
物
語
研
究
に
お
け
る

「
構
造
」

の
概
念

ー
ー
作
者
と
読
者
の
か
か
わ
り
方
|
|

は
じ
め
に

二
十
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
、
自
然
科
学
や
人
文
科
学
を
問
わ
ず
様
々

な
学
問
分
野
で
、
構
造
と
い
う
こ
と
ば
が
し
ば
し
ば
使
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
私
た
ち
は
「
原
子
構
造
」
「
階
層
構
造
」
「
意
識
構
造
」
な
ど
、

後
に
「
構
造
」
の
つ
く
合
成
語
を
よ
く
耳
に
す
る
。
考
え
て
み
る
と
、
具

体
的
事
象
か
ら
抽
象
的
観
念
に
い
た
る
ま
で
、
研
究
の
価
値
が
あ
る
と

認
め
ら
れ
る
ほ
と
ん
ど
の
対
象
に
、
構
造
と
い
う
語
を
つ
け
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
ほ
ど
構
造
と
い
う
こ
と
ば
は
、
学
問
研

究
に
お
い
て
非
常
に
有
効
で
便
利
な
概
念
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

実
際
、
物
理
学
者
に
と
っ
て
原
子
や
素
粒
子
の
構
造
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
は
、
こ
の
宇
宙
の
物
理
現
象
の
根
本
を
探
る
重
要
な
手
が
か
り

に
な
る
。
社
会
学
者
に
と
っ
て
自
分
が
研
究
す
る
社
会
の
階
層
構
造
を

調
べ
る
こ
と
、
そ
し
て
心
理
学
者
に
と
っ
て
あ
る
集
団
あ
る
い
は
個
人

の
意
識
構
造
を
分
析
す
る
こ
と
は
、
た
し
か
に
そ
れ
ぞ
れ
の
彼
ら
の
研

本卜

真

秀

究
に
大
い
に
役
立
つ
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
研
究
対
象
の
「
構
造
」
さ

え
分
か
れ
ば
、
そ
の
対
象
は
私
た
ち
に
と
っ
て
、
す
で
に
知
の
網
に
か

か
っ
て
き
た
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
る
。
今
の
と
こ
ろ
構
造
の
概
念
は
、
ま

さ
に
研
究
対
象
を
捉
え
る
一
つ
の
網
の
よ
う
な
役
割
を
は
た
し
て
い
る

と
い
え
る
。

文
学
研
究
も
例
外
で
は
な
い
。
構
造
主
義
文
学
理
論
で
は
、
文
学
も

一
つ
の
構
造
物
と
し
て
理
解
し
て
い
る
。
特
に
構
造
主
義
言
語
学
の
影

響
を
受
け
た
、
ナ
ラ
ト
ロ
ジ
ー
が
そ
の
代
表
的
な
例
で
あ
ろ
う
。
物
語

テ
ク
ス
ト
の
語
り
の
形
式
を
お
も
な
研
究
対
象
と
し
て
い
る
ナ
ラ
ト
ロ

ジ
l
は
、
文
学
行
為
を
人
聞
の
言
語
行
動
の
一
部
と
し
て
、
文
学
作
品

を
一
種
の
発
話
と
し
て
み
な
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ナ
ラ
ト
ロ
ジ
ー

は
、
言
語
学
者
が
人
間
の
言
語
行
動
と
発
話
の
構
造
を
探
る
よ
う
に
、
文

学
行
為
と
文
学
作
品
の
「
構
造
」
を
探
り
記
述
す
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
方
法
論
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
文
学
行
為
を
構
成
す
る
基
本
要
素
で

あ
る
作
者
と
読
者
と
の
か
か
わ
り
方
を
検
討
し
、
物
語
研
究
に
お
け
る
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「
構
造
」
の
概
念
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
と
す
る
。

構
造
と
構
造
主
義

構
造
と
い
う
こ
と
ば
は
、
お
も
に
英
語
喜
吉
吉
田
の
翻
訳
語
と
し
て

使
わ
れ
て
い
る
。
も
と
も
と
「
建
築
、
組
み
立
て
」
の
意
を
も
っ
ラ
テ
ン

語
の
田

5
2
5
に
由
来
す
る
と
い
灯
)
。
語
源
的
に
曲
目

2
2
5
ゃ
、
木
を

交
互
に
組
み
合
わ
せ
バ
ラ
ン
ス
よ
く
組
み
立
て
る
、
と
の
意
を
も
っ
て

い
る
「
新
)
」
は
、
い
ず
れ
も
何
ら
か
に
よ
っ
て
作
り
上
げ
ら
れ
た
建
造

物
の
イ
メ
ー
ジ
を
連
想
さ
せ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
「
構
造
」
は
一
義
的
に

「
組
み
立
て
」
を
意
味
す
る
。

ま
た
、
二
義
的
に
は
そ
の
組
み
立
て
を
取
り
巻
く
様
々
な
「
関
係
」
を

意
味
す
る
。
「
構
造
」
の
辞
書
的
意
味
と
し
て
は
「
組
み
立
て
」
以
外
に

も
、
「
物
事
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
も
の
相
互
の
機
能
的
連
関
)
」
、
「
全
体

を
形
作
る
、
諸
要
素
の
依
存
・
対
立
の
関
係
の
あ
り
方
の
総
桁
)
」
な
ど

が
あ
る
。
こ
の
「
関
係
」
の
内
容
は
、
内
的
な
関
係
と
外
的
な
関
係
の

二
つ
に
分
け
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
内
的
関
係
は
対
象
の
な
か
の

そ
れ
ぞ
れ
の
個
別
の
現
象
を
構
成
す
る
要
素
の
聞
の
関
係
、
外
的
関
係

は
対
象
と
対
象
の
外
部
で
あ
る
全
体
と
の
関
係
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
学

問
研
究
に
お
け
る
「
構
造
」
と
は
、
あ
る
自
己
完
結
的
な
個
々
の
研
究

対
象
を
構
成
し
て
い
る
仕
組
み
、
お
よ
び
諸
要
素
の
内
的
・
外
的
関
係

を
説
明
す
る
た
め
の
概
念
で
あ
る
と
い
え
る
。

「
構
造
」
の
も
う
一
つ
の
性
質
は
、
そ
れ
自
体
は
客
観
的
に
実
在
す
る

も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
構
造
は
目
に
見
え
る
も
の
で
は

な
く
、
人
聞
の
頭
の
な
か
で
構
成
さ
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
例
え
ば
、

