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表
現
よ
み
と
朗
読
の
教
科
書

つ
い
最
近
ま
で
、
朗
読
の
教
科
書
と
な
る
本
を
日
本
朗
読
検
定
協
会
の

依
頼
で
執
筆
し
て
い
ま
し
た
。
お
よ
そ
半
年
か
か
っ
て
、
と
に
か
く
原
稿

は
仕
上
が
り
ま
し
た
。
来
年
早
々
、
出
版
さ
れ
る
予
定
で
す
。

わ
た
し
の
研
究
し
て
き
た
の
は
表
現
よ
み
で
す
が
、
朗
読
の
教
科
書
と

い
う
か
ら
に
は
、
朗
読
に
つ
い
て
触
れ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
に
、

こ
の
半
年
間
、
わ
た
し
は
朗
読
に
つ
い
て
改
め
て
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
学

び
直
す
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

わ
た
し
は
、
十
数
年
前
に
、
『
表
現
よ
み
と
は
何
か
―
朗
読
で
楽
し
む

文
学
の
世
界
』
（199

5

明
治
図
書
）
を
出
版
し
ま
し
た
。
そ
の
と
き
に
、

朗
読
に
つ
い
て
の
考
え
を
次
の
よ
う
に
書
き
ま
し
た
。

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

さ
ま
ざ
ま
な
技
術
が
あ
り
ま
す
。
（
中
略
）
読
み
の
基
礎
で
あ
る
朗

読
か
ら
学
ぶ
べ
き
こ
と
は
数
多
く
あ
り
ま
す
。
朗
読
の
技
術
の
基
本

的
ポ
イ
ン
ト
を
あ
げ
て
み
ま
し
ょ
う
。
」

そ
し
て
次
の
四
点
を
あ
げ
て
い
ま
し
た
。

①
発
声
の
正
し
さ

②
発
音
の
正
確
さ

③
ア
ク
セ
ン
ト
の
正
し
さ

④
文
法
的
に
文
を
読
む
正
確
さ

こ
れ
は
わ
た
し
が
読
ん
だ
朗
読
の
本
に
書
か
れ
た
内
容
を
好
意
的
に
受

け
止
め
て
書
い
た
も
の
で
す
。
そ
こ
で
わ
た
し
は
、
ま
え
が
き
に
著
書
の

目
的
を
次
の
よ
う
に
書
き
ま
し
た
。

「
こ
の
本
は
、
音
読
・
朗
読
の
意
義
を
見
直
す
と
と
も
に
、
よ
り
高

度
な
読
み
に
進
む
た
め
の
理
論
と
方
法
を
示
し
た
も
の
で
す
。
音
読

・
朗
読
に
興
味
を
持
つ
方
々
ば
か
り
で
な
く
、
言
葉
を
声
に
表
現
す

る
こ
と
に
関
心
を
持
つ
方
、
音
声
化
に
よ
る
文
学
作
品
の
よ
み
の
問

題
を
考
え
る
方
々
の
要
求
に
も
こ
た
え
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。
」
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し
か
し
、
今
回
の
勉
強
に
よ
っ
て
驚
く
べ
き
こ
と
に
気
づ
き
ま
し
た
。

日
本
の
朗
読
理
論
や
朗
読
教
育
の
歴
史
を
見
わ
た
す
と
、
明
治
初
期
か
ら

文
学
者
・
坪
内
逍
遥
が
朗
読
理
論
の
基
礎
を
考
え
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、

そ
の
後
の
理
論
的
な
探
求
は
昭
和
十
年
あ
た
り
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
で

す
。
こ
の
八
〇
年
ほ
ど
の
間
、
ほ
と
ん
ど
進
歩
し
て
い
ま
せ
ん
。

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
文
学
作
品
の
表
現
方
法
に
つ
い
て
は
、
む
し
ろ
後
退

し
て
い
る
の
で
す
。
た
と
え
ば
、
わ
た
し
が
現
在
こ
だ
わ
っ
て
い
る
文
学

作
品
の
「
語
り
口
」
の
問
題
な
ど
は
ほ
と
ん
ど
空
白
の
ま
ま
で
す
。

昭
和
十
年
代
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
朗
読
理
論
の
本
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
代
表
的
な
本
に
は
次
の
よ
う
に
朗
読
の
基
本
原
理
が
述
べ
ら
れ
て
い

ま
す
。「

一
、
発
音
法
―
―
言
語
節
に
お
け
る
音
声
を
明
確
に
す
る
方
法
。

二
、
表
出
法
―
―
言
語
文
章
に
お
け
る
思
想
及
び
感
情
を
適
当
に

表
出
す
る
方
法
。
」

そ
し
て
、
実
践
的
な
方
法
に
つ
い
て
は
三
通
り
に
分
け
て
論
じ
ら
れ
て

い
ま
す
。

「
さ
て
、
そ
の
理
法
を
実
際
に
適
用
す
る
練
習
は
、
便
宜
の
た
め
、

お
よ
そ
次
の
三
類
に
大
別
す
べ
き
で
あ
る
。

（
Ａ
）
発
音
練
習
一
名
機
械
的
朗
読
練
習
―
―
言
語
文
章
の
音
声
を

明
確
に
発
す
る
た
め
の
練
習
。

（
Ｂ
）
正
読
練
習
一
名
論
理
的
な
朗
読
練
習
―
―
言
語
文
章
の
思
想

を
正
し
く
読
み
表
す
た
め
の
練
習
。
正
読
練
習
に
は
、
明
確
な
発
音

と
、
理
解
を
正
し
く
す
る
に
足
る
と
こ
ろ
の
表
出
と
が
、
必
要
で
あ

る
。

（
Ｃ
）
美
読
練
習
一
名
表
情
朗
読
練
習
又
は
審
美
的
朗
読
練
習
―
―

言
語
文
章
の
思
想
感
情
を
正
し
く
か
つ
趣
味
あ
る
よ
う
に
読
み
表
す

た
め
の
練
習
。
美
読
練
習
に
は
、
明
確
な
発
音
と
、
理
解
を
正
し
く

し
趣
味
を
感
じ
し
め
る
に
足
る
所
の
表
出
と
が
、
必
要
で
あ
る
。
」

（
日
下
部
重
太
郎
『
朗
読
法
精
説
』1932/

10/

20
中
文
館
書
店
）

（
Ａ
）
は
初
歩
の
段
階
で
す
。
音
韻
論
と
ア
ク
セ
ン
ト
に
限
ら
れ
た
朗

読
理
論
は
（
Ａ
）
に
と
ど
ま
り
ま
す
。
ま
た
、
お
も
し
ろ
さ
に
も
欠
け
る

も
の
で
す
。
（
Ｂ
）
（
Ｃ
）
に
つ
い
て
は
、
今
日
の
朗
読
理
論
に
欠
け
て

い
る
の
で
す
。

そ
し
て
、
朗
読
の
表
出
方
法
に
つ
い
て
は
「
五

読
声
の
高
低
・
強
弱

・
緩
急
の
文
例
」
で
四
十
六
の
心
情
を
あ
げ
て
い
ま
す
。
心
情
表
現
と

「
高
低
、
強
弱
、
緩
急
」
の
読
み
方
と
の
関
係
を
一
覧
表
で
示
し
て
い
ま

す
。
こ
れ
は
文
学
作
品
の
音
声
表
現
研
究
の
ひ
と
つ
の
成
果
で
す
。
今
で

は
す
っ
か
り
忘
れ
ら
れ
て
い
る
重
要
な
表
現
の
要
素
で
す
。
そ
こ
に
は
、

短
い
例
文
も
添
え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
残
念
な
が
ら
文
の
意
味
か
ら
選
ば

