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は
じ
め

に

言
語
と
い
う
謎

私
た
ち
は
言
語
を
毎
日
使

っ
て
い
る
。
水
か
空
気

の
よ
う
に
あ

っ
て
当
た
り
前
だ
と
思

っ
て
い
る
。
そ
の

あ
り
が
た
み
を
感
じ
る
の
は
言
語
を
使
え
な
く
な

っ
た
と
き
く
ら
い
か
も
し
れ
な
い
。
コ
一呈
中
の
性
質
と
は

何
か
Ｐ
　
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
る
の
は
言
語
学
者
と
い
う

ヒ
マ
人
だ
け
だ
。
意
味
が
わ
か
ら
な
け
れ
ば
辞
書

を
引
け
。
そ
こ
に
答
え
が
書

い
て
あ
る
」
。
そ
う
い
う
声
が
聞
こ
え
て
き
そ
う
だ
。
で
も
生
活

の
中
で
ふ
と

し
た
瞬
間

に
、
「
こ
と
ば
と
は
何
か
」
と
い
う
、
疑
間
が
か
す
か
に
頭
を
よ
ぎ

っ
た
こ
と
が
あ
る
人
も
多
い

か
も
し
れ
な
い
。

も
ち
ろ
ん
言
語
だ
け
が
人
間
の
知
的
活
動
の
す
べ
て
で
は
な
い
し
、
言
語
能
力
だ
け
が
認
知
能
力
の
す
べ

て
で
は
な
い
。
し
か
し
、
人
間
に
は
言
語
が
必
要
な
の
だ
。
そ
し
て
言
語

に
関
し
て
の
謎
は
多
く
、
そ
れ
ぞ

れ
の
謎
が
底
な
し
の
沼
の
よ
う
に
深
い
。
言
語
研
究
者

に
と

っ
て
、
言
語
は
、

い
く
ら
登
り
続
け
て
も
頂
点



に
た
ど
り
着
く
こ
と
が
で
き
な
い
、
高
い
山
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
。

記
号
接
地
と
い
う
視
点

認
知
科
学
で
は
、
未
解
決
の
大
き
な
問
題
が
あ
る
。
記
号
接
地
問
題
と
い
う
。
私
た
ち
人
間
は
、
知

っ
て

い
る
そ
れ
ぞ
れ
の
こ
と
ば
が
指
す
対
象
を
知

っ
て
い
る
。
「知

っ
て
い
る
」
と
い
う
の
は
、
単
に
定
義
が
で

き
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
「
メ
ロ
ン
」
と
い
う
こ
と
ば
を
聞
け
ば
、

メ
ロ
ン
全
体
の
色
や

模
様
、
匂

い
、
果
肉
の
色
や
触
感
、
味
、
舌
触
り
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
特
徴
を
思
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
も

ち
ろ
ん
、
こ
れ
は

「
メ
ロ
ン
」
を
写
真
で
見
た
だ
け
で
は
な
く
、
食

べ
た
こ
と
が
あ
れ
ば
、
で
あ
る
。

し
か
し
、
実
物
を
見
た
こ
と
も
食
べ
た
こ
と
も
な
い
果
物
は
ど
う
だ
ろ
う
。
「○
○
」
と
い
う
名
前
を
教

え
ら
れ
、
写
真
を
見
せ
ら
れ
る
。
す
る
と
、
そ
の
果
物
の
外
見
は
わ
か
り
、
名
前
を
覚
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

「甘
酸

っ
ば
く
て
お
い
し
い
」

の
よ
う
な
説
明
が
書
い
て
あ
れ
ば
、
そ
れ
も
覚
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か

し
、
○
○
の
ビ
ジ

ュ
ア
ル
イ
メ
ー
ジ
を

「甘
酸

っ
ば
く
て
お
い
し
い
」
と
い
う
記
述
と
と
も
に
記
憶
し
た
ら
、

○
○
を
知

っ
た
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
？
　
イ
チ
ゴ
の
味
を
知

っ
て
い
て
、
「
イ
チ
ゴ
は
甘
酸

っ
ば
く
て
お

い
し
い
」
と
思

っ
て
い
た
ら
、
○
○
の
味
も
イ
チ
ゴ
の
味
と
考
え
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。

記
号
接
地
問
題
は
、
も
と
も
と
は
人
工
知
能

（Ａ
Ｉ
）
の
問
題
と
し
て
考
え
ら
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
。

「○
○
」
を

「甘
酸

っ
ば

い
」
「
お
い
し
い
」
と
い
う
別
の
記
号

（
こ
と
ば
）
と
結
び

つ
け
た
ら
、
Ａ
Ｉ
は
○



ヤまじめに

○
を

「知

っ
た
」
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
Ｐ

こ
の
問
題
を
最
初
に
提
唱
し
た
認
知
科
学
者

ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
・
ハ
ル
ナ
ッ
ド
は
、
こ
の
状
態
を

「記
号
か

ら
記
号

へ
の
メ
リ
ー
ゴ
ー
ラ
ン
ド
」
と
言

っ
た
。
記
号
を
別
の
記
号
で
表
現
す
る
だ
け
で
は
、
い
つ
ま
で
経

っ
て
も
こ
と
ば
の
対
象
に
つ
い
て
の
理
解
は
得
ら
れ
な
い
。
こ
と
ば
の
意
味
を
本
当
に
理
解
す
る
た
め
に
は
、

ま
る
ご
と
の
対
象
に
つ
い
て
身
体
的
な
経
験
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（図
初

‐
１
）。

ロ
ボ
ッ
ト
な
ら

カ
メ
ラ
を
搭
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
カ
メ
ラ
か
ら
視
覚
イ
メ
ー
ジ
を
得
る
こ
と
は
で
き
る
。
し
か
し
私
た

ち
が
対
象
に
つ
い
て
知

っ
て
い
る
の
は
、
視
覚
イ
メ
ー
ジ
だ
け
で
は
な
い
。
触
覚
も
、
食
べ
物
な
ら
味
覚
も
、

対
象
の
ふ
る
ま
い
方
や
行
動
パ
タ
ー
ン
も
知

っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
身
体
に
根
差
し
た

（接
地
し
た
）
経

験
が
な
い
と
き
、
人
工
知
能
は
○
○
を

「知

っ
て
い
る
」
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
？

し
か
し
、
記
号
接
地
問
題
は
、
人
工
知
能
の
問
題
だ
け
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

ヒ
ト
は
こ
と
ば
を
覚

え
る
の
に
、
身
体
経
験
が
必
要
だ
ろ
う
か
Ｐ
　
ン」
と
ば
を
使
う
た
め
に
身
体
経
験
は
必
要
だ
ろ
う
か
Ｐ
　
一言

語
は
ど
こ
ま
で
身
体
と
つ
な
が

っ
て
い
る
必
要
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
Ｐ
　
記
号
接
地
問
題
に
つ
い
て
は
第
４

～
６
章
で
詳
し
く
議
論
す
る
こ
と
に
し
て
、
こ
こ
で
は
、
「
こ
と
ば
を
使
う
た
め
に
身
体
が
必
要
か
」
と
い

う
、
記
号
接
地
問
題
と
同
根
だ
が
少
し
違

っ
た
、
よ
り
人
間
の
言
語
の
問
題
に
直
接
的
に
関
わ
る
問
い
に
つ

い
て
考
え
る
。
そ
の
た
め
に
ま
ず
、
逆
の
方
向
、　
つ
ま
り

「言
語
は
抽
象
的
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
考
え

て
み
よ
う
。



身体的な経験がある

身体的な経験を手立てに、メロンの特徴を記号で表現できる。

身体的な経験がない

メロンを、別の記号に置き換えて表現する。

(記号から記号へのメリーゴーランド)

図初 -1 記号接地問題



はじめに

言
語
の
抽
象
性
―
―
ア
カ
を
例
に

言
語
を
覚
え
、
使
う
た
め
に
、
果
た
し
て
身
体
経
験
は
必
要
な
の
か
？
　
記
号
接
地
問
題
が
提
唱
さ
れ
、

注
目
さ
れ
た
背
景
を
理
解
す
る
に
は
、
１
９
９
０
年
代
前
半
と
い
う
時
代
に
言
語
が
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し

て
認
識
さ
れ
て
い
た
か
を
知

っ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

当
時
、
雪
呈
中
と
は
、
身
体
感
覚
と
は
直
接
つ
な
が
り
の
な
い
、
抽
象
的
な
記
号
で
あ
る
」
と
い
う
見
方

が
主
流
で
あ

っ
た
。
抽
象
的
な
概
念
を
自
由
自
在
に
操
作
で
き
る
こ
と
が
、
人
間
の
知
性
の
象
徴
と
考
え
ら

れ
て
い
た
。
言
語
は
身
体
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
抽
象
的
な
記
号
で
あ
り
、
そ
れ
を
論
理
的
に
操
作
す
れ
ば
言

語
が
理
解
で
き
た
り
使
え
た
り
す
る
と
い
う
考
え
方
は
、　
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
に
言
語
を
習
得
さ
せ
た
り
、
翻
訳

さ
せ
た
り
、
話
を
さ
せ
た
り
す
る
の
に
と
て
も
都
合
が
よ
い
。

コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
は
身
体
を
持
た
な
い
か
ら
で

あ
る
。

そ
の
中
で
、
本
当
に
身
体
か
ら
独
立
し
た
記
号
と
し
て
言
語
を
理
解
し
た
り
話
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き

る
の
か
、　
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
に
本
当
の

「意
味
」
が
わ
か
る
の
か
、
と
い
う
疑
間
が
生
ま
れ
て
き
た
。
そ
れ
が

「記
号
接
地
問
題
」
の
背
景
で
あ
る
。

言
語
は
巨
大
で
、
抽
象
的
な
記
号

シ
ス
テ
ム
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
抽
象
的
な
こ
と
ば
と
い
う
と

「わ
び

ｏ
さ
び
」
や

「素
数
」
な
ど
、
視
覚
的
な
実
体
が
な
い
概
念
を
指
す
こ
と
ば
を
思
い
浮
か
べ
る
人
が



多
い
と
思
う
。
た
と
え
ば

「
ア
カ

（赤
と

や

「
ア
ル
ク

（歩
く
と

は
、
あ
ま
り
抽
象
的
な
意
味
を
持

つ
こ

と
ば
だ
と
は
思
わ
れ
な
い
。
対
象
が
目
に
見
え
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
真
剣
に
考
え
て
い
く
と
、
実
は

「
ア
カ
」

の
意
味
も

「
ア
ル
ク
」
の
意
味
も
非
常

に
抽
象
的
で

あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
「
ア
カ
」
や

「
ア
ル
ク
」

の
意
味
は
、
あ
る
典
型
的
な
指
示
対
象
を
知
れ
ば
理
解
で

き
る
わ
け
で
は
な
く
、
こ
と
ば
が
指
し
示
す
範
囲
が
わ
か
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
だ
。
範
囲
が
わ
か
る

た
め
に
は
、
同
じ
概
念
分
野

で
そ
の
こ
と
ば
を
取

り
巻
く
他

の
こ
と
ば

（「
ア
カ
」
の
場
合
に
は

「
オ
レ
ン

ジ
」
「ピ
ン
ク
」
「
ム
ラ
サ
キ
」
な
ど
）
の
存
在
を
知
り
、
そ
れ
ら
と
の
境
界
が
わ
か
ら
な
い
と
い
け
な
い
。
こ

れ
は
あ
る
特
定
の
対
象

（た
と
え
ば
赤
い
自
動
車
）
を
目
に
し
て

「
ア
カ
」
と
い
う
単
語

の
音
を
聞
い
た
だ

け
で
は
到
底
わ
か
ら
な
い
の
だ
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
詳
し
く
は
第
６
章

で
述

べ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
、
「
こ

と
ば
は
シ
ス
テ
ム
の

一
部
な
の
で
抽
象
的
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
押
さ
え
て
お
い
て
い

た
だ
き
た
い
。

言
語
の
進
化
と
子
ど
も
の
言
語
習
得
の
謎

一
つ
ひ
と

つ
の
こ
と
ば

（単
語
）
が
そ
れ
ぞ
れ
関
係
性
を
持
ち
、
巨
大
な

シ
ス
テ
ム
に
な

っ
た
も
の
、
そ

し
て
そ
の
こ
と
ば
を
い
く
と
お
り
に
も
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
、
そ
れ
が
言
語
で
あ
る
。
と
す

る
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
疑
間
が
生
ま
れ
る
。
言
語
は
ど
の
よ
う
に
発
生
し
、
ど
の
よ
う
に
進
化
し
た
の
だ
ろ
う



は じめに

か
，
。

発
生
当
初
か
ら
こ
の
よ
う
に
抽
象
的
で
複
雑
で
巨
大
な

シ
ス
テ
ム
だ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
？
　
そ
れ
は

ち
ょ
っ
と
考
え
に
く
い
。
す
る
と
、
発
生
し
た
ば
か
り
の
言
語
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
、
ど
の
よ
う
に
現
在

の
言
語

の
形
に
進
化
し
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
か
？

子
ど
も
も
当
初
か
ら
巨
大
な

シ
ス
テ
ム
を
持

っ
て
い
る
は
ず
が
な
い
。
子
ど
も
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
ば
を

最
初

に
覚
え
る
の
だ
ろ
う
？
　
ど
の
よ
う
に
言
語
が
記
号
の
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
こ
と
を
理
解
す
る
の
だ
ろ
う

か
，
・

ど
の
よ
う
に
こ
の
よ
う
な
抽
象
的
な
意
味
を
持

っ
た
巨
大
な
シ
ス
テ
ム
を
習
得
し
て
い
く
の
だ
ろ
う

か
？こ

れ
ら
の
問
題
は
す
べ
て

「記
号
接
地
問
題
」

へ
と
つ
な
が

っ
て
く
る
。
こ
の
問
題
を
提
唱
し
た

ハ
ル
ナ

ッ
ド
は
、
少
な
く
と
も
最
初
の
こ
と
ば
の

一
群
は
身
体
に

「接
地
」
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
指
摘

し
た
。

本
書

は
、
「記
号
接
地
問
題
」
に
対
す
る
答
え
を
考
え
て
い
く
。
こ
の
こ
と
は
、
言
語
と
身
体

の
関
わ
り

に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
言
語
の
起
源
と
進
化
、
そ
し
て
子
ど
も
の
言
語
の
習

得

に
つ
い
て
考
察
を
す
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
雪
呈
中
の
本
質
と
は
何
か
」
と
い
う
問
題

に
挑
む
。
こ
の
挑

戦
の
鍵
と
な
る
の
は

「
オ
ノ
マ
ト
ペ
」
で
あ
る
。

ォ
ノ
マ
ト
ペ
，
。

そ
う
、
「げ
ら
げ
ら
」
と
か

「も
ぐ
も
ぐ
」
と
か

「
ふ
わ
ふ
わ
」
と
か
、
日
本
人
の
生

活

に
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
あ

の
コ
ト
バ
で
あ
る
。
実
は
、
「
オ
ノ
マ
ト
ペ
」
は
今
、
世
界
的
に
注
目
さ
れ



て
い
る
。
そ
れ
も

「ち
ょ
っ
と
変
わ

っ
た
お
も
し
ろ
い
コ
ト
バ
」
と
し
て
で
は
な
い
。
言
語
の
起
源
と
言
語

習
得
の
謎
を
明
ら
か
に
す
る
上
で
大
事
な

コ
ト
バ
、
冒
呈
中
と
は
何
か
」
と
い
う
哲
学
的
大
問
題
を
考
え
る

上
で
大
事
な
材
料
と
し
て
脚
光
を
浴
び
て
い
る
の
で
あ
る
。
著
者
た
ち
も
お
も
し
ろ
半
分
で
も
な
く
、
ウ
ケ

狙
い
で
も
な
く
、
「
オ
ノ
マ
ト
ペ
」
を
学
術
的
に
重
要
な
テ
ー

マ
と
し
て
、
い
た

っ
て
真
剣
に
、
地
味

に
研

究
し
て
き
た
。

長
年
世
界
の
主
流
派
に
は
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
言
語
学
と
い
う
学
問
の
中
で
あ
ま
り
重
要
で
な
い
、
ど
ち
ら

か
と
い
う
と
周
辺
的
な
テ
ー
マ
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
日
本
で
は
海
外
に
比
べ
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
研
究
が
盛

ん
に
行
わ
れ
て
き
た
が
、
音
と
意
味
の
つ
な
が
り
や
文
の
中
で
の
機
能
や
修
辞
的
効
果
に
焦
点
が
置
か
れ
て

き
た
。
そ
の
中
で
、
筆
者
の
秋
田
は
、
大
学
院
生
の
と
き
か
ら

一
貫
し
て
、
他
言
語
と
の
比
較
や
言
語
理
論

を
用
い
た
考
察
に
よ
り
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
い
か
に
言
語
的
な
特
徴
を
持
つ
こ
と
ば
で
あ
る
か
を
考
え
て
き
た
。

一
方
で
、
今
井
は
認
知
科
学
、
発
達
心
理
学
の
立
場
か
ら
、
言
語
と
身
体
の
関
わ
り
、
と
く
に
音
と
意
味

の
つ
な
が
り
が
言
語
の
発
達
に
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
す
の
か
と
い
う
問
題
に
興
味
を
持
ち
、
成
人
と
乳

児
、
幼
児
を
対
象
に
数
多
く
の
実
験
を
行

っ
て
き
た
。
今
井
が
実
験
を
デ
ザ
イ
ン
す
る
と
き
に
い
つ
も
頼
り

に
し
て
き
た
の
が
、
世
界
中
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
研
究
の
文
献
を
熟
知
し
て
い
る
秋
田
で
あ

っ
た
。

二
人
で
オ
ノ
マ
ト
ペ
談
義
を
し
て
い
る
と
、
い
つ
も
最
後
は

「
オ
ノ
マ
ト
ペ
と
は
」
で
は
な
く
、
雪
呈
ｍ

と
は
」
と
い
う
問
題
に
話
が
跳
ん
で
し
ま
う
こ
と
に
、
あ
る
と
き
気
が
つ
い
た
。
二
人
と
も
、
オ
ノ
マ
ト
ペ



はじめに

に
魅
了
さ
れ
な
が
ら
も
、
最
終
的
に
考
え
た
い
の
は

「言
語
の
本
質
と
は
何
か
」
と
い
う
問
題
だ
と
い
う
こ

と
に
、
気
づ
い
た
の
で
あ
る
。

ォ
ノ
マ
ト
ペ
は
特
殊
な
こ
と
ば
の
よ
う
に
見
え
て
、
実
は
言
語
の
普
遍
的
、
本
質
的
な
特
徴
を
持

つ
、
い

わ
ば
言
語
の
ミ
ニ
ワ
ー
ル
ド
で
あ
り
、
「記
号
接
地
問
題
」
を
解
決
す
る
鍵
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
秋
田

は
言
語
学
に
身
を
置
き
、
言
語
の
分
析
を
行

っ
て
き
た
。
今
井
は
認
知

ｏ
発
達
心
理
学
者
と
し
て
、
言
語
を

習
得
す
る
、
あ
る
い
は
運
用
す
る
人
間
の
推
論
に
つ
い
て
ず

っ
と
考
え
て
き
た
。

つ
ま
り
、
秋
田
の
研
究
の

ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
は
言
語
サ
イ
ド
に
あ
り
、
今
井
の
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
は
人
間
サ
イ
ド
に
あ
る
。

言
語
の
あ
り
方
と
人
間
の
思
考
と
い
う
二
つ
の
基
地
を
行

っ
た
り
来
た
り
し
な
が
ら
、
言
語
学
、
認
知
心

理
学
、
脳
神
経
科
学
な
ど
、
異
な
る
学
問
分
野
を
ま
た
い
で
世
界
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
研
究
者
た
ち
が
行

っ
て
き

た
膨
大
な
研
究
の
成
果
を
二
人
で
俯
欧
的
に
見
つ
め
、
い
っ
し
ょ
に
考
え
て
い
け
ば
、
「記
号
接
地
問
題
」

「言
語
習
得
」
詈
呈
中進
化
」
詈
呈
ｍ
の
本
質
」
と
い
う
言
語
研
究
の
本
丸
に
迫

っ
て
い
け
る
の
で
は
な
い
か
。

そ
う
考
え
て
本
書
の
執
筆
を
始
め
た
。
も
う
５
年
以
上
も
前
の
こ
と
で
あ
る
。
複
数
の
著
者
が
共
同
執
筆
す

る
本
で
は
、
章
を
分
担
し
て
別
々
に
書
く
こ
と
が
多
い
が
、
本
書
は
、
二
人
の
筆
者
が
思
考
の
キ
ャ
ッ
チ
ボ

ー
ル
を
し
な
が
ら
、
言
語
と
い
う
高
い
山
に
挑
戦
す
べ
く
、
す
べ
て
の
章
を
い
っ
し
ょ
に
執
筆
し
た
。

読
者
に
は
、
ぜ
ひ
筆
者
た
ち
の

「言
語
の
本
質
と
は
何
か
」
を
理
解
す
る
た
め
の
探
究
の
旅
に
同
道
し
て

い
た
だ
き
た
い
。
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？
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の
脳
活
動
　
　
音
象
徴
の
言
語
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別
性
　
　
日
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の
音
韻
体
系
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バ
行
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行
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国
語
と
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語
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音
韻
体
系
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語
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ペ
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解
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徴
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か
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パ
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バ
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皇
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言
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オ
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マ
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語
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立日
と
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の

一
致

。
不

一
致
が
わ
か
る
か
　
　
こ
と
ば
の
音
が
身
体
に
接
地
す
る
第

一
歩
　
　
名
づ
け
の
洞
察
―
―

ヘ
レ
ン
ｏ
ケ
ラ
ー
の
閃
き
　
　
ク
フ
イ
ン

の

「
ガ
ヴ
ァ
ガ
ー
イ
問
題
」
　

単
語
が
多
義
で
あ
る
こ
と
も
学
べ
る
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オ
ノ
マ
ト
ペ
は
言
語
学
習

の
足
場
　
　
ま
と
め

第
旦
早
　
言
語
の
進
化

言
語
の
理
解
に
身
体
性
は
必
要
か
　
　
永
遠
の
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リ
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ラ
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ド

Ａ
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記
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接
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問
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き
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般
語
と
身
体
性

音
と
意
味
の
つ
な
が
り
　
　
隠
れ
た
オ
ノ
マ
ト
ベ
　
　
オ
ノ
マ
ト
ペ
と
日

本
語
の
方
言
　
　
な
ぜ
言
語

。
地
域
固
有
性
が
あ
る
の
か
　
　
な
ぜ
オ
ノ

マ
ト
ペ
か
ら
離
れ
た
の
か
　
　
ニ
カ
ラ
グ
ア
手
話
―
―
ア
ナ
ロ
グ
か
ら
デ

ジ
タ
ル
ヘ
の
進
化
　
　
事
象
を
要
素
に
分
割
し
て
結
合
す
る
　
　
デ
ジ
タ

ル
化
す
る
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
音
象
徴
　
　
意
味
の
派
生
に
よ
っ
て
ア
イ
コ
ン

性
を
失
う
　
　
脳
の
情
報
処
理
と
言
語
　
　
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
苦
手
な
概
念

言
語
の
体
系
性
　
　
副
詞
∨
ス
ル
動
詞
∨

一
般
動
詞
　
　
英
語
に
オ
ノ
マ

ト
ペ
の
体
系
が
な
い
理
由
　
　
恣
意
性
か
ら
ア
イ
コ
ン
性

へ
の
回
帰

「
ア
イ
コ
ン
性
の
輪
」
仮
説
　
　
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
歴
史
　
　
ま
と
め

第
６
章
　
子
ど
も
の
言
語
習
得
２
１
１
ζ
フ
ダ
ク
シ
ョ
ン
推
論
篇

ガ
ヴ
ァ
ガ
ー
イ
問
題
再
び
　
　
一
般
化
の
誤
り
―
―
か
わ
い
い
事
例
か
ら

「
ポ
イ
す
る
」
　

オ
ノ
マ
ト
ペ
を
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う
　
　
最
強
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
、
身

体
を
持

つ
ロ
ボ

ッ
ト
　
　
ニ
ュ
ー
ラ
ル
ネ

ッ
ト
型
Ａ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
め
ぎ
る
コ
つ



記
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接
地
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た
ち
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ラ
ッ
ピ
ン
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イ
ク
ル
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学
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詞
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問
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ダ
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に
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言
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い
　
　
誤
り
の
修
正
　
　
ま
と
め

コ
ラ
ム
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子
ど
も
の
言
い
間
違
い
　
¨

第
７
章
　
ヒ
ト
と
動
物
を
分
か
つ
も
の
―
―
推
論
と
思
考
バ
イ
ア
で

チ
ン
パ
ン
ジ
ー

「
ア
イ
」
の
実
験
　
　
非
論
理
的
な
推
論
　
　
動
物
は
じ

な
い
対
称
性
推
論
　
　
対
称
性
推
論
の
ミ
ッ
シ
ン
グ
リ
ン
ク
　
　
ヒ
ト
乳

児
の
対
称
性
推
論
　
　
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
の
反
応

　

「
ク
ロ
エ
」
と
ア
プ

ダ
ク
シ
ョ
ン
推
論
の
萌
芽
　
　
人
類
の
進
化
　
　
ま
と
め

終

ユ早
　
言
語
の
本
質

本
書
で
の
探
究
を
振
り
か
え
る

田
版

「言
語
の
大
原
則
」

ぁ
と
が
き

　

２６３

／
　
参
考
文
献

Ａ
Ｉ
と
ヒ
ト
の
違
い
　
　
今
井

。
秋
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凡
　
例

。
本
書
で
は
読
み
や
す
さ
を
考
慮
し
て
、
引
用
文
中
の
一
部
の
漢
字
を
平
仮
名
に
改
め
た
。
読
点
や
ル
ビ
も
追
加
し
た
。

・
新
書
と
い
う
性
格
か
ら
、
引
用
箇
所
の
出
典
表
記
は
最
小
限
に
と
ど
め
た
。

・
〈　
〉
は
、
そ
の
語
句
が
表
す
意
味
を
示
す
。



言
語

の
本
質

こ
と
ば

は
ど
う
生
ま
れ
、
進
化
し
た
か





第
１
ユ早
　
オ
ノ
マ
ト
ペ
と
は
何
か

私
た
ち
日
本
語
話
者
は
あ
ま
り
に
も
当
た
り
前
に
使

っ
て
い
る
オ
ノ
マ
ト
ペ
。
し
か
も
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
が

エ
ラ
イ
と
か
ス
ゴ
イ
と
思

っ
て
い
る
人
は
少
数
派
で
、
子
ど
も
が
使
う
幼
稚
な
こ
と
ば
で
あ
る
と
か
、
普
段

づ
か
い
の
こ
と
ば
と
し
て
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
か
、
や
や
気
の
毒
な
扱
い
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
オ
ノ
マ
ト

ペ
は
ち
ゃ
ん
と
し
た

（れ
っ
き
と
し
た
）
こ
と
ば
な
の
だ
ろ
う
か
？

「オ
ノ
マ
ト
ペ
」
の
語
源

「
オ
ノ
マ
ト
ペ
と
は
何
か
」
と
い
う
問
題
か
ら
考
え
て
み
よ
う
。
そ
も
そ
も

「
オ
ノ
マ
ト
ペ
」
と
い
う
用
語

は
ど
こ
か
ら
来
た
の
か
？
　
ン」
の
用
語
は
、
ギ
リ
シ
ア
語
起
源
の
フ
ラ
ン
ス
語
で
あ
る
。
ギ
リ
シ
ア
語
で
は
、

ｏ
８
日
”
（名
前
、
こ
と
ば
）
＋
も
ｏ
一８

（作
る
）
で

「名
前
を
作
る
」
の
意
。
こ
れ
を
も
と
に
し
た
フ
ラ
ン
ス

語
の
Ｏ
目
〇
日
”ざ
〓
①
ゃ
英
語
の
ｏ
口
Ｏ
日
”８
８
①ド
は
、

ヒ
ト
や
動
物
の
声
や
物
音
を
模
し
た
擬
音
語
を
指
す
。



つ
ま
り
も
と
も
と
、
「
オ
ノ
マ
ト
ペ
」
と
は
擬
音
語
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
実
際
、
欧
米
の
言
語
で

「
オ
ノ

マ
ト
ペ
」
と
い
う
と
、
擬
音
語
の
こ
と
だ
け
を
考
え
る
人
た
ち
が
多
い
。

し
か
し
、
日
本
語
で
は
、
大
多
数
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
む
し
ろ
擬
態
語
で
あ
る
。
ま
た
、
欧
米
以
外
の
多
く

の
言
語
、
あ
る
い
は
バ
ス
ク
語
の
よ
う
な

一
部
の
欧
米
の
言
語
で
も
、
日
本
語
の
擬
態
語
の
よ
う
に
様
子
や

動
作
、
手
触
り
な
ど
を
表
す
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
数
多
く
観
察
さ
れ
る
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
研
究
の
進
展
と
と
も
に
、
世
界
中
の
さ
ま
ざ
ま
な
言
語
の
オ
ノ
マ

ト
ペ
が
研
究
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
音
の
模
倣
に
限
ら
な
い
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
学

術
界
に
お
け
る

「
オ
ノ
マ
ト
ペ
」
の
見
方
も
変
わ

っ
て
き
た
。
現
在
で
は
、
擬
音
語
だ
け
で
な
く
、
日
本
語

で
一言
う
い
わ
ゆ
る
擬
態
語
や
擬
情
語

（「わ
く
わ
く
」
な
ど
の
内
的
な
感
覚

・
感
情
を
表
す
語
）
に
も

「
オ
ノ
マ

ト
ペ
」
と
い
う
こ
と
ば
が
使
わ
れ
て
い
る
。

な
お
、
日
本
の
研
究
者
た
ち
は

「
オ
ノ
マ
ト
ペ
」
を
擬
音
語
、
擬
態
語
、
擬
情
語
を
含
む
包
括
的
な
用
語

と
し
て
用
い
て
い
る
が
、
欧
米
で
は
ｏ
●
ｏ
８
洋
ｏ
も
８
●
ょ
り
〓
ｏ
ｏ
ｏ
Ｆ
ｏ
●
①
（表
意
音
）
と
い
う
用
語
が

一
般
的

に
な

っ
て
い
る
。

オ
ノ
マ
ト
ペ
の
定
義

オ
ノ
マ
ト
ペ
の
例
は
日
本
語
話
者
な
ら
す
ぐ
に
思
い
つ
く
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
以
下
の
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ



第 1章 オノマトペとは何か

の
中

で
、

オ
ノ
マ
ト
ペ
は
ど
れ
だ
ろ
う
か
Ｐ

ご
飯
さ
あ
、
食
べ
て
ね
。

あ
あ
、
あ
り
が
と
。

こ
ん
な
に
食

べ
ら
ん
な
い
。

こ
れ
、
お
れ
、
も
う
ち
ょ
っ
と
イ
メ
ー
ジ
的
に
は
こ
う
、
こ
の
ぐ

つ
ぐ

つ
し
と
る
の
か
と
思

っ
た

ら
、
な
ん
か
、
な
ん
か

（笑
）、
な
よ

っ
と
し
た
感
じ
で
。

（笑
）
う
ん
、
あ
る
意
味
、
べ
、

べ
、

べ
ち
ょ
っ
て
い
う
。

も

っ
と
ジ

ュ
ー
ジ
ャ
ー
い
っ
て
出
て
く
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（名
大
会
話
コ
ー
パ
乙

こ
の
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
で
使
わ
れ
た
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
、
少
な
く
と
も

「ぐ
つ
ぐ
つ
」
「な
よ
っ
」
「
べ
ち
ょ
」

「ジ

ュ
ー
ジ
ャ
ー
」
の
四
つ
。
必
ず
し
も
辞
書
ど
お
り
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
使
い
方
で
は
な
い
。
「な
よ
っ
」
は

通
常
、
人
が
弱
々
し
く
て
頼
り
な
い
様
子
を
表
す
し
、
「ジ

ュ
ー
ジ
ャ
ー
」
に
至

っ
て
は
そ
の
場
限
り
で
作

ら
れ
た
語
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
語
を
母
語
と
す
る
人
な
ら
、
こ
れ
ら
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
、

感
覚
的
に
意
味
が
わ
か
り
、
こ
の
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
の
光
景
が
鮮
明
に
イ
メ
ー
ジ
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
も
し
か
し
た
ら
、
こ
れ
が

ハ
ン
バ
ー
グ
の
話
で
あ
る
こ
と
ま
で
想
像
で
き
た
と
い
う
読
者
も
い
る
か
も

BA BABA



し
れ
な
い
。
私
た
ち
は
こ
れ
は
ど
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
熟
知
し
て
い
る
。

し
か
し
い
ざ

「
オ
ノ
マ
ト
ペ
と
は
何
か
」
を
定
義
し
よ
う
と
す
る
と
、
こ
れ
が
か
な
り
難
し
い
。
こ
れ
ま

で
何
人
も
の
言
語
学
者
が
こ
れ
に
取
り
組
ん
で
き
た
が
、
な
か
な
か
納
得
す
る
定
義
に
は
至

っ
て
い
な
い
。

オ
ノ
マ
ト
ペ
の
特
徴
と
し
て
す
ぐ
に
思
い
つ
く
の
は
、
繰
り
返
し
の
語
形
で
あ
る
。
重
複
形
と
呼
ば
れ
る
。

「ぐ
つ
ぐ
つ
」
「ブ
ラ
ブ
ラ
」
「
キ
ラ
キ
ラ
」
「
ホ
カ
ホ
カ
」
「
ポ
ン
ポ
ン
」
な
ど
、
重
複
形
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
は

い
く
ら
で
も
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
重
複
形
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
他
言
語
に
も
多
く
、
バ
ス
ク
語
で

「グ
ル
カ
グ
ル
カ
」
と
い
え
ば

「ゴ
ク
ゴ
ク
」
を
、
南
米
の
パ
ス
タ
サ
・
ケ
チ

ュ
ア
語
で

「
ア
キ
ア
キ
ア
キ

ア
キ
ア
キ
」
と
い
え
ば
、
「
〓
フ
〓
こ

に
似
た
前
後
の
揺
れ
を
表
す
。
し
か
し
、
「な
よ
っ
」
「
べ
ち
ょ
っ
」
、

さ
ら
に
西
ア
フ
リ
カ
の
エ
ウ
ェ
語
で

「ザ
ラ
ザ
ラ
」
を
表
す

「
ツ
ァ
ク
リ
ー
」
は
繰
り
返
さ
れ
て
い
な
い
。

「
ォ
ノ
マ
ト
ベ
‐‐
重
複
形
の
こ
と
ば
」
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
よ
う
だ
。

現
在
、
世
界
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
大
ま
か
に
捉
え
る
定
義
と
し
て
は
、
オ
ラ
ン
ダ
の
言
語
学
者

マ
ー
ク
・
デ

ィ
ン
グ
マ
ン
セ
に
よ
る
以
下
の
定
義
が
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

オ
ノ
マ
ト
ペ

¨
感
覚
イ
メ
ー
ジ
を
写
し
取
る
、
特
徴
的
な
形
式
を
持
ち
、
新
た
に
作
り
出
せ
る
語

か
な
り
抽
象
的
な
定
義
で
あ
る
。
「特
徴
的
な
形
式
を
持

つ
」
と
い
う
点
は
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
に
重
複
形
が
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多

い
こ
と
か
ら
納
得
で
き
そ
う
で
あ

る
。
「新
た
に
作

り
出
せ
る
」
と

い
う
点
も
、
先

の

「
ジ

ュ
ー
ジ

ャ

ー
」
の
よ
う
な
例
か
ら
明
ら
か
だ
ろ
う
。
で
は
、
「感
覚

イ
メ
ー
ジ
」
を

「写
し
取
る
」
と
は
ど
の
よ
う
な

こ
と
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
Ｐ

感
覚
イ
メ
ー
ジ
を
表
す
こ
と
ば
？

ま
ず
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
感
覚
を
表
す
こ
と
ば
か
ど
う
か
を
考
え
よ
う
。　
一
般
に
、
「感
覚
を
表
す
」
こ
と

ば
と
し
て
真

っ
先
に
挙
げ
ら
れ
る
の
は
形
容
詞
で
あ
る
。
日
本
語
の
形
容
動
詞
も
含
む
。
「う
る
さ
い
」
「静

か
な
」
「甲
高

い
」
は
聴
覚
、
「大
き

い
」
「鮮
や
か
な
」
「赤
い
」
は
視
覚
、
「滑
ら
か
な
」
「熱
い
」
「重

い
」
は
触
覚
、
「酸

っ
ば
い
」
「甘
い
」
「
し
ょ
っ
ば
い
」
は
味
覚
、
「く
さ
い
」
「芳
ば
し
い
」
は
嗅
覚
と
い

っ
た
具
合
に
、
形
容
詞
の
多
く
は
感
覚
特
徴
を
表
す
。

一
方
で
、
感
覚
と
強
く
関
わ
る
動
詞
と
い
う
と
、
「聞
く
」
「見
る
」
「感
じ
る
」
「味
わ
う
」
「嗅
ぐ
」
あ

た
り
で
あ
る
。
名
詞
な
ら
、
「音
」
「外
見
」
「手
触
り
」
「味
」
「匂
い
」
な
ど
で
あ
ろ
う
か
。
「走
る
」
「食

べ
る
」
「吠
え
る
」
「知
る
」
な
ど
の
動
詞
は
、
五
感
の
ど
れ
に
関
わ
る
か
と
い
う
よ
り
も
、
ど
ん
な
出
来
事

か
を
軸
に
し
た
こ
と
ば
で
あ
る
。
「ネ

コ
」
「空
気
」
「夢
」
「昨
日
」
な
ど
の
名
詞
も
、
ど
の
感
覚
の
こ
と
ば

か
と
い
う
よ
り
は
、
対
象
が
ど
ん
な
も
の
か
に
関
心
を
持

つ
こ
と
ば
で
あ
る
。

で
は
、
ォ
ノ
マ
ト
ペ
は
ど
う
だ
ろ
う
？
　
い
わ
ゆ
る
擬
音
語
は
、
Ｆ
一
ャ
ー
」
「
パ
リ
ー
ン
」
「
カ
チ
ャ
カ



チ
ャ
」

の
よ
う
に
聴
覚
情
報
を
中
心
に
表
す
。
擬
態
語
の
中
に
は
、
「
ザ
ラ
ザ
ラ
」
「
ヌ
ル
ッ
」
「
チ
ク
リ
」

の
よ
う

に
触
覚
情
報
を
表
し
て
い
る
と
思
え
る
も

の
も
あ
れ
ば
、
「
ス
ラ
リ
」
「
ウ
ネ
ウ
ネ
」
「
ピ

ョ
ン
」

の

よ
う
に
視
覚
情
報
に
注
目
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
擬
情
語
と
呼
ば
れ
る
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
、
「ゾ

ク
ッ
」
「
ド
キ
ド
キ
」
「
ガ

ッ
カ
リ
」
の
よ
う
に
第
六
感
と
で
も
い
う

べ
き
身
体
感
覚
や
心
的
経
験
を
表
す
。

多
く
の
形
容
詞
と
同
様
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
感
覚

の
こ
と
ば
な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
感
覚
的
で
な
い

意
味
を
表
す
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
想
像
し
が
た
い
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
。
た
と
え
ば
、
「正
義
」
「愛
」
「迷
惑
」

と
い
っ
た
名
詞
は
特
定
の
感
覚

に
よ
ら
な
い
意
味
を
表
す
。　
一
方
、

こ
れ
ら
の
意
味
を
表
す
オ
ノ
マ
ト
ペ
と

い
う
の
は
、
日
本
語
で
も
他
言
語
で
も
な
か
な
か
見

つ
か
ら
な
い
。

こ
れ
ら
の
概
念
は
、
音
で
真
似
る
に
は

抽
象
的
す
ぎ
る
の
で
あ
ろ
う

（オ
ノ
マ
ト
ペ
で
表
し
や
す
い
概
念
と
表
し
に
く
い
概
念
に
つ
い
て
は
、
第
５
章
で

紹
介
す
る
）
。
形
容
詞
な
ら
ば
、
「正
し
い
」
「愛
お
し
い
」
「迷
惑
な
」

の
よ
う
な
語
で
こ
れ
ら
の
概
念
を
表

す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
意
味
で
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
形
容
詞
よ
り
も
さ
ら
に
感
覚
を
中
心
に
据
え
た
こ
と
ば

と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

写
し
取
っ
て
い
る
記
号
？

先
の
定
義

に
よ
る
と
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
感
覚
イ
メ
ー
ジ
を

「写
し
取
る
」
こ
と
ば
だ
と
い
う
。
し
か
し
、

こ
と
ば
で

「写
し
取
る
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
Ｐ
　
こ
の
こ
と
を
考
え
る
糸

口
と
し
て
、
オ
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ノ
マ
ト
ペ
が
万
国
共
通

に
理
解
さ
れ
る
も
の
な
の
か
と
い
う
問
題
か
ら
始
め
た
い
。
写
真
や

コ
ピ
ー
機
の
よ

う
に
イ
メ
ー
ジ
を
写
し
取

っ
て
こ
と
ば
に
す
る
の
な
ら
、
ど
の
言
語
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
で
も
似
通

っ
て
い
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
な
ら
、
知
ら
な
い
言
語
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
で
も
、
意
味
が
あ
る
程
度
予
想
で

き
そ
う
で
あ
る
。

次
の
五
つ
の
問
題

に
答
え
て
み
て
ほ
し
い
。

い
ず
れ
も
外
国
語
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
。

①
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
カ
ン
ベ
ラ
語
で

「
ン
ブ
ト
ゥ
」
は
物
体
が
移
動
し
た
際

に
立
て
る
音
を
表
す
。
ど
ん
な

物
体

の
ど
の
よ
う
な
方
向
の
移
動
だ
ろ
う
か
Ｐ

②
南
米
の
パ
ス
タ
サ

ｏ
ケ
チ

ュ
ア
語
で

「
リ
ン
」
は
物
体
を
移
動
さ
せ
る
様
子
を
表
す
。
ど
ん
な
場
所
に
ど

ん
な
ふ
う
に
移
動
さ
せ
る
様
子
だ
ろ
う
か
？

③
中
央
ア
フ
リ
カ
の
バ
ヤ
語
で

「
ゲ

ン
グ
レ
ン
グ
」
は
人

の
身
体
的
特
徴
を
表
す
。
ど
ん
な
特
徴
だ
ろ
う

か
Ｐ

④
南

ア
フ
リ
カ
の
ツ
ワ
ナ
語
で

「
ニ
ェ
デ

ィ
」
は
物
体

の
視
覚
的
な
様
子
を
表
す
。
ど
ん
な
様
子
だ
ろ
う

か
Ｐ

⑤
韓
国
語
で

「
オ
ジ
ル
オ
ジ
ル
」
は
あ
る
症
状
を
表
す
。
ど
ん
な
症
状
だ
ろ
う
か
？



答
え
は
以
下
の
と
お
り
。
①

「
ン
ブ
ト
ゥ
」
は
重
い
も
の
が
落
ち
た
音
、
②

「
リ
ン
」
は
土
、
木
、
水
、

火
な
ど
に
差
し
込
む
様
子
、
③

「ゲ
ン
グ
レ
ン
グ
」
は
痩
せ
こ
け
た
様
子
、
④

「
ニ
ェ
デ
ィ
」
は
き
ら
め
く

様
子
、
⑤

「
オ
ジ
ル
オ
ジ
ル
」
は
め
ま
い
。
日
本
語
な
ら
そ
れ
ぞ
れ
、
①

「
ボ
ト
ッ
／
ド
サ
ッ
」
、
②

「
ス

ッ
」
、
③

「
グ
ッ
ソ
リ
」
、
④

「
キ
ラ
キ
ラ
」
、
⑤

「
ク
ラ
ク
ラ
」
あ
た
り
が
対
応
し
そ
う
で
あ
る
。
と
は
い

え
、
②
に
つ
い
て
は
、
「
ス
ッ
」
は
差
し
込
む
動
き
に
限
ら
な
い
た
め
、
日
本
語
に
は

「
リ
ン
」
に
ち
ょ
う

ど
対
応
す
る
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
さ
て
、
読
者
の
み
な
さ
ん
は
何
間
正
解
で
き
た

ろ
う
か
。

一
般
に
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
そ
の
言
語
の
母
語
話
者
に
は
じ
っ
く
り
く
る
。
ま
さ
に
感
覚
経
験
を
写
し
取

っ

て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
非
母
語
話
者
に
は
必
ず
し
も
わ
か
り
や
す
い
と
は
限
ら
な
い
。

実
際
、
日
本
語
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
、
外
国
人
留
学
生
が
日
本
語
を
学
ぶ
際
の
頭
痛
の
タ
ネ
に
な

っ
て
い
る
。

「髪
の
毛
の
サ
ラ
サ
ラ
と
ツ
ル
ツ
ル
は
ど
う
違
う
の
？
　
全
然
わ
か
ら
な
い
！
」
と
彼
ら
は
言
う
。

感
覚
を
写
し
取

っ
て
い
る
は
ず
な
の
に
、
な
ぜ
非
母
語
話
者
に
は
理
解
が
難
し
い
の
か
。
「感
覚
を
写
し

取
る
」
と
い
う
の
は
そ
も
そ
も
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
こ
の
問
題
は
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
性
質
を
理
解
す
る

上
で
と
て
も
重
要
で
あ
る
。
同
時
に
こ
れ
は
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
問
題
に
と
ど
ま
ら
ず
、
ア
ー
ト
を
は
じ
め
と

し
た
す
べ
て
の
表
現
媒
体
に
お
い
て
間
わ
れ
る
深
い
問
い
な
の
で
あ
る
。

オ
ノ
マ
ト
ペ
が
感
覚
イ
メ
ー
ジ
を
写
し
取
る
こ
と
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
深
く
考
え
て
み
よ
う
。
対
象
を
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写
し
取
る
も
の
と
し
て
も

っ
と
も
直
接
的
で
写
実
的
な
の
は
動
画
や
写
真
だ
ろ
う
。
し
か
し

「感
覚
」
は
、

外
界
に
あ
る
も
の
で
は
な
く
、
表
現
者
に
内
在
す
る
も
の
で
あ
る
。

絵
画
は
ど
う
だ
ろ
う
。
写
真
ほ
ど
忠
実
で
は
な
い
が
、
や
は
り
対
象
を
写
し
取

っ
て
い
る
と
言

っ
て
よ
い

だ
ろ
う
。
し
か
し
、
絵
画
で
大
事
な
の
は
、
表
現
者
の

「感
覚
の
表
現
」
で
あ
り
、
多
か
れ
少
な
か
れ
絵
画

の
中
に
見
え
る
も
の
は
、
表
現
者
の

「主
観
的
感
覚
」
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
絵
画
は
、
そ
の
抽
象
度
に
お

い
て
大
き
な
差
が
生
ま
れ
る
。
非
常
に
細
密
に
対
象
を
切
り
取

っ
た
具
象
的
な
絵
画
は
、
そ
の
対
象
が
誰
に

で
も
よ
く
わ
か
る

（も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
だ
け
で
は
ア
ー
ト
に
は
な
ら
ず
、
ど
ん
な
に
具
体
的
に
描
か
れ
た
対
象
で

も
、
そ
こ
に
表
現
者
の

「感
覚
」
が
表
現
さ
れ
て
は
じ
め
て

「
ア
ー
ト
」
で
あ
る
と
言
え
る
）。
他
方
、
抽
象
絵
画

は
表
現
者
の
内
的
な
感
覚
の
表
現
に
重
点
が
置
か
れ
、
特
定
の
対
象
が
同
定
で
き
な
い
こ
と
も
よ
く
あ
る
。

ォ
ノ
マ
ト
ペ
は
絵
画
の
よ
う
に

「感
覚
イ
メ
ー
ジ
を
写
し
取
る
」
の
で
あ
ろ
う
か
Ｐ
　
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
、

少
な
く
と
も
当
該
言
語
の
母
語
話
者
は
そ
れ
ぞ
れ
意
味
を
直
感
的
に
共
有
で
き
る
の
で
、
絵
画
で
い
う
と
、

具
体
的
な
対
象
が
同
定
で
き
な
い
抽
象
絵
画
よ
り
は
、
具
象
絵
画
に
近
い
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
絵
画
は
原
則
、

鑑
賞
者
の
使
う
言
語
や
文
化
に
関
係
な
く
受
け
と
め
ら
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
が
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
は

特
定
の
言
語
の
枠
組
み
の
中
で
理
解
さ
れ
る
。



オ
ノ
マ
ト
ベ
は

「
ア
イ
コ
ン
」

ア
イ
コ
ン
は
ど
う
だ
ろ
う
か
Ｐ
　
そ
う
、　
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
画
面
で
ア
プ
リ
や
ゴ
ミ
箱
を
示
し
た
り
、
街
中

