
《
表
現
よ
み
解
説
シ
リ
ー
ズ
》

表
現
よ
み
と
は
何
か
（
第
８
章
）

―
―

朗
読
で
楽
し
む
文
学
の
世
界

―
―

渡

辺

知

明

第
三
部

表
現
よ
み
の
文
学
理
論

第
１
章

表
現
よ
み
理
論
の
歴
史

「
表
現
よ
み
を
や
っ
て
み
て
、
し
み
じ
み
感
ず
る
こ
と
が
い
く
つ
か
あ
る
が
、
そ
の
一
つ
と
し
て
、
一
語

一
語
の
表
現
性
が
ハ
ッ
キ
リ
身
に
迫
っ
て
感
ぜ
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
す
が
に
文
章
の
達
人
た

ち
の
書
く
文
章
に
ム
ダ
は
な
く
、
一
つ
一
つ
の
名
詞
・
動
詞
・
形
容
詞
が
、
よ
く
選
ば
れ
て
い
る
こ
と
が
、

こ
ん
な
に
よ
く
わ
か
る
読
み
は
ほ
か
に
な
い
。
時
に
は
、
た
だ
一
つ
の
副
詞
に
、
筆
者
の
心
づ
か
い
が
深
く

こ
め
ら
れ
て
い
て
、
思
わ
ず
目
を
見
は
る
こ
と
が
あ
る
。
」
（
大
久
保
忠
利
『
話
し
か
た
第
二
歩
』
）

１

表
現
よ
み
理
論
の
出
発

表
現
よ
み
は
大
久
保
忠
利
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
、
理
論
的
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
表
現
よ
み
は
音

読
の
一
種
で
す
が
、
た
ん
な
る
発
声
・
発
音
の
練
習
の
方
法
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
日
本
コ
ト
バ
の
会
で
は
、
も
っ

と
も
入
門
し
や
す
い
コ
ト
バ
能
力
上
達
の
基
礎
訓
練
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
「
話
し
・
聞
き
・
読
み
・
書
き
」
と

い
う
総
合
的
な
コ
ト
バ
の
能
力
を
高
め
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
文
章
表
現
の
具
体
的
な
理
解
を
深
め
て
、
文
学

作
品
を
よ
り
深
く
味
わ
え
る
方
法
で
す
。

文
学
作
品
の
批
評
は
や
や
も
す
る
と
、
文
章
そ
の
も
の
の
表
現
を
飛
び
越
え
て
、
読
み
手
の
解
釈
し
た
内
容
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を
基
準
に
行
な
わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
安
岡
章
太
郎
は
文
体
論
を
基
礎
に
し
た
文
芸
批
評
の
必
要
性
に
つ

い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

「
一
と
口
に
い
っ
て
、
文
体
論
の
な
い
文
芸
批
評
は
政
治
論
に
な
る
か
人
物
論
に
な
る
か
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

そ
の
作
品
が
提
出
し
て
い
る
問
題
に
つ
い
て
語
れ
ば
、
そ
れ
は
お
お
む
ね
政
治
を
語
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の

作
品
を
書
い
た
作
家
を
論
ず
る
と
な
れ
ば
、
そ
れ
は
ほ
と
ん
ど
人
物
評
に
な
る
。
現
在
の
批
評
に
、
作
品
論

は
お
ろ
か
、
作
家
論
さ
え
、
め
っ
た
に
見
当
ら
な
い
の
は
、
よ
く
言
わ
れ
る
よ
う
に
実
作
者
と
批
評
家
と
の

間
に
、
不
信
感
が
は
た
ら
い
て
い
る
た
め
な
ど
で
は
な
く
、
も
っ
と
具
体
的
に
作
品
を
論
ず
る
共
通
の
足
場

が
欠
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
」
（
日
本
ペ
ン
ク
ラ
ブ
編
・
吉
行
淳
之
介
選
『
文
章
読
本
』
福
武
書
店
）

昭
和
44
年
の
『
も
ぐ
ら
の
言
葉
』
（
講
談
社
）
か
ら
収
録
さ
れ
た
文
章
で
す
が
、
「
具
体
的
に
作
品
を
論
ず

る
共
通
の
足
場
」
と
な
る
「
文
体
論
」
の
必
要
性
は
今
も
変
わ
り
な
い
で
し
ょ
う
。

表
現
よ
み
は
、
文
章
の
一
語
・
一
句
・
一
文
を
落
と
さ
ず
発
音
し
ま
す
か
ら
、
作
品
の
文
章
か
ら
は
な
れ
る

こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
作
品
の
内
容
も
文
章
の
表
現
と
結
び
つ
け
て
味
わ
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
そ
の
よ
う
な

「
よ
み
」
に
こ
そ
、
作
品
の
文
章
を
語
り
文
体
を
語
る
資
格
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
わ
た
し
は
表
現
よ
み
の
理
論

を
さ
ら
に
深
め
る
こ
と
が
、
ま
さ
に
「
共
通
の
足
場
」
を
提
供
す
る
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

で
は
、
大
久
保
理
論
に
お
い
て
表
現
よ
み
が
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
の
か
、
そ
の
歴
史
を
た
ど

表現よみとは何か(第8章)
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る
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。

表
現
よ
み
の
名
称
が
は
じ
め
て
登
場
す
る
の
は
、
昭
和
31
年
（1956

年
）
の
こ
と
で
す
。
＊

＊
国
立
国
語
研
究
所
編
『
国
語
年
鑑
』
（
秀
英
出
版
）
昭
和
32
年
版190

ペ
ー
ジ
―
日
本
コ
ト
バ
の
会
「
話
し
方
教
室
」

「
詩
の
表
現
よ
み
」
武
藤
辰
男
（
昭
和
31
年
５
月
26
日
）
、
「
新
し
い
表
現
よ
み
」
川
野
圭
泉
（
同
年
12
月
８
日
）

表
現
よ
み
は
、
日
本
コ
ト
バ
の
会
の
「
話
し
方
教
室
」
で
、
話
し
方
の
上
達
を
目
的
と
し
て
開
始
さ
れ
ま
し

た
。
し
か
し
、
最
初
は
、
ど
の
よ
う
な
方
法
で
よ
ん
だ
ら
よ
い
か
、
ど
の
よ
う
な
効
果
が
あ
る
か
、
は
っ
き
り

わ
か
っ
て
は
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

翌
年
（19

57

年
）
の
著
作
①
『
話
し
の
し
か
た
』
（
以
下
丸
数
字
は
巻
末
の
参
考
文
献
の
番
号
）
で
は
じ
め

て
表
現
よ
み
が
と
り
あ
げ
ら
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
目
的
は
「
発
音
を
正
し
く
し
、
話
し
方
を
美
し
く
す
る
た
め

