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「
語
り
手
」
の
概
念
を
め
ぐ
っ
て

河
田　

学

は
じ
め
に 
─
─ 
虚
構
的
存
在
と
し
て
の
「
語
り
手
」

　

た
と
え
ば
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ク
・
ホ
ー
ム
ズ
の
物
語
に
お
け
る
ワ
ト
ス
ン
の
よ
う
に
、
物
語
を

そ
の
読
者
・
観
客
・
聴
衆
に
語
っ
て
聞
か
せ
る
存
在
の
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
は
伝
統
的
に

「
語
り
手
」（narrator

）（1）
と
呼
ん
で
き
た
。
な
か
で
も
、
と
く
に
小
説
の
語
り
手
に
つ
い
て
は
、

語
り
手
が
物
語
を
語
る
う
え
で
の
「
視
点
」
の
問
題
と
あ
わ
せ
て
、
ラ
ボ
ッ
ク
（『
小
説
の
技

巧
』
一
九
二
一
）、
ブ
ー
ス
（『
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
修
辞
学
』
初
版
一
九
六
一
）、
シ
ュ
タ
ン
ツ
ェ
ル

（『
小
説
に
お
け
る
典
型
的
物
語
状
況
』
一
九
五
五
）、
ハ
ン
ブ
ル
ガ
ー
（『
小
説
の
論
理
』
一
九
五
七
）、

プ
イ
ヨ
ン
（『
現
象
学
的
文
学
論
』
一
九
四
六
）
を
は
じ
め
と
す
る
理
論
家
た
ち
に
よ
っ
て
さ
ま

ざ
ま
な
角
度
か
ら
検
討
が
加
え
ら
れ
て
き
た
し
、
ま
た
の
ち
に
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
の
『
物
語
の

デ
ィ
ス
ク
ー
ル
』（
一
九
七
二
）
に
よ
っ
て
ひ
と
ま
ず
の
体
系
化
を
み
る
「
物
語
論
」

（narratology

）
と
呼
ば
れ
る
領
域
に
お
い
て
も
、
語
り
手
の
概
念
は
中
心
的
な
概
念
の
一
つ
と

な
っ
た
。
同
書
に
お
い
て
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
が
、
旧
来
か
ら
な
さ
れ
て
い
た
「
一
人
称
／
三
人
称

物
語
」（first-person/third-person narrative

）
と
い
う
区
分
を
、「
等
質
物
語
世
界
的
／
異
質
物
語

世
界
的
物
語
」（hom

odiegetic/heterodiegetic narrative

）
と
い
う
区
分
で
、
ま
た
、「
視
点
」（point 

of view

）
と
い
う
概
念
を
、「
焦
点
化
」（focalization

）
と
い
う
概
念
で
も
っ
て
置
き
換
え
、
こ

れ
ら
の
概
念
を
さ
ら
に
下
位
の
概
念
・
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
細
分
化
し
詳
述
し
た
こ
と
は
周
知
の

と
お
り
で
あ
る
。

　

小
説
の
語
り
手
と
は
、
そ
こ
で
語
ら
れ
る
物
語
の
発
信
者
の
こ
と
で
あ
り
、
よ
り
厳
密
に

い
え
ば
、
小
説
を
構
成
し
て
い
る
テ
ク
ス
ト
の
な
か
で
も
地
の
文
の
発
話
者
と
し
て
想
定
さ

れ
る
人
物
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
自
明
の
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

こ
こ
で
注
意
し
な
く
て
は
い
け
な
い
の
は
、
小
説
テ
ク
ス
ト
の
実﹅

﹅

﹅
際
の
発
信
者
は
、
読
者
で

あ
る
わ
れ
わ
れ
と
同
じ
世
界
に
住
ん
で
い
る
（
い
た
）
生
身
の
作
者
、
す
な
わ
ち
「
経
験
的

作
者
」（em

pirical author

）
で
あ
る
と
い
う
同
じ
ぐ
ら
い
自
明
な
事
実
で
あ
る
。
フ
ィ
ク
シ
ョ

ン
と
し
て
の
小
説
を
読
む
わ
れ
わ
れ
は
、
小﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

説
を
実
際
に
書
い
た
の
は
経
験
的
作
者
で
あ
る

こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
物﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

語
を
語
る
の
は
語
り
手
で
あ
る
と
考
え
る
、
と
い
う
二
重
の
身
ぶ

り
を
み
せ
る
の
で
あ
る
。
小
説
に
か
ぎ
ら
ず
、
よ
り
一
般
的
な
意
味
で
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を

受
容
す
る
さ
い
に
、
た
と
え
ば
、
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ク
・
ホ
ー
ム
ズ
な
る
人
物
な
ど
存
在
し
な
い

（
し
た
が
っ
て
彼
に
ま
つ
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
ま
た
架
空
の
物
語
で
し
か
な
い
）
こ
と
を
知
り

な
が
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
よ
う
な
人
物
が
実
際
に
存
在
す
る
か
の
よ
う
に
ふ
る
ま
お
う
と

す
る
。
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
受
容
す
る
と
い
う
体
験
は
、
こ
の
意
味
で
多
分
に
ご
っ
こ
遊
び
的

な
要
素
を
含
ん
で
い
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
ご
っ
こ
遊
び
的
な
身
ぶ
り
は
、
物
語
の
原

点
と
し
て
「
語
り
手
」
の
存
在
を
措
定
し
た
時
点
で
す
で
に
始
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
を
べ
つ
の
い
い
方
で
い
い
な
お
す
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
に
も
い
え
る
だ
ろ
う
。

口
承
の
物
語
り
の
場
合
と
は
違
い
、
小
説
を
読
む
わ
れ
わ
れ
の
目
の
前
に
語
り
手
は
い
な

い
。
わ
れ
わ
れ
に
差
し
だ
さ
れ
る
の
は
小
説
の
テ
ク
ス
ト
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
そ
の
テ

ク
ス
ト
に
お
い
て
物
語
を
語
っ
て
い
る
の
は
誰
だ
ろ
う
か
。
テ
ク
ス
ト
を
読
め
ば
そ
れ
が
わ

か
る
場
合
も
あ
る
だ
ろ
う
（
た
と
え
ば
最
初
の
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ク
・
ホ
ー
ム
ズ
作
品
で
あ
る
『
緋
色
の
研

究
』（
一
八
八
七
）
の
冒
頭
に
は
、「
元
陸
軍
軍
医
、
医
学
博
士
ジ
ョ
ン
・
Ｈ
・
ワ
ト
ソ
ン
の
回
想
録
の
一
部

を
再
録
し
た
も
の
で
あ
る
。」（2）
と
書
か
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
続
く
物
語
の
語
り
手
が
元
陸
軍
軍
医
で
あ
る
ワ

ト
ソ
ン
博
士
で
あ
る
こ
と
が
容
易
に
理
解
さ
れ
る
）。
そ
う
で
な
い
場
合
（
た
と
え
ば
語
り
手
が
自
分
自

身
の
名
前
す
ら
明
か
さ
な
い
三
人
称
小
説
の
場
合
）
に
も
、
わ
れ
わ
れ
は
テ
ク
ス
ト
の
発
信
者
と
し

て
語
り
手
を
想
定
す
る
が
、
い
ず
れ
の
場
合
に
も
共
通
し
て
い
る
の
は
、
語
り
手
と
は
テ
ク

ス
ト
か
ら
遡
及
的
に
、
い
わ
ば
虚
構
的
に
措
定
さ
れ
る
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て

そ
の
語
り
手
は
、
小
説
テ
ク
ス
ト
の
実
際
の
発
信
者
で
あ
る
経
験
的
作
者
と
は
か
な
ら
ず
し

も
同
一
視
で
き
な
い
存
在
と
し
て
措
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
み
ら
れ
る
テ

ク
ス
ト
の
実﹅

﹅

﹅
際
の
発
信
者
と
虚﹅

﹅

﹅

﹅

構
上
の
発
信
者
と
の
乖
離
は
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
の
小

説
と
い
う
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
が
も
つ
一
つ
の
特
徴
で
も
あ
る
（3）
。

　

右
に
述
べ
た
よ
う
に
、
小
説
に
お
け
る
語
り
手
と
は
虚
構
的
に
存
在
を
仮
定
さ
れ
る
対
象

で
し
か
な
い
。
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
語
り
手
を
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
み
え
て
く
る
語

り
手
の
多
様
性
、
小
説
に
お
け
る
物
語
行
為
の
本
質
を
理
解
す
る
こ
と
こ
そ
が
本
稿
の
目
的

で
あ
る
。
そ
の
出
発
点
と
し
て
、
ま
ず
は
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
に
お
け
る
語
り
手
の
概
念
を
あ
ら
た

め
て
確
認
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

一
、
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
に
お
け
る
語
り
手

　

古
く
か
ら
物
語
言
説
は
、
そ
の
語
り
手
と
物
語
自
体
と
の
関
係
に
よ
っ
て
一
人
称
物
語
と

三
人
称
物
語
と
に
分
類
さ
れ
て
き
た
。
プ
リ
ン
ス
『
物
語
論
辞
典
』（
初
版
一
九
八
七
）
に
よ

れ
ば
、
一
人
称
物
語
と
は
「
物
語
ら
れ
る
状
況
、
出
来
事
の
登
場
人
物
が
語
り
手
で
あ
る
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（
ま
た
、
そ
の
資
格
に
お
い
て
「
わ
た
し
」
と
し
て
指
示
さ
れ
る
）
よ
う
な
物
語
」
で
あ
り
、
三
人
称

物
語
と
は
「
語
り
手
が
、
語
ら
れ
る
状
況
、
出
来
事
の
登
場
事
物
で
な
い
よ
う
な
物
語

〔
…
…
〕
三
人
称
（「
彼
」「
彼
女
」「
彼
ら
」）「
に
つ
い
て
の
」
物
語
」
で
あ
る
（4）
。
す
で
に
前
節

で
触
れ
た
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
用
語
法
に
修
正
を
加
え
た
の
が
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
で
あ
っ
た
。

ジ
ュ
ネ
ッ
ト
の
提
案
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　

 〔
…
…
〕
あ
ら
ゆ
る
言
表
行
為
の
主
体
が
自
身
の
言
表
に
お
い
て
そ
う
で
あ
る
の
と
同

様
に
、
語
り
手
は
自
身
の
物
語
に
お
い
て
〈
一
人
称
〉
で
し
か
あ
り
え
な
い 

―
― 

カ

エ
サ
ル
の
『
戦
記
』
に
お
け
る
よ
う
に
慣
習
的
に
人
称
の
転
用
が
行
わ
れ
て
い
る
場
合

〔
た
と
え
ば
『
ガ
リ
ア
戦
記
』
に
お
い
て
、
語
り
手
で
あ
る
カ
エ
サ
ル
は
、
自
分
自
身

を
三
人
称
で
指
示
し
て
い
る
〕
を
除
い
て
は
。
よ
り
正
確
に
い
え
ば
、〈
人
称
〉
を
強

調
す
る
こ
と
は
、
語
り
手
に
か
ん
す
る
純
粋
に
文
法
的
か
つ
修
辞
的
な
選
択
が
、
自
身

の
戦
記
を
ど
の
よ
う
な
人
称
で
書
く
か
を
決
定
し
た
カ
エ
サ
ル
の
選
択
と
つ
ね
に
同
じ

次
元
に
あ
る
か
の
よ
う
に
思
わ
せ
る
節
が
あ
る
。
実
際
に
は
問
題
は
そ
の
よ
う
な
も
の

で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
は
よ
く
知
っ
て
い
る
。
小
説
家
の
選
択
は
、
二
つ

の
文
法
上
の
形
式
の
間
で
の
選
択
で
は
な
く
、
二
つ
の
語
り
の
態
度
の
間
で
の
選
択
な

の
で
あ
る
（
文
法
的
な
形
式
は
そ
の
機
械
的
な
帰
結
で
し
か
な
い
）。
そ
の
二
つ
の
態
度
と

は
、〈
登
場
人
物
〉
の
一
人
に
物
語
を
語
ら
せ
る
か
、
あ
る
い
は
そ
の
物
語
の
外
部
に

い
る
語
り
手
に
語
ら
せ
る
か
で
あ
る
。〔
…
…
〕
そ
れ
ゆ
え
こ
こ
で
は
二
つ
の
タ
イ
プ

の
物
語
を
区
別
し
て
お
こ
う
。
語
り
手
自
身
が
自
分
の
語
る
物
語
に
不
在
で
あ
る
タ
イ

プ
の
物
語
（
例
：
『
イ
リ
ア
ス
』
に
お
け
る
ホ
メ
ロ
ス
、『
感
情
教
育
』
に
お
け
る
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
）

