
「
言
葉
―
―
そ
れ
は
あ
る
出
来
事
の
〈
シ
ナ
リ
オ
〉
の
よ
う
な
も

の
で
あ
る
。
言
葉
の
全
一
的
な
意
味
の
生
き
た
理
解
と
は
、
会
話

者
た
ち
の
相
互
関
係
と
い
う
出
来
事
の
再
現
で
あ
り
、
新
た
に
そ

の
出
来
事
を
〈
再
現
〉
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
ミ
ハ
イ
ル
・

バ
フ
チ
ン
）

１

朗
読
と
は
な
に
か

わ
た
し
が
子
ど
も
の
こ
ろ
、
ラ
ジ
オ
で
は
落
語
や
浪
曲
と
い
っ
た

語
り
芸
が
大
き
な
比
重
を
占
め
て
い
た
。
ま
た
、
放
送
劇
や
朗
読
な

ど
も
ラ
ジ
オ
で
よ
く
聞
い
た
も
の
で
あ
る
。

テ
レ
ビ
が
普
及
し
て
く
る
と
、
音
声
表
現
よ
り
も
映
像
表
現
が
重

視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
近
ご
ろ
に
な
っ
て
ま
た
音
声
に
よ
る

表
現
が
見
直
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
こ
れ
ま
で
唱
え
ら
れ
た
映
像
の

真
実
性
に
も
疑
い
が
生
じ
て
、
人
間
の
声
の
表
現
の
重
要
性
も
ク
ロ
ー

ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
。
テ
レ
ビ
や
ラ
ジ
オ
の
朗
読
番
組
も
一
時
期

よ
り
増
え
た
。
以
前
に
は
、
朗
読
は
ラ
ジ
オ
で
聞
く
の
が
ほ
と
ん
ど

だ
っ
た
が
、
今
で
は
書
店
の
棚
に
朗
読
の
カ
セ
ッ
ト
テ
ー
プ
を
見
か

け
る
こ
と
も
多
く
な
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
一
般
の
人
た
ち
は
朗
読
番
組
や
テ
ー
プ
の
朗
読
を
聞

い
て
、
ど
の
よ
う
な
感
想
を
も
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
満
足
し
て

い
る
の
だ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
不
満
を
感
じ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

じ
つ
は
、
わ
た
し
た
ち
表
現
よ
み
を
す
る
仲
間
の
間
で
は
、
朗
読
に

つ
い
て
、
あ
ま
り
よ
い
評
判
を
聞
か
な
い
の
で
あ
る
。

わ
た
し
の
家
に
は
テ
レ
ビ
が
な
い
の
で
、
ラ
ジ
オ
で
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー

の
朗
読
を
聞
く
機
会
が
よ
く
あ
る
。
ま
た
、
人
か
ら
「
だ
れ
だ
れ
さ

ん
の
よ
み
が
い
い
」
と
評
判
を
聞
く
と
、
そ
の
俳
優
や
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー

の
朗
読
テ
ー
プ
を
聞
く
こ
と
に
し
て
い
る
。

一
人
二
人
は
魅
力
的
な
よ
み
も
あ
る
が
、
五
分
も
聞
く
と
う
ん
ざ

り
し
て
途
中
で
テ
ー
プ
を
止
め
て
し
ま
う
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
。

何
よ
り
も
聞
い
て
い
て
ひ
ど
く
疲
れ
を
感
じ
て
し
ま
う
。
作
品
の
内

容
よ
り
も
よ
み
の
調
子
が
気
に
な
っ
た
り
、
有
名
な
俳
優
の
場
合
に
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は
個
性
が
い
や
み
に
感
じ
ら
れ
る
。
ど
う
や
ら
朗
読
と
い
う
も
の
に

共
通
す
る
独
特
の
性
格
が
あ
る
よ
う
だ
。

朗
読
と
表
現
よ
み
の
ち
が
い
は
下
の
「
表
現
よ
み
と
朗
読
の
比
較

対
象
表
」
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
差
の
な

い
も
の
を
あ
え
て
極
端
に
対
比
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
お
こ
と
わ

り
し
て
お
く
。

よ
み
の
技
術
的
な
基
礎
に
お
い
て
は
表
現
よ
み
も
朗
読
も
共
通
し

て
い
る
。
表
現
よ
み
の
初
歩
の
段
階
で
あ
る
「
楷
書
よ
み
」
の
練
習

で
も
、
朗
読
の
技
術
が
基
礎
と
な
る
。
ま
ず
、
多
く
の
人
が
自
然
に

身
に
つ
け
て
い
る
「
よ
み
グ
セ
」
や
「
よ
み
調
子
」
を
と
る
こ
と
か

ら
始
ま
る
の
で
あ
る
。
発
声
の
基
本
を
身
に
つ
け
る
こ
と
、
共
通
ア

ク
セ
ン
ト
や
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
基
本
を
知
る
こ
と
も
初
歩
の
段

階
の
目
標
で
あ
る
。

朗
読
に
は
、
よ
み
手
の
声
を
聞
き
手
に
伝
え
る
た
め
に
磨
か
れ
た

さ
ま
ざ
ま
な
技
術
が
あ
る
。
表
現
よ
み
は
理
論
的
・
内
容
的
な
面
で

朗
読
と
は
ち
が
う
点
も
あ
る
が
、
よ
み
の
技
術
的
な
基
礎
に
お
い
て

学
ぶ
べ
き
こ
と
は
数
多
く
あ
る
。

で
は
、
こ
れ
ま
で
研
究
さ
れ
て
き
た
朗
読
の
技
術
に
は
ど
の
よ
う

な
成
果
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
朗
読
の
技
術
の
基
本
的
ポ
イ