れ
た
だ
け
の
も
の
で
す
。

「
一
、
荘
重

二
、
畏
敬

三
、
称
讃
・
感
謝

四
、
勝
喜
び

五
、

歓
喜

六
、
満
足

七
、
謙
遜

八
、
謹
愼

九
、
悲
哀

一
〇
、

愁
嘆

一
一
、
沈
欝

一
二
、
不
平

一
三
、
優
懼

一
四
、
嘆
願
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一
五
、
失
望

一
六
、
壮
美

一
七
、
壮
快

一
八
、
上
機
嫌

一
九
、
怨
恨

二
〇
、
報
復

二
一
、
激
怒

二
二
、
叱
責

二
三
、

自
慢

二
四
、
侮
蔑

二
五
、
嘲
笑

二
六
、
戯
弄

二
七
、
滑
稽

二
八
、
驚
愕

二
九
、
恐
怖

三
〇
、
畏
懼

三
一
、
煩
悶

三

二
、
疑
惑

三
三
、
優
柔

三
四
、
秘
密

三
五
、
羞
恥

三
六
、

懴
悔

三
七
、
柔
和

三
八
、
仁
慈
・
親
切

三
九
、
安
寧

四
〇
、

優
美

四
一
、
慷
慨

四
二
、
勇
武
・
豪
邁

四
三
、
壮
烈

四
四
、

祈
願

四
五
、
忠
実
・
熱
誠

四
六
、
確
信
」
（107

ペ
ー
ジ
）

こ
の
よ
う
に
、
当
時
は
単
な
る
音
声
技
術
と
し
て
の
読
み
方
で
は
な
く
、

そ
れ
に
と
も
な
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
感
情
表
現
の
方
法
ま
で
が
模
索
さ
れ
て

い
た
の
で
す
。
ど
う
し
て
朗
読
か
ら
こ
の
よ
う
な
表
現
面
の
探
求
が
抜
け

落
ち
て
し
ま
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
わ
た
し
は
朗
読
と
ラ
ジ
オ
放
送
と
の

関
係
に
問
題
が
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

こ
の
本
が
発
行
さ
れ
る
七
年
前
、
一
九
二
五
年
（
大
正
14
年
）
に
Ｎ
Ｈ

Ｋ
の
ラ
ジ
オ
放
送
が
開
始
さ
れ
て
い
ま
す
。
朗
読
教
育
は
学
校
に
お
い
て

始
ま
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
社
会
的
に
は
ラ
ジ
オ
放
送
が
朗
読
公
開
の
場

と
し
て
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
放
送
の
ひ
と
つ
の

ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
朗
読
が
広
ま
り
ま
し
た
。
ま
た
、
朗
読
理
論
の
研
究
も
、

放
送
の
世
界
で
さ
か
ん
に
進
め
ら
れ
た
よ
う
で
す
。
た
だ
し
、
放
送
の
音

声
言
語
の
研
究
は
ア
ク
セ
ン
ト
の
研
究
が
中
心
で
し
た
。

朗
読
が
ラ
ジ
オ
放
送
を
通
じ
て
行
わ
れ
た
こ
と
と
、
高
低
ア
ク
セ
ン
ト

の
理
論
が
定
ま
っ
た
こ
と
と
は
時
期
を
同
じ
に
し
て
い
ま
す
。
そ
の
結
果
、

ラ
ジ
オ
放
送
に
よ
る
標
準
語
の
検
討
が
進
む
に
つ
れ
て
、
音
声
表
現
と
い

う
面
が
忘
れ
ら
れ
て
、
も
っ
ぱ
ら
音
声
論
へ
と
ま
と
ま
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

昭
和
十
年
代
当
時
に
は
日
本
語
の
ア
ク
セ
ン
ト
に
つ
い
て
の
さ
ま
ざ
ま

な
議
論
が
盛
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
ラ
ジ
オ
放
送
の
実
用
的
な
ア
ク
セ
ン

ト
は
高
低
ア
ク
セ
ン
ト
理
論
と
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
マ
イ
ク
と
い
う

拡
声
装
置
を
使
う
の
で
、
音
声
の
強
弱
の
変
化
を
技
術
的
に
処
理
す
る
こ

と
が
が
む
ず
か
し
か
っ
た
か
ら
で
し
ょ
う
。
そ
れ
と
と
も
に
音
声
言
語
の

探
求
が
停
止
し
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
は
戦
後
を
経
て
、
現
在
ま
で

も
続
い
て
い
ま
す
。

以
上
の
点
か
ら
考
え
て
、
わ
た
し
が
今
回
の
朗
読
教
科
書
に
お
い
て
特

に
重
視
し
た
の
は
、
次
の
四
点
で
す
。

①
腹
式
発
声
の
方
法

②
日
本
語
の
リ
ズ
ム
論

③
強
弱
ア
ク
セ
ン
ト
理
論

④
語
り
口
論
（
文
学
作
品
の
文
体
論
）

こ
れ
ら
を
統
一
的
に
と
ら
え
る
こ
と
が
わ
た
し
の
音
声
表
現
論
の
課
題

と
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
八
〇
年
間
の
朗
読
理
論
の
ブ
ラ
ン
ク

が
い
く
ら
か
で
も
埋
め
ら
れ
た
も
の
と
思
っ
て
い
ま
す
。

２

文
学
言
語
と
音
声
言
語
と
の
壁
―
―
活
字
読
み
か
ら
作
品
の
よ
み
へ

今
回
、
わ
た
し
が
一
貫
し
て
考
え
て
い
た
問
題
が
あ
り
ま
す
。
ど
の
よ

う
に
し
た
ら
、
文
章
の
読
み
あ
げ
か
ら
脱
し
て
作
品
を
表
現
す
る
読
み
に

発
展
す
る
か
と
い
う
問
題
で
す
。
そ
の
動
機
と
な
っ
た
の
は
、
わ
た
し
が

表
現
よ
み
を
始
め
た
三
十
年
ほ
ど
前
に
聞
い
た
こ
と
ば
で
す
。
表
現
よ
み

の
提
唱
者
で
あ
る
大
久
保
忠
利
氏
か
ら
繰
り
返
し
言
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

日本語のリズムと表現よみ
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「
活
字
が
目
に
浮
か
ぶ
よ
う
な
読
み
方
」
で
は
、
表
現
よ
み
で
は
な
い
と

い
う
の
で
す
。
そ
れ
に
代
わ
っ
て
「
は
い
る
、
な
り
き
る
、
の
り
う
つ
る
」

と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
が
当
時
か
ら
唱
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

今
で
も
朗
読
の
多
く
は
、
い
か
に
も
文
章
を
読
み
上
げ
て
い
る
と
い
う

読
み
方
で
す
。
朗
読
に
お
い
て
は
、
主
体
で
あ
る
読
み
手
が
文
章
を
客
観

的
に
読
み
上
げ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
表
現
よ
み
は
、
文
学

作
品
を
文
字
と
し
て
客
体
化
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
読
み
手
の
声

は
作
品
の
「
語
り
手
」
の
声
と
な
り
、
読
み
手
の
声
と
作
品
の
世
界
と
が

一
体
化
す
る
の
で
す
。

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
境
地
に
は
な
か
な
か
た
ど
り
着
け
ま
せ
ん
。
読

み
上
げ
の
読
み
と
表
現
の
読
み
と
の
間
に
壁
が
あ
る
の
で
す
。
そ
れ
が

「
朗
読
の
壁
」
で
す
。
ど
の
よ
う
に
し
た
ら
こ
の
壁
を
越
え
ら
れ
る
か
。

こ
の
問
題
が
朗
読
を
基
礎
と
し
て
表
現
よ
み
を
発
展
さ
せ
る
た
め
の
中
心

課
題
で
し
た
。
そ
れ
は
文
字
言
語
と
音
声
言
語
と
の
間
に
立
ち
は
だ
か
る

も
の
で
す
。
文
字
に
書
か
れ
た
言
語
を
読
み
上
げ
る
段
階
か
ら
、
生
き
た

音
声
言
語
に
よ
る
「
語
り
」
に
転
換
で
き
る
か
と
い
う
課
題
で
す
。

表
現
よ
み
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
「
目
で
よ
ん
で
→
か
ら
だ
で
感
じ
て
→
声

