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「
そ
れ
か
ら
の
定
有
堂
」 

 

そ
の
五 

両
義
性
に
つ
い
て 

奈
良 

敏
行 

    

  

 

 

先
日
『
町
の
本
屋
と
い
う
物
語
―
定
有
堂
書
店
の
４３
年
』
の
読

書
会
が
あ
っ
た
。
い
ろ
ん
な
感
想
を
い
た
だ
い
た
の
だ
が
、
定
有
堂

の
実
存
が
両
義
的
だ
、
と
い
う
意
見
が
あ
っ
た
。
矛
盾
し
た
も
の
の

同
居
、
入
れ
子
構
造
の
二
重
性
な
ど
だ
。
場
所
を
変
え
て
考
え
て
み

た
い
と
思
い
つ
づ
け
て
い
た
。 

 

わ
た
し
は
「
詩
」
は
ま
っ
た
く
わ
か
ら
な
い
。
だ
か
ら
詩
の
鑑
賞

と
い
う
以
前
の
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
「
生
き
よ
う
と
生
き
る
ほ
う

へ
」
と
い
う
白
井
明
大
さ
ん
の
一
節
が
こ
こ
し
ば
ら
く
気
に
な
っ
て

し
か
た
が
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
本
の
タ
イ
ト
ル
で
も
あ
る
の
だ
が
、

何
度
覚
え
よ
う
と
し
て
も
覚
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
な
ん
で
覚
え
ら
れ

な
い
の
だ
ろ
う
と
い
う
の
が
、
気
に
な
る
理
由
だ
っ
た
。 

 

ず
い
ぶ
ん
考
え
た
の
だ
が
、
こ
の
一
節
が
現
実
に
対
象
を
も
た

な
い
か
ら
だ
と
い
う
こ
と
に
気
が
つ
い
た
。
こ
の
ま
ま
で
は
説
明

の
つ
か
な
い
一
節
な
の
だ
。
ふ
と
こ
れ
も
「
実
存
の
両
義
性
」
な
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
思
っ
た
。
「
生
き
よ
う
と
」
、
「
生
き
る
ほ

う
へ
」
、
こ
の
言
葉
の
統
合
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
わ
た
し
は
思
い
描
く

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
覚
え
ら
れ
な
い
の
だ
。 

 

「
生
き
る
」
「
生
き
な
い
」
の
二
択
を
越
え
た
も
の
の
響
き
が
こ

こ
に
あ
る
。
こ
ん
な
短
い
言
葉
も
気
に
な
る
。 

《
戻
り
た
い
と
風
が
鳴
き
越
え
て
こ
い
と
声
が
呼
ぶ
》（
「
風
声
」
） 

 

こ
の
言
葉
も
現
実
に
着
地
で
き
な
い
。
着
地
で
き
な
い
ま
ま
に
頭

の
中
で
ぐ
る
ぐ
る
回
る
。 

《
忘
れ
な
さ
い 

と
テ
ィ
ナ
は
呼
び
か
け
る 

伝
え
な
く
て
は
と 

テ
ィ
ナ
は
ま
た
ゆ
れ
る
》
（
「
テ
ィ
ナ
・
サ

ガ
リ
バ
ナ
」
） 

 

前
に
シ
モ
ー
ヌ
・
ヴ
ェ
イ
ユ
の
「
南
を
向
い
て
北
の
星
を
見
る
」

と
い
う
言
葉
を
引
用
し
た
こ
と
が
あ
る
。
実
存
の
両
義
性
と
い
っ
て

い
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
両
義
性
は
「
重
力
」
（
人
の
不
幸
）
の
内

省
に
根
ざ
す
も
の
だ
。
白
井
さ
ん
は
い
う
。 

《
な
ぜ
逃
げ
た 

と
言
わ
れ
た
こ
と
が
何
度
か
あ
る 

生
き
た
か
っ
た
か
ら
と 

正
直
に
答
え
る
こ
と
は
た
め
ら
わ
れ
た
》
（
「
生
き
る
」
） 

 

『
町
の
本
屋
』
の
読
書
会
で
は
、
企
画
・
進
行
の
浜
田
浩
之
さ
ん
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が
の
っ
け
に
「
最
初
に
断
念
す
る
も
の
が
あ
っ
た
の
で
す
ね
」
と
言

い
切
っ
た
。
わ
た
し
も「
断
念
し
な
け
れ
ば
で
き
な
い
本
屋
だ
っ
た
」

と
応
じ
た
。
こ
こ
が
両
義
性
の
入
口
だ
ろ
う
か
。
で
も
「
実
存
の
両

義
性
」
と
い
う
言
葉
を
く
れ
た
松
田
裕
史
さ
ん
は
、
そ
れ
が
定
有
堂

の
魅
力
だ
し
長
く
つ
づ
け
ら
れ
た
原
因
だ
と
分
析
し
た
。 

 

白
井
さ
ん
の
言
葉
の
二
重
性
は
、
二
声
的
と
い
っ
た
方
が
正
し
い

か
も
し
れ
な
い
。「
な
ぜ
逃
げ
た
」
、
こ
れ
は
誰
が
言
う
の
だ
ろ
う
。

人
は
毀
損
す
る
と
自
分
を
二
重
に
生
き
る
。
「
な
ぜ
逃
げ
た
」
と
い

う
発
話
は
自
分
が
毀
損
し
た
と
告
げ
て
い
る
に
等
し
い
。
だ
か
ら
自

分
の
言
葉
・
声
が
二
声
に
な
っ
た
。「
生
き
よ
う
と
生
き
る
ほ
う
へ
」

は
対
話
す
る
二
声
な
の
だ
。
し
か
し
わ
た
し
は
こ
の
対
話
の
中
に
入

っ
て
い
け
な
い
の
で
、
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
こ
の
言
葉
を
自
分
の
中

に
定
着
で
き
な
い
。
た
だ
こ
ん
な
言
葉
を
つ
ぶ
や
く
人
が
異
形
に
思

え
て
な
ら
な
い
。 

 

ミ
ハ
イ
ル
・
バ
フ
チ
ン
は
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ー
と
カ
ー
ニ
バ
ル
と
い
う

概
念
で
対
話
理
論
を
語
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
わ
た
し
の
二
重
化
あ
る

い
は
多
重
化
、
そ
し
て
価
値
の
逆
転
、
そ
ん
な
昔
考
え
て
い
た
こ
と

を
思
い
出
し
た
。 

 

白
井
さ
ん
の
中
の
二
声
は
、
や
が
て
も
う
一
つ
別
の
声
と
な
っ
て

い
く
。 

《
な
ぜ
と
い
う
問
い
に 

う
ま
く
答
え
ら
れ
な
く
て
も 

 
 
 
 
 

（
中
略
） 

で
も
き
っ
と 

い
ま
い
る
こ
こ
か
ら 

生
き
よ
う
と
生
き
る
ほ
う
へ
》
（
「
生
き
る
」
） 

 

こ
う
し
て
や
が
て
「
生
き
た
い
か
ら
生
き
る
ん
だ
」
と
い
う
第
三

の
声
が
聞
こ
え
て
く
る
。
白
井
さ
ん
の
詩
は
毀
損
し
た
魂
が
多
声
化

し
、
カ
ー
ニ
バ
ル
の
よ
う
な
豊
か
さ
を
は
ら
ん
だ
。 

 

さ
て
、
わ
た
し
は
ど
こ
へ
行
く
の
だ
ろ
う
。
生
き
よ
う
と
生
き
る

ほ
う
へ
、
入
れ
子
構
造
の
導
く
ま
ま
に
、
日
々
を
重
ね
る
。 
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