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漱
石
に
お
け
る
「
間
隔
的
幻
惑
」
の
論
理

『
文
学
論
』
を
精
読
し
『
野
分
』
に
及
ぶ

服

部

徹

也

※

本
文
は
特
に
注
記
の
な
い
か
ぎ
り
『
漱
石
全
集
』（
岩
波
書
店

1993-1999

）
に
拠
る
。
引
用
文
中
、
特
に
断
り
の
な
い
か
ぎ
り

傍
線
、
傍
点
は
引
用
者
に
よ
る
。
ま
た
引
用
者
注
は
〔

〕
に
括

っ
た
。

一
、
は
じ
め
に

読
者
が
小
説
を
読
む
こ
と
を
通
し
て
物
語
世
界
を
経
験
す
る
と
き
、
テ

ク
ス
ト
の
記
述
は
読
者
に
対
し
て
そ
の
経
験
の
あ
り
よ
う
を
一
義
的
に
決

定
付
け
る
わ
け
で
も
な
け
れ
ば
、
全
く
決
定
付
け
な
い
わ
け
で
も
な
い
。

テ
ク
ス
ト
決
定
論
と
非
決
定
論
の
あ
わ
い
で
、
読
む
こ
と
の

幻
惑

（Illu
sio
n

）
を
読
者
に
差
し
向
け
る
テ
ク
ス
ト
表
現
を
捕
ま
え
、
読
み

解
く

そ
の
た
め
の
理
論
的
根
拠
と
し
て
、
読
書
行
為
に
対
す
る
認
知

的
側
面
か
ら
の
研
究
が
必
要
と
な

１
）

ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、
あ
ら
た
め
て
再

読
さ
れ
る
べ
き
先
駆
的
著
作
は
心
理
学
的
・
社
会
学
的
文
学
理
論
書
、
夏

目
漱
石
『
文
学
論
』（
大
倉
書
店
、
明
治
四
〇
年
五
月
）
を
措
い
て
他
に

な
い
。
し
ば
し
ば
同
時
代
の
文
学
言
説
が
世
界
を
「
創
作
家
」
が
ど
の
よ

う
に
見
、
ど
の
よ
う
に
記
述
す
る
か
と
い
う
視
座
に
終
始
し
て
い
た
の
に

対
し
、
漱
石
は
「
記
述
さ
れ
た
も
の
」
か
ら
「
読
者
」
が
い
か
に
し
て
自

己
の
諸
能
力
（
記
憶
・
聯
想
・
想
像
）
の
過
程
を
通
し
て
「
幻
惑
」
へ
と

共
犯
的
に
（
同
意
と
閑
却＝

抽
出
に
よ
っ
て
）
自
ら
を
投
じ
て
い
く
か
を

問
う
と
い
う
独
創
性
を
持
っ
て
い
た
。

本
稿
の
目
的
は
二
つ
あ
る
。
第
一
に
、
難
解
な
失
敗
作
と
さ
れ
が
ち
な

『
文
学
論
』
に
つ
い
て
、
明
快
な
読
み
筋
を
示
す
こ
と
で
あ
る
。
特
に

「
間
隔
的
幻
惑
」
に
着
目
す
る
こ
と
で
、
一
見

分
類
学

的
な
列
挙
・

分
析
を
大
量
に
含
む
同
書
が
、
実
は
文
学
の

発
生
学

、
お
よ
び
文
学

的
読
書
行
為
の

力
学

理
論
に
他
な
ら
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に

２
）

す
る
。

読
者
が
小
説
を
読
む
と
き
、
作
品
世
界
に
吸
い
込
ま
れ
る
よ
う
に
没
頭

し
、
や
が
て
作
中
人
物
そ
の
も
の
に
な
り
き
っ
て
し
ま
う
錯
覚

間

隔
的
幻
惑
」
と
名
付
け
ら
れ
た
こ
の
文
学
的
現
象
に
お
い
て
、
作
者
の
存

在
は
テ
ク
ス
ト
か
ら
蒸
発
し
て
消
え
る
ほ
か
な
い
だ
ろ
う
。

第
二
に
、『
文
学
論
』
と
同
時
期
の
漱
石
の
創
作
と
の
関
係
を
再
考
す

る
こ
と
で
あ
る
。
文
学
理
論
に
せ
よ
小
説
作
品
に
せ
よ
、
テ
ク
ス
ト
が
生

成
す
る
過
程
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
に
目
を
向
け
る
必
要
が
あ
る
。『
文
学
論
』

の
主
軸
が
「
作
者
の
影
」
を
蒸
発
さ
せ
る
「
幻
惑
」
の
修
辞
論
で
あ
る
な

ら
ば
、
同
時
期
の
創
作

た
と
え
ば
『
野
分
』
に
お
け
る
「
作
者
」
を

自
称
す
る
饒
舌
で
批
評
的
な
語
り
手
を
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
よ
い
の
だ
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ろ
う
か
。
本
稿
は
両
者
が
一
見
背
馳
す
る
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
本
質
的

な
繫
が
り
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

『
文
学
論
』
は
漱
石
の
英
国
留
学
期
（
明
治
三
四
｜
五
年
）
を
主
と
し
、

帰
国
後
に
も
増
補
さ
れ
た
ノ
ー
ト
群
（『
文
学
論
ノ
ー
ト
』）
に
端
を
発

３
）

す
る
。
そ
れ
ら
を
も
と
に
東
京
帝
国
大
学
の
英
文
科
講
師
と
し
て
講
じ
た

『
英
文
学

４
）

概
説
』
を
書
肆
の
求
め
に
応
じ
て
中
川
芳
太
郎
が
浄
書
し
、
そ

れ
に
明
治
三
十
九
年
末
か
ら
四
十
年
初
に
か
け
て
漱
石
が
手
を
入
れ
る
形

で
公
刊
さ
れ
る
運
び
と
な
っ
た
。
し
か
し
、『
ノ
ー
ト
』
か
ら
『
概
説
』、

そ
し
て
『
文
学
論
』
ま
で
の
道
の
り
は
単
な
る
理
論
的
な
進
歩
の
過
程
で

は
な
く
、
試
行
錯
誤
の
過
程
で
あ
っ
た
。
特
に
『
文
学
論
』
の
原
稿
（
神

奈
川
近
代
文
学
館
蔵
）
を
参
照
す
る
と
、
第
四
篇
八
章
「
間
隔
論
」
か
ら

巻
末
ま
で
、
原
稿
用
紙
ご
と
差
替
え
て
漱
石
に
よ
り
稿
を
改
め
ら
れ
て
い

る
。
こ
こ
に
改
稿
の
必
然
性
が
あ
っ
た
点
が
論
証
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

二
、『
文
学
論
』
に
お
け
る
『
ア
イ
ヴ
ァ
ン
ホ
ー
』

読
解
と
「
間
隔
的
幻
惑
」

『
文
学
論
』
第
四
編
八
章
「
間
隔
論
」
の
記
述
か
ら
導
け
る
の
は
、「
間

隔
的
幻
惑
」
に
三
つ
の
種
別
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
第
一
は
「
内
容
的
間

隔
論
」
と
呼
び
う
る
。「
聯
想
法
」
な
ど
、
文
学
的
内
容
（
Ｆ
＋
ｆ
）
の

組
み
合
わ
せ＝

修
辞
効
果
に
よ
る
方
法
で
あ
る
。
第
二
は
「
形
式
的
間
隔

論
」
で
あ
る
。「
時
間
」
と
「
空
間
」
と
い
う
形
式
に
訴
え
か
け
、
読
者

と
作
中
人
物
と
の
距
離
を
打
破
す
る
方
法
で
あ
り
、
第
四
編
八
章
で
中
心

的
に
論
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
第
三
は
「
哲
理
的
間
隔
論
」
で
あ
る
。

作
者
の
人
格
や
見
識
に
よ
っ
て
読
者
を
全
面
的
に
感
服
さ
せ
る
こ
と
で
、

読
者
と
作
者
の
間
の
距
離
を
打
破
す
る
こ
と
だ
。
し
か
し
、『
文
学
論
』

は
こ
れ
を
論
じ
ず
、
青
年
学
徒
に
研
究
の
余
地
を
示
す
の
み
で
あ
る
。

形
式
的
間
隔
論
」
は
そ
の
方
法
と
し
て
「
時
間
短
縮
法
」「
空
間
短
縮

法
」
を
挙
げ
、
さ
ら
に
大
枠
で
の
語
り
の
戦
略
レ
ベ
ル
と
し
て
「
批
評
的

作
物
」
と
「
同
情
的
作
物
」
の
区
別
を
述
べ
る
。

批
評
的
作
物
」
に
つ
い
て
は
「
作
家
篇
中
の
人
物
と
一
定
の
間
隔
を

保
つ
て
批
判
的
眼
光
を
以
て
彼
ら
の
行
動
を
叙
述
（
…
）
こ
の
方
法
に
よ

り
て
成
功
せ
ん
と
せ
ば
作
家
自
ら
に
偉
大
な
る
強
烈
な
る
人
格
あ
り
て
そ

の
見
識
と
判
断
と
観
察
と
を
読
者
の
上
に
放
射
」（
三
九
六
頁
）
と
い
い
、

そ
う
し
た
傾
向
に
お
い
て
幻
惑
を
生
じ
せ
し
め
た
実
例
は
発
見
し
難
い
と

し
て
特
に
具
体
例
は
引
用
さ
れ
ず
に
お
か
れ
る
。

同
情
的
作
物
」
に
つ
い
て
は
、「
作
者
の
自
我
を
主
張
せ
ざ
る
（
…
）

著
者
の
自
我
を
没
し
得
て
読
者
の
心
を
動
か
す
」（
三
九
六
｜
七
頁
）
作

物
で
あ
る
と
い
う
。

両
者
を
分
か
つ
分
水
嶺
に

作
中
人
物
へ
の
評
価

を
行
う
評
価
主
体

と
し
て
の
作
家
の
態﹅
度﹅
が
問
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ

は
三
人
称
／
一
人
称
、
全
知
視
点
／
限
定
視
点
と
い
う
人
称
や
情
報
量
の

問
題
と
い
う
よ
り
、
ウ
ェ
イ
ン
・
Ｃ
・
ブ
ー
ス
の
い
う
「
個
人
的
な
語

り
」「
非
個
人
的
な
語
り
」
の
区
別
に
類
比
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
と
分
る
よ
う
な
個
人
的
な
癖
、
は
っ
き
り
と
し

た
文
学
的
な
言
及
や
色
彩
に
富
ん
だ
比
喩
、
あ
ら
ゆ
る
形
式
の
神
話

や
象
徴
を
作
品
か
ら
追
放
し
な
が
ら
、
さ
ら
に
ず
っ
と
進
み
続
け
る

こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
い
っ
た
も
の
は
す
べ
て
、
価
値
評
価
を
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
明
敏
な
読
者
な
ら
ば
誰
で
も
、
そ
れ
ら
が
作
者
に

よ
っ
て
押
し
付
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
が
で
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５
）

き
る
。

す
な
わ
ち
「
同
情
的
作
物
」
と
は
、
基
本
的
に
「
作
者
」
の
名
義
で
作
中

人
物
に
対
し
あ
れ
こ
れ
と
品
評
を
加
え
る
こ
と
は
せ﹅
ず﹅
に﹅
出
来
事
を
語
っ

て
い
く
形
の
作
品
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
う
し
た
「
同
情
的
作
物
」
の

幻
惑
を
説
く
な
か
で
写
生
文
論
に
触
れ
、
そ
の
対
照
と
し
て
の
「
観
察
を

う
く
る
事
物
人
物
が
発
展
し
収
束
し
得
る
が
故
に
読
者
は
こ
れ
を
以
て
興

味
の
中
枢
と
す
る
を
得
」
る
小
説
の
存
在
に
言
及
し
た
う
え
で
「
卑
近
な

る
間
隔
論
は
略ほぽ
悉つく
す
を
得
た
り
」
と
一
般
論
を
終
え
、
以
降
は
作
家
の
手

腕
が
発
揮
さ
れ
た
各
論
に
移
る
。「
興
味
の
中
枢
」
を
も
つ
小
説
と
し
て

最
も
鮮
烈
な
例
は
ス
コ
ッ
ト
『
ア
イ
ヴ
ァ
ン
ホ
ー
』
で
あ
ろ
う
。

『
ア
イ
ヴ
ァ
ン
ホ
ー
』
二
十
九
章
の
構
造

主
人
公
ア
イ
ヴ
ァ
ン
ホ
ー
は
負
傷
し
、
敵
軍
の
城
の
一
室
に
伏
せ
っ
て

い
る
。
窓
の
外
か
ら
見
下
ろ
す
城
門
付
近
で
は
、
友
軍
が
攻
城
戦
を
展
開

し
て
い
る
。
彼
は
そ
の
戦
況
を
見
た
く
て
も
、
起
き
上
が
る
こ
と
が
で
き

な
い
。
そ
こ
で
ユ
ダ
ヤ
娘
の
レ
ベ
ッ
カ
は
、
愛
す
る
ア
イ
ヴ
ァ
ン
ホ
ー
の

た
め
我
が
身
を
危
険
に
さ
ら
し
な
が
ら
、
窓
か
ら
戦
況
を
の
ぞ
き
見
て
報

告
す
る
。

こ
こ
で
レ
ベ
ッ
カ
は
「
視
せ
た
い
が
故
に
語
る
」
強
い
欲
望
を
持
ち
、

戦
況
を
直
視
し
、
報
告
す
る
。
す
な
わ
ち
、
出
来
事
の
「
視
像
」
を
言
語

情
報
化
（
エ
ン
コ
ー
ド
）
し
た
《

６
）

叙
述
》
を
行
う
の
で
あ
る
。
他
方
、
ア

イ
ヴ
ァ
ン
ホ
ー
は
「
視
た
い
が
故
に
聴
く
」
強
い
欲
望
を
持
ち
、
報
告
を

聞
き
、
戦
況
を
幻
視
す
る
。
す
な
わ
ち
、
叙
述
を
疑
似
視
像
化
（
デ
コ
ー

ド
）
す
る
《
聴
き
手＝

読
み
手
の
幻
惑
》
が
機
能
す
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
こ
れ
を
読
む
「
読
者
」
は
ど
の
位
置
に
ど
の
よ
う
に
接
近
・
同

