
２
５

重
右
衛
門
と
村
の
掟
と
の
対
立
の
様
相
は
、「
自
分
」

の
静
的
「
自
然
」
観
を
無
効
と
し
、
第
一
の
「
自
然
」
と
第
二
の
「
自
然
」
の
抗
争
と
い

う
新
た
な
動
的
「
自
然
」
観
を
発
出
さ
せ
た
。
こ
こ
で
「
自
分
」
が
発
見
し
た
「
自
然
」

と
は
、
重
右
衛
門
と
村
の
掟
と
を
包
括
し
、
そ
れ
ら
を
全
体
と
し
て
意
味
づ
け
る
こ
と
の

で
き
る
概
念
装
置
に
ほ
か
な
ら
な
い
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
重
右
衛
門
を
対
象
と
す
る
語
り
に
お
け
る
「
自
分
」
に
よ
る
視
点
制
限

超
出
の
傾
向
は
、
重
右
衛
門
こ
そ
が
「
自
分
」
の
接
し
た
現
実
を
「
自
然
」
と
い
う
概
念

装
置
に
よ
っ
て
全
体
と
し
て
把
握
す
る
た
め
の
契
機
と
な
る
存
在
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に

は
か
れ
の
存
在
そ
の
も
の
を
全
体
と
し
て
語
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
生
じ
て
き
た
も

の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

四 

「
貧
し
き
人
々
の
群
」
と
『
重
右
衛
門
の
最
後
』
の
文
学
史
的
関
係 

「
貧
し
き
人
々
の
群
」
か
ら
一
年
あ
ま
り
後
、
そ
れ
ま
で
の
日
本
近
代
文
学
史
の
本
流

を
自
然
主
義
か
ら
人
道
主
義
へ
の
展
開
に
見
、
そ
の
さ
ら
な
る
発
展
を
要
求
す
る
秋
田
雨

雀
の
評
論
が
発
表
さ
れ
た
２
６

。
雨
雀
に
よ
れ
ば
、
自
然
主
義
は
「
そ
の
時
代
の
す
べ
て
の

社
会
現
象
の
観
察
に
革
命
を
与
へ
た
」
が
、「
自
然
主
義
を
穿
き
ち
が
へ
た
あ
る
一
派
の
作

家
」（
デ
カ
ダ
ン
派
）
や
「
悪
い
意
味
の
マ
テ
リ
ア
リ
ズ
ム
を
信
じ
す
ぎ
る
一
部
の
思
想
家
」

に
よ
っ
て
そ
の
積
極
的
意
義
を
喪
失
し
た
。
自
然
主
義
の
真
の
継
承
者
は
、「
そ
の
時
代
の

社
会
現
象
に
最
も
直
接
な
希
望
と
実
行
を
起
す
」
人
道
主
義
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
人
道

主
義
も
、
自
然
主
義
の
遺
産
で
あ
る
「
社
会
現
象
の
観
察
」
を
十
分
に
継
承
し
な
か
っ
た

た
め
に
、
人
生
観
の
技
巧
的
表
白
を
こ
と
と
す
る
「
新
技
巧
派
」
の
傾
向
に
陥
り
つ
つ
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
文
学
状
況
に
お
い
て
、「
真
人
道
主
義
」
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
作
家

は
「
時
代
」
へ
の
「
凝
視
」
に
よ
っ
て
「『
人
民
』
の
真
実
の
声
」
を
反
映
す
る
も
の
と
な

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

秋
田
雨
雀
の
文
学
史
観
は
、
近
代
文
学
に
三
つ
の
上
昇
期
を
想
定
し
て
い
る
。
第
一
に

自
然
主
義
、
第
二
に
白
樺
派
を
中
心
と
す
る
「
所
謂
」
人
道
主
義
、
そ
し
て
第
三
に
将
来

の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
へ
と
つ
な
が
る
「
真
」
人
道
主
義
で
あ
る
（
図
２
参
照
）。 

 

自然主義 

「所謂」人道主義 

「真」人道主義 

デカダン派・物質主義 

新技巧派 

図 2 秋田雨雀による日本近代文学の発展曲線  

 

図２　秋田雨雀による日本近代文学の発展曲線
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な
か
に
は
、こ
の
よ
う
な
完
結
し
た
も
の
と
し
て
の
「
自
然
」
の
見
方
が
、か
つ
て
の
「
自

