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は
じ
め
に　

　

文
学
的
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
が
描
き
出
す
世
界
は
、
読
者
の
現
実
世
界
と
い
か
な

る
積
極
的
な
関
係
も
も
た
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
も
し
何
ら
か
の
関
係
を
取
り
結

ん
で
い
る
と
し
て
、
そ
れ
で
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
言
説
は
、
日
常
言
語
や
科
学

の
記
述
言
語
、
歴
史
記
述
と
い
っ
た
現
実
を
指
し
示
す
と
さ
れ
る
タ
イ
プ
の
言

説
と
比
べ
て
、
ど
の
よ
う
に
異
な
る
か
た
ち
で
現
実
世
界
と
関
係
を
取
り
結
ん

で
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
が
現
実
世
界
と
取
り
結
ぶ
関
係
に
つ
い
て
は
、「
実
在
と
虚

構
」、「
真
理
と
仮
象
」
と
い
っ
た
問
題
と
と
も
に
、
こ
れ
ま
で
に
も
多
く
の
こ

と
が
語
ら
れ
て
き
た
。
こ
う
し
た
研
究
を
、
こ
こ
で
は
虚
構
論
と
呼
ぶ
こ
と
に

し
よ
う
。

　

今
日
の
虚
構
論
は
、
よ
り
言
語
的
な
問
題
に
即
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
虚
構
も
し
く
は
虚
構
的
と
さ
れ
る
こ
と
ば
の
意
味
作
用
と
指
示
作
用

の
問
題
に
即
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る

0

。
実
在
し
な
い
人
物
や
事
が
ら
に
対
す
る

指
示
を
含
む
、
語
、
文
、
テ
ク
ス
ト
の
論
理
的
な
意
味
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
す

れ
ば
よ
い
の
か
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
フ
レ
ー
ゲ
以
後
の
分
析
哲
学
、
サ
ー

ル
ら
の
言
語
行
為
論
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
に
触
発
さ
れ
た
英
米
系
の
論
者
が
長

き
に
わ
た
っ
て
論
争
を
続
け
て
き
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
以
上
の
問
い
を
追
究
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
単
に
こ
と
ば
と
事

物
と
の
関
連
づ
け
の
問
題
の
み
な
ら
ず
、
想
像
力
と
の
関
連
、
物
語
と
し
て
の

「
構
成
」
の
役
割
、「
作
品
」
の
存
在
性
格
、
情
動
的
効
果
、
制
作
と
受
容
か
ら

な
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
様
態
な
ど
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
成
立
さ
せ
る
さ

ま
ざ
ま
な
要
素
に
目
を
向
け
る
必
要
が
あ
る
。

　

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
、
ポ
ー
ル
・
リ
ク
ー
ル 

（
一
九
一
三
─
二
〇
〇
五
年
） 

が
展
開
す
る
物
語
論
で
あ
る
。
リ
ク
ー
ル
は
そ

の
著
書
『
時
間
と
物
語
』 （
一
九
八
三―

八
五
年
） 

に
お
い
て
、
小
説
や
叙

事
詩
に
代
表
さ
れ
る
「
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」
と
伝
記
や
自
伝
を
含
め
た
「
歴
史
」

�

　
　
　

ポ
ー
ル
・
リ
ク
ー
ル

　
　
　
　
『
時
間
と
物
語
』
の
虚
構
論
と
し
て
の
可
能
性
と
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と
を
包
括
す
る
上
位
概
念
と
し
て
「
物
語
」
を
規
定
し
、
物
語
に
お
け
る
意
味

と
指
示
の
問
題
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る

1

。
も
と
よ
り
リ
ク
ー
ル
は
哲
学
的
関

心
か
ら
、
こ
の
研
究
に
取
り
組
ん
で
い
る
の
だ
が
、
彼
の
展
開
す
る
物
語
論
は
、

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
成
立
さ
せ
る
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
を
あ
ま
す
と
こ
ろ
な
く
考
慮

し
た
、
す
ぐ
れ
た
虚
構
論
と
し
て
の
性
格
も
も
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ

ま
で
日
本
に
お
け
る
リ
ク
ー
ル
研
究

2

に
お
い
て
、
そ
の
虚
構
論
と
し
て
の
側
面

が
主
題
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。こ
の
点
に
鑑
み
、

『
時
間
と
物
語
』
を
、
文
学
理
論
の
立
場
か
ら
検
討
し
、
そ
の
虚
構
論
と
し
て

の
側
面
を
見
る
こ
と
で
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
が
現
実
世
界
と
取
り
結
ぶ
関
係
に
つ

い
て
考
察
す
る
の
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。
と
く
に
本
稿
で
は
、
過
去
の
現
実

世
界
の
こ
と
を
指
し
示
す
と
さ
れ
る
歴
史
の
言
説
と
、
虚
構
の
世
界
を
指
し
示

す
と
さ
れ
る
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
言
説
と
を
リ
ク
ー
ル
が
ど
の
よ
う
に
区
分
し
て

い
る
の
か
と
い
う
点
に
焦
点
を
あ
て
て
論
じ
た
い
。
ま
ず
リ
ク
ー
ル
が
ど
の
よ

う
な
経
緯
で
、
物
語
の
意
味
と
指
示
の
問
題
を
取
り
上
げ
る
に
い
た
っ
た
か
を

見
る
。
そ
の
う
え
で
、『
時
間
と
物
語
』
に
お
い
て
提
示
さ
れ
る
ミ
メ
ー
シ
ス

論
お
よ
び
「
歴
史
と
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
交
叉
」
と
い
う
概
念
を
検
討
し
、
そ
の

意
義
と
問
題
点
を
指
摘
し
て
、
リ
ク
ー
ル
物
語
論
の
虚
構
論
と
し
て
の
可
能
性

と
限
界
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

１　

隠
喩
的
指
示
作
用

　

リ
ク
ー
ル
は
、
一
九
七
〇
年
代
か
ら
八
〇
年
代
に
か
け
て
、
言
語
に
よ
る
意

味
創
造
の
問
題
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
こ
の
時
期
に
書
か
れ
た
の
が
、
隠
喩
を

扱
っ
た
『
生
き
た
隠
喩
』（
一
九
七
五
年
）
で
あ
り
、ま
た
、物
語
を
扱
っ
た
『
時

間
と
物
語
』
で
あ
る
。

　
『
生
き
た
隠
喩
』
に
お
い
て
リ
ク
ー
ル
は
、
隠
喩
を
単
な
る
文
彩
の
一
種
と

し
て
で
は
な
く
、
精
神
の
創
造
能
力
の
あ
ら
わ
れ
と
し
て
捉
え
る
。
隠
喩
と

は
、
字
義
通
り
に
と
れ
ば
異
な
る
意
味
を
も
っ
た
語
と
語
の
あ
い
だ
に
、
前
概

念
的
な
し
か
た
で
同
一
性
を
把
握
す
る
と
い
う
精
神
の
創
造
能
力
の
あ
ら
わ
れ

で
あ
る
（M

V
. �6�-�7�; �54-�77

）。
と
す
れ
ば
、
生
き
た
隠
喩
に
よ
っ
て
も

た
ら
さ
れ
る
の
は
、
単
な
る
修
辞
上
の
装
飾
的
効
果
で
は
な
い
。
む
し
ろ
隠
喩

に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
の
は
、
世
界
を
あ
ら
た
に
「
…
…
と
し
て
見
るvoir 

com
m

e

」
こ
と
の
可
能
性
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
隠
喩
の
示
す
革
新
的
・
創

造
的
な
意
味
が
、
こ
と
ば
の
内
在
的
次
元
を
超
え
て
、
言
語
外
の
事
物
へ
と
ふ

り
む
け
ら
れ
る
と
き
、
事
物
や
世
界
に
つ
い
て
の
わ
れ
わ
れ
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
は

再
記
述
さ
れ
、
変
形
さ
れ
、
活
性
化
さ
れ
う
る
。

　

こ
の
よ
う
に
隠
喩
に
お
い
て
顕
著
な
か
た
ち
で
立
ち
現
れ
て
く
る
独
特
の

指
示
（référence

）
の
働
き
を
リ
ク
ー
ル
は
「
隠
喩
的
指
示
作
用référence 

m
étaphorique

」
と
呼
ぶ
（M

V
. �73-3�0; �85-3�4

）。
こ
れ
は
、
詩
的
言
語

に
特
有
の
指
示
の
様
態
で
あ
り
、
単
に
既
成
の
現
実
を
記
述
す
る
こ
と
に
と
ど

ま
る
日
常
言
語
や
科
学
的
言
語
に
は
な
い
指
示
作
用
で
あ
る
。

　

こ
の
指
示
作
用
は
詩
的
テ
ク
ス
ト

0

0

0

0

の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
あ
ら
わ
れ
る

3

。
詩
的

�
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3

テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
、
こ
と
ば
は
現
実
世
界
を
直
接
的
に
指
示
す
る
の
で
は
な

く
、
間
接
的
に
指
示
す
る
。
こ
こ
で
間
接
的
に
指
示
さ
れ
る
の
は
、
世
界
の
可

能
的
・
普
遍
的
な
相
で
あ
る
。

　

こ
こ
に
い
た
っ
て
隠
喩
は
、
あ
ら
ゆ
る
詩
的
テ
ク
ス
ト
に
偏
在
す
る
原
理
と

み
な
さ
れ
る
。
生
き
た
隠
喩
は
、
す
で
に
な
じ
み
ぶ
か
く
な
っ
て
い
る
が
ゆ
え

に
隠
れ
て
い
る
事
物
の
様
相
や
、
日
常
の
目
的
連
関
の
な
か
で
生
き
る
わ
れ
わ

れ
に
は
不
透
明
と
な
っ
て
い
る
経
験
の
内
実
を
、
見
え
る
よ
う
に
し
て
く
れ
る

発
見
的
装
置
で
あ
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
生
き
た
隠
喩
は
、
理
解
す
る

と
い
う
仕
方
で
存
在
す
る
現
存
在
の
可
能
性
を
あ
ら
た
な
局
面
へ
と
開
く
言
語

の
創
造
性
の
原
理
で
も
あ
る
。
と
す
れ
ば
「
隠
喩
に
も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し
く
、

究
極
的
な
場
」
は
、「〈
あ
るêtre

〉
と
い
う
繋
辞
」
で
あ
る
。
隠
喩
的
「
…
…

で
あ
る
」
と
は
、字
義
通
り
の
「
…
…
で
あ
る
」
と
字
義
通
り
の
「
…
…
で
な
い
」

と
を
同
時
に
含
み
こ
む
、「
…
…
の
よ
う
で
あ
るêtre com

m
e

」
で
あ
る （M

V
. 

