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験
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1

美
妙
ス
キ

ャ
ン
ダ

ル
と
ゾ

ラ
イ
ズ

ム

坂

井

健

は
じ
め

に

一
、
美
妙

ス
キ
ャ
ン
ダ

ル
と
実
験

二
、
当
時

の
ゾ

ラ
イ
ズ
ム
受
容

三

、

「
実

験

」

と

い
う

語

の

意

味

四
、

ゾ

ラ

の

「
実

験

」

五
、
「
実
験
」
か
ら
私
小
説

へ

お
わ
り

に

ゾ
ラ
イ
ズ
ム
の
本
格
的
な
移
入
は
、
明
治
三
十
四
年
小
杉
天

外
に
よ

っ
て
な
さ
れ
、
こ
の
ゾ
ラ
イ
ズ

ム
と
明
治
四
十
年
ご
ろ

か
ら
盛
ん
に
な

っ
た
自
然
主
義
文
学
と

の
間
に
は
断
絶
が
あ
る

と
す
る
の
が
普
通
の
見
方
で
あ
る
。
ま

た
、
明
治
二
十
七
年

の

美
妙

ス
キ
ャ
ン
ダ

ル
は
、
も

っ
ぱ
ら
美
妙
没
落

の
き

っ
か
け
と

し
て
注
目
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
ゾ

ラ
イ
ズ
ム
は
、
美
妙
ス

キ
ャ
ン
ダ
ル
の
頃
す
で
に
か
な
り
知
ら

れ
て
お
り
、
美
妙

の
行

動
も
ゾ
ラ
イ
ズ
ム
の
実
践
と
み
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

美
妙
の
行
動
は
、
ゾ

ラ
の
い
う
実
験
小
説
を
、
実
際
経
験
を
観

察
し
記
録
し
た
も
の
と
理
解
し
、
そ
れ
を
私
小
説
的

に
実
行
し

よ
う
と
し
た
結
果
で
あ
り
、
当
時
の
文
壇
も
同
様

に
理
解
し
て

い
た
こ
と
が
分
か
る
。
実
際
経
験
と
し

て
の

「実
験
」
を
重
視

す
る
風
潮
は
、
そ
の
後
も
続
き
、
私
小
説
の
発
生

に
結
び

つ
い

た
と
考
え
ら
れ
る
。



は
じ
め
に

ゾ

ラ
イ
ズ
ム
の
本
格
的
な
移
入
は
、
明
治
三
十
四
年
小
杉
天
外
に

よ

っ
て
な
さ
れ
、
こ
の
ゾ
ラ
イ
ズ
ム
と
明
治
四
十
年
ご
ろ
か
ら
盛
ん

に
な

っ
た
自
然
主
義
文
学
と
の
間
に
は
断
絶
が
あ
る
と
す
る
の
が
普

　ユ
　

通
の
見
方
で
あ
る
。
ま
た
、
明
治
二
十
七
年

の
美
妙

ス
キ
ャ
ン
ダ

ル

は
、
も

っ
ぱ
ら
美
妙
没
落
の
き

っ
か
け
と
し
て
注
目
さ
れ
て
き
た
。

　　
　

し
か
し
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
ゾ
ラ
イ
ズ
ム

は
、
美
妙
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
の
頃
す
で
に
か
な
り
知
ら
れ
て
お
り
、
美

妙
の
行

動
も
ゾ
ラ
イ
ズ
ム
の
実
践
と
み
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か

る
。
美

妙
の
行
動
は
、
ゾ
ラ
の
い
う
実
験
小
説
を
、
実
際
経
験
を
観

察
し
記
録
し
た
も
の
と
理
解
し
、
そ
れ
を
私
小
説
的
に
実
行
し
よ
う

と
し
た
結
果
で
あ
り
、
当
時
の
文
壇
も
同
様
に
理
解
し
て
い
た
こ
と

が
分
か
る
。
当
時
の
評
論
を
見
て
行
く
と
実
際
経
験
と
し
て
の

「実

験
」
を
重
視
す
る
風
潮
は
、
そ
の
後
も
続
き
、
私
小
説
の
発
生
に
結

び

つ
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

本
稿

で
は
、

こ
の
翻
訳
語

の
い
た
ず
ら
が
日
本
的
な
私
小
説
の
誕

生

に

一
役
か

っ
て
い
た
可
能
性
に
つ
い
て
、
美
妙
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
を

中
心
に
論
じ
て
い
き
た
い
。

一
、
美
妙
ス
キ
ャ
ン
ダ

ル
と

「実
験
」

明
治

二
十
七
年
十

一
月
二
十
九
日
か
ら
十
二
月
二
日
ま
で
四
回
に

わ
た

っ
て
、
『万
朝
報
』
は
、
「山
田
美
妙

斎
大
詐
欺
を
働
く
」
の
見

出
し
の
記
事
を
連
載
し
た
。
そ
の
あ
ら
ま
し
は
、
石
井
お
と
め
と
い

う
凄
腕
の
売
春
婦
を
美
妙
が
騙
し
、
偽
手

形
を

つ
か
ま
せ
た
上
で
女

が
溜
め
込
ん
で
い
た
大
金
を
騙
し
取

っ
た
と
い
う
も
の
で
あ

っ
た
。

『万
朝
報
』
の
記
事
が
ど
こ
ま
で
信
用

で
き
る
も
の
か
ど
う
か
は

怪
し
い
も
の
だ
し
、
美
妙
も
そ
の
記
事
に
間
違

い
が
あ
る
と
指
摘
し

て
い
る
が
、
問
題
な
の
は
、
こ
う
し
た
報
道
に
対
し
て
届

い
た
弁
明

と
し
て
、
同
じ
く

『万
朝
報
』
に
次

の
よ
う
な
美
妙
の
手
紙
の
要
約

が
載
せ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

妖
艶

の
巣
窟
た
る
浅
草
公
園
に
て
も
殊
に
腕
前

の
凄
し
と
云

は
れ
し
石
井
お
と
め
、
其
人
と
為
り

ハ
初
め
よ
り
知
り
て
、
之

を
種
に
せ
ん
と
思

へ
ば
こ
そ
近
づ
き
た
れ
、
顧
れ
ば
茲
に
三
五

年
、
其
問
の
研
究
に
て
、
人
事
千
百

そ
の
怖
る
べ
く
そ
の
悲
し

む
可
く
、
そ
の
笑

ふ
べ
き
所
も
聊

か

ハ
覚
え

つ
。

(中
略
)
小

説
中

の
人
物
も
亦
更
に
詐
ら
ず
、
か
く
さ
ず
、
総
て
現
存

の
人

を
其
侭
に
描
き
出
し
て
事
の
真
偽
を

一
挙

に
示
す

べ
く
、
近
く

ハ
浅
草
最
寄
の
酒
楼
茶
席
な
ど
に
奉
侍
す
る
婢
女
下
僕

の
類
に

至
る
ま
で
も
筆
に
任
せ
て
列
挙

せ
ん

(『万
朝
報
』
明
治
二
七

年

一
二
月
五
日
)