「
屋
根
の
構
造
」
と
い
う
い
い
方
を
す
る
と
き
、
屋
根
は
目
の
前
に
実
在

す
る
と
し
て
も
、
屋
根
の
構
造
は
実
在
し
な
い
。
も
ち
ろ
ん
屋
根
の
構

造
は
屋
根
を
離
れ
て
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
屋
根
を
認
識
す
る

私
た
ち
の
感
覚
や
認
識
と
分
離
し
て
考
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
組
み

立
て
の
仕
組
み
ゃ
諸
要
素
の
関
係
な
ど
は
、
頭
の
な
か
の
も
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
屋
根
の
構
造
と
は
、
実
際
の
屋
根
を
「
抽
象
化
し
た
」
産
物
で

あ
る
。こ

れ
ら
の
特
徴
を
ま
と
め
れ
ば
「
構
造
」
は
、
「
あ
る
実
在
す
る
対
象

を
抽
象
化
し
た
組
み
立
て
や
、
諸
要
素
の
自
に
見
え
な
い
諸
関
係
」
と

定
義
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
抽
象
性
の
た
め
、
何
か
の
構
造
と
い
う
と
、

実
在
す
る
対
象
の
複
雑
な
側
面
を
省
い
て
明
確
な
図
式
だ
け
が
、
認
識

す
る
側
に
伝
わ
る
。
構
造
と
い
う
概
念
が
、
あ
る
対
象
に
つ
い
て
説
明

す
る
と
き
有
効
で
恒
利
な
理
由
は
、
そ
の
複
雑
な
現
実
を
き
わ
め
て
単

純
明
快
な
形
に
ま
と
め
て
示
し
て
く
れ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
の
分
、
説

明
さ
れ
る
側
に
と
っ
て
は
、
対
象
そ
の
も
の
が
明
確
に
な
り
分
か
り
ゃ

す
く
な
る
。
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と
こ
ろ
が
、
「
構
造
」
の
説
明
に
は
ど
う
し
て
も
、
時
間
性
が
考
慮
さ

れ
て
い
な
い
た
め
、
も
っ
ぱ
ら
共
時
的
空
間
の
な
か
の
話
に
な
り
か
ね

な
い
。
そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
対
象
を
、
図
式
化
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

「
図
式
」
と
は
文
字
通
り
、
も
の
の
関
係
を
示
す
一
枚
の
絵
の
こ
と
で
あ



る
。
と
い
う
の
は
、
対
象
の
諸
要
素
が
一
枚
の
絵
の
空
間
に
捉
え
ら
れ
、

そ
の
諸
関
係
が
同
時
的
に
見
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
図
式
化
と
は
、
不

必
要
な
部
分
を
削
除
し
て
対
象
を
で
き
る
だ
け
単
純
化
し
、
様
々
な
要

素
の
関
係
を
同
じ
平
面
に
表
す
と
こ
ろ
に
そ
の
意
義
が
あ
る
。
つ
ま
り
、

対
象
の
地
図
を
作
る
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
地

図
の
上
に
は
時
間
は
流
れ
て
い
な
い
。
た
だ
一
瞬
の
共
時
的
空
間
の
み

が
存
在
す
る
、
止
ま
っ
て
い
る
空
間
の
絵
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
地
図

に
は
対
象
の
実
態
的
な
変
化
が
表
わ
れ
て
こ
な
い
。
こ
の
意
味
で
、
地

図
は
一
種
の
坂
構
の
空
間
で
あ
る
。

ソ
シ
ュ

l
ル
言
語
学
の
影
響
を
受
け
て
、
二
十
世
紀
の
半
ば
頃
成
立

し
た
構
造
主
義
は
、
対
象
に
内
在
し
て
い
る
構
造
、
あ
る
い
は
対
象
と

外
的
条
件
と
の
か
か
わ
り
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
対

象
の
本
質
を
探
る
と
い
う
立
場
を
と
っ
て
い
る
。
『
物
語
の
デ
ィ
ス
ク
ー

ル
』
(
一
九
七
二
)
で
、
ナ
ラ
ト
ロ
ジ
ー
を
ひ
と
つ
の
体
系
的
な
学
と
し

て
成
立
さ
せ
た
、
ジ
エ
ラ
l
ル
・
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
(
一
九
三

0
1
)
は
、
初
期

の
論
文
の
な
か
で
、
構
造
主
義
的
方
法
は
、
内
在
的
構
造
の
分
析
を
通

(
5
)
 

し
て
引
き
出
さ
れ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
見
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。

彼
は
ま
た
、
文
学
と
は
「
《
文
化
》
と
い
う
よ
り
広
大
な
空
間
の
な
か
で

他
の
部
品
と
結
び
つ
い
た
ひ
と
つ
の
部
品
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
文
学
自

体
の
価
値
は
、
そ
の
総
体
の
函
数
だ
。
こ
の
二
重
の
資
格
で
、
文
学
は
、

(
5
)
 

内
的
か
つ
外
的
構
造
研
究
の
対
象
と
な
る
。
」
と
述
べ
、
文
学
に
対
す
る

構
造
主
義
的
立
場
を
明
確
に
し
た
。

方
法
論
の
歴
史
か
ら
見
る
と
、
こ
の
よ
う
な
対
象
の
構
造
つ
ま
り
共

時
的
側
面
へ
の
関
心
は
、
あ
ら
ゆ
る
物
事
を
通
時
的
に
理
解
し
よ
う
と

し
た
、
十
九
世
紀
歴
史
主
義
へ
の
反
発
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ

れ
ゆ
え
、
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
は
「
構
造
主
義
の
考
え
方
と
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
段

階
で
の
共
時
的
断
面
図
を
作
り
、
そ
の
一
覧
表
同
士
を
比
較
す
る
こ
と

(
7
)
 

に
よ
っ
て
、
文
学
の
総
括
的
な
進
化
の
跡
を
た
ど
る
と
い
う
こ
と
だ
。
」

と
し
た
。
彼
は
ま
た
、
「
文
学
史
は
、
ひ
と
つ
の
体
系
の
歴
史
と
な
る
。

重
要
な
意
味
を
も
つ
の
は
、
機
能
の
変
遷
で
あ
っ
て
要
素
の
変
遷
で
は

(B) 

な
く
、
共
時
的
関
係
の
認
識
の
ほ
う
が
、
過
程
の
認
識
に
優
先
す
る
。
」

と
う
よ
う
に
も
述
べ
た
。

要
す
る
に
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
は
、
構
造
主
義
的
文
学
研
究
の
目
的
を
「
文

