
小
説
の
表
層
構
造
と
深
層
構
造

平

井

に手

男

1

①

現
代

の
科
学
史

家
で
あ

る
T

・
ク
ー

ン
は
、
科
学

の
進

歩

・
発
展

の
過

程
を

パ
ラ
ダ

イ

ム
の
変
換

と

い
う
興
味

あ
る
観
点

か
ら
論
じ

て
い
る
。

科
学

は
、

そ

の
学

の
成

立
条
件

と
し

て
、

科
学
者

に
よ

っ
て
合

意
さ
れ

た

一
連

の
規

則
や
手
続

き
を
前
提

と
し

て
い
る
。

ク
ー

ン
は

こ
の
合

意

さ
れ

た
規
範

を
パ

ラ
ダ

イ

ム

(℃
鋤
「◎
ユ
圃瞬
ヨ
)
と
呼

ぶ
。

通
常

、
人

々
は
こ
れ
ら

の
パ

ラ
ダ

イ

ム
に
対
し

て
は
何

ら

の
疑

い
を
持

た
ず
、
所

与
と
し

て
受
け
取

り
、

そ

の
土
俵

の
上

で
ょ
り
精

密
な
、

よ
り

整
合

的

な
理
論
を

構
築
し

よ
う
と
す

る
。

こ
う
し

て

一
つ
の
科

学
は
成

長
し

、
理

想
的

な

形
に
近
ず
く
。

と

こ
ろ
が
、
科
学

史

を
概
観

す

る
と
、

科
学
革
命

と

い
わ

れ
る
時

期
が
周

期
的

に

現
わ
れ

て

い
る

こ
と
に
気
づ
く
。

こ
の
時

期

に
お

い
て
は

、
人

々
は
、

い
ま
ま

で
問
題

に
し

て

い
な
か

っ
た
パ

ラ
ダ

イ

ム
自
身

に
眼
を
向
け

る
。

そ
う
し

て
、
前

提
と
さ

れ
て

い
た

パ
ラ
ダ

イ

ム
自

身
が
検

討
さ
れ
、

一
つ
の
パ
ラ
ダ

イ

ム
を
捨

て
、
別

の
パ
ラ
ダ
イ

ム
を
採
用
す

る
と

い
う
事

態
が
現

出
す
る
。

こ
う
し

て
、
問

題
は
別

の
パ

ラ

ダ
イ

ム
の
上
に
立

て
直

さ
れ
、
以

前
と

は
別

様
な
仕

方

で
整
理

さ
れ

る

こ
と
に
な

る
。

科
学

は
、

以
上

の

よ
う
な
、
周

期
的

な
パ
ラ
ダ

イ

ム
の
変
換

に

よ

っ
て
よ

り
包
括

的
な
、
そ

し
て
よ
り
精
密

な
理
論
構
築

へ
と
進
ん

で

い
く

と

い
う
の

で
あ

る
。

さ

て
、

ク
ー

ン
の
提
出

し

て
い
る
パ

ラ
ダ

イ

ム
論

の
視

点
を
持

っ
て
現
代

の
状
況
を

眺
め
る
と
、

現
代

は
、

一
つ
の

パ
ラ
ダ

イ

ム
の
変
換

期

に
当

っ
て
い
る

の
で
は
な

い
か
と
思

わ
れ
る
。
現
代

の
知
的
状

況
を
考

え
る
時
、
我

々
は
、

コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
ー

の
出
現

が
如
何

に
大

き

な
衝
撃

を
科
学

の
各
分

野

に
与

え

て
い
る
か

に
気
づ
く
だ

ろ

う
。

コ
ン
ピ

ュ
ー

タ
ー
の
出
現
は
単

な
る

一
つ
の
機
械

の
出
現
と
は

全
く
次
元

の
異

っ
た
出

来
事

で
あ
る

。

コ
ン
ピ

ュ
ー
タ

ー
は
、

い
ま
ま

で
、
人

間
だ
け

に
可
能
だ

と

考

え
ら
れ

て
い
た
事
柄
、
或

い
は
人
間

知
性

の

一
部
だ

と

思
わ
れ

て
い
た
事
柄
も

、
そ

の
大

部
分

が
機

械

的

に
処
理
し

う
る
と

い
う

こ
と

を
証
明
し

た

の
で
あ
る
。

人
間

と
機
械

の
ち
が

い
が

こ
う
し

て
、

あ
ら

た
め

て
問

い
直
さ

れ

る
と

い
う
事

態

に
立
ち

い
た

っ
て
い
る

の
で
あ

る
。

コ
ン
ピ

ュ
ー

タ
ー
に
代
表

さ
れ

る
情

報
処

理
技
術

の
進

小
説
の
表
層
構
造
と
深
層
構
造
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歩

に
よ

っ
て
、
我

々
は
新
し

い
パ
ラ
ダ

イ

ム
の
変

換
期

に
立

た

さ
れ

て
い
る
と

い
え
よ

う
。

さ

て
、

現
代

に
お
け
る
新

し

い
科
学

の
キ

ー

・
ワ
ー
ド
は

「
情

報
」

と

い
う

概
念

で
あ
ろ
う
。

「
情

報

」
は

ウ

ィ
ー
ナ

ー
に
よ
る

と
、

エ
ネ

ル
ギ

ー
と
並

ぶ
、
自

然

理

解

の
二

つ
の
基
礎

概
念

で
あ
る
。

自
然
界
を
我

々
は

エ
ネ

ル
ギ

ー

の

「
伝
達

・
貯
蔵

・
変
換
」

過
程
と

見
る

こ
と
が

で
き

る
の
と
同

様
、

情
報

概
念

に
よ

っ
て
情

報

の

②

「
伝
達

・
貯
蔵

・
変
換
」
過
程
と
見
な
し
う
る
。

■
情
報
」
は
現
代
の
科
学
革
命

の
基
底
的
概
念
な
の
で
あ
る
。

い
ま
や
、

「
情
報
」
と
い
う
パ
ラ
ダ
イ

ム
か
ら
あ
ら
ゆ

る
学
問
が
再
編
成
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

美
学
、
或
は
芸
術
学
の
分
野
に
お
い
て
も
、
事
態
は
同
じ
で
あ
ろ
う
。
伝
統
的
な
美
学

に
と

っ
て
か
わ

っ
て
、
情
報
を
基
礎
概
念
に
し
た
、
新
し
い
芸
術
理
論
が
展
開

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

③

私
は
、
前
稿
に
お
い
て
芸
術
を
情
報
科
学
の
観
点
か
ら
考
察
す
る
た
め
の
準
備
作
業
と
し
て
、
芸
術

の
構
造
的
理
解

に
つ
い
て
考
察
し
た
。
今
回
は
、
立
論
を
い
ま

一

歩
進
め
て
、
芸
術
作
品
の
鑑
賞
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
特
に
、
文
学
、
そ
の
中
で
も
小
説
の
鑑
賞
に

つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

2

情
報

と

い
う
観

点
か
ら
芸
術

を

見
る
と
、
芸
術

の
総
過
程

は

コ
ミ

ュ
ニ
ケ

ー

シ

ョ
ン
の

一
形
態
と

見
る

こ
と

が

で
き

る
。
芸

術

の
総
過

程

を
構

成
す

る

の
は

「
芸

術
創

造

」

「
芸
術
作

品
」

「
芸

術
鑑
賞
」

の
三

つ
の
要
素

で
あ

る

が
、

こ
れ
ら

の
三
要
素

を
情
報

科
学

の
用
語

で
述

べ
れ
ば
、

そ
れ
ぞ
れ
、

情

報

の

「
発
信

」
、

媒
介

と
な

る

「
メ

ッ
セ
ー
ジ
」
、

情
報

の

「
受
信
」

と

い
う

こ
と

に
な

る
だ

ろ
う
。

④

シ
ャ
ノ

ン
と

ウ

ィ
ヴ

ァ
は

(図

1
)

の
よ
う
な

コ
ミ

ュ

ニ
ケ
ー

シ

ョ
ン
の
通
信

工
学

的

モ
デ

ル
を
提
出

し
た
。

メ
ッ

セ
ー
ジ

は
、

発
信

地

(。。○
母
8
)

か

ら
、

発
信
機

(け脱鋤
=
oD
ゴP
一けけ①
「
)

を
通
じ

て
発
信

さ
れ
、
受
信

機

(「①8
ぞ
9
)

で
受
信

さ

れ

て
目
的

地

(臼

。。鉱
轟

ぎ

昌
)

に
伝

達
さ
れ

る
。

芸

術

の
総

過
程
も

こ
の
シ

ャ
ノ

ン

・
ウ
ィ

ヴ

ァ
の

モ
デ

ル
と
同
様
な
構

造
を
も

っ
た

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー

シ

ョ
ン

・
プ

ロ
セ

ス
と
考

る

こ
と

が
で
き

る
。

図

で
示
せ
ば

(図

2
)

の
よ
う

に
な
る
。

こ
の

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン

・
プ

ロ
セ

ス
の
総
体

を
、
我

々
が

「
芸

術
」

と
呼
ぶ

の
は
、
媒

介
項

で
あ

る
メ

ッ
セ
ー
ジ

が

「
芸
術
作

品
」

と
呼

ば
れ

る
性
質

を
持

っ
て

い
る
か

ら

で
あ

る
。

メ

ッ
セ
ー
ジ

の
芸
術
性

に
よ

っ
て
、
我

々
は

こ

の
プ

ロ
セ
ス
を
芸

術
と

認
め

る
の

で
あ

る
。

さ

て
、

そ
れ

で
は
、

そ

の

例
芸

術
性
L

と
は
何

で
あ

る

の
か
?

以
下
、

こ
の
点

に

つ
い
て
考
え

て
み
よ
う
。
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信 号 メ ッセ ー ジ

憂 ネ・レH受 信機H目 璽
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(図1)
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(図2)
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芸術創造 芸術作品

 

に
定

義
す

れ
ば
、

芸
術
絵

画

11

{ダ

・
ヴ

ィ

ン
チ

の

「
モ
ナ

リ
ザ
」
、

的
定

義

に
見
合

っ
た
内

包

的
定
義

が
存

在
す

る
。

さ
て
、

い
ま
、

マ
ル
セ
ル

・
デ

ュ
シ
ャ

ン
の

「
モ
ナ
リ

ザ

」
と

い
う
作

品

が
こ

の
芸

術
絵

画
と

い
う

範
ち

ゅ
う

に
入
る
か

、
ど

う
か

と

い
う
問
題

が
起

っ
た
と
仮

定
し

よ
う
。

周
知

の
よ

う
に
、

デ

ュ
シ

ャ

ン
の
作

品

「
モ
ナ
リ

ザ
」

は
、

レ
オ
ナ

ル
ド

・ダ

・
ヴ

ィ

ン
チ

の

「
モ
ナ
リ
ザ

」

の
複
製
画

に

ヒ
ゲ

を

つ
け

た
だ
け

の
も

の

で
あ

る
。

こ
の
デ

ュ
シ

ャ
ン
の

一
モ
ナ
リ
ザ
」

が
芸
術

絵
画

の
中

に

入

る
か
ど

う
か

は
、
結

局
、
彼

の
作
品

の
社
会

的
承

認

の
問

題

で
あ

る
。

多

く

の
人

々
が
そ
れ

を
認

め
た
場
合
、

彼

の

[
モ
ナ

リ
ザ
」

は
芸
術

絵
画

の
中

に
入

る
で
あ

ろ
う

。

さ
て
、

そ

の
時

、
内

包
的
定
義

で
見
る
と

、
芸
術
絵

画

の
内

包
が
変

化

し

て
い
る

の
だ

と

い
え

る
。

つ
ま
り
、

最

初

の
外

延
的

定
義

に
は

一
つ
の
内

包
的
定

義
が

対
応

し

て
い
た
。

そ

れ
は
例

え
ば
、

芸

術
絵
画

B

{
ヵ

ン
バ

ス
に
描
か

れ
た
も

の
で
あ
り

、
美

し

い
も

の
で
あ

り
、
全

小
説
の
表
層
構
造
と
深
層
構
造

ま
ず

第

一
に
注
意

し
な

け
れ
ば

な
ら

な

い
の
は
、
言

葉

の
定
義

は
、
基

本

的

に

コ
ン
ヴ

ェ
ン

シ

ョ
ナ

ル
な
問

題
だ

と

い
う

こ
と
で
あ

る
。

つ
ま
り

、

一
芸
術

」

と

い
う

二..口
葉

の
意

味

は
、

そ

の
言

葉

の
用

い
ら
れ

る
社
会
的

状
況

に
よ

っ
て
き

ま
る
と

い
う

こ
と

で
あ
る
。

こ

の
点

を
も
う

少
し

み

て
み
よ
う

。

語

の
定
義

に
は
、
様

々

な
方
法
が

あ

る
。

「
こ
れ
が
犬
だ

」

と

い
い
な

が
ら
、

犬

を
指

し
示
す

直

示
的
定
義

(O
ω
一①
『Fω
凶く
O

鉱
Φ
h助コ
{酔凶〇
一')

