
《
表
現
よ
み
解
説
シ
リ
ー
ズ
》

表
現
よ
み
と
は
何
か
（
第
３
章
）

―
―

朗
読
で
楽
し
む
文
学
の
世
界

―
―渡

辺

知

明

第
一
部

黙
読
・
音
読
・
表
現
よ
み

第
３
章

文
学
文
と
表
現
よ
み

「
精
神
の
作
品
は
実
現
作
用
に
お
い
て
し
か
存
在
し
な
い
」
（
ヴ
ァ
レ
リ
ー
）

１
ど
ん
な
文
章
を
よ
む
か

音
読
と
い
う
の
は
文
章
を
声
に
出
し
て
よ
む
こ
と
で
す
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
文
章
で
も
よ
む
こ
と
が
で
き
ま

す
。
し
か
し
、
表
現
よ
み
で
は
音
読
し
な
け
れ
ば
魅
力
の
わ
か
ら
な
い
よ
う
な
文
章
を
と
り
あ
げ
て
き
ま
し
た
。

こ
れ
ま
で
研
究
し
て
き
た
の
は
日
本
語
で
書
か
れ
た
近
代
と
現
代
の
小
説
で
す
。
最
近
は
近
代
文
学
の
流
れ
に

沿
っ
て
主
要
な
作
家
の
作
品
を
と
り
あ
げ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
志
賀
直
哉
「
和
解
」
、
谷
崎
潤
一
郎
「
春

琴
抄
」
、
森
鴎
外
「
最
後
の
一
句
」
、
夏
目
漱
石
「
道
草
」
、
国
木
田
独
歩
「
武
蔵
野
」
、
岩
野
泡
鳴
「
耽
溺
」
、

田
山
花
袋
「
田
舎
教
師
」
、
島
崎
藤
村
「
家
」
、
徳
田
秋
声
「
あ
ら
く
れ
」
、
佐
藤
春
夫
「
田
園
の
憂
鬱
」
な

ど
で
す
。

数
多
く
あ
る
作
品
の
中
か
ら
表
現
よ
み
の
た
め
に
作
品
を
選
ぶ
に
は
、
い
く
つ
か
の
基
準
が
あ
り
ま
す
。
第

一
に
、
作
品
の
文
章
が
よ
い
こ
と
、
第
二
に
、
作
品
の
文
章
が
よ
み
手
の
個
性
に
合
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。
と



こ
ろ
が
、
朗
読
に
か
か
わ
る
人
た
ち
の
多
く
は
、
よ
む
べ
き
文
章
の
ジ
ャ
ン
ル
は
あ
ま
り
問
題
に
し
な
い
よ
う

で
す
。
小
説
だ
け
で
は
な
く
、
詩
や
随
筆
な
ど
も
よ
ま
れ
て
い
る
し
、
「
ど
ん
な
ジ
ャ
ン
ル
の
文
章
で
も
同
じ

よ
う
に
よ
め
る
」
と
い
う
人
も
い
ま
す
。

表
現
よ
み
が
文
学
作
品
に
こ
だ
わ
り
、
し
か
も
小
説
を
と
り
あ
げ
て
よ
ん
で
き
た
こ
と
に
は
理
由
が
あ
り
ま

す
。
第
一
に
、
小
説
の
文
章
は
音
声
化
に
よ
る
再
現
を
必
要
と
し
ま
す
。
と
い
う
の
は
、
文
学
の
文
章
は
、
理

論
の
文
章
と
は
根
本
的
に
ち
が
っ
た
言
語
の
は
た
ら
き
を
生
か
し
て
書
か
れ
る
か
ら
で
す
。
第
二
に
、
小
説
の

文
章
は
他
の
ジ
ャ
ン
ル
の
文
学
よ
り
も
複
雑
な
文
章
の
組
立
て
を
も
つ
か
ら
で
す
。
小
説
の
文
章
に
は
、
さ
ま

ざ
ま
な
種
類
の
文
章
が
「
要
素
」
と
し
て
と
り
入
れ
ら
れ
て
い
ま
す
。
い
わ
ば
文
章
の
総
合
的
な
組
立
て
で
成

り
立
つ
も
の
で
す
か
ら
、
小
説
が
よ
め
れ
ば
ほ
か
の
文
章
も
応
用
で
よ
め
ま
す
。

小
説
の
文
章
構
造
を
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
文
章
の
文
字
づ
ら
を
追
う
だ
け
の
よ
み
か
ら
、
作
品
の
内

容
を
表
現
す
る
よ
み
へ
と
す
す
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

２

文
学
の
コ
ト
バ
と
理
論
の
コ
ト
バ

こ
こ
で
、
文
学
の
文
章
の
性
格
を
言
語
の
性
質
の
根
本
か
ら
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

大
久
保
忠
利
は
言
語
の
機
能
を
次
の
よ
う
に
三
つ
に
区
分
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
も
と
に
し
て
文
章
の
ジ
ャ

ン
ル
を
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

表現よみとは何か(第3章)
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コ
ト
バ
は
日
常
生
活
の
な
か
で
生
き
て
は
た
ら
き
、

さ
ま
ざ
ま
な
性
質
で
使
わ
れ
ま
す
。
「
１

日
常
言

語
」
は
生
き
た
言
語
の
宝
庫
で
あ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な

言
語
の
基
礎
で
す
。
し
か
し
、
そ
の
は
た
ら
き
は
複

雑
で
雑
多
な
も
の
で
す
か
ら
、
特
定
の
目
的
に
は
使

え
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
あ
る
目
的
の
た
め
に
磨
き
ぬ

か
れ
た
言
語
が
「
２

理
論
言
語
」
と
「
３

文
学
言

語
」
で
す
。
た
だ
し
、
２
と
３
の
言
語
区
分
は
純
粋

な
要
素
と
し
て
抜
き
出
さ
れ
た
も
の
で
す
か
ら
、
現

実
の
言
語
活
動
に
そ
の
ま
ま
対
応
す
る
わ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
な
区
分
を
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
言
語
の
は
た
ら
き
を
理
解
で
き
る
の
で
す
。

こ
の
二
つ
の
基
本
的
ち
が
い
は
次
の
よ
う
な
も
の

で
す
。
理
論
の
コ
ト
バ
を
使
用
し
て
書
か
れ
る
の
は
、

論
理
文
・
論
説
文
・
説
明
文
な
ど
の
文
章
で
す
。
こ

れ
ら
の
文
章
の
特
徴
は
、
情
報
を
伝
え
た
り
、
真
実

を
解
明
し
た
り
す
る
点
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
文
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学
の
コ
ト
バ
は
、
詩
・
小
説
・
随
筆
・
戯
曲
な
ど
に
使
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
ら
の
文
章
の
特
徴
は
、
聞
き
手
や
読