一
化
し
て
い
く
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
論
点
に
関
し
て
、『
ノ
ー
ト
』『
概
説
』『
文
学
論
』
で
の
説
明
原

理
の
変
更
、
そ
こ
か
ら
垣
間
見
え
る
概
念
上
の
混
乱
が
明
ら
か
に
さ
れ
ね

ば
な
ら
な
い
。

聴
く
こ
と
と
視
る
こ
と
の
再
現
性
に
つ
い
て

非
言
語
的
な
出
来
事
を
言
語
で
「
模
倣
」
す
る
こ
と
が
、
そ
れ
こ
そ

絵
空
事
か
幻
想
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
も
、
反
対
に
「
言
葉
に
つ
い
て

の
物
語
言
説
」
の
方
は
、
ア
プ
リ
オ
リ
に
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
語
っ
た

絶
対
的
模
倣
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
に
思
え
る
。（
略
）
テ
ク

ス
ト
に
存
在
す
る
言
表
と
、
主
人
公
が
発
話
し
た
と
思
わ
れ
る
文
と

の
間
に
は
、
話
さ
れ
た
も
の
か
ら
書
か
れ
た
も
の
へ
の
移
行
に
起
因

す
る
い
く
つ
か
の
差
異
以
外
の
い
か
な
る
差
異
も
存
在
し
な
い
。

（
略
）
語
り
手
は
そ
れ
を
書﹅
き﹅
写﹅
し﹅
て﹅
い﹅
る﹅

７
）

（
略
）。

つ
ま
り
、「
言
葉
に
つ
い
て
の
物
語
言
説
」
は
言
葉
を
忠
実
に
再
現
し
た

も
の
だ
が
、「
出
来
事
に
つ
い
て
の
物
語
言
説
」
は
作
中
人
物
の
知
覚
の

再
現
と
い
う
困
難
が
あ
る
（
再
現
性
が
低
い
）。
こ
の
点
に
『
ノ
ー
ト
』

『
概
説
』『
文
学
論
』
間
の
説
明
原
理
上
の
混
乱
の
原
因
が
あ
る
。

た
と
え
ば
、『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
の
劇
中
劇
シ
ー
ン
は
『
ノ
ー
ト
』『
概

説
』
に
お
い
て
「
間
隔
論
」
の
論
証
に
組
み
込
ま
れ
て
き
た
が
、『
文
学

論
』
で
は
削
除
さ
れ
る
。
そ
れ
は
劇
と
文
学
と
の
根
本
的
な
差
異
ゆ
え
で

あ
る
。
観
劇
者
は
劇
中
劇
と
い
う
出
来
事
を
直
接
「
視
聴
」
で
き
る
。
し

か
し
小
説
読
者
は
劇
中
劇
的
な
出
来
事
を
文
字＝

報
告
を
介
し
て
「
読

む
」
こ
と
し
か
出
来
な
い
。
こ
こ
に
再
現
性
の
本
質
的
な
差
異
が
横
た
わ

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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他
方
、『
ア
イ
ヴ
ァ
ン
ホ
ー
』
二
十
九
章
は
出
来
事
を
視
る
「
作
中
報

告
者
」
と
、「
作
中
聴
き
手
」
が
形
象
化
さ
れ
た
「
対
話
構
造
」
と
い
え

る
。『
ノ
ー
ト
』
段
階
の
「
間
隔
論
」
で
は
、
心
理
的
同
一
化
も
含
め
多

様
な
論
点
が
書
き
留
め
ら
れ
、
作
中
人
物
の
直
接
話
法
の
セ
リ
フ
が
同
時

に
叙
述
も
兼
ね
る
「 in

d
ire
c
t d

isc
rip
tio
n

間

接

叙

述
」
概
念
が
提
示
さ
れ
る
（『
ノ
ー

ト
』、
二
八
六
頁
）。
し
か
し
、『
概
説
』
の
段
階
で
は
「
間
接
叙
述
」
概

念
を
削
除
、
間
隔
的
幻
惑
と
は
「
立
聞
き
」
す
る
か
の
感
を
得
る
事
と
さ

れ
る
（『
概
説
』、
四
四
七
頁
）。
最
終
的
に
『
文
学
論
』
の
段
階
で
、
立

聞
き
に
加
え
レ
ベ
ッ
カ
の
目
と
な
り
耳
と
な
り
戦
況
を
目
撃
す
る
か
の
よ

う
な
幻
惑
、
さ
ら
に
心
理
的
同
一
化
も
論
じ
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
説
明

原
理
の
変
更
は
、
文
章
芸
術
に
お
け
る
視
覚
性
を
め
ぐ
る
概
念
上
の
混
乱

に
根
ざ
し
て
い
た
と
考
え
ら

８
）

れ
る
。
以
上
の
概
観
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、

『
ア
イ
ヴ
ァ
ン
ホ
ー
』
に
お
け
る
「
間
隔
的
幻
惑
」
に
つ
い
て
分
析
す
る

必
要
が
あ
る
。

『
ア
イ
ヴ
ァ
ン
ホ
ー
』
を
読
む
読
者
の
位
置

漱
石
に
よ
れ
ば
、
作
家
の
技
量
、
記
事
の
内﹅
容﹅
よ
り
起
こ
る
幻
惑
が
高

ま
る
と
き
、
読
者
は
「
進
ん
で
こ
れ
に
近
づ
き
、
近
づ
い
て
こ
れ
に
進

み
、
遂
に
著
者
〔
こ
の
場
合
レ
ベ
ッ
カ
〕
と
同
平
面
、
同
位
地
に
立
つ

て
、
著
者
の
眼
を
以
て
見
、
著
者
の
耳
を
以
て
聴
く
に
至
る
」（
四
〇
七

頁
）
と
い
う
。
こ
こ
に
は
内
容
的
間
隔
論
と
形
式
的
間
隔
論
が
互
い
に
協

同
す
る
様
が
見
て
と
れ
る
が
、
重
要
な
の
は
作
中
人
物
レ
ベ
ッ
カ
の
「
著

者
」
役
割
で
あ
ろ
う
。

然
る
にR

eb
ecca

は
篇
中
の
一
人
物
な
り
。
戦
況
を
叙
述
す
る
の

点
に
お
い
て
著
者
の
用
を
弁
ず
る
と
共
に
、
篇
中
に
出
頭
し
没
頭

し
、
い
い

と
し
て
事
局
の
発
展
に
沿
ふ
て
最
後
の
大
団
円
に
流
下
す

る
の
点
に
お
い
て
記
事
中
の
一
人
た
る
を
免
か
れ
ず
。
こ
の
故
に
著

者
と
し
て
のR

eb
ecca

と
同
化
す
る
傍
ら
、
既
に
記
事
中
の
一
人

た
るR

eb
ecca

と
同
化
し
了
る
も
の
な
り
。（
四
〇
七
｜
八
頁
）

漱
石
自
身
は
、
右
の
記
述
に
お
い
て
ア
イ
ヴ
ァ
ン
ホ
ー
の
位
置
を
明
示

的
に
議
論
に
組
み
込
ん
で
い
な
い
が
、
そ
の
点
を
補
足
し
つ
つ
以
上
を
ま

と
め
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
読
者
の
間
隔
打
破
の
軌
跡
を
描
く
こ
と
が
で
き

よ
う
。
ま
ず
『
ア
イ
ヴ
ァ
ン
ホ
ー
』
を
読
む
①
読
者
は
物
語
世
界
内
に
入

り
込
む
と
、
ア
イ
ヴ
ァ
ン
ホ
ー
と
い
う
②
聴
き
手
の
傍
ら
へ
接
近
し
、
や

が
て
③
ア
イ
ヴ
ァ
ン
ホ
ー
そ
の
も
の
と
し
て
聴
き
、「
報
ず
る
も
の
ゝ
言

語
に
よ
り
当
時
を
想
像
す
る
読
者
」（
四
一
五
頁
）
は
、「
吾
人
は
幻
惑
を

受
け
て
戦
況
を
眼
前
に
髣
髴
す
る
」（
四
〇
八
頁
）、
す
な
わ
ち
眼
前
に
④

戦
況
を
見
る
レ
ベ
ッ
カ
と
相
同
的
な
位
置
に
立
つ
と
い
え
る
。
そ
こ
で
実

現
さ
れ
る
の
は
、
言
語
情
報
か
ら
の
擬
似
視
像
化＝

幻
視
」
に
他
な
ら

な
い
。
そ
の
境
地
に
お
い
て
、
作
品
世
界
内
に
入
り
込
ん
だ
読
者
か
ら
振

り
返
れ
ば
、
作
者
と
は
む
し
ろ
作
品
外
に
疎
外
視
さ
れ
る
存
在
で
し
か
な

い
こ
と
に
な
る
。
以
上
が
「
間
隔
的
幻
惑
」
で
あ
る
。
右
の
よ
う
な
舞
台

設
定
や
、
登
場
人
物
間
の
関
係
な
ど
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
、
上
記
の
よ
う

な
間
隔
的
幻
惑
が
起
こ
り
う
る
。

間
隔
的
幻
惑
」
の
条
件

こ
う
し
た
「
間
隔
的
幻
惑
」
を
い
か
に
し
て
テ
ク
ス
ト
は
準
備
し
う
る

の
か
。『
文
学
論
』
か
ら
導
き
う
る
そ
の
条
件
は
、
以
下
の
三
点
で
あ
る
。

①

著
者
の
技
量
」（
が
発
揮
さ
れ
た
作
品
内
の
表
現
）

②

記
事
の
内
容
お
よ
び
設
定
」
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③

読
者
の
記
憶
能
力
」（
に
訴
え
か
け
る
対
話
等
シ
グ
ナ
ル
の
反

復
）

こ
の
う
ち
、
①
「
著
者
の
技
量
」
に
か
か
る
問
題
と
し
て
第
四
篇
に
縷
々

述
べ
ら
れ
た
修
辞
論
的
な
議
論
が
役
立
つ
の
で
あ
る
。
そ
の
修
辞
を
織
り

な
す
単
位
、
お
よ
び
②
記
事
の
内
容
と
し
て
、
第
一
篇
・
第
二
篇
で
論
じ

ら
れ
た
（
Ｆ
＋
ｆ
）
の
内
容
論
が
参
照
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
そ
う

し
て
生
じ
得
た
幻
惑
が
、
科
学
的
な
認
識
と
ど
う
異
な
り
、
認
識
論
的
に

ど
の
よ
う
に
根
拠
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
に
つ
い
て
「
文
芸
上
の

真
」
を
論
じ
た
第
三
篇
が
参
照
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て

み
る
と
、
第
四
篇
第
八
章
「
間
隔
論
」
は
『
文
学
論
』
に
お
け
る
心
臓
部

を
な
し
、
全
体
を
有
機
的
に
読
む
た
め
の
重
要
な
出
発
点
に
な
り
う
る
こ

と
が
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、『
文
学
論
』
が
読
書
行
為
の

力
学

理
論
で
あ
る
こ
と
を

明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
最
も
注
目
す
べ
き
は
不
確
定
で
動
的
な
「
能

