
は
じ
め
に
　
―
―
読
み
と
い
う
も
の
―
―

　
稿
者
が
小
学
生
の
と
き
、
現
在
の
特
別
活
動
に
あ
た
る
道
徳
と
呼
ば
れ
る
授

業
の
な
か
で
、
次
の
よ
う
な
話
を
読
ん
だ
記
憶
が

昔
は
南
京
米
っ
て
い
う
赤
い
米
を
食
べ
た
だ
。
そ
う
す
る
と
、
金
持
の

家
で
、
い
っ
ぱ
い
ね
、
小
豆
を
こ
し
ら
え
て
干
し
て
い
た
だ
。
そ
の
家
で

小
豆
を
盗
ま
れ
た
。
貧
乏
人
が
盗
ん
だ
な
と
こ
う
思
っ
て
、
疑
ぐ
る
わ
け

だ
。
そ
う
す
る
と
貧
乏
人
は
、

「
俺
や
貧
乏
し
て
も
、
人
の
物
に
は
手
は
触
れ
な
い
」
っ
て
。
金
持
が
五

お

つ
の
子
ど
も
に
、

「
お
前
は
赤
い
ご
飯
食
べ
る
か
」
っ
て
言
っ
た
ら
、

「
赤
ご
飯
食
べ
る
」
っ
て
言
っ
た
か
ら
、
て
っ
き
り
（
き
っ
と
）
小
豆
の

ご
飯
食
べ
る
と
思
っ
て
い
た
。
貧
乏
人
は
、「
五
つ
の
罪
は
よ
も
あ
ら
じ
。

そ
れ
じ
ゃ
こ
の
子
の
腹
を
た
ち
割
っ
て
す
っ
き
り
し
ま
し
ょ
う
」
っ
て

切
っ
た
ら
、
小
豆
は
何
も
な
く
て
、
南
京
米
が
出
て
来
た
っ
て
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
ル
ビ
原
文
）

あ
る
。

　
１

　
一
般
に
「
赤
米
の
悲
劇
」
と
い
わ
れ
る
昔
話
で
、「
小
豆
を
盗
ん
だ
と
ぬ
れ
ぎ

あ
か
 ご
め

ぬ
を
着
せ
ら
れ
た
貧
乏
人
が
、
身
の
潔
白
を
は
ら
す
た
め
に
わ
が
子
の
腹
を
裂

い
て
見
せ
た
と
い
う
残
酷
な
悲
劇

で
あ
る
。
花
部
英
雄
氏
の
調
査
に
よ

れ
ば
、
子
ど
も
の
お
腹
か
ら
出
て
く
る
も
の
は
、
赤
米
以
外
に
も
海
老
や
黍
な

ど
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が

稿
者
が
読
ん
だ
も
の
が
赤
米
だ
っ
た
か
海
老

だ
っ
た
か
、
は
っ
き
り
覚
え
て
い

ま
た
、
当
時
稿
者
が
読
ん
だ
の
は
前

掲
の
伊
豆
市
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
だ
が
、
こ
の
昔
話
か
ら
受
け
た

衝
撃
は
大
き
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、「
な
ぜ
子
ど
も
の
親
は
、
わ
が
子
の

腹
を
裂
か
ず
に
自
分
の
腹
を
裂
か
な
か
っ
た
の
か
」
と
強
く
疑
問
を
持
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
稿
者
は
、
こ
の
話
題
か
ら
、
道
徳
あ
る
い
は
特
別
活
動
と
国
語
教

育
と
の
相
違
を
述
べ
る
つ
も
り
は
な
い
。
ま
た
、
例
え
ば
石
原
千
秋
氏
が
『
国

語
教
科
書
の
思
想
』
で
説
く
よ
う
な
〈
道
徳
教
育
化
さ
れ
た
国
語

と
い

う
こ
と
を
言
い
た
い
の
で
も
な
い
。
要
は
、
稿
者
が
「
赤
米
の
悲
劇
」
か
ら
読

み
と
っ
た
「
な
ぜ
子
ど
も
の
親
は
、
自
分
の
腹
を
裂
か
な
か
っ
た
の
か
」
と
い

う
読
み
を
、
ど
う
捉
え
て
い
け
ば
い
い
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
当
時
の
稿
者
の
読
み
が
ど
う
扱
わ
れ
た
の
か
、
ま
た
稿
者
が
自
身
の
読
み
を

授
業
で
明
ら
か
に
し
た
の
か
は
記
憶
し
て
い
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
読
み
は
、

の
話
」

　
２

あ
り
、

　
３

な
い
。

　
４

教
育
〉

　
５

　

読
み
の
授
業
の
た
め
に

―
―
語
り
と
文
学
教
育
・
再
論
―
―

山
　
下
　
航
　
正
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藤
島
秀
隆
氏
の
「
子
ど
も
は
貧
し
さ
の
犠
牲
で
あ
っ
た
」
と
い
う

通
じ

る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
花
部
氏
が
言
う
「
し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
、
な
ぜ
わ

が
子
を
殺
し
て
ま
で
と
い
う
自
虐
的
な
形
を
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の

か
。
現
実
は
想
像
以
上
に
深
刻
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
。」

と
い
う

り
も
、
も
っ
と
切
実
に
受
け
止
め
た
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
ま

た
、
赤
米
全
般
に
つ
い
て
研
究
す
る
小
川
正
巳
氏
は
「
そ
こ
で
は
富
豪
の
小

豆
・
赤
飯
と
貧
者
の
赤
米
飯
が
対
比
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ

う
。
ま
た
、
親
は
貧
し
く
て
も
見
栄
を
張
っ
て
子
供
に
赤
米
飯
を
赤
飯
と
い
う

よ
う
な
嘘
を
つ
く
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
教
訓
的
な
内
容
を
含
ん
だ
昔
話
と
も

考
え
ら
れ
る
。」
と
指
摘

、
こ
の
よ
う
な
発
想
は
現
在
で
あ
れ
ば
理
解
で

き
る
が
、
当
時
の
稿
者
に
は
不
可
能
だ
っ
た
だ
ろ
う
。

　
こ
の
例
に
限
ら
ず
、
一
つ
の
作
品
か
ら
は
さ
ま
ざ
ま
な
読
み
が
生
ま
れ
る
。

そ
れ
ら
が
教
室
で
出
さ
れ
た
時
に
、
教
師
は
そ
れ
ら
の
読
み
を
拾
い
上
げ
る
こ

と
が
で
き
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
自
身
の
教
材
研
究
や
読
み
の
範
囲
か
ら
外
れ

て
い
る
学
習
者
の
読
み
を
、
安
易
に
切
り
捨
て
た
り
し
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。

自
身
の
反
省
を
含
め
て
、
軽
視
で
き
な
い
問
題
で
あ
る
。

　
読
み
と
は
何
か
。
あ
る
い
は
、
読
み
と
は
ど
の
よ
う
に
し
て
生
じ
る
の
か
。

ま
た
、
文
学
の
授
業
に
お
い
て
読
み
を
ど
う
活
か
し
て
い
け
ば
い
い
の
か
。
本

稿
は
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。

一
　
文
学
の
読
み
を
め
ぐ
っ
て

　
文
学
教
育
や
読
み
に
関
し
て
特
に
取
り
組
ん
で
い
る
学
会
の
一
つ
に
日
本
文

学
協
会
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
こ
３
年
間
の
テ
ー
マ
を
見
る
と
、「
文