で
ト
イ
レ
や
交
番
な
ど
の
場
所
を
示
し
た
り
、

メ
ー

ル
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
な
ど
の
デ
ジ
タ
ル
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

で
感
情
を
伝
え
た
り
す
る
た
め
の
、

ア
レ
で
あ
る
。

ア
イ
コ
ン
は
、
ア
ー
ト
性
よ
り
は
、
わ
か
り
や
す
さ
を
重
視
し
た
記
号
と
言

っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
ち
な
み

に

「
ア
イ

コ
ン
」
の
語
源
は
ギ
リ

シ
ア
語
の

「
エ
イ

コ
ー

ン
の
寿
ｇ
」
（
ラ
テ
ン
語
で
は

「
イ
コ
ン
ド
８
し

で
、

〈偶
像
、
崇
拝

の
対
象
と
な
る
像
、
象
徴
〉
と
い
う
よ
う
な
意
味
を
持

つ
。

「感
覚
イ
メ
ー
ジ
を
写
し
取
る
」

と
い
う
観
点
か
ら
ア
イ
コ
ン
が
興
味
深
い
の
は
、
か
な
り
抽
象
化
し
て
い
る
の
に
、
対
象
が
わ
か
り
や
す
い

点
で
あ
る
。

「
◎
」
沢
，
，と

の
よ
う
な
絵
文
字

・
顔
文
字

↑
員
），
８
）
も
、
か
な
リ
デ

フ
ォ
ル
メ
さ
れ
て

い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
笑
顔
で
あ
る
こ
と
が

一
目
瞭
然
で
あ
る
。

実
は
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
注
目
さ
れ
て
い
る
大
き
な
理
由
は
、
ま
さ
に
こ
の

「
ア
イ
コ
ン
性

ざ
８
０
ぐ
」
に

あ
る
。

ア
メ
リ
カ
の
哲
学
者
チ
ャ
ー

ル
ズ

・
サ
ン
ダ
ー

ス
・
パ
ー
ス
は
、

「
ア
イ
コ
ン
」
と
い
う
こ
と
ば
を

「性
質
か
ら
対
象
を
指
示
す
る
記
号
」
と
い
う
特
別
な
意
味
で
用
い
た
。
噛
み
砕
く
と
、
「表
す
も
の
と
表
さ

れ
る
も
の
の
間
に
類
似
性
の
あ
る
記
号
」
の
こ
と
で
あ
る
。
絵
や
絵
文
字
は
、
そ
れ
ら
を
構
成
す
る
点
や
線

の
組
み
合
わ
せ
が
対
象
物
に
似
て
い
る
の
で
、
パ
ー

ス
の
意
味
で
も

「
ア
イ

コ
ン
」
で
あ
る
。
ジ

ェ
ス
チ
ャ

ー
の
多
く
も

ア
イ
コ
ン
で
あ
る
。

ス
テ
ー
キ
を
食

べ
る
ジ

ェ
ス
チ
ャ
ー
は
、
実
際
に
ナ
イ
フ
と

フ
ォ
ー
ク
を
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持

っ
て
い
な
く
と
も
、
ス
テ
ー
キ
を
食
べ
る
動
作
に
似
て
い
る
。

こ
の
定
義
に
よ
れ
ば
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
ま
さ
に

「
ア
イ
コ
ン
」
で
あ
る
。
表
す
も
の

（音
形
）
と
表
さ
れ

る
も
の

（感
覚
イ
メ
ー
ジ
）
に
類
似
性
が
あ
る
と
感
じ
ら
れ
る
。
日
本
語
の
母
語
話
者
で
あ
れ
ば
、
ア
一
ャ

ー
」
と
い
う
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
ネ
コ
の
声
に
似
て
い
る
と
感
じ
る
。
音
以
外
を
表
す
オ
ノ
マ
ト
ペ
で
あ

っ
て
も
、

た
と
え
ば

「
ピ
カ
ピ
カ
」
と
い
う
音
連
続
と
明
る
い
点
滅
は
似
て
い
る
気
が
す
る
し
、
「
ぶ
ら
り
」
と
い
う

音
形
も
気
軽
な
お
出
か
け
に
い
か
に
も
似
合

っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
よ
く
よ
く
考
え
て

み
る
と
、
こ
の

「似
て
い
る
」
と
い
う
感
覚
は
、
そ
れ
自
体
ど
こ
か
曖
味
で
興
味
深
い
存
在
で
あ
る
。
そ
の

感
覚
の
出
ど
こ
ろ
に
つ
い
て
は
第
２
章
と
第
５
章
で
深
く
考
え
る
こ
と
に
し
よ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
音

形
が
感
覚
に
ア
イ
コ
ン
的
に
つ
な
が

っ
て
い
る
と
い
う
点
で
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
は

「身
体
的
」
で
あ
る
。

オ
ノ
マ
ト
ペ
の
写
し
取
り
方
―
―
ア
イ
コ
ン
と
違
う
点

し
か
し
、
こ
こ
で
、
メ
ー
ル
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
使
う
ア
イ
コ
ン
や
街
中
で
見
る
ア
イ
コ
ン
と
、
少
な
く
と
も
パ

ー
ス
の
定
義
で
は

「
ア
イ
コ
ン
」
と
さ
れ
る
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
ど
の
よ
う
に
違
う
の
か
も
ち
ょ
っ
と
考
え
て
み

た
い
。
ア
イ
コ
ン
は
視
覚
的
な
対
象
を
、
視
覚
の
媒
体
で
表
す
の
が
普
通
で
あ
る
。
「
◎
」
と
い
う
絵
文
字

は
笑
顔
と
い
う
視
覚
情
報
を
表
す
。
私
た
ち
は
、
ア
イ
コ
ン
が
も
と
の
対
象
と

「似
て
い
る
」
と
い
う
感
覚

を
持
ち
、
そ
の
感
覚
か
ら
ア
イ
コ
ン
の
指
し
示
す
対
象
が
何
か
を
認
識
で
き
る
。
と
く
に
漫
画
的
な
表
現
で



は
、
音
や
手
触
り
、
心
情
と
い
っ
た
目
に
見
え
な
い
要
素
ま
で
も
比
喩
的
に
視
覚
化
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ

る
。
た
と
え
ば
、
「
Ｍ
（。□
・
一と

と
い
う
顔
文
字
で
は
、
心
的
な
シ
ョ
ッ
ク
が

「
Ｍ
」
の
ギ
ザ
ギ
ザ
で
表
さ

れ
て
い
る
。
い
ず
れ
の
例
に
お
い
て
も
、
ア
イ
コ
ン
は
視
覚
的
な
記
号
で
あ
る
。

他
方
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
用
い
る
の
は
視
覚
で
は
な
い
。
音
声
と
い
う
聴
覚
的
要
素
で
あ
る
。
音
と
対
象
が

「似
て
い
る
」
と
感
じ
る
こ
と
で
、
音
か
ら
対
象
を
認
識
し
、
イ
メ
ー
ジ
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、

視
覚
的
な
ア
イ
コ
ン
と
違
い
、
音
で
は
、
対
象
と
な
る
事
物
の
全
体
像
は
写
し
に
く
い
。
た
と
え
ば
、
ア
イ

コ
ン
で
イ
ヌ
や
ネ
コ
を
表
す
と
き
に
は
、
「驚
」
「雪
」
の
よ
う
に
そ
の
全
身
の
形
を
写
し
取
る
こ
と
が
可
能

で
あ
る
。　
一
方
、
「
ワ
ン
ワ
ン
」
や

「
ニ
ャ
ー
」
と
い
っ
た
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
、
イ
ヌ
や
ネ

コ
の
鳴
き
声
を
写

し
取
る
こ
と
は
で
き
る
も
の
の
、
こ
れ
ら
の
動
物

の
全
体
の
形
を
写
し
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
「
ギ
ク

ッ
」
と
い
う
オ
ノ
マ
ト
ペ
も
、
強
い
驚
き
を
写
し
て
は
い
る
も
の
の
、
「
Ｍ
（凸
・
一ご

と
い
う
顔
文
字
が
表

す
よ
う
な
表
情
や
汗
と
い
っ
た
要
素
ま
で
は
写
し
き
れ
て
い
な
い
。

つ
ま
り
、
視
覚
的
ア
イ
コ
ン
は
、　
一
度
に
複
数
の
要
素
を
写
し
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
輪
郭
も
写
し
取
れ

る
。
そ
の
た
め
、
物
事
の
全
体
を
、
場
合
に
よ

っ
て
は
そ
の
詳
細
ま
で
写
し
取
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
そ

れ
に
対
し
、
音
声
で
写
す
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
基
本
的
に
物
事
の

一
部
分
で
あ
る
。
残
り
の
部
分
に
つ
い

て
は
、
「
ワ
ン
ワ
ン
」
な
ら
イ
ヌ
、
コ
一
ャ
ー
」
な
ら
ネ
コ
、
「ギ
ク
ッ
」
な
ら
人
に
知
ら
れ
た
く
な
い
こ
と

を
知
ら
れ
た
場
面
、
と
い
う
よ
う
に
連
想
で
補
う
こ
と
に
な
る

（図
１
‐
１
）。
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視覚的に写し取る

Σ (。
□・ :)

(絵文字など )

||

全体 (複数)を 写し取る

アイコン  1 霧曇:gt君蓼≦饉鼻
が似ている記号

〇
コ

げ

一
一　

ｎｉｋ

コ

ｋ。

二
　
茄

お

げ

が

ｇａ

え

た

日本語話者以外も

わかる

日本語話者だけが

わかる

高い   
一

アイコン性 ―一,   低い

聴覚的に写し取る

ギ クッ

(オノマトベ )

||

部分を写し取る

残りの部分は連想で補う

図 1-1 アイコンとは



○

代表するものに

置き換える

換喩 (メ トニミー)

アメリカ大統領や

その周辺

l

ホワイトハウス

例えば…

鍋の中の料理

l

鍋

図 1-2 換喩 (メ トニミー)と は

こ
の
よ
う
な
連
想
は
、
「換
喩

（
メ
ト
〓
ミ

ー
）」
と
呼
ば
れ
る
。
国
語
の
時
間

に
詩
の
表

現
技
法
と
し
て
習
う
概
念
で
あ
る
。
換
喩
は
、

あ
る
概
念
を
、
そ
れ
と
近
い
関
係
に
あ
る
別
の

概
念
で
捉
え
る
。
「鍋
が
食
べ
た
い
」
と
い
え

ば
、
料
理
を
作
る
た
め
の
器
で
あ
る
鍋
で
も

っ

て
、
そ
の
中
身

の
料
理
を
指
す

（図
１
‐
２
）。

「
ワ
ン
フ
ン
」
や

「
ニ
ャ
ー
」
も
、
イ
ヌ
や
ネ

コ
を
特
徴
づ
け
る
鳴
き
声
を
ヒ
ン
ト
に
、
そ
の

鳴
き
声

の
主

の
情
報
を
読
み
込
む
。
「
ギ
ク

ッ
」
は
や
や
抽
象
的
で
あ
る
が
、
驚
い
た
拍
子

に
体
が
わ
ず
か
に
動
く
様
子

（あ
る
い
は
関
節

が
鳴
る
±３

を
音
で
模
す
こ
と
で
、
そ
の
動
き

の
原
因
と
な

っ
た
気
ま
ず
い
驚
き
を
換
喩
的
に

表
し
て
い
る
。
換
喩
的
思
考
が
で
き
る
か
ら
こ

そ
、
人
間
の
言
語
は
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
発
達
さ
せ
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ら
れ
る
と
言

っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
。

さ
て
、
ォ
ノ
マ
ト
ペ
が
物
事
の

一
部
分
し
か
写
せ
な
い
の
に
は
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
根
本
的
性
質
が
関
わ

っ

て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
「
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
一一一一塁
中
で
あ
る
」
と
い
う
性
質
で
あ
る
。
言
語
は
、
単
語
を
組

み
合
わ
せ
る
こ
と
で
さ
ま
ざ
ま
な
物
事
を
表
す
文

・
発
話
を
構
築
す
る
。
絵
文
字

・
顔
文
字
が
物
事
の
全
体

を
詳
細
に
写
し
取
る
場
合
に
は
、
「澪
」
や

「
Ｍ
（凸
・
一と

の
よ
う
に
そ
れ
だ
け
複
雑
な
形
式
が
必
要
と
な

る
。
同
じ
こ
と
を
オ
ノ
マ
ト
ペ
で
行
う
と
し
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
Ｐ

我
々
の
声
と
い
う
の
は
、
原
則
、　
一
度
に
一
つ
の
音
し
か
発
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
た
が

っ
て
、
複

雑
な
形
式
を
作
る
場
合
は

「
ニ
ャ
ー
」
や

「ギ
ク
ッ
」
の
よ
う
な
音
数
で
は
足
り
ず
、
長

っ
た
ら
し
い
発
話

が
必
要
と
な

っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
複
雑
で
長
い
こ
と
ば
は
覚
え
に
く
い
だ
け
で
な
く
、　
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
に
支
障
を
き
た
す
恐
れ
が
あ
る
。
言
語
の
構
成
要
素
と
し
て
効
率
の
よ
い
発
話
を
す
る
た
め
に
は
、

オ
ノ
マ
ト
ペ
は
簡
潔
で
あ
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。
簡
潔
で
あ
れ
ば
、
写
し
取
る
こ
と
が
で
き
る
対
象
は

限
ら
れ
る
。
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
物
事
の

一
部
分
し
か
真
似
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。

同
じ
こ
と
が
手
話
に
つ
い
て
も
言
え
る
。
手
話
は
絵
文
字
な
ど
と
同
様
、
視
覚
的
な
媒
体
で
あ
る
。
ま
た
、

程
度
差
は
あ
る
も
の
の
、
パ
ー
ス
の
言
う
意
味
で

「
ア
イ
コ
ン
的
」
と
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
日
本
手
話
で

「雨
」
は
、
幽
霊
の
よ
う
に
し
た
両
手
を
、
顔
の
前
か
ら
胸
の
あ
た
り
ま
で
２
回
下
ろ
す
こ
と
で
表
す
。
こ

の
手
話
は
、
雨
の
筋
が
多
数
で
あ
る
こ
と
と
、
そ
の
移
動
方
向
が
上
か
ら
下
で
あ
る
こ
と
を
写
し
取

っ
て
い



ス
一

。

し
か
し
、
雨
降
り
の
シ
ー
ン
の
す
べ
て
を
写
し
取

っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
空
や
地
面
、
あ
る
い
は
雨

を
防
ぐ
た
め
の
傘
と
い
っ
た
関
連
要
素
は
換
喩
的
な
連
想
で
補
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
現
実
的

な
単
語
の
長
さ
に
く
わ
え
、
手
や
指
の
数
、
見
分
け
ら
れ
る
手

・
指
の
向
き
や
動
き
の
パ
タ
ー
ン
、
表
情
な

ど
に
限
り
が
あ
る
た
め
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
「甲
」
が
単

一
の
ア
イ
コ
ン
で
雨
粒
と
傘
の
両
方
を
写
し

取

っ
て
い
る
こ
と
と
対
照
的
で
あ
る
。
手
話
は
、
音
声
言
語
と
同
様
に
自
然
言
語
で
あ
る
。
ジ

ェ
ス
チ
ャ
ー

で
も
人
工
言
語
で
も
な
い
。
そ
の
こ
と
が
物
事
の
写
し
取
り
方
に
も
表
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
と
め

本
章
で
は
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
と
は
何
か
に
つ
い
て
概
観
し
た
。
言
語
学
者
は
オ
ノ
マ
ト
ペ
を

「感
覚
イ
メ
ー

ジ
を
写
し
取
る
、
特
徴
的
な
形
式
を
持
ち
、
新
た
に
作
り
出
せ
る
語
」
と
定
義
す
る
が
、
そ
の
中
で
も
、
と

く
に

「写
し
取
る
」
と
い
う
特
徴
が
鍵
で
あ
る
。
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
基
本
的
に
物
事
の
一
部
分
を

「
ア
イ
コ
ン

的
」
に
写
し
取
り
、
残
り
の
部
分
を
換
喩
的
な
連
想
で
補
う
点
が
、
絵
や
絵
文
字
な
ど
と
は
根
本
的
に
異
な

る
と
指
摘
し
た
。

次
章
で
は
、
本
章
で
い
く
ら
か
印
象
論
的
に
述
べ
て
き
た
オ
ノ
マ
ト
ペ
の

「
ア
イ
コ
ン
性
」
を
、
よ
り
客

観
的
か
つ
詳
細
に
読
み
解
い
て
い
く
。
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
、
そ
の

「写
し
取
る
」
と
い
う
特
性
ゆ
え
に
、
そ
れ
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を
構
成
す
る
あ
ら
ゆ
る
部
品
が
ア
イ
コ
ン
性
を
帯
び
る
。
そ
こ
に
は
や
は
り
、
言
語
と
し
て
の
オ
ノ
マ
ト
ペ

の
特
徴
が
浮
か
び
上
が

っ
て
く
る
。





第
２
章

　

ア

イ

コ

ン
性
一―
―
形
式
と
意
味
の
類
似
性

前
章
で
は
オ
ノ
マ
ト
ペ
が

「
ア
イ
コ
ン
的
」
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
。
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
言
語
音
で
対
象
を

模
倣
的
に
写
し
取
る
。
し
か
し
、
絵
文
字
の
よ
う
な
視
覚
的
ア
イ
コ
ン
と
同
等
と
は
言
え
な
い
。
視
覚
的
ア

イ
コ
ン
は
、
点
や
線
と
い
う
視
覚
媒
体
で
情
報
を
写
し
取
る
。
物
事
の
全
体
を
写
し
取
る
こ
と
が
で
き
、
そ

れ
を
好
き
な
だ
け
複
雑
に
で
き
る
。
「
◎
」
と
い
う
絵
文
字
の
ど
の
線
が
笑
顔
の
ど
の
部
分
を
表
す
か
は

一

目
瞭
然
で
あ
る
。

で
は
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
ど
う
だ
ろ
う
Ｐ
　
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
声
と
い
う
聴
覚
的
媒
体
で
さ
ま
ざ
ま
な
感
覚
情

報
を
写
し
取
ろ
う
と
す
る
。
そ
の
ア
イ
コ
ン
性

（類
似
性
）
は
ど
の
よ
う
に
し
て
成
り
立

っ
て
い
る
の
だ
ろ

う
？
　
物
事
の
一
部
分
と
ア
イ
コ
ン
的
に
対
応
す
る
の
は
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
ど
の
要
素
な
の
か
Ｐ

本
章
で
は
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
ア
イ
コ
ン
性
の
問
題
を
掘
り
下
げ
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
、
そ
の
普
遍
性
と
個

別
性
を
考
え
て
い
く
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
き
わ
め
て
言
語
的
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な



ス

つ

。

単
語
の
形
の
ア
イ
コ
ン
性

第
１
章
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
に
は
特
徴
的
な
語
形
が
多
く
見
ら
れ
る
。
「ド
キ
ド
キ
」
「そ

ろ
り
そ
ろ
り
」
「グ
ン
グ
ン
」
「ブ
ー
ブ
ー
」
の
よ
う
な
重
複
形
は
そ
の
代
表
格
で
あ
る
。
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
語

形
は
ア
イ
コ
ン
的
で
あ
る
。
「ド
キ
ド
キ
」
は
鼓
動
が
繰
り
返
し
打
つ
か
ら

「
ド
キ
」
を
繰
り
返
す
。
「そ
ろ

り
そ
ろ
り
」
も
複
数
の
歩
数
進
む
か
ら
重
複
形
を
用
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
日
本
語
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
代
表

的
な
辞
典
で
あ
る
０
いヽき
ヾ
ヽ
ぐ
ミ
や
ミ
計
野
ゞ
腕
き
湧
き
ヽ
Ｒ
ヾ
鍮
ヽ
を
見
て
み
る
と
、
１
６
２
０
語
の
収
録

語
の
う
ち
５
７
１
語

（３５
％
）
が
こ
の
重
複
形
で
あ
る
。

反
対
に
、
繰
り
返
さ
な
い
こ
と
で
繰
り
返
さ
な
い
出
来
事
を
表
す
の
も
語
形
の
ア
イ
コ
ン
性
で
あ
る
。

「ド
キ
ッ
」
「ド
キ
ン
」
「ド
キ
リ
」
は
い
ず
れ
も

一
回
の
鼓
動
を
表
す
し
、
「ブ
ー
」
と
い
う
の
も

一
回
き
り

の
豚
の
鳴
き
声
を
表
す
。
先
ほ
ど
の
辞
書
に
は
、
こ
の
よ
う
な
単

一
形
が
５
４
７
語

（３４
％
）
見

つ
か
る
。

重
複
形
と
同
様
に
、
日
本
語
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
中
心
的
存
在
と
言
え
よ
う
。

重
複
形
と
単

一
形
の
ア
イ
コ
ン
性
は
わ
か
り
や
す
い
。
語
形
で
時
間
の
輪
郭
を
写
し
取
る
。
わ
か
り
や
す

い
だ
け
あ

っ
て
、
他
の
言
語
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
に
も
た
く
さ
ん
例
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

コ
ン
ゴ
民
主

共
和
国
の
ル
バ
語
で
は
、
心
配
し
て
瞬
き
す
る
様
子
を

「
カ
バ
カ
バ
澪
３
洋
讀
こ

と
い
う
。
二
つ
の

「
カ
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バ
」
で
複
数
回
の
瞬
き
を
表
し
て
い
る
。
「
ヨ
ロ
ヨ
ロ
」

に
相
当
す
る
バ
ス
ク
語

の

「
ト
リ
ン
ク
リ
ン
ト
リ

ン
ク
リ
ン
〓
口
】ａ
Ｆ
キ
自
巨
Ｆ
」
も
、
「
ト
リ
ン
ク
リ
ン
」
を
繰
り
返
す
こ
と
で
複
数
回
の
よ
ろ
め
き
を
表

し
て
い
る
。
さ
ら

に
、
西
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
ニ
ュ
ル
ニ
ュ
ル
語
で
は
、　
一
回
の
射
撃
を

「
バ

ニ
ぴ
８
■
、

複
数
回
の
射
撃
を

「
バ

ニ
バ
ニ
げ
留
く
‐ぴ
８
■

と
い
う
。

音
の
ア
イ
コ
ン
性
―
―
清
濁
の
音
象
徴

オ
ノ
マ
ト
ペ
の
ア
イ
コ
ン
性
は
、
そ
れ
を
構
成
す
る
音

に
も
認
め
ら
れ
る
。
音

の
ア
イ
コ
ン
性
は

「音
象

徴

８
目
０
選
Ｂ
げ
ｏ
房
Ｂ
」
と
呼
ば
れ
る
。
過
去
２０
年
ほ
ど
国
内
外
で
研
究
が
活
発

に
な
り
、
そ
の
仕
組
み
が

か
な
り
明
ら
か
に
な

っ
て
き
て
い
る
が
、
ま
だ
わ
か
ら
な

い
と
こ
ろ
も
ず

い
ぶ
ん
残
さ
れ
て
い
る
。

日
本
語
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
と
り
わ
け
整
然
と
し
た
音
象
徴

の
体
系
を
持

つ
。
す
ぐ
に
思
い
浮
か
ぶ
の
は
、

い
わ
ゆ
る

「清
濁
」

（有
声
性
）
の
音
象
徴
だ
ろ
う
。
「
コ
ロ
コ
ロ
」
よ
り
も

「
ゴ

ロ
ゴ

ロ
」
は
大
き
く
て
重

い
物
体
が
転
が
る
様
子
を
写
す
。
「
サ
ラ
サ
ラ
」
よ
り
も

「
ザ
ラ
ザ
ラ
」
は
荒
く
て
不
快
な
手
触
り
を
表
す
。

さ
ら
に

「
ト
ン
ト
ン
」
よ
り
も

「ド

ン
ド

ン
」
は
強
い
打
撃
が
出
す
大
き
な
音
を
写
す
。
ｇ
や

ｚ
や
ｄ
の
よ

う
な
濁
音
の
子
音
は
程
度
が
大
き
い
こ
と
を
表
し
、　
マ
イ
ナ
ス
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
伴
い
や
す
い
。

「
コ
ロ
」
や

「
ザ
ラ
」
や

「ド
」
（な
い
し

「ド
∠

）
の
よ
う
な
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
中
核
と
な
る
要
素
を
語
根

と
い
う
が
、
じ
や
ヽ
も
ヽ
ｓ
Ｓ
ミ
や
Ｓ
ヽ
い
も
お
協
ざ
湧

ミ
で
ヽ
鑽
毯
お
ヽ
か
ら
抽
出
で
き
る
５
９
８
個
の
語
根

の
う
ち
、



３
１
１
個

（５２
％
）
が

「
コ
ロ
／
ゴ

ロ
」
の
よ
う
に
語
頭
の
清
濁
に
つ
い
て
ペ
ア
を
な
す
。
清
濁
は
、
日
本

語
の
音
象
徴

の

「軸
」
と
言

っ
て
よ
い
ほ
ど
の
重
要
性
を
持

つ
の
で
あ
る
。

日
本
語

の
音
象
徴
に
お
け
る
清
濁
の
重
要
性
は
、
そ
れ
が
オ
ノ
マ
ト
ペ
以
外
で
も
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も

わ
か
る
。
「子
ど
も
が
遊
ぶ
さ
ま
」

の

「さ
ま
」

に
対
し
て
、
「
ひ
ど
い
ざ
ま
」
の

「ざ
ま
」

は
軽
蔑
的
な
意

味
合
い
を
持

つ
。
「疲
れ
果
て
る
」

の

「
は
て
る
」

に
対
す
る

「ば
て
る
」

に
も
ぞ
ん
ざ

い
な

ニ
ュ
ア
ン
ス

が
伴
う
。

以
前
、
あ
る
テ
レ
ビ
番
組
で
、
癌
を
経
験
し
た
女
優

の
大
空
員
弓
さ
ん
が
、
「
「が
ん
」
じ
ゃ
な
く
て

「
か

ん
」
と
呼

べ
ば

シ
ョ
ッ
ク
が
少
な
い
の
に
」
と
い
う
よ
う
な
話
を
し
て
い
た
。
こ
れ
も
ま
さ
に
清
濁
の
音
象

徴
か
ら
来
る
感
覚
で
あ
る
。

ほ
か
に
も
、
「ブ
ル
ド
ー
ザ
ー
」
「
バ
ズ
ー
カ
」
「
ゴ
ジ
ラ
」
「ど
ん
ぶ
り
」
「仏
壇
」
「ゾ
ウ
」
「ブ
リ
」
は

い
ず
れ
も
大
き
な
も
の
を
表
す
が
、
日
本
語
話
者

の
耳

に
は
、
い
か
に
も
濁
音
が
び

っ
た
り
と
感
じ
ら
れ
る

の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
「
プ

ル
ト
ー
サ
ー
」
「
。ハ
ス
ー
カ
」
「
コ
ン
ラ
」
「
と
ん
ぶ
り
」
「
ぶ

つ
た
ん
」
「
そ

う
」
「
ぶ
り
」
で
は
、
ど
こ
か
物
足
り
な
い
。
ゴ
キ
ブ
リ
も

「
ゴ
キ
ブ
リ
」
と
い
う
名
前

の
せ
い
で
、
余
計

に
嫌
な
生
き
物

に
見
え
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

清
濁

の
音
象
徴
は
、
ポ
ケ
モ
ン

（ポ
ケ
ッ
ト
モ
ン
ス
タ
ー
）
の
名
前
研
究
で
も
報
告
さ
れ
て
い
る
。
体
長

の
長
い
ポ
ケ
モ
ン
や
体
重
の
重

い
ポ
ケ
モ
ン
に
濁
音
が
多
い
ほ
か
、
進
化
が
進
む
に
つ
れ
て
名
前
に
濁
音
を
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持
ち
や
す
く
な
る
こ
と
が
わ
か

っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
「
ヒ
ト
カ
グ
」
と
い
う
ポ
ケ
モ
ン
は
進
化
す
る
と

「
リ
ザ
ー
ド
」
に
名
前
を
変
え
る
。
濁
音
が

一
つ
か
ら
二
つ
に
増
え
て
い
る
。
濁
音
と
大
き
さ
、
重
さ
、
強

さ
の
関
係
は
、
ま
さ
に

「ゴ
ロ
ゴ

ロ
」
で
見
た
音
象
徴
で
あ
る
。

続

・
音
の
ア
イ
コ
ン
性
―
―
そ
の
他
の
音
象
徴

音
象
徴
は
あ
ら
ゆ
る
子
音

・
母
音

に
宿
る
。
た
と
え
ば
、
「
の
ろ
の
ろ
」
「
の
た
の
た
」
「
の
そ
の
そ
」
「
の

ん
び
り
」
「
に
ょ
ろ
に
ょ
ろ
」
「
ぬ
る
ぬ
る
」
「
ぬ
め
ぬ
め
」
「
ぬ
っ
」
「ね
ば
ね
ば
」
「ね
ち
ゃ
ね
ち
ゃ
」
に
共

通
す
る
語
頭

の

ｎ
と
い
う
音
は
ど
ん
な
意
味
を
持

つ
だ
ろ
う
？
　
ｎ
か
ら
始
ま
る
こ
れ
ら
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
か

ら
は
、
遅
い
動
き
、
あ
る
い
は
滑
ら
か
さ
や
粘
り
気

の
あ
る
手
触
り
と
い
う
意
味
が
取
り
出
せ
そ
う
で
あ
る
。

同
じ
く

ｎ
か
ら
始
ま
る

「塗
る
」
「練
る
」
「話
め
る
」

の
よ
う
な
動
詞
や
、
「滑
ら
か
」
の
よ
う
な
形
容
動

詞
に
も
共
通
す
る
意
味
の
傾
向
で
あ
る
。

母
音

「あ
」
と

「
い
」
は
ど
う
だ
ろ
う
Ｐ

「
パ

ン
」
と

「
ピ
ン
」
は
い
ず
れ
も
打
撃
を
表
す
こ
と
が
で

き
る
。
し
か
し
、
「
パ
ン
」
は
平
手
で
叩
く
よ
う
な
大
き
な
打
撃
で
あ
る
の
に
対
し
、
「
ピ
ン
」

は
人
差
し
指

で
弾
く
よ
う
な
小
さ
な
打
撃
で
あ
る
。
買

チ
ャ
パ
チ
ャ
」
と

「
ピ
チ
ャ
ピ
チ
ャ
」
も
よ
く
似
た
出
来
事
を

表
す
が
、
動
き

の
大
き
さ
や
飛
び
散
る
水
の
量
は

「
パ
チ
ャ
パ
チ
ャ
」
の
ほ
う
が
勝

っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

「
ガ
ク
ガ
ク
」
と

「ギ
ク
ギ
ク
」
も
比
べ
て
み
よ
う
。

「
ガ
ク
ガ
ク
」
は
脚
や
大
き
な
柱
が
大
き
く
揺
れ
る
様



子
を
表
す
の
に
対
し
、
「ギ
ク
ギ
ク
」
は
椅
子
な
ど
が
小
刻
み
に
揺
れ
る
様
子
を
表
す
。
や
は
り

「あ
」
は

大
き
い
イ
メ
ー
ジ
と
、
「
い
」
は
小
さ
い
イ
メ
ー
ジ
と
結
び
つ
く
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
構
成
す
る
子
音
と
母
音
は
そ
れ
ぞ
れ
に
何
ら
か
の
意
味
と
結
び
つ
い
て
い

る
。
で
は
、
こ
の
よ
う
な
音
象
徴
は
、
ど
う
い
っ
た
点
が

「
ア
イ
コ
ン
的
」
な
の
で
あ
ろ
う
か
Ｐ
　
子
音
や

母
音
の
ど
の
よ
う
な
特
徴
が
、
大
き
さ
や
滑
ら
か
さ
と
い
っ
た
感
覚
情
報
と

「似
て
い
る
」
と
私
た
ち
に
感

じ
さ
せ
る
の
だ
ろ
う
か
？

発
音
の
ア
イ
コ
ン
性

ま
ず
、
「あ
」
が
大
き
い
イ
メ
ー
ジ
と
結
び

つ
き
、
「
い
」
が
小
さ
い
イ
メ
ー
ジ
と
結
び
つ
く
の
は
な
ぜ

か
，
・

一
つ
の
理
由
は
、
こ
れ
ら
の
母
音
を
発
音

（調
立こ

す
る
際

の
口
腔
の
大
き
さ
で
あ
る
。
「あ
―
―

い
―
―
あ
―
―
い
―
―
」
と
発
音
し
て
み
て
ほ
し
い
。
「あ
」
よ
り
も

「
い
」
を
発
音
す
る
と
き
の
ほ
う
が

口
の
中
の
空
間
が
小
さ
い
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
「あ
」
で
は
下
顎
が
大
き
く
下
が
る
の
に
対
し
、
「
い
」

で
は
下
顎
が
上
が
る
と
と
も
に
舌
が
前
に
出
る
。
国
内
空
間
の
大
き
さ
が
イ
メ
ー
ジ
の
大
き
さ
に
対
応
す
る

と
い
う
の
は
、
き
わ
め
て
ア
イ
コ
ン
的
で
あ
り
わ
か
り
や
す
い
。

実
際
、
こ
の
音
象
徴
に
つ
い
て
は
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
以
外
で
も
、
ま
た
日
本
語
以
外
の
言
語
で
も
広
く
確
認

さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
「
大
き
い
」
を
表
す
こ
と
ば

に
は
、
日
本
語
の

「
お
お
き
い
」
の
よ
う

に
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「
お
」
や

「あ
」
の
よ
う
な
口
を
大
き
く
開
く
母
音
が
使
わ
れ
や
す
い
。
英
語
の

「
ラ
ー
ヂ
Ｆ
畠
＆
、

フ
ラ

ン
ス
語
の

「グ
ラ
ン
”
曽
２
、　
ハ
ン
ガ
リ
ー
語
の

「
ナ
ー
ヂ
●
品
」

な
ど
。

一
方
、
「小
さ
い
」
を
表
す
こ
と
ば
に
は
、
日
本
語
の

「
ち
い
さ
い
」
の
よ
う
に

「
い
」
と
い
う
母
音
が

含
ま
れ
る
こ
と
が
多
い
。
英
語
の

「
テ
ィ
ー

ニ
１
８
８
■
、
フ
ラ
ン
ス
語
の

「プ
テ
ィ
零
肇
」
、　
ハ
ン
ガ
リ

ー
語
の

「
キ
ツ
ィ
巨
ｏ
ａ
」
の
よ
う
に
。

大
き
さ
の
音
象
徴
に
つ
い
て
は
、
実
験
に
よ
る
検
証
も
行
わ
れ
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
の
人
類
学
者
で
言
語

学
者
の
エ
ド
ワ
ー
ド

・
サ
ピ
ア
は
、
今
か
ら
１
０
０
年
も
前
に

「
マ
ル
日
Ｌ

と

「
ミ
ル
ヨ
邑

の
よ
う
な

新
奇
語
を
ア
メ
リ
カ
の
英
語
話
者
な
ど
に
提
示
し
、
大
小
二
つ
の
机
の
ど
ち
ら
の
名
前
か
と
尋
ね
た
。
す
る

と
、

７０
％
以
上
の
被
験
者
が

「
マ
ル
」
を
大
き
い
机
、
「
ミ
ル
」
を
小
さ
い
机
に
結
び
つ
け
た
と
い
う
。

発
音
の
仕
方
が
ア
イ
コ
ン
的
で
あ
る
の
は
、
大
き
さ
の
音
象
徴
だ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
蟻
燭
の
火

を
消
す
と
き
の

「
フ
ー

ッ
」
と
い
う
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
、
明
ら
か
に
日
か
ら
空
気
を
フ
ー

ッ
と
出
す
際
の
日
の

形
を
模
し
て
い
る
。
ア
一
ッ
」
と
い
う
オ
ノ
マ
ト
ペ
も
、　
ニ
ッ
と
笑
う
と
き
の
日
の
形
を
利
用
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
日
本
語
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
、
「
コ
ロ
コ
ロ
」
「
ク
ル
ク
ル
」
「
ポ
ロ
ポ
ロ
」
「
ヒ
ラ
ヒ
一ヱ

「
チ

ュ

ル
チ

ュ
ル
」
と
い
う
よ
う
に
、
二
つ
め
の
子
音
が

ｒ
で
あ
る
も
の
が
非
常
に
多
い
。
こ
れ
ら
の
オ
ノ
マ
ト
ペ

は
、
回
転
、
落
下
、
吸
引
な
ど
ス
ム
ー
ズ
な
動
き
を
表
す
こ
と
が
多

い
。
日
本
語
の
ｒ
は
、
叩
き
音
と
い
っ

て
上
顎
に
瞬
間
的
に
当
て
た
舌
先
を
前
方
に
下
ろ
す
動
き
を
伴
う
。
こ
の
発
音
的
特
徴
が
動
き
の
意
味
に
ア



イ
コ
ン
的
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

角
張
っ
て
い
る
阻
害
音
、
丸
っ
こ
い
共
鳴
音

音
は
、
発
音
の
仕
方
だ
け
で
物
事
を
写
し
取
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
音
が
物
理
的

釜
日
響
的
）
に
ど
う

い
う
音
な
の
か
、
あ
る
い
は
人
に
ど
の
よ
う
に
聞
こ
え
る
か
も
大
事
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
ぬ
る
ぬ
る
」

や

「ね
ば
ね
ば
」
の

ｎ
が
滑
ら
か
な
手
触
り
と
結
び
つ
く
の
は
、
こ
の
音
の
物
理
的
性
質
、
「聞
こ
え
方
」

が
影
響
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

子
音
に
は
大
き
く
分
け
て

「阻
害
音
」
と

「共
鳴
音
」
の
二
種
類
が
あ
る
。
阻
害
音
は
角
張

っ
て
い
て
硬

い
響
き
の
音
、
共
鳴
音
は
丸

っ
こ
い
柔
ら
か
い
響
き
の
音
と
考
え
る
と
よ
い
。
阻
害
音
と
し
て
は

Ｒ

ｔ
、

ｋ
、　
ｓ
、
ｂ
、
ｄ
、　
ミ
　
ｚ
な
ど
、
共
鳴
音
と
し
て
は
ｍ
、　
ｎ
、　
■
　
ｒ
、　
ｗ
な
ど
が
あ
る
。
子
音
が
阻
害

音
ば
か
り
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
と
し
て
は

「
パ
タ
パ
タ
」
「
カ
サ
カ
サ
」
「ゴ
ト
ゴ
ト
」
「ブ
チ
ブ
チ
」
な
ど
が
挙

げ
ら
れ
る
。
い
か
に
も
硬
い
響
き
で
あ
る
。　
一
方
、
「
ム
ニ
ャ
ム
ニ
ャ
」
「
ユ
ラ
ユ
ラ
」
「
リ
ン
リ
ン
」
「
ワ
ン

ワ
ン
」
は
共
鳴
音
ば
か
り
の
柔
ら
か
い
オ
ノ
マ
ト
ペ
で
あ
る
。
無
意
味
な
音
連
続
で
も
い
い
。
阻
害
音
か
ら

な
る

「ザ
カ
ド
」
「
ク
シ
ポ
チ
」
「
テ
ス
ッ
ソ
」
は
硬
い
響
き
を
、
共
鳴
音
か
ら
な
る

「
メ
レ
ノ
」
「
ョ
ヌ
ル

ナ
」
「
ワ
モ
ン
ニ
」
は
柔
ら
か
い
響
き
を
持

つ
。

こ
れ
ら
の
語
を
発
音
し
て
日
の
中
の
空
気
の
流
れ
を
感
じ
て
み
て
は
し
い
。
阻
害
音
を
含
む

「
パ
タ
パ
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Tune(S) Time(S)

図2-1 阻害音 (左 :カ サカサ)と 共鳴音 (右 :ム ニャムニャ)

夕
」
「
カ
サ
カ
サ
」
「
ザ
カ
ド
」
「
ク
シ
ポ
チ
」
で
は
、
肺
か
ら
の
空
気

の
流

れ
が
突
発
的
な
い
し
不
規
則
的
に
変
動
す
る
。　
一
方
、
子
音
が
共
鳴
音
で
あ

る

「
ム
ニ
ャ
ム
ニ
ャ
」
「
ユ
ラ
〓
ヱ

「
メ
レ
ノ
」
「
ョ
ヌ
ル
ナ
」
で
は
、
空

気

の
流
れ
が
滑
ら
か
で
あ
る
。

こ
の
違
い
は
、
呼
気
圧
の
変
動
を
波
形

に
取
る
と
よ
く
わ
か
る

（図
２
１

１
）
。
阻
害
音
は
周
り
の
母
音
と
の
違

い
が
は

っ
き
り
し
て
い
る
の
に
対
し
、

共
鳴
音
は
母
音
と
連
続
的

に
つ
な
が

っ
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
こ
れ

が
阻
害
音
は

「角
張

っ
て
い
て
硬

い
音
」
、
共
鳴
音
は

「丸

っ
こ
く
て
柔
ら

か
い
音
」
と
い
う
感
覚
を
生
み
出
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

私
た
ち
は
こ
れ
ら
の
特
徴
を
耳
な
い
し
口
で
感
じ
取
り
、
そ
れ
を
視
覚
的

な
い
し
触
覚
的
な
イ
メ
ー
ジ
に
結
び

つ
け
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
阻

害
音
が
硬
く
て
尖

っ
た
感
じ
が
す
る
の
は
気
圧
の
変
動
が
荒
い
か
ら
で
あ
り
、

共
鳴
音
が
柔
ら
か
く
て
滑
ら
か
な
感
じ
が
す
る
の
は
そ
れ
が
な
だ
ら
か
だ
か

ら
だ
。
「
ぬ
る
ぬ
る
」
「ね
ば
ね
ば
」

の

ｎ
は
共
鳴
音
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
オ

ノ
マ
ト
ペ
が
滑
ら
か
さ
を
表
す
理
由
も
こ
こ
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。

阻
害
音
と
共
鳴
音

の
音
象
徴
も
ま
た
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
以
外
で
も
確
認
さ
れ



図2-2 マルマとタケテ

て
い
る
。
た
と
え
ば
、
日
本
語

の

「
か
た
い
」
と
い
う
形
容
詞
は
い
か
に
も
硬
く
、

「や
わ
ら
か
い
」
と
い
う
形
容
詞
は
い
か
に
も
柔
ら
か
く
感
じ
ら
れ
る
。
「
か
た
い
」

は

ｋ
、

ｔ
と
い
う
阻
害
音
を
、
「
や
わ
ら
か
い
」

は

■
　
ｗ
、　
ｒ
と
い
う
共
鳴
音
を
含

ん

で
い
る
。
そ
の
た
め
、
日
本
語
を
知
ら
な

い
外
国
人
に

「
ど
ち
ら
が

８
い
で
ど
ち
ら

が

ｒ
鵬
亀
」
と
聞
く
と
、
多
く
の
人
が
正
解
す
る
。
同
じ
理
由
で
、
「
と
が
る
」
「
か
く

ば
る
」
「
カ
ク
カ
ク
」
「
ギ
ザ
ギ
ザ
」
な
ど
も

「
硬
い
こ
と
ば
」
と
言
え
る
。
「
な
め
ら

か
」
「
な
だ
ら
か
」
「ゆ
る
や
か
」
な
ど
は

「柔
ら
か
い
こ
と
ば
」

で
あ
る
。
い
ず
れ
も

こ
と
ば
を
構
成
す
る
音
そ
の
も
の
が
ア
イ
コ
ン
的
で
あ
る
。

ま
さ
に
鉄
板
の
音
象
徴
と
さ
れ
る
音
と
意
味

の
つ
な
が
り
が
あ
る
。
こ
れ
は
１
０
０

年
近
く
前

に
ド
イ
ツ
の
有
名
な
心
理
学
者
ヴ

ォ
ル
フ
ガ
ン
グ

・
ケ
ー
ラ
ー
に
よ

っ
て
世

に
出
さ
れ
た
。
図
２

１
２
を
見

て
は
し
い
。
ど
ち
ら
か
の
図
形

の
名
前
が

「
マ
ル

マ

８
』
Ｅ
尽
」
で
ど
ち
ら
か
が

「
タ
ケ
テ

”洋
ｏ
お
」
だ
と
し
た
ら
、　
マ
ル
マ
は
ど

っ

ち
で
タ
ケ
テ
は
ど

っ
ち
だ
ろ
う
か
？

こ
の
よ
う
に
問
う
と
、
多
く
の
言
語
の
多
く

の
話
者
は
、
左
側

の
曲
線
的
な
図
形
を

「
マ
ル
マ
」
、
右
側
の
尖

っ
た
図
形
を

「
タ
ケ
テ
」
だ
と
判
断
す
る
。
「
マ
ル
マ
」
は

ｍ
、

１
、　
ｍ
と

い
う
共
鳴
音
を
含
む
の
で
、
九

い
形

に
よ
く
合
う
と
感

じ
ら
れ
、
「
タ
ケ
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テ
」

は
ｔ
、
ｋ
、

ｔ
と
い
う
阻
害
音
を
含
む
の
で
直
線
的
で
角
張

っ
た
図
形
と
合
致
す
る
と
感
じ
ら
れ
る
の

だ
ろ
う
。

先

に
見
た
大
き
さ
の
音
象
徴

（「あ
」
は
大
き
い
、
「
い
」
は
小
さ
い
）
も
、
先
ほ
ど
は
、

口
腔
の
サ
イ
ズ
と

い
う
観
点
か
ら
説
明
し
た
が
、
音
そ
の
も
の
の
物
理
的
特
徴
か
ら
の
説
明
も
可
能
で
あ
る
。
今
度
は
囁
き
声

で

「あ
―
―
い
―
―
あ
―
―
い
―
―
」
と
言

っ
て
み
て
は
し
い
。
お
そ
ら
く

「
い
」
の
ほ
う
が
高
い
音
に
聞

こ
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？
　
囁
き
声
で
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
第
２
フ
ォ
ル
マ
ン
ト
と
呼

ば
れ
る
周
波
数
の
山
で
あ
る
。
「
い
」
は

「あ
」
よ
り
も
こ
の
周
波
数
が
高
い
。

音

の
高
さ
と
モ
ノ
の
大
き
さ
の
関
係
を
考
え
て
み
よ
う
。
自
然
物
で
あ
れ
人
工
物
で
あ
れ
、
小
さ
な
物
体

は
高

い
音
を
、
大
き
な
物
体
は
低
い
音
を
出
す
傾
向
に
あ
る
。

ヒ
ヨ
コ
と
ゾ
ウ
の
鳴
き
声
、
あ
る
い
は
ハ
ン

ド
ベ
ル
と
教
会
の
鐘

の
音
色
を
比
べ
て
み
て
は
し
い
。
「あ
」
が
大
き
く
て

「
い
」
が
小
さ
い
印
象
を
与
え

る
背
景
に
は
、
口
内
空
間
の
大
き
さ
だ
け
で
な
く
、
こ
の

一
般
的
な
音
の
高
さ
と
音
源
の
相
関
が
あ
る
の
で

あ
ろ
う
。

な
お
、
清
濁
の
音
象
徴

に
つ
い
て
も
、

二
つ
の
ア
プ

ロ
ー
チ
か
ら
説
明
が
可
能
で
あ
る
。
発
音
の
特
徴
と

し
て
は
、
「
サ
ラ
サ
ラ
」

の
よ
う
な
清
音
よ
り
も

「
ザ
ラ
ザ
ラ
」
の
よ
う
な
濁
音

の
ほ
う
が
、

口
腔
が
わ
ず

か
に
大
き
く
な
る
と
い
う
。
音
声
そ
の
も
の
の
特
徴
と
し
て
は
、
清
音
よ
り
も
濁
音
の
ほ
う
が
呼
気
圧
の
変

動
が
大
き
く
、
周
波
数
が
低
い
。
い
ず
れ
の
特
徴
も
、
清
音
に
小
さ
く
弱
い
イ
メ
ー
ジ
が
、
濁
音
に
大
き
く



強
い
イ
メ
ー
ジ
が
宿
る
理
由
と
な
り
そ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
大
き
な
も
の
は
重
い
傾
向
に
あ
る
。
さ
ら
に
、

大
き
す
ぎ
た
り
強
す
ぎ
た
り
す
る
こ
と
は
、　
一
般
に
好
ま
し
く
な
い
。
濁
音
が
持
つ
さ
ま
ざ
ま
な
イ
メ
ー
ジ

に
は
、
こ
う
い
っ
た
換
喩
的
連
想
が
関
わ
っ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

