
　

表
現
を
表
現
と
し
て
成
り
立
た
せ
る
も
の
は
何
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
ん
な

こ
と
を
考
え
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
の
が
、
韓
国
ド
ラ
マ
の
『
マ
イ
・
デ
ィ

ア
・
ミ
ス
タ
ー
〜
私
の
お
じ
さ
ん
〜
』（
二
〇
一
八
年
）
で
あ
る
。

　

二
十
一
歳
の
女
性
、
ジ
ア
ン
と
そ
の
会
社
の
上
司
ド
ン
フ
ン
が
主
人
公
の
ド

ラ
マ
で
あ
る
。
過
去
に
人
を
殺
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
の
あ
る
ジ
ア
ン
の
、
ど
こ

ま
で
も
暗
い
瞳
を
見
た
瞬
間
か
ら
こ
の
ド
ラ
マ
は
目
を
離
せ
な
く
な
る
。
一
方

の
ド
ン
フ
ン
は
、
な
ぜ
か
、
ジ
ア
ン
か
ら
「
無
期
懲
役
刑
の
模
範
囚
の
よ
う

だ
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
な
絶
望
し
き
っ
た
（
あ
る
い
は
呆
け
た
よ
う
な
）
表

情
で
、
黙
々
と
自
宅
と
会
社
を
往
復
す
る
だ
け
の
毎
日
を
送
っ
て
い
る
。
ス

ト
ー
リ
ー
は
も
ち
ろ
ん
面
白
い
の
だ
が
、
何
よ
り
も
一
つ
一
つ
の
シ
ー
ン
に
必

然
性
が
感
じ
ら
れ
る
の
が
こ
の
ド
ラ
マ
の
最
大
の
魅
力
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

ド
ラ
マ
の
舞
台
と
な
る
フ
ゲ
と
い
う
街
の
中
を
な
ぜ
か
鉄
道
が
通
っ
て
い
て
、

行
き
帰
り
に
ド
ン
フ
ン
は
必
ず
そ
の
踏
み
切
り
を
渡
る
の
だ
が
、
あ
る
夜
、
酒

に
酔
っ
た
彼
が
う
っ
す
ら
雪
の
積
も
っ
た
道
に
仰
向
け
に
倒
れ
、「
ま
だ
死
ね

な
い
な
」
と
呟
く
シ
ー
ン
が
あ
る
（
小
津
安
二
郎
の
『
麦
秋
』
の
終
盤
、
年

老
い
た
父
親
が
、
国
鉄
の
列
車
が
通
る
踏
み
切
り
の
前
で
佇
む
シ
ー
ン
が
思

い
浮
か
ぶ
）。
登
場
人
物
の
絶
望
の
深
さ
が
、
見
る
側
に
も
迫
っ
て
く
る
。
す

る
と
、
ふ
と
「
こ
の
ド
ラ
マ
に
は
思
想
が
あ
る
」
と
い
う
言
葉
が
口
を
つ
く
。

思
想
と
い
っ
て
も
大
げ
さ
な
も
の
で
は
な
い
。
い
い
た
い
の
は
表
現
の
切
実

さ
、
あ
る
い
は
切
迫
性
と
い
っ
た
も
の
だ
。
何
か
表
現
し
た
い
も
の
が
あ
る
、

ど
う
し
て
も
そ
れ
を
表
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
し
か
も
人
に
伝
わ
る
形

で
表
現
し
た
い
、
そ
う
い
っ
た
想
い
が
表
現
の
根
底
に
あ
る
と
感
じ
る
と
き
、

私
は
思
想
が
あ
る
と
思
う
。
そ
し
て
こ
の
ド
ラ
マ
に
は
そ
の
意
味
で
の
思
想

が
あ
る
。

　

そ
れ
は
、
し
か
し
ま
た
、
知
性
と
い
っ
て
い
い
も
の
か
も
し
れ
な
い
。『
ア
メ

リ
カ
の
反
知
性
主
義
』（
田
村
哲
夫
訳
）
で
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ホ
フ
ス
タ
ッ
タ
ー

