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小
説
と
は
何
か
？

い
つ
か
ら
だ
ろ
う
？
小
説
を
読
む
こ
と
が
物
語
を
読
む
こ
と
に
還
元
さ
れ
て
し
ま

っ
た
の
は
？
「
あ
の
小
説
読
ん
だ
？
」「
う
ん
、
読
ん
だ
よ
。」「
面
白
か
っ
た
？
」「
う

ん
、
面
白
か
っ
た
よ
。」「
で
、
ど
ん
な
話
だ
っ
た
？
」。
そ
う
、
人
は
「
話
」
が
知
り

た
い
の
だ
。
そ
れ
こ
そ
が
「
物
語
」
だ
。
何
が
書
か
れ
て
あ
る
か
が
知
り
た
い
の

だ
。こ

の
経
緯
は
、
ロ
マ
ー
ン
・
ヤ
ー
コ
ブ
ソ
ン
の
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
モ
デ

ル
」
で
説
明
す
る
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。
彼
に
よ
る
と
、
通
常
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
は
、
発
信
者
が
コ
ン
テ
ク
ス
ト
（
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
言
及
す
る
言
語
外
の
世

界
）
と
コ
ー
ド
（
発
信
者
と
受
信
者
の
共
有
す
る
言
語
体
系
）
を
媒
介
に
し
て
受
信

者
に
メ
ッ
セ
ー
ジ
（
言
語
体
系
を
踏
ま
え
て
発
信
者
と
受
信
者
の
間
で
と
り
か
わ
さ

れ
る
も
の
）
を
送
り
届
け
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
発
信
者＝

作
者
、
受
信

者＝

読
者
、
メ
ッ
セ
ー
ジ＝

物
語
に
置
き
換
え
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
通
常
了
解
し
て

い
る
小
説
の
読
み
方
と
符
合
す
る
。
そ
こ
で
、
作
者
を
生
産
者
に
、
読
者
を
消
費
者

に
、
物
語
を
商
品
と
す
れ
ば
、
ま
さ
し
く
大
衆
消
費
時
代
に
相
応
し
い
モ
デ
ル
が
出

来
上
が
る
。
そ
れ
故
、
小
説
を
読
む
こ
と
と
は
畢
竟
物
語
を
消
費
す
る
こ
と
と
同
義

な
の
で
あ
る
。

今
日
量
産
さ
れ
る
ほ
と
ん
ど
の
小
説
が
、
こ
の
図
式
に
収
ま
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を

付
け
加
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
蛇
足
と
い
う
も
の
だ
ろ
う
。
生
産
者
（
作
者
）
は
、

消
費
者
（
読
者
）
を
惹
き
寄
せ
ん
が
た
め
、
手
を
替
え
品
を
替
え
商
品
（
物
語
）
を

生
み
出
し
続
け
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
「
書
く
」
と
い
う
行
為
が
他
動
詞
に
他
な

ら
な
い
と
い
う
盲
信
が
確
信
と
し
て
行
き
渡
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
小
説
と

は
こ
う
し
た
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
？

ヤ
ー
コ
ブ
ソ
ン
は
他
方
に
お
い
て
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
構
成
す
る
言
語
そ
れ
自
体
に

主
た
る
関
心
が
払
わ
れ
る
と
き
、
言
語
の
伝
達
様
式
は
詩
的
機
能
を
目
的
と
す
る
も

の
と
な
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
卑
近
な
例
を
挙
げ
れ
ば
、「
お
い
し
い
生
活
」

と
い
う
表
現
の
「
お
い
し
い
」
が
そ
の
例
と
な
ろ
う
。
そ
の
時
、
物
語
は
何
が
書
か

れ
て
い
る
か
で
は
な
く
、
い
か
に
書
か
れ
て
い
る
か
へ
と
視
点
が
移
動
す
る
こ
と
と

な
り
、
物
語
は
単
な
る
消
費
の
対
象
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
と
は
な
ら
な
く
な
る
。

こ
こ
に
お
い
て
物
語
に
対
す
る
異
な
っ
た
二
つ
の
立
場
が
生
じ
る
こ
と
と
な
る
。

一
方
は
単
純
に
物
語
を
語
る
こ
と
で
小
説
が
成
り
立
つ
と
考
え
る
立
場
。
他
方
は
小

説
が
単
に
物
語
を
語
る
こ
と
で
事
足
り
る
と
は
考
え
な
い
立
場
で
あ
る
。
こ
の
時
、

小
説
を
「
純
文
学
」
と
「
大
衆
文
学
」
に
区
分
す
る
こ
と
は
意
味
を
な
さ
な
い
。
そ

こ
に
は
た
だ
〈
書
か
れ
て
あ
る
言
葉
〉
が
存
在
す
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
大
方
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の
小
説
は
物
語
を
消
費
す
る
べ
く
書
か
れ
て
い
る
の
が
現
実
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
対

し
て
、
小
説
を
読
む
こ
と
が
物
語
の
消
費
に
還
元
さ
れ
る
こ
と
で
は
な
い
小
説
と
し

て
、
二
〇
一
三
年
に
黒
田
夏
子
に
よ
り
書
か
れ
た
『ab

さ
ん
ご
』
を
取
り
上
げ
る
こ

と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
の
小
説
に
あ
っ
て
は
、
ど
こ
ま
で
も
作
者
が
言
葉
の
物
質

性
に
重
き
を
置
い
て
い
る
が
故
に
、
単
に
物
語
を
消
費
し
よ
う
と
い
う
試
み
は
頓
挫

す
る
こ
と
と
な
る
。

ま
ず
、
こ
の
小
説
は
縦
書
き
で
は
な
く
、
横
書
き
で
書
か
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

代
名
詞
、
固
有
名
詞
は
用
い
ら
れ
ず
、
名
詞
が
使
わ
れ
る
べ
き
と
こ
ろ
も
そ
れ
と
は

名
付
け
ら
れ
ず
に
語
ら
れ
、
漢
字
の
代
わ
り
に
ひ
ら
が
な
が
多
用
さ
れ
る
。
そ
れ

故
、
文
章
を
読
む
テ
ン
ポ
も
ア
レ
グ
ロ
と
ア
ダ
ー
ジ
ョ
が
め
ま
ぐ
る
し
く
変
わ
る
。

ま
た
、
全
体
が
断
章
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
が
交
差
さ
れ
て
い
る
が
た
め

に
、
ク
ロ
ノ
ロ
ジ
ー
、
人
物
像
も
定
か
で
は
な
く
、
い
わ
ば
読
者
は
半
ば
宙
吊
り
に

さ
れ
た
ま
ま
読
み
進
む
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
書
き
方
は
な

に
も
奇
を
衒
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
作
者
が
物
語
を
構
成
す
る
言
葉
の

物
質
性
を
触
知
す
る
べ
く
わ
れ
わ
れ
を
誘
っ
て
い
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
を
少
し
敷
衍
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
読
み
の
テ
ン
ポ
に
つ
い
て
で

あ
る
が
、
こ
の
小
説
に
あ
っ
て
は
先
程
も
述
べ
た
よ
う
に
、
普
通
の
（
と
は
な
に

か
？
）
読
み
方
が
通
用
し
な
い
。
つ
ま
り
、
伝
統
的
な
西
洋
の
写
実
小
説
に
則
っ
て

書
か
れ
た
小
説
を
読
む
よ
う
に
は
書
か
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
本
来
、
小
説
と
は

ど
の
よ
う
に
書
か
れ
て
も
よ
い
は
ず
で
あ
る
が
、
何
時
か
ら
か
西
洋
の
近
代
に
成
立

し
た
写
実
主
義
小
説
の
書
か
れ
方
で
書
く
こ
と
が
「
自
然
」
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

で
あ
る
が
故
に
、
こ
の
「
自
然
」
は
い
さ
さ
か
も
「
自
然
」
な
も
の
で
は
な
く
、
歴

史
的
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、「
時
間
」
と
い
う
も
の
の
概
念
の
理
解
の
仕

方
と
密
接
な
関
係
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
西
洋
の
近
代
に
成
立
し
た
写
実
主
義
小
説
の

時
間
概
念
は
、
産
業
革
命
を
生
み
出
し
た
近
代
的
な
時
間
の
シ
ス
テ
ム
に
基
づ
く
も

の
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
、
時
間
は
効
率
性
と
結
び
つ
き
、
一
刻
の
猶
予
も
な
ら
な

い
。
時
間
は
滞
っ
て
は
な
ら
な
い
の
だ
。
す
べ
て
が
機
械
の
よ
う
に
淀
み
な
く
流
れ

な
く
て
は
な
ら
な
い
。
当
然
な
が
ら
、
厳
密
さ
、
正
確
さ
が
要
求
さ
れ
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
わ
れ
わ
れ
の
時
間
の
日
常
的
な
把
握
は
も
っ
と
融
通
無
碍
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
何
か
に
没
頭
し
熱
中
し
た
時
に
は
、
時
間
は
ア
ッ
と
い
う
間
に
過
ぎ
る
し
、