赤
ち
ゃ
ん
に
も
わ
か
る
音
象
徴

母
音
と
大
き
さ
の
関
係
に
は
、
発
音
の
特
徴
に
も
音
そ
の
も
の
の
特
徴
に
も
、
は
っ
き
り
と
し
た
ア
イ
コ

ン
性
を
見
出
せ
る
。
お
そ
ら
く
は
こ
う
し
た
支
え
の
お
か
げ
で
、
大
き
さ
の
音
象
徴
は
赤
ち
ゃ
ん
で
す
ら
感

じ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
だ
。

チ
リ
で
行
わ
れ
た
実
験
の
対
象
は
、
ス
ペ
イ
ン
語
環
境
で
育
つ
生
後
平
均
４
か
月
の
赤
ち
ゃ
ん
だ

っ
た
。

親
の
膝
の
上
に
座
ら
せ
た
赤
ち
ゃ
ん
に
、
「
り
」
「
口
」
「
フ
ィ
」
「
フ
ォ
」
「デ
ィ
」
「ド
」
と
い
っ
た
さ
ま
ざ

ま
な
音
声
を
聴
か
せ
、
各
音
と
同
時
に
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
ス
ク
リ
ー
ン
上
に
二
つ
の
図
形
を
提
示
し
た
。
図
形

は
丸
、
楕
円
、
四
角
、
三
角
の
ど
れ
か
だ
っ
た
。
各
回
に
提
示
す
る
二
つ
の
図
形
は
サ
イ
ズ
の
み
が
異
な
る

同
じ
図
形
と
し
た
。

赤
ち
ゃ
ん
の
視
線
を
計
測
し
た
結
果
、
ｉ
を
含
む
音
声
よ
り
も

ｏ
を
含
む
音
声
を
聴
い
た
と
き
の
ほ
う
が
、

大
き
い
は
う
の
図
形
を
長
く
見
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
同
様
に
、　
ｅ
よ
り
も

ａ
を
含
む
音
声
を
聴
い
た
と
き

の
ほ
う
が
、
大
き
い
図
形
を
長
く
見
た
と
い
う
。
国
の
開
き
が
大
き
く
第
２
フ
ォ
ル
マ
ン
ト
が
低
い
ｏ
、　
ａ
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と
大
き
な
図
形
を
結
び
つ
け
、
日
の
開
き
が
小
さ
く
第
２
フ
ォ
ル
マ
ン
ト
が
高
い
ｉ
、　
ｅ
と
小
さ
な
図
形
を

結
び
つ
け
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
結
果
は
、
言
語
経
験
が
ほ
と
ん
ど
な
い
赤
ち
ゃ
ん
で
す
ら
、
母
音
と
大
き

さ
の
関
係
性
に
気
づ
い
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

難
聴
者
の
音
象
徴
感
覚

興
味
深
い
こ
と
に
、
音
象
徴
の
感
覚
は
難
聴
者
の
大
学
生
た
ち
に
も
共
有
さ
れ
う
る
こ
と
が
、
筆
者
ら
の

実
験
で
わ
か
っ
た
。
調
べ
た
の
は
図
形
の
音
象
徴
で
あ
る
。
「
マ
ル
マ
」
「
タ
ケ
テ
」
の
ほ
か
、
「ブ
ー
バ
」

「
モ
マ
」
「
キ
キ
」
「
キ
ピ
」
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
単
語
を
用
意
し
た
。
そ
れ
ら
を
紙
に
カ
タ
カ
ナ
で
提
示
し
、

そ
れ
ぞ
れ
の
単
語
が
丸

っ
こ
い
図
形
と
合
う
か
、
合
わ
な
い
か
、
ど
ち
ら
と
も
言
え
な
い
か
を
尋
ね
た
。
尖

っ
た
図
形
に
つ
い
て
も
同
様
の
三
択
を
採
用
し
た
。
そ
の
結
果
、
驚
く
こ
と
に
、
難
聴
者
た
ち
は
聴
者
の
大

学
生
と
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
に
音
象
徴
的
な
結
び
つ
け
を
行
う
こ
と
が
で
き
た
。
「
マ
ル
マ
」
は
丸

っ
こ
い
、
「
タ

ケ
テ
」
は
尖

っ
て
い
る
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。

難
聴
者
た
ち
は
、
日
本
語
の
音
声
の
発
音
の
仕
方
に
つ
い
て
は
訓
練
を
受
け
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
各
語

の
発
音
を
自
分
で
試
し
て
み
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
難
聴
者
た
ち
が
音
象
徴
を
感
知
す
る

際
に
ま
ず
用
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
発
音
の
ア
イ
コ
ン
性
で
あ
る
。
「
マ
ル
マ
」
や

「
タ
ケ
テ
」

を
発
音
す
る
際
の
口
腔
、
唇
、
舌
の
形
、
あ
る
い
は
気
流
の
触
感
を
ヒ
ン
ト
に
、
図
形
と
の
結
び
つ
け
を
行



っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

と
は
い
え
、
難
聴
者
の
多
く
は
補
聴
器
や
人
工
内
耳
の
使
用
に
よ
り
聴
覚
的
な
経
験
も
持

っ
て
い
る
。
そ

の
た
め
、
各
音
声
そ
の
も
の
の
物
理
的
特
徴
か
ら
聴
覚
印
象
を
得
る
こ
と
で
音
象
徴
を
感
じ
て
い
る
可
能
性

も
あ
る
。

そ
こ
で
次
に
、
発
音
の
シ
ミ

ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
し
に
く
く
す
る
こ
と
で
、
音
象
徴
を
感
じ
に
く
く
な
る
か

ど
う
か
を
調
べ
て
み
た
。
被
験
者
は
、
先
ほ
ど
と
は
別
の
難
聴
者
お
よ
び
聴
者
で
あ

っ
た
。
被
験
者
は
ス
プ

ー
ン
の
窪
ん
だ
部
分
を
舌
に
載
せ
口
を
閉
じ
た
状
態
で
、
先
ほ
ど
と
同
じ
音
象
徴
実
験
に
参
加
し
た
。
こ
の

状
態
で
は
、
各
音
の
発
音
を
試
し
て
み
る
の
は
き
わ
め
て
困
難
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
「
マ
ル
マ
」
の
よ
う

な
共
鳴
音
を
丸

っ
こ
い
形
に
結
び
つ
け
る
音
象
徴
の
感
覚
が
、
難
聴
者

ｏ
聴
者
と
も
に
弱
ま

っ
た
。
た
だ
、

そ
の
弱
ま
り
具
合
は
、
難
聴
者
に
お
い
て
と
く
に
顕
著
で
あ

っ
た
。

こ
の
結
果
か
ら
、
難
聴
者
は
各
音
の
発
音
の
仕
方
を
大
き
な
頼
り
と
し
て
音
象
徴
を
見
出
す
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。
発
音
の
ア
イ
コ
ン
性
に
よ
っ
て
音
か
ら
意
味
が
取
り
出
せ
る
こ
と
を
示
す
重
要
な
結
果
で
あ
る
。

発
音
の
仕
方
で
ア
イ
コ
ン
性
を
高
め
る

第
１
章

で
述
べ
た
よ
う
に
、
絵
や
絵
文
字
は
必
ず
し
も
シ
ン
プ
ル
で
な
く
て
よ
い
。
点
や
線
を
描
き
足
し

た
り
色
を
工
夫
し
た
り
す
る
こ
と
で
描
写
を
精
密

に
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。　
一
方
、
言
語
で
あ
る
オ
ノ
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マ
ト
ペ
や
手
話
の
単
語
は
、
あ
る
程
度

シ
ン
プ

ル
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
複
雑
す
ぎ
る
単
語
は
覚
え
ら
れ

な
い
し
、
長

っ
た
ら
し
い
表
現
は
円
滑
な

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
妨
げ

に
な
る
。

シ
ン
プ
ル
で
な
く
て
は

な
ら
な
い
が
ゆ
え
に
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
や
手
話
が
ア
イ
コ
ン
的
に
写
し
取
れ
る
の
は
、
音
や
動
き
な
ど
物
事
の

一
部
分
で
あ

っ
た
。

そ
の

一
方
で
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
や
手
話
も
発
音
を
工
夫
す
る
こ
と
で
、
そ
の
部
分
的
な
描
写
を
い
く
ら
か
写

実
的
に
し
て
や
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
以
下
は
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の

『
課
外
授
業
　
よ
う
こ
そ
先
輩
』

に
お
け
る

ベ
テ
ラ
ン
お
天
気
キ
ャ
ス
タ
ー
森
田
正
光
氏
の
授
業
の

一
コ
マ
で
あ
る
。
愛
知
県
の
小
学
校
で
伊
勢
湾
台
風

の
様
子
を
話
し
て
い
る
と
こ
ろ
だ
。

夜
中
に
ね
ぇ
、
急

に
風
が
強
く
て
、
前
の
家

の
、
ト
タ
ン
だ
と
か
ト
タ
ン
屋
根
と
か
ね
瓦
が
ね
、
パ
ァ

ッ
と
飛
ぶ
ん
だ
よ
。
ほ
う
見
て
る
と
。
人
間
も
ね
ぇ
、
だ
い
た
い
ね
ぇ
、
君
た
ち
だ
と
２５
メ
ー

ト
ル
ぐ
ら
い
か
ら
飛
ば
さ
れ
る
。
ほ
ん
と
だ
よ
、

２５
メ
ー
ト
ル
だ
と
ク
ァ
ー
ー
ー
な

っ
ち
ゃ
う
。
ね
、

ほ
ん
で
、

４０
メ
ー
ト
ル
ぐ
ら
い
、

４０
か
ら
５０
メ
ー
ト
ル
に
な
る
と
、
車
が

フ
ァ
ー
ー

ッ
と
飛
ぶ
。

森
田
氏
は
三
つ
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
使

っ
て
い
る
。

い
ず
れ
も

「
ア
」
の
母
音
を
延
ば
し
て
い
る
が
、
そ
れ

ッ
」
と

「
ク
ァ
ー
ー
ー
」
に
つ
い
て
は
、
ほ
か
の
部
分
よ
り
も
高
め
に
、

だ
け

で
は
な

い
。

「
パ

ァ



そ
し
て
力
強
く
発
音
さ
れ
て
い
る
。
台
風
の
強
さ
を
写
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
ま
た
、
三
つ
の
オ
ノ
マ
ト
ペ

は
、
い
ず
れ
も
実
際
に
は
こ
れ
ら
の
仮
名
で
は
表
し
き
れ
な
い
よ
う
な
子
音

・
母
音
で
発
音
さ
れ
て
い
る
。

「
パ
ァ
ー
ー
ー

ッ
」
の

「
ア
」
は
、
英
語
の
ｏ算
の
よ
う
に

「
工
」
と

「
ア
」
の
間
に
当
た
る

ａ
の
音
で
発

音
さ
れ
て
い
る
。　
一
方
、
「
ク
ァ
ー
ー
ー
」
の

「
ア
」
は
、
英
語
の
８
一
の
よ
う
に

「
ア
」
と

「
オ
」
の
間

の
Ａ
の
音
で
発
音
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
「
フ
ァ
ー
ー

ッ
」
は
、
力
が
抜
け
た
よ
う
な
声
に
な

っ
て
お
り
、

重
い
は
ず
の
車
が
軽

々
と
宙
に
浮
く
様
子
が
う
ま
く
写
し
取
ら
れ
て
い
る
。
「
フ
ァ
”
」
な
の
か

「ブ

ァ

げ
〓
”」
な
の
か

「
ワ
ｍ
」
な
の
か
、
聞
き
分
け
ら
れ
な
い
よ
う
な
微
妙
か
つ
絶
妙
な
音
で
あ
る
。

中
間
的
な
発
音
以
外
に
も
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
囁
い
て
み
た
り
、
力
ん
だ
声
で
言

っ
て
み
た
り
、
あ
る
い
は

裏
声
で
言

っ
て
み
た
り
、
さ
ら
に
、
速
く
言

っ
て
み
た
り
ゆ

っ
く
り
言

っ
て
み
た
り
す
る
こ
と
で
、
微
妙
な

ニ
ュ
ア
ン
ス
を
込
め
る
こ
と
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
ヒ
ラ
ッ
」
と
花
び
ら
が
舞
う
様
子
を
表
す
場
合
、
こ

の
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
囁
い
て
一
瞬
で
発
音
す
れ
ば
、
花
び
ら
の
軽
さ
や
傍
さ
が
、
地
声
の
場
合
よ
り
も
う
ま
く

表
現
で
き
そ
う
で
あ
る
。

手
話
で
も
、
物
事
の
度
合
い
や
回
数
を
、
表
情
や
手
の
動
か
し
方
で
段
階
的
に
写
し
分
け
る
こ
と
が
あ
る
。

い
ず
れ
も
物
事
の
部
分
的
な
描
写
で
は
あ
る
も
の
の
、
ア
イ
コ
ン
的
な
写
実
性
を
向
上
さ
せ
よ
う
と
す
る
試

み
は
、
絵
や
絵
文
字
に
通
ず
る
も
の
で
あ
る
。
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「パァーーーッ」 (ト タン屋根が飛ぶ

「クァーーー」 (人 が飛ぶ様子)

「ファーーッ」 (車 が宙に浮く様子)

図2-3 オノマ トベとジェスチャーの同期

ン゙
ェ
ス
チ
ャ
ー
で
ア
イ
コ
ン
性
を
高
め
る

オ
ノ
マ
ト
ペ
使
用
の
際
の
ア
イ
コ
ン
性
の
増
強

は
、
発
音
の
工
夫
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
オ
ノ

マ
ト
ペ
の
実
際
の
使
用
場
面
を
観
察
す
る
と
、
か

な
り
の
確
率
で
ジ

ェ
ス
チ
ャ
ー
が
伴
う
の
で
あ
る
。

ジ

ェ
ス
チ
ャ
ー
は
視
覚
的
媒
体
で
あ
る
と
い
う
点

で
、
声
で
あ
る
オ
ノ
マ
ト
ペ
と
は
異
な
る
。
し
か

し
、
物
事
の

一
部
を
ア
イ
コ
ン
的
に
写
し
取
ろ
う

と
す
る
点
は
オ
ノ
マ
ト
ペ
と
共
通
で
あ
る
。
オ
ノ

マ
ト
ペ
と
ジ

ェ
ス
チ
ャ
ー
は
、
組
み
合
わ
さ
る
こ

と
で
物
事

の
描
写
を
精
密
化
す
る
働
き
を
持

つ
。

ォ
ノ
マ
ト
ペ
と
ジ

ェ
ス
チ
ャ
ー
の
同
期
は
、
先

ほ
ど
の
授
業
の

一
節

に
も
は
っ
き
り
と
見
ら
れ
る
。

図
２

１
３
は
三
つ
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
発
話
の
様
子

で
あ
る
。

「
ク
ァ
ー
ー
ー
」
の
例
で
は
、
森
田
氏
自
身
が
風



で
飛
ば
さ
れ
る
人
を
演
じ
て
い
る
。　
一
方
、
「パ
ァ
ー
ー
ー
ッ
」
と

「
フ
ァ
ー
ー
ッ
」
で
は
、
も
の
を
両
手

で
抱
え
て
投
げ
る
よ
う
な
ジ

ェ
ス
チ
ャ
ー
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
ト
タ
ン
屋
根
と
車
が
吹
き
飛
ば
さ
れ
る
様
子

が
表
さ
れ
て
い
る
。
両
ジ
ェ
ス
チ
ャ
ー
の
特
徴
か
ら
、
ト
タ
ン
屋
根
は
勢
い
よ
く
、
車
は
意
外
な
ほ
ど
に
軽

く
浮
き
上
が

っ
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

さ
ら
に
、
図
２
１
３
で
は
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
発
話
に
表
情
の
大
き
な
変
化
が
伴

っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

ト
タ
ン
屋
根
が
飛
ば
さ
れ
る
様
子
を
表
す

「パ
ァ
ー
ー
ー

ッ
」
で
は
、
日
と
口
を
大
き
く
開
く
こ
と
で
、
台

風
の
恐
ろ
し
さ
と
驚
き
が
見
事
な
臨
場
感
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。　
一
方
、
人
が
飛
ば
さ
れ
る
様
子
を
表
す

「
ク
ァ
ー
ー
ー
」
で
は
、
目
を
閉
じ
る
こ
と
で
、
な
す
す
べ
な
く
風
に
運
ば
れ
る
場
面
が
わ
か
り
や
す
く
再

現
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
顔
の
表
情
も
、
し
ば
し
ば
ア
イ
コ
ン
的
な
ジ

ェ
ス
チ
ャ
ー
の

一
部
と
し
て
オ
ノ

マ
ト
ペ
に
同
期
す
る
。

こ
の
よ
う
に
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
と
は
聴
覚
を
軸
と
し
な
が
ら
も
、
ジ

ェ
ス
チ
ャ
ー
と
い
う
視
覚
的
媒
体
と
対

を
な
す
、　
マ
ル
チ
モ
ー
ダ
ル

（多
手
段
的
）
な
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
な
の
で
あ
る
。
こ
の
マ
ル
チ
モ

ー
ダ
ル
性
は
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
絵
や
絵
文
字
よ
り
も
む
し
ろ
音
声
つ
き
の
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
に
近
づ
け
る
。

オ
ノ
マ
ト
ペ
の
脳
活
動

今
度
は
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
ア
イ
コ
ン
性
を
脳
活
動
か
ら
考
え
て
み
よ
う
。
単
語
の
音
や
意
味
の
処
理
は
お
も



言語の音を処理
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環境の音を処理

図 2-4 ヒ トの脳

に
脳
の
左
半
球
が
担
う
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い

る
。
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
普
通
の
こ
と
ば
と
同
じ
よ
う

に
脳
で
処
理
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
？
　
そ
れ
と
も
、

そ
の
ア
イ
コ
ン
性
ゆ
え
に
、
違
う
処
理
が
な
さ
れ

る
の
だ
ろ
う
か
Ｐ

音
の
処
理
は
側
頭
葉
の
上
側
頭
溝
周
辺
が
大
事

な
役
割
を
担
う
。
言
語
の
音
の
処
理
は
左
半
球
側
、

環
境
の
音
は
右
半
球
側
の
上
側
頭
溝
と
い
う
役
割

分
担
が
あ
る
こ
と
も
わ
か

っ
て
い
る

（図
２
１

４
）。
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
、
言
語
で
あ
り
な
が
ら
、

音
真
似
の
よ
う
に
音
や
動
き
を
写
し
取
る
こ
と
ば

で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
言
語

音
と
環
境
音
の
処
理
が
並
行
し
て
行
わ
れ
る
の
で

は
な
い
か
。
筆
者

（今
井
）
は
そ
の
よ
う
に
考
え
、

脳
機
能
イ
メ
ー
ジ
ン
グ
の
手
法
を
使

っ
て
オ
ノ
マ

ト
ペ
と

一
般
語
の
情
報
処
理
の
さ
れ
方
の
違
い
を

側頭葉



調
べ
た
。

具
体
的
に
は
ｆ
Ｍ
Ｒ
Ｉ
と
言
わ
れ
る
高
磁
場
で
脳
の
血
流
の
ヘ
モ
グ
ロ
ビ
ン
量
を
測
定
し
、
脳
の
ど
の
部

分
が
認
知
処
理
を
行

っ
て
い
る
か
を
測
る
方
法
を
用
い
た
。
実
験
参
加
者
は
寝
た
状
態
で
高
磁
場
の
カ
プ
セ

ル
の
中
に
入
り
、
提
示
さ
れ
た
刺
激
を
見
た
。
刺
激
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
歩
き
方
で
歩
い
て
い
る
動
画
と
、
動

画
中
の
人
が
行
う
行
為
を
表
す
こ
と
ば
で
あ
る
。
胸
を
張

っ
て
大
股
に
歩
く
動
画
に
つ
い
て
、
①
そ
の
動
作

に
合
う
オ
ノ
マ
ト
ペ

「ず
ん
ず
ん
」
、
②
動
作
に
合
わ
な
い
オ
ノ
マ
ト
ペ

「ち
ょ
こ
ち
ょ
こ
」
、
③
動
作
に
適

合
す
る
が
オ
ノ
マ
ト
ペ
で
は
な
い
副
詞

「速
く
」
、
④
動
作
に
適
合
し
な
い
副
詞

「ゆ

っ
く
り
」
、
⑤
動
作
を

正
し
く
表
す
動
詞

「歩
く
」
、
⑥
動
作
に
適
合
し
な
い
動
詞

「這
う
」
の
六
つ
の
条
件
が
設
け
ら
れ
た
。

実
験
参
加
者
は
動
作
と
こ
と
ば
の
視
覚
刺
激
を
見
な
が
ら
、
こ
と
ば
が
動
作
に
合

っ
て
い
る
か
否
か
を
ボ

タ
ン
で
選
び
、
そ
の
と
き
の
脳
の
反
応
が
測
定
さ
れ
た
。
動
作
に
適
合
し
た

一
般
動
詞
と
副
詞
の
場
合
に
は

左
半
球
の
上
側
頭
溝
の
活
動
が
顕
著
だ

っ
た
。
他
方
、
動
作
に
適
合
し
た
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
場
合
に
は
、　
一
般

動
詞
、
副
詞
の
場
合
と
異
な
り
、
右
半
球
の
上
側
頭
溝
の
強
い
活
動
が
認
め
ら
れ
た
。
こ
の
場
合
、
左
半
球

の
活
動
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
左
右
半
球
ど
ち
ら
も
活
動
し
た
が
、
相
対
的
に
右
半
球
の
上
側
頭

溝
の
活
動
が
顕
著
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
動
作
に
合
わ
な
い
こ
と
ば
の
場
合
に
は
、
脳
の
活
動
レ
ベ
ル
が
低
か

っ
た
。

す
な
わ
ち
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
外
界
の
感
覚
情
報
を
音
で
ア
イ
コ
ン
的
に
表
現
す
る
が
、
そ
の
と
き
、
脳
は
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そ
の
音
を
、
環
境
音
と
言
語
音
と
し
て
二
重
処
理
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
二
重
性
は
、
脳
が
オ
ノ
マ
ト
ペ
を

言
語
記
号
と
し
て
認
識
す
る
と
同
時
に
、
ジ

ェ
ス
チ
ャ
ー
の
よ
う
な
、
言
語
記
号
で
は
な
い
ア
イ
コ
ン
的
要

素
と
し
て
も
認
識
し
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
環
境
音
と
い
う
ア
ナ
ロ
グ
な
非
言
語

の
音
の
処
理
と
デ
ジ
タ
ル
な
言
語
の
音
処
理
を
つ
な
ぐ
こ
と
ば
で
あ
る
と
も
言
え
る
。
そ
の
意
味
で
、
オ
ノ

マ
ト
ペ
は
環
境
音
と
言
語
の
両
方
の
側
面
を
持
つ
こ
と
ば
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

音
象
徴
の
言
語
個
別
性

い
く
つ
か
の
音
象
徴
は
そ
の
身
体
を
基
盤
と
し
た
ア
イ
コ
ン
性
ゆ
え
に
、
日
本
語
と
英
語
の
よ
う
に
系
統

的
に
関
係
の
な
い
言
語

（の
話
者
）
に
も
共
通
し
て
見
ら
れ
る
。
「
マ
ル
／
ミ
ル
」
の
よ
う
に
母
音
で
大
き

さ
を
写
す
音
象
徴
や
、
「
マ
ル
マ
／
タ
ケ
テ
」
の
よ
う
に
子
音
で
形
を
写
す
音
象
徴
は
そ
の
よ
う
な
例
で
あ

っ
た
。
発
音
の
仕
方
で
あ
れ
音
そ
の
も
の
の
特
徴
で
あ
れ
、
対
象
と
の
間
に
明
確
な
類
似
性
が
見
出
せ
る
か

ら
こ
そ
、
さ
ま
ざ
ま
な
言
語
で
共
有
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
完
全
に
万
国
共
通
な
音
と
意
味
の
つ
な
が
り
と
い
う
の
は
、
今
日
に
至
る
ま
で
報
告
が
な
い
。

地
球
上
に
は
６
０
０
０
以
上
も
の
言
語
が
存
在
す
る
。
そ
の
た
め
、
ど
ん
な
に
明
確
な
ア
イ
コ
ン
性
を
持
つ

音
象
徴
に
も
例
外
が
見

つ
か
る
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
韓
国
語
で
は

「
チ
ャ
グ
ン
デ
ャ
グ
ン
」
よ
り
も

「
チ
グ
ン
デ
グ

ン
」
と
い
う
オ
ノ
マ
ト
ペ
の



ほ
う
が
強
く
大
き
く
踏
む
様
子
を
表
す
と
い
う
。
ネ

コ
の
鳴
き
声
に
つ
い
て
も
、
日
本
語
の

「
ニ
ャ
ー
」
、

英
語
の

「
ミ
ア
ウ
日
８
■
」
、
韓
国
語
の

「
ヤ
オ
ン
」
と
い
う
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
、
鼻
音

（呼
気
が
鼻
に
抜
け
る

子
音

ｎ
、　
ｍ
、
電
な
ど
）
を
含
ん
で
い
る
な
ど
、
似
て
は
い
る
も
の
の
、
ま

っ
た
く
同
じ
わ
け
で
は
な
い
。

さ
ら
に
、
「
マ
ル
マ
／
タ
ケ
テ
」
実
験
で
も
、
す
べ
て
の
被
験
者
が
同
じ
回
答
を
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

そ
れ
で
は
、
音
象
徴
の
多
様
性
は
ど
の
よ
う
に
し
て
生
ま
れ
る
の
だ
ろ
う
か
？

日
本
語
の
音
韻
体
系
―
―
ハ
行
、
バ
行
、
パ
行

音
象
徴
に
言
語
間
で
差
が
生
じ
る
大
き
な
理
由
は
、
音
韻
体
系
の
言
語
差
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
日
本
語

は
Ｓ
と
０
の
区
別
も

“
と

Ａ
の
区
別
も
し
な
い
の
で
、
紹
０
（悲
し
い
）
も

，
ａ

（ド
サ
ッ
と
い
う
音
）
も

「
サ
ッ
ド
」
だ
。
ｂ
と

ｖ
も
、
１
と

ｒ
も
区
別
し
な
い
の
で
、
ぎ
辱

も
お
員

も

「
ベ
リ
ー
」
と
な
る
。
し

た
が

っ
て
、
英
語
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
で
な
ら
詳
細
に
写
し
分
け
ら
れ
る
物
事
を
、
日
本
語
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
で
は

写
し
分
け
ら
れ
な
い
と
い
う
状
況
が
あ
り
う
る
。
た
と
え
ば
、
英
語
の
漫
画
で
使
わ
れ
る
ギ
ー

は
震
え
を
、

１
１

は
車
の
エ
ン
ジ
ン
音
を
写
す
。
日
本
語
で
は
い
ず
れ
も

「ブ
ル
ル
ル
」
と
音
訳
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
た

め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
微
妙
な

ニ
ュ
ア
ン
ス
は
表
し
き
れ
な
い
。

と
は
い
え
、
日
本
語
ば
か
り
が
音
の
区
別
が
大
雑
把
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
日
本
語
で
は

「
力
／
ガ
」
「
夕
／
ダ
」
「
サ
／
ザ
」
と
い
っ
た
清
濁
の
区
別
を
体
系
的
に
行
う
。
し
か
し
、
世
界
の
言
語
の
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約
３０
％
は
清
濁
の
対
立
を
ま

っ
た
く
持
た
な
い
と
い
う
。
た
と
え
ば
、
ア
イ
ヌ
語
に
は

Ｒ

ｔ
、
ｋ
、　
ｓ
は

あ
る
が
、
ｂ
、
ｄ
、
ｇ
、　
ｚ
は
な
い
。
日
本
語
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
で
は
写
し
分
け
ら
れ
る

「
サ
ラ
サ
ラ
」
と

「ザ
ラ
ザ
ラ
」
の
よ
う
な
違
い
を
、
ア
イ
ヌ
語
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
で
は
写
し
分
け
ら
れ
な
い
よ
う
だ
。

こ
の
文
脈
に
お
い
て
日
本
語
の
ハ
行
は
特
筆
に
値
す
る
。
日
本
語
話
者
は
、
当
然
の
よ
う
に
、　
ハ
行
が
バ

行
お
よ
び
パ
行
と
三
つ
組
み
の
対
比
関
係
に
あ
る
と
思

っ
て
い
る
。
実
際
、
何
か
が
落
ち
る
様
子
を
表
す

「
雀
フ
雀
ヱ

「
バ
ラ
バ
一こ

「
。ハ
ラ
パ
ラ
」
や
、
喋
り
方
な
ど
を
表
す

「
ヘ
ラ
ヘ
一こ

「
ベ
ラ
ベ
ラ
」
「
ペ
ラ

ペ
一こ
、
軽
く
出
か
け
る
さ
ま
を
表
す

「
フ
ラ
リ
」
「ブ
ラ
リ
」
「プ
ラ
リ
」
は
微
妙
な

ニ
ュ
ア
ン
ス
を
表
し

分
け
る
。
目
的
の
な
さ
が
強
い
の
は

「
フ
ラ
リ
」
、
の
ん
び
り
楽
し
む
感
じ
が
強
い
の
は

「ブ
ラ
リ
」
、
や
や

い
い
加
減
な
感
じ
が
す
る
の
は

「プ
ラ
リ
」。

し
か
し
、
音
声
学
的
に
見
て
み
る
と
、

ハ
行
の
ｈ
と
バ
行
の
ｂ
の
関
係
は
、
バ
行
の
ｂ
と
パ
行
の
ｐ
の
関

係
と
は
か
な
り
異
な
っ
て
い
る
。
ｂ
と

ｐ
は
と
も
に
い
っ
た
ん
唇
が
閉
じ
る
音
で
、
濁

っ
て
い
る
か
濁

っ
て

い
な
い
か
の
違
い
で
あ
る
。
発
音
し
な
が
ら
喉
に
触
れ
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
声
帯
が
震
え
る
か
否

か

（有
声
か
無
声
か
）
の
違
い
で
あ
る
。　
一
方
、
ｈ
は
肺
か
ら
の
呼
気
を
唇
で
堰
き
止
め
な
い
で
、
口
の
外

へ
と
出
す
音
で
あ
る
。

日
本
語
に
お
い
て
、
ｈ
が
ｂ
、　
ｐ
と
対
立
す
る
こ
と
に
は
歴
史
的
な
背
景
が
あ
る
。　
ハ
行
は
か
つ
て
は
パ

行
で
発
音
さ
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
。
沖
縄
の

一
部
な
ど
に
は
こ
の
発
音
が
今
も
残

っ
て
お
り
、
「花
」
を



「
パ
ナ
」
と
発
音
す
る
。
時
を
経
て
、
唇
を
い
っ
た
ん
閉
じ
る

ｐ
の
発
音
が
弱
ま
り
、
奈
良
時
代
に
は

「
ふ

ぁ
ふ
ぃ
ふ
ふ
ぇ
ふ
ぉ
」
の
子
音
Φ

と
な

っ
た
。
こ
の
子
音
は
唇
を
丸
め
は
す
る
も
の
の
、
閉
じ
る
こ
と
は

な
い
。
さ
ら
に
、
江
戸
時
代
に
は
唇
の
丸
ま
り
が
取
れ
、
「
は
ひ
ふ
へ
ほ
」
と
ｈ
の
音
に
な

っ
た

（た
だ
し

「ふ
」
は
Φｕ
の
ま
ま
現
代
ま
で
受
け
継
が
れ
て
い
る
）。

ハ
行
、
バ
行
、
パ
行
の
三
項
対
立
は
こ
う
し
た
歴
史
的
変
化

の
産
物
な
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
「
フ
ラ

リ
」
「ブ
ラ
リ
」
「プ
ラ
リ
」
に
お
い
て
、
「
フ
」
「ブ
」
「プ
」
の
音
が
微
妙
な

ニ
ュ
ア
ン
ス
の
違
い
を
生
み
、

意
味
を
対
立
さ
せ
て
い
る
の
も
、
日
本
語
特
有
の
歴
史
の
産
物
で
あ
り
、
決
し
て
世
界
共
通
で
は
な
い
の
だ
。

実
際
、
英
語
で
は
、
「
ビ
ー
プ
ぎ
８
」
は
電
子
機
器
な
ど
の
ピ
ー
と
い
う
音
を
、
「
ピ
ー
プ
零
８
」
は
小
鳥

な
ど
の
ピ
ー
と
い
う
声
を
表
す
。
い
ず
れ
も
擬
音
語
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
ヒ
ー
プ

す
８
■

と
い
う
語
は
存

在
し
な
い
。
バ
ス
ク
語
で
も
、
「ブ
ル
ン
バ
ト
ゥ
ぴ
暉
〓
３
●
〓
」
は
水
が
パ
シ
ャ
ッ
と
跳
ね
る
様
子
を
、
「プ

ル
ン
パ
ト
ゥ
ｏ
」
】Ｅ
罵
ご
」
は
水
に
ド
ボ
ン
と
飛
び
込
む
様
子
を
表
す
が
、
「
フ
ル
ン
ハ
ト
ゥ
ゴ
〓
〓
●
Ｆ
”日
」

と
い
う
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
見
当
た
ら
な
い
。

歴
史
の
産
物
は
夕
行
の
音
象
徴
に
も
見

つ
け
ら
れ
る
。　
ヘ
ボ
ン
式
の
ロ
ー
マ
字
で
書
き
分
け
ら
れ
る
よ
う

に
、
現
代
日
本
語
の
夕
行
は

「
た
て
と
ぬ

鯰

ｂ
」
と

「ち
α
Ｆこ

と

「
つ
け
邑

で
異
な
る
子
音
を
用
い
て

い
る
。
い
ず
れ
の
音
も
舌
の
先
の
は
う
が
上
顎
に
触
れ
る
が
、
触
れ
る
位
置
は

「
た
て
と
」
の
ｔ
や

「
つ
」

の
ヽ
よ
り
も

「ち
」
の
ぬ
の
ほ
う
が
後
ろ
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
ヽ
と

Ｃｈ
で
は
舌
先
と
上
顎
の
間
に
空
気
の
摩
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擦
が
生
じ
る
。
夕
行
は
、
奈
良
時
代

に
は

「
た
て
ぃ
と
う
て
と
協
ｄ

ｍ

健

ｂ
」
と
い
ず
れ
も
ｔ
で
発
音
さ

れ
て
い
た
と
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
イ
段
と
ウ
段
で
音
変
化
が
生
じ
た
こ
と
に
よ
り

「
ち
」
と

「
つ
」
と
な

っ

た
。し

か
し
、
「
た
」
「
ち
」
「
つ
」
「
て
」

「
と
」

に
は
、
同
じ
夕
行

の
成
員
と
し
て
共
通
の
音
象
徴
が
見
ら
れ

る
。
た
と
え
ば
、
「
カ
タ
カ
タ
」
「
コ
ト
コ
ト
」
「
カ
チ
カ
チ
」
「
コ
ツ
コ
ツ
」
は
、

い
ず
れ
も
力
行
音
と
夕
行

音
が
並
ん
だ
オ
ノ
マ
ト
ペ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ど
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
も
硬
い
モ
ノ
同
士
の
衝
突
音
を
写
す
。

つ

ま
り
、
「
カ
タ
カ
タ
」
と

「
コ
ト
コ
ト
」

の
ｔ
と
、
「
カ
チ
カ
チ
」
の

Ｃｈ
お
よ
び

「
コ
ツ
コ
ツ
」
の
ｔＳ
が
、
同

じ
意
味
と
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
が
日
本
語
な
ら
で
は
の
音
象
徴
で
あ
る
こ
と
は
、
他
言
語
と
比
較
す
れ
ば
わ
か
る
。
た
と
え
ば
、
英

語

で

「
テ
ィ
タ
ー

ロ
庁
ユ

は
忍
び
笑
い
、
「
チ
タ
ー
多
〓
の
こ

は
鳥
の
さ
え
ず
り
と
い
う
別
々
の
音
を
写
す
。

ｔ
と

ｃｈ
が
異
な
る
音
象
徴
的
意
味
を
持

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
音
象
徴

に
お
け
る
音

の
使
わ
れ
方
、
と
く

に
音
の
対
比
の
さ
れ
方

に
は
、
言
語
の
間
で
多

様
性
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
音
象
徴
が
言
語
現
象
で
あ
る
こ
と
を
如
実
に
示
し
て
い
る
。
音
象
徴
が
言
語

音
か
ら
生
じ
る
以
上
、
各
言
語
の
音
韻
体
系

に
制
約
さ
れ
て
い
る
の
は
当
然
な
の
だ
。

こ
の
性
質
は
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
音
象
徴
で
は
と
く
に
強

い
可
能
性
が
あ
る
。
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
ど
れ
だ
け
体

系
的

に
発
達
し
て
い
る
か
自
体
が
言
語

に
よ
り
大
き
く
異
な
る
た
め
で
あ
る
。
日
本
語
や
韓
国
語
の
よ
う
に



オ
ノ
マ
ト
ペ
が
高
度
に
発
達
し
た
言
語
で
は
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
音
象
徴
体
系
も
独
自
に
発
展
し
て
い
る
。
日

本
語
に
お
け
る

ハ
行
、
バ
行
、
パ
行
の
三
項
対
立
は
そ
う
し
た
例
で
あ
る
。

韓
国
語
と
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
の
音
韻
体
系

先
に
見
た
韓
国
語
の
例
外
的
な
母
音
象
徴
も
同
様

に
捉
え
ら
れ
る
。
「
チ
ャ
グ
ン
デ

ャ
グ

ン
」
よ
り
も

「
チ
グ
ン
デ
グ

ン
」
が
強
く
大
き
い
足
踏
み
を
表
す
と
い
う
例
だ
。
韓
国
で
は

「陰
陽
」
と
い
う
東
洋
思
想

の
対
立
が
伝
統
的
に
根
付
い
て
お
り
、
「陽
」
と

「陰
」
と
い
う
概
念
の
対
立
が
、
韓
国
語
の

「陽
母
音
」

と

「陰
母
音
」
の
対
立
に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
。
オ
ノ
マ
ト
ペ
に
お
い
て
、
「陽
母
音
」
は

〈
明
る
い
、
小

さ
い
、
軽
い
〉
、
「陰
母
音
」
は

〈
暗
い
、
大
き
い
、
重
い
〉
と
い
っ
た
概
念
と
結
び
つ
く
。　
ａ
は
陽
母
音
、

ｉ
は
陰
母
音
で
あ
る
。
「
チ
ャ
グ

ン
ヂ
ャ
グ
ン
」
よ
り
も

「
チ
グ
ン
デ
グ

ン
」
が
大
き
い
足
踏
み
を
表
す
原

因
は
、
こ
の
独
特
な
音
象
徴
体
系
に
あ
る
の
で
あ
る
。

ポ
ー
ラ
ン
ド
語
や
チ
ェ
コ
語
な
ど
の
ス
ラ
ブ
系
言
語
に
は
日
本
語
に
は
な
い
子
音
や
母
音
が
い
く
つ
か
あ

り
、
し
か
も
子
音
を
二
つ
、
と
き

に
は
三
つ
、
母
音
を
挟
む
こ
と
な
し
に
重
ね
る
。
大
作
曲
家
で

「愛
の

夢
」
な
ど
の
多
く
の
名
曲
を
残
し
た
フ
ラ
ン
ツ
ｏ
リ
ス
ト
が
、
同
時
代
の
、
「ピ
ア
ノ
の
詩
人
」
と
評
さ
れ

る
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
シ
ョ
パ
ン
の
死
後
、
彼
を
追
悼
す
る
た
め
に
書
い
た
本
が
あ
る
。
こ
の
本
は
シ
ョ
パ
ン

の
功
績
を
称
え
る
こ
と
に
と
ど
ま
ら
ず
、
シ
ー
ハ
ン
と
い
う
、
人
類
の
宝
と
言
え
る
芸
術
家
を
生
み
出
し
た
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背
景
を
細
か
く
分
析
し
て
い
る
素
晴
ら
し
い
シ
ョ
パ
ン
論
で
あ
り
、
芸
術
論
で
あ
り
、
熟
達
論
で
あ
る
。
こ

の
本
の
中
で
リ
ス
ト
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
の
音
象
徴
に
つ
い
て
興
味
深
い
記
述
を
し
て
い
る

（八
隈
裕
樹
訳
）。

ポ
ー
ラ
ン
ド
語
で
は
、
多
く
の
言
葉
が
、
そ
の
意
味
す
る
も
の
の
音
に
似
せ
て
作
ら
れ
て
い
る
。

〈０
国
〉
、
〈∽
り
、
〈困
り
、
〈
Ｏ
Ｎ
〉
と
い
っ
た
恐
ろ
し
げ
な
文
字
が
何
度
も
並
ん
で
い
て
も
、
そ
の
響
き

に
は
少
し
も
野
蛮
な
と
こ
ろ
が
な
い
。
こ
れ
ら
は
実
際
に
は
フ
、

シ
ュ
、
ジ

ュ
、
チ
ュ
と
い
う
よ
う
に

発
音
さ
れ
て
、
様
々
な
物
事
の
音
を
真
似
る
う
え
で
大
い
に
役
立

っ
て
い
る
。
な
か
で
も
、
金
３

を

意
味
す
る

〈∪
り
ａ目
∪
【

（ヂ
ヴ
ィ
ェ
ン
ク
》

と
い
う
言
葉
は
、
そ
の
特
徴
的
な
例
と
い
え
る
。
音
叉
の

音
色
が
耳
に
残
る
と
き
の
感
触
を
こ
れ
ほ
ど
見
事
に
再
現
す
る
言
葉
と
い
う
の
は
、
探
し
て
も
そ
う
簡

単
に
は
見

つ
け
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。
複
雑
に
連
な
る
子
音
は
、
と
き
に
は
金
属
音
の
よ
う
に
、
と
き
に

は
虫
の
翅
音
や
、
蛇
の
吐
息
や
、
雷
鳴
の
よ
う
に
、
多
様
な
響
き
を
生
み
出
し
て
い
く
。
そ
こ
に
多
く

の
母
音
や
複
母
音
が
織
り
交
ぜ
ら
れ
、
時
折
、
わ
ず
か
に
鼻
に
か
か

っ
た
よ
う
な
音
も
聞
か
せ
る
。
た

と
え
ば
、
全
）
と

〈∪
〉
は
、

セ
デ

ィ
ー

ユ
を
伴

っ
て

〈か
〉
と

〈
嗣
〉
の
よ
う
に
書
か
れ
る
と
、
オ

ン
や

エ
ン
と
い
う
発
音
に
な
る
。
ま
た
、
〈∪
〉
貧

）
は
と
き
に

〈
０
〉
（
ツ
こ

の
よ
う
に
き
わ
め
て

柔
ら
か
く
発
音
さ
れ
、
〈
い
〉
（
工
と

に
い
た

っ
て
は
ほ
と
ん
ど
鳥
の
さ
え
ず
り
の
よ
う
で
あ
る
。



〈∪
い
日
督
◇

と
い
う
こ
と
ば
は
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
な
ら
で
は
の

〈ロ
ツ
０

（ヂ
ヴ
）
と
い
う
子
音
の
連

な
り
と
、
〈嗣
〉
Ｔ

ン
）
と
い
う
鼻
に
か
か

っ
た
母
音
を
含
ん
で
い
る
。
こ
の
言
語
は
、
こ
れ
ら
の
独
特
な

音
を
駆
使
す
る
こ
と
で
音
叉
の
微
妙
な
音
色
を
写
す
。
こ
れ
ら
の
音
を
活
用
し
な
い
日
本
語
や
英
語
に
は
成

し
遂
げ
ら
れ
な
い
音
象
徴
で
あ
る
。

他
言
語
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
理
解
可
能
か

ォ
ノ
マ
ト
ペ
の
音
象
徴
に
は
、
「
い
＝
小
さ
い
」
の
よ
う
に
多
く
の
言
語
で
共
通
の
も
の
も
あ
れ
ば
、
「
い

＝
大
き
い
」
の
よ
う
に
特
定
の
言
語
に
し
か
見
ら
れ
な
い
も
の
も
あ
る
。
こ
こ
か
ら
予
測
さ
れ
る
の
は
、
母

語
話
者
に
は
自
然
に
思
え
る
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
、
他
言
語
の
話
者
に
は
共
有
さ
れ
た
り
さ
れ
な
か
っ
た
り
す
る

と
い
う
状
況
で
あ
る
。
私
た
ち
は
第
１
章
で
す
で
に
こ
れ
を
体
験
し
て
い
る
。
ツ
ワ
ナ
語
の

「
ニ
ニ
ア
ィ
」

が
き
ら
め
く
様
子
を
表
す
、
と
い
う
の
は
日
本
語
話
者
に
は
と

っ
さ
に
受
け
入
れ
に
く
い
。

日
本
語
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
に
つ
い
て
も
、
い
く

つ
か
の
実
験
で
関
連
す
る
結
果
が
得
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え

ば
、
あ
る
研
究
で
は
、
「
ア
ハ
ど

「
フ
フ
フ
」
「
ケ
ラ
ケ
一ヱ

「
ク
ス
ク
ス
」
の
よ
う
な
笑
い
声
を
表
す
擬
音

語
と
、
「ブ
ラ
ブ
ラ
」
「
ノ
ッ
シ
ノ
ッ
シ
」
「
ス
タ
ス
タ
」
「
ョ
ロ
ョ
ロ
」
の
よ
う
な
歩
き
方
を
表
す
擬
態
語
の

意
味
が
、
日
本
語
を
知
ら
な
い
英
語
話
者
に
ど
の
く
ら
い
推
測
可
能
か
を
調
べ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
オ
ノ
マ
ト

ペ
に
つ
い
て
、
〈
快
０
不
快
〉
〈
継
続
的
０
瞬
間
的
〉
〈
う
る
さ
い
０
静
か
〉
〈
速
い
０
遅
い
〉
〈
男
性
的
―
女
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性
的
〉
と
い
っ
た
意
味
尺
度
を
提
示
し
、
そ
れ
ぞ
れ
七
段
階
で
評
定
さ
せ
る
と
い
う
実
験
で
あ
る
。

そ
の
結
果
、
「グ
ラ
グ
ラ
」
や

「
ケ
タ
ケ
タ
」
に
見
ら
れ
る

ｅ
の
否
定
的
印
象
や
、
「
ウ
フ
フ
」
や

「
ク
ス

ク
ス
」
に
見
ら
れ
る
ｕ
の
女
性
性
や
優
美
さ
に
つ
い
て
は
、
日
本
語
話
者
と
英
語
話
者
の
評
定
が
大
き
く
異

な

っ
た
。
ま
た
、
「
シ
ャ
ナ
リ
シ
ャ
ナ
リ
」
や

「
カ
ツ
カ
ツ
」
に
見
ら
れ
る
清
音
と
女
性
的
で
か
し
こ
ま

っ

た
歩
き
方
と
の
結
び
つ
き
に
つ
い
て
も
、
英
語
話
者
は
推
測
で
き
な
か
っ
た
。

こ
れ
ら
の
結
果
が
得
ら
れ
た
原
因
は
、
ま
さ
に
音
象
徴
の
言
語
差
で
あ
る
。
日
本
語
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
に
お

い
て

ｅ
に
マ
イ
ナ
ス
の
意
味
が
宿
る
の
は
、
こ
の
母
音
を
持

つ
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
他
の
母
音
よ
り
も
か
な
り
少

な
い
た
め
と
さ
れ
る
。　
ｕ
や
清
音
が
持
つ
女
性
性
な
ど
に
つ
い
て
は
、
ど
の
よ
う
な
笑
い
方
、
歩
き
方
が
上

品
か
と
い
う
よ
う
な
文
化
的
な
事
情
が
関
与
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
「
シ
ャ
ナ
リ
シ
ャ
ナ
リ
」
は
着

物
姿
、
「
カ
ツ
カ
ツ
」
は
ハ
イ
ヒ
ー
ル
と
強
く
結
び
つ
く
た
め
に
女
性
性
を
喚
起
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ

ら
の
音
象
徴
は
日
本
文
化
に
深
く
根
差
し
た
感
覚
で
あ
る
た
め
、
英
語
話
者
が
想
像
で
き
な
か
っ
た
の
は
無

理
も
な
い
。

音
象
徴
の
使
い
方
は
言
語
間
で
異
な
る
の
か

こ
こ
ま
で
の
話
で
、
音
象
徴
の
感
じ
方
が
言
語
に
よ
っ
て
異
な
る
こ
と
は
わ
か
っ
た
。
私
た
ち
は
聞
き
手

と
し
て
、
あ
る
音
が
あ
る
イ
メ
ー
ジ
に
合
う
と
い
う
感
覚
を
直
感
と
し
て
持

っ
て
い
る
。　
一
方
で
、
私
た
ち



は
話
し
手
と
し
て
、
特
定
の
場
面
に
合
う
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
作
り
出
す
と
い
う
こ
と
も
日
々
行