学
の
総
括
的
な
進
化
」
の
跡
を
た
ど
る
こ
と
に
設
定
し
な
が
ら
も
、
そ

の
手
段
と
し
て
は
「
共
時
的
断
面
図
」
を
作
る
こ
と
か
ら
は
じ
ま
る
と

強
調
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
彼
は
、
共
時
的
断
面
図
の
蓄
積
を
、
全

体
と
し
て
の
「
文
学
」
あ
る
い
は
「
文
学
史
」
と
み
る
立
場
を
と
っ
て

い
る
。
し
か
し
、
実
際
の
文
学
テ
ク
ス
ト
や
文
学
行
為
な
ど
の
複
雑
な

文
学
現
象
を
、
時
間
の
止
ま
っ
た
共
時
的
断
面
図
と
し
て
表
す
こ
と
が

で
き
る
の
か
。
ジ
ユ
ネ
ッ
ト
の
い
う
こ
と
は
、
単
に
共
時
的
断
面
図
を

時
間
順
に
並
べ
、
規
模
を
大
き
く
し
た
だ
け
の
図
式
化
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
時
間
を
い
く
ら
細
か
く
し
た
と
し
て
も
、
現
状
を
適
切
に
反
映

し
て
い
な
い
共
時
態
の
量
的
蓄
積
だ
け
で
は
、
ほ
ん
と
う
の
意
味
の
「
文

学
の
総
括
的
な
進
化
」
を
た
ど
る
こ
と
が
は
た
し
て
で
き
る
の
だ
ろ
う

。。。。



か
、
と
い
う
疑
問
が
起
こ
る
。
そ
こ
で
H
.か
ら
は
、
こ
の
よ
う
な
構
造

主
義
的
研
究
に
関
し
て
、
物
語
ジ
ャ
ン
ル
の
場
合
に
限
っ
て
考
察
し
て

み
た
い
。
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聴
覚
記
号
と
語
り
の
構
造

物
語
ジ
ャ
ン
ル
の
基
本
単
位
は
個
々
の
作
品
で
あ
る
。
文
学
行
為
は

作
者
の
作
品
を
書
く
行
為
か
ら
は
じ
ま
り
、
読
者
の
読
む
行
為
に
よ
っ

て
一
つ
の
単
位
が
完
結
す
る
。
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
文
学
研
究
は

作
品
を
読
む
行
為
を
前
提
と
す
る
。
さ
て
、
日
本
語
の
「
読
む
」
と
い

う
動
調
に
は
、
二
つ
の
意
味
が
あ
る
。
「
音
読
」
と
「
黙
読
」
の
二
つ
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
声
を
出
す
か
出
さ
な
い
か
、
と
い
う
こ
種
の
行
為
が

一
く
く
り
に
「
読
む
」
と
さ
れ
て
い
る
。

そ
も
そ
も
「
読
む
」
と
い
う
動
詞
は
、
目
的
語
を
必
要
と
す
る
。
古

代
で
は
「
数
を
数
え
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
っ
た
が
、
今
日
に
は
「
相

手
の
心
を
読
む
」
の
よ
う
な
比
喰
の
表
現
を
除
け
ば
、
た
い
て
い
文
字

で
書
か
れ
た
も
の
を
目
的
語
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
「
読
む
」
と
は
、
お

も
に
文
字
で
書
か
れ
た
も
の
に
対
す
る
扱
い
方
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
「
読

む
」
に
「
音
読
」
と
「
黙
読
」
の
二
つ
の
意
味
が
あ
る
と
い
う
の
は
、
目

的
語
が
二
種
類
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
い
ず
れ
も
文
字
を
対
象

と
す
る
の
で
、
両
者
の
違
い
は
動
作
の
対
象
で
は
な
く
、
動
作
を
遂
行

す
る
方
法
に
あ
る
。
つ
ま
り
「
書
か
れ
て
い
る
文
字
の
音
を
口
で
声
に

出
す
動
作
(
音
読
)
」
な
の
か
、
「
文
字
な
ど
を
目
で
見
て
理
解
す
る
動

作
(
黙
読
)
」
な
の
か
、
端
的
に
言
え
ば
口
で
読
む
の
か
目
で
読
む
の
か
、

あ
る
い
は
音
を
と
る
の
か
意
味
を
と
る
の
か
の
問
題
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
実
際
、
音
読
と
黙
読
と
い
う
二
つ
の
読
み
の
方
法
は
、
そ

れ
ほ
ど
は
っ
き
り
し
た
区
分
が
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
音
読
だ
か
ら

と
い
っ
て
、
目
で
見
て
意
味
を
と
ら
な
い
わ
け
で
も
な
い
し
、
黙
読
だ

か
ら
と
い
っ
て
、
口
で
出
す
音
を
ま
っ
た
く
気
に
し
な
い
わ
け
に
は
い

か
な
い
。
む
し
ろ
私
た
ち
は
、
音
読
の
と
き
声
を
出
す
物
理
的
行
為
を

通
じ
て
、
こ
と
ば
の
意
味
の
差
異
を
確
認
す
る
。
黙
読
は
物
理
的
に
は

音
の
な
い
沈
黙
の
読
み
で
あ
る
が
、
声
を
連
想
す
る
心
理
的
作
用
が
ベ
ー

ス
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
物
語
テ
ク
ス
ト
に
対
す
る
今
日
の
一

般
的
な
読
書
法
と
思
わ
れ
る
黙
読
の
場
合
に
限
っ
て
、
も
う
少
し
詳
し

く
考
え
て
み
よ
う
。

紙
な
ど
に
印
刷
さ
れ
た
文
字
の
像
が
、
光
の
作
用
に
よ
っ
て
私
た
ち

の
網
膜
に
映
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
視
神
経
の
活
動
に
よ
っ
て
脳
に
伝
え

ら
れ
、
意
味
作
用
を
起
こ
す
。
そ
れ
は
、
情
報
を
伝
え
る
機
能
を
果
た

す
の
み
な
ら
ず
、
興
味
を
持
た
せ
た
り
感
動
を
与
え
た
り
も
す
る
。
こ

の
よ
う
な
一
連
の
複
雑
な
過
程
を
、
た
だ
一
言
で
「
読
む
(
黙
読
す
る
こ

と
い
う
。
た
だ
し
、
網
膜
に
映
さ
れ
た
文
字
の
像
が
視
神
経
に
よ
っ
て

脳
に
伝
え
ら
れ
た
瞬
間
、
私
た
ち
は
思
わ
ず
そ
の
文
字
を
自
分
の
あ
る

い
は
誰
か
他
人
の
声
に
代
え
て
し
ま
う
。
「
黙
読
」
と
は
い
う
も
の
の
、

芦
を
出
す
身
体
の
行
為
を
完
全
に
排
除
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
黙
読