分
」
自
身
の
「
け
れ
ど
自
然
は
果
し
て
六
千
年
の
歴
史
の
前
に
永と
こ
し
へ久

に
降
伏
し
終
る
で
あ

ら
う
か
」
と
い
う
問
い
と
矛
盾
す
る
こ
と
へ
の
自
覚
は
感
じ
ら
れ
な
い
。「
自
分
」
は
全

体
と
し
て
の
「
自
然
」
を
認
識
し
得
た
、
そ
れ
を
聞
き
手
「
諸
君
」
に
伝
え
る
の
だ
―
―

こ
の
よ
う
な
「
自
分
」
の
最
終
的
態
度
に
お
い
て
、
現
実
の
全
体
的
認
識
の
こ
れ
以
上
の

発
展
可
能
性
は
閉
ざ
さ
れ
た
の
で
あ
る
。29

　

ふ
り
か
え
れ
ば
、雨
雀
は
自
然
主
義
の
積
極
的
意
義
を
「
す
べ
て
の
社
会
現
象
の
観
察
」

の
変
革
と
い
う
点
に
認
め
、
一
方
で
そ
の
限
界
を
、
そ
れ
が
あ
く
ま
で
「
観
察
」
の
変
革

に
止
ま
り
、
実
際
の
「
社
会
現
象
」
の
変
革
へ
の
「
希
望
と
実
行
」
を
も
た
ら
さ
な
か
っ

た
点
に
見
て
い
た
。
つ
ま
り
、
自
然
主
義
の
も
た
ら
し
た
変
革
は
認
識
面
に
止
ま
っ
て
実

践
面
に
は
及
ば
な
か
っ
た
、
と
い
う
批
判
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
限
界
は
、
既
に

認
識
そ
の
も
の
の
あ
り
方
に
胚
胎
し
て
い
る
こ
と
が
、
右
の
『
重
右
衛
門
の
最
後
』
の
語

り
の
分
析
か
ら
明
ら
か
に
な
ろ
う
。
歴
史
的
に
規
定
さ
れ
た
現
存
の
「
社
会
現
象
」
の
秩

序
を
、
完
結
し
た
、
動
か
し
が
た
い
「
自
然
」
と
し
て
認
識
し
、
し
か
も
そ
の
よ
う
な
認

識
自
体
を
、
完
結
し
た
、
動
か
し
が
た
い
真
理
で
あ
る
と
見
な
す
こ
と
―
―
そ
の
よ
う
な

認
識
の
あ
り
方
は
、必
然
的
に
当
の
「
社
会
現
象
」
の
変
革
可
能
性
の
否
定
を
も
た
ら
す
。

結
末
で
「
自
然
」
と
い
う
概
念
装
置
に
よ
っ
て
現
実
の
全
体
を
認
識
し
得
た
と
考
え
、「
諸

君
、
自
然
は
竟
に
自
然
に
帰
つ
た
！
」
と
高
ら
か
に
叫
ん
だ
瞬
間
に
、「
自
分
」
は
絶
え

ず
発
展
す
る
現
実
の
全
体
性
の
認
識
へ
の
道
を
自
ら
に
閉
ざ
し
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
同

時
に
現
実
の
変
革
可
能
性
の
否
定
を
も
意
味
し
た
の
で
あ
る
。

　

一
方
、「
貧
し
き
人
々
の
群
」
で
は
、事
態
は
異
な
っ
て
い
る
。
た
し
か
に
、形
式
上
、「
貧

し
き
人
々
の
群
」
に
お
い
て
も
、『
重
右
衛
門
の
最
後
』
の
「
諸
君
」
と
同
様
、
結
末
で

頓
呼
法
が
多
用
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
共
通
点
を
指
摘
で
き
る
。
知
的
障
害
を
も
つ
「
善

馬
鹿
」
と
、
母
親
か
ら
虐
げ
ら
れ
た
水
車
屋
の
息
子
「
新
さ
ん
」
の
死
を
受
け
て
、「
私
」

は
か
れ
ら
を
救
え
な
か
っ
た
自
分
の
無
力
を
痛
感
す
る
。
そ
の
箇
所
で
、
こ
の
二
人
に
対

全
体
と
し
て
把
握
し
よ
う
と
す
る
努
力
の
う
ち
に
、
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に
対

し
て
、
雨
雀
が
下
降
的
局
面
に
位
置
づ
け
た
諸
傾
向
は
、
全
体
性
へ
の
志
向
の
欠
如
を
特

徴
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。す
な
わ
ち
、「
自
然
主
義
を
穿
き
ち
が
へ
た
あ
る
一
派
の
作
家
」