と
、
語
り
手
が
物
語
世
界
の
な
か
に
一
人
物
と
し
て
登
場
す
る
よ
う
な
タ
イ
プ
の
物
語

（
例
：
『
ジ
ル
・
ブ
ラ
ー
ス
物
語
』『
嵐
が
丘
』）
で
あ
る
。
第
一
の
タ
イ
プ
を
「
異
質
物
語
世
界

的
」〔hétérodiégétique

〕
と
、
第
二
の
タ
イ
プ
を
「
等
質
物
語
世
界
的
」

〔hom
odiégétique

〕
と
命
名
し
よ
う
。
そ
う
命
名
す
る
理
由
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。（5）

ジ
ュ
ネ
ッ
ト
の
論
点
は
明
快
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
言
表
に
お
い
て
そ
の
言
表
行
為
の
主
体
は

一
人
称
に
よ
っ
て
の
み
し
か
指
示
さ
れ
え
な
い
の
だ
か
ら
、
純
粋
に
〈
三
人
称
〉
で
あ
る
語

り
な
ど
存
在
し
な
い
（6）
。
経
験
的
作
者
が
行
っ
て
い
る
選
択
は
、
一
人
称
／
三
人
称
と
い
う

二
種
類
の
人
称
間
で
の
選
択
で
は
な
く
、
物
語
を
誰﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

に
語
ら
せ
る
か
、
よ
り
具
体
的
に
は
、

物
語
の
な
か
に
登
場
す
る
人
物
に
語
ら
せ
る
の
か
、
そ
う
で
な
い
人
物
に
語
ら
せ
る
の
か
と

い
う
選
択
で
あ
る 

│
│ 

こ
れ
が
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
の
主
張
で
あ
る
。
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、

「
わ﹅

﹅

﹅
た
し
は
歌
う
、
戦
い
と
、
そ
し
て
ひ
と
り
の
英
雄
を
。」
と
語
る
『
ア
エ
ネ
ー
イ
ス
』
の

語
り
手
と
、「
私﹅

は
一
六
三
二
年
、
ヨ
ー
ク
市
に
生
ま
れ
た
。」
と
語
る
『
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク

ル
ー
ソ
ー
』
の
語
り
手
と
を
比
較
し
て
も
、
一
人
称
／
三
人
称
と
い
う
呼
称
は
不
適
切
で
あ

る
（7）
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
ど
ち
ら
の
例
で
も
語
り
手
が
自
分
自
身
を
一
人
称
で
指
示
し
て
は
い

る
も
の
の
、
い
わ
ゆ
る
〈
一
人
称
の
物
語
〉
は
後
者
の
み
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
ジ
ュ
ネ
ッ

ト
の
指
摘
は
ま
っ
た
く
も
っ
と
も
だ
が
、
こ
こ
で
は
『
ア
エ
ネ
ー
イ
ス
』
の
語
り
手
の
よ
う

な
語
り
手 

│
│ 

す
な
わ
ち
自
身
を
一
人
称
で
指
示
す
る
が
、
物
語
の
登
場
人
物
で
は
な
い

語
り
手 

│
│ 

は
け
っ
し
て
例
外
的
な
存
在
で
は
な
い
こ
と
を
付
け
加
え
て
お
こ
う
。
こ
の

カ
テ
ゴ
リ
ー
に
は
、
た
と
え
ば
、

　
　

 

お
よ
そ
作
家
た
る
も
の
は
お
の
れ
を
、
少
数
の
客
を
呼
ん
で
無
償
の
ご
馳
走
を
ふ
る
ま

う
紳
士
と
考
え
て
は
な
ら
ぬ
。
作
家
は
さ
し
ず
め
、
金
さ
え
出
す
者
な
ら
誰
で
も
歓
迎

す
る
飲
食
店
の
経
営
者
で
あ
る
〔
…
…
〕
我﹅

﹅ら
が
こ
こ
に
調
整
し
た
品
は
ほ
か
な
ら
ぬ

「
人
間
性
」
と
い
う
料
理
で
あ
る
。
た
だ
し
余﹅

が
た
だ
一
品
し
か
名
を
あ
げ
ぬ
か
ら
と

て
、
賢
明
な
読
者
は
、
い
か
に
口
が
お
ご
っ
て
お
ら
れ
よ
う
と
も
、
驚
い
た
り
文
句
を

い
っ
た
り
怒
っ
た
り
は
な
さ
る
ま
い
と
思
う
。（8）

と
自
ら
の
創
作
行
為
に
言
及
す
る
、
い
わ
ゆ
る
〈
作
者
の
声
〉
を
も
っ
た
語
り
手
も
含
ま
れ

る
し
、
物
語
の
い
わ
ば
本
編
に
あ
た
る
部
分
を
引
用
す
る
だ
け
の
役
割
を
担
う
「
私
」（『
ね

じ
の
回
転
』（
一
八
九
八
）
の
序
文
や
、『
人
間
失
格
』（
一
九
四
八
）
の
「
は
し
が
き
」
に
お
け
る
「
私
」、
ジ
ュ

ネ
ッ
ト
も
べ
つ
の
文
脈
で
触
れ
て
い
る
例
で
い
え
ば
、『
マ
ノ
ン
・
レ
ス
コ
ー
』（
一
七
三
一
）
の
冒
頭
部
分

に
お
け
る
ル
ノ
ン
ク
ー
ル
侯
爵
）
も
含
ま
れ
る
か
も
し
れ
な
い
（9）
。
ま
た
、
こ
れ
は
ジ
ュ
ネ
ッ
ト

が
語
り
の
「
暗
黙
の
規
範
に
対
す
る
違
犯
」（10）
と
し
て
言
及
し
て
い
る
例
だ
が
、『
ボ
ヴ
ァ 

リ
ー
夫
人
』
の
物
語
の
途
中
で
姿
を
消
し
て
し
ま
う
「
私
た
ち
」
も
、
一
般
的
な
事
例
で
は

な
い
に
せ
よ
、
語
り
手
と
し
て
は
同
じ
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

じ
つ
は
先
の
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
か
ら
の
引
用
に
は
、
語
り
手
の
問
題
を
考
え
る
さ
い
の
手
が
か

り
が
も
う
ひ
と
つ
隠
さ
れ
て
い
る
。
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
は
「
自
分
の
語
る
物
語
に
不
在
」
で
あ
る

語﹅

﹅

﹅
り
手
の
例
を
挙
げ
る
さ
い
に
、「『
イ
リ
ア
ス
』
に
お
け
る
ホ﹅

﹅

﹅

﹅

メ
ロ
ス
、『
感
情
教
育
』
に

お
け
る
フ﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

ロ
ー
ベ
ー
ル
」
と
書
い
て
い
る
。
こ
れ
は
と
も
す
れ
ば
、
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
が
（
い
わ

ゆ
る
）
三
人
称
の
語
り
手
を
経
験
的
作
者
と
同
一
視
し
て
い
る
と
い
う
ふ
う
に
理
解
す
る
こ
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と
も
で
き
る
い
い
回
し
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
す
で
に
、
虚
構
的
に
仮
定
さ
れ
る
、
作﹅

﹅者
と﹅

は﹅

べ﹅

つ﹅

の﹅

﹅

﹅
人
格
と
し
て
語
り
手
を
定
義
し
て
お
い
た
が
、
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
の
記
述
を
極
端
に
解

釈
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
（
架
空
の
存
在
で
は
あ
る
が
）
自
律
的
な
存
在
と
し
て
の
語
り

手
を
否
定
し
て
い
る
と
も
と
れ
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
が
否
定
し
て
い
る
の
は
語
り
手
の
存
在
そ
の
も
の
、
よ
り
正
確
に

い
え
ば
虚
構
的
な
存
在
と
し
て
語
り
手
を
仮
定
す
る
こ
と
の
可
能
性
そ
の
も
の
で
は
な
い
。

ジ
ュ
ネ
ッ
ト
は
、
自
由
間
接
話
法
を
は
じ
め
と
す
る
小
説
に
特
有
の
文
体
に
つ
い
て
、
こ
れ

ら
は
「
語
り
え
な
い
文
」（unspeakable sentences

）
で
あ
り
、
そ
こ
に
語
り
手
は
存
在
し
て
い

な
い
と
主
張
し
た
ア
ン
・
バ
ン
フ
ィ
ー
ル
ド
（11）
を
激
し
く
批
判
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
。

　
　

 　

ア
ン
・
バ
ン
フ
ィ
ー
ル
ド
は
、
語
り
手
な
し
に
物
語
が
存
在
し
え
な
い
と
主
張
し
た

バ
ル
ト
、
ト
ド
ロ
フ
と
い
っ
た
論
者
を
、
あ
る
種
の
軽
蔑
を
こ
め
て
引
用
し
て
い
る

（
六
八
│
六
九
頁
）。
私
は
、
こ
の
気
の
毒
な
仲
間
に
加
わ
る
こ
と
に
何
の
た
め
ら
い
も
感

じ
な
い
。
と
い
う
の
も
、
そ
の
タ
イ
ト
ル
か
ら
し
て
そ
う
な
の
だ
が
、『
物
語
の
デ
ィ

ス
ク
ー
ル
』
は
本
質
的
に
、
こ
の
語
り
と
い
う
言
表
行
為
の
審
級
を
仮
定
す
る
こ
と
の

上
に
成
り
立
っ
て
い
る
。
そ
し
て
恐
れ
ず
に
い
え
ば
、
こ
の
語
り
と
い
う
も
の
は
、
そ

の
語
り
手
、
聞
き
手 

│
│ 

虚
構
的
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
私
に
と
っ
て
は
じ
ゅ
う

ぶ
ん
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
行
為
と
呼
び
う
る
も
の
の
な
か
に
存
在
し
て
い
る
の
で
あ

る
。（12）

こ
れ
を
念
頭
に
先
の
一
節
を
あ
ら
た
め
て
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
が
『
イ
リ
ア

ス
』『
感
情
教
育
』
の
語
り
手
を
そ
れ
ぞ
れ
ホ
メ
ロ
ス
、
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
と
呼
ん
だ
の
は
、

匿
名
的
な
異
質
物
語
世
界
的
語
り
手
の
場
合
、
彼
を
作
者
と
同
一
視
せ
ざ
る
を
え
な
い
場
合

も
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
が
語
り
手
を
経
験
的
作

者
の
名
で
も
っ
て
呼
ぶ
こ
と
に
ど
こ
ま
で
意
識
的
で
あ
っ
た
か
は
と
も
か
く
と
し
て
も
、
こ

の
こ
と
は
す
な
わ
ち
、
語
り
手
と
い
う
（
虚
構
的
な
）
存
在
を
措
定
す
る
こ
と
の
妥
当
性

と
、
作
者
と
は
べ
つ
の
人
格
と
語
り
手
を
考
え
る
こ
と
の
妥
当
性
と
を
区
別
し
な
く
て
は
い

け
な
い
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
、
以
降
の
議
論
の
た
め
に
簡
単
に
用
語
を
定
義
し
て
お
こ
う
。
す
で

に
み
た
よ
う
に
、
小
説
の
語
り
手
と
は
虚
構
的
に
そ
の
存
在
を
仮
定
さ
れ
る
対
象
だ
が
、
こ

の
よ
う
に
虚
構
的
な
対
象
と
し
て
そ
の
存
在
を
仮
定
し
う
る
と
い
う
語
り
手
の
性
質
を
、
語

り
手
の
「
対
象
性
」
と
呼
ん
で
お
く
こ
と
に
す
る
。
ま
た
、
こ
の
対
象
性
と
は
区
別
さ
れ
る

べ
き
性
質
と
し
て
、
対
象
と
し
て
仮
定
さ
れ
た
語
り
手
が
さ
ら
に
経
験
的
作
者
と
は
べ
つ
の

人
格
と
し
て
考
え
う
る
さ
い
に
、
こ
の
語
り
手
は
「
自
律
性
」
を
も
つ
と
い
う
こ
と
に
し
よ

う
。

三
、
バ
ン
フ
ィ
ー
ル
ド
対
ラ
イ
ア
ン

　

