
●
表
現
の
仕
組
み
を
考
え
る

「
強
調
」
の
働
き
と
表
現
効
果

半
藤　

英
明
（
日
本
語
学
）

　
　
　

一
、
論　

点

　

日
本
語
の
実
用
・
教
育
・
研
究
の
場
で
「
強
調
」
と
い
う
こ
と
が

盛
ん
に
言
わ
れ
る
。
が
、
そ
の
概
念
は
、
果
た
し
て
確
実
・
明
解
な

も
の
で
あ
る
の
か
。

　
「
強
調
」
の
語
義
の
解
説
に
は
曖
昧
で
、
今
一
つ
分
か
り
に
く
い
と

こ
ろ
が
あ
る
。
以
下
に
、
従
来
の
二
つ
の
文
法
辞
典
か
ら
「
強
調
」

の
項
の
記
述
を
振
り
返
り
、
引
用
す
る
（
一
部
を
省
略
・
要
約
し
、

配
列
を
変
え
て
あ
る
）。

�
『
日
本
文
法
大
辞
典
』（
明
治
書
院
、
一
九
七
一
年
）

　

◎
音
声
表
現
お
よ
び
修
辞
上
の
表
現
法
の
一
つ
。

　
　
�
音
声
表
現
上
の
場
合
。

イ　

表
現
意
図
に
よ
っ
て
、
文
中
の
あ
る
語
句
を
、
臨
時
的

に
、
他
の
語
句
よ
り
も
特
に
強
め
て
い
う
こ
と
。
対
比
強

調
。
卓
立
の
強
調
。
プ
ロ
ミ
ネ
ン
ス
（����������

����������
）。

ロ　

あ
る
語
を
特
に
強
め
て
述
べ
る
場
合
に
現
れ
る
語
形
。

強
度
強
調
。
イ
ン
テ
ン
シ
テ
ィ
（���������

���������
）。

　
　
�
文
法
上
な
い
し
修
辞
上
の
場
合
。

イ　

倒
置
法
。

ロ　

く
り
か
え
し
表
現
。

ハ　

強
意
語
使
用
。「
も
ち
ろ
ん
…
で
あ
る
」「
と
て
も
…
な

い
」「
…
と
き
た
ら
」「
…
な
の
だ
」
の
類
。

ニ　

反
語
表
現
。「
…
で
あ
ろ
う
か
」
の
類
。

ホ　

換
置
法
。「
…
否
、
…
で
あ
る
」
の
類
。

ヘ　

誇
張
法
。「
白
髪
三
千
丈
」
の
類
。

　
　

こ
れ
ら
が
、
広
義
の
強
調
の
概
念
に
は
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

（　

頁
、
林
巨
樹
執
筆
）

１６６

�
『
日
本
語
文
法
大
辞
典
』（
明
治
書
院
、
二
〇
〇
一
年
）

◎
文
中
の
あ
る
構
成
要
素
（
語
句
）
を
特
別
に
強
く
表
現
し
た
り
、

聞
き
手
に
強
く
伝
達
し
た
り
す
る
こ
と
を
い
う
。〈
強
調
〉
の

表
現
方
法
に
は
音
声
的
な
表
現
方
法
と
文
法
的
な
表
現
方
法
と

が
あ
る
。
音
声
的
な
表
現
方
法
で
は
、

�
文
中
の
あ
る
構
成
要
素
を
臨
時
に
他
の
構
成
要
素
よ
り
強
く

い
う
強
調
。
プ
ロ
ミ
ネ
ン
ス
（����������

����������
）。
対
比
強
調
。

　

卓
立
の
強
調
と
も
い
う
。

�
あ
る
語
の
語
形
を
変
え
る
強
調
。
英
語
で
は���������

�����������
と

い
う
。
強
度
強
調
。「
あ
の
タ
レ
ン
ト
の
ど
こ
が
好
き
」

「
ぜ
ー
ん
ぶ
」

－ １０３ � －



　
　
　

文
法
的
な
表
現
方
法
で
は
、

�
語
順
に
よ
る
強
調
。
一
般
的
な
語
順
を
倒
置
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
強
調
す
る
。「
こ
れ
で
よ
い
の
か
、
日
本
は
」

�
語
句
の
繰
り
返
し
に
よ
る
強
調
。「
さ
び
し
い
さ
び
し
い
夜

で
し
た
」

�
助
詞
・
助
動
詞
な
ど
に
よ
る
強
調
。

ａ
間
投
助
詞
・
終
助
詞
に
よ
る
強
調
。
強
い
伝
達
に
よ
っ
て

強
調
す
る
。「
こ
い
つ
が
さ
、
う
る
さ
い
ん
だ
」
の
類

ｂ
係
助
詞
・
副
助
詞
に
よ
る
強
調
。
取
り
立
て
て
強
調
す
る
。

「
こ
れ
は
ま
ず
い
」
の
類

ｃ
助
動
詞
に
よ
る
強
調
。
完
了
の
助
動
詞
に
よ
っ
て
強
調
す

る
。「
や
っ
て
し
ま
っ
た
」
の
類

�
情
報
伝
達
の
仕
方
に
よ
る
強
調
。

ａ
疑
問
の
形
で
伝
達
し
、
聞
き
手
に
話
し
手
の
意
の
あ
る
と

こ
ろ
を
確
認
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
強
調
す
る
。
反
語
表

現
に
よ
る
強
調
で
あ
る
。

ｂ
与
え
た
情
報
を
途
中
で
否
定
す
る
強
調
。
換
置
法
。

　

ほ
か
に
、
語
に
よ
る
強
調
も
あ
る
。「
白
髪
三
千
丈
」「
チ
ョ

ウ
う
ま
い
」
こ
の
強
調
は
す
べ
て
の
語
の
間
に
存
在
す
る
強
さ

の
相
対
性
の
問
題
に
ま
で
も
広
が
っ
て
い
く
。「
で
か
け
る
」よ

り
「
出
発
す
る
」
の
ほ
う
が
強
い
か
ら
「
海
外
へ
出
発
す
る
」

は
強
調
だ
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
。
し
か
し
、
普
通
そ
う
い
う

こ
と
は
い
わ
な
い
。〈
強
調
〉
は
修
辞
法
と
認
め
ら
れ
る
範
囲

に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
。　
　
　
　
（　

頁
、
小
松
光
三
執
筆
）

２００

　

前
記
の
よ
う
に
、
強
調
の
表
現
形
式
（
以
下
、
強
調
態
と
す
る
）

の
記
述
は
、
具
体
的
に
し
得
る
も
の
の
、
そ
の
結
果
と
し
て
生
ず
る

表
現
効
果
に
つ
い
て
は
、「
強
め
て
い
う
」
や
「
強
め
て
述
べ
る
」

で
あ
っ
た
り
、「
強
調
」
の
語
を
そ
の
ま
ま
使
用
す
る
で
あ
っ
た
り
と
、

不
分
明
で
あ
る
。
即
ち
「
強
調
」
と
い
う
概
念
は
、
極
め
て
恣
意
的

に
使
用
さ
れ
、
ま
た
、
解
釈
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。

　