或

は

「
テ
ー
ブ

ル
と

は
食

卓

の
こ
と

で
あ

る
」
と

い
う
よ

う
な
同
義

語

(。。
春

○
身

ヨ
)

に
よ

る
定

義
、

或
は

「
人
間

は
理

性
的
動

物

で
あ

る
」

の
よ
う

に
、

ア
リ

ス

ト
テ

レ

ス
以
来
用

い
ら

れ

て
い
る
種
差

(臼
頃
①
お
三
す

ω
需
o
日
整

)

と

最

近
類

(ひq
。
…

ω
竃
○
×
凶ヨ
ニ
5
)

に
よ

る

定
義

な
ど
そ

の
代

表

的

な
例

で
あ

る
。

い
ま

の
我

々
の
関

心
か

ら

い

え
ば

、
最
も

有
力

な
定
義

は
、

外

延
的
定
義

(①
×
δ
塁

δ
コ
巴

山
①
-

睦
コ
三
〇
=
)

と
内

包
的
定

義

(一暑
①
コ
ωδ
コ
巴

⊆
。
自
三
酢一①
コ
)

で
あ

る
。

外

延
的
定
義

と

い
う

の
は
、

金

属

ー

(鉄
、

銅
、

亜

鉛
、

ニ
ッ
ケ

ル

…

…
)

と

い
う

よ
う

に
、

そ
の
言
葉

が

示
す

集
合

の
要
素

を

次

々
と
列

挙
し

て
い
く

方
法

で
あ

る
。

す

な
わ
ち
、

語

の

外

延

の

選

言

で

示
す
方

法

で
あ
る
。

内

包

的
定
義

と

は
、
例

え
ば
、
金

属

と
は
、
幽
か
た

い
」
「
常

温

で
は

も

え
な

い
」

…

と

い
う

よ
う

に
、

そ
の
語

の
属

性
即
ち

内
包

の
連

言

で
定

義
す

る
方
法

で
あ

る
。
現
代

言

語
学

の
語

い
論

の
成
分

分
析
法

な
ど

は
、
内

包
的

定
義

の

一
例

だ
と
考

え
ら

れ

る
。さ

て
、

こ
れ
ら

の
方
法

で
、

}
芸

術
」

を
定
義

す

る
と
ど

の
よ
う

に

な

る
だ
ろ

う
か
。

い
ま
、

絵

画
を

例

に
と
ろ
う
。

絵
画

を
外

延
的

ミ

レ
ー

の

「
晩
鐘

」
、

ア

ン
グ

ル
の

「
泉

」

…
…
}
と

い
う
風

に
定

義

で
き
る
。

そ
し

て
、

こ
の
外
延
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部

を
自
分

で
描

い
た
も

の

で
あ

り
…
…
}

と

い
う

風
に
多
く

の
属
性

の
束

と
し

て
考

え
ら
れ

て

い
た
も

の

で
あ

ろ
う
。

と

こ
ろ
が
、

デ

ュ
シ
ャ
ン
の

「
モ
ナ
リ
ザ

」
が

芸

術

絵
画

と
し

て
認
め
ら

れ
た
時
、

例
え
ば

「
全
部

を
自
分

で
描

い
た
も

の
」

と

い
う
内

包
が
変
化

す

る

こ
と

に
な
る
。

つ
ま

り
、

「
芸
術

絵
画
」
と

い
う
語

の
意
味
が

変

化

し

た
の
で
あ

る
。

言
葉

は
常

に

こ
の
よ

う

に
社
会

的
脈
路

の
中

で
、

そ

の
意
味

を
変

化
さ

せ
て

い
る
も

の
だ

と

い
う

こ
と
が

で
き

る
。

例

を
音

楽

に
と

っ
て
も
同
じ

こ
と
が

い
え

る
だ

ろ
う
。

ジ

ョ
ン

・
ケ
ー

ジ

の
出
す

音
が
音
楽

で
あ

る

の
か
、

そ
う

で
な

い
の
か
。

ジ

ョ
ン

・
ケ

ー
ジ
は
、

コ
ン
サ

ー
ト

を
開

く
が
、

ピ

ア
ノ

の
鍵
盤
を

た
た
く
か

わ
り

に
、
例

え
ば

、

ハ
ン

マ
ー
で
、

ピ

ア
ノ
の
底

を
た
た

く
。

彼

の
出
す
音

が
、
果
し

て
音
楽

と

い
え
る

の
で
あ

ろ
う
か
。

こ

⑤

れ
も
、
彼

の
出

す
音

の
社
会

的

承
認

の
問

題

で
あ

ろ
う
。

こ
う

い

っ
た
類

の
問
題

は
現
代
芸
術

の
中

に
山

積
し

て

い
る
。

さ

て
、
結
論

を

い
う
な
ら
ば

、
或

る
現
象
が
芸

術
作

品

で
あ

る
か
、

な

い
か

の
問
題
は
、

そ
れ

を
取

り

ま
く

状
況

に
よ

っ
て
決

定
さ
れ

る
と

い
う

こ
と
で
あ

る
。
我

々

は

一
つ
の
言

葉
を
聞

く
時
、
暗

黙

の
内

に
、

そ
の
言
葉

の
内

包
す

る
属
性

の
集
合

を
思

い
浮

べ
る
。

そ
し

て
こ

の
属
性

の
集
合

に
よ

っ
て
、

そ
の
言
葉

の
意
味

を
確
定

し

よ
う

と
す
る

わ
け
だ

が
、

そ
の
属
性

の
束

は
結
局

の
と

こ
ろ

、

人

々
と

の
約

束

に
よ

っ
て
決

定
し

て

い
る

の
で
あ

る
。

言
葉

の
外

延
と
内

包
は
、

社
会

の
変

化
と
共

に
、

変
化

し

て
お

り
、
言

葉

の
意
味

は
常

に
新

た

に
定

義
し
直

さ

れ

て

い
る

の
で
あ

る
。

言

葉

の
定

義
を

以
上

の
よ
う

に
解
す

な
ら
ば
、

伝
統

的
美

学

で
し
ば

し
ば
用

い
ら
れ

て

い
た

「
芸

術

と

は
○
○

で
あ
る
」

と

い

っ
た
類

の
定
義

は
、
も

は
や
意
味

を
持

た

な

い
、
と

い

っ
て
よ

い
。

こ
れ

ら

の
断
言

は
、
芸
術

の
持

つ
多

く

の
属
性

の
う
ち

の

一
つ
を
取

り
上
げ

、

そ

の

一
つ
の
属
性

で
も

っ
て
芸

術
を
定
義

し

て
い
る
の

で
あ

る
が
、
し
か

し
、
芸

術

そ
の
も

の
は
、

多
く

の
属
性

の
集
合

よ
り
成

り
立

っ
て

い
る
の
で
あ
る
。

そ
し

て

ど

の
属
性

を
芸
術

に
入
れ
、

ど

の
属
性
を
芸

術
か
ら

排
除
す

る

か
と

い
う

こ
と
自

体
が
、

社
会

の
変

化
と
共

に
刻

々
と
変
化

し

て

い
る

の
で
あ
る
。

そ
れ
故
、
我

々
は

「
芸
術
」

を
厳
密

に
定
義

で
き
な

い
し
、

ま
た
そ
う
す

る
必
要

も

な

い
だ

ろ
う
。
言

葉

の
意

味
が
、

本
質
的

に

コ
ン
ヴ

ェ
ン
シ

ョ
ナ

ル
な
も

の
で
あ

る
こ
と

を
認

識
し

て
お

れ
ば
、

十
分

で
あ
ろ
う
。
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3

さ

て
、

芸
術

の
総
過

程
は
、
我

々
の
考

え

で
は
、

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー

シ

ョ
ン
の

一
形
態

で
あ
る
。

こ
の

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー

シ

ョ
ン
の
性
質

を
明
ら
か

に
す

る
た
め

に
、

次

に

芸
術

の
鑑
賞

に

つ
い
て
考

え

て
み
よ
う
。
芸

術

を
鑑
賞
す

る

と

い
う

こ
と
は
、
メ

ッ
セ
ー

ジ
と
し

て
の
芸

術
情
報

を
受
信

し
、
そ
れ
を
解
読
す

る
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

芸

術
作

品
は
、

ど

の
よ
う

な
ジ

ャ
ン

ル
の
も

の
で
も
、
我

々
の
考

え

で
は
、
表

層
構

造
と
深

層
構
造

の
二
重

性

を
持

っ
て

い
る
。

そ
れ
を
解

読
す

る
と

い
う

こ
と

は
、
表

層



構

造
か
ら

深
層
構
造

を
抽

出
す

る

こ
と
が
出
来
、

両
者

の
関
係

や
、

そ
の
変
換
過

程

に

つ
い
て
少
く

と
も

認
識

で
き
る

と

い
う

こ
と
を
含

ん
で

い
る
。

以
下
、
小

説
を

例

に
と

っ
て
、

芸
術
鑑
賞

の
問

題
に

つ
い
て
考

え
て
み
よ
う

。

現
代

の
批

評
家
或

い
は
文
学
研

究
家

の
多
く

は
、

「
文

学
作

品
」
と

い
う
概
念

を
放
棄
し

て

い
る
。

そ

の
か
わ

り
、
彼

ら
は
新

し
く

」
テ
キ

ス
ト
」

と

い
う
概
念
を

採

用

す

る
。

ロ
ラ

ン

・
バ

ル
ト
流

に
言

え
ば

、

州
作

品
か
ら

テ
キ

ス
ト

へ
」

と

い
う

わ
け

で
あ

る
。

し
た

が

っ
て
小

説

の
鑑
賞

は

「
テ
キ

ス
ト
の
分
析
」

と

い
う

こ
と

に
な

⑥

る
。

小
説

を
鑑
賞
す

る
第

一
の
条

件

は
、

「
テ
キ

ス
ト
を

精
密

に
読
む

こ
と
」
と

い
う

こ
と

で
あ
ろ
う
。

言
う
ま

で
も
な

い
こ
と
だ
が
、
小

説

を
理
解
、
鑑
賞

す

る
た

め

に
は
、

ま
ず

第

一
に
前
提
と

な
る
言
語

能

力
が

な
け

れ
ば

な
ら
な

い
。

即
ち
、
文
字

が

読

あ
、

文
章

の

⑦

意

味
を
理
解

で
き
な
け

れ
ば

な
ら
な

い
。

言
語
能
力

は
、

チ

ョ
ム
ス
キ

ー

の
指
摘
す

る
よ
う

に
、

非
常

に

多
様
な

知
識
を
包
含

し

て
い
る
が
、
最
近

の
言

語
理
論

に
よ

る

と
、

言
語

は
相
互
に
関
連

す

る
三

つ
の

レ
ベ

ル
よ
り
成

り

立

っ
て

い
る
と
考

え
る

こ
と
が

で
き

る
。
第

一
に
、

音

韻
論

的

レ
ベ
ル
、
第

二
に
、
統
語
論

的

レ
ベ

ル
、

第

三

に
、

意
味
論

的

レ
ベ

ル
で
あ

る
。

言
語

を
理
解
す

る
た

め

に
は
、

こ
の
言
語

の
三

つ
の
レ
ベ

ル
の
知
識

が

必
要

で
あ
る
。

さ

て
、

い
ま
鑑
賞

に
必
要
な
前

提
と

さ
れ

て
い
る
言

語

能
力
を

所
有
し

て

い
る
も

の
と
仮
定

し
よ
う
。

そ

の
時

眉
テ

キ

ス
ト
を
精
密

に
読
む
」

と
は
ど

う

い
う

こ
と

な

の
だ

ろ
う
か
。

手

瀕
繭

ま
ず
、
我

々
は
文
を
次

々
と
読

ん
で

い

っ
て
、

そ
れ
を
解

読
す
る
。

ジ

ェ
フ
リ

i

・
リ

ー
チ
は
、

言
語
解
読

の
過
程

を

(
図

3
)