逆
の
場
合
に
は
、
時
間
は
い
つ
ま
で
経
っ
て
も
進
ま
な
い
。
何
か
に
つ
い
て
思
い
を

巡
ら
せ
て
い
る
時
に
も
、
ふ
と
気
づ
く
と
別
な
こ
と
を
考
え
た
り
し
て
は
い
な
い
だ

ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
時
間
と
い
う
の
は
必
ず
し
も
合
目
的
的
に
は
進
ま
な
い
の
だ
。

こ
う
し
た
時
間
の
理
解
の
仕
方
を
無
理
に
合
目
的
的
に
抽
象
化
し
還
元
し
た
場
合
に

時
間
の
近
代
的
理
解
が
生
ず
る
の
だ
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
い
さ
さ
か
も
「
自

然
」
な
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
故
、『ab

さ
ん
ご
』
と
い
う
小
説
は
、
流
行
り
の
言

葉
で
言
え
ば
、
西
洋
近
代
の
時
間
概
念
に
基
づ
く
西
洋
の
写
実
主
義
小
説
を
異
化
し

脱
構
築
し
た
小
説
で
あ
る
と
な
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
小
説
は
、
言
葉
を

触
覚
的
に
味
わ
い
、
積
極
的
に
迷
う
こ
と
の
歓
び
を
わ
れ
わ
れ
に
与
え
て
く
れ
る
の

で
あ
る
。

読
み
の
テ
ン
ポ
に
つ
い
て
さ
ら
に
一
言
蛇
足
的
に
付
け
加
え
る
と
す
れ
ば
、
こ
の

小
説
は
、
マ
ラ
ル
メ
が
『
デ
ィ
ヴ
ァ
ガ
シ
オ
ン
』
の
「
詩
の
危
機
」
に
お
い
て
語
っ

た
と
こ
ろ
の
言
語
の
二
つ
の
状
態
、
す
な
わ
ち
「
報
道
・
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
の
言

語
」
と
「
詩
的
言
語
」
と
の
区
分
に
お
け
る
、
後
者
の
言
語
の
状
態
に
当
た
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
前
者
に
あ
っ
て
は
、
言
葉
は
貨
幣
の
よ
う
な
交
換
価
値
し
か
持
た

ず
、
そ
れ
自
体
に
は
な
ん
ら
の
自
立
的
価
値
は
な
い
。
後
者
に
よ
っ
て
、
初
め
て
言

葉
が
言
葉
と
し
て
の
価
値
を
具
現
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
卑
近
な
例
を
取
れ

ば
、
た
と
え
新
聞
を
隅
か
ら
隅
ま
で
読
ん
だ
と
し
て
も
、
ま
た
、
読
ん
だ
記
事
に
一

喜
一
憂
し
た
と
し
て
も
、
読
み
終
え
て
し
ま
え
ば
新
聞
は
唯
の
紙
屑
同
様
で
し
か
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
交
換
価
値
だ
け
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
価
値

ほ
ど
無
償
か
つ
味
気
な
い
も
の
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

『ab

さ
ん
ご
』
が
限
り
な
く
詩
に
近
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
散
文
詩
と
い
う
こ

と
で
あ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
す
で
に
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
『
パ
リ
の
憂
鬱
』
を
持
っ
て

い
る
。
そ
う
で
は
な
く
、
言
葉
の
働
き
方
が
こ
れ
ま
で
小
説
と
し
て
書
か
れ
て
き
た

言
葉
の
働
き
方
と
は
異
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
言
葉
が
交
換
価
値
の

機
能
だ
け
に
終
止
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
小
説
が
縦
書
き
で
は
な
く
横
書
き
と
し

て
書
か
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
代
名
詞
・
固
有
名
詞
も
使
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
、

〈書くこと〉と〈読むこと〉をめぐる一考察
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名
詞
で
表
わ
さ
れ
る
こ
と
が
ら
も
名
詞
を
使
わ
ず
そ
れ
が
指
し
示
す
事
柄
で
書
か
れ

て
い
る
こ
と
等
々
、
こ
う
し
た
書
き
方
が
す
で
に
西
洋
近
代
の
写
実
主
義
小
説
に
範

を
と
っ
た
我
が
国
の
小
説
の
書
き
方
を
刷
新
す
る
も
の
で
あ
る
。

最
後
に
、
こ
の
小
説
の
大
き
な
特
徴
で
あ
る
断
章
に
よ
る
書
き
方
に
つ
い
て
も
、

一
言
述
べ
て
お
き
た
い
。
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
は
、「
物
語
の
構
造
分
析
序
説
」
の
な

か
で
「
物
語
は
大
き
な
文
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
、
文
の
統
辞
論
、

意
味
論
を
構
想
し
、〈
機
能
〉fonction

の
レ
ベ
ル
、〈
行
為
〉action

の
レ
ベ
ル
、

〈
物
語
行
為
〉narration
の
レ
ベ
ル
に
お
け
る
構
造
分
析
を
試
み
た
。
し
か
し
、
構

造
主
義
が
閉
じ
ら
れ
た
静
的
構
造
の
記
述
に
は
一
定
の
成
果
を
も
た
ら
し
た
も
の

の
、
い
わ
ば
構
成
さ
れ
た
構
造
を
対
象
と
し
て
い
る
限
り
、
構
造
を
解
体
・
構
築
す

る
と
い
っ
た
動
的
契
機
を
孕
ん
だ
運
動
を
記
述
す
る
こ
と
に
は
適
し
て
い
な
か
っ

た
。
さ
ら
に
、
構
造
と
い
う
網
の
目
か
ら
は
漏
れ
て
し
ま
う
意
義
深
い
細
部
へ
と
触

手
が
伸
び
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
後
に
詳
し
く
触
れ
る
こ

と
に
な
ろ
う
。
物
語
の
構
造
分
析
、
そ
れ
は
物
語
の
記
号
学
的
分
析
と
呼
び
換
え
て

も
差
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
が
ど
れ
ほ
ど
精
緻
に
組
み
立
て
ら
れ
た
と
し
て

も
、
物
語
を
静
的
な
構
造
に
留
め
て
し
ま
う
こ
と
は
否
め
な
い
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、「
物
語
が
大
き
な
文
で
あ
る
」
と
し
た
場
合
、
そ
こ
か
ら
も
う
ひ
と

つ
別
の
展
開
が
可
能
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、「
文
」
の
も
つ
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

性
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「『
文
』
と
は
、
主
節
、
従
節
、
修
飾
す
る
も

の
、
さ
れ
る
も
の
、
主
語
（
主
体
）、
目
的
語
（
客
体
）、
等
々
と
い
っ
た
様
々
な
支

配
関
係
、
従
属
関
係
、
内
的
統
辞
法
を
内
に
含
み
も
っ
て
い
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、

『
文
』
と
は
階
級
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
体
現
者
た
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、
開
か
れ
た
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
と
い
う
も
の
は
あ
り
え
な
い
。
だ
か
ら
「『
文
』

は
必
ず
自
分
を
閉
ざ
す
」（１）
の
で
あ
る
。「
文
」
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
と
は
、
閉
じ
る

こ
と
で
あ
り
、
完
結
す
る
こ
と
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、「『
文
』
と
い
う
構
造
体

は
閉
じ
た
完
結
性
と
し
て
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
様
態
に
お
い
て
は
あ
り
え
な
い
と
い

う
限
界
そ
の
も
の
が
、
一
つ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
制
度
に
ほ
か
な
ら
な
い
」（２）
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
で
は
、
そ
う
し
た
「
文
」
と
し
て
存
立
す
る
「
物
語
」
は
、
ど
の

よ
う
に
し
て
「
閉
じ
た
完
結
性
」
か
ら
逃
れ
う
る
こ
と
と
な
る
の
か
。
そ
れ
は
、

「
断
片
化
」
す
る
と
い
う
方
法
と
な
ろ
う
。
つ
ま
り
、
決
し
て
「
文
」
を
か
た
ち
づ

く
ろ
う
と
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
の
時
「
物
語
」、
そ
れ
を

「
小
説
」
と
呼
び
換
え
て
も
い
い
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
、
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
の
い
う

「
ロ
マ
ン
」（
小
説
）
と
対
比
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
「
ロ
マ
ネ
ス
ク
」（
小
説
的
な
も
の
）

と
な
ろ
う
。
完
結
し
た
構
造
体
と
し
て
の
「
ロ
マ
ン
」
で
は
な
く
、「
ロ
マ
ン
」
を

構
成
す
る
諸
要
素
の
断
片
や
痕
跡
が
「
戯
れ
」
と
し
て
働
く
「
ロ
マ
ネ
ス
ク
」
と
い

う
か
た
ち
を
と
っ
た
も
の
で
あ
る
。『ab

さ
ん
ご
』
と
い
う
小
説
は
、
こ
う
し
た
特
徴

を
も
っ
た
ま
っ
た
く
「
新
し
い
小
説
」
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
な