表
現
の
強
調
に
は
、
表
現
者
か
ら
の
立
場
と
表
現
理
解
者
か
ら
の

立
場
と
が
あ
る
。
理
屈
と
し
て
は
、
表
現
者
が
表
現
の
強
調
を
行
え

ば
、
理
解
者
は
表
現
者
が
表
現
の
強
調
を
行
っ
た
と
受
け
取
り
、
そ

こ
に
表
現
者
の
発
話
上
の
意
図
を
汲
み
取
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
、
理
解
者
が
表
現
者
の
発
話
上
の
意
図
を
正
確
に

認
識
す
る
上
で
は
、
如
何
な
る
表
現
形
式
を
以
て
強
調
表
現
と
受
け

取
る
の
か
、
ま
た
、
そ
こ
に
如
何
な
る
表
現
効
果
を
見
て
取
る
の
か
、

と
い
う
こ
と
が
明
確
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
そ
の
こ
と
が
表
現

者
・
理
解
者
に
共
通
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ら
の
点

は
、
前
掲
の
辞
書
的
記
述
で
は
不
十
分
で
あ
る
。

　

表
現
者
と
表
現
理
解
者
が
共
に
強
調
態
で
あ
る
と
認
め
得
る
も
の

は
、
非
強
調
態
と
の
対
比
が
容
易
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
よ
う

な
観
点
か
ら
、
本
稿
で
は
、
語
句
に
よ
る
強
調
態
と
表
現
形
式
に
よ

る
強
調
態
と
を
選
び
出
し
、
そ
こ
か
ら
受
け
取
る
こ
と
の
で
き
る
表

現
効
果
を
考
え
る
。�
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二
、
語
句
に
よ
る
強
調
態

　

語
句
に
よ
る
強
調
態
と
し
て
は
、�
副
詞
に
よ
る
も
の
、�
文
末

の
助�
詞�
に
よ
る
も
の
、�
「
の
だ
（
の
で
あ
る
）」
に
よ
る
も
の
、
を

（
１
）

取
り
上
げ
る
。「
こ
そ
」
や
「
な
ど
」
等
の
助
詞
が
「
発
話
の
場
に
お

い
て
話
者
の
肯
定
度
や
否
定
度
を
強
調
す
る
」
と
の
指
摘
も
あ�
る�
が
、

（
２
）

今
回
は
取
り
上
げ
な
い
。

�
副
詞
に
よ
る
も
の

　

副
詞
の
中
で
も
「
ま
さ
に
」「
ま
さ
し
く
」「
実
に
」
等
の
よ
う
に

発
話
者
の
判
断
・
評
価
に
関
わ
る
副
詞
は
、
意
味
的
な
概
念
に
乏
し

く
、
他
の
語
に
置
き
換
え
て
解
説
す
る
こ
と
が
難
し
い
。
次
例
は
同

類
で
あ
る
。

１　

ま
た
武
谷
さ
ん
は
つ
づ
け
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
も
書
い
て

い
る
。「
…
…
。」
ま
っ
た
く
、
こ
う
い
う
先
生
が
い
っ
ぱ
い

い
る
。
む
し
ろ
多
い
。（
君
）

２　

本
当
に
一
瞬
の
間
の
で
き
ご
と
で
あ
っ
た
。
あ
の
無
遠
慮

な
フ
ラ
ッ
シ
ュ
さ
え
ひ
ら
め
か
な
け
れ
ば
、
多
鶴
子
は
無
事

に
釈
放
さ
れ
た
は
ず
で
あ
っ
た
。（
砂
）

３　

一
体
こ
の
赤
シ
ャ
ツ
は
わ
る
い
癖
だ
。（
坊
）

４　

こ
う
い
う
仕
事
を
す
る
教
師
で
あ
っ
た
ら
、「
退
屈
な
、
魅

力
の
な
い
、
く
だ
ら
な
い
人
間
」
で
は
な
く
な
る
は
ず
で
あ

る
。
そ
れ
こ
そ
生
徒
を
ひ
き
つ
け
、
生
徒
に
大
き
な
影
響
を

あ
た
え
て
い
く
人
間
に
な
っ
て
い
く
に
ち
が
い
な
い
。（
君
）

　

い
ず
れ
も
「
ま
さ
に
」「
ま
さ
し
く
」「
実
に
」
の
ど
れ
に
も
置
換

し
得
る
。
こ
れ
ら
は
文
意
に
対
す
る
意
味
的
関
与
が
薄
い
と
見
ら
れ
、

文
中
か
ら
取
り
除
い
て
も
伝
達
情
報
が
変
わ
る
こ
と
は
殆
ど
な
い
。

　
　

ま
た
武
谷
さ
ん
は
つ
づ
け
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
も
書
い
て

１�
い
る
。「
…
…
。」〔
φ
〕
こ
う
い
う
先
生
が
い
っ
ぱ
い
い
る
。

む
し
ろ
多
い
。

　
　
〔
φ
〕一
瞬
の
間
の
で
き
ご
と
で
あ
っ
た
。
あ
の
無
遠
慮
な

２�
フ
ラ
ッ
シ
ュ
さ
え
ひ
ら
め
か
な
け
れ
ば
、
多
鶴
子
は
無
事
に

釈
放
さ
れ
た
は
ず
で
あ
っ
た
。

　
　
〔
φ
〕
こ
の
赤
シ
ャ
ツ
は
わ
る
い
癖
だ
。

３�
　
　

こ
う
い
う
仕
事
を
す
る
教
師
で
あ
っ
た
ら
、「
退
屈
な
、
魅

４�
力
の
な
い
、
く
だ
ら
な
い
人
間
」
で
は
な
く
な
る
は
ず
で
あ

る
。〔
φ
〕
生
徒
を
ひ
き
つ
け
、
生
徒
に
大
き
な
影
響
を
あ
た

え
て
い
く
人
間
に
な
っ
て
い
く
に
ち
が
い
な
い
。

　

な
れ
ば
、
前
掲
１
〜
４
は
、
こ
れ
ら　

〜　

の
強
調
態
と
取
る
こ

１�

４�

と
が
で
き
る
。
連
用
修
飾
を
担
う
副
詞
は
、
概
し
て
、
述
語
（
述
部
）

と
の
意
味
的
関
係
を
強
く
す
る
。
宮
崎
和
人
（
二
〇
〇
二
）
に
は
次

の
よ
う
に
も
あ
る
。

�
〈
主
観
的
な
評
価
〉
の
意
味
の
実
現
は
、
も
ち
ろ
ん
、
述
語
と

な
る
単
語
（
主
に
形
容
詞
）
の
語
彙
的
意
味
と
関
わ
っ
て
い

る
。（　

頁
）

１３１

　