3�0-3��; 3�5-344

）。

　
『
生
き
た
隠
喩
』
で
述
べ
ら
れ
た
隠
喩
論
を
も
と
に
し
て
、
リ
ク
ー
ル
は
物

語
論
を
展
開
し
て
い
く
わ
け
だ
が
、こ
の
さ
い
作
業
仮
説
と
し
て
リ
ク
ー
ル
は
、

隠
喩
的
な
言
表
か
ら
な
る
詩
の
こ
と
ば
と
、
叙
事
詩
や
小
説
に
代
表
さ
れ
る
物

語
の
こ
と
ば
と
を
並
行
関
係
に
お
い
て
捉
え
る
（T

R
I. ���; �43

）。
前
者
が

意
味
論
的
革
新
力
や
隠
喩
的
指
示
作
用
を
、
感
覚
的
・
パ
ト
ス
的
な
領
域
に
お

い
て
働
か
せ
る
の
に
対
し
、
後
者
は
そ
れ
ら
を
人
間
の
行プ
ラ
ク
シ
ス動の
領
域
に
お
い
て

働
か
せ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
そ
も
そ
も
『
生
き
た
隠
喩
』
に
お
い
て
中
心
的
に
扱
わ
れ
て
い

た
の
は
日
常
的
経
験
の
場
に
お
け
る
詩
的
な
こ
と
ば
の
ふ
る
ま
い
で
あ
る
。
そ

の
か
ぎ
り
で
は
、
フ
レ
ー
ゲ
か
ら
借
り
た
「
指
示B

edeutung

」
の
用
語
も

有
効
に
働
い
た

4

。
し
か
し
、
物
語
に
こ
の
語
を
適
用
す
る
こ
と
に
は
、
困
難
が

生
じ
て
く
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
リ
ク
ー
ル
は
『
時
間
と
物
語
』
の
な
か
で
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

 　

読
解
の
媒
介
に
こ
の
よ
う
に
訴
え
る
こ
と
は
、
拙
著
『
生
き
た
隠
喩
』
と

現
在
の
研
究
と
の
も
っ
と
も
目
に
つ
く
違
い
を
示
す
。
こ
の
前
著
で
私
は
、

指
示
と
い
う
用
語
を
保
存
で
き
る
と
信
じ
て
い
た
。
た
し
か
に
詩
的
作
業
に

よ
る
再
記
述
が
、
日
常
的
経
験
の
ま
っ
た
だ
中
で
お
こ
な
わ
れ
る
か
ぎ
り
で

は
、こ
の
用
語
を
用
い
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
私
は
、

詩
そ
の
も
の
に
生
を
変
え
る
力
を
認
め
た
。
そ
の
た
め
に
私
は
、
隠
喩
的
言

表
の
特
徴
で
あ
る
「
…
…
と
し
て
見
る
」
と
、
隠
喩
的
言
表
の
存
在
論
的
相

関
物
で
あ
る
「
…
…
の
よ
う
で
あ
る
」
と
の
あ
い
だ
に
、
一
種
の
短
絡
を
起

こ
し
、
そ
れ
を
利
用
し
た
。〔
中
略
〕
し
か
し
な
が
ら
、
テ
ク
ス
ト
世
界
と

い
う
考
え
を
緻
密
に
反
省
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
ま
た
そ
の
世
界
が
、
内
在
に

お
け
る
超
越
と
い
う
身
分
規
定
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
特
徴
を
正
確
に
描
き

出
そ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
私
は
確
信
す
る
に
い
た
っ
た
。
統
合
形
象
化

か
ら
再
形
象
化
へ
と
移
行
す
る
に
は
、
テ
ク
ス
ト
の
虚
構
の
世
界
と
読
者
の

現
実
の
世
界
と
い
う
二
つ
の
世
界
の
対
決
が
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ

3
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4

に
よ
り
、
読
解
と
い
う
現
象
は
、
再
形
象
化
に
欠
か
せ
な
い
媒
介
者
と
な
っ

た
わ
け
で
あ
る
。（T

RIII. �30-�3�; �90-�9�

）

　

こ
こ
で
リ
ク
ー
ル
は
物
語
を
扱
う
に
あ
た
っ
て
、「
指
示
」
と
い
う
用
語
に

代
わ
っ
て
、
読
解
と
い
う
媒
介
を
経
る
「
再
形
象
化
」
と
い
う
概
念
を
持
ち
出

す
必
要
が
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
な
る
ほ
ど
「
指
示
」
と
い
う
用
語
が
、
こ

と
ば
に
先
立
っ
て
実
在
す
る
事
物
を
「
指
し
示
す
」
と
い
う
意
味
に
解
さ
れ
る

以
上
、
こ
の
用
語
を
も
っ
て
物
語
と
事
物
や
世
界
と
の
か
か
わ
り
を
解
明
す
る

こ
と
は
む
ず
か
し
い
。
そ
も
そ
も
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
代
表
さ
れ
る
物
語
は
、
い

か
な
る
実
在
物
と
も
か
か
わ
り
を
も
た
な
い
と
一
般
に
了
解
さ
れ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
ま
た
、
歴
史
に
代
表
さ
れ
る
物
語
に
お
い
て
も
、
過
ぎ
去
っ
た
昔
の

事
が
ら
が
歴
史
記
述
に
先
行
し
て
実
在
す
る
と
い
う
素
朴
な
考
え
は
、
も
は
や

自
明
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
事
情
を
ふ
ま
え
て
、
リ

ク
ー
ル
は
「
再
形
象
化
」
と
い
う
概
念
が
必
要
と
な
る
、と
述
べ
る
わ
け
だ
が
、

そ
れ
に
し
て
も
「
再
形
象
化
」
と
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
概
念
な
の
だ
ろ
う

か
。
ま
た
、
リ
ク
ー
ル
は
、「
テ
ク
ス
ト
の
虚
構
の
世
界
と
読
者
の
現
実
の
世

界
と
い
う
二
つ
の
世
界
の
対
決
」
が
要
求
さ
れ
る
と
い
う
。
こ
れ
は
具
体
的
に

ど
の
よ
う
な
対
決
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
リ
ク
ー
ル
は
テ
ク
ス
ト
の
虚
構

世
界
と
読
者
の
現
実
世
界
と
を
ど
の
よ
う
に
規
定
し
、
ま
た
、
両
者
の
関
係
を

ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
、
こ
の
問
題
を
中
心
に
『
時
間

と
物
語
』
を
見
て
い
こ
う
。

２　

リ
ク
ー
ル
の
ミ
メ
ー
シ
ス
論

　

自
己
理
解
の
問
題
を
自
ら
の
解
釈
学
的
探
究
の
中
心
に
据
え
る
リ
ク
ー
ル
に

と
っ
て
、
物
語
と
は
ま
ず
何
よ
り
も
人
間
の
行
為
や
出
来
事
の
複
雑
な
関
係
を

理
解
へ
と
も
た
ら
す
言
語
行
為
で
あ
る
。
物
理
学
的
な
因
果
関
係
で
は
汲
み
つ

く
せ
な
い
多
様
で
複
雑
な
人
間
の
行
為
や
出
来
事
の
関
係
は
、
物
語
に
仕
上
げ

ら
れ
る
こ
と
で
理
解
可
能
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
着
想
を
具
体
化
す
る
た
め
に

リ
ク
ー
ル
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
『
詩
学
』
で
述
べ
た
ミ
メ
ー
シ
ス
論
を
独

自
に
解
釈
し
、
こ
れ
を
悲
劇
の
み
な
ら
ず
物
語
と
呼
ば
れ
う
る
も
の
す
べ
て
に

適
用
で
き
る
概
念
と
す
る
（T

RI. 55-84; 57-97

）。

　

そ
の
う
え
で
リ
ク
ー
ル
は
、
ミ
メ
ー
シ
ス
を
制
作
か
ら
受
容
へ
と
い
た
る

動
的
な
過
程
と
し
て
描
き
出
す
。
リ
ク
ー
ル
は
ミ
メ
ー
シ
ス
を
三
つ
の
局
面

に
分
け
、
こ
れ
を
循
環
構
造
に
お
く
（T

RI. 85-��9; 99-�56

）。
第
一
の
局
面

は
、
先
形
象
化
（préfiguration

）
と
呼
ば
れ
る
。
こ
れ
は
テ
ク
ス
ト
と
し
て

言
語
化
さ
れ
る
に
先
立
っ
て
あ
ら
か
じ
め
直
観
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
る
、

現
実
の
行
動
や
出
来
事
に
つ
い
て
の
理
解
の
図
式
に
か
か
わ
る
。
第
二
の
局
面

は
、
統
合
形
象
化
（configuration

）
と
呼
ば
れ
る
。
こ
れ
は
、
詩
的
制
作
の

過
程
で
あ
る
。
統
合
形
象
化
と
は
、
先
形
象
化
に
お
け
る
理
解
の
図
式
を
素
材

と
し
て
、
こ
れ
を
語
り
手
の
視
点
か
ら
統
合
し
、
言
語
へ
と
も
た
ら
し
て
、
テ

ク
ス
ト
と
し
て
形
象
化
す
る
過
程
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
始
め
・
中
・
終
り
」
を

そ
な
え
た
筋
（intrigue

）
に
よ
っ
て
、
個
々
の
行
為
や
出
来
事
に
因
果
的
連

4
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関
が
与
え
ら
れ
、
ス
ト
ー
リ
ー
が
作
り
出
さ
れ
る
。
第
三
の
局
面
は
、
テ
ク
ス

ト
を
一
つ
の
ま
と
ま
り
を
も
っ
た
ス
ト
ー
リ
ー
と
し
て
受
容
し
、
こ
れ
を
「
作

品
」
と
し
て
実
現
す
る
読
み
の
働
き
に
か
か
わ
り
、
こ
の
過
程
が
再
形
象
化

（refiguration
）
と
呼
ば
れ
る
。

　

こ
の
再
形
象
化
と
い
う
概
念
は
、
現
代
の
受
容
美
学
や
読
書
行
為
論
の
考
え

に
も
と
づ
い
た
概
念
で
あ
る
。
テ
ク
ス
ト
が
何
ら
か
の
意
味
を
内
在
化
し
、
そ

こ
で
独
自
の
世
界
を
繰
り
広
げ
て
い
る
の
だ
と
し
て
も
、
そ
の
意
味
が
理
解
さ

れ
、
テ
ク
ス
ト
が
実
現
す
る
た
め
に
は
、
筋
を
た
ど
る
と
い
う
読
み
の
行
為
を

待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
読
者
は
、
単
に
筋
を
た
ど
り
、
意
味
を
理

解
す
る
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
読
む
と
い
う
こ
と
は
、
テ
ク
ス
ト
の
「
意
味

か
ら
指
示
へ
と
む
か
う
動
き
を
追
っ
て
い
く
」
こ
と
で
あ
り
、
テ
ク
ス
ト
の

意
味
が
指
し
示
す
「
世
界
の
地
平
」
を
了
解
す
る
こ
と
で
あ
る
（T

R
I. ��9; 

�39

）。
読
者
は
、
テ
ク
ス
ト
が
示
す
世
界
に
身
を
投
じ
る
こ
と
で
、
テ
ク
ス
ト

を
経
過
す
る
以
前
に
抱
い
て
い
た
現
実
に
つ
い
て
の
理
解
を
変
容
さ
せ
、
世
界

の
見
方
を
拡
大
す
る
可
能
性
を
引
き
受
け
る
（T

RI. ���; �4�

）。

　

現
実
の
行
為
や
出
来
事
に
つ
い
て
の
理
解
の
図
式
を
素
材
と
し
て
物
語
テ
ク

ス
ト
が
形
成
さ
れ
、
読
解
行
為
の
う
ち
で
物
語
テ
ク
ス
ト
は
ふ
た
た
び
現
実
の

生
き
た
経
験
の
領
野
へ
と
立
ち
返
る
。
こ
れ
こ
そ
リ
ク
ー
ル
が
自
ら
の
解
釈
学

的
探
究
の
基
底
に
据
え
る
、
物
語
テ
ク
ス
ト
と
読
解
行
為
と
の
弁
証
法
的
構
造

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
構
造
は
、『
時
間
と
物
語
』
と
い
う
著
作
全
体
の
旋

