
《
コ
ト
バ
表
現
シ
リ
ー
ズ
》

朗
読
の
現
状
と
未
来

―
―

朗
読
理
論
と
表
現
よ
み

―
―渡

辺

知

明



第
１
回

「
死
ぬ
ほ
ど
退
屈
な
朗
読
」
と
い
う
も
の

２
０
０
６
年
９
月
、
木
津
川
計
さ
ん
が
『
上
方
芸
能
』
に
「
語
り
と
「
一
人
語
り
」
試
論
」
を
書
き
ま
し
た
。

当
時
、
冒
頭
に
書
か
れ
た
吉
川
潮
さ
ん
の
「
死
ぬ
ほ
ど
退
屈
な
朗
読
」
と
い
う
言
葉
を
紹
介
さ
れ
た
と
き
、
わ

た
し
は
我
が
意
を
得
た
り
と
思
い
ま
し
た
。
東
京
に
お
い
て
も
同
様
の
現
状
だ
っ
た
か
ら
で
す
。
木
津
川
さ
ん

の
文
章
か
ら
は
、
「
語
り
芸
」
の
よ
う
に
朗
読
が
独
自
の
お
も
し
ろ
さ
を
持
っ
て
発
展
す
る
こ
と
へ
の
期
待
が

読
み
と
れ
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
東
西
を
問
わ
ず
、
日
本
全
国
で
現
在
も
続
い
て
い
る
重
要
な
課
題
で
す
。
わ
た
し
は
東
京
で
40
年

ほ
ど
の
あ
い
だ
、
表
現
よ
み
と
い
う
考
え
方
か
ら
朗
読
の
質
的
発
展
の
た
め
の
研
究
と
実
践
を
し
て
き
ま
し
た
。

残
念
な
が
ら
、
そ
の
あ
い
だ
に
朗
読
の
表
現
に
発
展
が
あ
っ
た
と
は
思
い
ま
せ
ん
。
そ
も
そ
も
、
朗
読
独
自
の

お
も
し
ろ
さ
が
追
究
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
今
後
の
朗
読
の
発
展
の
た
め
の
カ

ギ
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

朗
読
と
い
う
の
は
本
を
読
む
手
段
で
あ
る
と
と
も
に
、
読
み
手
と
聴
き
手
と
に
よ
る
ひ
と
つ
の
活
動
で
す
。

そ
の
意
味
で
演
芸
に
近
い
も
の
で
す
か
ら
、
一
つ
の
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
成
り
立
つ
可
能
性
は
十
分
に
あ
り
ま
す
。

朗読の現状と未来
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ジ
ャ
ン
ル
と
な
れ
ば
朗
読
界
と
い
う
も
の
も
成
立
す
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
朗
読
は
い
ま
だ
ジ
ャ
ン
ル
と
し

て
確
立
さ
れ
て
い
な
い
の
で
す
。

●
朗
読
活
動
の
現
状

朗
読
に
関
し
て
一
般
に
は
、
朗
読
と
い
う
行
為
そ
の
も
の
よ
り
も
、
朗
読
活
動
の
方
に
関
心
が
あ
る
よ
う
で

す
。
朗
読
が
行
わ
れ
る
場
に
目
が
向
け
ら
れ
ま
す
。
た
と
え
ば
、
テ
レ
ビ
や
ラ
ジ
オ
で
は
、
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
、

ナ
レ
ー
タ
ー
、
俳
優
、
声
優
な
ど
が
文
学
作
品
を
読
ん
で
い
ま
す
。
そ
の
ほ
か
、
朗
読
の
周
辺
の
活
動
も
あ
り

ま
す
。
ア
ナ
ウ
ン
ス
、
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
、
音
訳
、
語
り
、
読
み
聞
か
せ
、
ラ
ジ
オ
ド
ラ
マ
、
一
人
芝
居
、
ポ
エ

ト
リ
ー
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
、
ド
ラ
マ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
な
ど
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
限
ら
れ
た
関
心
の
う
ち

で
活
動
し
て
い
ま
す
。
お
そ
ら
く
、
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
の
朗
読
は
意
識
さ
れ
て
い
な
い
で
し
ょ
う
。

そ
の
一
方
で
、
朗
読
教
室
に
通
う
人
た
ち
が
発
表
会
を
開
い
て
い
ま
す
。
ま
た
、
各
地
で
さ
ま
ざ
ま
な
団
体

や
個
人
が
、
朗
読
の
教
室
を
開
い
た
り
、
朗
読
の
発
表
会
を
開
催
し
た
り
し
て
い
ま
す
。
一
般
の
人
た
ち
の
朗

読
会
は
ほ
と
ん
ど
無
料
で
す
。
東
京
で
も
、
お
金
を
と
る
朗
読
会
を
開
い
て
い
る
よ
う
な
人
た
ち
は
ご
く
少
数

で
す
。
朗
読
が
有
料
で
も
聞
い
て
も
ら
え
る
よ
う
な
価
値
を
持
つ
か
ど
う
か
、
そ
の
た
め
に
は
朗
読
の
質
が
問