即
ち
「
ま
さ
に
」「
ま
さ
し
く
」「
実
に
」
の
類
を
も
含
め
、
副
詞

－ １０１ � －



全
般
は
述
語
（
述
部
）
と
の
意
味
的
関
係
を
強
く
し
て
い
る
こ
と
が

考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
例
文
１
は
、
発
話
者
が
「
こ
う
い

う
先
生
が
い
っ
ぱ
い
い
る
」
こ
と
を
嘆
き
（
憤
り
）、
そ
の
嘆
き
（
憤

懣
）
を
表
明
す
る
上
で
「
ま
っ
た
く
」
の
付
加
を
必
要
と
し
た
も
の

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
２
で
は
「
一
瞬
の
間
の
で
き
ご
と
で

あ
っ
た
」
と
い
う
認
定
の
伝
達
に
「
本
当
に
」
の
付
加
を
必
要
と
す

る
思
い
が
あ
っ
た
こ
と
、
３
で
は
「
こ
の
赤
シ
ャ
ツ
は
わ
る
い
癖
だ
」

と
い
う
判
断
の
伝
達
に
は
「
一
体
」
の
付
加
が
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
、

４
は
「
生
徒
を
ひ
き
つ
け
、
生
徒
に
大
き
な
影
響
を
あ
た
え
て
い
く

人
間
に
な
っ
て
い
く
に
ち
が
い
な
い
」
と
の
確
信
の
表
明
に
は
「
そ

れ
こ
そ
」
の
付
加
を
必
要
と
す
る
思
い
が
あ
っ
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
。

つ
ま
り
、
そ
れ
ら
の
語
は
、
伝
達
情
報
（
命
題
）
で
は
な
く
、
純
粋

に
文
の
述
べ
方
の
決
定
付
け
（
モ
ダ
リ
テ
ィ
）
に
関
わ
る
も
の
と
し

て
、
後
続
の
表
現
を
覆
う
発
話
者
の
主
観
性
の
度
合
い
を
高
め
る
た

め
の
も
の
で
あ
る
。

　

他
に
、
文
の
タ
イ
プ
が
発
話
者
の
感
情
、
判
断
・
評
価
の
表
明
で

あ
る
場
合
に
、
結
果
と
し
て
副
詞
の
強
調
態
と
感
得
さ
れ
る
可
能
性

を
持
つ
ケ
ー
ス
が
あ
る
。

５　

そ
れ
は
ま
す
ま
す
お
か
し
い
。（
坊
）

６　

こ
こ
に
は
、
学
校
教
育
の
本
質
が
み
ご
と
に
書
か
れ
て
い

る
。（
君
）

　

５
「
ま
す
ま
す
」
に
は
「
思
っ
て
い
た
以
上
に
、
一
層
」
の
意
、

６
「
み
ご
と
に
」
に
は
「
す
ば
ら
し
く
、
し
っ
か
り
」
の
意
が
あ
り
、

そ
れ
ぞ
れ
「
ま
す
ま
す
太
っ
た
」「
み
ご
と
に
完
成
し
た
」
の
例
の

よ
う
に
伝
達
情
報
と
し
て
文
意
に
付
加
さ
れ
る
も
の
と
捉
え
る
こ
と

も
可
能
で
あ
る
。
が
、「
お
か
し
い
」
と
思
う
感
情
や
「
学
校
教
育

の
本
質
の
書
か
れ
方
」
に
つ
い
て
の
判
断
・
評
価
を
、
よ
り
主
観
的

に
高
め
て
表
現
し
た
も
の
と
理
解
す
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
は
「
そ
れ
は

〔
φ
〕
お
か
し
い
」「
こ
こ
に
は
、
学
校
教
育
の
本
質
が
〔
φ
〕
書
か

れ
て
い
る
」
の
強
調
態
と
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
の
点
で
言
え

ば
、
副
詞
に
よ
る
強
調
態
は
、
表
現
の
理
解
者
の
解
釈
に
よ
っ
て
も

左
右
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
得
る
。

　

こ
れ
ら
副
詞
に
よ
る
強
調
態
は
、
発
話
者
の
感
情
、
判
断
・
評
価

を
一
方
的
に
表
現
す
る
要
素
が
強
く
、
聞
き
手
（
ま
た
は
読
み
手
）

に
対
す
る
配
慮
や
働
き
か
け
の
要
素
は
稀
薄
で
あ
る
。
即
ち
、
ど
ち

ら
か
と
言
え
ば
、
聞
き
手
よ
り
も
発
話
者
の
立
場
に
あ
る
強
調
態
で

あ
る
。

�
文
末
の
助
詞
に
よ
る
も
の

　

次
例
は
、
文
末
の
助
詞
に
よ
る
強
調
態
と
考
え
ら
れ
る

７　
「
お
い
ッ
、
寝
て
る
場
合
じ
ゃ
な
い
ぞ
！
」（
む
む
む
）

８　
「
塾
だ
け
は
行
き
な
さ
い
ね
」（
む
む
む
）

９　
「
痛
い
！　

止
め
ろ
。
偶
然
な
ん
だ
。
お
れ
は
本
当
に
知

ら
な
か
っ
た
ん
だ
よ
。
お
い
、
止
さ
な
い
か
。
痛
い
、
お
う
」

（
砂
）

　

こ
れ
ら
文
末
の
「
ぞ
」「
ね
」「
よ
」
は
、
益
岡
隆
志
（
一
九
九
一
）

－ １００ � －



で
は
伝
達
態
度
の
モ
ダ
リ
テ
ィ
に
相
当
し
、
伝
達
情
報
を
担
う
も
の

で
は
な
い
。
従
っ
て
、
次
例
を
常
態
表
現
と
見
做
す
に
於
い
て
は
、

７
〜
９
を
そ
れ
ら
の
強
調
態
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　

寝
て
る
場
合
じ
ゃ
な
い
〔
φ
〕。

７�

　
　
　
　

塾
だ
け
は
行
き
な
さ
い
〔
φ
〕。

８�

　
　
　
　

お
れ
は
本
当
に
知
ら
な
か
っ
た
ん
だ
〔
φ
〕。

９�

　