の
よ

う
に
考

馳
1

ー

ー

え
て
い
飽
・
文
章
を
読
む
と
は
・
文
字
の
蕎

的
形
態
を
パ
タ
ン
軽

し
・
そ
こ
か
ら
音
韻
論
的

レ
ベ
ル

(
A
)
↓
統
語
論
的

レ
ベ
ル

(
B
)
↓

錨
塑
讐

讐

装

雛

御蕪

馨

、玄
と
ー

でー

発原
場合
敏
ー

諾
過
梶
即

の

手

さ

て
、
文

は

以
上

の
よ
う

に
し

て
解
読

さ
れ
る

が
、

次

に
、

我

々
は

こ
う
し

て
解
読

さ

れ
た
文
章

の
流
れ
を

次

々
に
た
ど

っ
て

い
き
、

そ

こ
に

図

ー

ー

1

し

く

迦
課

話

意

味

の
時
間

的
秩
序

を

形
成
す

る

。
即
ち
、

現
象

や
事

件

の
時

間
的
推

移

の
さ

ま

を
理
解
す

る

の
で
あ
る
。

小

説

の
表
層

に
は
、

こ
れ
ら

の
時
系

列

に
沿

っ
た
具
体

的
現
象

の
流
れ
が

あ
る
。
我

々
は
、

そ

れ
ら
を

理
解

す

る
。

し
か
し
、

小
説

の
鑑
賞
は

、

そ

こ
に
と
ど
ま

ら
な

い
。

さ
ら

に
先

ま

で
進

ま
な
け

れ
ば

な

ら
な

い
。

こ

の
表
層

を
さ
ら

に
分

析

し

て
、
我

々
は
、

そ

こ
に
作

者

の
提

起
し

た
普
遍
的

な
問
題

を
見
出

し
、

そ

の
問

題

の
作

者

な
り

の
解
決
ー

そ
れ

ら
が

あ
れ

ば
ー

を

抽

出
す

る
。

そ
し

て
、

こ
の
抽

出
さ

れ
た
問

題
と
そ

の
解

決

に

つ
い
て
、

我

々
自
身

が
考

え
る
と

い
う

こ
と
が

な
け
れ
ば

な
ら
な

い
。

即
ち
、
小

説

の
鑑
賞

は
、

テ
キ

ス

小
説
の
表
層
構
造
と
深
層
構
造
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小
説
の
表
層
構
造
と
深
層
構
造

ト
の
言
語
的
理
解
か
ら
、

テ
キ
ス
ト
の
分
析

に
移
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
以

下
、

テ
キ

ス
ト

の
分
析

方

法

に

つ
い
て
考

え

て
み

よ
う
。

4

テ

キ

ス

ト

分

析

に

つ

い

て

、

興

味

あ

る

理

論

を

展

開

し

て

い

る

の

は

、

ロ
ラ

ン

・
バ

ル

ト

、

ツ

ヴ

ェ

タ

ン

・
ト

ド

ロ

フ

、

レ

ヴ

ィ

・

ス

ト

ロ

ー

ス
等

の

フ

ラ

ン

ス
構

造

⑨

主
義
者
達
で
あ
る
。
彼
ら
の
か
か
げ

る
原
理
は
、
簡
単
に
い
え
ば
、
「
言
語
活
動
と
文
学
と
は
同

一
性
を
持

つ
」
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
を
小
説
に
即
し
て
言
う
と
、

文
と
小
説
と
は
構
造
的
類
似
性
を
持

つ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
少
し
説
明
し
て
み
よ
う
。

小
説
は
文
の
集
合
よ
り
成
り
立

っ
て
い
る
。
文
は
小
説
を
成
り
た
た
せ
る
構
成
単
位
で
あ
る
。
こ
の
構
成
単
位
で
あ
る

一
つ
の
文
と
、
全
体
と
し
て
の
小
説
が
、
構
造

的
に
類
似
性
を
も

つ
、
と
構
造
主
義
者
は
主
張
す
る
。
即
ち
、
彼
ら
は
部
分
と
全
体
と
の
間
に
構
造
的
な
相
似
性
が
存
在
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

⑭

(図

4
)

を
見

て
も

ら

い
た

い
。

こ
れ

は

コ
ッ
ホ
の
雪
片
曲
線

と
呼

ば
れ
る
も

の
で
あ

る
が
、

一
つ
の

三
角

形
か
ら
出
発

し

て
、

一
辺

の

三
等
分

点

　 の

▲】●噂膿

 

さ
て
、
文
を
分
析
す
る
有
力
な
言
語
理
論
と
し
て
、

表

層
構
造
と
深
層
構
造
の
二
重
の
構
造
が
あ
る
と
い
う

こ
と
を
主
張
し
た
こ
と
で
あ
る
。

し
た
り
、
耳
に
し
た
り
す
る
具
体
的
な
文
で
あ
る
。

こ
の
深
層
構
造
が
変
換
さ
れ
て
、

の
上

に
さ

ら
に
小
さ

い

三
角

形
を
描

く
と

い
う

ル
ー

ル
を
く

り
返
し

て
図
形

の
出
来
上

っ
て
ゆ
く

さ

ま
を
示
し

て

い
る
。
最

後

に
出
来

た
右

端

の
図

形

を

よ
く
見

る
と
、

そ
れ

は
全
体

の
構
造

的

特
長

が
、
部

分

の
中

に
も

そ

っ
く
り
現

わ
れ

る
と

い
う

性
質
を

も

っ
て

い
る

こ
と

が
わ
か

る
。

つ
ま
り
、

こ

の
図
形
は
自

己
同

一
性

と

い
う
性
質
を

も

っ
て

い
る
の

で
あ

る
。

数
学

者

の

マ
ン
デ

ル
ブ

ロ
ー

ト
は

こ
れ

ら

の
図

形
的
特
長

に
、

フ
ラ

ク
タ

ル
と

い
う

名
称

を
与
え
、

一
フ
ラ
ク
タ

ル
の
幾
何

学

」

と

い
う
興
味

あ

る
研
究
を

行

っ
て
い
る
が

、
構

造
主

義
者

の
主
張

は
、

小
説

と
文
と

の
間

に
、

こ
の
よ
う

な
自

己
同

一
性

が
存
在
す

る
と

い

っ
て

い

る
と

考

え
て
さ
し

つ
か
え

な

い
で
あ

ろ
う
。

さ
て
、
文

と
小
説

と
が
類

似

の
構

造
を

持

つ
と
す

れ
ば
、
我

々
は
、

小
説
を
分

析
す

る
視
点

を
、
文

を
分
析

す
る
視

点
か
ら
借

り

て
き

て
も

よ

い
わ

け

で
あ

る
。

つ
ま
り
、

言
語

理
論

こ
そ
が

テ
キ

ス
ト
分

析

の
方

法
論

に
な
る

の
で
あ

る
。

我

々

は
、

チ

ョ
ム

ス
キ
ー

の
生
成

変
形
文

法
を
持

っ
て

い
る
。

チ

ョ
ム
ス
キ

ー

の
文
法

の
重
要
性

は
、
文

に
は
、

表
層
構

造
と

は
、

文

の
観
察

可
能

な
形
態

で
あ
る
。

そ
れ
は
、

我

々
が
、

目

に

こ

の
表

層
構
造

の
底

に
、

深
層
構

造
が
存
在

す

る
。

深
層
構

造
は
、
表
層
構

造

の
抽
象

的
な
意

味
と

い

っ
て
よ

い
が
、

様

々
な
表
層

構
造
を
持

っ
た
文

に
な
る

の
で
あ

る
。
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小
説
の
分
析
に
必
要
な
の
は
こ
の
表
層
構
造
と
深
層
構
造
の
分
離
と
変
換
と
い
う
観
念
で
あ
る
。
我

々
は
、
小
説
も
文
と
同
様
に
深
層
構
造
と
表
層
構
造
に
分
離
す
る

こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。
さ
ら
に
、
範
囲
を
拡
げ

て
、
あ
ら
ゆ
る
芸
術
作
品
に
深
層
構
造
と
表
層
構
造
が
存
在
す
る
と
考
え
て
い
る
。

テ
キ
ス
ト
分
析
に
必
要
な
の
は
、
こ
の
深
層
構
造
と
表
層
構
造
を
分
離
し
、
分
析
す
る
理
論
的
枠
組
を
持

つ
と

い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

そ
の
よ
う
な
枠
組

に
よ

っ
て
我

々
は
テ
キ
ス
ト
を
よ
り
深
く
、
よ
り
十
分
に
鑑
賞
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
以
下
そ

の
枠
組
に

つ
い
て
の
べ
て
み
よ
う
。

5

テ
　

マ

ブ

ロ
ッ
ト

キ
ヤ
ラ

ク
タ
　

シ
チ
ユ
エ
　
シ
ヨ

ン

小
説
の
深
層
構
造
は
小
説
が
伝
達
す
る
抽
象
的
な
意
味
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
従
来
の
用
語
で
い
え
ば
、
小
説
の
主
題
、
筋
、
登
場
人
物
、
状
況
な
ど
を
指
し
て
い
る
。

小
説
の
深
層
構
造
を
研
究
す
る
こ
と
は
、
作
者
が
ど
の
よ
う
な
主
題
を
持
ち
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
な
筋
の
展
開
で
表
現
し
て
い
る
か
を
見
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
深
層
構