み
手
に
感
情
的
に
は
た
ら
き
か
け
て
心
を
動
か
そ
う
と
す
る
点
で
す
。

で
は
、
文
学
の
コ
ト
バ
と
理
論
の
コ
ト
バ
の
対
立
点
を
も
う
少
し
く
わ
し
く
比
較
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

（
１
）

事
実
と
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

理
論
の
コ
ト
バ
の
第
一
の
性
質
は
真
理
を
探
究
す
る
「
真
理
性
」
で
す
。
真
理
と
は
「
思
想
と
事
実
の
一
致
、

あ
る
い
は
コ
ト
バ
と
現
実
の
一
致
」
、
つ
ま
り
コ
ト
バ
が
指
し
示
す
モ
ノ
（
事
物
）
や
コ
ト
（
で
き
ご
と
）
と

が
一
致
す
る
こ
と
で
す
。
情
報
に
価
値
が
あ
る
の
は
、
そ
れ
が
真
理
だ
か
ら
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
文
学
の

コ
ト
バ
の
性
質
は
「
虚
構
性
」
で
す
。
文
学
に
表
現
さ
れ
た
こ
と
は
、
事
実
と
し
て
こ
の
世
に
存
在
す
る
わ
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
作
品
の
な
か
で
殺
人
事
件
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
実
際
の
事
件
を
意
味
し
ま
せ
ん
。

作
品
は
作
者
が
想
像
し
て
作
り
あ
げ
た
世
界
で
す
。

理
論
の
コ
ト
バ
と
文
学
の
コ
ト
バ
の
音
読
で
は
表
現
の
し
か
た
も
変
わ
り
ま
す
。
理
論
の
コ
ト
バ
で
書
か
れ

た
文
章
は
、
事
実
と
し
て
の
情
報
を
聞
き
手
に
伝
え
る
の
が
中
心
目
的
で
す
。
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
が
ニ
ュ
ー
ス
を

よ
む
と
き
、
「
○
月
○
日
、
○
○
が
○
○
で
○
○
を
○
○
し
ま
し
た
」
と
い
う
事
実
の
「
伝
達
」
に
は
、
よ
み

手
の
感
情
は
含
ま
れ
な
い
方
が
よ
い
で
し
ょ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
、
文
学
の
コ
ト
バ
で
書
か
れ
た
小
説
は
作
者

の
想
像
の
世
界
で
す
。
そ
こ
に
表
現
さ
れ
た
作
者
の
心
情
を
理
解
し
て
よ
む
必
要
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
作
者

が
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
事
件
や
世
界
を
構
成
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
も
関
心
を
持
ち
ま
す
。
そ
れ
ら
の
理
解
が

表現よみとは何か(第3章)
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よ
み
手
の
評
価
や
感
情
を
と
も
な
っ
て
声
に
表
現
さ
れ
ま
す
。
で
す
か
ら
、
ニ
ュ
ー
ス
の
文
章
を
よ
む
場
合
に

は
障
害
に
な
る
悲
し
み
や
喜
び
の
感
情
も
、
小
説
の
文
章
の
よ
み
で
は
た
い
せ
つ
な
要
素
に
な
る
の
で
す
。

（
２
）

一
般
的
い
い
ま
わ
し
と
個
別
的
い
い
ま
わ
し

理
論
の
目
標
は
普
遍
的
・
一
般
的
な
真
理
で
す
。
理
論
の
コ
ト
バ
で
は
一
つ
一
つ
の
単
語
は
一
般
的
な
概
念

と
し
て
使
わ
れ
ま
す
。
動
物
学
の
論
文
な
ど
で
イ
ヌ
と
書
か
れ
た
と
き
は
、
哺
乳
類
と
し
て
の
イ
ヌ
を
考
え
れ

ば
よ
い
の
で
あ
り
、
毛
の
色
や
大
き
さ
な
ど
は
問
題
に
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
に
対
し
て
、
文
学
で
は
個
別
の
人

物
や
事
件
を
特
定
の
場
面
で
描
い
て
、
よ
み
手
に
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
浮
か
ば
せ
よ
う
と
し
ま
す
。

小
説
の
文
章
は
特
定
の
「
語
り
手
」
に
よ
っ
て
語
ら
れ
た
コ
ト
バ
で
す
か
ら
個
性
的
な
性
格
を
も
ち
ま
す
。

作
品
に
描
か
れ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
に
も
ト
キ
・
ト
コ
ロ
の
設
定
が
あ
り
、
作
中
の
人
物
の
会
話
も
特
定
の
ト

キ
・
ト
コ
ロ
で
述
べ
ら
れ
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
作
品
の
内
容
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
な
の
で
、
描
か
れ
た
も
の
ご
と

が
現
実
の
世
界
に
実
在
す
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
作
品
の
世
界
は
「
場
」
と
い
う
独
自
の
具
体

性
を
も
ち
ま
す
。
そ
こ
に
は
特
定
の
時
間
と
空
間
が
あ
り
ま
す
。

コ
ト
バ
の
「
意
味
と
意
義
」
の
問
題
も
こ
こ
か
ら
生
じ
ま
す
。
た
と
え
ば
、
月
夜
の
夜
道
を
若
い
恋
人
同
士

が
二
人
き
り
で
歩
い
て
い
た
と
き
、
女
性
が
「
わ
た
し
、
寒
い
わ
！
」
と
い
っ
た
と
し
ま
し
ょ
う
。
コ
ト
バ
の

「
意
義
」
は
「
わ
た
し
」
が
「
寒
い
」
と
い
っ
て
い
る
だ
け
で
す
が
、
「
意
味
」
の
理
解
に
は
、
そ
の
場
の
二

人
の
状
況
や
心
理
状
況
が
結
び
つ
け
ら
れ
ま
す
。
す
る
と
、
同
じ
コ
ト
バ
が
「
わ
た
し
を
抱
い
て
！
」
に
な
っ
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た
り
す
る
の
で
す
。

こ
こ
に
理
論
の
コ
ト
バ
の
一
般
性
の
表
現
と
文
学
の
コ
ト
バ
の
個
別
性
の
表
現
と
の
ち
が
い
が
あ
り
ま
す
。

個
別
的
な
表
現
と
い
う
も
の
は
つ
ね
に
音
声
の
表
現
を
と
も
な
っ
て
成
立
し
ま
す
か
ら
、
文
学
の
コ
ト
バ
の