ン
ト
を
あ
げ
る
こ
と
に
す
る
。
朗
読
の
技
術
の
細
か
い
点
に
つ
い
て

は
朗
読
に
つ
い
て
書
か
れ
た
本
を
よ
ん
で
ほ
し
い
。

朗
読
を
す
る
人
た
ち
は
発
声
の
基
本
が
で
き
て
い
る
の
で
、
い
い

声
を
し
て
い
る
。
俳
優
や
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
の
基
本
訓
練
は
発
声
か
ら

始
め
ら
れ
る
。
そ
の
呼
吸
法
は
腹
式
呼
吸
に
よ
る
も
の
で
、
腹
か
ら
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出
る
声
・
前
へ
出
る
声
・
こ
も
ら
な
い
声
で
あ
る
。
小
人
数
の
会
場

は
も
ち
ろ
ん
、
体
育
館
の
よ
う
な
場
所
で
も
マ
イ
ク
な
し
で
後
ろ
ま

で
届
か
せ
る
よ
う
な
発
声
が
で
き
る
。
表
現
よ
み
の
練
習
で
は
、
し

ば
し
ば
テ
ー
プ
レ
コ
ー
ダ
ー
に
録
音
す
る
こ
と
が
あ
る
。
と
く
に
ひ

と
り
で
録
音
す
る
と
き
に
は
、
部
屋
の
中
の
ひ
そ
ひ
そ
声
に
な
る
危

険
が
あ
る
。
そ
れ
を
さ
け
る
た
め
に
、
と
き
に
は
実
在
す
る
「
聞
き

手
」
を
意
識
し
て
声
を
出
す
練
習
も
必
要
で
あ
る
。

●
発
音
の
正
確
さ

発
音
が
正
確
で
あ
る
こ
と
は
、
コ
ト
バ
の
表
現
の
基
本
で
あ
る
。

朗
読
の
人
た
ち
は
一
つ
一
つ
の
音
（
オ
ン
）
を
正
し
く
発
音
し
て
い

る
。
口
の
開
き
の
似
て
い
る
母
音
ア
と
エ
の
音
の
ち
が
い
や
、
不
正

確
に
な
り
が
ち
な
子
音
の
ラ
行
・
サ
行
の
発
音
な
ど
も
区
別
さ
れ
て

い
る
。
と
く
に
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
の
基
礎
訓
練
で
は
発
音
は
徹
底
的
に

訓
練
さ
れ
て
い
る
。

一
般
に
ア
ク
セ
ン
ト
は
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
の
使
い
方
が

「
共
通
語
」
と
さ
れ
る
。
地
方
の
人
で
コ
ト
バ
の
ナ
マ
リ
が
ど
う
し

て
も
気
に
な
る
人
は
、
朗
読
の
人
た
ち
の
よ
み
か
ら
「
共
通
ア
ク
セ

ン
ト
」
を
学
ぶ
こ
と
も
で
き
る
。
た
だ
し
、
地
方
の
人
が
ア
ク
セ
ン

ト
を
な
お
す
の
は
、
な
み
な
み
で
な
い
努
力
を
必
要
と
す
る
。

表
現
よ
み
で
は
、
方
言
な
お
し
や
ア
ク
セ
ン
ト
な
お
し
が
中
心
の

目
的
で
は
な
い
か
ら
、
よ
み
手
の
出
身
地
方
の
作
家
の
作
品
を
取
り

上
げ
て
ア
ク
セ
ン
ト
を
気
に
せ
ず
に
よ
む
こ
と
を
す
す
め
る
こ
と
も

あ
る
。
ア
ク
セ
ン
ト
を
気
に
す
る
と
、
表
現
よ
み
の
本
質
で
あ
る
文

章
の
理
解
そ
の
も
の
が
、
お
ろ
そ
か
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

テ
キ
ス
ト
は
文
章
で
書
か
れ
て
い
る
。
そ
の
文
章
は
、
一
つ
一
つ

の
段
落
か
ら
、
段
落
は
一
つ
一
つ
の
文
か
ら
で
き
て
い
る
。
一
つ
の

文
は
文
法
的
に
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
。
文
の
基
本
は
〈
主
部
＋
述

部
〉
の
つ
な
が
り
と
、
修
飾
と
被
修
飾
の
関
係
で
成
り
立
っ
て
い
る
。

だ
か
ら
、
文
章
を
よ
む
こ
と
は
、
ま
ず
文
を
文
法
的
に
よ
む
と
い
う

意
味
で
あ
る
。

笑
い
話
で
と
り
あ
げ
ら
れ
る
次
の
よ
う
な
ま
ち
が
い
や
す
い
文
も

声
に
出
し
て
よ
め
ば
、
容
易
に
そ
の
ま
ち
が
い
を
逃
れ
ら
れ
る
の
で

あ
る
。

た
め
し
に
、
次
の
例
を
解
釈
に
し
た
が
っ
て
声
を
出
し
て
よ
ん
で

ほ
し
い
。

例
１
、
こ
こ
で
は
き
も
の
を
ぬ
い
で
く
だ
さ
い
。

解
釈
①

こ
こ
で
は
、
着
物
を
脱
い
で
く
だ
さ
い
。

解
釈
②

こ
こ
で
、
履
物
を
脱
い
で
く
だ
さ
い
。

例
２
、
に
じ
ゅ
う
に
し
て
く
び
に
ま
く
じ
ゅ
ず

解
釈
①

二
重
に
し
、
手
首
に
巻
く
数
珠

解
釈
②

二
重
に
し
て
、
首
に
巻
く
数
珠

例
３
、
カ
ネ
オ
ク
レ
タ
ノ
ム

解
釈
①

金
を
く
れ
た
、
飲
む

解
釈
②

金
遅
れ
た
、
飲
む

朗読と表現よみ
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解
釈
③

金
送
れ
、
頼
む

例
４
、
ス
キ
ー
で
き
そ
う

解
釈
①

ス
キ
ー
で
来
そ
う

解
釈
②

ス
キ
ー
出
来
そ
う

解
釈
③

ス
キ
ー
で
競
う

し
か
し
、
こ
の
程
度
の
区
別
を
目
的
と
す
る
の
で
は
、
声
を
出
し

て
よ
む
こ
と
に
大
き
な
魅
力
は
感
じ
ら
れ
な
い
。
「
発
声
・
発
音
を

美
し
く
」
と
か
、
「
う
ま
く
・
き
れ
い
に
よ
む
」
段
階
か
ら
す
す
む

こ
と
は
で
き
な
い
。
じ
つ
は
、
文
章
を
よ
む
こ
と
に
は
も
っ
と
奥
深

い
意
味
が
あ
る
。

朗
読
の
目
的
は
文
章
の
内
容
を
聞
き
手
に
ど
う
伝
え
る
か
に
あ
る

の
で
、
ど
ん
な
テ
キ
ス
ト
で
も
朗
読
で
き
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