の
と
き
も
声
を
連
想
し
て
し
ま
う
こ
の
習
慣
の
た
め
に
、
「
読
む
」
は
実
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は
二
つ
の
動
作
を
指
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

て
分
け
隔
で
な
く
使
わ
れ
て
い
る
。

そ
れ
で
は
、
い
っ
た
い
な
ぜ
私
た
ち
は
、
目
で
読
み
な
が
ら
も
自
分

の
口
で
読
む
あ
る
い
は
他
人
の
声
を
耳
で
聞
く
こ
と
を
連
想
す
る
の
だ

ろ
う
か
。
実
は
、
「
読
む
」
と
い
う
動
調
は
も
と
も
と
「
音
読
」
を
意
味

し
て
い
た
が
、
だ
ん
だ
ん
「
黙
読
」
の
ほ
う
へ
移
行
し
た
か
ら
で
わ
る
。

外
山
滋
比
古
(
一
九
二
三

1
)
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
「
黙
読
の
心
声
が

さ
ら
に
少
な
く
な
っ
た
読
者
が
今
日
の
表
現
の
受
容
者
」
で
あ
り
、
「
音

(
9
)
 

声
要
素
を
稀
薄
に
し
た
読
者
こ
そ
、
真
の
近
代
読
者
」
で
あ
る
。

実
際
「
黙
読
」
の
習
慣
が
一
般
化
し
た
の
は
そ
れ
ほ
ど
大
昔
で
は
な

い
ら
し
い
。
前
田
愛
(
一
九
三
二

i
八
七
)
に
よ
る
と
、
日
本
で
も
明

治
初
年
ま
で
、
「
一
人
の
読
み
手
を
囲
ん
で
数
人
の
聞
き
手
が
聴
き
入
る

共
同
的
な
読
書
形
式
」
が
「
な
お
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
温
存
さ
れ
て
い

(
叩
)

た
」
と
い
う
。
と
も
か
く
今
の
私
た
ち
は
、
速
読
法
な
と
特
殊
な
場
合

を
除
い
て
は
、
な
お
文
字
を
い
ち
い
ち
音
声
言
語
に
置
き
換
え
な
け
れ

ば
気
が
す
ま
な
い
傾
向
が
あ
る
。
こ
の
習
慣
は
、
私
た
ち
の
自
の
前
に

並
べ
ら
れ
て
い
る
文
字
が
、
音
声
言
語
を
べ

l
ス
に
し
て
で
き
た
と
い

う
観
念
に
支
配
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

ナ
ラ
ト
ロ
ジ

l
の
文
学
研
究
は
、
こ
の
よ
う
な
音
声
中
心
主
義
に
基

づ
い
て
行
わ
れ
て
い
る
。
文
字
に
よ
る
人
聞
の
文
学
行
為
に
対
し
て
も
、

音
声
に
よ
る
日
常
的
言
語
活
動
の
一
部
と
し
て
扱
っ
て
い
る
わ
け
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
文
字
よ
り
も
音
声
を
お
も
な
研
究
対
象
と
し
た
、
ソ
シ

一
つ
の
動
調
と
し

ュ
l
ル
言
語
学
の
影
響
を
受
け
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
作
者
と

読
者
が
行
う
文
学
行
為
を
、
作
者
が
作
品
を
通
じ
て
読
者
に
会
う
、
あ

る
い
は
読
者
が
作
品
を
通
じ
て
作
者
に
会
う
、
一
種
の
共
時
的
空
間
で

の
現
象
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
ナ
ラ
ト
ロ
ジ

l
の
先
駆
と
さ
れ
る
フ
ラ

ン
ス
の
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
(
一
九
一
五

i
八
O
)
は
、
一
九
六
六
年
発

表
し
た
「
物
語
の
構
造
分
析
序
説
」
と
い
う
論
文
の
な
か
で
、
次
の
よ

う
に
述
べ
た
。

物
語
の
内
部
で
は
(
贈
与
者
と
受
益
者
に
分
担
さ
れ
た
)
交
換

と
い
う
大
き
な
機
能
が
働
く
。
そ
れ
と
同
様
、
そ
れ
と
相
同
的
に
、

対
象
と
し
て
の
物
語
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
伝
達
物
で
ゐ

る
。
物
語
の
送
り
手
が
存
在
し
、
物
語
の
受
け
手
が
存
在
す
る
の

だ
。
周
知
の
よ
う
に
、
言
語
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て

は
、
わ
た
し
と
あ
な
た
は
、
絶
対
に
、
互
い
に
他
を
前
提
す
る
。
同

様
に
し
て
、
語
り
手
と
聞
き
手
(
ま
た
は
読
み
手
)
を
持
た
な
い

(
日
)

物
語
は
あ
り
え
な
い
。
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続
い
て
バ
ル
ト
は
、
文
学
理
論
の
問
題
は
、
「
語
り
手
と
読
み
手
が
物

語
そ
の
も
の
を
通
じ
て
意
味
さ
れ
る
、
そ
の
際
の
コ

l
ド
を
記
述
す
る

こ
と
で
あ
る
。
」
と
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
彼
は
物
語
内
容
の
送
り
手
と

し
て
語
り
手
を
、
受
け
手
と
し
て
聞
き
手
を
そ
れ
ぞ
れ
設
定
し
、
文
学

行
為
を
語
り
手
と
聞
き
手
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
作
用
と
み
な
し
た



の
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
物
語
と
は
作
者
の
分
身
で
あ
る
語
り
手

が
読
者
の
分
身
で
あ
る
聞
き
手
に
語
り
か
け
て
い
る
と
い
う
も
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
作
者
が
読
者
に
話
を
し
て
い
る
と
い
う
、
伝
達
構
造
を
基

本
モ
デ
ル
に
し
た
考
え
方
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
図
に
す
れ
ば
、
次