見
解
に

　
６

見
解
よ

　
７

す
る
が

　
８

学
教
育
の
転
回
と
希
望
」（
平
成
十
九
年
度
）、「〈
言
葉
の
力
〉
を
め
ぐ
っ
て
　

―
文
学
教
育
の
転
回
と
希
望
―
」（
平
成
二
十
年
度
）、「
文
学
教
育
の
転
回
と
希

望
　
―〈
文
脈
〉
を
掘
り
起
こ
し
て
―
」（
平
成
二
十
一
年
度
）
と
い
う
よ
う
に
、

「
転
回
」、〈
文
脈
〉
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
が
共
通
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
そ

し
て
こ
れ
ら
に
関
し
て
、
齋
籐
知
也
氏
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て

国
語
教
育
の
分
野
に
即
し
て
考
え
れ
ば
、
こ
の
こ
と
（「
よ
り
〈
価
値
〉

の
あ
る
〈
文
脈
〉
を
発
見
・
創
造
す
る
」
こ
と
―
―
引
用
者
注
）
は
具
体

的
な
作
品
の
〈
読
み
〉
や
授
業
の
学
習
者
の
取
り
組
み
を
基
に
し
て
、
一

つ
ひ
と
つ
個
別
に
考
え
る
べ
き
事
柄
で
あ
る
と
思
う
。
し
か
し
な
が
ら
、

広
義
の
意
味
で
の
言
語
論
的
転
回
以
降
、「
言
語
は
認
識
そ
の
も
の
で
あ

る
」
と
い
う
一
元
論
に
立
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
ま
ず
前
提
と

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
だ
が
、
国
語
教
育
界
で
は
未
だ
に
そ
の

「
言
語
論
的
転
回
」
が
十
分
に
踏
ま
え
ら
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
た
め
問
題
を

よ
り
深
刻
に
し
て
い
る
。
本
大
会
の
テ
ー
マ
が
三
年
続
け
て
文
学
教
育
の

「
転
回
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
の
一
つ

機

機

は
、
お
そ

ら
く
そ
こ
に
あ
る
。〈
文
脈
〉
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
捉
え
る
か
と
い

う
こ
と
と
、
対
象
が
「
実
体
」
な
の
か
「
非
実
体
」
な
の
か
と
い
う
問
い

を
生
み
出
す
「
言
語
論
的
転
回
」
の
問
題
は
、
密
接
に
繋
が
ら
ざ
る
を
得

な
い
。
し
か
し
そ
の
受
け
止
め
方
が
、
希
薄
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
傍
点
原
文
。
傍
線
は
引
用
者
、
以
下
同
）

　
従
来
の
文
学
教
育
に
対
す
る
反
省
と
克
服
の
た
め
に
、「
言
語
論
的
転
回
」
を

受
け
て
〈
文
脈
〉
の
捉
え
直
し
が
急
務
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ

の
具
体
的
な
中
身
は
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
ま
ず
、
文
学
作
品
（
教
材
）
に
読
み
べ
き
内
容
（
意
味
、
価
値
）
が
存
す
る

い
る
。

　
９

―　　―２３



（
文
学
作
品
（
教
材
）
の
意
味
（
価
値
）
と
、
読
者
（
学
習
者
）
が
そ
こ
か
ら
読

み
取
っ
た
内
容
は
そ
れ
ぞ
れ
別
に
存
在
す
る
）、
と
い
う
二
元
論
の
立
場
が
あ
る
。

従
来
の
作
品
論
で
あ
り
、「
文
学
で
教
え
る
」
の
か
「
文
学
を
教
え
る
」
の
か
と

い
う
議
論
も
こ
れ
に
含
ま
れ
る
が
、
こ
の
立
場
で
は
「
正
解
到
達
主
義
」「
エ
セ

価
値
絶
対
主
義
」
に
陥
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
反
動
と
し
て
、
文
学
作
品
（
教
材
）

は
読
者
（
学
習
者
）
に
読
ま
れ
る
こ
と
で
そ
の
意
味
（
価
値
）
を
持
つ
、
と
い

う
一
元
論
の
立
場
も
出
て
く
る
。
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
の
い
う
「
還
元
不
可
能
な

複
数
性
」
に
影
響
を
受
け
た
も
の
で
、
文
学
研
究
で
は
テ
ク
ス
ト
論
、
カ
ル

チ
ュ
ラ
ル
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
（
文
化
研
究
）
に
当
た
る
の
だ
が
、
こ
の
場
合
は

「
正
解
到
達
主
義
」
批
判
と
し
て
の
「
エ
セ
価
値
相
対
主
義
」、「
ナ
ン
デ
モ
ア

リ
」
に
な
っ
て
し
ま
う
。

　
括
弧
で
付
し
た
よ
う
に
、
二
元
論
、
一
元
論
の
い
ず
れ
も
、
文
学
作
品
と
い

う
語
句
は
教
材
に
、
ま
た
読
者
は
学
習
者
に
、
そ
れ
ぞ
れ
置
き
換
え
が
可
能
で

あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
こ
の
二
元
論
と
一
元
論
の
克
服
は
、
文
学
研
究
と
文
学
教

育
研
究
の
双
方
に
お
け
る
共
通
課
題
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
の
だ
が
、
そ
の
解

決
は
未
だ
な
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
の
問
題
に
対
し
て
、
文
学
作
品
と
読
者
と
の
間
に
〈
原
文
〉
と
い
う
も
の

を
想
定
し
て
克
服
を
図
る
の
が
田
中
実
氏
で

そ
こ
で
改
め
て
読
み
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
見
ま
し
ょ
う
。
こ
こ
に
は
字
義

主
義
か
コ
ン
テ
ク
ス
ト
主
義
か
と
い
う
論
争
が
あ
り
、
私
は
後
者
に
立
っ

て
き
ま
し
た
。
そ
れ
は
〈
原
文
〉
の
働
き
に
気
付
い
た
か
ら
で
、
例
え
ば
、

げ
ん
 ぶ
ん

漱
石
の
『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
が
眼
の
前
に
あ
る
と
し
、
こ
れ
は
読
み
手
に

と
っ
て
、「
還
元
不
可
能
な

機

機

機

機

機

機

複
数
性
」
と
し
て
現
れ
ま
す
か
ら
、
客
体
の
言

語
の
実
体
は
存
在
し
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
も
と
も
と
『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
と

あ
る
。

　
　１０

い
う
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
言
語
作
品
が
な
け
れ
ば
「
還
元
不
可
能
な

機

機

機

機

機

機

複
数
性
」

と
い
う
一
回
性
の
現
象
も
起
こ
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
「
読
む
こ
と
の
背
理
」