わ
れ
ま
す
。

ま
た
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
発
達
に
よ
っ
て
、
若
い
人
た
ち
か
ら
高
齢
の
人
た
ち
ま
で
、
パ
ソ
コ
ン
を
利
用

す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
自
ら
の
朗
読
の
録
音
を
パ
ソ
コ
ン
で
録
音
フ
ァ
イ
ル
に
し
て
ネ
ッ
ト
で
公
開
し
て
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い
ま
す
。
聴
き
た
い
と
思
う
作
品
を
ネ
ッ
ト
で
検
索
す
る
と
、
名
前
の
知
れ
た
文
学
作
品
の
朗
読
な
ら
ば
、
ほ

と
ん
ど
聞
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
こ
も
玉
石
混
淆
で
「
死
ぬ
ほ
ど
退
屈
な
朗
読
」
で
は
な
い
も
の

を
発
見
す
る
の
は
困
難
で
す
。

●
朗
読
理
論
の
必
要
性

朗
読
の
現
状
に
つ
い
て
結
論
を
言
う
な
ら
、
現
在
の
到
達
点
で
は
、
朗
読
が
独
自
の
芸
術
や
演
芸
と
し
て
は

成
り
立
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
ほ
と
ん
ど
の
朗
読
活
動
が
、
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
と
し
て
の
魅

力
を
持
っ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
の
一
つ
の
理
由
は
朗
読
そ
の
も
の
の
概
念
の
ア
イ
マ
イ
さ
に
あ
り
ま
す
。
と
く
に
、

朗
読
の
も
つ
表
現
の
面
が
意
識
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
今
後
は
表
現
の
面
を
意
識
的
に
探
求
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。
さ
ま
ざ
ま
の
演
芸
に
は
、
歴
史
が
あ
っ
て
、
そ
の
中
で
芸
と
し
て
磨
か
れ
て
き
た
も
の
で
す
。
し
か
し
、

朗
読
は
近
代
日
本
に
お
い
て
始
ま
っ
た
歴
史
の
浅
い
も
の
で
す
か
ら
、
な
お
さ
ら
理
論
の
助
け
が
必
要
な
の
で

す
。朗

読
の
理
論
が
な
い
た
め
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
実
践
者
は
、
自
ら
の
出
身
ジ
ャ
ン
ル
の
方
法
を
朗
読
に
応
用
し

て
い
ま
す
。
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
は
放
送
の
ア
ナ
ウ
ン
ス
、
俳
優
は
演
劇
の
舞
台
や
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
、
声
優
は
ラ
ジ

オ
ド
ラ
マ
や
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
仕
事
の
延
長
で
朗
読
を
し
て
い
ま
す
。
演
技
力
の
あ
る
俳
優
で
あ
っ
て
も
、

い
ざ
朗
読
と
な
る
と
、
作
品
の
表
現
を
せ
ず
に
読
み
上
げ
て
し
ま
う
傾
向
が
一
般
的
で
す
。

そ
の
原
因
と
し
て
は
、
小
説
や
物
語
を
文
学
作
品
と
し
て
読
む
と
い
う
観
点
が
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
作

朗読の現状と未来
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品
を
台
本
と
し
て
読
ん
で
し
ま
う
の
で
す
。
つ
ま
り
、
セ
リ
フ
と
ト
書
き
と
に
分
け
て
、
セ
リ
フ
を
際
立
て
て

ト
書
き
は
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
す
る
と
い
う
読
み
方
に
な
っ
て
い
ま
す
。

朗
読
は
文
学
作
品
を
読
む
も
の
で
す
。
し
か
し
、
「
読
み
」
と
一
言
に
言
っ
て
も
何
を
読
む
か
に
よ
っ
て
、

い
わ
ば
そ
の
目
的
は
定
ま
り
ま
す
。
放
送
原
稿
な
ら
ば
ア
ナ
ウ
ン
ス
、
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
メ
ッ
セ
ー
ジ
な
ら
ば
ナ

レ
ー
シ
ョ
ン
、
新
聞
記
事
な
ら
ば
報
道
の
た
め
と
い
う
よ
う
に
テ
キ
ス
ト
が
読
み
を
決
定
し
ま
す
。
本
来
の
朗

読
は
、
詩
や
小
説
や
物
語
な
ど
の
文
学
作
品
が
テ
キ
ス
ト
で
す
。
そ
れ
は
虚
構
の
世
界
を
創
造
す
る
も
の
で
あ

り
、
読
み
手
は
読
み
声
に
よ
る
作
品
の
世
界
を
創
造
す
る
の
で
す
。

あ
え
て
東
日
本
の
朗
読
活
動
の
現
状
を
ま
と
め
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
が
独
立
し
た
分
野
に
お
い
て
「
朗
読
」

と
い
う
ア
イ
マ
イ
な
概
念
の
も
と
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
た
ち
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
方
法
で
声
の
表
現
の
試
み
を
続

け
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
残
念
な
が
ら
、
ま
だ
、
「
死
ぬ
ほ
ど
退
屈
な
朗
読
」
か
ら
脱
す
る
表
現