律
核
で
あ
り
、
基
本
構
図
で
あ
る
（T

RI. 85; �00

）。
こ
の
基
本
構
図
を
も
と

に
、
リ
ク
ー
ル
は
物
語
を
通
じ
て
の
自
己
理
解
と
い
う
主
題
を
掘
り
下
げ
て
い

く
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
そ
の
過
程
で
「
指
示
」
と
い
う
用
語
も
ま
た
検
討
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
。ミ
メ
ー
シ
ス
論
と
い
う
基
本
構
図
に
お
い
て
は
い
ま
だ「
指

示
」
と
い
う
用
語
が
保
持
さ
れ
て
お
り
、「
現
実
世
界
を
隠
喩
的
に
指
し
示
す
」

と
い
う
考
え
が
保
持
さ
れ
て
い
る
が
、
同
時
に
読
解
と
い
う
現
象
が
重
要
視
さ

れ
は
じ
め
て
い
る
。こ
の
読
解
と
い
う
あ
ら
た
な
視
点
は
、歴
史
と
フ
ィ
ク
シ
ョ

ン
の
そ
れ
ぞ
れ
が
現
実
世
界
と
取
り
結
ぶ
関
係
の
類
比
性
を
扱
う
議
論
の
な
か

で
、
さ
ら
に
詳
細
に
検
討
さ
れ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。

３　

歴
史
と
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
交
叉

　

リ
ク
ー
ル
は
、
ま
ず
歴
史
と
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
共
通
点
を
確
認
す
る
。
歴
史

も
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
も
、
統
合
形
象
化
と
い
う
共
通
の
構
成
化
原
理
に
従
っ
て
い

る
、
と
考
え
る
の
で
あ
る

5

。
そ
の
う
え
で
リ
ク
ー
ル
は
、
歴
史
と
フ
ィ
ク
シ
ョ

ン
と
が
そ
れ
ぞ
れ
に
現
実
世
界
と
取
り
結
ぶ
関
係
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
こ
こ

で
指
示
作
用
の
問
題
が
検
討
さ
れ
、「
歴
史
と
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
交
叉
」
と
い

う
概
念
が
提
示
さ
れ
る
（T

RIII. �65; 334

）。
こ
の
概
念
に
よ
っ
て
リ
ク
ー
ル

は
、
歴
史
と
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
、
実
在
と
虚
構
と
し
て
全
面
的
に
対
立
し
て
い

な
い
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
互
い
に
指
示
作
用
の
原
理
を
借
用
し
あ
う
相
補
的
な

関
係
（com

plém
entarité

）
に
あ
る
、
と
主
張
す
る
。
こ
れ
は
い
か
な
る
関

係
で
あ
ろ
う
か
。

5
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ま
ず
、
歴
史
の
側
か
ら
見
て
み
よ
う
。
な
る
ほ
ど
歴
史
は
過
去
に
実
在
し
た

世
界
を
志
向
す
る
点
で
、
非
実
在
の
世
界
を
志
向
す
る
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
ま
ず

は
異
な
る
。
し
か
し
、歴
史
が
志
向
す
る
過
去
の
世
界
と
は
、も
は
や
過
ぎ
去
っ

て
、
今
で
は
消
滅
し
た
世
界
で
も
あ
る
。
こ
の
「
か
つ
て
あ
っ
た
」
と
い
う
肯

定
性
と
「
も
は
や
な
い
」
と
い
う
否
定
性
と
を
同
時
に
は
ら
む
過
去
の
逆
説
的

性
格
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
た
ら
い
い
の
か
。

　

コ
リ
ン
グ
ウ
ッ
ド
の
「
追
体
験 reenactm

en 6

t

」
の
よ
う
に
、
物
語
ら
れ

た
歴
史
が
そ
の
ま
ま
過
去
と
「
同
一
」
で
あ
る
と
す
る
主
張
は
斥
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
歴
史
家
が
過
去
の
歴
史
世
界
を
「
追
体
験
」
し
よ
う
と
い
く
ら
意

図
し
た
と
こ
ろ
で
、
当
の
歴
史
家
も
ま
た
歴
史
世
界
を
生
き
て
い
る
以
上
、
歴

史
家
の
思
考
が
「
他
な
る
も
の
と
し
て
の
過
去
」
と
同
一
化
す
る
こ
と
は
不
可

能
で
あ
る
（T

RIII. �06-���; �56-�6�

）。
他
方
で
、
フ
ラ
ン
ス
の
宗
教
史
学

者
セ
ル
ト
ー
の
よ
う
に
、
過
去
の
否
定
的
存
在
論
（ontologie négative du 

passé

）
を
唱
え
て
み
て
も
、
過
去
を
正
当
に
捉
え
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。

現
在
の
地
平
と
過
去
の
地
平
と
の
異
質
性
や
差
異
を
強
調
し
、「
歴
史
の
エ
ク

リ
チ
ュ
ー
ル
や
歴
史
説
明
が
も
ち
い
る
抽
象
概
念
の
外
部
に
こ
そ
過
去
は
現
わ

れ
る
の
だ
」
と
し
て
過
去
の
他
者
性
を
い
く
ら
強
調
し
て
み
て
も

7

、
現
在
に
ま

で
存
続
し
て
い
る
過
去
の
既
在
性
、「
か
つ
て
あ
っ
た
こ
と
」
を
積
極
的
に
捉

え
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
（T

RIII. ���-��8; �6�-�67

）。
こ
の
よ
う
に
過
去

が
「
同 le M

êm
e

」
に
も
「
異 l'A

utre

」
に
も
回
収
さ
れ
な
い
と
き
、リ
ク
ー

ル
は「
類
比 l'A

nalogue

」に
訴
え
る （T

RIII. �49; �83

）。
こ
の
場
合「
類
比
」

と
は
、
歴
史
記
述
が
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
過
去
と
「
類
似
」
し
て
い
る
、
と
い
う
こ

と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。「
類
比
」
と
は
、
関
係
と
関
係
の
類
似
を
意

味
し
、と
く
に
こ
の
場
合
は
、歴
史
に
お
い
て
物
語
ら
れ
る
出
来
事
と「
実
際
の
」

過
去
の
出
来
事
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
カ
ル
な
関
係
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、「
類
比
」

と
は
、「
…
…
で
あ
る
」
と
い
う
「
同
」
の
契
機
と
「
…
…
で
な
い
」
と
い
う

「
異
」
の
契
機
を
自
ら
の
う
ち
に
含
む
、「
…
…
の
よ
う
で
あ
る
／
…
…
と
し
て

あ
るêtre-com

m
e

」の
契
機
で
も
あ
る（T

RIII. ��5-��6; �73

）。
要
す
る
に
、

「〔
歴
史
〕
物
語
と
〔
過
去
の
〕
出
来
事
の
流
れ
の
あ
い
だ
に
は
、
複
写
、
反
復
、

等
価
の
関
係
は
な
く
、
隠
喩
的
な
関
係
が
あ
る
」（T

RIII. ��3; �7�

）。

　

リ
ク
ー
ル
は
、歴
史
記
述
と
過
去
の
出
来
事
と
の
こ
の
隠
喩
的
な
関
係
を「
代

理
表
出
」（représentance

）
と
呼
ぶ 

（T
R

III. �04-5; �54-5 8

）。「
実
在
し

た
過
去
」
を
い
く
ら
忠
実
に
再
構
成
し
よ
う
と
し
て
も
、
全
知
全
能
の
神
で
も

な
い
か
ぎ
り
、
過
去
を
「
あ
り
の
ま
ま
に
」
再
現
す
る
（représenter

）
こ

と
は
で
き
な
い
。
と
い
う
よ
り
、オ
リ
ジ
ナ
ル
な
過
去
な
ど
存
在
し
な
い
以
上
、

再
現
と
い
う
事
態
が
そ
も
そ
も
成
り
立
た
な
い
。
過
去
の
出
来
事
は
「
実
際
に

起
き
た
か
の
よ
う
に

0

0

0

0

0

」
と
い
う
か
た
ち
で
し
か
語
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
何

よ
り
排
除
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、「
歴
史
家
の
言
語
は
、
事
実
そ
の

も
の
を
し
て
語
ら
し
め
る
よ
う
に
完
全
に
透
明
に
な
り
う
る
」
と
い
う
偏
見
で

あ
る
。
過
去
の
出
来
事
は
、「
物
語
で
語
ら
れ
る
よ
う
に
起
こ
っ
た
に
ち
が
い

な
い
」
と
い
う
か
た
ち
で
し
か
記
述
で
き
な
い
。
そ
も
そ
も
歴
史
が
、
史
料
、

古
文
書
、
化
石
、
遺
物
、
記
念
碑
と
い
っ
た
「
痕
跡 la trace

」
に
意
味
を
付

6
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与
し
、
そ
れ
を
も
と
に
構
成
さ
れ
た
人
為
の
所
産
で
あ
る
以
上
、
そ
の
制
作
に

は
い
ず
れ
に
せ
よ
想
像
力
が
介
入
し
て
い
る
。
こ
の
点
で
歴
史
は
文
学
的
筋
立

て
の
方
法
を
模
倣
せ
ざ
る
を
え
な
い
（T

RIII. ��4-��6; �7�-�74

）。

　

こ
の
「
代
理
表
出
」
に
よ
る
過
去
の
表
出
作
用
は
、
制
作
の
問
題
と
し
て
の

み
な
ら
ず
、
受
容
の
問
題
と
し
て
も
捉
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
歴
史
の

テ
ク
ス
ト
を
た
ど
り
つ
つ
、
読
者
は
す
で
に
失
わ
れ
た
過
去
世
界
を
想
い
描
く 

（se figurer: T
RIII. �68-9; 338

）。
過
去
の
世
界
は
あ
り
の
ま
ま
に
再
現
さ

れ
る
の
で
は
な
く
、
読
解
行
為
の
う
ち
で
「
…
…
と
し
て
見
るvoir-com

m
e

」

と
い
う
か
た
ち
で
想
い
描
か
れ
る
。
歴
史
家
に
よ
っ
て
「
あ
た
か
も
…
…
の
よ

う
にcom

m
e si

」
と
い
う
か
た
ち
で
物
語
ら
れ
、
読
者
に
よ
っ
て
「
…
…
と

し
てcom

m
e

」
と
い
う
か
た
ち
で
想
い
描
か
れ
る
点
に
お
い
て
、歴
史
は
フ
ィ

ク
シ
ョ
ン
の
力
を
借
用
し
て
お
り
、
そ
の
か
ぎ
り
で
歴
史
は
「
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

化
」
さ
れ
て
い
る （T

RIII. �74-5; 345-6

）。

　

次
に
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
側
を
見
て
み
よ
う
。
一
般
に
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
が
描

く
人
物
や
出
来
事
な
ど
は
「
非
実
在
的
」
で
あ
る
と
了
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
う