を
解
く
第
二
の
鍵
は
、
読
み
手
に
現
象
し
て
い
る
文
脈
（
こ
れ
を
わ
た
く

し
は
〈
 本
  文
〉
と
読
ん
で
い
ま
す
）
と
時
間
差
を
持
っ
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
な

ほ
ん
 も
ん

原
文
章
（
こ
れ
を
わ
た
く
し
は
〈
 原
  文
 〉
と
い
う
第
三
項
と
呼
ん
で
い
ま

げ
ん
 ぶ
ん

す
）
と
が
二
重
構
造
に
な
っ
て
読
み
手
に
現
象
す
る
行
為
を
認
識
す
る
こ

と
で
す
。「
読
む
こ
と
」
は
、
読
み
手
に
よ
る
〈
本
文
〉
と
〈
原
文
〉、
す

な
わ
ち
、
読
み
手
と
対
象
の
文
章
と
対
象
の
文
章
そ
の
も
の
、
こ
の
三
極

に
よ
っ
て
生
成
し
て
い
た
の
で
す
。（
中
略
）
言
語
が
あ
っ
て
人
間
が
あ
る

の
で
あ
り
、
人
間
が
あ
っ
て
言
語
が
あ
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
言
語
に

よ
っ
て
で
な
け
れ
ば
、
人
間
は
自
ら
に
も
客
体
の
対
象
の
世
界
と
も
向
き

合
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
人
間
の
生
命
の
場
は
い
わ
ば
言
語
内
世
界
の

空
中
楼
閣
に
あ
り
、「
読
み
」
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
も
こ
の
中
に
し
か
な
い
の
で

す
。
な
ら
ば
、「
読
む
こ
と
の
背
理
」
を
解
く
こ
の
第
二
の
鍵
は
、
読
み
手

自
身
の
フ
ィ
ル
タ
ー
を
〈
原
文
〉
の
影
と
の
相
克
、
・
葛
藤
に
よ
っ
て
瓦

解
し
て
い
く
〈
自
己
倒
壊
〉
を
実
践
さ
せ
、
生
の
檻
の
中
で
の
〈
自
己
教

育
〉
を
促
す
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
ゴ
シ
ッ
ク
と
ル
ビ
、
及
び
傍
点
原
文
）

　
田
中
氏
は
、「
本
文
」
と
は
文
脈
の
こ
と
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
先
に

見
た
齋
籐
氏
は
、「「
も
の
の
見
方
や
考
え
方
」（
新
「
学
習
指
導
要
領
」
の
「
指

導
事
項
」
中
の
「
読
む
こ
と
」
に
あ
る
文
言
―
―
引
用
者
注
）
と
い
う
の
は
、

世
界
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
大
き
な
意
味

で
の
〈
文
脈
〉
問
題
と
言
っ
て
も
良
い
だ
ろ
う
。」
と
述
べ
て

こ
の
「
も

の
の
見
方
や
考
え
方
」
と
い
う
の
は
、
物
事
の
認
識
の
仕
方
・
捉
え
方
の
こ
と

い
る
。

　
　１１
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で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
文
学
作
品
、
教
材
の
読
み
で
考
え
れ
ば
、
文
学
作
品

（
教
材
）
か
ら
読
者
（
学
習
者
）
が
内
容
を
読
み
取
る
際
の
、
そ
の
読
み
取
り
方

で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。「
走
れ
メ
ロ
ス
」
を
例
に
す
れ
ば
、

「
走
れ
メ
ロ
ス
」
か
ら
、
読
者
Ａ
は
供
友
情
の
大
切
さ
僑
を
、
読
者
Ｂ
は
供
人
間

の
弱
さ
僑、
そ
し
て
読
者
Ｃ
は
供
人
間
の
強
さ
僑
を
読
ん
だ
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
の

読
み
方
が
〈
文
脈
〉
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ハ
イ
パ
ー
テ
ク
ス
ト
理
論

に
お
け
る
「
リ
ン
ク
」、
マ
イ
ン
ド
マ
ッ
プ
法
に
お
け
る
言
葉
と
言
葉
や
イ
メ
ー

ジ
と
イ
メ
ー
ジ
を
つ
な
ぐ
線
、
と
い
う
言
い
換
え
も
で
き
よ
う
。

　
そ
し
て
、
こ
の
文
脈
と
い
う
も
の
を
読
者
、
学
習
者
に
考
え
さ
せ
る
契
機
に

な
る
の
が
、「
語
り
」
あ
る
い
は
「
語
り
手
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
再
び
、
田

中
実
氏
の
論
を
引
く
。

私
は
、
日
本
の
近
代
小
説
の
登
場
人
物
の
裏
に
は
全
て
〈
語
り
手
〉
が

生
き
て
い
て
、
他
者
の
引
用
で
は
な
く
〈
語
り
手
〉
の
自
意
識
に
取
り
込

ま
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。
私
見
で
は
、
小
説
は
「
物
語
＋
〈
語
り
手
〉

の
自
己
表
出
」
で
あ
り
、
会
話
に
も
〈
語
り
手
〉
が
自
己
表
出
し
て
い
る
。

「
物
語
」
と
は
一
つ
世
界
で
あ
り
、
会
話
の
文
に
も
〈
語
り
手
〉
は
隠
れ
、

「
物
語
」
を
進
行
さ
せ
て
い
る
。
天
才
腹
話
術
師
い
っ
こ
く
堂
の
比
喩
を

使
っ
て
き
た
の
は
、
彼
が
複
数
の
人
形
を
使
い
分
け
る
よ
う
に
、「
物
語
」

の
人
物
の
背
後
に
は
〈
語
り
手
〉
が
い
て
、
こ
の
〈
語
り
手
〉
が
Ａ
を
等

身
大
に
語
る
と
、
Ｂ
は
語
れ
な
く
な
る
こ
と
、
こ
こ
に
近
代
小
説
の
秘
密
、

日
本
の
文
化
土
壌
と
《
他
者
》
の
問
題
、
す
な
わ
ち
〈
わ
た
し
の
な
か
の

他
者
〉
と
了
解
不
能
の
《
他
者
》
が
あ
る
と
考
え
て
き
た
か
ら
で

知
覚
に
よ
る
実
感
主
義
の
底
を
踏
み
破
っ
て
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
を
抱
え
込

あ
る
。

　
　１２

ん
で
い
る
の
が
あ
る
べ
き
近
代
小
説
で
あ
り
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
は
決
し
て

モ
ダ
ン
の
対
立
語
で
は
な
い
と
わ
た
く
し
は
考
え
て
い
ま
す
。
第
三
の
鍵

は
物
語
文
学
の
伝
統
の
外
部
に
あ
る
こ
の
〈
語
り
手
の
自
己
表
出
〉
を
読

み
込
む
こ
と
で
す
。
こ
れ
が
物
語
に
い
か
に
介
入
す
る
か
、
第
一
の
鍵

（
文
化
記
号
論
）
を
含
む
こ
れ
ら
三
つ
の
鍵
が
わ
た
く
し
の
小
説
の
「
読
み

方
・
読
ま
れ
方
」
の
秘
密
、
い
や
基
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
ゴ
シ
ッ
ク
原
文
）

