
１

「
語
り
」
と
し
て
の
話
芸

わ
た
し
は
以
前
か
ら
、
表
現
よ
み
の
本
質
は
日
本
の
話
芸
の
中
で

は
落
語
に
近
い
も
の
だ
と
考
え
て
き
ま
し
た
。
最
近
、
桂
米
朝
『
落

語
と
私
』(

１)

を
読
ん
で
、
あ
ら
た
め
て
、
そ
の
考
え
を
裏
づ
け
て

く
れ
る
思
い
が
し
ま
し
た
。
解
説
に
よ
る
と
、
こ
の
本
は
中
高
生
向

き
に
書
か
れ
た
落
語
入
門
の
本
な
の
だ
そ
う
で
す
が
、
一
般
の
落
語

入
門
の
本
と
し
て
も
明
快
な
も
の
だ
と
い
い
ま
す
。

表
現
よ
み
の
本
質
を
代
弁
す
る
よ
う
な
内
容
が
書
か
れ
て
い
る
の

は
、
第
一
章
「
話
芸
と
し
て
の
落
語
」
の
「
し
ゃ
べ
り
方
で
こ
ん
な

に
ち
が
う
」
と
い
う
わ
ず
か
七
ペ
ー
ジ
の
節
で
す
。

米
朝
は
ま
ず
は
じ
め
に
い
ろ
い
ろ
な
話
芸
を
取
り
あ
げ
て
、
そ
の

語
り
方
を
解
説
し
て
い
ま
す
。

お
じ
い
さ
ん
や
お
ば
あ
さ
ん
の
語
る
「
昔
ば
な
し
」
や
「
活
動
写

真
の
弁
士
」
は
「
対
話
を
入
れ
な
が
ら
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
筋
を
は
こ
」

ぶ
も
の
で
す
。
そ
し
て
、
「
漫
談
」
は
「
演
者
が
聞
き
手
へ
語
り
聞

か
せ
る
話
法
」
、
「
講
談
」
は
「
講
釈
師
が
お
客
に
物
語
を
聞
か
せ

る
芸
」
だ
と
い
い
ま
す
。
こ
れ
ら
四
つ
の
話
芸
に
は
、
「
聞
か
せ
る
」

と
い
う
態
度
が
共
通
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
落
語
は
こ
れ

ら
の
話
芸
と
は
ち
が
っ
た
特
徴
が
あ
る
と
い
い
ま
す
。

そ
し
て
、
米
朝
は
「
落
語
に
も(

中
略)

講
談
の
話
法
を
も
ち
い
る

こ
と
は
む
ろ
ん
あ
り
ま
す
」
と
こ
と
わ
っ
て
か
ら
「
落
語
が
他
の
芸

と
ち
が
っ
た
テ
ク
ニ
ッ
ク
を
も
っ
て
い
る
」
こ
と
を
説
明
し
て
い
ま

す
。
そ
の
内
容
が
、
ま
さ
に
表
現
よ
み
の
本
質
に
通
じ
る
の
で
す
。

表
現
よ
み
に
は
講
談
の
よ
う
な
要
素
も
あ
り
ま
す
し
、
落
語
の
よ

う
な
要
素
も
あ
り
ま
す
。
い
わ
ば
、
話
芸
の
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
が
ほ

と
ん
ど
生
か
さ
れ
る
の
が
表
現
よ
み
で
す
。
し
か
し
、
文
学
作
品
の

理
解
を
基
礎
に
し
た
表
現
で
す
か
ら
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
読
み
手
自

身
が
文
章
の
内
容
を
理
解
す
る
こ
と
を
め
ざ
し
ま
す
。
そ
し
て
、
聞
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き
手
に
聞
か
せ
よ
う
と
す
る
意
識
を
さ
け
る
も
の
で
す
。