し
た
常
識
的
な
考
え
を
リ
ク
ー
ル
は
乗
り
越
え
て
い
く
（T

RIII. ��8; �87
）。

そ
も
そ
も
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
言
表
と
は
、
現
実
の
作
者
の
声
で
は
な
く
、
虚
構

の
語
り
手
の
声
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
お
い
て
は
、
現
実

の
発
話
状
況
を
離
れ
て
、
テ
ク
ス
ト
内
部
に
独
自
の
「
テ
ク
ス
ト
世
界
」
が
展

開
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（T

RII. �50-��5; �87-�90: T
RIII. �49; �84 9

）。
こ

の
テ
ク
ス
ト
世
界
に
あ
っ
て
虚
構
の
語
り
手
や
作
中
人
物
は
、
人
間
の
行プ
ラ
ク
シ
ス動の

潜
在
的
性
質
を
自
由
に
展
開
す
る
。
こ
こ
で
人
間
の
経
験
の
あ
ら
た
な
可
能
性

が
開
示
さ
れ
、
変
形
さ
れ
る
（T

RIII. ��9; �88

）。

　

こ
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
開
示
・
変
形
の
作
用
は
、
読
解
理
論
と
結
び
つ
け
ら

れ
る
。
リ
ク
ー
ル
は
イ
ー
ザ
ー
、
ヤ
ウ
ス
ら
の
理
論
を
詳
細
に
検
討
し
、
作

品
が
「
テ
ク
ス
ト
と
読
者
の
間
の
相
互
作
用
か
ら
生
じ
る
」
こ
と
を
確
認
す

る
（T

R
III. �45; 303 A

）。
自
律
性
を
保
ち
つ
つ
複
数
の
解
釈
に
向
け
て
開
か

れ
て
い
る
テ
ク
ス
ト
と
、
テ
ク
ス
ト
世
界
を
実
現
さ
せ
る
読
解
行
為
と
の
あ

い
だ
に
は
、
問
い
と
答
え
の
弁
証
法
が
働
く
。
そ
れ
は
、
ガ
ダ
マ
ー
の
い
う

「
地
平
の
融
合
」
や
「
適
用
」
に
も
比
す
べ
き
事
態
で
あ
る
（T

RIII. �43-�63; 

30�-3�0

）。
こ
の
事
態
に
つ
い
て
リ
ク
ー
ル
は
、「
自
己
化appropriation

（
横

領
、
自
分
の
も
の
に
す
る
こ
と
）」
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
描
き
出
し
て
も
い

る（T
RIII. �30; �89 B

）。「
自
己
化
」と
は
、日
常
の
目
的
連
関
を
離
れ
た「
遊
戯
」

の
場
と
し
て
の
テ
ク
ス
ト
世
界
に
い
っ
た
ん
自
己
を
放
棄
し
て
参
入
し
、
テ
ク

ス
ト
が
提
示
す
る
可
能
的
な
世
界
に
お
い
て
想
像
的
に
変
容
し
拡
大
し
た
自
己

を
う
け
と
る
と
い
う
、
一
連
の
動
き
を
示
す
概
念
で
あ
る
。
こ
と
ば
が
そ
れ
に

先
行
し
て
存
在
す
る
何
ら
か
の
世
界
を
指
し
示
し
た
り
、
隠
喩
的
に
記
述
し
な

お
し
た
り
す
る
の
で
は
な
く
、
読
む
こ
と
に
お
い
て
テ
ク
ス
ト
世
界
が
実
現
さ

れ
、
さ
ら
に
は
そ
の
世
界
が
読
者
の
現
実
世
界
へ
と
投
影
さ
れ
る
の
だ
、
と
い

う
こ
の
読
解
理
論
に
お
い
て
、
も
は
や
「
指
示
」
の
概
念
に
は
重
要
性
が
な
く

な
っ
て
く
る
。

　

リ
ク
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
も
ま
た
歴
史
を
模
倣
す
る
。
何
事
で

7
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あ
れ
物
語
る
と
い
う
こ
と
は
、「
実
際
に
起
き
た

0

0

0

か
の
よ
う
に
」
物
語
る
こ
と

で
あ
る
。
じ
じ
つ
多
く
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
過
去
時
制
で
語
ら
れ
る
。
な
る
ほ

ど
ヴ
ァ
イ
ン
リ
ヒ
が
い
う
よ
う
に

C

、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
お
け
る
動
詞
の
過
去
時

制
や
「
む
か
し
む
か
し
あ
る
と
こ
ろ
に
」
は
、
読
者
に
向
け
て
メ
ッ
セ
ー
ジ
が

虚
構
で
あ
る
こ
と
を
告
げ
知
ら
せ
る
シ
グ
ナ
ル
に
す
ぎ
な
い
と
解
す
る
こ
と
も

で
き
る
。
し
か
し
、
リ
ク
ー
ル
は
こ
う
し
た
考
え
を
「
非
生
産
的
」
で
あ
る
と

し
て
斥
け
る
（T

R
II. �00-��3; ��7-�3�

）。
リ
ク
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
は
準
過
去
（quasi-passé
）、
す
な
わ
ち
「
虚
構
の
過
去
の
よ
う
な
も

の
」
と
関
係
す
る
。
そ
れ
は
誰
に
と
っ
て
の
過
去
か
。
そ
れ
は
虚
構
の
物
語
る

声 

（voix narrative

） 

に
と
っ
て
の
過
去
だ
、
と
リ
ク
ー
ル
は
い
う
。
フ
ィ

ク
シ
ョ
ン
を
読
む
と
い
う
こ
と
は
、「
物
語
に
お
い
て
語
ら
れ
る
出
来
事
は
、

物
語
る
声
の
過
去
に
属
す
る
の
だ
」
と
い
う
読
解
協
定
を
受
け
い
れ
る
こ
と
で

あ
る 

（T
RIII. �76; 348

）。
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
描
き
出
す
虚
構
の
出
来
事
は
、

そ
れ
が
物
語
る
声
に
と
っ
て
の
過
去
の
現
実
で
あ
る
と
い
う
か
ぎ
り
で
「
歴
史

化
」
さ
れ
て
お
り
、
再
形
象
化
の
な
か
で
「
か
つ
て
実
際
に
起
き
た
こ
と
」
と

し
て
想
い
描
か
れ
る
。
こ
の
「
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
歴
史
化
」
と
い
う
事
態
に
お

い
て
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
は
「
歴
史
的
過
去
の
実
現
さ
れ
な
か
っ
た
あ
る
種

の
可
能
性
を
あ
と
か
ら
ふ
り
か
え
っ
て
解
放
す
る
」
と
い
う
機
能
が
生
じ
て
く

る
。
自
由
な
想
像
力
を
行
使
で
き
る
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
、
非
実
在
的
だ
が
実
際

に
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
こ
と
を
物
語
る
こ
と
で
、「
実
際
の
過
去
の
な
か
で

埋
も
れ
て
い
る
可
能
性
の
探
知
機
」
と
な
る
（T

RIII. �78; 350 D

）。

　

以
上
の
よ
う
な
意
味
で
、
歴
史
と
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
は
交
叉
し
て
い
る
と
い

わ
れ
る
。
テ
ク
ス
ト
世
界
は
、
こ
と
ば
に
よ
っ
て
「
指
示
」
さ
れ
る
の
で
は

な
く
、
読
解
の
な
か
で
「
想
い
描
か
れ
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
実
現
す
る
。
そ
こ

で
開
示
さ
れ
た
人
間
経
験
の
あ
ら
た
な
可
能
性
が
、
読
者
の
住
ま
う
「
今
、
こ

こ
」
の
現
実
に
投
影
さ
れ
る
。
こ
の
と
き
歴
史
の
語
る
史
的
真
実
と
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
の
語
る
詩
的
真
実
と
は
、
再
形
象
化
に
お
い
て
重
な
り
合
い
交
叉
す
る 

（refiguration croisée

）。
こ
う
し
た
リ
ク
ー
ル
の
主
張
は
、『
生
き
た
隠
喩
』

の
問
題
点
を
十
分
に
克
服
し
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

に
つ
い
て
の
制
作
理
論
、
読
解
理
論
を
歴
史
の
側
に
も
適
用
し
、
さ
ら
に
は
歴

史
の
側
か
ら
も
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
規
定
す
る
リ
ク
ー
ル
の
物
語
論
は
、
実
在
と

虚
構
と
い
う
単
純
な
二
分
法
を
乗
り
越
え
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
虚
構
論
の

研
究
史
に
、
一
つ
の
展
開
を
し
る
し
づ
け
て
も
い
る
。

　

そ
も
そ
も
従
来
の
分
析
哲
学
や
言
語
行
為
論
で
は
、
こ
と
ば
の
配
列
や
そ
の

論
理
的
身
分
が
問
題
と
な
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
前
提
と
さ
れ
て
い
た
の
は
、
こ

と
ば
は
そ
れ
に
先
行
し
て
実
在
す
る
事
物
を
指
し
示
す
た
め
の
道
具
で
あ
り
、

ま
た
、
実
在
物
と
の
直
接
的
な
対
応
関
係
が
見
込
ま
れ
る
と
き
に
は
じ
め
て
真

理
値
を
獲
得
す
る
と
い
う
考
え
で
あ
る
。
こ
う
し
た
前
提
の
も
と
で
は
、
フ
ィ

ク
シ
ョ
ン
は
端
的
に
偽
か
（
ラ
ッ
セ
ル

E

）、
あ
る
い
は
、
真
偽
に
か
か
わ
ら
な

い「
見
せ
か
け
」の
こ
と
ば（
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン

F

）、正
し
い
主
張
の「
ふ
り
を
す
る
」

こ
と
ば
（
サ
ー
ル

G

）
と
し
て
、
否
定
的
に
し
か
捉
え
ら
れ
な
く
な
る
。
こ
れ
に

対
し
て
リ
ク
ー
ル
は
、「
読
者
」と
い
う
独
特
の
存
在
者
を
主
題
化
す
る
こ
と
で
、

8
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フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
が
現
実
世
界
と
取
り
結
ぶ
関
係
を
、
こ
と
ば
の
配
列
や
そ
の
論

理
的
身
分
の
問
題
と
し
て
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
の
想
像
力
や
生
き
た
経
験
、

感ア
イ
ス
テ
ー
シ
ス

受
能
力
の
問
題
と
し
て
取
り
扱
う
。
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
読
解
に
お
い
て
、
読

者
は
、
悟
性
的
認
識
と
い
う
態
度
で
は
な
く
、
い
わ
ば
享
受
と
い
う
態
度
で
テ

ク
ス
ト
に
臨
む
。
す
な
わ
ち
読
者
は
、
テ
ク
ス
ト
の
記
述
を
感
覚
可
能
な
実
在

物
と
照
合
し
、
そ
の
真
偽
性
を
問
う
と
い
う
仕
方
で
は
な
く
、
テ
ク
ス
ト
の
空

白
部
分
を
想
像
的
に
補
完
し
、
い
わ
ば
「
追
創
造
」
す
る
と
い
う
仕
方
で
、
テ

ク
ス
ト
に
臨
む
。
さ
ら
に
読
者
は
読
解
の
果
て
に
、「
実
際
の
過
去
の
な
か
に

埋
も
れ
て
い
る
可
能
性
」
を
発
掘
し
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
自
己
自
身
や
自
己
が

