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「
オ
ツ
ベ
ル
と
象
」
に
お
け
る
対
話
構
造
の
検
討

-
　
対
話
を
ひ
ら
く
文
学
教
育
の
た
め
の
基
礎
論
　
-

1
、
八
対
話
)
と
い
う
概
念

本
稿
に
言
う
(
対
話
)
と
い
う
概
念
は
、
お
も
に
次
に
掲
げ
る
よ
う
な
ミ
パ

イ
ル
・
.
パ
フ
チ
ソ
の
(
対
話
)
観
1
1
m
を
基
礎
と
し
て
い
る
。

「
言
葉
は
、
対
話
の
中
で
、
そ
の
生
き
た
応
答
と
し
て
生
ま
れ
、
対
象
に
お

い
て
他
者
の
言
葉
と
対
話
的
に
作
用
し
あ
う
中
で
、
形
式
を
与
え
ら
れ
る
。
」

「
言
葉
が
他
者
の
言
葉
と
出
会
う
の
は
、
対
象
に
お
い
て
だ
け
で
は
な
い
。

あ
ら
ゆ
る
言
葉
は
応
答
に
向
け
ら
れ
て
お
り
、
予
期
さ
れ
る
応
答
の
言
葉
の

深
い
影
響
を
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
」

「
あ
ら
ゆ
る
修
辞
的
形
式
は
、
そ
の
構
成
に
お
い
て
は
モ
ノ
ロ
ー
グ
的
で
あ
る

が
、
聞
き
手
と
そ
の
答
え
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
普
通
、
こ
の
聞
き
手
へ
の

志
向
さ
え
も
が
、
修
厨
的
な
言
葉
の
基
本
的
な
特
質
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。

実
際
に
修
辞
学
を
特
徴
づ
け
て
い
る
の
は
、
具
体
的
な
聞
き
手
に
対
す
る
関

係
、
こ
の
聞
き
手
に
対
す
る
配
慮
が
、
修
辞
的
な
言
葉
の
も
っ
と
も
外
面
的

な
構
成
の
中
に
導
入
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
応
答
へ

の
定
位
は
、
開
か
れ
た
、
む
き
だ
し
で
具
体
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
」

パ
フ
チ
ソ
に
よ
れ
ば
、
.
(
応
答
)
　
す
べ
き
他
者
と
の
間
に
交
わ
さ
れ
る
も
の

山
　
　
元
　
　
隆
　
　
春

が
(
対
話
)
で
あ
り
、
発
話
さ
れ
た
言
葉
は
す
べ
て
何
ら
か
の
他
者
の
(
応
答
)

に
向
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。
そ
の
呼
応
し
あ
う
状
態
が
(
対
話
)
だ
と
い
う

わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
(
対
話
)
観
の
奥
底
に
は
、
一
な
る
も
の
(
モ
ノ

ロ
ー
グ
的
な
も
の
)
相
互
の
交
響
こ
そ
が
、
小
説
で
あ
り
芸
術
作
品
で
あ
る
と

い
う
独
自
の
(
芸
術
交
通
論
)
が
あ
る
望

考
え
て
み
れ
ば
、
か
ね
て
の
生
活
に
お
け
る
言
糞
の
一
つ
一
つ
は
、
各
々

(
モ
ノ
ロ
ー
グ
)
的
な
も
の
で
あ
る
。
が
、
そ
の
(
モ
ノ
ロ
ー
グ
)
的
な
言
葉

を
積
み
重
ね
る
こ
と
で
、
私
た
ち
ほ
(
対
話
)
を
行
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

.
ハ
ブ
チ
ソ
が
言
う
の
は
、
(
モ
ノ
ロ
ー
グ
)
自
体
に
(
対
話
)
　
の
生
み
出
さ
れ

る
可
能
性
が
含
ま
れ
て
お
り
、
(
モ
ノ
ロ
ー
グ
)
　
に
対
す
る
応
答
を
想
定
し
て

い
く
こ
と
で
、
(
モ
ノ
ロ
ー
グ
)
的
な
言
葉
が
ま
こ
と
に
豊
か
な
貌
を
私
た
ち

の
前
に
繰
り
広
げ
て
く
れ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
言
葉
に
含
ま
れ
る

(
問
い
か
け
、
挑
発
し
、
応
え
、
合
意
し
、
反
対
し
た
り
す
る
)
性
質
の
こ
と

を
、
.
ハ
フ
チ
ソ
は
.
(
対
話
的
能
動
性
)
と
名
付
け
て
い
る
聖

こ
の
(
対
話
的
能
動
性
)
に
触
れ
る
(
触
れ
さ
せ
る
)
　
こ
と
が
、
(
対
話
)

を
ひ
ら
く
文
学
教
育
に
と
っ
て
は
不
可
欠
で
あ
る
。
テ
ク
ス
ト
の
(
対
話
的
能

動
性
)
を
、
教
師
が
引
き
出
し
、
(
対
話
)
そ
の
も
の
を
現
実
の
授
業
の
場
面
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に
生
成
さ
せ
て
い
く
こ
と
を
、
文
学
の
授
業
は
め
ざ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
あ
る
。
さ
ら
に
、
授
業
に
お
け
る
教
師
・
児
童
生
徒
の
発
話
そ
の
も
の
が

(
対
話
的
能
動
性
)
を
備
え
た
も
の
と
な
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
そ
う
で
な

け
れ
ば
、
授
業
に
お
け
る
(
対
話
)
の
成
立
は
難
し
い
。

互
い
が
新
し
く
な
る
た
め
に
こ
そ
(
対
話
)
は
必
要
な
の
で
あ
り
、
そ
の
た

め
に
も
、
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
(
対
話
的
能
動
性
)
を
、
教
材
研
究
に
お
い
て

探
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
(
対
話
的
能
動
性
)
の
働
き
、
す
な

わ
ち
実
際
の
(
対
話
)
を
生
成
さ
せ
る
テ
ク
ス
ト
の
力
や
属
性
の
こ
と
を
、
今

(
対
話
喚
起
性
)
と
名
付
け
て
み
る
。

(
対
話
喚
起
性
)
と
は
、
生
身
の
読
者
同
士
の
関
係
を
新
し
く
す
る
た
め
に

テ
ク
ス
ト
が
有
す
る
機
能
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
テ
ク
ス
ト
を
ひ
と
り
で
読

み
、
納
得
し
て
し
ま
う
と
こ
ろ
に
は
、
(
対
話
)
は
不
要
で
あ
る
。
読
む
と
い

う
行
為
を
モ
ノ
ロ
ー
グ
で
終
わ
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
。
他
者
と
語
り
合
う
上
で

生
じ
る
あ
り
き
れ
な
さ
、
合
意
に
至
ら
な
い
は
あ
い
の
苦
し
さ
を
も
引
き
受
け

て
い
く
必
要
が
、
文
学
の
授
業
に
は
あ
る
。

た
だ
、
(
対
話
)
と
い
う
概
念
と
(
弁
証
法
)
　
と
の
関
係
は
注
意
深
く
考
え

て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ソ
グ
・
イ
ー
ザ
ー
は
、
そ
の
(
読

む
と
い
う
行
為
)
論
の
中
で
読
む
と
い
う
行
為
に
含
ま
れ
る
(
弁
証
法
)
的
な

諸
契
機
を
描
き
出
し
て
い
る
㈲
。
(
読
む
)
　
と
い
う
複
雑
な
営
み
を
、
理
論
的

に
解
き
明
か
そ
う
と
す
る
イ
ー
ザ
I
は
、
そ
の
立
論
の
さ
な
か
で
、
(
弁
証
法
)

と
い
う
方
法
原
理
を
巧
み
に
用
い
て
い
る
。

た
と
え
は
、
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
心
理
学
に
お
け
る
反
転
図
形
を
、
人
読
む
)
と

