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読
む
と
い
う
出
来
事
を
誘
う
力

-
　
(
誤
読
)
　
の
豊
か
さ
に
つ
い
て
I

L
　
読
み
の
困
難
さ

(
誤
読
)
　
が
積
極
的
な
意
味
を
帯
び
る
の
は
'
そ
れ
が
既
存
の
価
値
観
を
揺

さ
ぶ
る
時
で
あ
る
。
た
と
え
ば
'
「
間
違
っ
て
い
る
が
'
面
白
い
」
と
感
じ
さ

せ
る
読
み
や
解
釈
は
'
そ
れ
が
示
さ
れ
た
時
へ
　
そ
の
読
み
を
受
け
止
め
る
者
の

認
識
の
死
角
に
働
き
か
け
る
が
ゆ
え
に
　
「
面
白
い
」
　
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
'

「
間
違
っ
て
い
る
」
と
い
う
印
象
を
忘
れ
さ
せ
る
ほ
ど
に
強
い
も
の
で
あ
る
場

合
、
(
誤
読
)
　
は
新
た
な
発
見
へ
の
糸
口
と
な
る
。
(
正
し
さ
)
と
い
う
極
に
向

か
う
も
の
で
な
い
か
ら
こ
そ
'
(
誤
読
)
　
は
作
品
の
価
値
に
関
す
る
問
い
か
け

を
生
み
出
す
の
で
あ
る
。
私
た
ち
が
揺
さ
ぶ
ら
れ
た
り
'
面
白
-
感
じ
る
読
み

や
解
釈
は
'
(
正
し
さ
)
　
か
ら
逸
脱
し
よ
、
丁
と
す
る
　
(
出
来
事
)
　
と
し
て
の
読

み
の
う
ち
に
生
じ
る
。

・
-
,
.
<
;
.
リ
チ
ャ
ー
ズ
は
'
「
実
践
批
評
J
川
の
な
か
で
'
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大

学
の
自
ら
の
学
生
た
ち
が
詩
に
対
し
て
示
し
た
反
応
に
基
づ
い
て
'
(
詩
の
読

み
に
お
け
る
十
の
困
難
さ
)
を
分
析
し
'
そ
の
よ
う
な
　
(
困
難
さ
)
　
が
'
詩
の

(
正
し
い
)
読
み
へ
の
接
近
を
阻
ん
で
い
る
と
し
て
い
る
。
リ
チ
ャ
ー
ズ
の
言

う
　
(
十
の
困
難
さ
)
　
と
は
'
①
平
易
な
意
味
を
読
み
取
る
困
難
さ
②
韻
律

山
　
　
元
　
　
隆
　
　
春

(
m
e
t
e
r
)
と
音
律
(
r
h
y
t
h
m
)
　
の
取
-
遠
い
③
比
職
的
言
語
の
誤
解
④
不
適
切

リ
ス
ポ
ン
ス

な
個
人
的
感
想
⑤
あ
り
ふ
れ
た
反
応
へ
の
依
存
⑥
感
傷
的
な
感
情
反
応
⑦
自

己
規
制
さ
れ
た
反
応
⑧
抑
圧
的
な
宗
教
的
教
義
⑨
技
術
的
な
も
の
へ
の
思
い
入

れ
⑲
批
評
的
偏
見
'
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
　
(
困
難
さ
)
を
克
服
し
て
い
-
と
い
う
こ
と
は
、
独
創
性
や
柔

軟
性
や
と
ら
わ
れ
の
な
さ
'
視
野
の
広
さ
へ
　
と
い
っ
た
も
の
を
身
に
つ
け
て
い

-
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
か
し
'
こ
の
よ
う
に
一
見
独
創
的
で
柔
軟
な
精
神
活

動
を
促
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
リ
チ
ャ
ー
ズ
の
考
え
の
背
後
に
'
読
み
の

(
正
し
さ
)
を
求
め
る
心
の
動
き
が
あ
る
t
　
と
い
う
こ
と
は
確
か
な
こ
と
で
あ

る
o
　
つ
ま
り
'
リ
チ
ャ
ー
ズ
が
　
r
実
践
批
評
j
　
の
な
か
に
示
し
た
　
(
十
の
困
難

さ
)
　
は
　
(
正
し
い
)
読
み
か
ら
の
逸
脱
の
諸
変
奏
で
あ
る
と
一
手
っ
こ
と
が
で
き

る
.
そ
の
た
め
'
リ
チ
ャ
ー
ズ
の
言
う
(
困
軽
さ
)
を
克
服
し
よ
う
と
す
る
努

力
は
そ
れ
と
し
て
貴
重
な
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
'
多
-
の
場
合
教
師
の
抱
い

て
い
る
読
み
の
　
(
正
し
さ
)
を
論
証
し
て
い
-
よ
う
な
ス
タ
イ
ル
の
授
業
を
生

み
出
し
て
し
ま
い
か
ね
な
い
。

子
ど
も
の
読
み
の
過
程
を
探
る
場
合
に
も
へ
　
こ
の
　
八
十
の
困
難
さ
)
　
が
l
つ

の
手
が
か
り
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。
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し
か
し
'
そ
れ
は
け
っ
し
て
子
ど
も
の
読
み
が
成
長
し
っ
つ
あ
る
こ
と
ま
で
視

野
に
入
れ
た
も
の
と
は
な
り
え
な
い
。
む
し
ろ
リ
チ
ャ
ー
ズ
の
言
う
(
困
難

さ
)
を
読
み
の
豊
穣
さ
を
導
-
条
件
と
し
て
捉
え
直
す
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

詩
を
読
む
と
い
う
経
験
は
彼
の
言
う
(
因
難
さ
)
を
潜
り
抜
け
る
こ
と
の
内
に

あ
る
か
ら
で
あ
る
。
「
間
違
っ
て
い
る
が
'
面
白
い
」
と
言
わ
れ
る
読
み
は
'

何
ら
か
の
か
た
ち
で
'
リ
チ
ャ
ー
ズ
の
言
う
(
困
難
さ
)
　
の
い
ず
れ
か
に
抵
触

し
て
い
る
筈
で
あ
る
。
し
か
し
へ
　
そ
の
一
方
で
ま
た
へ
　
強
さ
・
し
た
た
か
さ
を

具
え
た
も
の
で
も
あ
る
筈
だ
。

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

二
　
も
う
ひ
と
つ
の
テ
ク
ス
ト
の
カ

ミ
カ
エ
ル
・
リ
7
7
テ
ー
ル
に
よ
れ
ば
'
読
む
と
い
う
行
為
は
最
低
限
次
の

二
つ
の
段
階
を
踏
む
こ
と
に
な
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
'
テ
ク
ス
ト
に
　
(
明
示

さ
れ
て
い
る
も
の
)
　
の
順
序
に
従
っ
て
読
み
進
め
る
段
階
と
'
そ
う
い
っ
た
順

序
に
従
っ
て
読
み
と
お
し
た
結
果
自
ら
の
内
部
に
生
じ
た
も
の
を
踏
ま
え
つ
つ
'

(
明
示
さ
れ
て
い
r
Q
.
も
の
)
の
順
序
に
逆
ら
っ
て
読
む
段
階
で
あ
る
.
リ
フ
ア

テ
ー
ル
は
'
こ
の
二
つ
の
段
階
に
わ
た
る
読
者
の
意
味
形
成
過
程
を
次
の
よ
う

に
説
き
明
か
し
て
い
る
。

「
記
号
論
的
な
過
程
は
'
実
際
に
は
読
者
の
心
に
生
じ
へ
　
そ
れ
は
第
二
の
読
み

の
結
果
と
し
て
あ
る
。
も
し
も
私
た
ち
が
詩
の
記
号
論
を
理
解
し
ょ
う
と
す
れ
ば
'

