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小
説
の
定
義
が
「
何
を
語
る
か
」、
そ
し
て
そ
れ
を
「
ど
の
よ
う
に
語
る
か
」、
の
両
側
面
に
か
か
っ
て
い
る
と
し
た
ら
、
谷
崎
の
場
合
、
そ
の
小

説
の
内
容
の
一
種
の
「
派
手
さ
」
に
比
べ
て
語
り
の
側
面
の
影
が
些
か
薄
く
な
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
こ
ろ
が
敢
え
て
語
り
の
側
面
か
ら
谷

崎
作
品
を
読
み
な
お
す
と
、
多
く
の
小
説
が
一
人
称
で
語
ら
れ
て
お
り
、
一
人
称
と
い
う
叙
述
形
態
が
さ
ま
ざ
ま
な
叙
述
形
式
を
媒
介
に
し
て
い
る

点
が
明
ら
か
に
な
る
。
こ
こ
で
い
う
叙
述
形
式
は
、
例
え
ば
聞
き
書
き
だ
と
か
、
ま
た
日
記
体
の
利
用
な
ど
を
指
す
が
、
そ
の
中
で
も
谷
崎
が
特
に

興
味
を
持
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
の
は
手
紙
で
あ
る
。
ご
く
初
期
の
短
編
か
ら
最
晩
年
の
小
説
ま
で
、
数
え
き
れ
な
い
ほ
ど
の
手
紙
が
様
々
な
形
で

谷
崎
作
品
に
現
れ
る
こ
と
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

あ
る
作
家
に
と
っ
て
書
簡
体
を
用
い
る
こ
と
は
何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
書
簡
体
の
よ
う
に
大
き
な
制
約
を
伴
う
文
体
を
あ
る
作
家
が
敢
え

て
利
用
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
制
約
に
見
合
う
だ
け
の
メ
リ
ッ
ト
を
書
簡
体
に
期
待
し
て
い
る
の
だ
と
推
測
出
来
る
。

　

で
は
そ
の
制
約
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
。
大
雑
把
に
次
の
通
り
に
分
け
ら
れ
る
。

　

一
、
人
称
の
制
約
。
手
紙
は
原
則
的
に
一
人
称
で
書
か
れ
、
そ
の
受
け
取
り
手
が
二
人
称
の
対
象
と
し
て
現
れ
る
。
従
っ
て
ま
た
、
言
説
の

destinataire

（「
受
け
取
り
手
」、
ま
た
は
「
送
ら
れ
手
」）
の
存
在
が
非
常
に
大
き
く
文
章
に
投
影
さ
れ
て
い
る
叙
述
形
態
で
も
あ
る
。

　

二
、
形
式
の
制
約
。
テ
キ
ス
ト
は
手
紙
の
形
式
を
と
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
ま
た
語
り
の
中
で
手
紙
が
引
か
れ
て
い
る
場
合
に
は
ま
た
何
故
そ
こ
に
手

紙
が
、
と
い
っ
た
存
在
理
由
も
文
章
を
重
層
化
さ
せ
つ
つ
呈
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（「
こ
れ
が
私
が
見
つ
け
た
／
貰
っ
た
／
送
っ
た
手
紙
だ
」
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等
と
い
う
よ
う
に
）。
そ
の
場
合
、
作
品
は
一
次
的
テ
キ
ス
ト
と
二
次
テ
キ
ス
ト
の
両
方
を
以
て
成
り
立
つ
わ
け
だ
が
、
こ
の
叙
述
装
置
は
、
そ
の

重
層
化
の
正
当
化
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
調
整
を
必
要
と
す
る
。

　

作
家
が
こ
の
よ
う
な
制
約
に
も
拘
ら
ず
書
簡
体
を
用
い
る
理
由
は
時
代
に
よ
っ
て
異
な
る
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
家
に
よ
っ
て
異
な
る
こ
と
は
言
う

ま
で
も
な
い
が
、
谷
崎
潤
一
郎
の
場
合
そ
れ
が
特
に
興
味
を
引
く
の
は
書
簡
体
を
多
く
用
い
、
ま
た
様
々
な
形
で
用
い
て
い
る
か
ら
だ
。
谷
崎
に
は