が
ら
、
こ
う
し
た
小
説
の
在
り
様
に
は
先
例
が
あ
る
。
一
九
五
〇
年
代
に
フ
ラ
ン
ス

に
現
れ
た
「
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
・
ロ
マ
ン
」
と
呼
ば
れ
る
小
説
を
書
い
た
作
家
達
が
そ
れ

で
あ
る
。
次
章
に
於
い
て
そ
う
し
た
作
家
達
の
中
心
的
人
物
の
ひ
と
り
で
あ
る
ア
ラ

ン
・
ロ
ブ＝

グ
リ
エ
に
つ
い
て
、
そ
の
〈
書
き
方
〉
を
検
討
し
て
み
た
い
。

Ⅱ

ア
ラ
ン
・
ロ
ブ＝

グ
リ
エ
と
い
う
事
件

ア
ラ
ン
・
ロ
ブ＝

グ
リ
エ
は
、
徹
底
し
て
反＝

レ
ア
リ
ス
ム
の
姿
勢
を
貫
い
て
い

る
。
彼
の
小
説
に
は
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
表
象＝

再
現
的
な
物
語

は
語
ら
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
一
貫
し
た
筋
を
辿
る
こ
と
は
で
き
ず
、
神
の
ご
と
き
視

点
を
も
っ
た
語
り
手
も
い
ず
、
ク
ロ
ノ
ロ
ジ
ー
は
矛
盾
を
持
ち
、
描
写
は
も
の
の
表

面
に
限
ら
れ
て
い
て
、
決
し
て
登
場
人
物
の
心
理
が
語
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
読
者

は
い
つ
ま
で
も
宙
吊
り
に
さ
れ
た
ま
ま
、
辻
褄
の
合
わ
な
い
世
界
に
投
げ
出
さ
れ
た

ま
ま
で
あ
る
。
彼
は
言
う
。「
世
界
は
意
味
も
な
け
れ
ば
不
条
理
で
も
な
い
。
た
だ
た

ん
に
、
そ
こ
に
《
あ
る
》
だ
け
で
あ
る
」（３）
と
。

例
え
ば
、『
迷
路
の
な
か
で
』
と
い
う
小
説
を
読
ん
で
み
よ
う
。
書
き
出
し
は
、

こ
う
で
あ
る
。「
い
ま
は
私
は
、
こ
こ
に
、
一
人
で
、
ま
っ
た
く
安
全
な
と
こ
ろ
に
い

る
。
外
で
は
雨
が
降
っ
て
い
る
。
外
で
は
雨
の
な
か
を
、
頭
を
前
に
傾
げ
、
片
手
を

目
の
上
に
か
ざ
し
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
自
分
の
前
を
、
自
分
の
前
数
メ
ー
ト
ル
の
と

こ
ろ
、
濡
れ
た
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
の
数
メ
ー
ト
ル
先
を
見
つ
め
て
歩
い
て
い
る
。」
と

綴
ら
れ
、
さ
ら
に
読
み
進
め
る
と
、「
外
で
は
雪
が
降
っ
て
い
る
。
風
が
歩
道
の
黒

柳 田 寛
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ず
ん
だ
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
の
上
で
、
か
わ
い
た
こ
ま
か
い
結
晶
体
を
追
い
立
て
、
突
風

が
吹
き
過
ぎ
る
ご
と
に
、
そ
れ
が
白
い
線
、
平
行
線
、
分
岐
線
、
螺
旋
と
な
っ
て
地

上
に
つ
も
り
、
ま
た
す
ぐ
ば
ら
ば
ら
に
な
り
、
ま
た
す
ぐ
に
旋
風
に
巻
き
込
ま
れ
て

地
面
す
れ
す
れ
に
追
い
立
て
ら
れ
、
つ
い
で
ふ
た
た
び
凝
固
し
、
新
し
い
螺
旋
、
渦

巻
き
、
分
岐
す
る
波
形
と
い
っ
た
動
く
唐
草
模
様
を
再
構
成
し
、
ま
た
す
ぐ
に
ば
ら

ば
ら
に
な
る
。
頭
を
も
う
す
こ
し
余
計
に
前
に
傾
け
、
額
に
も
っ
と
ぴ
っ
た
り
と
、

目
を
保
護
す
る
片
手
に
お
し
つ
け
、
わ
ず
か
に
自
分
の
前
数
セ
ン
チ
の
地
面
、
両
足

が
片
方
ず
つ
あ
ら
わ
れ
て
は
、
交
互
に
、
片
方
ず
つ
後
ろ
に
さ
が
っ
て
ゆ
く
霜
降
色

の
地
面
を
見
な
が
ら
歩
い
て
ゆ
く
。」
と
書
か
れ
、
さ
ら
に
読
み
進
め
る
と
、「
外
で

は
雪
が
降
っ
て
い
る
。
外
で
は
雪
が
降
っ
た
、
降
っ
て
い
た
、
外
で
は
雪
が
降
っ
て

い
る
。（
後
略
）」
と
い
う
叙
述
に
出
会
う
。
こ
こ
で
読
者
は
混
乱
さ
せ
ら
れ
る
。
い

っ
た
い
こ
れ
ら
の
描
写
の
ど
れ
が
本
当
な
の
か
が
分
か
ら
な
い
。
い
わ
ゆ
る
伝
統
的

な
レ
ア
リ
ス
ム
の
小
説
に
お
い
て
は
、
外
部
の
描
写
が
こ
れ
ほ
ど
曖
昧
に
語
ら
れ
る

こ
と
は
な
い
。
最
初
か
ら
特
定
の
情
景
が
定
め
ら
れ
て
い
よ
う
。
し
か
し
、
さ
ら
に

読
み
進
め
て
行
く
と
、
こ
の
描
写
が
、「
い
ま
私
は
、
こ
こ
に
、
一
人
で
、
ま
っ
た

く
安
全
な
と
こ
ろ
に
い
る
」
人
物
の
頭
の
な
か
で
の
想
像
で
あ
る
こ
と
が
了
解
さ
れ

る
。
つ
ま
り
こ
こ
ま
で
の
食
い
違
っ
た
描
写
は
、
作
家
と
お
ぼ
し
き
人
物
が
こ
れ
か

ら
書
こ
う
と
し
て
い
る
小
説
の
出
だ
し
の
構
想
を
練
っ
て
い
る
と
こ
ろ
な
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
ロ
ブ＝

グ
リ
エ
は
、
レ
ア
リ
ス
ム
小
説
の
よ
う
に
読
者
に
あ
ら
か

じ
め
出
来
上
が
っ
た
も
の
を
差
し
出
す
の
で
は
な
く
、
ま
さ
し
く
出
来
つ
つ
あ
る
過

程
に
読
者
を
引
き
ず
り
込
む
の
で
あ
る
。
そ
の
後
小
説
は
、
作
家
と
お
ぼ
し
き
人
物

の
机
の
上
に
あ
る
電
気
ス
タ
ン
ド
の
描
写
へ
と
移
り
、
そ
の
描
写
が
街
灯
の
描
写
と

重
な
り
、
そ
の
街
灯
に
も
た
れ
掛
か
っ
て
い
る
「
男
」
の
描
写
へ
と
移
っ
て
行
き
、

男
が
兵
隊
と
し
て
、
ま
た
、
ひ
と
つ
の
包
み
を
抱
え
て
い
る
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
。

し
か
し
こ
こ
に
お
い
て
も
、
外
部
と
室
内
の
描
写
が
交
互
に
語
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ

の
包
み
は
、
作
家
と
お
ぼ
し
き
人
物
の
い
る
部
屋
の
洋
箪
笥
の
上
に
の
っ
て
お
り
、

そ
の
壁
に
は
絵
が
か
か
っ
て
い
る
。
や
が
て
描
写
は
絵
に
描
か
れ
て
い
る
居
酒
屋
へ

の
描
写
へ
と
移
り
、
そ
の
描
写
か
ら
男
の
子
と
三
人
の
兵
士
が
現
れ
、
そ
の
描
写
に

よ
り
絵
は
『
ラ
イ
ヘ
ン
フ
ェ
ル
ス
の
敗
戦
』
と
題
す
る
こ
と
が
語
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
ロ
ブ＝

グ
リ
エ
の
小
説
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
語
る
べ
き
物
語
が
あ