に
出
す
」
が
あ
り
ま
す
。
「
目
で
よ
ん
で
」
の
対
象
は
文
字
言
語
で
す
が
、

「
か
ら
だ
で
感
じ
て
」
で
は
、
文
字
か
ら
音
声
へ
と
転
換
し
て
い
ま
す
。

内
言
に
お
い
て
は
、
音
声
の
コ
ト
バ
が
ア
タ
マ
に
浮
か
ん
で
い
ま
す
。
そ

の
音
声
か
ら
作
品
の
内
容
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
す
。

「
文
字
を
読
む
」
こ
と
と
、
「
こ
と
ば
を
語
る
」
こ
と
と
の
根
本
的
な

ち
が
い
は
、
声
と
い
う
音
声
を
手
が
か
り
に
言
語
を
操
作
で
き
る
か
ど
う

か
に
あ
り
ま
す
。

朗
読
の
初
心
者
は
、
文
を
読
む
と
き
に
は
、
漢
字
仮
名
交
じ
り
文
を
、
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版

コ
ト
バ
勉
強
の
あ
ゆ
み
半
世
紀

Ａ
５
判
２
７
２
頁
１
０
０
０
円

日
本
コ
ト
バ
の
会
の
創
立
50
年
を
記
念
し
た
文
集
で
す
。

第
一
部
＝
内
山
賞
受
賞
作
品
（
大
高
美
津
子
、
倉
谷
淳
子
、
田
中
美
智
、
千
葉
辰

一
郎
、
最
上
美
子
）
、
あ
ゆ
み
傑
作
集
（
大
久
保
忠
利
、
山
田
知
子
）
、
第
二
部
＝

研
究
論
文
集
―
話
し
方
（
田
中
積
）
、
文
章
（
西
沢
文
子
）
、
表
現
よ
み
上
達
法

（
渡
辺
知
明
）
、
文
法
と
文
分
析
（
原
嶋
邦
雄
、
下
川
浩
）
▼
第
三
部
＝
回
想
・
研

究
報
告
▼
第
四
部
＝
部
会
・
支
部
の
現
在
―
む
さ
し
野
、
千
葉
、
津
田
沼
、
川
崎
多

摩
朗
読
、
川
崎
多
摩
表
現
よ
み
の
会
。

◎
ご
注
文
は
本
部
宛
に
振
替
で
代
金
１
０
０
０
円
を
お
振
り
込
み
く
だ
さ
い
。



漢
字
と
仮
名
の
区
切
り
で
読
ん
で
し
ま
い
ま
す
。
漢
字
と
仮
名
が
区
別
さ

れ
て
目
で
見
や
す
い
の
で
、
そ
の
ま
ま
区
切
っ
て
読
め
る
の
で
す
。
し
か

し
、
こ
と
ば
の
意
味
を
見
失
う
危
険
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
特
に
助
詞
の

あ
つ
か
い
に
あ
ら
わ
れ
ま
す
。

文
字
表
現
で
は
、
助
詞
は
名
詞
に
付
け
加
え
ら
れ
る
も
の
で
す
。
た
と

え
ば
、
「
私
は
空
を
な
が
め
た
」
と
い
う
文
が
あ
り
ま
す
。
漢
字
の
表
記

の
名
詞
に
か
な
表
記
の
助
詞
が
付
け
加
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
目
で
み
る
と

き
に
は
「
私
／
は
／
空
／
を
／
な
が
め
た
」
と
区
切
る
で
し
ょ
う
。
し
か

し
、
音
声
の
言
語
と
し
て
の
区
切
り
で
は
名
詞
と
助
詞
と
は
切
り
は
な
さ

れ
ま
せ
ん
。

む
し
ろ
、
「
私
＋
は
」
で
な
く
「
わ
た
＋
し
は
」
、
「
空
＋
を
」
で
は

な
く
「
そ
ら
を
」
と
助
詞
が
結
び
つ
く
こ
と
で
読
み
手
に
次
の
節
を
意
識

さ
せ
ま
す
。
付
属
語
を
つ
け
ず
に
名
詞
を
読
む
と
き
に
は
、
語
句
が
孤
立

し
て
し
ま
う
の
で
す
。
「
…
…
が
ー
」
「
…
…
を
ー
」
と
助
詞
を
力
む
読

り
き

み
方
は
孤
立
し
た
語
句
の
叫
び
で
す
。
多
く
の
朗
読
者
た
ち
が
、
い
つ
ま

で
も
文
字
を
読
む
朗
読
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
文
字
の

壁
が
あ
る
か
ら
で
す
。

し
か
も
、
日
常
の
生
活
に
お
い
て
は
、
近
ご
ろ
と
く
に
文
字
言
語
の
音

声
へ
の
転
換
を
ジ
ャ
マ
す
る
よ
う
な
経
験
が
多
い
の
で
す
。
テ
レ
ビ
の
字

幕
は
、
耳
の
能
力
を
低
下
さ
せ
ま
す
。
字
幕
の
文
字
を
見
る
こ
と
に
よ
っ

て
音
へ
の
集
中
力
が
失
わ
れ
る
か
ら
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
ラ
ジ
オ
は

音
の
言
語
し
か
な
い
の
で
、
声
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
れ

に
よ
っ
て
、
耳
が
肥
え
て
く
る
の
で
す
。

目
を
閉
じ
て
人
の
声
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
コ
ト
バ
が
浮
か

ぶ
の
で
す
。
音
の
コ
ト
バ
は
視
覚
を
閉
ざ
し
た
方
が
、
よ
り
明
確
に
聞
こ

え
る
の
で
す
。
さ
ら
に
、
自
ら
語
句
を
声
に
出
し
て
み
れ
ば
、
コ
ト
バ
の

意
味
が
つ
か
め
る
の
で
す
。

フ
ラ
ン
ス
の
あ
る
哲
学
者
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

「
私
が
語
を
知
っ
て
そ
れ
を
発
音
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
語
を
私
の

心
に
表
象
す
る
必
要
は
な
く
、
そ
の
語
の
分
節
的
お
よ
び
音
声
的
本

質
を
私
の
身
体
の
可
能
な
使
用
法
の
一
つ
、
転
調
の
一
つ
と
し
て
所

有
す
れ
ば
そ
れ
で
十
分
な
の
だ
。
あ
た
か
も
私
の
手
が
私
の
身
体
の

刺
さ
れ
た
場
所
の
方
に
赴
く
よ
う
に
、
私
は
語
の
そ
ば
に
身
を
運
ぶ

の
で
あ
り
、
語
は
私
の
言
語
世
界
の
な
か
の
あ
る
場
所
に
あ
っ
て
、

私
が
そ
れ
を
私
の
心
に
表
象
す
る
た
め
の
唯
一
の
手
段
と
は
、
す
な

わ
ち
そ
れ
を
発
音
す
る
こ
と
で
し
か
な
い
。
」
（
メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ

『
知
覚
の
現
象
学
Ⅰ
』
原
著1945/

邦
訳1967/

み
す
ず
書
房
）

つ
ま
り
音
声
に
よ
る
こ
と
ば
は
、
人
間
の
身
体
の
は
た
ら
き
を
使
っ
た

全
体
的
な
経
験
な
の
で
す
。
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
実
現
す
る
か
と
い
う
方

法
が
問
題
に
な
り
ま
す
。
声
が
声
と
し
て
生
き
生
き
と
聞
こ
え
る
読
み
が

表
現
よ
み
な
の
で
す
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
声
は
、
文
字
に
変
え
ら
れ
る

だ
け
の
情
報
伝
達
を
す
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
声
の
表
現
を
通
じ
て
人

と
人
と
の
交
流
を
可
能
に
す
る
も
の
な
の
で
す
。

表
現
よ
み
で
は
文
字
が
客
体
で
読
み
手
は
主
体
で
あ
る
と
い
う
固
定
的

な
設
定
で
は
な
く
、
か
ら
だ
と
こ
と
ば
と
声
と
の
一
体
化
を
め
ざ
す
わ
け

で
す
。
表
現
よ
み
の
本
質
は
、
か
ら
だ
と
こ
と
ば
と
声
の
一
体
化
で
あ
る

と
い
え
ま
す
。
次
の
よ
う
な
発
声
の
三
段
階
が
一
体
化
の
段
階
を
示
し
て

い
ま
す
。

日本語のリズムと表現よみ
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①
上
体
を
リ
ラ
ッ
ク
ス
さ
せ
て
か
ら
だ
を
沈
み
込
ま
せ
る
。

