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表
現
に
お
け
る
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ

今
回
は
、「
表
現
」
と
自
由
、
あ
る
い
は
そ
こ
に
前
提
と
し
て
潜
ん
で
い
る
「
模
倣
す
る
自
由
」
に
つ
い

て
考
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
似
顔
絵
、
カ
リ
カ
チ
ュ
ア
、
パ
ロ
デ
ィ
と
い
っ
た
、
本
人
・
本
物
が
あ

る
も
の
に
対
し
て
、
ど
こ
ま
で
表
現
す
る
こ
と
が
自
由
な
の
か
、
と
い
う
問
題
で
す
。

似
顔
絵
の
と
き
に
問
題
に
あ
が
る
の
が
、
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
で
す
。
例
を
あ
げ
る
と
、
大
学
の
学
食
で
、

「
サ
コ
先
生
お
す
す
め
定
食
」
と
表
示
す
る
の
に
、
サ
コ
先
生
の
似
顔
絵
が
掲
示
さ
れ
ま
し
た
。
で
も
、
サ

コ
先
生
か
ら
「
全
く
私
に
似
て
い
な
い
、
単
な
る
黒
人
の
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
だ
」
と
指
摘
が
あ
り
ま
し
た
。

私
は
異
文
化
交
流
が
専
門
で
す
の
で
、
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
と
は
何
か
、
こ
こ
か
ら
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま

す
。ス

テ
レ
オ
タ
イ
プ
と
は
認
識
の
問
題
で
す
。
似
て
い
る
、
似
て
い
な
い
、
サ
コ
さ
ん
だ
と
分
か
る
、
い
や

こ
れ
で
は
分
か
ら
な
い
、
こ
れ
な
ら
理
解
で
き
る
、
こ
れ
で
は
理
解
で
き
な
い
、
と
い
う
レ
ベ
ル
で
す
。
し

か
し
、
人
間
に
は
感
情
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
の
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
の
認
識
が
フ
ィ
ル
タ
ー
と
な
っ
て
、
感

情
に
結
び
つ
き
ま
す
。
す
る
と
、
分
か
る
も
の
は
い
い
け
ど
、
分
か
ら
な
い
も
の
は
嫌
い
、
と
い
う
好
き
嫌

い
の
感
情
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
簡
単
に
良
し
悪
し
、
善
悪
に
く
っ
つ
き
ま
す
。
分
か

る
も
の
は
正
し
い
、
分
か
ら
な
い
も
の
は
正
し
く
な
い
。
こ
れ
ら
が
全
部
癒
着
し
て
し
ま
う
の
が
問
題
で
す
。
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そ
し
て
、
正
し
い
も
の
は
生
か
し
て
あ
げ
よ
う
、
正
し
く
な
い
も
の
は
殺
し
て
し
ま
お
う
、
と
い
う
と
こ
ろ

ま
で
暴
走
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
本
来
は
、
認
識
、
感
情
、
行
為
は
別
々
の
も
の
な
の
に
、
癒
着
し
て
し

ま
う
の
が
危
な
い
の
で
す
。

第
４
章
で
吉
村
先
生
が
紹
介
し
た
手
塚
治
虫
の
『
ジ
ョ
ー
を
訪
ね
た
男
』
は
、
い
ま
見
た
よ
う
な
短
絡
が

ど
う
発
生
す
る
か
を
描
い
て
い
て
、
大
変
な
名
作
で
す
。
黒
人
の
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
を
巧
み
に
利
用
し
て
、

人
種
差
別
の
欺
瞞
と
そ
こ
に
隠
さ
れ
た
心
理
と
を
見
事
に
暴
き
出
し
た
短
編
で
す
。

少
し
飛
躍
し
ま
す
が
、
ハ
リ
ウ
ッ
ド
映
画
に
ど
う
し
て
ス
ペ
ー
ス
・
オ
ペ
ラ
も
の
が
多
い
の
か
お
わ
か
り

で
す
か
。『
ス
タ
ー
ト
レ
ッ
ク
』
と
か
、『
ス
タ
ー
・
ウ
ォ
ー
ズ
』
や
『
Ｅ
．Ｔ
．』
と
か
、
宇
宙
人
を
題
材
に