益
岡
は
、
７
・
８
の
表
現
類
型
を
「
訴
え
型
」、
９
を
「
演
述
型
」

と
し
て
い
る
（
第
２
部
第
２
章
）。「
ぞ
」「
ね
」
そ
れ
ぞ
れ
は
「
寝
て

る
場
合
じ
ゃ
な
い
」「
塾
だ
け
は
行
き
な
さ
い
」
と
い
う
文
の
聞
き

手
へ
の
訴
え
か
け
部
分
に
関
与
し
、
訴
え
か
け
の
意
志
を
重
ね
て
表

明
す
る
も
の
で
あ
る
。「
よ
」
に
つ
い
て
は
「
お
れ
は
本
当
に
知
ら
な

か
っ
た
ん
だ
」
の
文
が
話
し
手
と
聞
き
手
と
の
間
で
対
立
的
な
認
識

に
あ
る
こ
と
を
以
て
、
そ
の
文
の
主
張
す
る
と
こ
ろ
を
確
認
さ
せ
る

た
め
の
も
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
そ
れ
ら
の
助
詞
は
、
上
接

の
文
全
体
に
働
き
、
聞
き
手
に
対
し
て
発
話
者
の
伝
達
態
度
を
よ
り

鮮
明
に
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

つ
ま
り
、
文
末
の
助
詞
に
よ
る
強
調
態
は
、
伝
達
情
報
の
伝
え
方

に
、
聞
き
手
に
対
し
て
念
を
押
す
形
で
の
確
認
の
意
識
が
加
わ
り
、

発
話
者
の
伝
達
意
志
を
強
化
す
る
操
作
で
あ�
る�
。

（
３
）

③「
の
だ
（
の
で
あ
る
）」
に
よ
る
も
の

　

文
末
「
の
だ
」
の
用
法
は
多
様
で
あ
る
。
田
野
村
忠
温
（
二
〇
〇

二
）
で
は
「
相
手
に
は
容
易
に
知
り
得
な
い
こ
と
が
ら
を
述
べ
る
の

に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
」（　

頁
）
と
さ
れ
る
。

２７

　
　

し
か
し
意
外
な
こ
と
に
、
こ
の
キ
ー
ホ
ル
ダ
ー
に
一
番
最

１０
初
に
付
け
た
鍵
は
、
部
屋
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は

バ
イ
ク
の
鍵
だ
っ
た
の
だ
。（
む
む
む
）

　
　

恥
ず
か
し
い
の
で
あ
ま
り
大
き
い
声
で
言
い
た
く
な
い
の

１１
だ
が
、
ぼ
く
の
味
覚
的
な
嗜
好
と
い
う
の
は
、
小
学
校
の
頃

か
ら
今
に
到
る
ま
で
ほ
と
ん
ど
進
歩
が
な
い
。（
む
む
む
）

　
　

断
り
な
が
ら
も
、
強
く
勧
め
ら
れ
る
ま
ま
に
少
し
飲
ん
だ

１２
酒
が
、
動
き
ま
わ
っ
た
た
め
に
、
酔
い
を
発
し
て
き
た
の
だ
。

（
砂
）

　
　

失
敗
し
た
り
、
ま
ち
が
い
を
お
か
し
た
り
、
後
悔
し
た
り

１３
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
自
分
を
す
こ
し
ず
つ
よ
く
し
て
い
く

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。（
君
）

　
　

や
っ
て
は
い
け
な
い
と
分
か
っ
て
い
な
が
ら
、
や
っ
て
み

１４
た
い
な
あ
と
考
え
て
し
ま
う
瞬
間
が
あ
る
の
で
あ
る
。（
む

む
む
）

　

例
文　

「
そ
れ
は
バ
イ
ク
の
鍵
だ
っ
た
」、　

「
恥
ず
か
し
い
の
で

１０

１１

あ
ま
り
大
き
い
声
で
言
い
た
く
な
い
」
は
、
そ
の
文
脈
か
ら
、
聞
き

手
に
は
「
容
易
に
知
り
得
な
い
こ
と
が
ら
」
と
判
断
さ
れ
る
。　
１２

「
酔
い
を
発
し
て
き
た
」
は
聞
き
手
へ
の
新
た
な
情
報
提
供
に
当
た

り
、　

・　

に
つ
い
て
は
「
の
で
あ
る
」
の
上
接
表
現
が
発
話
者
の

１３

１４

意
見
や
考
え
の
表
明
で
あ
る
か
ら
、
結
果
論
と
し
て
は
、
聞
き
手
の

「
容
易
に
知
り
得
な
い
こ
と
が
ら
」
の
範
疇
に
あ
る
と
も
言
い
得
る
。
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し
か
し
、
概
し
て
「
の
だ
（
の
で
あ
る
）」
の
伝
達
情
報
へ
の
参

加
度
は
低
い
と
考
え
ら
れ
る
。
次
の　

〜　

の
よ
う
に
「
の
だ
（
の

１０�

１４�

で
あ
る
）」
を
取
り
除
い
て
も
、
伝
達
情
報
上
の
不
都
合
は
起
こ
ら
な

い
。　

　

そ
れ
は
バ
イ
ク
の
鍵
だ
っ
た
〔
φ
〕。

１０�
　
　

恥
ず
か
し
い
の
で
あ
ま
り
大
き
い
声
で
言
い
た
く
な
い

１１�〔
φ
〕
が
、
…

　
　

断
り
な
が
ら
も
、
強
く
勧
め
ら
れ
る
ま
ま
に
少
し
飲
ん
だ

１２�
酒
が
、
動
き
ま
わ
っ
た
た
め
に
、
酔
い
を
発
し
て
き
た
〔
φ
〕。

　
　

失
敗
し
た
り
、
ま
ち
が
い
を
お
か
し
た
り
、
後
悔
し
た
り

１３�
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
自
分
を
す
こ
し
ず
つ
よ
く
し
て
い
く

こ
と
が
で
き
る
〔
φ
〕。

　
　

や
っ
て
は
い
け
な
い
と
分
か
っ
て
い
な
が
ら
、
や
っ
て
み

１４�
た
い
な
あ
と
考
え
て
し
ま
う
瞬
間
が
あ
る
〔
φ
〕。

　

大
鹿
薫
久
（
二
〇
〇
五
）
は
、「『
〜
の
だ
』
は
叙
述
性
の
あ
る
用

言
述
語
文
（
名
詞
述
語
文
も
）
の
叙
述
性
を
体
言
化
を
経
て
外
に
引

き
出
す
機
能
を
持
っ
て
い
る
」
と
し
て
「
特
別
な
事
情
の
な
い
限
り

実
然
性
判
断
を
表
し
て
い
る
」（　

頁
）
と
す
る
。「
の
だ
（
の
で
あ

１９

る
）」
の
上
接
表
現
が
既
に
「
叙
述
性
」
の
表
現
で
あ
り
、「
の
だ

（
の
で
あ
る
）」
自
体
が
「
実
然
性
判
断
」
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
の
存

在
が
伝
達
情
報
と
し
て
必
要
不
可
欠
な
も
の
と
は
な
っ
て
い
な
い
こ

と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
尾
上
圭
介
（
一
九
八
二
）
は
「
一
般
に
、『
だ
』
と
い
う