は
、
知
性intellect

は
知
能
（
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
）intelligence

（「
頭
の

よ
さ
」
と
訳
し
て
も
い
い
）
と
は
違
う
と
い
う
。「
知
性
は
心m

ind

の
批
判

的
、
創
造
的
、
思
索
的
側
面
」
で
あ
る
。
膨
大
な
情
報
を
処
理
し
、
現
実
の

問
題
に
既
知
の
方
程
式
を
用
い
て
最
適
の
解
を
導
き
出
す
の
が
知
能
（
イ
ン

テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
）
の
役
割
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
知
性
は
、
こ
の
方
程
式

と
、
そ
れ
か
ら
ま
こ
と
し
や
か
に
導
き
出
さ
れ
る
解
そ
の
も
の
を
疑
い
、
批
判

す
る
こ
と
を
役
割
と
す
る
と
い
っ
て
い
い
。「
知
性
の
あ
る
生
活
と
は
、
真
理

を
所
有
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
新
た
な
不
確
実
性
を
探
し
て
止
ま

な
い
と
こ
ろ
に
そ
の
本
質
が
あ
る
」（
訳
は
少
し
変
更
）。
こ
の
ホ
フ
ス
タ
ッ

タ
ー
の
考
え
に
従
う
な
ら
ば
、
知
性
の
な
い
と
こ
ろ
で
の
表
現
を
巡
る
営
み

は
、
情
報
の
垂
れ
流
し
と
そ
の
無
批
判
的
受
容
の
繰
り
返
し
に
す
ぎ
な
い
な

い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
情
報
社
会
な
ど
と
い
う
の
は
所
詮
そ
ん
な
も
の

な
の
で
は
な
い
か
。
知
性
あ
る
表
現
が
情
報
社
会
の
ど
こ
に
見
ら
れ
る
の
だ

ろ
う
か
。

　

そ
れ
は
、
し
か
し
ま
た
、
二
葉
亭
四
迷
の
言
っ
た
「
目
的
」
で
あ
る
の
か

も
し
れ
な
い
。
伊
藤
整
の
『
日
本
文
壇
史
』
第
二
巻
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
、

内
田
魯
庵
が
初
め
て
二
葉
亭
四
迷
を
訪
れ
た
と
き
の
話
だ
（
ほ
と
ん
ど
、
魯

庵
の
『
思
い
出
す
人
々
』
中
の
「
二
葉
亭
余
談
」
の
ま
ま
で
あ
る
）。
そ
の
と

き
、
も
う
一
人
来
訪
者
が
い
て
、
そ
の
人
物
が
将
来
日
本
の
文
章
は
ど
う
な

る
と
思
う
か
、
と
問
う
た
と
こ
ろ
、
二
葉
亭
四
迷
は
こ
う
答
え
た
。「
一
体
文

章
の
目
的
は
何
で
あ
る
か
。
真
理
を
発
揮
す
る
の
が
文
章
の
目
的
か
、
人
生

を
説
明
す
る
の
が
文
章
の
目
的
か
。
こ
の
問
題
が
決
し
な
い
う
ち
は
、
将
来

の
文
章
を
論
ず
る
事
は
で
き
な
い
。
こ
の
問
題
が
定
ま
れ
ば
、
そ
の
目
的
を

達
す
る
に
は
最
も
近
い
、
最
も
適
し
た
文
章
が
自
ず
か
ら
将
来
の
文
体
に
な

る
」
と
。
魯
庵
は
そ
れ
を
聞
い
て
、
文
学
が
単
な
る
遊
戯
で
は
な
く
、
人
生

と
関
わ
る
深
い
意
味
を
持
っ
た
営
み
で
あ
る
こ
と
を
痛
感
し
た
と
い
う
。
だ

が
、
今
、
私
た
ち
は
二
葉
亭
四
迷
の
い
う
「
目
的
」
を
も
っ
て
表
現
し
て
い

る
だ
ろ
う
か
。

　

表
現
の
創
造
も
そ
の
受
容
も
、
単
な
る
垂
れ
流
し
と
聞
き
流
し
に
終
わ
ら

な
い
た
め
に
は
何
が
必
要
な
の
か
、
ぽ
つ
り
ぽ
つ
り
と
考
え
て
み
た
。
だ
が
、

こ
う
し
た
問
い
は
当
然
な
が
ら
我
が
身
に
返
っ
て
く
る
。

　
「
お
前
に
思
想
は
あ
る
の
か
」
と
。

奥田 隆男
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