(
読
み
の
二
つ
の
レ
ベ
ル
な
い
し
段
階
)
を
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い

、

ン

グ

ュ

フ

ィ

・

R

ン

ス

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

・

く

メ

ー

シ

ス

う
の
も
、
意
　
義
に
到
達
す
る
前
に
'
読
者
は
模
倣
を
乗
り
越
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
詩
の
解
読
は
'
テ
ク
ス
ト
の
始
ま
り
か
ら
お
し
ま
い
へ
'

頁
の
上
か
ら
下
へ
と
進
む
第
一
の
読
み
の
段
階
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
'
統
語
的
な
展

開
を
追
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
第
一
の
　
(
発
見
的
読
み
)
は
ま
た
'
最
初
に
解
釈

が
行
わ
れ
る
場
所
で
も
あ
る
。
そ
れ
は
へ
　
こ
の
読
み
の
あ
い
だ
に
こ
そ

・
～
I
ニ
ン
グ

(
意
味
)
が
捉
え
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
　
(
中
略
-
山
元
)
0

第
二
の
段
階
は
　
(
遡
及
的
読
み
)
　
の
段
階
で
あ
る
。
こ
れ
は
へ
第
二
の
解
釈
が

行
わ
れ
る
段
階
で
あ
り
'
真
に
　
(
解
釈
学
的
な
)
読
み
の
行
わ
れ
る
段
階
で
あ
る
。

(
中
略
-
山
元
)
　
最
終
的
に
意
義
を
発
見
す
る
た
め
に
'
読
者
は
模
倣
の
障
害
を

打
破
し
な
-
て
は
な
ら
な
い
。
事
実
へ
　
こ
の
よ
う
な
障
害
は
読
者
の
精
神
の
変
化

に
と
っ
て
は
欠
-
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
読
者
が
模
倣
を
受
容
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
へ
文
法
は
'
蹟
き
の
石
と
し
て
の
非
文
法
性
が
立
ち
現
れ
る
た
め
の

背
景
と
な
り
へ
　
そ
う
い
う
非
文
法
性
は
'
最
終
的
に
第
二
の
読
み
に
お
い
て
理
解

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
最
初
の
読
み
の
レ
ベ
ル
で
独
立
し
て
見
出
さ
れ
る
意
味
を

脅
か
す
障
害
が
ま
た
t
　
よ
り
高
次
の
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
意
義
成
立
の
鍵
と
な
る

記
号
現
象
を
導
き
へ
　
そ
う
い
っ
た
よ
り
高
次
の
シ
ス
テ
ム
に
あ
っ
て
読
者
が
そ
の

よ
う
な
障
害
を
複
雑
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
部
分
と
し
て
知
覚
す
る
と
い
う
こ
と
は
'

い
く
ら
強
調
し
て
も
よ
い
o
」
脚

リ
7
7
テ
ー
ル
は
t
　
へ
発
見
的
読
み
)
　
に
お
い
て
　
(
意
味
)
　
が
見
出
さ
れ
'

そ
の
　
(
意
味
)
形
成
を
阻
害
す
る
も
の
　
-
　
非
文
法
性
　
-
　
こ
そ
'
(
遡
及
的

読
み
)
な
い
し
　
(
解
釈
学
的
読
み
)
　
へ
と
読
者
を
向
か
わ
せ
'
読
者
に
と
っ
て

の
　
(
意
義
)
を
成
立
さ
せ
る
　
(
鍾
)
　
に
な
る
t
　
と
言
う
。
読
者
が
そ
の
テ
ク
ス

ト
の
自
分
に
と
っ
て
の
価
値
　
(
す
な
わ
ち
そ
れ
が
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
　
(
意

義
)
と
い
う
も
の
で
あ
る
)
　
を
生
み
出
し
て
い
-
過
程
が
'
(
発
見
的
読
み
)
　
か

ら
　
(
解
釈
学
的
読
み
)
　
へ
と
至
る
二
つ
の
段
階
を
具
え
る
も
の
と
し
て
こ
こ
で

は
説
明
さ
れ
て
い
る
。

読
者
が
'
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
い
ず
れ
か
の
部
分
に
自
ら
の
関
心
を
向
け
へ

読
者
な
り
の
テ
ク
ス
ト
の
読
み
と
り
を
構
築
し
て
い
く
な
か
で
'
自
ら
に
と
っ

て
の
　
(
諺
)
　
-
　
リ
フ
ァ
テ
ー
ル
の
言
う
(
非
文
法
性
)
　
に
あ
た
る
　
-
　
を
見

出
す
レ
ベ
ル
が
　
(
発
見
的
読
み
)
　
で
あ
-
'
そ
の
よ
う
な
読
み
を
踏
ま
え
て
'
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意
義
づ
け
な
い
し
結
合
の
た
め
の
方
略
を
駆
使
し
っ
つ
　
(
発
見
的
読
み
)
　
の
段

階
で
見
出
し
た
　
(
謎
)
を
追
跡
し
'
そ
れ
に
対
す
る
自
ら
の
答
え
を
解
釈
L
t

推
論
し
て
い
く
の
が
　
(
解
釈
学
的
読
み
)
　
の
段
階
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
た
リ
7
7
テ
ー
ル
の
二
段
階
の
読
み
を
想
定
す
る
理
論
は
'
私
た
ち

の
テ
ク
ス
ト
解
釈
の
際
の
心
の
動
き
を
上
首
尾
に
説
明
し
て
い
る
か
の
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
し
か
し
'
こ
れ
は
あ
-
ま
で
も
テ
ク
ス
ト
構
造
の
解
明
に
力
点
を

置
い
た
理
論
で
あ
っ
て
'
テ
ク
ス
ト
に
示
さ
れ
た
価
値
観
を
対
象
化
し
て
い
-

も
の
で
は
な
い
。
(
発
見
的
読
み
)
　
に
お
い
て
読
者
が
見
出
す
(
謎
)
　
と
は
'

け
っ
し
て
そ
の
読
者
に
と
っ
て
(
他
者
)
　
で
は
な
-
'
む
し
ろ
　
(
自
己
)
　
の
内

部
で
作
り
出
さ
れ
た
　
(
謎
)
　
で
あ
り
'
そ
の
意
味
で
'
(
発
見
的
読
み
)
　
か
ら

(
解
釈
学
的
読
み
)
　
に
至
る
読
み
の
プ
ロ
セ
ス
そ
の
も
の
が
循
環
的
で
自
己
充

足
的
な
も
の
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
リ
フ
ァ
テ
ー
ル
自
身
は
読
む
と

い
う
行
為
を
テ
ク
ス
ト
と
読
者
と
の
対
話
(
d
i
a
l
e
c
t
i
c
s
)
　
と
捉
え
て
い
る
の
だ

が
'
彼
が
提
唱
す
る
こ
の
よ
う
な
モ
デ
ル
に
お
い
て
結
局
の
と
こ
ろ
読
者
は
テ

ク
ス
ト
の
示
す
価
値
観
の
内
部
に
留
ま
ら
ざ
る
を
得
な
-
な
る
。
お
そ
ら
く
へ

こ
の
モ
デ
ル
に
従
う
と
t
　
へ
誤
読
)
　
は
排
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
に
対
し
て
'
ロ
バ
ー
ト
・
ス
コ
ー
ル
ズ
は
'
(
テ
ク
ス
ト
研
究
)
　
に

(
読
み
)
　
(
解
釈
)
　
(
批
評
)
　
の
三
つ
の
側
面
を
認
め
へ
　
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
読

者
が
産
出
す
る
テ
ク
ス
-
の
形
態
の
違
い
を
'
主
と
し
て
大
学
で
の
文
学
教
育

を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

　