つ
ま
り
、
美
妙
は
石
井
お
と
め
と
の
関

係
を
認
め
た
上
で
、
そ
れ
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は
小
説

の
人
物
を
実
際
通
り
に
写
し
取
る
研
究

の
取
材
の
為
だ
と
居

直

っ
て

い
る
、
と
解
釈
で
き
る
記
事
が
出
さ
れ
た
わ
け
だ
。

こ
の
記
事

に
つ
い
て
、
嵐
山
光
三
郎
氏
は
、
「私
小
説
宣
言
と
も

　ヨ
　

い
え
る
内
容
」
で
あ
る
と
す
る
興
味
深
い
指
摘
を
し
て
い
る
が
、
評

伝
と
い
う
性
格
も
あ
り
、
私
小
説
と
の
関
係

に
つ
い
て
そ
れ
以
上
踏

み
込
ん
だ
考
察
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。

さ
て
、
単

に
醜
聞
が
報
じ
ら
れ
た
だ
け
な
ら
ば
、
そ
れ
は
そ
の
ま

ま
で
済

ん
だ
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
美
妙
が
自
分

の

取

っ
た
行
動
が
小
説
の
取
材
の
た
め
の
名
分
で
あ
る
と
主
張
し
て
い

る
、
と

の
記
事
が
報
じ
ら
れ
、
し
か
も
記
事
に
問
違

い
が
あ
る
と
し

な
が
ら
も
、
美
妙
が
石
井
お
と
め
と
の
関
係
そ
の
も
の
を
何
の
臆
面

も
な
く
認
め
た
こ
と
は
、
坪
内
逍
遥
に
よ
る
手
厳
し
い
批
判
を
呼
ぶ

こ
と

に
な

っ
た
。
逍
遙
は
、
「小
説
家
は
実
験
を
名
と
し
て
不
義
を

行
ふ

の
権
利
あ
り
や
」
を

『早
稲
田
文
学
』
七
十
八
号

(明
治
二
七

年

=

一月
)
に
掲
載
し
て
次
の
よ
う
に
非
難
し
た
。

小
説
作
者
の
主
題
は
人
な
り
、
人
の
性
情
行
為
な
り
、
不
義

醜
徳
も
実
感
を
挑
発
せ
ざ
る
や
う

に
描
か
る
〉
限
は
、
小
説
脚

本

の
品
題
た
り
、
か
る
が
故
に
小
説
家
は
、
其

の
材
料
を
得
ん

が
為

に
、
不
義
醜
徳

に
接
触
す
る
の
権
利
あ
り
や
。

一
を
聞
い
て
十
を
知
る
も
の
は
あ
り
、

一
端
を
観
察
せ
ず
し

て
は
二
を
だ
に
想
像
し
得
る
も
の
は
稀
な
リ
。
か
る
が
故
に
、

小
説
家
は
其
の
主
題
の
素
を
自
家

の
実

験
に
求
め
ざ
る
べ
か
ら

ざ
る
か
。
所
謂
実
験
と
は
如
何
。
不
義

醜
徳
を
観
察
す
る
の
謂

か
、
み
つ
か
ら
之
れ
を
行
ふ
の
謂
か
。
若
し
後
者
な
り
と
せ
ば
、

竊
盗

の
内
秘
を
描
か
ん
と
す
る
と
き

は
、
み
つ
か
ら
ま
つ
竊
盗

た
り
、
姦
夫
の
心
術
を
写
さ
ん
と
す

る
と
き
は
、
み
つ
か
ら
ま

つ
姦
通
を
試
み
ざ

る
べ
か
ら
ず
。
(中

略
)
或

は
所
謂
実
験

の

義
は
、
単
に
醜
徳
を
観
察
す
る
の
謂

な
り
と
せ
ん
か
、
吾
人
は

所
謂
観
察
の
、
科
学
者
等

の
謂
ふ
所
謂
観
察
に
ひ
と
し
か
る
べ

き
を
信
ず

こ
の
後
、
科
学
に
お
け
る
観
察
者
は
、

完
全
な
傍
観
者

で
な
く
て

は
な
ら
ず
、
当
事
者
に
巻
き
こ
ま
れ
て
し
ま

っ
て
は
、
観
察
者
の
資

格
を
失
う
、
と
い
っ
た
内
容
が
続
く
。

大
雑
把

に
言

っ
て
、
不
義
や
不
徳
も
小
説
の
題
材

に
な
り
う
る
も

の
だ
が
、
そ
の
材
料
を
得

る
た
め
に
小
説
家
は
不
義
不
徳
に
接
す
る

権
利
が
あ
る
の
か
、
と
問
い
を
起
こ
し
、
美
妙
が
小
説
の
材
料
を
得

た
め
に
石
井
お
と
め
に
対
し
不
義
を
行
い
、
し
か
も
反
省
の
色
が
見

ら
れ
な
い
こ
と
を
非
難
す
る
も
の
で
あ
り
、
美
妙
が
文
壇
か
ら
没
落

す
る
き

っ
か
け
と
な

っ
た
文
章
と
し
て
知

ら
れ
て
い
る
が
、
本
稿
の

立
場
か
ら
は
、
第

一
に
、
逍
遙
が
美
妙
の
行
動
を

「実
験
」
と
認
定

し
て
い
る
点
が
、
第
二
に
、
逍
遙
が
、
道
徳
的
観
点
か
ら
す
れ
ば
こ

れ
は
当
然

の
こ
と
と
も
い
え
る
が
、
当
事

者
と
し
て
行
な
う
か
と
傍
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観
者

と
し
て
の
み
観
察
す
る
の
か
の
区
別
に
こ
だ
わ
り
な
が
ら
も
、

い
ず

れ
に
せ
よ

「実
験
」
と
は
実
際
に
経
験
し
そ
れ
を
観
察
す
る
と

い
う
意

味
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
る
点
が
興
味
深
い
。

二
、
当
時
の
ゾ
ラ
イ
ズ
ム
受
容

美
妙

は

「実
験
」
と
い
う
言
葉
を
使

っ
て
い
な
か

っ
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
小
説
の
た
め
の
実
地
研
究
を
逍
遙

は

「実
験
」
で
あ
る
と

認
定
し

て
い
る
。
こ
の
認
定
は
当
時
妥
当
な
も
の
だ

っ
た
の
だ
ろ
う

か
。

　ユ

ゾ
ラ

の
名
前
は
明
治
十
七
年
に
は
紹
介
さ
れ
、
明
治
二
十
年
代
に

入
る
と
か
な
り
知
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
た
が
、
ゾ
ラ
の
実
験
小

説
が
本
格
的
に
紹
介
さ
れ
た
の
は
、
明
治
二
十
二
年

一
月
、
森
鴎
外

に

よ

る

『小

説

論

(Ω

け

幻
二
α
o
ピ
び

く
o
昌

O
o
洋
ω9

巴
尸

S
tu
d
ien
)
』
(『読
売
新
聞
』
明
治
二
二
年

一
月
三
日
)
が
最
初
だ
と

さ
れ
て

い
る
。
や
や
長
く
な
る
が
引
用
す
る
。

読
者
諸
君
は
既
に

「
エ
ミ
ー
ル
、
ゾ

ラ
」
の
名
を
聞
き
し
な

ら
ん

「ゾ
ラ
ー
」
は
法
蘭
西

「プ

ロ
ワ
ン
ス
」
の
人
、
現
時
の

所
謂
自
然
派

(「
ナ
ト
ラ
リ
ス
ム
ス
」
の
稗
史
は
其
創
作
せ
る

所

に
し
て
其
自
ら
命
じ
た
る
実
験
小
説

(「リ

ヨ
、

ロ
マ
ン
、

エ
キ
ス
ペ
リ
メ
ン
タ
ル
」
)
の
名
は
開
明
世
界
に
嘖
々
た
り

此
実
験
小
説

の
語
は

「ゾ
ラ
ー
」
が
資
て
小
説
論
の
第

一
篇

の
題
目
と
な
し
た
る
所
に
し
て
蓋
し
之
を
法
蘭
西
著
名

の
生
理

学
者

「
ク
ロ
ウ
ド
、
ベ
ル
ナ
ー
ル
」

の
著
し
た
る
実
験
医
学
緒

論
に
取
れ
る
な
り

「
ク

ロ
ウ
ド
、
ベ
ル
ナ
ー
ル
」
は

曰
く
今

の
学
問
は
視
察

「
オ
ブ
ゼ

ル
ワ
チ
シ
ヨ
ン

」
と
実
験

「
エ
キ
ス
ペ
リ

マ
ン
タ
シ

ヨ
ン
」
と
の
二
に
基
く
な
り
宇
宙
間

に
て
人
力
の
能
く
変
化
す

べ
か
ら
ざ
る
も
の
に
逢

へ
ぼ
学
者
、

之
を
視
察
し
其
能
く
変
化

す
べ
き
も
の
に
逢

へ
ば
学
者
、
之
を
実
験
す
医
、
若
し
活
人
体

の
作
用
の
本
真
を
悟
ら
ん
と
欲
せ
ぼ
其
視
察

の
功
を
補
ふ
に
実

験
の
績
を
以
て
す
べ
し
彼
の
病
院
、
講
堂
及
び
試
験
室

の
内
に

入
り
て
生
活
の
臭
穢
蠕
動
の
彊
界

(「
フ
エ
チ
ー
ド
、
ウ
ー
、

パ
ル
ピ
タ
ン
」)