　
田
中
氏
は
、
小
説
は
「
物
語
＋
語
り
手
の
自
己
表
出
」
で
あ
る
と
定
義
し
、

「
語
り
手
の
自
己
表
出
」
を
捉
え
る
こ
と
が
小
説
の
読
み
に
お
い
て
肝
要
で
あ
る

と
述
べ
る
。
そ
れ
は
、〈
語
り
手
〉
が
、
読
者
が
「
物
語
」
と
出
会
う
と
き
の
媒

介
者
で
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
供
媒
介
僑
の
内
実
が
「
語
り
手
の
自
己
表
出
」、

す
な
わ
ち
〈
文
脈
〉
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、「
語
り
手
の
自
己
表
出
」

と
言
っ
て
も
、「
語
り
手
が
物
語
を
こ
う
い
う
ふ
う
な
意
図
で
語
っ
て
い
る
」
と

判
断
す
る
の
は
読
者
で
あ
り
、「
語
り
手
の
自
己
表
出
」
と
は
読
者
に
よ
っ
て
そ

う
読
ま
れ
た

機

機

機

機

も
の
で
あ
る
か
ら
、〈
語
り
手
〉
は
〈
実
体
〉
で
は
な
く
〈
実
体

性
〉
と
し
て
、「
機
能
と
し
て
の
語
り
手
」
と
し
て
扱
う
必
要
が
あ
る
。

　
語
り
あ
る
い
は
語
り
手
が
授
業
に
必
要
な
の
は
、
語
り
あ
る
い
は
語
り
手
と

い
う
も
の
が
、
学
習
者
が
自
身
の
読
み
を
持
ち
、
そ
れ
を
振
り
返
る
こ
と
で
既

得
の
認
識
や
価
値
観
が
揺
さ
ぶ
ら
れ
る
と
い
う
読
み
の
過
程
、
田
中
氏
の
言
う

〈
自
己

に
至
る
過
程
に
お
い
て
、
自
身
の
読
み
の
根
拠
、
す
な
わ
ち
〈
文

脈
〉
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
機
能
を
持
っ
て
い
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。

で
す
。

　
　１３
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二
　
江
國
香
織
「
デ
ュ
ー
ク
」
の
授
業

　
こ
れ
ら
を
念
頭
に
置
き
、
学
習
者
に
自
身
の
読
み
の
根
拠
に
気
づ
か
せ
る
授

業
を
模
索
し
、
江
國
香
織
「
デ
ュ
ー
ク
」
を
対
象
と
し
た
実
践
を
試
み
た
。

　
実
践
に
先
立
っ
て
、
稿
者
は
ま
ず
自
身
の
読
み
の
確
立
を
図
っ
た
。

　「
私
」
の
飼
い
犬
で
あ
っ
た
デ
ュ
ー
ク
は
、「
プ
ー
リ
ー
種
と
い
う
牧
羊
犬
」

で
、「
卵
料
理
と
、
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
と
、
梨
が
大
好
物
」
な
、「
初
夏
が
よ
く

似
合
」
う
犬
で
あ
っ
た
。
ま
た
、「
す
ね
た
横
顔
は
ジ
ェ
ー
ム
ス
・
デ
ィ
ー
ン
に

似
て
」
お
り
、「
と
て
も
、
キ
ス
が
う
ま
」
く
、
そ
し
て
「
落
語
が
好
き
」
で

あ
っ
た
。

　
対
し
て
、
デ
ュ
ー
ク
の
死
後
「
私
」
が
出
会
っ
た
少
年
は
、「
喫
茶
店
に
入
る

と
、
少
年
は
メ
ニ
ュ
ー
を
ち
ら
っ
と
見
て
、
／
「
朝
ご
は
ん
、
ま
だ
な
ん
だ
。

オ
ム
レ
ツ
も
頼
ん
で
い
い
。」
／
と
聞
い
た
。
私
が
、
ど
う
ぞ
、
と
答
え
る
と
、

う
れ
し
そ
う
に
に
こ
っ
と
笑
っ
た
。」、「
プ
ー
ル
を
出
る
と
、
私
た
ち
は
ア
イ
ス

ク
リ
ー
ム
を
買
っ
て
、
食
べ
な
が
ら
歩
い
た
。」、「「
こ
れ
、
好
き
だ
な
ぁ
。」
／

少
年
が
そ
う
言
っ
た
の
は
、
く
す
ん
だ
緑
色
の
、
象
と
木
ば
か
り
を
モ
チ
ー
フ

に
し
た
細
密
画
だ
っ
た
。
／
「
古
代
イ
ン
ド
は
い
つ
も
初
夏
だ
っ
た
よ
う
な
気

が
す
る
。」」、「
美
術
館
を
出
て
、
私
た
ち
は
落
語
を
聴
き
に
行
っ
た
。
た
ま
た

ま
演
芸
場
の
前
を
通
っ
て
、
少
年
が
落
語
を
好
き
だ
と
言
っ
た
か
ら
な
の
だ
が
、

い
ざ
中
に
入
る
と
、
私
は
だ
ん
だ
ん
憂
鬱
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。」、「
寂
し
そ
う

に
笑
っ
た
顔
が
、
ジ
ェ
ー
ム
ス
・
デ
ィ
ー
ン
に
よ
く
似
て
い
た
。」、
と
語
ら
れ

て
い
る
。

　
少
年
に
は
、
デ
ュ
ー
ク
と
の
類
似
点
が
多
々
存
す
る
。
こ
こ
に
、「
懐
か
し
い
、

深
い
目
が
私
を
見
つ
め
た
。」、「
彼
の
キ
ス
が
あ
ま
り
に
も
デ
ュ
ー
ク
の
キ
ス
に

似
て
い
た
」
と
い
う
箇
所
が
あ
わ
さ
れ
、
少
年
は
死
後
の
世
界
に
旅
立
つ
前
に

「
私
」
に
会
い
に
来
た
デ
ュ
ー
ク
だ
と
い
う
読
み
が
生
じ
る
こ
と
と

作
品

中
に
プ
ー
ル
の
場
面
が
あ
る
こ
と
に
疑
問
が
生
じ
る
が
、「
私
」
に
よ
る
犬
種
の

ら
、
牧
羊
犬
・
レ
ト
リ
バ
ー
と
し
て
の
資
質
に
富
む
と
い
う
プ
ー
リ
ー

種
の
特
徴
と
結
び
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、「
彼
は
、
魚
の
よ
う
に

上
手
に
泳
い
だ
。」
と
い
う
泳
ぎ
の
上
手
さ
に
つ
い
て
だ
け
で
は
な
く
、「
ま
る

で
、
だ
れ
か
が
私
の
頭
を
糸
で
引
っ
張
っ
て
で
も
い
る
よ
う
に
、
私
は
ど
ん
ど

ん
泳
い
で
い
た
。（
中
略
）
三
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
先
に
少
年
が
立
っ
て
い
て
、
私
の