取
り
巻
か
れ
て
い
る
現
実
の
歴
史
世
界
に
対
す
る
洞
察
を
深
め
、
実
存
の
領
野

を
拡
大
し
う
る
。こ
の
よ
う
に
読
解
の
契
機
を
重
視
す
る
リ
ク
ー
ル
の
理
論
は
、

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
虚
構
世
界
と
読
者
の
現
実
世
界
と
の
関
係
を
積
極
的
に
捉
え

る
可
能
性
を
示
し
て
い
る
。

４　

世
界
制
作
の
虚
構
性

　

こ
こ
で
た
だ
ち
に
想
起
さ
れ
る
の
は
、ネ
ル
ソ
ン
・
グ
ッ
ド
マ
ン
（
一
九
〇
六

─
一
九
九
八
年
）
の
「
世
界
制
作 

（w
orld m

aking

）」
の
概
念
で
あ
ろ
う

H

。

グ
ッ
ド
マ
ン
は
唯
一
実
在
す
る
世
界
と
い
う
考
え
を
誤
謬
と
し
て
斥
け
、
世
界

は
そ
れ
を
記
述
す
る
、
あ
る
「
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
（version

）」（
語
り
方
・
記
法
）

に
し
た
が
っ
て
言
明
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
つ
ど
制
作
（m

ake

）
さ

れ
る
と
考
え
た
。
世
界
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
正
し
い
「
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
」
に
よ
っ

て
記
述
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
り
、
世
界
を
語
る
正
し
い
「
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ

ン
」
は
複
数
存
在
す
る
か
ら
、
そ
れ
に
応
じ
て
世
界
も
複
数
的
と
な
る
。

　

グ
ッ
ド
マ
ン
は
、
哲
学
や
科
学
と
、
文
芸
・
美
術
・
音
楽
な
ど
の
芸
術
と

を
、「
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
」
で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
区
別
し
な
い
。
そ
の
探
求
や

構
築
の
仕
方
に
お
い
て
、
両
者
に
根
本
的
な
違
い
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
虚

構
は
非
現
実
の
世
界
に
対
し
て
で
は
な
く
、
科
学
と
同
じ
く
現
実
世
界
に
こ
そ

適
用
さ
れ
る
。
そ
の
さ
い
、
芸
術
は
直
接
的
な
指
示
で
は
な
く
、
隠
喩
的
な
真

理
に
よ
っ
て
指
示
を
行
う
。
発
見
・
創
造
・
理
解
な
ど
の
知
識
拡
張
に
お
い

て
、
文
学
的
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
作
品
や
芸
術
の
他
の
分
野
で
こ
れ
に
相
当
す
る
作

品
は
、
世
界
制
作
に
め
ざ
ま
し
い
役
割
を
果
た
し
て
お
り
、
芸
術
に
は
科
学
と

同
等
、あ
る
い
は
そ
れ
以
上
の
重
要
性
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、

「
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
」
が
つ
ね
に
人
為
的
・
文
化
的
な
所
産
で
あ
る
以
上
、
世
界

が
真
な
る
「
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
」
に
よ
っ
て
制
作
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
現

実
が
虚
構
に
よ
っ
て
制
作
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

グ
ッ
ド
マ
ン
の
思
想
は
、
虚
構
と
非
虚
構
、
芸
術
と
科
学
と
い
う
区
別
を
廃
し
、

そ
れ
ら
の
根
源
に
共
通
に
虚
構
が
存
在
す
る
こ
と
を
核
心
と
す
る
。

　

も
と
よ
り
、
解
釈
学
を
背
景
と
す
る
リ
ク
ー
ル
の
思
想
と
、
分
析
哲
学
を
背

景
と
す
る
グ
ッ
ド
マ
ン
の
思
想
と
は
、
相
当
に
異
な
る
。
前
者
が
過
去
の
地
平

と
現
在
の
地
平
と
の
隔
た
り
と
そ
の
取
り
戻
し
を
主
題
化
す
る
の
に
対
し
、
後

者
は
科
学
の
真
理
性
を
主
題
化
す
る
。
ま
た
、
前
者
が
テ
ク
ス
ト
と
読
者
と
の

9
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相
互
作
用
を
強
調
す
る
の
に
対
し
、
後
者
は
概
念
相
対
主
義
に
立
っ
て
世
界
の

複
数
性
を
強
調
す
る
。
こ
の
よ
う
に
両
者
の
思
想
に
は
食
い
違
っ
て
い
る
面
も

多
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
少
な
く
と
も
こ
こ
ま
で
に
見
て
き
た
「
歴
史
と
フ
ィ

ク
シ
ョ
ン
の
交
叉
」
と
い
う
概
念
と
、「
世
界
制
作
」
の
概
念
は
、
現
実
世
界

が
虚
構
の
制
作
に
も
と
づ
い
て
認
識
さ
れ
る
と
考
え
る
点
に
お
い
て
、
さ
ら
に

は
現
実
世
界
の
存
在
根
拠
に
虚
構
を
認
め
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
著
し
く
近

し
い
位
置
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。「
交
叉
」
の
概
念
が
示
し
て
い
る
の
は
、

過
去
の
現
実
世
界
が
テ
ク
ス
ト
の
読
解
の
う
ち
で
制
作
さ
れ
、
理
解
さ
れ
、
認

識
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
う
で
あ
る
以
上
、
歴
史
世
界
は
根
源
的
に

は
虚
構
を
地
盤
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
認
め
る
こ
と
に
ほ
か

な
ら
な
い
か
ら
だ
。

　

こ
の
よ
う
に
リ
ク
ー
ル
の
思
想
と
グ
ッ
ド
マ
ン
の
思
想
と
の
共
通
点
を
示
し

て
み
る
と
、
し
か
し
な
が
ら
、
あ
ら
た
め
て
次
の
よ
う
な
問
い
が
浮
上
し
て
く

る
。
す
な
わ
ち
、
は
た
し
て
わ
れ
わ
れ
は
何
に
よ
っ
て
、
ま
た
、
何
の
た
め
に
、

歴
史
と
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
を
区
分
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
問
い
で
あ
る
。

　

少
な
く
と
も
こ
こ
ま
で
に
見
て
き
た
「
交
叉
」
の
議
論
は
、
こ
の
問
い
に
対

し
て
い
か
な
る
解
答
も
用
意
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
え
る
。「
指
示
」
か
ら
「
再

形
象
化
」
へ
と
力
点
を
移
動
さ
せ
、
さ
ら
に
は
、
歴
史
を
も
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に

つ
い
て
の
読
解
理
論
に
包
摂
す
る
と
い
う
リ
ク
ー
ル
の
理
論
は
、
歴
史
と
フ
ィ

ク
シ
ョ
ン
の
区
分
を
事
実
上
、
解
消
し
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

し
か
し
、「
交
叉
」
と
い
う
以
上
、
そ
こ
に
は
歴
史
と
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
を

分
か
つ
何
ら
か
の
基
準
が
働
い
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
歴
史
と
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

と
の
区
分
が
維
持
さ
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、「
交
叉
」
と
い
う
事
態
が
生
じ
る

と
い
え
る
か
ら
で
あ
る
。
は
た
し
て
リ
ク
ー
ル
は
歴
史
と
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
を

何
に
よ
っ
て
、ま
た
、ど
の
よ
う
に
区
分
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。以
下
、リ
ク
ー

ル
に
即
し
て
こ
の
問
い
を
検
討
し
、そ
こ
で
生
じ
る
困
難
を
指
摘
し
て
、リ
ク
ー

ル
物
語
論
の
虚
構
論
と
し
て
の
限
界
を
描
き
出
し
て
み
よ
う
。

５　
「
負
債
」
概
念
の
実
効
性

　

リ
ク
ー
ル
に
お
い
て
、
歴
史
は
あ
く
ま
で
過
去
に
「
実
在
」
し
た
事
物
を
志0

向
す
る

0

0

0

の
で
あ
り
、
そ
の
点
で
歴
史
を
物
語
る
こ
と
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
依
拠

し
つ
つ
も
、
自
ら
の
自
律
性
を
維
持
し
て
い
る
。
リ
ク
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
こ
の

自
律
性
は
、
歴
史
家
が
死
者
、
と
り
わ
け
忘
れ
ら
れ
た
犠
牲
者
に
対
し
て
負
う

「
負
債 dette

」
に
も
と
づ
い
て
い
る
（T

R
III, �48; �83

）。
歴
史
家
は
、
過

去
に
犯
さ
れ
た
過
ち
を
後
世
に
忠
実
に
語
り
伝
え
る
と
い
う
責
務
を
負
っ
て
い

る
。
だ
か
ら
こ
そ
歴
史
家
は
、
新
し
い
史
料
が
出
現
す
る
た
び
に
、
過
去
の
歴

史
を
た
え
ず
修
正
し
、
再
構
成
し
て
、
よ
り
い
っ
そ
う
出
来
事
に
忠
実
な
歴
史

を
書
く
よ
う
に
仕
向
け
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、歴
史
の
物
語
は
死
者
へ
の
「
負
債
」

に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
点
で
歴
史
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
か
ら
分
か
た

れ
る
と
い
う
の
が
、
リ
ク
ー
ル
の
立
場
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
事
態
は
、
通
常
の
読
書
の
場
面
で
も
妥
当
す
る
だ
ろ
う
か
。

�0
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リ
ク
ー
ル
の
立
論
に
沿
え
ば
、
歴
史
の
物
語
り
手
に
お
と
ら
ず
、
歴
史
の
読
者

に
も
ま
た
、
死
者
に
対
す
る
負
債
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
リ
ク
ー

ル
に
と
っ
て
、
歴
史
を
読
む
こ
と
は
、
過
去
の
現
実
を
そ
の
つ
ど
忠
実
に
再
構

成
し
、
記
憶
す
る
こ
と
で
、
過
去
の
人
間
か
ら
借
り
た
も
の
を
返
済
す
る
行
為

で
あ
る
。
し
か
し
、
す
で
に
大
塚
良
貴
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
歴
史
の

読
者
が
、
つ
ね
に
負
債
意
識
を
十
全
に
働
か
せ
る
と
は
い
い
が
た
い
。「
そ
の

つ
ど
の
読
解
行
為
が
本
当
に
『
負
債
』
の
返
済
に
な
る
の
か
ど
う
か
、
そ
の
保

証
は
ど
こ
に
も
な
い

I

」
か
ら
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
、
歴
史
の
読
解
に
お
い
て
、

証
言
や
痕
跡
や
史
料
の
拘
束
が
意
識
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ

う
。
し
か
し
、
歴
史
を
物
語
る
行
為
に
比
べ
れ
ば
、
そ
の
拘
束
力
は
は
る
か
に

弱
い
。
じ
っ
さ
い
歴
史
の
記
述
は
徹
頭
徹
尾
、
虚
構
の
こ
と
と
し
て
読
ま
れ
う

る
。
素
朴
な
感
覚
か
ら
い
っ
て
も
、
読
者
の
側
に
、
歴
史
を
過
去
に
実
在
し
た

出
来
事
と
し
て
読
む
の
か
、
虚
構
の
出
来
事
と
し
て
読
む
の
か
に
つ
い
て
の
絶

対
的
な
規
範
は
共
有
さ
れ
て
い
そ
う
も
な
い
。

　