造
を
抽
出
す
る
方
法
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

プ

ロ
ツ
ト

プ

ロ
ツ
ト

プ

ロ
ツ
ト

プ

ロ
ツ
ト

ま

ず
、
我

々
は
文
章

を
読
む
。

そ
し

て
、

時
間
的

に
展

開
し

て

い
く
筋

を
た
ど

っ
て
い
く
。

そ
し

て
、

そ

の
筋

の
中

で
、
主

要
な
役
割

を
果
す
筋

と
副
次

的
な
筋

と
を

プ

ロ
ツ
ト

プ

ロ
ツ
ト

プ

ロ
ッ
ト

区
別

す

る
。

そ
し

て
、

そ

の
中

の
主
要
な
筋

を
抽

出
す

る
。

次

に
、

そ

の
主
要

な
筋

を
適
当

に
要
約
す

る
。

そ
し

て
、

こ
の
要
約

し
た
筋

を

一
般
化

し
、
概

念

で
表
わ
す

の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
取
り

出
し
た

の
が
、
小
説

の
深
層

構

造

で
あ
る
。

こ

の
小

説

の
深
層
構

造
と
文

の
深
層
構

造
と
を

比
較
し

て
み
よ
う
。

文

の
深

層
構

造
は
、

簡
単

に
い
え
ば

、
名

詞
句

と
動
詞
的

に
よ

っ
て
成
立
す

る
。

そ

し
て
て
、
文

⑩

の
中

心
的
な
意
味
を
表

わ
す

の
は
、

動

詞
句
だ
と

い

っ
て

よ

い
だ

ろ
う
。

名

詞
句
は
、

そ
の
動

詞
句

に
対

し

て
何

ら
か

の
関
係

を
持

ち
、
何

ら
か

の
役
割

を
持

つ
。

例
え

ば
、

動
作
主

で
あ

る
と
か
、
動
作

の
対
象

で
あ
る
と
か
、

と

い
う
風

に
。

こ
れ

と
同
様

の
こ
と
が
、

小
説

の
構

造

に
当

て
は
ま

る
だ

ろ
う
。

つ
ま
り
、
小
説

の
中

心
的

な

意
味

は
、
動

詞
句

で
表
わ

さ
れ

る
。

即
ち
、

行
動

で
あ

る

と
か
、

状
態

で
あ

る
と

か
、
状
態

の
変
化

で
あ

る
と

か
、

で
あ
る
。

こ
れ

ら
の
行
為

の
連

鎖
が
、

小
説

の
プ

ロ

ッ
ト
を
形
成
し
、

小
説

の
中

心
部
分
だ

と

い

っ
て
も
よ

い

だ
ろ
う
。

そ
し

て
、
動

詞
句
に

つ
き
そ
う
名

詞

句

に
相

当
す

る

の
は
、

登
場

入
物

や
、
状

況

や
事

物
な
ど

で
あ

る
。

こ
れ
ら
は
、
動

詞
句

に
対

し

て
何

ら
か

の
機

能
を
果

し
、
小
説

の
深
層
構

造

を
形
成

し

て
い
る
。

以

上

の
よ
う

な
観
点

か

ら
、

ロ
シ
ア

の
フ
ォ

ル

マ
リ

ス
ト
で
あ

る
。フ

ロ
ッ
。フ
は
、
物

語

の
構
造

分
析

を

行

っ
て

い
る
。
彼

は
、
百

の

ロ
シ
ア
の
民

話
を
研
究

し

て
、

そ

⑪

の
中

に
基
本

的

に
は
動

詞

で
表

わ
さ

れ
る

三
十

一
の

「
登

場
人
物

の
機

能
」

を
抽
出
し

て

い
る
。

例
え
ば

、

そ
れ

は
、

不
在
、

偵
察
、

策
略
、
出

発
、
追
跡
な
ど

で
あ

る
。

小
説
の
表
層
構
造
と
深
層
構
造
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そ
し

て
、

そ

の
三
十

一
の
機

能
を
果

す
登

場
人
物
は
、

悪

者

、
贈
与

者
、
助

力
者
、

王
女
、
派

遺
者
、

主
人
公

、
偽

の
主
人
公

の
七
種

に
分

け
ら
れ

る
。

こ
の
七
種

の

登
場
人
物

と

三
十

一
の
機
能

が
く
み

あ
わ
さ

る

こ
と

に
よ

っ
て
、
様

々
な
物
語

が

で
き

て

い
る

と

い
う
わ

け

で
あ

る
。

さ

て
、

こ
の
。フ

ロ
ッ
プ

の
構
造
分

析
を

モ
デ

ル
に
し

て
、

日
本

の
民
話
を

見

て
み
る
と
、
容
易

に

そ
の

深
層
構

造
が
抽

出

で
き

る
だ

ろ
う
。

例
え
ば
、

「
浦

島
太
郎
」

と

「
鶴

の
恩
が

え
し
」
と

「
雪
女
」

は
、
類

似

の
深
層

構
造

を
持

っ
て

い
る
と

い
え
る
だ
ろ

う
。

そ

れ
は

次

の
よ
う

な
構

造

で
あ
る
。

主

入
公
が
人
間

以
外

の
生
物

ー
助

力

者

(亀
、
鶴
、

雪
女
)

に
出
会
う
。

彼
ら

を
助
け

る
。

或

は
契
約

を
結

ぶ
。

そ
の

こ
と

に
よ

っ
て
、

助

力
者

に
よ

っ
て
楽
し

い

一
時
を
与

え
ら
れ

る
。

そ
れ
と
共

に

一

つ
の
禁

止

が
与

え
ら
れ

る
。

禁
止

が
破
ら
れ

る
。
楽

し

い

一
時
が
消

え

て
、

も

と

の
現
実

に
も

ど

る
。

こ
れ

が
そ

の
簡
単

な
構

造

で
あ

る
。

以
上

の
よ
う

な
深
層
構

造
を
抽

出
し
た
後

は
、

そ

の
深
層

構
造

を
ど

の
よ
う

に
解

釈
す

べ
き
か
、

と

い
う

問
題
が

残
る
。

し
か
し
、
今

は
そ

の
問

題

に
は

ふ
れ
ず

に
、

深

層
構

造

の
存
在

を
指
摘

す

る
に
と
ど

め
て
お

こ
う
。

さ

て
、

民
話
や
物
語
り

だ
け

で
な
く
、
小

説

に
も
深
層

構

造

は
存
在
す

る
。
例

え
ば
、
谷

崎
潤

一
郎

の

「
痴
人

の
愛

」

と

「
春
琴
抄
」

と

「
楓

癩
老

人
日
記
」

は
そ

の

深

層
構
造

で
見

る
と
同

一
の
構
造

を
持

っ
て
い
る
と

い
え
る

。

そ

の
構

造
的
類

似
点
は
、

主
人
公
が

そ

の
相

手
役

の
女
性

に
、

徹
底

的
に
服
従
す

る
と

い
う
点

で
あ
る
。

「
痴
人

の
愛
」

で
は
、

ジ

ョ
ー
ジ
が

ナ
オ

ミ
に
服
従
す

る

に

至
る
過
程

が
描
か

れ

て
い
る
。

譲
治

は
奈
緒

美

を
幼

い
頃

か
ら
育

て
て

い
る
が
、
奈

緒
美

は
、
成
長

す
る

に

つ
れ

て
手

に
お
え

な
く
な

っ
て
く
る
。
奈

緒
美

は
自
由

放
奔

に
遊
び
出

し
、
譲

治
は
怒

っ
て

一
担

は
奈
緒

美

と
別

れ
る

が
、

最
後

に
は
、
す

べ
て
を
許
し

て

「
あ

な
た

の

い

い
な

り

に
な
り

ま
す
」

と

い
う
結
末

に
な

っ
て

い
る
。

「
春

琴
抄
」

の
場
合

は
、
佐

助

は
丁
稚

で
、

女
主

人

の
春

琴

に
仕

え

て
い
る
。

春
琴

は
非
常

に
激
し

い
気
性

の
女
性

で
、

佐
助

に

つ
ら
く

あ
た
る
が
、

佐
助

は
、

そ
れ

に
耐

え

て
い
る
。

む
し

ろ
、

耐
え

る

こ
と

に
喜

び
を

感
じ

て

い
る
。

最
後

に
は
、
女

主
人
公

に
忠
誠

を

尽
す

た
め

に
、

自
分

の
目
を
針

で

つ
い
て
ま

で
服
従
す

る
。
盲

目

に
な

っ
て
ま

で
も

服
従
し
、

奉
仕
す

る

の
で
あ
る
。

「
癒

癩
老

人
日
記
」

に
お

い
て
は
、
主

人
公
が
靖

子
と

い
う
義

理

の
娘

に
異
常

な
ま

で
の
愛
情
を

示

す
。
靖

子

は
気

ま
ぐ

れ

で
、
邪

堅
で
、

非
情

な
女

で
あ
る

が
、

老

人

は
邪
堅

に
さ
れ
な
が

ら
も
靖
子

の
足

に
異

常

な

フ

ェ
テ

ィ
シ
ズ

ム
を
持

っ
て
い
る
。

老

人
は
靖
子

の

た
あ

に
何

百
万

も
す

る
キ

ャ

ッ
ツ

・
ア
イ
を

買

い
与
え
る
。

最
後

に
は
、

こ
の

フ

ェ
テ
ィ

シ
ズ

ム
を

成
就
す

る
た

め
に
、
靖

子

の
足

の
拓

本

を
取
り
、

そ
れ

を
自
分

の
墓

に
使

お
う
と
す

る

の
で
あ
る
。

し
か
し
、
老

人
は
、

こ
の
拓

本
を

と

っ
て

い
る
間

に
死

ん
で
し
ま
う

と

い
う

話

で
あ
る
。
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さ

て
、

こ
の

三
作

は

一
愛
と

は
服
従

で
あ

る
」

と

い
う

思
想

を
主

題
と
し

て

い
る
点

で
、
同

一
の
深
層

構

造
を
持

っ
て

い
る

と

い
え

る
の

で
あ
る
。

表

層
構
造

に
お

い

て
は
、
作

者

は
か
な
り

意
識
的

に
変
化

を
も

た
せ

て

い
る

。

[
痴

人

の
愛
」

は
語
り

で
あ
り
、

「
春

琴
抄

」

は
本

の
中

の
本
と

い
う
形

式
を

と
り

「
癒

纐
老

人
日
記
」

は

日
記
形

式

で
あ

る
。
し

か
し
、

主
題

や
プ

ロ
ッ
ト

で
見
る

か

ぎ
り
、

こ
の
三
作

は

い
ち

じ

る
し

い
類

似
点

を
持

つ
と

い
え
よ
う
。

さ

て
、
次

に
、
深

層
構
造

の
分
析

に
必
要

な
、

登

場
人

物

、
状
況

、
行
為

な
ど

の
枠
組

に

つ
い
て
み

て

み
よ
う

。

　

　

　

　

　

　

　

　

主
題

は
プ

ロ

ッ
ト
に
よ

っ
て
展
開

さ
れ
、
プ

ロ
ッ
ト
は

、

登
場

人
物

と
彼

の
お

か
れ

て
い
る
状

況
、

そ

し

て
、

そ

の
状

況

の
中

で
彼

が
行

う
行
為

に
よ

っ
て
成
り
立

っ

て
い
る
。

こ
れ
ら
プ

ロ

ッ
ト
の

三
要
素

に

つ
い
て
考

え

て

み
よ
う
。

ω

登
場

人
物

小
説

の
中

に

は
様

々
な

人
物
が

登
場
す

る
が
、

こ

の
人

物
が

ど

の
よ
う
な
特
徴

を
持

っ
て

い
る
か

を
知

る
こ
と

は
、

深
層
構

造

を
知

る
上

で
も
重

要

な
こ
と

で
あ
る
。

特

に
、

主

人
公

の
特

徴

に
は
注
意
す

る
必
要

が
あ

る
だ

ろ

う
。

人
物

の
容

ぼ

う
、

外

形
、
性

格
、
年
齢
、
職

業
、
家

族
、

人

間
関
係
、

態
度
、

関

心
な

ど
様

々
な
属
性

を
、

テ
キ

ス
ト
の
中

か

ら
取
り

出
す

こ
と
が

で
き
る
だ

ろ

う
。

そ
れ

ら
は
、

お
そ

ら
く

階
層

を
な
し

て
お
り

、

一
つ
の
秩
序

を

形
成
し

て

い
る
だ

ろ
う
。

言
語
学

で
言

え
ば

、

こ
れ

ら
は
、

語

い
論

の
中

の
名

詞

の
成

分
分

析

の
手

法

な

ど

に
当

る
だ

ろ
う
。
我

々
は
、

小
説

の
登
場

人

物

の
成

分
分

析
を
行

う

こ
と
が

で
き

る
。

こ
の
人
物
分
析

に
よ

っ
て
、

お

そ
ら
く

は
、
小

説

の
深

層
構

造

の
意
味

に
迫
り

得

る
で
あ

ろ
う
。

"