い
う
継
持
的
な
営
み
に
適
用
し
た
か
の
よ
う
に
も
思
え
る
、
主
題
-
地
平
構
造

お
よ
び
遠
近
法
の
交
替
な
ど
の
記
述
は
、
次
の
よ
う
な
フ
レ
ド
リ
ヅ
ク
・
ジ
ェ

イ
ム
ソ
ソ
に
よ
る
(
弁
証
法
)
　
へ
の
言
及
に
も
通
じ
て
い
る
。

「
弁
証
法
が
ま
ず
語
る
べ
き
基
本
的
な
事
柄
は
、
疑
い
も
な
く
、
弁
記
法
的

逆
転
に
関
し
て
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
現
象
が
そ
の
反
対
へ
と
変
化
し

て
し
ま
う
あ
の
逆
説
的
転
換
で
あ
り
、
量
か
ら
質
へ
の
変
化
は
、
そ
う
し
た

転
換
の
具
体
的
な
現
わ
れ
の
う
ち
で
も
っ
と
も
よ
く
知
ら
れ
た
例
の
一
つ
に

す
ぎ
な
い
」
㈲

ジ
ェ
イ
ム
ソ
ソ
の
言
う
(
弁
証
法
的
逆
転
)
を
、
イ
ー
ザ
t
は
読
む
と
い
う

行
為
を
記
述
す
る
上
で
の
方
法
原
理
と
し
て
用
い
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
イ

ー
ザ
ー
は
読
む
と
い
う
行
為
の
動
的
過
程
の
説
得
力
に
富
ん
だ
記
述
に
一
面
成

功
し
て
い
る
と
言
え
る
の
だ
が
、
そ
こ
に
措
か
れ
て
い
る
読
み
の
ド
ラ
マ
が
は

た
し
て
私
た
ち
(
実
際
の
読
者
)
の
読
み
の
す
べ
て
を
語
っ
て
く
れ
て
い
る
か

と
問
う
て
み
る
と
、
簡
単
に
う
な
ず
け
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
イ
ー
ザ
ー
の
措

く
読
み
の
過
程
は
(
弁
証
法
的
)
で
は
あ
っ
て
も
、
パ
フ
チ
ソ
の
言
う
よ
う
な

意
味
で
の
(
対
話
)
的
な
も
の
で
あ
る
と
は
言
い
難
い
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ

る
。
富
山
多
佳
夫
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
㈲
、
イ
ー
ザ
t
の
(
読
む
と
い
う

行
為
)
論
に
は
、
読
み
に
含
ま
れ
る
は
ず
の
雑
多
で
あ
り
き
れ
な
い
諸
々
の
要

素
を
削
ぎ
落
と
し
て
い
る
と
い
う
憾
み
が
あ
る
。
イ
ー
ザ
t
の
理
論
を
文
学
の

授
業
に
生
か
し
て
い
こ
う
と
す
る
と
き
、
私
た
ち
が
感
じ
る
困
難
は
そ
こ
の
と

こ
ろ
に
原
因
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
信
念
に
裏
打
ち
さ
れ
、
背
後
に
現
象
学

を
控
え
た
、
き
わ
め
て
調
密
な
イ
ー
ザ
t
の
読
み
に
つ
い
て
の
物
語
は
、
そ
の

調
密
さ
ゆ
え
に
か
え
っ
て
モ
ノ
ロ
ー
グ
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る

(
も
ち
ろ
ん
、
イ
ー
ザ
ー
の
著
作
が
そ
の
読
者
た
ち
に
読
む
と
い
う
行
為
を
見

直
そ
う
と
い
う
姿
勢
を
誘
っ
た
と
い
う
点
で
は
、
彼
の
著
作
は
す
ぐ
れ
て
(
対

話
)
的
だ
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
)
。

記
号
の
受
け
手
の
姿
勢
を
能
動
化
す
る
契
機
を
テ
ク
ス
ト
の
こ
と
は
な
い
し

読
む
と
い
う
行
為
の
裡
に
見
出
し
て
い
こ
う
と
す
る
点
で
、
イ
ー
ザ
t
と
パ
フ
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チ
ソ
は
問
題
を
共
有
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
。
(
弁
証
法
)
　
的
な
方
法
は

た
し
か
に
読
み
の
過
程
の
動
態
的
な
様
を
説
明
す
る
う
え
で
は
格
好
の
手
が
か

り
と
な
る
。
し
か
し
、
実
際
の
読
み
を
能
動
化
す
る
方
略
を
考
え
、
読
者
間
の

(
対
話
)
の
生
成
の
源
を
考
え
て
い
く
上
で
、
私
は
、
.
パ
フ
チ
ソ
の
言
う
(
対

話
)
観
の
方
に
い
っ
そ
う
の
魅
力
を
覚
え
る
。

1
(
私
)
ひ
と
り
で
あ
れ
ば
形
の
さ
だ
か
な
ら
ぬ
声
が
、
他
者
の
声
を
想
定
し
、

他
者
の
声
に
反
応
し
て
い
く
こ
と
で
、
何
ら
か
の
形
や
色
合
い
を
帯
び
て
く
る
。

目
の
前
の
テ
ク
ス
ト
も
、
そ
れ
自
体
で
は
ど
の
よ
う
な
色
に
も
染
ま
っ
て
い
な

い
の
だ
が
、
そ
こ
に
読
者
と
い
う
他
者
が
関
与
し
、
働
き
か
け
て
い
く
こ
と
に

ょ
っ
て
人
作
品
)
と
し
て
成
り
立
つ
こ
と
に
な
る
。
読
者
の
側
か
ら
言
え
は
、

テ
ク
ス
ト
の
叙
述
の
中
に
、
複
数
の
声
を
読
み
取
り
、
読
む
自
己
と
異
な
る
他

者
を
見
出
し
て
い
く
こ
と
で
、
自
分
の
読
み
を
さ
ら
に
立
ち
上
が
っ
た
も
の
に

し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
。

(
対
話
)
を
ひ
ら
く
文
学
教
育
が
め
ざ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
単
一

の
も
の
に
思
え
る
よ
う
な
声
の
中
に
、
複
数
の
声
を
聞
き
分
け
る
力
を
学
習
者

た
ち
か
ら
ひ
き
だ
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
複
数
の
声
が

交
響
す
る
様
　
-
　
そ
れ
を
本
稿
で
は
仮
に
(
対
話
構
造
)
と
呼
ぶ
　
-
　
を
学

習
、
見
出
さ
せ
、
そ
の
複
数
の
声
と
交
流
さ
せ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
実
際
の
(
対

話
)
は
ひ
ら
か
れ
る
。

以
下
で
は
、
「
オ
ツ
ベ
ル
と
象
」
(
宮
澤
賢
治
)
と
い
う
テ
ク
ス
ト
の
人
対
話

構
造
)
を
検
討
す
る
こ
と
を
と
お
し
て
、
(
対
話
)
が
生
成
す
る
源
と
し
て
の

(
対
話
喚
起
性
)
が
い
か
な
る
も
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
た
い
。
(
「
オ

ッ
ベ
ル
と
象
」
　
の
本
文
は
、
『
新
修
宮
沢
賢
治
全
集
第
二
ニ
巻
』
所
収
の
も
の

を
用
い
た
。
本
文
引
用
の
後
の
(
　
)
内
に
、
漢
数
字
で
『
新
修
版
全
集
』
に

お
け
る
頁
数
を
示
し
た
。
)

