
《
表
現
よ
み
解
説
シ
リ
ー
ズ
》

表
現
よ
み
と
は
何
か
（
第
９
章
）

―
―

朗
読
で
楽
し
む
文
学
の
世
界

―
―渡

辺

知

明

第
３
部

表
現
よ
み
の
文
学
理
論

第
２
章

小
説
の
文
章
と
文
体

「
ジ
ッ
ド
の
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
論
を
（
中
略
）
読
ん
で
考
え
さ
せ
ら
れ
、
（
中
略
）
「
海
」
と
い
う
作
品
を
ず
た
ず

た
に
切
り
き
ざ
ん
で
、
「
僕
」
と
い
う
男
の
顔
を
作
中
の
随
所
に
出
没
さ
せ
、
日
本
に
ま
だ
な
い
小
説
だ
と
友
人
間

に
威
張
っ
て
ま
わ
っ
た
。
（
太
宰
治
「
川
端
康
成
へ
」
『
文
芸
通
信
』
昭
和
10
年
10
月
）

１

文
学
理
論
は
な
ぜ
必
要
か

表
現
よ
み
を
始
め
て
間
も
な
い
人
か
ら
「
ど
ん
な
文
章
を
表
現
よ
み
し
た
ら
よ
い
の
で
す
か
？
」
と
尋
ね
ら

れ
る
こ
と
が
よ
く
あ
り
ま
す
。
そ
ん
な
と
き
、
わ
た
し
は
「
文
学
作
品
と
よ
べ
る
よ
う
な
小
説
で
、
で
き
る
だ

け
評
価
の
定
ま
っ
た
作
品
を
選
ん
で
く
だ
さ
い
」
と
答
え
ま
す
。
そ
れ
で
も
、
ど
ん
な
小
説
を
選
ん
だ
ら
よ
い

の
か
迷
っ
て
し
ま
う
よ
う
で
す
。

た
し
か
に
「
小
説
」
と
名
の
つ
く
も
の
は
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
。
小
説
と
は
人
物
が
登
場
し
て
行
動
す
る
す

じ
の
あ
る
話
の
こ
と
で
す
。
ざ
っ
と
あ
げ
て
も
、
時
代
小
説
、
歴
史
小
説
、
社
会
小
説
、
大
衆
小
説
、
推
理
小

説
、
探
偵
小
説
、
冒
険
小
説
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
す
べ
て
が
文
学
作
品
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り



ま
せ
ん
。
文
学
と
よ
ば
れ
る
に
は
、
い
く
つ
か
の
条
件
が
あ
り
ま
す
。

ひ
と
く
ち
に
文
学
を
定
義
す
る
の
は
む
ず
か
し
い
の
で
す
が
、
わ
た
し
の
考
え
を
簡
単
に
述
べ
て
お
き
ま
し
ょ

う
。
文
学
と
は
、
文
章
に
よ
っ
て
人
間
そ
の
も
の
と
人
間
関
係
に
お
け
る
真
実
を
追
求
す
る
も
の
で
す
。
人
間

の
感
情
・
心
理
・
性
格
・
行
動
な
ど
を
描
く
こ
と
を
つ
う
じ
て
、
人
間
の
生
き
方
や
考
え
方
を
批
評
す
る
も
の

で
す
。
そ
し
て
、
人
間
と
人
生
と
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
て
く
れ
る
も
の
で
す
。
ま
た
、
文
章
の
表
現
に
お
い
て

も
、
芸
術
と
よ
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
美
し
さ
を
も
っ
て
い
ま
す
。
文
章
の
よ
い
作
品
は
、
よ
ん
で
い
る
と
快
く
て
、

文
章
そ
の
も
の
に
味
わ
い
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
文
章
の
悪
い
作
品
は
ぎ
く
し
ゃ
く
し
て
い
る
う
え

に
、
こ
と
ば
の
響
き
も
美
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。

小
説
の
文
章
は
一
見
し
て
分
か
る
よ
う
に
散
文
の
な
か
で
は
も
っ
と
も
複
雑
な
構
造
を
も
っ
て
い
ま
す
。
フ

ラ
ン
ス
の
思
想
家
ア
ラ
ン
も
「
散
文
は
そ
の
本
性
上
、
調
子
を
変
え
、
筆
致
や
と
ら
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
」
と
い
っ
て
い
ま
す
。

小
説
は
種
々
さ
ま
ざ
ま
な
文
章
を
と
り
い
れ
て
、
多
種
多
様
な
変
化
に
富
ん
だ
展
開
を
し
ま
す
。
そ
の
一
つ

一
つ
に
「
文
体
」
と
呼
べ
る
特
徴
が
あ
り
ま
す
。
あ
る
部
分
は
格
調
高
い
論
文
の
文
体
、
あ
る
部
分
は
小
さ
な

も
の
を
繊
細
に
描
写
す
る
文
体
、
登
場
人
物
の
会
話
の
や
り
と
り
は
戯
曲
の
文
体
、
と
き
に
は
、
作
者
の
文
体

と
は
ち
が
っ
た
手
紙
や
日
記
の
文
体
が
と
り
入
れ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
小
説
は
種
類
の
ち
が
っ
た
文
章
の
た
ん
な
る
よ
せ
集
め
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
に
は
、
小
説
独

自
の
構
成
原
理
が
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
ま
で
の
小
説
理
論
で
は
、
も
っ
ぱ
ら
内
容
が
語
ら
れ
る
ば
か

表現よみとは何か(第9章)
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り
で
、
小
説
が
ど
の
よ
う
な
文
章
で
書
か
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
点
は
ほ
と
ん
ど
問
題
に
さ
れ
ま
せ
ん
。
し
か

し
、
文
章
の
問
題
は
表
現
よ
み
に
と
っ
て
は
重
要
で
す
。
表
現
よ
み
を
す
る
た
め
に
は
、
小
説
の
文
章
の
構
造

と
特
徴
を
理
解
す
る
理
論
が
必
要
で
す
。
作
品
の
理
解
も
文
章
の
表
現
を
正
確
に
よ
み
と
る
こ
と
か
ら
始
ま
る

の
で
す
。２

「
会
話
と
地
の
文
」
と
「
描
写
と
説
明
」

小
説
の
文
章
の
第
一
の
特
徴
は
、
単
一
の
文
体
で
統
一
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
点
で
す
。
そ
れ
で
も

小
説
の
全
体
は
ひ
と
つ
の
ま
と
ま
り
を
も
っ
て
い
ま
す
。
で
は
、
小
説
の
文
章
は
ど
の
よ
う
な
原
理
で
統
一
さ

れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

小
説
の
文
章
の
組
立
て
は
、
一
般
に
は
「
会
話
と
地
の
文
」
や
「
描
写
と
説
明
」
と
い
う
区
別
で
考
え
ら
れ

て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
区
別
は
わ
か
り
や
す
い
も
の
で
す
が
、
小
説
の
独
自
の
性
質
を
と
ら
え
て
は
い
ま
せ
ん
。