そ
の
よ
う
に
し
て
書
簡
体
の
可
能
性
と
制
約
の
文
学
的
効
果
を
最
大
限
に
活
か
す
と
い
っ
た
文
学
的
意
図
が
認
め
ら
れ
、
そ
れ
は
も
し
か
し
た
ら
書

簡
体
を
彼
の
〝
書
く
欲
望
〞
の
徴
候
と
し
て
読
み
取
る
こ
と
が
出
来
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

「
書
簡
体
」
と
は
実
に
多
様
な
テ
キ
ス
ト
現
象
を
総
括
的
に
意
味
し
て
い
る
。

　

一
、
あ
る
テ
キ
ス
ト
が
最
初
か
ら
終
わ
り
ま
で
手
紙
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
場
合
と
、
語
り
の
中
に
手
紙
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
。

　

二
、
テ
キ
ス
ト
が
手
紙
に
よ
っ
て
の
み
形
成
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
れ
が
一
通
の
手
紙
で
構
成
さ
れ
て
い
る
場
合
と
複
数
の
手
紙
で
構
成
さ

れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
そ
し
て
後
者
な
ら
、
往
復
書
簡
で
あ
る
場
合
（
つ
ま
り
一
人
以
上
の
書
き
手
に
よ
っ
て
手
紙
が
書
か
れ
て
い
る
場
合
）
と

一
人
の
書
き
手
の
複
数
の
書
簡
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
場
合
と
が
あ
る
。

　

三
、
語
り
の
中
に
手
紙
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
場
合
、
そ
の
手
紙
の
全
体
が
要
す
る
に
引
用
さ
れ
て
い
る
場
合
と
抜
粋
と
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
場

合
が
あ
り
、
そ
れ
が
語
り
の
構
造
上
演
出
さ
れ
て
い
る
場
合
と
そ
う
で
な
い
場
合
が
あ
る
。

　

四
、
ま
た
、
そ
の
手
紙
が
筋
の
展
開
上
二
次
的
な
場
合
と
、
逆
に
そ
の
展
開
の
要
と
な
る
場
合
と
が
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
要
素
に
付
け
足
さ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
と
し
て
、

　

五
、
作
家
が
そ
の
手
紙
の
書
き
手
、
送
ら
れ
手
、
或
は
受
け
取
り
手
と
し
て
文
章
内
に
介
入
し
て
い
る
か
ど
う
か
。
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
現
実
に
作

家
が
手
紙
の
書
き
手
か
送
ら
れ
手
、
受
け
取
り
手
で
あ
る
か
、
と
い
っ
た
点
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
文
章
内
で
「
作
家
」
と
し
て
紹
介
さ
れ

て
い
る
、
ま
た
は
暗
黙
に
作
家
だ
と
看
做
さ
れ
て
い
る
、
あ
る
「
登
場
人
物
」
が
そ
の
手
紙
の
書
き
手
か
送
ら
れ
手
、
受
け
取
り
手
と
し
て
定
義
さ

れ
て
い
る
か
、
と
い
っ
た
点
を
指
す
。
こ
の
要
素
の
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
と
し
て
、
特
に
作
家
と
し
て
特
定
さ
れ
て
い
な
い
語
り
手
が
そ
の
手
紙
の
書
き

手
か
送
ら
れ
手
、
受
け
取
り
手
で
あ
る
か
、
と
い
っ
た
点
を
挙
げ
る
こ
と
も
出
来
る
。
こ
こ
で
敢
え
て
送
ら
れ
手
、
受
け
取
り
手
の
違
い
に
拘
る
の
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は
、
例
え
ば
、
作
家
が
或
る
人
物
に
送
ら
れ
た
手
紙
を
手
に
入
れ
、
紹
介
す
る
と
い
っ
た
装
置
も
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
、
そ
の
場
合
、
そ
の
手
紙
の

送
ら
れ
手
は
そ
の
人
物
で
あ
り
、
受
け
取
り
手
は
作
家
、
も
し
く
は
語
り
手
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
内
包
さ
れ
た
読
者
、
も
し
く
は
テ
キ