2
、
「
オ
ツ
ベ
ル
と
象
」
の
語
日
ソ
の
構
造

モ
ノ
ロ
ー
グ
を
モ
ノ
ロ
ー
グ
と
し
て
し
か
と
ら
え
な
い
よ
う
な
営
み
は
、
同

語
反
復
的
な
営
み
で
し
か
な
く
、
(
対
話
)
　
か
ら
は
も
っ
と
も
遠
い
も
の
と
な

る
。
「
オ
ツ
ベ
ル
と
象
」
も
現
象
的
に
は
(
牛
飼
ひ
)
　
の
モ
ノ
ロ
ー
グ
だ
と
言

え
る
。
が
、
そ
れ
を
読
む
と
い
う
こ
と
に
は
、
単
に
へ
牛
飼
ひ
)
の
モ
ノ
ロ
ー

グ
に
耳
を
傾
け
る
ば
か
り
で
は
済
ま
さ
れ
な
い
何
か
が
あ
る
。
(
牛
飼
ひ
)
　
の

こ
と
ば
が
向
け
ら
れ
て
い
る
の
は
何
者
か
、
と
問
う
て
み
る
と
、
そ
の
モ
ノ
ロ

ー
グ
が
け
っ
し
て
一
色
に
塗
り
つ
ぶ
さ
れ
て
い
く
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か

る
。こ

の
テ
ク
ス
ト
を
読
む
者
が
誰
で
あ
れ
、
(
牛
飼
ひ
)
と
い
う
語
り
手
に
語

り
か
け
ら
れ
る
位
置
に
立
た
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
に
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
仕
掛

け
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
は
、
「
お
や
、
〓
字
不
明
〕
、
川
に
は
ひ
っ
ち
や
い

け
な
い
つ
た
ら
」
と
い
う
末
尾
の
一
文
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
、
直
接
の
語
り

か
け
は
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
は
じ
め
か
ら
読
者
の
占
め
る
べ
き
位
置
が
内
包
さ

れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
証
し
て
く
れ
る
。

今
、
「
オ
ツ
ベ
ル
と
象
」
の
語
り
の
構
造
を
簡
単
に
図
式
化
し
て
み
る
と
次

の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。

「
オ
ツ
ベ
ル
と
象
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
は
、
右
図
の
点
線
で
囲
ま
れ
た
部
分
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で
あ
る
。
人
牛
飼
ひ
)
の
語
り
は
、
必
ず
し
も
ス
ト
レ
ー
ト
な
か
た
ち
で
(
実

際
の
読
者
)
に
向
け
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
(
牛
飼
ひ
)
の
語
り
が
正
対

す
る
の
ほ
、
テ
ク
ス
ト
の
表
層
に
は
け
っ
し
て
表
わ
れ
て
来
な
い
(
暗
黙
の
聞

き
手
)
で
あ
る
。
(
実
際
の
読
者
)
は
、
(
牛
飼
ひ
)
に
語
り
か
け
ら
れ
る
(
暗

黙
の
聞
き
手
)
を
フ
ィ
ル
タ
ー
に
し
な
が
ら
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
を
読
み
進
め

る
。
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
受
け
手
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
(
暗
黙
の
聞
き
手
)
と

(
実
際
の
読
者
)
と
は
限
り
な
く
似
通
っ
て
い
る
が
(
そ
し
て
時
に
重
な
り
合

う
こ
と
も
少
な
く
な
い
が
)
、
そ
れ
ら
は
け
っ
し
て
同
一
の
も
の
で
は
な
い
の

で
あ
る
。

(
暗
黙
の
聞
き
手
)
と
い
う
存
在
を
取
り
立
て
て
論
じ
る
こ
と
は
、
通
常
の

「
オ
ツ
ベ
ル
と
象
」
の
読
み
に
お
い
て
は
、
必
ず
し
も
必
要
の
な
い
こ
と
か
も

し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
(
対
話
構
造
)
を
探
る
上
で
、
(
暗

然
の
聞
き
手
)
を
想
定
す
る
こ
と
は
有
効
な
手
が
か
り
と
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、

「
オ
ツ
ベ
ル
と
象
」
か
ら
(
実
際
の
読
者
)
が
受
け
取
る
奇
妙
な
読
後
感
は
、

こ
の
人
暗
黙
の
聞
き
手
)
と
(
実
際
の
読
者
)
と
が
、
完
全
に
は
重
な
り
あ
っ

て
い
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
生
じ
る
た
め
な
の
で
あ
る
。
だ
が
、
翻
っ
て
そ
の

こ
と
が
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
(
対
話
喚
起
性
)
を
産
み
出
す
源
と
な
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。

3
、
八
暗
黙
の
聞
き
手
)
と
(
実
際
の
読
者
)

丹
屋
英
五
郎
の
「
オ
ツ
ベ
ル
と
象
」
の
語
り
の
構
造
把
握
は
、
こ
の
テ
ク
ス

ト
の
(
対
話
構
造
)
を
探
る
上
で
、
基
本
的
か
つ
重
要
な
問
題
を
提
起
し
て
い

る
。

†
†

「
『
オ
ヅ
ベ
ル
と
象
』
に
は
、
『
あ
る
牛
飼
ひ
が
も
の
が
た
る
』
と
い
う
サ
ブ

タ
イ
ト
ル
が
つ
い
て
い
る
。
あ
る
牛
飼
い
が
、
あ
る
特
定
の
人
物
に
物
語
る

と
い
う
形
式
を
と
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
あ
る
牛
飼
い
が
、
あ
る
特
定
の

人
に
物
語
っ
て
い
る
の
を
、
だ
か
ら
読
者
の
お
の
お
の
が
、
傍
ら
に
い
て
立

き
聴
き
す
る
よ
う
な
格
好
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
形
式
そ
の
も

の
が
、
こ
の
作
品
の
叙
述
の
様
式
を
規
定
す
る
。
い
わ
ば
一
種
の
強
制
的
な

力
を
も
っ
て
い
る
こ
と
は
、
あ
ら
た
め
て
い
う
ま
で
も
な
い
。
つ
ま
り
は
、

こ
の
よ
う
な
形
式
を
と
れ
ば
、
い
き
お
い
講
述
的
な
文
体
に
な
ら
ざ
る
を
え

ま
い
。
(
中
略
-
山
元
)
講
述
的
な
文
体
は
、
こ
の
作
品
の
随
処
に
、
あ
る

い
は
随
時
に
使
用
さ
れ
て
ほ
い
る
が
、
こ
の
作
品
全
体
を
一
貫
し
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。
客
体
的
叙
述
が
む
し
ろ
中
心
と
な
り
、
客
観
的
・
即
物
的
・

具
象
的
に
、
作
者
が
牛
飼
い
に
語
ら
せ
て
い
る
傾
向
が
強
い
.
の
だ
。
あ
た
か

も
紙
芝
居
屋
の
お
じ
さ
ん
が
、
と
あ
る
荷
の
、
と
あ
る
片
隅
で
、
子
供
た
ち

に
絵
を
見
せ
な
が
ら
物
語
っ
て
い
る
の
を
、
そ
の
傍
か
ら
自
分
が
立
ち
聴
き

し
て
い
る
よ
う
な
、
そ
う
い
う
錯
覚
さ
え
も
感
じ
さ
せ
る
格
好
で
あ
る
。
」
聞

丹
慶
は
、
「
オ
ツ
ベ
ル
と
象
」
に
お
け
る
(
あ
る
牛
飼
ひ
)
の
語
り
を
、
(
紙

芝
居
屋
の
お
じ
さ
ん
)
の
語
り
に
擬
し
な
が
ら
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
文
体
的
な

特
徴
を
的
確
に
指
摘
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
オ
ツ
ベ
ル
と
象
」
に
お
い
て

は
、
(
講
述
的
な
文
体
)
と
(
客
観
的
叙
述
)
と
が
交
互
に
用
い
ら
れ
、
聞
き

手
に
対
し
て
、
出
来
事
を
印
象
づ
け
る
よ
う
な
形
で
、
語
り
が
進
め
ら
れ
て
い

る
と
い
う
の
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
二
種
類
の
仝
巳
Y
を
八
年
飼
ひ
)
は
使