ヽ

　

ヽ

「
読
む
こ
と
へ
解
釈
へ
　
そ
し
て
批
評
。
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
に
よ
っ
て
生
み
だ
す
テ

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

ク
ス
ト
の
種
類
に
よ
っ
て
'
こ
れ
ら
を
定
義
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
読
む
こ
と
の

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヽ

　

ヽ

ば
あ
い
へ
　
わ
れ
わ
れ
は
テ
ク
ス
ト
の
中
の
テ
ク
ス
ト
を
作
り
だ
す
。
解
釈
の
ば
あ

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

い
は
'
テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て
の
テ
ク
ス
ト
が
作
り
だ
さ
れ
へ
批
評
の
ば
あ
い
は
'

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

テ
ク
ス
ト
に
対
立
す
る
テ
ク
ス
ト
が
作
り
だ
さ
れ
る
。
文
学
的
テ
ク
ス
ト
の
教
師

と
し
て
の
わ
れ
わ
れ
は
'
ふ
た
つ
の
主
要
な
責
任
を
も
っ
て
い
る
.
ひ
と
つ
は
、

学
生
た
ち
が
で
き
る
だ
け
実
り
多
い
テ
ク
ス
ト
を
作
り
だ
せ
る
方
法
を
考
え
だ
す

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

こ
と
。
テ
ク
ス
ト
の
中
の
'
テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て
の
'
そ
し
て
テ
ク
ス
ト
に
対
立

す
る
'
こ
れ
ら
三
つ
す
べ
て
の
形
態
の
テ
ク
ス
ト
を
'
口
頭
で
あ
る
い
は
書
か
れ

た
か
た
ち
で
'
彼
ら
が
み
ず
か
ら
作
り
だ
せ
る
方
法
を
考
え
だ
す
こ
と
だ
。
そ
し

て
わ
れ
わ
れ
の
も
う
ひ
と
つ
の
責
任
は
'
こ
と
ば
で
で
き
た
ど
の
テ
ク
ス
ト
を
ち

後
光
の
よ
う
に
つ
つ
み
こ
ん
で
い
る
コ
ー
ド
の
力
を
'
学
生
た
ち
に
察
知
さ
せ
る

こ
と
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
し
ご
と
は
'
学
生
た
ち
に
か
わ
っ
て
「
読
み
」
を
作

り
だ
す
こ
と
で
は
な
-
て
'
彼
ら
が
自
分
の
読
み
を
作
り
だ
す
た
め
の
道
具
を
与

え
て
や
る
こ
と
に
あ
る
。
(
中
略
-
山
元
)
　
わ
れ
わ
れ
の
し
ご
と
は
'
す
べ
て
の

テ
ク
ス
ト
の
産
出
を
さ
さ
え
る
さ
ま
ざ
ま
な
コ
ー
ド
を
彼
ら
に
し
め
す
こ
と
'
彼

ら
が
自
分
で
テ
ク
ス
ト
を
作
り
だ
す
よ
う
に
勇
気
づ
け
る
こ
と
で
あ
る
。
」
㈱

先
に
掲
げ
た
リ
フ
ァ
テ
ー
ル
の
モ
デ
ル
と
こ
こ
で
の
ス
コ
ー
ル
ズ
の
見
解
と

の
大
き
な
違
い
は
'
テ
ク
ス
ト
と
の
対
話
に
よ
っ
て
読
者
が
生
み
出
す
も
の
の

質
の
捉
え
方
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
'
リ
フ
ァ
テ
ー
ル
の
モ
デ
ル
に
お
い
て
t

へ
発
見
的
読
み
)
　
か
ら
(
解
釈
学
的
読
み
)
　
に
向
か
う
読
者
は
'
テ
ク
ス
ト
に

示
さ
れ
た
価
値
観
に
ぶ
つ
か
っ
て
自
ら
の
価
値
観
を
問
う
の
で
な
-
'
テ
ク
ス

ト
の
　
(
非
文
法
性
)
を
き
っ
か
け
に
し
な
が
ら
'
テ
ク
ス
ト
産
出
の
母
型
と
い

う
作
者
の
内
部
に
あ
る
べ
き
も
の
に
限
り
な
く
近
づ
い
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
に
対
し
て
'
ス
コ
ー
ル
ズ
は
　
(
テ
ク
ス
ト
の
中
の
)
　
(
テ
ク
ス
ト
に
つ
い

て
の
)
　
へ
テ
ク
ス
ト
に
対
立
す
る
)
各
々
の
形
態
の
新
た
な
テ
ク
ス
ト
を
読
者

が
産
出
す
る
こ
と
の
方
を
重
ん
じ
て
い
る
の
で
あ
り
へ
　
こ
れ
は
テ
ク
ス
ト
の
母

型
に
回
帰
し
ょ
う
と
す
る
リ
フ
ァ
テ
ー
ル
の
モ
デ
ル
と
は
真
っ
向
か
ら
対
立
す

る
。
と
り
わ
け
'
ス
コ
ー
ル
ズ
の
言
う
(
批
評
)
　
の
側
面
が
'
リ
フ
ァ
テ
ー
ル

の
モ
デ
ル
に
お
い
て
は
欠
落
し
て
い
る
。
そ
し
て
'
こ
の
　
(
批
評
)
す
な
わ
ち
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(
テ
ク
ス
ト
に
対
立
す
る
テ
ク
ス
ト
を
作
り
だ
)
す
と
い
う
営
み
こ
そ
が
'
読

み
に
　
(
他
者
)
を
導
き
入
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
(
対
抗

的
に
読
む
r
e
a
d
i
n
g
a
g
a
i
n
s
t
〉
と
い
う
営
み
が
な
け
れ
ば
そ
も
そ
も
(
批
評
)

と
い
う
行
為
は
成
立
し
な
い
。

(
誤
読
)
が
私
た
ち
の
読
み
の
行
為
に
お
い
て
積
極
的
な
意
味
を
帯
び
る
の

は
'
主
に
こ
の
　
(
対
抗
的
に
読
む
)
と
い
う
視
点
を
導
入
し
た
場
合
で
あ
る
。

お
そ
ら
-
'
ス
コ
ー
ル
ズ
の
言
う
(
テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て
の
テ
ク
ス
ト
)
を
作

-
だ
す
レ
ベ
ル
ま
で
は
　
(
誤
読
)
と
い
う
も
の
は
排
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か

も
し
れ
な
い
。
間
違
っ
て
い
る
が
面
白
い
t
　
と
い
う
印
象
を
持
つ
よ
う
な
読
み

は
何
ら
か
の
か
た
ち
で
テ
ク
ス
ト
を
(
対
抗
的
に
読
む
〉
と
い
う
営
み
を
通
し

て
為
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

た
だ
'
こ
こ
で
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
'
(
対
抗
的
に
)

読
み
、
(
テ
ク
ス
ト
に
対
立
す
る
)
　
テ
ク
ス
ト
を
産
出
す
る
営
み
と
は
'
単
に

否
定
し
た
-
拒
絶
し
た
り
す
る
こ
と
で
は
な
い
t
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
だ
が
、
解
釈
か
ら
批
評
へ
の
移
行
は
へ
　
た
ん
に
破
壊
す
る
た
め
の
否
定
へ
　
テ
ク