ス
ト
外
の
読
者
が
そ
の
手
紙
の
受
け
取
り
手
、
ま
た
は
手
紙
を
引
用
し
て
い
る
一
次
的
テ
キ
ス
ト
の
受
け
取
り
手
と
し
て
そ
の
言
説
装
置
内
に
位
置

付
け
ら
れ
て
い
る
か
ど
う
か
、
と
い
っ
た
点
も
考
慮
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
様
々
な
要
素
を
通
し
て
問
題
化
さ
れ
る
の
は
語
り
の
発
信
源
で
あ
る
も
の
と
送
ら
れ
手
、
受
け
取
り
手
の
関
係
の
様
々
な
在
り
方
、

距
離
の
設
定
の
仕
方
、
だ
と
い
え
る
。

　

六
、
手
紙
の
形
式
的
な
様
相
。
文
章
が
始
め
か
ら
終
わ
り
ま
で
手
紙
に
構
成
さ
れ
て
い
よ
う
と
、
語
り
の
中
に
挿
入
さ
れ
て
い
よ
う
と
、
そ
れ
が

手
紙
の
形
式
（
頭
語
、
挨
拶
、
結
語
、
日
付
、
等
）
を
踏
襲
し
、
わ
ざ
わ
ざ
書
き
記
し
て
い
る
場
合
と
、
内
容
中
心
に
、
形
式
に
こ
だ
わ
ら
ず
に
展

開
し
た
り
引
用
さ
れ
て
い
た
り
す
る
場
合
が
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
様
々
な
要
素
を
考
慮
す
る
と
、
書
簡
体
の
面
白
さ
の
理
由
の
一
つ
が
手
紙
の
形
式
的
な
制
約
と
、
語
り
の
レ
ベ
ル
や
担
い
手
に
関
す

る
制
約
の
緊
張
関
係
に
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
っ
た
仮
説
を
暫
定
的
に
示
す
こ
と
が
出
来
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

谷
崎
潤
一
郎
は
そ
の
初
期
作
品
に
お
い
て
す
で
に
書
簡
体
を
利
用
し
、
そ
の
可
能
性
の
探
索
を
始
め
て
い
る
。
一
九
一
七
年
に
発
表
さ
れ
た
奇
妙

な
書
簡
体
小
説
、「
ラ
ホ
ー
ル
よ
り
」
が
そ
の
良
い
例
で
あ
る
。
こ
れ
は
イ
ン
ド
に
住
む
吉
田
覚
良
な
る
人
物
が
日
本
に
い
る
作
家
（
こ
の
作
家
の

名
前
は
示
さ
れ
て
い
な
い
）
宛
て
に
書
い
た
手
紙
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
手
紙
を
通
し
て
吉
田
は
イ
ン
ド
の
珍
談
を
語
り
、
そ
の
作
家

の
イ
ン
ド
へ
の
旅
行
を
促
そ
う
と
す
る
。
イ
ン
ド
に
足
を
踏
み
入
れ
た
こ
と
も
な
い
谷
崎
は
こ
こ
で
書
簡
体
の
内
包
す
る
距
離
感
を
利
用
し
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
性
を
い
く
ら
か
緩
和
さ
せ
な
が
ら
、
相
当
奇
抜
な
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
演
出
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
谷
崎
が
手
紙
の
形
式

的
な
制
約
を
守
っ
て
お
り
（
文
章
は
候
文
で
書
か
れ
て
お
り
、「
謹
啓
」
で
始
ま
り
、
そ
の
末
尾
も
形
式
に
従
っ
て
い
る
）、
読
者
が
そ
れ
に
よ
り
こ

の
テ
キ
ス
ト
を
す
ぐ
に
書
簡
体
の
も
の
と
し
て
認
識
出
来
る
こ
と
だ
。
書
簡
体
は
実
際
の
手
紙
で
は
な
く
、
ま
た
そ
の
物
理
的
な
様
相
も
現
実
の
手

紙
（
一
枚
、
ま
た
は
数
枚
の
紙
に
手
書
き
で
し
た
た
め
ら
れ
て
お
り
、
印
刷
さ
れ
た
も
の
で
な
い
、
等
）
と
は
異
な
っ
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
現
実