に
臨
む
に
非
ざ
る
よ
り
は
真
正
の
医
学

の
発

明
を
得

べ
か
ら
ざ
る
は
恰
も
銀
燭
、
光
を
放

つ
の
広
厦
に
入
る

も
の
〉
先
づ
庖
厨
を
過
ぐ
る
が
如
し
と

「ゾ
ラ
ー
」
は
直
ち
に
此
言
を
挙
げ

て
之
を
小
説

の
結
構
に

応
用
し
た
り
試
に
其
書
中

の
事
物
は
皆
な

「ゾ
ラ
ー
」
の
分
析

と
解
剖
と
を
経
た
り

「ゾ
ラ
ー
」
の
人
情
を
分
析
す
る
や
湯
液

の
酸
滷
を
択
ば
ず
其
世
態
を
解
剖
す

る
や
刀
鋸
の
鈍
鋭
を
問
ふ

こ
と
な
し
而
し
て
此
分
析
、
解
剖

の
順
序
を
叙
列
し
た
る
も
の

は
其
所
謂

「
エ
ト
ユ
ウ
ド
」
な
り

実
験
小
説
が
ベ
ル
ナ
ー
ル
の

『実
験
医

学
序
説
』
を
小
説
に
応
用

し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
実
験
と
観
察

(鴎
外
の
訳
文
で
は
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「視
察
」
)
と
い
う
、
ゾ

ラ
イ
ズ
ム
の
合
言
葉
と
で
も
い
う
べ
き
術

語
ま
で
、
要
領
よ
く
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
文
中
、
「
フ
エ
チ

ュ
ー
ド
、

ウ
ー
、
パ
ル
ピ
タ
ン
」
は
原
文
で
は
、
1e

te
rra
in

f�
tid
o

o
�

p
a
lp
ita
n
t
d
e
la
v
ie

(生
命
に
よ

っ
て
顫
動
し
て
い
る
悪
臭
の
あ

る
領
域
)

の

一
部

「顫
動
し
て
い
る
悪
臭

の
あ
る
」

の

一
部
に
該
当

す
る
。

な
お
、
『し
が
ら
み
草
紙
』
二
十
八
号

(明
治
二
五
年

一
月
)

所
載
の

「
エ
ミ
ル
、
ゾ
ラ
が
没
理
想
」
付
録
に

「医

に
し
て
小
説
を

論
ず
」
と
改
題
し
て
掲
載
さ
れ
た
時

に
は
、
「実
験
小
説
」
は

「試

験
小
説

」
と
改
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
後
で
述

べ
る
。

同
じ
年
の
八
月
、
『国
民
之
友
』
は
、
「仏
国
現
今
実
際
派
文
学
者

の
巨
擘

エ
ミ
ー
ル
、
ゾ
ラ
の
履
歴
性
向

一
斑
」
と
題
し
て
、
五
十
九

号

(
八
月

一
二
日
)
か
ら
六
十
号

(八
月

二
二
日
)
の
二
回
に
わ
た

っ
て
、
ゾ
ラ
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
そ
の
中
で
ゾ
ラ
が
自
分
の
小
説

を
書
く
方
法
に
つ
い
て
語

っ
た
言
葉
と
し
て
次
の
よ
う
な
記
事
が
載

せ
ら

れ
て
い
る
。

余
が

一
の
小
説
を
著
す
や
、
如
何
な
る
事
件
の
起
り
来
る
べ

き
や
ま
た
如
何
な
る
諸
人
物

の
其
中
に
顕
れ
来
る
べ
き
や
其
発

端
其
結
局
皆
曾
て
之
を
予
定
す
る
こ
と
な
し
、
余
は
只
茲
に

一

個
の
重
な
る
人
物
を
定
め
置
き
、

(男
子
に
せ
よ
婦
人
に
せ
よ

大
率
余
が
旧
知
の

一
人
を
)
其
人
物
の
性
向
、
其
の
生
れ
出
た

る
家
族
、
其
始
め
て
受
け
得
た
る
べ
き
感
触
、
及
其
人
物
が
社

会
に
於
け
る
階
級
等
を
熟
考
し
、
次

に
此
の
人
物
が
共
に
相
接

す
べ
き
人
民
、
其

の
隠
栖
、
其

の
呼
吸
す
る
空
気
、
其
職
業
、

習
俗
、
及
び

一
日
の
中
に
起
り
来
る
べ
き
些
細
の
事
ま
で
も
実

際
に
就
て
之
を
観
察
す
る
な
り
、
斯

く
な
し
居
る
中

に
は
脚
色

の
中
に
入
る
べ
き
幾
多

の
景
趣
突
然
我
脳
中
に
入
り
来

る
、
此

景
趣
の
連
続
こ
そ
吾
主
人
公
の
旅
行

し
去
る
べ
き
路
筋
の
里
程

標
と
な
る
も
の
な
り

(中
略
)
且
ま
た
余
は
自
ら
彼
の
下
層
社

会
の
範
囲
の
中
に
暫
く
住
し
た
る
こ
と
あ
れ
ば
、
其
人
民
の
模

様
を
察
し
、
実
際

の
話
を
聞
き
、
実
在
の
事
を
知
り
、
其

の
社

会
に
通
用
す
る
言
語
を
学
び
、
其
の
模
様
景
趣
会
話
の
小
片
皆

之
を
吾
記
臆

の
中

に
貯
ふ
れ
ぼ
、
我
脳
中

に
は
已
に
幾
千
の
漫

散
紛
雑
せ
る
片
々
を
以
て
組
織
し
た

る

一
箇

の
秩
序
も
な
き
小

説
を
有
す
る
な
り
、
偖
尤
も
困
難
な

る
は
此
等
の
細
片
を
ば

一

糸
に
連
貫
す
る
こ
と
な
り
、
余
は
斯

く
す
る
に
想
像
を
用
ひ
ず
、

寧
ろ
冷
淡
な
る
論
理
的
の
法
を
用
ゆ

(『国
民
之
友
』
六
〇
号
、

明
治
二
二
年
八
月
)

こ
ち
ら
の
方
に
は

「実
験
小
説
」
と
い
う
言
葉
自
体
は
出
て
こ
な

い
が
、
ゾ
ラ
の
小
説
作
法
に
つ
い
て
は
よ

り
詳
し
く
具
体
的

に
紹
介

さ
れ
て
い
る
、
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

い
ず
れ

に
せ
よ
、
明
治

二
十
二
年

の
時
点

で
ゾ

ラ
の
小
説
は
、
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「実
験

と
観
察
」
に
よ

っ
て
科
学
者
や
医
学
者
が
人
体
を
分
析
解
剖

す
る
よ
う
に
、
下
層
社
会
や
社
会
の
暗
黒
面
を
実
地
に
観
察
し
、
科

学
的

に
分
析
解
剖
す
る
小
説
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か

る
。さ

ら

に
、
ゾ
ラ
の
影
響
の
も
と
で
作
ら
れ
た
山
田
美
妙

『
い
ち
ご

姫
』

(明
治
二
二
年
)
、
尾
崎
紅
葉

『む
き
玉
子
』

(明
治

二
四
年
)