「
意
味
」
は
黙
っ
て
よ
む
だ
け
で
は
理
解
で
き
ま
せ
ん
。
「
意
味
」
は
「
声
」
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
理
解
さ

れ
る
の
で
す
。

（
３
）

行
動
す
る
こ
と
と
コ
ト
バ
の
イ
メ
ー
ジ

理
論
の
コ
ト
バ
で
は
、
聞
き
手
に
情
報
を
与
え
て
何
か
行
動
を
起
こ
さ
せ
よ
う
と
し
ま
す
。
そ
れ
が
、
理
論

の
コ
ト
バ
の
「
実
践
性
」
で
す
。
し
か
し
、
文
学
の
コ
ト
バ
の
本
質
は
事
実
の
情
報
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、

直
接
に
実
践
に
は
結
び
つ
き
ま
せ
ん
。

実
践
に
代
わ
る
文
学
の
コ
ト
バ
の
機
能
は
「
表
象
性
」
で
す
。
表
象
と
い
う
の
は
、
か
ん
た
ん
に
い
え
ば
コ

ト
バ
を
読
ん
だ
り
聞
い
た
り
す
る
と
き
に
ア
タ
マ
に
浮
か
ぶ
さ
ま
ざ
ま
な
イ
メ
ー
ジ
の
こ
と
で
す
。
た
だ
し
、

一
般
に
使
わ
れ
て
い
る
視
覚
的
な
も
の
に
限
ら
れ
ま
せ
ん
。
「
目
に
浮
か
ぶ
」
な
ど
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
単
純
な

も
の
で
は
な
く
、
視
覚
・
聴
覚
・
触
覚
・
嗅
覚
・
体
内
感
覚
な
ど
の
す
べ
て
を
含
む
、
全
身
的
・
全
感
覚
的
な

印
象
で
す
。

表
現
よ
み
で
は
、
と
く
に
よ
み
手
が
表
象
を
浮
か
べ
る
意
識
作
用
を
重
視
し
ま
す
。
文
章
を
よ
ん
で
い
る
と

き
意
識
に
浮
か
ぶ
「
表
象
」
と
の
か
か
わ
り
で
「
間
」
は
生
じ
る
の
で
す
。
「
間
」
と
は
た
ん
な
る
時
間
的
な

表現よみとは何か(第3章)
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空
白
の
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
一
文
を
よ
ん
で
「
。
」
で
間
を
と
る
の
は
、
い
ま
声
に
し
た
文
章
の
内
容
を

よ
み
手
自
身
が
意
識
内
に
「
表
象
化
」
す
る
の
に
必
要
な
時
間
な
の
で
す
。

（
４
）

コ
ト
バ
の
論
理
と
感
情
の
動
き

理
論
の
コ
ト
バ
の
文
章
は
論
理
的
な
組
み
立
て
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
ま
す
。
黙
読
に
よ
っ
て
拾
い
だ
し
た
情

報
を
、
あ
と
で
論
理
的
に
構
成
し
て
内
容
を
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
文
学
の
コ
ト
バ

は
心
理
的
に
連
続
し
た
つ
な
が
り
を
持
っ
て
い
ま
す
。
と
く
に
小
説
は
時
間
や
空
間
の
な
が
れ
で
展
開
さ
れ
ま

す
。
文
章
に
表
現
さ
れ
た
で
き
ご
と
の
紹
介
の
仕
方
や
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
順
序
に
価
値
が
あ
り
ま
す
。
一
つ
の
文

の
中
で
も
コ
ト
バ
の
順
序
が
よ
み
手
に
与
え
る
心
理
的
効
果
ま
で
工
夫
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
作
品

を
よ
み
な
が
ら
感
じ
ら
れ
る
感
情
の
変
化
を
「
情
感
性
」
と
い
い
ま
す
。

「
す
じ
」
だ
け
で
小
説
を
読
む
よ
う
な
人
は
も
、
小
説
の
内
容
を
味
わ
う
の
で
な
く
、
情
報
を
読
ん
で
い
る

の
で
す
。
そ
ん
な
よ
み
方
を
す
る
と
、
ど
ん
な
小
説
で
も
似
た
よ
う
な
内
容
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
作
者
は

小
説
を
書
く
と
き
に
ア
タ
マ
に
思
い
浮
か
べ
た
場
面
や
状
況
を
コ
ト
バ
に
変
え
て
作
品
に
定
着
さ
せ
ま
す
。
す

る
と
イ
メ
ー
ジ
は
た
ん
な
る
文
字
と
し
て
い
っ
た
ん
は
死
ん
で
し
ま
い
ま
す
。
作
者
の
心
の
イ
メ
ー
ジ
は
作
品

を
媒
介
に
し
て
、
よ
み
手
の
理
解
と
解
釈
に
よ
る
声
の
表
現
に
よ
っ
て
再
び
生
き
か
え
る
の
で
す
。
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３

コ
ト
バ
の
裏
づ
け
と
表
現

で
は
、
文
学
の
コ
ト
バ
の
再
現
と
は
、
実
際
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
し
ょ
う
か
。
わ
た
し
は
以
前
に
武
田

鉄
也
の
出
演
す
る
ラ
ジ
オ
番
組
で
山
田
洋
次
監
督
の
映
画
『
幸
せ
の
黄
色
い
ハ
ン
カ
チ
』
の
演
出
の
話
を
聞
い

た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
映
画
に
出
演
し
た
武
田
氏
が
一
つ
の
セ
リ
フ
の
い
い
方
に
つ
い
て
延
々
と
説
明
を

し
ま
し
た
。
そ
れ
が
文
学
の
よ
み
の
深
さ
を
示
す
実
例
に
な
る
で
し
ょ
う
。

こ
の
映
画
は
、
北
海
道
を
自
動
車
で
旅
す
る
若
い
二
人
の
男
女
（
武
田
鉄
也
、
桃
井
か
お
り
）
が
刑
務
所
を

出
た
一
人
の
中
年
男
（
高
倉
健
）
と
出
会
っ
て
、
男
と
妻
と
の
再
会
に
立
ち
会
い
、
「
愛
」
に
つ
い
て
考
え
さ

せ
ら
れ
る
話
で
す
。
カ
ー
フ
ェ
リ
ー
で
北
海
道
に
つ
い
た
青
年
は
、
駅
前
で
何
人
も
の
若
い
女
性
に
声
を
か
け

た
す
え
、
つ
い
に
一
人
の
女
性
を
つ
か
ま
え
ま
す
。
そ
し
て
、
車
に
乗
せ
て
走
り
始
め
た
と
き
に
、
青
年
が

