
小
説
の
視
点
と
構
造

伊

藤

康

圓

1

わ
れ
わ
れ
が
自
己

の
心
的
現
象

(
表
象

・判

断
・
情
意
な
ど
)
を
分
析

し
て
、

そ
れ
ぞ
れ

に
適
応
す
る

一
定

の
言
語
形
式

(
国
語
)

の
個

々
の
語
句
に
よ

っ
て

把

握
し
、
さ
ら

に
そ
れ
ら

の
個

々
の
語
句
を

一
定

の
語
法
に
よ

っ
て

連

結

し

て
、

セ
ソ
テ

ソ
ス
と
し
て

の

〃
語
句

の
つ
な
が
り
"

を
構

成
す
る
こ
と
に
よ

っ

て
、
そ

の
心
的
現
象
を

一
定

の
意
識
内
容
と
し
て
総
合
的
に
把
握

す
る
と

い
う

意
識
過
程
を
内
的
言
語
行
為
と
呼
ぶ

こ
と

に
す
る
。
む

ろ
ん

こ
の
意
識
過
程
は

〃
語
句

の
つ
な
が

り
"
を
現
実

の
音
声

に
よ

っ
て
表
わ
す
か
文
宇

で
記
載
す
る

こ
と

に
よ

っ
て

は
じ

め
て
具
現
さ
れ
る
が
、
こ

の
具
現
さ
れ
た
意
識
過
程
を
言

語
行
為
と
呼
ぶ

こ
と

に
す

る
。

し
た
が

っ
て
語
句
を
発
音
し
た
り
文
字

に
書

い

た

り
す

る
行
動

は
、
そ
れ
自
体
と

し
て
は
こ
こ
で
言
う

〃
言
語
行
為

"
で
は
な

い
の
で
あ

る
。

わ
れ
わ
れ

は
、
言
語
行
為
を
通
じ

て
、
上
述

の
よ
う
な
方
法

で

〃
語
句

の
つ

な
が

り
"
ま

た
は
い
く

つ
か
の

〃
語
句

の
つ
な
が

り
"

の
意
味
的
関
連
を
作
る

こ
と

に
よ

っ
て
、
あ

る

"
意
識
内
容
"
を
把
握
す

る
こ
と
も

で
き
れ
ば
、
そ
れ

ら

を
通

じ
て
間
接
的

に
あ

る
こ
と
が
ら
を
叙
述

し
た
り
、
要
求

し
た
り
す

る
こ

と

も
で
き
る
。
ま
た
、
そ
れ
ら
の

〃
意

識
内

容
"

や

〃
こ
と
が

ら
"
を
種

々
の

意
味
的
関
連

に
よ

っ
て
展
開

す
る
こ
と

に
よ

っ
て
、
よ
り
総
合
的
な
表
象

(
〃
事

象

の
表
象
"

や

"
思
考

の
世
界
"

な
ど
)
を
作

り
あ
げ

る
こ
ど

も
で
き

る
。

あ

る
言
語
行
為

の
結
果
と

し
て
の

一
連

の

〃
語
句

の
つ
な
が

り
"
と
そ
れ

に

よ

っ
て
語

ら
れ

る
内
容

(
〃
意
識
内
容
"
や

〃
こ
と
が

ら
"

お
よ
び
、
そ
れ
ら

の
総
合

さ
れ

た
全
体
的
な
客
体
内
容
、
以
下

〃
表
示
内
容
"
と
呼
ぶ
。
)
と

の
関

連

の
総
体
が
、

一
貫

し
た
ま
と
ま

り
を
持

ち
、
さ
ら

に
そ
れ
が
言
語
行
為
が
な

さ
れ

た
具
体
的

な
場
面

か
ら
自
立

し
た
機
能
を
、
な

ん
ら

か
の
領
域

の
も

の
と

し
て
持

つ
も

の
と
認

め
う

る
場
合

に
か
ぎ

り
、
そ

の
関
連

の
総
体
を

"
言
語
作

品

"
と
考

え
る
こ
と
が

で
き

る
。

〃
言
語
作
品

"
は
文
字

に
ょ

っ̀
て
記
載

さ
れ

て
、

は
じ
め
て
作
品
と

し
て
定

着

す
る
。
文
字

に
記
載

さ
れ
て
い
な
い

口
誦
文
学

な
ど

も
、
文
字

に
記
載

さ
れ

た
も

の
と
ほ
ぼ
同
等

の
定
着
が
認

め
ら
れ
る
か
ぎ

り
に
お
い
て

"
言
語
作
品
"

と

み
な
す
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
る
。

(以
下

"
言
語
作

品
"

を
文
字

に
よ

っ

て
記
載

さ
れ
た
も

の
と
し
て
考
察

す
る
こ
と

に
す
る
。
)

同
じ
言
語
作
品
で
も
、
詩
作

品
は
純

度

の
高

い
も

の
ほ
ど

〃
語
句

の

つ
な
が

り
"

の
構

成
自

体
が

言
語

作
品

と
し
て
の
価
値

を
持

つ
。
ま
た
普
通

の
散
文

の
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言
語
作
品

で
も
、
ご
く
短
篇

の
も

の
は
、

〈
思
考
内
容
や
情
景

の
表
象
な
ど
を

表
示
す

る

〃
語
句

の
つ
な
が

り
"

〉
と

し
て
意
識

さ
れ

る
。
し
か
し
、あ

る
程
度

以
上
長
篇

の
言
語
作
品

に
な
る
と

、
〈
作
品
全
体

の
客
体
内
容
(
個

々
の

〃
表
示

内
容
"

の
意
味
的
関
連

に
よ

っ
て
喚
起
さ
れ
る
作
品
全
体

の

〃
表
示
内
容
"
)

を

〃
語
句

の
つ
な
が

り
"
を
手
段

(記
号
)
と

し
て
用

い
る
こ
と

に
よ

っ
て
構

成

し
た
も
の
V
と

し
て
意
識

さ
れ

る
。
ま

た

〃
諺
"