な
ど
も
現
れ
て
お
り
、
こ
の
頃
す
で
に
ゾ
ラ
の
名
は
文
壇

に
知
ら
れ

て
い
た
。

さ

て
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
鴎
外

は
、
『小
説
論
』
を

『し
が
ら

み
草
紙

』
二
十
八
号

(明
治
二
五
年

一
月
)
所
載

の

「
エ
ミ
ル
、
ゾ

ラ
が
没

理
想
」
付
録
に

「医
に
し
て
小
説
を
論
ず
」
と
改
題
し
て
再

度
掲
載

し
た
。
い
う
ま
で
も
な
く

「
エ
ミ
ル
、
ゾ
ラ
が
没
理
想
」
は

逍
遙
と
の
没
理
想
論
争
の
中
で
、
鴎
外
が
逍
遙
を
ゾ
ラ
に
見
立
て
て

い
こ
う

と
し
た
論
文
で
あ
り
、
当
事
者

の
逍
遙
が
こ
の
論
を
読
ん
で

い
る
こ
と
は
間
違

い
な

い
。
こ
こ
で
鴎
外
は

「実
験
小
説
」
を

「試

験
小
説
」
と
改
訳
し
て
い
る
が
、
当
時
の
辞
書
を
見
て
み
る
と
、
棚

橋

一
郎
、
ダ
ブ

ル
ユ
ゥ
、
イ
ー
ス
ト
レ
ー
キ
訳
述

『
ウ
エ
ブ

ス
タ
ー

氏
新
刊

大
辞
書

和
訳
字
彙
』

(明
治

二

一
年
)
に
は

rex
p
e
ri-

m
en
ti,
v
.
i.-ed
,
-in
g
.
試
ス
、
試
験

ス
ル
、
実
験
ス
ル
L
、
尺
振

八

訳

『明
治
英
和
字
曲
ハ』

(明
治
二
二
年
)

に
は
、
♂
x
p
e
rim
en
t
-e
d

-in
g

(自
)
試
験

ス
ル
、
試
ム
ル
、
実
験
ス
ル
L
な
ど
と
あ
り
、
当

時
、
e
x
p
e
rim
e
n
t
S
訳
語
と
し

て
は

「実
験
す
る
」
「試
験

ス
ル
」

の
両
方
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
か
つ
ま
た
、
「
エ
ミ
ル
、

ゾ
ラ
が
没
理
想
」
本
文
に

「ゾ
ラ
が
小
説
論

に
つ
い
て
の
没
理
想
論

は
試
験
小
説

い
①
触
o日
9
⇒
①×
b
騨
幽日
①9
巴

と
題
し
た
る
数
篇

の

「
エ
ッ
セ
イ

」
に
あ
り
L
と
原
文

つ
き
で
表
記
さ
れ
て
お
り
、
逍
遙

は
こ
れ
も
読
ん
で
い
た
は
ず
で
あ
る
。
し

た
が

っ
て
、
明
治
二
十
二

年
の
時
点
で
鴎
外
が
紹
介
し
た

「実
験
小
説
」
と
い
う
概
念
に
つ
い

て
、
逍
遙
が
注
目
し
な
か

っ
た
と
は
考
え

に
く

い
が
、
百
歩
譲

っ
て

そ
の
時
点
で
は
逍
遙
が
仮

に
注
目
し
な
か

っ
た
に
し
ろ
、
明
治
二
十

五
年
の
時
点
で
は
確
実
に

「実
験
小
説
」
と
ゾ
ラ
イ
ズ
ム
と
を
結
び

付
け
て
考
え
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
明
治
二
十
七
年
頃
に
な
る
と
、
『早
稲
田
文
学
』

で
は
、

ゾ
ラ
イ
ズ
ム
は
す
で
に
周
知

の
概
念
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
、
し
か
も

否
定
的
な
記
事
が
目
立

つ
。

エ
ミ
ー
ル

・
ゾ
ラ
は
此
の
科
学

の
勢
力
に
駆
ら
れ
て
仏
国
に
現

出
せ
し
写
実
派
の
中
心
点
な
り
自
然
主
義

(狭
意
)
現
世
主
義

の
旗
下
に
立
ち
て
、
想
像
力
に
代
ふ

る
に
観
察
力
と

い
ふ
武
器

を
帯
び
た
る
者
こ
れ
な
ん
昨
日
ま
で
の
勝
利
軍
な
り
し

(『早

稲
田
文
学
』
明
治
二
七

・
一
・
一
二
、
文
学
現
象
)

天
地
の
美
を
描
き
、
人
心
の
奥
妙
を
写

す
は
文
学
者

の
本
領
な

る
に
、
今
の
文
学
者
の
多
く
は
唯
パ
ン
を
得
ん
が
為
め
に
媚
淫
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猥

の
楽
を
弄
し
社
会
は
た
之
れ
を
歓
迎
す
。
彼
ら
が
描
く
所
は

社
会
の
影
に
あ
ら
で
む
し
ろ
自
己
の
実
験
な
り
。
(『早
稲
田
文

学
』
明
治
二
七

・
一
〇

・
一
〇
、
時
論
)

特
に
後
者
は
、
ゾ
ラ

一
派
の
文
学
者
が
自
然
主
義
を
振
り
か
ざ
し

な
が
ら
、
好
ん
で
社
会

の
暗
黒
面
を
描
き
出
し
て
い
る
こ
と
を
批
判

し
て
い
る
も
の
だ
が
、
こ
こ
に
も

「実
験
」
と
い
う
語
が
見
ら
れ
る
。

し
か
も
、
美
妙

の
醜
聞
が
報
ぜ
ら
れ
た

『万
朝
報
』
に
は

「或
人

曰
く
美
妙
斎
曾
て
窃
盗
秘
事
を
著
し
て
世
人
を
驚
か
す
之
亦
所
以
あ

る
哉
と
又
曰
く
美
妙
斎
の
小
説
多
く
は
残
忍
刻
薄
に
妙
を
得
た
り
是

れ
其
人

の
生
来
な
り
是
に
由
て
観
る
も
美
妙
斎
が
此
詐
欺
を
な
す
も

又
尤
も
な
る
次
第
な
り
」
(
一
二
月

二
日
)
で
あ
る
と
か
、
先

の
美

妙
の
弁
明
と
称
す
る
手
紙

の
直
後
に

「斯
の
如
き
弁
解
を
得
て
我
社

ハ
殆
ど
云
ふ
所
を
知
ら
ず
、
其
の
判
断
は
世
人
に
任

か
せ
て
、
兎
に

角
美
妙

山
田
武
太
郎
君
が
文
章
益
々
多
祥
な
ら
ん
を
望
む
、
人
情
を

探
ら
ん
が
為
め
身
先
づ
人
情
の
奴
と
な
り
て
其

の
窟
に
投
ず
、
洵
に

美
妙
斎

ハ
熱
心
な
る
作
者
な
る
哉
、
愈
々
以
て
其
の
将
来

の
造
詣
す

る
所

ろ
測
る
可
か
ら
ざ
ら
ん
と
す
る
な
り
」

(
一
二
月
五
日
)
と

い

う
記
事
が
あ
る
。
両
者
と
も
美
妙
の
小
説

の
内
容
と
美
妙

の
実
体
験

を
結
び
付
け
て
い
る
が
、
特

に
後
者
は
、
そ
の
真
意
は
揶
揄
で
あ
る

に
し

て
も
、
前

に
引

い
た
よ
う
な
美
妙

の
弁
解
を
受
け
て
、
少
な
く

と
も
表
面
的
に
は
、
美
妙

の
行
動
を
小
説

の
た
め
の
実
地
調
査
と
し

て
認
定
す
る
書
き
方

に
な

っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中

で
逍
遙
は
、
「小
説
家

は
実
験
を
名
と
し

て
不
義
を
行
ふ
の
権
利
あ
り
や
」
を
発
表

し
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ

は
明
ら
か
に
美
妙

の
行
動
と
ゾ
ラ
イ
ズ
ム

の

「実
験
」
と
を
関
連
付

け
た
上
で
の
非
難
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

三
、
「実
験
」
と

い
う
語
の
意
味

と
は
い
っ
て
も
、
逍
遙
が
ゾ
ラ
の
い
う

「実
験
」
を
正
し
く
理
解

し
た
上
で
非
難
し
て
い
た
と
は
か
ぎ
ら
な

い
。
そ
も
そ
も
、
当
時

「実
験
」
と
い
う
語
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
で
使
わ
れ
て
い
た
の
だ

ろ
う
か
。
『日
本
国
語
大
辞
典
』
(
二
版
、
小
学
館
、
二
〇
〇

一
年
)