力
」
の
場
で
あ
る
③
「
読
者
の
記
憶
能
力
」
に
他
な
ら
な
い
。

彼
我
の
間
隔
を
ち
ぢ
め
ん
が
た
め
に
は
、
篇
中
の
人
に
し
て
こ
れ
を

語
る
も
の
な
か
る
べ
か
ら
ず
、
篇
中
の
人
に
し
て
ま
た
こ
れ
を
聴
く

も
の
な
か
る
べ
か
ら
ざ
る
はIv

a
n
h
o
e

の
場
合
に
徴
し
て
明
か
な

り
。
然
れ
ど
も
こ
の
二
人
は
単
に
形
式
の
た
め
に
存
在
す
べ
か
ら

ず
。（
…
）
こ
の
二
人
が
篇
中
に
活
動
す
と
の
証
明
を
絶
え
ず
読
者

に
与
へ
て
、
読
者
を
し
て
、（
…
）
作
家
よ
り
聞
く
に
あ
ら
ず
し
て
、

篇
中
の
一
人
よ
り
聞
く
な
り
と
の
記
憶
を
繰
り
返
さ
し
む
る
に
あ

り
。

（
四
一
二
｜
三
頁
）

右
は
ミ
ル
ト
ン
の
『
闘
士
サ
ム
ソ
ン
』
を
「
恰
も
盲
詩
人
〔
ミ
ル
ト

ン
〕
か
ら
の
口
を
通
じ
てS

a
m
so
n

の
最
期
を
聞
く
が
如
き
感
あ
る
を

免
か
れ
ず
」
と
し
た
う
え
で
の
処
方
箋
だ
が
、
直
接
話
法
の
問
答
を
繰
り

返
す
こ
と
で
読
者
の
記
憶
｜
忘
却
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
に
訴
え
か
け
る
発
想

が
示
さ
れ
て
い
る
点
が
興
味
深
い
。
こ
の
よ
う
に
、
作
者
は
テ
ク
ス
ト
上

に
シ
グ
ナ
ル
を
反
復
し
、
何
か
を
読
者
に
「
忘
れ
さ
せ
な
い
」
こ
と
が
可

能
で
あ
る
。
反
対
に
、
文
章
の
中
の
対
話
的
位
置
関
係
を
「
忘
れ
て
し
ま

う
」
と
、
読
者
自
身
が
物
語
世
界
外
聴
き
手
で
あ
る
と
し
か
思
え
な
い
た

め
、「
間
隔
的
幻
惑
」
は
生
じ
な
い
。

読
者
は
た
だ
記
事
の
自
然
と
曲
折
な
く
展
開
す
る
を
知
る
の
み
に
し

て
、
遂
に
語
る
も
の
あ
る
を
忘
れ
、
ま
た
聴
く
も
の
あ
る
を
忘
れ
ん

と
す
。
こ
の
両
者
を
忘
る
る
と
き
は
、
著
者
自
か
ら
こ
れ
を
叙
述
す

る
も
、
或
は
篇
中
の
人
物
を
し
て
こ
れ
を
叙
述
せ
し
む
る
も
間
隔
に

お
い
て
寸
毫
の
異
な
る
な
き
は
賭
易
み
や
す

き
の
理
な
り
。（
四
一
三
頁
）

両
作
の
比
較
に
よ
り
、
結
果
が
わ
か
っ
た
時
点
か
ら
既
知
の
過
去
を
語

る
『
闘
士
サ
ム
ソ
ン
』
に
対
し
、『
ア
イ
ヴ
ァ
ン
ホ
ー
』
の
現
在
法
が
時

間
短
縮
法
の
効
果
を
持
つ
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
。

T
h
e B

la
ck
 
K
n
ig
h
t

か
、F

ro
n
t
d
e
B
o
eu
f

か
、
こ
れ
読
者
の

呼
吸
を
凝
ら
し
て
知
ら
ん
と
欲
す
る
の
み
な
ら
ず
、R

eb
ecca

の

ま
た
張
胆
明
目
し
て
知
ら
ん
と
欲
す
る
所
の
も
の
な
り
。
而
し
て

R
eb
ecca

の
か
く
熱
心
な
る
は
勝
敗
の
数
未
だ
定
ま
ら
ざ
る
現﹅
在﹅

の
光
景
な
れ
ば
な
り
。

（
四
一
五
頁
）

ま
た
レ
ベ
ッ
カ
自
身
の
未
来
へ
と
読
者
が
関
心
を
持
っ
た
場
合
は
、
よ

り
い
っ
そ
う
時
間
的
間
隔
の
短
縮
が
起
こ
り
や
す
い
と
い
う
。
戦
争
に
つ

い
て
の
報
告
を
聞
き
つ
つ
彼
女
の
行
く
末
を
案
じ
る
こ
と
に
な
り
、「
未

知
数
の
い
ず
れ
に
向
つ
て
発
展
す
る
か
を
気
遣
ふ
の
余
り
、
吾
人
は
催
眠

術
に
か
か
れ
る
患
者
の
如
く
に
左
右
を
顧
み
る
の
遑いとまな
く
し
て
前
進
す
」
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る
と
い
う
の
だ
。
当
然
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
に
興
味
を
惹
か
せ
る
だ
け
の

人
物
造
形
が
枢
要
で
あ
ろ
う
。

本
項
で
は
「
形
式
的
間
隔
論
」
を
論
じ
る
た
め
に
、
人
物
造
型
や
設
定

な
ど
「
内
容
的
」
な
共
感
に
言
及
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
を

踏
ま
え
る
と
き
、
第
八
章
冒
頭
で
漱
石
が
こ
れ
か
ら
論
じ
る
「
間
隔
論
」

を
内
容
論
で
な
く
形
式
論
で
あ
る
と
区
分
し
よ
う
と
し
た
際
の
歯
切
れ
の

悪
さ
、
ま
た
「
余
の
浅
学
な
る
内
容
を
説
い
て
形
式
に
及
ぶ
能
は
ず
、
形

式
の
局
部
に
触
れ
て
結
構
の
大
本
を
詳
説
す
る
能
は
ざ
る
は
遺
憾
な
り
」

（
三
九
三
頁
）
と
い
う
自
己
限
定
に
は
じ
め
て
合
点
が
い
く
。
漱
石
の

『
ア
イ
ヴ
ァ
ン
ホ
ー
』
読
解
は
、「
間
隔
論
」
が
形
式
上
の
問
題
（
時

間
・
空
間
）
に
収
ま
り
切
ら
ず
、
内
容
上
の
問
題
と
も
密
接
に
相
互
依
存

し
て
い
る
錯
綜
を
解
き
ほ
ぐ
す
作
業
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、
漱
石
が
読
者
の
認
知＝

記
憶
の
過

程
を
根
底
に
置
い
て
「
幻
惑
」
の
読
書
行
為
論
を
進
め
て
い
た
こ
と
で
あ

る
。
そ
こ
で
は
当
然
な
が
ら
、
心
理
学
的
な
意
識
論
が
枠
組
み
と
な
っ
て

９
）

い
る
。
し
か
し
、（
特
に
読﹅
者﹅
と﹅
作﹅
中﹅
人﹅
物﹅
と﹅
の﹅
区﹅
別﹅
を
）
選
択
的
に

「
忘
れ
さ
せ
る
」
こ
と
は
い
か
に
し
て
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。「
記
憶
」

と
「
忘
却
」
と
は
あ
き
ら
か
に
非
対
称
の
形
式
と
し
て
取
り
扱
い
が
必
要

だ
が
、
こ
の
両
者
の
協
働
こ
そ
が
「
間
隔
的
幻
惑
」
の
動
因
と
し
て
要
請

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

三
、『
文
学
論
』
に
お
け
る
「
忘
却
」
の
意
識
理
論

読
書
契
約
と
い
う
共
犯
契
約

読
者
に
い
か
に
し
て
作
中
人
物
と
の
隔
た
り
を
「
忘
れ
さ
せ
る
」
こ
と

が
可
能
な
の
か
、
い
わ
ば
「
幻
惑
」
の
力
学
的
な
動
因
に
つ
い
て
、『
文

学
論
』
は
ど
の
よ
う
に
理
論
化
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
作
中
報
告
者
に

よ
る
《
叙
述
》、
作
中
聴
き
手
を
伴
う
「
対
話
構
造
」
の
反
復
と
い
う

「
機
構
」
が
明
ら
か
に
な
っ
た
今
、「
動
因
」
と
し
て
「
間
隔
論
」
で
扱

わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
「
忘
却
」
の
問
題
を
、『
文
学
論
』
他
編

に
視
野
を
広
げ
る
こ
と
で
追
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

漱
石
は
『
文
学
論
』
に
お
い
て
「
記
述
さ
れ
た
も
の
」
か
ら
「
読
者
」

が
い
か
に
し
て
自
己
の
諸
能
力
（
記
憶
・
聯
想
・
想
像
）
の
過
程
を
通
し

て
「
幻
惑
」
へ
と
共﹅
犯﹅
的﹅
に﹅
自
ら
を
投
じ
て
い
く
か
を
問
う
て
い
た
。
第

二
編
第
三
章
「
ｆ
に
伴
ふ
幻
惑
」
に
お
い
て
、
漱
石
が
あ
る
種
の
「
読
書

契
約
」
の
問
題
に
踏
み
込
ん
で
い
た
こ
と
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。

直
接
、
間
接
経
験
の
差
異
は
単
に
上
記
の
如
く
数
量
的
な
る
に
止
ら

ず
し
て
性
質
上
よ
り
見
て
も
著
し
き
現
象
あ
る
を
認
む
べ
し
。
元
来

吾
人
が
文
学
を
賞
翫
す
る
と
は
其
作
者
の
表
出
法
に
対
す
る
同
意
を

意
味
す
る
も
の
と
す
。
然
る
に
其
表
出
法
た
る
や
上
述
の
如
く
故
意

に
又
は
無
意
識
に
多
く
の
事
実
的
分
子
を
閑
却
し
て
文
を
行
る
も
の

な
れ
ば
、
か
く
の
如
く
一
種
の
除
去
法
の
結
果
現
は
れ
た
る
文
学
的

作
品
に
対
し
吾
人
が
生
ず
る
ｆ
は
、
其
実
物
に
対
し
て
感
ず
る
情
緒

と
質
に
於
て
異
る
こ
と
無
論
の
事
な
る
べ
し
。
さ
れ
ば
吾
人
が
文
学

を
読
ん
で
苟
も
之
を
賞
翫
す
る
限
り
は
多
く
は
作
者
に
馬
鹿
に
さ

れ
、
少
な
く
と
も
書
を
手
に
し
て
面
白
し
と
感
ず
る
間
全
く
自
己
を

其
作
者
の
掌
中
に
委
ね
つ
ゝ
あ
る
も
の
な
る
べ
し
。（
一
七
五
頁
）

こ
こ
で
は
「
閑
却
」（
選
択
的
忘
却
）
へ
の
「
同
意
」
が
論
じ
ら
れ
て

い
る
が
、
た
と
え
ば
、
舞
台
が
舞
台
に
過
ぎ
ず
、
役
者
が
役
者
に
過
ぎ
な

い
こ
と
を
忘
れ
れ
ば
、
劇
に
没
頭
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
じ
よ
う
に
、

読
書
に
お
い
て
も
様
々
な
「
閑
却
」
へ
の
「
同
意
」
が
基
本
原
理
と
な
っ
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て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
芸
術
論
上
、
あ
る
い
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

の
存
在
論
と
し
て
持
つ
意
味
は
非
常
に
多
大
で
あ
る
。「
鳥
の
空
音
」
を

空﹅
音﹅
と﹅
知﹅
っ﹅
て﹅
な﹅
お﹅
賞
翫
す
る
こ
と
で
、
或
は
ホ
ン
モ
ノ
以
上
に
美
し
い

歌
声
を
味
わ
い
う
る
か
も
し
れ
な
い
こ
と
を
考
え
れ
ば
想
像
に
難
く
な
い

だ

10
）

ろ
う
。

演
劇
は
人
生
の
再
現
に
し
て
、
し
か
も
人
生
よ
り
も
強
き
再
現
な

り
。
人
生
を
縮
写
し
て
、
注
意
を
狭
き
舞
台
に
集
注
す
る
が
故
に
如

何
な
る
演
劇
も
吾
人

傍
観
す
る
丈
の
働
き
よ
り
な
き
吾
人

に
普
通
以
上
の
程
度
に
於
て
人
生
の
実
在
を
明
瞭
に
意
識
せ
し
む
。

（
二
〇
八
頁
）

こ
こ
で
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
へ
の
「
注
意
」
の
「
集
注
」（
間
接
経
験
）
に

よ
っ
て
、
単
に
現
実
に
向
き
合
う
（
直
接
経
験
）
よ
り
も
効
果
的
に
、
現

実
の
あ
る
側
面
を
「
意
識
」
さ
せ
う
る
と
い
う
。
こ
の
説
明
原
理
に
用
い

ら
れ
た
鍵
概
念
、「
集
注
」
と
は
当
時
の
生
理
学
的
心
理
学
の
概
念
に
他

な
ら

11
）

な
い
。

さ
ら
に
心
理
学
的
概
念
へ
の
参
照
を
確
認
し
よ
う
。
こ
こ
で
、「
閑
却
」

「
忘
却
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ
を
、「
思
い
出
せ
な
く
な
る
こ
と
」（
痕
跡
の