や

〃
箴

言
"

な

ど

は
、

〃
言
語
作
品
"
と

〃
語
句
"
と

の
中
間
的
存
在
と

み
な
す

こ
と
が

で
き

る
。

注

一
般

に

〃
文
"
と

か

"
文
章

"
と

い
う
語

は
き

わ
め
て
曖
昧

に

(
ま
た

は
多
義

的
に
)
用

い
ら
れ

て
い
る
。

"
文
"

は
①

セ

ソ
テ

ソ
ス
の
意
味

に

用
い
ら
れ
る
ほ
か
、

"
文
章
"
と
同
様

、
②

〃
語
句

の

つ
な
が

り
"

の
語

り
方

(
言
い
ま
わ
し
)

の
意
味

に
も
、
③

〃
書
語
作
品

"
の
部
分
を

"
表

示
内
容

"
を
含

め
て
指

す
場
合

に
も
用

い
ら
れ

る
。
ま

た

〃
文
章
"
と

い

う

語
は
④

〃
言
語
作

品
"
を
意
味
す

る
の
に
も
用

い
ら
れ

る
の
で
あ

る
。

ま

た
、

〃
こ
と
ぽ
"

と
言

っ
た
の
で
は

"
語
句
"

(
ま
た
は

〃
語
句

の

つ

な
が

り
"
)
自
体

の
こ
と

な
の
か

〃
表
示
内
容
"

を
含

め
た
意
味

な
の
か

不
明
で
あ
る
。

こ
こ
で
私
が

〃
語
句

の

つ
な
が
り
"

〃
表

示
内
容

"

"
言

語
作
品

"
な
ど
と

い
う

一
般

的
で
な
い
術

語
を
あ
え
て
用
い
る
の
は
、
こ

れ

ら
の
概
念

を
で
き

る
だ

け
明
確

に
把
握

す
る
た
め
で
あ
る
。

ど

の
よ
う
な
言
語
行
為

も
、
そ

の
行
為

の
主
体

の
存

在
な
し
に
は
あ
り
え
な

い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な

い
。
そ
し
て
、
日
常

の
個
人
的
な

口
頭

に
よ
る
談
話

の
場
合
は
、
言
語
行
為

の
主
体

(
以
下

〃
言
語
主
体
"
と
記
す
。
)
は
、
む
ろ

ん

そ

の
こ
と
ぽ
を
発
音
し
て

い
る
当
人
で
あ
る
。
た
と
え
彼

の
語
る
意
見

(
表
示

内
容
)
が
他
人

の
受
け
売

り
で
あ

っ
て
も
、
そ

の
言
語
行
為

の
細
部
が
彼
自
身

の
も
の
で
あ
る
か
ぎ

り
、
ま

た
彼
が

そ
の
言
語
行
為
を
彼
自
身

の
行
為
と

し
て

行

な

っ
て
い
る
か
ぎ

り
、
そ

の
言
語
主
体
が
そ

こ
で
実
際

に
喋

っ
て
い
る
当
人

で
あ
る
こ
と

に
か
わ
り
は
な
い
。

い
や
、
そ
れ
ど

こ
ろ
で
は
な
い
。

た
と

え
ば

あ

る
人
間

(甲
)

の
言
語
行
為

(
た
と

え
ば
演
説
)

の
た
め
の
言
語
作
品
を
別

人

(
乙
)

が

〃
甲
"
の
立
場

や
視
点

に
よ

っ
て
代
作

し
、

そ
れ

を
読

み
な
が
ら

〃
甲
"
が

演
説

を
し
た
場
合

は
、
作
者

は

〃
乙
"

で
あ

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ

の
演
説

の
言
語
主
体

は

〃
甲
"

な

の
で
あ
る
。
と
い
う
よ
り
、
そ
の
言
語
作

品

の
言
語

主
体
自
体
が

す
で
に

〃
甲
"
だ
と

言
う

べ
き

で
あ
ろ
う
。

文
芸
作

品
な
ど
を
朗
読

す
る
場
合

な
ど
は
、
読

み
手

は
朗
読
と

い
う
行
為

の

主
体

で
は
あ

っ
て
も
、
む

ろ
ん
言
語

主
体

で
は
な
い
。

ま
た
ラ
ジ
オ
や
テ

レ
ビ

の

ニ
ュ
ー

ス
な
ど

で
は
、
言
語

主
体

は
単
に
ア
ナ
ウ

ソ
サ
ー
や

ニ

ュ
ー
ス
の
草

稿

の
執
筆

者

(
作
者

)
で
は
な
く
、
彼

ら
を
含

む

ニ

ュ
ー

ス
の
提
供
者
と

し
て

の
放
送
局

(
団
体

)
な

の
で
あ
る
。
同
様

に
新

聞
の
報
道

記

事

で

も
、
筆

者

(
作
者
)
は
そ

の
記
事

を
実
際

に
書

い
た
人
物

で
あ
る
が

、
言
語

主
体

は
新
聞

社

(
団
体

)
な

の
で
あ
る
。

ま
た
手
紙
や
日
記

の
よ
う
な
個
人
的
な
も

の
で
は
、
作
者
自

身
が
言
語

主
体

で
あ
る
が
、
た
と
え
ば
、
あ
る
男
が
あ
る
女

の
手
紙

を
代
作
す
る
場
合
は
、
1

ー
そ

の
女
が
実
在

の
人
物

で
あ

ろ
う
と
架
空

の
人
物

で
あ

ろ
う
と
ー

そ

の
手

紙

の
作
者

は
そ
れ
を
実
際

に
書

い
た

"
男
"

で
あ
る
が
、
そ

の
言
語
主
体
は
、

そ

の
手
紙
を
書

い
た
こ
と

に
な

っ
て
い
る

〃
女
"
な

の
で
あ
る
。

し
か

し
こ
の

よ
う

な
手
紙

(
言
語
作
品
)
を
書
く

た
め
に
は
、
作
者

は
自
己

の
内
部

に
、
そ

の

〃
女
"