②

状
況

状

況
と

い
う

の
は
、
人

物

の
お
か
れ

て

い
る
時

間
及

び

空
間

の
こ
と
で
あ

る
。

プ

ル
ー

ス
ト
や

ジ

ョ
イ

ス
以
来
、

現
代

の
作
家

は
、
行
為

の
描
写

に
あ

ま
り
力

点
を
置

か

な
く
な

っ
て
き

た
。

彼

ら
は

む
し
ろ
、

人
物

や
場
所

の

描
写

に
力

を
入
れ

る
。

或

る
場
所

や
風
景

の
描

写
が
え

ん
え

ん
と
続
き
、

行
動

に

つ
い
て
は
何
も

書
か

れ

て

い

な
い

こ
と
も

珍

し
く
な

い
。

そ
れ

故
、
現
代

の
小

説

の
構

造
分

析

は
、

民
話

の
よ
う

に
プ

ロ
ッ
ト

(
行
為

の
連
鎖
)

の
分

析
だ
け

で
は

不
十

分

で
あ

ろ

う
。

現
代

の
小
説

の
多

く
は
、

プ

ロ
ッ
ト
ら
し
き
も

の
を

ほ
と

ん
ど

持

た
な

い
か
ら

で
あ
る
。
プ

ロ
ッ
ト
分
析

よ
り
も

状
況

分

析

に
重
点
を

置
か
な

け
れ
ば

な
ら

な

い
。

我

々
は
、

小

説

の
内
容

を
行
為

の
連

鎖
と
見

る

こ
と
が

で
き
る

よ
う
に
、
場

所

の
連
鎖
と

し

て
把

え

る

こ
と
も

で
き

る
だ
ろ

う
。

ど

の
よ
う

な
場

所

が
次

々
と
出

て
き

た
か
。

こ
の
場
所

の
特
徴

に
よ

っ
て
、
小

説

の
性

格

を
規

定
す

る

こ
と
も
可

能
だ
ろ

う
。

例

え
ば
、

現
実

に
存
在

す
る
場

所

で
あ

る

の
か
、

架
空

の
場
所

で
あ

る

の
か

な

ど

は
、

作
家

の
資
質

を
表

わ
し

て

い
る
。

小
説
の
表
層
構
造
と
深
層
構
造
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場
所
や
時
間
は
、
民
話
や
物
語
な
ど
に
お
い
て
は
本
来
、
表
層
構
造
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
内
的
独
白
な
ど
で
つ
づ
ら
れ
た
小
説
に
お
い
て
は
、
深
層
構
造
に
属

す
る
。
こ
こ
で
我

々
は
小
説

の
表
層
構
造
と
深
層
構
造
が
確
然
た
る
区
別
で
は
な
く
、
互
い
に
ダ
ブ
リ
合

い
、
相
互
に
転
換
の
き
く
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
認
識
し
て
お

く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

㈹

行
為

す
で
に
述

べ
た
よ
う
に
、
行
為
の
連
鎖
が
プ

ロ
ッ
ト
を
形
成
し
、
物
語

の
中
心
部
を
な
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
現
代
に
お
い
て
は
、
行
為
の
連
鎖
よ
り
も
、
心
理
の

連
鎖
、
所
謂

「
意
識
の
流
れ
」
を
描
写
す
る
小
説
が
多
く
な

っ
て
き

て
い
る
。
だ
が
勿
論
、
現
代
小
説
に
お
い
て
も
、
行
為
の
描
写
が
な
く
な

っ
た
わ
け

で
は
な

い
。
そ

れ
は
、
や
は
り
小
説
の
重
要
な
深
層
構
造
で
あ
る
。

こ
の
行
為
分
析

に
つ
い
て
は
、
す
で
に
の
べ
た
。

こ
こ
で
、
我
々
は
小
説

の
テ
ー

マ
と
関
連
し
て
、
行
為
の
カ
テ
ゴ

リ
ー
に
注
意
す
る
必
要
だ
け
を
述

べ
る
に
と
ど
あ
よ
う
。
小
説
に
描
か
れ
て
い
る
行
為
は
、
ど
の
よ
う
な
種
類
の
行
為
で
あ
る
の
か
。
政
治
的
行
為
で
あ
る
の
か
、
経
済

的
行
為
で
あ
る
の
か
、
社
会
的
行
為
で
あ
る
の
か
、

ス
ポ
ー
ツ
、
競
争
、
娯
楽
の
よ
う
な
行
為
な
の
か
、
恋
愛

や
人
間
関
係
を
主
と
し
た
行
為
で
あ
る
の
か
…
…
。

こ
れ

ら
の
行
為
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
よ

っ
て
、
我

々
は
、
そ
の
テ
キ
ス
ト
の
特
長
を
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

一174

「

6

次
に
小
説
の
表
層
構
造
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
よ
う
。
表
層
構
造
は
深
層
構
造
が
デ
フ
ォ
ル
メ
さ
れ
て
出
て
来
た
小
説
の
表
現
的
な
側
面
で
あ
る
。

こ
の
表
現
的
な
側

面
を
分
析
す
る
の
に
は
、
二
つ
の
問
題
が
あ
る
だ
ろ
う
。

]
つ
は
、
そ
の
テ
キ
ス
ト
の
作
者
の
と
る
態
度
の
問
題
で
あ
り
、
他
の

一
つ
は
、
表
現
の
言
語
的
な
問
題
で
あ

る
。
勿
論
、
作
者
の
態
度
の
問
題
と
い

っ
て
も
、
我
々
は
、
そ
れ
を
テ
キ
ス
ト
の
中
か
ら
抽
出
す
る
の
で
あ

っ
て
、

テ
キ
ス
ト
以
外

の
も
の
、
例
え
ば
、
伝
記
的
な
事
実

な
ど
を
使

っ
て
、
作
者
の
態
度
を
う
ん
ぬ
ん
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
す
べ
て
、
テ
キ

ス
ト
分
析
の
中

で
扱
わ
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
る
こ
と
を
断

っ
て
お
こ
う
。

さ
て
、
作
者
の
態
度

の
問
題
に

つ
い
て
以
下
に
考
え
て
み
よ
う
。
作
者
の
態
度
を
分
析
す
る
枠
組
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。

ω

作
者
の
と

っ
て
い
る
視
点

作
者
が
、
外
界
を
描
写
す
る
時
、
ど
の
よ
う
な
視
点
か
ら
、
事
物
を
見
て
描
い
て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
が
第

一
に
問
題
に
な
る
。

こ
の
視
点

の
問
題
は
、
深
層
構
造

と
密
接
な
関
係
を
持

つ
。
例
え
ば
、
画
家
が
絵
を
描
く
時
、
彼

の
取
る
視
点
と
そ
の
画
面
の
構
図

(深
層
構
造
)
と
が
、
大
い
に
関
係
あ
る
よ
う
に
、
ど

の
よ
う
な
視
点



か
ら
事
件
や
状
況
が
描
か
れ

て
い
る
か
と
い
う
問
題
は
、
小
説
の
深
層
構
造
と
は
無
関
係
で
は
な
い
。
特

に
問
題
に
な
る
の
は
、
作
者
の
登
場
人
物
に
対
す
る
関
係
で
あ

ろ
う
。

こ
れ
ら
は
、
外
界
描
写
の
場
合
と
同
様
、
作
者

の
視
点
の
問
題
と
し
て
表
わ
れ
て
い
る
。

⑧

作
者
の
登
場
人
物
に
対
す
る
関
係

作
者
が
登
場
入
物
を
ど
の
よ
う
な
視
点
か
ら
描

い
て
い
る
か
は
、
小
説
の
構
成
上
、
最
も
重
要
な
要
素

で
あ
る
。
小
説
の
分
析

に
は
欠
か
せ
な
い
要
素

で
あ
る
。
代
表

的
な
も

の
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

㈲

神
の
視
点
ー
外
的

・
内
的
視
点

一
九
世
紀
の
写
実
主
義
作
家

フ
ロ
ー
ベ
ル
が
用
い
た
と
い
わ
れ
る
、
事
物
を
神
の
よ
う
な
立
場
か
ら
傭
瞼
し
、
客
観
的
に
描
く
と
い
う
視
点
で
あ
る
。

こ
れ
は
人
物
描

写
で
い
う
と
、
或
る
時
は
外
的
視
点
を
と

っ
て
外
か
ら
描
写
し
、
ま
た
別
の
時
に
は
、
内
的
視
点
と

っ
て
人
物
を
内
か
ら
表
現
す
る
と

い
う
風
に
、
自
由
に
、
外
的
視
点

と
内
的
視
点
を
と
る
立
場

で
あ
る
。

二
十
世
紀

に
な

っ
て
こ
の
よ
う
な
神
的
視
点
は
批
判
さ
れ
、
作
家
は
、
自
己

の
立

つ
視
点
の
問
題
に
鋭
敏
な
意
識
を
持

つ
よ
う
に
な

っ
た
が
、
今
で
も
、
多
く

の
小
説
は
こ
の
よ
う
な

[
外
的

・
内
的
視
点
」
で
書
か
れ
て
い
る
。

こ
の
視
点
の
存
在
は
、
或
る
意
味

で
、
小
説

の
特
長
を
示
し
て
い
る
と
も

い
え
よ
う
。

㈲

外
的
視
点

戯
曲
や
シ
ナ
リ
オ
の
よ
う
に
、
外
的
視
点
だ
け
で
人
物
を
外
か
ら
描
く
と
い
う
方
法
も
あ
る
。
丁
度
、
カ
メ
ラ
が
外
界
の
事
物
を
写
し
出
す
よ
う
に
、
人
物

の
行
動
も

外
か
ら
描

い
て
ゆ
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
人
物
の
内
的
な
感
情
や
心
理
の
動
き
は
、
彼
の
発
す
る
言
葉
や
、
行
動
や
、
仕
草
や
、
表
情
な
ど
で
あ
ら
わ
そ
う
と
す
る

わ
け

で
あ
る
。
我
々
が
他
者
を
理
解
す
る
と
き
は
、
そ
う
し
て
い
る
わ
け
で
、

こ
の
方
法

に
も

一
理
は
あ
る
。

ま
た
、
戯
曲
に
お
い
て
は
、
モ
ノ

ロ
ー
グ
と
い
う
方
法
が
あ
り
、
こ
れ
が
い
わ
ば
内
的
視
点

の
代
用
に
な

っ
て
い
る
。
外
的
視
点
は
劇
的
手
法
或

い
は
映
画
的
手
法
と

い

っ
て
よ
い
も
の
で
あ
る
。

ω

内
的
視
点

モ
ノ

ロ
　
グ

の
ア

ン
テ
リ

ユ
ミ

ル

プ

ル
ー

ス
ト
、
ジ

ョ
イ

ス
、

ヘ
ン
リ

ー

・
ジ

ェ
イ

ム
ズ

な
ど

が
用

い
て
い
る
内

的
独
白

(∋
o
コ
9
0
αq
器

同三
盆

①
∈
)

の
方
法

な
ど

は
、
内

的
視
点

の
代

表
的

な
も

の
で

あ

る
。

日
本

の
小
説

に
多

い

凹
私
小
説

」

と

い
う
の
も

ほ

と

ん
ど

こ
の
内
的
視

点

を
採
用

し

て
い

る
。

ま

た
、

主

人
公
が

一
私
」

で
な
く

て
も

、
事

実

上

こ

の
内
的

視
点

小
説
の
表
層
構
造
と
深
層
構
造
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小
説
の
表
層
構
造
と
深
層
構
造