り
、
そ
れ
を
レ
ア
リ
ス
ム
小
説
の
よ
う
に
語
る
の
で
は
な
く
、「
描
写
す
る
こ
と
」

そ
の
も
の
が
、
物
語
と
な
る
の
で
あ
る
。
彼
自
身
、
前
書
き
（
と
は
書
い
て
い
な
い

が
）
に
「
こ
の
物
語
は
虚
構
で
あ
っ
て
、
証
言
で
は
な
い
。
こ
の
物
語
の
描
い
て
い

る
現
実
は
、
か
な
ら
ず
し
も
読
者
が
、
身
を
も
っ
て
体
験
し
た
現
実
で
は
な
い
の
で

あ
る
。（
後
略
）」
と
語
っ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、「
こ
の
物
語
は
虚
構
で
あ
っ
て
」

と
い
う
箇
所
に
十
分
注
意
深
く
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
こ
の
小
説
は
、
い
さ

さ
か
も
レ
ア
リ
ス
ム
小
説
の
よ
う
な
現
実
再
現
的
方
法
に
則
っ
て
書
か
れ
て
は
い
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
虚
構
」
で
あ
る
以
上
、
ど
の
よ
う
に
書
か
れ
て
も
よ
い
の

で
あ
る
。
た
ま
た
ま
わ
れ
わ
れ
は
、
十
九
世
紀
に
成
立
し
た
根
拠
の
な
い
小
説
の
書

き
方
に
馴
ら
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
制
度
と
し
て
成
立

し
て
し
ま
っ
た
書
き
方
を
、
金
科
玉
条
と
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
と
同
義
で
あ
る
。

従
っ
て
、
ロ
ブ＝

グ
リ
エ
の
小
説
は
、
反
復
し
て
は
逸
脱
す
る
と
い
う
絶
え
ず
更

新
さ
れ
る
現
在
し
か
知
ら
な
い
生
成
過
程
に
お
け
る
小
説
で
あ
る
。
ま
さ
し
く
そ
の

過
程
そ
の
も
の
が
物
語
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
の
い
う

次
の
言
葉
に
相
応
し
よ
う
。「
ち
ょ
う
ど
地
球
が
何
に
よ
っ
て
も
支
え
ら
れ
ず
に
丸
く

宙
に
浮
か
ん
で
い
る
よ
う
に
、
わ
た
し
の
小
説
も
、
何
の
支
柱
も
持
た
ず
、
た
だ
文

体
そ
の
も
の
の
力
に
よ
っ
て
宙
に
浮
か
ぶ
よ
う
な
、
そ
ん
な
作
品
に
し
て
み
た

い
」。
こ
こ
で
の
「
文
体
」
を
「
描
写
」
に
変
え
れ
ば
、
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
ロ
ブ＝

グ
リ
エ
の
小
説
に
当
て
は
ま
る
だ
ろ
う
。
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
は
そ
こ
か
ら
「
何
に
つ
い

て
も
書
か
れ
て
い
な
い
本
」
と
い
う
も
の
を
夢
想
し
て
い
る
が
、
ロ
ブ＝

グ
リ
エ

が
、
小
説
を
終
え
る
に
際
し
、「
私
は
何
も
語
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
し
て
お
こ
う
」

と
言
っ
た
と
し
て
も
、
不
思
議
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
の
小
説
は
、

読
み
始
め
る
こ
と
で
物
語
が
始
ま
り
、
読
む
こ
と
と
共
に
物
語
の
世
界
が
読
者
の
想

像
力
に
お
い
て
展
開
さ
れ
、
読
み
終
え
た
時
に
そ
れ
は
消
え
る
。
そ
れ
は
丁
度
、
作

動
し
た
機
械
が
様
々
な
過
程
を
辿
り
な
が
ら
、
し
か
し
何
も
産
み
出
す
こ
と
な
く
、

た
だ
運
動
の
軌
跡
を
描
い
た
ま
ま
停
止
し
た
事
態
と
い
さ
さ
か
も
異
な
ら
な
い
。
し

か
し
、
こ
れ
は
い
さ
さ
か
も
ペ
シ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
行
為
で
は
な
く
、
限
り
な
く
意

味
そ
し
て
形
而
上
学
か
ら
自
由
な
行
為
な
の
で
あ
る
。
ま
さ
し
く
「
世
界
は
意
味
も

〈書くこと〉と〈読むこと〉をめぐる一考察
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な
け
れ
ば
不
条
理
で
も
な
い
。
た
だ
た
ん
に
そ
こ
の
《
あ
る
》
だ
け
で
あ
る
」。

今
日
、
人
は
ロ
ブ＝

グ
リ
エ
を
無
視
し
、
葬
り
去
ろ
う
と
し
て
い
る
か
の
よ
う
に

見
え
る
。
だ
が
し
か
し
、
彼
が
実
践
し
た
〈
書
く
こ
と
〉
の
新
し
い
試
み
は
、
物
語

を
〈
書
く
こ
と
〉
と
〈
読
む
こ
と
〉
に
大
き
な
変
革
を
も
た
ら
し
た
事
件
で
あ
っ
た

こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
因
み
に
、
ロ
ブ＝

グ
リ
エ
の
こ
う
し
た
文
学

上
の
事
件
を
真
摯
に
受
け
止
め
た
日
本
の
現
代
小
説
と
し
て
蓮
實
重
彦
の
『
陥
没
地

帯
』
を
挙
げ
る
こ
と
は
、
そ
れ
程
的
を
外
れ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
。

Ⅲ

ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
に
お
け
る
〈
書
く
こ
と
〉
と
〈
読
む
こ
と
〉

１.

零
度
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル

ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
に
お
け
る
〈
書
く
こ
と
〉
と
〈
読
む
こ
と
〉
に
つ
い
て
考
察
す

る
場
合
、
ま
ず
最
初
に
視
野
に
現
れ
る
の
は
、「
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
」
と
い
う
概
念

で
あ
る
。
作
家
の
自
由
に
な
ら
な
い
も
の
と
し
て
、
一
方
に
、
誰
も
が
共
有
し
う
る

馴
れ
親
し
ん
だ
場
と
し
て
の
抽
象
的
な
構
造
で
あ
る
「
ラ
ン
グ
」
が
水
平
構
造
を
な

し
、
他
方
、
徹
底
し
て
閉
ざ
さ
れ
た
個
人
の
生
活
史
な
り
記
憶
な
り
の
領
域
と
し
て

の
文
体
、
い
わ
ゆ
る
「
ス
テ
ィ
ル
」
が
垂
直
構
造
を
持
っ
た
も
の
と
し
て
存
在
し
て

い
る
。
従
っ
て
、
作
家
は
、「
ラ
ン
グ
」
と
「
ス
テ
ィ
ル
」
の
ど
ち
ら
側
を
む
い
た

と
こ
ろ
で
、
選
択
す
る
こ
と
、
歴
史
的
に
自
己
を
拘
束
す
る
契
機
は
見
あ
た
ら
な

い
。
そ
し
て
「
ラ
ン
グ
」
と
「
ス
テ
ィ
ル
」
の
交
差
す
る
場
所
に
、
フ
ォ
ル
ム
の
選

択
に
よ
っ
て
文
学
を
問
題
体
系
化
し
う
る
「
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
」
が
、
作
家
を
社
会

的
に
ま
た
歴
史
的
に
拘
束
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
エ
ク
リ
チ
ュ
ー

ル
」
の
視
点
か
ら
バ
ル
ト
は
文
学
言
語
の
新
し
い
歴
史
を
語
る
。
す
な
わ
ち
、
バ
ル

ザ
ッ
ク
ま
で
は
見
ら
れ
る
対
象
だ
っ
た
も
の
が
、
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
に
よ
っ
て
彫
琢
さ

れ
る
べ
き
対
象
と
な
り
、
マ
ラ
ル
メ
に
よ
っ
て
虐
殺
さ
る
べ
き
対
象
へ
と
変
容
し
、

カ
ミ
ュ
に
至
っ
て
つ
い
に
不
在
た
る
べ
き
対
象
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
バ
ル
ト
は
、

こ
の
「
不
在
た
る
べ
き
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
」
に
夢
と
し
て
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
を
見

て
い
る
。
つ
ま
り
そ
こ
に
お
い
て
、「
零
度
と
し
て
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
」
が
、「
無

色
透
明
な
も
の
と
し
て
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
」
が
、
そ
し
て
「
中
性
と
し
て
の
エ
ク

リ
チ
ュ
ー
ル
」
が
存
在
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
、〈
中
性
〉
と
い
う
語
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

〈
中
性
〉
と
い
う
考
え
方
は
、
バ
ル
ト
に
と
っ
て
、
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
場
面
の
み

な
ら
ず
、
彼
の
思
考
そ
の
も
の
に
お
い
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
か
ら
で
あ
る
。
先
の

「
中
性
と
し
て
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
」
に
お
い
て
考
え
ら
れ
て
い
る
〈
中
性
〉
は
、

ま
ず
、
言
語
学
の
視
点
か
ら
語
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
な
ん
ら
か
の
意
味
で
情
動
的
な