マ
ー
ク
が
示
す
の
は
せ
い
ぜ
い
上
接
項
が
述
語
風
の
も
の

�
�
�
�

だ
と
い
う

ま
で
で
あ
っ
て
、
通
常
の
意
味
で
の
述
語
と
は
呼
べ
な
い
場
合
も
あ

る
」
と
し
、「
本
来
の
述
部
全
体
を
伝
達
的
に
代
表
し
て
い
る
」
例

が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
（　

頁
）。
こ
れ
が
「
の
だ
（
の
で
あ
る
）」

１１２

の
類
に
も
適
用
さ
れ
得
る
な
ら
ば
、
例
文　

〜　

は　

〜　

の
強
調

１０

１４

１０�

１４�

態
と
見
做
す
こ
と
が
で
き
る
。
田
野
村
（
前
掲
）
は
、「
の
だ
」
が

「
基
本
的
に
、
文
や
文
章
の
調
子
な
ど
と
い
っ
た
不
明
瞭
な
概
念
と

は
無
関
係
な
次
元
に
お
い
て
、
し
か
る
べ
き
理
由
に
基
づ
い
て
用
い

ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
疑
問
の
余
地
は
な
い
」（　

頁
）

２７

と
述
べ
て
い
る
。
一
般
に
は
強
調
態
と
し
て
は
論
じ
ら
れ
な
い
「
の

だ
（
の
で
あ
る
）」
が
、
伝
達
情
報
へ
の
参
加
度
が
低
い
な
が
ら
も

「
し
か
る
べ
き
理
由
に
基
づ
い
て
用
い
ら
れ
る
」
と
す
れ
ば
、
そ
れ
が

強
調
態
と
し
て
の
役
割
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
も
で
き
る
。

　

小
野
正
樹
（
二
〇
〇
五
）
は
、「
の
だ
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に

述
べ
る
。

�
主
観
的
な
意
識
表
現
を
伝
え
る
場
合
に
も
、
よ
り
前
文
や
状

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

況
に
関
連
性
を
持
た
せ
た
い
場
合
に
は
、「
の
だ
」
を
用
い

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

る
。
た
だ
し
、
こ
の
場
合
の
話
し
手
の
知
識
な
ど
の
情
報
量

が
聞
き
手
よ
り
も
多
い
こ
と
が
条
件
で
あ
る
。（　

頁
、
波

２２５

線
は
筆
者
に
よ
る
。）

　

波
線
部
は
「
の
だ
（
の
で
あ
る
）」
の
強
調
内
容
を
具
体
的
に
す

る
も
の
で
あ
る
。「
前
文
や
状
況
に
関
連
性
を
持
た
せ
」
て
「
主
観

的
な
意
識
表
現
を
伝
え
る
」
と
い
う
の
は
、
そ
れ
ま
で
の
伝
達
情
報
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の
確
認
を
聞
き
手
に
求
め
る
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
例
文　

で
は
部

１０

屋
の
鍵
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
確
認
し
つ
つ
「
バ
イ
ク
の
鍵
だ
っ

た
」
こ
と
を
述
べ
、　

で
は
「
恥
ず
か
し
い
の
で
」
と
い
う
こ
と
を

１１

承
け
て
「
大
き
い
声
で
言
い
た
く
な
い
」
と
述
べ
る
。　

は
「
動
き

１２

ま
わ
っ
た
」
こ
と
を
確
認
し
つ
つ
「
酔
い
を
発
し
て
き
た
」
と
述
べ
、

　

は
「
失
敗
し
た
り
、
ま
ち
が
い
を
お
か
し
た
り
、
後
悔
し
た
り
し

１３て
い
る
か
ら
こ
そ
」
と
、
こ
れ
も
確
認
の
役
割
に
あ
る
「
こ
そ
」
を

伴
う
前
提
句
を
承
け
つ
つ
「
よ
く
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
」
と
し
、

　

は
「
や
っ
て
は
い
け
な
い
と
分
か
っ
て
い
な
が
ら
」
と
い
う
こ
と

１４の
確
認
に
基
づ
い
て
「
や
っ
て
み
た
い
な
あ
と
考
え
て
し
ま
う
瞬
間

が
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
よ
う
な
「
の
だ
（
の
で

あ
る
）」
は
、�
の
用
法
に
通
じ
て
、
そ
れ
ま
で
の
伝
達
情
報
の
確
認

を
求
め
る
意
識
を
加
え
て
発
話
す
る
強
調
態
で
あ
る
。

　
　
　

三
、
表
現
形
式
に
よ
る
強
調
態

　

表
現
形
式
に
よ
る
強
調
態
と
し
て
は
、
倒
置
、
繰
り
返
し
、
省

略
・
体
言
止
め
を
取
り
上
げ
る
。『
日
本
語
修
辞
辞
典
』（
国
書
刊
行

会
）
の
記
述
を
参
考
に
、
そ
れ
ぞ
れ
を�
倒
置
法
、�
反
復
法
、�

省
略
法
（
体
言
止
め
を
含
む
）
と
名
乗
る
。

�
倒
置
法

　

倒
置
は
、
常
態
表
現
に
較
べ
、
発
話
者
の
高
揚
し
た
印
象
を
伝
え

る
表
現
と
な
る
。
そ
の
こ
と
が
倒
置
の
強
調
に
よ
る
効
果
で
あ
る
。

　
　
「
す
み
ま
せ
ん
、
お
忙
し
い
と
こ
ろ
を
お
手
間
を
と
ら
せ

１５
て
。
実
は
…
…
」（
砂
）

　
　
　
　

お
忙
し
い
と
こ
ろ
を
お
手
間
を
と
ら
せ
て
、
す
み
ま
せ
ん
。

１５�

　

例
文　

か
ら
感
得
さ
れ
る
高
揚
感
は
、　

の
よ
う
な
常
識
的
な
語

１５

１５�

順
を
崩
す
こ
と
で
情
報
の
伝
わ
り
方
に
意
外
性
が
生
じ
た
と
こ
ろ
か

ら
発
す
る
も
の
で
あ
る
。
中
島
文
雄
（
一
九
八
七
）
は
、
日
本
語
で

は
述
語
の
重
要
性
が
高
く
、
語
順
と
し
て
は
「
た
だ
情
景
の
構
成
素

を
周
辺
的
な
も
の
か
ら
中
心
的
な
も
の
へ
と
並
列
的
に
挙
げ
る
」

（　

頁
）
と
す
る
。
な
れ
ば
、
日
本
語
の
構
造
は
、
文
を
統
括
す
る

１８４
述
語
に
よ
る
最
終
的
な
伝
達
情
報
の
完
成
ま
で
は
、
如
何
な
る
伝
達

情
報
に
落
着
す
る
か
と
い
う
期
待
値
を
維
持
す
る
性
質
に
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。
倒
置
の
構
造
は
、
そ
の
よ
う
な
日
本
語
の
常
識
性
を
裏