の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。

八

図

〉

雪量E
副厄

者
ーーョー

作

品

語
り
手

ー一歩

作

者

読書構造作品構造創作構造

バ
ル
ト
は
、
こ
の
語
り
の
シ
ス
テ
ム
全
体
を
「
物
語
の
構
造
」
と
し
、

「
分
析
」
の
対
象
と
し
た
。
彼
の
後
を
受
け
継
い
だ
、
ツ
ヴ
ェ
タ
ン
・
ト

ド
ロ
フ
(
一
九
三
九

1
)
や
ジ
エ
ラ
l
ル
・
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
(
一
九
三

0

1
)
な
ど
に
よ
っ
て
、
物
語
テ
ク
ス
ト
を
語
り
手
の
「
声
」
と
み
る
こ

(ロ)

の
よ
う
な
立
場
は
、
さ
ら
に
具
体
化
さ
れ
た
。
こ
の
音
声
中
心
主
義
的

な
考
え
方
は
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
(
一
九
三

0
1
)
の
批
判
し
た
西

欧
の
根
深
い
「
表
音
的
文
字
一
一
一
戸
語
の
形
而
上
学
」
に
起
因
す
る
も
の
で

あ
る
と
思
わ
れ
る
。

IJI 

物
語
は
「
構
造
」
な
の
か

物
語
の
作
者
が
、
テ
ク
ス
ト
の
な
か
の
語
り
手
の
口
と
聞
き
手
の
耳

を
通
し
て
、
読
者
に
話
を
送
る
と
い
う
考
え
方
は
、
文
学
研
究
を
作
者

と
読
者
と
の
聞
の
話
の
伝
達
構
造
を
探
る
こ
と
と
し
て
理
解
す
る
こ
と

と
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
枠
組
み
に
基
づ
い
て
物
語
を
読
み
分
析

す
る
と
い
う
こ
と
は
、
は
た
し
て
妥
当
な
の
か
。
こ
の
「
構
造
主
義
的
」

考
え
方
の
も
っ
と
も
大
き
な
問
題
点
は
、
対
象
の
共
時
態
の
み
が
問
題

に
な
る
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。
語
り
手
と
聞
き
手
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
の
構
造
と
は
、
両
者
を
向
き
合
わ
せ
る
空
間
を
前
提
と
す
る
わ
け

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
作
者
、
作
品
、
読
者
が
同
時
に
並
ん
で
い
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
時
間
の
流
れ
が
止
ま
っ
て
い
る
、
共
時
的
空

聞
を
想
定
す
る
。
そ
の
空
間
で
こ
そ
、
作
者
と
読
者
が
互
い
に
向
き
合

う
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
行
わ
れ
得
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の

よ
う
に
三
者
が
同
時
に
並
ん
で
働
き
合
う
共
時
的
空
間
は
、
実
際
に
は

ど
こ
に
も
存
在
し
な
い
。

も
ち
ろ
ん
私
た
ち
は
作
品
を
読
ん
で
い
る
と
き
、
作
者
を
ま
っ
た
く

気
に
し
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
作
者
に
関
す
る
情
報
を
で
き
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る
だ
け
多
く
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
読
者
で
あ
る
私
た
ち
が
読
み
取
れ

る
作
品
の
内
容
も
も
っ
と
豊
か
に
な
る
の
は
事
実
で
あ
る
。
例
え
ば
、
私

た
ち
が
ギ
ュ
ス
タ
l
ヴ
・
フ

l
ロ
ベ
ー
ル
(
一
八
二
一

1
八
O
)
の
『
ボ

ヴ
ァ
リ

I
夫
人
』
(
一
八
五
六
)
を
読
む
場
合
を
考
え
て
み
よ
う
。
私
た

ち
は
作
品
そ
の
も
の
以
外
に
も
、
そ
の
作
品
の
作
者
は
フ
ロ

l
べ
l
ル

で
め
る
こ
と
、
彼
は
そ
の
作
品
の
た
め
に
裁
判
に
ま
で
か
け
ら
れ
た
こ

と
、
な
ど
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
『
ボ
ヴ
ァ
リ
l
夫
人
』
を
豊
か
に
読

む
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に
、
フ

l
ロ
ベ
ー
ル
の
作
品
草
案
や
裁
判
記

録
な
ど
を
合
わ
せ
て
読
む
と
、
も
っ
と
深
く
作
品
を
理
解
す
る
こ
と
が

で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
そ
れ
以
上
に
重
要
な
の
は
、
私
が
今
『
ボ
ヴ
ァ
リ
l
夫
人
』
を

読
ん
で
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
作
者
の
意
図
や
創
作
行
為
に
対
し

て
私
た
ち
読
者
の
読
書
行
為
が
受
動
的
に
な
っ
て
は
、
作
者
の
述
べ
た

こ
と
以
上
の
こ
と
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
つ
ま
り
、
作
品
に

対
す
る
読
者
な
り
の
豊
富
な
意
味
作
用
が
機
能
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
作

者
と
い
う
存
在
は
、
一
個
人
と
し
て
基
本
的
に
自
分
の
好
み
や
欲
望
、
政

治
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
時
代
の
制
約
か
ら
自
由
に
な
れ
な
い
か
ら
で
あ

る
。
実
際
『
ボ
ヴ
ァ
リ
l
夫
人
』
の
な
か
の
描
写
や
叙
述
の
鍛
点
と
い

う
も
の
は
、
徹
底
的
に
十
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
と
い
う
近
代
市
民
社
会
の

価
憧
観
や
問
題
意
識
を
反
映
し
て
い
る
。
し
か
し
、
私
た
ち
は
あ
く
ま

で
も
今
日
の
問
題
意
識
か
ら
『
ボ
ヴ
ァ
リ
l
夫
人
』
を
読
み
、
感
動
す

る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
読
者
が
作
者
に
共
感
で
き
る
こ
と
は
あ
る
と
し
て
も
、
両

者
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
行
う
空
間
な
ど
は
な
い
。
今
私
が
作
品

を
読
ん
で
い
る
と
す
る
と
、
そ
の
読
書
の
場
所
に
も
、
あ
る
い
は
そ
の

作
品
の
な
か
の
ど
こ
に
も
、
私
に
語
り
か
け
て
い
る
作
者
た
る
も
の
は

存
在
し
な
い
。
フ
ロ

l
ベ
l
ル
と
『
ボ
ヴ
ァ
リ
l
夫
人
』
と
私
が
同
時

に
並
べ
ら
れ
る
空
間
が
、
い
っ
た
い
ど
こ
に
あ
り
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
実