消
去
）
で
は
な
く
、「
一
時
的
に
意
識
の
外
に
追
い
や
る
こ
と
」（
い
つ
で

も
思
い
出
す
こ
と
は
出
来
る
、
保﹅
留﹅
さ﹅
れ﹅
た﹅
忘﹅
却﹅
）
と
捉
え
て
お
く
必
要

が
あ
る
。
漱
石
の
引
く
意
識
理
論
に
照
ら
せ
ば
、
あ
る
心
的
表
象
が
「
辺

端
的
意
識
」（
三
一
頁
）
か
ら
や
が
て
「
識
域
下
の
意
識
」
へ
と
押
し
遣

ら
れ
る
過
程
で
あ
る
と
言
い
換
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、

真
な
る
か
、
真
な
ら
ざ
る
か
は
全
く
別
問
題
に
属
す
。
始
め
よ
り
知

の
領
域
に
住
し
て
此
十
数
行
を
読
む
も
の
す
ら
、
読
む
う
ち
に
わ
が

意
識
の
頂
点
が
崇
高
な
る
情
調
に
占
め
ら
れ
て
知
的
分
子
は
全
く
識

域
以
下
に
斥
け
ら
る
ゝ
か
、
或
は
僅
に
識
末
に
其
命
脈
を
保
つ
に
至

る
を
自
覚
す
べ
し
。
若
し
然
ら
ず
と
云
は
ゞ
こ
の
人
は
文
学
的
に
不

具
な
る
か
、
或
はM

ilto
n

の
技
倆
が
そ
の
人
を
動
か
し
得
る
程
巧

み
な
ら
ざ
る
か
に
帰
着
す
。

（
二
〇
三
｜
四
頁
）

と
い
う
。
以
上
か
ら
、「
閑
却
」
の
読
書
契
約
の
履
行
が
、
読
者
の
意
識

的
な
領
域
の
み
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か

に
な
る
。

幻
惑
の
読
書
行
為
に
お
け
る
共
犯
的
履
行

私
た
ち
が
「
事
実
的
分
子
」
を
「
忘
れ
よ
う
」
と
意
識
的
に
努
め
て
読

書
を
行
う
こ
と
な
ど
、
経
験
に
徴
し
て
あ
り
え
よ
う
か
。
漱
石
は
、
そ
れ

と
は
別
の
仕
方
で
こ
の
契
約
の
履
行
過
程
を
描
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

識
域
下
の
領
域
が
論
理
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
ず
読
者
は
作
家
の
表
現
法
へ
の
「
同
意
」（
読
書
契
約
）
を
結
ぶ
。

す
な
わ
ち
、
あ
る
心
的
表
象
（
自
己
関
係
・
善
悪
・
知
的
分
子
）
を
意
識

の
外
に
「
閑
却
」
す
る
同
意
で
あ
る
。
次
に
、
作
家
の
技
倆
・
読
者
の
能

力
と
の
相
互
作
用
に
よ
っ
て
、
共
犯
的
に
「
閑
却
」
が
実
行
さ
れ
る
。
す

な
わ
ち
、「
閑
却
し
よ
う
」
と
い
う
明
確
な
意
図
な
し
に
、
自
己
の
認
知

を
限
定
し
、
歪
ま
せ
て
い
く
の
は
読
者
の
仕
事
で
あ
る
。

こ
の
過
程
は
、「
故
意
に
又
は
無
意
識
に
多
く
の
事
実
的
分
子
を
閑
却
」

し
た
表
現
法
に
同
意
し
た
読
者
自
身
が
、
無﹅
意﹅
志﹅
的﹅
に﹅
こ
の
「
閑
却
」
を

再
演
す
る
こ
と
で
あ
る
。
曰
く
、「
重
大
な
る
道
徳
的
分
子
の
混
入
し
来

る
べ
き
作
品
に
対
し
て
さ
へ
暗
々
裏
に
此
分
子
を
忘
却
し
て
、
し
か
も
恬

然
た
り
」（
一
八
一
頁
）、「
沙
翁
を
読
む
に
あ
た
つ
て
、（
…
）
面
白
し
と

感
ず
る
丈
其
丈
冥
々
裏
に
知
的
分
子
の
除
去
を
履
行
し
」（
二
〇
〇
頁
）、
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と
い
う
よ
う
に
、
読
者
は
「
閑
却
し
よ
う
」
と
い
う
明
確
な
意
図
な
し

に
、
そ
の
「
閑
却
」
を
自
己
に
も
た
ら
し
、
自
己
の
認
知
を
限
定
し
、
歪

ま
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
前
章
終
盤
で
論
じ
た
「R

eb
ecca

自
身
の
未

来
へ
と
読
者
が
関
心
を
持
っ
た
場
合
」、
す
な
わ
ち
読
者
が
彼
女
の
行
く

末
を
案
じ
て
い
る
状
態
に
つ
い
て
も
ま
さ
に
、「
催
眠
術
に
か
ゝ
れ
る
患

者
の

12
）

如
く
」（
四
一
六
頁
）
に
間
隔
的
幻
惑
に
突
き
進
む
と
い
う
比
喩
的

説
明
が
用
い
ら
れ
て
い
た
。
読
者
が
作
者
の
「
催
眠
術
の
権
能
に
身
を
委

ぬ
る
」（
一
三
三
頁
）
と
き
、
言
わ
ば
、
だ
ま
す
自
覚
な
し
に
自
ら
を
騙

す
「
自
己
欺
瞞
」
の

13
）

状
態
に
お
い
て
、
あ
る
心
的
表
象
（
自
己
関
係
・
善

悪
・
知
的
分
子
）
を
意
識
の
外
に
追
い
や
り
、
自
己
の
諸
能
力
（
記
憶
・

聯
想
・
想
像
）
に
よ
っ
て
喚
起
し
た
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
情
緒
ｆ
を
「
読

者
の
幻
惑
」
と
し
て
自
ら
の
も
の
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
こ

そ
、
作
中
人
物
の
感
情
が
読
者
自
身
の
感
情
で
あ
る
と
い
う
「
同
感
」

（

14
）

sy
m
p
a
th
y

）
を
伴
っ
た
「id

en
tica

l

な
同
化
」（『
ノ
ー
ト
』、
二
八

五
｜
二
八
六
頁
参
照
）
が
生
じ
る
土
壌
が
あ
る
。

以
上
に
よ
り
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、
次
の
こ
と
で
あ
る
。
読
者
が
作

者
や
作
中
人
物
の
媒
介
を
忘
れ
て
物
語
世
界
に
引
き
込
ま
れ
て
い
く
「
間

隔
的
幻
惑
」
の
動
因
は
、
読
者
の
「
意
識
」
過
程
に
求
め
ら
れ
た
。
し
か

し
根
本
的
に
は
、
む
し
ろ
そ
の
「
意
識
」
を
裏
か
ら
か
い
く
ぐ
る
よ
う
に

し
て
行
わ
れ
る
暗
黙
の
読
書
契
約
に
基
づ
い
た
「
催
眠
」
的
読
者
の
共
謀

こ
そ
が
、「
読
者
の
幻
惑
」、「
同
感
」
ひ
い
て
は
間
隔
的
・
心
理
的
「
同

一
化
」
を
可
能
に
し
て
い
た
の
だ
。
そ
し
て
お
そ
ら
く
、「
間
隔
的
幻
惑
」

を
も
っ
と
も
強
め
る
「
同
感
」
と
は
、「
視
た
い
が
故
に
聴
く
」
と
い
う

言
語
を
媒
介
と
し
た
知
覚
へ
の
欲
望

（
デ
コ
ー
ド
へ
の
欲
望
）
の
模

倣＝

感
染
に
他
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
読
書
行
為
論
と
し
て
の
『
文
学
論
』

は
「
識
域
下
」
の
現
象
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

四
、『
文
学
論
』
の
余
白
と
『
野
分
』

哲
理
的
間
隔
論
と
知
識
Ｆ

『
文
学
論
』
に
お
け
る
「
間
隔
的
幻
惑
」
の
論
理
は
、「
同
情
的
作
物
」

に
お
い
て
読
者
が
作
中
人
物
と
の
隔
た
り
を
忘
れ
る
こ
と
で
、
作
者
の
存

在
を
テ
ク
ス
ト
か
ら
蒸
発
さ
せ
て
し
ま
う
。
他
方
、
同
時
期
の
漱
石
の
創

作
の
物
語
言
説
に
は
、「
作
者
」
を
自
称
す
る
語
り
手
の
饒
舌
が
そ
の
見

識
と
存
在
感
を
誇
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
両
者
の
関
係
を

一
体
ど
の
よ
う
に
解
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

時
期
か
ら
す
れ
ば
、『
概
説
』
の
講
義
期
は
学
者
か
ら
『
吾
輩
は
猫
で

あ
る
』『
坊
つ
ち
や
ん
』
の
漱
石
で
も
あ
る
と
い
う
二
重
存
在
と
な
っ
た

時
期
で
あ
る
の
に
対
し
、『
文
学
論
』
加
筆
期
は
『
二
百
十
日
』
の
豆
腐

屋
主
義
、『
野
分
』
の
志
士
の
ご
と
き
文
学
者
の
使
命
が
表
明
さ
れ
た
時

期
に
相
当
す
る
。『
文
学
論
』
序
文
に
も
予
示
さ
れ
る
通
り
、
そ
の
後
は

学
者
生
活
と
決
別
、
専
業
作
家
へ
と
突
き
進
ん
で
い
く
。

以
上
の
時
期
的
先
後
関
係
か
ら
、
し
ば
し
ば
『
文
学
論
』
は
本
格
的
な

作
家
と
な
る
以
前
の
、
不
完
全
な
テ
ク
ス
ト
で
し
か
な
い
と
い
う
批
判

や
、
以
後
の
創
作
の
理
論
的
下
図
が
既
に
描
か
れ
て
い
る
と
し
て
創
作
を

読
み
解
く
定
規
の
よ
う
に
引
用
さ
れ
る
扱
い
を
被
っ
て
き
た
。
し
か
し
そ

の
い
ず
れ
も
が
、
公
刊
時
期
の
単
純
な
先
後
関
係
を
前
提
に
、
理
論
と
創

作
と
の
素
朴
な
「
比
較
」
や
「
反
映
」
を
論
ず
る
に
止
ま
っ
て
い
た
こ
と

は
批
判
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

本
稿
は
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
。『
文
学
論
』
の
反
映
と
し
て
の
「
実
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作
」
と
捉
え
る
よ
り
も
、
文
学
者
と
し
て
の
思
想
の
鮮
明
化
が
、『
文
学

論
』
の
記
述
に
変
更
を
迫
っ
た
と
捉
え
る
ほ
う
が
本
質
的
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
そ
の
よ
う
な
視
座
か
ら
『
文
学
論
』
の
生
成
過
程
が
捉
え
直
さ
れ

る
と
き
、
右
に
述
べ
た
『
文
学
論
』
と
同
時
期
の
創
作
の
関
係
、
と
り
わ

け
「
作
者
の
影
」
を
め
ぐ
る
背
馳
に
も
合
理
的
な
説
明
が
可
能
と
な
る
。

見
せ
消
ち
」
的
な
加
筆

『
ノ
ー
ト
』『
概
説
』
と
比
較
す
る
こ
と
で
『
文
学
論
』
段
階
で
は
じ
め

て
「
間
隔
論
」
に
加
筆
さ
れ
た
も
の
が
明
ら
か
と
な
る
。
そ
れ
は
大
き
く

わ
け
て
以
下
の
三
点
で
あ
る
。

第
一
に
、「
写
生
文
」
へ
の
言
及
。
こ
こ
で
は
明
治
三
十
九
年
末
｜
四

十
年
初
頭
、
四
方
太
ら
と
写
生
文
論
を
交
わ
し
た
こ
と
が
活
か
さ
れ
つ

つ
、「
興
味
の
中
枢
」
が
観
察
者
に
あ
る
「
写
生
文
」
と
出
来
事
に
あ
る

「
小
説
」
と
い
う
形
で
、「
小
説
」
ジ
ャ
ン
ル
が
逆
照
射
さ
れ
る
。

第
二
に
、「
批
評
的
作
物
」「
同
情
的
作
物
」
の
区
別
が
設
け
ら
れ
る
。

し
か
し
前
者
は
実
例
が
挙
げ
ら
れ
ず
掘
り
下
げ
ら
れ
な
い
。

第
三
に
、「
哲
理
的
間
隔
論
」
に
つ
い
て
示
唆
が
な
さ
れ
る
。
知
識
と

見
解
不
足
を
理
由
に
自
ら
は
こ
れ
を
論
じ
ず
、「
青
年
の
学
徒
」
に
向
か

っ
て
研
究
の
余
地
を
示
す
に
留
め
て
い
る
（
三
九
七
頁
）。

こ
の
う
ち
特
に
第
二
、
第
三
の
加
筆
は
『
草
枕
』
と
は
異
な
る
一
面
と

し
て
の
『
野
分
』
を
構
想
し
た
思
想
的
状
況
と
強
く
結
び
つ
い
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
（
時
期
的
に
は
『
野
分
』
脱
稿
後
に
「
間
隔
論
」
改
稿
が
な

さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
）。

『
野
分
』
は
当
初
、「
近
々
「
現
代
の
青
年
に
告
ぐ
」
と
云
ふ
文
章
を
か

く
か
又
は
其
主
意
を
小
説
に
し
た
い
と
思
ひ
ま
す
（
…
）
大
に
青
年
を
奮

発
さ
せ
る
事
を

15
）

か
く
」
と
さ
れ
、「
論
文
」
と
も
な
り
え
る
原
構
想
を
持

っ
て
い
た
（
同
時
期
の
断
片
や
書
簡
を
参
照
）。
特
に
、「
僕
は
打
死
を
す

る
覚
悟
で
あ
る
。（
…
）
ど
の
位
人
が
自
分
の
感
化
を
う
け
て
、
ど
の
位

自
分
が
社
会
的
分
子
と
な
つ
て
未
来
の
青
年
の
肉
や
血
と
な
つ
て
生
存
し

得
る
か
を
た
め
し
て
見
た
い
」（689

狩
野
亨
吉
宛
、
十
月
二
十
三
日
）

と
戦
闘
的
な
隠
喩
に
よ
っ
て
語
ら
れ
つ
つ
、
社
会
へ
感
化
を
与
え
る
意
志

が
表
明
さ
れ
て
い
た
。

草
枕
の
様
な
主
人
公
で
は
い
け
な
い
。
あ
れ
も
い
ゝ
が
矢
張
り
今
の

世
界
に
生
存
し
て
自
分
の
よ
い
所
を
通
そ
う
と
す
る
に
は
ど
う
し
て

も
イ
ブ
セ
ン
流
に
出
な
く
て
は
い
け
な
い
。（
略
）
僕
は
一
面
に
於

て
俳
諧
的
文
学
に
出
入
す
る
と
同
時
に
一
面
に
於
て
死
ぬ
か
生
き
る

か
、
命
の
や
り
と
り
を
す
る
様
な
維
新
の
志
士
の
如
き
烈
し
い
精
神

で
文
学
を
や
つ
て
見
た
い
。（695

三
重
吉
宛
、
十
月
二
十
六
日
）

こ
う
し
た
意
志
は
、「
作
者
」
の
言
説
と
し
て
『
野
分
』
に
も
組
み
込
ま

れ
て
い
る
。

同
化
は
社
会
の
要
素
に
違
な
い
。
仏
蘭
西
の
タ
ル
ド
と
云
ふ
学
者
は

社
会
は
模
倣
な
り
と
さ
へ
云
ふ
た
位
だ
。（
略
）
た
ゞ
高
い
も
の
に

同
化
す
る
か
低
い
も
の
に
同
化
す
る
か
ゞ
問
題
で
あ
る
。

（『
野
分
』
一
、
二
六
三
頁
）

こ
の
こ
と
が
、『
文
学
論
』
の
加
筆
と
ど
の
よ
う
な
関
係
が
あ
る
の
か
。

そ
れ
は
、『
ノ
ー
ト
』
か
ら
『
概
説
』
へ
至
り
、「
間
隔
論
」
が
「
作
者
を

消
す
」
手
段
と
し
て
洗
煉
さ
れ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、『
文
学
論
』
加
筆
に

お
い
て
「
作
者
に
同
意
さ
せ
る
」
と
い
う
議
論
を
「
批
評
的
作
物
」、「
哲

理
的
間
隔
論
」
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
あ
え
て
不
完
全
な
形
で
盛
り
込
ま

ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
が
告
げ
て
い
る
。『
文
学
論
』
全
体
を
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描
き
直
す
暇
は
な
か
っ
た
に
せ
よ
、
苦
し
紛
れ
に
で
も
書
き
足
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
説
明
不
足
の
概
念
こ
そ
が
、
む
し
ろ
同
時
期
の
漱
石
の

創
作
行
為
を
読
み
解
く
上
で
も
重
要
な
モ
チ
ー
フ
と
響
き
合
っ
て
い
る
。

い
わ
ば
、
一
つ
の
思
想
が
文
学
理
論
と
創
作
と
い
う
二
つ
の
現
れ
方
を
し

て
い
る
様
を
、
動
的
に
読
み
解
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

知
識
Ｆ
」
の
特
殊
性

い
ま
ま
で
論
じ
て
き
た
と
お
り
、
漱
石
の
『
文
学
論
』
は
世
界
を
「
創

作
家
」
が
ど
の
よ
う
に
見
、
ど
の
よ
う
に
記
述
す
る
か
と
い
う
視
座
に
終

始
せ
ず
に
、
む
し
ろ
別
様
の
視
座
を
拓
く
こ
と
に
紙
幅
を
費
や
し
て
い

た
。
そ
れ
は
、「
記
述
さ
れ
た
も
の
」
に
対
す
る
「
幻
惑
」
へ
と
「
読
者
」

が
い
か
に
し
て
自
己
の
諸
能
力
（
記
憶
・
聯
想
・
想
像
）
の
過
程
を
通
し

て
共
犯
的
に
（
同
意
と
閑
却＝

抽
出
に
よ
っ
て
）
自
ら
を
投
じ
て
い
く
か

と
い
う
視
座
で
あ
る
。

形
式
的
間
隔
論
」
中
心
の
第
四
編
第
八
章
は
後
者
の
視
座
に
も
と
づ

く
記
述
が
ほ
と
ん
ど
を
占
め
る
。
し
か
し
、
論
じ
ら
れ
ざ
る
「
哲
理
的
間

隔
論
」
に
つ
い
て
は
、『
文
学
論
』
全
体
を
見
渡
し
て
も
充
分
に
は
語
ら

れ
て
い
な
い
前
者
の
視
座
か
ら
の
断
片
的
な
記
述
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
て
い

く
必
要
が
あ
る
。

批
評
的
作
物
」（
作
家
の
「
偉
大
な
る
強
烈
な
る
人
格
」
や
「
見
識
」

を
直
接
表
明
す
る
作
品
）
に
よ
っ
て
読
者
を
圧
倒
し
、
一
字
一
句
ま
で
賛

同
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
読
者
と
作
家
と
の
間
隔
を
打
破
す
る
の
が
「
哲

理
的
間
隔
論
」
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
こ
と
は
「
知
識
Ｆ
」
と
関
連
さ

せ
る
必
要
が
あ
る
。

そ
も
そ
も
、「
知
識
Ｆ
」
と
は
何
で
あ
っ
た
か
。
そ
れ
は
「
文
学
的
内

容
」（
Ｆ
＋
ｆ
）
の
四
大
別
の
う
ち
、「
人
生
問
題
に
関
す
る
観
念
を
標
本

と
す
る
も
の
」（
一
〇
五
頁
）
で
あ
り
、「〔M

a
tth
ew

〕A
rn
o
ld

が

“m
o
ra
l id

ea
”

と
称
し
た
る
も
の
と
大
差
」（
一
九
八
頁
）
が
な
い
と
い

う
。
し
か
し
こ
の
「
知
識
Ｆ
」
は
他
の
三
種
の
「
文
学
的
内
容
」（
感
覚

Ｆ
・
人
事
Ｆ
・
超
自
然
Ｆ
）
に
比
し
て
、
特
殊
な
扱
い
を
受
け
て
い
る
。

な
ぜ
な
ら
、「
知
識
Ｆ
」
だ
け
が
「
密
接
に
人
世
と
関
係
す
る
こ
と
な

き
」（
一
二
六
頁
）、「
文
学
的
内
容
と
し
て
余
り
適
切
な
ら
ざ
る
」（
一
一

五
頁
）
も
の
で
、
幻
惑
を
な
す
表
現
法
に
組
み
入
れ
る
際
も
「
其
性
質
上

輜
重
部
兵
站
部
に
比
す
べ
き
も
の
な
れ
ば
常
に
掩
護
せ
ら
る
べ
く
し
て
他

〔
種
の
Ｆ
〕
を
掩
護
す
る
事
な
し
」（
二
七
六
頁
）
と
い
う
か
ら
で
あ
る
。

も
と
よ
り
抽
象
化
し
た
「
知
識
」
の
体
系
、
観
念
的
記
述
の
極
端
に
哲
学

（K
a
n
t,
H
eg
el

）
や
科
学
（E

u
clid

）
の
記
述
が
あ
る
。
し
か
し
そ
れ

ら
は
ｆ
を
付
随
せ
ず
、
文
学
的
と
は
い
え
な
い
。
文
学
的
記
述
に
お
い
て

は
「
人
生
」
な
ど
よ
り
具
体
的
な
も
の
を
扱
う
道
徳
観
念
な
ど
が
そ
の
材

料
と
な
り
う
る
が
、「
人
世
の
重
大
事
件
に
触
る
ゝ
こ
と
な
き
時
は
其
興

味
著
し
く
減
退
す
る
」（
一
一
一
頁
）
危
険
性
、「
第
三
流
の
通
人
が
芸
妓

若
く
は
茶
屋
女
を
相
手
に
舌
戦
を
試
み
て
得
意
が
る
の
と
一
般
」（
一
一

四
頁
）
の
事
態
に
陥
る
危
険
性
が
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
こ
そ
「
哲
理
的
間

隔
論
」
的
幻
惑
が
実
現
し
難
く
、
そ
の
方
法
を
論
じ
難
い
淵
源
で
あ
ろ

う
。翻

せ
ば
、「
哲
理
的
間
隔
論
」
と
は
、
著
者
の
見
識
が
直
接
に
披
露
さ

れ
た
「
批
評
的
作
物
」
に
お
い
て
、
人
世
の
重
大
事
件
に
触
れ
る
「
知
識

Ｆ
」
が
他
の
Ｆ
の
掩
護
を
受
け
て
奏
功
し
、
読
者
が
引
き
込
ま
れ
て
感
服

し
て
い
く
過
程
で
あ
る
と
い
え
る
。
で
は
「
知
識
Ｆ
」
単
独
で
は
な
く
、
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ど
の
よ
う
な
掩
護
を
受
け
る
こ
と
で
、
そ
の
幻
惑
は
可
能
と
な
る
の
で
あ

ろ
う
か
。
し
ば
し
ば
思
想
面
か
ら
の
み
論
じ
ら
れ
て
き
た
『
野
分
』
に
つ

い
て
、
形
式
面
に
注
目
す
る
こ
と
で
、
そ
の
問
題
を
明
ら
か
に
し
よ
う
。

五
、『
野
分
』
の
思
想＝

技
巧

感
化
へ
の
意
志
と
幻
惑
の
装
置

『
野
分
』
に
つ
い
て
漱
石
は
、「
今
度
の
小
説
は
本
郷
座
式
で
超
ハ
ム
レ

ツ
ト
的
の
傑
作
に
な
る
筈
の
所
御
催
促
に
て
段
々
下
落
致
候
」（742

虚

子
宛
、
十
二
月
十
六
日
）
な
ど
と
戯
曲
を
引
き
合
い
に
自
画
自
賛
を
繰
り

返
す
。『
ア
イ
ヴ
ァ
ン
ホ
ー
』
読
解
の
増
補
に
よ
っ
て
『
文
学
論
』
に
お

い
て
こ
そ
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
劇
中
劇
へ
の
言
及
は
削
ら
れ
て
し
ま
っ
た

が
、「
間
隔
論
」
に
は
つ
ね
に
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
中
の
劇
中
劇
場
面
が
念

頭
に
置
か
れ
て
い
た
。

見
物
人
と
役
者
と
が
接
近
し
て
芝
居
中
の
芝
居
を
見
物
す
る
如
き
感

覚
を
生
ず
。
従
てillu

sio
n

の
大
な
る
者
を
生
ず
（
略
）
然
れ
ど
も

S
h
a
k
esp

ea
re

が
此
る
考
を
抱
い
て
な
せ
し
や
否
や
は
不
明
な
り
。

此
る
法
はco

n
scio

u
sly o

r u
n
co
n
scio

u
sly

に
用
ひ
ら
る
ゝ
こ
と

多
し

（『
概
説
』、
四
四
七
｜
八
頁
）

劇
中
劇
に
よ
る
間
隔
的
幻
惑
と
い
う
視
座
が
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
を
「
傑

作
」
だ
と
す
る
理
解
の
一
側
面
を
形
づ
く
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、「
本
郷

座
式
」
と
い
う

翻
案

の
コ
ノ
テ
ー
シ

16
）

ョ
ン
は
、
形
式
面
（
劇
中
劇
）

か
ら
も
読
み
込
ま
れ
る
に
値
し
よ
う
。

『
野
分
』
に
お
け
る
間
隔
論
的
場
面

そ
し
て
他
な
ら
ぬ
『
野
分
』
に
、
い
ず
れ
も
高
柳
周
作
を
焦
点
人
物
と

し
た
複
数
の
間
隔
論
的
な
場
面
が
布
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
充
分
に
分
析

さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
音
楽
会
、「
解
脱
と
拘
泥
」
読
書
、
園
遊
会
、
演

説
会
の
場
面
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
場
面
が
い
わ
ば
「
幻
惑
の
装

置
」
と
し
て
機
能
す
る
様
を
、「
着
想
を
離
れ
て
技
巧
な
く
技
巧
を
離
れ

て
着
想
な
き
を
暫
ら
く
両
体
と
な
す
の
便
宜
」（『
野
分
』
九
、
四
〇
二

頁
）
に
則
り
、
ま
ず
は
技
巧＝

形
式
面
に
着
目
す
る
こ
と
で
明
ら
か
に
す

る
。第

一
に
、
音
楽
会
と
「
解
脱
と
拘
泥
」
読
書
に
着
目
す
る
。
小
説
表
現

の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
音
楽
会
場
面
に
お
い
て
文
字
に
よ
る
音
楽
表
象
を

い
か
に
し
て
達
成
す
る
か
と
い
う
課
題
も
あ
り
え
よ
う
が
、『
野
分
』
は

高
柳
に
焦
点
化
す
る
こ
と
で
、
音
楽
会
を
視
覚
と
内
省
の
空
間
に
塗
り
替

え
て
し
ま
う
。

や
が
て
三
部
合
奏
曲
は
始
ま
つ
た
。
満
場
は
化
石
し
た
か
の
如
く
静

か
で
あ
る
。
右
手
の
窓
の
外
に
、
高
い
樅
の
木
が
半
分
見
え
て
後
ろ

は

か
の
空
の
国
に
入
る
。（
略
）
中
野
は
絢
爛
た
る
空
気
の
振
動

を
鼓
膜
に
聞
い
た
。
声
に
も
色
が
あ
る
と
嬉
し
く
感
じ
て
ゐ
る
。
高

柳
は
樅
の
枝
を
離
る
ゝ
鳶
の
舞
ふ
様
を
眺
め
て
ゐ
る
。

（『
野
分
』
四
、
三
二
〇
頁
）

他
者
の
視
線
を
内
面
化
し
、「
包
囲
攻
撃
」「
右
を
見
て
も
左
を
見
て
も
人

は
我
を
擯ひん
斥せき
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
」
高
柳
は
、
む
し
ろ
演
奏
中
、
観

客
達
に
注
目
さ
れ
な
い
こ
と
に
自
由
を
感
じ
て
い
る
。
読
者
は
彼
と
共
に

音
楽
を
「
聴
く
」
こ
と
か
ら
引
き
離
さ
れ
、
彼
の
視
点
を
追
い
、
彼
の
追

憶
を
読
む
こ
と
を
強
い
ら
れ
る
。
高
柳
の
意
識
に
は
楽
曲
の
進
行
は
な

く
、
無
人
の
境
を
破
る
拍
手
が
断
り
も
な
く
闖
入
す
る
の
み
で
あ
る
。
当
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然
な
が
ら
そ
の
知
覚
体
験
は
、
彼
と
友
人
で
あ
り
な
が
ら
よ
り
高
級
な
生

活
習
慣
を
も
つ
中
野
が
、
観
衆
と
一
体
化
し
て
な
し
た
体
験
と
対
称
を
な

し
て
い
る
。
そ
も
そ
も
彼
等
は
、
他
者
の
視
線
を
気
に
病
む
こ
と
が
な
い

の
だ
。
こ
の
こ
と
を
高
柳
に
気
付
か
せ
る
の
は
、
道
也
の
書
い
た
論
文

「
解
脱
と
拘
泥
」
に
他
な
ら
な
い
。

「
拘
泥
は
苦
痛
で
あ
る
。
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
苦
痛
其
物
は
避

け
難
い
世
で
あ
ら
う
。
然
し
拘
泥
の
苦
痛
は
一
日
で
済
む
苦
痛
を
五

日
、
七
日
に
延
長
す
る
苦
痛
で
あ
る
。
入
ら
ざ
る
苦
痛
で
あ
る
。
避

け
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

「
自
己
が
拘
泥
す
る
の
は
他
人
が
自
己
に
注
意
を
集
注
す
る
と
思
ふ

か
ら
で
、
詰
り
は
他
人
が
拘
泥
す
る
か
ら
で
あ
る
。
…
…
」

高
柳
君
は
音
楽
会
の
事
を
思
ひ
だ
し
た
。

（『
野
分
』
五
、
三
三
二
｜
三
頁
）

音
楽
体
験
と
は
異
な
り
、
読
書
行
為
に
お
い
て
高
柳
は
積
極
的
な
反
応
を

示
す
。
物
語
言
説
に
は
論
文
の
引
用
と
高
柳
の
反
応
が
交
互
に
示
さ
れ
、

引
き
込
ま
れ
て
夢
中
で
読
む
高
柳
の
意
識
に
沿
う
よ
う
に
や
が
て
引
用
の

み
と
な
る
。
こ
れ
は
道
也
の
論
文
で
は
あ
る
が
、
道
也
を
超
え
た
語
り

手＝

作
者
」
の
思
想
で
も

17
）

あ
る
。

皮
膚
病
に
罹かか
れ
ば
こ
そ
皮
膚
の
研
究
が
必
要
に
な
る
。
病
気
も
無
い

の
に
汚
な
い
も
の
を
顕
微
鏡
で
眺
め
る
の
は
、
事
な
き
に
苦
し
ん
で

肥
柄
杓

こえびしやく
を
振
り
廻
す
と
一
般
で
あ
る
。
只
此
順
境
が
一
転
し
て
逆さか
落おと

し
に
運
命
の
淵
へ
こ
ろ
が
り
込
む
時
、
如
何
な
夫
婦
の
間
に
も
気
ま

づ
い
事
が
起
る
。
親
子
の
覊
絆
き
ず
な

も
ぽ
つ
り
と
切
れ
る
。
美
く
し
い
の

は
血
の
上
を
薄
く
蔽おお
ふ
皮
の
事
で
あ
つ
た
と
気
が
つ
く
。
道
也
は
ど

こ
迄
気
が
つ
い
た
か
知
ら
ぬ
。
（『
野
分
』
一
、
二
六
五
｜
六
頁
）

読
者
は
高
柳
の
視
る
も
の
、
読
む
も
の
を
追
体
験
し
、
彼
の
よ
う
に
考

え
、
感
じ
る
よ
う
に
差
し
向
け
ら
れ
て
い
く
。

第
二
に
、
園
遊
会
の
場
面
に
着
目
す
る
。
遊
歩
者
高
柳
の
歩
き
、
覗

き
、
立
聞
き
し
て
回
る
限
定
さ
れ
た
視
点
に
寄
り
添
う
こ
と
で
、
読
者
は

い
わ
ば
富
裕
層
が
陳
列
さ
れ
た
展
示
会
を
見
て
回
る
こ
と
に
な
る
。

新
夫
婦
の
面おもてに
湛たた
へ
た
る
笑
の
波
に
酔
ふ
て
、
わ
れ
知
ら
ず
幸
福
の

同
化
を
享
く
る
園
遊
会
（
略
）
は
高
柳
君
に
と
っ
て
敵
地
で
あ
る
。

（『
野
分
』
九
、
三
九
三
頁
）

こ
こ
で
も
や
は
り
、
同
化
し
あ
う
富
裕
層
に
対
し
、
生
活
・
自
意
識
の
面

で
高
柳
は
孤
立
す
る
。

独ひと
り
生
存
の
欲
を
一
刻
た
り
と
も
はい

脱だつ
し
た
る
と
き
に
此
迷
は
破
る

事
が
出
来
る
。
高
柳
君
は
此
欲
を
刹
那
せ
つ
な

も
除
去
し
得
ざ
る
男
で
あ

る
。
従
つ
て
主
客
を
方
寸
に
一
致
せ
し
む
る
事
の
で
き
が
た
き
男
で

あ
る
。
主
は
主
、
客
は
客
と
し
て
ど
こ
迄
も
膠こう
着ちやく
す
る
が
故
に
、

一
た
び
優
勢
な
る
客
に
逢
ふ
と
き
、
八
方
よ
り
無
形
の
太た
刀ち
を
揮ふる
っ

て
、
打
ち
の
め
さ
る
ゝ
が
ご
と
き
心
地
が
す
る
。
高
柳
君
は
此
園
遊

会
に
於
て
孤
軍
重
囲
の
う
ち
に
陥
つ
た
の
で
あ
る
。

（『
野
分
』
九
、
四
〇
二
頁
）

右
の
引
用
文
は
語
り
手
の
声
に
他
な
ら
な
い
が
、
道
也
の
「
解
脱
と
拘

泥
」
と
論
理
を
共
有
す
る
と
い
っ
て
よ
い
。
読
者
は
や
は
り
こ
こ
で
も
高

柳
の
観
察
と
内
省
に
引
き
込
ま
れ
、
演
説
会
へ
の
反
応
を
準
備
す
る
こ
と

に
な
る
。

最
後
に
、
演
説
会
の
場
面
に
着
目
す
る
。
こ
の
場
面
は
つ
と
に
イ
プ
セ

ン
『
人
民
の
敵
』
の
演
説
会
場
面
か
ら
の
影
響
が
指
摘
さ
れ
て

18
）

い
る
。
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『
人
民
の
敵
』
に
お
い
て
、
主
人
公
ス
ト
ッ
ク
マ
ン
博
士
は
自
ら
の
信

ず
る
正
義
の
た
め
、
温
泉
村
で
の
不
正
を
告
発
す
る
演
説
を
行
う
。
し
か

し
演
説
会
は
紛
糾
し
、
村
人
達
か
ら
「
人
民
の
敵
」
と
指
弾
さ
れ
孤
立
、

爪
弾
き
者
と
な
っ
た
博
士
は
、
学
校
を
ひ
ら
く
こ
と
で
社
会
を
変
え
る
こ

と
を
思
い
つ
く
。
劇
は
彼
の
「
こ
の
世
で
い
ち
ば
ん
強
い
人
間
、
そ
れ

は
、
ま
っ
た
く
独
り
で
立
っ
て
い
る

19
）

男
だ
」（
二
三
三
頁
）
と
い
う
言
葉

で
結
ば
れ
る
。
こ
の
紛
糾
す
る
作
中
演
説
の
場
面
で
は
、
無
見
識
で
付
和

雷
同
的
な
聴
衆
と
、
告
発
対
象
た
る
町
長
ら
に
よ
る
反
応
が
博
士
の
演
説

を
妨
害
す
る
形
で
度
々
挿
入
さ
れ
る
。「
劇
中
演
説
」
の
聴
き
手
が
作
中

に
形
象
化
さ
れ
存
在
感
を
表
し
て
い
る
形
式
は
、「
間
隔
論
」
に
お
け
る

「
対
話
」
構
造
そ
の
も
の
と
言
っ
て
よ
い
。

『
野
分
』
の
演
説
会
場
面
は
、「
作
中
演
説
」
の
合
間
に
無
見
識
で
付
和

雷
同
的
な
聴
衆
と
「
感
化
」
さ
れ
る
青
年
と
を
同
時
に
描
い
て
い
る
。
道

也
は
高
柳
と
い
う
理
解
あ
る
聴
き
手
を
得
た
。
道
也
は
高
柳
を
感
化
し
、

高
柳
が
付
和
雷
同
的
な
聴
衆
達
を
感
化
し
、
結
句
演
説
会
を
成
功
せ
し
め

る
の
だ
。

高
柳
君
は
腰
を
半
分
浮
か
し
て
拍
手
を
し
た
。
人
間
は
真
似
が
好すき
で

あ
る
。
高
柳
君
に
誘
ひ
出
さ
れ
て
、
ぱ
ち
〳
〵
の
声
が
四
方
に
起

る
。
冷
笑
党
は
勢
の
不
可
な
る
を
知
つ
て
黙
し
た
。（
略
）
聴
衆
は

道
也
の
勢
と
最
後
の
一
句
の
奇
警
な
の
に
気
を
奪
は
れ
て
黙
つ
て
ゐ

る
。
独
り
高
柳
君
が
た
ま
ら
な
か
つ
た
と
見
え
て
大
き
な
声
を
出
し

て
喝
采
し
た
。（
略
）
聴
衆
は
ど
つ
と
鬨
を
揚
げ
た
。
高
柳
君
は
肺

病
に
も
拘
ら
ず
尤
も
大
な
る
鬨
を
揚
げ
た
。
生
れ
て
か
ら
始
め
て
こ

ん
な
痛
快
な
感
じ
を
得
た
。
襟
巻
に
半
分
顔
を
包
ん
で
か
ら
風
の
な

か
を
こ
ゝ
迄
来
た
甲
斐
は
あ
る
と
思
ふ
。

道
也
先
生
は
予
言
者
の
如
く
凛
と
し
て
檀
上
に
立
つ
て
ゐ
る
。
吹
き

ま
く
る
木
枯
は
屋
を
撼うご
か
し
て
去
る
。

（『
野
分
』
十
一
、
四
三
八
｜
四
二
頁
）

『
野
分
』
の
読
者
は
音
楽
会
、「
解
脱
と
拘
泥
」
読
書
、
園
遊
会
を
経

て
、
高
柳
の
知
覚
と
内
省
を
追
う
。
ま
た
彼
を
め
ぐ
る
周
囲
の
人
物
の
顧

慮
を
追
う
。『
野
分
』
は
焦
点
人
物
を
幾
度
か
交
代
さ
せ
つ
つ
も
、
高
柳

と
い
う
人
格
へ
の
同
情
と
共
感
へ
と
「
間
隔
論
」
的
に
読
者
を
近
付
け
て

い
く
布
置
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
幻
惑
の
装
置
と
し
て
の
演