ス
ト
が
提
出
す
る
考
え
や
価
値
の
単
な
る
拒
絶
で
は
な
い
。
そ
れ
は
批
評
家
の
主

観
性
を
著
者
の
主
観
性
か
ら
差
異
化
す
る
こ
と
へ
一
次
的
テ
ク
ス
ト
の
力
に
た
い

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

し
て
も
う
ひ
と
つ
の
テ
ク
ス
-
の
力
を
主
張
す
る
こ
と
で
あ
る
。
賛
意
を
表
す
る

こ
と
で
さ
え
へ
批
評
家
と
著
者
の
主
観
性
が
差
異
化
さ
れ
て
い
る
と
き
で
な
け
れ

ば
'
意
味
を
も
た
な
い
。
」
㈱

言
う
な
れ
ば
　
(
誤
読
)
が
意
味
を
も
つ
の
は
'
そ
れ
が
二
次
的
テ
ク
ス
ト

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

の
力
)
　
に
対
す
る
(
も
う
ひ
と
つ
の
テ
ク
ス
ト
の
力
)
を
持
ち
得
た
と
き
で
あ

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

り
へ
　
へ
も
う
ひ
と
つ
の
テ
ク
ス
ト
)
た
-
う
る
読
み
で
あ
れ
ば
こ
そ
'
(
誤
読
)

イ
ヴ
エ
ン
ト

と
思
わ
れ
る
も
の
が
教
室
で
の
読
む
と
い
う
出
来
事
を
活
性
化
す
る
の
で
あ
る

そ
う
し
た
営
み
を
排
除
す
る
こ
と
は
'
文
学
の
読
み
を
衰
退
さ
せ
る
こ
と
に
つ

な
が
る
。
文
学
と
い
う
ば
か
り
で
な
く
、
あ
り
と
あ
る
テ
ク
ス
ト
の
読
み
を
痩

せ
た
も
の
に
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。

三
　
読
む
と
い
う
出
来
事
と
　
(
誤
読
)

-
　
「
お
に
た
の
ほ
う
し
」
に
対
す
る
子
ど
も
の
反
応
を

も
と
に
し
て
　
-

テ
ク
ス
ト
に
対
す
る
子
ど
も
の
反
応
は
'
い
ず
れ
も
テ
ク
ス
ト
の
本
文
を
も

と
に
し
て
l
人
7
人
が
作
-
出
し
た
物
語
で
あ
る
。
ス
コ
ー
ル
ズ
の
言
葉
を
借

り
れ
ば
'
(
テ
ク
ス
ト
の
中
の
)
　
(
テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て
の
)
　
(
テ
ク
ス
ト
に
対

立
す
る
〉
各
々
の
物
語
が
作
り
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
へ
　
こ
の
種
の

物
語
に
は
決
定
版
は
あ
り
得
な
い
。
授
業
に
お
い
て
行
わ
れ
る
の
は
'
一
人
一

人
の
物
語
の
交
流
で
あ
り
'
個
々
の
物
語
の
比
較
・
対
照
で
あ
る
と
言
う
こ
と

が
で
き
る
。

あ
ま
ん
き
み
こ
の
　
「
お
に
た
の
ほ
う
し
」
　
の
読
者
は
'
(
お
に
た
)
　
や
　
(
女

の
子
)
と
い
う
人
物
に
対
し
て
'
共
感
的
立
場
と
第
三
者
的
立
場
の
問
を
行
き

来
し
な
が
ら
'
こ
の
物
語
を
紡
ぎ
出
し
た
主
体
の
問
い
に
答
え
て
い
こ
う
と
す

る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
営
み
を
'
果
た
し
て
子
ど
も
読
者
も
営
む
こ
と
が

で
き
る
の
か
t
と
い
う
こ
と
が
次
の
間
毘
と
な
る
O

た
と
え
ば
へ
　
「
お
に
た
の
ほ
う
し
」
　
の
結
末
近
く
に
あ
る
次
の
よ
う
な
場
面

の
読
み
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
a
o

こ
お
り
が
と
け
た
よ
う
に
'
急
に
お
に
た
が
い
な
く
な
り
ま
し
た
。
あ
と
に
は
'

あ
の
麦
わ
ら
ほ
う
し
だ
け
が
'
ぽ
つ
ん
と
の
こ
っ
て
い
ま
す
。

「
へ
ん
ね
え
。
」

女
の
子
は
'
立
ち
上
が
っ
て
'
あ
ち
こ
ち
さ
が
し
ま
し
た
。
そ
し
て
'
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「
こ
の
ほ
う
L
へ
　
わ
す
れ
た
わ
。
」

そ
れ
を
'
ひ
ょ
い
と
持
ち
上
げ
ま
し
た
。

「
ま
あ
へ
黒
い
豆
!
ま
だ
あ
っ
た
か
い
-
-
。
」

お
母
さ
ん
が
目
を
さ
ま
さ
な
い
よ
う
に
'
女
の
子
は
'
そ
っ
と
へ
豆
を
ま
き
ま

し
た
。「

福
は
あ
内
。
お
に
は
あ
外
。
」

麦
わ
ら
ほ
う
L
か
ら
'
里
…
い
豆
を
ま
き
な
が
ら
へ
女
の
子
は
'

「
さ
っ
き
の
子
は
'
き
っ
と
神
様
だ
わ
。
そ
う
よ
'
神
様
よ
-
-
。
」

と
考
え
ま
し
た
。

「
だ
か
ら
'
お
母
さ
ん
だ
っ
て
'
も
う
す
ぐ
よ
-
な
る
わ
。
」

ば
ら
　
ば
ら
　
ば
ら
　
ば
ら

ば
ら
　
ば
ら
　
ば
ら
　
ば
ら

と
て
も
し
ず
か
な
豆
ま
き
で
し
た
。

こ
の
結
末
の
部
分
を
読
む
時
へ
読
者
は
　
(
女
の
子
)
　
の
幸
福
に
安
堵
す
る
と

同
時
に
へ
　
そ
の
幸
福
が
　
(
お
に
た
〉
　
の
悲
し
み
の
上
に
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る

こ
と
を
意
識
す
る
こ
と
に
な
る
。
(
女
の
子
)
　
に
対
す
る
批
判
的
な
思
い
さ
え

頭
を
も
た
げ
て
-
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
り
わ
け
女
の
子
の
手
に
し
て
い
る

(
里
㌫
豆
)
　
が
実
は
　
(
お
に
た
)
　
に
他
な
ら
な
い
こ
と
を
了
解
し
て
い
る
読
者

で
あ
れ
ば
へ
　
こ
の
結
末
は
酷
い
も
の
に
映
る
で
あ
ろ
う
。
(
女
の
子
)
　
を
救
っ

た
　
(
お
に
た
)
　
は
'
(
女
の
子
)
　
の
幸
せ
を
祈
-
な
が
ら
　
(
黒
い
豆
)
　
に
変
じ

て
い
き
'
さ
ら
に
当
の
　
(
女
の
子
)
　
の
手
で
家
の
外
へ
と
撒
か
れ
る
こ
と
に
な

る
の
だ
か
ら
。
こ
こ
に
は
甘
い
感
傷
の
入
り
込
む
余
地
な
ど
微
塵
も
な
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
'
私
た
ち
は
　
(
女
の
子
)
を
の
み
批
判
し
て
事
足
れ
-

と
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
む
し
ろ
へ
　
こ
の
結
末
は
そ
れ
ま
で
　
(
女
の
子
)

に
同
情
的
で
あ
っ
た
読
者
に
対
し
て
問
い
か
け
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ

う
。
(
女
の
子
)
　
の
姿
は
'
私
た
ち
の
姿
で
も
あ
る
。
(
節
分
)
と
い
う
行
事
の

中
で
'
(
お
に
)
　
を
悪
者
と
決
め
つ
け
る
'
そ
し
て
'
自
分
た
ち
の
こ
と
を

救
っ
て
-
れ
る
の
は
　
(
神
様
)
　
で
あ
る
と
無
条
件
に
決
め
つ
け
る
'
私
た
ち
の

身
勝
手
さ
に
問
い
か
け
が
行
わ
れ
て
い
る
。

そ
れ
で
も
な
お
へ
　
こ
の
物
語
の
語
り
の
主
体
は
'
(
女
の
子
)
　
の
こ
と
を
責

め
る
こ
と
な
-
語
り
を
終
え
て
い
る
。
図
ら
ず
も
(
お
に
た
)
を
探
-
悲
し
ま

せ
て
し
ま
っ
た
と
し
て
'
誰
も
こ
の
　
(
女
の
子
)
　
の
こ
と
を
責
め
る
こ
と
は
で

き
な
い
へ
　
と
言
う
か
の
よ
う
に
。
「
お
に
た
の
ほ
う
し
」
が
悲
し
い
と
す
れ
ば
ち

そ
れ
は
生
ま
れ
て
き
た
も
の
す
べ
て
が
引
き
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
類
の
悲

し
み
を
'
こ
の
物
語
が
私
た
ち
に
投
げ
か
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
清
水
真
砂

子
の
言
葉
を
借
り
て
言
え
ば
'
そ
う
し
た
悲
し
み
は
　
(
人
間
存
在
の
心
も
と
な

さ
)
㈲
か
ら
生
じ
て
-
る
も
の
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
お
に
た
の
ほ
う
し
」
が
小
学
校
国
語
教
科
書
に
登
場
し
た
当
時
へ
　
「
国
語

の
授
業
l
誌
上
で
の
座
談
会
で
次
の
よ
う
な
発
言
が
為
さ
れ
た
。

滝
井
　
女
の
子
が
と
て
も
健
気
で
'
お
に
た
も
そ
れ
を
上
回
る
ほ
ど
健
気
な
ん
で

す
け
ど
'
私
自
身
は
報
わ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
な
い
密
か
な
善
行
で
あ
る
と
は
い

え
'
や
は
り
末
路
が
哀
れ
だ
な
あ
'
悲
し
い
存
在
だ
な
あ
と
思
っ
た
ん
で
す
ね
0

子
ど
も
は
ど
う
読
む
の
か
な
と
思
っ
て
'
そ
ば
に
い
る
一
年
や
'
二
年
の
子
に
読

ま
せ
て
'
「
お
に
た
は
ど
う
な
っ
ち
ゃ
っ
た
の
か
な
」
と
闘
い
た
ら
へ
　
「
鬼
の
国
へ

か
え
っ
て
遊
ん
で
る
ん
だ
よ
。
」
と
さ
り
げ
な
-
言
う
(
笑
い
)
。
そ
う
い
う
ふ
う

に
た
-
ま
し
-
読
め
る
子
は
健
全
か
な
あ
と
思
っ
た
り
'
そ
こ
を
ど
う
い
う
ふ
う

に
も
っ
て
い
-
の
か
へ
授
業
を
拝
見
し
た
い
な
と
い
う
気
持
ち
に
な
り
ま
す
ね
。

こ
の
哀
し
さ
が
'
あ
ま
ん
さ
ん
の
作
品
を
子
ど
も
に
読
ま
せ
た
と
き
に
気
に
な
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る
点
な
ん
で
す
。
現
実
に
は
子
ど
も
た
ち
の
受
け
と
め
方
は
ど
う
な
ん
で
し
ょ

!
S
e

右
に
滝
井
徳
子
が
述
べ
て
い
る
の
は
中
学
生
の
反
応
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ

う
し
た
反
応
は
'
「
お
に
た
の
ほ
う
し
」
　
の
全
体
に
対
し
て
示
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
'
少
な
く
と
も
お
に
た
が
里
㌫
豆
に
身
を
変
え
て
'
女

の
子
の
手
で
撒
か
れ
る
こ
と
の
悲
劇
性
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い
な
い
よ
う
で

あ
る
。
む
し
ろ
そ
の
よ
う
に
し
て
女
の
子
か
ら
撒
か
れ
た
後
に
'
お
に
た
は

「
鬼
の
国
へ
か
え
っ
て
遊
ん
で
い
る
」
と
い
う
お
お
ら
か
な
考
え
方
を
示
し
て

も
い
る
。
こ
の
よ
う
な
中
学
生
の
反
応
は
'
「
お
に
た
の
ほ
う
し
」
　
に
対
す
る

誤
読
だ
と
果
た
し
て
言
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

小
松
善
之
助
は
こ
の
発
言
を
踏
ま
え
つ
つ
へ
あ
ま
ん
き
み
こ
と
の
対
談
の
な

か
で
次
の
よ
う
な
や
り
と
-
を
産
み
出
し
て
い
る
。

小
松
　
ち
ょ
う
ど
今
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
な
こ
と
を
'
私
ど
も
の
仲
間
で

中
学
校
の
先
生
を
し
て
い
る
滝
井
さ
ん
と
い
う
方
が
'
子
ど
も
に
「
お
に
た
は
ど

う
な
っ
た
の
か
な
あ
」
と
聞
い
た
の
だ
そ
う
で
す
ね
。
そ
う
し
ま
し
た
ら
'
「
鬼

の
国
へ
帰
っ
て
遊
ん
で
い
る
ん
だ
よ
」
と
男
の
子
ど
も
が
さ
っ
と
答
え
た
と
い
う

ん
で
す
ね
。

あ
ま
ん
　
嬉
し
い
で
す
ね
。

小
松
　
こ
れ
は
明
る
い
で
す
ね
。

あ
ま
ん
　
自
分
の
作
品
を
い
ろ
ん
な
ふ
う
に
言
っ
て
も
ら
え
る
っ
て
'
本
当
に
あ

り
が
た
い
で
す
ね
㈱
。

先
の
滝
井
の
ク
ラ
ス
の
生
徒
の
読
み
を
'
こ
こ
で
は
小
松
が
あ
ま
ん
に
紹
介

し
て
い
る
の
で
あ
る
が
'
あ
ま
ん
自
身
は
中
学
生
の
反
応
に
対
し
て
「
嬉
し

い
」
「
本
当
に
あ
-
が
た
い
」
と
い
う
表
現
を
し
て
い
る
L
t
　
小
松
も
「
こ
れ

は
明
る
い
で
す
ね
。
」
と
価
値
づ
け
て
い
る
。
両
者
と
も
に
へ
　
こ
の
中
学
生
の

反
応
を
け
っ
し
て
誤
読
で
あ
る
と
は
言
っ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
こ
の
両
者
の
や

-
と
り
は
'
こ
の
よ
う
な
「
(
お
に
た
は
)
　
鬼
の
国
へ
帰
っ
て
遊
ん
で
い
る
ん

だ
よ
。
」
と
い
う
中
学
生
の
読
み
が
'
他
の
読
者
の
読
み
と
解
釈
を
勇
気
づ
け

る
も
の
た
-
得
て
い
る
こ
と
を
認
め
た
も
の
で
あ
る
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
は
'
中
学
生
の
示
し
た
解
釈
が
'
「
お
に
た
の
ほ
う
し
」
　
に
対
す
る
　
(
ち

う
ひ
と
つ
の
テ
ク
ス
ト
)
を
生
ぜ
し
め
る
も
の
た
り
得
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
へ
実
際
に
小
学
生
は
「
お
に
た
の
ほ
う
し
」
に
ど
の
よ
う
な
読
み

を
示
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
小
学
生
が
「
お
に
た
の
ぼ
う
し
」
を
読
ん
で
示
し
た

感
想
㈱
か
ら
三
つ
を
取
り
上
げ
て
検
討
し
て
み
た
い
。

ま
ず
へ
　
「
お
に
た
の
ぼ
う
し
」
に
対
す
る
次
の
よ
う
な
反
応
は
'
(
テ
ク
ス
-

の
中
の
)
　
テ
ク
ス
ト
を
生
み
出
し
た
例
の
一
つ
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る