な
る
ほ
ど
、
死
者
の
声
を
書
き
、
記
録
し
、
後
世
に
伝
え
よ
う
と
す
る
こ
と

は
人
間
の
歴
史
性
の
一
つ
の
条
件
と
い
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
歴

史
は
死
者
に
対
す
る
負
債
と
は
か
か
わ
り
な
く
書
か
れ
う
る
し
、
ま
た
そ
れ
以

上
に
、読
ま
れ
う
る
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、負
債
と
い
う
概
念
に
、歴
史
を
フ
ィ

ク
シ
ョ
ン
か
ら
分
か
つ
基
準
と
な
る
だ
け
の
強
度
が
備
わ
っ
て
い
る
と
は
い
い

が
た
い
。

　

読
解
の
な
か
で
テ
ク
ス
ト
世
界
が
実
現
さ
れ
る
と
い
う
考
え
を
と
っ
た
時
点

で
、
歴
史
と
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
の
区
分
は
い
か
な
る
基
準
を
も
っ
て
し
て
も
客

観
的
に
は
保
証
さ
れ
な
く
な
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

事
実
問
題
と
し
て
わ
れ
わ
れ
が
歴
史
と
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
を
区
分
し
て
い
る
の

だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
区
分
は
何
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
て
い
る
と
考
え
れ
ば
よ
い

の
だ
ろ
う
か
。
や
は
り
こ
の
区
分
は
、
テ
ク
ス
ト
の
あ
る
種
の
書
か
れ
方
、
表

紙
や
タ
イ
ト
ル
と
い
っ
た
テ
ク
ス
ト
外
の
指
標
、
文
化
的
に
公
認
さ
れ
た
ジ
ャ

ン
ル
の
拘
束
な
ど
、
読
者
共
同
体
に
よ
っ
て
暗
黙
の
う
ち
に
コ
ー
ド
化
さ
れ
た

諸
々
の
規
約
に
よ
っ
て
し
か
保
証
さ
れ
な
い
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の

さ
い
重
要
な
の
は
、
こ
う
し
た
規
約
が
、
制
度
的
・
慣
習
的
な
取
り
決
め
に
す

ぎ
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
テ
ク
ス
ト
が
現
実
の
世
界
を
示
す
「
歴
史
」

な
の
か
非
現
実
の
世
界
を
示
す
「
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」
な
の
か
は
、
約
定
的
な
か

た
ち
で
し
か
保
証
さ
れ
て
お
ら
ず
、
読
者
に
相
対
的
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
テ

ク
ス
ト
の
示
す
世
界
が
現
実
な
の
か
非
現
実
な
の
か
は
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
う
み

な
す
か
ぎ
り
に
お
い
て
は
じ
め
て
決
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、「
歴
史
」
と

か
「
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」
と
か
い
っ
た
実
体
が
読
者
に
先
行
し
て
存
在
し
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
。
様
式
や
ジ
ャ
ン
ル
に
関
す
る
取
り
決
め
が
、
テ
ク
ス
ト
の
指

示
に
つ
ね
に
優
先
し
て
い
る
の
で
あ
る

J

。

　

こ
の
よ
う
に
歴
史
と
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
の
区
分
が
、
約
定
的
な
か
た
ち
で
し

か
保
証
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
読
者
の
そ
の
つ
ど
の
態
度
決
定
に
依
存
す

る
と
こ
ろ
が
大
き
い
の
だ
と
す
れ
ば
、
リ
ク
ー
ル
の
い
う
負
債
と
は
、
歴
史
を

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
か
ら
分
か
つ
客
観
的
基
準
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
倫
理
的
要0

��
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と
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
歴
史
を
読
む
こ
と
を
通
じ
て
、
死
者
が
か
つ

て
生
き
た
現
実
を
忠
実
に
想
い
描
き
、
こ
れ
を
記
憶
す
る
こ
と
、
そ
れ
は
歴
史

を
読
む
こ
と
の
倫
理
で
あ
っ
て
、決
し
て
そ
れ
以
上
で
も
そ
れ
以
下
で
も
な
い
。

読
者
が
こ
の
要
請
に
つ
ね
に
い
つ
で
も
応
じ
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
考
え
れ

ば
、
こ
れ
は
歴
史
を
読
む
こ
と
に
つ
き
ま
と
う
一
つ
の
倫
理
上
の
課
題
と
い
う

べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
は
、
歴
史
の
物
語
論
の
文
脈
で
今
後
も
議
論
さ
れ
る

べ
き
課
題
で
は
あ
ろ
う
が
、
今
は
こ
れ
以
上
、
立
ち
入
る
こ
と
は
控
え
よ
う
。

む
し
ろ
わ
れ
わ
れ
の
関
心
は
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
側
に
あ
る
。

　

い
か
に
し
て
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
自
ら
の
自
律
性
を
維
持
し
て
い
る
の
だ
ろ

う
か
。
リ
ク
ー
ル
に
よ
れ
ば
、「
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
、
史
料
に
よ
る
立
証
と
い

う
外
的
拘
束
か
ら
自
由
で
あ
る
」
が
、「
物
語
る
声
の
準
過
去
は
小
説
創
作
に
、

内
的
拘
束
を
及
ぼ
し
て
」
お
り
、
そ
の
た
め
「
小
説
家
」
に
は
、
虚
構
の
世
界

を
「
完
璧
に
『
表
現
す
る
』
と
い
う
厳
し
い
掟
」
が
課
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
「
創
造
の
掟 la loi de la création

」
は
、
歴
史
家
に
課
さ
れ
る
負
債
に

似
て
い
る
、
と
リ
ク
ー
ル
は
い
う
（T

RIII. �78-9; 35�

）。
小
説
家
は
、
史
料

に
よ
る
立
証
と
い
う
拘
束
を
受
け
て
お
ら
ず
、
そ
れ
ゆ
え
テ
ク
ス
ト
世
界
を
自

由
に
展
開
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
「
過
去
の
可
能
性
の

探
知
機
」
と
し
て
機
能
さ
せ
る
た
め
に
、
虚
構
世
界
を
「
実
際
に
あ
っ
た
か
の

よ
う
に
」
完
璧
に
表
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
創
造
す
る
こ
と
は
小
説
家
に
課
さ
れ
る
「
創

造
の
掟
」
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
点
で
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
歴
史
に

依
拠
し
つ
つ
も
自
ら
の
自
律
性
を
維
持
し
て
い
る
と
い
う
の
が
、
リ
ク
ー
ル
の

立
場
で
あ
る
。

　

こ
の
見
解
に
対
し
て
は
、
歴
史
の
読
解
に
見
た
の
と
同
じ
よ
う
な
批
判
が
可

能
で
あ
る
。
リ
ク
ー
ル
の
立
論
か
ら
い
え
ば
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
場
合
に
あ
っ

て
も
、
作
者
の
側
だ
け
で
な
く
読
者
の
側
に
も
何
ら
か
の
拘
束
が
働
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る

出
来
事
を
そ
の
つ
ど
歴
史
の
な
か
に
埋
も
れ
て
し
ま
っ
た
実
存
の
可
能
性
の
開

示
と
し
て
読
み
取
り
、
こ
れ
を
現
実
に
適
切
に
投
影
す
る
と
い
う
読
解
コ
ー
ド

が
読
者
を
十
分
に
規
制
し
て
い
る
と
き
の
み
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
「
過
去
の
可

能
性
の
探
知
機
」
と
し
て
十
全
に
機
能
す
る
。
し
か
し
、
読
者
の
側
に
、
虚
構

世
界
を
い
か
な
る
か
た
ち
で
実
現
さ
せ
る
か
に
つ
い
て
の
規
範
が
共
有
さ
れ
て

い
る
と
は
ま
ず
考
え
に
く
い
。
そ
も
そ
も
か
ら
し
て
読
者
が
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に

描
き
出
さ
れ
た
行
為
や
出
来
事
を
つ
ね
に
非
現
実
の
こ
と
と
み
な
す
と
は
か
ぎ

ら
な
い
。
ま
た
、
た
と
え
そ
の
よ
う
に
み
な
し
た
と
し
て
も
、
こ
れ
を
現
実
の

生
の
領
域
に
そ
の
つ
ど
適
切
に
適
用
す
る
と
も
か
ぎ
ら
な
い
。
美
的
享
受
の
域

に
と
ど
ま
っ
て
、
テ
ク
ス
ト
世
界
を
内
的
に
完
結
し
た
も
の
と
見
な
し
、
こ
れ

を
い
か
な
る
現
実
と
も
関
連
づ
け
ま
い
と
す
る
読
者
が
い
る
一
方
で
、
テ
ク
ス

ト
に
書
か
れ
た
内
容
を
過
剰
に
現
実
に
ふ
り
む
け
て
し
ま
う
読
者
も
い
る
の
だ

と
す
れ
ば
、
読
者
が
虚
構
世
界
を
い
か
な
る
か
た
ち
で
実
現
す
る
か
は
、
歴
史

の
場
合
と
同
様
、
原
理
的
に
は
そ
の
つ
ど
任
意
で
あ
る
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
過
去
に
起
り
え
た
こ
と
を
記
述
す
る
、

��
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そ
れ
ゆ
え
、
実
存
の
可
能
性
を
自
由
に
開
示
・
変
形
す
る
場
と
な
る
、
そ
の
と

き
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
読
者
に
と
っ
て
も
「
過
去
の
可
能
性
の
探
知
機
」
と
な

る
、
と
い
う
考
え
を
も
っ
て
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
規
定
す
る
リ
ク
ー
ル
の
理
論
で

は
、
虚
構
世
界
と
読
者
の
現
実
世
界
と
が
接
合
す
る
地
点
で
生
じ
る
さ
ま
ざ
ま

な
問
題
を
う
ま
く
説
明
で
き
な
く
な
る
。
そ
も
そ
も
か
ら
し
て
、
こ
と
ば
が
不

透
明
な
対
象
で
あ
る
以
上
、
読
者
が
、
統
合
形
象
化
か
ら
再
形
象
化
へ
と
つ
ね

に
適
切
な
か
た
ち
で
移
行
す
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
作
者
、
テ
ク
ス
ト
、
読
者

の
よ
ど
み
な
き
交
流
を
想
定
し
て
い
る
か
ぎ
り
で
、
リ
ク
ー
ル
の
理
論
は
あ
ま

り
に
調
和
主
義
的
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
論
者
の
見
る
と
こ
ろ
、
こ

こ
で
リ
ク
ー
ル
物
語
論
は
虚
構
論
と
し
て
の
限
界
に
突
き
当
た
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。

お
わ
り
に

　

こ
と
ば
は
そ
れ
に
先
行
し
て
実
在
す
る
事
物
を
指
し
示
す
た
め
の
道
具
で
あ

り
、
ま
た
、
実
在
物
と
の
直
接
的
な
対
応
関
係
が
見
込
ま
れ
る
と
き
に
は
じ
め

て
真
理
値
を
獲
得
す
る
と
い
う
考
え
に
拘
泥
す
る
か
ぎ
り
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は

否
定
的
に
し
か
捉
え
ら
れ
な
く
な
る
。
た
と
え
実
在
物
と
の
直
接
的
な
対
応
関

係
を
も
た
な
い
に
し
て
も
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
が
人
間
社
会
で
現
に
有
意
味
な
も