に
」
（12

3

ペ
ー
ジ
）
と
い
う
点
で
あ
り
、
ま
だ
言
語
能
力
全
体
に
お
よ
ぼ
す
効
果
に
は
ふ
れ
ら
れ
て
い
ま
せ

ん
。し

か
し
、
表
現
よ
み
開
始
か
ら
三
年
後
に
、
②
『
思
考
力
を
育
て
る
話
し
コ
ト
バ
教
育
』
（1959

年
）
で
、

「
話
し
コ
ト
バ
教
育
」
に
お
い
て
「
よ
み
」
が
重
要
で
あ
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
「
音
読
」
と
表
現
よ
み
と
の

関
係
が
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

「
音
読
」
に
は
二
つ
の
段
階
が
あ
り
ま
す
。
第
一
段
階
の
音
読
は
「
文
字
→
音
」
の
段
階
、
つ
ま
り
目
で
見
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た
文
字
を
た
だ
声
に
変
え
る
と
い
う
ご
く
基
本
的
な
も
の
で
す
。
そ
れ
は
「
唇
よ
み
」
（
唇
を
動
か
す
読
み
）

を
黙
読
に
発
展
さ
せ
る
た
め
の
も
の
で
し
た
。

し
か
し
、
第
二
段
階
で
は
「
ナ
カ
ミ
を
十
分
に
理
解
し
た
上
で
音
に
あ
ら
わ
す
と
い
う
作
業
」
（
30
ペ
ー
ジ
）

を
し
ま
す
。
「
そ
の
文
脈
の
中
で
一
語
一
行
が
、
た
だ
声
に
な
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
そ
こ
で
は
ど
の
よ
う

な
声
の
調
子
で
読
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
を
、
そ
の
瞬
間
に
決
定
す
る
頭
の
ハ
タ
ラ
キ
を
必
要
」
（
30
ペ
ー

ジ
）
と
す
る
も
の
で
す
。
表
現
よ
み
は
、
こ
の
第
二
段
階
の
「
音
読
」
な
の
で
す
。

表
現
よ
み
の
心
得
と
し
て
あ
げ
ら
れ
た
二
つ
の
項
目
を
見
る
と
、
表
現
よ
み
が
「
話
し
方
」
の
た
め
の
発
音

訓
練
か
ら
脱
し
つ
つ
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
（
31
ペ
ー
ジ
）

１
、
一
語
一
語
の
発
音
を
正
し
く
・
ハ
ッ
キ
リ
と

２
、
ス
ナ
オ
に
、
し
か
も
ナ
カ
ミ
を
よ
く
あ
ら
わ
し
て
読
む

さ
ら
に
、
次
の
よ
う
な
コ
ト
バ
活
動
の
そ
れ
ぞ
れ
の
要
素
に
応
じ
た
四
つ
の
「
効
果
」
も
あ
げ
て
あ
り
ま
す
。

こ
の
あ
た
り
か
ら
、
表
現
よ
み
に
よ
る
言
語
能
力
強
化
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
３
・
４
だ
け
で
は
、

ま
る
で
「
話
し
方
」
訓
練
で
す
が
、
１
・
２
で
よ
り
広
い
言
語
能
力
へ
注
目
さ
せ
て
い
ま
す
。
表
現
よ
み
が
単

な
る
発
音
練
習
で
は
な
い
こ
と
が
明
確
に
な
っ
て
い
ま
す
。
（
32
ペ
ー
ジ
）

表現よみとは何か(第8章)
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１
、
読
む
と
き
―
―
ナ
カ
ミ
へ
の
注
意
、
コ
ト
バ
の
表
現

２
、
書
く
と
き
―
―
語
選
び
で
、
文
つ
く
り
の
上
で
音
声
化
し
や
す
い
よ
う
に

３
、
聞
く
と
き
―
―
表
現
の
し
か
た
と
話
し
の
ナ
カ
ミ

４
、
話
す
と
き
―
―
発
音
・
声
の
調
子
・
間
・
心
の
平
静
と
自
由

さ
て
、
表
現
よ
み
に
総
合
的
な
言
語
能
力
発
達
の
効
果
の
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
は
、
十
年
間
の

実
践
の
成
果
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
「
『
表
現
よ
み
』
序
説
―
10
年
間
の
自
己
訓
練
か
ら
の
試
論
と
し
て
―
」

（
③
『
話
し
か
た
第
二
歩
』19
66

年
所
収
。
以
下
「
序
説
」
と
略
す
）
で
す
。
表
現
よ
み
理
論
の
記
念
碑
的
な

到
達
点
を
示
す
と
同
時
に
、
表
現
よ
み
の
か
か
え
る
い
く
つ
か
の
本
質
的
な
問
題
が
問
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ

ら
の
問
題
点
は
、
表
現
よ
み
の
今
後
を
考
え
る
う
え
で
引
き
続
き
検
討
さ
れ
る
べ
き
課
題
で
す
。

「
序
説
」
の
中
心
テ
ー
マ
は
三
つ
で
す
。
（208

ペ
ー
ジ
）

１
、
そ
も
そ
も
表
現
よ
み
と
は
い
か
な
る
も
の
か
―
そ
れ
は
何
を
目
ざ
し
て
の
勉
強
か
？

２
、
表
現
よ
み
の
国
語
教
育
に
お
け
る
一
般
的
効
果
と
そ
の
し
か
た
。

３
、
表
現
よ
み
の
言
語
諸
能
力
（
内
容
を
含
み
）
の
向
上
へ
の
、
他
の
方
法
で
は
得
ら
れ
な
い
独
自
の
効
果
。

２
の
問
題
は
著
作
②
で
ふ
れ
ら
れ
た
た
め
に
省
略
さ
れ
て
、
１
・
３
の
問
題
が
重
点
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
ま
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す
。
ま
ず
、
十
年
間
の
実
践
で
明
ら
か
に
な
っ
た
点
が
確
認
さ
れ
た
あ
と
で
、
表
現
よ
み
が
「
定
義
」
さ
れ
ま

す
。
（206

ペ
ー
ジ
）

「
表
現
よ
み
と
は
、
作
品
を
、
そ
の
内
容
を
十
分
に
「
表
現
」
す
る
よ
う
に
心
を
こ
め
て
音
読
す
る
こ
と
」

ま
た
、
表
現
よ
み
と
「
朗
読
」
と
の
区
別
も
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
要
約
し
て
引
用
し
ま
す
。
（213