②
リ
ズ
ム
を
と
っ
て
コ
ト
バ
に
ア
ク
セ
ン
ト
を
つ
け
る
。

③
力
を
入
れ
た
声
に
よ
っ
て
強
さ
が
表
現
さ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
な
運
動
が
同
時
に
行
わ
れ
て
声
に
な
る
わ
け
で
す
。

そ
れ
は
次
の
よ
う
な
表
現
よ
み
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
な
り
ま
す
。

は
い
る
→
な
り
き
る
→
の
り
う
つ
る

「
は
い
る
」
に
は
読
み
手
の
積
極
的
な
意
識
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。
「
な

り
き
る
」
で
は
、
読
み
手
と
作
品
世
界
と
の
意
識
に
距
離
が
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
「
の
り
う
つ
る
」
で
は
主
体
の
意
思
を
超
え
て
い
ま
す
。
ま
さ

に
、
非
反
省
的
意
識
の
状
態
で
す
。
「
非
反
省
的
意
識
」
と
は
、
サ
ル
ト

ル
が
現
象
学
の
哲
学
と
し
て
語
っ
た
概
念
で
す
。
読
ん
で
い
る
途
中
で
は

意
識
さ
れ
ず
に
、
あ
と
か
ら
反
省
す
る
こ
と
が
可
能
な
意
識
で
す
。
い
わ

ば
読
み
に
集
中
し
て
入
り
込
ん
で
い
る
意
識
状
態
の
こ
と
で
す
。

こ
の
よ
う
な
身
体
行
動
を
と
も
な
う
こ
と
か
ら
、
表
現
よ
み
は
、
丸
ご

と
の
読
み
で
あ
る
と
か
、
知
性
と
感
情
と
一
体
の
読
み
で
あ
る
と
か
い
う

評
価
を
受
け
て
き
ま
し
た
。
作
品
の
文
章
の
文
法
的
な
分
析
も
、
リ
ズ
ム

に
乗
っ
た
か
ら
だ
の
動
き
も
、
す
べ
て
こ
の
よ
う
な
状
態
を
生
み
出
す
た

め
の
手
段
と
な
る
の
で
す
。

わ
た
し
が
前
に
あ
げ
た
三
つ
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
結
果
と
し
て
一
体
化
し

た
文
学
作
品
の
音
声
表
現
の
方
法
と
な
り
ま
し
た
。
そ
う
し
て
、
朗
読
の

基
本
に
立
ち
返
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
表
現
よ
み
の
基
礎
的
な
理
論
が
さ
ら

に
強
化
さ
れ
た
の
で
す

３

日
本
語
の
リ
ズ
ム
と
は
―
―
２
音
３
音
の
原
則

わ
た
し
が
朗
読
か
ら
表
現
よ
み
へ
の
転
換
を
考
え
る
入
り
口
と
な
っ
た

の
は
日
本
語
の
リ
ズ
ム
の
問
題
で
し
た
。

音
声
の
言
語
を
問
題
に
す
る
と
き
、
音
楽
的
な
要
素
を
欠
か
す
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
。
そ
も
そ
も
言
語
は
音
声
な
の
で
す
か
ら
当
然
の
こ
と
で
す
。

音
楽
の
要
素
は
リ
ズ
ム
と
メ
ロ
デ
ィ
で
す
。
朗
読
の
本
を
見
れ
ば
、
リ
ズ

ム
に
つ
い
て
は
必
ず
問
題
に
さ
れ
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
日
本
語
の
リ
ズ
ム
と
い
う
も
の
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ

る
か
書
い
た
本
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
「
リ
ズ
ム
」
と
書
か
れ
て
は

い
て
も
、
そ
の
実
態
は
ま
っ
た
く
説
明
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
特
に
朗
読
の

解
説
書
で
は
当
た
り
前
の
よ
う
に
使
わ
れ
る
の
で
す
が
、
説
明
は
な
い
の

で
す
。

そ
こ
で
、
わ
た
し
が
手
が
か
り
に
し
た
日
本
語
リ
ズ
ム
論
の
基
本
は
、

詩
人
の
吉
田
一
穂
の
考
え
で
す
。
そ
の
基
本
的
な
考
え
は
次
の
よ
う
に
解

説
さ
れ
て
い
ま
す
。
難
解
な
文
章
で
す
が
、
そ
の
要
点
と
し
て
は
、
日
本

語
の
リ
ズ
ム
の
基
本
に
、
２
音
３
音
の
区
切
り
を
定
め
て
い
る
こ
と
で
す
。

そ
れ
を
読
み
取
っ
て
く
だ
さ
い
。
（
「
メ
カ
ニ
ズ
ム
」19

30

『
吉
田
一
穂

全
集
Ⅱ
』1987

小
沢
書
店
）

「
言
語
の
連
想
観
念
を
導
く
心
臓
の
反
射
に
と
も
な
っ
て
リ
ズ
ム
が

発
生
す
る
。
そ
の
国
語
の
性
質
に
よ
る
抑
揚
あ
る
い
は
音
数
の
そ
れ

ぞ
れ
の
質
量
―
―
強
弱
・
高
低
・
長
短
・
速
度
、
等
の
各
配
位
の
結

節
に
よ
っ
て
、
種
々
の
規
範
的
な
音
律
を
生
じ
る
。
我
が
音
律
数
に
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お
け
る
詩
歌
の
「
格
調
」
は
、
２
音
・
３
音
の
切
点
を
基
本
と
し
て
、

そ
の
音
数
単
位
の
結
節
配
置
に
よ
り
、
和
音
（
弱
）
不
協
和
音
（
強
）

ス
ト
ッ
レ
ス
等
の
効
果
的
な
音
律
形
態
を
と
る
。
」

さ
ら
に
続
け
て
、
日
本
の
俳
句
や
短
歌
の
音
律
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に

述
べ
ま
す
。

「
す
な
わ
ち
こ
の
最
小
音
節
（
切
点
）
の
二
個
あ
る
い
は
三
個
の
結

合
を
も
っ
て
「
格
」
と
す
る
五
・
七
調
の
基
本
は
、
そ
の
時
代
の
国

民
的
生
活
感
情
の
習
性
的
律
動
で
あ
っ
て
、
一
様
に
短
歌
、
俳
句
、

俚
謡
、
新
体
詩
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
の
規
定
に
準
ず
る
任
意
の

「
格
」
連
合
の
固
定
的
な
形
式
を
作
り
上
げ
た
の
で
あ
る
。
」

つ
ま
り
、
短
歌
や
俳
句
の
音
律
は
、
２
音
３
音
の
区
切
り
を
基
礎
に
し

て
ま
と
ま
っ
た
も
の
な
の
で
す
。

わ
た
し
は
こ
の
考
え
を
基
礎
に
し
て
、
古
典
や
近
代
文
学
、
現
代
文
学

ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
章
を
区
切
っ
て
読
ん
で
み
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、

２
音
３
音
に
区
切
る
と
い
う
日
本
語
の
基
本
リ
ズ
ム
は
ま
ち
が
い
な
い
と

確
か
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
古
く
か
ら
現
代
に
ま
で
生
き
て
い
る
基