「
食
べ
も
の
な
ん
か
、
何
が
好
き
？
」
と
セ
リ
フ
を
い
い
ま
す
。

武
田
氏
は
、
な
ん
だ
簡
単
だ
と
、
こ
の
セ
リ
フ
を
口
に
し
た
そ
う
で
す
。
す
る
と
、
山
田
監
督
は
首
を
ふ
っ

て
、
だ
め
だ
と
い
い
ま
す
。
そ
し
て
、
何
度
か
繰
り
返
さ
せ
て
か
ら
、
ど
う
も
だ
め
だ
と
い
う
の
で
、
武
田
氏

に
じ
っ
く
り
説
明
を
し
ま
し
た
。
そ
の
説
明
は
じ
つ
に
お
も
し
ろ
い
も
の
で
し
た
。
わ
た
し
の
記
憶
で
再
現
し

て
み
ま
し
ょ
う
。

〔
武
田
く
ん
、
こ
の
セ
リ
フ
の
意
味
を
よ
く
考
え
て
く
だ
さ
い
。
こ
の
主
人
公
は
女
の
子
に
ふ
ら
れ
た
シ
ョ
ッ

表現よみとは何か(第3章)
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ク
で
会
社
を
や
め
て
、
退
職
金
を
は
た
い
て
頭
金
に
し
て
買
っ
た
車
で
北
海
道
ま
で
出
て
き
た
。
お
そ
ら

く
、
今
ま
で
女
の
子
と
は
デ
ー
ト
も
し
た
こ
と
も
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
、
北
海
道
へ
来
て
一
念
発
起
し
て

女
の
子
た
ち
に
次
か
ら
次
に
声
を
か
け
た
。
十
人
以
上
に
も
な
る
だ
ろ
う
が
、
み
ん
な
失
敗
し
て
し
ま
っ

た
。
し
か
し
、
つ
い
に
一
人
の
女
の
子
を
車
に
乗
せ
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
喜
び
を
想
像
し
て
ほ
し
い
。

女
の
子
と
二
人
き
り
で
ド
ラ
イ
ブ
す
る
な
ん
て
生
ま
れ
て
初
め
て
だ
。
今
、
自
分
の
車
の
隣
に
女
の
子
を

乗
せ
て
運
転
し
な
が
ら
、
主
人
公
は
頭
の
中
で
考
え
る
。
こ
こ
で
な
に
か
気
の
き
い
た
言
葉
を
か
け
な
き
ゃ

い
け
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
場
に
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
な
セ
リ
フ
は
と
て
も
思
い
浮
か
び
は
し
な
い
。
時
間

は
ど
ん
ど
ん
過
ぎ
て
い
く
、
あ
せ
り
に
あ
せ
っ
て
、
何
か
い
わ
な
き
ゃ
な
ら
な
い
と
思
う
。
そ
の
と
き
思

い
つ
い
た
の
が
、
こ
の
セ
リ
フ
な
ん
だ
。
「
食
べ
も
の
な
ん
か
、
何
が
好
き
？
」
じ
つ
に
下
ら
な
い
セ
リ

フ
だ
。
ム
ー
ド
も
何
も
な
い
。
せ
っ
か
く
女
の
子
と
二
人
で
ド
ラ
イ
ブ
と
い
う
と
き
に
、
こ
ん
な
こ
と
し

か
い
え
な
い
。
そ
れ
は
悲
劇
的
な
ん
だ
け
ど
、
見
る
人
に
は
喜
劇
だ
。
い
い
か
い
、
ぼ
く
が
話
し
た
こ
と

を
ア
タ
マ
に
お
い
た
上
で
、
こ
の
セ
リ
フ
を
い
っ
て
ほ
し
い
ん
だ
。
〕

こ
こ
に
、
「
生
き
た
コ
ト
バ
」
の
典
型
が
あ
り
ま
す
。
た
っ
た
ひ
と
こ
と
の
セ
リ
フ
の
言
い
方
に
話
し
手
の

心
理
は
も
ち
ろ
ん
、
聞
き
手
の
状
況
や
周
囲
の
状
態
な
ど
す
べ
て
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
コ
ト
バ
の
「
意
味
」

と
は
そ
う
い
う
も
の
で
す
。
活
字
と
し
て
印
刷
さ
れ
た
コ
ト
バ
か
ら
は
、
そ
の
生
き
た
意
味
が
失
わ
れ
て
い
ま

す
。
そ
れ
を
生
き
返
ら
せ
る
の
が
、
コ
ト
バ
を
声
に
す
る
音
読
で
あ
り
、
表
現
よ
み
な
の
で
す
。
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「
な
ん
だ
、
そ
れ
な
ら
、
演
劇
の
セ
リ
フ
の
勉
強
と
同
じ
じ
ゃ
な
い
か
」
と
思
う
人
も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
が
、
表
現
よ
み
は
芝
居
の
よ
う
に
会
話
（
セ
リ
フ
）
の
部
分
だ
け
を
よ
む
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
、

一
般
に
「
地
の
文
」
と
よ
ば
れ
る
会
話
以
外
を
ど
う
よ
め
る
か
が
表
現
よ
み
の
生
命
で
す
。
そ
の
た
め
に
は
、

小
説
の
文
章
の
組
立
て
を
理
解
す
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
す
。
小
説
の
文
章
の
組
立
て
は
、
一
般
に
い
わ
れ
る

「
会
話
と
地
の
文
」
と
い
う
単
純
な
区
別
で
解
明
で
き
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

朗
読
の
人
た
ち
の
多
く
は
地
の
文
と
会
話
を
区
別
す
る
程
度
で
よ
ん
で
い
る
よ
う
で
す
。
朗
読
を
す
る
人
の

多
く
は
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
や
俳
優
で
す
。
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
は
硬
い
朗
読
調
の
よ
み
に
棒
よ
み
の
セ
リ
フ
を
は
さ
む

よ
う
な
よ
み
を
し
ま
す
。
俳
優
は
セ
リ
フ
は
得
意
な
の
で
会
話
の
部
分
を
完
全
な
セ
リ
フ
に
し
て
よ
ん
で
い
ま

す
。
セ
リ
フ
は
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
よ
り
ま
し
で
す
が
、
「
地
の
文
」
は
ク
セ
の
あ
る
朗
読
口
調
で
す
。
で
す
か
ら
、

「
会
話
」
と
「
地
の
文
」
と
が
、
ま
る
で
異
質
の
文
章
の
よ
う
に
二
つ
に
区
分
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
の
傾