の
立
場

や
視
点
や
心
情
な
ど
を
仮
構

し
な
け
れ
ば

な
ら

な
い
。

と

こ
ろ
で

"
小
説
"

で
は
、

こ
う

し
た

"
作
者
"

や

"
言
語
主
体
"

に
関
す
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る
問
題
ば

か
り
で
な
く

、

〃
叙
述

や
描
写

の
視
点
"
や

〃
語
り
手
"
な
ど
に

つ

い
て
も
、
多
く

の
問
題
が
生
じ

る
の
で
あ

る
。

2

小
説

は
、
そ

こ
で
用

い
ら
れ

る
描
写
や
叙
述

の
視
点

の
位
置

や
性
質
、

お
よ

び
、
そ
れ
ら

の
言
語
主
体
と

の
関
係

な
ど

に
よ

っ
て
、
こ
れ

ま
で
実

に
さ
ま
ざ

ま
な
構
造
や
手
法
を
生

み
だ

し
て
き

た
。

こ
こ
で
は
ま
ず
、

そ
の
作
品
全
体

の

〃
世

界
"

(客

体
内
容
)
を
特
定

の
作
中
人
物

の
視
点
を
通

じ
て
描
く
、
と

い

う
方
法

に
よ

っ
て
構
成
さ
れ
る
小
説

に
つ
い
て
考
え

て
み
よ
う
。

(
以
下

こ
の

種

の
小
説

の
様

式
を
第

一
類

と
す
る
。)

こ
の
種

の
小
説

の
う
ち
、

一
人
称

で
書
か
れ
た
小
説

(
作
品

の
世
界
が
、
す

べ

て

〃
私
"
と

い
う
作
中
入
物

(
お
も

に
主
人
公
》

の
視
点

か
ら
描

か
れ

た
小

説
)

で
は
、
作
品

の
世
界

に
、
そ

の
作
品
全
体
を
通
じ

て
の
言
語
主
体
と

し
て

〃
私
"
と

い
う
作
中
人
物
が
仮
構

さ
れ

る
こ
と

に
な
る
が
、

三
人
称

の
小
説

で

は
、
叙
述
や
描
写

の
視
点
を
託

さ
れ

た
特
定

の
作
中
人
物

(
お
も

に
主
人
公
)

が
仮
構
さ
れ

る
に
と
ど
ま

る
。
そ

し
て
、

こ
の
違

い
は
、

こ
の
種

(
第

一
類
)

の
小
説

で
は
、
そ

の
叙
述

(
描
写
)

の
視
点
が
作
品
全
体
を
通

じ
て
、
そ

の
視

点
を
託

さ
れ

た
特
定

の
作
中
人
物

か
ら
離

れ
な
い
か
ぎ

り
、
単

に
形
式
上

の
違

い
に
す
ぎ

な
い
。

〃
私
"
と

い
う
語
を

〃
彼
"
と

い
う
語

(
ま
た

は

そ

の

氏

名
)

に
換
え

る
だ
け

で
、
言
語
主
体

は
作
中
人
物

か
ら
作
者

に
移

る
が
、

こ
の

こ
と

は
作
品

の
実
体

に
は
な

ん
の
関
係
も
な

い
の
で
あ

る
。

こ
の
種

(
第

一
類
)

の
小
説

で
、
叙
述

(
描
写
)

の
視
点
を
託

さ
れ

た
作
中

人
物

(
一
人
称
ま

た
は
三
人
称
)
が
作
者
と
同

一
の
人
物
と

し
て
設
定
さ
れ
、

主
と

し
て
作
者
自
身

の
生
活
上

の
事
実
や
心
境
な
ど
を
叙
述

(描
写
)

す
る
こ

と

を
意
図
し
て
書

か
れ
た
作

品
は
、

一
般

に

〃
私
小
説
"
と
呼
ぼ
れ

て
い
る
。

む
ろ
ん
、
こ

の
種

の
小
説

の
場
合

も
、

そ
こ
に
描

か
れ
た
世
界

(作
品

の
客
体

内
容
)

は
ー

そ
れ
が
ど
れ

ほ
ど
事
実

に
即

し
て
書

か
れ

た
も

の
で
あ

っ
て
も

ー

フ

ィ
ク

シ

ョ
ソ
で
あ

る
こ
ど

に
か
わ

り
は
な

い
。

し
か
し
、
作
品

の
客
体

内
容
が

フ

ィ
ク

シ
ョ
ソ
で
あ

る
こ
と
と
、
そ
れ
を

フ

ィ
ク

シ
ョ
ソ
と
意
識
す

る

こ
と
と

は
別

の
こ
と

で
あ

る
。
上
述

の
よ
つ
な
私
小
説
が
創
ら
れ
た

の
は
、
作

者

た
ち
が
、
事
実
を
描
け
ば
、
そ

の
結
果

の
作
品

の

"
世
界
"

(
客
体
内
容
)