だ
が
、
文
章
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
が
あ
り
、
単
一
の
性
質
に
ま
と

め
ら
れ
る
も
の
で
な
く
、
い
く
つ
か
の
分
野
に
分
け
ら
れ
る
。
そ
の

区
別
を
せ
ず
に
文
章
を
よ
む
こ
と
は
、
よ
み
の
本
質
を
浅
く
と
ら
え

る
こ
と
に
な
る
。

表
現
よ
み
で
は
、
テ
キ
ス
ト
を
文
章
一
般
で
は
な
く
文
学
作
品
、

と
く
に
翻
訳
で
は
な
い
日
本
語
の
小
説
に
し
ぼ
っ
て
い
る
。
よ
み
の

対
象
と
す
る
テ
キ
ス
ト
を
狭
く
限
る
こ
と
で
、
か
え
っ
て
言
語
の
音

声
表
現
の
本
質
に
迫
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
文
学
の
文
章
は

構
造
的
に
複
雑
で
よ
む
の
も
む
ず
か
し
い
。
だ
か
ら
こ
そ
文
学
の
文

章
に
含
ま
れ
る
コ
ト
バ
の
本
質
、
言
語
表
現
の
本
質
が
と
ら
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

２

よ
み
に
お
け
る
伝
達
と
理
解

で
は
、
朗
読
の
問
題
点
は
ど
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

「
長
所
は
短
所
」
と
い
わ
れ
る
と
お
り
皮
肉
な
も
の
で
、
今
ま
で
述

べ
て
き
た
朗
読
の
す
ぐ
れ
た
点
が
朗
読
を
あ
る
レ
ベ
ル
に
し
ば
り
つ

け
て
し
ま
う
。
朗
読
か
ら
質
の
高
い
よ
み
へ
と
発
展
す
る
た
め
に
は
、

音
読
の
考
え
方
の
質
的
な
転
換
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
。

朗
読
の
本
質
的
な
問
題
は
「
よ
み
聞
か
せ
」
の
意
識
で
あ
る
。
そ

こ
か
ら
、
朗
読
に
お
け
る
す
べ
て
の
問
題
が
生
ま
れ
て
く
る
。
そ
も

そ
も
「
朗
読
」
と
は
、
「
朗
々
と
読
む
」
と
い
う
よ
う
に
声
の
調
子

に
つ
い
て
の
こ
と
ば
で
あ
る
。
そ
の
目
的
は
、
ま
ず
読
み
手
が
聞
き

手
に
声
を
伝
え
る
こ
と
で
あ
り
、
よ
み
手
は
テ
キ
ス
ト
を
声
に
し
て

相
手
に
「
聞
か
せ
よ
う
」
と
意
識
す
る
こ
と
に
な
る
。
な
か
な
か
上

手
だ
と
思
え
る
朗
読
を
聞
い
て
も
疲
れ
る
の
は
、
こ
の
意
識
が
「
押

し
つ
け
」
を
感
じ
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。

表
現
よ
み
で
は
、
相
手
に
聞
か
せ
よ
う
と
意
識
す
る
の
で
は
な
く
、

ま
ず
テ
キ
ス
ト
を
理
解
す
る
こ
と
が
目
標
と
な
る
。
だ
れ
か
に
聞
か

せ
る
た
め
に
よ
む
の
で
は
な
い
。
そ
れ
を
「
聞
き
手
ゼ
ロ
」
と
よ
ん

で
い
る
。
「
し
か
し
、
聞
き
手
が
い
な
く
て
は
反
応
が
な
い
の
に
、

ど
う
し
て
よ
み
が
成
り
立
つ
の
だ
？
」
と
い
う
人
も
い
る)

だ
ろ
う
。

こ
の
質
問
に
答
え
る
た
め
に
は
、
も
う
少
し
「
よ
み
」
そ
の
も
の
を

根
本
か
ら
考
え
て
み
よ
う
。

表
現
よ
み
と
朗
読
と
の
根
本
的
な
ち
が
い
は
、
よ
み
に
お
い
て
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「
理
解
」
と
「
伝
達
」
の
ど
ち
ら
を
基
本
的
な
要
素
と
す
る
か
に
あ

る
。
朗
読
は
「
伝
達
」
を
目
的
に
よ
む
も
の
で
あ
り
、
表
現
よ
み
は

「
理
解
」
を
目
的
に
す
る
。

で
は
、
文
章
を
よ
む
と
き
、
よ
み
手
の
意
識
に
お
い
て
「
理
解
」

と
「
伝
達
」
と
は
ど
の
よ
う
な
心
理
過
程
を
た
ど
る
の
だ
ろ
う
か
。

よ
み
の
過
程
に
お
け
る
次
の
三
つ
の
段
階
で
よ
み
の
過
程
を
た
ど
っ

て
み
よ
う
。

①
理
解

⇔

②
表
現

⇔

③
伝
達

よ
み
手
は
書
か
れ
た
文
章
を
目
で
見
て
、
そ
れ
を
自
分
の
声
に
変

え
な
が
ら
よ
む
の
で
あ
る
。
文
章
は
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
文
字
で
成
り