顔
を
見
て
に
っ
こ
り
笑
っ
た
。」
と
い
う
箇
所
に
つ
い
て
、「
私
」
が
少
年
の
働機

き
か
け

機

機

機

で
泳
げ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
こ
の
小
説
は
一
人
称
回
想
で
あ
り
、「
少
年
」
と
過
ご
し
た
一
日
か
ら

の
幾
ら
か
の
時
間
の
経
過
が
想
定
で
き
る
。
時
間
の
経
過
に
よ
り
、
人
は
自
身

に
生
じ
た
出
来
事
を
内
面
化
し
意
味
づ
け
、
言
語
化
（
物
語
化
）
す
る
。「
二
十

一
に
も
な
っ
た
女
」
で
あ
る
「
私
」
が
、「
十
九
歳
く
ら
い
だ
ろ
う
か
」
と
二
歳

程
度
の
年
下
の
男
性
を
「
少
年
」
と
呼
ぶ
の
は
、
語
る
現
在
の
「
私
」
の
認
識

の
現
れ
な
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、「
私
」
が
落
語
に
つ
い
て
後
半
で
語
る

の
は
、
デ
ュ
ー
ク
の
説
明
と
し
て
前
半
に
お
い
て
で
も
よ
か
っ
た
と
言
え
な
く

も
な
い
が
、
語
る
現
在
の
「
私
」
が
当
時
の
自
分
の
認
識
を
時
間
軸
に
沿
っ
て

再
現
し
て
い
る
た
め
と
考
え
れ
ば
一
応
の
つ
じ
つ
ま
は
合
う
。
一
人
称
回
想
と

い
う
こ
と
と
あ
わ
せ
て
鑑
み
た
場
合
、「
私
」
が
当
時
を
あ
る
程
度

機

機

機

機

客
観
的
に
見

て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
実
際
、
こ
の
作
品
に
は
、
読
者
に
対
し
て

自
身
へ
の
共
感
を
要
求
す
る
言
葉
は
う
か
が
え
な
い
。

　
以
上
か
ら
稿
者
は
、
こ
の
作
品
を
、「
デ
ュ
ー
ク
の
死
を
受
け
入
れ
成
長
し
た

な
る
。

　
　１５
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現
在

機

機

の
「
私
」
に
よ
る
回
想
記
」
と
意
味
づ
け
、
授
業
に
お
い
て
そ
れ
以
上
の

読
み
と
り
を
要
求
し
な
い
よ
う
意
識
し
た
。
た
だ
し
、
学
習
者
が
提
出
す
る
読

み
に
そ
れ
以
上
の
も
の
が
あ
っ
て
も
構
わ
な
い
と
い
う
ス
タ
ン
ス
で
臨
ん
だ
。

　
な
お
、
稿
者
は
、
作
品
分
析
の
際
に
意
図
的
に
作
者
と
い
う
概
念
を
除
い
た
。

そ
れ
は
、「
は
じ
め
て
読
ん
だ
江
國
さ
ん
の
作
品
は
「
デ
ュ
ー
ク
」
だ
っ
た
。

（
中
略
）「
文
学
の
至
極
は
怪
談
に
あ
り
」
と
い
っ
た
の
は
三
島
由
紀
夫
だ
が
、

「
デ
ュ
ー
ク
」
は
一
種
の
怪
談
で
あ
る
。」
と
述
べ
る
川
本
三
郎
の
よ

こ

の
作
品
を
怪
談
＝
不
思
議
な
話
と
す
る
こ
と
で
読
み
の
可
能
性
を
狭
め
た
く
な

か
っ
た
こ
と
と
、「「
少
年
」
は
実
は
死
ん
だ
デ
ュ
ー
ク
の
化
身
か
も
知
れ
な
い

と
い
う
作
者
の
仕
掛
け
た

や
「
実
際
に
い
た
「
デ
ュ
ー
ク
」」「
作
者
と

読
書
、
そ
し
て
「

と
い
う
よ
う
に
、
作
者
に
回
収
し
た
読
み
だ
け
を
認

め
る
よ
う
な
扱
い
を
し
た
く
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
齋
藤
知
也
氏
は
、
語
り
を
活
か
し
た
文
学
教
育
の
た
め
に
、

「「
こ
れ
か
ら
の
実
践
論
」
に
向
け
て
」
五
つ
の
提
言
を
し
て

そ
の
要
点

の
み
を
引
く
。

　（
一
）　
授
業
を
構
想
す
る
際
に
は
、
了
解
不
能
の
《
他
者
》
の
問
題
を
教
材

の
〈
読
み
〉
を
通
し
て
浮
上
さ
せ
る
こ
と
を
意
識
し
、
そ
の
た
め
に

「
機
能
と
し
て
の
〈
語
り
手
〉
か
ら
登
場
人
物
や
出
来
事
を
ど
の
よ
う
に

語
っ
て
い
る
か
」
ま
た
、「
そ
の
〈
語
り
〉
に
は
〈
語
り
手
〉
の
ど
の
よ

う
な
自
己
表
出
が
感
じ
ら
れ
る
か
」
と
い
う
「
問
い
」
を
中
軸
に
、
指

導
計
画
を
つ
く
る
こ
と
。

　（
二
）　
初
発
の
疑
問
や
感
想
を
集
約
し
た
際
、
そ
れ
ら
を
当
初
の
構
想
を
結

び
つ
け
位
置
づ
け
て
み
る
こ
と
。
同
時
に
、
最
初
の
構
想
の
な
か
で
抜

け
落
ち
て
い
る
も
の
が
な
か
っ
た
か
、
問
い
直
す
こ
と
。
そ
の
上
で
、

う
に
、

　
　１７

「
罠
」」

　
　１８

落
語
」」

　
　１９

い
る
。

　
　２０

細
部
の
（
断
片
的
な
）〈
読
み
〉
を
生
か
し
つ
つ
、
細
部
と
細
部
を
結
び

つ
け
、「
物
語
」
全
体
を
通
し
て
の
「〈
語
り
手
〉
の
自
己
表
出
」
に
つ

い
て
考
え
さ
せ
る
た
め
の
「
問
い
」
或
い
は
「
学
習
課
題
」
を
整
理
し

て
示
し
、
再
読
へ
と
い
ざ
な
う
こ
と
。

　（
三
）　
授
業
が
進
ん
で
い
く
過
程
で
新
た
に
生
ま
れ
る
疑
問
や
意
見
を
全
体

で
共
有
し
、
重
要
と
思
わ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
最
初
に
提
示
し
た