だ
ろ
う
。

児
童
A
　
(
小
学
校
二
年
男
子
)
　
「
せ
つ
ぶ
ん
に
ま
こ
と
君
が
ま
め
ま
き
を
し
て
'

お
に
た
が
物
お
き
ご
や
に
い
っ
て
つ
の
か
-
し
の
た
め
の
ほ
う
L
を
か
ぶ
っ
て
ひ

い
ら
ぎ
の
し
て
な
い
家
に
こ
っ
そ
り
入
っ
て
台
所
に
い
っ
た
ら
な
ん
に
も
な
く
て

お
に
た
が
赤
ご
は
ん
と
'
豆
を
女
の
子
に
あ
げ
て
女
の
子
お
に
が
来
た
ら
お
母
さ

ん
の
び
ょ
う
き
が
わ
る
-
な
る
と
い
っ
て
'
お
に
た
が
ど
こ
か
へ
い
っ
て
'
お
に

た
の
ほ
う
L
が
お
ち
て
い
て
'
そ
の
中
に
豆
が
あ
っ
て
女
の
子
が
そ
の
豆
で
し
ず

か
に
豆
ま
き
を
し
た
お
話
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
」

こ
の
児
童
の
反
応
は
「
お
に
た
の
ほ
う
し
」
　
の
筋
を
な
ぞ
っ
た
だ
け
の
反
応

で
あ
る
。
テ
ク
ス
ト
に
書
か
れ
て
あ
る
事
柄
を
再
現
し
た
だ
け
で
あ
-
'
テ
ク

ス
ト
の
記
述
内
容
を
反
復
し
た
だ
け
の
内
容
し
か
持
ち
得
て
い
な
い
。
が
'
こ

の
児
童
が
テ
ク
ス
ト
内
容
の
反
復
と
い
う
か
た
ち
で
'
自
ら
の
テ
ク
ス
ト
を
産

出
し
た
こ
と
だ
け
は
確
か
で
あ
る
L
t
　
そ
の
よ
う
な
営
み
ご
と
が
'
い
わ
ば
読

む
こ
と
の
根
源
に
あ
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
へ
小
学
校
二
年
生
の
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反
応
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
考
慮
に
い
れ
て
も
'
大
筋
に
お
い
て
「
お
に
た
の

ほ
う
し
」
　
の
筋
を
反
復
し
た
と
い
う
だ
け
で
へ
　
こ
の
児
童
が
「
お
に
た
の
ほ
う

し
」
　
の
価
値
に
巡
り
会
っ
た
と
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
児
童
の
内

部
に
生
じ
た
出
来
事
を
こ
こ
か
ら
伺
い
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
'
こ
の
児
童
A
の
あ
ら
す
じ
を
中
心
と
し
た
反
応
は
へ
　
そ
の
行
間
に
'

や
は
り
こ
の
子
が
「
お
に
た
の
ほ
う
し
」
と
い
う
テ
ク
ス
-
に
触
れ
る
こ
と
で

生
起
さ
せ
た
出
来
事
と
し
て
の
読
み
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
よ

う
な
出
来
事
は
'
書
き
言
葉
に
よ
る
反
応
か
ら
は
捉
え
ら
れ
な
い
の
だ
が
'
彼

の
内
部
に
生
じ
た
出
来
事
と
し
て
の
読
み
が
少
な
く
と
も
彼
な
り
の
重
み
づ
け

な
り
省
略
な
り
を
加
え
た
あ
ら
す
じ
の
記
述
を
可
能
に
し
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
記
述
の
し
か
た
が
'
四
年
生
に
な
る
と
趣
き
の
変
わ
っ
た
も
の
と

な
る
。児

童
B
　
(
小
学
校
四
年
女
子
)
　
「
お
に
た
は
や
さ
し
-
力
づ
よ
-
が
ま
ん
づ
よ
い
。

お
に
た
を
こ
わ
し
た
の
は
女
の
子
の
豆
ま
き
の
こ
と
が
シ
ョ
ッ
ク
で
'
い
や
に

な
っ
た
と
き
に
ち
ょ
う
ど
き
え
た
の
　
〔
だ
と
-
山
元
補
い
〕
思
い
ま
す
。
お
に
た

は
か
な
し
く
な
り
な
が
ら
女
の
子
の
豆
ま
き
を
み
た
と
思
い
ま
す
。
も
う
こ
ん
な

き
も
ち
に
は
お
に
た
は
い
や
に
な
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
お
に
た
は
ま
た
あ

た
ら
し
-
ど
こ
か
で
う
ま
れ
て
い
-
と
思
い
ま
す
。

お
に
た
の
い
L
を
つ
い
だ
お
に
が
い
っ
ぱ
い
で
て
さ
て
ま
た
き
え
た
り
を
く
り

か
え
し
な
が
ら
で
も
お
に
た
に
つ
い
て
の
考
え
か
た
が
そ
の
人
だ
け
で
も
か
わ
っ

た
ら
せ
い
か
が
あ
り
そ
し
て
せ
か
い
じ
ゅ
う
の
人
の
い
け
ん
が
か
わ
る
と
お
に
た

の
い
L
を
つ
い
だ
そ
の
お
に
た
の
心
は
す
べ
て
む
だ
に
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
0

そ
し
た
ら
も
う
こ
ん
な
心
を
し
て
き
え
る
お
に
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
」

こ
の
児
童
は
'
お
に
た
が
女
の
子
の
こ
と
ば
を
開
い
て
消
え
た
と
把
超
し
て

い
る
。
し
か
し
'
そ
の
こ
と
を
哀
し
い
こ
と
と
の
み
捉
え
る
の
で
は
な
-
て
'

む
し
ろ
消
え
た
お
に
た
が
ど
こ
か
で
再
び
新
た
に
生
ま
れ
変
わ
り
'
お
に
た
同

様
の
こ
と
を
繰
-
返
し
な
が
ら
人
の
心
を
癒
し
て
い
-
と
い
う
(
物
語
)
を
紡

ぎ
出
し
'
そ
れ
が
お
に
た
の
道
志
を
継
ぐ
こ
と
だ
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ

れ
は
へ
　
お
に
た
の
や
さ
し
さ
な
り
心
な
り
を
「
む
だ
」
　
に
し
た
く
な
い
と
い
う

願
い
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
　
(
物
語
)
　
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
こ
の
児
童
は
こ
の

よ
う
な
か
た
ち
で
「
お
に
た
の
ほ
う
し
」
に
つ
い
て
の
　
(
も
う
ひ
と
つ
の
テ
ク

ス
ト
)
を
生
み
出
し
た
。
し
か
し
へ
　
こ
の
児
童
ほ
お
に
た
の
黒
い
豆
へ
の
変
身

に
は
気
づ
い
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
点
に
お
い
て
'
こ
こ
に
示
さ
れ
て

い
る
の
は
一
種
の
　
(
誤
読
)
　
で
あ
る
と
言
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
へ

こ
の
児
童
の
紡
ぎ
出
し
た
(
物
語
)
　
は
7
種
の
豊
か
さ
を
具
え
て
い
る
.