っ
て
い
る
。
自

ら
積
極
的
に
音
象
徴
を
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
そ
う
し
た
音
象
徴
の
作
り
方

・
使
い
方
は
、
や
は

り
言
語
間
で
似
て
い
た
り
、
違

っ
て
い
た
り
す
る
の
だ
ろ
う
か
？

こ
の
問
題
に
答
え
る
た
め
、
筆
者
た
ち
の
研
究
チ
ー
ム
は

一
つ
の
実
験
を
行

っ
た
。
ま
ず
７０
本
の
短
い
ビ

デ
オ
を
作
成
し
、
そ
れ
を
日
英
語
話
者
に
見
せ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
動
き
に
直
感
的
に
合
う
二
文
字

（二
拍
）
の

語
を
編
み
出
し
て
も
ら

っ
た
。
「
ホ
ピ
」
や

「
レ
ソ
」
の
よ
う
な
語
で
あ
る
。
加
え
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
動
き

の
特
徴
を
数
値
化
す
る
た
め
、
各
ビ
デ
オ
に
対
し

〈
大
き
い
０
小
さ
い
〉
〈
速
い
０
遅
い
〉
〈
重
い
０
軽
い
〉

〈
元
気
が
あ
る
０
元
気
が
な
い
〉
〈
規
則
的
０
不
規
則
的
〉
と
い
う
五
つ
の
尺
度
で
評
定
も
求
め
た
。

そ
の
結
果
、
遅
く
て
元
気
の
な
い
動
き
に
対
し
て

「
ム
ヌ
」
「
メ
デ
ィ
」
の
よ
う
に

「有
声
子
音
」
と
い

う
音
で
始
ま
る
名
前
を
つ
け
る
傾
向
が
、
両
言
語
の
話
者
に
共
通
し
て
見
ら
れ
た
。
有
声
子
音
と
は
、
声
帯

が
震
え
る
子
音
の
こ
と
で
、
濁
音

（例

¨
ｂ
、
ｄ
、
ミ
　
ｚ
）
お
よ
び
共
鳴
音
の
子
音

（例
一
ｍ
、　
ｎ
、　
ｗ
、

１
、　
ｒ
、　
↓

を
指
す
。
ま
た
、
こ
の
結
び
つ
き
は
、
日
本
語
話
者
に
お
い
て
と
り
わ
け
強
か
っ
た
。

こ
う
し
た
結
果
が
得
ら
れ
た
理
由
と
し
て
は
、
清
濁
の
音
象
徴
が
音
声
学
的
な
基
盤
を
持
ち
つ
つ
も
、
日

本
語
固
有
の
特
徴
を
帯
び
て
い
る
点
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
濁
音
に
つ
い
て
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
有
声
子

音
は
呼
気
圧
変
動
が
大
き
い
、
口
腔
が
広
が
る
、
周
波
数
が
比
較
的
低
い
と
い
っ
た
特
徴
を
持

つ
。
そ
の
た

め

〈
大
き
さ
〉
と
い
う
視
覚
イ
メ
ー
ジ
と
相
性
が
よ
く
、
そ
こ
か
ら

〈
遅
さ
〉
や

〈
元
気
の
な
さ
〉
に
結
び
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つ
く
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
ア
イ
コ
ン
性
は
日
英
語
話
者
と
も
に
感
じ
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

一
方
、
日
本
語
に
は
清
濁
の
音
象
徴
体
系
が
強
固
に
確
立
し
て
い
る
た
め
、
こ
の
音
象
徴
が
と
り
わ
け
強

く
利
用
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
英
語
で
は
、
「
コ
ロ
コ
ロ
／
ゴ

ロ
ゴ

ロ
」
や

「
サ
ラ
サ
ラ
／
ザ
ラ
ザ
ラ
」
の

よ
う
な
ペ
ア
は
皆
無

に
近
い
。
先
に
挙
げ
た

「
ピ
ー
プ
Ｒ
８
」
と

「
ビ
ー
プ

げ
８
■
、
あ
る
い
は
ヨ
チ
ヨ

チ
歩
き
を
表
す

「
ト
タ
ー
ざ
庁
こ

と
ヨ
ロ
ョ
ロ
歩
き
を
表
す

「
ド
ダ
ー

，
ａ
ｏ
こ

が
、
わ
ず
か
な
類
例
と

一言
え
る
。
む
し
ろ
、
母
音
を
対
立
さ
せ
る
ペ
ア
が
多
い
。
金
属
音
を
表
す

「
ジ

ン
グ
ル
／
ジ
ャ
ン
グ

ル

一属
卜
や
涙
お
」
、
切
断
の
音
を
表
す

「
ス
ニ
ッ
プ
／
ス
ナ
ッ
プ

８
ぼ
ヽ
日
８
」
、
硬
い
も
の
同
士
の
接
触
音

な
ど
を
表
す

「
ク
リ
ッ
ク
／
ク
ラ
ッ
ク
色
中ｏＦ
＼
Ｑ
”鮮
」
の
よ
う
な
例
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
音
象
徴
を
強
制
的
に
活
用
さ
せ
る
実
験
か
ら
も
音
象
徴
の
普
遍
性
と
言
語
個
別
性
を
う
か

が
い
知
る
こ
と
が
で
き
た
。
音
象
徴
、
そ
し
て
オ
ノ
マ
ト
ペ
に
は
、
言
語
の
差
を
越
え
て
感
知
で
き
る
ア
イ

コ
ン
性
と
、
各
言
語
に
チ
ュ
ー
ニ
ン
グ
さ
れ
て
、
そ
の
言
語
の
話
者
だ
か
ら
こ
そ
強
く
感
じ
ら
れ
る
ア
イ
コ

ン
性
が
共
在
す
る
の
で
あ
る
。

音
象
徴
を
自
ら
利
用
し
て
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
作
り
出
す
と
い
う
私
た
ち
の
能
力
は
、
言
語
の
進
化
に
も
通
ず

る
特
徴
で
あ
る
。
か
つ
て
人
類
は
、
ア
イ
コ
ン
性
を
頼
り
に
音
と
概
念
を
結
び
つ
け
、
言
語
の
も
と
を
生
み

出
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
、
ア
イ
コ
ン
性
は
特
定
の
言
語
に
浸
か
る
こ
と
で
培
わ
れ
、
チ
ュ
ー

ニ

ン
グ
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
観
点
は
、
第
５
、
第
６
章
で
言
語
進
化
と
子
ど
も
の
言
語
習
得
に
お
け
る



記
号
接
地
問
題
を
考
え
る
上
で
大
変
重
要
な
ヒ
ン
ト
と
な
る
。

ま
と
め

本
章
で
は
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
構
成
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
ア
イ
コ
ン
性
に
つ
い
て
考
え
て
き
た
。
オ
ノ
マ
ト
ペ

は
物
事
と
の
間
の
部
分
的
な
類
似
性
を
頼
り
に
、
感
覚
イ
メ
ー
ジ
を
写
し
取
る
。
写
し
取
る
と
い
う
オ
ノ
マ

ト
ペ
の
性
質
ゆ
え
に
、
そ
の
語
形
や
発
音
、
構
成
音
そ
の
も
の
の
特
徴
、
さ
ら
に
は
共
起
す
る
ジ

ェ
ス
チ
ャ

ー
や
表
情

に
ま
で
ア
イ
コ
ン
性
が
宿
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
、
そ
の
語
形

・
音
声
や
非
言
語

行
為
の
ア
イ

コ
ン
性
を
駆
使
し
て
、
感
覚
イ
メ
ー
ジ
を
写
し
取
ろ
う
と
す
る
こ
と
ば
な
の
で
あ
る
。

ォ
ノ
マ
ト
ペ
に
お
い
て
は
、

ア
イ

コ
ン
性
が
高
度

に
体
系
化
さ
れ
て
い
る
。
日
本
語
に
は
日
本
語
の
オ
ノ

マ
ト
ペ
の
ア
イ
コ
ン
性
が
発
達
し
て
い
る
た
め
、
非
母
語
話
者
に
は
共
有
し
に
く
い
感
覚
が
存
在
す
る
。
こ

の
こ
と
は
、
第

１
章
に
続
き
、
「
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
き
わ
め
て
言
語
的
で
あ
る
」
と
い
う
見
方
を
支
持
す
る
。

次
章
で
は
、
雪
呈
ｍ
と
は
ど
ん
な
も

の
か
」
と
い
う

一
般
的
視
点
か
ら
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
言
語
性

に
本
格
的

に
切
り
込
ん
で
い
く
こ
と
に
す
る
。



コ
ラ
ム
ー
　
主
食
は

「
パ
」
「
バ
」
「
マ
」
「
フ
ァ
」
「
ヮ
」

近
年
、
世
界
の
多
く
の
言
語
か
ら
基
本
語
を
収
集
し
、
そ
の
構
成
音
を
比
較
す
る
調
査
が
行
わ
れ
て
い

る
。
た
と
え
ば
、
あ
る
言
語
で

〈
頭
〉
を
何
と
い
う
か
、
〈
母
〉
を
何
と
い
う
か
、
〈
私
〉
を
何
と
い
う
か

と
い
っ
た
こ
と
を
調
べ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
概
念
を
表
す
語
に
、
ど
ん
な
音
が
ど
の
く
ら
い
の
確
率
で
用
い
ら

れ
て
い
る
か
を
計
算
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
研
究
で
は
、
「
い
」
が
小
さ
さ
と
結
び
つ
く
と
い
う
傾

向
が
確
か
め
ら
れ
た
は
か
、
次
の
よ
う
な
音
と
意
味
の
対
応
関
係
が
新
た
に
発
見
さ
れ
て
い
る
。

〈自
界
〉
　
　
　
一

〈
壬
］〉
　
　
¨

〈
粗
い
Ｙ

主
食

（炊
い
た
米
、
パ
ン
、
手
、
と
う
も
ろ
こ
し
な
ど
）
を
表
す
こ
と
ば

に
、

ｏ
や
、
げ
や
、

日
や
、
Ｆ
，、
■
や

r  l  n

日
本
語

「
は
な
」
、
英
語

「
ノ
ウ
ズ
ロ
８
２

ト

ル

コ
語

「
デ

ィ

ル

亀

」
、

タ

イ

語

「
リ

ン

Ｆ

」

ラ

ト

ビ

ア
語

「
ラ

ウ

ピ

ャ

『
曽

ユ
こ

、
　
モ

ン
ゴ

ル
語

「
シ

ル

ー

ン

∽
〓
二

●
ユ



で
始
ま
る
も
の
が
偶
然
を
超
え
る
確
率
で
多

い
こ
と
も
わ
か

っ
て
い
る
。
ス
ペ
イ
ン
語
の

「
バ
ン
ｏ
日
」
、

中
国
語
の

「
フ
ァ
ン
き
こ
、
韓
国
語
の

「
バ
ブ
ぴ
３
」
、
周
辺
モ
ン
ゴ
ル
語
の

「
マ
ハ
日
興
」
、
ナ
ヴ
ァ
ホ

語
の

「
パ
ー

ハ
Ｂ

と̈
、
ア
マ
ナ
ブ
語
の

「
フ
ァ
ネ
き
５
２

な
ど
が
そ
の
例
で
あ
る
。

唇
を
使
う
子
音

Ｒ

ｂ
、　
ｍ
、
ｆ
、　
ｗ
か
ら
始
ま
り
、
次
に

「
ア
」
に
類
す
る
母
音
が
続
く
語
は
、
集

め
ら
れ
た
デ
ー
タ
の
２５
％

（・６
／
り

に
も
及
ぶ
。

２５
％
と
い
う
数
字
は
た
い
し
て
高
く
な
い
、
た
く
さ

ん
例
外
が
あ
る
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
音
と
意
味
の
関
係
は
恣

意
的
で
あ
る
、
つ
ま
り
単
語
の
音
と
意
味
に
関
係
が
な
い
、
と
い
う
言
語
学
の
大
前
提
か
ら
見
る
と
、
こ

の
数
字
は
統
計
的
に
は
偶
然
で
は
説
明
で
き
な
い
、
非
常
に
高
い
値
な
の
で
あ
る
。
実
際
、
基
本
語
１
０

０
語
の
語
頭
の
音
を
見
て
み
る
と
、
こ
の
よ
う
な
音
を
持

つ
確
率
は
７
％
に
と
ど
ま
る
。

主
食
を
表
す
単
語
が

「
パ
」
や

「
マ
」
で
始
ま
る
こ
と
が
多
い
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
？
　
考
え
ら
れ
る
理

由
の

一
つ
は
、
発
音
の
ア
イ
コ
ン
性
で
あ
る
。
私
た
ち
は
食
べ
物
を
食
べ
る
際
、
「
パ
」
や

「
マ
」
を
発

音
す
る
と
き
の
よ
う
に
口
を
大
き
く
開
く
。

赤
ち
ゃ
ん
こ
と
ば
が
も
と
に
な

っ
て
い
る
可
能
性
も
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
〈
食
事
〉
を
表
す
赤
ち
ゃ
ん

こ
と
ば
は
、
日
本
語
の

「
ま
ん
ま
８
”日
一こ
、
ト
ル
コ
語
の

「
マ
マ
日
臼
二

、
ス
ペ
イ
ン
語
の

「
パ
パ

●
８
と

の
よ
う
に
、
必
ず
と
言

っ
て
い
い
ほ
ど
日
”
ゃ
鷺

で
始
ま
る
。
食
事
を
求
め
る
こ
と
が
赤
ち
ゃ

ん
に
と

っ
て
死
活
問
題
で
あ
り
、
か
つ
こ
れ
ら
の
音
が
赤
ち
ゃ
ん
に
と

っ
て
発
音
し
や
す
い
た
め
で
あ
ろ



コラム1 主食は「パ」「バJ「 マJ「 ファ」「ワJ

trapa mamla

ρり々

rnarna
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い
ず
れ
に
し
て
も
、
「
パ
」
や

「
マ
」
で
始

め
る
理
由
が
あ
る
が
ゆ
え
に
、
多
く
の
言
語
で

よ
く
似
た
音
選
び
と
な

っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

じ





第

皇

早
　

オ

ノ

マ

ト

ペ

は

言

語

か

こ
こ
ま
で
、
ォ
ノ
マ
ト
ペ
以
外
の
こ
と
ば
や
視
覚
的
ア
イ

コ
ン
と
の
比
較
を
通
し
て
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
特

徴

に
つ
い
て
述

べ
て
き
た
。
本
章
で
は
、
「
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
言
語
と
し
て
扱
わ
れ
る
資
格
が
あ
る
の
か
」
と

い
う
視
点
を

つ
き

つ
め
て
い
く
。
「
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
子
ど
も
じ
み
た
音
真
似
で
あ

っ
て
、
言
語
で
は
な
い
」

と
い
う
の
は
、　
一
般

の
人
だ
け
で
な
く
、
と
き
に
学
者
の
間

で
も
聞
か
れ
る
意
見
で
あ
る
。

結
論
か
ら
言
お
う
。
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
い
く

つ
か
の
点
で
特
殊
で
あ
り
な
が
ら
も
、
あ
く
ま
で
言
語
で
あ
る

し
、　
一
般
語

（オ
ノ
マ
ト
ペ
で
な
い
こ
と
ば
）
と
の
違
い
よ
り
共
通
性
の
ほ
う
が
多

い
。
な
ぜ
か
。

こ
の
問
題

を
掘
り
下
げ
て
い
く
こ
と
で
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
性
質
が
見
え
て
く
る
と
同
時
に
、
言
語
と
は
何
か
と
い
う
大

き
な
問
題
に
対
し
て
の
理
解
も
深
ま
る
。
「
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
言
語
か
」
と
い
う
問
題
を
考
え
れ
ば
、
必
然
的

に

「言
語
と
は
何
か
」
と
い
う
問
題
を
考
え
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。



言
語
の
十
大
原
則
と
オ
ノ
マ
ト
ベ

オ
ノ
マ
ト
ペ
が
言
語
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
日
本
語
話
者
に
は
比
較
的
受
け
入
れ
や
す
い
考
え
か
も
し
れ

な
い
。
日
本
語
で
は
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
文
の
構
成
要
素
と
し
て
頻
繁
に
現
れ
る
。
冨

が^
フ
ワ
フ
ワ
と
浮
か
ん

で
い
る
」
の
よ
う
に
副
詞
と
し
て
現
れ
た
り
、
「子
ど
も
が

ニ
コ
ニ
コ
し
て
い
る
」
の
よ
う
に
述
語
の
一
部

と
し
て
現
れ
た
り
、
「よ
ち
よ
ち
歩
き
」
の
よ
う
に
複
合
語
を
作

っ
た
り
、
「
コ
ロ
コ
ロ
が
つ
い
た
机
」
の
よ

う
に
オ
ノ
マ
ト
ペ
単
独
で
名
詞
と
な

っ
て
い
る
よ
う
な
例
も
あ
る
。
実
際
、
多
く
の
文
法
学
者
は
オ
ノ
マ
ト

ペ
を
特
別
な
要
素
と
考
え
る
こ
と
は
せ
ず
、
他
の
こ
と
ば
と
同
様
に
副
詞
や
名
詞
の
一
種
と
見
な
し
て
い
る

よ
う
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
す
で
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
文
で
は
な
く
単
語
レ
ベ
ル
で
は
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
体
系
的
な

ア
イ
コ
ン
性

（音
と
意
味
の
類
似
性
）
を
持
つ
と
い
う
点
で
他
の
こ
と
ば
と
は
い
く
ら
か
異
な

っ
て
い
る
。

で
は
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
ど
の
く
ら
い

「言
語
的
」
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
？
　
第
１
章
で
は
オ
ノ
マ
ト
ペ
が

物
事
の
全
体
の
輪
郭
で
は
な
く
、　
一
部
分
の
み
を
写
し
取
る
点
を

「言
語
的
」
だ
と
述
べ
、
第
２
章
で
は
音

象
徴
の
言
語
個
別
性
や
体
系
性
に

「言
語
的
」
な
特
徴
を
見
出
し
た
。

以
下
で
は
、
人
間
の
言
語
を
言
語
た
ら
し
め
る
特
徴
の
い
く
つ
か
に
着
目
し
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
い
か
に
言

語
的
な
の
か
を
考
え
て
い
く
。
と
く
に
、
言
語
ら
し
い
言
語
の
例
に
加
え
て
、
私
た
ち
が
発
す
る
非
言
語
音

―
―

口
笛
、
咳
払
い
、
泣
き
声
、
音
真
似
―
―
と
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
比
較
す
る
こ
と
で
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
一一一［語
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ら
し
さ
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
く
。
具
体
的
に
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
機
能
、
意
味
性
、
超
越
性
、
継

承
性
、
習
得
可
能
性
、
生
産
性
、
経
済
性
、
離
散
性
、
恣
意
性
、
二
重
性
と
い
う
十
個
の
キ
ー
ワ
ー
ド
か
ら
、

ォ
ノ
マ
ト
ペ
が

一
人
前
の
言
語
の

一
員
で
あ
る
か
を
検
討
す
る
。

経
済
性
以
外
は
、

２０
世
紀
半
ば
に
ア
メ
リ
カ
の
言
語
学
者
チ
ャ
ー
ル
ズ

ｏ
Ｆ

・
ホ
ケ
ッ
ト
が
、
人
間
の
言

語
と
他
の
動
物
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
が
ど
う
異
な
る
か
を
論
じ
た
際
に
含
め
た
指
標
で
あ
る
。
Ｅ
呈
中

の
大
原
則

計
ル
ｇ
お
”ご
お
∽
Ｒ
Ｆ
記
口
出
こ

の
ゴ
ー
ル
ド
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
と
し
て
言
語
学
界
隈
で
今
な
お

広
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
経
済
性
に
つ
い
て
も
、
機
能
言
語
学
の
創
始
者
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
の
言
語
学
者
ア

ン
ド
レ
・
マ
ル
テ
ィ
ネ
以
降
、
長
く
注
目
さ
れ
て
き
た
言
語
の
特
徴
で
あ
る
。
抽
象
的
な
漢
語
が
続
く
が
、

言
語
と
は
ど
う
い
う
も
の
な
の
か
を
理
解
す
る
上
で
と
て
も
大
事
な
の
で
、
少
し
が
ま
ん
し
て
お
つ
き
あ
い

い
た
だ
き
た
い
。

音
声
性

・
聴
覚
性

十
大
原
則
に
入
る
前
に
、
言
語
の
音
声
性

・
聴
覚
性
に
つ
い
て
述
べ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
言
語
は
音
声

と
い
う
媒
体
に
よ

っ
て
実
現
さ
れ
、
聴
覚
の
モ
ダ
リ
テ
ィ
で
処
理
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
か
つ
て
言
語
の

大
原
則
の
一
つ
と
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
現
代
の
言
語
学

・
認
知
科
学
で
は
、
こ
の
原
則
は
明
ら
か
に
誤

り
と
さ
れ
て
い
る
。
手
話
の
存
在
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
手
話
は
、
慣
習
的
な
語
彙
と
文
法
か
ら
な
る
自
然



言
語
の

一
種
で
あ
る
。
突
発
的
に
編
み
出
さ
れ
る
ジ

ェ
ス
チ
ャ
ー
で
は
な
い
し
、　
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
語
の
よ
う

な
人
工
言
語
で
も
な
い
。

手
話
の
媒
体
は
お
も
に
手
で
あ
る
が
、
そ
の
ほ
か
に
顔
の
表
情
や
日
の
動
き
な
ど
も
言
語
表
現
に
用
い
ら

れ
る
。
近
年
は
、
音
声
言
語
で
も
、
言
語
は
単
語
の
音
を
発
音
す
る
こ
と
の
み
で
表
現
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、

意
味
を
際
立
た
せ
る
た
め
に
音
の
高
低
や
強
弱
を

つ
け
た
り
、
単
語
を
速
く
言

っ
た
り
特
定
の
音
を
延
ば
し

て
発
話
し
て
時
間
的
な
緩
急
や
長
短
を
使

っ
た
り
、
さ
ら
に
は
ジ

ェ
ス
チ
ャ
ー
、
視
線
、
表
情
な
ど
の
音
声

以
外
の
モ
ダ
リ
テ
ィ
も
使

っ
て
意
味
を
作
り
出
し
て
い
る

「
マ
ル
チ
モ
ー
ダ
ル
」
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
考

え
が
受
け
入
れ
ら
れ
て
き
て
い
る
。
第
２
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
は

一
般
語
と
同
じ
よ
う
に
音

声
で
表
現
さ
れ
、
聴
覚
で
処
理
さ
れ
る
が
、　
一
般
語
よ
り
も
ジ

ェ
ス
チ
ャ
ー
を
伴
い
や
す
く
、　
マ
ル
チ
モ
ー

ダ
ル
性
が
高
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
現
代
に
お
け
る

「言
語
」
の
定
義
に
よ
く
合
致
す
る
存

在
な
の
で
あ
る
。

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
機
能

言
語
の
十
大
原
則
の
話
を
は
じ
め
よ
う
。
言
語
を
語
る
上
で
重
要
な
観
点
の
一
つ
め
は
、
発
信
の
目
的
が
、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
特
化
し
て
い
る
と
い
う
性
質
で
あ
る
。
ホ
ケ
ッ
ト
は
こ
れ
を

「特
定
性
」
と
呼
ん

だ
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
音
声
言
語
で
あ
れ
手
話
で
あ
れ
、
私
た
ち
の
発
話
は
相
手
に
意
図
を
伝
え
る
こ
と
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を
目
的
と
し
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
「
ネ

コ
が
好
き
な
ん
で
す
」
と

い
う
発
話
は
、
聞
き
手

に
自
分

の
好
み
を
教
え
る
。
「
ネ

コ
ー
」
と
い
う

一
語
の
み
か
ら
な
る
発
話
で
あ

っ
て
も
、
特
別
な
文
脈
が
な
け
れ
ば
、
話
し
手

（と
お
そ
ら

く
は
聞
き
手
）
の
見
え
る
と
こ
ろ
に
ネ
コ
が
い
る
こ
と
が
聞
き
手

に
伝
え
ら
れ
る
。
独
り
言
や
日
記
は
こ
れ

に
該
当
し
な
い
よ
う
に
思
え
る
が
、
い
ず
れ
も
自
分
を
相
手
と
し
た
擬
似
的
な

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
い

う
側
面
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
発
話
を
口
笛
や
咳
払

い
と
比
べ
る
と
よ
り
実
感
で
き
る
。

口
笛
も
咳
払
い
も
音

声
言
語
と
同
様
、
日
か
ら
発

せ
ら
れ
、
聴
覚
で
知
覚
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
い
ず
れ
も
多
く
の
場
合
は
、
誰

か
が
聞
く
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、　
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
意
図
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
点
で
、

口

笛
や
咳
払

い
は
非
言
語
的
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、

ス
ポ
ー
ツ
選
手
の
離
れ
技
に
対
し
て
感
動
を
示
す
た
め
に
口
笛
を
鳴
ら
し
た
り
、
他
人
の
無

作
法
を
指
摘
す
る
た
め
に
咳
払
い
を
し
た
り
と
い
う
ょ
う
な
場
面
は
存
在
す
る
。
そ
れ
ら
の
口
笛
や
咳
払

い

は
、
よ
り
言
語
的
と
言

っ
て
も
ょ
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、

い
ず
れ
に
し
て
も
、　
つ
ね
に
コ
ミ

ュ
ニ
ケ

ー

シ
ョ
ン
に
用
い
ら
れ
る
発
話
と
比
べ
る
と
、

口
笛
や
咳
払

い
は
言
語
性
が
低
い
と
言
え
よ
う
。

で
は
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
ど
う
だ
ろ
う
？
　
「
雷
が
ピ
カ
ッ
と
光

っ
た
」
「床
が

ツ
ル
ツ
ル
し
て
い
る
ね
」

「黄
身
が
ト
ロ
ッ
と
し
て
い
て
お
い
し
い
」
と
い
う
例
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
光
り
方
、
床

の
見
た
目
や
滑
り
や



す
さ
、
黄
身
の
食
感
と
い
う
情
報
を
聞
き
手

・
読
み
手
に
伝
え
る
。
「ド
ー
ー
ー

ン
！
」
と
い
う

一
語
発
話

も
、
爆
発
の
様
子
を
聞
き
手
と
共
有
し
共
感
し
て
も
ら
う
た
め
の
も
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
相
手
に
情
報
を
伝
達
す
る
と
い
う
目
的
は
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
と
他
の
こ
と
ば
で
は
と
く
に
違
わ
な
い
。

む
し
ろ
、
書
き
こ
と
ば
よ
り
も
会
話
や
育
児
場
面
で
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
多
く
使
わ
れ
る
こ
と
を
思
う
と
、
オ
ノ

マ
ト
ペ
は
と
く
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
性
２
呂
い
こ
と
ば
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
目
的
と
す
る
と
い
う
の
は
、
多
く
の
言
語
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
共
有
す
る
特
徴
で

あ
る
。
以
下
は
南
米
の
ケ
チ
ュ
ア
語
話
者
の
発
話

（秋
田
訳
）
で
、
ア
メ
リ
カ
人
研
究
者
に
、
巨
大
な
ア
ナ

コ
ン
ダ

（南
ア
メ
リ
カ
の
熱
帯
雨
林
に
生
息
す
る
蛇
）
が
池
の
中
で
バ
ク
を
捕
ま
え
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
話
し
て

聴
か
せ
て
い
る
。

ト
ゥ
プ
ー
ー
…
…
バ
ク
が
ど
こ
へ
向
か
お
う
と
、
そ
ろ
そ
ろ
ア
ナ
コ
ン
ダ
は
水
か
ら
出
て
く
る
よ
、
ほ

ら

―

・

冒
頭
の

「
ト
ゥ
プ
ー
ー
」
が
オ
ノ
マ
ト
ベ
で
あ
る
。
上
が
り
調
子
で
発
音
さ
れ
た
こ
の
こ
と
ば
は
、
ア
ナ

コ
ン
ダ
が
水
に
飛
び
込
む
際
の
お
ぞ
ま
し
い
音
と
様
子
を
写
し
て
い
る
。
「
ト
ゥ
プ
ー
ー
」
の
あ
と
に
は
４

秒
も
の
間
が
置
か
れ
、
聞
き
手
は
水
中
に
潜
む
ア
ナ
コ
ン
ダ
が
い
つ
出
て
く
る
だ
ろ
う
と
、
緊
張
感
と
恐
怖
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感
を
抱
か
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
、
聞
き
手
を
場
面
に
引
き
込
む
と
い
う
積
極

的
な

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
機
能
を
持

っ
て
い
る
。

意
味
性

ホ
ケ
ッ
ト
が
挙
げ
た
次
な
る
言
語
の
大
原
則
は

「意
味
性
」
で
あ
る
。
意
味
性
と
は
、
特
定
の
音
形
が
特

定

の
意
味
に
結
び
つ
く
と
い
う
性
質
で
あ
る
。
「
イ
ヌ
」
と
い
う
日
本
語
の
名
詞
は

〈
イ
ヌ
〉
と
い
う
概
念

に
結
び
つ
く
。
８
い
と
い
う
英
語
の
形
容
詞
は

〈柔
ら
か
い
〉
と
い
う
属
性
概
念
と
結
び
つ
く
。

こ
こ
で
も
口
笛
や
咳
払
い
と
比
べ
て
み
よ
う
。
い
ず
れ
も
口
か
ら
発
せ
ら
れ
る
音
で
は
あ
る
が
、
非
常
に

限
ら
れ
た
状
況
以
外
で
は
特
定
の
概
念
と
結
び
つ
く
わ
け
で
は
な
い
。
「
イ
ヌ
」
と
い
う
音
形
が

つ
ね
に

〈
イ
ヌ
〉
と
い
う
概
念
と
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
と
は
対
照
的
で
あ
る
。

日
笛
や
咳
払
い
と
違

っ
て
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
日
本
語
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
中
で
特
定
の
意
味
と
明
確
に
結
び

つ
い
て
い
る
。
単
に
音
を
発
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
「
ワ
ン
ワ
ン
」
と
い
う
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
イ
ヌ
の
鳴

き
声
と
結
び
つ
き
、
「
フ
ン
フ
リ
」
と
い
う
ォ
ノ
マ
ト
ペ
は
雲
や
綿
の
よ
う
な
柔
ら
か
さ
と
結
び
つ
く
。
こ

の
よ
う
に
、
意
味
性
を
持

つ
と
い
う
点
で
も
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
言
語
な
の
で
あ
る
。



超
越
性

言
語
は
目
の
前
の
物
事
だ
け
で
な
く
、
そ
の
場
に
な
い
も
の
や
過
去

・
未
来
の
出
来
事
も
話
題
に
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

つ
ま
り
、
言
語
は
モ
ノ
や
事
柄
が
イ
マ
・
コ
コ
に
存
在
す
る
か
否
か
に
縛
ら
れ
ず
、
時
空
を

超
え
て
物
事
を
語
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
話
し
手
も
聞
き
手
も
日
本
に
い
る
場
合
で
も
、

「
ロ
ン
ド
ン
っ
て
ス
タ
イ
リ
ッ
シ
ュ
で
素
敵
な
街
だ
よ
ね
」
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
「昨
日
は
た
く
さ
ん
雪

が
降
り
ま
し
た
ね
」
と
い
う
発
話
は
過
去
の
出
来
事
を
話
題
に
し
て
い
る
。
ま
だ
存
在
し
て
い
な
い
建
物
に

つ
い
て
、
「も
う
す
ぐ
こ
こ
に
マ
ン
シ
ョ
ン
が
建

つ
ら
し
い
で
す
よ
」
と
言
う
の
も
、
ご
く
自
然
な
発
話
で

あ
る
。
こ
の
特
徴
を
ホ
ケ
ッ
ト
は
、
「超
越
性
」
と
呼
ん
だ
。

イ
ヌ
の
鳴
き
声
を
考
え
て
み
て
は
し
い
。
あ
な
た
の
飼

い
犬
は
、
そ
の
場
所
に
不
審
者
が
い
る
こ
と
を
あ

な
た
に
伝
え
よ
う
と
し
て
激
し
く
鳴
い
て
い
る
。

３０
分
前
や
１
時
間
後
で
は
な
く
、
別
の
場
所
で
も
な
く
、

今
こ
こ
に
不
審
者
が
い
る
こ
と
を
イ
ヌ
が
感
知
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
イ
ヌ
の
鳴
き
声
は
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
媒
体
で
は
あ
り
え
て
も
、
超
越
性
を
持

っ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。

日
笛
で
感
心
を
表
明
し
た
り
、
咳
払
い
で
無
礼
を
指
摘
し
た
り
す
る
の
も
、
イ
マ
・
コ
コ
で
し
か
機
能
し

な
い
。
昨
日
の
ス
ポ
ー
ツ
観
戦
を
思
い
出
し
て
口
笛
を
吹
く
の
は
お
か
し
い
し
、
静
か
な
図
書
館
で
５
分
前

に
電
話
を
か
け
て
い
た
利
用
者
に
咳
払
い
を
し
て
も
、
何
の
効
果
も
な
い
だ
ろ
う
。

ォ
ノ
マ
ト
ペ
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
明
ら
か
に
イ
マ
ｏ
コ
コ
に
縛
ら
れ
な
い
。
認
昨
日
、
う
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ち
の
イ
ヌ
が
ヮ
ン
ワ
ン
吠
え
ち
ゃ
っ
て
困

っ
た
よ
」
と
過
去
の
鳴
き
声
を
写
し
た
り
、
「入
学
式
の
頃
に
は

学
校
の
桜
も
ヒ
ラ
ヒ
ラ
と
舞

っ
て
い
る
だ
ろ
う
ね
」
と
未
来
の
桜
の
花
び
ら
の
様
子
を
写
し
た
り
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
「今
頃
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
は
太
陽
が
ギ
ラ
ギ
ラ
輝

い
て
い
る
ん
だ
ろ
う
ね
」
と
、
遠
い
国
の

光
を
写
す
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

イ
マ
・
コ
コ
を
超
え
た
超
越
性
を
持
つ
こ
と
は
、
ホ
ケ
ッ
ト
の
挙
げ
た
言
語
の
特
徴
の
中
で
も
最
重
要
な

も
の
の

一
つ
で
あ
る
。
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
こ
の
最
重
要
の
基
準
を
立
派
に
ク
リ
ア
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

継
承
性

言
語
と
は
学
ぶ
も
の
で
あ
る
。
子
ど
も
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
、
こ
と
ば
を
理
解
し
使
え
る
わ
け
で
は
な
い
。

親
や
周
り
の
大
人
と
日
々
や
り
と
り
を
行
い
、
彼
ら
が
話
す
母
語
に
触
れ
る
こ
と
で
、
単
語
や
単
語
の
組
み

合
わ
せ
方
を
知
る
。
た
と
え
ば
、
イ
ヌ
は
日
本
語
で
あ
れ
ば

「
イ
ヌ
」
、
英
語
で
あ
れ
ば

Ｏ
ｏ
ｍ
と
呼
ば
れ
る

こ
と
を
学
ば
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
を
ホ
ケ
ッ
ト
は

「伝
統
的
伝
達
」
な
い
し

「文
化
的
伝
達
」

と
呼
ん
だ
。
特
定
の
伝
統

・
文
化
の
中
で
教
え
ら
れ
習
得
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
た
め
、
「継
承
性
」

と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

日
笛
は
ど
う
だ
ろ
う
？
　
歌
と
同
様
に
、
口
笛
は
友
達
や
周
り
の
大
人
か
ら
教
わ

っ
て
で
き
る
よ
う
に
な

る
こ
と
が
多
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
意
味
で
継
承
性
と
い
う
特
徴
を
言
語
と
共
有
し
て
い
る
。
た



だ
、
特
定
の
口
笛
の
文
化
的
継
承
が
、
言
語
の
よ
う
に
何
世
代
に
も
及
ぶ
も
の
な
の
か
に
つ
い
て
は
不
明
で

あ
る
。

で
は
、
泣
き
声
や
咳
払
い
は
ど
う
だ
ろ
う
？
　
赤
ち
ゃ
ん
は
生
ま
れ
て
す
ぐ
に
泣
き
声
を
上
げ
る
。
親
か

ら
そ
の
都
度
促
さ
れ
た
り
教
え
ら
れ
た
り
し
て
泣
く
わ
け
で
は
な
い
。
し
た
が

っ
て
、
赤
ち
ゃ
ん
の
泣
き
声

は
継
承
性
の
例
と
は
言
い
が
た
い
。
そ
の
意
味
で
非
言
語
的
で
あ
る
。　
一
方
、
対
人
的
に
用
い
る
咳
払
い
は
、

社
会
文
化
の
中
で
覚
え
る
合
図
で
あ
る
た
め
、
継
承
性
を
有
す
る
。
言
語
と
の
共
通
点
で
あ
る
。

オ
ノ
マ
ト
ペ
は
継
承

ｏ
習
得
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
だ
文
を
発
話
で
き
な
い

一
語
期
の
子
ど
も
も
、
イ

ヌ
を
指
し
て

「
ワ
ン
フ
ン
」、
車
を
指
し
て

「ブ
ー
ブ
」
と
言
う
。
そ
れ
は
周
り
の
親
な
ど
が
話
す
日
本
語

の
イ
ン
プ

ッ
ト
を
学
習
し
た
が
ゆ
え
の
発
話
で
あ
る
。
実
際
、
周
り
の
環
境
が
英
語
で
あ
れ
ば
、
イ
ヌ
は

ｇ
ｌ
暦
ヽ

車
は
１
８
日
●１
８
日
ゃ
さ
ｏ
日
‐Ｎ８
日
と
言
う
よ
う
に
な
る
。
ほ
か
に
も
、
「
チ
ュ
ン
チ

ュ
∠

が
雀
の
声
、
「
そ
よ
そ
よ
」
が
微
風
、
「く
よ
く
よ
」
が
悩
み
続
け
る
様
子
を
表
す
こ
と
は
、
日
本
語
で
の
生

活
の
中
で

一
つ
一
つ
習
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点

に
つ
い
て
も
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
い
た

っ
て
言
語

的
で
あ
る
。

習
得
可
能
性

子
ど
も
は
、
親
な
ど
と
の
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
通
し
て
、
母
語
の
仕
組
み
を
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
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い
。
こ
れ
が
ホ
ケ
ッ
ト
の
言
う

「継
承
性
」
で
あ

っ
た
。　
一
方
、
「習
得
可
能
性
」
と
は
、
母
語
以
外
で
も

学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
特
徴
で
あ
る
。
た
と
え
ば
多
く
の
日
本
語
話
者
は
、
英
語
や
ス
ペ
イ
ン
語
を
完

全
に
は
マ
ス
タ
ー
で
き
ず
と
も
、
「
ス
カ
イ
９
ｑ
」
が
空
を
指
し
、
「
セ
ニ
ョ
リ
ー
タ
器
コ
ｏ
ュ
Ｓ
」
が
未
婚
女

性

へ
の
呼
び
か
け
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
を
学
べ
て
い
る
。

大
人
に
な

っ
て
か
ら
で
も
学
べ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
道
具
は
ほ
か
に
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
日
本

人
は
欧
米
に
留
学
す
る
と
、
し
ば
し
ば
表
情
や
ジ

ェ
ス
チ
ャ
ー
が
大
袈
裟
に
な

っ
て
帰

っ
て
く
る
。
眉
を
大

き
く
上
げ
て
喜
ん
だ
り
驚
い
た
り
、
両
腕
を
ぶ
ん
ぶ
ん
振

っ
て
怒

っ
た
り
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。

一
方
、
人
間
は
ネ
コ
や
イ
ヌ
の
鳴
き
声
や
、
イ
ル
カ
が
出
す

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
音
を
習
得
す
る
こ
と

は
、
基
本
的
に
は
で
き
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ら
の
音
真
似
は
で
き
て
も
、
実
際
に
動
物
と
自
由
に

「会
話
」
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
モ
ン
ゴ
ル
に
は
同
時
に
高
い
声
と
低
い
声
を
出
す
ホ
ー
ミ
ー
と

い
う
歌
唱
法
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
人
間
の
発
声
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
誰
し
も
習
得
で
き
る
わ
け
で
は

な
い
。

つ
ま
り
習
得
可
能
性
が
低
い
。

オ
ノ
マ
ト
ペ
を
考
え
て
み
よ
う
。
外
国
語
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
、
な
か
な
か
難
し
い
が
習
得
可
能
で
あ
る
。

英
語
で
カ
ラ
ス
の
鳴
き
声
を

「
コ
１
８
■
」
、
ド
ア
を
閉
め
る
音
を

「
ス
ラ
ム
』
日
Ｌ
、
電
車
の
ガ
タ
ゴ
ト

を

「
ラ
ン
ブ
ル
ａ
日
ぴ
一こ

と
写
す
こ
と
を
ご
存
じ
の
読
者
も
い
る
だ
ろ
う
。
南
ア
フ
リ
カ
の
ズ
ー
ル
ー
語

で
は
、
何
か
を
む
し
り
取
る
こ
と
を

「
モ
ニ
ュ
８
８
口
」
と
い
う
ォ
ノ
マ
ト
ペ
で
表
す
。
静
か
で
あ
る
こ



と
は

「
ニ
ャ
●
く
こ

と
言
う
ら
し
い
。
日
本
語
話
者
に
は
少
な
か
ら
ず
違
和
感
が
あ
る
も
の
の
、
ズ
ー
ル
ー

語
で
は
そ
う
な
の
だ
と
言
わ
れ
れ
ば
、
覚
え
ら
れ
な
い
こ
と
は
な
い
。
少
な
く
と
も
イ
ル
カ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
や
ホ
ー
ミ
ー
の
歌
唱
を

マ
ス
タ
ー
す
る
よ
り
は
、
は
る
か
に
容
易
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
お
い
て

も
、
ォ
ノ
マ
ト
ペ
は
言
語
的
で
あ
る
。

生
産
性

私
た
ち
は
聞
い
た
こ
と
の
あ
る
文
ば
か
り
を
、
聞
い
た
と
お
り
に
暗
唱
し
て
発
話
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
日
々
、
新
た
な
発
話
を
次
々
に
作
り
出
し
て
い
る
。
発
話
の
可
能
性
は
無
限
大
で
あ
る
。
言
語
の
こ
の

特
徴
を
、
「生
産
性
」
と
呼
ぶ
。

た
と
え
ば
、
あ
る
人
が
、
「
コ
ロ
ナ
も
落
ち
着
い
た
し
、
せ
っ
か
く
の
読
書

の
秋
だ
か
ら
、
国
一呈
中
の
本

質
』
を
持

っ
て
川
沿
い
の
カ
フ
ェ
に
で
も
行
こ
う
か
な
」
と
発
話
し
た
と
す
る
。
お
そ
ら
く
こ
れ
は
、
こ
れ

ま
で
誰
も
発
し
た
こ
と
が
な
い
し
、
聞
い
た
こ
と
も
な
い
発
話
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
何
の
違
和
感

も
な
く
、
理
解
も
容
易
で
あ
る
。

同
じ
こ
と
は
、
文
だ
け
で
な
く
単
語
の
レ
ベ
ル
に
つ
い
て
も
言
え
る
。
私
た
ち
は
、
す
で
に
知

っ
て
い
る

単
語
や
単
語
形
成
の
規
則
を
も
と
に
、
新
た
な
表
現
を
生
み
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
げ
ｏ
ｏ
Ｆ
の

複
数
形
は
ぴ
８
が
、
ｏ
算
の
複
数
形
は
８
お
と
い
う
パ
タ
ー
ン
に
基
づ
い
て
、
は
じ
め
て
聞
い
た
単
数
名
詞
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８
ュ
鮎
中Ｐ

（
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
の
感
染
対
策
を
し
な
い
愚
か
者
）
か
ら
も

Ｑ
ユ
一０
いｏ
お
と
い
う
複
数
形
を
作
り
出

す
こ
と
が
で
き
る
。
日
本
語
で
も
、
「就
活
」
「婚
活
」
「朝
活
」
「妊
活
」
と
い
っ
た
パ
タ
ー
ン
か
ら
、
新
た

に

「腸
活
」
（腸
を
整
え
る
活
動
）、
「
ヨ
ガ
活
」
曾

ガ
活
動
）、
「読
み
活
」
（読
書
会
）
の
よ
う
な
こ
と
ば
が

日
々
生
み
出
さ
れ
て
い
る
。

日
笛
や
咳
払
い
や
泣
き
声
を
考
え
て
み
よ
う
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、

口
か
ら
発
せ
ら
れ
る
音
で
あ
る
。

し
か
し
、
「
ピ
ー
ピ
ピ
、
ピ
ー
ー
ピ
ー
ー
ー
ピ
ピ
ー
」
な
ど
と
新
た
な
パ
タ
ー
ン
で
音
を
発
す
る
こ
と
は
可

能
だ
と
し
て
も
、
そ
う
し
た
工
夫
に
よ
り
何
種
類
も
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
伝
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
は
考
え

に
く
い
。

口
笛
、
咳
払
い
、
泣
き
声
は
体
系
的
な
組
み
合
わ
せ
の
規
則
が
な
く
、
生
産
的
に
新
た
な
表
現
を

作
り
出
せ
る
よ
う
に
は
で
き
て
い
な
い
。

第
２
章
で
述
べ
た
と
お
り
、
日
本
語
や
韓
国
語
と
い
っ
た
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
発
達
し
た
言
語
で
は
、
そ
の
ア

イ
コ
ン
性
が
き
わ
め
て
体
系
的
で
あ
る
。
語
形
の
ア
イ
コ
ン
性
を
思
い
出
し
て
み
よ
う
。
日
本
語
の
オ
ノ
マ

ト
ペ
の
３０
％
以
上
が
、
「ブ
ラ
ブ
ラ
」
「キ
ラ
キ
ラ
」
フ
ア
ク
テ
ク
」
「ド
キ
ド
キ
」
「
ポ
チ
ポ
チ
」
な
ど
、
重

複
形
に
よ
り
出
来
事
の
反
復
や
継
続
を
表
す
も
の
で
あ

っ
た
。
さ
ら
に
、
と
く
に
く
だ
け
た
会
話
や
漫
画
な

ど
で
は
、
新
た
な
重
複
形
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
作
り
出
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
。
た
と
え
ば
、
柔
ら
か
い
毛
で
覆
わ

れ
た
動
物
を
形
容
す
る

「
モ
フ
モ
フ
」
は
２
０
０
０
年
頃
に
で
き
た
新
語
で
あ
る
。
筆
者
ら
が
漫
画
で
見
つ

け
た

「
コ
シ
ヨ
シ
」
は
甘
え
て
頭
を
擦
り
付
け
る
様
子
を
、
「
ふ
る
ふ
る
」
は
首
を
素
早
く
振
る
様
子
を
表



す
た
め
に
新
た
に
作
ら
れ
た
オ
ノ
マ
ト
ペ
で
あ
る
。
前
者
は

「ゴ
シ
ゴ
シ
」
、
後
者
は

「振
る
」
を
も
と
に

し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
重
複
形
は
非
常
に
生
産
的
な
の
で
あ
る
。

音
の
ア
イ
コ
ン
性
も
考
え
て
み
よ
う
。
日
本
語
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
で
は
、
語
頭
の
清
濁
の
音
象
徴
が
目
立

っ

た
体
系
性
を
見
せ
る
こ
と
を
見
た
。
「
コ
ロ
コ
ロ
」
よ
り

「ゴ

ロ
ゴ
ロ
」
は
重
く
、
「
サ
ラ
サ
一ヱ

よ
り

「ザ

ラ
ザ
ラ
」
は
粗
い
。
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
語
根

（「
コ
こ

「ゴ
こ
）
の
半
数
強
が
こ
の
対
立
を
見
せ
る
。
先
ほ
ど

の

「
コ
シ
コ
シ
」
（弱
め
の
こ
す
り
）
と
い
う
例
も
、
「ゴ
シ
ゴ
シ
」
と
の
対
比
か
ら
作
ら
れ
た
と
す
る
と
、

清
濁
の
音
象
徴
を
う
ま
く
利
用
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、
語
形
の
ア
イ
コ
ン
性
に
つ
い
て
も
音
の
ア
イ
コ
ン
性
に
つ
い
て
も
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
体
系

性
と
生
産
性
は
顕
著
で
あ
る
。
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
言
語
で
あ
る
こ
と
の
強
力
な
根
拠
と
言
え
よ
う
。

興
味
深
い
こ
と
に
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
体
系
性
は
、
言
語
習
得
の
早
い
段
階
か
ら
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。