い
分
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
そ
れ
が
モ
ノ
ロ
ー
グ
で
あ
る
に
せ
よ
、
聞

き
手
(
読
者
)
に
求
め
ら
れ
て
い
る
姿
勢
は
、
け
っ
し
て
単
一
な
も
の
で
は
な

ヽ

　

0

-
V

こ
の
点
で
、
右
の
引
用
の
末
尾
に
丹
慶
が
指
摘
し
て
い
る
こ
と
は
さ
ら
に
興

味
深
い
。
丹
慶
の
比
喩
を
も
う
少
し
分
析
し
て
み
よ
う
。
「
オ
ツ
ベ
ル
と
象
」

に
お
い
て
(
紙
芝
居
屋
の
お
じ
さ
ん
)
に
擬
せ
ら
れ
る
の
が
(
あ
る
牛
飼
ひ
)



54

で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
(
紙
芝
居
)
に
お
い
て
は
、
物
語
の
場

面
を
連
続
し
て
描
い
た
幾
枚
も
の
絵
と
紙
芝
居
足
の
繰
り
出
す
語
り
と
が
結
び

つ
い
て
一
つ
の
テ
ク
ス
ト
を
形
成
す
る
。
こ
の
は
あ
い
、
絵
だ
け
で
も
、
語
り

の
み
で
も
、
テ
ク
ス
ト
と
し
て
は
不
十
分
で
あ
る
(
た
だ
し
、
連
続
し
た
幾
枚

か
の
絵
は
そ
れ
と
し
て
物
語
の
展
開
を
語
っ
て
は
く
れ
る
だ
ろ
う
)
。

こ
の
時
、
(
紙
芝
居
星
の
お
じ
さ
ん
)
　
の
語
り
は
、
事
の
性
質
上
、
二
つ
の

方
向
へ
向
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
一
つ
は
、
(
紙
芝
絵
)
の
物
語
の
ス
ト
ー

リ
ー
展
開
の
方
向
で
あ
り
、
今
一
つ
は
(
紙
芝
居
)
を
見
聞
き
す
る
(
子
供
た

ち
)
の
方
向
で
あ
る
。
丹
慶
が
「
オ
ツ
ベ
ル
と
象
」
の
語
り
の
構
造
を
分
析
す

る
中
で
用
い
た
(
客
観
的
叙
述
)
と
(
話
述
的
な
文
体
)
と
は
、
こ
の
よ
う
な

(
紙
芝
居
)
　
の
語
り
に
含
ま
れ
る
二
つ
の
志
向
性
に
対
応
し
て
い
る
。
人
語
述

的
な
文
体
)
の
標
的
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
(
あ
る
牛
飼
ひ
)
　
の
語
り
を
見
聞

き
し
て
い
る
と
想
定
さ
れ
る
老
た
ち
で
あ
る
。

「
白
い
象
だ
ぜ
、
ペ
ソ
幸
を
塗
っ
た
の
で
な
い
ぜ
、
ど
う
い
ふ
わ
け
で
来
た

か
つ
て
?
　
そ
い
つ
は
象
の
こ
と
だ
か
ら
、
た
ぶ
ん
ぶ
ら
つ
と
森
を
出
て
、

た
だ
な
に
と
な
く
来
た
の
だ
ら
う
。
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
二
〇
八
)

「
な
ぜ
ぎ
ょ
っ
と
し
た
?
　
よ
く
き
く
ね
え
、
何
を
し
だ
す
か
知
れ
な
い
ぢ

や
な
い
か
。
じ
ぷ
ん
の
稲
を
扱
い
て
ゐ
た
。
」
　
　
　
　
　
　
　
　
(
二
〇
八
)

「
ど
う
だ
、
さ
う
し
て
こ
の
象
は
、
も
う
オ
ツ
ベ
ル
の
財
産
だ
。
い
ま
に
見

た
ま
へ
、
オ
ツ
ベ
ル
は
、
あ
の
自
象
を
、
は
た
ら
か
せ
る
か
、
サ
ー
カ
ス
団

に
売
り
と
ば
す
か
、
ど
っ
ち
に
し
て
も
万
円
以
上
ま
う
け
る
ぜ
。
」
(
二
二
)

「
じ
っ
さ
い
象
は
け
い
ざ
い
だ
よ
。
そ
れ
と
い
ふ
の
も
オ
ツ
ベ
ル
が
、
頭
が

よ
く
て
え
ら
い
た
め
だ
。
オ
ツ
ベ
ル
と
き
た
ら
大
し
た
も
ん
さ
。
」
(
二
一
四
)

「
オ
ツ
ベ
ル
か
ね
、
そ
の
オ
ツ
ベ
ル
は
、
お
れ
も
云
は
う
と
し
て
た
ん
だ
が
、

居
な
く
た
っ
た
よ
。
/
ま
あ
落
ち
つ
い
て
き
き
た
ま
へ
。
」
　
　
　
(
二
一
四
)

「
時
に
は
赤
い
竜
の
眼
を
し
て
、
じ
っ
と
こ
ん
な
に
オ
ツ
ベ
ル
を
見
お
ろ
す

や
う
に
な
っ
て
き
た
。
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
二
一
四
)

「
お
や
、
〓
字
不
明
〕
、
川
へ
は
ひ
っ
ち
や
い
け
な
い
つ
た
ら
。
」
(
二
一
八
)

こ
れ
ら
の
(
講
述
的
な
文
体
)
で
語
ら
れ
て
い
る
部
分
は
、
物
語
る
者
に
対

し
て
よ
り
も
、
物
語
ら
れ
る
者
の
方
に
私
た
ち
の
関
心
を
向
け
さ
せ
て
く
れ
る
。

い
っ
た
い
こ
の
よ
う
な
か
た
ち
で
物
語
ら
れ
て
い
る
の
は
だ
れ
な
の
か
。
(
紙

芝
居
)
で
あ
れ
は
(
子
供
た
ち
)
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
が
、

(
あ
る
牛
飼
ひ
)
　
の
物
語
を
開
い
て
い
た
者
が
い
っ
た
い
だ
れ
な
の
か
、
(
あ

る
牛
飼
ひ
)
の
語
り
か
ら
だ
け
で
は
知
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
。
こ
の
物
語

に
は
、
文
字
通
り
へ
暗
黙
の
聞
き
手
)
が
存
在
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、

こ
の
物
語
を
読
む
(
実
際
の
読
者
)
と
は
区
別
さ
れ
る
。
先
の
丹
慶
の
比
喩
を

用
い
れ
ば
、
(
暗
黙
の
聞
き
手
)
と
は
、
(
紙
芝
居
)
を
見
聞
き
す
る
(
子
供
た

ち
)
の
こ
と
で
あ
り
、
(
実
際
の
読
者
)
と
は
(
立
ち
聴
き
)
　
す
る
者
の
こ
と

で
あ
る
。
・

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
丹
慶
の
示
し
た
比
喩
を
あ
な
が
ち
へ
錯
覚
)

で
あ
る
と
は
言
え
な
い
。
現
に
「
時
に
は
赤
い
竜
の
胆
を
し
て
、
じ
っ
と
こ
ん

な
に
オ
ツ
ベ
ル
を
見
お
ろ
す
や
う
に
な
っ
て
き
た
。
」
と
い
う
部
分
な
ど
に
、

(
あ
る
牛
飼
ひ
)
が
目
前
に
確
か
に
座
っ
て
自
ら
の
語
り
を
見
聞
き
し
て
い
る

だ
れ
か
に
対
し
て
物
語
る
場
面
を
想
像
し
な
け
れ
ば
、
理
解
に
苦
し
む
部
分
で

あ
る
。
テ
ク
ス
ト
の
内
部
に
は
(
こ
ん
な
に
)
と
い
う
指
示
語
の
指
し
示
す

も
の
が
見
当
ら
な
い
。
そ
れ
こ
そ
、
(
あ
る
牛
飼
ひ
)
が
聞
き
手
に
向
か
っ
て

(
絵
)
で
も
示
し
な
が
ら
物
語
っ
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
て
く
る
。