あ
-
ま
で
こ
の
児
童
は
テ
ク
ス
ト
の
内
部
に
留
ま
っ
て
い
る
。
ま
こ
と
に
創

造
的
な
読
み
で
は
あ
る
の
だ
が
'
け
っ
し
て
テ
ク
ス
ト
の
外
側
に
立
っ
て
'
テ

ク
ス
ト
と
対
立
す
る
も
う
ひ
と
つ
の
テ
ク
ス
ト
を
作
-
出
す
ま
で
に
は
至
っ
て

い
な
い
。
し
か
し
へ
　
こ
の
児
童
が
自
ら
の
内
に
出
来
事
と
し
て
の
読
み
を
成
り

立
た
せ
た
と
い
う
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

六
年
生
の
一
人
は
「
お
に
た
の
ほ
う
し
」
を
外
在
的
な
視
点
か
ら
捉
え
て
い

る
。児

童
C
　
(
小
学
校
六
年
女
子
)
　
「
な
ん
で
へ
　
お
に
た
は
'
女
の
子
に
も
'
自
分
が
'

お
に
だ
と
い
う
こ
と
を
'
言
わ
な
か
っ
た
の
か
'
そ
れ
に
女
の
子
だ
っ
て
'
ひ
ど

い
と
思
い
ま
す
。
お
に
た
　
〔
「
女
の
子
」
　
の
誤
記
7
-
山
元
〕
　
は
'
「
お
に
だ
っ
て

い
ろ
い
ろ
あ
る
ん
だ
ぁ
」
と
い
う
こ
と
を
言
っ
た
お
に
の
気
持
ち
を
'
な
ぜ
考
え

て
あ
げ
な
か
っ
た
か
が
へ
私
に
は
へ
ま
だ
よ
-
わ
か
-
ま
せ
ん
。

こ
の
話
は
'
私
は
'
お
に
も
'
わ
る
い
お
に
と
'
い
い
お
に
が
い
る
ん
だ
と
い

う
こ
と
を
'
お
し
え
て
く
れ
る
よ
う
に
思
い
ま
し
た
。

そ
れ
と
'
あ
ま
ん
き
み
こ
さ
ん
は
'
な
ぜ
こ
ん
な
'
お
わ
り
か
た
を
し
た
の
か
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も
わ
か
り
ま
せ
ん
。
私
だ
っ
た
ら
'
「
お
に
た
は
t
 
I
へ
'
帰
っ
て
い
き
ま
し

た
。
」
と
か
へ
　
そ
ん
な
'
お
わ
り
か
た
を
'
す
る
の
に
な
あ
と
思
い
ま
し
た
。
」

「
お
に
た
の
ほ
う
し
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
に
対
立
す
る
テ
ク
ス
ト
を
へ
　
こ
の

児
童
は
作
ろ
う
と
し
て
い
る
。
一
貫
し
て
'
人
物
に
対
し
て
も
'
作
者
に
対
し

て
さ
え
批
評
的
な
態
度
を
と
っ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
こ
の
解
釈
は
'
明
ら

か
に
先
の
二
つ
の
反
応
よ
り
も
「
お
に
た
の
ほ
う
し
」
　
の
世
界
を
対
象
化
し
た

も
の
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
テ
ク
ス
ト
の
終
わ
り
方
に
つ
い
て
の
言

及
な
ど
は
'
作
者
の
方
法
そ
の
も
の
を
対
象
に
し
た
も
の
で
あ
-
'
各
々
の
人

物
に
対
し
て
も
距
牡
を
置
い
て
い
る
。
そ
こ
に
テ
ク
ス
ト
を
　
(
対
抗
的
に
読

む
)
　
こ
と
の
芽
は
た
し
か
に
あ
る
の
だ
が
へ
　
た
だ
、
そ
の
よ
う
な
批
評
的
な
ス

タ
ン
ス
を
と
り
な
が
ら
へ
　
示
さ
れ
た
内
容
は
必
ず
し
も
豊
か
な
も
の
と
は
な
っ

て
い
な
い
。
む
し
ろ
へ
　
こ
の
テ
ク
ス
ト
を
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
て
い
-
の
か

と
い
う
こ
と
に
戸
惑
い
を
覚
え
て
い
る
よ
う
で
さ
え
あ
る
。

こ
の
場
合
、
六
年
生
の
児
童
で
は
あ
っ
て
も
、
「
お
に
た
の
ほ
う
し
」
　
に
つ

い
て
'
児
童
は
ま
だ
自
ら
の
主
観
性
を
作
者
の
主
観
性
か
ら
差
異
化
す
る
こ
と

が
全
う
で
き
な
い
で
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
児
童
の
反
応
の
第
三

段
落
に
わ
ず
か
に
そ
の
傾
向
は
見
え
る
の
で
あ
る
が
'
作
者
の
主
観
性
か
ら
差

異
化
で
き
る
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
う
し
た
三
人
の
児
童
の
反
応
は
'
図
ら
ず
も
へ
各
々
が
テ
ク
ス
ト
と
対
話

す
る
な
か
で
生
起
さ
せ
た
出
来
事
を
表
現
す
る
姿
に
'
二
年
生
・
四
年
生
・
六

年
生
で
'
そ
れ
ぞ
れ
の
ス
タ
イ
ル
が
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
ま
た
へ
読

み
か
ら
解
釈
・
批
評
へ
と
移
行
す
る
中
で
読
者
と
し
て
の
子
ど
も
の
主
観
性
が

碓
立
さ
れ
て
い
-
模
様
を
こ
れ
ら
の
反
応
の
な
か
に
読
み
取
る
こ
と
も
で
き
る
。

四
　
八
誤
読
〉
の
役
割
　
-
　
出
来
事
と
し
て
の
読
み
を
誘
う
媒
体
　
-

読
む
こ
と
が
社
会
的
な
構
成
過
程
で
あ
る
こ
と
を
重
ん
じ
る
立
場
に
立
て
ば
'

知
識
と
は
テ
ク
ス
ト
を
通
し
て
伝
達
さ
れ
る
も
の
で
は
な
-
'
読
者
が
テ
ク
ス

ト
や
テ
ク
ス
ト
外
の
情
報
に
基
づ
い
て
生
み
出
し
た
も
の
の
こ
と
を
言
う
。
た

と
え
個
人
の
読
み
で
あ
っ
て
も
'
そ
れ
は
絶
え
ず
あ
る
場
面
(
s
i
t
u
a
t
i
o
n
)
の

な
か
で
為
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ル
イ
-
ズ
・
ロ
ー
ゼ
ン
プ
ラ
ッ
ト
は
'
そ
の

よ
う
な
場
面
の
な
か
で
行
わ
れ
る
読
み
を
と
お
し
て
読
者
の
側
に
生
じ
る
事
柄

を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

イ
ヴ
エ
ン
ト

「
詩
と
は
'
読
者
や
聴
者
の
参
加
に
よ
る
ハ
プ
ニ
ン
グ
で
あ
り
'
出
来
事
で
あ
る
。

読
者
は
テ
ク
ス
ト
か
ら
詩
を
ひ
き
だ
す
こ
と
で
'
詩
を
生
起
さ
せ
る
の
で
あ

る
。
」
o
O

こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
立
て
ば
'
い
か
な
る
読
み
も
(
誤
読
)
　
で
あ
る
と
決

め
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
ロ
ー
ゼ
ン
プ
ラ
ッ
ト
や
小
森

イ
ヴ
エ
ン
ト

陽
一
㈹
ら
が
言
う
よ
う
に
'
読
む
と
い
う
(
出
来
事
)
を
通
じ
て
私
た
ち
は
テ

ク
ス
ト
に
記
さ
れ
た
以
上
の
何
ご
と
か
を
構
成
し
て
い
-
。
そ
こ
で
は
'
確
か

な
知
識
を
追
い
か
け
る
こ
と
よ
り
も
'
不
確
か
で
あ
り
な
が
ら
自
分
た
ち
を
ひ

き
つ
け
へ
勇
気
づ
け
る
何
か
を
私
た
ち
は
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
へ

先
の
項
で
論
じ
た
児
童
た
ち
の
反
応
に
は
'
そ
こ
に
示
さ
れ
た
見
解
の
行
間
に

児
童
の
内
部
に
生
じ
た
(
出
来
事
)
が
垣
間
見
え
る
。
文
学
の
授
業
は
教
室
に

お
い
て
そ
の
よ
う
な
　
(
出
来
事
)
を
生
起
さ
せ
る
も
の
と
な
っ
た
と
き
'
最
も

活
気
を
帯
び
る
。
(
誤
読
)
　
(
と
呼
ば
れ
る
も
の
)
　
は
そ
の
際
の
重
要
な
契
機
と

な
る
。
一
次
的
テ
ク
ス
ト
と
し
て
の
教
材
の
力
に
対
立
す
る
も
う
ひ
と
つ
の
テ

ク
ス
ト
の
力
を
具
え
る
も
の
と
な
り
得
て
い
る
と
き
'
(
誤
読
)
　
は
教
室
に
読

む
と
い
う
(
出
来
事
)
を
誘
う
た
め
の
力
強
い
媒
体
と
な
る
筈
で
あ
る
。
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2
9
,
1
9
8
2
.