（
デ
カ
ダ
ン
派
）
は
、
人
間
を
本
能
的
な
も
の
に
一
面
的
に
還
元
し
よ
う
と
す
る
傾
向
と

し
て
。「
悪
い
意
味
の
マ
テ
リ
ア
リ
ズ
ム
を
信
じ
す
ぎ
る
一
部
の
思
想
家
」
は
、
精
神
か

ら
物
質
へ
の
反
作
用
を
認
め
な
い
機
械
論
的
・
決
定
論
的
な
物
質
主
義
と
し
て
。
そ
し
て

「
新
技
巧
派
」は
、自
ら
の
人
生
観
に
閉
じ
こ
も
っ
て
社
会
か
ら
目
を
逸
ら
す
傾
向
と
し
て
。

　

し
か
し
、『
重
右
衛
門
の
最
後
』
と
「
貧
し
き
人
々
の
群
」
の
語
り
の
形
式
に
は
、
重

大
な
相
違
点
も
存
在
す
る
。
そ
れ
は
、
両
テ
ク
ス
ト
の
語
り
手
の
全
体
性
に
対
す
る
異
な

る
関
係
に
対
応
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
『
重
右
衛
門
の
最
後
』
の
最
終
第
十
二
章
に
お
い
て
、「
自
分
」
は
、
重
右
衛
門
と
行
動

を
と
も
に
し
た
少
女
に
よ
る
村
全
体
へ
の
放
火
と
、
そ
の
少
女
自
身
の
焼
死
を
聞
き
手
に

伝
え
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
か
ら
七
年
後
の
現
在
、
村
が
経
済
的
に
発
展
し
、
重
右
衛
門
と

少
女
の
墓
が
村
の
寺
に
建
て
ら
れ
た
こ
と
を
エ
ピ
ロ
ー
グ
風
に
語
っ
た
う
え
で
、「
自
分
」

は
「
諸
君
、
自
然
は
竟
に
自
然
に
帰
つ
た
！
」
と
呼
び
か
け
て
物
語
を
閉
じ
る
。

　

第
一
の
「
自
然
」
を
体
現
す
る
重
右
衛
門
と
少
女
は
死
に
、「
第
二
の
自
然
」
を
体
現

す
る
村
は
全
体
が
放
火
さ
れ
て
、お
そ
ら
く
そ
の
大
部
分
が
灰
燼
に
帰
し
た
。
こ
う
し
て
、

第
一
・
第
二
の
「
自
然
」
は
と
も
に
滅
び
た
か
に
見
え
る
。
だ
が
、
エ
ピ
ロ
ー
グ
で
「
自

分
」
は
「
第
二
の
自
然
」
と
し
て
の
村
の
秩
序
の
回
復
を
語
っ
て
、「
自
然
は
竟
に
自
然

に
帰
つ
た
」
と
叫
ぶ
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
一
つ
前
の
第
十
一
章
で
示
さ
れ
て
い
た
、

動
的
な
弁
証
法
的
「
自
然
」
観
は
失
わ
れ
て
い
る
。「
自
然
は
竟
に
自
然
に
帰
つ
た
」
と

い
う
同
語
反
復
的
な
表
現
か
ら
も
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
「
自
然
」
は
そ
の
発
展

を
停
止
し
、「
第
二
の
自
然
」
の
秩
序
の
う
ち
に
そ
の
安
定
を
見
出
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

こ
の
よ
う
な
把
握
の
う
ち
に
、「
自
分
」
は
「
自
然
」
を
全
体
と
し
て
認
識
し
得
た
と
考

え
て
い
る
の
で
あ
る
。28
「
諸
君
、
自
然
は
竟
に
自
然
に
帰
つ
た
！
」
―
―
そ
の
雄
弁
調
の
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な
い
こ
と
が
分
か
る
が
、そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、善
馬
鹿
と
新
さ
ん
と
い
う
個
人
は
、「
貧

し
き
人
々
」
と
い
う
全
体
へ
の
「
私
」
の
ま
な
ざ
し
の
な
か
に
、そ
の
姿
を
消
し
て
し
ま
っ

た
の
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、
こ
の
箇
所
で
は
、「
物
語
る
私
」
と
「
体
験
す
る
私
」
の
緊