も
、
ま

た
事
実

に
違

い
な

い
と
信

じ
た
か
ら

で
あ

る
。

し
か
し
、

こ
の
第

一
類

に
属
す

る
小
説

で
は
、
作
者
が
私
小
説
と

は
異
な

る

方
法
と
意
識
と

に
よ

っ
て
、
作
中
人
物
や
事
象
を

は

っ
き

り
フ
ィ
ク

シ

ョ
ソ
と

意
識

し
て
描

い
た
作
品

で
も
、
そ

こ
に
描
か
れ
た
世
界

は
、
す
べ
て
同

一
の
視

点

か
ら
見

た

一
面
的
な
姿

し
か
示
す

こ
と
が

で
き
な

い
の
で
、

こ
の
点

に
、

こ

の
種

の
小
説

に
共
通
す
る
方
法
上

の
限
界
が
あ
る
と
言
え

よ
う
。

こ
う

し
た
限
界
を
越
え

て
、
作
中
人
物
た
ち

の
行
動
す
る
仮

構

の
世
界

に
立

体
性
を
与

え
、
読
者

の
う

ち
に
、
現
実

に
そ

の
世
界

に
接

し
て

い
る
よ
う
な
イ

リ

ュ
ー
ジ

ョ
ソ
を
喚
起
さ

せ
る
よ
う

に
作
品
を
構
成
す

る
た
め
に
は
、
作
者

は

主
人
公
を

は
じ
め
と
す

る
す

べ
て
の
作
中
人
物
た

ち
の
行
動
や
心
理
を
、
必
要

に
応

じ
て
さ
ま
ざ
ま

な
角
度

か
ら
描

か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
れ

に
は
、
ま

ず

そ
の
前
提
と

し
て
、
あ

ら
ゆ

る
作
中
人
物

に
託
す

こ
と
が

で
き
、
ま
た
彼
ら

か
ら
独
立

し
て
作
品

の
世
界
を
自
由

に
移
動
も

で
き
、
必
要

に
応
じ

て
彼
ら
自

身

の
意
識

し
え
な
い
内
面
を
描
く

こ
と
も

で
き

る
超
絶
的

な
視
点
を
仮
構
す

る
、

必
要
が
あ

る
。

(
こ
の
方
法

に
ょ
る
小
説

の
様
式
を
第

二
類
と
す
る
。
)
西
欧
近

代

の
自
然
主
義
を
中
心
と
す

る
本
格
的

な
リ

ア
リ

ズ
ム
小
説

は
、

こ
う

し
た
視

点
を
行
使

す
る
こ
と

に
よ

っ
て
は
じ
め
て
可
能
だ

っ
た
の
で
あ

る
。
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し

か
し
、
本
格
的
な
小
説
を
創
作
す
る
う
え

で
最
も
有
利
な

こ
の
方
法

に
も
、

そ

の
有
利
さ
と
表
裏
す
る
弱
点
が
な

い
わ
け

で
は
な

い
。
そ
れ

は
上
述

の
よ
う

な
超
絶
的
な
視
点

は
、
そ

の
所
有
者
が
作
品

の
世
界

に
存
在
し
な

い
以
上
、
非

現
実

で
不
自
然
だ
と

い
う
点

で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
こ

の
よ
う
な
視
点
を
用

い
て
小
説
を
構
成
す
る
か
ぎ
り
、
そ

の
視
点

の
多
元
的
な
活
動

に
よ
る
描
写

の

立
体
的
構
成
が
小
説

の
世
界

に
リ
ア
リ

テ
ィ
ー
を
与
え
れ
ば
与
え
る

ほ
ど
、
逆

に
視
点
自
体

の
持

つ
非
現
実
性
が
目
だ

つ
と

い
う

こ
と
も
起
り
か
ね
な

い
の
で

あ

る
。

上
述

の
手
法

(
第

二
類
)

に
近

い
も

の
に
、

〃
作
者
が
、
作
品

の
世
界

の
外

側

に
い
る
語
り
手
と

し
て
作
品

の
世
界
を
描
く
"
と

い
う
形
式

で
、
小
説

の
世

界
を
構
成
す
る
と

い
う
方
法
が
あ
る
。

(
こ
の
方
法

に
よ
る
小
説

の
様

式
を
第

三
類
と
す

る
。
)

と

こ
ろ
で
、
小
説
以
外

の
言
語
作
品

(
〃
新
聞
記
事
"
や

〃
歴

史

上

の

記

述
"
な
ど
)

で
、
あ
る
事
件

の
現
場

の
情
況
を
第

三
者

(
そ

の
情

況
を
直
接
経

験

し
て
い
な

い
者
)