R
i
f
f
e
t
e
r
r
e
,
M
i
c
h
a
e
l
.
,
S
e
ヨ
i
o
t
i
c
s
o
f
P
o
e
t
r
y
,
I
n
d
i
a
n
a
 
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
 
P
r
e
s
s
.

1
9
7
8
,
p
p
.
5
-
6
.

ロ
バ
ー
ト
・
ス
コ
ー
ル
ズ
　
(
祈
島
正
司
訳
)
　
フ
ァ
ク
ス
ト
の
読
み
方
と
教
え

方
」
　
〇
石
渡
書
店
・
一
九
八
七
年
)
'
四
一
-
四
二
頁
。

S
c
h
o
l
e
s
.
R
o
b
e
r
t
.
,
T
e
x
t
u
a
l
P
o
w
e
r
:
L
i
t
e
r
a
r
y
 
T
h
e
o
r
y
a
n
d
 
t
h
e
 
T
e
a
c
h
i
n
g
o
f

E
n
g
l
i
s
h
.
C
o
r
n
e
l
l
 
U
n
i
b
e
r
s
i
t
y
 
P
r
e
s
s
.
1
9
8
5
,
p
p
.
2
4
-
2
5
.

糾
　
ス
コ
ー
ル
ズ
'
前
掲
書
'
六
七
頁
。
S
c
h
o
】
e
s
,
o
p
.
c
i
t
.
,
p
p
.
4
0
-
4
1
.

㈲
　
「
新
版
国
語
」
三
下
(
教
育
出
版
・
一
九
九
三
年
六
月
二
〇
日
発
行
)
　
三
九

I
H
○
頁
。

㈲
　
清
水
真
砂
子
'
「
あ
ま
ん
き
み
こ
論
」
t
 
r
国
語
の
授
業
L
t
　
7
光
杜
へ
七
二
号
へ

一
九
八
六
年
二
月
一
五
日
へ
　
四
二
頁
。

間
　
風
間
晋
平
・
滝
井
徳
子
他
'
「
(
座
談
会
)
あ
ま
ん
き
み
こ
　
-
　
作
品
と
評
価

-
　
」
t
 
r
国
語
の
授
業
)
.
7
光
社
へ
　
七
二
号
へ
　
7
九
八
六
年
二
月
7
五
日
へ

一
四
頁
。

㈲
　
あ
ま
ん
き
み
こ
・
小
松
善
之
助
'
「
わ
た
し
の
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
世
界
」
t

r
国
語
の
授
業
」
へ
一
光
社
へ
　
九
四
号
へ
一
九
八
九
年
十
月
二
五
日
'
二
四
頁
。

㈱
一
九
九
五
年
六
月
に
広
島
大
学
附
属
三
原
小
学
校
で
行
っ
た
「
お
に
た
の
ほ

う
し
」
に
対
す
る
反
応
調
査
資
料
の
1
部
で
あ
る
。
小
学
校
二
年
生
か
ら
六
年

生
ま
で
の
児
童
に
'
「
お
に
た
の
ほ
う
し
」
を
読
ん
で
'
七
つ
の
設
問
に
回
答

し
て
も
ら
っ
た
が
'
こ
こ
で
は
「
お
に
た
の
ほ
う
し
」
全
文
に
対
す
る
感
想
を

求
め
た
最
終
設
問
に
対
す
る
回
答
の
一
部
分
し
か
取
り
上
げ
て
い
な
い
。

㈹
　
R
o
s
e
n
b
l
a
t
t
,
L
o
u
i
s
e
M
,
 
"
A
W
a
y
o
f
H
a
p
p
e
n
i
n
g
,
 
"
E
d
u
c
a
t
i
o
n
a
l
R
e
c
o
r
d
,

v
o
1
.
4
3
-
3
,
p
.
3
4
0
,
1
9
6
8
.

㈹
　
小
森
陽
一
・
紅
野
謙
介
・
佐
藤
学
'
「
[
座
談
]
教
室
の
言
語
経
験
　
-
　
「
出

来
事
」
　
の
誘
発
へ
　
-
　
」
'
佐
伯
粋
・
藤
田
英
典
・
佐
藤
学
府
r
シ
リ
ー
ズ
学

び
と
文
化
②
　
言
葉
と
い
う
拝
し
　
(
東
京
大
学
出
版
会
二
九
九
五
年
)
へ
　
二
〇

九
-
二
五
〇
頁
。

(
や
ま
も
と
・
た
か
は
る
/
広
島
大
学
)
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読
む
と
い
う
出
来
事
を
誘
う
力

山
　
元
　
隆
　
春

(
誤
読
)
が
積
極
的
な
意
味
を
帯
び
る
の
は
'
そ

れ
が
私
た
ち
の
既
存
の
価
値
観
を
揺
さ
ぶ
る
時
で
あ

る
。
本
稿
に
お
い
て
は
'
(
誤
読
)
　
を
単
に
正
し
い

読
み
に
対
立
す
る
概
念
と
し
て
で
は
な
-
'
代
案
と

し
て
の
様
々
な
読
み
を
示
す
営
み
を
指
す
も
の
と
し

て
捉
え
た
。
リ
チ
ャ
ー
ズ
や
リ
7
7
テ
ー
ル
の
読
み

の
理
論
を
批
判
的
に
捉
え
た
上
で
'
主
と
し
て
ス

コ
ー
ル
ズ
の
　
(
対
抗
的
に
読
む
r
e
a
d
i
n
g
a
g
a
i
n
s
t
〉

と
い
う
考
え
方
に
依
拠
し
な
が
ら
'
一
次
的
な
テ
ク

ス
ト
に
対
す
る
も
う
ひ
と
つ
の
テ
ク
ス
ト
を
読
者
が

産
み
出
し
へ
　
そ
の
営
み
を
通
じ
て
読
者
と
し
て
の
主

観
性
を
形
成
す
る
こ
と
が
'
出
来
事
と
し
て
の
読
み

を
誘
う
こ
と
に
繋
が
る
と
論
じ
た
。
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The Power of Performative Reading: Richness of "Misreading"

Takaharu Yamamoto

"Misreading" functions positively when it undermines our established values. Here I
will offer the act of misreading not as opposed to so-called adequate reading but as open
to so many interpretations. The reading theories of I. A. Richards and Michael Riffaterre
are instructive but they seem to miss the importance of misreading. Whereas what Robert
Scholes calls "reading against" is much more useful. So following Scholes' idea, I will ex-
amine how "the reader transfigures the original text through his/her misreading and in
the very act forms his/her own identity as the subject of reading. While liberating the
reader from the author's authority, such misreading makes the act of reading a perform-
ance where each reader experiences his/her own reading as an event.