切
り
、
ま
ず
「
中
心
的
な
も
の
」
を
伝
達
し
「
周
辺
的
な
も
の
」
を

後
付
け
る
も
の
と
な
る
た
め
、
通
常
の
構
文
の
よ
う
に
述
語
に
至
る

ま
で
の
期
待
値
が
な
い
、
性
急
な
表
現
と
な
る
。
こ
れ
が
倒
置
表
現

の
高
揚
感
を
生
む
。
次
例
で
も
確
認
す
る
。

　
　
　
　
「
奇
麗
だ
ね
、
あ
の
娘
は
」（
た
け
）

１６

　
　
　
　
「
汚
ね
え
な
あ
、
お
め
え
は
！
」（
む
む
む
）

１７

　
　
　
　
「
何
な
の
こ
れ
は
？
」（
む
む
む
）

１８

　

い
ず
れ
も
「
は
」
構
文
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
常
識
的
な
語
順
は

次
で
あ
る
。

　
　
　
　

あ
の
娘
は
、
奇
麗
だ
ね
。

１６�
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お
め
え
は
、
汚
ね
え
な
あ
。

１７�

　
　
　
　

こ
れ
は
、
何
な
の
？

１８�

　

例
文　

〜　

と　

〜　

と
を
較
べ
れ
ば
、
後
者
が
落
ち
着
い
た
説

１６

１８

１６�

１８�

明
調
で
あ
る
の
に
較
べ
、
前
者
に
は
倒
置
に
伴
う
高
揚
感
が
あ
る
。

周
知
の
通
り
、「
は
」
は
「
元
來
論
理
的
性
質
を
よ
く
あ
ら
は
す
も

�
の�
」
で
あ
る
が
、
倒
置
形
の　

〜　

は
、
語
順
の
在
り
様
と
相
俟
っ

（
４
）

１６

１８

て
、
そ
の
こ
と
を
も
崩
す
強
調
態
と
な
り
、
そ
こ
に
高
揚
し
た
印
象

が
現
れ
る
。

　

前
記
の
よ
う
な
「
は
」
構
文
の
倒
置
表
現
に
は
、
以
下
の
よ
う
な

表
現
効
果
も
加
わ
る
。
既
に
周
知
の
よ
う
に
、
大
野
晋
（
一
九
七
八
）

に
よ
れ
ば
「
は
」
構
文
の
上
接
部
は
「
問
い
」
に
な
り
、「
は
」
の

下
位
に
は
、
そ
の
説
明
、
即
ち
「
答
え
」
が
要
求
さ
れ
る
。
然
れ
ば
、

通
常
の
「
は
」
構
文
は
「
問
い
―
は
―
答
え
」
の
、
い
わ
ば
安
定
し

た
構
造
（
例
文　

で
言
え
ば
、「
あ
の
娘
（
は
）」
が
問
い
で
「
奇
麗

１６�

だ
ね
」
が
答
え
）
に
あ
る
。
一
方
、　

〜　

の
倒
置
表
現
は
、
結
果

１６

１８

と
し
て
「
答
え
―
問
い
―
は
」
の
構
造
で
あ
る
。
伝
達
情
報
が
非
倒

置
形
の
伝
達
情
報
と
は
同
じ
で
あ
っ
て
も
、
情
報
の
伝
わ
り
方
は
、

通
常
の「
は
」構
文
を
認
識
す
る
よ
う
な
安
定
さ
に
は
な
い
。「
答
え
」

と
な
る
べ
き
情
報
が
ま
ず
示
さ
れ
る
こ
と
は
破
格
的
で
あ
り
、
そ
の

意
味
で
他
構
文
の
強
調
形
よ
り
も
強
調
効
果
は
一
層
高
ま
る
こ
と
が

考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
は
」
構
文
の
倒
置
形
は
、
他
構
文
よ

り
も
更
な
る
意
外
性
が
内
包
さ
れ
る
。

�
反
復
法

　

反
復
法
は
、
強
調
し
よ
う
と
す
る
語
句
・
表
現
を
繰
り
返
す
こ
と

に
よ
り
、
強
調
態
と
な
る
。

　
　
「
口
惜
し
い
く
や
し
い
口
惜
し
い
口
惜
し
い
、
長
き
ち
め
、

１９
文
次
め
、
丑
松
め
、
な
ぜ
己
を
殺
さ
ぬ
、
殺
さ
ぬ
か
。
…
」

（
た
け
）

　
　
（
大
和
尚
大
笑
い
に
笑
い
す
て
て
）「
黙
っ
て
い
ろ
、
黙
っ

２０
て
い
ろ
、
貴
様
な
ど
知
ら
ぬ
こ
と
だ
わ
」（
た
け
）

　
　
「
な
に
今
夜
は
き
っ
と
来
る
よ
。
―
お
い
見
ろ
見
ろ
」（
坊
）

２１

　

そ
れ
ぞ
れ
「
口
惜
し
い
」、「
殺
さ
ぬ
」
の
疑
問
表
現
、「
黙
っ
て

い
ろ
」、「
見
ろ
」
の
語
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
が
、
同
語
の
反
復
で

あ
る
以
上
、
そ
れ
ら
が
既
出
の
も
の
に
伝
達
情
報
を
付
加
す
る
役
割

に
あ
る
と
は
考
え
に
く
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
表
現
は
発
話
者
の
、
例
文

　

で
は
「
口
惜
し
い
」
と
思
う
気
持
ち
や
「
殺
さ
な
い
」
こ
と
へ
の

１９疑
問
の
感
情
、　

・　

で
は
黙
っ
て
い
る
こ
と
・
見
る
こ
と
を
要
請

２０

２１

す
る
意
志
を
、
い
ず
れ
も
増
幅
し
て
伝
達
す
る
も
の
で
あ
る
。
伝
達

情
報
の
確
認
を
求
め
る
意
識
が
窺
わ
れ
る
点
で
は
、�
の
用
法
に
通

ず
る
。
但
し
、　

の
よ
う
に
感
情
的
な
表
現
で
は
聞
き
手
へ
の
配
慮

１９

が
稀
薄
な
こ
と
も
考
え
ら
れ
、
発
話
者
の
主
観
性
の
度
合
い
を
高
く

す
る
こ
と
を
主
に
す
る�
の
用
法
に
通
ず
る
も
の
の
存
在
も
想
定
さ

れ
る
。

　

次
の
よ
う
な
も
の
は
、
反
復
法
の
形
式
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
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る
。　

　

こ
う
い
う
勉
強
の
し
か
た
は
、
小
学
校
だ
か
ら
で
き
る
の

２２
で
は
な
い
。
中
学
校
で
も
高
等
学
校
で
も
で
き
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。（
君
）