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
(
暗
黙
の
聞
き
手
)
　
の
こ
と
を
考
え
な
く
て
も
私

た
ち
は
「
オ
ツ
ベ
ル
と
象
」
を
読
む
こ
と
が
で
き
、
あ
る
印
象
を
胸
に
抱
く
こ

と
も
で
き
る
。
(
牛
飼
ひ
)
の
語
り
を
聞
い
て
い
る
(
読
ん
で
い
る
)
　
の
は
、
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現
に
こ
の
(
実
際
の
読
者
)
に
他
な
ら
な
い
で
は
な
い
か
、
と
言
う
こ
と
も
で

き
る
だ
ろ
う
。
が
、
そ
の
場
合
、
私
た
ち
(
実
際
の
読
者
)
は
、
テ
ク
ス
ト
の

語
り
の
構
造
に
お
け
る
へ
暗
黙
の
聞
き
手
)
の
位
置
に
ぴ
っ
た
り
と
は
ま
り
こ

ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

(
牛
飼
ひ
)
の
語
り
か
け
に
対
し
て
素
朴
に
耳
を
傾
け
る
(
暗
黙
の
聞
き
手
)

の
位
置
か
ら
一
歩
離
れ
た
と
き
に
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
対
す
る
私
た
ち
な
り
の

評
価
や
解
釈
が
始
ま
る
と
言
っ
て
よ
い
。
私
た
ち
(
実
際
の
読
者
)
が
、
目
撃

者
な
い
し
見
物
人
と
し
て
の
立
場
に
立
た
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
素
朴
に
耳
を

傾
け
て
き
た
自
ら
の
立
場
が
、
そ
の
時
、
(
実
際
の
読
者
)
で
あ
る
自
ら
に
と

っ
て
他
者
の
立
場
と
な
る
。
(
暗
黙
の
聞
き
手
)
　
の
立
場
に
立
っ
て
(
実
際
の

読
者
)
が
(
牛
飼
ひ
)
の
語
り
を
聞
く
は
あ
い
、
関
心
の
焦
点
は
オ
ツ
ベ
ル
と

自
象
の
物
語
の
上
に
置
か
れ
、
(
実
際
の
読
者
)
　
が
　
(
暗
黙
の
聞
き
手
)
の
立

場
を
離
れ
た
時
に
は
、
(
牛
飼
ひ
)
の
物
語
る
状
況
そ
の
も
の
に
ま
で
、
ひ
い

て
は
そ
れ
を
見
物
人
と
し
て
読
む
自
ら
の
状
況
に
ま
で
視
野
が
広
げ
ら
れ
る
の

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
(
暗
黙
の
聞
き
手
)
に
寄
り
沿
っ
た
(
実
際
の
読
者
)
の
読
み

は
、
素
朴
で
あ
る
と
同
時
に
い
た
っ
て
モ
ノ
ロ
ー
グ
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
(
牛
飼
ひ
)
　
の
語
り
が
元
来
モ
ノ
ロ
ー
グ
で
あ
る
こ
と
と
対
応
し
て
も
い

る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
(
暗
黙
の
聞
き
手
)
の
立
場
に
つ
い
た
り
離
れ
た
り
し

な
が
ら
読
ん
で
い
く
営
み
は
、
「
オ
ツ
ベ
ル
と
象
」
　
に
可
能
性
と
し
て
含
ま
れ

る
応
答
関
係
を
(
実
際
の
読
者
)
の
意
識
に
上
し
て
く
れ
る
と
い
う
意
味
で
、

(
対
話
)
的
で
あ
る
。

I
、
(
賛
辞
)
と
い
う
レ
ト
リ
ッ
ク
の
(
対
話
喚
起
性
)

へ
牛
飼
ひ
)
の
度
重
な
る
(
オ
ツ
ベ
ル
)
　
へ
の
賛
辞
に
内
包
さ
れ
る
ア
イ
ロ

ニ
ー
は
、
(
牛
飼
ひ
)
か
ら
(
暗
黙
の
聞
き
手
)
に
対
す
る
語
り
と
し
て
、
こ

の
テ
ク
ス
ト
を
読
ん
で
い
っ
た
と
き
に
、
強
く
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
。

「
オ
ツ
ベ
ル
と
き
た
ら
大
し
た
も
ん
だ
。
」
　
　
　
　
　
(
二
〇
八
、
二
一
一
)

「
け
れ
ど
も
そ
ん
な
に
稼
ぐ
の
も
、
や
っ
ぱ
り
主
人
が
偉
い
の
だ
。
」
(
二
一
一
)

「
じ
っ
さ
い
象
は
け
い
ざ
い
だ
よ
。
そ
れ
と
い
う
の
も
ネ
ッ
ベ
ル
が
、
頭
が

よ
く
て
え
ら
い
た
め
だ
。
オ
ツ
ベ
ル
と
き
た
ら
大
し
た
も
ん
さ
。
」
(
二
一
四
)

「
と
こ
ろ
が
オ
ツ
ベ
ル
は
や
っ
ぱ
り
え
ら
い
。
眼
を
ば
っ
ち
り
と
あ
い
た
と

き
は
、
も
う
何
も
か
も
わ
か
っ
て
い
た
。
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
二
一
一
ハ
)

(
オ
ツ
ベ
ル
)
　
が
本
当
に
偉
い
人
物
な
の
か
ど
う
か
は
、
こ
の
場
合
さ
し
て

問
題
に
な
ら
な
い
。
問
題
に
な
る
の
は
、
物
語
る
(
牛
飼
ひ
)
の
、
(
オ
ツ
ベ

ル
)
に
対
す
る
評
価
そ
の
も
の
で
あ
る
。
も
し
も
、
(
オ
ツ
ベ
ル
と
き
た
ら
大

し
た
も
ん
だ
。
)
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
を
、
額
面
通
り
に
、
(
オ
ツ
ベ
ル
)
　
へ
の
賛

辞
と
し
て
の
み
と
ら
え
る
と
い
う
な
ら
、
そ
れ
は
け
っ
し
て
こ
の
テ
ク
ス
ト
と

(
対
話
)
し
て
い
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
賛
辞

が
用
言
に
反
転
し
う
る
と
い
う
可
能
性
が
削
ぎ
取
ら
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ

る
。
度
重
な
る
(
オ
ツ
ベ
ル
)
　
へ
の
賛
辞
は
、
(
オ
ツ
ベ
ル
)
の
資
本
家
お
よ

び
支
配
者
と
し
て
の
姿
を
誇
張
し
て
余
り
あ
る
。
結
末
の
(
く
し
ゃ
く
し
ゃ
に

潰
れ
)
る
悲
惨
な
(
オ
ツ
ベ
ル
)
の
最
期
を
、
こ
の
よ
う
な
賛
辞
は
か
え
っ
て

際
立
た
せ
る
。
(
牛
飼
ひ
)
が
(
暗
黙
の
聞
き
手
)
　
に
向
か
っ
て
語
り
か
け
る

こ
の
よ
う
な
(
オ
ツ
ベ
ル
)
へ
の
賛
辞
を
読
ん
で
、
実
は
そ
れ
が
(
オ
ツ
ベ
ル
〉

の
最
期
を
印
象
づ
け
る
た
め
の
方
略
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
気
付
き
う
る
か
ど