志
向
性
の
支
配
下
に
あ
る
も
の
、
例
え
ば
、
希
求
・
願
望
を
表
明
す
る
接
続
法
と
指

定
・
強
制
を
表
明
す
る
命
令
法
と
い
っ
た
も
の
か
ら
等
し
い
距
離
を
お
い
て
遠
ざ
か

っ
た
と
こ
ろ
に
、
も
は
や
「
法
」（
モ
ー
ド
）
と
は
呼
び
が
た
い
法
と
し
て
の
直
説
法

が
、
叫
び
や
裁
定
の
い
ず
れ
に
も
加
担
す
る
こ
と
な
く
横
た
わ
っ
て
い
る
。
そ
し
て

こ
の
〈
中
性
〉
が
、
バ
ル
ト
が
偏
愛
し
た
二
項
対
立
と
そ
の
棄
却
、
そ
し
て
そ
れ
に

代
わ
る
「
第
三
項
」
の
擁
立
に
関
わ
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

周
知
の
よ
う
に
、
二
項
対
立
は
そ
の
対
立
関
係
に
よ
っ
て
意
味
を
生
み
出
す
。「
生

産
と
生
産
物
」、「
構
造
」
と
「
構
造
化
」、「
体
系
と
体
系
性
」
と
い
っ
た
よ
う
に
。

二
項
対
立
は
、
語
彙
に
の
み
限
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、「
ド
ク
サ
と
パ
ラ
ド
ク
サ
」、

「
作
用
と
反
作
用
」、「
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
と
新
し
さ
」、
と
い
っ
た
二
項
対
立
に
よ
る

弁
証
法
を
も
生
み
出
す
。
そ
れ
は
意
味
の
弁
証
法
で
あ
り
、
価
値
の
弁
証
法
で
あ

る
。「
価
値
」
は
支
配
し
、
決
定
し
、
善
と
悪
を
切
り
離
す
。
そ
の
結
果
、
あ
ら
ゆ
る

も
の
が
好
み
と
嫌
悪
と
い
う
範
列
に
と
ら
え
ら
れ
、
世
界
は
強
烈
に
意
味
作
用
を
発

揮
す
る
。
そ
し
て
こ
の
時
、
バ
ル
ト
の
二
項
対
立
へ
の
偏
愛
は
、
そ
の
棄
却
へ
と
方

向
を
変
え
、
新
た
な
る
「
第
三
項
」
を
導
き
入
れ
る
。
そ
れ
は
「
漂
流
」
で
あ
り
、

「
裏
を
か
く
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
価
値
に
対
し
て
、
対

立
し
よ
う
と
せ
ず
、
そ
れ
ら
の
間
を
ぬ
っ
て
進
み
、
そ
れ
ら
を
避
け
、
う
ま
く
か
わ

す
こ
と
。
つ
ま
り
、
対
立
、
抗
争
、
攻
撃
性
の
な
か
に
お
ち
こ
ま
な
い
こ
と
、
単
純

な
反
対
項
ど
う
し
を
結
合
す
る
意
味
の
連
帯
性
に
し
ば
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ

こ
か
ら
「
ユ
ー
ト
ピ
ア
」
な
ら
ぬ
「
ア
ト
ピ
ア
」
と
い
う
思
考
が
生
れ
る
。「
ユ
ー
ト

ピ
ア
」
は
、
反
作
用
的
で
あ
り
、
戦
術
的
、
文
学
的
で
あ
り
、
意
味
か
ら
生
じ
、
意

味
を
作
動
す
る
。
し
か
し
、「
ア
ト
ピ
ア
」
の
語
源
で
あ
る
「
ア
ト
ポ
ス
」
と
は
、

「
分
類
し
え
な
い
」
と
い
う
こ
と
、「
た
え
ず
予
想
外
な
独
自
性
を
示
す
」
と
い
う
こ
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と
で
あ
り
、「
ア
ト
ポ
ス
」
の
真
の
意
味
は
、「
形
容
で
き
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
は
、「
裏
を
か
く
」
と
い
う
実
践
に
お
い
て
の
み
可
能
と
な
る
事
態

を
指
す
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
事
態
を
指
す
の
か
に
つ
い
て

考
え
て
み
た
い
。

２.

文
学
の
記
号
学

こ
の
「
裏
を
か
く
」
と
い
う
実
践
は
、
文
学
の
領
域
に
お
い
て
は
ど
の
よ
う
な
こ

と
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
、
コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ

ン
ス
に
お
け
る
「
講
義
」（
邦
題
『
文
学
の
記
号
学
』）
と
題
さ
れ
た
「
文
学
の
記
号

学
」
の
開
講
講
義
録
を
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
順
を
追
っ
て
バ
ル
ト
が
語
る
と

こ
ろ
を
見
て
い
こ
う
。
ま
ず
バ
ル
ト
は
、
自
己
の
文
学
的
営
為
を
次
の
様
に
語
る
こ

と
か
ら
始
め
る
。「
私
が
生
み
出
し
た
の
は
、
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
が
分
析
と
覇
を
競
い

あ
う
曖
昧
な
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
の
エ
ッ
セ
ー
に
す
ぎ
な
か
っ
た
」
と
語
る
。
し
か
し

こ
の
言
葉
は
、
単
な
る
謙
遜
と
し
て
捉
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
バ
ル
ト
の
い

う
「
エ
ッ
セ
ー
」
に
は
、
後
期
に
お
い
て
い
よ
い
よ
顕
著
に
な
る
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト

順
に
よ
る
断
章
と
い
う
書
き
方
へ
の
偏
愛
と
、
メ
タ
言
語
に
よ
る
科
学
的
書
き
方
へ

の
痛
烈
な
批
判
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
。
次
い
で
バ
ル
ト
は
、
言
語
と
権
力
に
つ
い
て

語
る
。
ま
ず
、
彼
は
ル
ナ
ン
の
言
葉
を
引
用
す
る
こ
と
か
ら
始
め
る
。「
ル
ナ
ン
の
言

葉
を
引
用
し
よ
う
。
彼
は
あ
る
講
演
で
こ
う
言
っ
て
い
る
。〈
皆
さ
ん
、
フ
ラ
ン
ス
語

は
、
決
し
て
不
条
理
な
こ
と
を
言
う
た
め
の
言
語
と
は
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
れ

は
ま
た
、
決
し
て
反
動
的
な
言
語
と
は
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
フ
ラ
ン
ス
語
を
表
現

手
段
と
し
て
も
つ
真
剣
な
反
動
な
ど
、
私
に
は
想
像
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
〉

と
。
た
し
か
に
、
ル
ナ
ン
は
、
彼
な
り
に
炯
眼
だ
っ
た
。
彼
が
見
抜
い
た
よ
う
に
、

言
葉
は
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
生
み
出
し
て
消
え
て
し
ま
う
も
の
で
は
な
い
。
言
語
は
そ
う

し
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
あ
と
ま
で
生
き
残
り
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
伝
え
る
の
と
は
別
の
こ

と
を
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
こ
め
て
、
し
ば
し
ば
恐
ろ
し
い
調
子
で
聞
か
せ
る
こ
と
が
で

き
る
。
語
る
主
体
の
意
識
的
、
理
性
的
な
声
の
上
に
、
さ
ら
に
言
語
構
造
の
支
配
的

な
、
頑
固
な
、
抵
抗
し
が
た
い
声
、
つ
ま
り
、
語
る
存
在
と
し
て
の
種
の
声
を
か
ぶ

せ
る
の
で
あ
る
。
ル
ナ
ン
の
誤
り
は
、
歴
史
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
構
造
的
な
も
の

で
は
な
か
っ
た
。
彼
は
こ
う
信
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
理
性
に
よ
っ
て
形

づ
く
ら
れ
て
い
る
、
と
彼
が
考
え
る
フ
ラ
ン
ス
語
は
、
当
然
、
あ
る
政
治
的
理
性
を

表
現
す
る
よ
う
に
強
制
す
る
が
、
彼
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
そ
の
政
治
的
理
性
は
民
主

的
な
も
の
で
し
か
あ
り
え
な
い
と
。
し
か
し
、
あ
ら
ゆ
る
言
語
活
動
の
遂
行
形
態
と

し
て
の
言
語
は
、
反
動
的
で
も
進
歩
的
で
も
な
い
。
言
語
は
、
単
に
フ
ァ
シ
ス
ト
的

な
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
は
、
何
か
を
言
わ
せ
ま
い
と
す
る
の

で
は
な
く
、
何
か
を
強
制
的
に
言
わ
せ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
」（４）
。
さ
ら
に
バ
ル