の
立
場

で
叙
述
す
る
場
合
は
、
他
か
ら

の
情
報
を
取
捨
選

択

し
て
語

る
と

い
う
形
を
と

る
。

し
た
が

っ
て
、
そ

の
現
場

に
居
合
わ
ぜ
た
人

た
ち
の
直
接
経
験

に
よ
る
視
点

か
ら

で
な
け
れ
ぽ
語
れ
な

い
よ
う
な
具
体
的
な

こ
と
が
ら

や
情
景

に
つ
い
て
語

る
場
合

は
、

「
目
撃
者

の
話

で
は
…
…
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。
」
と

い

っ
た
語

り
方

に
よ

っ
て
、
そ
れ
が
他

か
ら

の
伝
聞

に
よ
る

も

の
で
あ

る
こ
と
を
表
明
す

る
か
、
ま

た
は
、
目
撃
者

の
談
話
を
直
接
引
用
す

る
と

い
う
形
式
が
必
要

な
の
で
あ

る
。

こ
の
こ
と

は
、
見
も

し
な
い
も

の
を
見

た
よ
う

に
語

る
な
、
と

か
、
事
件
を

記
録

(
ま

た
は
報
道
)
す

る
と
き

に
は
そ

の
出
処
や
出
典
を
明
示

せ
よ
、
な
ど

と

い
う

こ
と
と

は
、

い
う
ま

で
も

な
く
全
く
別

の
話

な
の
で
あ

る
。
う
そ

で
も

作
り
話

で
も

い
い
が
、
も

し
右

の
よ
う
な
形
式
を
無
視
す
れ

ば
、
そ

の

叙

述

は
、
第

三
者

の
立
場

に
よ
る
叙
述

の
中

に
そ
れ
と

は
異
次
元

の
目
撃
者

の
視
点

か
ら

の
談
話
が
混
入
す

る
こ
と

に
な

り
、
視
点

の
混
乱
が
起

る
と

い
う

こ
と
な

の
で
あ
る
。
同
時

に
、
事
件

の
現
場

に
い
な
か

っ
た

は
ず

の
語
り
手
が
、
突
然

事
件

の
現
場

に
い
た

こ
と

に
な

っ
て

し
ま
う
、
と

い
う
叙
述

の
次
元

の
矛
盾
が

生

じ
る
の
で
あ

る
。

し
か
し
小
説

の
揚
合

は
、
そ

こ
に
描

か
れ
る
内
容

は
そ

の
性
質
上
具
象
性
を

必
要
と
す

る
た
め
、
そ

の
世
界

の
内
部

で
の
直
接
経
験

に
よ
る
視
点
か
ら

で
な

け
れ
ば
ど
う

し
て
も
描
け
な

い
よ
う
な
場
景
や

こ
と
が
ら
を
描
く

こ
と
が
当
然

要
求
さ
れ

る
。
と
す
れ
ば
、
そ

の
描
写

に
上
述

の
よ
う
な

〃
視
点

の
混
乱
"
や

〃
叙
述

の
次
元

の
矛
盾
"
と

い
う
不
都
合
を
生
じ
さ

せ
ず
、

し
か
も
そ
れ
を
第

三
者
と

し
て
の
語

り
手

の
立
場

で
描
く

に
は
、
ど

の
よ
う
な
方
法
が
あ
る
か
。

そ

の
方
法
と

し
て
最
も

一
般

に
用

い
ら
れ
て

い
る

の
は
、
語
り
手
が
作
品

の

世
界
に
作
中
人
物
と
し
て
で
は
な
く
ー

つ
ま
り
作
品
の
世
界
に
は
存
在
し
な

い

〃
も

の
"
と

し
て
、
あ
た

か
も
舞
台

で
の

〃
黒
子
"
や

〃
人
形
使

い
"

の
よ

う

に
ー

は
い
り

こ
み
、
そ

の
内
側

か
ら
描
く
と

い
う
方
法

で
あ
る
。

(
第

三

類

の

一
と
す

る
。
)
小
説

で
こ
う

し
た

"
存
在
し
な

い
も

の
"
と
し
て

の
語
り
手

の
存
在
が
承
認
さ
れ

て
い
る

の
は
、
そ

の
前
提
と

し
て
、
小
説

の
世
界
が

フ
ィ

ク

シ
ョ
ソ
で
あ

る
こ
と
が
承
認
さ
れ

て
い
る
か
ら

で
あ

る
。

こ
う

し
て

〃
非
存
在

の
存
在
"

で
あ
る

こ
と
を
許
可
さ
れ

た
語
り
手

は
、
作

品

の
世
界

に
自
由

に
出
入
す

る
こ
と
が

で
き
る
。
彼

は
読
者

に
向
か

っ
て
、
作

品

の
世
界

の
外
側

か
ら

「
是

か
ら
が
肝
腎
要
、
回
を
改

め
て
伺

ひ
ま

せ
う
。
」
と

語

り
か
け

る
こ
と
も

で
き

る
し
、
作
品

の
世
界

の
内
側
か
ら

「
角

か
ら

三
軒
目

の
格
子
戸
作

の
二
階
家

へ
這
入
る
。

一
所

に
這
入

ッ
て
見

よ
う
。
」
(
二
葉
亭
四
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迷

『
浮
雲

』
)
と
語

り
か
け
る
こ
と

も
で
き

る
の
で
あ

る
。

こ
う
し
た
読
者

へ
の
直
接
的

な
語

り
か
け

は
、
も
と

も
と

口
演
を

目
的
と
す

る
講

談
や
落

語

の
話

法
で
、
小
説

や
物
語

で
は
む
し
ろ
例
外

で
あ

る
が
、

こ
う

い
う

〃
非
存

在

の
存
在
"

と
し
て

の
語

り
手

に
よ
る
叙
述

や
描
写

に
よ

っ
て
作

品
を
構

成
す
る
手
法
は
、
昔

か
ら
物
語

で
広
く
用

い
ら
れ
て
ぎ

た
手
法

で
、
小

説

や
物

語

の
フ

ィ
ク

シ

ョ
ソ
と
し
て
の
魅
力

を
さ
さ
え
る
最

も
中

心
的

な
要
素

だ

っ
た

の
で
あ
る
。

と

こ
ろ

で
、
こ

の
種

の
手
法
に
よ
る
作
品
で
や
は
り

一
番

問
題

に
な
る
の
は

〃
非
存
在

の
存
在
"
と
し
て

の
語
り
手

の
存
在

で
あ
ろ
う
。
そ

の
話
述
自
体

の

魅

力
が
作
品

の
世
界

に
興
趣
を
与

え
る
た
め

の
重
要

な
役
割

を
果

た
す
こ
と

も

む
ろ

ん
あ
る
が
、

一
方

で
は
、
か
ん
じ
ん

の
登

場
人
物

た
ち
の
行
動

す
る
仮
構

の
世
界
が
語
り
手

の
語
る
直
接

の
話

の
内
容

に
覆
わ
れ
て
、
鮮
明

に
浮
き

あ
が

っ
て

こ
な

い
と

い
う
可
能

性
も
じ

ゅ
う
ぶ
ん
あ
り
う
る
。
そ
れ
に
、
登

場
人
物

た
ち

の
行
動
や
心
理
が
現
実

の
人
間
た
ち
に
接

す
る
よ
う
な
な
ま
な
ま
し
さ
で

読
者

に
迫

っ
て
く
る
よ
う

に
、
作
品

の
世
界
を
造
形
す
る
こ
と
を
目
ざ

す
近
代

.