「
会
話
」
と
「
地
の
文
」
と
い
う
二
区
分
は
戯
曲
の
ト
書
き
と
台
詞
と
い
う
解
釈
に
つ
な
が
り
ま
す
。
こ
の
考

え
で
小
説
を
朗
読
す
れ
ば
、
会
話
は
セ
リ
フ
と
し
て
よ
み
、
地
の
文
は
ト
書
き
の
つ
も
り
の
解
説
口
調
と
な
り

ま
す
。
ま
た
「
描
写
」
と
「
説
明
」
と
い
う
区
別
は
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
文
章
に
つ
い
て
い
え
る
こ
と
で
あ
り
、

小
説
の
文
章
に
独
自
の
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

小
説
の
「
地
の
文
」
の
内
部
に
も
文
章
の
微
妙
な
変
化
が
見
ら
れ
ま
す
。
「
地
の
文
」
と
「
会
話
」
に
こ
だ

- 4 -



わ
ら
ず
に
小
説
の
文
章
の
全
体
を
見
れ
ば
、
作
者
が
い
く
つ
か
の
文
体
を
組
合
わ
せ
て
構
成
し
た
と
考
え
ら
れ

ま
す
。
す
る
と
、
大
き
く
段
落
ご
と
の
文
体
の
変
化
は
も
ち
ろ
ん
、
一
文
ご
と
に
も
、
一
文
の
内
部
で
も
単
語

ご
と
に
文
体
が
変
化
す
る
の
が
見
ら
れ
ま
す
。

わ
た
し
が
一
般
的
な
朗
読
か
ら
感
じ
る
の
は
、
小
説
の
文
章
構
造
の
理
解
不
足
で
す
。
小
説
の
文
章
は
立
体

的
な
組
立
て
を
理
解
し
て
よ
ま
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
小
説
の
理
論
と
は
ち
が
っ

た
小
説
の
文
章
理
論
が
必
要
で
す
。

小
説
の
文
章
は
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
の
文
章
に
よ
っ
て
組
立
て
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
一
つ
一
つ
に
は
「
文
体
」

と
よ
べ
る
ほ
ど
の
ち
が
い
が
あ
り
ま
す
。
文
体
と
い
う
と
一
般
に
は
作
家
個
人
の
文
章
の
特
徴
と
さ
れ
ま
す
が
、

じ
つ
は
小
さ
な
レ
ベ
ル
か
ら
大
き
な
レ
ベ
ル
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
段
階
の
も
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
い
う
の

は
、
文
章
の
ジ
ャ
ン
ル
と
い
う
大
き
な
レ
ベ
ル
で
す
。
た
と
え
ば
、
小
説
の
書
き
だ
し
で
は
舞
台
と
な
る
情
景

の
「
説
明
文
」
、
事
件
の
始
ま
る
時
間
や
場
所
は
「
解
説
文
」
で
書
か
れ
ま
す
。
人
物
が
登
場
す
る
と
「
紹
介

文
」
、
人
物
の
外
面
は
「
描
写
文
」
に
な
り
、
人
物
の
考
え
は
「
叙
情
詩
」
に
な
り
、
人
物
の
行
動
を
批
評
す

る
文
体
は
「
論
文
」
で
す
。

表
現
よ
み
は
小
説
の
内
容
ば
か
り
で
な
く
文
章
の
形
式
面
も
表
現
し
ま
す
。
そ
も
そ
も
小
説
を
深
く
味
わ
お

う
と
す
る
な
ら
、
小
説
の
内
容
と
同
時
に
そ
の
表
現
も
見
る
べ
き
で
す
。
そ
れ
な
の
に
、
た
い
て
い
の
人
は
小

説
の
表
現
を
よ
ま
ず
に
内
容
ば
か
り
よ
も
う
と
し
ま
す
。
文
学
作
品
の
批
評
に
お
い
て
も
、
そ
の
多
く
は
作
品

の
内
容
と
文
章
と
の
か
か
わ
り
が
あ
い
ま
い
で
す
。
作
品
理
解
の
根
拠
と
し
て
文
章
ま
で
触
れ
る
こ
と
は
ま
れ

表現よみとは何か(第9章)
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で
す
。
ど
の
語
・
ど
の
句
・
ど
の
文
・
ど
の
段
落
か
ら
、
批
評
さ
れ
る
べ
き
内
容
が
読
み
取
れ
た
の
か
示
さ
れ

ま
せ
ん
。
し
か
し
、
表
現
よ
み
で
は
、
一
つ
一
つ
の
語
、
一
文
一
文
を
残
ら
ず
よ
み
ま
す
か
ら
、
作
品
の
内
容

と
作
品
の
表
現
と
が
し
っ
か
り
結
び
つ
い
て
、
作
品
の
内
容
を
文
章
の
ウ
ラ
づ
け
と
と
も
に
深
く
つ
か
め
る
の

で
す
。

（
１
）

文
体
と
は
何
か

一
般
に
文
体
と
い
え
ば
「
漱
石
の
文
体
」
「
志
賀
直
哉
の
文
体
」
な
ど
作
家
の
個
人
的
な
文
章
の
特
徴
と
考

え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
「
文
体
」
に
は
い
く
つ
か
の
レ
ベ
ル
が
あ
り
ま
す
。

第
一
は
、
個
人
的
レ
ベ
ル
か
ら
考
え
た
作
家
個
人
の
文
体
で
す
。
そ
れ
は
作
家
独
自
の
も
の
で
す
。
ま
た
、

同
じ
作
家
の
作
品
で
あ
っ
て
も
一
つ
一
つ
の
作
品
に
は
文
体
の
ち
が
い
が
あ
り
ま
す
。
ノ
ー
ベ
ル
賞
受
賞
作
家

・
大
江
健
三
郎
は
「
作
家
は
一
つ
一
つ
の
作
品
を
書
く
ご
と
に
文
体
を
つ
く
る
。
そ
れ
こ
そ
が
芸
術
と
し
て
の

散
文
の
本
質
で
あ
る
」
と
い
う
意
味
の
発
言
を
し
て
い
ま
す
。

第
二
は
、
小
説
の
種
類
を
考
え
る
と
き
、
「
○
○
小
説
」
と
よ
ば
れ
る
よ
う
な
分
野
ご
と
の
文
体
で
す
。
推

理
小
説
の
文
体
、
純
文
学
の
文
体
な
ど
と
い
え
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
が
思
い
浮
か
べ
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。

第
三
に
は
、
小
説
と
い
う
作
品
ジ
ャ
ン
ル
の
特
徴
を
示
す
文
体
で
す
。
小
説
は
、
詩
や
随
筆
な
ど
と
は
区
別

さ
れ
た
文
体
を
も
ち
ま
す
。
同
じ
言
語
を
使
っ
て
書
か
れ
て
い
る
文
学
で
も
、
小
説
は
詩
や
戯
曲
と
は
ち
が
っ

た
作
品
構
成
の
原
理
を
も
っ
て
い
ま
す
。

- 6 -



こ
こ
で
問
題
に
す
る
の
は
、
以
上
の
う
ち
第
三
レ
ベ
ル
の
文
体
で
す
。
個
々
の
作
家
の
文
体
の
ち
が
い
や
、