ト
は
述
べ
る
。「
言
語
の
う
ち
に
は
、
必
ず
二
つ
の
項
目
が
姿
を
現
す
。
そ
れ
は
、
断

定
か
ら
く
る
権
威
と
反
復
か
ら
く
る
群
生
性
と
で
あ
る
。（
中
略
）
以
上
の
二
つ
の
項

目
は
、
私
の
な
か
で
一
つ
に
な
り
、
私
は
主
人
と
同
時
に
奴
隷
と
な
る
。
私
は
す
で

に
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
繰
り
返
し
、
記
号
の
隷
属
状
態
の
う
ち
に
安
住
し
て
い
る

だ
け
で
は
な
い
。
自
分
が
繰
り
返
し
言
っ
て
い
る
こ
と
を
、
主
張
し
、
断
言
し
、
強

調
も
し
て
い
る
の
だ
。
そ
れ
ゆ
え
言
語
の
う
ち
に
あ
っ
て
は
、
隷
属
性
と
権
力
と
が

避
け
が
た
く
混
じ
り
あ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
単
に
権
力
か
ら
の
が

れ
る
力
だ
け
で
は
な
く
、
ま
た
と
り
わ
け
、
誰
を
も
服
従
さ
せ
な
い
力
の
こ
と
を
自

由
と
呼
ぶ
な
ら
、
自
由
は
言
語
の
外
に
し
か
あ
り
え
な
い
。
が
、
不
幸
な
こ
と
に
人

間
の
言
語
活
動
に
は
外
部
が
な
い
の
だ
」（５）
。
で
は
、
ど
う
す
れ
ば
良
い
の
か
？
バ

ル
ト
は
言
う
。「
わ
れ
わ
れ
に
残
さ
れ
て
い
る
の
は
、
も
し
こ
う
言
っ
て
よ
け
れ
ば
、

言
語
を
用
い
て
ご
ま
か
す
こ
と
、
言
語
を
ご
ま
か
す
こ
と
だ
け
で
あ
る
。（
中
略
）
こ

の
健
全
な
ご
ま
か
し
、
こ
の
肩
す
か
し
、
こ
の
壮
麗
な
罠
、
私
は
そ
れ
を
文
学
と
呼

ぶ
の
で
あ
る
」（６）
。

言
語
は
何
か
を
強
制
的
に
言
わ
せ
る
が
故
に
「
フ
ァ
シ
ズ
ム
」
で
あ
り
、
そ
こ
に

権
力
と
隷
属
性
が
同
居
し
て
い
る
。
言
語
の
外
に
逃
れ
よ
う
と
し
て
も
、
人
間
の
言

語
活
動
に
は
「
外
部
」
が
な
い
。
そ
れ
故
に
、
わ
れ
わ
れ
に
で
き
る
こ
と
は
「
言
語

を
用
い
て
言
語
を
ご
ま
か
す
こ
と
」
し
か
あ
り
え
ず
、
そ
の
「
ご
ま
か
し
」
を
バ
ル

ト
は
「
文
学
」
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。
先
に
述
べ
た
言
語
の
「
裏
を
か
く
」
と
は
こ
の

「
言
語
の
ご
ま
か
し
」
に
他
な
ら
な
い
。
こ
う
し
て
、
作
家
が
言
語
に
対
し
て
行
う

転
位
の
作
業
が
認
め
ら
れ
る
と
き
、
そ
れ
は
、
文
学
と
も
、
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
と

も
、
テ
ク
ス
ト
と
も
呼
ば
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
こ
で
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
は
、

『
零
度
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
』
に
お
い
て
使
わ
れ
た
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
と
は
位
相
が
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異
な
っ
て
い
る
。
後
者
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
は
「
書
く
」
と
い
う
動
詞
が
、
他
動
詞

と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
事
態
を
指
し
、
そ
れ
を
バ
ル
ト
は
、「
エ
ク
リ
ヴ
ァ
ン

ス
」
と
名
付
け
て
お
り
、
こ
こ
で
言
う
「
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
」
は
「
書
く
」
と
い
う

動
詞
が
自
動
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
事
態
を
指
し
、
言
語
を
手
段
と
す
る
メ
ッ

セ
ー
ジ
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
言
語
を
舞
台
に
し
て
お
こ
な
わ
れ
る
語
の
戯
れ
の
謂

い
で
あ
る
。
従
っ
て
、
文
学
、
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
、
テ
ク
ス
ト
、
と
り
あ
え
ず
「
文

学
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
が
、
そ
の
文
学
の
う
ち
に
含
ま
れ
る
自
由
は
、「
戸
籍
上

の
人
間
に
依
存
す
る
わ
け
で
も
な
く
、
ま
た
、
結
局
は
世
間
並
み
の
《
紳
士
》
に
す

ぎ
な
い
作
家
の
、
政
治
的
参
加
に
依
存
す
る
わ
け
で
も
な
く
、
さ
ら
に
ま
た
、
彼
の

作
品
の
理
論
的
内
容
に
依
存
す
る
」（７）
わ
け
で
も
な
い
の
で
あ
る
。

次
い
で
バ
ル
ト
は
、「
メ
タ
言
語
」
に
対
し
て
も
批
判
を
呈
し
て
い
る
。
ま
ず
、

彼
の
「
文
学
と
科
学
」
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
見
て
お
こ
う
。「
文
学
は
科
学
の
隙

間
で
働
く
。
文
学
は
常
に
科
学
よ
り
も
遅
れ
て
い
る
か
、
進
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
ち

ょ
う
ど
ボ
ロ
ー
ニ
ア
の
石
が
、
昼
の
間
に
た
く
わ
え
た
光
を
夜
に
な
っ
て
放
出
し
、

こ
の
間
接
的
な
光
に
よ
っ
て
、
新
た
に
や
っ
て
来
る
日
を
照
ら
す
の
に
似
て
い
る
。

科
学
は
粗
雑
で
あ
り
、
人
生
は
微
妙
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
両
者
の
距
離
を
埋
め
る

か
ら
こ
そ
、
文
学
は
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
重
要
な
の
で
あ
る
。（
中
略
）
科
学
の
言
説

―
―
あ
る
い
は
、
科
学
の
あ
る
種
の
言
説
―
―
に
よ
れ
ば
、
知
と
は
言
表
﹇
さ
れ
た

も
の
﹈
で
あ
る
。
が
、
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
に
お
い
て
は
、
知
は
言
表
行
為
で
あ
る
。

言
表
は
、
言
語
学
の
通
常
の
対
象
で
あ
り
、
言
表
す
る
主
体
の
不
在
の
産
物
と
し
て

与
え
ら
れ
る
。
言
表
行
為
は
と
い
え
ば
、
主
体
の
位
置
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
さ
ら
に
は

主
体
の
欠
在
（
マ
ン
ク
）
を
あ
ら
わ
に
す
る
（
そ
れ
は
主
体
の
不
在
で
は
な
い
）
こ

と
に
よ
っ
て
、
言
語
活
動
の
現
実
そ
の
も
の
を
示
す
。（
中
略
）
語
は
も
は
や
、
錯
覚

に
よ
っ
て
単
な
る
手
段
と
見
な
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
は
な
く
、
発
射
、
爆
発
、
振

動
、
仕
掛
け
、
味
わ
い
と
し
て
送
り
出
さ
れ
る
」（８）
。
お
分
か
り
だ
ろ
う
。「
メ
タ
言

語
」
と
は
、
言
表
行
為
の
主
体
と
な
る
こ
と
を
忌
避
す
る
言
説
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る

科
学
的
と
称
さ
れ
る
言
説
が
こ
れ
に
当
て
は
ま
る
。
構
造
主
義
が
優
れ
た
成
果
を
挙

げ
た
の
も
こ
の
点
に
お
い
て
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
構
造
な
り
体
系
の
記
述
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
時
、
構
造
な
り
体
系
の
網
目
か
ら
零
れ
る
も
の
は
捨
象
さ

れ
る
。
そ
の
一
番
い
い
例
が
構
造
言
語
学
の
音
韻
論
だ
ろ
う
。
い
わ
ゆ
る
音
素
を
取

り
出
す
に
は
、
意
味
の
違
い
を
生
み
出
す
音
の
対
立
が
あ
れ
ば
事
足
り
る
の
で
あ

る
。
そ
の
際
、
個
々
の
音
の
触
覚
的
な
「
声
の
肌
理
」
な
ど
と
い
う
も
の
は
あ
っ
さ

り
と
捨
て
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
細
部
に
対
す
る
感
性
と
い
う
も
の
を
ど
こ
か
で
放
棄

し
な
け
れ
ば
、
理
論
は
で
き
な
い
の
だ
。
そ
の
こ
と
に
い
ち
早
く
バ
ル
ト
が
気
づ
い

た
が
ゆ
え
に
、
彼
は
構
造
化
・
体
系
化
で
き
な
い
「
音
」
な
り
「
響
き
」
と
い
う
も

の
を
聴
き
取
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
構
造
化
・
体
系
化
か
ら
零
れ
落
ち
る
こ

う
し
た
細
部
へ
の
愛
、
そ
れ
が
後
期
バ
ル
ト
の
主
た
る
関
心
事
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ

を
限
り
な
く
魅
了
す
る
と
と
も
に
わ
れ
わ
れ
の
知
性
・
感
性
の
在
り
方
の
変
容
を
促

す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
を
バ
ル
ト
の
い
う
「
第
三
の
意
味
」
へ

と
導
い
て
ゆ
く
こ
と
と
な
る
。

３.