説
空
間
に
お
い
て
、
読
者
は
高
柳
と
と
も
に
「
作
中
演
説
」
を
聞
き
、
演

者
・
聴
衆
の
身
振
り
を
目
撃
す
る
こ
と
と
な
る
。

た
し
か
に
『
野
分
』
の
地
の
文
は
「
知
識
Ｆ
」、
と
く
に
格
言
め
い
た

言
い
回
し
を
多
分
に
含
み
、
作
中
人
物
に
対
し
道
学
者
的
論
評
を
し
て
や

ま
な
い
「
批
評
的
作
物
」
で
あ
る
と
い
え
る
。
し
か
し
こ
の
演
説
場
面
に

お
い
て
語
り
手
の
饒
舌
は
抑
え
ら
れ
、「
同
情
的
作
物
」
の
様
相
を
呈
し

「
演
説
」
へ
の
「
集
注
」
を
助
け
る
。
す
な
わ
ち
「
形
式
的
間
隔
論
」
的

技
巧
が
凝
ら
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
演
説
が
演
説
で
あ
る

以
上
、
そ
の
本
質
的
な
正
否
は
論
旨
そ
の
も
の
の
説
得
力
に
よ
る
「
哲
理

的
間
隔
論
」
に
賭﹅
け﹅
ら﹅
れ﹅
て﹅
い
る
。
そ
れ
は
賭
け
で
あ
る
以
上
両
義
的
で

あ
り
、
社
会
と
い
う
敵
の
大
き
さ
故
に
悲
壮
で
す
ら
あ
る
。
演
説
会
の
イ

リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
空
間
の
外
に
は
、
野
分
の
木
枯
ら
し
が
吹
き
荒
れ
て
い
る

こ
と
を
テ
ク
ス
ト
は
告
げ
て
や
ま
な
い
。「
幻
惑
の
装
置
」
と
し
て
の
演

説
空
間
が
も
つ
限
定
性
を
超
え
て
、
よ
り
広
範
に
社
会
へ
と
思
想
的
感
化

を
働
き
か
け
る
た
め
に
は
、
道
也
の
未
刊
の
著
作
が
俟
た
れ
ね
ば
な
ら
な

い
だ
ろ
う
。
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社
会
へ
の
感
化
と
文
学
者
の
使
命

こ
こ
で
、『
野
分
』
構
想
期
の
虚
子
宛
書
簡
に
目
を
転
じ
よ
う
。

今
日
は
早
朝
か
ら
文
学
論
の
原
稿
を
見
て
ゐ
ま
す
中
川
と
い
ふ
人
に

依
頼
し
た
処
先
生
頗
る
名
文
を
か
く
も
の
だ
か
ら
少
々
降
参
を
し
て

愚
痴
た
ら
〴
〵
読
ん
で
ゐ
ま
す
。（
…
）
天
下
が
僕
の
文
〔
次
回
作
〕

を
待
つ
は
甚
だ
愉
快
な
御
愛
嬌
で
難
有
く
待
た
れ
て
置
い
て
大
に
驚

ろ
か
す
積
り
で
奮
発
し
て
か
き
ま
せ
う
。（
…
）
何
だ
か
ム
ヅ
〳
〵

し
て
い
け
ま
せ
ん
。
学
校
な
ん
ど
へ
出
る
の
が
惜
し
く
つ
て
た
ま
ら

な
い
。
や
り
た
い
事
が
多
く
て
困
る
。
僕
は
十
年
計
画
で
敵
を
斃
す

積
り
だ
つ
た
が
近
来
是
程
短
気
な
事
は
な
い
と
思
つ
て
百
年
計
画
に

あ
ら
た
め
ま
し
た
。
百
年
計
画
な
ら
大
丈
夫
誰
が
出
て
来
て
も
負
け

ま
せ
ん
。

（708
虚
子
宛
、
十
一
月
十
一
日
）

無
論
「
百
年
計
画
」
の
謂
い
は
、『
文
学
論
』
の
十
年
計
画
に
ひ
っ
か
け

つ
つ
、
注
目
度
に
比
例
し
て
批
判
も
受
け
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
漱
石
の

20
）

現
況
へ
の
諧
謔
が
多
分
に
含
ま
れ
て
い
よ
う
。
し
か
し
諧
謔
を
差
し
引
い

て
な
お
、
こ
の
時
点
の
眼
差
し
に
お
い
て
『
文
学
論
』
と
創
作
が
本
質
的

に
は
同
じ
一
つ
の
計
画
と
さ
れ
て
い
る
点
は
注
目
に
値
す
る
。『
野
分
』

と
『
文
学
論
』、
両
者
は
単
な
る
時
期
的
な
近
さ
や
先
後
関
係
に
は
還
元

し
き
れ
な
い
本
質
的
な
関
連
性
を
持
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
現
代
の
青
年
に
告
ぐ
」『
野
分
』
は
、『
文
学
論
』
の
創
作
へ
の
単
な
る

「
反
映
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
同
じ
一
つ
の

思
想
と
、
社
会
へ
の
感
化
の
意
志
が
両
者
に
刻
み
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。『

文
学
論
』
を
全
面
的
に
書
き
直
す
暇
は
な
か
っ
た
に
せ
よ
、「
批
評
的

作
物
」「
哲
理
的
間
隔
論
」
を
あ﹅
え﹅
て﹅
見﹅
せ﹅
消﹅
ち﹅
の﹅
形﹅
で﹅
盛﹅
り﹅
込﹅
む﹅
必﹅
然﹅

性﹅
と
は
、
文
学
者
と
し
て
の
思
想
の
鮮
明
化
が
、『
文
学
論
』
の
記
述
に

変
更
を
迫
っ
た
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
見
せ
消
ち
の
加
筆
部
分

に
お
い
て
こ
そ
、『
文
学
論
』
と
同
時
期
の
創
作
『
野
分
』
と
は
響
き
合

う
。「
青
年
の
学
徒
」（『
文
学
論
』、
三
九
七
頁
）
へ
研
究
の
余
地
を
示
す

「
哲
理
的
間
隔
論
」
こ
そ
、『
野
分
』
の
本
質
的
な
原
理
に
他
な
ら
な
い
。

同
時
に
、『
野
分
』
は
感
化
へ
の
意
志
を
実
地
で
示
し
て
見
せ
た
『
文
学

論
』
の
補
講
と
も
い
え
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、『
文
学
論
』
の
諸
カ

テ
ゴ
リ
ー
を
よ
り
弾
力
的
に
応
用
す
べ
き
こ
と
を
示
す
同
書
の
「
読
み
」

の
実
践
で
も
あ
る
と
い
え
よ
う
。

作
中
演
説
会
と
い
う
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
空
間
が
、
読
者
に
対
し
て
ま
さ

に
幻
惑
の
装
置
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
で
、
単
な
る
論
文
に
は
持
ち
得
な

い
社
会
的
感
化
の
力
が
『
野
分
』
と
い
う
小
説
に
は
託
さ
れ
て
い
る
。
技

巧
と
思
想
と
は
不
可
分
で
あ
り
、
社
会
を
感
化
す
べ
き
思
想
は
、
そ
れ
を

伝
え
る
に
最
も
効
果
的
な
技
巧
を
凝
ら
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

『
野
分
』
の
結
末
は
、
感
化
さ
れ
た
青
年
高
柳
が
、
自
ら
の
療
養
を
な
げ

う
っ
て
道
也
の
著
作
『
人
格
論
』
を
公
刊
す
る
こ
と
を
決
意
し
て
閉
じ
ら

れ
る
。
高
柳
自
身
、
そ
の
内
容
を
読
ん
で
は
お
ら
ず
、
読
者
も
ま
た
そ
の

「
白
紙
が
人
格
と
化
し
て
、
淋りん
漓り
と
し
て
飛ひ
騰とう
す
る
文
章
」（『
野
分
』

三
、
三
一
二
頁
）
を
読
む
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
も
し
も
読
者
が
間

隔
論
的
場
面
を
経
て
高
柳
と
と
も
に
視
て
・
聴
い
て
・
感
じ
て
き
た
の
だ

と
す
れ
ば
（
形
式
的
間
隔
論
）、
そ
し
て
彼
の
よ
う
に
道
也
に
、
或
は
そ

れ
と
論
理
を
共
有
し
つ
つ
よ
り
高
み
に
あ
る
語
り
手
の
言
説
に
感
化
を
受

け
て
き
た
の
だ
と
す
れ
ば
（
哲
理
的
間
隔
論
）、
読
者
が
待
ち
受
け
る
べ

き
未
刊
の
著
作
は
「
道
也
」
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
も
の
の
み
を
意
味
し

な
い
。
感
化
を
受
け
た
読
者
は
結
末
部
分
に
お
い
て
、
夏
目
漱
石
そ
の
人
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の
次
回
作
を
待
つ
こ
と
で
「
間
隔
的
幻
惑
」
の
夢
の
続
き
を
醒
め
て
な
お

待
ち
続
け
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
無
数
に
複
製
さ
れ
る
印
刷
紙
面
に

お
い
て
、
幻
惑
空
間
を
築
き
上
げ
る
こ
と
こ
そ
、
演
説
空
間
の
限
定
性
を

突
き
破
る
文
学
者
の
戦
場
に
立
つ
こ
と
に
他
な
ら
な
い
の
だ
。

『
文
学
論
』
と
『
野
分
』
の
交
錯
の
場
で
あ
る
「
文
学
論
の
余
白
」
は
、

テ
ク
ス
ト
の
作
者
が
読
者
に
働
き
か
け
る
文
章
技
術
と
し
て
の

「
修
辞
法

レ
ト
リ
ツ
ク

」
を
、「
生
き
生
き
と
し
た
文
彩
」
と
「
説
得
術
」
と
い
う
正

し
く
二
つ
の
意
味
で
吾
々
に
問
う
て
い
る
。
し
か
し
作
者
の
修
辞
が
読
者

の
読
書
体
験
を
決
定
し
つ
せ
る
わ
け
で
な
い
の
は
、「
出
来
事
の
擬
似
的

知
覚
」
で
も
「
説
得
に
よ
る
全
面
的
感
服
」
で
も
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
修

辞
は
つ
ね
に
、
決
定
論
と
非
決
定
論
の
あ
わ
い
で
読
者
に
さ
さ
や
き
か

け
、
め
く
る
め
く
催
眠
的
な
「
幻
惑
」
へ
至
る
「
忘
却
」
の
「
契
約
」
を

逼
る
。
作
家
が
意
識
的
・
無
意
識
的
に
書
い
て
し
ま
っ
た
修
辞
が
、
ひ
と

た
び
読
者
に
よ
っ
て
共
犯
的
に
読
み
解
か
れ
る
と
き
、
そ
こ
に
幻
惑
あ
る

文
章
と
し
て
の
『
文
学
』
が

発
生

し
、
そ
の

力

は
読
者
を
幻
惑

の
舞
台
装
置
へ
と
引
き
入
れ
る
の
で
あ
る
。

幻
惑
」
の
目
的
を
「
美
」
の
み
な
ら
ず
、
思
想
的
な
「
感
化
」
に
求

め
た
と
き
、『
文
学
論
』
に
お
け
る
「
間
隔
論
」
は
単
な
る
技
巧
論
と
し

て
片
付
け
ら
れ
な
い
重
要
な
意
味
を
も
つ
。
本
稿
に
よ
っ
て
心
理
学
的
・

認
知
的
過
程
か
ら
読
み
込
ま
れ
た
『
文
学
論
』
に
お
け
る
「
間
隔
的
幻

惑
」
の
論
理
は
、『
文
学
論
』
の
両
輪
の
も
う
一
方
、
社
会
学
的
考
察
の

領
野
に
向
け
て
開
か
れ
る
こ
と
で
、「
心
理
学
社
会
学
の
方
面
よ
り
根
本

的
に
文
学
の
活
動
力
を
論
ず
る
」（「
文
学
論
序
」）『
文
学
論
』
の
、
さ
ら

な
る
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
全
貌
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

注１
）

認
知
物
語
論
の
近
年
の
研
究
と
し
て
はA

la
n
 
P
a
lm
er,

F
iction

al
 

M
in
d
s,
L
in
co
ln
:
U
n
iv
ersity

 
o
f N

eb
ra
sk
a
 
P
ress,

2004.,
D
a
v
id

 
H
erm

a
n
(ed

. ),
T
h
e
 
E
m
ergen

ce
 
of
 
M
in
d
:
R
epresen

tation
s
 
of

 
C
on
sciou

sn
ess in

 
N
arrative D

iscou
rse
 
in
 
E
n
glish

,
L
in
co
ln
:
U
n
i-

v
ersity

 
o
f N

eb
ra
sk
a
 
P
ress,

2011.,
D
a
v
id
 
H
erm

a
n
,
S
torytellin

g
 

an
d
 
th
e S

cien
ces of

 
M
in
d
,
T
h
e M

IT
 
P
res,

2013.