作
品
ご
と
の
文
章
の
種
類
の
ち
が
い
で
は
な
く
、
「
小
説
」
と
い
う
文
学
の
ジ
ャ
ン
ル
に
共
通
す
る
原
理
と
し

て
の
文
体
で
す
。

で
は
、
小
説
の
文
体
構
造
は
、
詩
や
戯
曲
な
ど
と
ど
の
よ
う
な
点
で
区
別
さ
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
内
容
か

ら
み
れ
ば
、
小
説
に
は
す
じ
が
あ
っ
て
人
物
の
内
面
を
描
け
る
と
い
う
特
徴
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
問
題
は

小
説
の
文
章
の
構
造
で
す
。

小
説
の
文
章
は
い
ろ
い
ろ
な
タ
イ
プ
の
文
体
で
組
立
て
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
点
で
明
ら
か
に
詩
と
は
ち
が
っ

て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
の
文
学
の
理
論
で
は
、
小
説
は
詩
の
延
長
上
に
あ
る
散
文
芸
術
だ
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

そ
れ
で
、
小
説
の
文
体
も
詩
と
同
じ
角
度
か
ら
研
究
さ
れ
ま
し
た
。
詩
は
モ
ノ
ロ
ー
グ
形
式
の
文
学
だ
と
い
わ

れ
ま
す
。
作
者
自
身
の
ひ
と
り
ご
と
の
よ
う
な
形
式
で
書
か
れ
ま
す
。
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
小
説
も
モ
ノ
ロ
ー

グ
的
な
単
一
の
文
体
で
構
成
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
ま
し
た
。
小
説
に
人
物
の
会
話
や
第
三
者
の
コ
ト
バ
な
ど
が

と
り
入
れ
ら
れ
て
も
、
た
ん
な
る
作
者
に
よ
る
レ
ト
リ
ッ
ク
で
あ
る
と
見
ら
れ
ま
し
た
。
そ
こ
に
は
小
説
と
い

う
文
学
ジ
ャ
ン
ル
の
文
章
構
造
と
い
う
視
野
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
結
局
、
小
説
独
自
の
文
体
の
構
成
原
理

は
意
識
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
す
。

ま
た
、
作
品
の
思
想
を
理
解
す
る
と
き
に
も
、
作
者
の
思
想
と
登
場
人
物
の
思
想
と
に
つ
い
て
の
無
理
解
が

生
じ
ま
し
た
。
作
者
の
主
張
と
登
場
人
物
の
主
張
と
を
混
同
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
登
場
人
物
が
考
え
を
述
べ

た
会
話
を
拾
い
だ
し
て
、
そ
れ
を
作
者
や
作
品
の
思
想
で
あ
る
と
し
ま
し
た
。
ま
た
、
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
の
小

表現よみとは何か(第9章)
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説
の
文
体
は
考
え
ら
れ
ず
、
一
人
一
人
の
作
家
の
文
章
の
ち
が
い
ば
か
り
強
調
さ
れ
ま
し
た
。
そ
こ
か
ら
は
、

小
説
に
共
通
す
る
文
章
構
造
の
理
解
は
生
ま
れ
な
か
っ
た
の
で
す
。

そ
の
よ
う
な
小
説
理
論
に
不
満
を
も
っ
て
、
小
説
の
ジ
ャ
ン
ル
に
共
通
す
る
文
章
構
造
を
研
究
し
た
の
が
ソ

ヴ
ィ
エ
ト
の
思
想
家
ミ
ハ
イ
ル
・
バ
フ
チ
ン
で
し
た
。
こ
の
人
の
研
究
の
出
発
点
は
小
説
の
原
理
で
あ
る
「
作

者
と
主
人
公
の
問
題
」
で
し
た
。
バ
フ
チ
ン
は
、
な
ぜ
作
者
が
「
主
人
公
」
を
立
て
て
人
間
を
研
究
す
る
の
か

と
い
う
問
題
を
立
て
ま
し
た
。
そ
し
て
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
小
説
の
文
章
構
造
を
研
究
し
て
、
小
説
の
文

章
構
成
の
基
本
は
「
対
話
」
の
原
理
に
あ
る
と
結
論
づ
け
た
の
で
す
。

（
２
）

対
話
と
は
何
か

対
話
は
小
説
の
文
章
構
成
の
基
本
原
理
で
す
。
そ
も
そ
も
人
間
と
人
間
と
の
考
え
の
や
り
取
り
が
「
対
話
」

に
よ
っ
て
成
り
立
つ
の
で
す
が
、
そ
れ
を
文
章
構
成
の
方
法
に
発
展
さ
せ
る
と
、
小
説
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
な

る
と
バ
フ
チ
ン
は
考
え
ま
し
た
。
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
は
、
そ
の
方
法
を
意
識
的
に
小
説
の
構
成
に
生
か
し
た

作
家
の
代
表
と
さ
れ
ま
し
た
。

対
話
は
質
問
と
答
え
か
ら
成
り
立
ち
ま
す
。
二
人
の
人
間
が
向
か
い
合
っ
て
、
一
方
が
質
問
を
す
る
と
相
手

が
そ
れ
に
答
え
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
ま
た
質
問
を
返
す
と
い
う
具
合
に
す
す
み
ま
す
。

こ
れ
が
人
間
の
思
考
の
出
発
点
で
す
。
こ
の
よ
う
な
「
対
話
」
は
古
く
ギ
リ
シ
ャ
時
代
か
ら
、
ソ
ク
ラ
テ
ス

の
「
弁
証
法
」
あ
る
い
は
「
問
答
法
」
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
方
法
が
身
に
つ
け
ば
、
わ
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ざ
わ
ざ
質
問
と
答
を
口
に
出
さ
な
く
て
も
、
心
の
中
で
対
話
の
相
手
を
想
定
し
て
対
話
的
に
思
考
で
き
ま
す
。

そ
れ
を
文
章
の
形
式
で
発
展
さ
せ
た
も
の
が
小
説
で
す
。

小
説
を
書
く
過
程
も
対
話
に
よ
る
思
考
操
作
で
す
。
「
一
つ
の
文
を
書
く
→
そ
の
文
へ
の
質
問
を
予
想
す
る

→
そ
の
質
問
に
答
え
る
つ
も
り
で
次
の
文
を
書
く
」
と
い
う
繰
り
返
し
で
す
。
し
か
し
、
そ
れ
は
た
ん
に
個
人

の
意
識
内
の
思
考
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
書
き
手
の
内
に
は
自
分
以
外
の
人
た
ち
へ
の
意
識
が
あ
り
、
質
問
を
し

か
け
る
の
は
意
識
内
に
設
定
さ
れ
た
「
他
人
」
で
す
。
つ
ま
り
、
対
話
は
意
識
内
に
想
定
さ
れ
た
自
分
と
他
人

と
の
間
に
展
開
さ
れ
ま
す
。
そ
の
「
他
人
」
を
比
喩
的
に
「
社
会
」
と
よ
ん
で
も
よ
い
で
し
ょ
う
。
つ
ま
り
、