「
問
い
」
や
「
学
習
課
題
」
に
加
え
た
り
そ
れ
を
修
正
し
て
提
示
す
る
こ

と
。

　（
四
）　
授
業
の
ど
こ
か
で
、
教
師
が
作
品
に
見
出
し
た
〈
価
値
〉
を
込
め
た

〈
読
み
〉
を
示
し
、
教
室
全
体
で
検
討
す
る
こ
と
。

　（
五
）　
授
業
の
最
後
に
、
例
え
ば
「
作
品
論
」
や
「
ま
と
め
の
感
想
」
な
ど
、

〈
書
く
〉
こ
と
に
よ
り
授
業
に
お
け
る
自
身
の
〈
読
み
〉
の
過
程
を
振
り

か
え
ら
せ
な
が
ら
、
初
読
時
と
授
業
終
了
時
に
現
在
自
身
が
立
っ
て
い

る
「
位
置
の
違
い
」
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
る
こ
と
。

　（
二
）
に
見
ら
れ
る
初
発
の
感
想
や
疑
問
の
集
約
、（
三
）
の
疑
問
や
意
見
の

共
有
、（
五
）
に
お
け
る
「
作
品
論
」
や
「
ま
と
め
の
感
想
」
を
書
く
時
間
の
設

定
は
、
授
業
に
意
欲
的
・
意
識
的
な
教
師
に
よ
っ
て
、
従
来
の
実
践
で
も
行
わ

れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
齋
藤
氏
の
提
起
は
、
そ
れ
ら
も
重
視
し
な
が
ら
、

（
一
）〈
語
り
手
〉
を
軸
に
し
た
「
問
い
」
の
設
定
と
、（
四
）
教
師
の
〈
読
み
〉

の
教
室
全
体
で
の
検
討
を
加
え
た
点
が
評
価
で
き
る
。
こ
れ
ら
を
念
頭
に
置
き
、

本
年
６
月
か
ら
７
月
に
か
け
て
、
３
年
生
３
ク
ラ
ス
（
　
名
・
　
名
・
　
名
）

３８

３６

４１

を
対
象
に
実
践
を
試
み
た
。

　
◎
授
業
の
ね
ら
い

①「
私
」
に
よ
る
語
り
の
検
証
か
ら
、
学
習
者
に
生
じ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
読
み

―　　―２７



の
根
拠
に
気
づ
か
せ
る
。

②
学
習
者
が
自
身
の
読
み
の
根
拠
を
見
据
え
、
自
身
の
読
み
を
深
め
る
。

第
一
次
　
導
入
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１
時
間

　
○
通
読
（
黙
読
）

　
○「
初
読
の
感
想
・
疑
問
」
の
記
入

第
二
次
　
展
開
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
７
時
間

　
○
場
面
分
け
（
紹
介
に
と
ど
め
て
）

・
一
人
称
回
想
小
説
で
あ
る
こ
と
を
確
認

　
○
軸
と
な
る
二
つ
の
疑
問
の
提
示

・
疑
問
１
　
愛
犬
デ
ュ
ー
ク
と
少
年
と
の
関
係

・
疑
問
２
　
語
る
現
在
の
語
り
手
の
心
境

　
○
愛
犬
デ
ュ
ー
ク
と
少
年
と
の
関
係

・「
私
」
に
と
っ
て
の
デ
ュ
ー
ク

・
少
年
の
人
物
像

・
デ
ュ
ー
ク
と
少
年
の
類
似
点

　
○
語
る
現
在
の
語
り
手
の
心
境

・
二
つ
の
観
点
の
提
示

「
私
」
の
少
年
の
捉
え
方
（
少
年
＝
デ
ュ
ー
ク
か
否
か
）

「
私
」
は
物
語
に
客
観
的
か
否
か

・
語
り
手
は
何
を
語
ろ
う
と
し
て
い
る
の
か
（
自
身
の
物
語
を
ど
う

受
け
取
っ
て
ほ
し
い
の
か
）

第
三
次
　
ま
と
め
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１
時
間

　
○「
授
業
後
の
感
想
」
の
記
入

　
三
　
実
践
の
反
省
と
課
題

　
以
上
の
計
画
で
展
開
し
た
授
業
で
あ
っ
た
が
、
い
く
つ
か
の
問
題
点
が
明
ら

か
に
な
っ
た
。

　
一
点
目
に
、
学
習
者
が
自
身
の
読
み
を
確
認
す
る
作
業
が
不
足
し
て
い
た
。

授
業
の
中
で
そ
の
時
間
を
タ
イ
ミ
ン
グ
よ
く
確
保
す
べ
き
で
あ
っ
た
。
二
点
目

に
、
学
習
者
同
士
の
読
み
の
交
流
も
不
足
し
て
い
た
。
教
室
全
体
や
グ
ル
ー
プ

単
位
で
、
板
書
や
プ
リ
ン
ト
配
布
、
自
由
発
言
を
通
し
て
よ
り
密
に
行
う
べ
き

で
あ
っ
た
。
三
点
目
に
、
学
習
者
に
語
り
の
概
念
の
理
解
が
不
足
し
て
い
た
よ

う
に
思
う
。
本
実
践
は
本
年
度
（
平
成
二
十
一
年
度
）
二
度
目
の
文
学
教
材
で

あ
り
、
一
度
目
の
文
学
教
材
で
あ
る
浅
田
次
郎
「
名
人
」
の
授
業
に
お
い
て
説

明
を
し
て
い
た
の
だ
が
、
そ
の
定
着
が
薄
か
っ
た
よ
う
だ
。
語
り
手
・
作
者
・

作
家
の
峻
別
を
徹
底
さ
せ
る
と
と
も
に
、
授
業
者
も
「
教
科
書
に
書
い
て
あ
る
」

と
い
っ
た
類
の
発
言
を
せ
ぬ
よ
う
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
四
点
目
に
、

作
品
の
読
み
の
集
約
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
一
つ
の
読
み
に
の
み
回

収
す
る
こ
と
は
回
避
で
き
た
が
、
授
業
に
お
い
て
予
想
さ
れ
る
読
み
の
可
能
性

を
列
挙
す
る
に
留
ま
っ
た
上
、
各
学
習
者
の
読
み
深
め
に
な
る
「
授
業
後
の
感

想
」
が
夏
期
課
題
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
一
点
目
の
課
題
と
あ
わ
せ
て
、
綿
密

な
授
業
計
画
の
必
要
性
を
実
感
し
た
。
松
本
誠
司
氏
は
、「
村
上
春
樹
「
青
が
消

え
る
」
を
も
と
に
、
ク
ラ
ス
の
全
員
に
よ
る
口
頭
発
表
や
「「
読
み
の
自
己
評

価
」
に
よ
っ
て
自
己
を
検
証
す
る
場
を
設
け
」
る
こ
と
で
、
学
習
者
の
「
読
み

の
交
流
」
を
目
指
し
た
実
践
を
行
っ
て

先
に
見
た
齋
藤
氏
の
提
言
と
も

重
な
る
部
分
が
あ
り
、
一
つ
の
指
針
が
提
示
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

い
る
。

　
　２１
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自
身
の
読
み
と
他
の
学
習
者
の
読
み
、
あ
る
い
は
自
身
の
初
読
と
再
読
以
降

の
読
み
と
を
比
較
さ
せ
る
こ
と
で
、〈
本
文
〉（〈
わ
た
し
の
な
か
の
他
者
〉）
が

把
握
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
り
自
身
と
の
葛
藤
が
起
こ
る
（〈
読
み
の
動
的
過
程
〉）。