で

「実
験
」
を
引
く
と
第

一
義

に

「実
際

に
経
験
を
す
る
こ
と
。
実

地

に
遭
遇
す
る
こ
と
。
体
験
。
」
と
あ
り
、
第

二
義

に

「自
然
科
学

で
、

一
定
の
条
件
を
設
定
し
、
そ
の
下
で
自
然
現
象
を
起

こ
さ
せ
、

そ
れ
を
観
察
や
ま
た
は
観
測
し
、
記
録
す
る
こ
と
。
そ
の
結
果
を
予

測
や
理
論
と
比
較
し
、
正
し
い
考
え
方
を
実
証
し
、
さ
ら
に
そ
の
先

に
発
展
す
る
自
然
科
学
的
手
法
の

一
環
を
な
す
。

エ
ク
ス
ペ
リ
メ
ン

ト
。
」
と
あ
る
。
第
三
義

に

「実
検
」
に
同
じ
と
あ
る
が
、

こ
れ
は

こ
こ
で
は
関
係
が
な
い
。
第

一
義
、
第
二
義
共

に
幕
末
以
降

の
用
例

が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
近
代
以
降

に
定
着

し
た
翻
訳
語
で
あ
る
こ
と

が
容
易
に
想
像
さ
れ
る
。
第
二
版
に
は
初
版

に
な
い
項
目
末

の

「語

誌
」
の
解

説
が
増
補

さ
れ
て

い
て
、
「
明

治
初
期

に

「実

験
」
は
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「経
験

」
と
混
用
さ
れ
た
時
期
も
あ

っ
た
が
、
「経
験
」
は
哲
学

に
、

「実
験
」
は
自
然
科
学
に
と
い
う
使

い
分
け
が
徐

々
に
生
じ
、
明
治

三
十
年
代
以
降
に
定
着
を
見
た
。
L
と
あ
る
。

前
に
引

い
た

「小
説
家
は
実
験
を
名
と
し
て
不
義
を
行
ふ
の
権
利

あ
り
や
」
の
中

で
逍
遙
は
、
二
つ
の
意
味
を
想
定
し
て
い
た
。
第

一

は
、
本
人
が
当
事
者
と
し
て
実
際
に
行
動
を
行

っ
て
み
て
体
験
す
る

こ
と
で
あ
り
、
第

二
は
、
本
人
は
傍
観
者
と
し
て
科
学
者

の
よ
う
に

事
件
を
観
察
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
本
人
が
当
事
者
と
な
る
か

傍
観
者

と
な
る
か
の
違

い
は
あ

っ
て
も
、
ど
ち
ら
と
も

『日
本
国
語

大
辞
曲
ハ』

の
第

一
義
、
す
な
わ
ち
実
際
経
験
の
意
味

で
あ
る
。

こ
れ
は

「実
験
」
と

「経
験
」
と
が
混
用
さ
れ
て
い
た
と
の
指
摘

に
当
て
は
ま
る
例
で
あ
る
が
、
鵬
外
の
場
合
は
ど
う
で
あ

っ
た
だ
ろ

う
。
再
び
引
用
す
る
。

「
ク
ロ
ウ
ド
、

ベ
ル
ナ
ー

ル
」
は
曰
く
今

の
学
問

は
視
察

「
オ
ブ
ゼ
ル
ワ
チ
シ
ヨ
ン
」
と
実
験

「
エ
キ
ス
ペ
リ

マ
ン
タ
シ

ヨ
ン
」
と
の
二
に
基
く
な
り
宇
宙
問
に
て
人
力
の
能
く
変
化
す

べ
か
ら
ざ
る
も
の
に
逢

へ
ば
学
者
、
之
を
視
察
し
其
能
く
変
化

す

べ
き
も
の
に
逢

へ
ば
学
者
、
之
を
実
験
す
医
、
若
し
活
人
体

の
作
用
の
本
真
を
悟
ら
ん
と
欲
せ
ば
其
視
察
の
功
を
補
ふ
に
実

験

の
績
を
以
て
す
べ
し

人
間
の
力
で
変
化
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
は
観
察
す
る
と

い
う
の
は
、
た
と
え
ぼ
気
象

の
変
化
で
あ
る
と
か
天
体

の
運
行
な
ど

に
つ
い
て
考
え
れ
ば
分
か
り
や
す
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
人
間

が
変
化
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
を
実
験
す
る
と
い
う

の
は
、
化

学
や
物
理
の
実
験

の
よ
う
に
、
人
間
が

一
定

の
条
件
を
設
け
て
現
象

に
関
与

で
き
る
も

の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
鴎
外
は

「実

験
」
と
い
う
語
を
現
在

の
自
然
科
学

で
い
う

「実
験
」、

つ
ま
り
、

『日
本
国
語
大
辞
典
』
の
第
二
義
で
使

っ
て
い
る
わ
け
だ
。
そ
の
次

の
、
医
学
で
は
、
観
察
だ
け
で
は
不
足

の
と
こ
ろ
は
実
験
す
る
と
い

う
内
容
も
同
様

に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
鵬
外
は
、
自
然
科
学
や
医
学

に
つ
い
て
の
説
明
で
は

「観
察
」
と

「実
験
」
と
を
峻
別
し
て
い
た
の
だ
が
、
小
説

に
つ
い

て
と
な
る
と
話
は
曖
昧

に
な
る
。
先

の
引
用

の
よ
う
に
ゾ
ラ
の
小
説

に
書
か
れ
て
い
る
も
の
は
す
べ
て
彼

の
分
析

と
解
剖
を
経
て
い
る
と

い
う
説
明
な
の
だ
が
、
こ
れ
ら
と
自
然
科
学
的
な

「実
験
」
が
ど
う

結
び

つ
く
の
か
、
は

っ
き
り
と
読
み
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

四
、
ゾ
ラ
の

「実
験
」

で
は
、
当
の
ゾ
ラ
は
、
ど
の
よ
う
に
小
説

で

「実
験
」
を
行
う
と

主
張
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
『実
験
小
説

論
』
を
見
て
み
よ
う
。

C
la
u
d
e
B
ern
a
rd
a
,
to
u
te
sa
v
ie,

c
h
er
ch
�
et
c
o
m
b
a
ttu
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p
o
u
r

f
a
ir

e
n
t
r
e
r
la

m

�
d
ic
in
e

d
a
n
s

u
n
e
v
o
ie

s
c
ie
n
tif
i-

q
u
e
.

N

o
u
s

a
s
s
is
t
o
n
s

l�

a
u
x

b
a
lb
u
t
ie
m

e
n
ts

d
'u
n
e

s
c
ie
n
c
e

s
e

d
�
g
a
g
e
a
n
t
p
e
u

�

p
e
u

d
e

l'e
m

p
r
is
m

e

p
o
u
r

s
e

f
ix
e
r

d
a
n
s

la

v
�
r
it
�
,
g
r
�
c
e

�

la

m

e
th
o
d
e

e
x
p
�
r
-

im

e
n
t
a
le
.
C
la
u
d
e

B
e
r
n
a
r
d

d
�
m

o
n
tr
e
q
u
e
c
e
tt
e
m

�
t
h
-

o
d
e

a
p
p
liq
u
�
e

d
a
n
s

l'�
t
u
d
e

d
e
s

c
o
r
p
s
b
r
u
ts
,
d
a
n
s

la

c
h
im

ie

e
t

d
a
n
s

la

p
h
y
is
iq
u
e
,
d
o
it

l'�
tr
e

�
g
a
le
m

e
n
t

d
a
n
s

l'�
tu
d
e

d
e
s

c
o
r
p
s
v
iv
a
n
ts
,
e
n

p
h
y
s
io
lo
g
ie

e
t
e
n

m

�
d
ic
h
in
e
.
J
e

v
a
is

t
�
c
h
e
r

d
e

p
r
o
u
v
e
r

�

m

o
n

t
o
u
r

q
u
e
,
s
i
la

m

�
th
o
d
e

e
x
p
�
r
im

e
n
t
a
le

c
o
n
d
u
it

�

la

c
o
n
-

n
a
is
s
a
n
c
e

d
e

la

p
h
y
is
iq
u
e
,
e
lle

d
o
it
c
o
n
d
u
ir
e

a
u
s
s
i
a

la

c
o
n
n
a
is
s
a
n
c
e

d
e

la

v
ie

p
a
s
s
io
n
n
e
lle

e
t

in
t
e
l-

le
c
tu
e
lle
.
C
e

n
'e
s
t
l�

q
u
'u
n
e
q
u
e
s
t
io
n

d
e
d
e
g
r
�
s
d
a
n
s

la

m

�
m

e
v
o
ie
,
d
e

la
c
h
im

ie
�

la

p
h
y
is
io
lo
g
ie
,
p
u
is
d
e

la

p
h
y
is
io
lo
g
ie

�

l'a
n
th
r
o
p
o
lo
g
ie

e
t

�

la

s
o
c
io
lo
g
ie
.