対
話
は
社
会
を
意
識
し
た
個
人
に
よ
っ
て
成
立
す
る
の
で
す
。

詩
の
文
章
と
比
べ
て
み
る
と
、
小
説
の
文
章
の
対
話
的
な
特
徴
が
よ
く
分
か
り
ま
す
。
詩
は
作
者
自
身
に
よ

る
モ
ノ
ロ
ー
グ
の
展
開
の
か
た
ち
を
と
り
ま
す
。
と
く
に
抒
情
詩
は
、
作
品
の
コ
ト
バ
す
べ
て
が
作
者
に
支
配

さ
れ
た
表
現
と
し
て
書
か
れ
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
情
景
を
描
写
し
た
り
、
作
者
の
説
明
の
文
章
を
は
さ
む
小
説

に
近
い
形
式
の
作
品
も
あ
り
ま
す
が
、
詩
と
し
て
の
感
動
は
う
す
く
な
り
ま
す
。
詩
で
は
作
者
の
感
情
や
思
想

が
直
接
に
表
現
さ
れ
る
ほ
ど
感
動
が
深
い
も
の
で
す
。

小
説
の
場
合
は
ま
る
で
反
対
で
す
。
作
者
が
直
接
の
べ
る
コ
ト
バ
は
ほ
と
ん
ど
出
て
き
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
、

作
者
の
ナ
マ
の
声
や
思
想
が
出
て
し
ま
う
作
品
は
価
値
の
低
い
も
の
と
さ
れ
ま
す
。
多
く
の
場
合
、
作
者
は

「
語
り
手
」
を
立
て
て
作
品
を
構
成
す
る
の
で
、
作
品
の
世
界
は
語
り
手
に
よ
っ
て
見
ら
れ
る
も
の
と
な
り
ま

す
。
語
り
手
が
そ
の
世
界
の
状
況
を
説
明
し
た
り
、
人
物
の
心
理
や
会
話
を
表
現
す
る
か
た
ち
を
と
り
ま
す
。

表現よみとは何か(第9章)
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そ
こ
に
、
さ
ら
に
登
場
人
物
（
＝
主
人
公
）
の
意
識
が
加
わ
る
た
め
に
、
小
説
の
文
章
の
構
成
は
複
雑
に
な
る

の
で
す
。

小
説
で
描
か
れ
る
の
は
登
場
人
物
に
か
か
わ
る
事
件
（
で
き
ご
と
）
で
す
。
そ
こ
に
い
る
「
主
人
公
」
や
何

人
か
の
「
登
場
人
物
」
に
つ
い
て
、
「
語
り
手
」
が
語
り
ま
す
。
さ
ら
に
作
品
の
背
後
に
は
、
そ
の
事
件
を
作

品
に
ま
と
め
よ
う
と
す
る
「
作
者
」
が
い
て
、
「
語
り
手
」
と
「
登
場
人
物
（
＝
主
人
公
）
」
と
に
思
想
的
な

「
対
話
」
を
さ
せ
ま
す
。
つ
ま
り
、
作
者
は
語
り
手
や
登
場
人
物
た
ち
を
相
互
に
組
合
わ
せ
て
対
話
を
さ
せ
、

そ
の
よ
う
な
思
考
作
業
に
よ
っ
て
人
間
に
か
か
わ
る
問
題
を
テ
ー
マ
と
し
て
深
め
る
の
で
す
。

３

作
者
の
コ
ト
バ
と
他
者
の
コ
ト
バ

小
説
に
お
け
る
対
話
に
は
、
大
き
な
レ
ベ
ル
か
ら
小
さ
な
レ
ベ
ル
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
段
階
が
あ
り
ま
す
が
、

い
ち
ば
ん
大
き
な
レ
ベ
ル
の
対
話
に
つ
い
て
説
明
し
ま
し
ょ
う
。
作
品
の
文
章
の
な
か
の
コ
ト
バ
は
図
の
よ
う

に
二
つ
に
区
分
さ
れ
ま
す
。

小
説
の
文
章
は
、
作
者
の
立
場
か
ら
使
う
「
Ａ
作
者
の
コ
ト
バ
」
と
、
作
者
が
語
り
手
以
外
の
人
（
＝
他
者
）

か
ら
引
用
す
る
「
Ｂ
他
者
の
コ
ト
バ
」
と
の
二
つ
に
分
か
れ
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
さ
ら
に
細
か
く
区
分
で
き
ま
す

が
、
こ
こ
で
は
単
純
に
二
つ
に
分
け
て
お
き
ま
す
。
カ
ッ
コ
内
に
書
い
た
よ
う
に
、
一
般
に
作
者
の
コ
ト
バ
は

「
語
り
手
」
が
代
表
し
、
他
者
の
コ
ト
バ
は
「
主
人
公
」
に
代
表
さ
れ
ま
す
。
小
説
構
成
の
上
で
は
、
「
主
人
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公
」
は
作
者
に
と
っ
て
、
「
自
分
」
で
は
な
い
「
他
者
」
で
す
。

Ａ

作
者
の
コ
ト
バ
…
…
作
品
世
界
の
客
観
的
な
「
事
実
」
を
示
す
の
は
「
作
者
」
の
役
割
で
す
。
小
説
に

お
け
る
「
事
実
」
と
は
、
も
ち
ろ
ん
現
実
世
界
の
事
実
で
は
な
く
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
す
。
「
作
者
」
は
、
時

・
所
・
場
・
人
物
・
事
件
な
ど
、
作
中
の
事
実
を
伝
え
た
り
、
注
釈
を
つ
け
た
り
、
批
評
を
加
え
た
り
し
ま
す
。

オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
作
品
で
は
、
こ
の
「
文
体
」
が
作
品
の
大
部
分
を
し
め
ま
す
。
よ
み
手
は
「
作
者
」
の
述

べ
る
「
事
実
」
に
信
頼
を
置
い
て
小
説
を
よ
み
す
す
め
ま
す
か
ら
、
時
に
は
そ
の
常
識
を
逆
手
に
と
っ
て
、
狂

人
を
主
人
公
に
し
た
作
品
を
書
く
作
者
も
い
る
わ
け
で
す
。

Ｂ

他
者
の
コ
ト
バ
…
…
「
作
者
」
の
立
場
か
ら
書
か
れ
て
い
な
い
コ
ト
バ
の
す
べ
て
を
意
味
し
ま
す
。
お

も
に
二
種
類
の
コ
ト
バ
が
あ
り
ま
す
。
第
一
は
、
人
物
（
登
場
人
物
）
の
会
話
や
、
人
物
自
身
の
ひ
と
り
ご
と

や
つ
ぶ
や
き
の
よ
う
な
コ
ト
バ
で
す
。
た
い
て
い
「

」
や
―
―
で
記
さ
れ
ま
す
が
、
地
の
文
の
中
に
う
も
れ

て
い
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
第
二
は
、
世
間
一
般
で
使
わ
れ
て
い
る
コ
ト
バ
や
世
間
で
の
評
価
の
加
わ
っ
た
コ