人
気
ｇ
ｏ饉
↓
口
げ
①
番
組

「ゆ
る
言
語
学
ラ
ジ
オ
」
が
旨
喝
と
こ
夷
憂
ｏ慶
芝
）∽
〓
あ
Ｊ
貞
Ｕ
≧
ヨ
男
∪
∽
と
冠
し

て
子
ど
も
の
お
も
し
ろ
い
間
違
い
を
募
集
し
た
と
こ
ろ
、
「ば
よ

っ
ば
よ
っ

ば
よ

っ
」
と
い
う
こ
と
ば
が

寄
せ
ら
れ
た
。
こ
れ
は
、
あ
る
３
歳
児
が
シ
ョ
ベ
ル
カ
ー
の
様
子
を
表
す
の
に
編
み
出
し
た
オ
ノ
マ
ト
ペ
な

の
だ
と
い
う
。
大
人
で
あ
れ
ば

「
ガ
シ
ャ
ー
ン
」
と
か

「
ウ
ィ
ー
ン
」
な
ど
と
慣
習
的
な
オ
ノ
マ
ト
ペ
で
済

ま
せ
て
し
ま
い
そ
う
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。
注
目
す
べ
き
は
、
こ
の
子
ど
も
が
意
図
し
た
の
が
ク
レ
ー
ン
部
分

で
あ
れ
キ
ャ
タ
ピ
ラ
部
分
で
あ
れ
、

シ
ョ
ベ
ル
カ
ー
の
大
き
な
動
き
や
騒
音
を
表
す
の
に

「バ
ｂａ
」
と
い
う
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音
を
用
い
た
こ
と
で
あ
る
。
第
２
章
で
見
た
と
お
り
、
日
本
語
で
は
濁

っ
た
子
音
ｂ
も
母
音

ａ
も
大
き
な
イ

メ
ー
ジ
と
結
び
つ
く
。
さ
ら
に
、
語
尾
に
促
音
を
つ
け
て
繰
り
返
す
こ
と
も
、
日
本
語
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
で
お

馴
染
み
の
表
現
法
で
あ
る
。
こ
の
子
ど
も
は
、
３
歳
に
し
て
日
本
語
が
持

つ
こ
れ
ら
の
体
系
的
な
ア
イ
コ
ン

性
を
我
が
も
の
と
し
、
巧
み
に
、
大
人
よ
り
も
創
造
的
に
操

っ
て
見
せ
た
の
だ
。

経
済
性
―
―
言
語
に
な
ぜ
経
済
性
が
必
要
か

私
た
ち
は
言
語
に
よ
り
、
お
互
い
の
考
え
を
や
り
と
り
す
る
。
先
ほ
ど
は
こ
れ
を
言
語
の

「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
機
能
」
と
呼
ん
だ
。

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
目
的
と
す
る
た
め
、
私
た
ち
は
言
語
に
で
き
る
限

り
多
く
の
情
報
を
盛
り
込
も
う
と
す
る
。
情
報
が
豊
富
な
発
話
の
ほ
う
が
、
そ
う
で
な
い
発
話
よ
り
も
価
値

が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

そ
の

一
方
で
、
言
語
に
は
、
で
き
る
限
り
形
式
が
単
純
で
あ

っ
た
は
う
が
よ
い
と
い
う
面
も
あ
る
。
あ
ま

り
に
複
雑
な
言
語
は
覚
え
る
の
が
大
変
で
あ
る
し
、　
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
も
向
か
な
い
。
簡
単
に
済
ま

せ
た
い
の
だ
。
言
語
の
こ
の
よ
う
な
特
徴
は
、
し
ば
し
ば

「経
済
性
」
と
呼
ば
れ
る
。
少
量
の
表
現
で
た
く

さ
ん
の
内
容
を
伝
え
た
い
と
い
う
志
向
性
は
、
前
項
の
生
産
性
の
話

へ
と
つ
な
が
る
。

経
済
性
は
言
語
の
さ
ま
ざ
ま
な
側
面
に
現
れ
る
。
そ
の

一
つ
が
多
義
性
で
あ
る
。
ど
の
言
語
に
も
、
複
数

の
関
連
す
る
意
味
を
持
つ
語
が
大
量
に
存
在
す
る
。
た
と
え
ば
、
「さ
が
る
」
と
い
う
日
本
語
の
動
詞
は
、



〈
下
方
向
に
移
動
す
る
〉
と
い
う
意
味
以
外
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
を
持
つ
。
「危
な
い
か
ら
下
が

っ
て
い
て

く
だ
さ
い
」
と
い
う
文
で
は

〈
後
ろ
に
移
動
す
る
〉
の
意
味
、
「無
礼
者
、
下
が
り
な
さ
い
」
と
い
う
文
で

は

〈
偉

い
人
の
眼
前
か
ら
遠
ざ
か
る
〉
の
意
味
、
「物
価
が
下
が
る
」
と
い
う
文
で
は

〈
値
が
小
さ
く
な

る
〉
と
い
う
抽
象
的
な
意
味
を
表
し
て
い
る
。
同
様
に
、
英
語
の

「
ス
ト
ロ
ン
グ

∽嗜
〇
●
性

と
い
う
形
容

詞
も
、
〈
力
が
強
い
〉
と
い
う
意
味
以
外
に
い
ろ
い
ろ
な
意
味
を
持

つ
。
∽嗜
８
∞
ぴ
ｏ
ｏ
汀

，
①【
と
い
え
ば

〈壊

れ
に
く
い
本
棚
〉
を
、

∽嗜
８
”
お
】〓
８
争
ぼ
と
い
え
ば

〈
強
く
結
び
つ
い
た
関
係
〉
を
、

∽嗜
８
”
８
喘ぉ
の

と
い
え
ば

〈
濃
い
コ
ー
ヒ
ー
〉
を
表
す
。

言
語
に
多
義
語
が
多
い
の
に
は
理
由
が
あ
る
。
す
べ
て
の
意
味
に
つ
い
て
異
な
る
形
式
が
存
在
し
て
い
た

ら
ど
う
だ
ろ
う
Ｐ
　
意
味
の
数
だ
け
形
式
を
覚
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
、　
コ
ー
ヒ

ー
の
濃
さ
を
表
す
の
に
、
す
で
に

〈
強
い
〉
と
い
う
意
味
で
用
い
て
い
る
∽嗜
８
∞
と
ぃ
ぅ
形
式
が
使
え
な

い
。
し
た
が

っ
て
、
た
と
え
ば

口
彗
】日

の
よ
う
な
新
し
い
単
語
が
必
要
に
な
る
。

つ
ま
り
、
英
語
話
者
は

新
た
な
別
の
形
式
を
覚
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
り
、
非
常
に
効
率
が
悪
い
。

一
つ
の
形
式
に
複
数
の
関
連
す
る
意
味
が
対
応
し
て
い
れ
ば
、
覚
え
る
形
式
が

一
つ
で
済
む
。
そ
れ
に
加

え
て
、
複
数
の
意
味
に
つ
い
て
も
、
バ
ラ
バ
ラ
で
は
な
く
整
理
し
て
覚
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、

「さ
が
る
」
に
と

っ
て
の

〈
下
方
向
に
移
動
す
る
〉
の
よ
う
に
、
中
心
的
な
意
味
が
ま
ず
あ
り
、
そ
こ
か
ら

の
派
生
と
し
て
残
り
の
意
味
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
「あ
が
る
」
に
も

「物
価
が
上
が
る
」
と
い
う
言
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い
方
が
可
能
で
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
意
味
の
派
生
の
仕
方

に
は
あ
る
程
度
の
パ
タ
ー
ン
が
あ
る
。

意
味
の
派
生
パ
タ
ー
ン
の

一
つ
は
、
第
１
章
で
見
た

「換
喩

（
メ
ト
〓
ヽヽ
―
と

で
あ
る
。
「鍋
を
食
べ

る
」
の
よ
う
に
、
あ
る
概
念

（鍋
）
を
ヒ
ン
ト
に
そ
れ
と
近
い
関
係
に
あ
る
概
念

（鍋
の
中
の
料
理
）
を
表

す
。
「手
を
あ
げ
る
」
と
い
う

一
つ
の
表
現
で

〈
立
候
補
す
る
〉
意
味
や

〈
暴
力
を
振
る
う
〉
意
味
を
表
す

の
も
、
「
ワ
ン
ワ
ン
」
で
イ
ヌ
を
指
す
の
も
換
喩
で
あ
る
。

加
え
て
広
範
に
見
ら
れ
る
派
生
パ
タ
ー
ン
に
、
「隠
喩

（
メ
タ
フ
ァ
ー
と

が
挙
げ
ら
れ
る
。
隠
喩
は
、　
一

般
に
抽
象
的
な
概
念
を
具
体
的
な
概
念
で
捉
え
よ
う
と
す
る
。
本
来
目
に
見
え
な
い
物
価
の
変
動
を
、
空
間

的
な
上
下
方
向
で
捉
え
る
の
は
隠
喩
の
例
で
あ
る
。

意
味
派
生
の
仕
方
に
あ
る
程
度
の
パ
タ
ー
ン
が
あ
る
た
め
、
多
義
語
は
言
語
使
用
者
の
記
憶
に
と

っ
て
好

都
合
な
の
で
あ
る
。
仮
に
峰
『８
∞
に

〈
濃
い
〉
と
い
う
隠
喩
の
意
味
が
あ
る
と
知
ら
な
い
人
で
あ

っ
て
も
、

∽嗜
ｏ
ｂ両
８
ぃぉ
の
と
聞
け
ば
、
〈
強
い
〉
と
い
う
意
味
か
ら

〈
薄
い
コ
ー
ヒ
ー
〉
よ
り
は

〈
濃
い
コ
ー
ヒ
ー
〉

を
表
す
と
察
し
が

つ
く
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
言
語
の
経
済
性
は
、
私
た
ち
が
覚
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

形
式
の
数
を
最
小
限
に
抑
え
て
く
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

前
に
も
見
た
口
笛
、
咳
払
い
、
泣
き
声
は
ど
う
だ
ろ
う
？
　
「
ヒ
ュ
ー
ヽ
」
と
い
う
下
が
り
調
子
の
口
笛

に
、
〈
や
る
じ
ゃ
ん
〉
と
い
う
感
心
の
意
味
が
込
め
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
同
じ
口
笛
で
、
〈
ほ
っ
と
し
た
〉

と
い
う
安
心
が
表
明
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
「
ヒ
ュ
ー
ヽ
」
と
い
う
口
笛
で
、
目



の
前
の
子
ど
も
の
注
意
を
引
く
よ
う
な
場
面
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
い
ず
れ
の
意
味
も
、
「さ

が
る
」
や

∽嗜
８
ｍ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
ば
の
よ
う
に
慣
習
化
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
感
心

と
安
心
と
注
意
喚
起
の
間
に
は
、
ど
れ
か
ら
ど
れ
が
生
じ
た
と
い
う
自
然
な
派
生
関
係
が
見
出
せ
な
い
。
し

た
が

っ
て
、

日
笛
は
言
語
的
な
多
義
性
を
有
し
て
い
る
と
は
考
え
に
く
い
。

咳
払
い
に
つ
い
て
は
、
注
意
を
引
く
以
上
の
機
能
に
分
化
し
て
い
る
よ
う
に
す
ら
思
え
な
い
。
図
書
館
で

電
話
を
か
け
て
い
る
人
に
対
し
て
咳
払
い
を
し
た
ら
、
〈
迷
惑
に
な

っ
て
い
ま
す
よ
〉
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ

を
暗
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
誰
か
が
Ａ
さ
ん
の
悪
口
を
言

っ
て
い
て
、
実
は
近
く
に
Ａ
さ
ん
が
い
た
際
、

咳
払
い
を
す
る
こ
と
で

〈
Ａ
さ
ん
に
聞
か
れ
て
い
ま
す
よ
〉
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
伝
え
ら
れ
そ
う
で
あ
る
。

あ
る
い
は
、
人
混
み
の
中
で
タ
バ
コ
を
吸

っ
て
い
る
人
に
聞
こ
え
る
よ
う
に
咳
払
い
を
す
れ
ば
、
〈
煙
た
い

か
ら
タ
バ
コ
を
吸
う
の
は
や
め
て
く
だ
さ
い
〉
と
い
う
意
図
が
伝
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ

れ
ら
の
解
釈
は
状
況
か
ら
読
み
取
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
咳
払
い
そ
の
も
の
に

〈
迷
惑

に
な

っ
て
い
ま
す

よ
〉
や

〈
煙
た
い
か
ら
タ
バ
コ
を
吸
う
の
は
や
め
て
く
だ
さ
い
〉
と
い
っ
た
具
体
的
な
多
義
が
結
び
つ
い
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
。

泣
き
声
に
つ
い
て
も
、
声
の
大
き
さ
で
悲
し
み
の
強
さ
を
表
し
分
け
る
こ
と
は
で
き
よ
う
が
、
そ
れ
以
上

の
気
持
ち
の
詳
細
ま
で
は
区
別
で
き
そ
う
に
な
い
。
た
と
え
ば
、
い
じ
め
ら
れ
て
泣
い
て
い
る
の
か
、
映
画

を
見
て
泣
い
て
い
る
の
か
、
タ
ン
ス
の
角
に
足
を
ぶ
つ
け
て
泣
い
て
い
る
の
か
、
泣
き
声
だ
け
で
確
実
に
表
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し
分
け
る
の
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
音
真
似
は
ど
う
だ
ろ
う
？
　
第

５
章
で
も
見
る
よ
う
に
、
擬
音
語
は
物
音
や
鳴
き
声
の
忠
実
な

模
倣
を
も
と
に
成
立
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
音
真
似
は
、
先

に
見
た

「意
味
性
」
を
持

つ
と
考
え
る
こ

と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
特
定
の
声
が
特
定
の
物
音
や
鳴
き
声
と
結
び
つ
く
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
の
声
が
結
び
つ
く
の
は
、　
一
つ
の
物
音
な
い
し
鳴
き
声
で
あ
る
。
雀
の
さ
え
ず
り
の
音
真
似
は
、
雀
の
声

を
真
似
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
子
ど
も
の
話
し
声
を
写
す
こ
と
は
な
い
。
こ
の
点
で
音
真
似
は
言
語
的
で
は

な
い
。

続

。
経
済
性
―
―
オ
ノ
マ
ト
ベ
と
経
済
性
原
理

オ
ノ
マ
ト
ペ
に
は
多
義
語
が
豊
富
に
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
「
カ
チ
カ
チ
」
は
、
「
カ
チ
カ
チ
と
氷
を
叩

く
」
と
い
う
よ
う
に
硬

い
も
の
を
叩
く
音
を
写
す
こ
と
が
で
き
る
。　
一
方
で
、
「
こ
の
氷
は
カ
チ
カ
チ
だ
」

と
い
う
文
で
は

〈
叩
い
た
ら
カ
チ
カ
チ
と
い
う
音
が
出
る
く
ら
い
硬
い
〉
と
い
う
触
覚
義
を
、
「社
長
は
頭

が
カ
チ
カ
チ
で
困
る
」
で
は

〈
融
通
が
利
か
な
い
〉
と
い
う
意
味
を
、
さ
ら
に

「受
験
生
は
カ
チ
カ
チ
に
緊

張

し
て
い
る
」
で
は

〈
極
度

に
緊
張
し
て
い
る
〉
と
い
う
意
味
を
表
す
。
興
味
深

い
こ
と
に
、
「
カ
チ
カ

チ
」

の
代
わ
り
に

「硬

い
」
と
い
う
形
容
詞
を
用
い
て
、
「社
長
は
頭
が
硬
い
」
や

「受
験
生
は
緊
張
で
硬

く
な

っ
て
い
る
」
の
よ
う
な
言
い
方
も
可
能
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
「
カ
チ
カ
チ
」
と

「硬
い
」
は
意
味

の
派



生
パ
タ
ー

ン
を

一
部
共
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「硬
い
」
と
同
様
に

「
カ
チ
カ
チ
」
も
ま
た
言

語
で
あ
る
こ
と
の
表
れ
と
言
え
よ
う
。

物
音
を
表
す
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
、
そ
の
音
を
出
し
そ
う
な
触
覚
的
特
徴
を
も
表
す
ケ
ー
ス
は
多
く
、
「ザ
ラ

ザ
ラ
と
い
う
音
」
か
ら

「ザ
ラ
ザ
ラ
し
た
手
触
り
」
、
「
パ
リ
パ
リ
と
い
う
音
」
か
ら

「
パ
リ
パ
リ
し
た
食

感
」
、
「
カ
リ
ッ
と
い
う
音
」
か
ら

「
カ
リ
ッ
と
し
た
歯
応
え
」
、
「
カ
サ
カ
サ
と
い
う
音
」
か
ら

「
カ
サ
カ
サ

し
た
肌
」
の
よ
う
に
、
ほ
ぼ
パ
タ
ー

ン
化
し
て
い
る
。

も
う

一
つ
例
を
見
て
み
よ
う
。
「
ゴ

ロ
ゴ
ロ
」
と
い
う
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
実

に
多
く
の
意
味
を
持

つ
。
真

っ

先
に
思
い
浮
か
ぶ
の
は

「岩
が
ゴ

ロ
ゴ
ロ
と
転
が
る
」
の
よ
う
な
回
転
義
だ
ろ
う
か
。
「雷
が
ゴ

ロ
ゴ
ロ
鳴

る
」
や

「ネ
コ
が
ゴ
ロ
ゴ
ロ
い
う
」

の

「ゴ
ロ
ゴ
ロ
」
は
音
を
写
し
て
い
る
が
、
多
義
と
い
う
よ
り
は
、
た

ま
た
ま
同
じ
音
連
続
で
写
し
た
と
い
う
同
音
異
義
の
関
係
に
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
「ゴ
ロ
ゴ

ロ
し
て
い
な
い
で
働
け
」
と
い
う
と
、
横
に
な
っ
て
怠
け
る
様
子
が
表
さ
れ
る
。
回
転
義
の

「ゴ

ロ
ゴ
ロ
」

か
ら
の
派
生
で
あ
ろ
う
。
「
こ
の
地
域
に
は
い
い
選
手
が
ゴ
ロ
ゴ
ロ
い
る
」
の

「ゴ
ロ
ゴ
ロ
」
は
た
く
さ
ん

い
る
こ
と
を
表
す
。
川
辺
の
石
の
よ
う
に
転
が

っ
て
き
た
結
果
そ
こ
に
あ
る
、
と
い
う
想
像
に
基
づ
い
て
い

る
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
意
味
で
や
は
り
回
転
義
を
も
と
に
し
て
い
る
。
「
コ
ン
タ
ク
ト
で
目
が
ゴ

ロ
ゴ
ロ
す

る
」
と
い
う
表
現
も
、
コ
ン
タ
ク
ト
レ
ン
ズ
が
日
の
表
面
で
あ
た
か
も
回
転
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
不
快
感

を
引
き
起
こ
す
こ
と
を
い
う
。
回
転
義
に
基
づ
く
触
覚
義
と
言
え
よ
う
。
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こ
の
よ
う
に
、
「
カ
チ
カ
チ
」
や

「ゴ
ロ
ゴ

ロ
」
と
い
う
単

一
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
か
ら
、
無
理
な
く
意
味
の

派
生
が
生
じ
、
見
事
な
多
義
性
が
実
現
し
て
い
る
。
こ
の
お
か
げ
で
、
用
い
る
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
数
が
少
な
く

て
済
み
、
経
済
性

へ
と
つ
な
が
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、
「
カ
チ
カ
チ
」
に
つ
い
て
見
た
よ
う
に
、
同
様
の
意

味
派
生
パ
タ
ー
ン
が
他
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
や

一
般
語
に
も
確
認
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
。
こ
の
特
徴
も
ま
た
、
オ

ノ
マ
ト
ペ
は
も
と
よ
り
言
語

一
般
の
経
済
性
に
貢
献
し
て
い
る
。

こ
と
ば
の
意
味
変
化
は
、
し
ば
し
ば
ミ
ス
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
生
む
。
多
義
性
に
パ
タ
ー
ン
が
あ
る

と
は
い
っ
て
も
、
言
語
に
よ
っ
て
、
方
言
に
よ
っ
て
、
世
代
に
よ
っ
て
、
意
味
の
広
が
り
方
に
は
少
な
か
ら

ず
差
異
が
生
じ
る
。　
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
内
に
お
け
る
独
自
の
意
味
の
発
展
に
は
、
メ
ン
バ
ー
同
士
の
絆
を
深
め

る
よ
う
な
側
面
も
あ
る
。

た
と
え
ば
、
若
い
世
代
の
間
で

「や
ば
い
」
が

〈
と
て
も
よ
い
〉
や

〈
と
て
も
お
い
し
い
〉
の
意
味
で
使

わ
れ
だ
し
て
す
で
に
し
ば
ら
く
経
つ
が
、
使
い
慣
れ
て
い
な
い
話
者
に
は
よ
い
意
味
な
の
か
悪
い
意
味
な
の

か
わ
か
ら
ず
、
解
釈
に
当
惑
す
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
翌
日
通
に
か
わ
い
い
」
や

「普
通
に
い
い
ね
」
の
よ
う

な
言
い
方
に
違
和
感
を
抱
く
読
者
も
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
若
者
た
ち
は

「普
通
に
」
を
、
〈
あ
り
う

る
想
定
に
反
し
て
十
分
に

（か
わ
い
い
。
い
い
こ

の
よ
う
な
意
味
で
使

っ
て
い
る
ら
し
い
。

さ
ら
に
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
放
送
文
化
研
究
所
の
２
０
１
９
年
の
ウ

ェ
ブ
記
事
に
は
、
「
カ
レ
ー
が
ほ
ん
と
に
好
き

で
、
な
ん
な
ら
毎
日
食
べ
て
ま
す
」
の
よ
う
な
若
者
こ
と
ば
に
関
す
る
調
査
報
告
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。



「な
ん
な
ら
代
わ
り
に
行
き
ま
し
ょ
う
か
？
」
の
よ
う
な
、
何
か
を
提
案
す
る
と
き
に
使
う

「な
ん
な
ら
」

に
し
か
馴
染
み
の
な
い
読
者
に
は
、
た
だ
の
誤
用
に
思
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
若
者
た
ち
は
、
ど
う
や
ら

〈
さ
ら
に
言
え
ば
〉
や

〈
下
手
を
す
る
と
〉
の
よ
う
な

ニ
ュ
ア
ン
ス
を
意
図
し
て
い
る
ら
し
い
。
彼
ら
の
な

か
に
は
、
伝
統
的
な

「提
案
」
の
意
味
を
知
ら
な
い
人
も
多
い
よ
う
だ
。

こ
の
よ
う
に
、
こ
と
ば
の
意
味
の
派
生
に
は
あ
る
程
度
の
パ
タ
ー
ン
が
存
在
す
る
も
の
の
、
特
定
の
グ
ル

ー
プ
の
遊
び
的
な
使
い
方
が
広
が

っ
て
定
着
し
、
結
果
と
し
て
前
の
世
代
に
は
つ
な
が
り
が
見
え
な
い
ほ
ど

の
隔
た
り
が
生
じ
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
ば
は
、
前
の
世
代
に
と

っ
て
は
、
多
義
語
と
い
う
よ

り
も
同
音
異
義
語
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
時
代
の
変
化
に
伴
う
意
味
の
変
容
は
オ
ノ
マ
ト
ペ
に
も
見
ら
れ
る
。
「
サ
ク
ッ
と
済
ま
せ

る
」
「
サ
ク
サ
ク
仕
事
を
こ
な
す
」
の
よ
う
な
表
現
は
、
す
で
に
若
者
以
外
に
ま
で
浸
透
し
て
い
る
。　
一
方
、

「毛
が
ワ
サ
ワ
サ
し
た
イ
ヌ
」
や

「草
が
ワ
サ
ワ
サ
し
て
き
た
」
と
い
う
表
現
は
比
較
的
新
し
い
よ
う
で
あ

る
。

２０
世
紀
初
頭
に
は
、
「
ワ
サ
ワ
サ
」
は

「
ソ
ワ
ソ
ワ
」
に
似
た
落
ち
着
き
の
な
さ
を
表
し
た
と
い
う
。

そ
れ
が
今
で
は
、
落
ち
着
き
の
な
さ
と
は
ま
る
で
関
係
の
な
い
、
毛
や
草
の
量
を
表
す
こ
と
が
あ
る
ら
し
い
。

多
義
と
い
う
よ
り
も
同
音
異
義
の
例
で
あ
ろ
う
。

言
語
の
十
大
原
則
の
う
ち
、
こ
こ
ま
で
に
述
べ
た
特
徴
は
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
言
語
で
あ
る
と
い
う
見
方
に

懐
疑
的
な
言
語
学
者
で
も
さ
は
ど
問
題
に
し
な
い
だ
ろ
う
。
争
点
は
こ
れ
か
ら
先
の
三
つ
の
特
徴
―
―
離
散
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性
、
恣
意
性
、
二
重
性
―
―

で
あ
る
。
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
こ
れ
ら
の
原
則
を
満
た
さ
な
い
の
で
正
式
な
言
語
で

は
な
い
、
あ
る
い
は
言
語
と
は
認
め
ら
れ
て
も
周
辺
的
存
在
で
あ
る
と
考
え
る
言
語
学
者
が
多
か

っ
た
。
し

か
し
本
当
に
そ
う
だ
ろ
う
か
？

離
散
性

「離
散
性
」
は
、
数
学
か
ら
言
語
学
に
持
ち
込
ま
れ
た
概
念
で
あ
る
。
表
現
の
仕
方
が
、
連
続
的
で
な
い
と

い
う
特
徴
を
い
う
。

い
わ
ば
、
ア
ナ
ロ
グ
で
は
な
く
デ
ジ
タ
ル
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
色
彩
語

の
意
味
を
考
え
て
み
よ
う
。
色
彩
空
間
な
い
し
私
た
ち
の
知
覚

に
お
い
て
は
、
赤
と

オ
レ
ン
ジ
色
と
黄
色
は
連
続
的
な
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
の
関
係

に
あ
る
。
し
か
し
、
言
語

の
世
界
で
は
、
お
お

よ
そ
こ
こ
か
ら
こ
こ
ま
で
は

「
ア
カ
」
、
こ
の
あ
た
り
は

「
オ
レ
ン
ジ
」
、
そ
し
て
こ
こ
ま
で
は

「
キ
」
と
い

う
よ
う
に
境
界
を
作
り
出
し
て
い
る
。
実
際

に
は
赤
寄
り
の
オ
レ
ン
ジ
色
や
、
黄
色
寄
り
の
オ
レ
ン
ジ
色
が

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
私
た
ち
は
通
常
そ
れ
ら
の
色
も

「
オ
レ
ン
ジ
」
と

一
括
り
に
す
る
。
青
と
緑
も
同

様
に
、
物
理
的

。
知
覚
的

に
は
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
の
関
係
に
あ
る
が
、
日
本
語
な
ど
で
は

「
ア
オ
」
と

「
ミ

ド
リ
」
と
し
て
二
つ
に
分
け
る
。
こ
れ
が
言
語
の
離
散
性
で
あ
る

（図
３
１
１
）
。

離
散
性
は
文
法
要
素

に
も
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
英
語
の
可
算
名
詞
と
不
可
算
名
詞
の
違
い
で
あ
る
。

名
詞
の
可
算
性
に
は
不
思
議
な
側
面
が
あ
る
。
豆
は
”
ぎ
Ｂ

あ
・
げ
①
営
∽
と
い
う
よ
う
に
数
え
ら
れ
る
が
、
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よ
く
似
た
形
で
も
米
は
数
え
ら
れ
ず
、

”
■
８

あ
・
ユ
８
∽
と
は
な
ら
な
い
。
英
語
と
い
う
言
語

の
中
で
、
各
名
詞
が
可
算
か
不
可
算
か
に
離
散

的
に
振
り
分
け
ら
れ
て
い
る
。
中
間
的
な
扱
い

は
な
い
の
で
あ
る
。

な
お
、
序
ｑ

や

〓
８

，
と

い

っ
た
名
詞

は

一
般
的
に
は
不
可
算
で
あ
る
が
、
種
類
や
具
体

例
を
指
す
場
合

に
は
ぎ
の
あ

や
ご
お
Ｆ
８

と
数

え
る
こ
と
が
で
き
る
と
高
校
あ
た
り
で
習
う
。

し
か
し
、
こ
れ
は
可
算
と
不
可
算
の
中
間
の
扱

い
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

む
し
ろ
、
序
ｑ

や

ご
コ
多

に
可
算

の
意
味
と

不
可
算
の
意
味
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
異
な
る

概
念
を
指
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

可
算
名
詞
に
つ
い
て
は
、
そ
の
数
え
方

に
も

離
散
性
が
見
ら
れ

る
。
た
と
え
ば
、
単
数
形

グラデーション

に処理

アナログ

白 または 黒

(O orl)

に処理

デジタル
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序
８

と
複
数
形

８
８
の
は
そ
の
名
の
と
お
り
、　
一
つ
な
の
か
二
つ
以
上
な
の
か
の
み
を
区
別
す
る
。　
一
つ

と
二
つ
の
間
に
境
界
を
設
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
複
数
形
は
、
ど
の
く
ら
い
数
が
多
い
の
か
ま
で
は
表
し
分

け
な
い
。
ア
ナ
ロ
グ
で
は
な
く
、
デ
ジ
タ
ル
な
の
で
あ
る
。

現
在
形
と
過
去
形

の
関
係
も
デ
ジ
タ
ル
で
あ
る
。
こ
斜

と
こ
鮮
わ
０
の
間
に
は
中
間
的
な
段
階
は
な
く
、

ど
の
く
ら
い
過
去
の
話
な
の
か
ま
で
は
表
し
分
け
な
い
。
こ
の
よ
う

に
、
言
語
は

一
般
に
離
散
的
な
性
質
を

持

つ
。

一
方
、

口
笛
や
声
で
鳥
の
鳴
き
声
を
真
似
る
場
合
、
そ
の
模
倣

の
仕
方
は
連
続
的

・
ア
ナ
ロ
グ
的
で
あ
る
。

鳴
き
声
の
長
さ
や
繰
り
返
し
の
回
数
を
、
鳥
が
鳴

い
た
と
お
り
に
写
す
。
鳥
が
さ
え
ず
り
を
５
回
繰
り
返
し

た
の
で
あ
れ
ば
、

口
笛
も
連
続
し
て
５
回
繰
り
返
す
。
こ
の
点
は
、
英
語
の
可
算
名
詞
が
単
数
か
複
数
か
し

か
区
別
し
な
い
の
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
声
の
高
さ
も
段
階
的
に
調
整
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
ア
ナ
ロ
グ

的
で
あ
る
。

オ
ノ
マ
ト
ペ
は
離
散
的
か
、

ア
ナ
ロ
グ
的
か
。　
一
般
言
語
に
近

い
の
か
、
日
笛
や
音
真
似
に
近
い
の
か
。

第
２
章
で
は
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
ア
イ
コ
ン
性
に
言
及
し
、
そ
の
ア
ナ
ロ
グ
的
側
面
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
た
。

し
か
し
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
意
味

に
連
動
し
て
声
を
強
め
た
り
弱
め
た
り
、　
一
部
の
音
を
延
ば
し
た
り
、
ジ

ェ

ス
チ
ャ
ー
を
伴
わ
せ
た
り
、
と
い
う
よ
う
な
ア
ナ
ロ
グ
的
側
面
は
、
実
は
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
そ
の
も
の
の
性
質

と
い
う
よ
り
、
私
た
ち
が
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
使
う
と
き
の
特
徴
で
あ
る
。
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
た
し
か
に
、
ア
ナ
ロ



グ
的
な
状
況
描
写
を
誘
い
や
す
い
。
し
か
し
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
語
と
し
て
の
性
質
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

結
論
か
ら
言
え
ば
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
に
は
明
確
な
離
散
性
が
認
め
ら
れ
る
。
ま
ず
は
語
形
か
ら
見
て
い
こ
う
。

語
形
で
も
、
「
コ
ロ
コ
ロ
」
と

「
コ
ロ
ッ
」
「
コ
ロ
ン
」
「
コ
ロ
リ
」
で
区
別
す
る
の
は

一
回
転
か
複
数
回
転

か
で
あ
る
。
可
算
名
詞
の
複
数
形
と
同
様
に
、
「
コ
ロ
コ
ロ
」
と
い
う
重
複
形
は
回
転
が
二
回
以
上
で
あ
る

こ
と
を
表
す
。
し
た
が

っ
て
、
「
コ
ロ
コ
ロ
と
二
回
転
し
た
」
と
も

「
コ
ロ
コ
ロ
と
十
回
転
し
た
」
と
も
言

え
る
。　
一
方
、
「
コ
ロ
ッ
」
「
コ
ロ
ン
」
「
コ
ロ
リ
」
と
い
っ
た
単

一
形
は
、
単
数
形
の
名
詞
と
同
様
、
き

っ

か
り

一
回
を
表
す
。
よ
っ
て
、
「
コ
ロ
ン
と

一
回
転
し
た
」
と
は
言
え
て
も
、
「
コ
ロ
ン
と
二
回
転
し
た
」
や

「
コ
ロ
ン
と
十
回
転
し
た
」
と
は
言
え
な
い
。

ォ
ノ
マ
ト
ペ
が
用
い
る
音
の
対
比
に
も
離
散
性
が
見
ら
れ
る
。
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
意
味
を
対
比
さ
せ
る
た
め

に
、
特
定
の
音
を
対
比
さ
せ
る
。
清
濁
の
音
象
徴
を
考
え
て
み
よ
う
。
語
頭
の
清
濁
は

「
コ
ロ
コ
ロ
」
と

「ゴ
ロ
ゴ
ロ
」
の
よ
う
に
二
択
で
あ
り
、
し
た
が

っ
て
、
表
し
分
け
ら
れ
る
意
味
も

〈
小
さ
い
、
軽
い
、
弱

い
〉
と

〈
大
き
い
、
重
い
、
強
い
〉
な
ど
の
よ
う
に
二
種
類
の
み
で
あ
る
。
「
コ
ロ
コ
ロ
」
と
も

「ゴ

ロ
ゴ

ロ
」
と
も
つ
か
な
い
中
間
的
な
音
で
微
妙
な
意
味
を
表
す
と
い
う
こ
と
は
考
え
に
く
い
。

オ
ノ
マ
ト
ペ
は
そ
れ
以
外
の
こ
と
ば
に
比
べ
れ
ば
、
さ
ま
ざ
ま
に
ア
イ
コ
ン
的
な
特
徴
を
持
つ
。
し
か
し
、

離
散
性
、　
つ
ま
リ
デ
ジ
タ
ル
か
ア
ナ
ロ
グ
か
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
多
く
の
ジ

ェ
ス
チ
ャ
ー
や
口
笛
、
音
真

似
な
ど
よ
り
も
は
る
か
に
離
散
的
で
あ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
も
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
言
語
の
特
徴
を
色
濃
く
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持

っ
て
い
る
と
言
え
る
。

恣
意
性

ホ
ケ
ッ
ト
は
、
言
語

の
形
式
と
意
味

の
間
の
関
係
は
恣
意
的

（必
然
性
が
な
い
）
で
あ
り
、
そ
れ
が
言
語

を
言
語
た
ら
し
め
て
い
る
と
し
た
。
た
し
か
に
こ
と
ば
は

一
般

に
、
そ
の
形
式
と
意
味
の
関
係
に
必
然
性
が

な

い
。
日
本
語
で

「
イ
ヌ
」
と
呼
ぶ
動
物

は
、
英
語
で
は

「
ド

ッ
グ

Ｏ
ｏ
」
、　
フ
ラ
ン
ス
語
で
は

「
シ
ヤ
ン

の
口
一の
こ
、
中
国
語
で
は

「狗

∞
ｇ
」
と
、
ま

っ
た
く
違
う
音
形
で
呼
ば
れ
て
い
る
。
日
本
語
の

「食

べ
る
」

に
相
当
す
る
動
詞
も
、
英
語
で
は

「
イ
ー
ト
Ω
主
、

フ
ラ
ン
ス
語
で
は

「
マ
ン
ジ

ェ
Ｂ
営
零
」
、
中
国
語

で
は

「吃

多
己

と
や
は
り
音
形
が
バ
ラ
バ
ラ
で
あ
る
。

言
語
記
号
の

「恣
意
性
」
は
、
二
〇
世
紀
は
じ
め
に
現
代
言
語
学
の
父

フ
ェ
ル
デ

ィ
ナ
ン
・
ド

・
ソ
シ
ュ

ー
ル
が
指
摘
し
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
考
え
は
、
以
降
百
年
間
の
言
語
学
に
お
い
て
言
語
を
考

え
る
上
で
の
大
原
則
と
し
て
君
臨
し
続
け
、

ホ
ケ
ッ
ト
も
そ
れ
を
引
き
継

い
だ
。

恣
意
性
の
原
則
の
例
外
と
し
て
、
決
ま

っ
て
出
さ
れ
る
の
が
オ
ノ
マ
ト
ペ
で
あ
る
。
イ
ヌ
の
鳴
き
声
は
、

日
本
語

で
は

「
ワ

ン
ワ

ン
」
、
英
語

で
は

「
バ
ウ

ワ
ウ
ｇ
ヨ
δ
ヨ
」
、

フ
ラ

ン
ス
語

で
は

「
ワ

フ
ワ
フ

８
郎
壼
邑
、
中
国
語

で
は

「江
江

■
留
嘔
ふ
品
」
、
さ
ら
に
韓
国
語
で
は

「
モ
ン
モ
ン
３
８
電
ｐ８
性
、
チ

ェ
コ
語
で
は

「
ハ
フ
ハ
フ
Ｆ
』
”鳳
」
、

ベ
ト
ナ
ム
語
で
は

「
ガ
ウ
ガ
ウ
”
言
短
Ｌ

と
ょ
く
似
て
い
る
。
鳴
き



真
似
と
同
様
、
繰
り
返
し
の
語
形
は
も
ち
ろ
ん
、
使
わ
れ
て
い
る
音
に
も
共
通
性
が
あ
る
。
子
音
と
し
て
は

ｗ
、
ｂ
、　
ｍ
、
ｆ
な
ど
の
唇
が
関
わ
る
も
の

（唇
音
）
が
多
く
、
母
音
と
し
て
は
口
を
大
き
め
に
開
く

「
ア
」
や
二
重
母
音
の

「
ア
ウ
」
が
多
く
使
わ
れ
て
い
る
。
言
語
間
に
こ
の
よ
う
な
類
似
性
が
認
め
ら
れ
る

の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
ア
イ
コ
ン
的
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
ア
イ
コ
ン
性
と
い
う
理
由
を

持

っ
て
音
形
が
作
ら
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
系
統
的
に
非
常
に
離
れ
た
言
語
の
間
で
も
似
通

っ
て
く
る
の
だ
。

こ
の
よ
う
に
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
、

ソ
シ
ュ
ー
ル
や
ホ
ケ
ッ
ト
と
い
う
近
代
言
語
学
で
神
の
よ
う
な
存
在
と
目

さ
れ
る
大
御
所
の
主
張
し
た
言
語
の
恣
意
性
と
い
う
大
前
提
に
反
す
る
た
め
、
言
語
学
の
中
で
は
、
言
語
に

お
い
て
取
る
に
足
り
な
い
周
辺
的
存
在
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
本
書
は
ま
さ
に
、
こ
の
大
原
則

を
覆
す
挑
戦
だ
と
言

っ
て
も
よ
い
。

ォ
ノ
マ
ト
ペ
は
言
語
の
恣
意
性
に
反
す
る
特
徴
を
持

つ
た
め
に
言
語
的
で
な
い
、
あ
る
い
は
真
面
目
に
考

慮
す
る
に
値
し
な
い
と
す
る
立
場
に
は
、
以
下
の
観
点
か
ら
反
論
が
可
能
で
あ
る
。

ま
ず
、
第
２
章
で
議
論
し
た
よ
う
に
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
言
語
に
よ
っ
て
異
な
る
。
日
本
語
で
は

「
ワ
ン
フ

ン
」
な
の
に
韓
国
語
で
は

「
モ
ン
モ
ン
」
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
先
ほ
ど
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
言
語
間
に
は
類
似
性

が
認
め
ら
れ
る
と
言

っ
た
が
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
ア
イ
コ
ン
性
に
は
恣
意
性
も
認
め
ら
れ
る
の
だ
。

こ
の
よ
う
に
、
「
ア
イ
コ
ン
的
で
あ
る
」
こ
と
は

「恣
意
的
で
な
い
」
と
い
う
結
論
を
導
く
も
の
で
は
な

い
。
オ
ノ
マ
ト
ペ
、
と
く
に
擬
音
語
は
言
語
間
で
し
ば
し
ば
似
て
い
る
。
し
か
し
、
共
鳴
音
や
鼻
音
な
ど
と
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い
う
抽
象
的
な
レ
ベ
ル
に
お
い
て
似
て
い
る
だ
け
で
あ

っ
て
、
全
音
声
言
語
で
ま

っ
た
く
同
じ
音
形
を
持

つ

わ
け
で
は
な
い
。
言
語

に
よ

っ
て
持

っ
て
い
る
音
が
異
な
る
の
が

一
つ
の
理
由
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
チ

ェ

コ
語

の

「
ハ
フ
ハ
フ
」

に
使
わ
れ
て
い
る
ｆ
と
い
う
子
音
は
日
本
語
に
は
な
い
。
な
い
か
ら
使
え
な
い
。

一
方
、
英
語
の

「
バ
ウ
ワ
ウ
」
に
つ
い
て
は
、
ｂ
や

ｗ
と
い
う
子
音
も

ａｏ
と
い
う
母
音
も
、
近
い
音
が
日

本
語

に
存
在
す
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
語
で
は

「
バ
ウ
ワ
ウ
」
で
は
な
く

「
ワ
ン
フ
ン
」
と
写

す
。
日
本
と
英
語
圏
で
は
身
近
な
イ
ヌ
の
種
類
が
違
う
か
ら
鳴
き
声
も
違
う
、
と
い
う
理
由
は
あ
る
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
以
上
に
、
「
ワ
ン
ワ
ン
」
や

「
バ
ウ
ワ
ウ
」
が
こ
と
ば
で
あ

っ
て
、
音
選
び
に
完

全
な
必
然
性
が
な
い
た
め
に
言
語
間
で
音
選
び
が
異
な
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
実
際
、
万
国
共
通
の

オ
ノ
マ
ト
ペ
は
た
だ
の

一
つ
も
存
在
し
な
い
。

す
な
わ
ち
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
ア
イ
コ
ン
的
で
あ
り
な
が
ら
も
、
恣
意
性
と
呼
べ
る
特
徴
も
持

っ
て
い
る
わ

け
で
あ
る
。
こ
の
点

に
つ
い
て
は
、
第

５
章
で
さ
ら
に
議
論
を
深
め
て
い
く
。

二
重
性

言
語
の
大
原
則
の
最
後
は
、
「
パ
タ
ー

ン
の
二
重
性
」
と
呼
ば
れ
る
特
徴
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
音
声
言
語

を
構
成
す
る
音
の

一
つ
一
つ
は
意
味
を
持
た
な
い
が
、
そ
の
連
な
り
は
単
語
や
単
語
の
部
品
と
し
て
意
味
を

持

つ
と
い
う
特
徴
を
指
す
。



た
と
え
ば
、
「
ノ
ラ
イ
ヌ
」
と
い
う
単
語
を
考
え
て
み
よ
う
。
こ
の
語
は
、　
ｎ
、　
ｏ
、　
ｒ
、　
ａ
、
１
、　
ｎ
、

ｕ
と
い
う
七
音
か
ら
な
る
。　
ｎ
や

ｏ
や

ｒ
と
い
っ
た
音
そ
れ
ぞ
れ
に
は
と
く
に
何
か
意
味
が
あ
る
わ
け
で
は

な
い
。　
一
方
、
●
ｏ
田

お
よ
び
ヨ
」
と
い
う
音
連
続
は
、
そ
れ
ぞ
れ

〈
野
〉
と

〈
イ
ヌ
〉
と
い
う
意
味
と
結

び
つ
く
。

つ
ま
り
、

８
『Ｌ
〓

と
い
う
音
形
に
は
、
純
粋
に
音
と
し
て
の
面
と
、
意
味
を
持

つ
こ
と
ば
の
構

成
要
素
と
し
て
の
面
が
見
出
せ
る
、
と
い
う
ア
イ
デ
ア
で
あ
る
。
な
お
、
二
重
性
は
、
経
済
性
の
提
唱
者
と

し
て
挙
げ
た
マ
ル
テ
ィ
ネ
に
よ
る

「
二
重
分
節

Ｏ
ｏ
ｃ
げ
お
鶴
●
８
】二
ｏ
こ

と
い
う
用
語
で
も
よ
く
知
ら
れ
て

い
る
。

こ
の
考
え
方
自
体
は
わ
か
り
に
く
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
二
重
性
を
持

つ
か
否
か
は
比
較

的
考
え
や
す
い
。
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
音
形
に
は
ア
イ
コ
ン
性
が
認
め
ら
れ
る
。

「
ワ
ン
フ
ン
」
に
は
Ｗ
、　
ａ
、　
ｎ
と
い
う
音
が
使
わ
れ
る
理
由
が
あ
る
。

つ
ま
り
、
構
成
音
に
意
味
が
あ
る
。

中
型
犬
や
大
型
犬
は
大
き
な
声
で
吠
え
る
か
ら

ｗ
や

ａ
で
写
す
の
で
あ

っ
て
、
ま
た
、
そ
の
声
は
よ
く
響
く

か
ら

ｎ
で
終
わ
る
の
で
あ
る
。
「
ふ
わ
ふ
わ
」
と
い
う
擬
態
語
の
音
選
び
に
も
、
擬
音
語
ほ
ど
明
確
で
は
な

い
ま
で
も
、
第
２
章
で
見
た
よ
う
に
、
ア
イ
コ
ン
的
な
理
由
が
あ
る
。
雲
や
綿
が
軽
く
て
美
し
い
こ
と
を
ｈ

で
表
し
、
柔
ら
か
い
こ
と
を

ｗ
で
表
す
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
ア
イ
コ
ン
的
特
徴
は
、
「音
そ
の
も
の
に
は

意
味
が
な
い
」
と
い
う
二
重
性
に
反
す
る
特
徴
で
あ
る
。

な
お
、
口
笛
、
咳
払
い
、
泣
き
声
、
音
真
似
に
つ
い
て
は
、
そ
の
音
を
用
い
る
明
確
な
理
由
が
あ
る
点
で
、



第 3章  オノマトペは言語か

オ
ノ
マ
ト
ペ
と
似
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
高
め
の
口
笛
は
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
気
持
ち
な
ど
の
表
れ
で
あ
る
。
そ

の

一
方
で
、
「音
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
単
語
や
単
語
の
部
品
と
し
て
意
味
を
持

つ
」
と
い
う
、
「
ノ
ラ
イ

ヌ
」
や

「
ヮ
ン
フ
ン
」
「
ふ
わ
ふ
わ
」
に
は
存
在
し
た
性
質
は
欠
け
て
い
る
。
感
心
な
ど
を
表
す
口
笛
や
、

咳
払
い
、
泣
き
声
、
音
真
似
な
ど
に
は
、
そ
も
そ
も
部
品
と
そ
の
足
し
合
わ
せ
と
い
う
構
造
が
な
い
。
し
た

が

っ
て
、
二
重
性
と
い
う
性
質
か
ら
は
大
き
く
外
れ
た
存
在
と
言
え
る
。
こ
の
点
で
も
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
口

笛
、
咳
払
い
、
泣
き
声
、
音
真
似
な
ど
と

一
線
を
画
し
、
言
語
の
側
に
与
す
る
の
で
あ
る
。

二
重
性
は
書
記
体
系

に
つ
い
て
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
今
度
は

「や
ま
」
と
い
う
平
仮
名
を
考
え
て
み
よ

う
。
「や
ま
」
全
体
は

〈
山
〉
と
い
う
意
味
と
結
び
つ
き
、
語
を
な
す
。　
一
方
、
「や
」
や

「ま
」
と
い
う
文

字
の

一
つ
一
つ
に
は
意
味
ら
し
き
も
の
は
認
め
ら
れ
な
い
。
無
意
味
な
部
品
か
ら
有
意
味
な
全
体
が
作
ら
れ

る
と
い
う
の
は
、
音
声
に
つ
い
て
見
た
二
重
性
と
同
様
で
あ
る
。

興
味
深
い
こ
と
に
、
文
字
の
中
に
も
二
重
性
に
違
反
す
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
。
意
味
を
表
す
文

字
、
い
わ
ゆ
る

「表
意
文
字
〓
８
”
曽
Ｌ

で
あ
る
。
古
代

エ
ジ
プ
ト
の
象
形
文
字

（
ヒ
エ
ロ
グ
リ
乙

だ
け

で
な
く
、
私
た
ち
に
も
馴
染
み
の
あ
る
漢
字
に
も
表
意
性
が
認
め
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
「山
」
と
い
う
漢

字
が
山
の
形
を
模
し
て
い
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
「傘
」
と
い
う
漢
字
も
傘
の
形
を
模
し
た
表
意