ペ
ー

ジ
）

１
、
表
現
よ
み
は
、
原
文
の
内
容
を
「
表
現
し
な
が
ら
読
む
」
の
が
重
点
。

２
、
「
朗
読
」
に
も
表
現
よ
み
と
同
じ
も
の
が
含
め
ら
れ
て
い
る
。

３
、
し
か
し
「
朗
読
」
は
表
現
よ
み
よ
り
も
広
い
部
分
を
含
む
。
例
え
ば
、
詩
歌
を
節
を
つ
け
て
音
読
す

る
「
節
つ
け
読
み
」
や
、
音
読
者
の
主
観
を
あ
ま
り
強
く
出
し
て
聞
き
手
に
無
理
に
聞
か
せ
よ
う
と
す
る

「
押
し
つ
け
読
み
」
な
ど
。

さ
ら
に
、
表
現
よ
み
の
練
習
を
す
る
こ
と
が
、
単
に
「
話
す
」
こ
と
へ
の
効
果
だ
け
で
な
く
、
「
言
語
能
力

の
向
上
」
に
貢
献
す
る
こ
と
も
、
は
っ
き
り
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
（207

ペ
ー
ジ
）

表
現
よ
み
の
理
論
化
に
大
き
く
貢
献
し
た
の
は
、
当
時
、
日
本
に
紹
介
さ
れ
た
ソ
ビ
エ
ト
の
国
語
教
育
の

表現よみとは何か(第8章)
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「
読
み
方
」
理
論
で
し
た
。
そ
れ
ら
三
つ
の
文
献
の
う
ち
で
、
と
く
に
ヤ
ゾ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
の
著
書
が
重
視
さ
れ

て
い
ま
す
。

ヤ
ゾ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
『
ソ
ビ
エ
ト
の
読
み
方
教
授
』
（
村
松
・
小
島
訳
、1964

年
９
月
、
明
治
図
書
）

ク
ド
リ
ャ
ー
シ
フ
『
文
学
の
教
授
』
（
西
郷
訳
、1964

年
４
月
）
の
う
ち
「
教
師
の
表
現
よ
み
」
の
章

ア
ダ
モ
ヴ
ィ
ッ
チ
『
ソ
ビ
エ
ト
に
お
け
る
解
明
読
み
』
（
リ
ー
プ
キ
ナ
『
ソ
ビ
エ
ト
の
読
解
指
導
』
村
松

・
小
島
訳
、1964

年
）
「
付
録
」
の
「
解
明
読
み
と
表
現
読
み
」

こ
れ
ら
の
「
読
み
方
」
理
論
は
、
『
ソ
ビ
エ
ト
教
育
科
学
辞
典
』
（
明
治
図
書29

8

～299

ペ
ー
ジ
）
に
あ
る

次
の
よ
う
な
考
え
を
基
礎
と
し
て
い
ま
す
。

１

十
分
な
音
声
・
明
瞭
で
正
確
な
発
音

２

著
者
の
思
想
の
明
確
な
伝
達
（
休
止
と
力
点
の
規
則
正
し
い
配
置
）

３

テ
キ
ス
ト
に
含
ま
れ
て
い
る
感
情
・
気
分
・
作
品
の
主
人
公
た
ち
の
性
格
の
基
本
的
な
特
徴
・
行
為
の

主
題
・
相
互
関
係
―
―
を
よ
み
の
中
に
も
表
現
す
る
こ
と
。

こ
こ
に
示
さ
れ
る
「
音
読
」
は
、
前
に
述
べ
た
第
一
段
階
の
「
音
読
」
の
レ
ベ
ル
を
越
え
る
も
の
で
あ
り
、
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さ
ら
に
次
の
よ
う
な
「
芸
術
的
読
み
の
専
門
技
術
」
と
も
比
較
さ
れ
ま
す
。

「
表
現
よ
み
と
芸
術
的
読
み
の
専
門
的
技
術
（
芸
術
的
コ
ト
バ
）
と
の
ち
が
い
は
、
よ
ま
れ
る
作
品
の
内
容

と
芸
術
的
特
質
と
の
伝
達
の
深
み
・
豊
さ
・
明
瞭
さ
の
程
度
に
あ
る
。
」

読
む
べ
き
作
品
の
選
び
方
、
そ
の
技
術
の
上
達
し
だ
い
で
は
、
表
現
よ
み
も
芸
術
的
な
「
よ
み
」
に
発
展
す

る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
の
で
す
。

表
現
よ
み
研
究
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
、
最
初
か
ら
大
久
保
は
詩
や
戯
曲
で
は
な
く
小
説
を
選
び
ま
し
た
。
そ

の
こ
ろ
取
り
あ
げ
た
テ
キ
ス
ト
に
は
、
壷
井
栄
『
二
十
四
の
瞳
』
、
太
宰
治
『
富
嶽
百
景
』
『
八
十
八
夜
』
、

志
賀
直
哉
『
大
津
順
吉
』
『
和
解
』
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

な
ぜ
大
久
保
は
詩
や
戯
曲
で
は
な
く
小
説
を
テ
キ
ス
ト
に
選
ん
だ
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
表
現
よ
み
理
論

を
形
成
す
る
上
で
も
っ
と
も
重
視
さ
れ
た
ヤ
ゾ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
の
コ
ト
バ
が
あ
る
か
ら
で
す
。
ヤ
ゾ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー

は
「
読
み
」
に
お
い
て
「
演
ず
る
」
こ
と
を
拒
否
す
べ
き
だ
と
主
張
し
て
い
ま
す
。
（225

ペ
ー
ジ
）

「
読
み
手
に
と
っ
て
必
要
な
こ
と
は
、
た
だ
そ
の
人
物
に
つ
い
て
、
作
者
の
性
格
づ
け
に
も
と
づ
き
、
読

み
手
自
身
に
表
象
さ
れ
て
く
る
よ
う
に
そ
の
人
物
を
示
し
つ
つ
語
り
、
そ
の
人
物
の
性
格
に
深
く
入
り
こ

む
こ
と
を
通
じ
て
、
ま
た
彼
に
対
す
る
（
読
み
手
）
自
身
の
態
度
を
通
じ
て
そ
の
人
物
を
示
す
こ
と
な
の

表現よみとは何か(第8章)
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で
あ
る
。
」

大
久
保
自
身
も
戯
曲
を
テ
キ
ス
ト
に
と
り
あ
げ
な
い
こ
と
の
理
由
を
二
つ
あ
げ
て
い
ま
す
。
（228

ペ
ー
ジ
）

「
戯
曲
の
会
話
は
あ
ま
り
に
劇
的
で
、
し
か
も
わ
れ
わ
れ
に
「
演
ず
る
」
こ
と
を
要
求
し
て
く
る
…
…
。

も
う
一
つ
の
理
由
は
、
小
説
に
は
地
の
文
が
あ
り
、
そ
れ
を
読
む
こ
と
が
ま
た
大
き
く
言
語
の
自
己
訓
練

に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
」

こ
こ
で
は
、
ま
だ
小
説
の
テ
キ
ス
ト
の
文
章
に
つ
い
て
問
題
に
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
「
地
の
文
」
の
重
要