ト
バ
の
引
用
で
す
。
そ
こ
に
は
、
作
者
の
批
評
的
な
ア
ク
セ
ン
ト
（
強
調
）
が
加
わ
る
の
が
普
通
で
す
。
そ
れ

表現よみとは何か(第9章)
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は
単
語
や
句
で
示
さ
れ
る
場
合
や
、
文
の
形
（
主
部
＋
述
部
）
で
引
用
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
「

」
や

―
―
な
ど
の
記
号
が
な
い
の
で
、
よ
み
と
る
に
は
注
意
が
必
要
で
す
。

多
く
の
小
説
は
基
本
的
に
作
者
の
コ
ト
バ
で
構
成
さ
れ
、
部
分
的
に
「
他
者
の
コ
ト
バ
」
を
と
り
入
れ
ま
す
。

作
者
が
ど
の
よ
う
な
コ
ト
バ
を
と
り
い
れ
る
か
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
の
特
徴
が
生
じ
ま
す
。

バ
フ
チ
ン
は
小
説
に
と
り
い
れ
ら
れ
る
「
他
者
の
コ
ト
バ
」
の
文
体
と
し
て
四
つ
の
分
野
を
あ
げ
て
い
ま
す
。

①
ユ
ー
モ
ア
小
説
に
お
け
る
他
者
（
世
間
）
の
コ
ト
バ
…
…
デ
ィ
ケ
ン
ズ
な
ど
の
書
く
ユ
ー
モ
ア
小
説
で
は
、

作
者
が
「
語
り
手
」
を
立
て
ず
に
、
直
接
に
物
語
る
形
式
を
と
り
ま
す
。
そ
の
と
き
、
作
品
は
作
者
自
身
の
コ

ト
バ
の
ほ
か
に
、
世
間
で
使
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
コ
ト
バ
を
文
章
の
部
分
部
分
に
と
り
い
れ
ま
す
。
そ
の
よ
う

な
コ
ト
バ
を
引
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
作
者
は
何
ら
か
の
態
度
決
定
、
つ
ま
り
批
評
や
意
味
づ
け
を
す
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

引
用
に
よ
っ
て
作
者
の
コ
ト
バ
と
世
間
の
コ
ト
バ
と
は
互
い
に
「
対
話
」
の
関
係
に
入
り
ま
す
が
、
こ
の
場

合
、
引
用
の
基
本
的
態
度
は
肯
定
（
好
ま
し
い
）
・
否
定
（
好
ま
し
く
な
い
）
に
分
か
れ
ま
す
。
肯
定
の
場
合

に
は
「
語
り
手
」
の
態
度
に
賞
賛
・
感
嘆
な
ど
の
調
子
が
生
ま
れ
ま
す
が
、
否
定
の
場
合
に
は
、
皮
肉
や
く
す

ぐ
り
な
ど
の
ユ
ー
モ
ア
を
と
も
な
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
批
評
が
ユ
ー
モ
ア
小
説
の
特
徴
で
す
。

②
「
仮
の
作
者
（
書
き
コ
ト
バ
）
」
・
「
語
り
手
（
話
し
コ
ト
バ
）
」
…
…
小
説
の
構
成
の
基
本
は
「
作
者
」

が
直
接
に
語
る
も
の
で
す
。
そ
の
登
場
の
仕
方
を
、
バ
フ
チ
ン
は
コ
ト
バ
の
特
徴
か
ら
二
つ
に
区
別
し
て
い
ま
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す
。
作
者
が
「
書
き
コ
ト
バ
」
で
語
る
「
語
り
手
」
を
立
て
た
と
き
に
は
「
仮
の
作
者
」
と
よ
び
、
「
話
し
コ

ト
バ
」
で
書
か
れ
る
と
き
は
「
語
り
手
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

日
本
の
小
説
で
は
、
「
仮
の
作
者
」
を
立
て
た
場
合
、
「
語
り
手
」
は
「
私
」
な
ど
の
人
称
を
持
た
ず
に
書

か
れ
る
場
合
が
多
く
、
主
人
公
も
三
人
称
と
し
て
あ
つ
か
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
「
私
」
な
ど
の
一
人

称
で
書
か
れ
る
場
合
は
、
作
品
の
調
子
が
「
語
り
コ
ト
バ
」
に
な
っ
て
い
ま
す
。

③
主
人
公
の
コ
ト
バ
…
…
主
人
公
が
自
分
自
身
の
立
場
か
ら
話
す
会
話
や
ひ
と
り
ご
と
・
つ
ぶ
や
き
の
文
体

を
さ
し
ま
す
。
こ
れ
に
は
「

」
や
―
―
な
ど
の
記
号
が
つ
い
て
い
る
の
で
、
そ
の
文
体
の
形
は
明
ら
か
で
す
。

し
か
し
、
地
の
文
に
も
こ
の
コ
ト
バ
が
入
り
こ
ん
で
い
る
の
で
小
説
は
複
雑
に
な
り
ま
す
。

主
人
公
の
コ
ト
バ
に
は
「
作
者
」
と
の
か
か
わ
り
で
小
説
独
特
の
お
か
し
な
表
現
が
あ
る
の
で
注
意
が
必
要

で
す
。
一
般
の
表
現
で
は
「
私
は
腹
が
痛
い
」
と
は
い
え
ま
す
が
、
「
彼
は
頭
が
痛
い
」
と
い
う
の
は
ヘ
ン
で

す
。
な
ぜ
な
ら
「
彼
」
の
痛
さ
を
感
じ
ら
れ
る
の
は
彼
自
身
し
か
い
な
い
か
ら
で
す
。
そ
れ
な
の
に
小
説
で
は
、

し
ば
し
ば
「
作
者
」
は
主
人
公
の
内
面
に
立
ち
入
っ
て
、
主
人
公
の
コ
ト
バ
を
代
行
で
き
る
の
で
す
。

④
挿
入
的
ジ
ャ
ン
ル
…
…
こ
れ
は
は
っ
き
り
引
用
の
形
式
を
と
る
の
で
、
会
話
と
同
じ
く
ら
い
分
か
り
や
す

い
表
現
で
す
。
日
記
・
旅
行
記
・
自
伝
・
手
紙
な
ど
の
文
章
が
そ
の
ま
ま
引
用
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
は
明
ら
か
な

「
他
者
の
コ
ト
バ
」
で
す
。
こ
れ
ら
の
引
用
文
は
作
者
の
コ
ト
バ
か
ら
区
別
さ
れ
た
文
体
な
の
で
、
引
用
す
る

場
合
に
作
者
は
肯
定
・
否
定
の
態
度
を
定
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

表現よみとは何か(第9章)
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さ
て
、
以
上
の
四
種
類
の
文
体
構
成
は
、
ど
の
よ
う
な
小
説
に
見
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
も
っ
と
も
、
一

般
的
な
の
は
、
②
の
「
仮
の
作
者
」
や
「
語
り
手
」
を
立
て
る
も
の
で
、
現
代
小
説
の
ほ
と
ん
ど
が
こ
の
形
で