張
関
係
も
な
く
な
り
、「
私
」
の
思
考
内
容
が
よ
り
大
き
な
全
体
の
立
場
か
ら
批
判
さ
れ
、

相
対
化
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

　

だ
が
、
こ
の
箇
所
に
は
、
次
の
一
節
が
続
い
て
い
る
。

　

善
馬
鹿
の
死
骸
は
夜
に
な
つ
て
か
ら
見
つ
か
つ
た
。

　

隣
村
の
端
れ
の
沼
に
犬
を
抱
い
て
彼
は
溺
れ
て
居
た
。

　

沢
山
の
小
海
老
の
行
列
が
、
延
び
た
髪
の
毛
の
間
を
、
出
た
り
入
つ
た
り
し
て
居

た
と
云
ふ
。

　

こ
こ
で
は
、「
と
云
ふ
」
と
い
う
伝
聞
形
式
に
よ
っ
て
「
私
」
の
語
る
物
語
り
状
況
が

か
ろ
う
じ
て
保
た
れ
な
が
ら
も
、
善
馬
鹿
の
遺
体
の
髪
の
間
の
小
海
老
と
い
う
ひ
と
つ
の

細
部
に
よ
っ
て
、
単
な
る
伝
聞
以
上
の
現
実
感
が
も
た
ら
さ
れ
、
局
外
の
語
り
手
に
よ
る

物
語
り
状
況
へ
の
近
接
が
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。「
私
」
は
け
っ
し
て
善
馬

鹿
と
い
う
人
間
を
「
貧
し
き
人
々
」
一
般
と
い
う
全
体
の
な
か
に
解
消
し
て
は
な
ら
な
い

こ
と
が
、「
私
」
の
視
点
を
超
え
た
よ
り
大
き
な
全
体
の
立
場
か
ら
、
こ
の
結
末
箇
所
に

お
い
て
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
30
。

　

あ
ら
た
め
て
確
認
す
れ
ば
、『
重
右
衛
門
の
最
後
』
と
「
貧
し
き
人
々
の
群
」
は
、
全

体
性
へ
の
志
向
に
よ
っ
て
、
一
人
称
の
語
り
手
の
制
限
さ
れ
た
視
点
の
超
出
と
、
局
外
の

語
り
手
に
よ
る
物
語
り
状
況
へ
の
移
行
と
が
見
ら
れ
る
と
い
う
共
通
性
を
有
し
つ
つ
も
、

前
者
は
現
実
の
全
体
を
最
終
的
に
語
り
手
が
認
識
し
得
た
と
い
う
形
式
を
と
る
こ
と
に

よ
っ
て
閉
ざ
さ
れ
た
結
末
を
も
ち
、
後
者
は
そ
の
よ
う
な
全
体
認
識
が
あ
く
ま
で
未
来
に

お
け
る
も
の
と
し
て
残
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
開
か
れ
た
結
末
を
も
つ
。
文
学
史
的
に
見

れ
ば
、「
貧
し
き
人
々
の
群
」
は
、
全
体
性
へ
の
志
向
を
上
昇
期
の
自
然
主
義
文
学
の
代

表
作
『
重
右
衛
門
の
最
後
』
か
ら
継
承
し
つ
つ
も
、
全
体
性
を
そ
の
テ
ク
ス
ト
の
内
部
に

す
る
呼
称
が
、
そ
れ
ま
で
の
三
人
称
「
彼
等
」
か
ら
二
人
称
「
お
前
方
」
へ
変
化
す
る
の

で
あ
る
。「
私
は
、
お
前
方
の
前
に
は
、
罌
粟
粒
程
も
な
い
人
間
だ
つ
た
の
だ
。」
さ
ら
に
、

次
の
箇
所
で
は
、
こ
の
二
人
称
の
指
示
対
象
が
ず
ら
さ
れ
た
う
え
で
、
そ
の
人
々
へ
の
呼

び
か
け
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　

け
れ
ど
も
、
ど
う
ぞ
憎
ま
な
い
で
お
く
れ
。
私
は
き
つ
と
今
に
何
か
捕
へ
る
。
ど

ん
な
に
小
さ
い
も
の
で
も
お
互
に
喜
ぶ
こ
と
の
出
来
る
も
の
を
見
つ
け
る
。
ど
う
ぞ

そ
れ
ま
で
待
つ
て
お
く
れ
。
達
者
で
働
い
て
お
く
れ
！　

私
の
悲
し
い
親
友
よ
！

　