立
っ
て
い
る
の
で
、
ひ
ら
が
な
・
カ
タ
カ
ナ
・
漢
字
の
ま
じ
っ
た
文

が
よ
み
手
の
目
に
入
る
。
文
字
は
文
節
と
し
て
ま
と
ま
り
、
さ
ら
に

文
節
は
文
を
構
成
し
、
段
落
を
組
み
立
て
て
い
る
。
し
か
し
、
よ
み

手
が
機
械
の
よ
う
に
反
応
し
て
「
文
字
」
を
「
音
」
に
変
換
す
る
わ

け
で
は
な
い
。
文
字
が
文
節
の
ま
と
ま
り
と
し
て
も
つ
意
味
を
「
よ

み
手
」
が
理
解
す
る
の
と
同
時
に
、
そ
の
「
理
解
」
が
声
に
よ
っ
て

「
表
現
」
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
テ
キ
ス
ト
の
「
理
解
」
は
、
よ
み
の
最
初
の
段
階

か
ら
よ
み
手
自
身
に
と
っ
て
問
題
と
な
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
「
伝

達
」
と
い
う
の
は
、
次
の
段
階
で
問
題
に
な
る
も
の
で
あ
り
、
よ
み

手
ば
か
り
で
な
く
聞
き
手
と
の
関
係
で
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。
よ
み

手
が
テ
キ
ス
ト
を
ど
う
「
表
現
」
し
た
か
は
、
聞
き
手
の
受
け
取
り

方
に
よ
っ
て
確
か
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
最
初
に
よ
み
の

第
一
段
階
に
お
け
る
よ
み
手
の
意
識
が
問
題
に
な
る
。

テ
キ
ス
ト
を
よ
む
と
き
に
、
よ
み
手
の
意
識
は
二
つ
の
方
向
を
向

い
て
い
る
。
そ
の
一
つ
は
、
よ
み
手
が
文
章
の
内
容
を
理
解
す
る
方

向
で
、
文
章
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
作
品
世
界
を
自
分
の
心
に
と
ら

え
る
意
識
で
あ
る
。
こ
れ
が
文
章
の
内
容
理
解
の
方
向
で
あ
る
。

も
う
一
つ
は
、
よ
み
手
が
聞
き
手
を
意
識
し
て
伝
達
し
よ
う
と
す

る
方
向
で
あ
る
。
こ
の
意
識
は
、
実
在
す
る
聞
き
手
に
向
け
て
聞
き

や
す
い
よ
う
に
、
発
声
や
発
音
、
ア
ク
セ
ン
ト
や
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ

ン
な
ど
、
コ
ト
バ
そ
の
も
の
に
注
意
が
向
け
ら
れ
る
方
向
で
あ
る
。

こ
の
二
つ
の
意
識
の
ど
ち
ら
を
重
視
す
る
か
に
表
現
よ
み
と
朗
読
の

ち
が
い
が
あ
る
。

表
現
よ
み
は
「
聞
き
手
ゼ
ロ
」
と
考
え
る
「
理
解
」
重
視
の
よ
み

で
あ
り
、
朗
読
は
「
伝
達
」
を
意
識
し
た
よ
み
で
あ
る
。
た
だ
し
、

朗
読
に
ま
っ
た
く
「
理
解
」
が
な
い
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
「
理

解
」
が
な
け
れ
ば
文
章
を
よ
む
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
問
題
は
、

ど
ち
ら
の
要
素
を
本
質
的
な
も
の
と
考
え
る
か
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
文
章
の
「
理
解
」
と
は
ど
う
い
う
意
味
だ
ろ
う
か
。

一
般
に
、
理
解
と
は
そ
の
文
の
内
容
が
分
か
る
こ
と
で
あ
る
が
、
文

の
内
容
と
は
次
の
三
つ
の
要
素
の
関
係
か
ら
成
立
す
る
。

①
書
き
手

⇔

②
作
品

⇔

③
よ
み
手

文
章
の
「
理
解
」
は
、
テ
キ
ス
ト
（
作
品
）
を
媒
介
に
し
て
、
書

朗読と表現よみ
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き
手
と
よ
み
手
と
の
相
互
の
意
識
交
流
か
ら
生
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
。

作
品
そ
の
も
の
は
文
章
の
形
を
と
っ
た
客
観
的
な
も
の
だ
が
、
そ
れ

に
向
か
っ
て
、
よ
み
手
の
意
識
が
は
た
ら
く
こ
と
か
ら
「
理
解
」
が

生
ま
れ
る
。
作
品
の
「
理
解
」
と
は
、
よ
み
手
の
意
識
や
思
想
を
通

じ
て
行
な
わ
れ
る
主
観
的
な
も
の
で
あ
る
。

表
現
よ
み
は
、
よ
み
手
が
文
章
そ
の
も
の
に
直
接
に
入
り
こ
ん
で
、

書
き
手
が
文
章
を
書
い
た
と
き
の
意
識
過
程
を
共
有
し
よ
う
と
す
る

手
段
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
書
き
手
の
意
図
し
た
も
の
が
作
品
で
は

不
十
分
に
展
開
さ
れ
て
い
た
り
、
書
き
手
が
無
意
識
に
書
い
た
こ
と

を
よ
み
手
が
発
見
す
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
そ
こ
に
よ
み
の
お
も