際
、
作
者
・
作
品
・
読
者
の
三
者
が
一
つ
の
共
時
的
構
造
を
な
し
て
い

る
と
考
え
る
こ
と
は
、
文
字
言
語
に
よ
る
文
学
テ
ク
ス
ト
の
流
通
過
程

を
、
音
声
言
語
に
よ
る
日
常
の
伝
達
構
造
と
、
混
同
す
る
誤
り
で
あ
ろ

う
。
「
作
者
と
読
者
」
あ
る
い
は
「
語
り
手
と
聞
き
手
」
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
空
間
、
と
い
う
共
時
的
構
造
の
図
式
は
、
文
字
言
語
を
音
声

言
語
に
置
き
換
え
た
構
造
主
義
的
幻
想
に
す
ぎ
な
い
。

ま
た
、
文
学
行
為
を
作
者
と
読
者
(
語
り
手
と
聞
き
手
)
の
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
捉
え
た
場
合
、
ど
う
し
て
も
そ
の
構
造
は
一
方

的
伝
達
の
構
造
と
し
て
し
か
理
解
で
き
な
い
。
「
声
」
と
い
う
も
の
の
属

性
は
文
字
と
は
違
っ
て
、
表
現
主
体
の
意
志
を
聞
き
手
に
強
く
伝
え
る

と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
作
者
の
表
現
意
志
は
、
語
り
手
の

「
声
」
を
通
し
て
、
読
者
の
受
容
を
強
要
す
る
よ
う
に
な
る
。
読
者
の
立

場
か
ら
見
る
と
、
自
分
の
読
書
意
志
は
黙
殺
さ
れ
た
ま
ま
、
聞
き
手
の

立
場
を
通
し
て
無
条
件
の
受
容
が
押
し
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

も
う
読
者
は
受
動
的
な
客
体
に
な
っ
て
し
ま
い
、
よ
り
豊
か
な
意
味
作

用
は
望
め
な
く
な
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
真
の
意
味
で
の
コ
ミ
ユ
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ニ
ケ

l
シ
ョ
ン
と
は
い
え
な
い
。
作
者
の
読
者
に
(
語
り
手
の
聞
き
手

に
)
対
す
る
一
方
的
伝
達
の
構
図
の
み
が
あ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
も
と
も
と
読
者
と
は
、
作
品
を
読
ん
で
行
く
過
程
で
、
作
者

の
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
こ
だ
わ
ら
ず
、
自
分
の
経
験
や
想
像
力
を
使
っ
て
、
無

限
に
豊
か
な
内
容
を
作
り
出
せ
る
存
在
で
あ
る
。
こ
の
自
分
な
り
の
意

味
作
用
を
読
者
固
有
の
権
限
と
し
て
認
め
た
と
き
、
作
者
が
読
者
に
語

り
か
け
る
と
い
う
図
式
は
あ
ま
り
意
味
を
も
た
な
い
。
作
品
を
も
っ
と

深
く
理
解
す
る
た
め
に
も
、
読
者
は
作
者
の
話
を
聞
く
ば
か
り
で
は
な

く
、
よ
り
積
極
的
に
か
つ
自
由
に
読
み
取
ろ
う
と
し
て
い
る
の
だ
、
と

い
う
こ
と
に
対
す
る
理
解
が
必
要
で
あ
る
。

IV 

視
覚
記
号
と
読
書
の
過
程

こ
こ
で
は
、
作
者
と
読
者
と
の
か
か
わ
り
方
を
よ
り
正
確
に
把
握
す

る
た
め
に
、
作
者
・
作
品
・
読
者
の
三
者
の
聞
の
そ
れ
ぞ
れ
の
関
係
を

考
え
て
み
た
い
。
ま
ず
作
者
と
作
品
の
関
係
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の

で
あ
ろ
う
か
。

作
者
と
作
品
の
関
係
構
造
と
い
う
も
の
は
も
と
も
と
存
在
し
な
い
。
作

品
は
た
だ
作
者
の
表
現
行
為
の
結
果
と
し
て
存
在
す
る
の
み
で
あ
る
。
作

者
が
作
品
を
書
き
終
わ
る
と
、
完
成
さ
れ
た
瞬
間
か
ら
そ
の
作
品
は
、
当

然
の
と
こ
ろ
作
者
の
手
か
ら
離
れ
て
独
立
的
な
も
の
に
な
る
。
作
者
と

作
品
の
関
係
は
過
去
の
歴
史
と
し
て
存
在
す
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
関

係
も
し
く
は
構
造
と
い
う
こ
と
ば
は
共
時
的
な
概
念
で
あ
り
、
そ
れ
は

い
つ
も
、
現
在
に
お
い
て
の
み
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
作
者
と
作

品
の
関
係
と
い
う
の
は
、
創
作
行
為
が
終
わ
る
と
同
時
に
解
消
す
る
。
一

般
的
に
「
こ
の
作
品
の
作
者
は
某
だ
」
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
た
だ
の
歴

史
的
事
実
を
述
べ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

そ
れ
で
は
、
作
品
と
読
者
の
関
係
は
ど
う
な
の
か
。
読
者
が
作
品
に

接
し
て
、
感
覚
を
通
じ
て
文
字
を
認
識
し
、
そ
の
文
字
の
内
容
を
頭
で

意
識
す
る
と
き
、
両
者
の
関
係
は
は
じ
ま
る
と
い
え
よ
う
。
一
般
的
に

読
者
が
作
品
を
読
む
と
き
、
誰
か
の
声
を
連
想
し
な
が
ら
読
ん
で
行
く
。

が
、
声
を
連
想
す
る
と
は
い
え
、
聞
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
文
字

そ
の
も
の
が
記
号
で
あ
る
た
め
、
読
書
の
過
程
で
読
者
は
そ
の
記
号
を

解
い
て
行
く
の
で
あ
る
。
声
を
連
想
す
る
の
も
、
記
号
を
解
い
て
行
く

過
程
の
一
段
階
で
あ
る
。
つ
ま
り
作
品
と
読
者
の
関
係
は
、
記
号
と
記

号
を
解
い
て
行
く
主
体
と
の
相
互
作
用
の
プ
ロ
セ
ス
の
な
か
に
存
在
す

る
と
い
え
る
。

し
か
し
、
読
書
を
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
構
造
と
み
な
す
場
合
、
読