私
は
泣
き
な
が
ら
で
も
勉
強
す
る
。
一
生
懸
命
に
励
む
。
そ
し
て
、
今
死
な
う
と

云
ふ
時
で
も
好
い
か
ら
、
ほ
ん
と
う
に
打
ち
と
け
た
、
心
置
き
な
い
私
と
お
前
達
が

微
笑
み
合
ふ
事
が
出
来
た
ら
ど
ん
な
に
嬉
し
か
ら
う
！　

ど
ん
な
に
お
天
道
様
は
御

よ
ろ
こ
び
な
さ
る
か
。

　

私
の
大
好
き
な
、
私
を
育
て
ゝ
下
さ
る
お
天
道
様
は
ど
ん
な
に
、「
よ
し
〳
〵
。」

と
云
つ
て
下
さ
る
か
！

　

あ
の
好
い
お
天
道
様
が
…
…
…
…
。

　

こ
こ
で
は
、
二
つ
の
こ
と
が
言
え
る
。
一
つ
は
、『
重
右
衛
門
の
最
後
』
で
は
、
重
右

衛
門
と
少
女
は
最
終
的
に
「
自
分
」
の
「
自
然
」
認
識
の
契
機
で
し
か
な
く
な
り
、
呼
び

か
け
は
か
れ
ら
に
対
し
て
で
は
な
く
、
聞
き
手
「
諸
君
」
に
対
し
て
行
わ
れ
る
こ
と
に
な

る
が
、「
貧
し
き
人
々
の
群
」
で
は
、
呼
び
か
け
は
物
語
世
界
内
の
人
物
た
ち
に
対
し
て

な
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、「
達
者
で
働
い
て
お
く
れ
！ 
私

の
悲
し
い
親
友
よ
！
」「
心
置
き
な
い
私
と
お
前
達
が
微
笑
み
合
ふ
事
が
出
来
た
ら
ど
ん

な
に
嬉
し
か
ら
う
！
」
と
い
う
箇
所
で
の
呼
び
か
け
の
対
象
は
、
―
―
善
馬
鹿
と
新
さ
ん

は
す
で
に
死
ん
で
い
る
の
だ
か
ら
―
―
そ
の
二
人
で
は
な
く
、「
貧
し
き
人
々
」
全
体
へ

と
ず
ら
さ
れ
、
拡
張
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
も
う
一
つ
で
あ
る
。「
私
は
き
つ
と

今
に
何
か
捕
へ
る
」
と
い
う
箇
所
か
ら
は
、『
重
右
衛
門
の
最
後
』
の
「
自
分
」
と
は
異

な
り
、「
私
」
が
現
実
の
全
体
を
現
時
点
で
認
識
し
得
た
な
ど
と
は
ま
っ
た
く
考
え
て
い
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付
言
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
作
中
人
物
の
意
識
と
そ
れ
が
現
実
に
も
つ
意
味
と
の
齟
齬
を
浮
彫
り
に
す
る

心
理
描
写
の
方
法
は
、
ト
ル
ス
ト
イ
の
も
の
で
も
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、「
貧
し
き
人
々
の
群
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に
影
響
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え
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れ
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小
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の
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冒
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。
私
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田
舎
に
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分
の
生
涯
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げ
る
た

め
に
大
学
を
や
め
よ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
、
じ
つ
は
、
自
分
が
田
舎
の
た
め
に
生
ま
れ
て
き
た
よ
う
な
気

が
し
て
い
る
か
ら
な
の
で
す
」
と
い
う
使
命
感
を
吐
露
す
る
手
紙
を
叔
母
あ
て
に
送
っ
て
い
る
が
、
語
り

手
は
そ
の
手
紙
が
「
ま
だ
か
た
ま
っ
て
い
な
い
よ
う
な
、
子
供
っ
ぽ
い
筆
跡
」
で
書
か
れ
て
い
た
こ
と
を

伝
え
る
こ
と
で
、
ネ
フ
リ
ュ
ー
ド
フ
の
考
え
が
空
想
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
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露
し
て
い
る
（
中
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葉
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21	