し
ろ
さ
も
あ
る
。

よ
み
手
の
作
品
へ
の
か
か
わ
り
方
の
程
度
に
よ
っ
て
、
作
品
の

「
理
解
」
に
は
大
き
な
ち
が
い
が
生
ま
れ
る
。
よ
み
の
過
程
で
は
、

よ
み
手
は
書
か
れ
た
文
章
を
手
が
か
り
に
作
品
の
表
現
内
容
を
再
構

成
す
る
。
よ
み
手
が
受
け
身
の
場
合
は
、
作
品
の
世
界
は
書
き
手
の

意
図
し
た
世
界
の
た
ん
な
る
あ
と
追
い
に
終
わ
る
こ
と
も
あ
る
。
し

か
し
、
よ
み
手
が
積
極
的
な
場
合
は
、
作
品
に
書
か
れ
た
内
容
を
越

え
て
、
書
き
手
が
無
意
識
に
書
い
た
も
の
ま
で
探
り
出
せ
る
の
で
あ

る
。か

と
い
っ
て
、
あ
ま
り
主
観
的
す
ぎ
る
と
、
作
品
に
書
か
れ
た
も

の
で
は
な
い
世
界
を
創
造
し
て
「
深
よ
み
」
に
な
る
危
険
も
あ
る
。

し
か
し
、
た
い
て
い
の
場
合
、
そ
れ
ほ
ど
主
観
的
な
よ
み
に
は
お
ち

い
ら
な
い
の
は
、
よ
み
手
の
意
識
内
部
に
批
評
力
が
は
た
ら
い
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
よ
み
手
の
意
識
内
部
の
「
聞
き
手
」
と
の

「
対
話
」
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
。

よ
み
手
の
意
識
内
部
で
は
た
ら
く
「
対
話
」
が
思
考
の
本
質
な
の

で
あ
る
。
一
般
の
「
対
話
」
は
自
分
と
実
在
す
る
相
手
と
の
間
に
行

わ
れ
る
。
歴
史
的
に
は
弁
証
法
と
よ
ば
れ
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
「
対
話

術
」
が
哲
学
的
思
考
の
出
発
点
と
さ
れ
て
い
る
の
と
同
じ
く
、
個
人

の
精
神
発
達
に
お
い
て
も
、
思
考
は
自
分
と
他
人
と
の
「
対
話
」
か

ら
始
ま
る
。
し
か
し
、
思
考
力
の
発
展
と
と
も
に
実
在
の
聞
き
手
を

必
要
と
し
な
く
な
り
、
自
己
の
内
部
の
架
空
の
「
聞
き
手
」
と
対
話

す
る
よ
う
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
関
係
が
「
理
解
」
に
お
い
て
も
は
た
ら
い
て
い
る
の

で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
場
合
に
相
手
と
な
る
「
聞
き
手
」
は
実
在

す
る
人
物
で
は
な
い
。
表
現
よ
み
で
「
聞
き
手
ゼ
ロ
」
と
い
っ
て
実

在
の
聞
き
手
は
否
定
し
て
い
る
が
、
意
識
内
部
の
「
聞
き
手
」
は
重

視
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
文
章
の
「
理
解
」
は
社
会
的
な
環
境
に
あ
る
個
人
に
よ
っ

て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
完
全
に
自
分
の
内
面
に
閉
じ
込
も
っ
て

い
て
は
不
可
能
で
あ
る
。
人
間
は
ど
ん
な
時
代
で
も
社
会
的
な
環
境

を
背
負
っ
て
生
き
て
い
る
か
ら
、
た
ん
な
る
個
人
的
な
意
識
は
な
い
。

個
人
の
意
識
と
い
っ
て
も
、
社
会
的
な
背
景
に
裏
づ
け
ら
れ
た
思
想
・

感
情
・
意
識
の
も
と
に
あ
る
。

朗
読
で
は
、
実
在
す
る
聞
き
手
の
立
場
を
優
先
さ
せ
て
何
よ
り
も

「
伝
達
」
を
意
識
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
文
章
を
よ
む
た
め
に
は
内
容

の
理
解
が
必
要
で
あ
り
、
朗
読
の
準
備
過
程
で
は
内
容
理
解
が
前
提

で
あ
る
。
し
か
し
、
最
大
の
目
的
は
他
人
に
文
章
の
内
容
を
伝
え
る
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こ
と
だ
か
ら
、
最
後
ま
で
「
聞
き
手
」
へ
の
意
識
が
残
る
こ
と
に
な

る
。朗

読
奉
仕
を
す
る
人
は
、
担
当
の
係
員
か
ら
「
あ
ま
り
主
観
を
い

れ
な
い
で
く
だ
さ
い
」
と
注
意
さ
れ
る
そ
う
で
あ
る
。
文
章
を
読
み

手
の
解
釈
の
こ
も
ら
な
い
個
性
の
な
い
音
と
し
て
聞
き
た
い
の
だ
ろ

う
。
だ
が
、
そ
れ
は
不
可
能
で
あ
る
。
ど
ん
な
よ
み
に
も
よ
み
手
の

理
解
と
解
釈
は
こ
め
ら
れ
る
。
そ
ん
な
努
力
を
し
た
朗
読
が
か
え
っ

て
固
い
感
じ
の
よ
み
に
な
っ
て
し
ま
う
の
は
皮
肉
で
あ
る
。
よ
み
手

の
理
解
・
解
釈
を
重
視
す
る
表
現
よ
み
の
方
が
、
か
え
っ
て
自
然
な

よ
み
に
な
る
の
で
あ
る
。

３

表
現
よ
み
と
オ
ー
ラ
ル
・
イ
ン
タ
ー
プ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

音
読
の
な
か
で
表
現
よ
み
と
考
え
が
近
い
の
は
オ
ー
ラ
ル
・
イ
ン

タ
ー
プ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
日
本
で
は
あ
ま
り
聞
か
な
い
が
、

ア
メ
リ
カ
で
は
大
学
の
授
業
と
し
て
行
な
わ
れ
て
い
る
そ
う
で
あ
る
。

『
オ
ー
ラ
ル
・
イ
ン
タ
ー
プ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
入
門
』
（
大
修
館
書
店

84
年
２
月
）
の
著
者
で
あ
る
近
江
誠
氏
は
ア
メ
リ
カ
に
留
学
し
て
こ

れ
を
学
ん
で
、
日
本
の
英
語
教
育
に
応
用
し
て
い
る
。

オ
ー
ラ
ル
・
イ
ン
タ
ー
プ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
は
英
語
の
文
章
の
理
解