の
で
き
る
読
み
手
は
非
常
に
少
な
い
の
だ
と
い
え
ま
す
。
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第
２
回

「
朗
読
」
と
い
う
も
の
の
意
味

近
ご
ろ
、
朗
読
が
ブ
ー
ム
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
朗
読
と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
て
い

る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
ぞ
れ
の
朗
読
活
動
の
背
景
に
は
、
た
と
え
ア
イ
マ
イ
で
あ
っ
て
も
、
朗
読
に
つ
い
て

の
考
え
が
あ
り
ま
す
。
今
後
、
朗
読
の
文
化
を
発
展
さ
せ
る
方
向
を
探
る
た
め
に
、
朗
読
に
つ
い
て
の
一
般
的

な
考
え
を
検
討
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

●
「
朗
読
」
の
定
義

国
語
辞
典
に
は
朗
読
の
意
味
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
「
声
を
あ
げ
て
詩
歌
や
文
章
を
よ
む
こ
と
」
、

「
声
高
く
読
み
上
げ
る
こ
と
。
特
に
、
読
み
方
を
工
夫
し
て
趣
あ
る
よ
う
に
読
む
こ
と
」
と
あ
り
ま
す
。
こ
の

要
点
は
３
つ
で
す
。
①
声
に
出
し
て
読
む
こ
と
、
つ
ま
り
音
読
す
る
こ
と
、
②
「
詩
歌
や
文
章
」
な
ど
の
文
学

作
品
を
読
む
こ
と
、
③
そ
の
内
容
を
「
趣
あ
る
よ
う
に
」
読
む
こ
と
で
す
。

こ
こ
に
朗
読
の
原
点
が
あ
り
ま
す
。
注
意
し
た
い
の
は
、
よ
く
言
わ
れ
る
「
人
に
伝
え
る
」
こ
と
が
中
心
な

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
が
優
先
さ
れ
る
と
、
朗
読
が
ア
ナ
ウ
ン
ス
や
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
同
一
に
考
え
ら
れ

が
ち
で
す
。
ま
た
、
単
純
な
音
読
と
ま
で
さ
れ
る
傾
向
も
あ
り
ま
す
。
最
近
は
、
「
裁
判
官
が
判
決
文
を
朗
読

す
る
」
な
ど
と
使
わ
れ
る
ほ
ど
で
す
。

朗読の現状と未来
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声
に
出
し
て
読
む
こ
と
の
原
点
は
、
読
み
手
に
よ
る
理
解
に
あ
り
ま
し
た
。
か
つ
て
、
文
章
は
声
に
出
し
て

読
む
こ
と
で
理
解
す
る
も
の
で
し
た
。
江
戸
時
代
に
寺
子
屋
や
藩
校
な
ど
で
行
な
わ
れ
た
素
読
の
方
法
で
す
。

人
に
聞
か
せ
る
た
め
で
は
な
く
、
自
ら
が
書
物
の
内
容
を
理
解
す
る
た
め
の
手
段
で
し
た
。

●
朗
読
の
歴
史

明
治
時
代
に
朗
読
と
い
う
言
葉
が
生
ま
れ
て
か
ら
新
た
な
意
味
を
持
ち
ま
す
。
朗
読
の
研
究
の
始
ま
り
は
、

学
校
で
の
読
み
方
の
教
育
や
、
演
劇
に
お
け
る
声
の
表
現
法
な
ど
で
し
た
。
文
学
者
の
坪
内
逍
遙
も
文
学
や
演

劇
と
の
関
係
で
総
合
的
に
朗
読
の
方
法
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
以
後
は
、
お
も
に
２
つ
の
方
向
か

ら
研
究
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

第
１
は
、
学
校
に
お
け
る
国
語
教
育
や
読
書
指
導
の
方
法
と
し
て
実
践
的
に
研
究
さ
れ
ま
し
た
。
朗
読
は
、

言
語
教
育
の
一
環
と
し
て
、
文
章
の
読
解
や
文
学
作
品
の
解
釈
と
い
う
課
題
と
結
び
つ
い
て
い
ま
し
た
。
第
２

は
、
大
正
14
年
（
１
９
２
５
）
ラ
ジ
オ
放
送
の
開
始
に
よ
っ
て
始
ま
っ
た
朗
読
の
研
究
で
す
。
朗
読
は
ラ
ジ
オ

放
送
の
た
め
の
声
に
よ
る
情
報
伝
達
と
い
う
性
質
を
持
つ
こ
と
に
な
り
ま
す
。

戦
後
に
は
、
第
３
の
朗
読
の
研
究
が
始
ま
り
ま
す
。
目
の
不
自
由
な
人
に
声
で
書
物
を
提
供
す
る
も
の
で
す
。

そ
れ
ま
で
は
、
文
字
を
音
の
一
文
字
ご
と
の
点
字
に
訳
す
「
点
訳
」
で
し
た
。
音
声
訳
が
始
ま
っ
た
の
は
昭
和