で
書

か
れ

て
い
る
小

説
も
多

い
。

こ

の
内
的
視

点

の
特

長
は

、
作

者

の
実
感

や
心
境

が
リ

ア

ル
に
表

現

出

来

る

こ
と
で
あ

る
。

た
だ

こ
こ

で
注
意

し
な
け

れ
ば

な

ら
な

い

の
は
、
小

説
中

の

「
私
」
或

は

「
主

人
公
」

は
、

現
実

の
作

者

そ

の
も

の
で
は
な

い
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

小

説
中

の

翻
私
」

は
、

あ
く
ま

で
も

フ
ィ
ク

シ

ョ
ン
の
中

で

の

「
私
」

で
あ
り

「
仮

の
私
」

で
あ

っ
て
、

7
実

の
私
」

で
は
な

い
。

小
説

の
中

で
、

「
仮

の
私
」
が

こ

の
よ
う

に
考

え

た
と
書
か

れ

て
い
て
も
、

そ
れ

は
、

実

の
作

者

の
意

見

で
は
な

い
。

従
来

の
日
本

の
文

学
状
況

で
は
、

こ

の

[
仮

の
私
」

と

「
実

の
私
」

の
区
別
が
十
分

に

つ
け
ら

れ

て
い
ず
、

読
者

は
、

小
説

を
ほ
と

ん
ど

自
伝

と
変

ら

ぬ
気
持

で
読

ん
で

い
た
よ
う

な
と

こ
ろ
が
あ

る
。
し
か

し

、

こ

の

「
仮

の
私
」

と

「
実

の
私
」

の
区
別

、

}
仮

の
作
者

」

と

「
実

の
作

者
」

の
区
別
は
重
要

な

こ
と

で

あ
り
、

作
家

は
、

い
わ
ば

こ
の
区
別
が

あ
る
が
故

に
、

「
小

説
」

と

い
う
形
式

を
と

っ
て
自
己

を
表

現
し

て
い
る

の
で
あ

り
、
小

説

の
ブ
イ
ク

シ

ョ
ン
性

に
よ

っ
て
、

よ

り
深
く

自
己

を
表

現
出
来

る
と

い
う

こ
と
も

い
え

る

の
で
あ

る
。

さ

て
、
以
上
、
作

者

と
登
場
人
物

の
関
係

を
作
者

の
採
用

し

て
い
る
視
点

か
ら
見

て
き

た
が
、
作

者

の
態

度

の
中

で
、

も
う

一
つ
の
大
切

な
問
題

は
、
作

者

の
読

者

に

対

す

る
関
係

で
あ
る
。

以

下
、

そ
れ

を
考
察

し

て
み
よ
う
。

㈹

作

者

の
読
者

に
対

す
る
関
係

㈲

仮

の
読
者

作

家

が
小

説
を
書

く
場
合
、

た
と

え
無

意
識

で
あ

っ
て
も

「
仮

の
読
者
」

を

設
定
し

て

い
る
も

の
で
あ

る
。

テ

キ

ス
ト
分
析

の
中
か

ら
、

こ
の

胴
仮

の
読

者
L

を

見

い

出
す

た

め
に
は
、
我

々
は
、
そ

の
言
語
的

側
面

に
注
意
を
払

え
ば

よ

い
。
作

者

の
用

い
る
語

い
、
文

の
音

韻
的
調

子
、

語
尾
、
構

文
、
文

の
難
易
度
等

々
に
よ

っ
て
、
我

々
は
、

作
者

の
設
定
し

て
い
る

「
仮

の
読

者
」
が

ど

の
よ

う

な
も

の

で
あ

る
か
想
定

で
き

る
。

最
も

簡
単

に
察
し

が

つ
く

の
は
、
童

話

の
よ
う
に
作
者

が
、

子
供

を

「
仮

の
読
者
」

に
設

定
し

て

い
る
時

で
あ
る
。
語

い
は

子
供
向
け

の
や
さ

し

い
語

い
で
あ

り
、
構

文
も
簡

単
な

文
章

が

多

い
。

そ

の
他
、

様

々
な
言

語
的
特

徴

に
よ

っ
て
、
我

々
は

そ
れ
が

「
子
供
向
け
」

の
も

の
で
あ

る

こ
と

が
わ
か
る

。

こ
れ

と
同
じ

よ
う

に
、

す

べ
て

の
小

説
に

、
作

者

の
設
定
し

た

馴
仮

の
読
者
」

が
存
在
す

る
と
仮
定

し

て

も

よ

い
だ

ろ
う

と
思
う
。

サ
ピ

ア
H
ウ

ォ

ル
フ
の

「
言

語

の

相
対
性
」

な
ど

を
持
ち
出

す
ま

で
も
な
く
、

用

い
る
言

語

に
よ

っ
て
或

る
程
度

の
読
者
が
限
定

さ
れ

る

こ
と

は
、

当
然

の
こ
と
で
あ

る
。

そ
し

て
、

小
説

の
鑑
賞

に
は
、

作
者

が

ど

の
よ

う
な

[
仮

の
読
者
」

を

設
定

し

て

い
る
か
を
知

る

こ
と

は
、

重
要

な

こ
と

で
あ
る
。

㈲

作

者

の

「
仮

の
読
者
」

に
対
す

る
態
度

作

者

が
自
己

の
設
定
し

た

「
仮

の
読
者
」

に
対
し

て
、

ど

の
よ
う

な
姿
勢

で
小
説

を
書

い
て

い
る

の
か

と

い
う

こ
と
も
、

お

の
ず

か
ら
言
語

の
問

題

と
な

っ
て
テ
キ

ス
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ト
に
表
わ

れ
る
も

の
で
あ
る
。

ラ

ス
ウ

ェ
ル
の

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー

シ

ョ
ン
の

モ
デ

ル
で
は

「
誰

が
、
何

を
、

誰

に
、

ど

の
よ
う

に
し

て
、

ど

の
よ
う

な
効

果
を

及
ぼ
し

な
が

ら
」

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
イ

ト
す
る

の
か
と

い
う

の
が
、
分

析
対

象
に

な

っ
た
。

即
ち
、

そ
れ

ら
は
、

メ
ッ

セ
ー
ジ

の

一
発
信

者
」

「
内
容
」

「
受
信

者
」

「
メ
デ

ィ
ア
」

[
効

果

」

の
分

析

で
あ
る
。

い
ま
、
我

々
が

、
作
者

の
読

者

に

対
す

る
態
度

と

い
う

項
目

で
問
題

に
し

て
い

る

の
は
、

こ

の

「
効

果
」

の
問

題

で
あ
る
。

ニ
ュ
ー

・
ク
リ

テ

ィ
シ
ズ

ム
の

【
意

図
の
誤
謬
」

(同三

①
邑

o
轟

=

巴
冨
畠

)

の
理
論

の
影
響

で
、
批

評
家

の
多
く

は
作
者

と

読
者

の
関
係

を

ほ
と
ん
ど

問
題

に
し
な
く

な

っ
た
。

し
か

し
、
小

説

の
鑑
賞

に
は
、

こ

の
問

題

の
考

察
は
欠

か
せ

な

い
も

の
だ

と
思
う
。

例
え
ば

、
作

者
が

【
仮

の
読

者
」

を
説
得

し
よ
う

と
し

て

い
る

の
か
、
或

い
は
、
何

か
を

主
張
し

よ
う

と
し

て
い

る
の
か
、
或

い
は

、

「
仮

の
読
者
」

を
突

き
放

し
、

ア
ッ
と
言

う
よ

う
な
も

の
を
突

き

つ
け

よ

う
と
し

て
い
る

の
か
、

或

い
は
、

事

実

を
た
だ
報

告
し

よ
う
と

し

て
い
る

の
か
等

々
は
、

テ

キ

ス
ト

の
中

に
表
わ

れ

て
い
る
筈

で
あ
る
。

そ
れ

は
、

言

語

の
あ

ら

ゆ
る

レ

ベ
ル
に
出

て

い
る

と
思
わ

れ
る
。

デ
イ
ク

シ
ョ
ン

特

に
、

そ
れ

は
、
小
説

の
惜

辞

(臼
6
叶
同○
口
)

の
形
式
と
し

て
表

現
さ
れ

る

こ
と
が

あ
る
。
書

簡
体
、

日

記
体
、

語
り

、
対

話
形

式
、

そ

の
他

の
デ

ィ
ク

シ

ョ
ン
の
形
式

と

相
ま

っ
て
作

者

の

[
仮

の
読

者
」

に
対
す

る
態
度

が
表

わ

さ
れ

る

の
で
あ

る
。

分
析
す

る
際

は
、

や
は

り
注
意

す

る

べ
き
項

目

の

一
つ
で
あ

ろ
う
と
思
う
。

以
上
、
作

者

の
態
度

の
問

題
を
見

て
き

た
が
、
次

に
、

表
層
構

造

の
言

語
的

な
問

題
を
考

え
て

み
よ

う
。

7

小
説

の
表
層
構
造
は
表
現
の
具
体
的
な
形
を
表
わ
し
て
い
る
。
作
家
が
最
も
苦
心
す
る
の
は
、
自
己
の
内

に
あ
る
イ
メ
ー
ジ

(深
層
構
造
)
を
、
如
何

に
適
切
に
表
現

す
る
の
か
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
、
如
何
に
う
ま
く
、
深
層
構
造
を
表
層
構
造
に
転
換
す
る
か
と
い
う

こ
と

で
あ
る
。
作
家
の
内
部
に
あ
る
深
層
構
造
は
、

そ
れ
が

直
接
体
験
に
よ

っ
て
得
ら
れ
た
も

の
で
あ
れ
、
ま
た
、
見
聞
そ
の
他

の
間
接
経
験
に
よ

っ
て
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
れ
、
そ
れ
ら
は
、
漠
然
と
し
た
イ
メ
ー
ジ
や
感
情
や
心

理
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
、
言
語
以
前
の
状
態
で
存
在
す
る
。

こ
れ
に
言
語
表
現
を
与
え
て
い
く
の
が
小
説
を
書
く
作
業
な
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
作
家
は
、

自
己
の
内
な
る
イ
メ
ー
ジ
を
最
も
よ
く
表
現
で
き
る
方
法
を
採
用
す
る
。
こ
の
表
現
方
法
の
模
索
に
作
家

の
苦
心
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
小
説
の
鑑
賞
に
お
い

て
も
、
我

々
は
テ
キ
ス
ト
の
中
に
表
現
方
法
を
分
析
す
る
枠
組
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
来
か
ら
、
修
辞
学
や
文
体

の
問
題
と
し
て
研
究
さ
れ
て
き
た
分
野
で
あ

る
。
我

々
は
、
こ
の
表
現

の
問
題
を
主
と
し
て
、
言
語
学
或
は
論
理
学

の
知
識
を
基
礎
に
し

て
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。

以
下
、
文
体

の
分
析

に
必
要
な
大
ざ

っ
ぱ

な
枠
組
を
提
示
し

て
み
よ
う
。

小
説
の
表
層
構
造
と
深
層
構
造
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ω

意
味
論
的
な
問
題

現
代

の
論
理
学
や
言
語
学
は
、
命
題
或
は
文
を
伝
達
の
最
小
単
位
を
考
え
る
。
勿
論
、
我

々
も
こ
の
意
見
に
賛
成
で
あ
る
が
、
文
体
や
表
現
を
分
析
す
る
際
に
は
、
文

以
下
の
単
位
、
即
ち
、
句
や
単
語
も
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
伝
統
的
論
理
学
が
、
概
念
論
、
判
断
論
、
推
理
論
と
い
う
風
に
積
み
上
げ
て
い
っ
た
よ
う
に
単
語
か

ら
出
発
し
、
句
、
文
、
節
…
と
い
う
風
に
分
析
し
て
ゆ
く
方
が
便
利
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
、
我

々
は
、
便
宜
上
、
語

い
の
問
題
か
ら
考
え
て
ゆ
く
こ
と
に
し
よ
う
。

②

語
い

テ
キ
ス
ト
を
分
析
す
る
際
、
ま
ず
用
い
ら
れ
て
い
る
語

い
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、
標
準
語
、
方
言
、
俗
語
、
専
門
用
語
、
隠
語
、
外
来
語
、
流
行

語
、
造
語
な
ど
、
明
ら
か
に
語

い
の
ち
が

い
が
目
立

つ
も

の
が
あ
る
。
そ
れ
ら
の
特
定

の
語
い
が
用

い
ら
れ
て
い
る
時
、
そ
の
理
由
に

つ
い
て
も

一
考
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

人
名
、
地
名
、
そ
の
他
の
固
有
名
詞
に
も
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
よ
く
知
ら
れ
た
固
有
名
詞
に
は
、
固
物