す
。
①
は
小
説
と
い
う
よ
り
も
、
随
筆
や
日
本
の
私
小
説
に
代
表
さ
れ
ま
す
が
、
子
ど
も
向
け
の
物
語
や
通
俗

小
説
の
一
部
に
も
見
ら
れ
ま
す
。

し
か
し
、
基
本
的
に
①
と
②
で
書
か
れ
た
小
説
で
も
、
さ
ら
に
③
や
④
の
文
体
が
と
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
の

で
、
小
説
の
文
章
は
複
雑
に
な
る
の
で
す
。

小
説
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
人
物
が
登
場
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
を
述
べ
る
の
で
、
わ
た
し
た
ち
は
、
ど
れ
か

一
人
の
人
物
か
ら
作
者
の
主
張
を
読
み
と
ろ
う
と
し
が
ち
で
す
。
し
か
し
、
作
品
の
全
体
が
作
者
の
思
想
の
表

現
で
あ
り
、
作
者
の
責
任
は
作
品
全
体
に
お
よ
ぶ
も
の
で
す
か
ら
、
結
局
、
最
終
的
な
責
任
を
負
う
の
は
作
者

で
す
。

そ
れ
は
作
品
の
創
造
過
程
を
考
え
て
み
れ
ば
納
得
で
き
ま
す
。
作
者
が
「
語
り
手
」
を
立
て
て
、
「
主
人
公
」

と
の
対
話
で
作
品
を
構
成
す
る
場
合
で
説
明
し
ま
し
ょ
う
。

ま
ず
、
作
者
は
「
語
り
手
」
を
決
定
し
、
「
主
人
公
」
と
そ
の
他
の
登
場
人
物
を
配
置
し
ま
す
。
し
か
し
、

人
物
の
扱
い
は
戯
曲
と
は
ち
が
っ
て
平
等
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
作
者
は
「
語
り
手
」
の
コ
ト
バ
を
基
本
に
使
い

な
が
ら
、
所
ど
こ
ろ
で
「
主
人
公
」
の
コ
ト
バ
を
引
用
し
ま
す
。
そ
の
場
合
、
会
話
は
カ
ギ
に
入
れ
ら
れ
て

「
語
り
手
」
の
責
任
か
ら
除
外
さ
れ
た
形
を
と
り
ま
す
。
人
物
の
会
話
は
「
語
り
手
」
の
コ
ト
バ
と
は
ち
が
っ

た
文
体
で
表
現
し
ま
す
。
そ
こ
に
も
作
者
の
表
現
力
が
発
揮
さ
れ
ま
す
が
、
引
用
は
形
式
上
の
も
の
で
す
か
ら
、
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作
者
の
責
任
は
「
主
人
公
」
の
内
部
に
も
お
よ
び
ま
す
。

作
者
は
「
語
り
手
の
コ
ト
バ
」
で
説
明
や
注
釈
を
し
な
が
ら
、
必
要
な
部
分
で
は
「
主
人
公
の
コ
ト
バ
」
を

引
用
し
た
り
、
批
評
を
く
わ
え
た
り
し
て
作
品
を
つ
く
り
あ
げ
て
ゆ
き
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
作
品
が
は
っ
き
り

し
た
対
話
形
式
を
と
ら
な
い
場
合
で
も
、
双
方
の
間
の
対
話
的
な
関
係
は
作
者
に
意
識
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ

に
小
説
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
も
つ
批
評
性
の
根
源
が
あ
り
ま
す
。

作
品
の
批
評
で
登
場
人
物
の
性
格
や
心
理
な
ど
が
問
題
に
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
と
き
も
、
人
物

の
性
格
や
心
理
が
「
語
り
手
の
コ
ト
バ
」
「
主
人
公
の
コ
ト
バ
」
の
ど
ち
ら
か
で
書
か
れ
て
い
る
か
を
区
別
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
「
語
り
手
」
の
立
場
か
ら
書
か
れ
た
人
物
の
心
理
・
性
格
は
客
観
的
に
な
り
、
「
主
人

公
」
の
立
場
か
ら
書
か
れ
る
と
主
観
的
に
な
り
ま
す
。
書
か
れ
た
内
容
だ
け
で
な
く
書
か
れ
た
コ
ト
バ
の
ち
が

い
か
ら
も
人
物
に
対
す
る
作
者
の
評
価
が
わ
か
る
の
で
す
。

そ
の
よ
う
に
、
作
者
は
あ
る
と
き
は
「
語
り
手
の
コ
ト
バ
」
で
人
物
を
客
観
的
に
な
が
め
て
描
き
、
あ
る
と

き
は
「
主
人
公
の
コ
ト
バ
」
で
主
人
公
自
身
の
内
部
を
描
き
ま
す
。
そ
の
場
合
、
「
語
り
手
」
の
考
え
方
と

「
主
人
公
」
の
考
え
方
と
の
間
に
ズ
レ
が
生
じ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
考
え
方
の
ズ
レ
が
、
さ
ら
に
つ
ぎ

の
対
話
を
生
み
出
し
て
ゆ
き
ま
す
。
そ
れ
が
小
説
の
原
動
力
で
す
。

小
説
は
単
に
ス
ト
ー
リ
ー
を
追
っ
て
組
立
て
ら
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
な
対
話
に
よ
っ
て

テ
ー
マ
を
深
く
ほ
り
さ
げ
る
も
の
で
す
。
そ
こ
か
ら
小
説
の
本
質
で
あ
る
人
物
（
＝
人
間
）
の
モ
ラ
ル
（
行
動

様
式
）
へ
の
批
評
が
生
じ
る
の
で
す
。

表現よみとは何か(第9章)
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４

小
説
の
対
話
構
造

こ
こ
で
日
本
の
小
説
の
対
話
構
造
の
実
例
を
見
ま
し
ょ
う
。
日
本
で
小
説
の
方
法
や
そ
の
新
し
い
形
式
に
強

い
関
心
を
も
っ
た
作
家
の
ひ
と
り
に
太
宰
治
が
い
ま
す
。
太
宰
治
は
「
二
十
世
紀
旗
手
」
と
い
う
題
名
の
小
説

も
書
き
、
そ
の
中
で
「
二
十
世
紀
小
説
」
と
い
う
コ
ト
バ
も
使
っ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
例
に
あ
げ
る
の
は
、
作

品
集
『
晩
年
』
（
昭
和
11
年
６
月
）
に
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
「
道
化
の
華
」
で
す
。
初
期
の
作
品
で
す
が
、
太

宰
が
新
し
い
小
説
形
式
に
め
ざ
め
た
記
念
碑
と
い
え
ま
す
。

（
１
）

ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
と
太
宰
治

「
道
化
の
華
」
は
、
太
宰
の
最
初
の
心
中
事
件
を
素
材
に
し
て
い
ま
す
。
女
と
い
っ
し
ょ
に
海
に
飛
び
込
ん

だ
男
が
自
分
だ
け
命
を
と
り
と
め
て
病
院
に
入
院
し
た
と
い
う
話
で
す
。
見
舞
い
に
来
た
友
人
た
ち
と
の
交
流