　
　
「
な
ぜ
、
ど
う
し
て
片
腕
が
な
く
な
る
の
だ
」（
た
け
）

２３
　
　
「
幻
燈
に
し
な
い
か
、
幻
燈
に
。
…
」（
た
け
）

２４

　

例
文　

は
「
中
学
校
で
も
高
等
学
校
で
も
で
き
る
」
こ
と
を
提
示

２２

し
つ
つ
、「
で
き
る
」
だ
け
で
は
な
く
「
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
更
に
主
張
を
強
め
る
も
の
で
、
反
復
法
の
表
現
展
開
で
あ
る
。　
２３

は
「
な
ぜ
」
の
繰
り
返
し
を
避
け
、
同
義
の
「
ど
う
し
て
」
を
付
加

し
た
も
の
、　

は
「
幻
燈
に
し
な
い
か
」
と
い
う
表
現
全
体
の
反
復

２４

で
は
な
く
、「
幻
燈
に
」
ま
で
の
繰
り
返
し
で
止
め
、
そ
こ
に
伝
達
情

報
の
重
点
化
を
計
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
も
、
そ
れ
ま
で
の
伝

達
情
報
の
確
認
を
求
め
る
意
識
が
指
摘
で
き
る
が
、　

・　

の
例
で

２３

２４

は
発
話
者
の
主
観
性
の
高
ま
り
も
指
摘
し
得
る
。

�
省
略
法

　

次
例
は
、
あ
る
べ
き
伝
達
情
報
を
省
略
す
る
こ
と
で
強
調
態
と
す

る
も
の
で
あ
る
。

　
　
「
君
み
た
い
な
ケ
チ
が
！
冗
談
じ
ゃ
な
い
よ
。
…
」（
不
）

２５
　
　
「
ご
趣
味
は
？
」
な
ど
と
訊
か
れ
る
と
、
ぼ
く
は
も
の
す
ご

２６
く
困
惑
す
る
。（
む
む
む
）

　
　
「
何
を
憎
ん
で
そ
の
よ
う
に�
無
情�
そ
ぶ
り
は
見
せ
ら
る
る
。

つ
れ
な
き

２７

言
い
た
い
こ
と
は�
此
方�
に
あ
る
を
、
余
り
な
人
」（
た
け
）

こ
な
た

　

例
文　

で
は
、
例
え
ば
「
何
を
言
う
か
」
等
の
省
略
が
考
え
ら
れ
、

２５

そ
の
省
略
に
よ
り
既
に
感
情
的
な
表
現
で
あ
る
と
こ
ろ
が
一
層
、
感

情
的
に
受
け
取
れ
る
。　

は
、
感
情
的
表
現
と
は
し
難
い
が
、
後
続

２６

の
「
何
で
す
か
」
等
の
省
略
に
よ
り
、
改
ま
っ
た
表
現
に
な
る
こ
と

が
排
さ
れ
、
そ
の
分
、
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
印
象
が
現
れ
、
聞
き
手

へ
の
親
近
感
を
盛
り
込
む
こ
と
が
可
能
と
な
る
。　

の
体
言
止
め
の

２７

例
は
、
文
末
の
断
定
の
助
動
詞
を
省
略
す
る
こ
と
で
、
発
話
者
の
感

情
の
高
ぶ
り
を
増
幅
で
き
る
。

　

省
略
・
体
言
止
め
に
よ
る
強
調
は
、
感
情
の
高
揚
し
た
表
現
や
イ

ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
表
現
の
形
成
に
使
用
さ
れ
、
概
し
て
表
現
全
体
を

覆
う
発
話
者
の
主
観
性
の
高
ま
り
が
指
摘
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
れ

ま
で
の
他
の
強
調
態
の
多
く
が
語
句
や
表
現
を
加
え
る
こ
と
に
よ
り

効
果
を
出
す
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
省
略
・
体
言
止
め
が
伝
達

情
報
の
削
減
・
短
縮
に
よ
る
強
調
態
で
あ
る
と
こ
ろ
に
は
、
そ
れ
な

り
の
特
性
を
見
出
だ
す
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

現
代
語
の
体
質
と
し
て
、
情
報
が
正
確
に
伝
達
さ
れ
る
と
い
う
意

味
で
の
「
論
理
性
」
が
重
視
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。「
情
報
の

伝
達
」
が
尊
重
さ
れ
る
上
で
は
、
省
略
可
能
な
語
句
・
表
現
は
、
基

本
的
に
復
元
可
能
な
情
報
で
あ
る
こ
と
が
要
件
と
な
る
。
そ
の
要
件

が
伝
達
情
報
を
不
確
か
な
も
の
と
す
る
こ
と
な
く
、
余
情
的
な
表
現

を
形
成
す
る
こ
と
に
繋
が
る
。
し
か
し
、
情
報
の
伝
達
よ
り
も
余
情

的
な
表
現
の
形
成
を
優
先
す
る
な
ら
ば
、
省
略
さ
れ
る
要
素
は
復
元
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可
能
な
情
報
で
あ
る
必
要
が
な
い
。
寧
ろ
、
省
略
の
内
容
を
聞
き
手

に
推
察
さ
せ
る
こ
と
で
文
意
に
含
み
を
持
た
せ
る
こ
と
の
効
果
が
浮

か
び
上
が
る
。

　
　
（
美
登
利
が
）
信
如
の
こ
と
を
悪
く
言
え
ば
、（
正
太
が
）

２８「
そ
れ
で
も
龍
華
寺
は
ま
だ
物
が
解
っ
て
い
る
よ
。
長
吉
と

来
た
ら
、
あ
れ
は
は
や
」
と
、
生
意
気
に
大
人
の
口
を
真
似

れ
ば
、
…
（
た
）

　
　

馬
淵
は
、
聞
い
て
い
て
、
び
っ
く
り
し
た
。「
珠
子
も
、
追

２９
い
か
け
て
街
道
を
渡
っ
た
の
か
。」「
え
え
。
む
こ
う
が
安
心

し
て
歩
き
は
じ
め
た
か
ら
、
し
め
た
と
思
っ
て
。」「
…
…
呆

れ
た
わ
。」
と
菊
枝
は
い
っ
て
、
馬
淵
を
見
た
。（
素
）

　

例
文　

「
あ
れ
は
は
や
」（「
は
や
」
は
感
動
語
）
の
含
み
の
内
容

２８

は
、
推
測
可
能
で
は
あ
る
も
の
の
、
必
ず
し
も
特
定
さ
れ
る
も
の
で

は
な
く
、
解
釈
の
幅
が
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
（
集
英
社
文
庫

版　

頁
の
脚
注
に
は
「
あ
い
つ
は
も
う
ど
う
し
よ
う
も
な
い
。」
と

６８
あ
る
）。　

で
は
「
…
…
呆
れ
た
わ
。」
の
一
言
に
伝
達
情
報
を
そ
ぎ

２９

落
と
す
こ
と
で
、
発
話
者
（
菊
枝
）
の
感
情
が
如
何
な
る
も
の
か
の

推
測
を
聞
き
手
に
委
ね
、
余
情
を
強
く
し
た
表
現
と
な
る
。

　