バ
ン
フ
ィ
ー
ル
ド
の
い
わ
ゆ
る
「
語
り
手
不
在
論
」（no-narrator theory

）
に
異
議
を
唱
え
た

の
は
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。『
可
能
世
界
・
人
工
知
能
・
物
語
理
論
』

（
一
九
九
一
）
の
著
者
、
マ
リ
ー
゠
ロ
ー
ル
・
ラ
イ
ア
ン
も
そ
の
一
人
で
あ
る
。
ラ
イ
ア
ン
が

バ
ン
フ
ィ
ー
ル
ド
に
言
及
す
る
の
は
、
ジ
ョ
ン
・
サ
ー
ル
が
言
語
行
為
論
の
立
場
か
ら
行
っ

た
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
言
説
の
定
式
化
に
触
れ
る
さ
い
の
こ
と
で
あ
る
。
サ
ー
ル
の
議
論
は
、
作

者
が
〈
主
張
〉（assertion; 

発
語
内
行
為
の
一
カ
テ
ゴ
リ
ー
）
を
行
う
ふ﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

り
を
す
る
こ
と
を
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
言
説
の
一
つ
の
特
徴
と
し
た
こ
と
で
よ
く
知
ら
れ
る
分
析
だ
が
（13）
、（
い
わ
ゆ
る
）
一

人
称
の
物
語
に
お
い
て
は
、
サ
ー
ル
は
こ
の
主
張
を
さ
ら
に
お
し
す
す
め
、
作
者
は
主
張
を

行
う
ふ
り
を
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
語﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

り
手
で
あ
る
ふ
り
を
す
る
と
主
張
し
た
（14）
。
こ
れ
に

対
し
て
ラ
イ
ア
ン
は
、
一
人
称
小
説
の
場
合
に
限
っ
て
こ
の
よ
う
な
作
者
に
よ
る
語
り
手
へ

の
〈
な
り
か
わ
り
〉
が
起
こ
る
と
考
え
る
の
は
不
自
然
で
あ
る
と
し
、
す
べ
て
の
場
合
に

〈
な
り
か
わ
り
〉
が
起
こ
る
と
考
え
た
（15）
。
ラ
イ
ア
ン
は
作
者
が
な
り
か
わ
る
対
象
の
こ
と
を

「
代
理
話
者
」（substitute speaker

）
と
呼
ん
だ
が
、
こ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
文
脈
で
い
え
ば
語
り

手
の
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

す
べ
て
の
物
語
に
つ
い
て
代
理
話
者
＝
語
り
手
を
想
定
し
よ
う
と
す
る
ラ
イ
ア
ン
に
と
っ

て
、
す
で
に
紹
介
し
た
バ
ン
フ
ィ
ー
ル
ド
ら
の
語
り
手
不
在
論
は
最
大
の
難
敵
で
あ
っ
た
。

ラ
イ
ア
ン
に
と
っ
て
代
理
話
者
の
存
在
を
仮
定
す
る
こ
と
が
と
く
に
問
題
と
な
る
の
は
、 

「
無
人
格
の
語
り
」（im

personal narration

）（16）
と
「
全
知
の
語
り
」（om

niscient narration

）
で
あ
っ

た
。
無
人
格
の
語
り
の
問
題
は
、「
言
説
の
焦
点
が
言
表
行
為
の
主
体
か
ら
遊
離
し
て
お
り
、

「
こ
の
よ
う
な
言
説
を
合
法
的
に
発
話
で
き
る
の
は
誰
か
」
と
問
う
た
と
こ
ろ
で
、
心
と
言

語
運
用
能
力
を
も
っ
た
主
体
、
と
い
う
最
低
限
の
推
論
以
上
の
答
え
が
得
ら
れ
な
い
」
こ
と

で
あ
り
、
さ
ら
に
は
、
文
体
に
つ
い
て
も
「
作
者
の
も
の
と
区
別
が
つ
か
ず
」、
ま
た
意
見

に
つ
い
て
も
「
内
包
さ
れ
た
作
者
〔im

plied author

〕
の
立
場
を
伝
達
す
る
こ
と
し
か
で
き

な
い
」
と
い
う
点
で
あ
る
。
ま
た
、「
自
由
間
接
話
法
に
よ
る
思
考
の
報
告
、
意
識
の
流
れ
、
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無
意
識
の
過
程
の
表
象
」
と
い
っ
た
手
法
を
用
い
る
全
知
の
語
り
手
は
、「
他
人
の
心
を
読

む
と
い
う
超
自
然
的
な
能
力
を
前
提
」
と
し
な
け
れ
ば
成
立
し
な
い
。
ど
ち
ら
の
場
合
に
お

い
て
も
、
語
り
手
を
ふ
つ
う
の
意
味
で
の
「
人
間
」
と
し
て
捉
え
る
に
は
無
理
が
あ
ろ
う
、

と
い
う
わ
け
で
あ
る
（17）
。
結
果
と
し
て
ラ
イ
ア
ン
は
、
代
理
話
者
の
仮
定
は
維
持
し
な
が
ら

も
、
代
理
話
者
に
は
「
私
が
い
う
と
こ
ろ
の
心
理
的
現
実
を
呈
す
る
、
人
格
を
有
す
る
／
個

別
化
さ
れ
た
〔personal/individuated

〕
語
り
手
と
、
純
粋
に
論
理
的
な
根
拠
か
ら
そ
の
存

在
を
仮
定
さ
れ
る
、
無
人
格
の
語
り
手
と
い
う
存
在
論
的
に
異
な
る
二
つ
の
種
類
」（18）
が
存
在

す
る
こ
と
を
認
め
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
無
人
格
の
語
り
手
、
全
知
の
語
り
手
に
〈
代
理
話
者
〉
と
し
て
の
資
格
を
与

え
る
か
否
か
と
い
う
問
題
は
、
語
り
手
に
対
し
て
〈
語﹅

﹅

﹅
り
手
〉
と
い
う
擬
人
的
な
地
位
を
認

め
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
点
を
考
え
る
う
え
で
、
ま
ず
は
バ
ン

フ
ィ
ー
ル
ド
と
ラ
イ
ア
ン
の
議
論
の
間
の
ち
ょ
っ
と
し
た
ず
れ
に
注
意
を
し
て
お
き
た
い
。

ラ
イ
ア
ン
は
バ
ン
フ
ィ
ー
ル
ド
に
よ
る
語
り
手
の
否
定
論
を
、
少
な
く
と
も
無
人
格
の
語

り
、
全
知
の
語
り
に
つ
い
て
は
最
終
的
に
受
け
い
れ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
そ
の
根
拠
は
バ
ン

フ
ィ
ー
ル
ド
の
主
張
と
は
い
く
ら
か
ず
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
前
段
で
み
た
よ
う

に
、
ラ
イ
ア
ン
が
懸
念
し
て
い
る
の
は
、
無
人
格
の
語
り
手
の
文
体
や
見
解
が
結
局
は
（
内

包
的
）
作
者
に
帰
属
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
り
（
す
な
わ
ち
、
す
で
に
定
義
し
て
お
い
た
わ
れ
わ

れ
の
語
彙
で
い
え
ば
、
ラ
イ
ア
ン
が
問
題
に
し
て
い
る
の
は
語
り
手
の
自
律
性
で
あ
る
）、
い
わ
ゆ
る

「
意
識
の
流
れ
」
に
か
ん
し
て
い
え
ば
、
自
由
間
接
話
法
を
使
っ
て
登
場
人
物
（
た
ち
）
の
意

識
・
心
理
を
報
告
す
る
全
知
の
語
り
手
が
、
超
自
然
的
な
能
力
を
前
提
と
し
て
い
る
点
で
あ

る
（
こ
の
よ
う
な
語
り
手
が
自
身
の
語
る
内
容
に
つ
い
て
そ
れ
を
語
り
う
る
資
格
を
も
っ
て
い
る
か
ど
う
か

と
い
う
問
題
を
、「
語
り
の
合
法
性
」
の
問
題
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
）。
意
識
の
流
れ
が
提
示
す
る
問

題
に
か
ぎ
っ
て
い
え
ば
、
バ
ン
フ
ィ
ー
ル
ド
が
主
張
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
発
話
を

一
人
の
〈
語﹅

﹅

﹅
り
手
〉
な﹅

﹅

﹅

﹅

る
人
物
に
帰
属
さ
せ
る
こ
と
の
そ
も
そ
も
の
不
可
能
性
で
あ
る
。
つ

ま
り
バ
ン
フ
ィ
ー
ル
ド
が
問
題
に
し
て
い
る
の
は
語
り
手
の
対
象
性
な
の
で
あ
り
、
ラ
イ
ア

ン
が
問
題
に
し
て
い
る
語
り
の
合
法
性
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

ラ
イ
ア
ン
の
観
察
を
糸
口
と
し
て
、
よ
り
一
般
的
な
語
り
手
の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
ど
の

よ
う
な
こ
と
が
い
え
る
の
か
、
さ
ら
に
二
点
ほ
ど
確
認
し
て
お
こ
う
。
第
一
に
、『
イ
リ
ア

ス
』『
感
情
教
育
』
の
語
り
手
た
ち
が
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
ホ
メ
ロ
ス
、
フ
ロ
ー

ベ
ー
ル
と
同
一
視
さ
れ
た
理
由
は
も
は
や
明
ら
か
だ
ろ
う
。
ラ
イ
ア
ン
的
に
い
え
ば
、
名
前

も
与
え
ら
れ
ず
じ
ゅ
う
ぶ
ん
個
別
化
も
さ
れ
て
い
な
い
こ
れ
ら
の
語
り
手
た
ち
は
、
自
律
性

を
欠
い
て
お
り
、
そ
の
作
品
の
作
者
（
経
験
的
作
者
で
あ
れ
、
内
包
さ
れ
た
作
者
で
あ
れ
）
と
同
一

視
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

第
二
に
、
ラ
イ
ア
ン
に
よ
る
、
人
格
を
も
っ
た
個
別
化
さ
れ
た
語
り
手
／
無
人
格
の
語
り

手
と
い
う
二
分
法
に
つ
い
て
も
考
え
て
お
き
た
い
。
ラ
イ
ア
ン
が
語
り
手
が
人
格
を
も
た
な

い
と
判
断
す
る
の
は
、
こ
の
語
り
手
が
作
者
の
も
の
と
は
同
一
視
さ
れ
な
い
独
自
の
文
体
、

意
見
を
欠
い
て
い
た
り
（
自
律
性
の
欠
如
）、
登
場
人
物
た
ち
の
心
を
読
む
と
い
う
非
現
実
的

な
力
を
行
使
し
て
い
る
（
語
り
の
合
法
性
の
欠
如
）
場
合
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
欠
如
、

非
現
実
性
に
は
程
度
の
差
が
あ
る
は
ず
だ
か
ら
、
そ
の
程
度
の
差
に
よ
っ
て
語
り
手
の
い
わ

ば
「
個
別
性
」
に
も
違
い
が
あ
っ
て
も
い
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
全
知
の
語
り
手
と
語

り
の
合
法
性
の
問
題
に
つ
い
て
は
次
節
以
降
で
詳
し
く
み
る
が
、
無
人
格
の
語
り
手
の
自
律

性
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
少
し
だ
け
考
え
て
お
こ
う
。

　

無
人
格
の
語
り
手
に
つ
い
て
ラ
イ
ア
ン
は
、「
読
者
は
言
表
行
為
の
主
体
に
、
何
ら
か
の

意
見
、
偏
見
、
文
体
上
の
特
異
性
、
特
定
の
文
化
的
背
景
と
い
っ
た
も
の
を
帰
属
さ
せ
る
こ

と
は
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
明
確
な
算
定
可
能
な
身
体
的
属
性
を
帰
属
さ
せ
る
こ
と
は