本
リ
ズ
ム
で
す
。

ま
た
、
こ
の
リ
ズ
ム
は
、
音
声
の
こ
と
ば
を
語
る
と
き
に
、
そ
の
内
容

を
自
ら
理
解
す
る
た
め
の
区
切
り
に
も
な
り
ま
す
。
コ
ト
バ
を
音
声
化
す

る
と
き
に
、
２
音
３
音
は
意
味
を
納
得
す
る
区
切
り
と
な
る
の
で
す
。
発

話
者
が
内
容
を
少
し
ず
つ
理
解
し
て
ゆ
く
と
き
の
リ
ズ
ム
で
す
。

そ
の
根
拠
は
生
き
も
の
と
し
て
の
人
間
の
身
体
機
能
と
関
わ
る
よ
う
で

す
。
人
は
歩
く
と
き
、
二
歩
ず
つ
の
リ
ズ
ム
で
歩
き
ま
す
。
も
し
も
可
能

な
ら
ば
、
も
う
一
歩
踏
み
出
そ
う
と
し
ま
す
。
そ
れ
が
３
音
目
で
す
。
し

か
し
、
そ
の
一
歩
の
次
の
一
歩
が
文
節
と
し
て
の
意
味
の
ま
と
ま
り
に
反

す
る
と
き
に
は
、
引
き
返
し
て
２
音
に
も
ど
り
ま
す
。

た
と
え
ば
、
「
は
る
は
あ
け
ぼ
の
」
と
い
う
句
の
場
合
で
す
。
ま
ず
、

「
は
る
」
と
２
音
で
読
ん
で
、
さ
ら
に
「
は
る
は
」
と
３
音
に
進
ん
で
も

う
ま
く
行
き
ま
す
。
次
に
、
「
は
る
は/

あ
け
」
と
い
う
区
切
り
か
ら
、

さ
ら
に
「
は
る
は/

あ
け
ぼ
」
に
進
ん
で
み
る
と
、
「
の
」
が
一
つ
余
る

こ
と
に
気
が
つ
き
ま
す
。
そ
れ
で
一
歩
も
ど
っ
て
「
あ
け/

ぼ
の
」
と
区

切
り
直
す
わ
け
で
す
。

古
く
は
謡
曲
に
代
表
さ
れ
る
古
典
芸
能
の
発
音
の
区
切
り
は
明
確
な
２

音
３
音
の
区
切
り
で
す
。
現
代
で
は
歌
謡
曲
の
歌
詞
が
見
事
に
２
音
３
音

の
区
切
り
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
若
者
に
流
行
し
て
い
る
日
本
語
の

ラ
ッ
プ
音
楽
に
も
当
て
は
ま
り
ま
す
。
こ
れ
こ
そ
、
日
本
の
言
語
リ
ズ
ム

の
原
点
と
い
え
る
も
の
で
し
ょ
う
。

そ
れ
で
は
、
区
切
ら
れ
た
も
の
が
な
ぜ
リ
ズ
ム
を
持
つ
の
で
し
ょ
う
か
。

リ
ズ
ム
と
は
周
期
的
な
強
弱
の
繰
り
返
し
の
こ
と
で
す
。
２
音
３
音
で
コ

ト
バ
が
区
切
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
節
ご
と
に
強
弱
の
変
化
が
あ
る

と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
高
低
の
変
化
か
ら
は
リ
ズ
ム
で
は

な
く
メ
ロ
デ
ィ
が
生
ま
れ
ま
す
。
そ
こ
で
強
弱
の
原
則
と
い
う
も
の
が
問

題
に
な
り
ま
す
。

２
音
３
音
の
リ
ズ
ム
の
原
理
は
次
の
四
つ
で
す
。
以
下
の
項
目
は
図
を

参
照
し
な
が
ら
読
ん
で
く
だ
さ
い
。
上
げ
る
ア
ク
セ
ン
ト
と
下
げ
る
ア
ク

セ
ン
ト
の
ち
が
い
を
矢
印
で
示
し
ま
し
た
。
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（
１
）
文
の
順
序
ど
お
り
２
音
か

３
音
に
区
切
っ
て
読
ん
で
い
く
と
、

結
果
と
し
て
、
文
節
の
内
部
が
２

音
か
３
音
に
分
け
ら
れ
る
。

（
２
）
２
音
か
３
音
の
区
切
り
の

節
ご
と
に
必
ず
一
か
所
の
強
ア
ク

セ
ン
ト
が
あ
る
。
２
音
な
ら
ば
、

前
か
、
後
ろ
、
３
音
な
ら
ば
前
か
、

中
か
、
後
ろ
の
い
ず
れ
か
に
な
る
。

（
３
）
２
音
の
区
切
り
で
も
３
音

の
区
切
り
で
も
、
原
則
と
し
て
後

ろ
ア
ク
セ
ン
ト
が
基
本
に
な
る
。
そ
し
て
、
後
ろ
ア
ク
セ
ン
ト
の
音

は
原
則
と
し
て
下
が
っ
て
強
く
お
さ
ま
る
。

（
４
）
２
音
の
前
、
３
音
の
前
と
中
の
ア
ク
セ
ン
ト
で
は
音
が
強
く

な
る
と
と
も
に
高
く
上
げ
ら
れ
る
。

そ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
、
ア
ク
セ
ン
ト
を
付
け
る
た
め
の
発
声
方
法

で
す
。
こ
こ
で
、
日
本
語
ア
ク
セ
ン
ト
論
の
常
識
と
な
っ
て
い
る
い
わ
ゆ

る
高
低
ア
ク
セ
ン
ト
と
強
弱
ア
ク
セ
ン
ト
と
の
ち
が
い
が
問
題
に
な
り
ま

す
。
ま
た
、
発
声
法
の
「
腹
式
呼
吸
」
と
「
腹
式
発
声
」
と
の
名
称
も
考

え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

こ
の
よ
う
な
リ
ズ
ム
を
生
か
す
た
め
に
は
ど
の
よ
う
な
発
声
を
す
れ
ば

よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。
２
音
３
音
の
区
切
り
で
、
後
ろ
ア
ク
セ
ン
ト
を
取

る
に
は
、
正
し
い
意
味
で
の
腹
式
発
声
を
必
要
と
し
ま
す
。
後
ろ
ア
ク
セ

ン
ト
に
お
い
て
、
身
体
姿
勢
は
沈
み
込
み
に
な
り
ま
す
。
し
か
も
、
後
ろ

ア
ク
セ
ン
ト
の
声
は
高
く
な
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
下
が
る
の
で
す
。
こ
れ

が
沈
み
込
み
の
体
の
動
き
と
一
致
し
て
い
ま
す
。
「
腑
に
落
ち
る
」
と
か
、

「
飲
み
込
む
」
な
ど
の
慣
用
的
な
表
現
は
こ
の
発
声
方
法
を
語
る
も
の
で

し
ょ
う
。

高
低
ア
ク
セ
ン
ト
を
使
う
人
は
、
か
ら
だ
が
伸
び
上
が
っ
た
状
態
で
発

声
を
し
て
い
ま
す
。
か
ん
た
ん
に
高
い
声
が
出
る
か
ら
で
す
。
し
か
し
、

大
き
い
声
は
出
せ
ま
す
が
、
強
い
声
は
出
す
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
と
い

う
の
は
、
横
隔
膜
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
腹
横
筋
に
力
が
入
ら
な
い
か
ら

で
す
。
そ
れ
で
も
高
い
声
を
出
す
こ
と
は
で
き
る
の
で
す
。

そ
れ
に
対
し
て
、
腹
式
発
声
の
方
法
で
は
、
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
た
上
体
を

後
ろ
腰
で
受
け
止
め
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
上
体
が
沈
み
込
ん
で
い
ま
す
。

こ
の
沈
み
込
み
の
発
声
な
ら
ば
、
か
ら
だ
で
声
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る

の
で
、
大
き
い
声
も
強
い
声
も
自
由
に
出
せ
ま
す
。

以
上
の
よ
う
に
、
２
音
３
音
の
区
切
り
が
か
ら
だ
の
動
き
と
一
体
化
し

た
リ
ズ
ム
を
要
求
す
る
の
で
す
。
そ
し
て
、
リ
ズ
ム
に
は
強
弱
の
ア
ク
セ

ン
ト
が
つ
き
も
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
強
弱
の
ア
ク
セ
ン
ト
を
つ
け
る
た