や
、
つ
き
そ
い
の
看
護
婦
と
い
っ
し
ょ
に
近
く
の
山
に
登
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
な
ど
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。

「
道
化
の
華
」
が
発
表
さ
れ
た
の
は
昭
和
一
〇
年
五
月
で
す
が
、
そ
の
三
年
前
の
夏
に
書
か
れ
た
「
海
」
と

い
う
作
品
が
も
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
「
海
」
は
ご
く
ふ
つ
う
の
形
式
で
書
か
れ
た
作
品
で
し
た
。
そ
れ
が

「
道
化
の
華
」
に
書
き
か
え
ら
れ
る
経
緯
は
「
川
端
康
成
へ
」
（
『
文
芸
通
信
』
昭
和
10
年
10
月
）
と
い
う
文

章
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
「
海
」
は
「
た
い
へ
ん
素
朴
な
形
式
で
」
「
作
中
の
『
僕
』
と
い
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う
男
の
独
白
な
ど
は
全
く
な
」
く
、
「
物
語
だ
け
を
き
ち
ん
と
ま
と
め
あ
げ
た
も
の
」
だ
っ
た
そ
う
で
す
。
そ

れ
が
、
次
の
よ
う
な
経
過
で
「
道
化
の
華
」
に
書
き
か
え
ら
れ
ま
し
た
。

「
そ
の
と
し
（
引
用
者
注
・
昭
和
七
年
）
の
秋
、
ジ
ッ
ド
の
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
論
を
御
近
所
の
赤
松
月
船
氏

よ
り
借
り
て
読
ん
で
考
へ
さ
せ
ら
れ
、
私
の
そ
の
原
始
的
な
端
正
で
さ
へ
あ
つ
た
『
海
』
と
い
ふ
作
品
を
ず
た

ず
た
に
切
り
き
ざ
ん
で
、
『
僕
』
と
い
う
男
の
顔
を
作
中
の
随
所
に
出
没
さ
せ
、
日
本
に
ま
だ
な
い
小
説
だ
と

友
人
間
に
威
張
つ
て
ま
は
つ
」
た
。

太
宰
が
こ
こ
に
発
見
し
て
実
行
し
た
の
は
「
対
話
」
の
理
論
で
す
。
バ
フ
チ
ン
の
「
対
話
」
理
論
と
同
じ
く
、

太
宰
が
小
説
の
対
話
構
造
を
発
見
し
た
の
も
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
縁
か
ら
だ
っ
た
と
い
う
点
に
、
現
代
小
説

の
運
命
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。

（
２
）

「
道
化
の
華
」
の
書
き
だ
し

「
道
化
の
華
」
の
書
き
だ
し
の
四
段
落
だ
け
を
引
き
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
段
落
が
独
立
し
た
文
体
に
よ
っ
て

組
み
入
れ
ら
れ
て
い
ま
す
。
形
式
段
落
ご
と
に
丸
数
字
を
つ
け
て
あ
と
で
分
析
し
ま
す
。(

次
ペ
ー
ジ
参
照)

（
３
）

「
道
化
の
華
」
書
き
だ
し
の
文
体

書
き
だ
し
の
四
段
落
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
体
が
小
説
の
構
成
要
素
と
な
っ
て
対
話
的
な
効
果
を
あ
げ
て
い
ま

す
。
こ
の
四
つ
の
文
体
の
特
徴
を
一
つ
ず
つ
調
べ
て
、
ど
の
よ
う
に
表
現
し
て
よ
ん
だ
ら
よ
い
か
考
え
て
み
ま

表現よみとは何か(第9章)
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し
ょ
う
。

①
引
用
さ
れ
た
文
体
…
…
書
き
だ
し
の
一
行
「
こ
こ
を
過
ぎ
て
悲
し
み
の
市
。
」
は
ダ
ン
テ
『
神
曲
』
か
ら

ま
ち

- 18 -

①
「
こ
こ
を
過
ぎ
て
悲
し
み
の
市
。
」

ま
ち

②
友
は
み
な
、
僕
か
ら
は
な
れ
、
か
な
し
き
眼
も
て
僕
を
眺
め
る
。
友
よ
、
僕
と
語
れ
、
僕
を
笑
へ
。

あ
あ
、
友
は
む
な
し
く
顔
を
そ
む
け
る
。
友
よ
、
僕
に
問
へ
。
僕
は
な
ん
で
も
知
ら
せ
よ
う
。
僕
は
こ

の
手
も
て
、
園
を
水
に
し
ず
め
た
。
僕
は
悪
魔
の
傲
慢
さ
も
て
、
わ
れ
よ
み
が
へ
る
と
も
園
は
死
ね
、

と
願
つ
た
の
だ
。
も
つ
と
言
は
ふ
か
。
あ
あ
、
け
れ
ど
も
友
は
、
た
だ
か
な
し
き
眼
も
て
僕
を
眺
め
る
。

③
大
庭
葉
蔵
は
ベ
ッ
ド
の
う
へ
に
坐
つ
て
、
沖
を
見
て
ゐ
た
。
沖
は
雨
で
け
む
つ
て
ゐ
た
。

④
夢
よ
り
醒
め
、
僕
は
こ
の
数
行
を
読
み
か
へ
し
、
そ
の
醜
さ
と
い
や
ら
し
さ
に
、
消
え
も
い
り
た
い

思
ひ
を
す
る
。
や
れ
や
れ
、
大
仰
き
は
ま
つ
た
り
。
だ
い
い
ち
、
大
庭
葉
蔵
と
は
な
に
ご
と
で
あ
ら
う
。

酒
で
な
い
、
ほ
か
の
も
つ
と
強
烈
な
も
の
に
酔
ひ
し
れ
つ
つ
、
僕
は
こ
の
大
庭
葉
蔵
に
手
を
拍
つ
た
。

こ
の
姓
名
は
、
僕
の
主
人
公
に
ぴ
つ
た
り
合
つ
た
。
大
庭
は
、
主
人
公
の
た
だ
な
ら
ぬ
気
魄
を
象
徴
し

て
あ
ま
す
と
こ
ろ
が
な
い
。
葉
蔵
は
ま
た
、
何
と
な
く
新
鮮
で
あ
る
。
古
め
か
し
さ
の
底
か
ら
湧
き
出

る
ほ
ん
た
う
の
新
し
さ
が
感
ぜ
ら
れ
る
。
し
か
も
、
大
庭
葉
蔵
と
か
う
四
字
な
ら
べ
た
こ
の
快
い
調
和
。

こ
の
姓
名
か
ら
し
て
、
す
で
に
画
期
的
で
は
な
い
か
。
そ
の
大
庭
葉
蔵
が
、
ベ
ッ
ド
に
坐
り
雨
に
け
む

る
沖
を
眺
め
て
ゐ
る
の
だ
。
い
よ
い
よ
画
期
的
で
は
な
い
か
。



「
語
り
手
」
の
引
用
し
た
コ
ト
バ
で
す
。
作
品
の
内
容
を
予
告
す
る
よ
う
に
、
あ
る
種
の
象
徴
的
な
意
味
が
こ