の
手
紙
で
あ
る
か
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
お
り
、
従
っ
て
読
者
と
の
間
に
交
わ
さ
れ
る
読
書
契
約
も
特
殊
な
も
の
に
な
る
。
つ
ま
り
、
読
者
は
現
実
の
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手
紙
を
読
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
と
知
り
つ
つ
も
、
あ
た
か
も
現
実
の
手
紙
を
読
ん
で
い
る
（
と
信
じ
て
い
る
）
か
の
よ
う
に
振
る
舞
う
こ
と
を
要

求
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
契
約
は
作
者
が
手
紙
特
有
の
形
式
を
用
い
れ
ば
用
い
る
ほ
ど
円
滑
に
機
能
す
る
。

　

こ
の
小
説
が
始
め
か
ら
終
わ
り
ま
で
一
通
の
手
紙
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
な
ら
、
次
の
年
、
一
九
一
八
年
に
発
表
さ
れ
た
「
前
科
者
」
で
は

語
り
の
中
で
手
紙
が
単
に
、
そ
し
て
ご
く
部
分
的
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
引
用
か
ら
は
手
紙
の
形
式
的
装
飾
は
省
か
れ
て
お
り
、
そ
の
手

紙
の
文
も
た
だ
鍵
括
弧
付
き
で
引
用
さ
れ
て
い
る
だ
け
に
、
語
り
手
が
そ
の
叙
述
の
中
で
こ
の
文
を
「
手
紙
」
と
定
義
し
て
い
な
け
れ
ば
そ
の
よ
う

に
判
別
さ
れ
る
か
も
疑
わ
し
い
。
同
じ
よ
う
に
、
一
九
三
六
年
に
発
表
さ
れ
た
「
猫
と
庄
造
と
二
人
の
女
」
に
も
手
紙
の
引
用
が
、
そ
れ
も
小
説
の

冒
頭
に
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
鍵
括
弧
な
し
で
な
さ
れ
、
そ
の
書
き
手
が
そ
の
文
章
を
「
手
紙
」
と
定
義
し
、
ま
た
三
人
称
叙
述
で
も
そ
の
文
が

「
手
紙
」
と
定
義
さ
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
読
者
は
そ
こ
に
書
簡
体
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
谷
崎
が
求
め
て
い
る
文
章
上
の
効
果
は
、
小

説
が
機
能
し
始
め
る
た
め
に
必
要
な
最
低
限
の
情
報
を
、
単
な
る
三
人
称
叙
述
で
は
聞
か
せ
る
こ
と
の
出
来
な
い
「
肉
声
」
を
通
し
て
読
者
に
与
え

る
こ
と
に
あ
る
。
そ
し
て
一
人
の
登
場
人
物
の
手
紙
の
引
用
が
そ
の
肉
声
を
読
者
ま
で
届
け
て
い
る
以
上
、
小
説
の
幕
開
け
に
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ー
を
も

た
ら
し
て
い
る
と
い
え
る
。

　

さ
て
、
次
に
挙
げ
る
の
は
始
め
か
ら
終
わ
り
ま
で
そ
れ
が
手
紙
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
な
が
ら
も
、
そ
こ
に
そ
の
虚
構
性
を
隠
蔽
す
る
よ
う
な

処
置
が
施
さ
れ
て
い
な
い
場
合
で
あ
る
。
例
え
ば
一
九
二
三
年
に
発
表
さ
れ
た
「
ア
ヴ
ェ
・
マ
リ
ア
」
は
あ
る
人
物
が
自
分
を
捨
て
た
若
い
女
優
へ

送
り
つ
け
る
数
通
の
手
紙
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
文
章
内
で
数
回
語
り
手
が
自
分
の
叙
述
を
「
手
紙
」
と
定
義
し
て
い
な
け
れ
ば
、

こ
れ
は
二
人
称
で
表
現
さ
れ
る
叙
述
の
「
語
ら
れ
手
」
へ
の
語
り
か
け
を
含
ん
だ
単
な
る
一
人
称
叙
述
と
読
め
な
い
こ
と
は
な
い
。
こ
れ
は
書
簡
体