う
か
は
、
「
オ
ツ
ベ
ル
と
象
」
　
の
　
(
実
際
の
読
者
)
と
し
て
大
切
な
こ
と
が
ら

で
あ
る
。
お
そ
ら
く
へ
オ
ツ
ベ
ル
)
が
(
く
し
ゃ
く
し
ゃ
に
漁
れ
)
る
場
面
に

立
ち
至
っ
て
、
は
じ
め
て
へ
あ
る
牛
飼
ひ
)
の
(
オ
ツ
ベ
ル
)
　
へ
の
賛
辞
も
実

は
風
刺
に
某
う
ち
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
(
実
際
の
読
者
)
の
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多
く
が
知
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
語
り
の
中
途
に
お
い
て
も
、
繰
り
返
し

強
調
さ
れ
る
(
オ
ツ
ベ
ル
)
　
へ
の
賛
辞
か
ら
、
言
外
に
、
(
オ
ツ
ベ
ル
)
　
へ
の

風
刺
を
嗅
ぎ
取
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
丸
っ
切
り
無
抵
抗
と
い
っ
て
も
よ
い

無
垢
な
八
白
象
)
の
姿
を
眼
に
焼
き
つ
け
て
い
く
読
者
た
ち
は
、
(
オ
ツ
ベ
ル
)

へ
の
賛
辞
が
か
え
っ
て
大
げ
さ
な
も
の
に
聞
こ
え
、
支
配
者
へ
オ
ツ
ベ
ル
)
の

破
局
を
無
意
識
に
期
待
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
素
直
に

(
オ
ツ
ベ
ル
)
が
(
大
し
た
)
人
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
受
け
入
れ
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
(
実
際
の
読
者
)
た
ち
に
、
(
暗
黙
の
聞
き
手
)
な
ら
ど
の
よ
う
に

受
け
止
め
る
か
と
い
う
こ
と
を
想
像
さ
せ
、
さ
ら
に
自
分
な
ら
ど
の
よ
う
に
考

え
る
か
と
問
う
て
み
る
こ
と
が
、
(
実
際
の
読
者
)
同
士
の
(
対
話
)
　
を
促
す

試
み
と
な
る
だ
ろ
う
。

5
、
語
日
ソ
手
(
牛
飼
ひ
)
の
沈
黙

-
　
結
末
部
分
の
(
対
話
喚
起
性
V
 
I

「
オ
ツ
ベ
ル
と
象
」
の
結
末
部
分
は
、
こ
れ
ま
で
の
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
研
究

史
の
な
か
で
も
、
解
釈
の
難
し
い
部
分
だ
と
さ
れ
て
き
た
。

「
『
ま
あ
、
よ
か
っ
た
ね
え
や
せ
た
ね
え
。
』
み
ん
な
は
し
つ
か
に
そ
ば
に
よ

り
、
鎖
と
銅
を
は
づ
し
て
や
っ
た
。

『
あ
あ
、
あ
り
が
た
う
、
ほ
ん
と
に
ぼ
く
は
助
か
っ
た
よ
。
』
　
自
象
は
さ
び

し
く
わ
ら
つ
て
さ
う
云
つ
た
。

お
や
、
〓
字
不
明
〕
、
川
へ
は
ひ
っ
ち
や
い
け
な
い
つ
た
ら
。
」
　
(
二
一
八
)

こ
の
「
オ
ツ
ベ
ル
と
象
」
の
結
末
部
分
に
関
し
て
、
池
上
雄
三
は
次
の
よ
う

に
指
摘
す
る
。

「
こ
の
童
話
(
山
元
注
　
-
　
「
オ
ツ
ベ
ル
と
象
」
)
は
語
り
開
か
せ
る
お
も
し

ろ
さ
、
お
し
ゃ
べ
り
の
楽
し
さ
が
大
事
な
要
素
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
三
一
ロ

(
山
元
注
　
-
　
「
お
や
、
〔
一
字
不
明
〕
、
川
へ
は
ひ
っ
ち
や
い
け
な
い
.
つ
た

ら
」
)
で
牛
飼
い
の
お
し
ゃ
べ
り
は
お
終
い
に
な
り
聞
き
手
は
安
心
し
て
散

っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
」
㈲

「
オ
ツ
ベ
ル
と
象
」
の
(
暗
黙
の
聞
き
手
)
が
(
牛
飼
ひ
)
の
語
り
を
聞
き

終
え
る
の
は
、
最
後
の
一
文
の
後
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
前
の
一
文
の
後
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
い
う
の
も
、
最
後
の
一
文
そ
の
も
の
は
物
語
内
容
そ
の

も
の
を
語
る
も
の
で
は
な
く
、
多
分
に
(
話
述
的
)
な
こ
と
ば
だ
か
ら
で
あ
る
。

「
白
象
は
さ
び
し
く
わ
ら
つ
た
。
」
　
と
い
う
と
こ
ろ
で
(
牛
飼
ひ
)
　
の
語
る

オ
ツ
.
ヘ
ル
と
象
の
物
語
は
終
わ
っ
て
い
て
、
最
後
の
一
文
は
、
(
暗
黙
の
聞
き

手
)
に
と
っ
て
、
物
語
以
外
の
何
か
で
あ
る
。
池
上
の
言
う
よ
う
に
、
物
語
が

終
わ
っ
た
あ
と
、
聞
き
手
の
誰
か
が
危
な
い
川
に
近
寄
ろ
う
と
す
る
の
を
見
た

(
牛
飼
ひ
)
の
や
さ
し
い
忠
告
と
し
て
こ
の
こ
と
ば
を
と
ら
え
る
こ
と
が
、
も

っ
と
も
妥
当
な
と
ら
え
方
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
以
上
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
こ
の
こ
と

ば
に
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
る
の
は
、
(
実
際
の
読
者
)
が
(
暗
黙
の
聞
き
手
)

の
立
場
を
離
れ
て
、
《
川
へ
入
る
な
〉
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
、
白
象
が
危
険

な
目
に
あ
っ
た
物
語
や
、
作
者
そ
の
人
の
伝
記
に
結
び
つ
け
た
結
果
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
そ
の
よ
う
に
解
釈
を
進
め
る
と
き
の
(
実
際
の
読
者
)
　
は
、
〈
川
へ

入
る
〉
と
い
う
行
為
が
(
牛
飼
ひ
)
に
と
っ
て
な
ぜ
好
ま
し
く
な
い
行
為
で
あ

っ
た
の
か
を
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

陸
で
暮
ら
す
者
に
と
っ
て
、
水
中
に
入
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
、
一
歩
ま

ち
が
え
ば
命
を
落
と
す
ほ
ど
危
険
な
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
一
文
に
至
る
ま
で
の

オ
ツ
ベ
ル
と
象
の
物
語
の
中
に
、
《
調
に
入
る
〉
と
い
う
こ
と
に
相
当
す
る
よ

う
な
危
険
を
見
出
す
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
自
象
が
す
み
か
で
あ
る
八
森
)
を

離
れ
て
オ
ツ
.
ヘ
ル
の
(
稲
扱
小
屋
)
に
姿
を
現
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
《
川
に
入
る
》
こ
と
と
《
稲
扱
中
臣
に
入
る
》
こ
と
、
さ
ら
に



57

は
「
オ
ツ
ベ
ル
と
象
」
発
表
当
時
の
賢
治
の
伝
記
的
事
実
の
中
で
の
《
農
村
へ

入
る
》
　
こ
と
と
を
結
び
付
け
て
考
え
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
牛
山
意
の

「
死
の
危
険
の
あ
る
川
に
入
る
こ
と
な
く
、
道
を
あ
や
ま
た
ず
に
森
へ
帰
り
な

さ
い
、
と
い
う
自
象
(
賢
治
自
身
)
　
へ
の
警
告
」
朗
と
し
て
こ
の
最
後
の
一
文

を
と
ら
え
る
解
釈
が
成
り
立
っ
て
く
る
。

八
白
象
)
は
愚
か
だ
か
ら
へ
オ
ツ
ベ
ル
)
に
こ
き
つ
か
わ
れ
た
の
で
は
な
く

て
、
無
垢
な
る
が
ゆ
え
に
使
わ
れ
る
は
め
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
(
牛
飼
ひ
〉