め
ら
れ
て
い
ま
す
。
作
品
の
対
話
構
成
に
直
接
つ
な
が
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
作
品
の
基
本
的
な
雰
囲

気
を
つ
く
り
あ
げ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
文
語
体
の
文
章
は
肯
定
的
な
意
味
で
使
わ
れ
る
と
作
品
の
格
調
の

高
さ
を
感
じ
さ
せ
ま
す
が
、
逆
に
批
判
的
に
引
用
す
れ
ば
パ
ロ
デ
ィ
ー
と
な
っ
て
滑
稽
な
調
子
を
生
み
だ
す
こ

と
も
で
き
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
格
調
の
高
さ
を
ね
ら
っ
て
い
る
の
で
、
堂
々
と
し
た
よ
み
方
に
な
り
ま
す
。

②
主
人
公
の
コ
ト
バ
（
＝
ひ
と
り
ご
と
・
つ
ぶ
や
き
の
文
体
）
…
…
こ
の
段
落
だ
け
き
り
は
な
し
て
読
む
と
、

ま
る
で
叙
事
詩
を
よ
む
よ
う
な
感
じ
で
す
。
主
人
公
「
大
庭
葉
蔵
」
の
心
中
の
つ
ぶ
や
き
を
文
章
に
し
た
主
観

的
な
文
体
だ
か
ら
で
す
。
し
か
も
、
わ
ざ
わ
ざ
文
語
体
で
書
か
れ
て
い
る
た
め
に
、
よ
み
手
に
事
態
の
深
刻
さ

を
感
じ
さ
せ
ま
す
。
こ
の
段
落
に
は
、
①
か
ら
引
き
継
い
だ
調
子
が
生
き
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
現
実
の
「
内

言
」
は
、
こ
ん
な
形
で
コ
ト
バ
に
な
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
意
味
で
、
こ
の
表
現
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

で
す
。
こ
の
文
体
は
主
人
公
の
心
と
同
一
化
し
た
気
分
で
よ
む
こ
と
に
な
り
ま
す
。

③
「
語
り
手

1
」
の
叙
述
的
文
体
…
…
こ
の
段
落
の
二
つ
の
文
は
「
語
り
手
」
に
よ
る
事
実
の
説
明
の
文

体
で
す
。
日
本
の
小
説
で
は
「
語
り
手
」
が
姿
を
見
せ
ず
に
客
観
的
態
度
で
書
か
れ
る
の
が
ふ
つ
う
で
す
。
こ

こ
で
作
者
の
作
品
構
成
の
ベ
ー
ス
と
な
る
「
語
り
手
」
が
登
場
し
ま
す
が
、
人
物
と
し
て
の
人
格
を
持
た
な
い

の
で
、
バ
フ
チ
ン
の
い
う
「
仮
の
作
者
」
に
あ
た
り
ま
す
。
一
般
に
い
わ
れ
る
「
描
写
と
説
明
」
の
「
説
明
」

と
は
、
こ
の
文
体
で
書
か
れ
た
部
分
を
意
味
し
ま
す
。
こ
の
「
語
り
手

1
」
の
役
割
は
、
主
人
公
の
客
観
的

な
状
況
を
「
事
実
」
と
し
て
説
明
す
る
こ
と
で
す
か
ら
、
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
の
よ
う
な
客
観
的
な
よ
み
に
な
り
ま

表現よみとは何か(第9章)
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す
。④

「
語
り
手

2
」
の
批
評
的
文
体
…
…
こ
れ
も
「
語
り
手
」
の
文
体
で
す
が
、
③
の
「
語
り
手

1
」
と
は

ち
が
っ
た
態
度
で
書
か
れ
て
い
る
の
で
、
こ
ち
ら
は
「
語
り
手

2
」
と
呼
び
ま
す
。
太
宰
が
「
海
」
を
ず
た

ず
た
に
し
て
、
こ
の
文
体
を
書
き
加
え
た
こ
と
に
「
道
化
の
華
」
へ
の
転
換
の
本
質
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
文

体
は
、
旧
作
「
海
」
の
内
容
と
文
章
に
対
す
る
批
評
者
の
役
目
を
は
た
し
ま
す
。
「
批
評
」
を
基
本
的
任
務
と

し
て
、
そ
の
態
度
で
貫
か
れ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
表
現
よ
み
す
る
と
き
に
は
、
客
観
的
な
口
調
の
「
語
り

手

1
」
と
は
ち
が
っ
た
批
評
的
な
態
度
を
含
ん
だ
よ
み
に
な
り
ま
す
。

③
と
④
と
の
文
体
の
ち
が
い
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
章
の
文
末
表
現
の
ち
が
い
か
ら
も
よ
み
と
れ
ま
す
。
③
の

内
容
は
過
去
の
事
件
の
「
叙
述
」
を
目
的
に
書
か
れ
た
の
で
、
文
末
も
過
去
形
「
て
ゐ
た
」
で
終
わ
り
ま
す
。

し
か
し
、
④
の
内
容
は
基
本
的
に
現
在
形
で
書
か
れ
、
文
末
の
多
く
は
現
在
形
で
終
わ
り
ま
す
。
こ
こ
に
は
、

現
在
の
時
点
か
ら
そ
の
事
件
を
「
批
評
」
し
「
評
価
」
す
る
作
者
の
態
度
が
表
現
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。

さ
て
、
「
道
化
の
華
」
の
書
き
だ
し
の
ご
く
わ
ず
か
の
部
分
を
見
ま
し
た
が
、
こ
の
よ
う
な
対
話
の
構
造
は

た
い
て
い
の
作
品
に
見
ら
れ
ま
す
。
太
宰
治
を
例
に
あ
げ
た
の
は
、
小
説
の
方
法
に
つ
い
て
意
識
的
な
の
で
構

造
が
見
や
す
か
っ
た
か
ら
で
す
。
太
宰
治
の
ほ
か
の
作
品
に
も
文
体
の
変
化
や
対
話
構
造
の
明
ら
か
な
も
の
が

い
く
つ
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
代
表
と
し
て
、
「
女
の
決
闘
」
（
昭
和
15
年
１
月
～
６
月
）
と
「
ろ
ま
ん
燈
籠
」

（
昭
和
15
年
12
月
～
16
年
６
月
）
と
の
二
つ
を
あ
げ
て
お
き
ま
す
。

小
説
に
お
け
る
対
話
構
造
は
、
こ
こ
で
と
り
あ
げ
た
段
落
単
位
の
文
体
の
変
化
は
も
ち
ろ
ん
、
さ
ら
に
文
と
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文
と
の
つ
な
が
り
や
一
文
の
内
部
と
い
っ
た
細
か
い
部
分
に
も
あ
ら
わ
れ
る
も
の
で
す
。
表
現
よ
み
を
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
細
か
い
対
話
構
造
ま
で
が
明
ら
か
に
な
り
ま
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)

表現よみとは何か(第9章)
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