し
た
映
画
の
こ
と
で
す
。
な
ぜ
あ
ん
な
に
た
く
さ
ん
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
実
は
、
黒
人
、
白
人
、
黄
色
人

と
い
っ
た
「
人
種
」
が
違
う
け
ど
分
か
り
合
お
う
、
と
い
う
物
語
で
な
い
と
ポ
リ
テ
ィ
カ
ル
・
コ
レ
ク
ト
ネ

ス
に
合
格
し
な
い
ん
で
す
ね
。
宇
宙
人
と
い
う
設
定
に
す
る
と
、
悪
玉
に
し
た
り
、
善
玉
に
し
た
り
、
仲
良

く
し
た
り
、
い
ろ
い
ろ
と
操
作
で
き
る
の
で
す
。
ま
さ
に
、
理
解
で
き
な
い
人
を
ど
う
理
解
す
る
か
、
と
い

う
テ
ー
マ
が
「
宇
宙
人
」
を
題
材
に
す
る
と
、「
人
種
問
題
」
を
う
ま
く
回
避
し
て
「
表
現
」
で
き
る
。

と
こ
ろ
で
、
現
在
は
タ
イ
パ
（
タ
イ
ム
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
）
が
横
行
し
て
、
映
画
を
勝
手
に
縮
め
た
「
フ

ァ
ス
ト
映
画
」
が
流
行
っ
て
い
ま
す
。
視
聴
者
は
人
気
の
映
画
や
ド
ラ
マ
の
話
題
に
乗
る
た
め
に
、
ネ
タ
バ
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レ
部
分
を
集
め
た
フ
ァ
ス
ト
映
画
を
見
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
一
種
の
複
製
で
す
け
ど
、
海
賊
行
為
、
法
律

違
反
で
、
逮
捕
さ
れ
て
裁
判
に
な
る
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。
２
０
２
２
年
に
は
、
権
利
侵
害
だ
と
し
て
、
配

信
者
が
数
億
円
の
罰
金
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
訴
訟
事
件
が
発
生
し
ま
し
た
。

盗
作
と
翻
訳
が
起
こ
す
問
題

手
塚
治
虫
さ
ん
が
晩
年
に
パ
リ
で
講
演
を
行
っ
た
と
き
（
１
９
８
５
年
７
月
）、
私
も
パ
リ
に
い
た
の
で
お

手
伝
い
し
た
こ
と
が
あ
る
の
で
す
が
、「
自
分
の
作
品
の
海
賊
版
が
た
く
さ
ん
出
回
っ
て
い
る
」
と
、
講
演

の
席
で
大
変
怒
っ
た
発
言
を
あ
え
て
な
さ
い
ま
し
た
。
当
時
は
日
本
の
文
化
産
業
が
無
断
で
盗
用
さ
れ
放
題

で
し
た
。
イ
タ
リ
ア
か
ら
入
っ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
に
広
ま
っ
て
い
た
の
で
す
。

日
本
の
マ
ン
ガ
や
ア
ニ
メ
で
は
、
女
の
子
の
髪
は
モ
ノ
ク
ロ
版
だ
と
白
で
表
現
さ
れ
る
の
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
人
か
ら
見
た
ら
、
金
髪
と
思
う
わ
け
で
す
。
主
人
公
を
白
人
だ
と
思
っ
て
い
て
、
日
本
人
だ
と
は
思
わ

な
い
ん
で
す
ね
。
コ
マ
に
漢
字
が
書
い
て
あ
っ
て
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
は
漢
字
を
知
ら
な
い
か
ら
、
そ
の
作

品
が
描
か
れ
た
の
が
日
本
ど
こ
ろ
か
、
東
洋
と
い
う
こ
と
す
ら
分
か
ら
な
い
。
だ
か
ら
80
年
代
に
日
本
ア
ニ

メ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
に
広
ま
り
ま
し
た
。
当
時
は
盗
用
し
放
題
で
す
。
で
も
、
手
塚
さ
ん
自
身
は
パ
ク
リ
と