落
語
と
表
現
よ
み
と
共
通
す
る
ポ
イ
ン
ト
は
い
く
つ
か
あ
り
ま
す

が
、
そ
れ
ら
を
と
り
あ
げ
て
表
現
よ
み
の
理
論
と
実
践
に
役
立
て
る

方
向
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

２

「
演
者
」
が
消
え
る

第
一
の
問
題
は
、
落
語
に
お
け
る
「
演
者
」
と
表
現
よ
み
の
「
よ

み
手
」
に
共
通
す
る
問
題
で
す
。
米
朝
は
落
語
の
演
者
に
つ
い
て
次

の
よ
う
に
言
っ
て
い
ま
す
。

「
落
語
も
さ
き
に
な
ら
べ
た
話
芸
と
お
な
じ
く
、
そ
の
演
者
が
お

客
に
話
し
か
け
て
い
る
に
は
違
い
な
い
の
で
す
が
、
と
ち
ゅ
う
で
演

者
が
消
え
て
し
ま
う
の
で
す
。
」

こ
れ
が
表
現
よ
み
と
落
語
と
の
共
通
性
を
考
え
る
と
き
に
、
も
っ

と
も
重
要
な
点
で
す
。
「
演
者
が
消
え
る
」
と
い
う
と
、
一
般
に
は

聞
き
手
が
演
者
を
忘
れ
て
し
ま
う
ほ
ど
物
語
の
世
界
へ
引
き
込
ま
れ

る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
想
像
す
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、

米
朝
は
そ
う
い
う
意
味
で
は
な
い
と
い
い
ま
す
。

「
う
ま
い
、
ま
ず
い
で
は
な
く
、
演
者
が
き
え
て
し
ま
う
話
法
、

お
し
ゃ
べ
り
の
し
か
た
自
体
が
演
者
が
出
て
こ
な
く
な
っ
て
い
る
」

こ
の
本
を
読
ん
で
か
ら
、
わ
た
し
は
柳
家
小
三
治
の
「
大
工
調
べ
」

を
ナ
マ
の
舞
台
で
聞
く
機
会
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
な
る
ほ
ど

た
し
か
に
浪
曲
や
民
話
の
語
り
や
ひ
と
り
芝
居
な
ど
と
ち
が
っ
て
、

演
者
が
う
る
さ
く
な
い
と
感
じ
ま
し
た
。
表
現
よ
み
で
言
う
な
ら
、

「
演
者
」
が
消
え
る
と
い
う
の
は
、
読
み
手
や
作
品
の
文
章
が
消
え

て
作
品
そ
の
も
の
の
内
容
が
聞
き
手
の
前
に
浮
き
出
る
こ
と
で
す
。

し
か
し
、
表
現
よ
み
で
よ
み
手
が
気
に
な
ら
な
く
な
る
の
は
た
い

へ
ん
な
こ
と
で
す
。
わ
た
し
自
身
、
十
数
年
前
に
表
現
よ
み
の
提
唱

者
で
あ
る
大
久
保
忠
利
氏
と
の
共
同
研
究
を
し
て
い
る
こ
ろ
、
よ
く

こ
ん
な
こ
と
を
言
わ
れ
ま
し
た
。

「
君
の
よ
み
は
作
品
を
表
現
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
い
つ
ま
で

も
君
が
居
す
わ
っ
て
い
る
。
作
品
が
前
面
に
出
て
、
君
の
姿
が
消
え

な
き
ゃ
い
け
な
い
」

問
題
は
よ
み
手
が
作
品
の
内
容
と
、
そ
の
表
現
で
あ
る
文
体
を
理

解
し
て
、
そ
れ
に
し
た
が
っ
た
表
現
で
よ
む
と
い
う
こ
と
で
す
。
読

み
手
の
よ
み
や
す
い
よ
う
な
調
子
を
つ
け
て
、
作
品
の
文
章
の
も
つ

表
現
を
ね
じ
ふ
せ
て
し
ま
っ
て
は
い
け
な
い
の
で
す
。

３

は
い
る
・
な
り
き
る
・
の
り
う
つ
る

米
朝
は
人
物
の
や
り
と
り
を
「
会
話
」
で
は
な
く
「
対
話
」
と
書

い
て
い
ま
す
。
こ
こ
に
も
、
落
語
の
セ
リ
フ
を
生
き
た
人
間
同
士
の

や
り
と
り
と
考
え
る
落
語
の
特
徴
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。

落
語
の
特
徴
は
、
他
の
話
法
の
な
か
で
も
落
語
に
近
い
講
談
と
比

較
し
て
み
る
と
よ
く
わ
か
り
ま
す
。
講
談
の
話
法
は
地
の
文
と
対
話

で
構
成
さ
れ
ま
す
が
、
落
語
の
話
法
は
ほ
と
ん
ど
対
話
ば
か
り
の
構

成
で
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
人
物
の
コ
ト
バ
の
表
現
の
ち
が
い
に
つ
い
て
、