こ
の
よ
う
に
伝
達
情
報
の
削
減
・
短
縮
に
よ
る
強
調
態
に
は
、
文

の
伝
達
情
報
の
完
成
を
聞
き
手
に
委
ね
、
文
意
に
含
み
を
持
た
せ
る

特
性
が
あ
る
。

　
　
　

四
、
ま
と
め

　

強
調
は
、
表
現
を
伝
達
す
る
際
の
伝
達
方
法
に
関
す
る
概
念
で
あ

り
、
伝
達
情
報
そ
の
も
の
と
な
る
意
味
的
概
念
で
は
な
い
。
強
調
が

伝
達
情
報
で
は
な
く
伝
達
方
法
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
著

し
く
主
観
的
な
も
の
（
作
用
）
で
あ
る
こ
と
を
表
す
。
そ
の
前
提
で

言
え
ば
、
い
か
な
る
強
調
態
も
発
話
者
の
主
観
性
に
基
づ
く
も
の
で

あ
り
、
そ
の
強
化
を
目
指
す
と
こ
ろ
で
あ
る
と
総
括
し
得
る
。

　

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
捉
え
方
で
は
、
強
調
と
い
う
こ
と
に
対
す

る
表
現
者
・
理
解
者
の
理
解
が
必
ず
し
も
合
致
し
な
い
こ
と
が
考
え

ら
れ
る
。
各
強
調
態
に
よ
る
表
現
効
果
を
少
し
で
も
差
異
化
し
、
明

示
化
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
強
調
に
伴
う
表
現
者
と
表
現
理
解

者
と
の
認
識
を
合
わ
せ
る
こ
と
が
適
う
。
そ
の
意
味
で
は
、
概
ね
、

Ⅰ
〜
Ⅳ
の
よ
う
な
パ
タ
ー
ン
化
が
必
要
で
あ
る
（
丸
数
字
は
前
掲
の

各
強
調
態
）。
既
述
の
よ
う
に
、�
は
発
話
者
の
立
場
を
強
く
し
、�

〜�
は
聞
き
手
と
の
関
係
に
立
つ
強
調
態
で
あ
る
。

�
　

発
話
者
の
立
場
で
、
感
情
、
判
断
等
の
主
観
性
を
高
め
て
表
現

す
る
…�
（�
）

�
　

念
押
し
の
作
用
に
よ
り
情
報
確
認
を
求
め
る
…�
�
�

�
　

情
報
の
伝
え
方
を
性
急
に
し
て
高
揚
感
を
出
す
…�

�
　

解
釈
上
の
可
能
性
の
広
げ
る
こ
と
で
余
情
を
強
く
す
る
…�
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注
１　

終
助
詞
、
間
投
助
詞
と
い
っ
た
助
詞
の
分
類
上
の
区
別
は
考
え
な
い
。

　

２　

山
中
美
恵
子
（
一
九
九
六
）　

頁
９８

　

３　

山
中
美
恵
子
（
一
九
九
四
）
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、「
な
ど
（
な
ん
か
）」
の

用
法
に
は
発
話
者
が
「
前
提
命
題
の
ト
ピ
ッ
ク
の
再
評
価
を
し
、
自
分
の

意
見
を
表
明
す
る
た
め
に
使
用
し
て
い
る
」
も
の
が
あ
る
。
強
調
の
役
割

と
し
て
は
、
結
果
的
に
類
似
性
が
あ
る
と
言
え
る
。

　

４　

山
田
孝
雄
（
一
九
三
六
）　

頁
４９２

参
考
文
献

大
野　
　

晋
（
一
九
七
八
）　
『
日
本
語
の
文
法
を
考
え
る
』（
岩
波
新
書
）

大
鹿　

薫
久
（
二
〇
〇
五
）　
「
叙
法
の
組
織
と
『
の
だ
』
文
・
規
定
文
」『
日
本
語

学
会
２
０
０
５
年
度
春
季
大
会
予
稿
集
』

小
野　

正
樹
（
二
〇
〇
五
）　
『
日
本
語
態
度
動
詞
文
の
情
報
構
造
』（
ひ
つ
じ
書

房
）

尾
上　

圭
介
（
一
九
八
二
）　
「『
ぼ
く
は
う
な
ぎ
だ
』
の
文
は
な
ぜ
成
り
立
つ
の

か
」『
国
文
学
』
第　

巻
第　

号

２７

１６

田
野
村
忠
温
（
二
〇
〇
二
）　
『
現
代
日
本
語
の
文
法
Ⅰ　
「
の
だ
」
の
意
味
と
用

法
』（
和
泉
書
院
）

中
島　

文
雄
（
一
九
八
七
）　
『
日
本
語
の
構
造
―
英
語
と
の
対
比
―
』（
岩
波
新

書
）

益
岡　

隆
志
（
一
九
九
一
）
『
モ
ダ
リ
テ
ィ
の
文
法
』（
く
ろ
し
お
出
版
）

宮
崎　

和
人
（
二
〇
〇
二
）
『
新
日
本
語
文
法
選
書
４　

モ
ダ
リ
テ
ィ
』・
第
４

章
（
く
ろ
し
お
出
版
）

山
田　

孝
雄
（
一
九
三
六
）　
『
日
本
文
法
学
概
論
』（
寶
文
館
）

山
中
美
恵
子
（
一
九
九
四
）「
例
示
と
強
調
」『
神
戸
大
学
留
学
生
セ
ン
タ
ー
紀

要
』
２

―
―
―
―
―
（
一
九
九
六
）「『
と
り
た
て
』
と
主
観
性
」『
神
戸
大
学
留
学
生
セ
ン

タ
ー
紀
要
』
３

引
例

（
君
）＝
君
の
可
能
性
（
斎
藤
喜
博
）

（
素
）＝
素
顔
（
三
浦
哲
郎
）

（
砂
）＝
砂
の
碑
銘
（
森
村
誠
一
）

（
た
）＝
た
け
く
ら
べ
（
樋
口
一
葉
）

（
不
）＝
不
道
徳
教
育
講
座
（
三
島
由
紀
夫
）

（
坊
）＝
坊
っ
ち
ゃ
ん
（
夏
目
漱
石
）

（
む
む
む
）＝
む
む
む
の
日
々
（
原
田
宗
典
）

（
付
記
）
本
稿
は
、
拙
著
『
日
本
語
助
詞
の
文
法
』（
新
典
社
、
二
〇
〇
六
年
六

月
）
の
第
十
五
章
を
ベ
ー
ス
に
し
た
。

－ ９３ � －
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