の
と
し
て
機
能
し
て
お
り
、
と
も
か
く
何
ら
か
の
か
た
ち
で
読
者
の
現
実
世
界

と
関
係
を
取
り
結
ん
で
い
る
と
了
解
さ
れ
て
い
る
以
上
、
そ
の
独
特
の
存
在
性

格
を
積
極
的
に
捉
え
る
理
論
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
点
で
、
リ
ク
ー
ル
の
「
指

示
」
か
ら
「
再
形
象
化
」
へ
の
移
行
は
意
義
深
い
。
虚
構
世
界
は
読
者
の
う
ち

で
想
い
描
か
れ
る
こ
と
で
実
現
す
る
。
読
者
は
、
そ
こ
で
得
ら
れ
た
実
存
の
あ

ら
た
な
可
能
性
や
、
よ
り
い
っ
そ
う
拡
大
し
た
世
界
観
を
も
っ
て
ふ
た
た
び
現

実
世
界
を
見
つ
め
な
お
す
。
こ
う
し
た
リ
ク
ー
ル
の
考
え
は
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

の
虚
構
世
界
と
読
者
の
現
実
世
界
と
が
取
り
結
ぶ
関
係
を
積
極
的
に
捉
え
る
可

能
性
を
示
し
て
い
る
。

　

な
る
ほ
ど
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
読
み
手
に
発
見
的
効
果
を
も
た
ら
す
。
フ
ィ

ク
シ
ョ
ン
は
、
乱
雑
な
情
報
に
満
ち
た
現
実
世
界
を
あ
る
意
味
で
単
純
化
し
人

為
的
に
整
序
し
た
仕
方
で
提
示
す
る
が
ゆ
え
に
、
現
実
を
直
接
に
認
識
す
る
こ

と
だ
け
に
と
ど
ま
っ
て
い
て
は
決
し
て
得
ら
れ
な
い
意
味
を
も
た
ら
し
て
く
れ

る
。
と
き
に
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
、
日
常
の
目
的
連
関
の
な
か
を
生
き
て
い
る
だ

け
で
は
盲
目
的
に
な
り
が
ち
な
わ
れ
わ
れ
に
、
今
、
こ
こ
に
生
き
る
こ
と
の
意

味
を
告
げ
知
ら
せ
て
く
れ
も
す
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
の
制
作
理
論
お
よ
び
読
解

理
論
が
歴
史
の
領
域
に
ま
で
拡
大
適
用
さ
れ
、
さ
ら
に
は
歴
史
の
側
か
ら
も

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
が
規
定
さ
れ
る
な
ら
ば
、
歴
史
と
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
分
か
つ
こ

と
は
事
実
上
、
不
可
能
と
な
る
。
虚
構
の
制
作
原
理
、
読
解
原
理
に
基
づ
い
て

い
る
と
い
う
点
で
両
者
に
区
別
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
、
テ
ク
ス
ト
に
描
か
れ

た
内
容
を
現
実
の
こ
と
と
み
な
す
か
、
非
現
実
の
こ
と
み
な
す
か
は
、
究
極
的

に
は
読
者
に
相
対
的
で
あ
る
。
こ
う
し
た
考
え
を
暗
に
認
め
つ
つ
、
リ
ク
ー
ル
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は
負
債
と
い
う
概
念
を
持
ち
出
し
、
あ
く
ま
で
歴
史
と
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
の
区

分
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
。
両
者
の
区
分
を
解
消
す
る
こ
と
に
躊
躇
し
、
根
本

的
な
と
こ
ろ
で
倫
理
的
な
概
念
を
持
ち
出
し
て
こ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
点
に
、

リ
ク
ー
ル
の
鋭
い
倫
理
観
、
人
間
観
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
と
と
も
に
、

虚
構
論
と
し
て
の
あ
る
種
の
不
徹
底
さ
も
ま
た
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
の
よ
う
に
限
界
を
見
て
と
っ
た
う
え
で
、
あ
ら
た
め
て
問
わ
れ
る
べ
き
な

の
は
、
は
た
し
て
死
者
へ
の
「
負
債
」
が
、
歴
史
的
存
在
で
も
あ
る
現
存
在
の

存
在
様
態
に
と
っ
て
ど
れ
ほ
ど
根
源
的
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

そ
こ
か
ら
翻
っ
て
、
歴
史
の
「
負
債
」
に
も
似
た
「
創
造
の
掟
」
が
、
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
の
作
り
手
と
受
け
手
を
ど
れ
ほ
ど
根
源
的
に
規
制
し
て
い
る
の
か
、
と

い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
い

う
世
界
理
解
の
形
態
が
現
に
そ
の
よ
う
な
か
た
ち
で
存
す
る
こ
と
の
意
味
が
明

ら
か
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
さ
し
あ
た
っ
て
、
リ
ク
ー
ル
物
語
論
か
ら
逆
照

射
し
た
言
語
論
を
探
る
こ
と
は
ひ
と
つ
の
方
法
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
た

め
に
も
、
リ
ク
ー
ル
の
語
る
負
債
の
意
味
を
十
分
に
展
開
し
て
、
そ
の
豊
か
な

意
味
を
汲
み
つ
く
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

文
献
と
略
号

　

リ
ク
ー
ル
の
著
作
か
ら
の
引
用
は
、以
下
の
よ
う
に
略
記
し
、〔
原
文
の
頁; 

翻
訳
の
頁
〕

と
し
て
本
文
中
に
挿
入
し
た
。
な
お
、
引
用
に
際
し
て
は
、
適
宜
、
訳
語
、
訳
文
を
あ

ら
た
め
た
。

M
V

 : L
a m

étaph
ore vive, Seuil, �975.

（
久
米
博
訳
『
生
き
た
隠
喩
』、
岩
波
書
店
、

一
九
八
四
年
）。

T
RI : T

em
ps et récit, I, L

'in
trigu

e et le récit h
istoriqu

e, Seuil. �983.

（
久
米
博

訳
『
時
間
と
物
語
Ⅰ
』、
新
曜
社
、
一
九
八
七
年
）。

T
RII : T

em
ps et récit, II, L

a con
figu

ration
 d

an
s le récit d

e fiction
, Seuil. 

�984.

（
久
米
博
訳
『
時
間
と
物
語
Ⅱ
』、
新
曜
社
、
一
九
八
八
年
）。

T
RIII : T

em
ps et récit, III, L

e tem
ps racon

té, Seuil. �985.

（
久
米
博
訳
『
時
間

と
物
語
Ⅲ
』、
新
曜
社
、
一
九
九
〇
年
）。

SA
 : S

oi-m
em

e com
m

e u
n

 au
tre, Seuil, �990.

（
久
米
博
訳
『
他
者
の
よ
う
な
自
己

自
身
』、
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
九
六
年
）。

 

註（１
） 　Bertrand Russel,

《O
n D

enoting

》, in M
in

d vol. �4, O
xford U

niversity 
Press, �905. 

〔
清
水
義
夫
訳
「
指
示
に
つ
い
て
」、『
現
代
哲
学
基
本
論
文
集

Ⅰ
』（
勁
草
書
房
、
一
九
八
六
年
）
所
収
〕. Peter Frederick Straw

son,

《O
n 

Referring

》, in M
in

d, vol. 59, O
xford U

niversity Press, �950. 

〔
藤
村
龍
雄

訳
「
指
示
に
つ
い
て
」、『
現
代
哲
学
基
本
論
文
集
Ⅱ
』（
勁
草
書
房
、
一
九
八
七

年
）
所
収
〕. John R. Searle, S

peech
 acts : an

 essay in
 th

e ph
ilosoph

y of 
lan

gu
age, Cam

bridge U
niversity Press, � 969. 〔

坂
本
百
大
・
土
屋
俊
訳
『
言

語
行
為
：
言
語
哲
学
へ
の
試
論
』、
勁
草
書
房
、
一
九
八
六
年
〕. P. Lam

arque 
and S. H

. O
lsen, T

ru
th

, fiction
, a

n
d

 litera
tu

re: a p
h

ilosop
h

ica
l 

perspective, Clarendon Press, O
xford U

niversity Press, �994. Lorenzo 
Bonoli,

《Fiction et connaissance

》, in P
oetiqu

e, ��4, Seuil, �000.

（
２
） 　

リ
ク
ー
ル
は
「
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」
な
い
し
「
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
物
語
（récit de 

fiction

）」 

と
い
う
語
を
、
文
学
的
物
語
を
指
し
示
す
の
に
用
い
る
。『
時
間
と
物
語
』

に
お
い
て
こ
の
語
は
、
リ
ク
ー
ル
が
「
物
語
の
二
大
様
式
」
と
み
な
す
も
の
の
一

方
を
指
し
示
し
、
も
う
一
方
の
歴
史
物
語
（historiographie

）
な
い
し
歴
史
記
述 

（récit historique

） 

と
対
立
的
に
用
い
ら
れ
る
。
リ
ク
ー
ル
の
い
う「
フ
ィ
ク
シ
ョ

ン
」
は
、「
文
学
ジ
ャ
ン
ル
理
論
が
民
話
、
叙
事
詩
、
悲
劇
、
喜
劇
、
小
説
と
い
っ

た
項
目
で
も
っ
て
配
置
す
る
す
べ
て
」（T

R
II. ��; 3

）
を
指
し
示
す
。
本
稿
で
論

者
は
、
こ
の
使
用
法
に
準
じ
て
「
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」
と
い
う
語
を
用
い
る
。
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（
３
） 　

久
米
博『
象
徴
の
解
釈
学
』、新
曜
社
、一
九
七
八
年
。
杉
村
靖
彦『
ポ
ー
ル
・
リ
ク
ー

ル
の
思
想
』、
創
文
社
、
一
九
九
八
年
。
北
村
清
彦
『
藝
術
解
釈
学
』、
北
海
道
大

学
図
書
刊
行
会
、二
〇
〇
三
年
。
大
塚
良
貴
「
物
語
る
こ
と
と
読
む
こ
と
」、『
思
想
』、

岩
波
書
店
、
二
〇
〇
三
年
第
十
号
所
収
。

（
４
） 　
『
生
き
た
隠
喩
』
に
お
い
て
「
テ
ク
ス
ト
」
と
い
う
語
は
、
話
さ
れ
て
い
る
も
の

と
書
か
れ
て
い
る
も
の
と
を
問
わ
ず
、「
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
の
複
合
し
た
実
体
」
を
意

味
し
、
ま
た
、「
作
品
と
し
て
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
の
産
出
」
を
意
味
し
て
い
る
（M

V
. 

�77; �9�

）。
リ
ク
ー
ル
の
い
う
「
作
品
」
と
は
、
個
々
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
が
相
互

に
意
味
連
関
を
な
し
て
織
り
な
さ
れ
た
構
成
体
の
こ
と
を
意
味
し
、
次
の
三
つ
の

特
徴
を
有
し
て
い
る
。
第
一
に
、「
作
品
」
に
お
い
て
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
は
、
単
な
る

文
の
総
和
に
還
元
で
き
な
い
総
体
と
し
て
「
構
成
」
さ
れ
て
い
る
。
第
二
に
、
そ

の
構
成
は
す
で
に
文
化
に
よ
っ
て
公
認
さ
れ
た
「
ジ
ャ
ン
ル
」
の
コ
ー
ド
に
従
属

し
て
い
る
。
第
三
に
、
各
々
の
作
品
は
独
自
の
「
文
体
」
を
備
え
て
お
り
、
他
の

何
も
の
に
も
変
え
が
た
い
個
的
存
在
で
あ
る
（ibid

.