を
目
的
と
し
、
表
現
よ
み
は
日
本
語
の
文
章
そ
れ
も
小
説
の
よ
み
を

中
心
に
す
る
と
い
う
点
に
ち
が
い
は
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
を
の
ぞ

け
ば
表
現
よ
み
と
オ
ー
ラ
ル
・
イ
ン
タ
ー
プ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
と
の
基

本
的
な
考
え
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。

近
江
氏
は
「
表
現
よ
み
」
に
つ
い
て
も
ご
存
知
で
、
オ
ー
ラ
ル
・

イ
ン
タ
ー
プ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
と
の

共
通
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
オ
ー

ラ
ル
・
イ
ン
タ
ー
プ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン
の
考
え
は
、
次
の
シ
ャ
ル
ロ
ッ

テ
・
リ
ー
の
定
義
に
要
約
さ
れ
る
。

「
オ
ー
ラ
ル
・
イ
ン
タ
ー
プ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
と
は
、
文
学
作
品
を

知
的
・
情
緒
的
・
審
美
的
全
体
と

し
て
と
ら
え
、
聴
き
手
に
正
確
に

伝
え
る
技
術
で
あ
る
。
」

「
聴
き
手
に
正
確
に
伝
え
る
技

術
」
と
い
う
と
朗
読
に
近
い
も
の

を
想
像
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、

朗
読
と
は
だ
い
ぶ
意
味
が
ち
が
う
。

む
し
ろ
、
オ
ー
ラ
ル
・
イ
ン
タ
ー

プ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
重
点
は
引
用

前
半
の
「
知
的
・
情
緒
的
・
審
美

的
全
体
と
し
て
と
ら
え
」
る
と
い

う
点
に
あ
る
。
近
江
氏
は
日
本
語

訳
と
し
て
「
作
品
音
声
表
現
法
」

と
名
づ
け
て
い
る
。

こ
の
方
法
の
基
本
過
程
は
図
の

よ
う
な
四
つ
の
段
階
で
考
え
ら
れ

て
い
る
。

朗読と表現よみ
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第
２
段
階
の
「
解
釈
分
析
」
が
「
表
現
よ
み
」
に
あ
た
る
も
の
と

近
江
氏
は
と
ら
え
て
い
る
。
ま
た
、
オ
ー
ラ
ル
・
イ
ン
タ
ー
プ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
は
「
朗
読
自
体
が
目
的
で
は
な
い
」
と
考
え
て
、
第
２
段
階

に
と
く
に
多
く
の
時
間
を
さ
い
て
い
る
。

英
語
教
育
に
お
け
る
オ
ー
ラ
ル
・
イ
ン
タ
ー
プ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の

応
用
で
は
、
精
読
教
育
・
文
章
吸
収
教
育
・
作
文
教
育
な
ど
が
あ
げ

ら
れ
、
「
精
読
」
を
目
的
に
し
た
オ
ー
ラ
ル
・
イ
ン
タ
ー
プ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
の
教
育
は
、
表
現
よ
み
と
ほ
と
ん
ど
同
一
の
考
え
で
す
す
め

ら
れ
て
い
る
。

オ
ー
ラ
ル
・
イ
ン
タ
ー
プ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
で
は
、
テ
キ
ス
ト
は

「
語
り
手
」
に
よ
っ
て
語
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
テ
キ
ス

ト
は
「
だ
れ
が
（
Ｗ
Ｈ
Ｏ
）
、
だ
れ
に
向
か
っ
て
（
Ｔ
Ｏ
Ｗ
Ｈ
Ｏ
Ｍ
）
、

ど
こ
か
ら
（
Ｗ
Ｈ
Ｅ
Ｒ
Ｅ
）
〔
い
つ
（
Ｗ
Ｈ
Ｅ
Ｎ
）
を
含
む
〕
語
っ

て
い
る
文
章
か
？
（
＝
視
点
）
」
と
い
う
三
つ
の
要
素
か
ら
と
ら
え

ら
れ
る
。
そ
し
て
、
テ
キ
ス
ト
の
各
部
分
を
こ
の
基
準
か
ら
分
析
し

て
解
釈
す
る
。
近
江
氏
の
著
書
に
は
、
こ
の
方
法
で
分
析
さ
れ
た
英

語
の
テ
キ
ス
ト
が
豊
富
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
原
則
的
な
方
法
の
有
効
性
に
わ
た
し
は
感
心
さ
せ
ら
れ
た
の

だ
が
、
ひ
と
つ
疑
問
に
思
う
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
テ
キ
ス
ト
が
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
手
段
と
し
て
の
み
と
ら
え
ら
れ
、
表
現
の
面
が
軽

視
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

言
語
表
現
を
情
報
伝
達
（
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
）
の
実
用
性
か

ら
と
ら
え
る
点
は
、
い
か
に
も
ア
メ
リ
カ
ら
し
い
合
理
的
な
考
え
方

で
あ
る
。
だ
が
、
伝
達
（
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
）
の
は
た
ら
き
は

言
語
の
成
立
や
本
質
と
し
て
重
要
で
は
あ
る
が
、
言
語
は
単
な
る
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
手
段
で
は
な
く
、
話
し
手
の
思
想
・
感
情
を

表
現
す
る
と
い
う
面
を
も
っ
て
い
る
。
話
し
手
が
言
語
を
発
す
る
場

合
、
そ
れ
は
伝
達
内
容
ば
か
り
で
は
な
く
話
し
手
の
意
識
内
部
の
表

現
で
も
あ
る
。

だ
と
す
る
と
、
す
べ
て
の
テ
キ
ス
ト
を
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の

手
段
と
設
定
す
る
こ
と
は
、
表
現
を
主
体
に
す
る
小
説
な
ど
の
文
章

の
表
現
性
を
理
解
す
る
に
は
不
十
分
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
手
段
で
あ
る
と
と
も
に
「
語
り
手
」
個
人
の
意
識