の
リ
ア
リ
ズ

ム
小
説

で
は
、
例

の

〃
非
存

在

の
存
在
"
と
し
て
作
品

の
世
界
に

出

は
い
り
す
る
語
り
手
は
当
然
目
ざ
わ
り
な
存
在

で
あ
る
。
近
代

演
劇

が
浄
瑠

璃

の
語
り
手
や
黒
子
を
舞
台

か
ら
追
放

し
た

よ
う

に
、
近
代
小
説
は
語
り
手
を

作
品

か
ら
追
放
す
る

こ
と

に
な
る
。
だ
が
、
追
放

し
て
ど
う

い
う

こ
と

に
な
る

か
。西

欧

の
近
代
小
説

は
前

に
述

べ
た
よ
う
な

(第

二
類

の
)
手
法
を
用

い
て
、

作
品

の
世
界

の
あ
ら
ゆ

る
場
所

に
例

の

〃
超
絶
的
な
視
点

"
を

ち
り
ば

め
る

こ

と

に
よ

っ
て
、
作
中
人
物

た
ち
の
行
動
す

る
仮
構

の
世
界

に
リ
ア
ル
な
造
形
を

与

え
る
こ
と
に
熱
中

し
、

日
本

の
私
小
説

で
は
作
者
自
身
が
素
顔

で
作
品

の
世

界

と
い
う
舞
台

に
登

場
し
て
、
直
接
自
分
自
身

の
日
常
生
活
と

い
う
芝
居
を
演

じ
て
見

せ
る
と

い
う
始
末

で
あ

る
。

つ
ま

り

〃
第

三
類

の

一
"

の
手
法

に
ょ
る

作
品

で
は
必
然
的

に
内
在

す
る

〃
非
存
在

の
存
在
"
と

し
て
の

語

り

手

が
、

〃
第

二
類

"
の
手
法

に
よ
る
作
品

で
は
追
放

さ
れ

る
か
わ

り
に
、
今
度

は
作
品

の
世
界

を
描
く

〃
視
点
"
自
体
が

〃
非
存
在

の
存
在
"
と

し
て
仮
構

さ
れ
な
け

れ
ぼ

な
ら
な
く

な
る
。

そ
れ

な
ら
、

"
作
者
が

作
品

の
世
界

の
外
側

に
い
る
語

り
手
と

し
て
作
品

の

世
界

を
描

く
"
と
い
う
手
法

(第

三
類
)
を
用

い
て
、

し
か
も
、
す

で
に
述

べ

た

〃
語

り
手
が
非
存
在

の
存
在
と

し
て
、
必
要

に
応

じ
て
作
品

の
世
界

に
は
い

っ
て
そ

の
内
側

か
ら
描
く
"
と

い
う
方
法
と

は
別

の
や
り
方

で
作
品
を
構
成
す

る
方
法

は
ほ
か
に
な
い
の
か
。

こ
の
第

二
の
方
法
と

し
て
は
、

た
と

え
ば
次

の

よ
う
な
方

法
が
考

え
ら
れ

る
。

つ
ま
り
、
前

に
述

べ
た

〃
薪
聞
記
事
"
や

〃
歴

史

上
の
記
述

"
な
ど

の
よ
う
に
、
作
者

は
あ
く
ま

で
事
件

の
現
場
や
歴
史
上

の

事
象

(
小
説

の
場
合

は
彼
が
描

こ
う
と

し
て
い
る

〃
作
中

人
物

の
行
動
す

る
世

界

"
)

の
外

側
に

い
る
語

り
手

の
立
場
を
堅
持

し
、
そ

の
作
品

の
世
界

の
叙
述

や
描
写
は
、
す
べ
て
文
献

や
史
料

に
基
づ

い
て
な
さ
れ
た
も

の
で
あ

る
こ
と
を

作
中

に
明
示
す
る
と

い
う
形
式

に
よ

っ
て
作
品

を
構

成
す
る
方

法
で
あ
る
。

こ

の
方
法

に
よ
る
作
品
で
は
、
そ

の
作
品

の
全
体

の

〃
世
界

"

(
そ

の
作
品

で
描

か
れ
た

〃
客
体
内
容

の
総
体
"
)

は
、

い
わ
ば

二
重
構
造

を
示
す
こ
と
に

な
る
。
そ
し
て
、
そ

の
作
品

の
世
界

の
表
層

の
部
分

で
は
、
た
と
え
ば
あ
る
文

献
が
発
見
さ
れ
た

い
き
さ

つ
や
、
そ

の
文
献

に
つ
い
て

の
語
り
手
自

身

の
解

説

や
考
証
な
ど
が
語
ら
れ
、
や
が
て
、
そ

の
文
献

に
語
ら
れ
て

い
る
内
容
が
、
そ

の
本
文

の
引
用
を
ま
じ
え
て
紹
介
さ
れ
た
り
す
る
。

こ
の
文
献
や
そ

の
内
容
が

た
と

え
架
空

の
も

の
で
あ

っ
て
も
、

こ
の
表
層

の
部
分

の
話

(
表
示
内
容
)