33
年
（
１
９
５
８
）
で
す
。
テ
ー
プ
レ
コ
ー
ダ
ー
の
普
及
に
よ
り
、
文
字
の
代
わ
り
に
声
で
書
物
を
提
供
で
き

る
だ
ろ
う
と
い
う
考
え
で
し
た
。

- 8 -



こ
れ
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ
っ
て
広
く
普
及
し
て
、
朗
読
イ
コ
ー
ル
音
訳
と
い
う
の
が
社
会
的
な
通
念
と
な

り
ま
し
た
。
「
朗
読
の
勉
強
を
し
て
い
ま
す
」
と
い
う
と
、
「
眼
の
見
え
な
い
方
に
録
音
す
る
の
で
す
ね
」
と

言
わ
れ
る
も
の
で
す
。

以
上
の
よ
う
な
考
え
か
た
を
基
礎
に
し
て
、
現
代
の
朗
読
の
考
え
が
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。
と
く
に
朗
読
の

観
念
と
し
て
普
及
し
て
い
る
の
は
、
放
送
の
た
め
の
朗
読
と
目
の
不
自
由
な
人
の
た
め
の
朗
読
と
い
う
考
え
か

た
で
す
。
そ
の
一
方
で
弱
い
の
は
、
理
解
や
表
現
と
し
て
の
朗
読
と
い
う
考
え
か
た
で
す
。
し
か
し
、
朗
読
の

ブ
ー
ム
を
支
え
て
い
る
の
は
、
む
し
ろ
こ
ち
ら
の
面
で
す
。
多
く
の
ひ
と
が
朗
読
に
感
じ
る
お
も
し
ろ
さ
は
、

表
現
と
し
て
の
朗
読
の
性
質
に
あ
る
の
で
す
。

●
戦
後
の
朗
読
活
動

戦
後
か
ら
現
代
ま
で
の
朗
読
の
活
動
の
流
れ
を
大
ま
か
に
た
ど
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。
戦
後
、
昭
和
29
年
（
１

９
５
４
）
に
、
全
国
の
高
校
の
放
送
部
員
を
対
象
に
し
た
Ｎ
Ｈ
Ｋ
放
送
コ
ン
テ
ス
ト
が
始
ま
り
ま
す
。
そ
の
朗

読
部
門
が
、
放
送
の
た
め
の
朗
読
と
い
う
現
代
の
考
え
か
た
の
底
流
と
な
っ
て
い
ま
す
。

１
９
７
０
年
代
に
は
、
音
声
訳
で
学
ん
だ
技
術
を
基
礎
に
し
て
朗
読
の
活
動
を
す
る
団
体
が
、
日
本
各
地
に

増
え
て
き
ま
す
。
そ
し
て
、
２
０
０
１
年
に
は
、
朗
読
す
る
た
め
の
本
と
銘
打
っ
た
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
が
出
ま
す
。

そ
れ
を
き
っ
か
け
に
、
朗
読
活
動
を
す
る
組
織
が
つ
く
ら
れ
ま
す
。
そ
の
後
も
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
と
し
て
設
立
さ
れ
た

団
体
が
い
く
つ
か
あ
り
ま
す
。

朗読の現状と未来
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そ
の
過
程
で
は
、
一
般
の
人
た
ち
を
対
象
に
し
た
朗
読
の
コ
ン
テ
ス
ト
も
開
催
さ
れ
始
め
ま
し
た
。
１
９
８

２
年
に
、
洋
菓
子
の
会
社
が
始
め
た
詩
の
朗
読
の
コ
ン
テ
ス
ト
は
現
在
も
続
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、

今
ま
で
い
ろ
い
ろ
な
コ
ン
テ
ス
ト
が
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
コ
ン
テ
ス
ト
の
評
価
は
審
査
員
の

朗
読
の
観
念
に
大
き
く
左
右
さ
れ
ま
す
。
多
く
の
場
合
、
審
査
員
は
、
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
や
ナ
レ
ー
タ
ー
で
す
か

ら
、
放
送
の
た
め
の
朗
読
と
い
う
評
価
に
な
り
が
ち
で
す
。

し
か
し
、
中
に
は
表
現
と
し
て
の
朗
読
を
評
価
す
る
コ
ン
テ
ス
ト
も
あ
り
ま
し
た
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
朗

読
サ
イ
ト
主
催
で
行
な
わ
れ
た
コ
ン
テ
ス
ト
で
は
、
作
品
の
表
現
を
重
視
し
た
独
自
の
評
価
で
読
み
手
を
選
考

し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
言
語
理
論
を
研
究
す
る
団
体
に
よ
る
文
学
作
品
の
よ
み
の
コ
ン
テ
ス
ト
も
開
催
さ
れ
ま

し
た
。
そ
こ
か
ら
は
、
今
で
も
表
現
と
し
て
の
朗
読
を
探
求
し
て
い
る
読
み
手
が
何
人
も
発
掘
さ
れ
て
い
ま
す
。

わ
た
し
は
、
声
の
文
化
と
し
て
朗
読
が
発
展
す
る
カ
ギ
は
、
表
現
と
し
て
の
朗
読
へ
の
意
識
転
換
に
あ
る
と