性
に
注
目
し
た
こ
と
は
、
の
ち
に
小
説
の
文
章
を
研
究
す
べ
き
こ
と
を
予
告
し
て
い
ま
す
。
大
久
保
は
「
作
家

に
よ
り
作
品
に
よ
り
、
全
く
ち
が
う
読
み
か
た
が
、
原
文
か
ら
要
求
さ
れ
る
」
と
も
述
べ
て
い
ま
す
。
こ
の
点

か
ら
も
、
ど
の
よ
う
な
原
文
が
、
ど
の
よ
う
な
よ
み
を
要
求
す
る
の
か
と
い
う
問
題
が
提
起
さ
れ
る
こ
と
が
想

像
で
き
ま
す
。

以
上
の
よ
う
に
、
表
現
よ
み
理
論
は
、
高
い
目
標
と
大
き
な
可
能
性
を
も
っ
て
出
発
し
ま
し
た
。

２
「
聞
き
手
ゼ
ロ
」
と
「
主
観
」

「
序
説
」
で
は
、
表
現
よ
み
の
ぶ
つ
か
っ
た
二
つ
の
重
要
な
問
題
が
提
起
さ
れ
て
い
ま
す
。
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第
一
は
、
「
よ
み
手
」
が
「
よ
み
」
に
お
い
て
「
聞
き
手
」
を
意
識
す
る
か
ど
う
か
、
ど
の
よ
う
に
意
識
す

る
か
で
す
。
第
二
は
、
「
よ
み
手
」
が
作
品
の
よ
み
に
ど
れ
ほ
ど
の
「
主
観
」
を
入
れ
ら
れ
る
か
で
す
。
ど
ち

ら
も
〈
よ
み
手
→
テ
キ
ス
ト
（
書
き
手
）
→
聞
き
手
〉
と
い
う
「
よ
み
」
と
「
聞
き
」
の
本
質
に
関
わ
る
も
の

で
、
「
朗
読
」
と
表
現
よ
み
と
の
ち
が
い
に
も
つ
な
が
る
根
本
的
な
問
題
で
し
た
。

ま
ず
、
第
一
の
「
聞
き
手
」
を
ど
の
よ
う
に
意
識
す
る
か
と
い
う
問
題
を
と
り
あ
げ
ま
し
ょ
う
。

表
現
よ
み
で
は
「
朗
読
」
に
感
じ
ら
れ
る
「
聞
き
手
」
に
解
釈
を
押
し
つ
け
る
よ
う
な
印
象
を
避
け
る
よ
み

方
を
目
標
に
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
最
初
の
う
ち
は
「
聞
き
手
一
人
」
と
設
定
を
し
て
読
み
ま
し
た
。
し
か
し
、

た
と
え
「
聞
き
手
」
が
「
一
人
」
で
も
「
聞
か
せ
よ
う
」
と
い
う
意
識
は
つ
い
て
ま
わ
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、

五
、
六
年
目
か
ら
は
「
聞
き
手
ゼ
ロ
」
の
考
え
に
変
え
た
と
い
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
実
在
す
る
「
聞
き
手
」
を

意
識
せ
ず
に
、
も
っ
ぱ
ら
「
自
己
自
身
」
を
聞
き
手
に
す
る
と
い
う
立
場
で
す
。

「
聞
き
手
ゼ
ロ
」
の
考
え
を
理
論
づ
け
る
の
は
、
ヤ
ゾ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
の
著
書
（
『
ソ
ビ
エ
ト
の
読
み
方
教
授
』

「
八
聞
き
手
と
の
交
流
」
53
ペ
ー
ジ
）
か
ら
引
用
さ
れ
た
三
つ
の
「
交
流
」
概
念
で
す
。

１

自
己
交
流

２

想
像
上
の
聞
き
手
と
の
交
流

３

実
在
の
聞
き
手
と
の
交
流

表現よみとは何か(第8章)
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こ
の
区
分
に
も
と
づ
く
な
ら
ば
、
「
聞
き
手
ゼ
ロ
」
と
は
「
３

実
在
の
聞
き
手
と
の
交
流
」
の
否
定
で
す
。

そ
の
か
わ
り
に
「
自
分
の
納
得
の
ゆ
く
よ
う
に
よ
む
こ
と
だ
」
と
述
べ
る
の
で
す
が
、
当
然
、
そ
の
「
よ
み
」

が
主
観
的
に
な
り
は
し
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
生
ま
れ
ま
す
。

「
聞
き
手
」
が
い
な
く
て
も
「
主
観
」
に
お
ち
い
ら
な
い
「
よ
み
」
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
に
は

「
１

自
己
交
流
」
あ
る
い
は
「
２

想
像
上
の
聞
き
手
と
の
交
流
」
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
「
納
得
」
の

意
識
が
生
ま
れ
る
か
を
考
え
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
「
納
得
」
は
テ
キ
ス
ト
を
媒
介
に
し
て
成
り
立
つ

も
の
で
す
か
ら
、
テ
キ
ス
ト
の
文
章
の
構
造
も
問
題
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
大
久
保
は
テ
キ
ス
ト

に
つ
い
て
論
ず
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

今
後
の
表
現
よ
み
理
論
を
考
え
る
と
き
に
大
切
な
の
は
、
「
よ
み
」
を
テ
キ
ス
ト
の
文
章
と
の
関
連
で
と
ら

え
る
こ
と
で
す
。
そ
の
た
め
に
は
、
文
学
作
品
と
文
章
の
構
造
、
さ
ら
に
小
説
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
文
体
論
と

い
う
も
の
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

つ
ぎ
に
、
第
二
に
あ
げ
ら
れ
た
「
よ
み
手
」
の
「
主
観
」
の
問
題
を
と
り
あ
げ
ま
し
ょ
う
。

「
実
在
の
聞
き
手
」
を
意
識
か
ら
消
し
て
「
自
分
の
満
足
の
い
く
よ
う
に
読
む
場
合
」
に
は
、
よ
み
手
の

「
主
観
」
が
問
題
に
な
り
ま
す
。
そ
の
疑
問
を
大
久
保
は
次
の
よ
う
に
提
出
し
て
い
ま
す
。
（221

ペ
ー
ジ
）

「
一
体
、
表
現
よ
み
で
は
、
わ
れ
わ
れ
の
声
の
「
表
現
」
で
は
、
そ
こ
に
、
ど
の
く
ら
い
の
「
主
観
」
を
主