の
物
語
る
意
図
は
、
八
森
)
で
く
ら
す
べ
き
へ
象
)
が
、
(
稲
扱
小
屋
)
と
い
う

八
森
)
の
暮
ら
し
と
は
も
っ
と
も
縁
遠
い
場
所
に
迷
い
込
ん
で
、
危
な
い
目
に

あ
っ
た
と
い
う
お
話
を
(
暗
黙
の
聞
き
手
)
に
伝
え
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。

八
白
象
)
の
労
働
に
対
す
る
喜
び
は
き
わ
め
て
純
粋
な
も
の
で
あ
る
。
け
っ
し

て
そ
こ
に
は
報
酬
を
求
め
よ
う
と
す
る
打
算
な
ど
は
な
い
。
し
か
し
八
白
象
)

が
純
粋
に
労
働
の
喜
び
を
表
わ
せ
ば
表
わ
す
ほ
ど
、
(
オ
ツ
ベ
ル
)
の
酷
使
は
ひ

ど
く
な
っ
て
い
っ
た
。
八
白
象
)
　
的
生
き
方
が
こ
こ
で
は
そ
の
純
粋
さ
ゆ
え
に

八
白
象
)
自
身
に
危
機
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
。
結
局
、
仲
間
の
象
た
ち
と

い
う
他
力
(
オ
ツ
ベ
ル
ら
の
側
か
ら
言
え
ば
(
暴
力
)
で
あ
る
)
に
身
の
安
全

を
委
ね
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
八
白
象
)
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
(
さ
び
L
V
い
笑

い
に
「
長
い
間
(
山
元
注
　
-
　
宮
澤
賢
治
)
が
否
定
し
続
け
て
き
た
(
弱
肉
強

食
的
争
い
)
や
八
開
譚
)
を
、
遂
に
容
認
せ
ざ
る
を
待
な
く
な
っ
た
賢
治
の
、

現
実
社
会
に
対
す
る
淋
し
い
諦
観
」
叫
を
読
哀
取
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
あ
る

い
は
、
そ
の
八
白
象
〉
的
生
き
方
そ
の
も
の
に
作
者
の
「
農
村
か
ら
の
孤
立
の

さ
び
し
さ
」
紬
を
見
出
す
解
釈
も
成
り
立
っ
て
く
る
。

こ
の
結
末
部
分
を
考
え
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
、
最
後
の
一
文
と
(
牛
飼
ひ
)

が
(
暗
黙
の
聞
き
手
)
た
ち
に
対
し
て
物
語
っ
た
物
語
と
の
関
係
を
考
え
て
い

く
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
自
象
は
さ
び
し
く
わ
ら
つ
て
さ
う
云
っ
た
。
」

と
、
「
お
や
、
〔
一
字
不
明
〕
、
川
へ
は
ひ
っ
ち
や
い
け
な
い
つ
た
ら
。
」
　
と
の

入
間
=
空
白
)
と
し
て
の
(
牛
飼
ひ
)
の
沈
黙
の
意
味
を
考
え
て
い
く
こ
と
に

な
る
。
こ
の
沈
黙
と
そ
れ
に
続
く
忠
告
の
こ
せ
ば
か
ら
、
(
牛
飼
ひ
)
と
い
う

語
り
手
が
、
何
の
た
め
に
な
ぜ
語
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
が
、
(
実
際
の
読
者
)

で
あ
る
私
た
ち
の
意
識
の
裡
で
前
景
化
さ
れ
く
る
。
上
手
に
話
を
盛
り
上
げ
て

終
わ
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
(
牛
飼
ひ
)
の
話
の
閉
じ
方
は
、
(
実
際
の
読
者
)

た
ち
に
対
し
て
、
彼
自
身
が
語
り
出
す
こ
と
に
な
っ
た
理
由
や
、
ひ
い
て
は
彼

に
語
ら
せ
た
作
者
賢
治
の
意
図
を
探
っ
て
い
く
よ
う
に
問
い
か
け
る
の
で
あ

る
。こ

の
よ
う
に
、
結
末
部
分
の
(
牛
飼
ひ
)
の
沈
黙
と
い
う
入
間
=
空
自
)
に

は
、
個
々
の
へ
実
際
の
読
者
)
と
語
り
手
(
牛
飼
ひ
)
や
作
者
賢
治
と
の
(
対

話
)
　
や
、
(
実
際
の
読
者
)
た
ち
相
互
の
へ
対
話
)
を
生
成
さ
せ
る
力
が
宿
っ

て
い
る
。
そ
れ
は
、
八
開
=
空
自
)
と
し
て
の
(
牛
飼
ひ
)
の
沈
黙
に
隠
さ
れ

た
も
の
を
私
た
ち
(
実
際
の
読
者
)
が
追
い
求
め
よ
う
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。

笠
井
潔
が
正
し
く
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
「
対
立
す
る
二
項
は
、
隠
蔽
さ
れ
た

第
三
項
に
よ
っ
て
吊
り
支
え
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
い
い
。
換
言
す
れ
ば
、

あ
ら
ゆ
る
二
元
論
は
隠
蔽
さ
れ
た
三
元
論
な
の
で
あ
」
り
囲
、
簡
単
に
言
っ
て

し
ま
え
ば
、
解
釈
と
い
う
行
為
は
(
隠
蔽
さ
れ
た
第
三
項
)
を
テ
ク
ス
ト
《
に

/
か
ら
》
　
発
見
し
ょ
う
と
す
る
営
み
な
の
で
あ
る
。
「
オ
ツ
ベ
ル
と
象
」
と
い

う
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
、
八
年
飼
ひ
)
の
沈
黙
す
る
　
入
間
=
空
自
)
こ
そ
へ
実

際
の
読
者
)
の
解
釈
行
為
を
呼
び
込
む
契
機
と
な
る
。
そ
し
て
、
各
々
の
読
者

が
そ
こ
に
ど
の
よ
う
な
(
隠
蔽
さ
れ
た
第
三
項
)
を
見
出
し
て
い
く
か
に
よ
っ

て
解
釈
の
多
様
性
が
生
み
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
(
間
=
空

自
)
に
は
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
を
媒
介
項
と
し
て
(
実
際
の
読
者
)
同
士
が
語
り

合
う
た
め
の
(
対
話
喚
起
性
)
が
備
わ
っ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
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員
ノ
。