で
き
な
い
」（19）
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
一
節
を
み
る
か
ぎ
り
、
ラ
イ
ア
ン
に
と
っ
て
語
り
手
の

自
律
性
の
有
無
は
、（
身
体
的
属
性
の
帰
属
可
能
性
を
そ
の
鍵
と
み
る
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
）
デ
ィ
ジ

タ
ル
な
問
題
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
お
そ
ら
く
は
、
語
り
手
が
意
見
、
文
体
な
ど
の
人
格
的

徴
候
を
も
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
作
者
に
回
収
さ
れ
て
し
ま
う
か
ぎ
り
に
お
い
て

は
、
語
り
手
自
身
は
無
人
格
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い 

│
│ 

た
と
え
ば
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
『
メ

イ
ジ
ー
の
知
っ
た
こ
と
』（
一
八
九
七
）
で
は
、
一
貫
し
て
少
女
メ
イ
ジ
ー
を
視
点
人
物
と
し

な
が
ら
も
、
彼
女
の
無
知
と
は
対
照
的
な
精
巧
な
文
体
に
よ
っ
て
物
語
が
語
ら
れ
る
が
、
こ

の
文
体
は
匿
名
の
異
質
物
語
世
界
的
語
り
手
で
は
な
く
ジ
ェ
イ
ム
ズ
本
人
に
帰
す
べ
き
も
の

だ
と
ふ
つ
う
は
考
え
ら
れ
て
し
ま
う 

│
│ 

と
い
う
点
に
求
め
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
が
、
こ
の

議
論
は
無
人
格
の
語
り
手
の
自
律
性
の
欠
如
の
理
由
を
説
明
し
て
い
る
と
い
う
よ
り
も
む
し

ろ
、
論
点
先
取
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
無
人
格
の
語
り
手
が
定
義
的
に
名
前
も
身
体
も
も
た

な
い
語
り
手
で
あ
る
以
上
、
彼
に
文
体
（
な
り
見
解
な
り
）
を
帰
属
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い

の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
ラ
イ
ア
ン
が
主
張
し
て
い
る
の
は
、
無
人
格
の
語
り
手
の

自
律
性
は
定﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

義
的
に
欠
如
し
て
い
る
と
み
な
さ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
こ
と
だ
と
考
え
る
べ

き
だ
ろ
う
。
こ
れ
と
、
あ﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

る
特
定
の
語
り
手
に
実
際
に
自
律
性
が
観
察
さ﹅

﹅

﹅

﹅

れ
る
か
ど﹅

う﹅

か﹅

と

い
う
問
題
と
の
間
に
は
、
語
り
手
が
「
私
た
ち
」
を
名
乗
り
な
が
ら
途
中
か
ら
姿
を
消
す

（
つ
ま
り
無
人
格
の
語
り
手
と
な
る
）『
ボ
ヴ
ァ
リ
ー
夫
人
』
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
を
考
え
る
と
、
い
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く
ら
か
隔
た
り
が
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

　

そ
れ
で
も
な
お
、
バ
ン
フ
ィ
ー
ル
ド
に
対
す
る
ラ
イ
ア
ン
の
（
部
分
的
）
譲
歩
に
は
一
定

の
評
価
を
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ラ
イ
ア
ン
が
考
察
し
た
事
例
に
付
け
加
え
る
な
ら
ば
、
語

り
手
の
な
か
に
は
「
引
用
」
し
か
行
わ
な
い
種
類
の
語
り
手
も
い
る
。
こ
の
よ
う
な
語
り
手

に
は
、
す
で
に
本
稿
で
も
触
れ
た
、
手
記
、
日
記
等
を
引
用
し
て
姿
を
消
し
て
し
ま
う
語
り

手
（『
ね
じ
の
回
転
』『
人
間
失
格
』）
も
い
れ
ば
（
こ
れ
ら
の
語
り
手
は
定
義
的
に
は
一
人
称
で
あ
る
）、

書
簡
体
小
説
の
編
者
や
（20）
、
プ
イ
グ
『
蜘
蛛
女
の
キ
ス
』（
一
九
七
九
）
の
語
り
手
の
よ
う
に
、

登
場
人
物
の
会
話
な
ど
を
引
用
す
る
だ
け
の
語
り
手
も
い
る
（
自
分
自
身
の
言
葉
で
は
け
っ
し
て

物
語
を
語
ら
な
い
こ
の
語
り
手
は
、
自
身
を
名
指
さ
な
い
と
い
う
意
味
に
お
い
て
は
三
人
称
的
で
あ
る
）（21）
。

ラ
イ
ア
ン
が
代
理
話
者
の
第
二
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
つ
い
て
い
っ
た
「
た
ん
な
る
発
話
位
置
で

あ
り
、
テ
ク
ス
ト
宇
宙
上
の
視
点
、
作
者
が
テ
ク
ス
ト
指
示
対
象
世
界
に
移
動
す
る
た
め
の

「
レ
ン
タ
ル
意
識
」」（22）
と
い
う
表
現
は
、（
三
人
称
の
語
り
手
だ
け
に
み
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
と

い
う
留
保
は
つ
く
が
）
こ
の
よ
う
な
編
者
＝
語
り
手
と
も
い
う
べ
き
存
在
に
こ
そ
よ
く
あ
て
は

ま
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
語
り
手
と
は
そ
も
そ
も
生
身
の
人
間
で
は
な
く
虚
構
的
な
存
在
で

あ
っ
た
こ
と
を
思
い
だ
せ
ば
、
ラ
イ
ア
ン
の
主
張
は
、
物
語
と
い
う
装
置
の
一
つ
の
部
分
と

し
て
語
り
手
を
位
置
づ
け
る
も
の
と
も
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

四
、「
帰
還
の
タ
ン
ゴ
」
を
め
ぐ
っ
て

　
（
い
わ
ゆ
る
）
一
人
称
／
三
人
称
小
説
の
差
異
を
考
え
る
う
え
で
、
ぜ
ひ
と
も
と
り
あ
げ
て

お
き
た
い
の
が
、
フ
リ
オ
・
コ
ル
タ
サ
ル
の
短
篇「
帰
還
の
タ
ン
ゴ
」（
一
九
八
〇
）で
あ
る
（23）
。

語
り
手
の
「
ぼ
く
」
は
、
田
舎
か
ら
ブ
エ
ノ
ス
ア
イ
レ
ス
へ
出
て
き
た
少
女
、
フ
ロ
ー
ラ
の

話
を
ノ
ー
ト
に
書
き
た
め
て
い
る
が
、「
あ
る
日
気
が
つ
く
と
、
フ
ロ
ー
ラ
が
ぼ
く
に
し
ゃ

べ
っ
た
こ
と
と
彼
女
や
ぼ
く
自
身
が
付
け
加
え
て
い
っ
た
こ
と
と
の
区
別
が
つ
か
な
く
な
っ

て
い
た
」（24）
。
短
篇
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
フ
ロ
ー
ラ
が
語
っ
た
エ
ミ
リ
オ
と
マ

テ
ィ
ル
デ
の
物
語 

―
― 

こ
れ
は
フ
ロ
ー
ラ
に
と
っ
て
は
涙
な
く
し
て
は
語
れ
な
い
物
語
で

あ
る 

―
― 

の
「
ぼ
く
」
に
よ
る
採
録
で
あ
る
。
そ
の
筋
は
、
ざ
っ
と
次
の
よ
う
な
も
の
で

あ
る
。

　

マ
テ
ィ
ル
デ
は
夫
の
ヘ
ル
マ
ン
、
息
子
の
カ
ル
リ
ー
ト
ス
と
幸
せ
に
暮
ら
し
て
い
た
が
、

夫
が
出
張
で
家
を
空
け
て
い
る
あ
る
日
、
自
宅
の
窓
の
外
に
「
ミ
ロ
」
の
姿
を
認
め
怯
え

る
。
マ
テ
ィ
ル
デ
は
ヘ
ル
マ
ン
と
結
婚
す
る
た
め
に
、
メ
キ
シ
コ
で
一
緒
に
暮
ら
し
て
い
た

元
夫
の
ミ
ロ
（
エ
ミ
リ
オ
）
の
死
亡
報
告
を
偽
造
し
、
単
身
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
に
戻
っ
て
い
た

の
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
五
日
目
、
マ
テ
ィ
ル
デ
は
、
ミ
ロ
が
「
シ
モ
ン
」
を
名
乗
り
、
住
み

込
み
の
家
政
婦
フ
ロ
ー
ラ
に
近
づ
き
カ
ル
リ
ー
ト
ス
ま
で
懐
柔
し
て
い
る
こ
と
を
知
る
。
夫

が
帰
ら
な
い
ま
ま
さ
ら
に
三
日
が
過
ぎ
た
日
の
夜
、
フ
ロ
ー
ラ
は
「
シ
モ
ン
」
を
部
屋
に
導

き
入
れ
情
交
を
結
ぶ
。
行
為
の
後
、
シ
モ
ン
は
フ
ロ
ー
ラ
に
シ
ャ
ワ
ー
を
浴
び
る
と
だ
け

い
っ
て
、
マ
テ
ィ
ル
デ
が
眠
る
寝
室
の
あ
る
二
階
へ
と
上
が
る
。
カ
ル
リ
ー
ト
ス
が
泣
き
出

し
た
の
で
、
慌
て
て
フ
ロ
ー
ラ
が
子
供
部
屋
に
駆
け
つ
け
る
と
叫
び
声
が
聞
こ
え
た
。
部
屋

の
外
に
出
る
と
裸
の
男
女
が
揉
み
あ
っ
た
ま
ま
階
段
を
転
が
り
落
ち
て
き
た
。
男
は
シ
モ

ン
、
女
は
マ
テ
ィ
ル
デ
で
、
シ
モ
ン
の
胸
に
は
マ
テ
ィ
ル
デ
の
部
屋
に
あ
っ
た
は
ず
の
ナ
イ

フ
が
刺
さ
っ
て
い
た
。
睡
眠
薬
を
飲
み
過
ぎ
て
い
た
マ
テ
ィ
ル
デ
も
、
二
時
間
後
に
息
を
引

き
取
っ
た
。
最
後
の
一
文
で
、「
ぼ
く
」
は
こ
の
と
き
救
急
車
で
駆
け
つ
け
た
医
師
で
あ
っ

た
こ
と
が
明
か
さ
れ
る
。

　

こ
の
短
篇
に
は
、
テ
ー
マ
的
に
み
れ
ば
二
つ
の
物
語
が
含
ま
れ
て
い
る
。
一
つ
は
「
ぼ

く
」
が
冒
頭
お
よ
び
末
尾
で
語
る
「
ぼ
く
」
自
身
に
つ
い
て
の
物
語
（
フ
ロ
ー
ラ
の
話
を
ノ
ー

ト
に
書
き
た
め
て
い
る
、
救
急
車
で
駆
け
つ
け
た
「
ぼ
く
」
は
フ
ロ
ー
ラ
に
注
射
を
打
ち
カ
ル
リ
ー
ト
ス
に

鎮
静
剤
を
処
方
し
た
…
…
）
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
こ
れ
ら
の
間
に
挿
入
さ
れ
て
い
る
、
フ

ロ
ー
ラ
か
ら
聞
い
た
話
を
「
ぼ
く
」
が
ふ
た
た
び
語
っ
た
も
の
（
以
下
、
こ
の
部
分
を
「
フ
ロ
ー

ラ
の
物
語
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
）
で
あ
る
。

　
「
帰
還
の
タ
ン
ゴ
」
が
興
味
深
い
の
は
、「
フ
ロ
ー
ラ
の
物
語
」
部
分
の
語
り
の
形
式
で
あ

る
。
こ
の
部
分
は
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
フ
ロ
ー
ラ
が
「
ぼ
く
」
に
語
っ
て
聞
か
せ
た
物