L
e

r
o
m

a
n

e
x
p
�
r
im

e
n
ta
l
e
s
t

a
u

b
o
u
t
.

(

:
-p
(引

用

は

'

Z
o
la
E
m

ile
O
e
v
r
e
s
c
o
m

p
le
t
e
s
E
d
it
io
n

�
t
a
b
lie

s
o
u
s

l
a

d
ir
e
c
t
io
n
,

H

e
n
r
i

M

itt
e
la
r
d
,

P
a
r
is
,

C
e
r
c
le

d
u

L
iv
r
e

P
r
e
c
ie
u
x

1
9
6
8

に

よ

る

。
)

ク

ロ

ー

ド

・
ベ

ル

ナ

ー

ル

は

生

涯

を

通

じ

て

、

医

学

を

科

学

的

な

道

程

に

押

し

す

す

め

る

た

め

に

研

究

し

、

た

た

か

っ
た

。

そ

こ
に
は
実
験
的
な
方
法

の
お
か
げ
で
経

験
主
義
か
ら
次
第
に
抜

け
出
し
、
真
理
の
中

に
根
を
張

っ
て
ゆ
く
ひ
と
つ
の
科
学
の
ま

だ
幼

い
す
が
た
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ク
ロ
ー
ド

.
ベ
ル
ナ

ー
ル
は
、
化
学
や
物
理
で
無
生
物

の
研
究
に
応
用
さ
れ
た
こ
の

方
法
は
、
生
理
や
医
学
で
の
生
物
の
研
究
に
も
応
用
さ
れ
ね
ぼ

な
ら
な
い
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
。
そ
こ
で
私
は
、
も
し
実
験

的
方
法
が
肉
体
的
な
生
命
を
明
ら
か
に
で
き
る
も

の
な
ら
ば
、

そ
れ
は
ま
た
感
情
的
ま
た
は
知
的
な
生
命
を
も
明
ら
か
に
で
き

る
は
ず
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
て
み
る

つ
も
り
で
あ
る
。
そ
こ

に
は
化
学
か
ら
生
理
学

へ
、

つ
い
で
生
理
学
か
ら
人
類
学
ま
た

は
社
会
学

へ
と
通
ず
る
お
な
じ
道
程
上

で
の
程
度
の
問
題
し
か

存
在

し
な

い
。
実
験
小
説
は
そ

の
果

て

に
あ
る
の
で
あ

る
。

(河
内
清
訳
、
『世
界
文
学
大
系

ゾ

ラ
』
筑
摩
書
房
、
昭
和

三
四
年
)

ゾ

ラ
は
、
こ
の

『実
験
小
説
論
』
の
中

で
徹
頭
徹
尾
ク

ロ
ー
ド
、

ベ
ル
ナ
ー
ル
の
小
説

へ
の
応
用
者
を
以

っ
て
任
じ
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
ベ
ル
ナ
ー
ル
が
医
学
に
お
い
て
実
験
的
方
法
を
主
張
す
る
ま
で

は
、
化
学
や
物
理
の
よ
う
な
実
験
的
方
法

は
、
人
体
の
よ
う
な
複
雑

な
生
命
体
に
は
応
用
で
き
な

い
の
で
、
医
学
は
勘
と
経
験

に
頼
る
技

術

に
過
ぎ
な

い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
だ
が
、
ベ
ル
ナ
ー
ル
は
、
実

験
的
方
法
を
医
学
に
応
用
し
、
医
学
を
科

学
的
な
学
問
と
す
る
こ
と

2　　



を

主

張

し

た

。

医

学

の

よ
う

に

複

雑

な

生

命

体

に
実

験

的

方

法

が

応

用

で

き

る

の

で

あ

れ

ば

、

よ

り
複

雑

な

人

類

、

社

会

に

も

応

用

で

き

る

の

で

は

な

い

か

、

と

い
う

の

が
ゾ

ラ

の
主

張

で
あ

り

、

そ

れ

が

実

験

小

説

の
方

法

だ

と

い
う

の

で

あ

る

。

こ

こ

で
ゾ

ラ

の

い
う

「
実

験

」

は

、

当

然

、

自

然

科

学

的

な

「
実

験

」
、

つ
ま

り

、

『
日
本

国

語

大

辞

典

』

の
第

二
義

の
は

ず

で

あ

る

が

、

そ

の

「
実

験

」

を

小

説

に

応

用

す

る

と

い
う

こ

と

は

、

具

体

的

に

ど

う

す

る

こ

と

な

の
だ

ろ

う

。
ゾ

ラ

は
、

ベ

ル
ナ

ー

ル

に
よ

る
観

察

家

と

実

験

家

の

区

別

、

す

な

わ

ち

、

観

察

家

は

純

粋

に
自

然

を

観

察

す

る

だ

け

な

の

に
対

し

て
実

験

家

は

検

証

の

目

的

で
自

然

に

働

き

か

け

る

も

の

で
あ

る

と

の
区

別

、

お

よ

び

、

実

験

と

は

検

証

の

目

的

で
誘

発

さ

れ

た

観

察

で

あ

る

と

の
定

義

を

紹

介

し

た

後

、

次

の

よ

う

に
続

け

る
。E

n

r
e
v
e
n
a
n
t
a
u
r
o
m
a
n
,
n
o
u
s
v
o
y
o
n
s
�
g
a
le
m
e
n
t
q
u
e

le
r
o
m

a
n
c
ie
r
e
s
t
fa
it
d
'u
n
o
b
s
e
rv
a
t
e
u
r
e
t
d
'u
n
e
x
p
�
r
-

im

e
n
t
a
t
e
u
r
°
L
'o
b
s
e
r
v
a
t
e
u
r

c
h
e
z

lu
i
d
o
n
n
e

le
s
f
a
its

t
e
ls

q
u
'il
le
s

a

o
b
s
e
r
v
�
s
,
p
o
s
e

le

p
o
in
t

d
e

d
�
p
a
r
t
,

�
t
a
b
lit
le
t
e
r
r
a
in
s
o
lid
e
s
u
r
le
q
u
e
l
v
o
n
t
m
a
r
c
h
e
r
le
s

p
e
r
s
o
n
n
a
g
e
s
e
t
s
e
d
�
v
e
l
o
p
p
e
r
le
s
p
h
�
n
o
m
�
n
e
s
°
P
u
is