は
無
縁
か
と
い
っ
た
ら
、
彼
は
ハ
リ
ウ
ッ
ド
や
デ
ィ
ズ
ニ
ー
の
大
フ
ァ
ン
だ
か
ら
、
そ
れ
を
使
っ
て
い
る
。
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お
互
い
に
貸
し
合
い
っ
こ
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
デ
ィ
ズ
ニ
ー
の
『
ラ
イ
オ
ン
・
キ
ン
グ
』（
１
９
９
４
年
）

は
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
に
も
な
っ
て
大
人
気
で
す
が
、
原
型
が
手
塚
さ
ん
の
『
ジ
ャ
ン
グ
ル
大
帝
』（
１
９
６
６

年
）
で
あ
る
こ
と
は
有
名
な
話
で
す
。

手
塚
治
虫
さ
ん
の
マ
ン
ガ
『
ブ
ッ
ダ
』
は
世
界
中
で
読
ま
れ
て
い
ま
す
が
、
日
本
の
マ
ン
ガ
の
右
ペ
ー
ジ

か
ら
左
ペ
ー
ジ
へ
読
む
と
い
う
ス
タ
イ
ル
が
最
近
ま
で
欧
米
で
理
解
さ
れ
て
い
な
く
て
、
そ
こ
か
ら
問
題
が

生
じ
ま
し
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
圏
の
よ
う
に
左
ペ
ー
ジ
か
ら
読
み
始
め
て
、
最
初
に
ラ
ス
ト
を
読
ん
で
し
ま

う
間
違
い
が
多
く
あ
っ
た
の
で
す
。
そ
こ
で
、
マ
ン
ガ
を
英
訳
す
る
と
き
に
行
わ
れ
た
の
が
、
絵
の
左
右
反

転
で
す
。
左
か
ら
右
へ
読
む
よ
う
に
変
え
た
わ
け
で
す
。
80
〜
90
年
代
ま
で
ご
く
普
通
に
行
わ
れ
て
い
た
手

法
で
す
。
そ
こ
で
問
題
が
発
生
し
ま
す
。
お
分
か
り
で
し
ょ
う
か
？

『
ブ
ッ
ダ
』
の
な
か
で
、
右
手
と
右
手
で
握
手
す
る
イ
ラ
ス
ト
が
、
反
転
さ
れ
て
、
左
手
と
左
手
で
握
手
す

る
イ
ラ
ス
ト
に
変
換
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
イ
ス
ラ
ム
教
徒
に
と
っ
て
も
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
に
と
っ
て

も
、
左
手
は
不
浄
と
さ
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
こ
れ
は
あ
り
え
な
い
こ
と
で
す
。
実
際
に
こ
の
マ
ン
ガ
の
英
訳

が
イ
ン
ド
に
渡
っ
て
、
政
治
問
題
に
ま
で
発
展
し
ま
し
た
。
手
塚
治
虫
さ
ん
に
は
全
然
責
任
は
な
い
わ
け
で

す
、
ち
ゃ
ん
と
右
手
で
描
い
た
の
で
す
か
ら
。
た
だ
翻
訳
さ
れ
た
だ
け
で
、
宗
教
的
タ
ブ
ー
を
起
こ
し
て
し
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ま
う
こ
と
に
な
っ
た
。
と
な
る
と
、
表
現
は
自
由
と
い
っ
て
も
、
翻
訳
と
い
う
手
立
て
を
一
つ
加
え
る
こ
と

で
、
不
自
由
に
な
る
ど
こ
ろ
か
、
一
部
の
人
た
ち
の
権
利
を
も
侵
害
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

こ
う
し
た
宗
教
と
表
現
の
自
由
の
問
題
は
、
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
で
起
こ
り
ま
す
。
サ
ル
マ
ン
・
ラ
シ
ュ

デ
ィ
の
小
説
『
悪
魔
の
詩
』（
１
９
８
８
年
）
も
、
当
時
イ
ス
ラ
ム
教
を
冒ぼ

う

瀆と
く

し
て
い
る
と
し
て
、
大
論
争
に

な
り
ま
し
た
。
イ
ラ
ン
の
最
高
指
導
者
ホ
メ
イ
ニ
ー
師
は
ラ
シ
ュ
デ
ィ
ら
に
死
刑
宣
告
し
、
１
９
９
１
年
に