語
の
再
話
と
い
う
形
式
を
と
っ
て
い
る
の
だ
が
、
フ
ロ
ー
ラ
本
人
に
と
っ
て
の
「
フ
ロ
ー
ラ

の
物
語
」
は
、
初
恋
の
相
手
で
あ
る
シ
モ
ン
を
自
分
の
雇
い
主
で
あ
っ
た
マ
テ
ィ
ル
デ
に
殺

さ
れ
る
悲
劇
で
あ
る
一
方
で
、
フ
ロ
ー
ラ
が
「
シ
モ
ン
」
と
呼
ぶ
こ
の
男
は
、
マ
テ
ィ
ル
デ

に
と
っ
て
は
あ
く
ま
で
も
自
分
の
幸
せ
を
邪
魔
し
に
メ
キ
シ
コ
か
ら
戻
っ
て
き
た
男
、
ミ
ロ

で
し
か
な
い
。
こ
の
二
重
性
が
、
フ﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

ロ
ー
ラ
の
物
語
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
彼
女
だ
け
で

な
く
、
マ
テ
ィ
ル
デ
を
も
焦
点
人
物
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
効
果
的
に
語
ら
れ
て
い
る
。
物

語
と
焦
点
化
の
こ
の
よ
う
な
二
重
性
を
象
徴
し
て
い
る
の
が
、
同
一
の
対
象
を
指
し
て
使
わ

れ
る
シ
モ
ン
／
ミ
ロ
と
い
う
固
有
名
詞
の
二
重
性
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
登
場
人
物
は
、

マ
テ
ィ
ル
デ
が
焦
点
人
物
で
あ
る
と
き
に
は
一
貫
し
て
「
ミ
ロ
」
と
呼
ば
れ
、
フ
ロ
ー
ラ
が

焦
点
人
物
で
あ
る
と
き
に
は
一
貫
し
て
「
シ
モ
ン
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
先
の
要

約
で
鉤
括
弧
つ
き
で
「
シ
モ
ン
」
と
し
た
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
）。

　

焦
点
化
と
は
、
何
か
を
積﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

極
的
に
語
る
こ
と
で
は
な
く
む
し
ろ
、
焦
点
人
物
が
知
り
え
な
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い
こ
と
に
つ
い
て
語
り
手
が
沈﹅

﹅

﹅

﹅

黙
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
帰
還
の
タ
ン
ゴ
」
に
つ
い

て
い
え
ば
、
フ
ロ
ー
ラ
が
知
ら
な
い
の
は
マ
テ
ィ
ル
デ
の
過
去
に
か
か
わ
る
す
べ
て
（
重
婚

の
事
実
、
そ
の
相
手
が
自
分
が
シ
モ
ン
で
あ
る
と
信
じ
切
っ
て
い
る
男
で
あ
る
こ
と
、
窓
越
し
に
認
め
た
ミ

ロ
へ
の
恐
怖
…
…
）
で
あ
り
、
マ
テ
ィ
ル
デ
が
知
ら
な
い
の
は
彼
女
と
「
シ
モ
ン
」
と
の
二
人

の
時
間
、
フ
ロ
ー
ラ
の
部
屋
で
の
情
事
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
作
品
で
は
、
マ
テ
ィ
ル
デ
か

ら
フ
ロ
ー
ラ
へ
と
巧
み
に
焦
点
人
物
を
切
り
替
え
る
こ
と
に
よ
り
、
上
記
の
よ
う
な
二
人
の

う
ち
の
ど
ち
ら
か
一
方
の
み
し
か
知
ら
な
い
は
ず
の
こ
と
も
語
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
焦
点
人
物
の
変
更
に
は
ふ
つ
う
違
和
感
が
と
も
な
う
。
じ
つ
は
焦
点
人
物
が

フ
ロ
ー
ラ
へ
と
変
わ
る
箇
所
は
曖
昧
で
、
フ
ロ
ー
ラ
を
焦
点
人
物
に
し
て
書
か
れ
て
い
る
と

お
ぼ
し
き
箇
所
（
こ
こ
で
は
フ
ロ
ー
ラ
と
「
シ
モ
ン
」
と
の
情
事
が
描
か
れ
て
い
る
）
も
、
じ
つ
は
マ

テ
ィ
ル
デ
の
意
識
の
な
か
の
こ
と
で
あ
る
、
つ
ま
り
マ
テ
ィ
ル
デ
が
想
像
し
た
と
こ
ろ
の
フ

ロ
ー
ラ
の
部
屋
の
様
子
や
フ
ロ
ー
ラ
の
意
識
を
描
い
て
い
る
と
も
と
れ
な
く
は
な
い
（25）
。
し

か
し
仮
に
、「
フ
ロ
ー
ラ
の
物
語
」
全
体
が
マ﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

テ
ィ
ル
デ
を
焦
点
人
物
と
し
て
語
ら
れ
た
も

の
だ
と
解
釈
し
た
と
し
て
も
、
違
和
感
は
け
っ
し
て
解
消
さ
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
わ
れ
わ
れ

読
者
が
「
フ
ロ
ー
ラ
の
物
語
」
は
フ﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

ロ
ー
ラ
か
ら
聞
い
た
話
を
「
ぼ
く
」
が
再
話
し
た
も
の

で
あ
る
と
知
っ
て
い
る
以
上
、
こ
れ
が
フ
ロ
ー
ラ
の
視
点
か
ら
語
ら
れ
な
い
限
り
や
は
り
不

自
然
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
続
く
部
分
で
は
、
ミ
ロ
＝
シ
モ
ン
を
焦
点
人
物
と
す
る
短
い
記

述
（26）
も
み
ら
れ
る
こ
と
を
考
え
あ
わ
せ
る
と
、
違
和
感
は
む
し
ろ
強
ま
る
ば
か
り
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
れ
だ
け
の
短
い
部
分
で
頻
繁
に
焦
点
人
物
が
変
わ
る
と
、
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
の
い
う

「
不
定
内
的
焦
点
化
」（variable internal focalization

）（27）
の
事
例
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
全
知
の

語
り
の
事
例
の
よ
う
に
も
思
え
て
く
る
。
す
で
に
前
節
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
ラ
イ
ア
ン
は

全
知
の
語
り
は
「
超
自
然
な
能
力
を
前
提
」
と
す
る
と
考
え
た
。
こ
の
全
知
の
語
り
に
も
近

い
語
り
を
、
一
登
場
人
物
で
し
か
な
い
「
ぼ
く
」
が
な
ぜ
行
う
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う

か
。

五
、〈
全
知
の
語
り
手
〉
の
存
在
論

　

前
節
で
み
た
コ
ル
タ
サ
ル
の
「
帰
還
の
タ
ン
ゴ
」
を
も
と
に
、
も
う
一
度
全
知
の
語
り
手

に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

　
「
帰
還
の
タ
ン
ゴ
」
が
わ
れ
わ
れ
に
違
和
感
を
感
じ
さ
せ
る
の
は
、
フ
ロ
ー
ラ
か
ら
聞
い

た
話
を
語
る
、
等
質
物
語
世
界
的
語
り
手
で﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

あ
る
は
ず
の
（
あ
る
い
は
、
で﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

し
か
な
い
）「
ぼ

く
」
が
、
フ
ロ
ー
ラ
以
外
の
人
物
の
視
点
を
自
在
に
使
い
、
全
知
の
語
り
手
に
し
か
許
さ
れ

な
い
よ
う
な
物
語
行
為
を
や
っ
て
の
け
る
か
ら
で
あ
る
。
作
品
の
最
後
の
場
面
で
は
、
す
で

に
述
べ
た
よ
う
に
、
語
り
手
の
「
ぼ
く
」
は
、
じ
つ
は
マ
テ
ィ
ル
デ
と
ミ
ロ
＝
シ
モ
ン
の
死

亡
現
場
に
救
急
車
で
駆
け
つ
け
た
医
師
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
か
さ
れ
る
。『
マ
ノ
ン
・
レ
ス

コ
ー
』
に
つ
い
て
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
が
用
い
た
言
葉
を
借
り
れ
ば
、「
物
語
が
こ
こ
、
今
に
到
達

し
、
物
語
内
容
が
物
語
行
為
に
追
い
つ
く
」（28）
の
で
あ
る
。
最
後
の
一
節

　
　

 〔
…
…
〕
仰
向
け
の
シ
モ
ン
の
胸
に
は
ナ
イ
フ
が
刺
さ
り
、
マ
テ
ィ
ル
デ
の
方
は
、
た

だ
し
こ
れ
は
検
死
の
あ
と
明
ら
か
に
さ
れ
た
こ
と
だ
け
れ
ど
、
睡
眠
薬
の
飲
み
過
ぎ

で
、
そ
の
二
時
間
後
に
亡
く
な
っ
た
、
救
急
車
で
す
で
に
そ
こ
に
着
い
て
い
た
ぼ
く

は
、
錯
乱
状
態
の
フ
ロ
ー
ラ
に
注
射
を
打
っ
て
落
ち
着
か
せ
、
カ
ル
リ
ー
ト
ス
に
鎮
静

剤
を
飲
ま
せ
て
か
ら
、
親
族
か
友
人
が
来
る
ま
で
そ
こ
に
残
る
よ
う
に
看
護
婦
に
頼
ん

だ
の
だ
っ
た
。（29）

が
わ
れ
わ
れ
読
者
に
い
く
ら
か
で
も
驚
き
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
理
由

の
一
端
は
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
が
「
転
説
法
」（m

etalepsis

）（30）
と
呼
ぶ
も
の
の
効
果
に
も
あ
る
が
（
し

か
し
こ
の
転
説
法
は
合
理
的
に
説
明
し
う
る
も
の
で
あ
る
）、
こ
こ
ま
で
無
人
格
の
全
知
の
語
り
手
で

あ
る
か
の
よ
う
に
振
る
舞
っ
て
き
た
語
り
手
が
、
じ
つ
は
「
ぼ
く
」
と
い
う
「
顔
」
を
も
っ

て
い
た
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
が
再
発
見
す
る
こ
と
こ
そ
が
、
驚
き
の
最
大
の
理
由
で
あ
る
。

　
「
ぼ
く
」
に
よ
る
語
り
が
も
た
ら
す
違
和
感
は
、
そ
れ
で
は
こ
の
語
り
手
は
自
ら
が
語
る

内
容
を
ど
う
や
っ
て
知
り
え
た
の
か
と
い
う
語
り
の
合
法
性
を
め
ぐ
る
問
題
と
直
結
し
て
い

る
。「
帰
還
の
タ
ン
ゴ
」
の
場
合
に
は
、
じ
つ
は
こ
の
点
に
つ
い
て
は
巧
妙
に
抜
け
道
が
用

意
さ
れ
て
い
る
。
前
節
で
す
で
に
引
用
し
て
お
い
た
の
だ
が
、
語
り
手
の
「
ぼ
く
」
は
、「
あ

る
日
気
が
つ
く
と
、
フ
ロ
ー
ラ
が
ぼ
く
に
し
ゃ
べ
っ
た
こ
と
と
彼
女
や
ぼ
く
自
身
が
付
け
加

え
て
い
っ
た
こ
と
と
の
区
別
が
つ
か
な
く
な
っ
て
い
た
」
と
、
自
分
の
語
り
に
虚
構
的
な
脚

色
が
施
さ
れ
て
い
る
可
能
性
を
語
り
に
先
だ
っ
て
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
実
際
の
と
こ

ろ
、
マ
テ
ィ
ル
デ
も
ミ
ロ
＝
シ
モ
ン
も
フ
ロ
ー
ラ
に
何
も
語
ら
な
い
ま
ま
死
ん
で
し
ま
っ
た

以
上
、
フ
ロ
ー
ラ
は
、
し
た
が
っ
て
「
ぼ
く
」
も
、
二
人
の
秘
密
を
知
り
え
る
は
ず
は
な

い
。
二
人
の
過
去
を
知
る
第
三
者
が
存
在
し
た
と
し
て
も
、
シ
ャ
ワ
ー
を
浴
び
る
と
い
っ
て

フ
ロ
ー
ラ
の
部
屋
を
出
た
ミ
ロ
＝
シ
モ
ン
が
階
上
の
マ
テ
ィ
ル
デ
の
寝
室
を
目
指
し
た
こ
と

を
知
る
人
間
は
い
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
ぼ
く
」
の
語
り
は
、「
ぼ
く
」
や
フ
ロ
ー