考
え
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
、
「
死
ぬ
ほ
ど
退
屈
な
朗
読
」
か
ら
脱
す
る
第
一
歩
と
な
る
で
し
ょ
う
。
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第
３
回

朗
読
を
ど
の
よ
う
に
定
義
す
る
か

●
朗
読
と
は
何
か
？

そ
も
そ
も
朗
読
と
は
何
な
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
こ
で
、
あ
ら
た
め
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
こ
の
点
が
ア
イ

マ
イ
で
は
、
今
後
、
朗
読
の
活
動
を
ど
の
よ
う
に
す
す
め
て
よ
い
の
か
見
当
が
つ
き
ま
せ
ん
。
朗
読
と
い
う
も

の
が
何
で
あ
る
の
か
、
そ
の
意
味
が
分
か
れ
ば
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
ハ
ッ
キ
リ
し
ま
す
。

第
１
、
さ
ま
ざ
ま
な
芸
術
や
演
芸
の
な
か
で
、
朗
読
の
占
め
る
位
置
で
す
。
他
の
分
野
と
の
共
通
性
と
ち
が

い
と
が
見
え
て
き
ま
す
。
そ
う
な
る
と
、
朗
読
の
持
ち
場
と
発
展
の
方
向
と
が
見
え
て
き
ま
す
。

第
２
、
朗
読
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
か
と
い
う
基
準
で
す
。
い
い
朗
読
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
ど
こ

を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
の
か
と
い
う
点
で
す
。
そ
れ
は
朗
読
の
学
び
か
た
に
つ
な
が
り
ま
す
。

第
３
、
朗
読
の
今
後
の
発
展
方
向
で
す
。
わ
た
し
が
期
待
す
る
の
は
、
聞
き
手
が
退
屈
し
な
い
朗
読
、
聞
き

手
が
楽
し
め
る
朗
読
で
す
。
朗
読
と
い
う
も
の
の
お
も
し
ろ
さ
の
追
究
の
仕
方
で
す
。

●
「
朗
読
」
の
意
味

今
、
朗
読
と
は
、
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
わ
た
し
の
直
感
で
世
間
の
イ
メ
ー
ジ
を

い
う
な
ら
ば
、
放
送
で
耳
に
す
る
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
や
俳
優
・
声
優
の
読
み
が
８
割
、
音
声
訳
や
読
み
聞
か
せ
が

朗読の現状と未来
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２
割
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
い
く
つ
か
の
国
語
辞
典
の
定
義
を
ま
と
め
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
な
意
味
に
な
り
ま
す
。

「
お
も
に
文
学
作
品
、
詩
や
小
説
な
ど
を
、
声
に
出
し
て
趣
（
お
も
む
き
）
あ
る
よ
う
に
読
ん
で
、
味
わ
っ

た
り
鑑
賞
す
る
こ
と
」

こ
こ
で
定
義
さ
れ
た
朗
読
の
要
点
は
４
つ
あ
り
ま
す
。

①
声
に
出
し
て
読
む
―
―
声
に
出
し
て
本
を
読
む
こ
と
を
音
読
と
い
い
ま
す
。
朗
読
は
音
読
の
一
種
で
す
。

ま
た
、
必
ず
読
む
べ
き
テ
キ
ス
ト
が
あ
り
ま
す
。
テ
キ
ス
ト
が
な
け
れ
ば
、
暗
唱
か
、
語
り
か
、
演
技
で
す
。

②
文
学
作
品
を
読
む
―
―
朗
読
の
テ
キ
ス
ト
は
文
学
作
品
、
お
も
に
詩
や
小
説
や
物
語
な
ど
で
す
。
戯
曲
は

読
む
も
の
で
は
な
く
、
演
じ
ら
れ
る
も
の
で
す
。
ニ
ュ
ー
ス
な
ど
情
報
伝
達
の
原
稿
は
、
ア
ナ
ウ
ン
ス
や
ナ
レ
ー

シ
ョ
ン
の
た
め
の
も
の
で
す
。

③
読
み
方
に
工
夫
が
あ
る
―
―
文
章
の
情
報
を
伝
え
る
の
は
ア
ナ
ウ
ン
ス
で
す
。
朗
読
は
、
文
章
を
機
械
的

に
読
み
上
げ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
文
学
作
品
の
内
容
を
表
現
す
る
た
め
の
工
夫
が
あ
り
ま
す
。
朗
読
の

目
標
は
、
文
学
作
品
の
「
趣
（
お
も
む
き
）
」
で
す
。

④
作
品
を
味
わ
う
・
鑑
賞
す
る
―
―
朗
読
の
目
的
は
、
作
品
を
「
味
わ
う
」
こ
と
や
「
鑑
賞
す
る
」
こ
と
で

す
。
朗
読
に
は
読
み
手
と
聞
き
手
と
が
あ
り
ま
す
。
読
み
手
は
、
作
品
を
味
わ
い
つ
つ
「
趣
（
お
も
む
き
）
」