伊
藤
野
枝
「
彼
女
の
真
実
―
―
中
條
百
合
子
氏
を
論
ず
―
―
」（『
文
明
批
評
』
一
九
一
八
年
一
月
）

22	

ル
カ
ー
チ
「
芸
術
と
客
観
的
真
実
」（
浦
野
訳
、
前
掲
書
）
三
〇
頁

23	

永
井
聖
剛
「
経
験
と
伝
聞
―
―
『
重
右
衛
門
の
最
後
』
と
『
遠
野
物
語
』
に
お
け
る
〈
事
実
〉
の
語
り
方
―
―
」

（『
自
然
主
義
の
レ
ト
リ
ッ
ク
』
二
〇
〇
八
年
二
月
、
双
文
社
出
版
）

24	

十
川
信
介
「「
自
然
」
の
変
貌
―
―
明
治
三
十
五
年
前
後
―
―
」（『
文
学
』
一
九
八
六
年
八
月
）
は
、
上
記

の
展
開
を
「
自
然
の
風
景
と
人
事
と
の
裂
け
目
」
か
ら
の
「
本
能
と
し
て
の
自
然
」
の
「
せ
り
出
し
」（
五
七

頁
）
と
し
て
図
式
化
し
て
い
る
。

25	

松
村
友
視
「
田
山
花
袋
『
重
右
衛
門
の
最
後
』
論
―
―
そ
の
史
的
位
置
づ
け
を
め
ぐ
っ
て
―
―
」（
岡
保
生

編
『
近
代
文
芸
新
攷
』
一
九
九
一
年
三
月
、
新
典
社
）
が
「「
第
二
の
自
然
」
は
明
ら
か
に
〈
自
然
な
ら
ざ

る
自
然
〉
と
し
て
の
否
定
の
意
で
あ
る
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
六
二
頁
）
と
明
快
に
ま
と
め
た
よ
う

に
、
こ
こ
で
自
然
は
自
ら
を
否
定
し
つ
つ
発
展
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

26	

秋
田
雨
雀
「
真
人
道
主
義
作
家
の
生
れ
る
ま
で
（
小
集
の
草
稿
）」（『
読
売
新
聞
』
一
九
一
八
年
一
月
一
六

日
～
一
八
日
）

27	

そ
れ
で
は
第
二
の
上
昇
期
の
代
表
的
テ
ク
ス
ト
は
何
か
と
い
う
疑
問
に
対
し
て
は
、
さ
し
あ
た
り
『
お
目

出
た
き
人
』（
一
九
一
一
年
二
月
、
洛
陽
堂
）
を
は
じ
め
と
す
る
武
者
小
路
実
篤
の
作
品
を
挙
げ
て
お
き
た

い
。
そ
の
思
想
に
お
け
る
「
自
然
」
概
念
の
重
要
性
（
そ
の
内
実
は
異
な
る
に
し
て
も
）
に
よ
っ
て
花
袋

と
武
者
小
路
は
つ
な
が
る
し
、
百
合
子
は
出
発
期
に
武
者
小
路
の
作
品
を
愛
読
し
て
い
た
。

28	

高
橋
敏
夫
「
パ
ノ
ラ
マ
の
帝
国
―
―
『
重
右
衛
門
の
最
後
』
論
へ
の
序
―
―
」（『
国
文
学
研
究
』

一
九
九
〇
年
三
月
）
は
、
本
作
に
お
け
る
様
々
な
「
自
然
」
を
「
分
類
し
秩
序
づ
け
る
と
い
う
語
り
手
の

位
置
」
を
指
摘
し
、
そ
の
特
権
的
位
置
を
象
徴
す
る
も
の
が
語
り
手
の
「
パ
ノ
ラ
マ
的
ま
な
ざ
し
」
で
あ

る
と
し
て
い
る
（
一
三
一
頁
）。

29	

『
重
右
衛
門
の
最
後
』の
語
り
の
構
造
に
お
い
て
は
、物
語
の
枠
づ
け
が
前（
第
一
章
）か
ら
の
み
な
さ
れ
て
、

後
（
最
終
章
）
か
ら
は
な
さ
れ
な
い
点
も
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
枠
づ
け
ら
れ
た
語
り
に
対
す

る
枠
づ
け
る
語
り
に
よ
る
相
対
化
の
効
果
は
い
わ
ば
「
流
れ
」
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
た
と

え
ば
前
後
両
方
か
ら
（
さ
ら
に
挿
間
的
に
も
）
枠
づ
け
さ
れ
る
同
時
期
の
国
木
田
独
歩
「
牛
肉
と
馬
鈴
薯
」