）。『
生
き
た
隠
喩
』
に
お
け

る
「
テ
ク
ス
ト
」
概
念
は
、「
産
出
」、「
構
成
」
と
い
う
動
的
な
意
味
合
い
よ
り
も

む
し
ろ
、「
構
成
体
」
と
い
う
静
的
な
意
味
合
い
が
強
調
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

そ
こ
で
は
、
テ
ク
ス
ト
と
テ
ク
ス
ト
外
と
の
関
係
に
考
察
が
絞
ら
れ
て
お
り
、
作

者
や
読
者
と
い
う
要
因
は
十
分
に
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
。

（
５
） 　C

f. G
ottlob F

rege:

《Ü
ber Sinn und B

edeutung
》, Z

eitsch
rift fü

r 
P

h
ilosoph

ie u
n

d
 ph

ilosoph
isch

e K
ritik, �89 �. 

〔
土
屋
俊
訳
「
意
義
と
意

味
に
つ
い
て
」、『
現
代
哲
学
基
本
論
文
集
Ⅰ
』（
勁
草
書
房
、
一
九
八
六
年
）
所

収
〕. Sinn

とBedeutung

は
、
現
代
の
分
析
哲
学
に
お
い
て
、
意
味
（m

eaning

）

と
、
指
示
（reference

）
な
い
し
表
示
（denotation

）
と
呼
ば
れ
て
い
る
も

の
と
、
そ
れ
ぞ
れ
ほ
ぼ
同
義
と
み
な
さ
れ
る
。
フ
レ
ー
ゲ
のSinn 

は
「
意
義
」、

B
edeutung 

は
「
意
味
」
と
訳
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
本
論
で
は
混
乱
を
ふ
せ

ぐ
た
め
、Sinn

を
「
意
味
」、Bedeutung

を
「
指
示
」
と
訳
し
た
。

（
６
） 　

一
方
で
、
リ
ク
ー
ル
は
、
科
学
と
な
る
た
め
に
物
語
性
を
脱
し
よ
う
と
す
る
歴

史
学
の
傾
向
に
は
与
せ
ず
、
歴
史
も
ま
た
物
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
の
歴
史

的
条
件
を
記
述
す
る
と
述
べ
る
。
人
間
の
経
験
の
歴
史
性
は
、
本
質
的
に
物
語
を

通
じ
て
し
か
言
語
化
さ
れ
な
い
、と
い
う
の
で
あ
る
。
他
方
で
、リ
ク
ー
ル
は
、フ
ィ

ク
シ
ョ
ン
を
脱
時
間
化
し
、
深
層
構
造
を
抽
出
し
よ
う
と
す
る
物
語
記
号
論
の
方

法
に
も
与
せ
ず
、
筋
を
た
ど
る
こ
と
の
時
間
性
を
重
視
す
る
。
歴
史
と
フ
ィ
ク
シ
ョ

ン
、
い
ず
れ
の
様
式
も
、
統
合
形
象
化
を
そ
の
制
作
原
理
と
し
て
い
る
。（T

R
I. 

�34; �60: T
RII. ��; 4

）

（
７
） 　Cf. Robin G. Collingw

ood, T
h

e Id
ea of H

istory, Clarendon Press; 
O

xford U
niversity Press, �965. 

〔
小
松
茂
夫
・
三
浦
修
訳
『
歴
史
の
観
念
』、

紀
伊
國
屋
書
店
、
一
九
七
〇
年
〕

（
８
） 　Cf. M

ichel de Certeau, L
'écritu

re d
e l'h

istoire, Paris, Gallim
ard, 

�975. 

〔
佐
藤
和
生
訳
『
歴
史
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
』、
法
政
大
学
出
版
局
、

一
九
九
六
年
〕

（
９
） 　

ド
イ
ツ
語
で
は
「
代
理V

ertretung

」
と
「
表
象V

orstellung

」
と
の

区
別
が
存
す
る
が
、
フ
ラ
ン
ス
語
で
は
「
代
理représentation

」
と
「
表
象

représentation

」
の
違
い
が
曖
昧
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
を
受
け
て
、
リ
ク
ー

ル
は
、représentation 

と
い
う
語
を
用
い
る
こ
と
を
避
け
る
。
代
わ
り
に
リ
ク
ー

ル
は
、lieutenance, représentance

と
い
う
語
を
用
い
、こ
れ
ら
に
「
代
理
」、「
代

理
表
出
」と
い
う
意
味
を
割
り
当
て
る（T

RIII. �04; �54

）。
こ
こ
で
リ
ク
ー
ル
は
、

そ
れ
自
体
と
し
て
把
握
不
可
能
な
過
去
の
出
来
事
は
「
痕
跡
」
の
意
味
作
用
を
媒

介
と
し
て
現
在
の
う
ち
に
表
出
さ
れ
る
、
と
い
う
事
態
を
強
調
し
よ
う
と
し
て
い

る
。

（
�0
） 　

ジ
ュ
ネ
ッ
ト
が
定
式
化
し
た
よ
う
に
、
い
か
な
る
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
お
い
て
も

発
話
行
為
の
主
体
は
虚
構
の
語
り
手
で
あ
り
、
現
実
の
作
者
で
は
な
い
（G

érard 
Genette, F

igu
res III, Seuil, �97�. 

〔
花
輪
光
・
和
泉
涼
一
訳
『
物
語
の
デ
ィ
ス

ク
ー
ル
』、
書
肆
風
の
薔
薇
、
一
九
八
五
年
、《discours du récit

》
の
部
分
の
邦

訳
〕）。
し
た
が
っ
て
、
虚
構
の
語
り
手
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
人
物
や
出
来
事
、
あ

る
い
は
そ
れ
ら
の
諸
関
係
か
ら
生
ま
れ
る
作
品
内
世
界
は
、
現
実
の
人
物
・
出
来
事
・

世
界
と
は
直
接
か
か
わ
り
な
い
も
の
と
し
て
展
開
さ
れ
る
し
、
ま
た
そ
の
よ
う
な

も
の
と
し
て
読
者
に
理
解
さ
れ
る
。
た
と
え
、
作
品
に
「
一
九
四
五
年
、
ア
ジ
ア

太
平
洋
戦
争
が
終
わ
っ
た
」
な
ど
と
い
う
歴
史
的
出
来
事
を
指
示
す
る
こ
と
ば
が

書
か
れ
て
い
た
と
し
て
も
事
態
は
原
則
的
に
変
わ
ら
な
い
。

（
��
） 　C

f. H
ans R

obert Jauss, L
itera

tu
rgesch

ich
te a

ls P
rovok

a
tion

, 
F

rankfurt, Suhrkam
p, �974. 

〔
轡
田
収
訳
『
挑
発
と
し
て
の
文
学
史
』、
岩

波
書
店
、
二
〇
〇
一
年
〕. W

olfgang Iser, D
er A

kt d
es L

eben
s, T

h
eorie 
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Ä
sth

etisch
er W

irku
n

g, M
ünchen, W

ilhelm
 Fink, �976.

〔
轡
田
収
訳
『
行

為
と
し
て
の
読
書
』、
岩
波
書
店
、
一
九
八
二
年
〕

（
��
）  C

f. Paul R
icœ

ur, 

《appropriation

》, in H
erm

en
eu

tics a
n

d
 H

u
m

a
n

 
S

cien
ces, éd. par John V

. T
hom

pson, Cam
bridge U

niversity Press, 
Édition de la M

aison des Sciences de l'hom
m

e, � 98�.

（
�3
） 　C

f. H
arald W

einrich, T
em

p
u

s, B
esp

roch
en

e u
n

d
 erzä

h
lte W

elt, 
Stuttgart, W

. K
ohlham

m
er V
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〔
脇
坂
豊
也
ほ
か
訳
『
時
制
論―

―

文
学
テ
ク
ス
ト
の
分
析
』、
紀
伊
国
屋
書
店
、
一
九
八
二
年
〕

（
�4
） 　
『
時
間
と
物
語
』に
お
い
て
リ
ク
ー
ル
は
、「
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」と
い
う
語
で「
民
話
、

叙
事
詩
、
悲
劇
、
喜
劇
、
小
説
」
を
包
括
し
、
こ
れ
を
扱
う
と
い
う
が
、
議
論
に

お
い
て
じ
っ
さ
い
に
想
定
さ
れ
て
い
る
の
は
、
端
的
に
い
っ
て
広
義
の
リ
ア
リ
ズ

ム
小
説
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
物
語
性
の
解
体
、
時
間
軸
の
撹
乱
、
語
り
手
の

自
己
解
体
、
メ
タ
・
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
性
な
ど
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
、
い
わ

ゆ
る
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
の
文
学
作
品
が
考
慮
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
こ

れ
は
、
筋intrigue

の
あ
る
こ
と
が
物
語récit
で
あ
る
こ
と
の
必
須
の
条
件
で
あ

る
と
い
う
前
提
か
ら
き
て
い
る
（T

R
II, chap. IV

）。
文
学
理
論
の
立
場
か
ら
見

れ
ば
、
リ
ク
ー
ル
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
論
は
、
あ
る
ジ
ャ
ン
ル
や
様
式
に
属
す
る
フ
ィ

ク
シ
ョ
ン
作
品
に
し
か
妥
当
し
な
い
。

（
�5
）　Cf. Russel, op. cit.

（
�6
）　Cf. Straw

son, op. cit.

（
�7
）　Cf. Searle, op. cit.

（
�8
） 　N

elson Goodm
an, W

ays of w
orld

m
akin

g, Indianapolis, Ind.: H
ackett 

Pub. Co, �978. 〔
菅
野
盾
樹
・
中
村
雅
之
訳
『
世
界
制
作
の
方
法
』、
み
す
ず
書
房
、

一
九
八
七
年
〕.

（
�9
）　

大
塚
、
前
掲
論
文
、
五
〇
頁
。

（
�0
） 　

だ
か
ら
こ
そ
、
あ
る
条
件
の
も
と
で
は
、
こ
と
ば
と
事
物
の
関
連
づ
け
に
ま
つ

わ
る
規
約
に
違
反
し
て
、
歴
史
を
非
現
実
の
こ
と
と
し
て
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
現

実
の
こ
と
と
し
て
、
読
む
余
地
が
生
じ
て
く
る
と
も
い
え
る
。
と
り
わ
け
、
ジ
ャ

ン
ル
を
表
示
す
る
情
報
に
乏
し
い
テ
ク
ス
ト
を
読
む
場
合
や
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
、
歴
史
を
歴
史
と
し
て
認
知
さ
せ
る
パ
ラ
ダ
イ
ム
が
十
分

に
確
立
さ
れ
て
い
な
い
読
者
共
同
体
に
属
し
て
い
る
場
合
な
ど
に
、
こ
の
読
み
の

可
能
性
は
高
ま
る
。

（
は
ぎ
わ
ら
・
こ
う
い
ち
ろ
う　

大
阪
大
学
・
大
学
院
文
学
研
究
科
・
博
士
課
程
）