を
声
に
表
現
し
、
聞
き
手
は
、
そ
の
声
に
よ
っ
て
作
品
を
鑑
賞
す
る
の
で
す
。
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●
朗
読
の
お
も
し
ろ
さ
と
は
何
か

そ
れ
で
は
、
朗
読
で
し
か
味
わ
え
な
い
魅
力
と
は
何
で
し
ょ
う
か
。
読
み
手
と
聞
き
手
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立

場
か
ら
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
読
み
手
に
と
っ
て
、
朗
読
は
読
書
で
す
。
声
に
出
し
て
読
め
ば
、
文
学
作
品
を

よ
り
深
く
理
解
し
て
味
わ
え
ま
す
。
さ
ら
に
、
だ
れ
か
に
聞
い
て
も
ら
え
る
な
ら
、
表
現
者
と
し
て
の
楽
し
み

が
加
わ
り
ま
す
。

聞
き
手
は
、
声
で
表
現
さ
れ
た
作
品
を
聞
い
て
楽
し
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。
読
み
手
の
声
に
よ
っ
て
表
現
さ

れ
た
作
品
の
世
界
が
、
聞
き
手
の
想
像
に
浮
か
ん
で
く
る
の
で
す
。
つ
ま
り
、
朗
読
な
ら
で
は
の
お
も
し
ろ
さ

と
い
う
の
は
、
読
み
手
と
聞
き
手
が
、
文
学
作
品
の
世
界
を
共
有
し
て
味
わ
う
こ
と
に
あ
る
の
で
す
。

朗
読
を
聞
く
と
き
に
は
、
声
の
ほ
か
に
は
頼
り
に
す
る
も
の
が
あ
り
ま
せ
ん
。
舞
台
装
置
や
照
明
や
衣
裳
や

小
道
具
な
ど
は
、
朗
読
に
と
っ
て
は
二
次
的
な
も
の
で
す
。
朗
読
の
お
も
し
ろ
さ
は
、
文
章
に
表
現
さ
れ
た
文

学
作
品
の
内
容
を
声
に
よ
っ
て
現
実
化
す
る
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
文
学
作
品
の
声
に
よ
る
表
現
の
お

も
し
ろ
さ
な
の
で
す
。

●
文
字
の
こ
と
ば
と
声
の
こ
と
ば

朗
読
は
、
文
章
に
書
か
れ
た
文
学
作
品
を
読
む
と
い
う
点
で
、
一
般
の
読
書
に
も
っ
と
も
近
い
も
の
で
す
。

で
す
か
ら
、
も
と
の
作
品
そ
の
も
の
が
お
も
し
ろ
い
か
ど
う
か
が
重
要
に
な
り
ま
す
。
朗
読
に
お
い
て
、
作
品

選
び
が
大
切
だ
と
い
う
こ
と
の
根
拠
が
そ
こ
に
あ
り
ま
す
。

朗読の現状と未来

- 13 -

た
だ
し
、
文
学
作
品
を
読
ん
で
そ
の
内
容
を
理
解
す
る
の
は
な
か
な
か
む
ず
か
し
い
こ
と
で
す
。
そ
れ
で
、

朗
読
を
お
も
し
ろ
く
す
る
つ
も
り
で
、
つ
い
本
道
で
は
な
い
工
夫
を
し
が
ち
で
す
。
文
章
を
暗
記
し
て
お
芝
居

を
し
た
り
、
小
説
を
台
本
に
し
て
演
劇
に
し
た
り
、
派
手
な
衣
裳
を
着
て
演
じ
た
り
、
音
楽
や
照
明
や
映
像
を

添
え
て
聞
き
手
の
想
像
力
を
補
っ
た
り
す
る
の
で
す
。

し
か
し
、
何
よ
り
も
重
要
な
の
は
、
朗
読
が
文
字
の
表
現
と
声
の
表
現
を
媒
介
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
点

に
あ
り
ま
す
。
読
み
手
は
、
文
字
に
書
か
れ
た
文
学
作
品
を
読
ん
で
理
解
し
、
聞
き
手
は
、
読
み
手
の
表
現
す

る
声
か
ら
、
作
品
の
世
界
を
想
像
す
る
の
で
す
。
文
字
で
書
か
れ
た
作
品
で
あ
る
な
ら
ば
、
す
べ
て
が
朗
読
の

表
現
の
対
象
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
が
文
学
作
品
の
音
声
化
な
の
で
す
。
つ
ま
り
、
朗
読
と
は
、
こ
と
ば
を
手
段

と
す
る
あ
ら
ゆ
る
芸
術
や
芸
能
の
基
礎
と
な
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
も
の
な
の
で
す
。
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第
４
回

聞
い
て
楽
し
め
る
朗
読
の
方
法

今
回
で
連
載
は
終
了
で
す
。
最
後
に
、
聞
く
人
が
楽
し
め
る
よ
う
な
朗
読
を
す
る
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
か
、