向
は
、
か
な
り
有
名
な
俳
優
や
朗
読
者
の
中
に
も
見
ら
れ
ま
す
。

そ
ん
な
よ
み
で
は
、
作
品
と
し
て
一
つ
に
統
一
さ
れ
た
小
説
が
ま
る
で
舞
台
劇
に
脚
色
さ
れ
た
よ
う
な
感
じ

が
し
ま
す
。
小
説
は
散
文
で
書
か
れ
た
作
品
で
す
か
ら
、
作
者
（
あ
る
い
は
「
語
り
手
」
）
の
意
識
に
よ
る
統

一
性
を
持
た
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

小
説
を
朗
読
す
る
と
き
の
注
意
点
、
と
く
に
よ
み
手
と
作
品
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
ロ
シ
ア
の
文
芸
批
評
家

チ
モ
フ
ェ
ー
エ
フ
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
ま
す
。
「
説
話
者
」
は
「
語
り
手
」
と
置
き
か
え
て
理
解
し
て
く

だ
さ
い
。
（
丸
数
字
は
わ
た
し
が
つ
け
ま
し
た
）

表現よみとは何か(第3章)
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「
①
朗
読
は
常
に
説
話
の
統
一
を
保
た
ね
ば
な
ら
な
い
、
な
ぜ
な
ら
登
場
人
物
た
ち
の
話
し
言
葉
の
特
殊
性

は
す
べ
て
説
話
者
の
話
し
言
葉
に
従
属
さ
せ
ら
れ
て
い
て
、
語
り
手
が
登
場
人
物
た
ち
の
話
の
中
か
ら
引

い
て
く
る
独
自
の
〈
引
用
文
〉
の
観
を
呈
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
②
作
品
中
の
登
場
人
物
の
文
句
は
こ

れ
に
対
す
る
説
話
者
自
身
の
関
係
と
結
び
つ
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
③
ま
た
朗
読
の
場
合
は
朗
読

者
自
身
の
体
験
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

わ
か
り
に
く
い
翻
訳
の
文
章
な
の
で
、
番
号
ご
と
に
要
点
を
ま
と
め
ま
し
ょ
う
。
（

）
内
は
、
わ
た
し
の

補
足
で
す
。

①
登
場
人
物
の
会
話
は
語
り
手
が
引
用
し
た
形
式
を
と
る
の
で
、
作
品
は
語
り
手
の
こ
と
ば
に
統
一
さ
れ
た

も
の
と
し
て
よ
ま
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
（
語
り
手
の
こ
と
ば
に
よ
る
統
一
は
、
究
極
に
お
い
て
と
い
う
意
味
で

す
か
ら
、
あ
る
レ
ベ
ル
で
よ
み
手
は
登
場
人
物
に
同
化
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
）

②
語
り
手
が
ど
の
よ
う
な
態
度
で
登
場
人
物
の
コ
ト
バ
を
引
用
し
た
か
考
え
て
読
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。
（
語

り
手
が
登
場
人
物
の
コ
ト
バ
を
引
用
す
る
と
き
、
肯
定
と
否
定
、
善
と
悪
と
い
っ
た
価
値
的
あ
る
い
は
道
徳
的

な
評
価
が
加
わ
っ
て
い
ま
す
）

③
作
品
の
内
容
と
読
み
手
自
身
の
体
験
や
思
想
と
を
結
び
つ
け
て
よ
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。
（
よ
み
手
は
作
品

を
た
だ
受
動
的
に
よ
む
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
人
の
感
受
性
や
思
想
性
に
も
と
づ
い
て
批
判
的
に
作
品
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を
理
解
し
て
声
に
表
現
す
る
の
で
す
）

小
説
は
戯
曲
と
も
詩
と
も
ち
が
っ
た
文
章
の
表
現
で
す
。
小
説
は
会
話
が
中
心
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
小
説
の

文
章
の
統
一
性
は
「
登
場
人
物
」
の
コ
ト
バ
を
〈
引
用
文
〉
と
し
て
と
り
入
れ
る
「
語
り
手
」
の
文
、
つ
ま
り

「
地
の
文
」
に
あ
る
わ
け
で
す
。

４

散
文
と
し
て
の
文
章

「
散
文
」
と
し
て
の
小
説
の
よ
み
方
を
考
え
る
た
め
に
、
散
文
そ
の
も
の
の
性
質
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

散
文
と
は
、
韻
文
（
＝
詩
）
と
対
照
さ
れ
る
文
章
の
ジ
ャ
ン
ル
で
、
小
説
や
エ
ッ
セ
イ
の
文
体
の
こ
と
で
す
。

詩
に
あ
る
リ
ズ
ム
や
韻
律
と
い
う
も
の
が
散
文
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。

フ
ラ
ン
ス
の
思
想
家
ア
ラ
ン
は
、
散
文
の
特
徴
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
考
え
て
い
ま
す
。
散
文
は
近
代
の
印
刷
術

の
発
達
に
よ
っ
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
り
、
第
一
の
特
徴
は
活
字
で
印
刷
さ
れ
た
そ
の
文
字
づ
ら
に
あ
り
ま
す
。

そ
こ
に
は
作
者
の
肉
筆
に
見
ら
れ
る
文
字
の
乱
れ
な
ど
な
く
、
一
様
に
と
と
の
っ
て
い
ま
す
。
詩
は
一
つ
一
つ

の
単
語
の
意
味
や
響
き
に
意
味
を
こ
め
て
書
か
れ
ま
す
が
、
散
文
は
一
つ
一
つ
の
文
字
や
一
つ
一
つ
の
単
語
や

句
に
特
定
の
意
味
を
持
た
せ
て
い
ま
せ
ん
。
活
字
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
全
体
が
意
味
を
も
ち
ま
す
。
つ
ま
り
、

散
文
全
体
に
よ
っ
て
思
想
を
構
成
す
る
点
が
重
要
だ
と
述
べ
て
い
ま
す
。

で
す
か
ら
、
詩
の
よ
み
で
は
、
外
か
ら
与
え
ら
れ
る
諧
調
や
リ
ズ
ム
が
要
求
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
散
文
で

表現よみとは何か(第3章)
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は
そ
れ
ら
が
排
除
さ
れ
ま
す
。
「
散
文
は
そ
の
本
性
上
、
高
声
に
発
声
せ
ら
る
べ
き
で
な
く
…
…
目
読
さ
る
べ

き
も
の
」
と
い
う
の
で
す
。
文
学
の
ジ
ャ
ン
ル
で
は
、
ア
ラ
ン
は
小
説
が
散
文
の
代
表
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

「
散
文
は
、
そ
の
本
性
上
、
調
子
を
変
え
、
筆
致
や
捉
え
方
に
変
化
を
与
え
よ
う
と
す
る
傾
き
が
あ
る
。
散