め
に
必
要
な
の
は
腹
式
発
声
と
い
う
身
体
行
動
で
す
。
２
音
３
音
の
区
切

り
に
よ
る
リ
ズ
ム
が
一
体
化
し
た
身
体
行
動
を
生
み
出
す
の
で
す
。

さ
ら
に
、
腹
式
発
声
を
助
け
る
の
が
口
元
の
引
き
し
め
で
す
。
歌
唱
法

で
は
口
を
前
に
突
き
出
し
ま
す
が
、
朗
読
で
は
口
元
を
引
き
締
め
て
下
あ

ご
を
引
い
た
よ
う
な
形
に
な
り
ま
す
。
口
の
両
脇
に
笑
く
ぼ
が
出
る
ま
で
、

し
っ
か
り
引
き
し
め
ま
す
。
そ
れ
は
日
本
の
伝
統
的
な
発
声
方
法
の
基
本

の
か
た
ち
で
す
。
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４

高
低
ア
ク
セ
ン
ト
と
強
弱
ア
ク
セ
ン
ト

高
低
ア
ク
セ
ン
ト
の
理
論
に
は
難
問
が
い
く
つ
か
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、

こ
の
２
音
３
音
の
原
則
と
強
弱
ア
ク
セ
ン
ト
の
原
理
で
考
え
る
と
解
決
で

き
る
の
で
す
。

た
と
え
ば
、
「
お
お
さ
わ
ぎ
」
の
ア
ク
セ
ン
ト
で
す
。
こ
れ
は
高
低
ア

ク
セ
ン
ト
の
研
究
者
で
あ
る
杉
藤
美
代
子
さ
ん
が
問
題
に
し
て
い
る
も
の

で
す
。
「
遅
下
が
り
」
と
呼
ん
で
特
別
な
例
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
て
い
ま

す
。
（
杉
藤
美
代
子
『
音
声
波
形
は
語
る

杉
藤
美
代
子
著
作
集
４
』1

9

97
和
泉
書
院
）

高
低
ア
ク
セ
ン
ト
は
語
句
の
単
位
ご
と
の
ア
ク
セ
ン
ト
で
す
。
次
の
よ

う
な
四
つ
の
原
則
が
基
本
に
な
っ
て
い
ま
す
。

１
、
第
一
音
節
よ
り
も
第
二
音
節
が
少
し
上
が
る
。

２
、
高
い
音
節
は
ど
こ
か
で
下
が
る
か
、
あ
る
い
は
そ
の
ま
ま
つ
づ

く
。

３
、
一
つ
の
語
句
の
中
で
は
い
ち
ど
音
が
下
が
る
と
も
う
上
が
ら
な

い
。

４
、
高
い
音
が
下
が
る
の
は
音
節
と
音
節
と
の
あ
い
だ
で
あ
る
。

「
お
お
さ
わ
ぎ
」
を
連
続
し
た
ひ
と
つ
の
語
と
考
え
る
と
、
ア
ク
セ
ン

ト
の
位
置
は
二
つ
め
の
「
お
」
と
「
さ
」
と
の
両
方
に
あ
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。
下
の
図
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

高
低
ア
ク
セ
ン
ト
の
原
則
で
は
、
こ
れ
は
困
っ
た
こ
と
な
の
で
す
。
な

ぜ
な
ら
、
高
低
ア
ク
セ
ン
ト
の
理
論
で
は
、
一
つ
の
単
語
に
二
つ
の
ア
ク

セ
ン
ト
は
取
ら
な
い
か
ら
で
す
。
高
さ
が
「
お
」
の
次
で
下
が
り
き
ら
ず

に
、
「
さ
」
ま
で
引
き
ず
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
で
、
「
遅
下
が
り
」
と
い
う

わ
け
で
す
。

つ
ま
り
、
「
お
お
さ
わ
ぎ
」
は
、
高
低
ア
ク
セ
ン
ト
の
原
理
か
ら
で
は

説
明
の
仕
様
が
な
い
の
で
例
外
と
さ
れ
る
の
で
す
。

そ
れ
に
対
し
て
、
２
音
３
音
の
原
則
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

「
お
お/

さ
わ
ぎ
」
で
あ
り
、
「
お
お
」
で
は
後
ろ
の
「
お
」
に
、

「
さ
わ
ぎ
」
で
は
頭
の
「
さ
」
に
強
ア
ク
セ
ン
ト
が
つ
け
ら
れ
ま
す
。
つ

ま
り
、
２
音
の
後
ろ
ア
ク
セ
ン
ト
と
、
３
音
の
頭
の
ア
ク
セ
ン
ト
と
が
連

続
す
る
の
で
す
。
そ
れ
で
ど
ち
ら
の
音
も
強
く
な
る
わ
け
で
す
。
た
だ
し
、

高
さ
の
質
の
ち
が
い
が
あ
り
ま
す
。
「
さ
」
よ
り
も
「
お
」
が
相
対
的
に

強
く
な
る
の
で
す
。
じ
つ
に
単
純
な
原
理
で
す
。
左
の
図
で
二
つ
の
場
合

を
比
べ
て
く
だ
さ
い
。

２
音
３
音
の
区
切
り
で
す
べ
て
が
後
ろ
ア
ク
セ
ン
ト
を
と
る
な
ら
ば
、

文
全
体
が
お
経
の
よ
う
な
調
子
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ

で
ア
ク
セ
ン
ト
が
前
に
移
動
す
る
の
で
す
。

そ
の
と
き
に
、
あ
る
語
句
の
意
味
が
強
め

ら
れ
ま
す
。
そ
れ
は
原
則
か
ら
外
れ
た
特

例
で
す
。
そ
の
結
果
、
あ
る
語
句
の
意
味

が
強
調
さ
れ
ま
す
。

た
と
え
ば
、
政
治
家
が
、
「
平
和
」
と

い
う
語
を
強
調
す
る
と
き
に
は
、
ア
ク
セ

ン
ト
を
変
え
ま
す
。
通
常
は
「
へ
い
わ
」

●

と
い
う
原
則
ど
お
り
に
後
ろ
の
「
わ
」
に

ア
ク
セ
ン
ト
が
つ
き
ま
す
。
し
か
し
、
強

調
す
る
場
合
に
は
「
へ
い
わ
」
と
頭
の

●

日本語のリズムと表現よみ

9



「
へ
」
に
ア
ク
セ
ン
ト
が
移
動
し
ま
す
。

そ
れ
が
耳
な
れ
な
い
ア
ク
セ
ン
ト
に
な
る

と
い
う
点
で
も
強
調
の
効
果
が
あ
る
の
で

す
。そ

れ
で
は
、
語
句
と
語
句
と
の
関
係
に

お
い
て
ア
ク
セ
ン
ト
は
ど
の
よ
う
に
は
た

ら
く
の
で
し
ょ
う
か
。
修
飾
と
被
修
飾
の

関
係
を
例
に
し
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

た
と
え
ば
、
「
青
い
空
」
と
い
う
こ
と

ば
で
す
。
「
青
い
」
は
修
体
文
素
で
「
空
」

に
か
か
り
ま
す
。
「
青
い
」
と
「
空
」
と

の
関
係
は
連
体
修
飾
と
名
詞
と
の
関
係
で
す
が
、
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
に

お
い
て
は
修
飾
語
句
が
被
修
飾
語
句
よ
り
も
力
を
込
め
て
読
ま
れ
ま
す
。

そ
の
結
果
、
耳
に
強
く
響
き
ま
す
。

で
は
、
「
青
い
」
を
プ
ロ
ミ
ネ
ン
ス
し
て
表
現
す
る
と
き
に
は
ど
う
し

た
ら
よ
い
で
し
ょ
う
か
。
「
あ
お
い
そ
ら
」
の
「
あ
お
い
」
の
通
常
の
ア

ク
セ
ン
ト
は
「
お
」
に
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
よ
り
強
調
す
る
に
は
、
「
お
」

を
よ
り
強
く
発
音
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
通
常
の
ア
ク
セ
ン
ト
に
さ
ら