l'e
x
p
�
r
im

e
n
t
a
t
e
u
r
p
a
r
a
it
e
t
in
s
t
itu
t
e
l'e
x
p
�
r
ie
n
c
e

,
je

v
e
u
x

d
ir
e

f
a
it
m

o
u
v
o
ir

le
s

p
e
r
s
o
n
n
a
g
e
s

d
a
n
s

u
n
e

h
is
t
o
ir
e
p
a
r
t
ic
u
li�
r
e

,
p
o
u
r
y

m
o
n
t
r
e
r
q
u
e
la

su
c
c
e
s
-

s
io
in

d
e

fa
it
s

y

s
e
r
a

t
e
lle

q
u
e

l'
e
x
ig
e

le

d
�
t
e
r
-

m
in
is
im
e
d
e
p
h
�
n
o
m
�
n
e
s
m
is
�

l'�
t
u
d
e

°

小

説

に
立

ち

も

ど

れ
ば

、

お
な

じ

よ

う

に
小

説

家

も

ま

た

観

察

家

と

実

験

家

と

で
成

り
立

つ

こ

と

が

わ

か

る
。

彼

の
中

の
観

察

家

は

観

察

し

た

と

お
り

の
事

実

を

提

供

し

、

出

発

点

を

お
き

、

や

が

て
諸

人

物

が

進

行

し
諸

現

象

が

展

開

す

る
堅

固

な

地

盤

を

も

う

け

る
。

つ

い

で
実

験

家

が

あ

ら

わ

れ

て

実

験

を

設

定

す

る
。

つ
ま

り

あ

る
特

定

の
物

語

の
う

ち

に
諸

人

物

を

活

動

さ

せ

、

そ

こ

で

は
諸

事

実

の
継

続

が

研

究

課

題

で
あ

る
諸

現

象

の
デ

テ

ル

ミ

ニ

ス
ム

が

要

求

す

る

と

お
り

に

な

る

こ

と

を

示

す

の

で
あ

る

。

「
デ

テ

ル

ミ

ニ
ス

ム
」

は

、

ふ

つ
う

決

定

論

と
訳

さ

れ

る

が

、

こ

こ

で

は

原

因

と
結

果

の
関

係

く

ら

い

に
取

っ
て

お

い

た
方

が

よ

い
。

小

説

で

も

科

学

と
同

じ

よ

う

に
観

察

家

が

人

間

や

社

会

を
観

察

し

、

実

験

の

た

め

の
基

礎

を

作

る
。

そ

し

て
、
・
実

験

家

は

、

設

定

さ

れ

た

小

説

世

界

の
中

で
実

際

に
登

場

人

物

を

動

か

し

て

み

て
、

仮

説

と

し

て
設

定

し

た

人

生

や

社

会

に

お

け

る

原

因

結

果

の
関

係

を

検

証

す

る

、

そ

れ

が

実

験

小

説

だ

、

と

い
う

の
だ

。

以

上

の

よ

う

な
ゾ

ラ

の
考

え

方

は

次

の
文

か

ら

も

端

的

に
知

る

こ

と

が

で
き

る
。

へ説小私らか説小験実mwH



L
e

p
r
o
b
l�
m

e

e
s
t

d
e

s
a
v
o
ir

c
e

q
u
e

t
e
lle

p
a
s
s
io
n
,

a
g
is
s
a
n
t
d
a
n
s
te
l
m

ilie
u

e
t
d
a
n
s
t
e
lle
s
c
ir
c
o
n
s
t
a
n
c
e
s
,

p
r
o
d
u
ir
a

a
u

p
o
in
t

d
e

v
u
e

d
e

l'in
d
iv
id
u

e
t

d
e

la

s
o
c
i�
te
°

問
題
は
あ
る
情
熱
が
あ
る
環
境
や
あ
る
い
く
つ
か
の
状
況

の
な

か
で
行
動
し
た
ら
、
個
人
的
、
社
会
的
見
地
か
ら
み
て
ど
ん
な

結

果
を
生
む
こ
と
に
な
る
か
を
知
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
小
説
が
実
際
に
可
能
な
の
か
は
と
も
か
く
と
し
て
、

い
ま
風

に
い
う
な
ら
ば
人
生

の
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
空
想
世
界
の

中

で
実
際
に
行

い
、
そ
れ
を
観
察
し
て
記
述
す
る
の
が
実
験
小
説
だ

と
い
う

こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
ゾ
ラ
の
い
う

「実
験
」
は
自
然

科
学
的

な

「実
験
」
だ

っ
た
の
だ
。

五
、
「実
験
」
か
ら
私
小
説

ヘ

ゾ
ラ
は
自
然
科
学
的
な
意
味
で
の

「実
験
小
説
」
を
主
張
し
た
わ

け
だ
が
、
そ
の
主
張
は
、
当
時

の
日
本
で
は
正
し
く
理
解
さ
れ
な
か

っ
た

の
で
あ
る
。
逍
遙
に
と

っ
て
の

「実
験
」
は
、
当
事
者
に
せ
よ

傍
観
者

に
せ
よ
あ
る
い
は
科
学
者
の
よ
う
に
に
せ
よ
、
実
際
に
経
験

し
た

こ
と
を
観
察
す
る
こ
と
で
あ

っ
た
。
鴎
外
が
再
録
に
お
い
て

「実
験

小
説
」
を

「試
験
小
説
」
と
改
訳
し
た
の
も
、
当
時
に
お
け

る

「実
験
」
と
い
う
語

の
語
感
か
ら
来
る
も

の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ

ち
、
少
な
く
と
も
自
然
科
学
に
お
け
る

「観
察
」
と

「実
験
」

の
違

い
に
つ
い
て
熟
知
し
て
い
た
鴎
外

は
、
「実
験
」
と
訳
し
た
場
合
、

実
地
経
験

・
実
地
観
察
と
い
う
誤
解
を
生

む
可
能
性
を
感
じ
取

っ
て

「試
験
」
と
改
め
た
と
考
え
ら
れ
る
。

『国

民
之
友
』
の
記
事
は
、

ゾ
ラ
の
実
験
小
説

の
概
念
を
か
な
り
よ
く
伝

え
て
い
る
が
、
そ
れ
で

も
詳
細
な
実
地
観
察
に
基
づ
き
、
想
像
を
交

え
ず
に
社
会

の
現
実
を

あ
り
の
ま
ま
に
書
く
程
度

の
理
解
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は

「実
験
小

説
」
と
い
う
語
は
用

い
ら
れ
ず

「写
実
的
小
説
」
と
い
う
語
で
紹
介

さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
当
時

の
理
解
を
踏
ま
え
て
考
え
て
み
る
と
、
美
妙
が

醜
聞
を
報
ぜ
ら
れ
て
も
そ
れ
を
否
定
せ
ず
開
き
直

っ
た
の
は
、
単
な

る
開
き
直
り
の
弁
明
で
は
な
く
、
大
真
面

目
で
ゾ

ラ
イ
ズ
ム
の
実
践

と
し
て
実
地
経
験
を
行

っ
て
い
る

つ
も
り
だ

っ
た
と
考
え
る
の
が
妥

当

で
あ
ろ
う
。
前
述
し
た
よ
う
に
当
時
す
で
に
ゾ
ラ
イ
ズ
ム
は
か
な

り
広
く
知
ら
れ
て
い
た
し
、
美
妙
自
身
影
響
を
受
け
て
い
た
。
逍
遙

は
、
「小
説
家
は
実
験
を
名
と
し
て
不
義
を
行
ふ
の
権
利
あ
り
や
」

で
美
妙
の
開
き
直
り
に
対
す
る
世
間

の
批
判
が
手

ぬ
る
い
こ
と
に
切

歯
扼
腕
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
美
妙
の
み
な
ら
ず
当
時
の
世
間
に

も
ゾ
ラ
イ
ズ
ム
に
つ
い
て
美
妙
の
よ
う
な
考
え
を
容
認
す
る
雰
囲
気

が
あ

っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
だ
ろ
う
。
や

や
、
時
期
は
下
が
る
が

『帝
国
文
学
』

に
次
の
よ
う
な
記
事
が
見

え
る
。
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筆

を
特
殊
の
社
会
に
染
め
、
特
殊

の
人
格
を
描
出
せ
む
と
せ
ぼ
、

身
を
親
ら
其
境
に
投
じ
て
実
践
経
験

の
功
を
積
ま
ざ
る
可
ら
ず
。

然
ら
ざ
れ
ぼ
、
平
常
其
社
会
に
出
入
し
、
異
な
り
た
る
場
合
に

於

て
、
特
異
の
機
会
に
於

て
、
異
な
り
た
る
人
物

に
就
て
、
精

確
緻
密
の
観
察
を
な
し
彼
等
の
生
活
家
庭

の

状
態
、
彼
等
の

用
語
、
座
作
進
退
に
至
る
ま
で
、
咀
嚼
会
得
し
了
せ
る
の
後
に

筆

を
下
す
に
於
て
、
初
め
て
歴
々
と
し
て
特
殊
な
る
人
格
の
躍

動
を
見
る
を
得
可
き
な
り

(『帝
国
文
学
』
明
治
三
二

・
八

・

一
〇
、
雑
報
)