文
の
完
全
な
作
品
が
小
説
と
な
る
の
は
、
こ
の
た
め
で
あ
る
。
」

ま
た
、
小
説
と
い
っ
て
も
い
ろ
い
ろ
な
作
品
が
あ
り
ま
す
が
、
ア
ラ
ン
が
価
値
を
認
め
る
の
は
「
作
家
の
精

神
の
運
動
に
よ
っ
て
観
念
（
＝
思
想
）
を
形
成
し
た
軌
跡
」
と
よ
ぶ
よ
う
な
作
品
で
す
。

で
は
、
「
作
家
の
精
神
の
運
動
」
を
た
ど
る
に
ふ
さ
わ
し
い
よ
み
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
し
ょ
う
か
。

わ
た
し
が
表
現
よ
み
を
は
じ
め
た
こ
ろ
、
あ
る
作
品
を
よ
ん
で
い
て
、
ど
う
し
て
も
そ
の
世
界
が
浮
か
び
上

が
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
い
ま
思
え
ば
、
そ
れ
は
文
学
的
価
値
の
低
い
作
品
な
の
で
外
か
ら
ム
リ
に

調
子
を
つ
け
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
す
。
ち
ょ
う
ど
お
年
寄
り
が
新
聞
に
リ
ズ
ム
を
つ
け
て
よ
む
の
と
同
じ

よ
う
な
悪
し
き
「
朗
読
」
で
し
た
。

表
現
よ
み
に
は
「
作
品
が
よ
み
方
を
教
え
て
く
れ
る
」
と
い
う
教
訓
や
、
「
は
い
る
・
な
り
き
る
・
の
り
う

つ
る
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に
表
現
よ
み
の
本
質
的
な
境
地
が
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。
す

ぐ
れ
た
作
品
に
は
、
文
章
そ
れ
自
身
に
思
想
の
ひ
び
き
と
も
い
え
る
音
調
が
ひ
そ
ん
で
い
ま
す
。
そ
れ
は
外
か

ら
与
え
た
リ
ズ
ム
や
調
子
で
は
な
く
、
作
品
が
自
然
に
よ
み
手
に
要
求
す
る
も
の
で
す
。
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わ
た
し
た
ち
は
「
表
現
よ
み
を
す
る
と
、
作
品
（
文
章
）
の
善
し
悪
し
が
分
か
る
」
と
い
う
こ
と
も
よ
く
い

い
ま
す
。
「
善
し
悪
し
」
は
、
作
品
の
内
容
に
つ
い
て
は
も
ち
ろ
ん
、
文
章
そ
の
も
の
の
表
現
か
ら
と
ら
え
ら

れ
る
ま
す
。
単
に
文
の
表
面
的
リ
ズ
ム
で
は
な
く
、
文
章
全
体
か
ら
作
品
の
精
神
と
し
て
伝
わ
る
も
の
に
「
善

し
悪
し
」
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。

わ
た
し
た
ち
の
練
習
で
よ
い
文
章
が
よ
み
手
を
導
い
た
こ
と
は
し
ば
し
ば
あ
り
ま
す
。
よ
い
例
が
あ
り
ま
す
。

わ
た
し
た
ち
が
以
前
に
現
代
の
流
行
作
家
の
小
説
を
よ
ん
で
い
た
と
き
の
こ
と
で
す
。
「
ど
う
も
、
心
が
ひ
か

れ
な
い
」
「
作
品
の
世
界
に
入
り
に
く
い
」
と
い
う
意
見
が
出
た
た
め
に
、
志
賀
直
哉
「
和
解
」
に
テ
キ
ス
ト

を
変
え
ま
し
た
。
そ
の
最
初
の
練
習
の
日
か
ら
研
究
会
の
メ
ン
バ
ー
に
加
わ
っ
た
二
〇
代
後
半
の
女
性
が
い
ま

し
た
。
そ
の
人
が
よ
み
す
す
む
の
を
聞
い
て
、
わ
た
し
は
驚
か
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で
の
よ
み
は
、
発
音
や

ア
ク
セ
ン
ト
は
正
確
で
し
た
が
、
ど
こ
か
冷
た
い
感
じ
の
緊
張
し
た
も
の
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
日
は
、

少
し
も
身
構
え
は
な
く
、
し
だ
い
に
引
き
つ
け
ら
れ
ま
し
た
。
作
品
の
世
界
が
わ
た
し
の
心
に
浮
き
上
が
っ
て

き
ま
し
た
。
そ
れ
は
よ
い
よ
み
に
共
通
す
る
独
特
の
印
象
で
し
た
。
わ
た
し
は
「
あ
あ
、
こ
れ
こ
そ
〈
の
り
う

つ
る
〉
の
境
地
だ
」
と
思
い
ま
し
た
。
あ
と
で
何
を
意
識
し
て
よ
ん
だ
の
か
聞
い
て
み
る
と
、
「
と
に
か
く
、

気
負
わ
ず
に
、
淡
々
と
よ
も
う
と
思
い
ま
し
た
。
自
然
に
文
章
に
引
き
込
ま
れ
る
感
じ
で
し
た
」
と
い
う
の
で

す
。そ

の
と
き
、
わ
た
し
は
ア
ラ
ン
の
指
摘
を
思
い
出
し
ま
し
た
。

表現よみとは何か(第3章)
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「
立
派
な
散
文
は
音
読
に
よ
っ
て
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
読
み
手
の
技
巧
は
何
ひ
と
つ
そ
こ
に
は
付
け

加
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
」

前
の
章
で
見
た
と
お
り
ア
ラ
ン
は
散
文
に
つ
い
て
は
「
目
読
」
を
す
す
め
て
い
ま
す
。
散
文
は
「
朗
読
」
で

よ
ん
で
も
ら
い
た
く
な
い
よ
う
で
す
。
よ
み
と
い
え
ば
詩
の
朗
読
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
人
の
常
識
が
は
た
ら
い
て

い
る
よ
う
で
す
。
し
か
し
、
名
文
を
確
認
す
る
手
段
と
し
て
の
「
音
読
」
は
み
と
め
て
い
る
の
で
す
。
で
は
、

ど
の
よ
う
な
「
音
読
」
を
す
す
め
る
の
で
し
ょ
う
か
。

５

小
説
の
文
章
を
ど
う
よ
む
か

も
う
一
歩
考
え
を
す
す
め
て
、
文
学
作
品
と
し
て
の
小
説
を
ど
う
よ
め
ば
よ
い
か
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