に
力
を
入
れ
て
読
め
ば
、
そ
れ
が
プ
ロ
ミ
ネ
ン
ス
に
な
る
の
で
す
。
ア
ク

セ
ン
ト
が
よ
り
強
く
発
音
さ
れ
て
プ
ロ
ミ
ネ
ン
ス
に
な
っ
た
の
で
す
。
つ

ま
り
、
プ
ロ
ミ
ネ
ン
ス
と
ア
ク
セ
ン
ト
と
は
連
続
し
た
強
調
表
現
の
方
法

だ
と
い
え
ま
す
。

ア
ク
セ
ン
ト
や
プ
ロ
ミ
ネ
ン
ス
の
表
現
を
有
効
に
す
る
に
は
、
全
体
的

な
体
の
動
き
が
重
要
で
す
。
リ
ズ
ム
に
あ
わ
せ
た
身
体
の
動
き
が
コ
ト
バ

に
よ
る
思
考
や
認
識
そ
の
も
の
な
の
で
す
。
そ
れ
は
個
人
個
人
が
コ
ト
バ

を
発
し
て
発
話
し
て
い
る
過
程
そ
の
も
の
で
す
。
ア
タ
マ
に
イ
メ
ー
ジ
が

浮
か
ぶ
と
い
う
よ
う
な
客
観
的
な
状
況
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。

文
を
初
め
て
読
む
よ
う
な
つ
も
り
で
２
音
３
音
に
区
切
っ
て
読
め
ば
、

文
の
読
解
に
つ
な
が
っ
て
行
き
ま
す
。
し
か
し
、
い
つ
ま
で
も
そ
こ
に
と

ど
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
最
も
初
歩
的
な
コ
ト
バ

の
リ
ズ
ム
で
あ
り
、
そ
れ
よ
り
上
の
段
階
へ
と
発
展
す
る
も
の
な
の
で
す
。

そ
の
た
め
に
は
、
文
の
構
造
を
と
ら
え
て
意
味
を
つ
か
む
方
法
が
必
要
に

な
る
の
で
す
。

５

フ
レ
ー
ズ
と
文
の
意
味

日
本
語
の
リ
ズ
ム
と
い
う
と
、
た
い
て
い
短
歌
や
俳
句
の
五
七
調
や
七

五
調
が
取
上
げ
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
ら
の
伝
統
的
な
音
律
は
、
意
味
に
よ
っ

て
ま
と
ま
っ
た
リ
ズ
ム
を
持
ち
ま
す
。

こ
れ
は
分
析
す
れ
ば
原
初
的
な
２
音
３
音
の
区
切
り
に
ま
で
も
ど
す
こ

と
が
で
き
ま
す
。
た
と
え
ば
、
五
七
五
で
ま
と
め
て
読
む
の
で
は
な
く
、

「
ふ
る/

い
け
や/

か
わ
ず/

と
び/

こ
む/

み
ず
の/

お
と
」
い
う
よ
う
な
区

切
り
方
に
よ
っ
て
読
み
ま
す
。
そ
の
と
き
に
注
意
す
る
こ
と
は
、
初
め
て

読
む
文
章
の
よ
う
な
つ
も
り
で
、
先
を
知
ら
な
い
つ
も
り
で
そ
の
瞬
間
ご

と
の
区
切
り
を
理
解
す
る
こ
と
に
集
中
す
る
の
で
す
。

そ
の
よ
う
な
区
切
り
を
意
識
し
た
音
声
表
現
法
の
実
践
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
は
短
歌
の
朗
誦
の
訓
練
で
す
。
採
り
上
げ
ら
れ
た
の
は
次
の
短
歌
で

す
。

「
春
す
ぎ
て
夏
来
に
け
ら
し
白
妙
の
衣
ほ
す
て
ふ
天
の
香
具
山
」

き

し
ろ
た
へ

こ
ろ
も

あ
ま

か

ぐ

や
ま
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こ
れ
を
、
ま
っ
た
く
初
め
て
目
に
し
た
つ
も
り
で
、
少
し
ず
つ
読
ん
で

い
く
と
い
う
訓
練
で
す
。

「
た
い
て
い
の
人
は
「
は
る
す
ぎ
て
」
と
い
う
一
句
を
「
春
と
い
う

季
節
が
も
う
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
」
と
い
う
意
味
を
了
解
し
て
、
そ
れ

を
し
ゃ
べ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
「
は
る
…
…
」
と
し
ゃ
べ
り
出
す

時
に
、
す
で
に
そ
の
人
は
、
「
…
…
す
ぎ
て
」
の
地
点
に
立
っ
て
い

る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
そ
の
一
句
は
す
で
に
過
去
の
こ

と
を
説
明
す
る
こ
と
ば
に
し
か
す
ぎ
な
い
。
い
わ
ゆ
る
『
説
明
文
の

読
み
方
』
と
言
っ
て
お
こ
う
。
が
、
少
な
く
と
も
詩
の
場
合
に
は
、

そ
れ
は
、
時
の
流
れ
の
中
に
こ
と
ば
が
生
ま
れ
育
ち
動
い
て
ゆ
く
詩

の
い
の
ち
を
枯
ら
し
、
い
わ
ば
は
じ
め
か
ら
死
ん
だ
も
の
の
標
本
を

並
べ
る
よ
う
な
こ
と
で
は
な
い
か
。
「
は
る
」
と
音
を
発
し
た
今
、

「
春
」
が
生
ま
れ
、
そ
れ
が
「
過
ぎ
て
」
ゆ
く
の
だ
。
そ
の
感
じ
を

各
自
、
自
覚
し
確
か
め
な
が
ら
声
に
出
し
て
ゆ
く
。
」(

竹
内
敏
晴

『
「
か
ら
だ
」
と
「
こ
と
ば
」
の
レ
ッ
ス
ン
』1990

講
談
社
新
書)

し
か
し
、
い
つ
ま
で
も
２
音
３
音
の
音
律
だ
け
を
繰
り
返
す
わ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
次
の
段
階
に
進
ま
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
が
、
音

楽
の
こ
と
ば
で
い
う
な
ら
ば
、
フ
レ
ー
ジ
ン
グ
の
段
階
で
す
。
フ
レ
ー
ジ

ン
グ
と
は
、
音
楽
の
楽
譜
を
読
む
と
き
に
メ
ロ
デ
ィ
の
流
れ
を
ま
と
ま
り

と
し
て
つ
か
む
作
業
で
す
。
楽
譜
と
し
て
書
か
れ
た
音
符
の
並
び
か
ら
メ

ロ
デ
ィ
ー
の
つ
な
が
り
を
読
み
と
る
の
で
す
。

そ
れ
と
同
様
な
こ
と
が
、
音
声
の
こ
と
ば
を
読
む
場
合
に
も
必
要
と
な

り
ま
す
。
つ
ま
り
、
２
音
３
音
の
文
節
的
な
ま
と
ま
り

を
と
ら
え
る
段
階
で
す
。
発
音
の
発
展
か
ら
言
う
な
ら

ば
、
２
音
３
音
を
つ
な
げ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
す
る

と
、
ま
と
ま
っ
た
フ
レ
ー
ズ
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
節
の

ア
ク
セ
ン
ト
が
複
数
あ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

し
か
し
、
フ
レ
ー
ズ
と
し
て
ま
と
め
て
読
ま
れ
る
場

合
に
は
、
そ
の
中
か
ら
重
点
的
な
ア
ク
セ
ン
ト
が
強
調

さ
れ
、
そ
の
ほ
か
の
ア
ク
セ
ン
ト
は
背
後
に
隠
れ
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
フ
レ
ー
ズ
で
の
ア
ク
セ
ン