小
説
が
一
人
称
の
語
り
手
が
書
き
手
で
あ
る
と
い
う
叙
述
形
態
の
一
例
で
し
か
な
い
こ
と
を
明
確
に
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
一
九
二
六
年
に
発
表
さ

れ
た
「
青
塚
氏
の
話
」
で
も
同
じ
よ
う
な
書
簡
体
の
使
用
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
手
紙
、
と
言
っ
て
も
遺
書
が
中
心
に
据
え
ら
れ
て
い
て
、
そ

れ
は
谷
崎
が
手
紙
の
種
類
に
も
興
味
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
の
形
態
か
ら
言
え
ば
遺
書
も
、
読
ま
れ
る
時
に
は
原
則
的
に
も
う
書
き

手
が
こ
の
世
に
存
在
し
な
い
、
と
い
う
特
殊
な
書
簡
の
一
種
で
あ
る
。
こ
の
「
青
塚
氏
の
話
」
で
は
例
え
ば
登
場
人
物
間
の
会
話
が
多
く
遺
書
に

「
再
現
」
さ
れ
て
い
る
こ
と
等
か
ら
書
簡
体
の
様
相
が
一
人
称
叙
述
の
大
き
な
枠
に
完
全
に
覆
い
隠
さ
れ
て
い
る
、
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
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し
か
し
書
簡
体
が
一
人
称
叙
述
に
吸
収
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
。
一
九
二
六
年
に
発
表
さ
れ
た
「
友
田
と
松
永
の
話
」
は
一
人
称
叙
述
に
よ
っ
て

話
し
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
一
人
称
の
語
り
手
は
作
家
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
が
、
そ
の
名
前
が
「
Ｋ
君
」
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
以
上
、

谷
崎
と
の
重
複
は
文
章
に
よ
り
否
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
語
り
手
が
あ
る
日
、
あ
る
女
性
か
ら
そ
の
夫
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
の
手
紙
を
も
ら
う
。

「
そ
の
手
紙
の
内
容
は
、
か
な
り
長
い
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
こ
の
話
の
骨
子
で
あ
る
か
ら
、
煩
雑
を
厭
わ
ず
下
に
掲
載
す
る
こ
と
と
し
よ
う
」

と
書
き
手
は
記
し
、
そ
の
手
紙
の
形
式
的
特
徴
を
「
再
現
」
し
て
い
る
。
そ
の
後
に
も
語
り
手
が
そ
の
女
性
に
返
信
を
出
し
た
り
、
そ
の
女
性
か
ら

ま
た
手
紙
が
来
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
な
ど
し
て
、
数
回
こ
の
小
説
に
手
紙
が
登
場
す
る
が
、
そ
の
場
合
に
は
手
紙
の
全
文
が
「
掲
載
」
さ
れ
る
の
で

は
な
く
、
抜
粋
さ
れ
た
り
、
鍵
括
弧
付
き
で
あ
り
な
が
ら
も
書
き
手
に
文
体
を
変
え
ら
れ
た
り
し
て
い
る
。
結
果
的
に
は
、
相
当
目
ま
ぐ
る
し
く
書

簡
体
と
叙
述
体
と
の
距
離
が
変
化
し
、
そ
れ
は
こ
の
小
説
の
中
心
的
テ
ー
マ
が
あ
る
人
物
の
目
ま
ぐ
る
し
い
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
変
化
に
あ
る

こ
と
故
、
両
方
が
響
応
し
て
い
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
こ
で
谷
崎
は
形
式
と
叙
述
形
態
か
ら
い
っ
て
信
憑
性
を
具
え
て
い
る
書
簡
体
を
用

い
る
こ
と
で
、
信
憑
性
の
薄
い
話
を
「
本
当
ら
し
く
」
見
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
谷
崎
は
形
式
的
に
、
或
は
文
体
的
に
特
徴

の
あ
る
文
章
を
引
用
す
る
振
り
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ず
る
文
章
の
信
憑
性
に
昔
か
ら
気
づ
い
て
い
る
し
（
例
え
ば
一
九
一
一
年
刊
の
「
秘
密
」