文
学
作
品
の
よ
み
に
つ
い
て
は
、
ア
ラ
ン
と
同
じ
フ
ラ
ン
ス
の
思
想
家
ヴ
ァ
レ
リ
ー
が
深
い
考
察
を
し
て
い

ま
す
。
晩
年
の
講
演
『
詩
学
序
説
』
で
文
学
の
味
わ
い
方
に
つ
い
て
語
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
問
題
に
し
て
い
る

の
は
「
詩
」
で
す
が
、
そ
れ
は
文
学
の
代
表
と
し
て
の
「
詩
」
で
す
か
ら
、
小
説
の
よ
み
方
に
も
あ
て
は
ま
り

ま
す
。

ふ
つ
う
作
品
を
深
く
よ
む
と
い
う
と
、
わ
た
し
た
ち
は
分
析
的
な
よ
み
方
を
考
え
ま
す
。
つ
ま
り
、
作
品
の

登
場
人
物
や
場
面
や
エ
ピ
ソ
ー
ド
な
ど
を
抜
き
書
き
し
て
、
あ
と
か
ら
じ
っ
く
り
考
え
る
方
法
で
す
。
そ
れ
は
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作
品
に
つ
い
て
論
文
を
書
く
作
業
の
よ
う
な
も
の
で
す
。
し
か
し
、
ヴ
ァ
レ
リ
ー
は
そ
ん
な
よ
み
方
を
否
定
し

て
い
ま
す
。
作
品
か
ら
あ
る
単
語
を
取
り
出
し
た
り
、
書
か
れ
た
内
容
を
要
約
す
る
よ
う
な
よ
み
方
は
、
作
品

そ
の
も
の
の
味
わ
い
か
ら
は
な
れ
て
し
ま
う
の
で
す
。
そ
し
て
、
こ
う
断
言
し
ま
す
。

「
精
神
の
作
品
は
実
現
作
用
に
お
い
て
し
か
存
在
し
な
い
。
」

ヴ
ァ
レ
リ
ー
は
、
文
学
の
行
為
に
お
け
る
書
き
手
の
精
神
の
は
た
ら
き
と
よ
み
手
の
精
神
の
は
た
ら
き
を
区

別
し
て
、
書
き
手
の
精
神
の
は
た
ら
き
に
価
値
が
あ
る
と
い
い
ま
す
。
作
品
は
詩
人
の
創
造
的
精
神
の
は
た
ら

き
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
す
か
ら
、
よ
み
手
も
作
品
を
創
造
的
な
精
神
で
よ
む
べ
き
だ
と
い
い
ま
す
。
そ
れ
な

の
に
、
人
は
書
か
れ
た
作
品
か
ら
言
葉
を
拾
っ
て
内
容
を
取
り
出
そ
う
と
し
た
り
、
内
容
を
説
明
し
よ
う
と
し

ま
す
。
書
か
れ
た
作
品
を
あ
れ
こ
れ
操
作
し
て
理
解
す
る
の
で
は
、
作
者
の
精
神
の
は
た
ら
き
か
ら
も
、
作
品

そ
の
も
の
か
ら
も
は
な
れ
て
、
作
品
を
死
ん
だ
コ
ト
バ
と
し
て
し
ま
い
ま
す
。

ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
い
う
「
実
現
作
用
」
と
は
、
作
品
そ
の
も
の
の
価
値
を
読
み
手
が
作
品
か
ら
直
接
に
受
け
取

る
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、
創
造
過
程
で
書
き
手
に
は
た
ら
い
て
い
た
精
神
を
、
よ
み
の
過
程
で
よ
み
手
も
精
神

の
は
た
ら
き
と
し
て
再
現
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
と
い
う
の
で
す
。
し
か
し
、
よ
み
手
の
精
神
が
書
き
手
と
全
く

同
一
の
精
神
活
動
を
体
験
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
す
。
だ
と
し
た
ら
、
「
ど
の
よ
う
な
よ
み
方
を
し
た
ら
、
よ

み
手
は
書
き
手
の
精
神
の
は
た
ら
き
に
よ
り
接
近
で
き
る
か
」
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
り
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、

表現よみとは何か(第3章)
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「
作
品
の
効
果
と
は
…
…
生
産
者
の
最
初
の
状
態
に
類
似
の
効
果
を
再
び
構
成
す
る
こ
と
」
だ
か
ら
で
す
。

い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
よ
み
方
を
し
た
ら
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。

ヴ
ァ
レ
リ
ー
は
そ
の
方
法
に
つ
い
て
は
述
べ
て
い
ま
せ
ん
。
た
だ
、
次
の
よ
う
に
「
原
文
」
の
重
要
性
と
詩

人
の
創
作
過
程
に
お
け
る
内
な
る
「
声
」
の
作
用
に
つ
い
て
述
べ
る
だ
け
で
す
が
、
こ
こ
か
ら
文
学
の
よ
み
と

い
う
も
の
が
想
像
で
き
ま
す
。

「
一
つ
の
詩
は
、
い
ま
或
る
声
と
、
次
に
く
る
そ
し
て
く
る
べ
き
声
と
の
間
に
連
続
し
た
一
つ
の
つ
な
が
り

を
要
求
し
、
か
つ
、
そ
の
つ
な
が
り
を
生
ぜ
し
め
る
一
つ
づ
き
の
言
葉
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
て
そ
の
声

は
、
人
に
耳
を
傾
け
さ
せ
る
よ
う
な
声
、
ま
た
感
情
状
態
を
呼
び
覚
ま
す
よ
う
な
声
で
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
し
か
も
、
こ
の
感
情
状
態
の
唯
一
の
言
語
表
現
が
原
文
な
の
で
あ
り
ま
す
。
試
み
に
声
を
、
す
な

わ
ち
必
要
な
声
を
取
り
除
け
て
ご
ら
ん
な
さ
い
。
す
べ
て
は
任
意
の
も
の
に
な
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
詩

は
、
機
械
的
に
置
き
並
べ
ら
れ
る
た
め
に
連
結
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
一
系
列
の
符
号
に
変
化
す
る
の
で
あ

り
ま
す
。
」

ヴ
ァ
レ
リ
ー
は
、
詩
が
「
声
」
を
よ
び
お
こ
す
も
の
で
あ
り
、
そ
の
「
声
」
は
原
文
の
コ
ト
バ
に
よ
っ
て
こ

そ
よ
び
お
こ
さ
れ
る
と
い
う
の
で
す
。
こ
の
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
コ
ト
バ
と
表
現
よ
み
と
を
結
び
つ
け
て
も
的
外
れ