者
は
作
品
を
読
ん
で
行
く
の
で
は
な
く
て
、
語
り
手
の
口
か
ら
出
る
声

を
、
た
だ
聞
い
て
い
る
だ
け
の
こ
と
を
想
定
す
る
。
そ
れ
な
ら
ば
こ
の

声
は
、
読
者
が
作
品
の
記
号
を
解
い
て
行
く
過
程
に
お
い
て
、
む
し
ろ

邪
魔
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
場
合
も
う
一
つ
の
問
題
点
は
、
読

者
が
非
常
に
受
動
的
に
な
り
が
ち
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら

ば
、
も
ち
ろ
ん
比
喰
と
は
い
え
、
語
り
手
の
声
は
空
気
を
通
っ
て
缶
わ

る
一
種
の
音
で
あ
る
た
め
、
聞
き
手
に
内
容
を
吟
味
す
る
時
間
的
余
裕

Q
U
 



が
与
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
聞
き
手
と
し
て
は
、
前
後
の
文
脈
を

綿
密
に
調
べ
た
り
、
自
分
な
り
に
考
え
た
り
、
そ
の
内
容
を
批
判
的
に

受
け
入
れ
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
聞
き
手
に
で
き
る
こ
と
は
、
た

だ
語
り
手
の
い
う
こ
と
を
聞
き
逃
さ
な
い
よ
う
に
が
ん
ば
る
し
か
な
い

で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
実
際
は
、
読
者
は
自
ら
の
経
験
を
生
か
し
て
作
品
を
読
む

と
き
こ
そ
、
作
品
世
界
を
い
っ
そ
う
深
く
お
も
し
ろ
く
味
わ
う
こ
と
が

で
き
る
。
し
た
が
っ
て
作
品
と
読
者
の
関
係
を
、
作
者
か
ら
読
者
へ
の

一
方
的
伝
達
の
構
造
の
一
部
と
し
て
み
る
考
え
方
は
捨
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
読
者
は
も
っ
と
主
体
的
に
文
学
行
為
に
参
加
し
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
私
た
ち
の
網
膜
に
映
さ
れ
た
視
覚
記
号
の
文
字
を
、

聴
覚
記
号
で
な
く
視
覚
記
号
そ
の
も
の
と
し
て
読
み
取
る
こ
と
に
よ
っ

て
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
す
で
に
デ
リ
ダ
の
コ
ア
イ
コ
ン
ス
ト
ラ
ク
シ

ョ
ン
」
の
概
念
や
バ
ル
ト
が
「
作
品
か
ら
テ
ク
ス
ト
へ
」
(
一
九
七
一
)

で
宣
言
し
た
「
テ
ク
ス
ト
」
の
理
論
、
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
イ

l
ザ

1

(
一
九
二
六

1
)
の
『
行
為
と
し
て
の
読
書
』
(
一
九
七
六
)
な
ど
の
「
受

(
凶
)

容
美
学
」
に
お
い
て
論
及
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
語
り
手
が
あ
れ

ば
必
ず
聞
き
手
が
あ
る
、
と
い
っ
た
よ
う
な
作
品
と
読
者
の
二
項
対
立

的
な
記
号
観
か
ら
で
は
な
く
、
作
品
と
読
者
を
分
離
で
き
な
い
一
つ
の

も
の
と
し
て
扱
う
立
場
に
た
っ
て
い
る
。
彼
ら
は
作
品
と
読
者
を
一
つ

の
織
物
、
す
な
わ
ち
一
つ
の
テ
ク
ス
ト
と
し
て
み
な
し
、
そ
の
テ
ク
ス

ト
の
も
っ
て
い
る
相
関
性
を
研
究
対
象
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
作
者
と
読
者
の
関
係
は
ど
の
よ
う
に
考
え
た
ら
い
い
の

だ
ろ
う
か
。
前
述
の
よ
う
に
、
作
者
と
読
者
が
同
時
に
存
在
す
る
空
間

は
ま
ず
な
い
。
作
者
は
作
品
を
書
き
終
え
る
と
、
そ
の
作
品
と
は
別
の

存
在
と
な
り
、
作
品
の
記
号
解
読
は
読
者
の
ほ
う
に
委
ね
ら
れ
、
作
者

自
身
も
一
人
の
読
者
と
な
一
っ
て
し
ま
う
。
読
者
は
必
然
的
に
作
品
の
創

作
が
終
わ
っ
て
か
ら
現
わ
れ
る
存
在
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
作
者
と
読

者
が
直
接
に
向
き
合
う
こ
と
は
な
い
。
た
だ
読
者
が
作
品
の
記
号
を
解

説
す
る
過
程
の
な
か
か
ら
作
者
の
痕
跡
を
発
見
で
き
る
だ
け
で
あ
る
。
文

字
を
音
声
言
語
の
一
変
形
と
し
て
み
な
し
た
り
、
文
学
の
諸
現
象
を
「
構

造
」
と
し
て
扱
っ
た
り
す
る
こ
と
は
、
作
者
が
読
者
に
音
声
言
語
で
話

し
て
い
る
と
い
う
誤
解
を
招
く
。
文
字
言
語
を
音
声
言
語
に
、
作
品
の

視
覚
記
号
を
聴
覚
記
号
に
置
き
換
え
て
し
ま
う
理
由
は
ど
こ
に
も
な
い
。

今
ま
で
の
考
察
に
よ
っ
て
、
実
際
文
学
現
象
の
空
間
に
は
、
記
回
す
だ

け
で
構
成
さ
れ
て
い
る
テ
ク
ス
ト
と
、
そ
の
解
読
者
で
あ
る
読
者
の
主

体
的
行
為
の
み
が
存
在
す
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
テ
ク
ス

ト
理
論
や
受
容
美
学
な
ど
に
お
い
て
は
、
作
品
と
読
者
と
の
関
係
の
み

が
問
題
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
読
書
の
と
き
の

作
者
に
関
す
る
情
報
は
、
明
ら
か
に
私
た
ち
の
読
書
を
豊
か
に
す
る
。
そ

う
で
あ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
作
者
と
読
者
と
の
か
か
わ
り
方
を
い
か
に

し
て
適
切
に
説
明
し
得
る
か
、
と
い
う
問
題
が
残
る
。
テ
ク
ス
ト
の
理

論
だ
け
で
は
、
作
者
と
読
者
と
の
か
か
わ
り
方
を
う
ま
く
説
明
で
き
な
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い
と
思
わ
れ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
い
か
な
る
方
法
に
よ
っ
て
説
明
が
で