な
ど
。

２
）

な
お
、
文
学
の

発
生
学

分
類
学

と
い
う
比
喩
は
『
創
作
家
の
態
度
』

（『
ホ
ト
ゝ
ギ
ス
』
第
11
巻
第
７
号
、1908-04

）
か
ら
、

力
学

と
い
う
比

喩
は
『
思
い
出
す
事
な
ど
』（「
朝
日
新
聞
」1910-10～

1911-04

）
か
ら
借
り

た
。
無
論
、
個
別
の
論
脈
は
異
な
っ
て
い
る
。

３
）

以
下
、『
ノ
ー
ト
』
と
呼
称
。
引
用
は
『
漱
石
全
集
』（
岩
波
書
店

1997

）

二
十
一
巻
に
基
づ
き
、
頁
数
を
記
す
。
表
記
に
つ
い
て
は
カ
タ
カ
ナ
を
ひ
ら
が

な
に
直
し
、
適
宜
ル
ビ
や
句
読
点
を
補
っ
た
。

４
）

以
下
、『
概
説
』
と
呼
称
。
引
用
は
金
子
三
郎
編
『
記
録

東
京
帝
大
一
学

生
の
聴
講
ノ
ー
ト
』（
辞
遊
社

2002

）
に
基
づ
き
、
頁
数
を
記
す
。
表
記
は

『
ノ
ー
ト
』
と
同
様
に
改
め
た
。

５
）

ウ
ェ
イ
ン
・
Ｃ
・
ブ
ー
ス
『
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
修
辞
学
』（
書
肆
風
の
薔
薇

1991-2

）、
四
〇
頁
。
三
九
九
頁
も
参
照
さ
れ
た
い
。

６
）

本
稿
で
は
《
叙
述
》（d

iscrip
tio
n

）
に
つ
い
て
詳
細
に
論
じ
る
こ
と
は
で

き
な
い
が
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
た
レ
ベ
ッ
カ
の
言
説
が
作﹅
中﹅
人﹅
物﹅
の﹅
言﹅
語﹅
能﹅
力﹅

に﹅
よ﹅
っ﹅
て﹅
（a

cto
ria
l

）
叙
述
・
発
話
さ
れ
る
「
間
接
叙
述
」、
す
な
わ
ち
作﹅

中﹅
時﹅
間﹅
の﹅
流﹅
れ﹅
に﹅
リ﹅
ア﹅
ル﹅
タ﹅
イ﹅
ム﹅
で﹅
位﹅
置﹅
を﹅
占﹅
め﹅
る﹅
物
語
言
説
で
あ
る
こ
と
を

指
摘
し
て
お
く
。
こ
れ
に
関
連
し
て
、
永
井
聖
剛
『
自
然
主
義
の
レ
ト
リ
ッ

ク
』（
双
文
社
出
版

2008

）
第
五
｜
七
章
は
写
生
文
論
か
ら
花
袋
の
描
写
論
へ

と
視
座
を
ひ
ら
く
重
要
な
議
論
で
あ
る
。
是
非
参
照
さ
れ
た
い
。

７
）

ジ
ェ
ラ
ー
ル
・
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
『
物
語
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
』（
水
声
社

1985

）、

一
九
六
｜
七
頁
、
強
調
原
文
。

８
）

以
上
の
問
題
に
つ
い
て
、「
漱
石
『
文
学
論
』
の
生
成
に
お
け
る
視
覚
性
の

問
題
」
と
題
し
た
別
稿
で
詳
論
す
る
予
定
で
あ
る
。

９
）

読
者
個
人
の
認
知
過
程
を
条
件
付
け
る
歴
史
的
・
社
会
的
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
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が
考
察
さ
れ
る
必
要
が
発
す
る
点
で
、「
間
隔
論
」
は
続
く
第
五
編
「
集
合
的

Ｆ
」
お
よ
び
「
補
遺
」（
暗
示
論
）、
そ
の
実
例
と
し
て
の
『
文
学
評
論
』
へ
と

開
か
れ
て
い
く
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
展
開
を
追
う
作
業
は
他
日
を
期
す
こ
と
と

す
る
。「
集
合
的
Ｆ
」
に
つ
い
て
は
、
藤
尾
健
剛
「「
野
分
」
と
「
集
合
意
識
」」

（『
日
本
文
学
』2013-9

、
本
稿
執
筆
時
未
刊
）
が
氏
の
『
漱
石
の
近
代
日
本
』

（
勉
誠
出
版

2011

）
と
併
せ
て
必
読
文
献
と
な
る
だ
ろ
う
。「
補
遺
」
に
つ
い

て
は
佐
々
木
英
昭
『
漱
石
先
生
の
暗
示
』（
名
古
屋
大
学
出
版
会

2009

）
参

照
。

10
）

カ
ン
ト
が
『
判
断
力
批
判
』
に
お
い
て
ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル
の
「
鳴
き
真
似
」

を
扱
っ
た
章
段
を
論
じ
る
宮
崎
裕
助
「
学
問
の
起
源
と
ミ
メ
ー
シ
ス
の
快
」

（
栗
原
隆
編
『
感
情
と
表
象
の
生
ま
れ
る
と
こ
ろ
』
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版

2013

）

に
よ
れ
ば
、「
も
の
ま
ね
で
あ
る
こ
と
に
気
付
か
れ
な
い
間
は
、『
本
物
の
さ
え

ず
り
』
は
、
こ
の
若
者
の
も
の
ま
ね
に
よ
っ
て
十
分
に
代
替
さ
れ
て
い
た

（
…
）
若
者
の
才
能
は
、
究
極
的
に
は
、
ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル
の
歌
声
を
た
ん
に

ま
ね
る
以
上
の
こ
と
（
…
）
本
物
以
上
に
美
し
い
歌
声
を
実
現
す
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
て
『
本
物
の
良
さ
や
真
正
さ
』
は

む
し
ろ
、
若
者
の
歌
声
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
創
出
さ
れ
新
た
に
発
見
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
だ
ろ
う
」
と
す
る
。
し
か
し
偽
物＝

再
現
と
知
っ
て
な
お
、
そ
れ
を

通
し
て
本
物
を
体
験
し
よ
う
と
す
る
行
為
は
漱
石
に
曰
く
「
作
者
に
馬
鹿
に
さ

れ
」「
自
己
を
其
作
者
の
掌
中
に
委
ね
」
る
が
ご
と
き
合
意
の
上
の
愚
挙
な
の

だ
。

11
）

演
劇
空
間
な
ど
に
「
集
注
」
し
没
頭
す
る
「
観
衆
」
の
登
場
を
近
代
的
な
視

覚
の
制
度
の
画
期
と
し
て
論
じ
た
研
究
に
、
ジ
ョ
ナ
サ
ン
・
ク
レ
ー
リ
ー
『
知

覚
の
宙
吊
り

注
意
、
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
、
近
代
文
化
』（
平
凡
社

2005

）。

同
書
が
参
照
す
る
生
理
学
的
心
理
学
の
文
献
は
漱
石
も
繙
い
た
ヴ
ン
ト
や
ジ
ェ

イ
ム
ズ
で
あ
り
、
そ
の
視
覚
論
的
・
認
識
論
的
意
義
に
つ
い
て
示
唆
に
富
む
。

12
）

当
時
は
「
催
眠
術
」
が
生
理
学
的
心
理
学
に
お
け
る
重
要
な
実
験
方
法
の
一

つ
で
あ
っ
た
こ
と
に
留
意
さ
れ
た
い
。
ア
ン
リ
・
エ
レ
ン
ベ
ル
ガ
ー
『
無
意
識

の
発
見

力
動
精
神
医
学
発
達
史
』（
弘
文
堂

1980

、
上
下
巻
）
参
照
。

13
）

こ
う
し
た
現
象
は
当
時
の
心
理
学
に
お
い
て
「
無
意
識
」
と
い
う
仮
説
的
概

念
を
も
っ
て
し
ば
し
ば
論
じ
ら
れ
た
が
、
今
日
の
認
知
科
学
は
人
間
の
「
意

図
」
が
意
識
に
上
る
よ
り
も
先
に
「
意
志
決
定
」
が
起
こ
り
う
る
メ
カ
ニ
ズ
ム

を
解
明
し
つ
つ
あ
る
。
認
知
科
学
を
踏
ま
え
た
哲
学
的
な
議
論
と
し
て
浅
野
光

紀
『
非
合
理
性
の
哲
学

ア
ク
ラ
シ
ア
と
自
己
欺
瞞
』（
新
曜
社

2012

）
を

参
照
。

14
）

『
文
学
論
』
に
お
け
る
「
同
感
」
原
理
の
詳
細
な
議
論
は
木
戸
浦
豊
和
「
夏

目
漱
石
『
文
学
論
』
と

同
感
（sy

m
p
a
th
y

）

の
原
理

上
）｜
（F

＋f

）」

と
「
間
隔
論
」
を
中
心
に
」（『
日
本
文
芸
論
叢
』21,

2012-3

）
他
、
同
氏
の

論
考
を
参
照
の
こ
と
。

15
）

高
浜
虚
子
宛
書
簡
、
明
治
三
十
九
年
十
月
十
六
日
（『
漱
石
全
集
』
二
十
二

巻
、
書
簡
番
号704

）。
以
後
、
書
簡
に
つ
い
て
は
書
簡
番
号
、
宛
先
、
日
付

の
み
を
記
す
。

16
）

日
本
に
お
け
る
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
の
初
演
は
明
治
三
十
六
年
十
一
月
二
日
、

川
上
音
二
郎
一
座
に
よ
る
本
郷
座
公
演
。
川
上
の
依
頼
に
よ
る
脚
本
は
土
肥
春

曙
、
山
岸
荷
葉
翻
案
『
ハ
ム
レ
ッ
ト

沙
翁
悲
劇
』（
富
山
房

1903

）。

17
）

道
也
の
言
説
と
論
理
を
共
有
し
つ
つ
も
、
彼
を
も
相
対
化
す
る
高
み
か
ら
語

ろ
う
す
る
語
り
手
の
言
説
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
は
他
日
を
期
し
た
い
。
紙
幅

の
制
限
か
ら
、
こ
こ
で
は
そ
の
よ
う
な
問
い
を
発
生
さ
せ
て
し
ま
う
前
提
条
件

で
あ
る
、
テ
ク
ス
ト
の
構
成
に
目
を
向
け
る
こ
と
に
専
念
す
る
。
道
也
を
相
対

化
す
る
論
と
し
て
は
、
日
比
嘉
高
「
翻
訳
と
感
化
の
詩
学

野
分
」
の
人

格
論
を
め
ぐ
っ
て

」（『
国
語
と
国
文
学
』77-7,

2000-7

）
参
照
。

18
）

イ
プ
セ
ン
の
思
想
性
だ
け
で
な
く
、
思
想
を
伝
え
る
作
中
演
説
構
造
に
注
目

す
る
の
が
本
稿
の
視
点
で
あ
る
。
影
響
関
係
論
と
し
て
は
藤
本
晃
嗣
「「
野
分
」

成
立
の
一
側
面

漱
石
の
「
イ
ブ
セ
ン
流
」
を
め
ぐ
っ
て

」（『
近
代
文

学
論
集
』35,

2009

）
を
参
照
。

19
）

引
用
は
毛
利
三
彌
訳
『
イ
プ
セ
ン
戯
曲
選
集
』（
東
海
大
学
出
版
会

1997

）

に
よ
っ
た
。

20
）

明
治
三
十
九
年
前
後
の
漱
石
評
価
の
急
上
昇
と
急
下
降
に
つ
い
て
は
、
同
時

期
の
独
歩
・
花
袋
・
藤
村
・
風
葉
評
価
と
比
較
し
、
共
通
の
視
座
を
明
ら
か
に

し
た
研
究
と
し
て
、
大
東
和
重
『
文
学
の
誕
生
｜
藤
村
か
ら
漱
石
へ
』（
講
談

社
選
書
メ
チ
エ

2006

）
参
照
。
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