米
朝
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。
引
用
に
出
て
く
る
「
源
七
」

は
、
話
法
の
例
話
に
登
場
す
る
人
物
の
こ
と
で
す
。

「
講
釈
師
が
あ
く
ま
で
、
講
釈
師
と
し
て
源
七
に
つ
い
て
語
り
、

2



娘
の
状
態
を
説
明
し
て
話
を
す
す
め
て
い
く
の
に
対
し
て
、
落
語
家

の
場
合
は
、
源
七
の
セ
リ
フ
を
言
う
と
き
は
源
七
に
な
り
き
っ
て
し
ゃ

べ
り
、
そ
の
セ
リ
フ
を
言
い
お
わ
っ
た
と
た
ん
に
娘
に
な
っ
て
、
そ

の
セ
リ
フ
を
し
ゃ
べ
り
ま
す
。
そ
の
設
定
さ
れ
た
状
態
で
の
セ
リ
フ

を
、
感
情
を
、
盛
り
込
ん
で
言
う
の
で
す
か
ら
、
役
者
が
そ
の
役
の

人
物
を
演
技
し
て
い
る
の
と
お
な
じ
で
、
た
だ
絶
え
ず
役
が
変
化
し

て
い
る
わ
け
で
す
。
し
た
が
っ
て
源
七
の
役
か
ら
す
ぐ
娘
に
な
り
、

す
ぐ
ま
た
、
源
七
に
も
ど
り
な
が
ら
話
を
す
す
め
て
ゆ
き
ま
す
か
ら
、

演
者
自
身
は
、
消
え
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。
」

こ
の
解
説
は
表
現
よ
み
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
で
い
う
「
は
い
る
、
な
り

き
る
、
の
り
う
つ
る
」
と
重
な
り
ま
す
。
ほ
か
の
話
芸
に
な
く
て
、

落
語
に
だ
け
あ
る
の
が
、
こ
の
人
物
へ
の
な
り
き
り
で
す
。
し
か
も
、

そ
の
人
物
の
な
り
き
り
方
の
表
現
は
、
講
談
よ
り
ず
っ
と
日
常
的
で

リ
ア
ル
で
す
。
ま
た
、
演
劇
で
の
人
物
の
な
り
き
り
方
と
も
ち
が
っ

て
、
あ
く
ま
で
「
語
り
」
で
あ
る
と
い
う
線
を
く
ず
し
ま
せ
ん
。

た
だ
し
、
表
現
よ
み
で
は
、
文
章
の
す
べ
て
に
は
い
り
き
る
と
い

う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
会
話
や
、
地
の
文
の
な
か
に
埋
め
込
ま

れ
た
人
物
の
コ
ト
バ
に
つ
い
て
は
入
っ
て
よ
い
の
で
す
が
、
ナ
レ
ー

シ
ョ
ン
の
よ
う
に
客
観
的
に
よ
む
べ
き
文
章
も
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、

文
章
の
部
分
ご
と
に
は
い
る
と
こ
ろ
、
は
い
ら
な
い
と
こ
ろ
が
あ
り

ま
す
。
そ
れ
で
も
、
バ
ラ
バ
ラ
の
表
現
に
な
ら
な
い
の
は
、
作
品
全

体
の
よ
み
方
を
ま
と
め
る
よ
み
手
が
い
る
か
ら
で
す
。

さ
ら
に
、
「
な
り
き
る
」
だ
け
で
は
な
く
、
あ
る
部
分
に
お
い
て

は
よ
み
手
が
作
品
全
体
の
思
想
や
作
中
人
物
に
対
し
て
、
批
評
的
な

意
識
を
持
ち
な
が
ら
よ
む
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
が
あ
る
か
ら
、