き
る
の
だ
ろ
う
か
。

む
す
び

作
者
が
物
語
作
品
を
書
き
終
わ
る
と
、
作
者
の
手
を
離
れ
た
作
品
は

書
物
と
な
っ
て
、
読
者
に
伝
え
ら
れ
る
。
読
者
は
そ
の
書
物
を
聞
い
て
、

作
品
を
テ
ク
ス
ト
と
し
て
そ
の
記
号
を
解
読
す
る
。
こ
れ
を
一
つ
の
過

程
と
し
て
考
え
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
作
者
と
読
者
と
の
か
か
わ
り
と
い

う
の
は
、
ひ
と
え
に
八
過
程
〉
と
い
う
観
点
か
ら
の
み
述
べ
る
こ
と
が

で
き
る
。
私
た
ち
は
い
つ
も
現
在
を
生
き
て
い
る
〈
過
程
的
存
在
V

で

あ
る
。
現
在
は
過
去
か
ら
未
来
へ
と
移
動
す
る
境
界
線
上
に
あ
る
た
め
、

過
去
や
未
来
と
絶
え
間
な
く
つ
な
が
っ
て
い
る
。
実
際
私
た
ち
は
、
過

去
の
記
憶
の
土
台
の
上
に
乗
り
、
未
来
に
対
す
る
期
待
を
持
っ
て
、
現

在
を
生
き
て
行
く
。
私
た
ち
に
お
い
て
今
日
と
い
う
の
は
、
昨
日
か
ら

の
結
果
物
で
あ
り
、
予
想
さ
れ
る
明
日
へ
の
前
段
階
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
作
者
と
読
者
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
も
、

構
造
と
い
う
観
点
か
ら
で
は
な
く
、
過
程
と
い
う
観
点
か
ら
み
る
べ
き

な
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
構
造
が
立
体
的
な
空
間
の
概
念
に
基

づ
い
て
で
き
た
、
三
次
元
的
方
法
論
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
過
程
と
は
三

次
元
の
空
間
に
も
う
一
次
元
、
す
な
わ
ち
時
間
と
い
う
次
元
を
加
え
た

(
日
)

四
次
元
的
方
法
論
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
構
造
と
比
べ
て
過
程
は
、
対
象

を
よ
り
、
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
捉
え
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
。

私
た
ち
は
、
作
者
と
読
者
と
の
か
か
わ
り
方
な
ど
、
物
語
研
究
に
お

け
る
諸
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
、
ま
た
文
学
を
は
じ
め
と
す
る
、
あ

ら
ゆ
る
文
化
現
象
の
本
質
を
捉
え
る
た
め
に
、
今
ま
で
の
西
欧
の
構
造

主
義
の
方
法
論
的
限
界
を
超
え
て
、
新
し
い
方
法
論
を
模
索
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
段
階
に
き
て
い
る
。
物
語
を
、
語
り
手
か
ら
聞
き
手
へ
の

伝
達
、
あ
る
い
は
テ
ク
ス
ト
の
記
号
の
読
者
な
り
の
受
容
と
し
て
考
え

る
よ
り
も
、
時
間
の
差
を
認
め
た
作
者
か
ら
読
者
へ
の
空
間
的
移
動
と

し
て
総
体
的
に
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
読
者
は
も
っ
と
も
自
律

的
か
つ
能
動
的
な
主
体
と
な
り
、
よ
り
豊
富
で
生
産
的
な
読
み
が
で
き

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。
物
語
は
〈
過
程
の
芸
術
V
で

あ
る
と
い
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
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を
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の
三
分
法
を
唱
え
、
既
存
の

物
語
内
容
中
心
の
研
究
を
批
判
し
、
彼
自
身
は
お
句
号
一

aミ
(
日
本
語
訳

は
花
輪
光
、
和
泉
涼
に
よ
る
『
物
語
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
』
(
東
京
、
水
声

社
、
一
九
八
五
)
が
あ
る
)
で
、
物
語
言
説
の
研
究
に
的
を
絞
っ
た
。
ト

ド
ロ
フ
と
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
な
ど
ナ
ラ
ト
ロ
ジ
l
論
者
は
ほ
と
ん
ど
が
、
文

字
行
為
の
痕
跡
で
あ
る
物
語
テ
ク
ス
ト
を
語
り
手
の
「
語
り
」
に
置
き

換
え
て
考
え
て
い
る
。

〈
日
)
ジ
ヤ
ツ
ク
・
デ
リ
ダ
『
根
源
の
彼
方
に
|
|
グ
ラ
マ
ト
ロ
ジ

l
に
つ

い
て
(
上
)
』
足
立
和
治
訳
(
東
京
、
現
代
思
想
社
、
一
九
八
五
)
一
五
、

二
ハ
、
三
三
頁
参
考
。

(
は
)
デ
ィ
コ
ン
ス
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
(
品
目

ngaga-D司
)
は
、
デ
リ
ダ
の
『
声

と
現
象
』
(
一
九
六
七
)
『
グ
ラ
マ
ト
ロ
ジ
l
に
つ
い
て
』
〈
一
九
六
七
)

『
エ
ク
リ
チ
ュ

l
ル
と
差
異
』
(
一
九
六
七
)
を
貫
く
基
本
概
念
で
、
従

来
の
哲
学
に
お
い
て
信
仰
さ
れ
て
き
た
言
語
の
意
味
の
一
貫
性
や
完
結

性
に
対
し
て
懐
疑
的
姿
勢
で
接
近
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

(
日
)
金
采
沫
「
グ
ロ
l
パ
リ
ズ
ム
時
代
の
人
文
科
学
」
赤
祖
父
哲
二
編
『
文

化
の
ヘ
テ
ロ
ロ
ジ
l
』
一
九

O
頁
参
考
。
最
近
韓
国
で
新
し
く
登
場
し

た
「
過
程
学
」

(
3
2
g
邑

a三
と
い
う
文
化
研
究
の
理
論
で
は
、
対
象

の
「
過
程
」
に
注
目
し
、
あ
ら
ゆ
る
文
化
現
象
を
地
球
が
宇
宙
空
間
を

移
動
し
て
行
く
過
程
の
産
物
と
み
る
こ
と
を
提
起
し
て
い
る
。
こ
の
よ

う
な
観
点
か
ら
見
る
と
、
物
語
研
究
に
お
け
る
作
者
と
読
者
と
の
か
か

わ
り
方
に
関
し
て
も
、
文
学
行
為
の
過
程
を
総
体
的
に
記
述
す
る
こ
と

か
ら
究
明
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
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