で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
大
久
保
忠
利
は
晩
年
に
「
音
読
」
と
い
う
よ
り
「
声
読
」
が
よ
い
と
主
張
し
ま
し
た
が
、
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ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
コ
ト
バ
は
「
声
読
」
の
意
義
の
解
説
に
も
な
り
ま
す
。

し
か
し
、
も
う
少
し
小
説
の
文
章
の
組
立
て
を
分
析
す
る
手
が
か
り
を
す
え
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
小
説
の
文

章
の
組
立
て
は
作
品
を
書
き
手
と
よ
み
手
と
を
と
り
ま
く
社
会
と
の
関
係
で
と
ら
え
ら
れ
る
と
い
う
考
え
で
す
。

そ
れ
は
ソ
ビ
エ
ト
の
文
学
理
論
家
バ
フ
チ
ン
の
考
え
で
す
。
バ
フ
チ
ン
は
芸
術
作
品
を
読
む
こ
と
を
書
き
手

と
読
み
手
と
の
「
美
的
交
流
」
と
い
う
概
念
で
と
ら
え
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
現
実
に
行
わ
れ
て
い
る
直
接
的
・

実
践
的
な
行
為
か
ら
区
別
さ
れ
ま
す
。
文
学
は
社
会
の
現
実
的
な
行
動
と
は
ち
が
っ
て
、
そ
れ
自
体
が
事
実
的

・
実
践
的
な
意
義
を
持
つ
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
一
般
に
芸
術
・
文
学
が
「
非
実
用
性
」
と
よ
ば
れ
る
と
お

り
で
す
。
つ
ま
り
、
文
学
と
い
う
行
為
の
本
質
は
、
作
品
を
媒
介
と
し
た
作
者
（
＝
書
き
手
）
と
読
者
（
＝
読

み
手
）
と
の
精
神
的
交
流
に
あ
る
の
で
す
。

で
は
、
文
学
作
品
の
よ
み
方
・
味
わ
い
方
は
、
作
者
と
読
者
と
ど
ん
な
関
係
で
成
立
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。

「
美
的
交
流
は
、
芸
術
作
品
の
創
造
と
、
そ
の
絶
え
間
な
い
共
同
創
造
的
な
観
点
に
お
け
る
再
創
造
に
よ
っ

て
完
了
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
に
客
体
化
と
い
う
も
の
を
要
求
し
な
い
の
で
あ
る
。
」

「
共
同
創
造
的
な
観
点
に
お
け
る
再
創
造
」
と
い
う
考
え
は
、
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
「
再
現
作
用
」
と
似
て
い
ま

す
。
バ
フ
チ
ン
も
ヴ
ァ
レ
リ
ー
と
同
じ
く
、
作
品
を
〈
物
体
化
〉
す
る
よ
う
な
よ
み
を
否
定
し
て
い
ま
す
。

「
そ
れ
以
外
に
客
体
化
」
を
要
求
し
な
い
と
い
う
の
は
、
作
品
か
ら
語
句
を
拾
っ
た
り
、
文
を
抜
き
だ
し
た
り

表現よみとは何か(第3章)
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す
る
分
析
的
な
方
法
を
と
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

文
学
の
活
動
は
書
き
手
に
よ
っ
て
作
品
が
書
か
れ
た
だ
け
で
完
結
す
る
も
の
で
は
な
く
、
作
品
を
媒
介
と
す

る
よ
み
手
の
再
創
造
ま
で
含
ん
で
い
ま
す
。
だ
と
す
る
と
、
文
学
活
動
に
お
い
て
作
品
を
よ
む
読
者
の
行
為
の

価
値
は
予
想
以
上
に
重
い
も
の
で
す
。
作
品
を
よ
ん
で
味
わ
う
こ
と
が
、
文
学
行
為
の
全
過
程
の
一
環
な
の
で

す
か
ら
、
「
よ
み
」
の
質
を
高
め
る
こ
と
は
い
っ
そ
う
重
要
で
す
。

「
共
同
創
造
的
な
観
点
に
お
け
る
再
創
造
」
の
過
程
を
最
高
と
見
る
バ
フ
チ
ン
の
考
え
は
、
作
品
の
創
造
過

程
と
鑑
賞
過
程
を
二
分
し
た
ヴ
ァ
レ
リ
ー
と
同
じ
考
え
と
い
え
ま
す
。
し
か
し
、
バ
フ
チ
ン
も
ま
た
ヴ
ァ
レ
リ
ー

と
同
じ
く
、
ど
の
よ
う
な
よ
み
の
方
が
「
再
創
造
」
に
ふ
さ
わ
し
い
か
は
語
っ
て
は
い
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
バ
フ
チ
ン
は
生
活
の
コ
ト
バ
に
は
た
ら
く
「
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
」
が
コ
ト
バ
を
生
き
か
え
ら
せ

る
重
要
な
手
段
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
「
イ
ン
ト
ネ
ー

シ
ョ
ン
」
は
、
ふ
つ
う
に
い
わ
れ
る
音
（
オ
ン
）
の
上
が
り
下
が
り
の
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
声
に
な
っ
た

コ
ト
バ
に
表
現
さ
れ
る
個
人
と
個
人
の
関
係
、
そ
の
環
境
と
の
関
係
、
お
互
い
の
所
属
す
る
社
会
階
層
、
さ
ら

に
社
会
全
体
の
思
想
的
状
況
な
ど
を
か
ら
生
ま
れ
る
声
の
響
き
の
こ
と
で
す
。
文
字
で
書
か
れ
た
コ
ト
バ
を
音

声
化
し
た
と
き
の
人
間
の
声
に
は
、
そ
れ
ら
す
べ
て
が
含
ま
れ
る
の
で
す
。

「
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
は
、
言
語
学
的
に
固
定
し
た
も
の
す
べ
て
に
対
し
て
、
生
き
た
歴
史
的
働
き
と
一
回

性
を
付
与
す
る
。
」

こ
こ
ま
で
く
れ
ば
も
う
結
論
づ
け
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
文
字
で
書
か
れ
た
コ
ト
バ
を
生
き
か
え
ら
せ
る
手
段

- 20 -



は
「
音
読
」
に
よ
る
再
現
な
の
で
す
。

「
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
。
」

バ
フ
チ
ン
も
ヴ
ァ
レ
リ
ー
と
同
じ
よ
う
に
詩
人
の
「
声
」
に
つ
い
て
述
べ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
さ
ら
に

「
声
」
そ
の
も
の
の
「
社
会
的
性
格
」
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
の
で
す
。

（
渡
辺
知
明
『
表
現
よ
み
と
は
何
か
―
朗
読
で
楽
し
む
文
学
の
世
界
』1995

明
治
図
書
出
版
）
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