落
語
で
は
笑
い
が
生
ま
れ
、
表
現
よ
み
で
は
文
体
の
よ
み
分
け
が
可

能
な
の
で
す
。

４
「
マ
ク
ラ
」
と
「
地
」

落
語
に
は
、
は
な
し
家
が
登
場
し
た
と
き
に
話
す
「
マ
ク
ラ
」
と

い
う
前
お
き
が
あ
り
ま
す
。
客
へ
の
あ
い
さ
つ
を
し
た
り
、
近
ご
ろ

の
世
間
話
の
よ
う
な
こ
と
を
話
す
も
の
で
す
。
ま
た
、
本
題
に
入
っ

て
か
ら
も
、
会
話
ば
か
り
で
は
な
く
、
会
話
と
会
話
の
あ
い
だ
に
注

釈
の
よ
う
な
説
明
を
は
さ
む
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

米
朝
は
落
語
の
は
じ
め
に
置
か
れ
る
マ
ク
ラ
と
、
セ
リ
フ
の
あ
い

だ
に
は
さ
ま
れ
る
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
よ
う
な
部
分
の
演
じ
方
の
ち
が

い
も
述
べ
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
「
マ
ク
ラ
」
は
「
演
者
自
身
が
お
客
に
し
ゃ
べ
っ
て
い

る
も
の
」
で
す
が
、
セ
リ
フ
の
あ
い
だ
に
は
さ
ま
れ
る
「
地(

じ
）
」

は
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

「
こ
の
部
分
は
、
や
は
り
、
演
者
個
人
に
も
ど
っ
て
、
米
朝
な
ら

米
朝
と
い
う
は
な
し
家
が
お
客
に
語
り
か
け
る
わ
け
で
す
が
、
こ
の

場
合
、
も
の
に
も
よ
り
ま
す
が
、
米
朝
と
い
う
人
間
が
し
ゃ
べ
っ
て

は
い
け
ま
せ
ん
。
無
人
格
の
ナ
レ
ー
タ
ー
と
し
て
や
る
の
が
正
し
い

と
わ
た
し
は
思
っ
て
い
ま
す
。
」

表
現
よ
み
で
は
、
わ
た
し
は
作
品
の
文
章
の
語
り
の
レ
ベ
ル
と
し

て
次
の
よ
う
な
構
造
を
考
え
て
い
ま
す
。

表現よみと落語
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作
者
自
身
→
作
者
→
語
り
手
→
人
物

こ
の
関
係
を
落
語
と
結
び
つ
け
る
な
ら
、
「
作
者
自
身
」
は
「
米

朝
と
い
う
は
な
し
家
」
、
「
作
者
」
は
「
演
じ
て
い
る
と
き
の
米
朝
」

で
、
「
語
り
手
」
が
「
無
人
格
の
ナ
レ
ー
タ
ー
」
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。
表
現
よ
み
で
は
、
「
語
り
手
」
は
「
作
者
自
身
」
や
「
作

者
」
か
ら
一
応
は
区
別
さ
れ
た
も
の
で
す
が
、
作
品
の
文
体
や
「
語

り
口
」
に
よ
っ
て
、
「
人
格
」
ら
し
き
特
徴
を
持
つ
も
の
で
す
。
で

す
か
ら
、
米
朝
の
よ
う
に
「
無
人
格
の
ナ
レ
ー
タ
ー
」
と
い
っ
て
し

ま
い
た
く
あ
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
「
無
人
格
の
ナ
レ
ー
タ
ー
」
に
は
、
も
う
少
し
深
い
意

味
が
あ
る
の
で
、
米
朝
の
詳
し
い
説
明
を
聞
い
て
み
ま
し
ょ
う
。

「
無
人
格
の
ナ
レ
ー
タ
ー
と
い
う
の
は
、
感
情
を
ま
じ
え
ず
に
で

き
る
だ
け
素
読(

す
よ
み)