張
し
得
る
も
の
か
？

ど
れ
ほ
ど
「
主
観
」
に
よ
る
批
判
を
、
そ
の
「
表
現
」
に
こ
め
て
表
現
す
る
こ
と
が

- 12 -



可
能
か
？

ま
た
許
容
さ
れ
る
の
か
？
」

こ
の
疑
問
は
、
次
の
よ
う
な
経
過
で
生
じ
ま
し
た
。
（221

ペ
ー
ジ
）

「
は
じ
め
は
ひ
た
す
ら
原
文
を
第
一
と
し
、
そ
の
最
も
原
文
に
近
い
解
釈
に
よ
っ
て
、
「
表
現
」
す
れ
ば
い

い
と
思
っ
て
い
た
時
期
も
あ
っ
た
」
…
…
「
し
か
し
、
己
を
無
に
し
て
原
文
を
表
現
よ
み
す
る
こ
と
に
専
念

す
る
こ
と
だ
け
が
真
の
表
現
よ
み
な
の
だ
ろ
う
か
。
」

こ
の
疑
問
を
解
決
す
る
た
め
に
大
久
保
が
持
ち
だ
し
た
の
は
、
表
現
よ
み
を
「
批
判
的
味
読
」
だ
と
す
る
考

え
で
す
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
二
つ
の
軸
の
ひ
と
つ
で
す
。

ａ

原
文
の
理
解

表
現
、
の
総
合
的
前
進
的
相
互
作
用

ｂ

批
判
的
味
読

ａ
は
表
現
よ
み
の
「
よ
み
手
」
の
神
経
的
・
心
理
的
過
程
を
述
べ
た
も
の
で
、
よ
り
く
わ
し
く
次
の
よ
う
に

述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

表現よみとは何か(第8章)
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「
言
語
に
お
け
る
受
容
性
神
経
活
動

運
動
神
経
活
動
の
す
早
い
相
互
作
用
」

こ
の
考
え
は
、
の
ち
に
パ
ブ
ロ
フ
の
第
二
信
号
系
理
論
に
よ
っ
て
発
展
さ
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。
（
『
日
本
文

法
と
言
語
の
理
論
』
春
秋
社
。
「
第
二
部

一

大
脳
皮
質
で
の
言
語
過
程
・
外
内
言
―
国
語
教
育
で
の
大
切

さ
の
心
理
学
的
解
明
―
」210

ペ
ー
ジ
）

し
か
し
、
こ
れ
は
前
に
述
べ
た
「
音
読
」
の
「
第
一
段
階
」
を
解
明
す
る
だ
け
で
、
あ
く
ま
で
「
生
理
学
的
」

な
解
明
で
す
。
問
題
は
「
ｂ
批
判
的
味
読
」
が
ど
の
よ
う
な
「
よ
み
」
の
過
程
で
生
じ
て
く
る
か
で
す
。
そ
れ

は
「
原
文
テ
キ
ス
ト
」
を
媒
介
に
し
て
、
「
聞
き
手
」
や
「
読
み
手
」
の
側
の
「
理
解
」
や
「
解
釈
」
の
問
題

に
ま
で
拡
張
さ
れ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
点
を
ぬ
き
に
し
て
は
、
「
主
観
」
の
問
題
や
「
己
を
無
に
す
る
」

こ
と
の
意
味
は
は
っ
き
り
し
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
、
表
現
よ
み
で
標
準
の
テ
キ
ス
ト
と
し
た
「
小
説
」
の
文
章
の
構
造
が
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
か

が
問
題
に
な
り
ま
す
。

し
か
し
、
こ
の
と
き
に
大
久
保
が
注
目
し
た
の
は
、
サ
ル
ト
ル
の
「
非
反
省
的
意
識
」
論
や
野
間
宏
の
小
説

創
作
論
に
代
表
さ
れ
る
「
よ
み
手
」
の
「
意
識
」
の
問
題
で
し
た
。
そ
の
ね
ら
い
は
作
者
の
創
作
過
程
の
解
明

で
し
た
。
そ
こ
か
ら
表
現
よ
み
の
「
よ
み
手
」
が
再
現
す
べ
き
作
者
の
創
作
過
程
の
意
識
を
と
ら
え
る
こ
と
で

し
た
。
し
か
し
、
作
者
の
創
作
過
程
の
秘
密
は
、
作
者
自
身
の
語
る
作
品
の
解
釈
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。
作
品
の

内
容
と
よ
み
を
と
ら
え
る
た
め
に
は
、
作
品
の
文
章
そ
の
も
の
の
構
造
に
た
ち
も
ど
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
す
。
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３
「
地
の
文
」
の
も
つ
価
値

表
現
よ
み
の
よ
み
手
の
意
識
で
は
〈
作
者

原
文
〉
と
い
う
創
作
過
程
の
関
係
が
再
現
さ
れ
る
、
と
大
久
保

は
考
え
て
い
ま
し
た
。

で
は
、
大
久
保
は
小
説
の
「
原
文
」
の
文
章
の
構
造
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。
と
き
に

は
「
作
者
」
と
「
語
り
手
」
に
つ
い
て
も
語
り
ま
し
た
が
、
基
本
的
に
は
「
会
話
」
と
「
地
の
文
」
と
い
う
構

造
で
と
ら
え
て
い
ま
し
た
。
こ
の
区
分
は
小
説
の
文
章
を
表
面
的
に
区
分
し
た
も
の
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、

表
現
よ
み
の
本
質
が
「
会
話
」
の
よ
み
で
は
な
く
「
地
の
文
」
に
あ
る
こ
と
に
着
目
し
た
の
は
す
ぐ
れ
た
考
え

で
す
。
「
地
の
文
」
の
よ
み
か
ら
小
説
の
文
章
構
造
の
理
解
に
迫
る
こ
と
は
十
分
に
可
能
だ
か
ら
で
す
。

「
序
説
」
で
は
「
地
の
文
」
の
書
か
れ
方
が
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
（22

9

ペ
ー
ジ
。
英
字
は

解
説
の
た
め
に
引
用
者
が
つ
け
ま
し
た
）

「
ａ
あ
る
部
分
は
作
者
が
客
観
的
に
描
い
て
い
る
が
、
ｂ
あ
る
部
分
は
登
場
人
物
の
目
を
通
し
て
描
か
れ
、