ト
は
節
ご
と
で
は
な
く
、
フ
レ
ー
ズ
ご
と
に
一
つ
の
ア

ク
セ
ン
ト
を
と
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
重
点
と
な

る
ア
ク
セ
ン
ト
を
「
目
玉
ア
ク
セ
ン
ト
」
と
呼
び
ま
し
ょ

う
。
下
図
で
は
ア
ク
セ
ン
ト
の
黒
丸
を
さ
ら
に
丸
で
囲

ん
で
示
し
ま
し
た
。

フ
レ
ー
ズ
に
つ
い
て
は
「
連
文
節
」
と
い
う
考
え
か

た
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
各
文
節
が
次
つ
ぎ
に
次
の
文

節
に
つ
な
が
る
と
い
う
考
え
か
た
で
す
。
し
か
し
、
文

と
い
う
も
の
は
構
造
的
に
は
、
主
部
と
述
部
の
関
係
、

修
飾
語
と
被
修
飾
語
と
の
関
係
、
客
文
素/

補
文
素
と
動

詞
と
の
関
係
に
な
り
ま
す
。

文
節
に
お
い
て
は
「
名
詞
＋
助
詞
」
と
か
、
「
動
詞

＋
助
動
詞
」
と
い
う
付
属
語
の
役
割
が
重
要
に
な
っ
て

き
ま
す
。
付
属
語
の
つ
い
た
文
節
は
、
次
の
節
を
呼
び

出
す
役
割
を
し
て
い
る
か
ら
で
す
。
い
わ
ば
、
呼
応
の

関
係
の
ス
イ
ッ
チ
の
役
割
を
し
て
い
る
の
で
す
。

日本語のリズムと表現よみ
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２
音
３
音
の
よ
う
な
短
い
区
切
り
に
お
い
て
も
、
付
属
語
を
切
り
は
な

し
て
文
節
を
こ
わ
す
よ
う
な
こ
と
は
し
ま
せ
ん
。
２
音
３
音
の
区
切
り
で

も
意
味
が
つ
か
め
る
の
は
、
付
属
語
の
役
割
が
大
き
い
か
ら
で
す
。
た
だ

し
、
助
詞
の
つ
い
た
フ
レ
ー
ズ
を
手
が
か
り
に
声
で
文
を
構
成
し
て
い
く

と
き
に
導
き
と
な
る
考
え
が
あ
る
の
で
す
。
そ
れ
が
文
法
の
は
た
ら
き
で

す
。
と
く
に
構
文
論
の
文
法
理
論
が
重
要
に
な
る
の
で
す
。

声
に
出
し
て
こ
と
ば
を
発
し
て
い
る
と
き
に
は
文
法
な
ど
意
識
し
て
は

い
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
２
音
３
音
の
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
文
節
を
組
み
立
て

た
と
き
に
、
そ
の
フ
レ
ー
ズ
が
ど
こ
の
ど
ん
な
語
句
の
響
き
を
求
め
て
い

る
の
か
、
ど
こ
に
向
か
っ
て
つ
な
が
る
の
か
と
い
う
方
向
性
は
、
文
法
則

に
よ
っ
て
導
か
れ
て
い
る
の
で
す
。
文
全
体
の
意
味
の
ま
と
ま
り
を
め
ざ

す
意
識
が
働
か
な
け
れ
ば
文
章
理
解
は
む
ず
か
し
い
で
し
ょ
う
。
文
が
ど

の
よ
う
に
ま
と
ま
っ
て
い
く
の
か
と
い
う
意
識
を
は
た
ら
か
せ
る
た
め
に

は
、
読
解
の
基
礎
と
し
て
文
法
の
学
習
と
文
分
析
の
訓
練
が
必
要
に
な
る

の
で
す
。

以
上
の
よ
う
な
方
法
か
ら
出
て
く
る
声
に
よ
っ
て
、
文
学
作
品
の
表
現

よ
み
が
可
能
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
次
の
よ
う
な
音
声
言
語
の
魅
力
を

引
き
出
す
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。

「
私
は
、
統
一
的
な
日
本
語
が
ま
す
ま
す
伸
び
て
い
く
の
を
待
ち
望

ん
で
い
ま
す
。
力
強
い
日
本
語
、
美
し
い
日
本
語
、
明
瞭
、
明
晰
な
、

意
味
の
あ
い
ま
い
で
な
い
日
本
語
、
み
ず
み
ず
し
く
豊
か
な
日
本
語
、

そ
れ
を
私
は
求
め
て
い
る
。
し
か
し
今
行
わ
れ
て
い
る
い
ろ
ん
な
や

り
方
を
見
て
い
る
と
、
わ
ざ
わ
ざ
醜
い
日
本
語
、
か
さ
か
さ
に
ひ
か

ら
び
た
日
本
語
、
ひ
ょ
ろ
つ
い
て
力
の
な
い
日
本
語
、
し
か
も
意
味

の
あ
い
ま
い
な
日
本
語
に
わ
ざ
わ
ざ
仕
立
て
て
い
く
よ
う
な
傾
向
が

随
所
に
見
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
で
は
、
日
本
語
の
詩
、
日
本

語
の
文
学
は
衰
弱
し
て
い
く
ほ
か
は
な
い
。
詩
が
滅
び
た
と
こ
ろ
で

そ
れ
が
何
だ
と
い
う
人
が
い
る
か
し
れ
ま
せ
ん
が
、
私
は
そ
う
思
い

ま
せ
ん
。
詩
と
か
文
学
と
か
い
う
も
の
は
人
間
そ
の
も
の
の
表
現
な

の
で
す
か
ら
、
こ
れ
の
滅
び
る
の
は
、
人
間
そ
の
も
の
の
滅
び
る
道

に
つ
な
が
り
ま
す
。
」
（
中
野
重
治
の
講
演
「
国
語
と
方
言
」1968

）

現
在
行
わ
れ
て
い
る
朗
読
と
い
う
も
の
の
多
く
が
、
残
念
な
が
ら
「
か

さ
か
さ
に
ひ
か
ら
び
た
日
本
語
、
ひ
ょ
ろ
つ
い
て
力
の
な
い
日
本
語
」
の

段
階
に
と
ど
ま
っ
て
い
ま
す
。

表
現
よ
み
に
よ
る
声
の
表
現
こ
そ
、
日
本
語
の
リ
ズ
ム
を
生
か
し
た
文

学
作
品
の
表
現
と
な
る
の
で
す
。
日
本
語
を
使
う
人
た
ち
の
間
で
、
声
の

コ
ト
バ
が
「
力
強
い
日
本
語
、
美
し
い
日
本
語
、
明
瞭
、
明
晰
な
、
意
味

の
あ
い
ま
い
で
な
い
日
本
語
、
み
ず
み
ず
し
く
豊
か
な
日
本
語
」
と
し
て

広
ま
る
こ
と
を
わ
た
し
は
望
ん
で
い
ま
す
。

（
『
日
本
の
コ
ト
バ
30
号
』2011

日
本
コ
ト
バ
の
会
編
）

12

コ
ト
バ
学
習
事
典
Ａ
５
判
３
１
２
頁

２
８
８
４
円

会
の
基
本
テ
キ
ス
ト
。
一
項
目
見
開
き
２
頁
で
記
述
。
各
部
会
・
支
部
で
毎
回
の

学
習
会
に
使
用
。
理
論
編
・
話
し
方
編
・
文
章
編
・
小
説
創
作
編
・
表
現
よ
み
編

・
追
補
編
の
６
部
構
成
●
特
徴(

１)

理
論
的
知
識
・
教
養
に
と
ど
ま
ら
ず
に
、
学

習
の
具
体
的
方
法
ま
で
を
親
切
に
示
し
て
い
る
。(

２)

各
項
目
を
１
項
目
ご
と
に

見
開
き
の
形
に
ま
と
め
て
あ
る
。(

３)

日
本
コ
ト
バ
の
会
独
自
の
図
や
表
を
豊
富

に
収
録
し
た
初
の
コ
ト
バ
学
習
用
の
総
合
テ
キ
ス
ト
。(

４)

朗
読
の
時
代
に
音
読

の
理
論
と
方
法
を
リ
ー
ド
す
る
「
表
現
よ
み
」
の
理
論
と
実
践
に
つ
い
て
２
３
項

目
収
録
。
◎
ご
注
文
は
、
書
店
ま
た
は
本
部
宛
に
お
問
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。