第
三
の
意
味

さ
て
、「
第
三
の
意
味
」
と
は
な
に
か
。
そ
れ
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
い

う
情
報
レ
ベ
ル
に
お
い
て
機
能
す
る
意
味
を
「
第
一
の
意
味
」
と
す
れ
ば
、「
第
二

の
意
味
」
と
は
コ
ノ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
機
能
し
て
い
る
「
意
味
作

用
」
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
、「
第
三
の
意
味
」
と
は
シ
ニ
フ
ィ
エ
（「
所
記
」）

を
欠
い
た
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
（「
能
記
」）、
す
な
わ
ち
「
意
味
形
成
性
」
と
訳
さ
れ
る

「
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
ス
」
の
こ
と
で
あ
る
。
バ
ル
ト
は
、
エ
イ
ゼ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
映

画
『
戦
艦
ポ
チ
ョ
ム
キ
ン
』
の
フ
ォ
ト
グ
ラ
ム
を
使
っ
て
こ
の
「
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン

ス
」
を
説
明
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
泣
い
て
い
る
老
婆
の
写
真
で
あ
る
。
そ
の
写
真

の
何
か
が
バ
ル
ト
を
捉
え
て
離
さ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
を
名
指
す
こ
と
は
で
き
な

い
。
有
体
に
い
え
ば
そ
こ
に
映
し
出
さ
れ
て
い
る
の
は
、
閉
じ
た
瞼
、
引
き
つ
っ
た

口
、
胸
に
当
て
た
拳
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
い
わ
ば
「
自
明
な
意
味
」（sens

obvie

）
で
あ
り
、「
悲
し
み
の
身
ぶ
り
」
と
名
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、

彼
を
捉
え
て
離
さ
な
い
の
は
、《
余
分
》
に
や
っ
て
来
る
意
味
で
あ
り
、
頑
固
で
あ

る
と
同
時
に
捉
え
ど
こ
ろ
が
な
く
、
滑
ら
か
で
あ
る
と
同
時
に
手
に
お
え
な
い
「
鈍

い
意
味
」（sens

obtus

）
で
あ
る
。
そ
れ
を
バ
ル
ト
は
、
老
婆
の
額
の
部
分
に
見
ら

れ
る
被
り
物
、
ス
カ
ー
フ
に
見
て
と
り
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
道
化
風
の
、
愚
鈍

な
風
に
み
せ
よ
う
と
す
る
変
装
の
よ
う
に
、
異
常
な
ほ
ど
眉
ま
で
下
げ
た
被
り
物
の

柳 田 寛
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線
の
〈
低
さ
〉
と
、
色
褪
せ
、
薄
れ
、
老
化
し
た
眉
の
山
な
り
の
線
、
深
く
伏
せ

た
、
し
か
し
、
藪
に
ら
み
を
し
て
い
る
よ
う
に
、
中
に
寄
せ
た
瞼
の
極
端
な
曲
が
り

具
合
と
、
隠
喩
的
な
文
体
で
い
え
ば
、〈
干
上
が
っ
た
魚
の
よ
う
に
〉、
被
り
物
と
眉

の
横
線
に
対
応
し
て
い
る
、
半
ば
開
い
た
口
の
横
線
と
の
間
の
関
係
と
い
っ
て
も
い

い
」（９）
。
こ
れ
が
「
第
三
の
意
味
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
名
付
け
る
こ
と
は
で
き
な
い

が
、
日
本
の
俳
句
の
よ�

う�

に�

（
傍
点
筆
者
）、
意
味
の
顔
面
を
横
切
る
傷
の
よ
う
な

も
の
と
し
て
、
い
わ
ば
シ
ニ
フ
ィ
エ
を
持
た
な
い
照
応
詞
的
（
ア
ナ
フ
ォ
リ
ッ
ク
）

な
身
振
り
と
し
て
語
る
こ
と
は
可
能
な
も
の
で
あ
る
と
し
、
次
の
よ
う
に
語
る
。

引
き
つ
っ
た
口
、
藪
に
ら
み
す
る
閉
じ
た
目

額
に
深
く
下
げ
た
被
り
物

泣
く
女

で
は
、
こ
の
「
第
三
の
意
味
」
と
「
物
語
」
と
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
だ

ろ
う
か
。
ま
ず
、「
第
三
の
意
味
」
が
サ
ン
タ
グ
ム
（
連
辞
）
に
お
い
て
果
た
す
責

任
に
つ
い
て
、
バ
ル
ト
は
自
問
す
る
。「
ア
ネ
ク
ド
ー
ト
（
逸
話
）
の
連
続
の
中
で
、

す
な
わ
ち
、
読
者
や
観
客
の
〈
大
衆
〉
に
物
語
を
理
解
さ
せ
る
に
は
不
可
欠
の
よ
う

に
思
わ
れ
る
論
理
的＝

時
間
的
体
系
の
中
で
、
第
三
の
意
味
は
ど
ん
な
位
置
を
占
め

て
い
る
の
だ
ろ
う
か
」。
彼
は
答
え
る
。「
鈍
い
意
味
（「
第
三
の
意
味
」）
が
反＝

物

語
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
。
散
在
し
、
可
逆
的
で
、
固
有
の
持
続
に
つ

な
が
れ
て
い
る
鈍
い
意
味
は
（
そ
の
跡
を
辿
っ
て
み
る
と
）、（
技
術
的
、
あ
る
い

は
、
説
話
的
）
シ
ョ
ッ
ト
や
シ
ー
ク
エ
ン
ス
や
サ
ン
タ
グ
ム
（
連
辞
）
の
切
り
取
り

と
は
ま
っ
た
く
別
の
切
り
取
り
し
か
で
き
な
い
。
前
代
未
聞
の
、
反＝

論
理
的
な
、

し
か
し
、〈
真
の
〉
切
り
取
り
で
あ
る
」（１０）
。
つ
ま
り
、
こ
う
い
う
こ
と
だ
。「
第
三
の

意
味
」
は
、
そ
れ
が
あ
っ
て
も
な
く
て
も
、
物
語
の
い
わ
ば
「
ス
ト
ー
リ
ー
」
を
辿

る
こ
と
に
は
い
さ
さ
か
も
影
響
を
あ
た
え
な
い
。
逆
に
い
え
ば
、
物
語
の
「
ス
ト
ー

リ
ー
」
を
追
っ
て
い
る
限
り
、「
第
三
の
意
味
」
に
触
れ
る
こ
と
は
な
い
。
し
か

し
、
ひ
と
た
び
「
第
三
の
意
味
」
に
触
れ
た
も
の
は
、「
物
語
を
別
な
風
に
構
造
化
」

（１１）

す
る
の
だ
。
そ
れ
ゆ
え
「
第
三
の
意
味
」
は
、
構
造
に
も
体
系
に
も
属
さ
な
い
。

構
造
や
体
系
の
網
の
目
で
は
掬
い
と
れ
な
い
意
味
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
前
述

し
た
よ
う
に
所
記
（
シ
ニ
フ
ィ
エ
）
の
な
い
意
味
で
あ
る
。
意
味
と
い
う
言
葉
が
そ

れ
こ
そ
「
意
味
」
に
回
収
さ
れ
や
す
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、「
記
号
」
と
い
う
言

葉
に
変
え
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
蓮
實
重
彦
は
こ
う
し
た
構
造
や
体
系
あ
る
い
は
歴
史

か
ら
こ
ぼ
れ
て
落
ち
て
し
ま
う
あ
る
種
の
「
徴
」
へ
の
愛
を
「
記
号
愛
」（１２）
と
称
し

て
い
る
が
、
彼
自
身
そ
の
本
の
な
か
で
言
及
し
て
い
る
よ
う
に
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
は

ま
さ
し
く
「
記
号
愛
」
に
触
れ
え
た
そ
の
一
人
で
あ
っ
た
。

も
う
少
し
、「
第
三
の
意
味
」
へ
の
言
及
を
続
け
よ
う
。「
第
三
の
意
味
」
が
物
語

を
別
な
風
に
構
造
化
す
る
と
先
に
述
べ
た
が
、
そ
こ
か
ら
〈
映
画
的
な
も
の
〉
が
現

れ
る
と
バ
ル
ト
は
続
け
る
。「〈
映
画
的
な
も
の
〉
が
現
れ
る
の
は
、
第
三
の
意
味
の

レ
ベ
ル
、
し
か
も
、
そ
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
の
み
な
の
で
あ
ろ
う
。
映
画
的
な
も
の