に
あ
る
手
紙
を
参
照
）、
以
後
も
多
く
そ
の
手
法
を
用
い
て
い
る
（
例
え
ば
一
九
三
三
年
刊
の
「
春
琴
抄
」
の
中
の
「
も
ず
や
春
琴
伝
」
の
機
能
）。

「
友
田
と
松
永
の
話
」
の
冒
頭
で
手
紙
の
引
用
を
使
っ
て
い
る
の
は
、
や
は
り
噓
っ
ぽ
い
話
を
本
当
ら
し
く
見
せ
る
装
置
と
看
做
し
て
よ
い
で
あ
ろ

う
。

　

手
紙
の
引
用
が
「
本
当
ら
し
さ
」
を
増
す
、
と
い
う
手
紙
の
効
用
は
一
九
二
八
年
に
発
表
さ
れ
た
「
卍
」
に
も
見
ら
れ
る
。
第
七
章
で
、
そ
の
話

し
手
は
、
そ
の
話
の
聞
き
手
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
話
を
元
に
し
て
小
説
を
書
く
で
あ
ろ
う
と
期
待
し
て
い
る
「
作
家
」
に
手
紙
を
見
せ
、
作
家
は
そ

の
手
紙
を
書
き
記
す
の
だ
が
、
そ
の
際
、
手
紙
の
形
式
的
様
相
を
踏
襲
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
手
紙
の
物
質
的
特
徴
を
細
か
く
括
弧
内
の
作
者

註
に
描
写
し
て
い
る
。
こ
の
物
質
特
徴
に
対
す
る
こ
だ
わ
り
が
、
そ
の
特
徴
が
そ
れ
自
体
二
次
的
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
そ
の
本
当
ら
し
さ
を
強
調

す
る
の
だ
。

　

今
ま
で
挙
げ
た
例
は
、
虚
構
性
と
信
憑
性
、
ま
た
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
現
実
、
の
交
錯
に
い
か
に
谷
崎
が
こ
だ
わ
っ
て
い
る
か
を
示
し
て
い
る
。
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で
は
、
そ
の
書
簡
体
の
特
徴
が
文
章
を
完
全
に
征
服
す
る
と
ど
う
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

谷
崎
が
生
涯
を
通
し
て
の
テ
ー
マ
で
あ
る
フ
ッ
ト
・
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
真
っ
向
か
ら
扱
っ
た
も
の
と
し
て
有
名
な
「
富
美
子
の
足
」（
一
九
一

九
年
発
表
）
は
、
始
め
か
ら
終
わ
り
ま
で
「
谷
崎
先
生
」
に
宛
て
ら
れ
て
い
る
一
通
の
手
紙
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
文
章
に
は

い
か
な
る
メ
タ
・
テ
キ
ス
ト
化
の
処
置
も
施
さ
れ
て
は
い
な
い
。
ま
た
、
手
紙
の
書
き
手
は
こ
の
話
を
元
に
「
谷
崎
先
生
」
が
小
説
を
書
い
て
く
れ

る
こ
と
を
熱
望
し
て
い
る
こ
と
を
繰
り
返
し
強
調
し
て
い
る
。
読
者
は
そ
の
話
を
信
じ
る
理
由
と
し
て
、
そ
れ
が
虚
構
な
ら
、
読
者
は
手
紙
で
は
な

く
、
そ
こ
か
ら
加
工
さ
れ
た
小
説
を
読
ま
さ
れ
て
い
る
は
ず
だ
、
と
思
う
よ
う
に
仕
向
け
ら
れ
て
い
る
の
だ
。
谷
崎
は
こ
の
作
品
で
は
手
紙
が
本
文

を
覆
い
尽
く
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
中
の
書
簡
体
の
可
能
性
を
そ
の
限
界
ま
で
に
利
用
し
て
い
る
、
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

で
は
、
そ
の
限
界
を
文
章
が
超
え
る
と
ど
う
な
る
か
。
い
か
に
も
不
可
思
議
な
現
象
が
生
じ
、
そ
の
見
事
な
例
が
一
九
五
〇
年
に
発
表
さ
れ
た