（『
小
天
地
』
一
九
〇
一
年
一
一
月
）
で
は
、
特
に
後
か
ら
の
枠
づ
け
に
よ
っ
て
、
枠
づ
け
ら
れ
た
物
語
の

お
い
て
到
達
さ
れ
た
も
の
と
し
て
は
示
さ
ず
、
将
来
の
文
学
の
課
題
と
し
て
残
し
た
と
こ

ろ
に
、
初
期
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
と
し
て
の
特
質
を
も
つ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

註１	

当
時
の
姓
は
中
條
だ
が
、
本
稿
で
は
今
日
一
般
に
知
ら
れ
て
い
る
宮
本
百
合
子
の
呼
称
を
遡
及
的
に
用
い

る
。

２	

窪
川
鶴
次
郎
「
一
つ
の
デ
ッ
サ
ン
」（
戸
合
俊
一
編
『
宮
本
百
合
子
研
究
』
一
九
五
二
年
一
月
、
春
潮
社
）

一
〇
一
頁

３	

ト
ル
ス
ト
イ
受
容
に
関
す
る
主
な
論
文
は
下
記
の
と
お
り
。
林
幸
恵
「
初
期
に
お
け
る
ト
ル
ス
ト
イ
の
影

響
―
―
『
貧
し
き
人
々
の
群
』
と
『
わ
れ
ら
何
を
な
す
べ
き
か
』
の
関
係
を
中
心
に
―
―
」（『
多
喜
二
・

百
合
子
研
究
会　

会
報
』
一
九
七
一
年
五
月
、
七
月
）、
岩
淵
宏
子
「『
貧
し
き
人
々
の
群
』
試
論
」（『
国

文
目
白
』
一
九
七
八
年
二
月
）、
沼
沢
和
子
「『
貧
し
き
人
々
の
群
』
論
―
―
ト
ル
ス
ト
イ
受
容
を
め
ぐ
っ

て
―
―
」（『
日
本
の
近
代
文
学
―
―
作
家
と
作
品
』
一
九
七
八
年
一
二
月
、
角
川
書
店
）、
格
清
久
美
子

「
一
九
一
五
年『
日
記
』の〈
空
白
〉―
―
文
壇
登
場
期
宮
本
百
合
子
の
ト
ル
ス
ト
イ
受
容
を
め
ぐ
っ
て
―
―
」

（『
名
古
屋
近
代
文
学
研
究
』
一
九
九
六
年
一
二
月
）。
な
お
、
比
較
文
学
的
検
討
は
本
稿
の
目
的
で
は
な
い

た
め
詳
論
は
避
け
る
が
、「
貧
し
き
人
々
の
群
」
と
ロ
シ
ア
文
学
と
の
比
較
で
い
え
ば
、
当
時
の
百
合
子
日

記
に
ト
ル
ス
ト
イ
と
並
ん
で
言
及
の
見
ら
れ
る
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
『
猟
人
日
記
』
と
の
関
係
も
重
要
だ
と
考

え
る
。
そ
の
場
合
、「
貧
し
き
人
々
の
群
」
は
、
冒
頭
に
『
猟
人
日
記
』
の
明
示
的
引
用
を
含
む
『
重
右
衛

門
の
最
後
』
と
共
通
の
材
源
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。

４	

川
端
俊
英
「
宮
本
百
合
子
「
貧
し
き
人
々
の
群
」
に
見
る
人
間
観
」（『
同
朋
大
学
論
叢
』
一
九
九
七
年

一
二
月
一
日
）
六
～
一
二
頁

５	

『
宮
本
百
合
子
全
集
』
二
六
巻
、
二
〇
〇
三
年
六
月
、
新
日
本
出
版
社

６	

フ
ラ
ン
ツ
・
Ｋ
・
シ
ュ
タ
ン
ツ
ェ
ル
『
物
語
の
構
造　
〈
語
り
〉
の
理
論
と
テ
ク
ス
ト
分
析
』
前
田
彰
一
訳
、

一
九
八
九
年
一
月
、
岩
波
書
店
、
八
三
頁

７	

同
前
、
八
七
頁
。
こ
こ
で
「
実
存
的
」
と
い
う
用
語
は
哲
学
上
の
実
存
主
義
を
連
想
さ
せ
る
た
め
、
た
と

え
ば
「
世
界
観
的
」
な
ど
と
言
い
か
え
る
べ
き
か
と
も
思
わ
れ
る
が
、
シ
ュ
タ
ン
ツ
ェ
ル
の
元
の
用
語
を

尊
重
す
る
。

８	

瀬
沼
茂
樹
「
解
説
」（『
宮
本
百
合
子
集
』（
新
潮
日
本
文
学
21
）
一
九
七
三
年
一
月
、
新
潮
社
）
が
主
体
的