を
す
る
と
い
う
意
味
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

ど
ん
な
に
無
人
格
と
い
っ
て
も
、
米
朝
は
や
は
り
米
朝
で
す
し
、
そ

し
て
登
場
人
物
が
し
ゃ
べ
っ
て
い
る
の
で
な
い
以
上
、
米
朝
が
お
客

に
し
ゃ
べ
っ
て
い
る
の
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
が
、
マ
ク
ラ
の
部
分

と
は
ち
が
う
の
で
し
て
、
も
う
そ
の
話
が
進
展
し
て
き
て
い
る
、
明

治
と
か
江
戸
と
か
い
う
時
代
の
舞
台
へ
お
客
を
案
内
し
て
き
て
い
る

以
上
、
昭
和
六
十
年
の
米
朝
が
、
お
客
に
語
り
か
け
て
は
い
け
な
い

わ
け
で
す
。
そ
の
雰
囲
気
を
な
く
さ
な
い
よ
う
に
、
い
や
も
っ
と
出

す
よ
う
に
、
そ
の
場
合
に
お
い
て
の
一
番
適
切
な
ナ
レ
ー
タ
ー
を
は

さ
み
こ
む
べ
き
な
の
で
す
。
」

こ
の
部
分
に
は
、
い
く
つ
か
重
要
な
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

第
一
点
は
、
落
語
が
根
本
的
に
は
、
米
朝
と
い
う
は
な
し
家
に
よ

ら
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
に
、
表
現
よ
み
で
も
「
よ
み
手
」
が
存
在
し

ま
す
。
し
か
し
、
よ
み
手
自
身
の
考
え
方
や
存
在
を
直
接
に
聞
き
手

に
ア
ピ
ー
ル
す
る
よ
う
な
よ
み
方
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
い
わ
ゆ
る

「
語
り
」
や
「
読
み
聞
か
せ
」
の
分
野
の
人
た
ち
は
、
語
る
人
が
ジ
ャ

マ
に
な
る
く
ら
い
目
の
前
に
存
在
す
る
も
の
で
す
。

マ
ク
ラ
が
、
は
な
し
家
が
直
接
に
今
の
思
い
を
語
る
の
だ
と
し
た

ら
、
対
話
の
間
の
「
地
の
文
」
に
は
ど
の
よ
う
な
思
い
を
こ
め
て
語

る
の
で
し
ょ
う
か
。
感
情
を
こ
め
な
い
「
素
読
」
で
あ
っ
て
は
い
け

ま
せ
ん
。
感
情
を
こ
め
な
い
と
い
っ
て
も
、
必
ず
何
か
し
ら
感
情
は

こ
も
り
ま
す
。
「
無
感
情
」
も
感
情
の
う
ち
で
す
か
ら
、
勝
手
に
好

き
な
感
情
を
こ
め
る
の
で
な
け
れ
ば
、
感
情
を
こ
め
る
手
が
か
り
と

い
う
も
の
が
ほ
し
く
な
り
ま
す
。

米
朝
に
と
っ
て
の
手
が
か
り
は
「
舞
台
」
と
い
う
考
え
方
で
す
。

米
朝
が
「
明
治
と
か
江
戸
と
か
い
う
時
代
の
舞
台
」
と
よ
ぶ
も
の
は
、

演
じ
て
い
る
米
朝
自
身
か
ら
離
れ
て
、
そ
の
時
代
に
入
っ
た
「
ナ
レ
ー

タ
ー
」
と
い
う
わ
け
で
す
。
そ
れ
は
落
語
の
修
業
に
よ
っ
て
身
に
つ

け
ら
れ
る
も
の
で
し
ょ
う
。

そ
れ
に
対
し
て
、
表
現
よ
み
で
の
表
現
の
手
が
か
り
は
、
拙
著

『
表
現
よ
み
と
は
何
か
』(

２)

に
書
い
た
と
お
り
、
あ
く
ま
で
作
品

の
テ
キ
ス
ト
で
す
。
つ
ま
り
、
文
学
作
品
―
―
お
も
に
小
説
で
す
が
、

そ
の
文
章
に
書
か
れ
て
い
る
表
現
を
理
解
し
て
よ
み
と
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
よ
み
の
表
現
が
可
能
に
な
り
ま
す
。