の
表
現
と
と
ら
え
る
こ
と
も
必
要
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
と
き
、

テ
キ
ス
ト
は
個
人
の
表
現
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
手
段
と
し
て

の
両
面
か
ら
総
合
的
に
と
ら
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

テ
キ
ス
ト
の
社
会
性
と
は
、
実
際
の
聞
き
手
と
の
直
接
的
な
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
よ
み
手
が
意
識
内

部
に
お
い
て
社
会
的
な
意
識
や
見
解
と
の
「
対
話
」
を
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
テ
キ
ス
ト
の
内
容
が
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
表
面
的
な
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
奥
に
は
、
こ
の
よ
う
な
個
人
の
意
識
内
部
で

の
社
会
的
な
意
味
の
検
討
が
ひ
そ
ん
で
い
る
。
そ
れ
が
思
想
と
い
う

も
の
で
あ
る
。

も
し
、
テ
キ
ス
ト
（
言
語
）
が
単
な
る
伝
達
の
手
段
で
あ
る
な
ら
、

信
号
と
し
て
の
機
能
し
か
持
た
ず
、
だ
れ
が
よ
ん
で
も
だ
れ
が
聞
い

て
も
同
じ
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
で
は
、
オ
ー
ラ
ル
・
イ
ン

タ
ー
プ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
定
義
で
あ
る
「
知
的
・
情
緒
的
・
審
美
的

全
体
と
し
て
と
ら
え
」
る
観
点
と
は
矛
盾
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
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た
だ
し
、
こ
れ
ま
で
述
べ
た
こ
と
は
理
論
上
の
批
評
で
あ
り
、
実

際
の
方
法
で
は
コ
ト
バ
の
表
現
性
ま
で
と
ら
え
て
実
践
さ
れ
て
い
る
。

「
解
釈
分
析
」
と
い
う
コ
ト
バ
は
、
そ
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。

わ
た
し
が
、
オ
ー
ラ
ル
・
イ
ン
タ
ー
プ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
方
法
で

と
く
に
感
心
し
た
の
は
、
舞
台
発
表
で
の
工
夫
で
あ
る
。
テ
キ
ス
ト

の
内
容
を
よ
み
手
の
空
間
的
な
配
置
に
ま
で
構
成
し
て
舞
台
で
見
せ

て
い
る
。
表
現
よ
み
で
は
、
こ
れ
ま
で
三
〇
数
年
間
、
毎
年
二
回
ず

つ
、
通
算
五
〇
回
以
上
の
発
表
会
を
開
い
て
き
た
が
、
も
っ
ぱ
ら
作

品
の
理
解
と
記
号
づ
け
に
重
点
を
お
い
た
研
究
で
あ
っ
た
。
舞
台
で

の
表
現
よ
み
発
表
の
理
論
化
は
ま
だ
不
十
分
な
の
で
、
オ
ー
ラ
ル
・

イ
ン
タ
ー
プ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
学
ぶ
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

４

ア
ラ
ン
の
朗
読
論

フ
ラ
ン
ス
の
思
想
家
ア
ラ
ン
は
、
詩
の
「
朗
読
」
の
価
値
を
高
く

評
価
し
た
人
で
あ
る
。
大
著
『
芸
術
論
集
』
の
「
第
三
巻

詩
と
散

文
に
つ
い
て
」
や
「
第
十
巻

散
文
に
つ
い
て
」
で
は
、
文
学
作
品

を
よ
む
こ
と
の
意
義
が
文
章
の
性
質
と
の
関
係
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

フ
ラ
ン
ス
は
自
国
語
を
大
切
に
す
る
国
で
あ
る
。
良
家
の
娘
は
結

婚
の
年
頃
に
な
る
と
、
コ
メ
デ
ィ
・
フ
ラ
ン
セ
ー
ズ
の
俳
優
の
も
と

に
通
わ
さ
れ
て
、
発
声
や
発
音
の
基
礎
か
ら
訓
練
を
受
け
る
そ
う
で

あ
る
。
ア
ラ
ン
も
自
国
語
を
愛
す
る
フ
ラ
ン
ス
人
ら
し
く
朗
読
を
価

値
あ
る
も
の
と
考
え
る
。
人
び
と
が
朗
読
の
習
慣
を
身
に
つ
け
る
こ

と
で
、
普
通
の
状
態
で
は
下
品
な
人
間
の
声
を
「
人
間
化
」
で
き
る

と
い
う
の
で
あ
る
。

ア
ラ
ン
は
、
日
常
生
活
で
使
わ
れ
る
人
間
の
声
は
二
つ
の
点
で
下

品
に
な
る
と
い
う
。
そ
の
一
つ
は
、
性
急
さ
か
ら
く
る
「
簡
略
化
」

で
あ
る
。
コ
ト
バ
を
話
す
と
き
、
特
定
の
部
分
を
強
調
（
ア
ク
サ
ン
）

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
の
部
分
が
消
し
去
ら
れ
て
し
ま
う
。
ま
た
、

出
来
合
い
の
言
い
ま
わ
し
を
好
ん
で
、
叫
び
声
で
発
音
し
た
り
、
母

音
が
省
略
さ
れ
た
り
、
言
葉
の
形
が
く
ず
れ
る
と
い
う
。
こ
れ
は
、

フ
ラ
ン
ス
語
ば
か
り
で
な
く
、
日
本
語
に
も
い
え
る
こ
と
で
あ
る
。

も
う
一
つ
は
、
方
言
の
問
題
で
あ
る
。
コ
ト
バ
の
形
が
各
地
方
に

よ
っ
て
ち
が
っ
て
し
ま
う
点
を
、
ア
ラ
ン
は
国
語
の
統
一
性
を
く
ず

す
も
の
と
見
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
「
下
品
さ
」
か
ら
コ
ト
バ
を
救
う
一
つ
の
方
法
と
し