と
は
、
映
画
の
な
か
に
あ
っ
て
、
記
述
さ
れ
得
な
い
も
の
で
あ
る
。
表
象
さ
れ
得
な

い
表
象
で
あ
る
。
映
画
的
な
も
の
は
、
た
だ
、
言
語
活
動
と
分
節
さ
れ
た
メ
タ
言
語

が
終
わ
る
と
こ
ろ
か
ら
の
み
始
ま
る
。（
中
略
）
第
三
の
意
味
は
、
理
論
的
に
位
置
づ

け
ら
れ
る
が
、
記
述
で
き
ず
、
し
た
が
っ
て
、
言
語
活
動
か
ら
意
味
形
成
性
へ
の
移

行
と
し
て
、
ま
た
、
映
画
的
な
も
の
を
創
始
す
る
行
為
と
し
て
現
れ
る
」（１３）
。

ま
た
、
バ
ル
ト
は
「
第
三
の
意
味
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
も
語
っ
て
い
る
。
前

述
し
た
こ
と
と
重
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
こ
と
を
了
解
し
て
い
た
だ
き
た
い
。「
鈍
い
意

味
（「
第
三
の
意
味
」）
は
言
語
（
ラ
ン
グ
）
の
中
に
は
な
い
（
象
徴
の
言
語
に
さ
え

も
）。
そ
れ
を
除
い
て
も
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
や
意
味
作
用
は
残
り
、
流
れ
、

通
ず
る
。
鈍
い
意
味
が
な
く
と
も
、
私
は
ま
だ
語
る
こ
と
も
、
読
む
こ
と
も
で
き

る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
言
（
パ
ロ
ー
ル
）
の
中
に
も
な
い
。
エ
イ
ゼ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン

的
な
鈍
い
意
味
の
あ
る
種
の
常
数
は
存
在
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の

時
、
そ
れ
は
す
で
に
主
題
論
的
言
（
パ
ロ
ー
ル
）
で
あ
り
、
個
人
言
語
（
イ
デ
ィ
オ

レ
ク
ト
で
あ
り
、
こ
の
個
人
言
語
は
は
か
な
い
も
の
で
あ
る
（
た
だ
単
に
、
エ
イ
ゼ

ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
関
す
る
本
を
書
く
批
評
家
に
よ
っ
て
定
着
さ
れ
る
だ
け
の
も
の

だ
）。
な
ぜ
な
ら
、
鈍
い
意
味
と
い
う
の
は
、
到
る
所
に
あ
る
も
の
で
は
な
く
、
ど

こ
か
に
あ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。（
中
略
）
い
い
か
え
れ
ば
、
鈍
い
意
味
は
構
造
的

に
は
位
置
づ
け
ら
れ
な
い
の
だ
。
意
味
論
学
者
は
そ
れ
の
客
観
的
存
在
を
認
め
な
い

だ
ろ
う
（
し
か
し
、
客
観
的
な
読
み
と
は
何
だ
ろ
う
）。
そ
し
て
、
そ
の
意
味
が
私

に
は
（
こ
の
私
に
は
）
明
白
で
あ
る
の
は
、
多
分
、
ま
だ
（
今
の
と
こ
ろ
）、
錯
誤
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Ｂ ８

／【Ｋ：】Ｓｅｒｖｅｒ／北海道医療大学人間基礎科学論集／第４０号　，。／たて組／００１～００８　柳田　寛　書くことと読む  2014.11.17 18.26.11  Page 8 



平
成
二
六
年
八
月
十
九
日
受
理

に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
あ
の
孤
独
で
不
幸
な
ソ
シ
ュ
ー
ル
に
、
古
風
な
詩

句
の
中
に
、
謎
め
い
た
、
起
源
の
な
い
、
執
拗
な
声
を
、
す
な
わ
ち
、
ア
ナ
グ
ラ
ム

の
声
を
聴
く
こ
と
を
余�

儀�

な�

く�

さ�

せ�

た�

（
強
調
バ
ル
ト
）
の
と
同
じ
《
錯
誤
》
で
あ

ろ
う
）」（１４）
。
バ
ル
ト
は
、「
第
三
の
意
味
」
の
看
取
も
ア
ナ
グ
ラ
ム
の
声
を
聴
く
と

い
う
《
錯
誤
》
に
よ
る
も
の
と
し
て
い
る
が
、
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
バ
ル
ト
特
有
の
含

羞
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
確
か
に
「（
こ
の
私
に
は
）」
明
白
で
あ
る
か
ら

だ
。
た
だ
そ
れ
は
、
細
部
に
対
す
る
感
性
を
欠
く
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
成
立
し
え
な

い
科
学
に
よ
っ
て
は
触
知
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、
小

説
に
せ
よ
、
映
画
に
せ
よ
、
物
語
の
進
展
に
拘
泥
す
る
あ
ま
り
、
小
説
の
言
葉
の
物

質
性
、
映
画
の
意
義
深
い
細
部
と
の
接
触
を
取
り
逃
が
し
て
い
る
の
だ
。
構
造
や
体

系
の
網
の
目
か
ら
は
零
れ
て
し
ま
う
こ
う
し
た
細
部
の
い
わ
ば
唯
物
論
的
な
擁
護

は
、
小
説
や
映
画
の
み
な
ら
ず
、
音
楽
に
於
け
る
「
声
の
肌
理
」（
パ
ン
ゼ
ラ
と
フ
ィ

ッ
シ
ャ
ー＝

デ
ィ
ス
カ
ウ
）
や
「
身
体
素
」（
シ
ュ
ー
マ
ン
）
に
お
い
て
も
見
出
さ
れ

る
。「
声
の
肌
理
」
や
「
身
体
素
」
は
、
身
体
に
根
差
す
が
ゆ
え
に
そ
の
表
出
は
き
わ

め
て
デ
リ
ケ
ー
ト
で
あ
り
、
バ
ル
ト
の
筆
の
運
び
も
独
自
の
繊
細
さ
を
纏
う
。
ま

た
、「
鈍
い
意
味
」（「
第
三
の
意
味
」）
に
つ
い
て
バ
ル
ト
は
、「
そ
れ
は
、
た
だ
単

に
、
愛
す
る
も
の
、
擁
護
し
よ
う
と
思
う
も
の
を
示
す
感
動
で
あ
る
。
そ
れ
は
感
動

＝

価
値
で
あ
り
、
価
値
判
断
で
あ
る
。」（１５）
と
述
べ
る
。
こ
う
し
た
情
動
価
値
は
、

『
明
る
い
部
屋
』
に
お
け
る
「
プ
ン
ク
ト
ゥ
ム
」（punctum

）
へ
と
連
動
さ
れ
て
ゆ

く
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
考
察
し
た
い
。

註�
松
浦
寿
輝
、『
口
唇
論
』、
青
土
社
、
一
九
九
七
年
、
一
八
七
頁

�
同
書
、
一
八
六
頁

�
ア
ラ
ン
・
ロ
ブ＝

グ
リ
エ
、『
新
し
い
小
説
の
た
め
に
』、
新
潮
社
、
一
九
六
七

年
、
二
一
頁

�
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
、『
文
学
の
記
号
学
』、
み
す
ず
書
房
、
一
九
八
一
年
、
十
四
―

十
五
頁

�
同
書
、
十
五
―
十
七
頁

�
同
書
、
十
七
頁

	
同
書
、
十
九
頁



同
書
、
二
一
―
二
三
頁

�
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
、『
第
三
の
意
味
』、
み
す
ず
書
房
、
一
九
八
四
年
、
八
一
―
八

二
頁

�
同
書
、
九
一
頁


同
書
、
九
三
頁

�
蓮
實
重
彦
、『
物
語
の
時
代
』、
冬
樹
社
、
一
九
八
五
年
、
十
六
頁

�
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
、『
第
三
の
意
味
』、
九
三
頁

�
同
書
、
八
八
頁

�
同
書
、
八
四
頁

参
考
文
献

黒
田
夏
子
『ab

さ
ん
ご
』
文
藝
春
秋

二
〇
一
三
年

ア
ラ
ン
・
ロ
ブ＝

グ
リ
エ
『
迷
路
の
な
か
で
』
講
談
社
文
芸
文
庫

一
九
八
八
年

松
浦
寿
輝
『
波
打
ち
際
に
生
き
る
』
羽
鳥
書
店

二
〇
一
三
年

蓮
實
重
彦
『
小
説
論＝

批
評
論
』
青
土
社

一
九
八
一
年

同
『
陥
没
地
帯
』
哲
学
書
房

一
九
八
六
年

同
『
魂
の
唯
物
論
的
な
擁
護
の
た
め
に
』
日
本
文
芸
社

一
九
九
四
年

柳 田 寛

Ｂ ９
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