は
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す
べ
て
実
話
と
し
て
語
ら
れ
る

の
で
あ
る
。

(
作
り
話
を
、
相
手
を
だ
ま
す
意

図

は
な
く
て
も
実
話
と
し
て
語
る

こ
と
は
、
日
常

の
談
話

で
も
ご
く
普

通

の
こ

と

で
あ
る
。
)
つ
ま
り
、
こ

の
層

で
語
ら
れ
る
内
容

(
表
示
内
容
)
自
体

は
、
小

説

の
領
域

に
属
す
る
も

の
で
は
な

い
。

こ
の
表
層

の
世
界

の
叙
述

の
間
を
縫

っ

て
、
そ
れ
と
微
妙

に
ダ
ブ
リ
な
が
ら
、
そ

の
小
説

の
本
体

で
あ
る
内
層

の
世

界

が
徐

々
に
そ

の
姿
を
現
わ
す

の
で
あ
る
。

そ
し
て

こ
の
小
説

の
本
体
は
、
語
り
手
が
既
存

の
文
献

に
基
づ

い
て
、
そ
こ

に
語
ら
れ
た
内
容

に
多
少

の
想
像
や
推
定
を
加
え
て
語
る
と

い
う
設
定
に
ょ

っ

て
、
ど

こ
ま

で
が
文
献

に
記
載
さ
れ
、
ど

こ
か
ら
が
作
者

の
想
豫

に
よ
る
も

の

で
あ
る

の
か
は
不
分
明
な
よ
う

に
構
成
す
る

こ
と
が

で
き
る
。
し
た
が

っ
て
、

そ

の
場

に
居
合
わ

せ
た
者

の
視
点

か
ら

で
な
け
れ
ば
描
け
な

い
よ
う
な
場
景

描

写
も
、
す

べ
て
他
人

の
書

い
た

(
こ
と

に
な

っ
て

い
る
)
文
献

の
責
任

に
帰
す

る

こ
と

に
よ

っ
て
、

〃
視
点

の
混
乱
"
や

〃
叙
述

の
次
元

の
矛
盾

"
を
免
れ
る

の
で
あ
る
。

(
こ
の
種

の
手
法
を
第

三
類

の
二
と
す
る
。
)
谷
崎
潤

一
郎

の

『
春

琴
抄
』
や

『
少
将
滋
幹

の
母
』

は
、

こ
の
種

の
手
法
を
徹
底
的

に
追
求
し
た
傑

作

で
あ

る
と
言

え
よ
う
。

次

に
第

三
の
方
法
と

し
て
、
第

二
の
方
法
と
同
じ
く
語
り
手
を

〃
非

存
在

の

存
在
"
と

し
て
扱
わ
ず
、

し
か
も
そ
れ
と

は
逆

に
、
彼
を
作
中
人
物
た
ち
と
同

じ
く
存
在
す

る
も

の
と

し
て
、
作
品

の
世
界

に
登
場
さ

せ
る
方

法

も

あ

る
。

(
こ
の
種

の
手
法
を
第

三
類

の
三
と
す

る
。
)
し
か
し
彼
が
人
間
と
し
て
登
場
す

る
と
す
れ
ば
、
彼

は
や
は
り
作
中
人
物

の

一
人

で
あ

る
こ
と

に
か

わ

り

は

な

い
。

し
た
が

っ
て
彼

に
語

り
手
と

し
て
の
役
割
だ
け
を
与
え

る
に
は
、
彼
を
人

間
以
外

の
も

の
に
仕
立

て
る
ほ
か
は
な

い
。
夏
目
漱
石

の

『
我
輩

は

猫

で

あ

る
』

は
、

こ
う

し
た
手
法

に
よ

っ
て
創
ら
れ

た
数
少

い
傑
作

で
あ

る
。
作
者

は

い
う
ま
で
も
な
く
、
こ

の
作
品

で
語
り
手
を

〃
猫
"
と
し
て
仮
構
す
る
。
む
ろ

ん
こ

の
方
法
で
も
、
素
朴

に
考
え
れ
ば
、
猫
が
人
語
を
語
る
と

い
う
不
合
理
は

依
然
と
し
て
存
在
す
る
が
、

こ
の
作
品

で
は

〃
猫
"
と

い
う
語
り

手

の

仮

構

は
、
作
者
が
作
中
人
物
た
ち
を
徹
底

的

に
戯
画
化
し
て
描
く
た

め
に
は
必
要
不

可
欠
な
も

の
で
あ

っ
た

に
違

い
な

い
。

も

し
語
り
手
が
人
間
で
あ

っ
た
ら
、
彼

自

身
も
戯
画

の
世
界

の
住
人

で
あ
る
こ
と

に
な
り
、
こ
れ
ほ
ど
対
象
を
徹
底

的

に
戯
画
化
す
る

こ
と

は
不
可
能
だ
か
ら

で
あ
る
。

次

に

〃
第

四
類
"
と

し
て
、
作
品

の
世
界

に

〃
私
"
と

い
う
作
中
人
物

を
、

言
語
主
体
と
し
て

二
人
以
上
登
場
さ
せ
る
方
法
が
あ
る
。
書

簡
体

の
小
説
な
ど

が
そ
れ

で
あ
る
が
、
特
殊
な
例
と
し
て
は
、
芥
川
龍
之
介

の

『
藪

の
中
』
が
あ

る
。

こ
の
作
品
は
作
者
や
語
り
手

の
説
明
も
、
導

入

の
描
写
も
な
く
、
同

一
の

事

件

に
つ
い
て

の
六
人

の
作
中
人
物

(
言
語
主
体

)

に
よ
る
六

つ
の
異
な
る
話

を
組
み
合
わ
せ
る
と

い
う
形

で
構

成
さ
れ
て

い
る
。
こ

の
種

の
作
品

で
は

(
理

論
的

に
は
)
そ

の
作
中
人
物

(
私
)

の
数
が
多
く
、
彼

ら

の
言
語
行
為
が
何

度

も
せ
り

ふ
の
よ
う

に
現
わ
れ
る
も

の
ほ
ど
、
そ
れ
は
戯
曲

の
形
式
に
近
づ

く

の

で
あ
る
。

し
た
が

っ
て
戯
曲

は
純
然
た
る
言
語
作
品
と
し
て
受
け

取

る

か

ぎ

り
、

こ
の
種

の
作
品

に

〃
作
者
自
身

の
語
る
ト
書
"
が

加
わ

っ
た
も

の
と
考
え

る

こ
と
も
、
ま
た

〃
第

三
類

の

一
"
に
属
す
る
作
品
で
会

話

の
部
分

の
極

端

に

多

い
も

の
、
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。

最
後

に

〃
第
五
類
"
と
し
て
、
作
品

の
世

界
を

二
重
構
造

と

し

て
、
そ

の

〃
内
層
部
"
と

〃
表
層
部
"
と
に

一
人
ず

つ
、
言
語
主
体

と
し
て

の
作
中
人
物

を
登
場
さ

せ
、
そ
れ
ぞ
れ

の

〃
層

"