そ
の
基
本
か
ら
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
ま
す
。

●
朗
読
の
楽
し
み
と
は
？

読
み
手
に
と
っ
て
は
、
朗
読
と
は
無
条
件
に
楽
し
い
も
の
で
す
。
文
学
作
品
を
声
に
出
し
て
読
む
こ
と
に
よ
っ

て
、
作
品
が
よ
り
深
く
味
わ
え
る
か
ら
で
す
。
ま
た
、
聞
き
手
の
注
目
を
浴
び
な
が
ら
、
自
分
自
身
を
ア
ピ
ー

ル
で
き
る
と
い
う
喜
び
も
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
聞
き
手
に
と
っ
て
は
、
ど
ん
な
朗
読
で
も
い
い
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
作
品
の
す
じ
を

知
る
だ
け
で
は
な
く
、
朗
読
を
聞
き
な
が
ら
心
と
き
め
く
よ
う
な
体
験
を
し
た
い
も
の
で
す
。

朗
読
を
聞
く
楽
し
み
は
、
歌
や
演
劇
や
落
語
や
講
談
や
義
太
夫
な
ど
と
似
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
し

か
し
、
朗
読
に
は
朗
読
独
自
の
表
現
と
し
て
の
魅
力
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
読
書
に
も
っ
と
も
近
い
か
た
ち

で
、
文
学
の
世
界
を
朗
読
作
品
と
し
て
味
わ
え
る
と
こ
ろ
で
す
。

し
か
し
、
ま
だ
読
み
手
に
は
、
朗
読
作
品
の
表
現
者
だ
と
い
う
自
覚
が
欠
け
て
い
ま
す
。
何
よ
り
も
重
要
な

朗読の現状と未来
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の
は
、
声
に
よ
る
表
現
と
し
て
朗
読
を
磨
い
て
い
く
こ
と
で
す
。
そ
こ
で
、
表
現
を
意
識
し
た
朗
読
法
の
要
点

を
示
し
て
お
く
こ
と
に
し
ま
し
た
。
（
詳
細
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
朗
読
の
教
科
書
』
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
）

●
「
朗
読
作
品
」
の
つ
く
り
方

①
作
品
を
表
現
す
る
―
―
朗
読
と
は
文
学
作
品
を
素
材
に
し
た
表
現
で
す
。
読
み
聞
か
せ
で
も
、
ア
ナ
ウ
ン

ス
で
も
、
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
聞
き
手
に
文
章
を
正
確
に
伝
え
よ
う
と
す
る
か
ら
、
緊
張
し
て

固
く
な
る
の
で
す
。
一
文
ご
と
に
自
分
が
何
を
言
っ
て
い
る
の
か
自
分
の
声
で
確
か
め
な
が
ら
読
む
の
で
す
。

一
文
ご
と
の
読
み
を
反
省
し
な
が
ら
、
次
の
文
の
読
み
方
に
つ
な
げ
ま
す
。
そ
れ
が
表
現
に
な
り
ま
す
。
読
み

手
の
表
現
が
ま
と
ま
っ
て
行
く
な
ら
、
誤
読
が
あ
っ
て
も
発
音
が
悪
く
て
も
、
た
い
し
た
問
題
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
読
み
手
自
身
が
楽
し
ん
で
い
る
読
み
か
た
は
、
聞
き
手
に
と
っ
て
も
楽
し
い
の
で
す
。

②
姿
勢
と
動
き
―
―
読
み
手
の
態
度
は
姿
勢
に
あ
ら
わ
れ
ま
す
。
読
み
手
が
緊
張
し
て
い
た
ら
聞
き
手
も
同

じ
よ
う
に
緊
張
し
ま
す
。
背
筋
を
伸
ば
し
て
、
身
じ
ろ
ぎ
も
し
な
い
よ
う
な
姿
勢
で
は
声
が
出
ま
せ
ん
。
立
っ

て
も
腰
か
け
て
も
、
い
つ
で
も
自
由
に
動
け
る
よ
う
な
姿
勢
を
と
り
ま
す
。
両
肩
と
上
半
身
の
力
を
抜
い
て
、

上
体
の
重
み
を
後
ろ
腰
で
支
え
ま
す
。
立
つ
の
な
ら
、
足
踏
み
し
て
歌
を
歌
え
る
よ
う
な
姿
勢
、
腰
か
け
る
の

な
ら
、
つ
ま
先
を
つ
い
て
立
ち
上
が
れ
る
姿
勢
で
す
。
作
品
の
展
開
と
と
も
に
読
み
手
の
感
情
は
変
化
し
ま
す
。

そ
れ
と
と
も
に
顔
の
表
情
も
変
わ
る
し
、
か
ら
だ
も
ゆ
れ
動
い
て
し
ま
う
の
が
自
然
な
の
で
す
。

③
声
と
発
声
―
―
声
は
、
腹
式
呼
吸
で
は
な
く
、
腹
式
発
声
で
出
ま
す
。
声
は
「
①
息
、
②
の
ど
、
③
舌
、
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④
口
」
を
通
じ
て
外
に
出
て
、
周
囲
の
「
⑤
空
気
」
を
響
か
せ
ま
す
。
と
く
に
重
要
な
の
が
、
息
の
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
と
声
帯
の
振
動
で
す
。
表
現
の
た
め
の
声
は
、
マ
イ
ク
を
使
わ
な
く
て
も
響
く
声
で
す
。
声
の
大
き
さ
で
は