「
Ａ
婦
人
の
手
紙
」
だ
。
こ
の
文
章
を
構
成
し
て
い
る
の
は
あ
る
女
性―

Ａ
婦
人
、
名
前
は
泰
子
と
言
い
、
そ
れ
を
読
者
は
手
紙
の
署
名
に
よ
っ

て
知
ら
さ
れ
る―

が
そ
の
友
人
に
送
っ
た
と
さ
れ
る
三
通
の
手
紙
で
あ
る
。
そ
の
手
紙
は
始
め
、
転
地
療
養
を
し
て
い
る
書
き
手
が
そ
の
日
常
の

様
子
を
書
き
記
し
て
い
る
だ
け
だ
が
、
徐
々
に
頭
上
を
通
る
飛
行
機
の
動
き
に
、
そ
の
操
縦
士
の
熱
情
的
な
意
思
表
示
を
読
み
取
る
、
と
言
っ
た
色

狂
的
な
過
剰
解
釈
の
披
露
へ
と
手
紙
の
内
容
が
展
開
し
て
行
く
。
そ
し
て
そ
の
展
開
は
そ
れ
を
示
し
た
い
か
に
も
手
書
き
風
の
絵
に
よ
っ
て
支
え
ら

れ
て
い
る
。
ま
た
、
手
紙
の
書
き
手
は
そ
の
手
紙
の
受
取
人
で
あ
る
友
人
が
「
谷
崎
潤
一
郎
」
と
知
己
で
あ
る
こ
と
か
ら
、「
谷
崎
潤
一
郎
」
が
そ

の
飛
行
士
と
の
関
係
を
小
説
に
す
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
手
紙
の
一
人
称
は
偏
執
狂
的
な
独
り
言
へ
と
変
化
し
、
手
紙
の
持
つ
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
機
能
は
形
骸
化
し
て
し
ま
い
、
だ
か
ら
こ
そ
手
紙
の
形
式
と
物
質
的
様
相
し
か
残
ら
な
い
。
こ
こ
で
の
「
手
紙
」
は
、
そ
の
狂
っ
た
内

容
か
ら
も
、
そ
の
意
外
な
外
見
か
ら
も
、「
手
紙
」
の
枠
を
超
え
て
い
る
の
だ
、
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
、「
Ａ
婦
人
の
手
紙
」
で
谷
崎
は
書
簡
体
の
可
能
性
の
限
界
に
挑
戦
し
、
そ
れ
を
超
え
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
こ
の
文
章

が
い
か
に
奇
妙
で
あ
ろ
う
と
、
そ
れ
が
他
の
書
簡
体
小
説
の
延
長
上
に
あ
る
こ
と
は
確
か
だ
。
こ
こ
で
も
、
そ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
性
が
空
洞

化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
に
し
ろ
、
一
人
称
が
利
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
く
、
谷
崎
に
と
っ
て
、
書
簡
体
が
そ
の
一
人
称
の
一
つ
の
ヴ
ァ

リ
ア
ン
ト
で
あ
る
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
証
明
し
て
い
る
の
だ
。
い
や
、
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
と
い
う
よ
り
は
、
頂
点
と
い
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。「
富
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美
子
の
足
」、「
卍
」、「
Ａ
婦
人
の
手
紙
」
の
三
つ
の
作
品
に
現
れ
る
手
紙
が
、
同
じ
よ
う
に
あ
る
「
作
家
」
に
、
そ
の
内
容
を
元
に
し
て
作
品
を
創

出
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
の
は
偶
然
の
一
致
、
と
は
信
じ
難
い
。
状
況
を
略
す
る
と
、
作
品
内
の
登
場
人
物
「
谷
崎
潤
一
郎
」
に
そ
の
手
紙
が
伝

え
る
体
験
を
小
説
に
し
て
欲
し
い
と
願
っ
て
い
る
人
物
を
作
家
谷
崎
潤
一
郎
が
演
出
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
書
簡
体
が
「
書
く

欲
望
」
と
し
か
名
付
け
よ
う
の
な
い
も
の
が
最
も
あ
か
ら
さ
ま
に
表
現
さ
れ
、
機
能
し
て
い
る
文
学
的
場
所
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
だ
と

し
た
ら
書
簡
体
は
谷
崎
に
お
け
る
一
人
称
の
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
鍵
を
も
握
る
も
の
な
の
だ
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。