ｃ
ま
た
他
の
部
分
は
そ
の
人
物
の
感
情
を
こ
め
て
描
か
れ
て
い
る
。
」

ａ
ｂ
ｃ
の
よ
う
な
文
章
の
ち
が
い
を
意
識
し
て
よ
み
わ
け
る
の
が
表
現
よ
み
の
基
本
的
な
方
法
で
す
が
、
そ

の
た
め
に
は
「
原
文
」
の
構
造
を
理
解
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

表現よみとは何か(第8章)
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小
説
の
文
章
を
「
地
の
文
」
と
「
会
話
」
に
区
分
し
た
こ
と
は
、
「
語
え
ら
び
」
と
「
文
つ
く
り
」
の
二
つ

を
基
本
と
す
る
大
久
保
の
文
章
論
と
も
関
連
す
る
弱
点
で
す
。
初
期
の
著
作
で
は
、
論
理
学
の
基
礎
や
文
章
の

論
理
的
な
組
み
立
て
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
を
実
際
の
文
章
の
展
開
と
し
て
分
析
す
る
よ
う

な
研
究
は
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
る
時
期
に
「
生
き
た
コ
ト
バ
の
四
原
則
」
の
ひ
と
つ
で
あ
る
「
切
れ
味
」
の
追
求

を
目
的
に
し
た
実
例
の
検
討
は
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
も
「
語
え
ら
び
」
と
「
文
つ
く
り
」
の
考
え
の
ワ
ク
内
の

も
の
で
し
た
。

「
文
学
の
コ
ト
バ
」
の
研
究
を
比
喩
表
現
の
拾
い
だ
し
か
ら
は
じ
め
た
の
も
同
様
の
考
え
か
ら
で
し
ょ
う
。

し
か
し
、
語
句
単
位
で
の
比
喩
や
修
辞
的
な
表
現
の
分
析
で
は
「
小
説
」
の
文
章
の
全
体
構
造
は
と
ら
え
ら
れ

ま
せ
ん
。
そ
の
後
、
大
久
保
の
関
心
は
実
際
の
文
章
の
組
立
て
よ
り
も
文
法
の
研
究
に
向
け
ら
れ
ま
し
た
。
小

説
の
文
章
表
現
の
分
野
は
、
大
久
保
に
と
っ
て
は
言
語
と
い
う
広
い
関
心
の
ご
く
一
部
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で

す
。「

小
説
」
の
文
章
の
構
造
を
理
解
す
る
に
は
、
「
会
話
」
と
「
地
の
文
」
あ
る
い
は
「
語
え
ら
び
」
と
「
文

つ
く
り
」
か
ら
一
歩
す
す
ん
だ
上
の
レ
ベ
ル
の
文
章
論
が
必
要
で
す
。
表
現
よ
み
に
文
章
論
や
文
体
論
が
な
け

れ
ば
「
音
読
」
の
「
第
一
段
階
」
に
逆
戻
り
し
て
し
ま
い
ま
す
。
表
現
よ
み
で
小
説
の
文
章
を
内
容
の
と
も
な
っ

た
「
生
き
た
コ
ト
バ
」
に
再
現
す
る
に
は
、
小
説
の
文
章
構
造
の
理
解
と
と
も
に
創
作
理
論
の
助
け
が
必
要
で

し
た
。
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４
「
非
反
省
的
意
識
」
と
表
現
よ
み

大
久
保
は
テ
キ
ス
ト
の
「
原
文
」
で
は
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
「
よ
み
手
」
の
心
理
に
関
心
を
持
ち
つ
づ
け
ま
し

た
。
表
現
よ
み
の
理
論
も
観
念
や
意
識
の
心
理
学
的
な
方
面
か
ら
検
討
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
代
表
的
な
理
論
が

サ
ル
ト
ル
の
「
非
反
省
的
意
識
」
で
す
。

「
序
説
」
以
後
の
著
作
で
、
大
久
保
は
サ
ル
ト
ル
の
「
非
反
省
的
意
識
」
を
よ
り
具
体
化
し
た
「
よ
み
」
の

理
論
と
し
て
、
ジ
ャ
ン
・
プ
イ
ヨ
ン
（
『
時
間
と
小
説
』
―
小
島
輝
正
訳
『
現
象
学
的
文
学
論
』
ぺ
り
か
ん
社
）

の
コ
ト
バ
を
何
度
か
引
用
し
て
い
ま
す
。

お
も
し
ろ
い
こ
と
に
は
、
い
っ
た
ん
⑦
『
国
語
教
育
本
質
論
』
で
引
用
し
た
部
分
と
同
じ
よ
う
な
内
容
を
、

⑩
『
全
面
発
達
の
国
語
教
育
』
で
も
う
一
度
、
引
用
し
て
い
ま
す
。
こ
の
二
つ
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

大
久
保
が
サ
ル
ト
ル
の
「
非
反
省
的
意
識
」
を
表
現
よ
み
理
論
に
ど
う
と
り
入
れ
た
か
が
分
か
り
ま
す
。

ま
ず
、
⑦
の
引
用
部
分
を
示
し
ま
す
。
〈

〉
内
に
注
意
し
て
お
読
み
く
だ
さ
い
。
（176

ペ
ー
ジ
）

「
読
者
も
小
説
家
が
書
く
の
と
同
じ
よ
う
に
し
て
小
説
を
読
む
の
だ
。
小
説
家
は
、
意
味
の
伝
達
を
、
そ

の
意
味
が
読
者
の
心
の
な
か
で
、
読
者
が
読
む
の
と
同
時
に
、
読
ん
だ
あ
と
か
ら
で
は
な
く
〈
読
む
の
と

並
行
し
て
発
展
し
て
い
く
よ
う
に
、
で
き
る
だ
け
す
ば
や
く
行
な
お
う
と
つ
と
め
る
。
〉
こ
れ
は
ま
さ
に
、

読
者
に
内
な
る
こ
と
ば
の
態
度
を
、
つ
ま
り
〈
表
現
が
現
に
、
そ
し
て
直
ち
に
、
表
現
さ
れ
た
も
の
の
結

表現よみとは何か(第8章)
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果
と
し
て
現
わ
れ
る
よ
う
な
内
的
言
語
の
態
度
〉
を
と
ら
せ
よ
う
と
つ
と
め
る
こ
と
に
外
な
ら
な
い
。
」