次
に
、
複
数
の
読
み
と
そ
の
相
違
の
検
証
を
通
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
読
み
を
導

き
出
し
た
過
程
が
意
識
さ
れ
、
そ
こ
に
〈
文
脈
〉（〈
語
り
手
の
自
己
表
出
〉）
が

浮
上
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
読
み
を
導
き
出
し
た
自
己
に
目
を
向
け
さ
せ
る
こ

と
で
、
自
分
の
〈
読
み
〉
を
読
む
（
自
己
を
読
む
）
こ
と
が
で
き
、
自
身
の
読

み
の
根
源
（
了
解
不
能
の
《
他
者
》）
へ
の
眼
差
し
が
確
立
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う

な
過
程
を
通
し
て
、
目
指
す
べ
き
読
み
の
交
流
（〈
読
み
の
動
的
過
程
〉）
の
実

現
を
図
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

お
わ
り
に
　
―
―
読
み
の
授
業
の
た
め
に
―
―

　
齋
藤
知
也
氏
は
、「
広
義
の
意
味
で
の
〈
文
脈
〉
の
裁
断
と
は
、
学
習
者
に

よ
っ
て
世
界
が
断
片
化
さ
れ
意
味
の
連
な
り
を
失
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
を

意
味
し
て
い
る
と
私
に
は
思
わ
れ
る
。
よ
っ
て
、
こ
の
問
題
が
放
置
さ
れ
た
ま

ま
で
は
、
児
童
・
生
徒
が
「
学
ぶ
こ
と
の
意
味
」
を
実
感
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。〈
文
脈
〉
問
題
は
、
理
論
上
の
問
題
で
は
な
く
、
教
室
に
お
け
る
実
践
的
・

臨
床
的
な
問
題
と
し
て
き
わ
め
て
重
要
な
の
で
あ
る
。」
と
指
摘

二
元
論

と
一
元
論
を
越
え
る
た
め
に
は
、
読
み
の
交
流
を
実
現
し
、〈
読
み
の
動
的
過

程
〉
を
経
て
了
解
不
能
の
《
他
者
》
へ
向
か
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て

そ
の
た
め
に
、
教
師
の
読
み
も
一
つ
の
〈
文
脈
〉
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
立
場
に

立
つ
こ
と
で
教
師
の
権
力
性
を
抑
制
し
、
正
解
到
達
主
義
を
克
服
し
て
行
か
ね

ば
な
ら
な
い
。
馬
場
重
行
氏
も
こ
の
こ
と
に
触
れ
、「
い
か
に
深
く
小
説
の
深
淵

す
る
。

　
　２２

へ
と
降
下
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
か
。
自
己
を
徹
底
し
て
掘
り
下
げ
る
こ
と

を
通
し
て
初
め
て
出
会
う
新
た
な
自
分
。
そ
の
ま
な
ざ
し
に
他
者
を
発
見
さ
せ

て
い
く
契
機
が
孕
ま
れ
て
い
る
。
感
動
の
深
み
は
、
物
語
の
表
層
に
張
り
つ
い

た
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
小
説
の
語
り
の
機
能
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
現
出

さ
れ
る
心
の
運
動
の
過
程
に
生
じ
る
。〈
読
み
〉
と
は
、
受
身
の
も
の
と
し
て
で

は
な
く
、
積
極
的
に
本
文
と
〈
対
話
〉
す
る
こ
と
で
対
象
と
自
ら
を
拓
く
表
現

行
為
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。」
と
述
べ
て

こ
れ
は
、「
自
己
表
現
の
多

義
性
を
生
か
し
た
読
み
と
は
、
そ
の
よ
う
に
し
て
、
自
己
を
糾
し
、
作
品
を
糾

し
、
現
実
を
糾
し
て
ゆ
く
読
み
を
い
う
の
で
あ
る
。」
と
い
う
太
田
正
夫
氏
の

も
通
じ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
文
学
教
育
に
携
わ
る
も
の
は
、
学
習
者
と
文
学
と
の
考
察
以
前
に
、
自
身
と

文
学
と
の
狭
間
で
起
こ
っ
て
い
る
〈
読
み
〉
と
い
う
現
象
を
見
据
え
、
ま
た
そ

の
現
象
を
我
々
読
者
に
も
た
ら
す
文
学
と
い
う
も
の
の
本
質
を
解
き
明
か
し
て

い
く
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
安
易
な
文
学
否
定
で
も
、
無
反
省
な
文
学
肯
定

で
も
な
い
。
文
学
に
真
摯
に
向
き
合
う
姿
勢
で
あ
る
。
そ
し
て
、
あ
る
小
説
か

ら
「
語
り
手
の
〈
自
己
表
出
〉」
を
こ
う
読
ん
だ
と
い
え
る
と
い
う
そ
の
意
味
で
、

〈
語
り
〉
も
読
者
に
起
こ
っ
た
現
象
で
あ
る
。
そ
の
〈
語
り
〉
と
い
う
現
象
を
見

据
え
る
こ
と
が
、
自
己
を
見
据
え
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
自
己
を
〈
読
む
〉
こ
と

へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
。
そ
こ
に
、「
文
学
教
育
の
根
拠
」
を
求
め
た
い
と

　「
デ
ュ
ー
ク
」
の
実
践
の
最
中
、
他
の
学
年
で
宮
沢
賢
治
「
な
め
と
こ
山
の

熊
」
を
扱
っ
て
い
た
の
だ
が
、
学
習
者
の
初
発
の
感
想
に
、「
肉
や
魚
を
食
べ
る

と
き
は
ち
ゃ
ん
と
感
謝
し
て
食
べ
よ
う
と
思
う
。」
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
。
人

間
の
生
命
は
他
の
生
命
の
犠
牲
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
読
み

い
る
。

　
　２３

指
摘
に

　
　２４

思
う
。

　
　２５
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と
っ
て
の
感
想
な
の
だ
が
、
授
業
で
は
こ
の
感
想
を
取
り
上
げ
、
こ
の
よ
う
な

感
想
が
出
て
く
る
の
は
な
ぜ
か
を
学
習
者
全
体
に
意
識
さ
せ
な
が
ら
展
開
し
た
。

個
々
の
学
習
者
の
中
に
、
授
業
の
方
向
性
を
規
定
し
て
い
く
読
み
は
必
ず
含
ま

れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
読
み
を
活
か
し
た
実
践
を
目
指
し
、
以
後
も
取
り
組