ナ
マ
の
は
な
し
家
が
直
接
に
客
に
話
し
か
け
て
は
い
け
な
い
と
い
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わ
れ
る
と
、
朗
読
で
も
聞
き
手
に
直
接
に
話
す
よ
う
な
よ
み
が
あ
る

の
を
連
想
し
ま
す
。
朗
読
で
よ
く
あ
る
パ
タ
ー
ン
は
、
地
の
文
は
作

品
の
内
容
か
ら
ま
っ
た
く
離
れ
た
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
な
の
に
、
会
話
で

は
い
き
な
り
舞
台
で
の
ナ
マ
の
セ
リ
フ
と
い
っ
た
よ
み
方
が
あ
り
ま

す
。「

お
い
、
お
前
は
、
ど
こ
へ
行
く
の
だ
」

こ
ん
な
セ
リ
フ
が
あ
る
と
、
ま
る
で
い
ま
読
ん
で
い
る
当
人
が
ナ

マ
の
声
で
客
席
に
向
か
っ
て
叫
ん
だ
り
、
舞
台
で
役
者
が
演
じ
て
い

る
よ
う
に
読
む
の
で
す
。
し
か
し
、
表
現
よ
み
で
は
、
そ
も
そ
も
セ

リ
フ
も
作
者
の
書
い
た
作
品
の
一
部
だ
と
考
え
ま
す
か
ら
、
セ
リ
フ

だ
け
が
舞
台
の
台
本
に
な
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
会
話
も
、
い

わ
ば
地
の
文
に
つ
つ
ま
れ
て
表
現
さ
れ
る
べ
き
作
品
の
一
部
な
の
で

す
か
ら
、
よ
み
手
が
語
る
と
い
う
作
品
全
体
の
ワ
ク
組
み
か
ら
は
ず

れ
て
は
い
け
な
い
の
で
す
。

５

朗
読
の
い
く
つ
か
の
パ
タ
ー
ン

わ
た
し
は
最
近
、
朗
読
の
パ
タ
ー
ン
を
次
の
よ
う
に
い
く
つ
か
に

分
け
て
考
え
て
い
ま
す
。
「
地
の
文
」
と
「
会
話
」
の
よ
み
方
、
ま

た
「
地
の
文
」
の
内
部
の
構
造
を
ど
の
よ
う
に
よ
み
と
っ
て
表
現
す

る
か
に
よ
っ
て
分
類
で
き
ま
す
。
こ
れ
ら
の
多
く
に
共
通
し
て
い
る

の
は
「
地
の
文
」
の
軽
視
で
す
。
会
話
ば
か
り
引
き
立
っ
て
聞
こ
え

ま
す
か
ら
、
地
の
文
ば
か
り
の
作
品
は
、
こ
れ
ら
の
朗
読
の
立
場
の

人
に
は
苦
手
で
す
。

(

１)

ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
風
―
―
地
の
文
も
会
話
も
ほ
と
ん
ど
同
一
の

平
坦
な
調
子
で
読
む
。

(

２)

俳
優
・
役
者
風
―
―
会
話
は
舞
台
で
の
ナ
マ
の
セ
リ
フ
の
よ

う
に
力
み
の
あ
る
セ
リ
フ
。
地
の
文
は
目
の
前
で
聞
き
手
に
聞
か
せ

る
よ
う
な
調
子
。

(

３)

ラ
ジ
オ
ド
ラ
マ
風
―
―
地
の
文
は
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
風
で
、
セ

リ
フ
の
表
現
は
マ
イ
ク
に
乗
っ
た
と
き
に
効
果
の
あ
る
よ
う
な
繊
細

な
セ
リ
フ
の
よ
み
。
た
だ
し
、
日
常
性
の
リ
ア
ル
さ
に
欠
け
る
。

(

４)