は
日
本
語
訳
を
し
た
筑
波
大
学
助
教
授
（
当
時
）
の
五
十
嵐
一ひ

と
し

さ
ん
が
殺
害
さ
れ
ま
し
た
。
表
現
の
自
由

は
神
へ
の
冒
瀆
に
つ
な
が
る
と
か
、
宗
教
上
の
禁
忌
（
タ
ブ
ー
）
に
触
れ
た
か
ら
殺
さ
れ
の
だ
、
と
い
っ
た

論
調
の
マ
ス
コ
ミ
も
あ
り
ま
し
た
。
実
際
に
は
、
五
十
嵐
さ
ん
は
禁
忌
に
抵
触
し
よ
う
と
か
、
表
現
の
自
由

を
守
ら
な
く
て
は
い
け
な
い
、
と
い
う
主
張
を
す
る
た
め
に
、
こ
の
小
説
を
訳
し
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
私
も
英
語
・
フ
ラ
ン
ス
語
も
含
め
て
論
文
を
書
い
て
い
ま
す
の
で
、
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

こ
の
事
件
は
、
も
う
30
年
も
経
っ
て
時
効
に
な
っ
た
と
思
っ
て
い
た
の
に
、
つ
い
最
近
、
２
０
２
２
年
８
月

に
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
ラ
シ
ュ
デ
ィ
が
刺
さ
れ
ま
し
た
。「
芸
術
に
お
け
る
表
現
の
自
由
」
と
い
う
講
演
を

し
よ
う
と
し
て
い
た
と
こ
ろ
で
し
た
。

マ
ン
ガ
家
や
デ
ザ
イ
ナ
ー
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
表
現
者
を
目
指
す
み
な
さ
ん
に
覚
え
て
お
い
て
ほ
し
い
の
は
、

自
分
が
善
意
で
や
っ
た
こ
と
で
も
、
思
い
も
よ
ら
ぬ
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
う
し
た
と
ん
で
も
な
い
誤
解
や
反
感
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を
招
く
こ
と
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
よ
う
な
「
不
自
由
」
な
場
面
に
我
々
は
い
く
ら
で
も
遭
遇
し

ま
す
。
他
人
事
で
は
な
い
の
で
す
。

表
現
は
自
由
な
の
か
不
自
由
な
の
か

２
０
１
９
年
８
月
に
名
古
屋
の
あ
い
ち
ト
リ
エ
ン
ナ
ー
レ
で
「
表
現
の
不
自
由
展
・
そ
の
後
」
が
行
わ
れ
、

そ
の
続
編
と
し
て
、
２
０
２
１
年
７
月
に
「
私
た
ち
の
『
表
現
の
不
自
由
展
・
そ
の
後
』」
が
あ
り
、
大
変

な
議
論
に
な
り
ま
し
た
。
芸
術
の
自
由
、
表
現
の
自
由
が
守
ら
れ
る
べ
き
な
の
に
、
制
限
を
受
け
て
自
由
に

表
現
で
き
な
か
っ
た
作
品
が
あ
る
、
そ
の
「
不
自
由
さ
」
を
扱
お
う
と
す
る
展
示
自
体
が
問
題
と
さ
れ
、
展

示
で
き
な
く
な
り
ま
し
た
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
津
田
大
介
さ
ん
が
芸
術
監
督
と
な
り
、
慰
安
婦
問
題
、
天

皇
と
戦
争
、
植
民
地
支
配
、
憲
法
９
条
、
政
権
批
判
な
ど
タ
ブ
ー
と
さ
れ
が
ち
な
テ
ー
マ
も
扱
わ
れ
ま
し
た

が
、
名
古
屋
市
長
の
河
村
た
か
し
さ
ん
が
「
陛
下
へ
の
侮
辱
を
許
す
の
か
」
と
デ
モ
を
す
る
一
方
で
、「
ま

る
で
戦
前
の
検
閲
」
と
プ
ラ
カ
ー
ド
を
掲
げ
て
反
発
す
る
人
も
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
を
呼
び
ま
し
た
。

こ
こ
で
は
そ
の
逐
一
に
は
深
入
り
し
ま
せ
ん
が
、
な
ぜ
こ
う
い
う
問
題
が
起
き
る
の
か
、
別
の
角
度
か
ら
考

え
た
い
と
思
い
ま
す
。
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