語
り
手
へ
牛
飼
ひ
)
が
語
る
(
オ
ツ
ベ
ル
)
　
と
　
八
白
象
)
　
の
物
語
と
い
う

《
図
誅
的
u
r
e
》
に
対
す
る
　
《
地
g
r
O
u
n
d
》
と
し
て
、
(
牛
飼
ひ
)
　
の
語
り
の

背
景
に
控
え
て
い
た
も
ろ
も
ろ
の
問
題
を
、
(
牛
飼
ひ
)
の
沈
黙
す
る
入
間
=
空

自
)
は
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
3
で
述
べ
た
よ
う
な
語
り

の
構
造
に
お
け
る
(
暗
黙
の
聞
き
手
)
と
(
実
際
の
読
者
)
と
の
距
離
が
、
こ

の
(
問
=
空
白
)
を
境
に
は
っ
き
り
と
隔
て
ら
れ
る
。
(
実
際
の
読
者
)
　
た
ち

は
、
(
暗
黙
の
聞
き
手
)
の
位
置
に
安
住
し
て
い
ら
れ
な
く
な
り
、
そ
の
矛
盾

を
解
消
さ
せ
る
た
め
に
(
解
釈
)
が
始
ま
る
の
だ
と
い
っ
て
も
よ
い
。
モ
ノ
P

」
グ
的
な
(
牛
飼
ひ
)
の
語
り
の
裡
に
、
(
暗
黙
の
聞
き
手
)
　
に
呼
び
か
け
る

声
と
(
実
際
の
読
者
)
に
呼
び
か
け
る
声
と
を
聞
き
分
け
て
い
く
こ
と
で
、
読

者
は
(
牛
飼
ひ
)
の
作
り
出
す
物
語
状
況
へ
の
参
加
者
的
な
立
場
か
ら
、
物
語

状
況
の
全
体
を
視
野
に
収
め
る
こ
と
の
で
き
る
見
物
人
的
な
立
場
へ
と
移
行
し

て
い
く
。
(
牛
飼
ひ
)
の
沈
黙
す
る
へ
間
=
空
白
)
を
意
味
づ
け
、
解
釈
し
て

い
く
こ
と
は
、
テ
ク
ス
ト
の
対
話
構
造
に
(
実
際
の
読
者
)
が
応
答
し
て
い
き

な
が
ら
、
見
物
人
的
な
立
場
を
手
に
い
れ
た
結
果
可
能
に
な
る
こ
と
で
あ
り
、

そ
れ
が
(
実
際
の
読
者
)
同
士
の
(
対
話
)
の
原
点
と
な
る
の
で
あ
る
。

注
の
一
ミ
パ
イ
ル
・
.
ハ
フ
チ
ソ
　
(
伊
東
一
郎
訳
)
　
『
小
説
の
言
葉
』
　
(
新
時
代

社
二
九
七
九
年
)
四
三
」
四
四
頁
。

伺
　
桑
野
隆
『
.
ハ
　
1
-
7
チ
ソ
　
ー
　
(
対
話
)
そ
し
て
(
解
放
の
笑
い
)
　
-
』

・
(
岩
波
書
店
二
九
八
七
年
)
五
九
頁
参
照
。

伺
　
同
右
書
　
イ
三
七
頁
参
照
。

初
　
ヴ
ォ
、
ル
フ
ガ
ン
グ
・
イ
ー
ザ
ー
.
(
轡
田
収
訳
)
『
行
為
と
し
て
の
読
書
』

(
岩
波
書
店
・
一
九
八
二
年
)
参
照
。

何
　
フ
レ
ド
。
′
ッ
ク
・
ジ
ェ
イ
ム
ソ
ソ
　
(
荒
川
幾
男
他
訳
)
　
『
弁
証
法
的
批

評
の
冒
険
　
-
　
マ
ル
ク
ス
主
義
と
形
式
　
-
　
』
(
晶
文
社
二
九
八
〇
年
)

二
一
四
頁
。

伺
　
富
山
多
佳
夫
の
指
摘
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
「
純
粋
に
テ
ク
ス

ト
を
読
む
と
い
う
行
為
は
あ
り
得
な
い
。
そ
れ
は
カ
ツ
一
コ
に
く
く
ら
れ
た

ユ
つ
ト
ビ
ア
的
な
時
間
体
験
で
は
あ
り
得
な
い
。
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ソ
グ
・
イ

ー
ザ
ー
の
　
「
行
為
と
し
て
の
読
書
」
説
に
不
溝
が
残
る
の
は
、
読
む
と
い

う
行
為
を
成
立
さ
せ
る
こ
の
不
純
さ
・
猥
雑
さ
の
つ
き
つ
め
が
不
充
分
だ

か
ら
で
あ
る
。
」
六
富
山
『
方
法
と
し
て
の
断
片
』
南
雲
堂
二
九
八
五
年

二
一
四
頁
)

の
　
丹
慶
英
五
郎
　
「
オ
ッ
ベ
ル
と
象
」
　
『
日
本
文
学
研
究
資
料
叢
書
　
高
村

光
太
郎
・
宮
沢
賢
治
』
　
(
有
精
堂
〔
初
出
　
若
樹
書
房
刊
『
宮
沢
賢
治

作
品
と
人
間
像
』
一
九
一
ハ
二
年
一
月
〕
)
二
二
二
-
三
頁
。

丹
慶
の
他
に
、
「
オ
ツ
ベ
ル
と
象
」
　
の
語
り
の
構
造
に
触
れ
て
い
る
論

考
と
し
て
、
牛
山
忠
「
『
オ
ツ
ベ
ル
と
象
』
の
作
品
研
究
」
　
(
『
月
刊
国
語

教
育
研
究
』
・
九
四
号
二
二
八
頁
)
が
あ
る
。

用
　
池
上
雄
三
「
オ
ツ
ベ
ル
と
象
　
-
　
白
象
の
さ
び
し
さ
　
-
　
」
(
『
国
文
学

解
釈
と
教
材
の
研
究
』
・
一
九
八
二
年
二
月
)
九
一
頁
。

用
　
前
掲
(
注
の
)
牛
山
「
『
オ
ツ
ベ
ル
と
象
』
の
作
品
研
究
」
四
二
頁
。

周
一
西
田
良
子
「
『
オ
ッ
ベ
ル
と
象
』
の
再
検
討
　
-
　
賢
治
童
話
の
系
譜
に

お
け
る
そ
の
異
質
性
　
-
　
」
　
(
『
日
本
児
童
学
』
・
一
九
七
四
年
五
月
)
　
二

六
頁
。

†
†

帥
　
向
川
幹
雄
「
自
象
の
さ
び
し
さ
　
ー
　
オ
ッ
ベ
ル
と
像
」
(
『
日
本
児
童
文

学
』
二
九
六
八
年
二
月
)
五
〇
頁
。

個
　
笠
井
潔
『
秘
儀
と
し
て
の
文
学
　
-
　
テ
ク
ス
ト
の
現
象
学
へ
1
』
(
作

品
社
二
九
八
七
)
一
〇
頁
。(

や
ま
も
と
・
た
か
は
る
/
鳴
門
教
育
大
学
)
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三
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三
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三
≡
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≡
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≡
≡
≡
≡
≡
≡
≡
一
l
喜
一
≡
喜
一
-

今
月
号
掲
載
の
論
文
要
旨

き
手
)
の
立
場
へ
の
つ
き
と
離
れ
を
繰
り
返
し
な
が

ら
、
テ
ク
ス
ト
を
奥
行
き
の
あ
る
構
造
と
し
て
と
ら

え
て
い
く
よ
う
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
た
。

「
オ
ツ
ベ
ル
と
象
」
　
に
お
け
る

対
話
構
造
の
検
討

山
　
元
　
隆
　
春

本
稿
で
は
、
お
も
に
ミ
パ
イ
ル
・
.
パ
フ
チ
ソ
の
(
対

話
)
観
に
拠
り
な
が
ら
、
文
学
の
授
業
に
お
い
て
(
対

話
)
を
生
成
さ
せ
る
テ
ク
ス
ト
の
対
話
構
造
の
内
実

と
機
能
を
探
っ
た
。
具
体
的
に
は
、
宮
窪
賢
治
の

「
オ
ツ
ベ
ル
と
象
」
の
語
り
の
構
造
を
(
暗
黙
の
聞

き
手
)
と
い
う
概
念
を
設
け
つ
つ
分
析
し
た
。
そ
の

分
析
を
通
し
て
、
(
実
際
の
読
者
)
　
が
　
(
暗
黙
の
聞
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On the Dialogical Structure in Otsuberu and Zoh
-A Fundamental Study of the Dialogical Teaching of Literature -

Yamamoto Takaharu

An attempt is made to analyze the content and the function of the dialogical

structure of the text which helps to create "dialogues" in the class of literature

teaching, on the basis of Mikhiel Bakhutin's view of "dialogues." To exemplify

the idea, the dialogical structure of Miyazawa Kenji's Otsuberu and Zoh is ana-
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lyzed in relation to the concept of "the implied listener." This analysis will

prove that "the actual reader" becomes able to grasp the text as a profound

structure by sometimes getting close to, and sometimes getting separated from,

"the implied listener."