な
く
、
息
で
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
て
安
定
し
た
強
い
声
で
す
。
「
プ
ー
、
ハ
ー
、
シ
ー
」
の
３
通
り
の
発
声
訓

練
で
鍛
え
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
地
声
と
ウ
ラ
声
と
を
切
り
替
え
る
声
が
使
え
る
な
ら
表
現
力
が
高
ま
り
ま
す
。

と
く
に
、
力
あ
る
ウ
ラ
声
に
よ
っ
て
感
情
の
高
ま
り
が
表
現
で
き
ま
す
。

④
日
本
語
リ
ズ
ム
と
ア
ク
セ
ン
ト
―
―
表
現
の
本
質
は
強
さ
で
す
。
強
弱
の
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
生
き
生
き
し

た
感
情
が
表
現
さ
れ
ま
す
。
こ
と
ば
の
な
が
れ
に
も
音
楽
と
同
じ
リ
ズ
ム
が
あ
り
ま
す
。
日
本
語
の
リ
ズ
ム
は
、

２
音
３
音
区
切
り
ご
と
に
つ
け
ら
れ
る
強
ア
ク
セ
ン
ト
で
生
ま
れ
ま
す
。
強
ア
ク
セ
ン
ト
の
位
置
は
、
２
音
な

ら
ば
前
か
後
、
３
音
な
ら
ば
前
か
中
か
後
の
い
ず
れ
か
で
す
。
文
の
な
が
れ
で
は
、
２
拍
子
と
３
拍
子
の
リ
ズ

ム
と
が
入
り
混
じ
っ
て
い
ま
す
。
強
ア
ク
セ
ン
ト
は
、
息
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
姿
勢
と
発
声
か
ら
生
ま
れ

ま
す
。
ア
ク
セ
ン
ト
の
リ
ズ
ム
が
、
か
ら
だ
の
動
き
に
よ
っ
て
感
情
と
一
体
化
し
た
表
現
に
な
り
ま
す
。

⑤
文
構
造
と
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
―
―
文
学
作
品
は
文
ご
と
に
意
味
を
持
ち
ま
す
。
文
の
意
味
と
は
、
主
部

・
述
部
の
関
係
、
修
飾
・
被
修
飾
の
関
係
を
声
に
表
現
し
た
も
の
で
す
。
そ
の
関
係
も
強
ア
ク
セ
ン
ト
の
つ
け

方
で
示
さ
れ
ま
す
。
語
句
と
語
句
と
の
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
関
係
も
、
語
句
の
意
味
を
強
調
す
る
プ
ロ
ミ
ネ
ン

ス
も
、
強
ア
ク
セ
ン
ト
に
よ
る
も
の
で
す
。
文
中
の
語
句
の
ま
と
ま
り
は
、
頭
が
強
く
て
先
の
と
が
っ
た
く
さ

び
形
の
か
た
ち
の
イ
メ
ー
ジ
に
な
り
ま
す
。
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●
「
語
り
口
」
と
作
品
選
び

以
上
が
、
聞
き
手
に
楽
し
ん
で
も
ら
え
る
た
め
の
声
の
表
現
の
基
礎
で
す
。
さ
ら
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
の

特
徴
を
生
か
す
と
い
う
課
題
が
あ
り
ま
す
。
文
学
作
品
に
は
「
語
り
手
」
に
よ
っ
て
定
ま
る
「
語
り
口
」
が
あ

り
ま
す
。
物
語
や
昔
話
の
ほ
か
に
、
落
語
や
講
談
の
よ
う
な
語
り
芸
の
口
調
を
生
か
し
た
文
体
も
あ
り
ま
す
。

そ
れ
ら
の
特
徴
を
生
か
し
て
表
現
す
る
こ
と
で
朗
読
作
品
も
お
も
し
ろ
く
な
り
ま
す
。

す
ぐ
に
で
も
、
お
も
し
ろ
い
朗
読
を
し
た
い
と
い
う
人
に
は
「
笑
い
」
の
あ
る
作
品
を
取
り
上
げ
る
こ
と
を

お
薦
め
し
ま
す
。
例
え
ば
、
夏
目
漱
石
「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」
な
ど
は
、
笑
い
の
表
現
の
楽
し
さ
と
む
ず
か
し

さ
を
知
る
う
え
で
い
い
勉
強
に
な
り
ま
す
。
（
完
）

わ
た
な
べ
・
と
も
あ
き
＝
日
本
コ
ト
バ
の
会
事
務
局
長
・
講
師
、
コ
ト
バ
表
現
研
究
所
・
所
長
。
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朗

読
の
教
科
書
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。
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表
現
よ
み
と
は
何
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』1995

。
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
＝http://www.ne.jp/asahi

/koto

ba/tomo/
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