て
、
ア
ラ
ン
は
詩
の
朗
読
を
す
す
め
る
の
で
あ
る
。
詩
を
朗
読
す
る

こ
と
に
よ
り
、
そ
の
人
の
声
を
詩
が
「
純
化
し
」
「
高
尚
な
も
の
と

し
」
「
人
間
化
」
し
て
く
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
〔

〕
内
は
引

用
者
が
補
っ
た
。

「
〔
詩
の
朗
読
が
〕
す
べ
て
の
音
節
に
平
等
に
力
を
い
れ
、
純
粋
で

正
し
い
語
調
を
再
び
見
い
だ
し
、
要
す
る
に
、
人
間
的
な
言
葉
を
再

び
手
に
入
れ
る
よ
う
に
し
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。
〔
そ
の
と
き
の
声

は
〕
す
で
に
歌
に
な
る
声
、
祈
る
た
め
の
、
考
え
る
た
め
の
声
だ
。

あ
る
一
定
の
語
り
方
以
外
で
は
他
人
に
関
係
な
く
、
自
分
自
身
に
語

り
か
け
る
一
つ
の
荘
重
な
語
り
方
で
あ
る
。
」

「
朗
読
」
と
い
う
と
き
、
ア
ラ
ン
の
ア
タ
マ
の
あ
る
の
は
「
詩
」

で
あ
り
、
散
文
に
つ
い
て
は
「
朗
読
」
と
は
ち
が
っ
た
よ
み
で
あ
る

朗読と表現よみ
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と
考
え
て
い
る
。
「
朗
読
」
と
い
え
ば
「
詩
」
を
よ
む
も
の
だ
と
は

フ
ラ
ン
ス
の
常
識
の
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
演
説
に
代
表
さ
れ
る

「
雄
弁
」
も
詩
の
仲
間
に
入
れ
ら
れ
る
も
の
と
し
て
、
散
文
と
対
立

さ
せ
て
い
る
。

ア
ラ
ン
は
「
詩
」
と
「
雄
弁
」
と
の
共
通
性
と
相
違
性
を
つ
ぎ
の

よ
う
に
考
え
る
。
ど
ち
ら
も
「
朗
読
」
的
な
要
素
を
も
っ
て
い
る
。

た
だ
し
、
「
詩
」
が
あ
ら
か
じ
め
書
か
れ
た
テ
キ
ス
ト
を
朗
読
す
る

の
に
対
し
て
、
「
雄
弁
」
は
書
か
れ
た
テ
キ
ス
ト
な
し
に
行
な
わ
れ

る
。
い
わ
ば
、
「
雄
弁
」
は
「
即
興
詩
」
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

「
朗
読
」
的
要
素
と
は
、
そ
も
そ
も
詩
の
性
質
か
ら
き
て
い
る
の
で

あ
る
。
詩
に
「
リ
ズ
ム
」
が
あ
る
の
は
、
「
階
調
」
が
先
行
し
て
成

り
立
っ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。

「
諧
調

n
o
m
b
r
e

が
あ
ら
か
じ
め
空
虚
な
形
式
を
決
定
し
、
語

が
そ
こ
へ
き
て
位
置
を
し
め
る
。
語
と
律
動
と
の
間
の
応
和
・
不
応

和
、
そ
し
て
究
極
に
お
け
る
応
和
が
階
調
を
確
保
し
て
、
注
意
力
を

そ
こ
へ
ひ
き
つ
け
る
。
」

ま
た
、
「
雄
弁
」
も
「
詩
」
と
同
様
な
「
朗
読
調
」
を
も
つ
も
の

と
さ
れ
る
。

「
雄
弁
は
雄
弁
家
が
独
自
の
方
法
に
も
と
づ
き
彼
の
手
本
に
従
っ

て
選
ん
だ
独
特
の
朗
読
調
に
よ
っ
て
な
し
と
げ
る
。
」

詩
に
も
雄
弁
に
も
独
特
の
調
子
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
テ
キ
ス
ト
の

内
容
と
関
係
な
く
話
し
手
の
意
図
を
強
調
し
た
り
、
表
現
の
効
果
を

上
げ
る
た
め
に
外
か
ら
付
け
加
わ
る
も
の
で
あ
る
。
詩
は
は
じ
め
に

「
諧
調

n
o
m
b
r
e

」
が
あ
り
、
そ
こ
に
コ
ト
バ
を
あ
て
は
め
て
、
あ

る
種
の
リ
ズ
ム
を
形
成
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
あ
る
単
語
の
も
つ

音
声
的
な
効
果
を
生
か
し
て
、
語
を
繰
り
返
し
た
り
、
単
語
の
響
き

そ
の
も
の
を
重
視
す
る
。
中
に
は
、
明
確
に
韻
律
に
よ
っ
て
固
定
さ

れ
る
も
の
も
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
点
が
、
散
文
を
「
朗
読
」
す
る
と
き
に
は
限
界
と

な
る
。
つ
ま
り
、
「
朗
読
」
と
は
「
詩
」
に
こ
そ
ふ
さ
わ
し
い
よ
み

の
技
術
な
の
で
あ
る
。
「
朗
読
」
は
、
ひ
と
つ
の
調
子
を
生
み
出
し
、

そ
れ
に
し
た
が
う
も
の
で
あ
り
、
「
詩
」
と
い
う
文
学
形
態
の
よ
み

に
ふ
さ
わ
し
い
方
法
な
の
で
あ
る
。

で
は
、
散
文
を
音
声
化
し
て
よ
む
と
き
に
は
、
ど
の
よ
う
な
よ
み

方
が
ふ
さ
わ
し
い
の
だ
ろ
う
か
。
（
つ
づ
く
）

（
『
あ
ゆ
み
50
号
』1

9
9
3
/

12/

日
本
コ
ト
バ
の
会
文
章
教
室
編
）
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