ア
ニ
メ
声
優
風
―
―
セ
リ
フ
が
地
声
で
は
な
い
あ
る
種
の
作

り
声
に
よ
る
よ
み
。
地
の
文
で
も
地
声
が
感
じ
ら
れ
な
い
。

(

５)

い
わ
ゆ
る
語
り
風
―
―
地
の
文
に
も
会
話
に
も
聞
か
せ
よ
う

と
す
る
強
い
意
識
が
感
じ
ら
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
表
現
よ
み
で
は
、
文
学
作
品
を
会
話
と
地
の
文

と
い
う
よ
う
な
外
見
で
区
分
す
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
作
品
全
体

を
「
語
り
手
」
が
語
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
考
え
か
ら
、
会
話
も
地

の
文
も
同
列
の
文
章
と
し
て
、
語
り
手
の
コ
ト
バ
、
登
場
人
物
の
コ

ト
バ
と
い
う
区
別
か
ら
分
析
し
て
よ
み
ま
す
。
つ
ま
り
、
よ
み
手
は

作
品
に
お
け
る
「
語
り
手
」
の
声
を
代
行
す
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と

に
な
り
ま
す
。
作
者
が
作
品
を
書
く
と
き
に
想
定
し
た
語
り
手
の
声

の
調
子
を
と
ら
え
て
よ
む
こ
と
で
す
。
落
語
な
ら
ば
そ
れ
は
、
米
朝

が
い
う
「
そ
の
時
代
の
雰
囲
気
を
背
負
っ
た
ナ
レ
ー
タ
ー
」
で
あ
る

と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。

た
だ
し
、
文
学
作
品
と
し
て
表
現
さ
れ
た
「
語
り
手
」
の
声
に
は
、

説
明
的
、
解
釈
的
、
内
省
的
、
演
説
的
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
変
化
が

あ
る
の
で
す
。
そ
れ
を
よ
み
分
け
る
こ
と
に
表
現
よ
み
の
醍
醐
味
が

表現よみと落語
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あ
る
の
で
す
。

６

声
色
と
よ
み
の
表
現

多
く
の
朗
読
者
が
会
話
を
よ
み
た
が
り
ま
す
。
で
き
る
だ
け
会
話

の
あ
る
作
品
を
選
び
ま
す
。
そ
れ
は
「
地
の
文
」
の
表
現
力
に
乏
し

い
か
ら
で
す
。
表
現
よ
み
で
は
、
地
の
文
の
よ
み
に
こ
そ
表
現
の
神

髄
が
あ
る
と
い
う
立
場
を
と
り
ま
す
。
多
く
の
朗
読
で
は
、
会
話
に

な
る
と
こ
こ
ぞ
と
ば
か
り
張
り
切
っ
て
、
力
を
入
れ
て
、
演
劇
の
舞

台
の
よ
う
な
会
話
に
し
た
り
、
男
と
女
の
声
、
お
と
な
と
子
ど
も
の

声
な
ど
を
、
い
か
に
も
作
り
物
に
感
じ
ら
れ
る
よ
う
な
声
色
で
演
ず

る
人
も
い
ま
す
。

い
ち
ば
ん
問
題
の
あ
る
朗
読
は
、
作
品
か
ら
理
解
し
た
内
容
を
よ

む
の
で
は
な
く
、
あ
ら
か
じ
め
、
「
こ
ん
な
人
物
で
、
こ
ん
な
声
だ
」

と
決
め
た
演
出
を
す
る
よ
み
方
で
す
。
米
朝
な
ら
ば
、
そ
れ
も
時
代

の
「
舞
台
」
を
生
か
さ
な
い
表
現
だ
と
い
う
で
し
ょ
う
。

作
品
の
よ
み
方
と
声
の
統
一
と
い
う
点
で
は
、
徳
川
夢
声
が
声
そ

の
も
の
の
出
し
方
と
会
話
に
つ
い
て
『
話
術
』(

３)