⑩
で
引
用
さ
れ
た
部
分
は
次
の
よ
う
で
す
。
前
の
〈

〉
内
と
比
較
し
な
が
ら
読
ん
で
く
だ
さ
い
。
（13

1

ペ
ー
ジ
）

「
読
者
は
作
中
人
物
と
合
体
す
る
の
だ
が
、
こ
れ
は
、
そ
の
人
物
を
外
か
ら
認
識
す
る
な
ど
と
い
う
の
で
な

く
、
〈
そ
の
人
物
と
合
体
し
て
そ
の
人
物
と
同
じ
非
反
省
的
意
識
を
持
つ
こ
と
な
の
で
あ
る
。
〉
そ
の
ば

あ
い
、
そ
の
人
物
は
説
明
さ
れ
な
い
で
、
た
だ
そ
の
人
物
の
行
動
や
コ
ト
バ
が
画
か
れ
る
。
〈
読
者
は
そ

の
行
動
や
コ
ト
バ
を
読
み
つ
つ
そ
の
人
物
の
感
情
を
そ
の
ま
ま
自
分
の
か
ら
だ
に
感
ず
る
。
た
と
え
ば
危

険
が
せ
ま
っ
て
き
て
そ
の
人
物
が
恐
怖
を
感
ず
る
、
そ
の
恐
怖
の
感
情
は
同
時
に
読
者
の
感
情
で
も
あ
る
。
〉

そ
れ
が
小
説
の
読
み
な
の
だ
。
」

大
久
保
は
「
非
反
省
的
意
識
」
に
、
も
っ
ぱ
ら
「
よ
み
手
の
」
心
理
過
程
の
証
明
を
求
め
よ
う
と
し
て
い
ま

す
。
し
か
し
、
そ
れ
は
文
学
の
あ
た
え
る
生
理
学
的
な
効
果
を
意
味
す
る
も
の
で
は
あ
っ
て
も
、
「
序
説
」
で

と
り
あ
げ
た
「
批
判
的
味
読
」
の
証
明
と
は
な
り
ま
せ
ん
。

「
非
反
省
的
意
識
」
の
生
じ
る
も
と
は
「
原
文
」
の
文
章
で
す
。
「
原
文
」
が
ど
の
よ
う
な
文
章
で
あ
る
か

に
よ
っ
て
「
非
反
省
的
意
識
」
の
内
容
も
さ
ま
ざ
ま
に
変
化
す
る
は
ず
で
す
。
問
題
に
な
る
の
は
、
ど
の
よ
う
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な
内
容
が
ど
の
よ
う
な
心
理
を
生
み
だ
す
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

も
し
、
テ
キ
ス
ト
の
文
章
が
「
語
」
と
「
文
節
」
の
連
続
と
理
解
さ
れ
る
な
ら
、
「
よ
み
」
も
一
語
一
語
や

文
節
の
意
味
へ
の
反
応
と
な
り
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
小
説
独
自
の
文
章
構
造
が
理
解
さ
れ
る
な
ら
ば
、
作

品
の
内
容
の
理
解
に
応
じ
た
「
よ
み
」
と
な
る
で
し
ょ
う
。

こ
こ
で
も
「
原
文
」
と
し
て
の
テ
キ
ス
ト
の
理
解
の
重
要
性
が
浮
か
び
上
が
り
ま
す
。
小
説
の
文
章
構
造
の

理
解
を
抜
き
に
し
た
「
非
反
省
的
意
識
」
の
強
調
は
文
学
の
理
解
か
ら
遠
ざ
か
る
危
険
を
は
ら
ん
で
い
ま
す
。

し
か
し
、
小
説
の
文
章
構
造
の
理
解
に
接
近
す
る
よ
う
な
試
み
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
④
『
言
語
の
機

能
と
文
学
の
コ
ト
バ
』
（19

66

年
９
月
）
「
Ⅱ

文
学
の
コ
ト
バ
の
分
析
」
に
お
さ
め
ら
れ
た
小
説
の
文
章
の

分
析
で
す
。
こ
れ
は
今
後
の
表
現
よ
み
の
理
論
の
発
展
の
た
め
に
重
要
な
も
の
で
す
。

そ
こ
で
は
「
会
話
」
と
「
地
の
文
」
と
い
う
表
面
的
な
構
造
に
と
ら
わ
れ
ず
に
、
「
作
者
」
と
「
語
り
手
」

と
「
主
人
公
」
と
の
関
連
で
小
説
の
文
章
を
と
ら
え
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
分
析
の
方
法
に
よ
る

原
文
解
釈
が
表
現
よ
み
と
結
び
つ
く
な
ら
、
文
学
の
読
み
そ
の
も
の
を
大
き
く
飛
躍
さ
せ
る
で
し
ょ
う
。

そ
こ
で
と
り
あ
げ
ら
れ
た
作
品
は
、
Ａ

丹
羽
文
雄
『
有
情
』
、
Ｂ

泉
大
八
『
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
女
』
、
Ｃ

太
宰
治
『
人
間
失
格
』
の
三
つ
で
す
。

Ａ
は
、
わ
ず
か
四
枚
程
度
の
文
章
を
逐
語
的
に
分
析
し
な
が
ら
小
説
の
文
章
の
表
現
の
特
徴
を
注
釈
し
た
も

の
で
す
。
そ
れ
は
文
学
の
コ
ト
バ
の
機
能
を
「
規
定
性
」
と
「
融
通
性
」
と
二
つ
の
概
念
か
ら
解
こ
う
と
し
た

も
の
で
す
。
文
学
の
文
章
の
性
質
の
解
明
は
表
現
よ
み
の
方
法
に
も
応
用
さ
れ
る
も
の
で
す
。
こ
の
分
析
方
法

表現よみとは何か(第8章)
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は
、
文
章
表
現
の
文
法
的
な
分
析
を
基
礎
に
心
理
的
・
感
情
的
な
反
応
を
記
述
し
た
も
の
で
、
大
久
保
の
コ
ト

バ
の
セ
ン
ス
が
小
説
の
理
解
に
生
か
さ
れ
て
い
ま
す
。

大
久
保
は
、
こ
の
作
品
の
分
析
を
経
て
感
動
的
な
表
現
で
一
つ
の
「
格
言
」
を
提
示
し
て
い
ま
す
（
34
ペ
ー

ジ
）
。

「
格
言
―
―
理
論
的
文
章
は
ア
タ
マ
だ
け
で
読
む
が
、
文
学
的
文
章
は
カ
ラ
ダ
全
体
で
読
む
。
」

Ｂ
は
、
作
中
の
用
語
の
使
い
方
を
分
析
を
し
た
も
の
で
す
が
、
作
品
そ
の
も
の
も
す
ぐ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、