ラ
の
推
測
な
し
に
は
成
り
立
ち
え
な
い
も
の
で
あ
る
。
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「
帰
還
の
タ
ン
ゴ
」
の
ケ
ー
ス
に
限
っ
て
い
え
ば
、
一
見
全
知
の
語
り
に
近
い
よ
う
に
見

え
る
語
り
も
じ
つ
は
、
登
場
人
物
で
も
あ
る
語
り
手
「
ぼ
く
」
の
（
あ
る
い
は
情
報
提
供
者
で

あ
る
フ
ロ
ー
ラ
の
）
創
作
で
あ
っ
た
の
だ
と
片
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、

そ
れ
で
も
な
お
こ
の
事
例
は
、
あ
る
一
つ
の
可
能
性
を
示
唆
し
続
け
て
い
る
。「
帰
還
の
タ

ン
ゴ
」
の
場
合
、
マ
テ
ィ
ル
デ
と
ミ
ロ
＝
シ
モ
ン
の
二
人
と
も
が
死
ん
で
し
ま
う
た
め
、
彼

ら
し
か
知
ら
な
い
こ
と
は
永﹅

﹅

﹅
遠
に
語
り
え
な
い
こ
と
が
ら
と
な
っ
て
し
ま
う
（
そ
れ
ゆ
え
、
そ

れ
ら
が
語
ら
れ
る
た
め
に
は
「
ぼ
く
」
と
フ
ロ
ー
ラ
の
想
像
力
が
必
要
に
な
る
）。
し
か
し
彼
ら
が
死
な

な
か
っ
た
と
し
た
ら
事
情
は
大
き
く
違
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
彼
ら
が
生
き
続
け
た
な
ら
ば
、

フ
ロ
ー
ラ
が
の
ち
に
マ
テ
ィ
ル
デ
か
ら
、
あ
る
い
は
ミ
ロ
＝
シ
モ
ン
か
ら
事
情
を
聞
き
、
そ

れ
を
「
ぼ
く
」
に
話
し
、
そ
の
結
果
「
ぼ
く
」
が
フ
ロ
ー
ラ
の
物
語
を
脚
色
な
し
に
語
る
と

い
う
こ
と
も
原
理
的
に
は
可
能
と
な
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、「
超
自
然
的
な
能

力
」
を
行
使
す
る
語
り
手
に
し
か
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
全
知
の
語
り
も
、
語
ら
れ

る
物
語
内
容
と
物
語
行
為
と
の
間
に
時
間
的
隔
た
り
が
あ
り
、
そ
の
間
の
当
事
者
か
ら
語
り

手
へ
の
情
報
の
伝
達
を
合
理
的
に
可
能
に
す
る
「
口
実
」
さ
え
あ
れ
ば
、
個
別
化
さ
れ
た

（
一
人
称
の
）
語
り
手
に
も
で
き
な
い
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
（31）
。

六
、
結
語
に
か
え
て

　

本
稿
で
は
こ
こ
ま
で
、
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
、
ラ
イ
ア
ン
ら
の
議
論
を
参
照
し
な
が
ら
、
ま
た
語

り
手
の
対
象
性
、
自
律
性
、
あ
る
い
は
語
り
の
合
法
性
と
い
っ
た
概
念
を
軸
と
し
て
、
語
り

手
の
さ
ま
ざ
ま
な
あ
り
方
を
概
観
し
て
き
た
。
あ
ら
た
め
て
整
理
し
な
お
す
こ
と
は
し
な
い

が
、
一
人
称
／
三
人
称
の
語
り
手
と
い
う
旧
来
の
分
類
に
お
け
る
分
水
嶺
が
、
ジ
ュ
ネ
ッ
ト

に
よ
る
等
質
／
異
質
物
語
世
界
的
語
り
手
と
い
う
分
類
に
お
け
る
そ
れ
と
は
ず
れ
て
い
る

（
す
な
わ
ち
一
人
称
で
自
身
を
指
し
示
す
が
異
質
物
語
世
界
的
で
あ
る
語
り
手
が
存
在
す
る
）
よ
う
に
、
対

象
性
、
自
律
性
、
語
り
の
合
法
性
の
有
無
の
境
界
も
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
お
り
、
む
し
ろ
こ

れ
ら
の
属
性
の
幅
広
い
ス
ペ
ク
ト
ル
上
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
語
り
手
が
位
置
し
て
い
る
と
い
う

べ
き
で
あ
る
。
本
論
の
冒
頭
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
語
り
手
と
は
そ
も
そ
も
虚
構
的
な
対
象

で
し
か
な
い
が
ゆ
え
に
、
そ
の
対
象
性
、
自
律
性
と
い
っ
た
も
の
は
つ
ね
に
脅
か
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
ま
で
の
議
論
は
、
お
も
に
一
人
称
／
三
人
称
と
い
っ
た
語
り
手
を
め
ぐ
る
二
分
法
の

正
当
性
に
疑
問
を
投
げ
か
け
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
本
稿
を
締
め
く
く
る
に
あ
た
っ
て
こ
れ

ま
で
さ
ほ
ど
重
点
的
に
論
じ
て
こ
な
か
っ
た
語
り
の
合
法
性
を
切
り
口
に
、
一
人
称
／
三
人

称
と
い
う
も
っ
と
も
古
典
的
な
区
分
に
つ
い
て
あ
ら
た
め
て
考
え
て
お
き
た
い
。

　

本
稿
第
四
│
五
節
で
は
等
質
物
語
世
界
的
語
り
手
が
全
知
の
語
り
を
行
う
可
能
性
に
つ
い

て
考
え
た
が
、
一
人
称
で
自
分
を
指
し
示
し
な
が
ら
読
者
の
前
に
姿
を
現
す
全
知
の
語
り
手

に
は
、
す
で
に
第
一
節
で
も
触
れ
た
『
ト
ム
・
ジ
ョ
ウ
ン
ズ
』
の
語
り
手
の
よ
う
に
、
自
身

の
創
作
行
為
に
言
及
す
る
語
り
手
も
含
ま
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
〈
作
者
の
声
〉
を
も
っ
た
一

人
称
の
（
し
か
し
異
質
物
語
世
界
的
な
）
語
り
手
と
、「
帰
還
の
タ
ン
ゴ
」
の
「
ぼ
く
」
の
よ
う

な
一
人
称
で
あ
り
、
か
つ
等
質
物
語
世
界
的
な
語
り
手
と
は
、
後
者
は
前
節
で
み
た
よ
う
に

自
ら
の
全
知
に
つ
い
て
語
り
の
合
法
性
を
示
す
必
要
が
あ
る
の
に
対
し
て
、
前
者
に
は
そ
の

必
要
が
な
い
と
い
う
点
で
対
照
的
で
あ
る
。
こ
の
点
に
か
ん
し
て
、
哲
学
者
の
デ
イ
ヴ
ィ
ッ

ド
・
ル
イ
ス
が
論
文
「
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
お
け
る
真
理
」
の
な
か
で
述
べ
た
次
の
言
明
を
手

が
か
り
に
考
え
て
み
よ
う
。

　
　

 

コ
ナ
ン
・
ド
イ
ル
は
、
自
分
自
身
で
目
撃
し
た
出
来
事
の
忠
実
な
回
顧
録
を
公
表
し
よ

う
と
す
る
ワ
ト
ス
ン
な
る
医
師
で
あ
る
ふ
り
を
し
て
い
る
。
し
か
し
三
人
称
の
物
語
も

こ
れ
と
本
質
的
に
異
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
作
者
は
、
ど
の
よ
う
に
そ
れ
を
知
っ
た
か

は
い
わ
な
い
が
、
自
分
が
何
ら
か
の
方
法
で
知
る
と
こ
ろ
に
な
っ
た
物
事
に
つ
い
て
の

真
理
を
主
張
し
て
い
る
こ
と
を
自
称
す
る
。
そ
の
た
め
に
、「
…
…
そ
し
て
こ
の
物
語

を
語
る
者
は
誰
も
い
な
く
な
っ
た
」
と
い
う
一
節
で
終
わ
る
三
人
称
の
物
語
に
お
け
る

矛
盾
に
も
通
じ
る
語
用
論
的
パ
ラ
ド
ク
ス
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。（32）

ル
イ
ス
に
よ
る
こ
の
一
節
が
示
唆
的
で
あ
る
の
は
、
サ
ー
ル
が
指
摘
す
る
よ
う
な
「
ふ
り
」

に
か
ん
し
て
の
一
人
称
の
物
語
と
三
人
称
の
物
語
の
連
続
性
を
指
摘
し
て
い
る
点
だ
け
で
な

く
、
物
語
を
語
り
う
る
資
格
を
も
つ
人
間
が
い
な
く
な
る
（
し
た
が
っ
て
そ
の
物
語
は
語
ら
れ
え

な
い
）
と
い
う
事
態
に
も
比
す
べ
き
よ
う
な
「
語
用
論
的
パ
ラ
ド
ク
ス
」
が
三
人
称
小
説
全

般
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

　

ル
イ
ス
は
具
体
的
な
作
品
を
明
示
し
て
い
な
い
が
、
彼
が
こ
こ
で
例
と
し
て
あ
げ
て
い
る

「「
…
…
そ
し
て
こ
の
物
語
を
語
る
者
は
誰
も
い
な
く
な
っ
た
」
と
い
う
一
節
で
終
わ
る
三
人

称
の
物
語
」
と
は
、
わ
れ
わ
れ
が
い
う
語
り
の
合
法
性
に
か
ん
す
る
違
犯
が
認
め
ら
れ
る
物

語
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
、
三
人
称
物
語
に
は
こ
の
よ
う
な
「
矛
盾

に﹅

﹅も
通﹅

﹅

﹅
じ
る
〔akin to
〕
語
用
論
的
パ
ラ
ド
ク
ス
」
が
み
ら
れ
る
と
い
う
主
張
と
結
び
つ
け

て
、
三
人
称
物
語
全
般
に
は
語
り
の
合
法
性
に
か
ん
す
る
違
犯
が
存
在
す
る
と
考
え
る
の
は
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早
計
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
あ
ま
り
に
明
ら
か
な
こ
と
だ

が
、
一
般
的
な
三
人
称
小
説
を
読
む
さ
い
に
わ
れ
わ
れ
読

者
は
、
た
と
え
序
文
な
ど
も
含
め
た
作
品
中
に
語
り
の
合

法
性
を
担
保
す
る
記
述
、
す
な
わ
ち
語
り
の
口
実
が
与
え

ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
違
犯
で
あ
る
と

は
感
じ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
ル
イ
ス
の

こ
の
一
節
は
、
一
人
称
物
語
と
三
人
称
物
語
と
の
サ
ー
ル

的
連
続
性
を
指
摘
し
て
い
る
と
同
時
に
、
語
り
の
合
法
性

に
か
ん
す
る
断
絶
を
指
摘
し
た
も
の
と
も
考
え
る
こ
と
が

で
き
る
。
全
知
の
語
り
の
合
法
性
に
か
ん
し
て
一
人
称
／

三
人
称
が
非
対
称
で
あ
る
こ
と
は
前
段
で
述
べ
た
と
お
り

だ
が
、
一
般
的
に
三
人
称
の
物
語
は
、
潜﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

在
的
に
は
ル
イ

ス
が
い
う
語
用
論
的
パ
ラ
ド
ク
ス
を
孕
ん
で
い
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
一
人
称
の
物
語
と
異
な
り
語
り
の
口
実
を
必

要
と
し
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
両
者
は
語
り
の

合
法
性
の
要
請
に
つ
い
て
基
準
を
異
に
す
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
こ
の
点
に
お
い
て
、
三
人
称
の
語
り
手
は
作
者
の

声
を
も
つ
一
人
称
の
語
り
手
（
本
稿
で
挙
げ
た
例
で
い
え
ば

『
ト
ム
・
ジ
ョ
ウ
ン
ズ
』
の
語
り
手
）
と
連
続
的
で
あ
る
。
こ

こ
に
も
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
に
よ
る
等
質
／
異
質
物
語
世
界
的
語