文
字
で
あ
る
。

先
ほ
ど
、
音
声
言
語
に
お
け
る
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
構
成
音
の

一
つ
一
つ
に
意
味
が
宿
る
点
で
、
二
重
性
の
例



外
と
な
り
う
る
と
述
べ
た
。
表
意
文
字
も
ま
た
、
構
成
要
素
が
特
定
の
概
念
と
結
び
つ
い
て
い
る
点
で
二
重

性
の
例
外
と
な
り
う
る
。
こ
の
共
通
性
は
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
が

「表
意
音

〓
８
も

，
８
こ

と
呼
ば
れ
る
こ
と
と

も
矛
盾
し
な
い
。

ま
と
め

本
章
で
は
、
広
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
言
語
の
十
大
原
則
―
―

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
機
能
、
意
味
性
、
超

越
性
、
継
承
性
、
習
得
可
能
性
、
生
産
性
、
経
済
性
、
離
散
性
、
恣
意
性
、
二
重
性
―
―
を
オ
ノ
マ
ト
ペ
が

満
た
し
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
観
点
か
ら
、
「
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
言
語
か
」
と
い
う
問
い
を
考
え
た
。

本
章
で
の
考
察
を
ま
と
め
る
と
表
３
１
１
の
よ
う
に
な
る
。
オ
ノ
マ
ト
ペ
と

一
般
語
だ
け
で
な
く
、
明
ら

か
に
言
語
で
は
な
い
、
日
笛
、
咳
払
い
、
音
真
似
、
泣
き
声
な
ど
の
非
言
語
音
と
比
較
し
て
考
察
し
た
。
日

笛
と
咳
払
い
に
つ
い
て
は
、
通
常
は
個
人
的
な
活
動
で
あ
る
も
の
の
、
特
定
の
場
面
に
お
い
て
は
感
心
や
警

告
を
示
す
と
い
う
明
確
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
機
能
を
持

っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、　
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
機
能
、
意
味
性
、
咳
払
い
に
つ
い
て
は
継
承
性
に
も

「
×
」
と

「○
」
の
両
方
を
並
べ
て
あ
る
。
オ
ノ
マ

ト
ペ
は
、
ア
イ
コ
ン
性
と
恣
意
性
を
体
系
的
に
兼
ね
備
え
て
い
る
た
め
、
恣
意
性
と
二
重
性
に

「
△
」
を
添

え
て
い
る
。
な
お
、
明
確
な
結
論
が
得
に
く
い
た
め
に
考
察
対
象
か
ら
外
し
た
点
に
つ
い
て
は
、
空
欄
と
な

っ
て
い
る
。
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表 3-1 -般 語、オノマ トベ、非言語音の言語性

表
３

１
１
を
見
れ
ば
、

日
笛
、
音
真
似
な
ど
と
比

較
し
て
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
明
ら
か
に
多
く
の
言
語
的

特
徴
を
満
た
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
２
０
０
０
年
代

以
降

に
は
、
言
語
学
の
中
で
、
そ
も
そ
も
言
語
は
恣

意
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
ソ
シ
ュ
ー
ル
・

ホ
ケ
ッ
ト
の
考
え
に
反
対
す
る
考
え
が
次

々
に
表
明

さ
れ
て
き
て
お
り
、
言
語
が
身
体

に
つ
な
が

っ
て
い

る
こ
と
を
示
す
実
証
デ
ー
タ
が
蓄
積
さ
れ
る
よ
う
に

な

っ
た
。

つ
ま
り
、
言
語
の
恣
意
性
と
い
う
ゴ
ー
ル

ド

ス
タ
ン
ダ
ー
ド
自
体
が
揺
ら
ぎ
、
雪
呈
ｍ
は
身
体

的
で
あ
る
」
と
い
う
理
論
が
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
る

よ
う
に
な

っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

数
多
く
存
在
す
る
実
証
デ
ー
タ
の
中
で
、
と
く
に

こ
の
こ
と
を
端
的
に
示
し
た
の
が
、
子
ど
も
の
言
語

習
得

に
お
け
る
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
役
割
を
明
ら
か
に
し

た

一
連

の
研
究
と
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
脳
内
処
理
に
関

一般語 オノマ トベ 口笛 咳払い 音真似 泣き声

コミュニケー

ション機能
○ ○ X/○ X/○

意味性 ○ ○ X/○ X/○

日越性 ○ ○

継承性 ○ ○ ○ ×/○

習得可能性 ○ ○

生産性 ○ ○

怪済性 ○ ○

雛散性 ○ ○

恣意性 ○ △

二重性 ○ △



す
る
研
究
で
、
ど
ち
ら
も
筆
者

（今
井
）
が

一
翼
を
担

っ
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
研
究
は
、
次
章
の
第
４
章
で

紹
介
す
る
。

言
語
は
身
体
と
つ
な
が

っ
て
い
る
と
い
う
考
え
に
と

っ
て
、
言
語
的
な
特
徴
を
多
く
持
ち
な
が
ら
、
言
語

で
な
い
要
素
も
あ
わ
せ
も
つ
と
い
う
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
性
質
は
う
ま
く
合
致
す
る
。
言
語
の
身
体
性
を
ど
こ
ま

で
も
強
調
し
て
い
く
と
、
雪
呈
中
の
す
べ
て
が
身
体
に
つ
な
が

っ
て
い
る
の
か
」
と
い
う
問
い
に
行
き
着
き

そ
う
だ
。
た
だ

「
は
じ
め
に
」
で
は
っ
き
り
述
べ
た
よ
う
に
、
言
語
は
あ
く
ま
で
も
極
度
に
抽
象
的
な
記
号

の
体
系
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
す
る
と
、
身
体
と
、
言
語
と
い
う
抽
象
的
な
記
号
の
体
系
の

間
を
、
何
か
で
埋
め
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。

本
書
の
冒
頭
で
投
げ
か
け
た
問
い
を
思
い
出
し
て
は
し
い
。
発
生
当
初
か
ら
言
語
は
こ
の
よ
う
に
、
抽
象

的
で
複
雑
で
巨
大
な
シ
ス
テ
ム
だ

っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
子
ど
も
も
当
初
か
ら
巨
大
な
シ
ス
テ
ム
を
持

っ

て
い
る
は
ず
が
な
い
。
子
ど
も
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
ば
を
最
初
に
覚
え
る
の
か
、
ど
の
よ
う
に
言
語
が
記
号

の
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
、
ど
の
よ
う
に
こ
の
よ
う
な
抽
象
的
な
意
味
を
持

っ
た
巨
大
な
シ
ス
テ

ム
を
習
得
し
、
自
分
の
身
体
の

一
部
に
し
て
い
く
の
か
と
い
う
問
い
で
あ
る
。

こ
の
問
題
を
考
え
る
上
で
、
言
語
の
特
徴
を
持
ち
な
が
ら
身
体
に
つ
な
が
り
、
恣
意
的
で
あ
り
な
が
ら
も

ア
イ
コ
ン
性
を
持
ち
、
離
散
的
な
性
質
を
持
ち
な
が
ら
も
連
続
性
を
持

つ
と
い
う
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
特
徴
は
、

ミ
ッ
シ
ン
グ
リ
ン
ク
を
埋
め
る
有
望
な
ピ
ー
ス
と
な
る
。
言
語
の
進
化
に
お
い
て
も
、
今
を
生
き
る
子
ど
も



第 3章 オノマトペは言語か

図3-2 身体と一般言語をつなぐオノマ トベ

の
言
語
の
習
得
に
お
い
て
も
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
、

言
語
が
身
体
か
ら
発
し
な
が
ら
身
体
を
離
れ
た

抽
象
的
な
記
号
の
体
系

へ
と
進
化

ｏ
成
長
す
る

つ
な
ぎ
の
役
割
を
果
た
す
の
で
は
な
い
か

（図

３
１
２
）。

実
際
、
筆
者

（今
井
）
が
２
～
３
歳
の
子
ど

も
と
そ
の
親
と
の
や
り
と
り
を
観
察
し
た
研
究

で
は
、
親
は
そ
の
場
に
あ
る
も
の
よ
り
も
、
な

い
も
の
を
言
い
表
す
際
に
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
や
ジ

ェ
ス
チ
ャ
ー
を
多
く
用
い
た
。
オ
ノ
マ
ト
ペ
と

あ
る
種
の
ジ

ェ
ス
チ
ャ
ー
は
、
と
も
に
ア
イ
コ

ン
的
な
記
号
で
あ
る
。
親
の
こ
う
し
た
行
動
は
、

対
象
と
の
類
似
性
を
頼
り
に
、
子
ど
も
を
イ

マ
ｏ
コ
コ
を
超
え
た
世
界

へ
と
誘
う
の
だ
。

次
章
以
降
で
は
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
い
か
に
し

て
言
語
習
得

・
言
語
進
化
を
促
す
の
か
、
そ
し

オノマトベ    ー般言語ジェスチャー

呂

低

低

身体性 一―→   低

アイコン性
一

   低

抽象性 ――→   高

恣意性 ――→   高



て
促
さ
れ
た
言
語
習
得

。
進
化
は
ど
の
よ
う
に
展
開
し
て
い
く
の
か
を
考
え
て
い
く
。
言
語
習
得
と
い
う
山

登
り
で
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
有
効
な
手
助
け
と
な
る
の
は
、
比
較
的
早
い
登
り
口
で
の
段
階
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

オ
ノ
マ
ト
ペ
の
み
で
は
言
語
は
習
得
で
き
な
い
し
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
さ
え
あ
れ
ば
そ
こ
か
ら
自
動
的
に
抽
象
的

な
人
間
言
語
が
湧
き
上
が
る
と
い
う
も
の
で
も
な
い
。

そ
こ
か
ら
先
の
ル
ー
ト
を
進
ん
で
い
く
に
は
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
離
れ
、
恣
意
性
な
言
語
体
系
と
い
う
高
い

岩
壁
を
越
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
を
可
能
に
す
る
の
は
何
か
？
　
ヒ
ト
と
い
う
種
の
持

つ
ど
う
い
う

能
力
な
の
だ
ろ
う
か
？
　
こ
の
問
い
に
答
え
る
こ
と
で
、
私
た
ち
は
言
語
を
用
い
る
人
間
に
特
徴
的
な
思
考

の
本
質
に
行
き
着
く
こ
と
に
な
る
。

第
４
章
で
は
、
ま
ず
子
ど
も
が
抽
象
的
な
記
号
の
体
系
で
あ
る
言
語
を
習
得
す
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な

の
か
、
そ
の
過
程
に
お
い
て
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
う
る
の
か
を
考
え
て
い
く
。



第
重
早
　
子
ど
も
の
言
語
習
得
１
１
１
オ
ノ
マ
ト
ペ
篇

第
３
章
ま
で
は
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
性
質
、
と
く
に
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
ど
の
く
ら
い
言
語
の
特
徴
を
持

っ
て
い
る

の
か
を
考
察
し
て
き
た
。
本
章
か
ら
は
い
よ
い
よ
言
語
の
習
得
と
進
化

の
問
題
と
い
う
、
本
書
の
本
丸
に
向

け
て
山
の
中
腹
を
踏
み
し
め
て
い
く
。
本
章
で
は
、
子
ど
も
た
ち
が
言
語
を
習
得
す
る
過
程
で
オ
ノ
マ
ト
ペ

が
ど
の
よ
う
な
働
き
を
す
る
の
か
を
考
え
る
。

し
―
ん
　
も
こ
　
も
こ
も
こ
　
に
ょ
き
　
も
こ
も
こ
も
こ
　
に
ょ
き

に
ょ
き
…
…

詩
人
の
谷
川
俊
太
郎
と
画
家
の
元
永
定
正
の
コ

も
こ
も
こ
』
に
登
場
す
る
フ
レ
ー
ズ
で
あ
る
。

ぺ
。
そ
こ
か
ら

「も
こ
」
と

一
言
。
地
面
が
ち
ょ

ン
ビ
に
よ
る
、
超

ロ
ン
グ

・
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
絵
本

『も
こ

「
し
―
ん
」
と
い
う
、
音
の
な
い
静
寂
を
表
す
オ
ノ
マ
ト

っ
と
だ
け
盛
り
上
が
る
。
ペ
ー
ジ
を
め
く
る
と
盛
り
上
が



り
が
何
倍
に
も
な

っ
て
、
「も
こ
も
こ
」
と
。
次
に

「
に
ょ
き
」
と
、
小
さ
い
モ
ノ
が
顔
を
出
す
。
盛
り
上

が
り
は
さ
ら
に
巨
大
に
な
り
、
「も
こ
も
こ
も
こ
」
と
。
に
ょ
き

っ
と
伸
び
た
モ
ノ
は
食
べ
ら
れ
て
し
ま
う

が
、
「
つ
ん
」
と
盛
り
上
が
り
の
頭
部
か
ら
ま
た
出
て
く
る
。
最
後
は
再
び

「
し
―
ん
」
と
な
る
。

音
の
リ
ズ
ム
に
、
鮮
や
か
な
色
と
単
純
で
力
強
い
フ
ォ
ル
ム
。
ス
ト
ー
リ
ー
は
あ
る
と
も
な
い
と
も
言
え

る
。
赤
ち
ゃ
ん
は
、
そ
し
て
幼
児
は
、
こ
の
物
語
を
ど
の
よ
う
に
受
け
取
る
の
だ
ろ
う
。

子
ど
も
の
絵
本
は
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
に
あ
ふ
れ
て
い
る
。
子
ど
も
は
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
大
好
き
だ
。
子
ど
も
を

育
て
た
こ
と
が
あ
る
人
、
子
ど
も
が
身
近
に
い
る
人
は
、
彼
ら
が
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
口
ず
さ
む
姿
を
思
い
出
す

か
も
し
れ
な
い
。
子
ど
も
は
な
ぜ
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
好
き
な
の
だ
ろ
う
Ｐ
　
オ
ノ
マ
ト
ペ
に
は
子
ど
も
の
こ
と

ば
の
発
達
に
、
何
か
よ
い
効
果
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
Ｐ

子
ど
も
が
小
さ
い
ほ
ど
オ
ノ
マ
ト
ベ
を
多
用
す
る

大
人
は
子
ど
も
に
話
す
と
き
に
は
本
当
に
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
多
用
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
Ｐ
　
ま
ず
、
こ
の

素
朴
な
疑
間
の
真
相
を
確
か
め
る
た
め
に
実
験
を
行

っ
て
み
た
。
ソ
ー
セ
ー
ジ
に
フ
ォ
ー
ク
を
突
き
刺
す
、

紙
を
丸
め
る
、　
ハ
サ
ミ
で
紙
を
切
る
、
浮
き
輪
で
水
に
浮
く
、
な
ど
日
常
的
な
動
作
の
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
を

・２
種
類
用
意
し
た
。

そ
れ
ぞ
れ
の
動
作
は
動
詞
を
使

っ
て
表
現
す
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
「ブ
ス
ッ
」
「
ク
シ
ャ
ッ
」
「
チ
ョ
キ
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表 4-1 大人への発話 vsこ どもへの発話の

比較実験に用いたアニメーション

動作 オノマ トベの語根

1 紙を丸める ク シ ャ

擬
音
語

2 ソーセージにフォークを刺す プ ス

のこざりで板を切る ギ コ

4 手を叩く くチ

5 ハサ ミで紙を切る チ ョキ

6 腕を回す ブ ン

7 雑巾で床を拭 く ゴ シ

擬
態
語

ごみを放 り投げる ポ イ

浮き輪で水に浮く プ ヵ

ご飯をこぼす ポ ロ

床に寝転がる ゴ ロ

*.x->-> <

塁
図4-1 アニメ「ソーセージにフォークを刺す」



チ
ョ
キ
」
「プ
カ
プ
カ
」
な
ど
と
オ
ノ
マ
ト
ペ
で
表
現
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

１９
組
の
親
子
ペ
ア
に
調
査
に

参
加
し
て
も
ら
い
、
そ
の
う
ち
１０
組
は
子
ど
も
が
２
歳
、
９
組
は
３
歳
だ
っ
た
。
保
護
者
は
、

１２
種
類
す
べ

て
の
ア
ニ
メ

（表
４
１
１
、
図
４
１
１
）
を
見
な
が
ら
、
自
分
の
子
ど
も
に
向
か

っ
て
ア
ニ
メ
の
中
身
を
話

し
て
も
ら

っ
た
。
そ
の
後
、
保
護
者
は
、
実
験
者

（大
人
）
に
対
し
て
同
じ
１２
種
類
の
ア
ニ
メ
に
つ
い
て
話

を
し
た
。

す
る
と
親
た
ち
は
、
大
人
に
話
す
と
き
よ
り
も
子
ど
も
に
話
す
と
き
の
ほ
う
が
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
頻
繁
に

使
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
し
か
も
、
子
ど
も
が
小
さ
い
は
ど
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
頻
度
が
高
い
こ
と
が
実
験
か

ら
わ
か
っ
た
の
で
あ
る

（図
４
１
２
）。

こ
の
実
験
で
は
、
子
ど
も
の
年
齢
に
よ
っ
て
、
親
が
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
使
い
方
を
変
え
て
い
る
こ
と
も
わ
か

っ
た
。

ォ
ノ
マ
ト
ペ
が
そ
れ
ぞ
れ
の
発
話
で
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
た
か
を
探
る
た
め
、
親
が
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
ど

の
品
詞
で
使

っ
て
い
た
か
を
分
類
し
た
。
子
ど
も
に
向
け
た
発
話
と
大
人
に
向
け
た
発
話
で
オ
ノ
マ
ト
ペ
の

使
わ
れ
方
に
違
い
が
あ
る
か
を
見
て
み
る
と
、
間
投
詞
的
な
使
い
方
と
副
詞
的
な
使
い
方
に
大
別
す
る
こ
と

が
で
き
た
。
間
投
詞
と
い
う
の
は
、
文
の
中
で
文
法
的
な
役
割
を
担
う
の
で
は
な
く
、
「あ
―

っ
」
や

「
ど

っ
こ
い
し
ょ
」
な
ど
の
よ
う
に
、
日
を
つ
い
て
出
る
こ
と
ば
で
あ
る
。
感
情
や
態
度
が
思
わ
ず
声
と
し
て
出

て
し
ま
う
感
じ
で
発
話
さ
れ
る
こ
と
が
多

い
。
オ
ノ
マ
ト
ペ
も
、
「く
し
ゃ
く
し
ゃ
―
、
く
し
ゃ
く
し
や



―
」
の
よ
う
に
完
全
に
オ
ノ
マ
ト
ペ
単
体
で
使
わ
れ
る
も
の
が
子
ど
も

に
向
け
た
発
話
で
は
よ
く
見
ら
れ
た
。

こ
れ
も
間
投
詞
的
な
使
い
方
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
大
人
に
向
け
ら
れ
た
発
話
で
は
、
「く
し
ゃ
く
し
ゃ
に
、
丸
め
て
い
ま
す
」
の
よ
う
に

動
詞
を
修
飾
す
る
副
詞
的
な
使

い
方
が
も

っ
と
も
目
立

っ
た
。

そ
の
ほ
か
、
「
く
し

ゅ
く

し

ゅ
し
て
る
よ
」

の
よ
う

に

「
す

る
」
と
結
び
つ
き
、
動
詞
的
な
役
割
を
担

っ
て
い
る
と
見
な
せ

る
も
の
が
、
子
ど
も
向
け
発
話

に
も
大
人
向
け
発
話
に
も
い
く

ら
か
見
ら
れ
た
。

第
５
章
で
詳
し
く
述

べ
る
が
、
物
事
を
描
写
す
る
オ
ノ
マ
ト

ペ
が
述
部
に
入

っ
て
活
用
さ
れ
て
し
ま
う
と
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
の

ア
イ

コ
ン
性

（音
と
意
味
の
類
似
性
）
が
薄
ま
り
、
音
と
意
味

の
つ
な
が
り
を
感
じ
に
く
く
な
る
。　
一
方
、
述
部
の
外
に
現
れ

る
語
は
、
一局
い
ア
イ
コ
ン
性
を
持
ち
や
す
い
。
中
で
も
間
投
詞

は
も

っ
と
も
述
部
か
ら
独
立
し
て
お
り
、
声

の
調
子
も
ダ
イ
ナ

ミ
ッ
ク
に
調
整
し
や
す
い
た
め
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
ア
イ
コ
ン
性

を
保
ち
や
す
い
。
こ
れ
を
踏
ま
え
る
と
、
親
は
子
ど
も
に
話
し
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図4-2 動作説明のときにオノマ トベを使用 した割合

CDS i Child Dtected Speechは 子 どもに向けた発話、

ADS:Adult Directed Speechは 大人に向けた発話

CDS 2歳 児 CDS 3歳 児



か
け
る
際
、
で
き
る
限
リ
ア
イ
コ
ン
性
を
高
め
る
形
で
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
使
う
傾
向
が
あ
る
と
言
え
る
。

絵
本
の
中
の
オ
ノ
マ
ト
ベ

お
も
し
ろ
い
こ
と
に
、
絵
本
で
も
、
対
象
と
す
る
子
ど
も
の
年
齢
層
ご
と
に
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
使
わ
れ
方

に
違
い
が
あ
る
。
０
歳
用
の
絵
本
は
、
『
も
こ
　
も
こ
も
こ
』
の
よ
う
に
、
１
ペ
ー
ジ
に
オ
ノ
マ
ト
ペ
を

一

つ
だ
け
印
象
深
く
使
う
も
の
が
目
立
つ
。
文
の
中
で
使
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
単
体
で
あ
る
。

子
ど
も
は
ひ
た
す
ら
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
音
と
絵
の
絶
妙
な
マ
ッ
チ
ン
グ
を
感
覚
的
に
楽
し
む
。

２
歳
半
以
降
の
幼
児
を
対
象
に
し
た
絵
本
で
は
、
こ
と
ば
が
組
み
合
わ
さ
れ
、
簡
単
な
句
や
文
が
使
わ
れ

る
よ
う
に
な
る
。
こ
こ
で
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
少
し
違

っ
た
役
目
を
担
う
。
『
し
ろ
く
ま
ち
ゃ
ん
の
は
っ
と
け

―
き
』
は
、
文
字
ど
お
り
主
人
公
の
し
ろ
く
ま
ち
ゃ
ん
が
ホ
ッ
ト
ケ
ー
キ
を
作
る
絵
本
で
あ
る
。

ど
ろ

っ
と
し
た
タ
ネ
が
フ
ラ
イ
パ
ン
に
落
と
さ
れ
、
火
が
通

っ
て
い
く
と
気
泡
が
で
き
て
音
が
し
て
く
る
。

片
側
が
焼
け
て
き
た
ら
シ
ュ
ッ
と
ひ
っ
く
り
返
さ
れ
、
フ
ラ
イ
パ
ン
に
ぺ
た
ん
と
着
地
。
ま
だ
生
焼
け
だ

っ

た
側
に
も
火
が
通

っ
て
き
て
ふ
っ
く
ら
、
そ
し
て
い
い
匂
い
。
最
後
に
フ
ラ
イ
返
し
で
投
げ
て
お
皿
に
到
着
。

お
い
し
い
ホ
ッ
ト
ケ
ー
キ
の
で
き
あ
が
り
。

一
連
の
過
程
を
表
す
と
、
長
い
、
複
雑
な
文
章
に
な
る
が
、
そ
れ
で
は
１
、
２
歳
の
乳
児
に
は
と
て
も
理

解
で
き
な
い
。
で
も
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
重
ね
る
と
ど
う
だ
ろ
う
か
。
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ぽ
た
あ
ん
　
ど
ろ
ど
ろ
　
ぴ
ち
ぴ
ち
び
ち
　
ぶ
つ
ぶ

つ
　
し
ゅ
っ
　
ぺ
た
ん
　
ふ
く
ふ
く
　
く
ん
く
ん

ぼ
い
っ

す
で
に
こ
れ
ら
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
知

っ
て
い
る
大
人
は
も
と
よ
り
、
知
ら
な
か
っ
た
赤
ち
ゃ
ん
に
も
、
音
、

匂
い
、
触
感
、
火
が
通

っ
て
お
い
し
く
な
っ
て
い
く
さ
ま
が
感
じ
取
れ
る
。
視
覚
、
嗅
覚
、
触
覚
な
ど
複
数

の
感
覚
に
ま
た
が

っ
た
ホ
ッ
ト
ケ
ー
キ
の
変
化
の
様
子
が

一
場
面

一
場
面
、
鮮
や
か
に
目
に
浮
か
ぶ
。
単
語

や
構
文
を
理
解
で
き
な
い
赤
ち
ゃ
ん
で
も
十
分
楽
し
め
る
。

も
う
少
し
大
き
い
幼
児

（３
歳
か
ら
５
、
６
歳
）
を
対
象
に
し
た
絵
本
で
は
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
ど
う
使
わ
れ

て
い
る
だ
ろ
う
か
？

た
ま
ご

は
　
や
ま
を
　
ン」
ろ
が

て
、
こ
ろ
こ
ろ
　
ン」
ろ
こ
ろ
こ
ろ
が

っ
て
、

ん
と
は
ね
て
、
よ
う
や
く
、

ス
ト
ン
と
　
と
ま
り
ま
し
た
。

い
わ
に
　
ぶ
つ
か
り
、
ぽ

ア
レ
ッ
ク
ス
・
ラ
テ
ィ
マ
ー
著
、
聞
か
せ
屋
。
け
い
た
ろ
う
訳
の
絵
本

『
ま
い
ご
の
た
ま
ご
』
か
ら
の
フ

レ
ー
ズ
で
あ
る
。
迷
子
に
な

っ
て
し
ま

っ
た
恐
竜
の
卵
の
親
を
、
み
ん
な
で
探
す
話
だ
。
こ
の
絵
本
は
、



『
も
こ
　
も
こ
も
こ
』
や

『
し
ろ
く
ま
ち
ゃ
ん
の
は
っ
と
け
―
き
』
と
違
い
、
な
か
な
か
長
い
ス
ト
ー
リ
ー

だ
。　
一
文

一
文
も
長
い
。
動
詞
も
よ
く
使
わ
れ
る
。
こ
の
２
行
だ
け
で
も
、
「
こ
ろ
が
る
」
「
ぶ
つ
か
る
」

「
は
ね
る
」
「と
ま
る
」
と
い
う
四
つ
の
動
詞
が
あ
る
。

先
ほ
ど
、
日
常
場
面
の
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
を
保
護
者
に
説
明
し
て
も
ら
う
実
験
に
つ
い
て
述
べ
た
。
２
歳

児
に
向
か

っ
て
話
す
と
き
は
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
単
体
で
使
う
が
、
３
歳
児
に
話
す
と
き
に
は
動
作
を
修
飾
す
る

副
詞
と
し
て
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
使
う
こ
と
が
多
か

っ
た
。

絵
本
の
作
り
方
も
こ
れ
と
同
じ
構
造
を
し
て
い
る
。
０
歳
の
乳
児
の
言
語
学
習
の
主
眼
は
、
お
も
に
母
語

の
音
や
韻
律
の
特
徴
を
つ
か
み
、
音
韻
の
体
系
を
作
り
上
げ
る
こ
と
で
あ
る
。
０
歳
児
の
絵
本
は
意
味
を
伝

え
る
よ
り
も
音
を
楽
し
む
。

１
歳
の
誕
生
日
を
迎
え
る
頃
か
ら
、
本
格
的
に
単
語
の
意
味
の
学
習
が
始
ま
る
。
意
味
の
学
習
を
始
め
た

ば
か
り
で
意
味
を
知

っ
て
い
る
こ
と
ば
が
ほ
と
ん
ど
な
い
時
期
は
、
単
語
の
音
と
対
象
の
結
び
つ
き
を
覚
え

る
の
も
簡
単
で
は
な
い
。
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
持

つ
音
と
意
味
の
つ
な
が
り
が
、
意
味
の
学
習
を
促
す
。

２
歳
近
く
に
な
る
と
語
彙
が
急
速
に
増
え
、
文
の
意
味
の
理
解
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
文
の
中

で
も
動
詞
の
意
味
の
推
論
は
ま
だ
難
し
い
。
そ
の
と
き
に
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
意
味
の
推
論
を
助
け
る
の
で
あ

る
。
子
ど
も
を
育
て
る
親
た
ち
も
、
絵
本
作
家
た
ち
も
、
そ
の
こ
と
を
直
感
的
に
知

っ
て
い
て
、
子
ど
も
の

言
語
の
発
達
段
階
に
合
わ
せ
巧
み
に
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
使

っ
て
、
子
ど
も
が
必
要
と
す
る
援
助
を
無
意
識
に
行
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っ
て
い
る
の
だ
。

オ
ノ
マ
ト
ベ
は
言
語
の
学
習
に
役
に
立
つ
の
か

大
人
が
子
ど
も
に
対
し
て
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
こ
の
よ
う
に
使
う
の
に
は
何
か
理
由
が
あ
る
は
ず
だ
。
ど
の
よ

う
な
理
由
な
の
だ
ろ
う
か
？

こ
の
問
題
は
実
は
非
常

に
深
い
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
問
題
を
考
え
る
た
め
に
は
、
子
ど
も
は
生
ま
れ
た
と
き

に
ど
の
よ
う
な
能
力

の
も
と
で
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
持

つ
音
と
意
味
の
マ
ッ
チ
ン
グ
が
わ
か
る
の
か
、
と
い
う
問

題
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
だ
。
そ
し
て
、
こ
と
ば

の
学
習
に
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
ど
の
よ
う
に
役
立

つ

の
か
と
い
う
こ
と
も
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
「子
ど
も
は
な
ぜ
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
好
き
な
の
か
」
と
い
う
、　
一

見
単
純
に
見
え
る
問
題
か
ら
考
え
始
め
る
と
、
そ
こ
か
ら
ど
ん
ど
ん
新
た
な
問
い
が
生
ま
れ
て
く
る
の
だ
。

以
下
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
多
用
す
る
こ
と
が
、
言
語
の
学
習
の
ど
の
よ
う
な
側
面

に
役
立

つ
の
か
を
考
察
し

て
い
こ
う
。

音
と
形
の

一
致

・
不

一
致
が
わ
か
る
か

あ
る
対
象

（
モ
ノ
）
と
い
っ
し
ょ
に
こ
と
ば
の
音
声
を
聞

い
た
と
き
、
そ
も
そ
も
赤
ち
ゃ
ん
は
そ
れ
を
ど

　

∝

の
よ
う
に
認
識
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
Ｐ
　
ま
ず
こ
の
こ
と
を
調
べ
た
い
。
子
ど
も
に
自
分
の
考
え
を
こ
と



ば
で
表
現
し
て
も
ら
う
こ
と
は
、
４
、
５
歳
く
ら
い
で
も
簡
単
で
は
な
い
。
ま
し
て
や
話
が
で
き
な
い
赤
ち

ゃ
ん
の
認
識
を
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
調
べ
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
Ｐ

こ
の
年
齢
の
赤
ち
ゃ
ん
は
、
知

っ
て
い
る
こ
と
ば
が
非
常
に
少
な
く
、
情
報
処
理
の
能
力
も
限
ら
れ
て
い

る
。
そ
の
こ
と
ば
を
聞
い
た
こ
と
が
あ

っ
て
も
、
正
し
い
対
象
を
す
ぐ
に
見
つ
け
る
こ
と
は
難
し
い
。
た
と

え
ば
モ
ニ
タ
ー
に
ボ
ー
ル
と
バ
ナ
ナ
の
絵
を
提
示
し
、
「
ボ
ー
ル
を
見
て
」
と
言
わ
れ
て
も
す
ぐ
に
ボ
ー
ル

を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
「
ボ
ー
ル
を
見
て
」
と
言
わ
れ
て
ボ
ー
ル
を
見
る
た
め
に
必
要
な
情
報
処
理
は

か
な
り
複
雑
で
あ
る
。

①
こ
の
文
を
単
語
に
切
り
分
け
て

「ボ
ー
ル
」
と
い
う
こ
と
ば
を
取
り
出
す
。

②
自
分
の
記
憶
貯
蔵
庫
に
あ
る

「
ボ
ー
ル
」
と
い
う
音
の
列
と
照
合
す
る
。

③
さ
ら
に
、
そ
の
音
と
結
び
つ
い
た
モ
ノ
の
イ
メ
ー
ジ
に
ア
ク
セ
ス
し
て
、
今
見
て
い
る
モ
ノ
が
自
分
の
記

憶
に
あ
る
イ
メ
ー
ジ
と

「同
じ
」
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
。

④
上
記
の
判
断

に
基
づ
い
て
、
「
ボ
ー
ル
」
と
判
断
し
た
対
象
を
見
る
。
「見
る
」
と
い
う
行
為
自
体
、
眼
球

を
動
か
し
て
対
象
に
視
線
を
向
け
、
駐
留
さ
せ
る
、
と
い
う
運
動
制
御
も
必
要
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に

「
ボ
ー
ル
を
見
て
」
に

「正
し
く
反
応
」
す
る
た
め
に
は
複
雑
な
情
報
処
理
が
必
要
で
、
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「
ボ
ー
ル
」
と
い
う
こ
と
ば
を
知

っ
て
い
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
以
前
に
、

１１
か
月
の
赤
ち
ゃ
ん
に
は
情
報

処
理
能
力
の
点
か
ら

ハ
ー
ド
ル
が
高
い
。

で
は

「見
る
」
こ
と
を
ど
う
や

っ
て
調
べ
る

（＝
測
る
）
の
か
。
発
達
心
理
学
者
は
よ
く
脳
の
反
応
を
用

い
る
。
脳
の
情
報
処
理
は
、
電
気
信
号
の
伝
達
で
行
わ
れ
る
。
外
界
か
ら
視
覚
情
報
や
聴
覚
情
報
が
入
っ
て

き
た
瞬
間
か
ら
、
脳
の
情
報
処
理
の
タ
イ
ム
ラ
イ
ン
に
沿

っ
て
、
脳
の
さ
ま
ざ
ま
な
部
位
で
の
電
気
信
号
が

変
化
す
る
。
こ
の
変
化
を
測
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
脳
の
反
応

（脳
波
）
は
、
赤
ち
ゃ

ん
が
指
示
に
従

っ
て
対
象
を
見
た
り
、
手
を
伸
ば
し
て
取

っ
た
り
と
い
う
特
別
な
行
動
を
取
る
必
要
が
な
く
、

情
報
処
理
に
負
荷
が
か
か
ら
な
い
状
態
で
赤
ち
ゃ
ん
の
認
識
を
調
べ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
利
点
が
あ
る
。

も
う

一
つ
、
脳
波
を
使

っ
た
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
お
も
し
ろ
い
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。
１
歳
を
過
ぎ
た

赤
ち
ゃ
ん
に
、
知

っ
て
い
る
単
語
を
聞
か
せ
、
モ
ノ
を
見
せ
た
と
き
、

モ
ノ
が
単
語
と
合

っ
て
い
る
と
き
と
、

合

っ
て
い
な
い
と
き
で
、
違
う
脳
波
の
パ
タ
ー
ン
が
見
ら
れ
る
の
だ
。

た
と
え
ば

「
イ
ヌ
」
と
い
う
音
な
の
に
、
絵
は
ネ
コ
の
絵
だ
と
す
る
。
す
る
と
、
「
イ
ヌ
」
と
い
ぅ
音
と

同
時
に
イ
ヌ
の
絵
が
見
せ
ら
れ
た
と
き
に
比
べ
、
音
の
始
ま
り
か
ら
Ｏ

ｏ
５
秒
く
ら
い
た
っ
た
と
こ
ろ

（４

０
０
、ヽヽ
り
～
６
０
０
ミ
リ
秒
）
で
、
脳
の
左
右
半
球
の
真
ん
中
付
近
、
正
中
線
上
に
沿

っ
た
部
分
の
電
位
が

下
が
る
。
こ
れ
は
、
大
人
で
も
単
語
と
指
示
対
象
が
不
整
合
だ

っ
た
り
、
文
脈
に
合
わ
な
か
っ
た
り
し
た
と

き
に
見
ら
れ
る
反
応
で
、　
一
般
的
に
Ｎ
４
０
０
と
言
わ
れ
る
。
Ｎ
は
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ

（陰
性
の
電
位
変
化
）、
４



０
０
は
４
０
０
ミ
リ
秒
を
指
す
。

つ
ま
り
、
赤
ち
ゃ
ん
が
音
声
を

「
こ
と
ば
」
と
認
識
し
、
ビ
ジ

ュ
ア
ル
刺

激

（絵
）
を
そ
の
こ
と
ば
が
指
し
示
す
対
象
と
し
て
は

「
お
か
し
い
」
と
判
断
す
る
と
き
に
見
ら
れ
る
反
応

で
あ
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
て
筆
者
ら
は
、
生
後
ｎ
か
月
の
赤
ち
ゃ
ん
を
対
象

に
、
脳
波
を
認
識
の
指
標
と
し

た
実
験
を
行

っ
た
。

こ
と
ば
の
音
が
身
体
に
接
地
す
る
第

一
歩

図
４
１
３
の
二
つ
の
図
形
の
う
ち
、
ど
ち
ら
が

「
キ
ピ
」
で
、
ど
ち
ら
が

「
モ
マ
」
だ
ろ
う
か
？
　
ほ
ぼ

全
員
が
、
丸
い
方
が

「
モ
マ
」
で
、
尖

っ
て
い
る
方
が

「
キ
ピ
」
で
あ
る
と
直
感
的
に
感
じ
る
。
第
２
章
で

見
た

「
マ
ル
マ
／
タ
ケ
テ
」
と
同
様
、

こ
の
直
感
は
日
本
語
話
者
だ
け
で
は
な
く
、
世
界
中
の
異
な
る
言
語

話
者
の
間
で
共
有
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
直
感
的
な
音
と
形
の
マ
ッ
チ
ン
グ
を
、
ｎ
か
月
の
赤
ち

ゃ
ん
も
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
Ｐ

こ
の
こ
と
を
調
べ
る
た
め
、
赤
ち
ゃ
ん
に
こ
と
ば

（土こ

と
対
象
の
組
み
合
わ
せ
を
次

々
と
提
示
し
て
い

っ
た
。
そ
の
う
ち
の
半
分
は

「合

っ
て
い
る
」
組
み
合
わ
せ

（丸
い
形
に

「
モ
こ

、
尖

っ
た
形
に

「
キ
ピ
し

で
、
残
り
の
半
分
は

「合

っ
て
い
な

い
」
組
み
合
わ
せ

（丸
い
形
に

「
キ
ピ
」
、
尖

っ
た
形
に

「
モ
こ

）
で
あ

る
。
合

っ
て
い
る
ペ
ア
と
合

っ
て
い
な
い
ペ
ア
は
規
則
性
を
持
た
な
い
よ
う
に
ラ
ン
ダ
ム
な
順
序
で
提
示
し

た
。
筆
者
ら
は
こ
の
よ
う
に
予
測
し
た
。
音
と
形
が
合

っ
て
い
る
か
合

っ
て
い
な
い
か
を
赤
ち
ゃ
ん
が
認
識

【。4
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図 4-3 どっちが「モマJ? どっちが「キピJ?

で
き
る
な
ら
ば
、
二
つ
の
ケ
ー
ス
で
違
う
脳
の
反
応
が
見
ら
れ
る
は
ず
だ
。

実
際
、
こ
の
仮
説
は
正
し
か
っ
た
。
し
か
も
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
な

ん
と
、
「合

っ
て
い
な
い
」
組
み
合
わ
せ
を
提
示
し
た
と
き
に
、
大
人
が

「
イ
ヌ
」
と
い
う
音
を
聴
い
て
ネ
コ
の
絵
を
見
た
と
き
と
同
じ
反
応
、
つ

ま
り
Ｎ
４
０
０
の
脳
波
の
反
応
が
見
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
結
果
は
お
も
し
ろ
い
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。
ま
だ
ほ
と
ん
ど

こ
と
ば
を
知
ら
な
い
ｎ
か
月
の
赤
ち
ゃ
ん
は
、
人
が
発
す
る
音
声
が
何
か

を
指
し
示
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
う

っ
す
ら
と
知

っ
て
い
る
の
だ
。
し
か

も
、
「音
の
感
覚

に
合
う
」
モ
ノ
が
、
単
語
が
指
し
示
す
対
象
か
ど
う
か

を
識
別
し
て
い
る
。
だ
か
ら
単
語
の
音
声
が
、
音
の
感
覚
に
合
わ
な
い
モ

ノ
と
対
応
づ
け
ら
れ
る
と
違
和
感
を
覚
え
る
の
だ
。

第
２
章
で
、
大
人
が
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
言
語
と
し
て
、
ま
た
環
境
音
と
し

て
二
重
処
理
を
す
る
と
述
べ
た
。
対
象
と
こ
と
ば
の
音
が
合
う
と
、
脳
の

左
半
球
の
言
語
の
音
処
理
を
担
う
部
位
も
活
動
す
る
が
、
そ
れ
よ
り
強
く

右
半
球
の
環
境
音
を
処
理
す
る
部
位

（上
側
頭
溝
）
が
活
動
す
る
の
で
あ

′つ
。



実
は
言
語
学
習
を
ま
だ
本
格
的
に
始
め
て
い
な
い
赤
ち
ゃ
ん
も
、
こ
と
ば
の
音
と
対
象
が
合
う
と
右
半
球

の
側
頭
葉
が
強
く
活
動
す
る
こ
と
が
わ
か

っ
た
。
脳
が
、
音
と
対
象
の
対
応
づ
け
を
生
ま
れ

つ
き
ご
く
自
然

に
行
う
。
こ
れ
が
、
こ
と
ば
の
音
が
身
体

に
接
地
す
る
最
初

の

一
歩
を
踏
み
出
す
き

っ
か
け
に
な
る
の
で
は

な
い
か
。

名
づ
け
の
洞
察
―
―
ヘ
レ
ン
・
ケ
ラ
ー
の
閃
き

こ
と
ば
の
音
と
対
象
の
対
応
づ
け
が
自
然
に
わ
か
る
と
、
何
が
も
た
ら
さ
れ
る
か
Ｐ
　
こ
れ
を
何
回
か
経

験
す
る
と
、
「単
語
に
は
意
味
が
あ
る
」
と
い
う
洞
察
を
赤
ち
ゃ
ん
が
得
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。

一
般
的

に
、
こ
と
ば

（単
董
じ

は
そ
の
音
か
ら
意
味
を
推
察
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
「
フ
イ
ッ
シ
ご

「
ポ
ワ
ソ
ン
」
「
ユ
イ
」
。
こ
れ
ら
は
英
語
、

Ｚ
フ
ン
ス
語
、
中
国
語
で
そ
れ
ぞ
れ

〈
魚
〉
を
意
味
す
る
単
語

で
あ
る
。
と
く
に

〈
魚
〉
を
思
わ
せ
る
音
で
は
な
い
し
、
互
い
に
音
が
似
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。

つ
ま
り
、

こ
と
ば
の
音
と
意
味
の
間
に
は
、
直
接
的
な
関
係
は
な
い
。

し
か
し
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
違
う
。
「
ト
ン
ト
ン
」
と

「
ド

ン
ド

ン
」
、
「
チ
ョ
コ
チ
ョ
コ
」
と

「
ノ
シ
ノ
シ
」

な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
単
語
の
音
は
意
味
と

つ
な
が

っ
て
い
る
。

つ
ま
り
音
が
意
味
を
教
え
て
く
れ
る
の
だ
。

音
を
ち
ょ
っ
と
変
え
て
、
「
チ
ョ
カ
チ
ョ
カ
」
「
ノ
ス
ノ
ス
」

に
し
て
も
、
軽

い
感
じ
、
重
く
て
ゆ

っ
く
り
し

た
感
じ
は
保
た
れ
る
。
普
通
の
こ
と
ば
だ
と
そ
う
は
い
か
な
い
。
た
と
え
ば
サ
カ
ナ
の
最
後
の
母
音
を
変
え
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て
サ
カ
ノ
に
す
る
と
、
サ
カ
ナ
と
は
ま
っ
た
く
関
係
な
い
意
味
に
な

っ
て
し
ま
う
。

言
語
を
す
で
に
使
い
こ
な
し
て
い
る
私
た
ち
大
人
に
と

っ
て
、
音
声
の
こ
と
ば
に
は
そ
れ
ぞ
れ
指
し
示
す

対
象
が
あ
り
、
意
味
を
持

つ
、
と
い
う

「名
づ
け
」
は
、
当
然
の
も
の
の
よ
う
に
思
え
る
。
し
か
し
、
考
え

て
み
る
と
、
赤
ち
ゃ
ん
は
ど
の
よ
う
に
名
づ
け
に
気
づ
く
よ
う
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
？

対
象
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
る
名
前
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
実
は
偉
大
な
洞
察
な
の
で
あ
る
。
視
覚
と
聴
覚

を
失
く
し
た

ヘ
レ
ン
・
ケ
ラ
ー
は
、
朝
ぼ
冷
た
い
水
を
受
け
て
い
る
と
き
に
サ
リ
バ
ン
先
生
が

粂ヨ
”お
ヽ

と
指
文
字
で
綴
る
と
、
そ
の
指
文
字
と
は
掌
に
流
れ
る
冷
た
い
液
体
の
名
前
な
の
だ
と
い
う
啓
示
を
得
た
。

こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
ご
存
じ
の
方
は
多
い
だ
ろ
う
。

そ
れ
以
前
に
も

ヘ
レ
ン
は
、　
モ
ノ
を
手
渡
さ
れ
る
そ
の
と
き
ど
き
に
、
サ
リ
バ
ン
先
生
の
指
が
別
々
の
動

き
を
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
て
い
た
。
し
か
し
、
彼
女
が
手
で
触
れ
る
サ
リ
バ
ン
先
生
の
指
文
字
の
形
が

そ
の
対
象
の

「名
前
」
だ
と
い
う
こ
と
に
は
気
づ
い
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
ま
で
、
指
文
字
を
覚
え
、
対
象

を
手
渡
さ
れ
れ
ば
指
文
字
を
綴
る
こ
と
が
で
き
た
が
、　
ヘ
レ
ン
は
の
ち
に
そ
れ
を

「猿
ま
ね
だ

っ
た
」
と
回

想
し
て
い
る
。　
ヘ
レ
ン
は
、
建
ヽ
お
ヽ
と
い
う
綴
り
が
名
前
だ
と
い
う
こ
と
に
気
づ
い
た
と
き
、
す
べ
て
の
モ

ノ
に
は
名
前
が
あ
る
の
だ
と
い
う
閃
き
を
得
た
。
こ
の
閃
き
こ
そ
が

「名
づ
け
の
洞
察
」
だ
。

名
づ
け
の
洞
察
は
、
言
語
習
得
の
大
事
な
第

一
歩
で
あ
る
。
人
間
が
持

っ
て
い
る
視
覚
や
触
覚
と
音
の
間

に
類
似
性
を
見
つ
け
、
自
然
に
対
応
づ
け
る
音
象
徴
能
力
は
、
モ
ノ
に
は
名
前
が
あ
る
と
い
う
気
づ
き
を
も



た
ら
す
。
そ
の
気
づ
き
が
、
身
の
回
り
の
モ
ノ
や
行
為
す
べ
て
の
名
前
を
憶
え
よ
う
と
す
る
と
い
う
急
速
な

語
彙

の
成
長
、
コ
ｍ彙
爆
発
」
と
呼
ば
れ
る
現
象

に
つ
な
が
る
の
だ
。
語
彙
が
増
え
る
と
子
ど
も
は
語
彙

に

潜
む
さ
ま
ざ
ま
な
パ
タ
ー

ン
に
気
づ
く
。
そ
の
気
づ
き
が
さ
ら
に
新
し
い
単
語
の
意
味

の
推
論
を
助
け
、
語

彙
を
成
長
さ
せ
て
い
く
原
動
力
と
な
る
の
で
あ
る
。

音
と
意
味
が
自
然

に
つ
な
が

っ
て
い
て
、
そ
れ
を
赤
ち
ゃ
ん
で
も
感
じ
ら
れ
る
こ
と
が
、
「単
語
に
意
味

が
あ
る
」
と
い
う

「名
づ
け
の
洞
察
」
を
引
き
起
こ
す
き

っ
か
け
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
だ
か
ら
大
人
は

赤
ち
ゃ
ん
に
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
多
用
す
る
の
だ
ろ
う
。
（し
か
し
、
こ
れ
は
重
要
で
は
あ
る
が
、
き

っ
か
け
に
す
ぎ

ず
、
赤
ち
ゃ
ん
が
名
づ
け
の
洞
察
を
得
る
に
は
さ
ら
な
る
認
知
能
力
を
想
定
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
第
６

章
で
詳
し
く
述
べ
る
。
）

ク
ワ
イ
ン
の

「ガ
ヴ
ァ
ガ
ー
イ
問
題
」

赤
ち
ゃ
ん
が
と
く
に
訓
練
を
し
な
く
て
も
、
音
と
対
象
の
間
の
対
応
づ
け
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
は
、