分
析
の
方
法
も
と
く
に
と
り
あ
げ
る
ほ
ど
の
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

Ｃ
は
、
小
説
に
お
け
る
「
作
者
」
と
「
語
り
手
」
の
関
係
を
基
礎
に
し
た
す
ぐ
れ
た
読
み
を
し
て
い
ま
す
。

こ
の
分
析
で
は
、
そ
の
機
能
の
上
か
ら
二
分
さ
れ
た
「
語
り
手
」
の
相
互
関
係
を
文
体
の
分
析
を
基
本
と
し
て

述
べ
て
い
ま
す
。

第
一
は
、
「
は
し
が
き
」
と
「
あ
と
が
き
」
を
語
る
「
語
り
手
・
私
Ａ
」
と
い
う
健
全
な
人
物
で
す
。
そ
れ

に
対
し
て
、
第
二
の
「
語
り
手
」
は
「
第
一
の
手
記
」
「
第
二
の
手
記
」
「
第
三
の
手
記
」
の
書
き
手
で
あ
り
、

こ
の
作
品
の
主
人
公
で
も
あ
る
「
語
り
手
・
私
Ｂ
」
で
す
。

こ
の
二
人
の
「
語
り
手
」
の
文
体
を
比
較
し
た
上
で
、
ど
ち
ら
の
文
体
も
、
手
法
的
に
工
夫
を
凝
ら
し
て
は

い
る
が
、
結
局
は
作
者
・
太
宰
治
の
文
体
の
範
囲
内
に
お
さ
ま
る
も
の
で
あ
る
と
結
論
づ
け
て
い
ま
す
。
そ
れ
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は
「
小
説
」
と
い
う
作
品
の
文
体
の
統
一
性
を
意
味
す
る
も
の
で
し
た
。
大
久
保
は
こ
の
結
論
を
ご
く
当
然
の

よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
が
、
そ
こ
に
は
小
説
の
文
章
の
基
本
構
造
を
と
き
あ
か
す
秘
密
が
ひ
そ
ん
で
い
ま
し
た
。

５

小
説
と
文
章
の
理
論

で
は
、
今
後
の
表
現
よ
み
理
論
の
発
展
の
た
め
に
は
ど
の
よ
う
な
視
点
が
必
要
な
の
で
し
ょ
う
か
。

大
久
保
は
「
序
説
」
で
表
現
よ
み
に
よ
る
作
品
理
解
の
深
ま
り
を
「
黙
読
」
と
比
較
し
て
述
べ
て
い
ま
す
。

（226

ペ
ー
ジ
）

「
い
っ
た
ん
内
容
の
わ
か
っ
た
作
品
を
表
現
よ
み
し
て
い
く
と
き
、
そ
こ
で
は
じ
め
て
、
「
内
容
が
わ
か
っ

て
い
た
」
と
思
っ
て
い
た
自
分
の
誤
り
に
気
が
つ
く
、
な
ぜ
な
ら
表
現
よ
み
で
は
一
語
・
一
句
・
一
文
で

の
そ
れ
ぞ
れ
の
表
現
価
に
ふ
さ
わ
し
い
適
確
な
音
声
表
現
が
要
求
さ
れ
る
の
に
、
「
黙
読
」
で
は
、
そ
の

よ
う
に
一
語
・
一
句
・
一
文
の
音
価
ま
で
も
確
実
に
決
定
す
る
こ
と
を
自
分
に
要
求
さ
れ
る
こ
と
は
な
い

か
ら
で
あ
る
。
」

表
現
よ
み
は
最
初
の
一
読
か
ら
で
も
可
能
で
す
が
、
あ
ら
か
じ
め
「
下
よ
み
」
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
よ
り

深
い
よ
み
が
で
き
ま
す
。
下
よ
み
の
と
き
に
「
記
号
づ
け
」
を
し
な
が
ら
細
か
い
点
ま
で
分
析
し
て
み
る
の
で

す
。
そ
の
と
き
に
基
礎
と
な
る
の
も
小
説
の
文
章
の
構
造
に
つ
い
て
の
理
論
で
す
。

表現よみとは何か(第8章)
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で
は
、
小
説
の
文
章
の
構
造
を
と
ら
え
る
理
論
と
は
ど
う
い
う
も
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
小
説
の
文
章
の

構
造
を
、
文
法
の
レ
ベ
ル
と
は
ち
が
っ
た
大
き
な
原
理
で
と
ら
え
る
も
の
で
す
。
小
説
に
は
〈
現
実
と
作
品
〉

〈
作
者
と
作
品
〉
〈
作
者
と
語
り
手
〉
〈
語
り
手
と
主
人
公
〉
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
レ
ベ
ル
の
関
係
が
含
ま
れ

て
い
ま
す
。
そ
の
関
係
も
文
章
そ
の
も
の
の
表
現
か
ら
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
小
説
の
文
章
の
構

成
の
原
理
は
、
小
説
の
理
解
を
よ
り
深
め
る
も
の
で
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
「
会
話
」
と
「
地
の

文
」
と
い
う
関
係
も
、
語
句
単
位
で
解
釈
さ
れ
て
い
た
文
章
の
細
か
い
表
現
も
、
体
系
的
な
文
学
の
文
章
構
造

か
ら
と
ら
え
ら
れ
る
の
で
す
。

そ
の
よ
う
な
、
文
学
作
品
の
文
章
論
・
文
体
論
の
基
本
と
な
る
の
は
、
ミ
ハ
イ
ル
・
バ
フ
チ
ン
の
小
説
の
コ

ト
バ
に
つ
い
て
の
研
究
で
す
。
バ
フ
チ
ン
の
研
究
は
広
い
分
野
に
わ
た
っ
て
い
ま
す
が
、
『
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ

イ
論
』
に
代
表
さ
れ
る
「
対
話
」
理
論
に
も
と
づ
く
小
説
の
文
章
構
造
論
が
ヒ
ン
ト
に
な
り
ま
す
。

た
だ
し
、
そ
の
理
論
を
日
本
の
小
説
に
応
用
す
る
場
合
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
点
で
修
正
・
変
更
が
必
要
に
な

る
で
し
ょ
う
。
表
現
よ
み
は
、
小
説
の
文
章
を
分
析
的
に
検
討
す
る
「
よ
み
」
の
方
法
と
し
て
も
有
効
で
す
。

さ
ま
ざ
ま
な
作
品
を
表
現
よ
み
に
よ
っ
て
検
討
す
る
こ
と
で
、
小
説
の
文
章
構
造
の
理
論
も
た
し
か
な
も
の
に

な
る
で
し
ょ
う
。

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
所
収
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