に
書
い
て
い
ま

す
。
次
の
よ
う
に
会
話
の
表
現
へ
の
注
意
が
あ
り
ま
す
。

「
○
作
り
声
は
い
け
な
い
こ
と
。
地
の
文
に
せ
よ
、
会
話
に
せ
よ
、

自
分
の
持
っ
て
い
る
自
然
の
声
を
生
か
し
て
使
う
が
よ
ろ
し
い
。
作

り
声
と
い
う
も
の
は
、
効
い
て
い
る
と
飽
き
が
く
る
。
喋
っ
て
い
て

も
、
だ
ん
だ
ん
苦
し
く
成
り
勝
ち
で
あ
る
。
何
よ
り
も
い
け
な
い
こ

と
は
、
不
羈
奔
放
の
変
化
が
、
作
り
声
の
場
合
は
む
ず
か
し
く
な
る
。
」

「
会
話
の
場
面
は
、
あ
る
程
度
の
作
り
声
は
、
自
分
の
相
違
を
表

わ
し
、
性
格
を
現
わ
す
た
め
、
や
む
を
得
な
い
時
が
あ
る
。
―
―
し

か
し
、
そ
れ
も
あ
る
程
度
で
あ
っ
て
、
声
帯
に
無
理
を
さ
せ
て
、
い

わ
ゆ
る
声
色
を
使
う
必
要
は
な
い
。
」

徳
川
夢
声
は
、
浪
曲
を
例
に
し
て
、
物
語
作
品
の
よ
み
方
の
統
一

の
必
要
性
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
ま
す
。
現
代
で
い
う
な
ら
声

優
た
ち
の
朗
読
へ
の
批
判
に
通
じ
る
も
の
で
し
ょ
う
。

「
先
代
天
中
軒
雲
月
女
史
は
、
七
ツ
の
声
の
持
主
と
か
で
、
子
供

が
出
れ
ば
子
供
の
声
、
そ
れ
も
五
歳
の
子
供
、
十
歳
の
子
供
に
仕
分

け
る
。
男
が
出
れ
ば
男
の
声
、
そ
れ
も
青
年
、
中
年
、
老
年
と
鮮
や

か
に
仕
分
け
る
。
実
に
そ
の
点
大
し
た
も
の
で
あ
る
。
だ
が
、
浪
曲

と
し
て
は
一
種
の
邪
道
で
は
な
い
か
、
と
私
は
考
え
る
。
あ
れ
は
つ

ま
り
声
帯
模
写
入
り
の
浪
曲
で
、
い
わ
ば
所
ど
こ
ろ
に
写
真
版
の
切

り
ぬ
き
を
貼
り
つ
け
た
、
絵
画
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
そ

れ
で
ま
た
珍
品
と
い
え
る
け
れ
ど
、
純
粋
の
絵
画
芸
術
で
は
あ
る
ま

い
。
だ
か
ら
、
も
し
雲
月
女
史
が
、
自
分
の
地
声
を
ち
ゃ
ん
と
残
し

て
い
て
、
そ
れ
だ
け
の
人
物
を
描
写
で
き
る
な
ら
、
彼
女
の
浪
曲
は

も
っ
と
素
晴
ら
し
い
も
の
と
な
る
と
私
は
思
う
。
」

表
現
よ
み
で
は
、
声
に
よ
る
よ
み
分
け
は
、
あ
く
ま
で
文
学
作
品

の
文
章
の
表
現
を
生
か
す
も
の
で
す
。
作
品
の
文
体
の
特
徴
と
内
容

の
理
解
が
基
本
で
す
。
そ
れ
は
よ
み
手
と
テ
キ
ス
ト
と
の
関
係
で
す
。

そ
れ
を
基
礎
と
し
な
い
よ
み
は
、
内
容
の
空
虚
な
よ
み
に
な
り
ま
す
。

し
か
し
、
人
前
で
よ
む
と
き
に
は
、
い
わ
ゆ
る
「
朗
読
」
と
し
て
、

聞
き
手
に
応
じ
た
音
声
表
現
が
付
け
加
わ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

わ
た
し
た
ち
の
仲
間
の
実
践
で
は
、
「
朗
読
」
の
技
術
の
研
究
に
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弱
点
が
見
ら
れ
ま
す
。
ま
ず
は
、
発
声
・
発
音
の
基
礎
的
な
能
力
を

高
め
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
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