実
験
結
果
で
確
か
に
示
さ
れ
た
。
し
か
し
、
対
象
が

一
つ
見

つ
か
る
だ
け
で
は
厳
密

に
は

「
こ
と
ば

の
意

味
」
を
学
ん
だ
こ
と
に
は
な
ら
な
い
し
、
そ
の
こ
と
ば
を
使
う
こ
と
が
で
き
な
い
。

こ
と
ば
を
使
う
た
め
に

は
、
最
初
に
結
び
つ
け
ら
れ
た
指
示
対
象
だ
け
で
は
な
く
、
他
の
ど
の
対
象
に
そ
の
こ
と
ば
が
使
え
、
ど
の

対
象

に
は
使
え
な
い
の
か
を
見
極
め
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。



こ
れ
は
な
か
な
か
難
し
い
問
題
で
あ
る
。
と
く
に
動
詞

に
つ
い
て
は
難
し
い
。
と
い
う
の
は
、
動
詞
は
お

も

に
動
作
や
行
為
を
指
す
が
、
動
作

・
行
為

に
は
必
ず

モ
ノ

（動
作
主
、
動
作
対
象
、
道
具
な
ど
）
や
背
景
な

ど
、
動
き
以
外
の
情
報
が
多
く
含
ま
れ
る
か
ら
だ
。

た
と
え
ば
、
図
４

１
４
の
イ
ラ
ス
ト
の
Ａ
は

「竹
を
踏
ん
で
い
る
」
、
Ｂ
は

「
カ
ン
を

つ
ぶ
し
て
い
る
」

と
表
現
し
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
実
は
二
つ
の
シ
ー

ン
は
、
足
を
対
象
に
押
し
付
け
て
い
る
と
い

う
点
で
と
て
も
似

て
い
る
。
そ
れ

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「踏
む
」
は

〈
足
で
〉
下
方
向
に
力
を
加
え
る
こ
と

が
意
味

の
コ
ア

（中
核
）
に
あ
る
が
、
「
つ
ぶ
す
」
の
場
合
は
力
を
加
え
る
の
は
足
で
な
く
て
手
で
も
よ
い

の
で
、
〈
足
で
〉
は
意
味
の
コ
ア
に
は
含
ま
れ
な
い
。
後
者

の
場
合
に
は
、
力
を
加
え
た
結
果
、
も
と
も
と

厚
み
の
あ

っ
た
モ
ノ
が
平
ら
に
変
形
す
る
こ
と
が
意
味

の
コ
ア
と
な
る
の
で
、
〈
初
期
状
態

に
お
い
て
モ
ノ

に
厚
み
が
あ
る
〉

こ
と
が

コ
ア
に
含
ま
れ
る
。
イ
ラ
ス
ト
の
よ
う
な

一
事
例
を
見
た
だ
け
で
は
、
大
人
で
も

到
底
こ
の
意
味

に
た
ど
り
着
く
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

こ
の
問
題
は
、

ア
メ
リ
カ
の
哲
学
者
で
あ
る
ウ
ィ
ラ
ー
ド

・
ヴ

ァ
ン
ｏ
オ
ー

マ
ン
・
ク
ワ
イ
ン
が

「論
理

的
解
決
が
不
可
能
な
問
題
」
と
し
て
提
唱
し
、
彼
の
出
し
た
例
に
な
ら

っ
て

「
ガ
ヴ
ァ
ガ
ー
イ
問
題
」
と
呼

ば
れ
て
い
る
。
ま

っ
た
く
知
ら
な
い
言
語
を
話
す
原
住
民
が
野
原
を
跳
び
は
ね
て
い
く
ウ
サ
ギ
の
ほ
う
を
指

差
し
て
、
「
ガ
ヴ

ァ
ガ
ー
イ
」
と
叫
ん
だ
。
「
ガ
ヴ

ァ
ガ
ー
イ
」
の
意
味
は
何
か
？
　
私
た
ち
は
直
感
的
に
は

当
然

〈
ウ
サ
ギ
〉
だ
と
思
う
。
し
か
し
原
住
民
は
、
〈
野
原
を
駆
け
抜
け
る
小
動
物
〉
を
指
し
て

「
ガ
ヴ

ァ
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ガ
ー
イ
」
と
言

っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
〈
白

い
ふ
わ
ふ
わ
し
た
毛

に
覆
わ
れ
た
動
物
〉
か
も
し
れ
な
い
し
、

〈
白
い
毛
〉
な
の
か
も
し
れ
な

い
。
あ
る
い
は

〈
ウ
サ
ギ
の
肉
〉
と
い
う
意
味
だ

っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
ク

ワ
イ
ン
は
、　
一
つ
の
指
示
対
象
か
ら

一
般
化
で
き
る
可
能
性
は
ほ
ぼ
無
限

に
あ
る
と
指
摘
し
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
問
題
は
、
こ
と
ば
を
学
習
す
る
子
ど
も
た
ち
が
つ
ね
に
直
面
す
る
問
題
で
あ
る
。

図
４

１
５
の
よ
う
な
登
場
人
物

一
人
の
単
純
な
動
き
を
表
す
動
詞
で
も
簡
単
で
は
な
い
。
こ
の
シ
ー
ン
を

見
て
い
る
と
き
に
、
「
ネ
ケ

っ
て
い
る
」
と
い
う
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
で
は
な
い
、
音
と
意
味

の
間
に
つ
な
が
り

の
な
い
動
詞
を
聞
い
た
と
し
よ
う
。
「
ネ
ケ
っ
て
い
る
」
と
は
、
〈
ウ
サ
ギ
が
し
て
い
る
動
き
〉
な
の
か
、

〈
歩
い
て
い
る
〉
な
の
か
、
〈
し
こ
を
踏
む
よ
う
に
ゆ

っ
く
り
の
っ
そ
り
足
を
交
互
に
踏
み
出
し
な
が
ら
歩

く
〉
な
の
か
。
そ
の
解
釈
に
よ

っ
て
、
「
ネ
ケ
る
」
が
使
え
る
範
囲
は
大
き
く
異
な

っ
て
く
る
。

実
験
を
見
て
み
よ
う
。
３
歳
く
ら
い
の
子
ど
も
が
、
図
４
１
５
の
よ
う
な
ウ
サ
ギ
の
動
作
を
見
な
が
ら

「
ネ
ケ
っ
て
い
る
」
と
い
う
動
詞
を
教
え
ら
れ
る
。
そ
の
後
、
ク
マ
が
同
じ
動
作
を
し
て
い
る
動
画
と
、
同

じ
ウ
サ
ギ
が
別
の
動
作
で
あ
る
小
股
で
小
刻
み
に
進
ん
で
い
る
動
画
を
見
せ
ら
れ
、
「
ネ
ケ

っ
て
る
の
は
ど

っ
ち
の
ビ
デ
オ
Ｐ
」
と
聞
か
れ
る
と
、
ど
ち
ら
か
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
「
ノ
ス
ノ
ス
し
て
い
る
」
と
い

う
実
際

に
は
存
在
し
な
い
オ
ノ
マ
ト
ペ
動
詞
を
教
え
る
と
、
ク
マ
が
同
じ
動
作
を
し
て
い
る
ほ
う
を
迷
い
な

く
選
ぶ
こ
と
が
で
き
る
こ
と
が
わ
か

っ
た
。
「
ノ
ス
ノ
ス
」
に
は
音
と
意
味

の
対
応
が
あ
る
た
め
、
ど
の
動

作
に
動
詞
が
対
応
づ
け
ら
れ
る
べ
き
な
の
か
が
直
感
的
に
わ
か
る
の
で
あ
る
。
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図4-4 「踏む」 (左 )と 「つぶす」 (右 )

図4-5「 ノスノスしている」



し
か
も
驚

い
た
こ
と
に
、
こ
の
効
果
は
日
本
人
の
子
ど
も
に
限
ら
な
い
こ
と
も
わ
か

っ
た
。
英
語
を
母
語

と
す
る
３
歳
児
も
、
日
本
人
の
子
ど
も
と
同
じ
よ
う
に
動
詞
の
学
習
に
て
こ
ず
り
、
図
４

１
５
の
よ
う
な
動

き
に
お
８
ｒ
”
の
よ
う
な
オ
ノ
マ
ト
ペ
で
は
な
い
新
造
動
詞
を
用
い
る
と
、
動
作
主
が
変
わ

っ
て
し
ま

っ
た

と
き
に
、
や
は
り
新
造
動
詞
を
同
じ
動
作
に
対
し
て
使
え
な
い
。
英
語
で
は
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
日
本
語
ほ
ど
豊

富
に
な
い
し
、
子
ど
も
た
ち
は
日
本
語
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
ま

っ
た
く
知
ら
な
い
の
だ
が
、
そ
れ
で
も

８
Ｆ
四

８
∽“
‐●
ｏ
〓

と

い
ぅ
と
、
ク
マ
が
す
る
同
じ
動
作

に
こ
の
新
奇
な
動
詞
を

一
般
化
し
て
使
う
こ
と
が
で
き
た
。

す
な
わ
ち
、
人
物
に
注
目
す
る
の
か
、
動
き
方

に
注
目
す
る
の
か
、
移
動
す
る
方
向
に
注
目
す
る
の
か
と

い
う
曖
味
性
の
あ
る
中
で
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
音
は
子
ど
も

に
、
ど
の
要
素

に
注
目
す
べ
き
か
を
自
然
に
教
え

る
の
で
あ
る
。
オ
ノ
マ
ト
ペ
に
は
音
と
動
作
の
対
応
が
あ
る
の
で
、　
一
般
化

の
基
準
と
な
る
意
味

の
コ
ア
を

つ
か
む
手
助
け
と
な
る
の
で
あ
る
。

単
語
が
多
義
で
あ
る
こ
と
も
学
べ
る

第
３
章
で
述

べ
た
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
単
語
が
幅
広

い
文
脈
で
使
わ
れ
、
幅
広
い
意
味
を
持

つ
こ
と
、

つ
ま
り
多
義
で
あ
る
こ
と
も
言
語

の
重
要
な
特
徴
の

一
つ
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
動
詞
の

「切
る
」

に
は
ど

の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
だ
ろ
う
か
Ｐ
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①
野
菜
を
包
丁
で
切
る

②
洗

っ
た
野
菜
の
水
を
切
る

③
電
話
を
切
る

④
パ
ソ
コ
ン
の
電
源
を
切
る

⑤
契
約
を

（打
ち
）
切
る

⑥
期
限
を
切

っ
て
試
し
て
み
る

⑦
先
陣
を
切
る

少
し
考
え
た
だ
け
で
も
こ
れ
だ
け
多
様
な
使
わ
れ
方
が
思
い
浮
か
ぶ
。

子
ど
も
は
動
詞
の
一
つ
の
意
味
を
覚
え
る
だ
け
で
も
苦
労
し
て
い
る
。
ま
し
て
や

一
つ
の
動
詞
の
さ
ま
ざ

ま
な
意
味
を
覚
え
る
の
は
並
大
抵
の
苦
労
で
は
な
い
。
あ
る
単
語
の
意
味
を
覚
え
る
と
、
そ
の
意
味
と
違
う

意
味
で
そ
の
単
語
が
使
わ
れ
る
文
を
読
ん
だ
と
き
、
文
の
意
味
に
合
わ
せ
て
単
語
の
意
味
を
考
え
る
よ
り
、

知

っ
て
い
る
意
味
に
合
わ
せ
て
誤

っ
て

（自
分
勝
手
に
）
文
の
意
味
を
考
え
て
し
ま
う
の
だ
。
そ
も
そ
も

一

つ
の
単
語
に
多
様
な
意
味
が
あ
る
こ
と
、　
つ
ま
り
単
語
は
多
義
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
て
い
な
い
。

オ
ノ
マ
ト
ペ
は
単
語
が
多
義
で
あ
る
こ
と
を
子
ど
も
が
理
解
す
る
た
め
の
足
場
を
か
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

オ
ノ
マ
ト
ペ
も
ま
た
、
多
様
な
文
脈
で
使
わ
れ
、
多
義
だ
か
ら
だ
。
「
コ
ロ
コ
ロ
」
を
例
に
考
え
て
み
よ
う
。



①
ボ
ー
ル
が
コ
ロ
コ
ロ
と
転
が
る

②
社
長
の
話
は
コ
ロ
コ
ロ
と
変
わ
る

③
僕
た
ち
の
チ
ー
ム
は
コ
ロ
コ
ロ
と
負
け
続
け
た

④
コ
ロ
コ
ロ
と
し
た
か
わ
い
い
子
犬

⑤
ア
マ
ガ
エ
ル
が
コ
ロ
コ
ロ
と
鳴
い
て
い
る

そ
れ
ぞ
れ
の
文
脈
で
の

「
コ
ロ
コ
ロ
」
の
意
味
を
単
独
に
考
え
る
と
ず
い
ぶ
ん
違
う
。
小
さ
く
て
軽
い
も

の
が
回
転
し
な
が
ら
動
い
て
い
る
。

モ
ノ
が
回
転
す
る
よ
う
に
話
の
内
容
が
変
わ

っ
て
い
る
。
丸
く
て
軽
い

も
の
が
自
然
に
回
転
す
る
よ
う
に
簡
単
に
負
け
る
。
毬
の
よ
う
に
丸
々
と
し
た
か
わ
い
い
子
犬
。
軽
い
も
の

が
回
る
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
の
軽
く
続
く
鳴
き
声
。

「切
る
」
の
よ
う
に
、
音
と
意
味
の
関
係
が
わ
か
り
に
く
い
と
、
〈
ハ
サ
ミ
な
ど
の
刃
物
で
対
象
を
分
断
す

る
〉
意
味
か
ら
電
気
や
電
源
を
切

っ
た
り
、
期
限
を
切

っ
た
り
す
る
意
味

へ
の
関
係
性
が
わ
か
り
に
く
く
、

子
ど
も
や
外
国
の
日
本
語
学
習
者
は
戸
惑
う
だ
ろ
う
。
し
か
し

「
コ
ロ
コ
ロ
」
だ
と
、
そ
の
音
か
ら
軽
い
、

丸
い
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
持
ち
や
す
い
の
で
、
か
な
り
離
れ
た
意
味
も
な
ん
と
な
く
わ
か
る
感
じ
が
す
る
。

こ
の
経
験
が
、
子
ど
も
に
、
「
こ
と
ば
の
意
味
は
文
脈
に
よ

っ
て
変
わ
る
。
だ
か
ら
自
分
の
知

っ
て
い
る
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意
味
を
押
し
付
け
て
文
脈
を
む
り
や
り
解
釈
す
る
の
で
は
な
く
、
文
脈

に
合
わ
せ
て
意
味
を
変
え
る
ほ
う
が

よ
い
」
と
い
う
洞
察
を
与
え
る
と
考
え
ら
れ
る
。

オ
ノ
マ
ト
ベ
は
言
語
学
習
の
足
場

ォ
ノ
マ
ト
ペ
が
持

つ
音
と
意
味
の
つ
な
が
り
が
赤
ち
ゃ
ん
を
助
け
る
の
は
、
単
語
の
意
味
の
学
習
だ
け
で

は
な
い
。
オ
ノ
マ
ト
ペ
は

（と
く
に
日
本
語
の
中
で
は
）
、
さ
ま
ざ
ま
な
規
則
性
に
則

っ
て
使
わ
れ
て
い
る
。

第
３
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
要
素
か
ら
新
し
い
意
味
を
持

つ
新
し
い
単
語
を
作
り
出
す
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
生

産
性
は
、
驚
く
ほ
ど
高
く
、　
シ
ス
テ
マ
テ
ィ
ッ
ク
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
パ
」
と
い
う
語
根
を
も
と
に
し

て
、
「
パ

ッ
」
「
パ
ッ
パ
」
「
バ
ン
」
「
パ
ン
パ
ン
」
、
さ
ら
に

「
パ
ー

ッ
」
「
パ
パ

ッ
」
「
パ
ー

ン
」
「
パ
パ
パ
ー

ン
」
な
ど
が
作
れ
る
。　
一
拍

の
語
根
か
ら
で
も
、

こ
れ
だ
け
の
バ
リ

エ
ー

シ
ョ
ン
が
派
生
さ
れ
る
。

こ
れ
が

二
拍
の
語
根

（た
と
え
ば

「
チ
ク
」
買

チ
」
買

ク
し

に
な
る
と
さ
ら
に
生
成
性
は
高
ま
る
。
仮

に
、
四

つ
の
子
音
と
五
つ
の
母
音
の
組
み
合
わ
せ
だ
と
、
論
理
的
に
は

一
拍
の

「子
音
十
母
音
」

の
場
合
に

は
２０
個

の
語
根
が
で
き
る
が
、
二
拍
の
場
合
は
４
０
０
個
の
語
根
が
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
そ
れ

ぞ
れ
の
語
根
に
重
複
や
接
辞
付
加
と
い
っ
た
操
作
を
施
す
こ
と
で
、
「
パ
ク
」
か
ら

「
パ
ク
ッ
」
「
パ
ク
ン
」

「
パ
ク
リ
」
「
。ハ
ッ
ク
リ
」
「
パ
ク
パ
ク
」
「
パ
ク
パ
ク
ッ
」
「
パ

ッ
ク
ン
」

の
よ
う
に
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
を
作

る
こ
と
が
で
き
る
。



い
く
つ
か
の
語
根
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
パ
タ
ー
ン
が
あ
る
こ
と
を
観
察
す
る
と
、

子
ど
も
は
す
か
さ
ず
そ
れ
を
他
の
語
根
に
も
使
い
、
自
分
で
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
作
る
よ
う
に
な
る
。
第
３
章
で

紹
介
し
た
、
シ
ョ
ベ
ル
カ
ー
を

「ば
よ
っ

ば
よ
っ
ば
よ

っ
」
と
写
し
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
そ
の
例
で
あ
る
。

軸
と
な
る
要
素

（語
根
）
に
規
則
的
に
小
さ
な
要
素

（接
辞
）
が
つ
い
て
、
意
味
を
変
化
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
る
と
い
う
の
は
オ
ノ
マ
ト
ペ
に
限
ら
ず
、
あ
ら
ゆ
る
こ
と
ば
が
持
つ
大
事
な
特
徴
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

「確
か
」
と
い
う
語
は
、
「確
か
さ
」
「確
か
め
る
」
「不
確
か
」
「不
確
か
さ
」
の
よ
う
に
派
生
す
る
。
同
じ

よ
う
な
こ
と
は
、
「笑
う
」
↓

「笑
わ
す
」
（使
役
）
↓

「笑
わ
さ
れ
る
」
（受
身
）
↓

「笑
わ
さ
れ
ま
す
」

（丁
寧
）
↓

「笑
わ
さ
れ
ま
し
た
」
（過
去
）
の
よ
う
な
動
詞
の
語
形
変
化
に
も
見
て
取
れ
る
。

接
辞
を
組
み
合
わ
せ
て
、
単
語
の
意
味
を
変
化
さ
せ
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
作
ら
れ
た
単
語
を
文
法
規
則

に
よ
っ
て
組
み
合
わ
せ
て
、
文
を
作
る
。
そ
も
そ
も
言
語
が
持

つ
意
味
と
は
要
素
の
組
み
合
わ
せ
で
作
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

オ
ノ
マ
ト
ペ
は
言
語
の
ミ
ニ
ワ
ー
ル
ド
で
あ
る
。　
一
般
的
な
こ
と
ば
と
同
じ
よ
う
に
、
語
根
に
接
辞
が
つ

い
て
意
味
が
変
化
す
る
。
絵
本
の
中
で
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
豊
富
に
使
わ
れ
る
。
絵
本
を
読
ん
で
も
ら
い
な
が
ら
、

子
ど
も
は
軸
と
な
る
要
素
に
つ
く
小
さ
い
要
素
が
い
ろ
い
ろ
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
こ
と
ば
は
要
素
の
組
み

合
わ
せ
で
構
成
さ
れ
る
こ
と
に
気
づ
き
、
大
き
な
塊
か
ら
小
さ
い
要
素
を
抽
出
し
て
そ
の
意
味
を
考
え
る
。

絵
本
で
多
用
さ
れ
る
オ
ノ
マ
ト
ペ
か
ら
、
単
語
の
意
味
だ
け
で
な
く
文
法
的
な
意
味
を
考
え
る
練
習
も
し
て
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い
る
の
で
あ

る
。

ま
と
め

子
ど
も
が
言
語
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
は
、
単
に
単
語
の
音
と
そ
の
単
語
が
表
す
対
象
の
対
応
づ
け
を
覚
え

る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
言
語
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
仕
組
み
を
自
分
で
発
見
し
、
発
見
し

た
こ
と
を
使

っ
て
自
分
で
意
味
を
作

っ
て
い
く
方
法
を
覚
え
る
こ
と
で
あ
る
。

子
ど
も
が
最
初
に
発
見
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
自
分
が
こ
れ
か
ら
覚
え
て
使

っ
て
い
く
言
語
に
は

意
味
が
あ
る
こ
と
、
言
語
の
意
味
の
基
本
単
位
は
単
語
で
あ
る
こ
と
、
単
語
は
音
の
組
み
合
わ
せ
か
ら
成
り

立

っ
て
い
る
こ
と
、
組
み
合
わ
せ
に
は
規
則

（文
法
）
が
あ
り
、
組
み
合
わ
せ
を
変
え
る
と
違
う
意
味
を
作

る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
子
ど
も
は
こ
ん
な
に
た
く
さ
ん
の
こ
と
を
、　
一
つ
ひ
と
つ
、
自
分
の

力
で
学
ん
で
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。

子
ど
も
は
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
大
好
き
だ
。
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
感
覚
的
で
わ
か
り
や
す
い
と
い
う
だ
け
で
な
く
、

場
面
全
体
を
オ
ノ
マ
ト
ペ
一
つ
で
換
喩
的
に
表
す
こ
と
が
で
き
る
、
声
の
強
弱
や
発
話
の
速
さ
、
リ
ズ
ム
な

ど
に
感
情
を
込
め
や
す
い
な
ど
の
理
由
に
よ
る
。
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
子
ど
も
を
言
語
の
世
界
に
引
き
つ
け
る
。

そ
れ
に
よ

っ
て
子
ど
も
は
こ
と
ば
に
興
味
を
持
ち
、
も

っ
と
聞
き
た
い
、
話
し
た
い
、
こ
と
ば
を
使
い
た
い

と
思
う
。
そ
れ
だ
け
で
も
と
て
も
大
事
な
働
き
だ
が
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
に
親
じ
む
こ
と
で
子
ど
も
は
言
語
の
さ



ま
ざ
ま
な
性
質
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
気
づ
き
が
あ
る
だ
ろ
う
。

①
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
リ
ズ
ム
や
音
か
ら
、
母
語
の
音
の
特
徴
や
音
の
並
び
方
な
ど
の
特
徴
に
気
づ
く
。
（オ
ノ

マ
ト
ペ
は
、　
一
般
語
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
音
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。）

②
音
と
視
覚
情
報
の
対
応
づ
け
を
感
覚
的
に

「感
じ
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
耳
に
入

っ
て
く
る
人
が
発
す
る

「音
」
が
何
か
を

「指
す
」
と
い
う
こ
と
に
気
づ
く
。
そ
れ
は

「
こ
と
ば
は
意
味
を
持

つ
」
と
い
う
気
づ

き
に
つ
な
が
る
。

③
母
語
特
有
の
音
と
意
味
の
結
び
つ
き

（た
と
え
ば
、
音
の
清
濁
と
対
象
の
大
き
さ
と
の
対
応
）
を
感
覚
的
に

覚
え
る
。
こ
れ
は
大
人
に
な

っ
て
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
効
果
的
に
創
造
的
に
使
う
、　
つ
ま
り
新
し
い
オ
ノ
マ

ト
ペ
を
状
況
に
即
し
て
即
興
的
に
作

っ
て
い
く
た
め
の
基
礎
と
な
る
。

④
た
く
さ
ん
の
要
素
が
あ
り
す
ぎ
る
場
面
で
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
ア
イ
コ
ン
性
は
単
語
が
指
し
示
す
部
分
に
子

ど
も
が
注
目
す
る
の
を
助
け
、
そ
の
意
味
を
見

つ
け
や
す
く
す
る
。
動
詞
や
形
容
詞
は
、
日
の
前
に
見
え

る
対
象
そ
の
も
の
の
ご
く

一
部
を
切
り
取

っ
た
も
の
が
意
味
に
な
る
。
動
詞
を
学
習
す
る
と
き
は
、
動
作

主
、
動
作
対
象
、
道
具
、
背
景
な
ど
た
く
さ
ん
の
要
素
か
ら
な
る
場
面
で
動
き
や
行
為
に
だ
け
注
意
を
向

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
形
容
詞
を
学
習
す
る
と
き
は
モ
ノ
の
触
覚
、
模
様
、
大
き
さ
、
重
さ
な
ど
、

特
定
の
特
徴
だ
け
を
取
り
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
子
ど
も
が
目
の
前
の
情
報
を

「切
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オノマトベから得る気づき

① 母語の音。並び方の特徴

鼎二ヽOイシヤツ…い般動
「 ふ わ ふ わ 」

ёトン、②グ、トウ②…(一般聞

② 人の発する「音」が何かを「指す」こと

→ ことばは意味を持つことに気づく

③ 母語特有の音と意味の結びつき

「ゴトゴト」=大 きい 一―→  「コトコト」=小 さい

→ 自分でオノマトベを作れるようになる

④ 子どもが注目するべき部分、

ことばの意味を見つけやすくする働き

図 4-6 オノマ トベの役割



り
出
す
」
た
め
の
武
器
と
な
る
。

こ
れ
ら
を
統
合
し
て
ま
と
め
て
み
る
と
、
言
語
習
得
に
お
け
る
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
役
割

（図
４
１
６
）
は
、

子
ど
も
に
言
語
の
大
局
観
を
与
え
る
こ
と
と
言
え
よ
う
。
何
の
知
識
も
持
た
な
い
状
態
か
ら
始
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
子
ど
も
と
、
抽
象
的
な
記
号
の
膨
大
か
つ
複
雑
な
体
系
で
あ
る
言
語
の
姿
。
最
初
は
歩
く
こ
と
は

も
と
よ
り
、
立
つ
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
子
ど
も
が
、
ど
の
よ
う
な
方
法
を
も

っ
て
言
語
と
い
う
高
い
山
を

登
り
き
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
Ｐ
　
そ
の
秘
密
に
迫
る
こ
と
が
、
記
号
接
地
問
題
、
そ
し
て
言
語
習
得

の
謎
を
解
き
明
か
す
こ
と
な
の
で
あ
る
。

本
章
で
は
、
音
と
そ
れ
以
外
の
感
覚
モ
ダ
リ
テ
ィ
の
対
応
づ
け
を
助
け
る
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
ア
イ
コ
ン
性
が

言
語
と
い
う
膨
大
で
抽
象
的
な
記
号
の
体
系
に
踏
み
出
す
赤
ち
ゃ
ん
の
背
中
を
押
し
、
足
場
を
か
け
る
と
い

う
大
事
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
を
述
べ
て
き
た
。
だ
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
言
語
を
習
得
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
言
語
学
習
の
初
心
者
が
、
ど
の
よ
う
に
オ
ノ
マ
ト
ペ
か
ら
離
れ
な
が
ら
膨
大
な
数
の
抽
象
的
な
こ
と
ば

を
自
分
の
身
体
の
一
部
に
し
て
い
く
の
か
は
第
６
章
で
述
べ
る
。

し
か
し
、
そ
の
前
に
、
次
の
第
５
章
で
は
、
い
っ
た
ん
視
点
を
子
ど
も
か
ら

「言
語
」
に
移
し
、
言
語
は

ど
の
よ
う
に
オ
ノ
マ
ト
ペ
か
ら
離
れ
て
巨
大
な
記
号
の
体
系
に
成
長
し
て
い
っ
た
の
か
と
い
う
、
言
語
の
進

化
を
考
え
て
い
こ
う
。



第
５
章
　
言
語
の
進
化

オ
ノ
マ
ト
ペ
の
音
と
意
味
の
つ
な
が
り
は
赤
ち
ゃ
ん
で
も
わ
か
る
。
そ
れ
が
赤
ち
ゃ
ん
に
、
自
分
が
こ
れ

か
ら
学
ん
で
い
く
母
語
に
つ
い
て
、
大
人
が
発
す
る
声
に
い
か
な
る
意
味
が
あ
る
の
か
、
そ
の
音
に
は
ど
う

い
う
特
徴
が
あ
る
の
か
、
な
ど
の
ざ

っ
く
り
し
た
直
感
的
な
理
解
を
与
え
て
く
れ
る
、
と
い
う
こ
と
を
前
章

で
述
べ
た
。

し
か
し
、
言
語
は
オ
ノ
マ
ト
ペ
だ
け
で
で
き
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
語
彙
の
大
半
は
、
ョ
日
に
意
味
の

な
い
普
通
の
こ
と
ば
」
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
と
ば
が
単
独
で
バ
ラ
バ
ラ
に
存
在
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、

互
い
に
関
係
づ
け
ら
れ
た
巨
大
な
シ
ス
テ
ム
に
な

っ
て
い
る
。
言
語
習
得
の
問
題
を
大
局
的
に
考
え
て
み
る

と
、
子
ど
も
は
オ
ノ
マ
ト
ペ
以
外
の
膨
大
な
数
の
こ
と
ば
を
覚
え
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
と
シ
ス
テ
ム
の
中
の
他

の
こ
と
ば
の
関
係
を
発
見
し
、
最
終
的
に
は
自
分
で
巨
大
な
意
味
の
シ
ス
テ
ム
を
構
築
し
て
い
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
子
ど
も
は
、
ア
イ
コ
ン
性

釜
日
と
意
味
の
類
似
性
）
の
支
援
な
し
に
、
ど
の
よ
う
に
膨
大
な
量



の
記
号
の
体
系
を
覚
え
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
？

オ
ノ
マ
ト
ペ
と
は
何
か
と
い
う
問
い
か
ら
筆
者
た
ち
が
始
め
た
探
究
は
、　
マ
ト
リ
ョ
ー
シ
カ
の
よ
う
に
、

ど
ん
ど
ん
新
た
な
問
い
を
生
ん
で
い
っ
た
。
探
究
と
は
、
よ
り
本
質
的
な
問
い
と
の
出
会
い
で
あ
る
。
こ
う

し
て
、
ォ
ノ
マ
ト
ペ
の
性
質
や
役
割
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
い
う
筆
者
た
ち
の
探
究
は
、
雪
呈
ｍ習
得
」
留
口

語
進
化
」
を
考
え
る
こ
と
に
変
わ
り
、
い
つ
し
か

「言
語
の
本
質
」
と
い
う
、　
エ
ベ
レ
ス
ト
の
山
頂
を
目
指

す
よ
う
な
旅
に
な

っ
て
い
っ
た
。
こ
の
山
は
最
短
距
離
で
直
線
的
に
登
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
い
た
る
所
で

遭
遇
す
る
難
所
を
う
ん
う
ん
言
い
な
が
ら
越
え
た
り
、
迂
回
し
た
り
し
て
、
ル
ー
ト
を
開
拓
し
な
が
ら
進
ん

で
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。

本
章
で
は
、
な
ぜ
言
語
進
化
の
過
程
で
多
く
の
こ
と
ば
は

「オ
ノ
マ
ト
ペ
性
」
が
薄
ま
り
、
語
彙
の
大
部

分
は

「恣
意
的
な
記
号
の
体
系
」
と
な

っ
て
い
っ
た
の
か
を
考
え
る
。
し
か
し
、
そ
の
考
察
を
す
る
た
め
の

前
提
と
し
て
、
言
語
の
身
体
性
に
つ
い
て
あ
ら
た
め
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
ま
で
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
持

つ
身
体
性
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。
し
か
し
す
べ
て
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
身

体
性
は
、
本
当
に
直
接
に
身
体
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
？
　
逆
に
、
普
通
の
こ
と
ば
に
は
身
体
と

の
つ
な
が
り
は
存
在
し
な
い
の
だ
ろ
う
か
Ｐ
　
ン」
れ
ら
の
疑
間
を
考
え
て
い
く
と
、
そ
も
そ
も
身
体
性
と
は

何
な
の
か
、
と
い
う
疑
間
に
行
き
着
く
。
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言
語
の
理
解
に
身
体
性
は
必
要
か

言
語
に
は
身
体
性
が
あ
る
の
か
。
あ
る
い
は
必
要
な
の
か
。
言
語
学
で
は
伝
統
的
に
、
こ
と
ば
に
身
体
と

の
つ
な
が
り
は
な
く
、
そ
の
必
要
も
な
い
と
い
う
考
え
が
主
流
だ

っ
た
。
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
こ
の
見
解
に
反
す

る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
存
在
自
体
が
、
こ
の
見
解

へ
の
挑
戦
で
あ
る
。
こ
の
事
実
に
対
し
伝
統

的
な
言
語
学
で
は
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
言
語
の
周
辺
に
あ
り
、
取
る
に
足
ら
な
い
例
外
で
あ
る
と
い
う
見
解
を

示
し
て
い
る
こ
と
を
第
３
章
で
述
べ
た
。

こ
の
考
え
方
は
初
期

（１
９
９
０
年
以
前
）
の
人
工
知
能

（Ａ
Ｉ
）
研
究
で
も
共
有
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
時

代
の
Ａ
Ｉ
で
は
、
人
間
の
知
識
の
実
装
を
す
る
際
の
単
位
は
単
純
な
概
念
を
表
す
記
号
で
あ
り
、
そ
の
記
号

を
組
み
合
わ
せ
れ
ば
ど
ん
な
に
複
雑
な
概
念
も
作
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
想
定
し
て
い
た
。

し
か
し
、
ひ
と
た
び
言
語
を

「意
味
を
運
ぶ
媒
体
」
と
考
え
、
意
味
が
ど
の
よ
う
に
始
ま
る
の
か
と
い
う

問
題
を
考
え
る
と
、
人
間
が
話
す
言
語
が
身
体
か
ら
分
離
さ
れ
た
抽
象
的
な
記
号
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
と
い

う
考
え
は
直
感
的
に
受
け
入
れ
が
た
い
。
人
間
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
道
具
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
意
志

や
感
情
を
他
者
に
伝
え
、　
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
合
意
を
形
成
す
る
た
め
に
大
切
な
言
語
に
用
い
ら
れ
る
記
号
の

体
系
は
、
身
体
を
経
て
得
ら
れ
る
感
覚
、
知
覚
、
運
動
、
感
情
な
ど
の
情
報
に
由
来
す
る
意
味
を
持

っ
て
い

る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
こ
と
ば
は
、
身
体
性
か
ら
離
れ
て
独
自
の
意
味
を
も
持
ち
え
る
。
こ
の
よ

う
な
言
語
の
二
面
性
は
、
ど
の
よ
う
な
道
筋
を
た
ど
れ
ば
可
能

に
な
る
の
だ
ろ
う
か
？



水ヽ
遠
の
メ
リ
ー
ゴ
…
ラ
ン
ド

こ
の
疑
間
は
、
認
知
科
学
に
お
い
て
今
な
お
未
解
決
の
難
問
と
さ
れ
て
い
る
。
「
は
じ
め
に
」
で
触
れ
た
、

筆
者
た
ち
の
探
究
の
き

っ
か
け
と
な

っ
た

「記
号
接
地
問
題
」
で
あ
る
。

認
知
科
学
者
の
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
・
ハ
ル
ナ
ッ
ド
は
、
人
間
が
機
械
に
記
号
を
与
え
て
問
題
解
決
を
さ
せ
よ

う
と
し
た
Ａ
Ｉ
の
記
号
ア
プ

ロ
ー
チ
を
批
判
し
、
記
号
の
意
味
を
記
号
の
み
に
よ
っ
て
記
述
し
つ
く
す
こ
と

は
不
可
能
で
あ
る
と
指
摘
し
た
。
言
語
と
い
う
記
号
体
系
が
意
味
を
持
つ
た
め
に
は
、
基
本
的
な

一
群
の
こ

と
ば
の
意
味
は
ど
こ
か
で
感
覚
と
接
地

（『
ｏ目
ｅ

し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
が
彼
の
論
点

で
あ
る
。
彼
は
こ
の
問
題
に
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
与
え
る
た
め
、
外
国
語
を
外
国
語
の
記
号
の
み
か
ら
学

習
す
る
事
態
を
例
に
挙
げ
て
い
る

（今
井
訳
）。

あ
な
た
は
中
国
語
を
学
ぼ
う
と
す
る
が
、
入
手
可
能
な
情
報
源
は
中
国
語
辞
書

（中
国
語
を
中
国
語

で
定
義
し
た
辞
童
こ

し
か
な
い
と
し
よ
う
。
す
る
と
あ
な
た
は
永
遠
に
意
味
の
な
い
記
号
列
の
定
義
の

間
を
さ
ま
よ
い
続
け
、
何
か
の

「意
味
」
に
は
永
遠
に
た
ど
り
着
く
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。

ま

っ
た
く
意
味
の
わ
か
ら
な
い
記
号
の
意
味
を
、
他
の
、
や
は
り
ま

っ
た
く
意
味
の
わ
か
ら
な
い
記
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号
を
使

っ
て
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
他
方
、
中
国
語

の
語
を
母
語

の
語
を
介
し
て
理
解
す
る
こ

と
は
可
能
で
あ
る
。
母
語
の
語
は

「感
覚
に
接
地
」
し
て
お
り
、
接
地
し
た
語
を
通
じ
て
接
地
し
て
い

な
い
外
国
語
の
記
号
を
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
。

ハ
ル
ナ
ッ
ド
の
提
起
し
た
記
号
接
地
問
題
は
、
子
ど
も
が
母
語
を
学
習
す
る
際

に
実
際
に
起
こ
る
問
題
で

も
あ
る
。
意
味
を
知

っ
て
い
る
こ
と
ば
を

一
つ
も
持
た
な
い
子
ど
も
は
、
ま

っ
た
く
意
味
の
な
い
記
号
を
使

っ
て
新
た
に
記
号
を
獲
得
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
言
語
と
感
覚
と
の
つ
な
が
り
を
ま

っ
た
く
知
ら
な
い
子

ど
も
が
、
辞
書
を
用

い
て
言
語
を
学
習
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

一
方
で
、
成
人
は
お
よ
そ
感
覚
に
接
地
し
て
い
る
と
は
思
え
な
い
よ
う
な
概
念
を
も
、
あ
た
か
も
そ
れ
が

感
覚
と
接
地
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
言
語
的

に
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
実
際
、
私
た
ち
の
言
語

に
は
目

に
見
え
な
い
、
物
理
的
な
実
体
を
持

た
な

い
抽
象
概
念
を
表
す
語
が
多
く
含

ま
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば

「愛
」
と
い
う
こ
と
ば
を
例
に
考
え
て
み
よ
う
。
「愛
」
と
い
う
語
が
指
し
示
す
概
念

に
は
、
物
理
的
な
実
体

は
な

い
。
「愛
」
と

い
う
こ
と
ば
を
知
ら
な

い
子
ど
も
は

「愛
」
と
い
う
感
情
を
理
解
で
き
な

い
だ
ろ
う

か
Ｐ直

観
的
に
考
え
れ
ば
、
子
ど
も
は
少
な
く
と
も
自
分
に
向
け
ら
れ
た

「愛
」

に
つ
い
て
は
、
「愛
」
と
い

う
語
を
知
ら
な
く
て
も
理
解
で
き
る
。



今
度
は
、
機
械
が

「愛
」
を
理
解
で
き
る
か
を
考
え
て
み
よ
う
。
た
と
え
ば
自
然
言
語
処
理
シ
ス
テ
ム
に
、

「愛
」
の
定
義
を
こ
と
ば
で
与
え
た
ら

（た
と
え
ば
、
日
本
で
出
版
さ
れ
て
い
る
す
べ
て
の
辞
書
の

「愛
」
の
語

釈
を
す
べ
て
イ
ン
プ
ッ
ト
す
る
な
ど
）
、
機
械
は

「愛
」
の
意
味
を
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
か
Ｐ

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ま
で

「身
体
的
」
と
い
う
こ
と
ば
を
頻
繁
に
使

っ
て
き
た
が
、
そ
も
そ
も

「身
体
的
」

と
は
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
？
　
実
は
こ
れ
は
言
語
と
は
何
か
と
い
う
問
題
を
考
え
る
上
で
本
質
的
な
問

題
で
あ
る
。
逆
に
考
え
る
と
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
意
味
は

「身
体
的
」
な
の
だ
ろ
う
か
Ｐ

ハ
ル
ナ
ッ
ド
は
、
機
械
が
辞
書
の
定
義
だ
け
で
こ
と
ば
の
意
味
を

「理
解
」
し
よ
う
と
す
る
の
は
、　
一
度

も
地
面
に
接
地
す
る
こ
と
な
く
、
「記
号
か
ら
記
号

へ
の
漂
流
」
を
続
け
る
メ
リ
ー
ゴ
ー
ラ
ン
ド
に
乗

っ
て

い
る
よ
う
な
も
の
だ
と
述
べ
て
い
る
。
他
方
、
永
遠
に
続
く
メ
リ
ー
ゴ
ー
ラ
ン
ド
に
乗
り
続
け
る
状
態
を
回

避
す
る
た
め
に
す
べ
て
の
記
号
が
身
体
に
直
接
つ
な
が

っ
て
い
る
必
要
は
な
い
と
も
言
う
。
最
初
の
一
群
の

こ
と
ば
が
身
体
に
接
地
し
て
い
れ
ば
よ
い
。
身
体
に
つ
な
が

っ
て
い
る
こ
と
ば
を
あ
る
ボ
リ

ュ
ー
ム
で
持

っ

て
い
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
こ
と
ば
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
の
こ
と
ば
と
対
比
さ
せ
る
こ

と
で
、
直
接
の
身
体
経
験
が
な
く
て
も
、
身
体
に
接
地
し
た
も
の
と
し
て
新
た
な
こ
と
ば
を
覚
え
て
い
く
こ

と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
の
考
え
は
発
達
心
理
学
の
観
点
か
ら
し
ご
く
納
得
で
き
る
も
の
で
あ
る
が
、
言
語
習
得
の
メ
カ
ニ
ズ
ム

を
理
解
す
る
た
め
に
本
当
に
大
事
な
の
は
、
こ
れ
以
降
の
詳
細
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
ど
の
よ
う
に
し
た
ら
身
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体
か
ら
離
れ
て
い
け
る
の
か
。
そ
の
プ
ロ
セ
ス
を
詳
細
に
理
解
し
た
い
。
し
か
し
、
こ
の
点
に
関
し
て
の
ハ

ル
ナ
ッ
ド
自
身
の
考
察
は
こ
こ
で
終
わ
っ
て
し
ま

っ
て
い
る
の
で
数
々
の
疑
間
が
残
さ
れ
て
い
る
。
最
初
の

身
体
に
接
地
さ
れ
た
こ
と
ば
の

一
群
と
は
ど
う
い
う
こ
と
ば
な
の
だ
ろ
う
か
Ｐ
　
そ
こ
か
ら
言
語
は
ど
の
よ

う
に
身
体
か
ら
離
れ
て
い
く
の
だ
ろ
う
か
？
　
こ
の
二
つ
は
言
語
習
得
、
ひ
い
て
は
言
語
進
化
に
と

っ
て
も

っ
と
も
大
事
な
問
い
で
あ
る
。

Ａ
Ｉ
は
記
号
接
地
問
題
を
解
決
で
き
る
の
か

身
体
性
と
は
実
は
一
筋
縄
で
い
か
な
い
概
念
な
の
で
、
少
し
だ
け
概
念
の
歴
史
的
背
景
を
紹
介
し
つ
つ
整

理
し
て
お
き
た
い
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
Ａ
Ｉ
で

「身
体
性
」
と
い
う
概
念
が
注
目
さ
れ
た
の
は
、
「記
号
主
義
」

へ
の

反
論
と
し
て
で
あ

っ
た
。
で
は

「機
械
が
身
体
性
を
持

つ
」
た
め
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
か
？

初
期
の
Ａ
Ｉ
に
は
計
算
す
る

「頭
脳
」
し
か
な
か

っ
た
。

コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
は
身
体
を
持
た
な
い
か
ら
、
身
体

に
つ
な
が
り
よ
う
が
な
い
。
だ
か
ら
頭
脳
に
身
体
を
持
た
せ
れ
ば
よ
い
。
視
覚
情
報
は
と
て
も
重
要
だ
か
ら
、

機
械
に
日
と
な
る
カ
メ
ラ
を
つ
け
、
ビ
ジ

ュ
ア
ル
な
情
報
を
取
得
さ
せ
る
。
あ
る
い
は
、
セ
ン
サ
ー
つ
き
の

手
足
を
持
た
せ
、
感
覚
情
報
、
と
く
に
触
覚
情
報
を
取
得
さ
せ
る
。
こ
れ
が
、　
一
部
の
Ａ
Ｉ
の
研
究
者
た
ち

が
推
し
す
す
め
た
ロ
ボ
ッ
ト
研
究
で
あ
る
。



た
だ
、　
一
つ
困

っ
た
こ
と
が
あ
る
。
感
情
の
問
題
だ
。
感
情
を
表
す
表
現
は
、　
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の

中
で
と
て
も
重
要
で
あ
る
。
感
情
を
直
接
に
表
現
す
る
こ
と
ば
は
豊
富
で
あ
る
。
オ
ノ
マ
ト
ペ
な
ら

「
ワ
ク

ヮ
ク
」
「
ド
キ
ド
キ
」
「
イ
ラ
イ
ラ
」
「
ム
カ
ム
カ
」
「
カ
ー
ッ
」
、　
一
般
語
で
は

「
う
れ
し
い
」
「悲
し
い
」

「楽
し
い
」
「怒
る
」
な
ど
。
ま
た
、
感
情
を
表
す
こ
と
ば
は
、
直
接
感
情
を
表
す
い
わ
ゆ
る

「感
情
語
」
に

限
ら
な
い
。

桜
の
花
び
ら
が
散

っ
て
い
る
様
子
を

「
ひ
ら
ひ
ら
」
や

「
は
ら
は
ら
」
と
表
す
。
ど
ち
ら
も
、
よ
く
耳
に

す
る
表
現
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
は
ら
は
ら
」
に
は
ど
こ
か
切
な
い
、
哀
愁
を
帯
び
た
感
じ
が
そ
の
意
味

に

含
ま
れ
、
「
ひ
ら
ひ
ら
」
に
は
そ
れ
が
な
い
。
多
く
の
人
は

「
さ
ら
さ
ら
」
「す
べ
す
べ
」
「も
ふ
も
ふ
」
は

こ
こ
ち
よ
い
手
触
り
と
感
じ
、
「ざ
ら
ざ
ら
」
「
べ
た
べ
た
」
に
は
嫌
な
印
象
を
持

つ
。
こ
の

「感
情
価
」
は

こ
と
ば
の
意
味
の
重
要
な

一
部
で
あ
る
。

筆
者

（今
井
）
は
、
た
く
さ
ん
の
触
覚
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
辞
書
か
ら
集
め
、
大
学
生
に
そ
れ
ぞ
れ
の
こ
と

で
こ
ぼ

こ

ば
を
硬
さ
、
凸
凹
感
、
摩
擦
、
弾
力
、
粘
性

（粘
り
気
）、
湿
り
気
、
好
感
度
と
い
う
七
つ
の
軸
で
評
価
し

て
も
ら
い
、
主
成
分
分
析
と
い
う
統
計
手
法
を
用
い
て
、
七
つ
の
軸
が
相
互
に
ど
う
関
係
し
て
い
る
か
を
見

て
み
た
。
そ
れ
を
視
覚
化
し
た
の
が
、
図
５
１
１
で
あ
る
。
図
中
の
数
字
は
、
評
定
し
て
も
ら
っ
た
触
覚
に

関
す
る
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
表
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
１
は

「さ
ら
さ
ら
」
、
２
は

「す
べ
す
べ
」、
２６
は

「
ぬ

る
ぬ
る
」
、

２７
は

「ぎ
と
ぎ
と
」
で
あ
る
。
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図
を
見

る
と
わ
か
る
よ
う

に
、

「好
感
度
」

は
他

の
六

つ
の
評
価
軸

と
独
立
で
、
も

っ
と
も
重
み
が
大
き

い
軸
と
し
て
現
れ
た
。

つ
ま
り
、
好

感
度
は
、
触
覚
を
表
現
す
る
こ
と
ば

の
意
味
を
理
解
す
る
上
で
、
単

に
付

加
的
な
情
報
と
い
う
よ
り
は
、
意
味

に
と

っ
て
欠
か
せ
な
い
情
報
で
あ
る

こ
と
が
わ
か

っ
た
の
だ
。

カ
メ
ラ
や
セ
ン
サ
ー
を
通
じ
て
測

定
さ
れ
る
感
覚
情
報
を
取
得
す
れ
ば
、

記
号
を
身
体

に
接
地
で
き
る
の
だ
ろ

う
か
？
　
感
情
を
直
接
セ
ン
サ
ー
で

測
定
す
る
こ
と
は
難
し
そ
う
だ
が
、

人
の
感
情
を
脳
活
動
や
心
拍
、
発
汗

な
ど
の
物
理
的
な
指
標
を
用
い
て
推
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測
し
よ
う
と
す
る
研
究
は
さ
か
ん
に
行
わ
れ
て
い
る
。
人
間
が
こ
れ
ら
の
こ
と
ば
を
聞
い
た
と
き
の
脳
活
動