語
り
に
よ
る
客
観
的
語
り
の
包
摂
・
統
合
と
し
て
図
式
化
し
、
格
清
久
美
子
「『
貧
し
き
人
々
の
群
』
の
虚

構
性
―
―
モ
デ
ル
お
よ
び
習
作
「
農
村
」
に
照
ら
し
て
―
―
」（『
近
代
文
学
研
究
』
一
九
九
七
年
一
二
月
）、

峰
村
康
広
「
確
か
な
連
帯
へ
の
志
向
―
―
宮
本
百
合
子
「
貧
し
き
人
々
の
群
」
を
読
む
―
―
」（『
近
代
文

学
研
究
』
一
九
九
八
年
一
二
月
）
で
も
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

９	

た
と
え
ば
、
比
較
的
近
年
で
も
、「
私
」
自
身
が
立
ち
会
っ
て
い
な
い
場
面
を
「
私
」
が
語
っ
て
い
る
と
見

な
す
こ
と
に
は
「
無
理
が
あ
る
」
と
い
う
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。（
池
田
啓
悟
「
慈
善
と
信
念
を
め
ぐ
っ

て
―
―
宮
本
百
合
子
「
貧
し
き
人
々
の
群
」
論
」『
立
命
館
文
学
』
二
〇
一
七
年
八
月
、
七
八
頁
）

10	

シ
ュ
タ
ン
ツ
ェ
ル
前
掲
書
、
二
一
九
頁

11	

同
前
、
三
一
頁

12	

ル
カ
ー
チ
・
ジ
ェ
ル
ジ
ュ
「
物
語
か
記
述
か
」（
浦
野
春
樹
訳
、『
リ
ア
リ
ズ
ム
論
』（
ル
カ
ー
チ
著
作
集
８
）

一
九
六
九
年
五
月
、
白
水
社
）
一
七
四
頁



宮
本
百
合
子
「
貧
し
き
人
々
の
群
」
と
田
山
花
袋
『
重
右
衛
門
の
最
後
』
―
―
二
つ
の
上
昇
期
に
お
け
る
全
体
性
へ
の
志
向
―
（
小
堀
）

（
一
三
）　

398

内
容
が
相
対
化
さ
れ
、
そ
の
語
り
手
の
相
貌
が
前
景
化
さ
れ
る
。
雨
雀
前
掲
文
が
特
に
評
価
し
た
自
然
主

義
作
家
は
独
歩
で
あ
っ
た
こ
と
に
も
注
意
し
た
い
。

30	
格
清
前
掲
「「『
貧
し
き
人
々
の
群
』
の
虚
構
性
」
は
、「
全
知
的
な
視
点
」
か
ら
描
写
さ
れ
た
こ
の
場
面
が
、

「
そ
れ
ま
で
理
想
を
追
求
す
る
主
人
公
の
独
白
的
な
語
り
で
展
開
さ
れ
て
き
た
物
語
世
界
を
引
き
締
め
る
働

き
」
を
し
て
い
る
と
す
る
（
六
～
七
頁
）。
ま
た
、
峰
村
前
掲
論
文
も
、「
超
越
的
な
な
に
も
の
か
へ
と
逃

げ
込
も
う
と
す
る
「
私
」
を
善
馬
鹿
の
死
が
相
対
化
す
る
」（
一
二
頁
）
と
ま
と
め
て
い
る
。

＊	

本
文
の
引
用
は
宮
本
百
合
子
「
貧
し
き
人
々
の
群
」（『
中
央
公
論
』
一
九
一
六
年
九
月
）

お
よ
び
田
山
花
袋
『
重
右
衛
門
の
最
後
』（
一
九
〇
二
年
五
月
、
新
声
社
）
に
よ
る
。

旧
字
を
新
字
に
改
め
、
ル
ビ
は
適
宜
省
略
し
た
。

＊
本
論
文
は
、JSPS

科
研
費23K00300

の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

小
堀　

洋
平
（
和
洋
女
子
大
学 
人
文
学
部 

日
本
文
学
文
化
学
科 

准
教
授
）

（
令
和
五
年
十
一
月
二
十
四
日
受
理
）