の
名
と
い
う
本
来

の
機
能
の
外
に
、

そ
の
名
か

ら
連
想
さ
れ
る
様
々
な
意
味
を
象
徴
し
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
特
に
、

パ
ロ
デ
ィ
な
ど
に
お
い
て
は
、
作
家
が
そ
の
効
果
を
狙

っ
て
意
図
し
て
付
け
た
名
前
が
あ
る
の
で

注
意
を
用
す
る
。

数
字
な
ど
に
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
数
字
に
は
占
い
な
ど
に
よ

っ
て
特
別
な
意
味
を
持
た
さ
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
十

三
日
の
金
曜
日
な
ど
は
、
そ
の
典

型
的
な
例
で
あ
ろ
う
。

サ
ピ

ア
ー
ウ
ォ
ル
フ
の
仮
説
と

い
う
の
が
、
言
語
学
者
の
問

で
よ
く
問
題
に
な
る
。

言
語
学
的
相
対
性

(圏ぎ
σq
三
ω
樽凶6
「①
巨

凶く
詳
矯
)
と
い
わ
れ
る
こ
の
仮
説
は
、
人
の

使
用
す
る
言
語
と
彼
の
世
界
観
と

の
間
に
相
関
関
係
が
あ
る
と
い
う
仮
説
で
あ
る
。
こ
の
仮
説
を
応
用
す
れ
ば
、
テ
キ

ス
ト
に
お
け
る
語
い
の
分
析
に
よ

っ
て
、
我
々
は
、

或
る
程
度
、
作
者
の
世
界
観
を
推
測
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
、
先

に
も
の
べ
た
が
、
作
者
の
設
定
し

て
い
る

一
仮
の
読
者
」
も
想
定
で
き
る
の
で
は
な
い
か

と
思
う
。

と
も
あ
れ
、
語
い
の
分
析
は
、
小
説
の
鑑
賞
に
は
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。

㈲

句
、
あ
る
い
は
修
辞

二
つ
以
上
の
語
が
集

っ
て
句
を
形
成
す
る
時
、
そ
こ
に
修
辞
の
問
題
が
発
生
す
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
古
来
、
多
く
の
研
究
が
な
さ
れ
て
き
た

の
で
、

こ
こ
で
は
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代
表
的

な
例

を
烈
挙
す

る

に
と
ど

め
よ
う
。

(i
)

直
喩

(8
∋
冨

『一ω
一〇
コ
)

例

え
ば

「
彼
女

の
ほ
ほ
は

バ
ラ

の
よ
う

で
あ

っ
た
」

の
い
う
時

の

「
バ

ラ
の
よ
う
」

と

い
う

の
は
直

喩

に
あ
た

る
。

一
般

的
に
、

「
○
○

の
よ
う

な
」

や

「
○
○

み
た

い
」

と

い
う
表
現

は
直
喩

と
考

え
て
さ
し

つ
か
え
な

い
だ

ろ
う
。

(　11
)

隠
喩

(ヨ
象
鋤
O
ぎ
『
)

「
彼

の
目

は
フ

シ
穴
だ

」

と

い
う
時

の

'
フ

シ
穴
」

は
隠
喩

で
あ

る
。

つ
ま
り

そ
れ
は
、
「
フ
シ
穴

み

た

い
に
た
だ
穴

が
あ

い
て
い
る
だ

け

で
、
何
も

見
え

て

い
な

い
」

と

い
う
こ
と
を
意
味

し

て
い
る
。

こ
れ

を

「
彼

の
目

は

フ
シ
穴

の
よ
う
だ
」

と

い
う
表

現

に
す

れ
ば

、

直
喩

に
な

る
。
直

愉

と
隠
喩

の
区
別

は
、
明
確

に
は

つ
け

難

い
が
、

便
宜

的

に
区
別
し

て

い
る

と
考

え
て

よ

い
だ

ろ

う
。
論

理
的

な
脈
絡

の

つ
け

や
す

い
も

の
が
直
喩

で
あ

り
、

よ
り
間
接
的

に

な

っ
た

の
が
隠
喩

だ
と

い
え

る
。

(
趾
)

擬
人

法

(O
①
笏
〇
三
h凶o
讐
凶8
)

人

間

で
な

い
も

の
を
、

あ
た
か
も

人
間

の
よ
う
に
表

現
す

る

の
が
擬

入
法

で
あ

る
。

例

え
ば

「
草
木

も

眠
る
」

と
か

「
鳥

が
笑

っ
た
」

な
ど

の
表
現

で
あ

る
。

こ
の
よ

う
な
表

現
は
、
人

間
の
原
始
的
或

い

は
幼
児

的

心
性

に

訴
え
か
け

て
、
時

と
し

て
強

い
効

果
を
与

え
る

こ
と
が

あ
る
。

(°W
)

寓
意

(巴
δ
ひq
o
曙
)

例

え
ば

「
残
忍

さ
」

を

「
狼
」

で
表

現
し

た

り
、

「
狡
猜

さ
」

を

「
キ

ツ
ネ
」

で
表
現
し

た
り
す

る

の
は
寓
意

と

い
え
る
。
抽

象
的

な
観

念

や
或

る
程
度

ま
と
ま
り

の

あ
る

思
想

を
、
主

と
し

て
動
物

な
ど

に
よ

っ
て
表
わ

す

の
を
寓
意

と

い
う

。
「
男

は
み
ん
な
狼

よ
」

と

い

う
文
は
、
隠
喩

と
も
解
釈

で
き

る
が
、
寓
意

と
も
解
釈

で
き

る
。

イ

ソ
ッ
プ

物
語
や
童

話
な
ど
を
背
景

に
し
た

動
物

の
比

喩
は
、
寓

意
と
考
え

た
方
が
良

い

で
あ

ろ
う
。

(
v
)

象
徴

(紹
∋
げ
9

象
徴
も

抽
象
的

な
観
念
を
何

ら
か

の
形
象

で
表
わ

す

場
合

に
用

い
る
。
例

え
ば

「
白
」

は

「
純

潔
」

の
象
徴

で
あ
り
、

「
十
字

架
」

は

円
キ

リ

ス
ト
教
」

の
象
徴

で
あ

る
と

い
う

よ
う
に
。

こ
の
他
、

反
語
、
強

調
法
、
省
略

法
、
な

ど
修
辞

の
仕
方

に
は
様

々
な
方

法
が

あ
る
が
、
今
回

は

こ
れ
位

に
し

て
、

次

に
進
も

う
。

②

統

語
論

的

な
問

題

小
説
の
表
層
構
造
と
深
層
構
造
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語

と
語
が
結
び

つ
い
て
句
と

な
り
、
句
と
句

が
結
合

し

て
文
と
な
る
。

こ
の
結
合

の
規
則

を
我

々
は
統

語
論
と
呼

ん
で

い
る
が
、

小
説

の
表
層
構

造
を
分
析
す

る
時
、

我

々
は
、
小

説
を
統
語
論

的
観
点
か

ら
も

見
る

こ
と
が

で

き
る
。

以
下
、

統
語
論
的
観
点

か
ら
す

る
分
析

の
枠
組

に

つ
い
て
述

べ
て
み
よ
う
。

㈲

単

文
と
複
文

作

家
に
よ

っ
て
文
章

の
好
み
が
種

々
に
さ
ま
ざ
ま

で
あ

る
。
或

る
作

家
は
、
長

い
文

章
を
好

み
、
ま
た

或

る
作
家

は
短
い
文
を
好

む
。

文
章

の
構

文

に
お

い
て
も
、

複

雑

な
構
文
を
好

む
作
家

も
お
れ
ば
、
単
純

な
文
を
好

む
も

の
も

い
る
。

テ
キ

ス
ト
分
析

の
際
、
文
章

の
長

短
、

構
文

の
複
雑

さ
に
注
意
す

る
必
要
が

あ
る
だ
ろ

う
。

こ
れ

は
、
作
者

の
資

質
を
知

る
上
で
、

重
要
な
手
掛

り
を
与
え

る
。
単

純

な
短

い
文
章
は
、
論

理
が
明
解

で
、

シ
ャ
ー
プ

な
印
象
を
受
け
る
。
他

方
、

複
雑

で
長

い
文
章
は
、

陰
影

に
富

み
、
表

現
力
が

豊
か
で
あ
る
と

い
え
よ
う
。

㈲

質

文
章

の
質
、

即
ち
、
肯

定
か
否
定

と
い
う

こ
と
も
重
要

な

フ

ァ
ク
タ

で
あ
る
。
特

に
否
定
文
を
多

用
す

る
作
家

は
、

他
者

の
意
見

に
対
し

て
批
判
的

な
態
度

を
強
く
も

っ
て

い
る
と
考
え
て
も

よ

い
だ

ろ
う
。

肯
定

文
が
あ

る
事

柄

の
惜
定

で
あ

る

の
に
反
し

て
、
否

定
文

は
、

む
し

ろ
あ
る
意
見

に
対
す
る
反
駁

で
あ
る
か
ら
。
文
章

の
質

か

ら
も
作

者

の
態
度
を
類
推

で
き
る
。

ω

量

文
章

の
量
と

は
、
論

理
学

で
い
う
単
称

命
題
、
特

称
命

題
、
全

称
命

題

の
区
別

に
あ

た
る
。

簡
単

に

い

え
ば
、

文

の
主
語

が
単
数

か
複

数
か

の
問

題
で
あ
る
。

文

の
量

に
関

係
し

て
は
、
特

に
、

全
称
命

題
に
注

意
す
る
必
要

が

あ
る
。
全

称
命

題
を
多
用
す

る

の
は
、
物
事

を

一
般
化
し

て
述

べ
る
癖

の
あ
る
作

家

に
多

い
。

「
す

べ
て
の
○

○
は

×

×
で
あ

る
」

と
か

「
○
○

と

い
う
も

の
は

×
×
で
あ

る
も

の
だ
」

と

い
う
言

い
ま
わ
し

で
述

べ
ら

れ
る
全
称
命

題
は
、
諸
者

に
説
教

く
さ

い
印

象
を
与

え
る
。

い

わ
ゆ
る
格
言
な
ど

は
、

ほ
と
ん
ど

こ
の
全

称
命
題

で
あ

る
。

こ
の
文

型
を
好
む
作
家

に
は
、

独
特

の
資

質

が
あ

り
そ
う

で
あ

る
。

㈹

関
係

カ

ン
ト

の
カ
テ
ゴ

リ
論

の
中

で
の
関
係

の
範
ち

ゅ
う
に

は
、
実
体
性

(Gり
=
げ
ω
蝕鋤
口
α
餌
嵩
樽似
樽)
、
因

果
性

(閑
窪

舞
葺
警
)
、

相
互
作

用

(≦

①
9
ω
巴
≦
「凶蒔
暮

αq
)
が
挙
げ

ら

れ
て

い
る
。

こ
れ

を
命

題

の
形

に
置

き
換

え

る
と
、
定
言

命

題
、
仮
言
命

題
、
選
言
命

題
と
な
る
。
定

言

命

題
を
多
用
す

れ
ば
、
断
定
的

な
印
象
を
与

え
る
だ

ろ
う
。
仮

言
命
題
、
即
ち

「
も

し
○
○
な
ら
ば

×
×
で
あ
る
」

と
か

「
○
○
す

る
と

×
×
に
な
る
」

と

い
う

文
型
は

、
物
事

を
法
則
的

に
見
て

い
る

こ
と
を
示
し

て

い
る
。

ま

た
、
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選

言
命

題
、

即

ち

「
○

○
は

×
×
か

△
△
か

の

い
ず

れ
か

で
あ

る
」

と

い
う
文

型
は
、

包
括

的
な
印

象

を
与

え

る
。

㈹

様

相

様

相
概

念
と
し

て
重
要

な

の
は
、

可
能

性
と
必

性

で
あ

る
。

日
本

語

の
語

尾

蝸
…
か
も

し
れ

な

い
」

「
…
に
ち
が

い
な
い
」

と

い
う

の
も

、

一
応

注
意

す

べ
き
点

で
あ

る

こ
と
を
指
摘

し

て
お

こ
う
。

ω

時

間

文
章

の
時
制

に
も

注
意
を
払

わ
な
け

れ
ば

な
ら

な

い
。

文

が
現
在

形

で
書

か
れ

て

い
る
の
か
、
過

去

形

で
書

か
れ

て

い
る

の
か
、
半

過
去

形

(
フ
ラ

ン
ス
語
)