り
と
い
う
再
分
類
の
正
当
性
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
し
、

ま
た
（
と
く
に
全
知
の
）
非
人
格
の
語
り
手
を
作
者
と
同
一

視
す
る
あ
ら
た
な
根
拠
を
み
い
だ
す
こ
と
も
可
能
で
あ
る

（
表
１
参
照
）。
こ
の
考
察
を
さ
ら
に
敷
衍
す
る
と
、
こ
れ

ら
二
つ
の
物
語
形
式
は
、
小
説
に
寄
せ
ら
れ
た
リ
ア
リ
ズ

ム
的
要
請
に
応
え
る
二
つ
の
異
な
る
形
式
に
対
応
し
て
い

る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
す
な
わ
ち

等
質
物
語
世
界
的
語
り
と
は
、
個
人
の
〈
経
験
〉
の
（
擬

似
的
）
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
に
よ
っ
て
小
説
的
な
本ヴ
レ
サ
ン
ブ
ラ
ン
ス

当
ら
し
さ

を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
形
式
で
あ
り
（
も
っ
と
も
ら
し
さ
を

装
う
た
め
の
〈
引
用
〉
と
い
う
形
式
が
、
手
記
、
日
記
、
書
簡
と

い
っ
た
も
っ
ぱ
ら
一
人
称
の
言
説
を
対
象
と
す
る
こ
と
に
注
意
せ
よ
）、
異
質
物
語
世
界
的
語
り
と

は
、
作
者
の
声
を
も
つ
語
り
手
が
虚
構
的
ごメ
イ
ク
゠
ビ
リ
ー
ヴ

っ
こ
遊
び
の
い
わ
ば
〈
法
〉
を
宣
言
す
る
こ
と

に
よ
り
、
読
者
を
そ
の
渦
中
に
巻
き
こ
も
う
と
す
る
形
式
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う

考
え
る
と
、
た
と
え
ば
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
、
リ
ア
リ
ズ
ム
的
な
小
説
が
誕
生
し
た
十
八

世
紀
に
お
い
て
す
で
に
こ
れ
ら
二
つ
の
形
式
が
誕
生
し
て
い
た
こ
と
（
デ
フ
ォ
ー
と
フ
ィ
ー
ル

デ
ィ
ン
グ
を
比
較
せ
よ
）
は
ま
す
ま
す
興
味
深
い
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

註（1）　

 「
語
り
手
」
を
は
じ
め
、
物
語
論
の
領
域
で
使
わ
れ
る
用
語
の
多
く
は
英
語
│
仏
語
間
で
容

易
に
交
換
可
能
な
も
の
が
多
い
の
で
、
本
稿
で
術
語
の
原
語
を
示
す
さ
い
は
、
引
用
文
中

を
の
ぞ
き
、
そ
の
用
語
が
は
じ
め
て
提
案
さ
れ
た
言
語
に
か
か
わ
ら
ず
英
語
の
綴
り
を
示

す
こ
と
に
す
る
。

（2）　

 

コ
ナ
ン
・
ド
イ
ル
「
緋
色
の
研
究
」、『
詳
注
版
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ク
・
ホ
ー
ム
ズ
全
集
』
二
、

ベ
ア
リ
ン
グ
゠
グ
ー
ル
ド
解
説
・
注
、
小
池
滋
監
訳
（
ち
く
ま
文
庫
、
一
九
九
七
年
）

一
一
頁
。

（3）　

 

本
節
に
お
け
る
、
小
説
を
読
む
さ
い
の
二
重
の
身
ぶ
り
、
ま
た
テ
ク
ス
ト
の
実
際
の
発
信

者
と
し
て
で
あ
る
経
験
的
作
者
か
ら
乖
離
し
た
存
在
と
し
て
「
語
り
手
」
が
テ
ク
ス
ト
か

ら
遡
及
的
に
措
定
さ
れ
る
と
い
う
事
実
自
体
が
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
の
小
説
テ
ク
ス

ト
を
特
徴
づ
け
る
徴
候
で
あ
る
と
い
う
議
論
は
、
拙
論
「
語ナ
レ
ー
シ
ョ
ン

る
行
為
の
存オ
ン
ト
ロ
ジ
ー

在
論
」（
大
浦
康

介
編
『
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
論
へ
の
誘
い
』
世
界
思
想
社
、
近
刊
）
の
結
論
で
あ
る
。
本
稿
は

右
記
の
論
考
の
事
実
上
の
続
編
に
あ
た
る
も
の
だ
が
、
独
立
し
て
読
め
る
よ
う
両
者
の
間

で
内
容
が
一
部
重
複
し
て
い
る
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
。

（4）　

 G
erald Prince, D

ictionary of N
arratology (Lincoln: U

niversity of N
ebraska Press, 

1987) pp. 31, 97. 

（5）　

 G
érard G

enette, D
iscours du récit: essai de m

éthode, in Figure III (Paris: Seuil, 1972) 

p. 252. 

（6）　

 

こ
の
点
は
ミ
ー
ケ
・
バ
ル
も
強
調
し
て
い
る
（M

ieke B
al, N

arratology: Introduction to 

the Theory of N
arrative, third ed. (Toronto: Toronto U

niversity Press, 2009) p. 21.

）。 
（7）　

 G
enette, op. cit., p. 252. 

ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
、
デ
フ
ォ
ー
か
ら
の
引
用
は
そ
れ
ぞ
れ
、

ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
『
ア
エ
ネ
ー
イ
ス
』
泉
井
久
之
助
訳
（『
世
界
古
典
文
学
全
集
』
第
二
一

巻
、
筑
摩
書
房
、
一
九
六
七
年
）
五
頁
、
お
よ
び
、
デ
フ
ォ
ー
『
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー

　　　 表 1　 語り手のあり方と語りの口実の有無

作品例
ジュネット的区分
語りの口実

三人称
一人称

作者の声で全知の語りを
行う

自分の経験のみを語る 登場人物の声で全知の語
りを行う

『感情教育』 『トム・ジョウンズ』 シャーロック・ホームズ （「帰還のタンゴ」）
異質物語世界的 等質物語世界的

不要 要
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ソ
ー
』（
上
）
平
井
正
穂
訳
（
岩
波
文
庫
、
一
九
六
七
年
）
一
一
頁
。
傍
点
は
河
田
に
よ
る
。

（8）　
 

フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
『
ト
ム
・
ジ
ョ
ウ
ン
ズ
』（
一
）
朱
牟
田
夏
雄
訳
（
岩
波
文
庫
、

一
九
五
一
年
）
一
三
│
一
四
頁
。
傍
点
は
河
田
に
よ
る
。

（9）　

 
た
だ
し
こ
の
う
ち
ル
ノ
ン
ク
ー
ル
侯
爵
は
、『
マ
ノ
ン
・
レ
ス
コ
ー
』
第
一
部
の
末
尾
に
再

登
場
す
る
（
注
28
も
参
照
）。
ま
た
、
こ
れ
ら
三
例
は
、
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
の
用
語
を
使
う
な
ら

ば
異
な
る
「
物
語
の
水
準
」（narrative level

）
を
内
包
す
る
作
品
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
扱

い
に
つ
い
て
は
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
（G

enette, op. cit., pp. 238-

243.

）。

（10）　

 Ibid., p. 253. 

（11）　

 A
nn B

anfield, U
nspeakable Sentences: N

arration and Representation in the 

Language of Fiction (London: R
outledge &

 K
egan Paul, 1982).

（12）　

 G
érard G

enette, N
ouveau discours du récit (Paris: Seuil, 1983) p. 68. 

な
お
ジ
ュ
ネ
ッ

ト
が
あ
げ
て
い
る
ペ
ー
ジ
数
はB

anfield, op. cit.  

へ
の
言
及
。

（13）　

 John Searle, “The Logical Status of Fictional D
iscourse” (1975), reprinted in 

Expression and M
eaning: Studies in the Theory of Speech Acts (C

am
bridge: 

C
am

bridge U
niversity Press, 1979) pp. 58-75. 

（14）　

 Ibid, p. 72. 

サ
ー
ル
は
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ク
・
ホ
ー
ム
ズ
作
品
を
例
に
と
り
、
作
者
で
あ
る
ド

イ
ル
は
「
た
ん
に
断
定
を
行
う
ふ
り
を
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
ア
フ
ガ
ン
戦
役
の
退
役

軍
医
で
あ
り
、
友
人
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ク
・
ホ
ー
ム
ズ
に
つ
い
て
断
定
を
行
う
医
学
博
士
ジ
ョ

ン
・
ワ
ト
ス
ン
で
あ
る
ふ
り
を
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
一
人
称
の
物
語
に
お
い
て
作
者

は
、
し
ば
し
ば
断
定
を
行
う
他
の
誰
か
で
あ
る
ふ
り
を
す
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

（15）　

 M
arie-Laure Ryan, Possible W

orlds, Artificial Intelligence, and N
arrative Theory 

(B
loom

ington: Indiana U
niversity Press, 1991) pp. 65-66. 

（16）　

 

語
り
手
の
分
類
に
使
わ
れ
て
き
た
「
一
人
称
」「
三
人
称
」
と
い
う
語
は
も
ち
ろ
ん
文
法
用

語
か
ら
の
借
用
な
の
で
、
こ
こ
に
み
ら
れ
る
「im

personal

」
と
い
う
語
も
文
法
用
語
と
考

え
「
非
人
称
」
と
訳
す
こ
と
も
可
能
だ
が
、
少
な
く
と
も
ラ
イ
ア
ン
の
議
論
に
お
い
て
は

im
personal

な
語
り
手
と
は
ま
さ
に
人
格
を
も
た
な
い
語
り
手
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
本

稿
で
は
岩
松
正
洋
氏
の
翻
訳
（『
可
能
世
界
・
人
工
知
能
・
物
語
理
論
』
水
声
社
、

二
〇
〇
六
年
）
に
倣
い
、「
無
人
格
」
と
訳
す
こ
と
に
す
る
。

（17）　

 Ibid., pp. 67-68. 

（18）　

 Ibid., p. 70. 

ラ
イ
ア
ン
は
は
っ
き
り
と
は
述
べ
て
い
な
い
が
、
こ
こ
で
ラ
イ
ア
ン
が
い
う

「
無
人
格
の
語
り
手
」
に
は
、
こ
れ
に
先
行
す
る
部
分
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
無
人
格
の
語
り

手
と
全
知
の
語
り
手
の
両
方
が
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（19）　

 Ibid., p. 67. 

（20）　

 

書
簡
体
小
説
に
み
ら
れ
る
〈
編
者
〔éditeur

〕
と
し
て
の
語
り
手
〉
に
は
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
も

言
及
し
て
い
る
（G

enette, D
iscours du récit, p. 240.

）。

（21）　

 『
蜘
蛛
女
の
キ
ス
』（
野
谷
文
昭
訳
、
集
英
社
文
庫
、
二
〇
一
一
年
）
は
、
同
性
愛
者
モ
リ
ー

ナ
と
政
治
犯
と
し
て
収
監
さ
れ
た
バ
レ
ン
テ
ィ
ン
と
の
獄
中
で
の
会
話
を
軸
に
物
語
が
進

ん
で
い
く
が
、
語
り
手
は
二
人
の
会
話
を
引
用
す
る
の
み
で
あ
り
（
モ
リ
ー
ナ
の
仮
釈
放

以
降
の
出
来
事
は
「
Ｔ
Ｉ
Ｓ
Ｌ
に
よ
る
電
話
盗
聴
の
協
力
を
得
て
、
Ｃ
Ｉ
Ｓ
Ｌ
に
よ
る
監

視
の
結
果
に
基
づ
き
作
成
さ
れ
た
」
報
告
書
の
引
用
と
い
う
形
で
語
ら
れ
る
）、
語
り
手
自

身
の
言
葉
で
語
ら
れ
る
の
は
こ
れ
ら
に
付
さ
れ
た
（
お
も
に
精
神
分
析
的
な
事
項
に
か
ん

す
る
）
学
術
書
風
の
注
釈
の
み
で
あ
る
。
本
文
で
触
れ
た
よ
う
に
、『
蜘
蛛
女
の
キ
ス
』
の

語
り
手
は
三
人
称
的
で
は
あ
る
の
だ
が
、
こ
の
注
釈
の
存
在
に
よ
り
そ
の
自
律
性
が
強
調

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
一
方
こ
の
注
釈
（
と
警
察
署
の
報
告
書
）
が
も
し
な

か
っ
た
と
し
た
ら
、
登
場
人
物
の
せ
り
ふ
の
引
用
の
み
か
ら
成
り
立
つ
こ
の
作
品
は
戯
曲

に
ぐ
っ
と
近
づ
く
こ
と
に
な
り
、
も
は
や
〈
小
説
〉
と
は
呼
べ
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
問
題
は
非
常
に
興
味
深
い
の
だ
が
、
本
稿
で
は
こ
れ
以
上
立
ち
い
る
こ
と
は
で
き
な

い
。

（22）　

 Ryan, op. cit., p. 71. 