ん
で
い
き
た
い
。

注１
　「
一
七
六
　
南
京
豆
」『
全
国
昔
話
資
料
集
成
　
　
伊
豆
昔
話
集
』（
鈴
木
暹

３０

編
、
昭
和
五
十
四
年
二
月
、
岩
崎
美
術
社
）

２
　
藤
島
秀
隆
「
赤
米
と
子
ど
も
」（
稲
田
浩
二
他
編
『
日
本
昔
話
事
典
』、
昭

和
五
十
二
年
十
二
月
、
弘
文
堂
）

３
　
花
部
英
雄
「
昔
話
「
赤
米
の
悲
劇
」
の
解
読
」（
平
成
十
一
年
六
月
「
國
學

院
雑
誌
」
第
百
巻
第
六
号
）

４
　
小
川
正
巳
・
猪
谷
富
雄
『
赤
米
の
博
物
誌
』（
平
成
二
十
年
一
月
、
大
学
教

育
出
版
）
に
、
稿
者
の
出
身
で
あ
る
佐
賀
県
に
つ
い
て
、
武
雄
市
北
方
町
に

あ
る
十
三
塚
の
由
来
が
二
話
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
殺
さ
れ
た
子
ど
も
の
数
と

腹
か
ら
出
て
き
た
も
の
は
、
一
つ
は
一
人
で
山
茱
萸
、
も
う
一
つ
は
七
人
で

川
海
老
で
あ
る
。

５
　
石
原
千
秋
『
国
語
教
科
書
の
思
想
』（
平
成
年
月
日
、
筑
摩
書
房
）

６
　
前
掲
注
２
参
照
。

７
　
前
掲
注
３
参
照
。

８
　
前
掲
注
４
参
照
。

９
　
齋
藤
知
也
「
教
室
で
ひ
ら
か
れ
る
〈
語
り
〉―
安
部
公
房
『
公
然
の
秘
密
』

を
読
む
―
」（
平
成
二
十
一
年
三
月
「
日
本
文
学
」）。
引
用
は
、
齋
藤
氏
の

「
日
本
文
学
協
会
第
　
回
大
会
報
告
資
料
」（
平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
二
日
）

６１

に
拠
る
。

　
　
田
中
実
「「
読
み
の
背
理
」
を
解
く
三
つ
の
鍵
―
テ
ク
ス
ト
、〈
原
文
〉
の

１０
影
・〈
自
己
倒
壊
〉
そ
し
て
《
語
り
手
の
自
己
表
出
》―
」（
平
成
二
十
年
七
月

「
国
文
学
　
解
釈
と
鑑
賞
」。
田
中
実
「「
近
代
小
説
」
が
、
始
ま
る
―〈
知
覚

の
空
白
〉、〈
影
と
形
〉、〈
宿
命
の
想
像
〉―
」〈
平
成
二
十
一
年
三
月
「
日
本

文
学
」〉
に
お
け
る
加
筆
・
修
正
を
含
む
）

　
　
前
掲
注
９
参
照
。

１１　
　
田
中
実
「
消
え
た
コ
ー
ヒ
ー
カ
ッ
プ
」（
平
成
十
三
年
十
二
月
『
社
会
文

１２
学
』
第
　
号
）

１６

　
　
前
掲
注
　
参
照
。

１３

１０

　
　
前
掲
注
　
参
照
。

１４

１０

　
　
デ
ュ
ー
ク
の
好
物
と
し
て
挙
が
っ
て
い
る
梨
は
、「
私
」
と
少
年
が
過
ご
す

１５
一
日
の
中
に
登
場
し
な
い
。
こ
れ
は
、
舞
台
が
「
大
通
り
」
に
「
ク
リ
ス
マ

ス
ソ
ン
グ
が
流
れ
」
る
年
末
に
設
定
さ
れ
て
い
る
た
め
と
思
わ
れ
る
。

　
　「
私
」
が
愛
犬
デ
ュ
ー
ク
に
つ
い
て
可
能
な
限
り
の
情
報
を
提
供
し
よ
う
と

１６
す
る
姿
勢
だ
と
い
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。
だ
が
、
こ
の
言
説
を
除
外
し
て

プ
ー
ル
の
場
面
を
読
み
解
く
こ
と
は
困
難
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
ま
た
、

細
部
に
目
を
配
っ
た
読
み
を
学
習
者
に
示
す
た
め
に
も
必
要
な
箇
所
で
あ
る

と
判
断
し
、
取
り
上
げ
た
。

　
　
川
本
三
郎
「
解
説
」（『
つ
め
た
い
よ
る
に
』
文
庫
版
、
平
成
八
年
六
月
、

１７
新
潮
社
）

　
　『
展
開
現
代
文
改
訂
版
【
指
導
資
料
】
第
三
分
冊
　
Ⅱ
部
①
』（
平
成
二
十

１８
年
二
月
、
桐
原
書
店
）

―　　―３０



　
　
平
成
　
年
度
版
『
現
代
の
国
語
３
』
指
導
書
（
三
省
堂
）

１９

１８

　
　
齋
藤
知
也
「
文
学
教
育
の
転
回
と
希
望
―
こ
と
ば
の
〈
公
共
性
〉
を
め

２０
ぐ
っ
て
―
」（
平
成
十
九
年
十
二
月
「
日
本
文
学
」）

　
　
松
本
誠
司
「
村
上
春
樹
『
青
が
消
え
る
』
に
よ
る
学
習
者
の
読
み
の
交
流
」

２１（
平
成
二
十
年
三
月
、「
国
語
教
育
研
究
」
第
四
十
九
号
）

　
　
前
掲
注
９
参
照
。

２２　
　
馬
場
重
行
「〈
読
み
〉
の
更
新
―
浜
田
康
介
「
鬼
の
涙
」
を
読
む
―
」（
松

２３
澤
和
宏
・
田
中
実
編
著
『
こ
れ
か
ら
の
文
学
研
究
と
思
想
の
地
平
』、
平
成
十

九
年
七
月
三
十
日
、
右
文
書
院
）

　
　
太
田
正
夫
『
十
人
十
色
を
生
か
す
文
学
教
育
―『
ひ
か
り
ご
け
』
の
授
業
を

２４
中
心
に
―
』（
平
成
八
年
七
月
、
三
省
堂
）

　
　
拙
稿
「
語
り
と
文
学
教
育
―
村
上
春
樹
「
青
が
消
え
る
」
の
読
み
を
も
と

２５
に
し
て
―
」（
平
成
二
十
一
年
十
一
月
、「
日
文
協
　
国
語
教
育
」
第
三
十
九

号
）
参
照
。

附
記
　「
デ
ュ
ー
ク
」
の
引
用
は
、『
つ
め
た
い
よ
る
に
』（
文
庫
版
、
平
成
八

年
六
月
、
新
潮
社
）
に
拠
っ
た
。
ま
た
、
表
題
は
、
本
稿
が
拙
稿
「
語
り

と
文
学
教
育
―
村
上
春
樹
「
青
が
消
え
る
」
の
読
み
を
も
と
に
し
て
―
」

（
前
掲
注
　
）
と
問
題
意
識
を
共
有
し
て
い
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
な
お
、

２５

本
稿
は
、
第
五
十
回
広
島
大
学
教
育
学
部
国
語
教
育
会
（
平
成
二
十
一
年

八
月
十
一
日
、
広
島
大
学
）
で
の
発
表
を
基
に
し
て
い
る
。
当
日
貴
重
な

ご
意
見
を
賜
っ
た
諸
氏
に
御
礼
申
し
上
げ
る
。（

広
島
商
船
高
等
専
門
学
校
）

―　　―３１