の
世
界
を
そ
れ
ぞ
れ

の
作
中
人
物

の
視
点

か
ら
描
く

こ
と

に
よ

っ
て
作
品
全
体

の
世
界
を
構

成
す
る
、
と

い
う
方
法
が

あ

る
。

(
こ
う
し
た
手
法

は
歴
史
物
語

の

〃
鏡
物
"
に
す
で
に
古
く
か
ら
用

い
ら
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れ

て
い
る
。
)

普
通

こ
の
種

の
作
品

で
は
、
表
層

で
語
ら
れ
る
話
自
体

は

〃
第

三
類

の
二
"

の
作
品
と
同
様
、
小
説

の
領
域

に
属
す
る
も

の
で
は
な

い
が
、
た
と
え
ば
漱
石

の

『
こ
こ
ろ
』

で
は
、

こ
の
表
層

の
部
分

で
、

〃
私
"
と

〃
先
生
"

の
交
流

の

世
界
が
、
す

で
に
小
説

の
領
域

に
属
す

る
も

の
と

し
て
構
成
さ
れ
て

い
る
。
そ

し
て
こ
の
層

の
終

り
で

〃
先
生
"

の
自
殺
が
語
ら
れ

、

〃
先
生

の
遺
書
"
と

い

う
形

で
、

こ
の
作
品

の
内
層

の
世
界
が
展
開
さ
れ
る

の
で
あ
る
。

以
上
列
挙

し
て
き
た
種

々
の
小
説

の
手
法

の
う
ち

で
最
も
本
格
的

で
正
統
的

な
も

の
は
、
む

ろ
ん

"
第

二
類
"
と

〃
第

三
類

の

一
"

の
そ
れ

で
あ

ろ
う
。

し

か

し
、

こ
れ
ら

の
手
法

に
よ

っ
て
構

成
さ
れ
た
小
説

の
持

つ
あ
る
機
構
上

の
不

自
然
さ

は
、
日
本

の
作
家
た
ち

に
は
本
能

的

に
我
慢
が
で
き
な
か

っ
た

に
違
い

な

い
。
そ

し
て
、
彼
ら
が

こ
れ
ら

の
小
説

の
様
式

の
う
ち
、
最
も
平
面
的

で
不

利
な

〃
第

一
類

の
様
式
"

(特

に
私
小
説

の
様
式
)

を
多
用

し
た

の
も
、

そ
こ

に
彼
ら
が
素
朴
な
自
然
さ
を
感

じ
取

っ
た
か
ら
で
は
あ
る
ま
い
か
。

/

研
究
余
滴

堀
河
百
首

「
霧
」
の
歌

堀
河
百
首
題

「
霧
」

の
題
詠

の
表
現

の
型
を
整
理
す
る

た
め
に
、
歌
を

素
材
別

に
分
類

し
て
み
る
と
、
十
六
首

の

「
霧
」

の
歌

の
う
ち
八
首

ま
で

が
川
霧
を
詠

ん
で
い
る
。
そ

の
八
首

の
う
ち

五
首

は
河
川
、
滝
な
ど

の
水

と
縁

の
あ

る
素
材
と
音
、
声
な
ど

の
聴
覚
的
な
素
材
と
共

に
詠
ま
れ

て
い

る
。

(
算
用
数
字

は
群
書
類
従
本

の
通

し
番
冖号
)

剏
石
走
音

は
か
く
れ
ず
夕
霧

の
こ
ろ
も

の
滝
を

た
ち

こ
む
れ
ど
も

踟
吉
野
川
わ

た
り
も

み
え

ぬ
夕
霧

に
や
な

せ
の
浪

の
音

の
み
ぞ
す
る

閥
白
波

の
音
ぽ

か
り

し
て
み
え

ぬ
か
な
霧
立
わ

た
る
玉
川

の
里

篇
秋
霧

の
杣
山
川

に
立

ぬ
れ
ぼ
く
だ
す
筏

の
を
と

の
み
ぞ
す
る

粥
川
霧

に
わ
た
せ
も

み
え
ず
遠
近

の
岸

に
舟

よ
ぶ
声
ば

か
り
し
て

こ

の
五
首

の
歌
は
自
然

現
象

の
霧
が

も

っ
て
い
る
性
質

か
ら
、
視
覚

を

さ
れ
ぎ

る
も

の
と
し
て
詠

ま
れ

る
。
眼
前

の
実
景

が
霧

に
よ

っ
て
さ
え
ぎ

ら
れ
て
し
ま
う
が
、
音
、
声
は
聞
こ
え
る
と
詠

ん
で

い
る
。

特

に
剏

・
踟

・
矧

・
第

の
四
首

の
歌
は
類

型
的
表
現

に
ょ

っ
て
詠

ま
れ
、

こ
ろ
も

の
滝

・
吉
野
川

・
玉
川

・
杣
山
川
と

い
う
川
河
や
滝

の
名
称
と
滝

の
音

・
や
な

せ
の
浪

の
音

・
白
波

の
音
と

い
う
聴
覚
的
な
素
材
を
中
心

に

詠
み
、
霧

の
状
態
や
霧

の
も

つ
静
寂

で
渺
渺
と

し
た
イ
メ
1
ジ
を
強
張
さ

せ
て
い
る
。
ま
さ

に
聴
覚
的
素
材
を
効
果
的

に
使
用

し
、
構
成
的

で
観
念

的
な
歌

の
世
界
を
創
り
上
げ

て
い
る
。

以
上

の
よ
う

に
、

「
霧
」
を
河
川
、
滝
や
水
と
縁

の
あ
る
素
材
と
共

に

聴
覚
的
な
素
材
を
中
心

に
詠
む
こ
と

は
堀
河
百
首

の

「
霧
」

の
題
詠

の
表

現

の
型

の
特
徴

の

一
つ
と
し
て
上
げ
る
こ
と
が

で
き
る
だ
ろ
う
。

(
田
辺
愛
子
)

丶
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