（23）　

 

こ
の
作
品
は
本
学
で
筆
者
が
担
当
す
る
ゼ
ミ
（
二
〇
一
二
年
度
文
芸
表
現
学
科
「
総
合
演

習
Ⅰ
・
Ⅱ
Ｄ
」）
で
も
会
読
の
テ
ク
ス
ト
と
し
て
と
り
あ
げ
た
。
そ
の
さ
い
の
学
生
諸
君
の

発
言
は
、
本
論
執
筆
中
で
あ
っ
た
筆
者
に
大
き
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
た
。
こ
こ
に
記
し

て
深
謝
の
意
を
表
し
た
い
。

（24）　

 

フ
リ
オ
・
コ
ル
タ
サ
ル
「
帰
還
の
タ
ン
ゴ
」（『
愛
し
の
グ
レ
ン
ダ
』
野
谷
文
昭
訳
、
岩
波

書
店
、
二
〇
〇
八
年
）
九
一
│
九
二
頁
。

（25）　
 

本
作
で
は
登
場
人
物
の
意
識
を
描
く
の
に
、
読
点
だ
け
で
結
ば
れ
た
長
い
セ
ン
テ
ン
ス
が

多
用
さ
れ
て
い
る
。
当
該
箇
所
も
こ
の
よ
う
な
文
体
で
描
か
れ
て
お
り
、
焦
点
人
物
が
フ

ロ
ー
ラ
へ
と
移
っ
た
と
断
言
す
る
こ
と
は
危
険
か
も
し
れ
な
い
。
参
考
ま
で
に
引
用
し
て

お
こ
う
。

　
　
　

 

彼﹅

﹅女
〔
マ
テ
ィ
ル
デ
〕
は﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

確
信
し
た
、
階
下
の
扉
は
も
う
開
い
て
し
ま
っ
た
の
だ
と
、
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ミ﹅

﹅ロ
は
も
う
家
に
入
り
、
フ
ロ
ー
ラ
の
部
屋
に
い
て
、
フ
ロ
ー
ラ
と
話
を
し
て
い
る
に﹅

ち﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

が
い
な
い
と
、
あ
る
い
は
も
う
彼
女
の
服
を
脱
が
せ
始
め
た
か﹅

﹅も
し﹅

﹅

﹅

﹅

れ
な
い
、
な
ぜ

な
ら
フ
ロ
ー
ラ
に
と
っ
て
ミ
ロ
が
そ
こ
に
い
る
理
由
は
そ
れ
し
か
な
い
は﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

ず
だ
っ
た
か

ら
だ
、
彼
が
部
屋
に
入
り
込
ん
だ
の
は
、
キ
ス
を
し
な
が
ら
彼
女
の
服
を
脱
が
せ
、
自

分
も
服
を
脱
ぐ
た
め
だ
っ
た
、
い
い
だ
ろ
う
、
こ
う
や
っ
て
触
ら
せ
て
ほ
し
い
ん
だ
、

す
る
と
フ
ロ
ー
ラ
は
抵
抗
し
な
が
ら
、
今
日
は
だ
め
よ
、
シ・

・

・
モ
ン
、
怖
い
わ
、
放
し

て
、
け
れ
ど
シ・

・

・
モ
ン
は
慌
て
ず
に
、
彼
女
を
ゆ
っ
く
り
と
ベ
ッ
ド
に
組
み
伏
せ
る
と
、

髪
に
何
度
も
キ
ス
を
し
て
、
ブ
ラ
ウ
ス
の
下
の
胸
を
ま
さ
ぐ
り
〔
…
…
〕
フ
ロ
ー
ラ
は

最
初
の
涙
を
流
し
な
が
ら
身
を
任
せ
る
、
上・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

の
階
に
聞
こ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
不・

安・

、
マ
テ
ィ
ル
デ
奥・

・様
か
カ
ル
リ
ー
ト
ス
が
、
だ
め
だ
、
も
っ
と
小
さ
な
声
で
話
す
ん

だ
、
も
う
こ
う
し
て
も
い
い
だ
ろ
う
〔
…
…
〕（
コ
ル
タ
サ
ル
、
前
掲
書
、
一
〇
八
│

一
〇
九
頁
、
傍
点
は
河
田
）

　
　

 

傍
点
を
振
っ
た
部
分
を
追
っ
て
い
く
と
、
少
な
く
と
も
「
…
…
は﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

ず
だ
っ
た
か
ら
だ
」
ま

で
は
マ
テ
ィ
ル
デ
が
焦
点
人
物
で
、
少
な
く
と
も
「
け
れ
ど
シ・

・

・
モ
ン
は
…
…
」
以
降
は
フ

ロ
ー
ラ
が
焦
点
人
物
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
（
傍﹅

﹅点
部
分
は
マ
テ
ィ
ル
デ
視
点
を
特

徴
づ
け
る
表
現
、
傍・

・点
部
分
は
フ
ロ
ー
ラ
視
点
を
特
徴
づ
け
る
表
現
で
あ
る
）、
す
べ
て
が

マ
テ
ィ
ル
デ
の
意
識
の
な
か
で
あ
る
と
い
う
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
（
た
だ
し
、
こ
れ

に
続
く
部
分
を
読
む
と
、
フ
ロ
ー
ラ
と
「
シ
モ
ン
」
と
の
情
交
自
体
が
マ
テ
ィ
ル
デ
の
妄

想
だ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
）。

（26）　

 「
彼
〔
ミ
ロ
＝
シ
モ
ン
〕
は
屋
敷
に
さ
ら
に
静
け
さ
を
加
え
よ
う
と
す
る
か
の
よ
う
に
音
を

殺
し
て
ド
ア
を
閉
め
、
裸
の
ま
ま
台
所
と
広
間
を
通
り
抜
け
る
と
階
段
の
前
で
立
ち
止
ま

り
、
位
置
を
探
り
な
が
ら
そ
っ
と
一
段
目
に
足
を
掛
け
た
。〔
…
…
〕
三
段
目
に
来
る
と
、

寝
室
の
ド
ア
の
下
に
光
の
筋
が
で
き
て
い
る
の
が
見
え
た
。」（
前
掲
書
、
一
一
〇
頁
）　

こ

の
と
き
ミ
ロ
＝
シ
モ
ン
は
一
人
き
り
で
あ
る
こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
。

（27）　

 G
enette, op. cit., pp. 206-207. 

不
定
内
的
焦
点
化
の
例
と
し
て
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
が
挙
げ
て
い

る
の
は
、
焦
点
人
物
が
シ
ャ
ル
ル
↓
エ
ン
マ
↓
シ
ャ
ル
ル
と
順
に
変
わ
っ
て
い
く
『
ボ

ヴ
ァ
リ
ー
夫
人
』。

（28）　

 Ibid., p. 238. 

本
稿
第
一
節
で
も
触
れ
た
ア
ベ
・
プ
レ
ヴ
ォ
ー
の
『
マ
ノ
ン
・
レ
ス
コ
ー
』

に
は
、「
私
」（
本
作
を
含
む
連
作
『
あ
る
貴
族
の
回
想
録
』
全
体
の
語
り
手
で
あ
る
ル
ノ

ン
ク
ー
ル
侯
爵
）
が
騎
士
グ
リ
ュ
ウ
と
の
二
度
の
出
会
い
を
語
っ
た
部
分
が
あ
り
、
そ
れ

に
続
く
部
分
で
は
騎
士
グ
リ
ュ
ウ
自
身
が
語
り
手
と
な
り
自
身
と
マ
ノ
ン
と
の
物
語
を
語

る
の
で
あ
る
。『
マ
ノ
ン
・
レ
ス
コ
ー
』
で
は
、
外
枠
部
分
と
本
編
と
で
語
り
手
が
異
な
っ

て
お
り
、
さ
ら
に
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
の
言
を
借
り
れ
ば
「
第
二
の
物
語
〔
グ
リ
ュ
ウ
本
人
に
よ

る
物
語
〕
の
語
り
手
が
、
第
一
の
物
語
〔
ル
ノ
ン
ク
ー
ル
侯
爵
に
よ
る
物
語
〕
の
登
場
人

物
で
あ
り
、
第
二
の
物
語
を
産
出
す
る
物
語
行
為
が
第
一
の
物
語
の
な
か
で
語
ら
れ
る
出

来
事
と
な
っ
て
い
る
」
の
で
あ
る
。「
帰
還
の
タ
ン
ゴ
」
に
お
い
て
は
、
語
り
手
は
一
貫
し

て
「
ぼ
く
」
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
が
指
摘
す
る
よ
う
な
語
り
の
水
準
の
二
重

性
は
み
ら
れ
な
い
。

（29）　

 

コ
ル
タ
サ
ル
、
前
掲
書
、
一
一
一
頁
。

（30）　

 G
enette, op. cit., pp. 243-246. 

（31）　

 

じ
つ
は
ラ
イ
ア
ン
も
、
個
別
化
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
全
知
で
あ
る
語
り
手
が
登

場
す
る
作
品
と
し
て
、『
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
』
に
言
及
し
て
い
る
の
だ
が
（Ryan, op. 

cit., p. 67

）、
そ
こ
で
ど
の
よ
う
に
語
り
の
合
法
性
が
保
持
さ
れ
て
い
る
か
は
検
討
さ
れ
て

い
な
い
。

（32）　

 D
avid Lew

is, “Truth in Fiction” (1978), reprinted in Philosophical Papers, vol. 1 

(O
xford: O

xford U
niversity Press, 1983) p. 266.
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　　　Just as characters of novels are fictional entities, so 
are the narrators. When one maintains that every narrative 
has its narrator, this assertion is enabled only by fictionally 
positing the existence of the narrator retrocessively from the 
text. By establishing narrators us fictional objects, this paper 
aims to explore the wide variety of narrators as well as the 
essence of narration.
　　　The first chapter, by re-examining Gérard Genette’s 
proposal to replace the traditional distinction of the first-
person/third-person narratives with the new dichotomy of 
homodiegetic/heterodiegetic narratives, indicates the 
necessity of discerning the objectness and the autonomy of 
narrator: narrators possess objectness as long as they can be 
postulated as such (if only fictionally), while narrators are 
autonomous if and only if they are distinguishable from the 
empirical author. 
　　　The second chapter discusses Marie-Laure Ryan’s 
concept of “substitute speaker” and her criticism against 
Ann Banfield’s “No-Narrator Theory,” which, as its name 
suggests, denies the possibility of attributing some kinds of 
fictional discourse to narrators. Ryan partly concedes with 
Banfield but the grounds for the compromise seem to be 
different from those for Banfield’s arguments: while 
Banfield denies, in our words, objectness to narrators, 
Ryan’s concern is that impersonal narrators lack autonomy 
and that omniscient narrators, who have unlimited access to 
any character’s mind, do not have what one might call 
legitimacy of narration. 
　　　The next two chapters are focused on the omniscient 
narrator. Through the analysis of Julio Cortàzar’s “Return 
Trip Tango” (Tango de vuelta), it is suggested that 
omniscience is not necessarily proprietary to impersonal 
narrators, but that a personal, individuated, homodiegetic 
narrator can be also omniscient if reasonable “excuse” for 
his knowledge is given in his own narrative. 
　　　While the above discussions show that first-person 
and third-person narratives (or homodiegetic and 
heterodiegetic narratives) are continuous rather than 
discrete, these two groups show a clear contrast when the 
legitimacy of narration comes into question. The last 
chapter examines this aspect of narration and locate the 

issue of narrative person in the historical context. 

Reconsidering the Narrator: Genette, Ryan, and Banfield

KAWADA Manabu

02_河田学__本文01.indd   73 12.10.24   8:17:55 AM