こ
れ
な
ど
は
、
先

に
引
い
た

『国
民
之
友
』

の
ゾ

ラ
イ
ズ
ム
の
紹

介
と
合
致
す
る
内
容
で
あ
る
。
小
説
を
作
る
に
あ
た

っ
て

「実
験
と

観
察
」

を
重
視
し
た
記
事
と
い
え
る
。
さ
ら
に
田
山
花
袋
は
、
翌
明

治
三
十

三
年

の

「懸
賞
小
説
の
評
」
で
次
の
よ
う

に
述
べ
る
。

諸

君
が
小
説
の
筆
・を
染
め
や
う
と
思

つ
た
な
ら
、
好
く
実
際
を

観
察
し
て
、
そ
の
複
雑
し
た
実
際

の
中
か
ら
、
人
間
の
性
格
は

ど
う

い
ふ
発
展
を
為
る
か
、
箇
人
の
性
格
は
ど
う
い
ふ
運
命
を

作

る
か
、
先
天
的
傾
向
は
ど
の
点
ま
で
人
間
の
基
本
思
想
に
関

連
す
る
か
と
い
ふ
事
を
好
く
考

へ
て
、
そ
し
て
そ
れ
を
成
る
べ

く
静
か
な
落
付
い
た
態
度

で
、
刻
苦
励
精
し
て
筆
紙

に
上
す
こ

と
が
必
要

で
あ
ら
う
と
思
ふ
。
(
『中
学
世
界
』
第
三
巻

一
五
号
、

明
治
三
三
年

=

月
)

こ
れ
は

『中
学
世
界
』
の
読
者

へ
向
け

て
の
言
葉
で
あ
る
か
ら
、

前
の
例
ほ
ど
に
徹
底
し
た
観
察
を
要
求
し

て
い
る
わ
け
で
は
な
か
ろ

う
が
、
そ
れ
で
も
ゾ
ラ
的
な
発
想
は
明
確

に
う
か
が
え
る
。

花
袋
は
や
が
て
明
治
四
十
年
、
日
本
の
私
小
説

の
元
祖
と
も
い
え

る

『蒲
団
』
を
発
表
す
る
が
、
『蒲
団
』
発
表
後

に
な

っ
て
も
、
花

袋
は
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
。

我
れ
以
外
の
人
問
や
物
象
の
細
か
い
サ
イ

コ
ロ
ジ
イ
を
何
う
し

て
探
る
か
と
言
ふ
に
実
験
と
観
察

に
よ
り
作
者

の
主
観
を
鋭
敏

に
す
る
事

で
あ
る
。
即
ち
物
を
見
る
頭
、
心
の
修
錬
が
必
要
に

な
る
。
こ
の
修
錬
が
積
み
さ

へ
す
れ
ば

対
象

の
微
細
な
1
類

型
的

で
な

い
個
性
的
な
心
理
ま
で

も
見
破

れ
る
と
信
ず
る
。

(「描
写
雑
論
」
『早
稲
田
文
学
』
明
治
四
二

・
一
〇

・
一
)

こ
れ
な
ど
は
、
経
験
の
意
を
持

つ

「実
験
」
の
用
例
が
こ
の
頃
ま

で
残

っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
例
だ
が
、
本
稿

の
興
味
か
ら
い
う
と
、

花
袋
は

『蒲
団
』
執
筆
以
前
も
そ
れ
以
降

も
ゾ
ラ
イ
ズ
ム
的
な
発
想

を
持

っ
て
い
た
こ
と
示
す
例
で
あ
る
点

に
着
目
し
た
い
。
『蒲
団
』

は
花
袋

の

「実
験
と
観
察
」
に
よ

っ
て
成
立
し
た
作
品
だ
と
い
う
こ

と
が
で
き
る
か
ら
だ
。
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お
わ
り
に

ゾ
ラ
イ
ズ
ム
の
文
学
と
明
治
四
十
年
頃
以
降

の
自
然
主
義
文
学
と

が
性
格
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
そ
の
通
り
で
あ

る
。
と

こ
ろ
が
、
当

の
花
袋
は

『蒲
団
』
執
筆
・後
も
、
ゾ
ラ
イ
ズ
ム

の
合
言
葉
と
も

い
え
る

「実
験
と
観
察
」
の
重
要
性
を
主
張
し
て
い

た
の
だ
。
そ
れ
は

「実
験
」
と
は
ゾ
ラ
の
い
う
科
学
的
な
実
験
で
は

な
く
、
実
際
に
体
験
し
詳
細

に
観
察
す
る
と
い
う

「実
験
」
理
解
に

よ
る
も

の
だ

っ
た
。
か
つ
ま
た
、
実
地
体
験
と
観
察
と
を
重
視
す
る

日
本
的
ゾ
ラ
イ
ズ
ム
の
主
張
は
、
美
妙
の
ス
キ

ャ
ン
ダ

ル
が
起

っ
た

明
治
二
十
年
代

に
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
「実
験
」

と
い
う
翻
訳
語
の

一
筋

の
糸
に
よ

っ
て

「実
験
小
説
」
か
ら

「私
小

説
」
の
誕
生
ま
で
を
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。

こ
れ
は
や
は
り
翻
訳
語
と
い
う
、
何
だ
か
分
か
ら
な
い
け
れ
ど
も

価
値
が

あ
り
そ
う
な
も
の
と
い
う
シ
ロ
モ
ノ
の
働
き
と
み
る
こ
と
が

で
き
る
だ
ろ
う
。
フ
ラ
ン
ス
の
お
偉

い
さ
ん
が

「実
験
」
を
主
張
し

て
い
る

の
だ
か
ら
し
た
が
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
わ
け
だ

が
、
肝

心
の
意
味

の
ほ
う
を
穿
き
違
え
て
し
ま

っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
本
稿

で
は
、
「実
験
」
を

ex
p
e
rm
e
n
t
S
訳
語
と
し

て
の
み
取
り
扱

っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
た
と
え
ぼ
綱
島
梁
川
が

「
予
が
見
神
の
実
験
」

(明
治
三
八
年
)
な
ど
と
い
う
と
き
、
そ
の

「実
験
」
に
は
経
験
と
い
う
語
を
超
え
た
重
さ
が
あ
る
。
あ
る
い
は
、

当

時

の
作

家

が

「
実

験

」

を

重

視

し

た

の

に

は

、

「
実

験

」

と

い
う

語

に

「
経

験

」

を

超

え

た

特

別

な

思

い
入

れ

を

も

っ
て

い
た

か

ら

か

も

し

れ

な

い
。

こ

自

然

科

学

的

な

「
実

験

」

の
意

味

と

は

違

っ
た

「
実

験

」

を

「
経

験

」

と

区

別

し

て

用

い

る
例

も
存

在

す

る
。

こ

れ

に

つ

い
て

は

さ

ら

に
考

え

て

み

る
必

要

が

あ

り

そ

う

だ

。

注(1
)

本
間
久
雄
氏
は

「
こ
の
後
期
の
自
然
主
義

(明
治
三
九
年
以
降

の
も

の
。
論
者
注
)
は
、
前
期

の
も

の
が
、
ゾ
ラ
を
典
範
と
し
て
ゐ
た

の
と

は
異
り
、
ゾ

ラ

と
は
殆
ん

ど
無

関
係

の
ま

〉
に
出

発

し

て
ゐ

る
。
」

(
『続

明
治
文
学
史
』

(下
巻
)

(東

京
堂
出
版
、

一
九
六

四
年
)
と

述

べ
て
い
る
が
、

こ
の
考

え
方
は
現
在

で
も

一
般
的

で
あ
る
。

(2
)

本
間
氏

に
指
摘
が
あ

る

(注
1
に
同
じ
。)

ほ
か
、
吉
田
精

一

『自

然
主
義

の
研
究
』

(上
巻

)
(東
京
堂
出
版
、
昭
和
三
〇
年
)
は
明
治

二

十
年
代

の
ゾ

ラ
の
紹
介

・
影
響

に
つ
い
て
詳
述
し
て
い
る
。

(3
)

嵐
山
光

三
郎

『
美
妙
、
消

え
た
』

(朝
日
新
聞

社
、
二
〇
〇

一
年
九

月
)

(
4
)

本
間
氏

(注
1

に
同
じ
。
)
は
、
明
治

一
七
年
刊

の

『維
氏
美
学
』

に
ゾ

ラ
の
名
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し

て
い
る
。
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