で
書
か

れ

て
い
る

の
か
、

な
ど

に
よ

っ
て
、

そ
れ
ぞ
れ

ニ

ュ
ア

ン

ス
の
違

い
が
あ
る
。

現
在

形
は
、

動
作
を

生

き
生

き
と
描

き

出
す
働
き

を
持

っ
て
い
る
。

所

謂
、

「
歴
史

的
現

在
」

な
ど

の
手

法

で
は
、
過

去

の
出

来
事

で
あ

っ
て
も
、

現
在

形

で
表

現
す

る
。

ま
た
、

「
…
し
て

い

た
」

と
か

↑
…

で
あ

っ
た
」

な
ど

の
表
現

は
、

フ
ラ

ン
ス
語

の
半

過
去

に
相
当
し

、
状
態

の
過
去

に
お

け
る
継
続

を
表

わ
し

、
詠

嘆
的

な
調
子

を
も

っ
て
い
る
。

小

説

の
様

々
な

テ
キ

ス
ト
を
分
析

す

る
と
、

時

制
が
か

な
り

入
り
乱

れ

て

い
る
こ
と

が
わ

か
る
だ

ろ

う
。

過
去

形

で
書
か

れ

て
い
る
と

こ
ろ

に
、
突

然

現
在
形

が
入

っ

た
り

す
る

こ
と
は
、
し

ば
し
ば

で
あ

る
。
小

説

の
鑑
賞

に

は
、

こ

の
時

制

の
交

代

に
気

を

つ
け

な
け

れ

ば

な
ら

な

い
。

ま

た
、
時
制

の
問

題
は
、

小
説

の
時
間
構

造

の
問
題

と

関
連

し

て

い
る
。

小
説

の
中

に
は
、
事
件

の
経

過

と
共

に
時

間
が

進
行
す

る
と

い
う
ご
く
普

通

の
時
間

形
式
を

と
る

も

の
も
あ

る
が
、

途
中

で
回
想

が
入

っ
た
り

、
過
去

と
現

在
が

交
互

に
述

べ
ら
れ

て
い
た
り
、

そ

れ
ぞ
れ

の
小
説

に
特
徴

の
あ

る
時
間
構

造
が

と
ら

れ

て
い
る
。

プ

ル
ー

ス
ト
の
よ

う
に
、
所

謂
時
間

的
な
円

環
構

造
を
持

つ
作

品
も

あ

る
。

我

々
は
、

そ

の
小

説
が
ど

の
よ

う
な
時
間

構
造

を
持

っ
て

い
る

の
か
、

と

い
う

こ
と
に
注

意
し

な
が

ら
、
小
説

を
鑑
賞

し

な
け

れ
ば

な
ら

な

い
。

図

態

文

が
能
動
態

で
あ

る

の
か
、

受
動

態

で
あ
る

の
か
と

い

う
こ
と
も

、

見
の
が

せ
な

い
点

で

あ
る
。

能

動
態
が

態
動
性

を
、

受
動
態
が

受
動

性
を
表

わ
す

こ
と

は
、

い
う

ま

で
も
な

い
。

日
本
語

は
西
洋

語

の
表
現

に
く
ら

べ
て
受

動

態

の
表

現

が
多

い
と
言
わ

れ
る

が
、

そ

れ

も
日
本

人

の
外

か

ら
動
か

さ
れ

て
行

動
す

る
と

い
う

一
つ
の
特
性

を
表

わ
す

も

の
と

い
え

よ
う
。

b

去

く

凸ソー

小
説
の
表
層
構
造
と
深
層
構
造
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小
説
の
表
層
構
造
と
深
層
構
造

文

の
法

に
は
、
直
接

法
、
命
令

法
、
条
件

法
、
接
続

法

な
ど
が
あ
る
が
、

こ
れ

は
、
作

者

の
読
者

に
対

す

る
態
度
を
示

し

て
い
る
と

い
え

よ
う
。

こ
の
文
章

に
お
け

る

法

の
機

能

を
さ
ら

に
拡

大
し

て
考

え

れ
ば
、

我

々
は
そ

こ

に
小

説

の

「
惜
辞

の
形
式
」

を
考

え
る

こ
と

が

で
き
る
。

即

ち
、

書
簡
体
、

日
記
体
、

説
話
体
、
内

的
独
白
、

映

画
的
手
法

な
ど
様

々
な

「
惜
辞

の
形
式
」

は
、
小

説

の

ス
タ
イ

ル
を
決

め
る
上

で
、
非
常

に
重
要
な
働

き
を
す
る
。

そ
れ
は
、
作
者

の
と

る
視
点
と
相

ま

っ
て
、
小

説

の
表

層
構
造

の
骨
格
を
形
成

し

て
い
る
と

い
え
る
。

ω

地

の
文
と
会

話
文

小
説

に
お
け
る
会

話
文

の
分

析
は
大

切
で
あ

る
。
会

話

は
、

人
物

の
具
体

的
な
あ

り
方
を
直
接

示
す
も

の
で
あ
る
か

ら
、

そ

の
語

い
、
統
語
論

、
語
尾

に

い
た

る
ま

で

研
究
し

な
け
れ
ば

な
ら
な

い
。

登
場

人
物

が
、
ど

の
よ

う

な
言
葉
を
使

っ
て
い
る

か
に
よ

っ
て
、

人
物

の
様

々
な
属
性

が
わ
か

っ
て
く

る

の
で
あ
る
。

そ
し
て
、

こ
の
会

話
文
と
地

の
文
と

の
関

係

に
も

目
を
向
け

な
け

れ
ば

な
ら

な

い
。

ω

文
脈

一
つ
の
文
が
分

析
さ
れ

れ
ば

、
次

に
文

と
文

と
の

つ
な
が

り

の
問

題
に

つ
い
て
も

考
え

な
け

れ
ば

な
ら

な

い
。

文
と
文

の

つ
な
が
り

に
は
、
論

理
的

な

つ
な
が
り
も

あ

れ
ば
、

連
想
的
、

ま
た
、
偶
然

的
な

つ
な
が
り
も

あ
る
。

こ
れ
を
、
我

々
は
接
続

詞
の
問
題
と

し
て
考

え

る
こ
と
も

で
き

る
だ

ろ
う
。

㈲

音

韻
論
的

問
題

さ

て
、

以
上
、
我

々
は
文

の
表
層
構

造
を
、
意

味
論

的
、

統
語
論
的

に
み

て
き

た
が
、
文

は
ま
た
、
音

韻
論
的
も
分
析

さ
れ

な
け
れ
ば

な

ら
な

い
。
文
章

の
リ
ズ

ム
や

イ

ン
ト
ネ
ー

シ

ョ
ン
、
音

の
高
低

や
ひ
び
き
、

さ
ら

に
は
押

韻

の
問

題
な
ど
、

こ

の
分
野

で
も

研
究
す

る

課
題
は
多

い
。

し
か

し
、
今

回
は
時

間

や
紙
数

の
関
係

で
、

こ

れ

ら
の
問
題

に

つ
い
て
は
、

ふ
れ
ず

に
、
後

の
検
討

課
題

に
し

て
お

こ
う
。

8

芸
術

の
総

過
程
は
、
我

々

の
考
え

で
は
、

コ
ミ

ュ
ニ
ケ

…

シ

ョ
ン
の

一
形
態

で
あ

る
。

そ
し

て
、

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー

シ

ョ
ン
は
、
結
局

の
と

こ
ろ
、
発
信

者
と
受
信
者

の

間

の
記
号

を
媒
介

に
し
た

「
意
味
」

の
伝

達

で
あ

る
。

と

こ
ろ

で
、

こ
の
記
号
と

そ
の
意
味

の
問

題
が
簡

単

に
は
片
づ

か
な

い
難
問
な

の

で
あ

る
。

オ
グ

デ

ン
と

リ
チ

ャ

⑫

⑬

ー
ズ

は

「
意
味

の
意
味
」

の
中

で
言
語

の
意

味
を

16
も

挙

げ

て

い
る
し
、
ジ

ェ
フ
リ

i

・
リ
ー

チ
も

そ

の
著

「
意
味

論
」

の
中

で
、
言
語

の
意
味

を
七

つ
の
タ
イ
プ

に
分
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類

し

て
い
る
。

芸
術
作

品

の
伝
達

す
る
意
味

と
な
る

と
、
複

雑

き
わ
ま
り

な

い
も

の
と
な
る
だ

ろ
う
。

そ

こ
で
、
我

々
は
、

こ
の

「
芸

術
作

品

の
意
味
」

を
分

析

す
る
た

め

の
方
法

を
、

小
説
を

例

に
と

っ
て
考

え
て
み
た
。

芸
術
作

品
は
、
我

々
の
考

え

で
は
、
表

層
構
造

と
深
層
構
造

よ
り
成
り

立

っ
て
い
る
。
深

層
構
造
は

、
芸

術

の
抽

象
的

な
意
味

で
あ

り
、
リ

ー

チ
の
い

う

「
概

念
的
意
味
」

(O
o
g
9

ε
巴

ζ
雷

三
轟

)

に
あ
た

る
。

こ

の
深
層
構
造

を
分
析
す

る
視
点

を
、
プ

ロ
ッ
プ
や

ト
ド

ロ
フ
や

バ

ル
ト
な
ど

の
構
造

分
析
を

モ
デ

ル
に

し

て
考

え

て
み

た
。

表
層
構

造
は
、
芸
術

の
具
体

的

な
表

現

の
形

で
あ
る
が

、

我

々
は

こ
れ
を
、

便
宜
上
、

二

つ
に
分

け

た
。
作

者

の
態

度

の
問

題
と
言

語
的

な
問
題

と
で
あ

る
。

作
者

の

デ

ィ
ス

コ
　

ス

視
点

や
態
度

の
問

題
に
関

す
る
分
析

は
、

小

説
に
お

い
て

は
、

ロ
ジ

ャ

・
フ

ァ
ウ
ラ

ー
の

い
う
言
述

(〇
一ωO
O
ζ
脈ω
①
)

に
あ
た
り
、

テ
キ

ス
ト
分
析

に
は
欠
か

せ
な

い
も

の

で
あ

る
。

言

語
的

な
問

題
を
考

え
る
枠
組

は
、
主

と
し

て

ア
リ

ス
ト

テ
レ

ス
や
カ

ン
ト

の
カ
テ
ゴ

リ
ー
論

と
文

法

を

モ
デ

ル
に
し
た
。

音

韻
的

な
問

題

に
は
触

れ
得
な

か

っ
た

が
、
そ
れ

以
外

の

「
芸
術
作

品
の
意
味
」

を
分
析

す
る
枠
組

の
大
要

は
提
示

し
た

の
で
は
、

な

い
か

と
思
う
。

後

は
、

こ
の
枠

組

を
用

い
て
、

個

々
の
具
体
的

な
作
品

を
分
析
す

れ
ば
よ

い
わ
け

で
あ

る
。

こ
の
枠
組
が
、

芸
術

の
よ

り
深

い
鑑
賞

の

一
助

に
な
れ
ば

、
幸

い

で
あ

る
。

(お
c。
一゚
⑩
゜
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註
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p
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点
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以

下

を

参

照
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吉

田

民
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(
お
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情
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f

エ
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ォ
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ウ
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自

然
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日

の
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会
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理
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培
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平

井
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(
お
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こ

の
点

に
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い
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以
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小
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の
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と
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