の
値
、
心
拍
、
発
汗
情
報
を
単
語
ご
と
に
与
え
た
ら
、　
ロ
ボ
ッ
ト

（Ａ
Ｉ
）
は
感
情
を
経
験
す
る
こ
と
が
で

き
、
こ
と
ば
を
身
体
に
接
地
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。

第
６
章
で
Ａ
Ｉ
に
お
け
る
記
号
接
地
問
題
を
考
え
る
が
、
今
は
と
り
あ
え
ず
、
こ
と
ば
の
意
味
、
と
く
に

一
部
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
意
味
に
お
い
て
は
、
感
情
価
が
非
常
に
大
き
な
比
重
を
占
め
る
こ
と
を
心
に
と
ど
め

て
お
こ
う
。

次
は
、
身
体

に
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
ば
は
オ
ノ
マ
ト
ペ
だ
け
な
の
か
、　
一
般
語
は
身
体
に
つ
な
が

っ
て

い
な
い
の
か
、
と
い
う
問
題
を
考
え
る
こ
と
に
し
よ
う
。

一
般
語
と
身
体
性

第
２
章
で
は
、
日
本
語
を
母
語
と
す
る
成
人
が
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
言
語
音
と
し
て
処
理
す
る
と
同
時
に
環

境
音
と
し
て
も
処
理
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
。
さ
ら
に
第
４
章
で
は
、
言
語
の
学
習
を
ま
さ
に
始
め
よ
う

と
す
る
年
齢
の
赤
ち
ゃ
ん
が
、
大
人
と
同
じ
よ
う
に
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
脳
の
右
半
球
で
環
境
音
と
し
て
処
理
し

て
い
る
と
い
う
研
究
結
果
を
紹
介
し
た
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
非
言
語
と
言
語
の
音
処
理
を

つ
な
ぐ
こ
と
ば
だ
と
考
え
ら
れ
、
ま
た

一
般
語
よ
り
も
強
く
身
体
に
つ
な
が

っ
て
い
る
こ
と
ば
で
あ
る
と
結

論
づ
け
た
。
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し
か
し
、
身
体
性
を
持
つ
こ
と
ば
、　
ハ
ル
ナ
ッ
ド
の
言
う
と
こ
ろ
の

「最
初
に
身
体
に
つ
な
が

っ
て
い
る

一
群
の
こ
と
ば
」
は
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
だ
け
な
の
だ
ろ
う
か
Ｐ
　
一
般
語
に
は
ま
っ
た
く
身
体
と
の
つ
な
が
り

が
な
い
の
だ
ろ
う
か
？
　
本
章
冒
頭
の
問
い
を
展
開
し
て
い
こ
う
。

音
と
意
味
の
つ
な
が
り

「や
わ
ら
か
い
」
や

「
か
た
い
」
は
オ
ノ
マ
ト
ペ
で
は
な
い
。
し
か
し
、
第
２
章
で
見
た
よ
う
に
、
「
や
わ

ら
か
い
」
と
い
う
こ
と
ば
の
音
、
と
く
に
最
初
の
ス
　
Ｗ
、　
ｒ
は
柔
ら
か
く
聞
こ
え
る
音
で
あ
り
、
「
か
た

い
」
の
ｋ
、
ｔ
は
硬
い
印
象
を
与
え
る
音
で
あ
る
。
同
様

に
、
「
お
お
き
い
」
は
大
き
い
印
象
を
与
え
る

「
お
」
を
語
頭
に
長
母
音
と
し
て
持

っ
て
お
り
、
「ち
い
さ
い
」
は
小
さ
い
印
象
を
与
え
る

「
い
」
が
語
頭
に

長
母
音
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
日
本
語
を
ま

っ
た
く
知
ら
な
い
人
に
も
、
各
形
容
詞
ペ
ア
の

ど
ち
ら
が
ど
ち
ら
の
意
味
を
表
す
か
、
あ
る
程
度
予
想
が
つ
く
。
こ
れ
は
単
な
る
偶
然
な
の
だ
ろ
う
か
Ｐ

同
じ
よ
う
な
こ
と
を
読
者
の
み
な
さ
ん
に
も
体
験
し
て
も
ら
い
た
い
。
次
の
ク
イ
ズ
は
、
多
く
の
人
に
耳

馴
染
み
の
な
い
言
語
に
お
け
る
対
義
的
な
形
容
詞
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
何
間
正
解
で
き
る
か
試
し
て
み

て
は
し
い
。

①

イ

ン
ド

の
テ

ル
グ
語

の

「
チ

ャ
ト
ラ

ス
ラ
ム
８
ご
Ｓ
貿
戯
ご

と

「
グ

ン
ド

ラ

ン
ガ

リ
お
０
『３
ｍ
２
、
丸

い



こ
と
を
表
す
の
は
ど
ち
ら
か
？

②
デ
ン
マ
ー
ク
語
の

「
テ
ッ
ト
一お
」

と

「
ラ
ン
ト
【彗
喚
」
、
近
い
こ
と
を
表
す
の
は
ど
ち
ら
か
Ｐ

③
ベ
ト
ナ
ム
語
の

「
メ
ム
日
一
Ｂ
」
と

「
ク
ン
の
壼
“
」
、
柔
ら
か
い
こ
と
を
表
す
の
は
ど
ち
ら
か
？

④
ス
ー
ダ

ン
の
カ
ッ
チ
ャ
語
の

「
イ
テ
ィ
ッ
リ
〓
】圧

と

「
ア
ダ
グ
ボ
巴
ど
げ
＆
、
多
い
こ
と
を
表
す
の
は

ど
ち
ら
か
？

⑤
エ
ス
ト
ニ
ア
語
の

「
フ
イ
ク
ネ
く
摯
Ｓ
こ

と

「
ラ
ル
マ
カ
ス
一腎
Ｂ
鼻
一”と
、
静
か
な
こ
と
を
表
す
の
は
ど

ち
ら
か
？

⑥
ア
マ
ゾ

ン
の
ピ
ダ

ハ
ン
語
の

「
ピ
ッ
イ
ｏ
や
」
と

「
チ
ォ
イ
ヒ
Ｉ
Ｓ
ｏ
【〓
」
、
短
い
こ
と
を
表
す
の
は
ど

ち
ら
か
？

⑦
パ
プ
ア
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
の
グ
ラ
ス
・
コ
イ
ア
リ
語
に
お
け
る

「ゴ
ム
ゴ
８
日
Ｅ
こ

と

「
ィ
ハ

，
と
、
汚

い
こ
と
を
表
す
の
は
ど
ち
ら
か
？

③
ア
メ
リ
カ
北
西
部
の
ネ
ズ
パ
ー
ス
語
に
お
け
る

「
ヒ
テ
ャ
ー
ウ
ィ
チ
ゴ
【ｏ
器
選
一こ

と

「
ウ
ィ
ッ
ハ
ウ
ィ
ッ

ハ
ヨ
↓奎
亀
と
、
重
い
こ
と
を
表
す
の
は
ど
ち
ら
か
Ｐ

⑨
ア

メ
リ

カ
南
東
部

の
ナ

チ

ェ
ズ
語

に
お
け

る

「
マ
ヨ
ク
プ

ロ
〓

ざ
こ

と

「
ペ
ラ
ル
ネ

ケ

ン

窮
巨
●
ｏ
Ｆ
の
こ
、
明
る
い
こ
と
を
表
す
の
は
ど
ち
ら
か
？

⑩
オ
セ
ア

ニ
ア
・
ソ
ロ
モ
ン
諸
島
の
サ
ヴ
ォ
サ
ヴ

ォ
語
に
お
け
る

「
ボ
ボ
ラ
ガ
ぴ
９
９
ミ
こ

と

「
セ
レ
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∽２
２
、
ど
ち
ら
が
黒
で
ど
ち
ら
が
自
か
？

正
解
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
①

「グ
ン
ド
ラ
ン
ガ
」
が

〈
丸
い
〉
、
②

「
テ
ッ
ト
」
が

〈近
い
〉
、
③

「
メ
ム
」
が

〈柔
ら
か
い
〉
、
④

「
ア
ダ
グ
ボ
」
が

〈多
い
〉
、
⑤

「
ワ
イ
ク
ネ
」
が

〈
静
か
〉、
⑥

「
チ
オ
イ

ヒ
ー
」
が

〈
短
い
〉
、
⑦

「ゴ
ム
ゴ
」
が

〈
汚
い
〉
、
③

「
ウ
ィ
ッ
ハ
ウ
ィ
ッ
ハ
」
が

〈
重
い
〉、
⑨

「
ペ
ラ

ル
ネ
ケ
ン
」
が

〈
明
る
い
〉、
⑩

「ボ
ボ
ラ
ガ
」
が

〈
黒
〉
で

「
セ
レ
」
が

〈白
〉
。
多
く
の
人
が
７
割
が
た

は
正
解
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

隠
れ
た
オ
ノ
マ
ト
ペ

な
ぜ
私
た
ち
は
、　
一
般
語
に
も
音
と
意
味
の
つ
な
が
り
を
感
じ
る
の
だ
ろ
う
か
？
　
実
は
、
現
在
私
た
ち

が
オ
ノ
マ
ト
ペ
と
見
な
さ
な
い

「普
通
の
こ
と
ば
」
２

般
議
じ

の
中
に
は
、
昔
は
オ
ノ
マ
ト
ペ
だ

っ
た
も

の
が
驚
く
ほ
ど
た
く
さ
ん
あ
る
。

た
と
え
ば
、
「
た
た
く
」
「
ふ
く
」
「す
う
」
と
い
う
動
詞
。
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
歴
史
研
究
の
第

一
人
者
で
あ

る
山
口
仲
美
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
動
詞
は
そ
れ
ぞ
れ

「
タ
ッ
タ
ッ
」
「
フ
ー
」
「
ス
ー
」
と
い
う
擬
音
語
を

も
と
に
作
ら
れ
た
語
で
、
末
尾
の

「く
」
は
古
語
で
は
動
詞
化
す
る
た
め
の
接
辞
だ

っ
た
。
同
様
に
、
な
ん

　

”

と

「
は
た
ら
く
」
も

「
ハ
タ
ハ
タ
」
と
い
う
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
語
源
に
持

つ
と
さ
れ
る
。



動
物
の
名
前
に
も
オ
ノ
マ
ト
ペ
由
来
の
も
の
が
と
て
も
多
い
。
「
カ
ラ
ス
」
「鶯
」
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
は
鳴

き
声
を
写
す
擬
音
語

「
カ
ラ
」
「
ウ
グ
ヒ
」
「
ホ
ト
ト
ギ
」
に
鳥
で
あ
る
こ
と
を
示
す
接
辞

「
ス
」
が
つ
い
て

で
き
た
名
前
だ
そ
う
だ
。
「
ヒ
ヨ
コ
」
は

「
ヒ
ヨ
ヒ
ヨ
」
に

「
コ
」
。
「
コ
」
は
か
わ
い
い
も
の
に
つ
け
る
接

辞
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
事
例
は
、
私
た
ち
が

一
般
語
と
思

っ
て
い
る
こ
と
ば
の
多
く
が
、
も
と
も
と
は
対
象
の
模
倣
で

あ
る
オ
ノ
マ
ト
ペ
に
由
来
す
る
可
能
性
を
示
唆
す
る
。
そ
う
考
え
れ
ば
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
で
は
な
い
、　
一
般
語

に
も
音
と
意
味
の
つ
な
が
り
を
感
じ
る
こ
と
が
多
々
あ
る
こ
と
が
納
得
で
き
る
。
し
か
し
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
を

効
果
音
の
よ
う
に
、
間
投
詞
的
に
使
う
の
で
は
な
く
、　
モ
ノ
の
名
前
や
動
詞
と
し
て
使
う
た
め
に
、
接
辞
を

つ
け
た
り
活
用
さ
せ
た
り
し
て
、　
一
般
語
の
形
に
し
て
い
く
。
す
る
と
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
持

つ

「音
で
意
味

を
模
倣
し
て
い
る
」
と
い
う
感
覚
が
薄
ら
い
で
い
く
の
だ
。

オ
ノ
マ
ト
ペ
と
日
本
語
の
方
言

第
２
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
世
界
共
通
と
は
限
ら
な
い
。
む
し
ろ
言
語
固
有
、
あ
る
い
は

地
域
固
有

（
つ
ま
り
方
言
的
）
な
も
の
が
多
い
。
そ
の
た
め
、
非
母
語
話
者
は
も
と
よ
り
、
同
じ
言
語
の
話

者
で
も
当
該
の
方
言
を
話
さ
な
い
話
者
に
は
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
意
味
が
わ
か
ら
な
い
こ
と
も
よ
く
あ
る
。
オ
ノ

マ
ト
ペ
の
よ
う
に
対
象
を
模
し
た
こ
と
ば
で
さ
え
、
方
言
が
異
な
る
と
何
を
対
象
に
し
て
い
る
の
か
が
わ
か
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ら
な
い
。
こ
の
現
象
は
ど
う
し
て
起
こ
る
の
か
？
　
こ
の
問
題
は
、
言
語
の
多
様
性
が
な
ぜ
、
ど
の
よ
う
に

生
ま
れ
る
か
を
考
え
る
上
で
ヒ
ン
ト
に
な
り
そ
う
だ
。

「
チ
ャ
コ
」
「
タ
コ
」
「グ
ル
ー
」
。
こ
れ
ら
は
日
本
語
の
方
言
に
お
け
る
、
あ
る
動
物
の
名
前
で
あ
る
。
い

ず
れ
も
方
言
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
も
と
に
し
て
い
る
。
そ
の
動
物
が
何
か
、
わ
か
る
だ
ろ
う
か
？

答
え
は
ネ
コ
で
あ
る
。
「
チ
ャ
コ
」
は
東
北
地
方
の
方
言
で
、
ネ
コ
を
呼
び
寄
せ
る
と
き
の
舌
打
ち
音
、

つ
ま
り
口
の
中
で
舌
を
動
か
し
な
が
ら
空
気
を
吸
い
込
む
音
に
由
来
す
る
そ
う
だ
。
そ
れ
に

「
か
わ
い
い
も

の
」
を
表
す
接
尾
辞

「
コ
」
を
つ
け
て

「
チ
ャ
コ
」
。
山
形
側
で
は

「
チ
ャ
コ
」
、
宮
城
側
で
は
音
が
変
化
し

て

「
タ
コ
」
な
の
だ
そ
う
だ
。

鹿
児
島
県
喜
界
島
の
方
言
で
は
ネ
コ
の
こ
と
を

「グ
ル
ー
」
と
言
う
。
ネ
コ
の
喉
を
鳴
ら
す
音
か
ら

「グ

ル
グ
ル
」
と
い
う
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
生
じ
た
そ
う
だ
。
こ
の

「グ
ル
グ
ル
」
か
ら
ネ
コ
を
呼
び
寄
せ
る
と
き
に

使
う
呼
び
寄
せ
語

「グ
ル
グ
ル
、
グ
ル
グ
ル
」
が
生
じ
、
さ
ら
に
、
「グ
ル
グ
ル
」
の
重
複
部
分
を
取
り
末

尾
を
長
音
に
変
化
さ
せ
て
、
ネ
コ
を
表
す
名
詞
と
し
て
使
う
よ
う
に
な

っ
た
そ
う
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
共
通
語
の

「
ネ
コ
」
と
い
う
名
詞
に
も
、
昔
は
鳴
き
声
を

「
ネ
ー
ネ
ー
」
と
写
し
、
そ
れ
に

「
コ
」
と
い
う
接
辞
が
つ
い
た
の
が
由
来
と
い
う
説
が
あ
る
。
現
代
で
は
、
ネ
コ
の
鳴
き
声
を

「
ニ
ャ
ン
」

な
ど
と
写
し
、
幼
児
語
で
は
ネ
コ
を

「
ニ
ャ
ン
コ
」
と
も
言
う
。
つ
ま
り
、
ネ
コ
を
象
徴
し
、
模
倣
す
る
の

に
、
鳴
き
声
が
使
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
ネ
コ
を
模
す
と
き
に
使
う
の
は
、
甘
え
る
と
き
に
発
す
る
か
わ



い
い
鳴
き
声
と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
る
。
鳴
き
声
の
は
か
に
も
、
「グ
ル
グ
ル
」
と
い
う
喉
の
音
だ

っ
た
り

ネ
コ
を
呼
ぶ
と
き
に
人
が
立
て
る
音
だ

っ
た
り
、
ネ
コ
を
指
す
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
も
と
と
な
る
も
の
は
複
数
あ

り
え
る
の
だ
。
そ
こ
に
、
方
言
や
言
語
に
よ
る
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
違
い
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

な
ぜ
言
語
。
地
域
固
有
性
が
あ
る
の
か

そ
も
そ
も
ォ
ノ
マ
ト
ペ
は
対
象
を
写
し
取

っ
て
い
る
は
ず
な
の
に
、
な
ぜ
言
語
の
間
で
こ
ん
な
に
多
様
に

な

っ
て
し
ま
う
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
答
え
は
第
１
章
で
述
べ
た
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
絵
や
絵
文
字
と
ど
う
違
う

か
と
い
う
話
と
関
係
し
て
い
る
。
絵
や
絵
文
字
は
、
比
較
的
容
易
に
対
象
の
物
事
全
体
を
描
く
こ
と
が
で
き

る
。
非
常
口
の
ア
イ
コ
ン
の
よ
う
に
、
デ
フ
ォ
ル
メ
さ
れ
て
い
て
も
全
体
の
特
徴
を
捉
え
て
い
れ
ば
、
対
象

が
何
か
は
誰
に
で
も
わ
か
る
。

し
か
し
、
言
語
の
音

奪
Ｃ

は
、
物
事
の
全
体
像
を
真
似
る
こ
と
が
難
し
い
。
目
立
つ
特
徴
を
す
く
い
と

っ
て
模
倣
す
る
の
だ
が
、
物
事
の
特
徴
は
複
数
あ
る
場
合
が
多
い
の
で
、
ど
の
特
徴
を
す
く
い
と
る
か
は
各

言
語
に
選
択
が
委
ね
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
動
物
を
表
す
と
き
に
は
鳴
き
声
の
模
倣
が
選
ば
れ
る
場
合
が
多

い
が
、
先
ほ
ど
の
ネ
コ
の
例
の
よ
う
に
、
鳴
き
声
の
ほ
か
に
、
喉
を
鳴
ら
す
音
だ

っ
た
り
、
ネ
コ
を
呼
ぶ
と

き
の
人
の
舌
打
ち
音
が
使
わ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
「写
し
取
り
方
」
に
多
様
性
が
生
ま
れ
る
。

こ
れ
は
手
話
で
も
同
じ
で
、
ネ
コ
を
表
す
の
に
、
ア
メ
リ
カ
手
話
で
は
片
手
の
人
差
し
指
と
親
指
で
髭
を



一
本

つ
ま
む
仕
草
を
す
る
の
に
対
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
手
話
で
は
両
手
の
五
本
指
で
髭
を
な
ぞ
り
、
日
本
手
話

で
は
ネ
コ
が
顔
を
洗
う
よ
う
に
片
手
の
こ
ぶ
し
を
頬
に
当
て
る
。
そ
れ
ぞ
れ
、
ネ
コ
の
目
立

っ
た
特
徴
を
写

し
取

っ
て
い
る
も
の
の
、
何
を
ど
の
よ
う
に
写
す
か
は
言
語
に
よ
っ
て
異
な
り
、
多
様
な
の
だ
。

さ
ら
に
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
環
境
の
音
を
そ
の
ま
ま
模
倣
す
る
の
で
は
な
く
、
当
該
言
語
の
音
韻
体
系
の
制

約
を
強
く
受
け
て
い
る
。　
ニ
フ
ト
リ
の
鳴
き
声
は
日
本
語
で
は

「
コ
ケ
コ
ッ
コ
ー
」
だ
が
、
英
語
で
は
日
本

語
が
通
常
用
い
な
い

「ド
ゥ
」
と
い
う
音
を
使

っ
て

「
コ
ッ
カ
ド
ゥ
ー
ド
ル
ド
ゥ
１
８
ｏ下
や
Ｏ
ｏ
ｏ
色
９
０
ｏ
２

と
写
す
し
、
中
国
語
で
は

「グ
ー
グ
ー
グ
ー
咀
厨
認
己
、
タ
ミ
ル
語
で
は

「
コ
ッ
カ
ラ
コ
コ
ざ
諄
【践
鉾
や

ド
ｏ
」
と
聞
く
。
そ
こ
で
さ
ら
に
言
語
に
よ
る
多
様
性
が
生
ま
れ
る
。

た
だ
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
音
と
意
味
の
つ
な
が
り
は
、
母
語
話
者
で
な
け
れ
ば
ま
っ
た
く
感
じ
ら
れ
な
い
か

と
い
う
と
そ
う
い
う
わ
け
で
も
な
い
。
オ
ノ
マ
ト
ペ
を

一
つ
言
わ
れ
て
、
何
を
指
し
て
い
る
か
と
問
わ
れ
る

と
正
解
す
る
の
は
難
し
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
大
股
で
ゆ

っ
く
り
進
む
動
作
と
足
を
小
股
で
細
か
く

動
か
し
な
が
ら
進
む
動
作
を
見
せ
、
ど
ち
ら
が

「
ノ
シ
ノ
シ
」
で
ど
ち
ら
が

「
チ
ョ
コ
チ
ョ
コ
」
か
を
尋
ね

る
実
験
の
よ
う
に
、
対
立
す
る
概
念
に
対
し
て
二
つ
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
提
示
し
、
ど
ち
ら
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
が

ど
ち
ら
に
対
応
す
る
か
尋
ね
る
と
、
そ
の
言
語
を
知
ら
な
い
人
で
も
偶
然
よ
り
高
い
確
率
で
当
て
る
こ
と
が

で
き
る
。

多
く
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
ア
イ
コ
ン
性
は
、
特
定
の
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
中
で
対
象
の
持

つ
複
数
の
特
徴
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の
中
か
ら
選
ば
れ
、
見
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
そ
の
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
話
者
は
、
そ
の
オ
ノ

マ
ト
ペ
に
対
し
て
強
い
ア
イ
コ
ン
性
を
感
じ
る
。
し
か
し
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
の
外
の
人
間
に
は
、
そ
れ
ほ
ど
の

ア
イ
コ
ン
性
は
感
じ
ら
れ
な
い
。
多
く
の
場
合
、
ま
っ
た
く
感
じ
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
い
く
つ
か
の
候
補

の
中
か
ら
の
選
択
な
ら
、
ラ
ン
ダ
ム
よ
り
は
高
い
確
率
で
正
答
で
き
る
。
つ
ま
り
、
母
語
の
外
の
オ
ノ
マ
ト

ペ
に
は
、
概
し
て
う

っ
す
ら
し
た
音
と
意
味
の
つ
な
が
り
な
ら
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
オ
ノ
マ
ト
ペ
で
そ

の
程
度
な
の
で
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
で
な
い

一
般
語
に
感
じ
る
音
象
徴
は
も

っ
と
弱
い
。

な
ぜ
オ
ノ
マ
ト
ペ
か
ら
離
れ
た
の
か

日
常
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
日
本
語
で
さ
え
、
語
彙
全
体
で
考

え
れ
ば
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
割
合
は
大
き
く
な
い
。
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
の
収
録
語
が
方
言
や
古
め
の
も
の

も
含
め
て
５０
万
語
で
、
最
大
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
辞
典
で
あ
る
小
野
正
弘
編

『
日
本
語
オ
ノ
マ
ト
ペ
辞
典
』
は
方

言
や
昔
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
ま
で
入
れ
て
４
５
０
０
語
、
単
純
計
算
す
る
と
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
語
彙
全
体
の
１
％
程

度
で
あ
る
。
世
界
で
も
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
が

一
般
語

（非
オ
ノ
マ
ト
ё

よ
り
も
多
い
と
い
う
言
語
は
聞
い
た

こ
と
が
な
い
。
反
対
に
、
体
系
化
さ
れ
た
オ
ノ
マ
ト
ペ
語
彙
を
持
た
な
い
言
語
は
世
界
に
た
く
さ
ん
存
在
す

る
。
英
語
は
そ
の
よ
い
例
で
あ
る
。
こ
の
事
実
は
私
た
ち
に
次
の
問
題
を
投
げ
か
け
る
。
言
語
は
な
ぜ
オ
ノ

マ
ト
ペ
か
ら
離
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
？



こ
の
問
題
に
対
す
る
答
え
を
探
る
た
め
に
、
語
彙
を
発
達
さ
せ
て
い
く
上
で
言
語
は
ど
う
い
う
選
択
を
し
、

ど
の
よ
う
な
過
程
を
た
ど

っ
て
い
く
の
か
を
考
え
て
み
よ
う
。

ニ
カ
ラ
グ
ア
手
話
―
―
ア
ナ
ロ
グ
か
ら
デ
ジ
タ
ル
ヘ
の
進
化

言
語
習
得
と
言
語
進
化
の
研
究
分
野
で
非
常
に
注
目
さ
れ
て
い
る
研
究
と
し
て
、
中
米
の
ニ
カ
ラ
グ
ア
に

お
け
る
手
話
の
研
究
が
あ
る
。
も
と
も
と
ニ
カ
ラ
グ
ア
に
は
日
本
手
話
や
ア
メ
リ
カ
手
話
の
よ
う
な
、
そ
の

国
で
汎
用
的
に
使
わ
れ
る
手
話
が
な
か
っ
た
。
ろ
う
の
子
ど
も
を
き
ち
ん
と
教
育
す
る
シ
ス
テ
ム
も
な
く
、

耳
が
聴
こ
え
な
い
子
ど
も
た
ち
は
ほ
と
ん
ど
学
校
に
行
か
ず
、
家
庭
内
で
家
族
と

「
ホ
ー
ム
サ
イ
ン
」
で
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
る
と
い
う
状
況
に
置
か
れ
て
い
た
。
ホ
ー
ム
サ
イ
ン
と
は
、　
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
の
た
め
に
家
族
内
で

（お
も
に
ろ
う
の
子
ど
も
が
自
発
的
に
）
作
り
出
し
た
サ
イ
ン
で
あ
り
、
家
族
内
で
し

か
通
用
し
な
い
。

し
か
し
、
１
９
７
０
年
代
か
ら
ろ
う
の
子
ど
も
た
ち
に
学
校
教
育
が
で
き
る
環
境
づ
く
り
が
始
め
ら
れ
、

８０
年
代
に
は
国
の
特
別
支
援
教
育
セ
ン
タ
ー
が
開
設
さ
れ
た
。
耳
が
聞
こ
え
な
い
子
ど
も
た
ち
が
、
学
校
に

集
め
ら
れ
、
学
校
で
学
習
す
る
よ
う
に
な

っ
た
と
き
、
互
い
に
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
る
た
め
に
自
然

発
生
的
に

「学
校
手
話
」
が
生
ま
れ
た
。
学
校
に
は
毎
年
新
し
い
子
ど
も
た
ち
が
入

っ
て
く
る
。
最
初
に
自

分
た
ち
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
た
め
の
手
話
を
作
り
出
し
た
子
ど
も
た
ち
は
新
し
く
入

っ
て
き
た
子
ど
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も
た
ち
に
そ
の
手
話
を
使

っ
て
語
り
か
け
、
手
話
人
口
は
ど
ん
ど
ん
増
え
て
い
っ
た
。
現
在
は

「
ニ
カ
ラ
グ

ア
手
話
」
と
し
て
、
国
際
的
に
公
式
の

「手
話
言
語
」
に
認
定
さ
れ
て
い
る
。

ニ
カ
ラ
グ
ア
手
話
の
進
化
の
過
程
は
、
言
語
進
化
を
考
え
る
材
料
と
し
て
と
て
も
貴
重
で
あ
る
。
言
語
が

ど
の
よ
う
に
始
ま

っ
た
の
か
は
、
原
始
人
類
の
頭
部
や
顎
、
喉
な
ど
の
骨
の
形
態
な
ど
、
非
常
に
間
接
的
な

デ
ー
タ
か
ら
の
推
測
で
し
か
わ
か
ら
な
い
。
言
語
は
文
字
が
で
き
る
ず

っ
と
前
に
始
ま

っ
た
は
ず
で
、
当
然

な
が
ら
、
何
万
年
前
、
何
千
年
前
に
ど
の
よ
う
に
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
中
で
言
語
が
発
生
し
、
成
長

・
進
化
し

て
い
っ
た
の
か
を
私
た
ち
に
伝
え
て
く
れ
る
記
録
は
な
い
。
し
か
し
ニ
カ
ラ
グ
ア
手
話
の
場
合
に
は
、
同
時

代
に
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
言
語
が
発
生
し
進
化
し
て
い
る
。
私
た
ち
は
そ
の
過
程
を
目
の
当
た
り
に
で
き
る
の

で
あ
る
。

ニ
カ
ラ
グ
ア
手
話
の
始
ま
り
か
ら
数
世
代
の
変
化

（進
化
）
を

一
言
で
い
え
ば
、
「
ア
ナ
ロ
グ
か
ら
デ
ジ

タ
ル
」

へ
の
変
化
で
あ
る
と
研
究
当
事
者
た
ち
は
述
べ
て
い
る
。
第

一
世
代
は
動
作
を
ア
ナ
ロ
グ
的
に
表
現

し
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
誰
か
が

〈
ボ
ー
ル
を
投
げ
た
〉
こ
と
を
表
現
す
る
状
況
を
考
え
て
み
よ
う
。
投
げ

る
と
い
う
動
作
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
投
げ
方
で
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
人
が
モ
ノ
を
ポ
ン
と
軽
く
投
げ
る
動
作

と
、
プ

ロ
の
野
球
選
手
が
上
手
か
ら
全
力
で
速
球
を
投
げ
る
動
作
で
は
、
ず
い
ぶ
ん
実
際
の
ビ
ジ

ュ
ア
ル
イ

メ
ー
ジ
が
違
う
。
今
こ
こ
で
目
に
し
て
い
る
動
作
を
そ
の
ま
ま
真
似
る
の
は
ジ

ェ
ス
チ
ャ
ー
で
あ
る
。
単
語

で
表
す
と
い
う
こ
と
は
、
今
こ
こ
で
見
て
い
る
動
作
に
と
ら
わ
れ
ず
、
時
空
を
超
え
て
普
遍
的
に
、
あ
る

一
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定
の
動
作
と
し
て
指
示
す
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。
数
世
代
を
経
る
こ
と
で
、
手
話
は
ジ

ェ
ス
チ
ャ
ー
の
特

徴
で
あ
る
直
接
的
な
ア
イ
コ
ン
性
、
時
空
間
上
の
ア
ナ
ロ
グ
的
な
連
続
性
か
ら
離
れ
て
デ
ジ
タ
ル
性
を
深
め
、

普
遍
的
な

「言
語
」
に
成
長
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
（ち
な
み
に
こ
れ
は
第
３
章
で
考
察
し
た
一一一一墨
中
の
大
原
則
の

う
ち
、
「超
越
性
」
「経
済
性
」
「離
散
性
」
に
関
わ
る
。）

事
象
を
要
素
に
分
割
し
て
結
合
す
る

も
う

一
つ
ニ
カ
ラ
グ
ア
手
話
の
世
代
間
の
変
化
で
興
味
深
い
こ
と
は
、
塊
か
ら
要
素

へ
の
分
割
、
そ
し
て

分
割
に
よ
っ
て
で
き
た
要
素
同
士
の
再
結
合
で
あ
る
。
た
と
え
ば
ボ
ー
ル
が
坂
を
転
が
り
落
ち
る
シ
ー
ン
の

表
現
に
つ
い
て
考
え
よ
う
。
そ
う
、
今

「転
が
り
落
ち
る
」
と
書
い
た
。
こ
の
表
現
は

〈
転
が
る
〉
と

〈落

ち
る
〉
と
い
う
二
つ
の
意
味
要
素
の
組
み
合
わ
せ
か
ら
で
き
て
い
る
。

実
際
の
シ
ー

ン
を
心
の
中
で
再
構
成
し
て
み
よ
う
。
〈
転
が
る
〉
の
と

〈
落
ち
る
〉
の
は
同
時
に
起
こ
っ

て
い
て
、
時
間
に
沿

っ
て
系
列
的
に
起
こ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
シ
ー
ン
を
ニ
カ
ラ
グ
ア
手
話
第

一
世

代
の
話
者
た
ち
は
ど
の
よ
う
に
表
し
た
だ
ろ
う
か
。
図
５
１
２
の
よ
う
に
、
「転
が
り
な
が
ら
坂
を
落
ち
て

い
る
」
様
子
を
そ
の
ま
ま
写
し
取

っ
て
表
現
し
た
。

つ
ま
り
、
転
が
る
様
子
と
移
動
の
方
向
性

（落
ち
る
）

を
同
時
に
手
で
表
し
た
。
そ
れ
が
第
二
世
代
以
降
に
な
る
と
、
転
が
る
動
作
と
下
方
向

へ
の
移
動
を
分
け
て

直
列
的
に
表
現
す
る
よ
う
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。



転がる

十

様態と方向を同時に表現

第一世代

図5-2 ニカラグア手話

様態と方向を時間的に分けて

系列的に表現

第二世代

第一世代から第二世代へ

転がり落ちる
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第
二
世
代
の
手
話
話
者
た
ち
は
何
を
し
た
の
か
。
実
際
に
観
察
し
た
事
象
を
よ
り
小
さ
な
意
味
単
位
に
分

け
、
そ
れ
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
を
し
た
の
で
あ
る
。
仮
に
対
象
を
そ
の
ま
ま
写
し
取
る
と
し
た
ら
、
〈
転

が
り
落
ち
る
〉
と
表
現
す
る
と
き
に
は

「ネ
ケ
」
、
〈
滑
り
落
ち
る
〉
と
言
い
た
い
と
き
に
は

「
ル
チ
」
と
い

う
よ
う
に
、
共
通
の
要
素
を
持
た
な
い
、
ま

っ
た
く
別
の
単
語
を
用
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
〈
大
き
い

リ
ン
ゴ
〉
と

〈
小
さ
い
リ
ン
ゴ
〉
を
区
別
し
て
言
い
た
い
と
き
に
も
、
そ
れ
ぞ
れ

「
チ
モ
」
「
ヘ
ク
」
の
よ

う
に
無
関
係
な
単
語
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
全

番
大
き
い
リ
ン
ゴ
〉
全
一番
目
に
大
き
い
リ
ン
ゴ
〉

〈
一
番
小
さ
い
リ
ン
ゴ
〉
に
も
そ
れ
ぞ
れ
別
々
の
単
語

（手
の
動
き
）
を
用
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ

れ
は
無
限
に
た
く
さ
ん
の
単
語
を
必
要
と
す
る
こ
と
に
な
る
し
、
学
習
者
に
と

っ
て
そ
れ
を
す
べ
て
覚
え
る

必
要
が
生
じ
、
ま

っ
た
く
の
悪
夢
と
な
る
。

表
現
し
た
い
事
象
を
分
割
可
能
な
最
小
の
概
念
に
分
割
し
、
そ
れ
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
効
率
的
に

（人
間
の
認
知
処
理
能
力
の
限
界
の
中
で
扱
え
る
範
囲
で
）
表
現
し
た
い
こ
と
を
何
で
も
表
現
で
き
る
よ
う
に
な

る
。
反
面
、
実
際
の
事
象
を
要
素
に
分
割
し
て
系
列
的
に
提
示
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
実
際
の
事
象
の
あ

り
よ
う
か
ら
離
れ
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

一
般
語
で

「投
げ
る
」
や

「転
が
り
落
ち
る
」
と
発
話
し
た
り
文
字
表
記
し
た
り
す
る
場
合
、
日
の
前
で

観
察
し
て
い
る
投
げ
る
動
作
と
語
音
、
あ
る
い
は
文
字
に
直
接
的
な
つ
な
が
り
は
ほ
と
ん
ど
感
じ
ら
れ
な
い
。

そ
れ
に
比
べ
た
ら
、
手
話
は
手
な
ど
の
動
き
か
ら
そ
れ
を
指
示
す
る
動
き
が
想
像
で
き
る
と
い
う
点
で
ア
イ



コ
ン
的
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
、
ま
さ
に
こ
の

「経
済
性
」
「離
散
性
」
に
お
い
て
、
手
話
の
単
語
は
動
作
を

そ
の
ま
ま
真
似
る
ジ
ェ
ス
チ
ャ
ー
と
は
つ
き
り
と
異
な
る
の
だ
。

デ
ジ
タ
ル
化
す
る
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
音
象
徴

先
ほ
ど
手
話
の
進
化
の
過
程
で
述
べ
た
よ
う
に
、
言
語
は
進
化
の
過
程
で
ア
ナ
ロ
グ
な
表
現
か
ら
デ
ジ
タ

ル
な
記
号
的
表
現
に
シ
フ
ト
し
て
い
く
。
第
３
章
で
は
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
離
散
性

公
ア
ジ
タ
ル
性
）
に
つ
い

て
考
察
し
、
語
形
や
音
な
ど
複
数
の
レ
ベ
ル
で
デ
ジ
タ
ル
な
特
徴
が
あ
る
と
述
べ
た
。
お
も
し
ろ
い
こ
と
に
、

オ
ノ
マ
ト
ペ
に
使
わ
れ
る
子
音

・
母
音
の
音
象
徴
に
は
、
ア
ナ
ロ
グ
か
ら
デ
ジ
タ
ル
ヘ
の
シ
フ
ト
が
垣
間
見

ら
れ
る
。

日
本
語
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
語
根

の
長
さ
で
二
種
類

に
分
け
ら
れ
る
。
「
バ
」
か
ら
派
生
し
た

「
バ
ン
バ

ン
」
「
バ
ッ
」
「
バ
ー
ン
」
の
よ
う
な

一
拍
語
根
型
と
、
「
バ
タ
」
か
ら
派
生
し
た

「バ
タ
バ
タ
」
「
バ
タ
ッ
」

買

タ
ン
」
「
バ
ッ
タ
リ
」
の
よ
う
な
二
拍
語
根
型
が
あ
る
。
実
は
、　
一
拍
語
根
型
は
ア
ナ
ロ
グ
的
な
特
徴
が

二
拍
語
根
型
よ
り
強
い
。
言

っ
て
み
れ
ば
ア
ナ
ロ
グ
か
ら
デ
ジ
タ
ル
ヘ
の
シ
フ
ト
が
、　
一
拍
語
根
型
か
ら
二

拍
語
根
型

へ
の
発
展
の
中
で
見
ら
れ
る
の
だ
。

一
拍
語
根
型
の

「バ
ン
」
と
二
拍
語
根
型
の

「
バ
タ
ン
」
を
比
べ
て
象
よ
う
。
大
き
な
音
を
写
す
の
に
使

え
る
と
い
う
点
は

一
致
し
て
い
る
。
ど
ち
ら
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
ア
イ
コ
ン
性
が
高
い
だ
ろ
う
か
Ｐ
　
答
え
は
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「
バ

ン
」
で
あ

る
。
「
バ

ン
」
や

「
バ
タ

ン
」
が
写
す
衝
撃
音

は
い
ず
れ
も

一
つ
の
音

で
あ

る
。
「
バ

ン

σ
Ｂ
」
は
そ
れ
を
そ

の
ま
ま

一
音
節

で
写

し
取

っ
て
い
る

（音
符
で
表
す
と

「
Ｊ
し
。　
一
方
、
「
バ
タ
ン

げ
”
・一日
」
は
二
音
節

か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る

（音
符
で
表
す
と

「♪
Ｊ
し
。
「
バ
」
が
あ
る
音
を
指
し
、
「
タ

ン
」
が
別
の
音
を
指
す
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

つ
ま
り
、
「
バ
タ
ン
」
は
音
を
写
し
取
る
以
上
の
こ
と
を

し
て
い
る
。

「
バ
ン
」
は
銃
声
、
ド
ア
を
閉
め
た
音
、
車
が
ど
こ
か
に
ぶ
つ
か

っ
た
音
な
ど
、
強
い
衝
撃

一
般
に
か
な
り

広
く
使
え
る
。　
一
方
、
「
バ
タ
ン
」
は
基
本
的
に
、
お
お
よ
そ
平
面
的
な
物
体

（本
、
立
て
札
、
ド
ア
、
人
）

が
倒
れ
る
か
閉
ま
る
場
合
に
し
か
使
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
さ
ら
に
、
「
バ
タ
ン
」
と
同
様

に
二
拍
目
の
子

音
と
し
て
ｔ
を
持

つ
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
、
「
ド
タ
ッ
」
「ゴ
ト
ッ
」
「
ポ
ト
ポ
ト
」
「
ゴ
ツ
ン
」
の
よ
う
に
し
ば
し

ば
打
撃

。
接
触
を
表
す
。
要
す
る
に
、
「
バ
タ
ン
」
の
ｔ
は
、
単

に
衝
撃
音

の

一
部
を
真
似
て
い
る
の
で
は

な
く
、
そ
の
音
が

（爆
発
な
ど
で
は
な
く
）
打
撃

。
接
触

に
よ
り
生
じ
た
も

の
だ
と
い
う
意
味
情
報
を

コ
ー

ド
化
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
純
粋

に
衝
撃
音
を
言
語
音
で
真
似
る

「
バ

ン
」
と
比
べ
る
と
、
「
バ
タ
ン
」

は

「
ｔ
＝
打
撃

・
接
触
」
と
い
う
デ
ジ
タ
ル
的
で
体
系
的
な
音
象
徴
を
用
い
て
い
る
と
言
え
る
。

意
味
の
派
生
に
よ
っ
て
ア
イ
コ
ン
性
を
失
う

言
語
を
要
素

に
分
割
し
、
結
合
し
て
新
し
い
こ
と
ば
を
生
成
し
て
い
く
過
程
は
、
い
わ
ば
人
間
の
分
析
能



力
が
作
り
出
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
分
析
的
思
考

へ
の
志
向
性
が
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
ア
ナ
ロ
グ
性
を
薄

め
、
デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ
た
抽
象
的
な
意
味
に
変
化
さ
せ
て
い
く
こ
と
を
前
項
で
述
べ
た
。
意
味
の
抽
象
化
は

ア
イ
コ
ン
性
を
薄
め
る
。
し
か
し
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
ア
イ
コ
ン
性
を
薄
め
る
要
因
は
こ
れ
だ
け
で
は
な
い
。

ア
イ
コ
ン
性
を
薄
め
る
方
向
に
働
く
も
う

一
つ
の
要
因
は
、
多
義
性
で
あ
る
。
人
間
は
隠
喩

（
メ
タ
フ
ァ

ー
）
や
換
喩

（
メ
ト
〓
ヽヽ
―
）
に
よ

っ
て
意
味
を
派
生
さ
せ
よ
う
と
す
る
。

大
多
数
の
こ
と
ば
は
多
義
で
あ
る
。
第
３
章
で
は
、
こ
れ
を
こ
と
ば
の
経
済
性
の
観
点
か
ら
説
明
し
た
。

表
現
し
た
い
す
べ
て
の
概
念
の
区
別
を
別
の
単
語
を
立
て
て
区
別
し
よ
う
と
す
る
と
膨
大
な
語
彙
が
必
要
に

な
る
。
だ
か
ら

一
つ
の
単
語
に
異
な
る
意
味
を
担
わ
せ
る
、
い
わ
ば

「単
語
の
使
い
ま
わ
し
」
を
行
う
。

し
か
し
、
こ
と
ば
が
多
義
に
な
る
原
因
は
ほ
か
に
も
あ
る
。
想
像
に
よ
っ
て
意
味
を
派
生
さ
せ
よ
う
と
す

る
志
向
性
で
あ
る
。
こ
の
志
向
性
に
よ
っ
て
、
ヒ
ト
は
、
決
ま
り
き

っ
た
使
い
方
に
と
ど
ま

っ
て
い
ら
れ
ず
、

つ
ね
に
隠
喩

・
換
喩
に
よ
っ
て
意
味
を
発
展
さ
せ
、
新
し
い
意
味
を
創
り
出
そ
う
と
す
る
。

意
味
の
派
生
に
よ
っ
て
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
も
と
の
意
味
が
わ
か
ら
な
い
ほ
ど
に
な

っ
て
し
ま
う
場
合
も
あ

る
。
最
近
の
例
で
言
え
ば

「ば
お
ん
」
。
こ
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
新
し
い
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
。
「ば
お
ん
」

と
い
う
の
は
、
も
と
も
と
は
ゾ
ウ
の
鳴
き
声
の
擬
音
語
で
あ
る
。
そ
れ
が
換
喩
に
よ
っ
て
、
ゾ
ウ
そ
の
も
の

を
指
す
こ
と
も
あ
る
。
イ
ヌ
の
こ
と
を

「
ワ
ン
ワ
ン
」
と
言
う
の
と
同
じ
で
、
幼
児
語
で
よ
く
使
わ
れ
る
。

し
か
し
最
近
で
は

「ば
お
ん
」
は
非
常
に
大
き
い
失
意
や
悲
し
み
、
場
合
に
よ
っ
て
は
喜
び
の
こ
と
を
言
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う
ら
し
い
。
「ば
お
ん
」
は

「び
え
ん
」
と
い
う
新
し
く
作
ら
れ
た
オ
ノ
マ
ト
ペ
と
の
対
比
で
、
新
し
い
意

味
を
得
た
の
だ
と
い
う
。
ゾ
ウ
の
鳴
き
声
や
換
喩
と
し
て
ゾ
ウ
そ
の
も
の
を
指
す

「ば
お
ん
」
に
慣
れ
親
し

ん
で
い
る
世
代
に
は
、
な
ん
と
も
違
和
感
が
あ
り
、
ア
イ
コ
ン
性
も
感
じ
に
く
い
。

「ぴ
え
ん
」
は

「
２
０
２
０
年
上
半
期
イ
ン
ス
タ
流
行
語
大
賞
」
の
流
行
語
部
門
１
位
と
な

っ
た
オ
ノ
マ
ト

た
か
ぶ

ぺ
で
、
か
わ
い
ら
し
く
泣
く
さ
ま
を
表
す
そ
う
だ
。
「ぴ
え
ん
」
が
流
行
す
る
と
、
さ
ら
な
る
気
持
ち
の
昂

り
を
表
現
す
る
た
め
、
対
比
的
に

「ば
お
ん
」
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
た
と
え
ば
、
「
コ
ロ
ナ
の

影
響
で
ダ
ン
ス
の
コ
ン
テ
ス
ト
が
中
止
に
な

っ
た
。
ぴ
え
ん
こ
え
て
ば
お
ん
」
翁
実
用
日
本
語
表
現
辞
典
し

の
よ
う
に
使
わ
れ
る
。
こ
こ
で

「ば
お
ん
」
と
は
、
そ
の
よ
う
な
声
を
出
し
て
泣
き
た
く
な
る
ほ
ど
悲
し
い

と
い
う
意
味
で
あ
り
、
実
際
に
は
声
を
出
し
て
い
な
く
て
も
よ
い
。
泣
き
声
を
写
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の

原
因
で
あ
る
強
い
感
情
を
表
す
換
喩
で
あ
る
。

こ
の
表
現
は
、
も
と
も
と
存
在
し
て
い
た

「ば
お
ん
」
と
い
う
オ
ノ
マ
ト
ペ
に
、
ゾ
ウ
の
大
き
い
イ
メ
ー

ジ
、
さ
ら
に
そ
の
鳴
き
声
が
大
き
い
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
か
ぶ
せ
て
作
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
。
人
を
動
物
に
見

立
て
る
の
は
、
「
一
匹
狼
」
や

「巣
立
ち
」
の
よ
う
な
表
現
に
も
見
ら
れ
る
非
常
に

一
般
的
な
隠
喩
で
あ
る
。

ま
た
、
音
象
徴
的
に
は
、
「
ピ
エ

，
と

が

「
パ
ォ
零
＆

に
な
る
わ
け
な
の
で
、
第
２
章
で
見
た

「
「あ
」

は
大
き
く
、
「
い
」
は
小
さ
い
」
と
い
う
パ
タ
ー
ン
に
見
事
に
合
致
し
て
い
る
。



脳
の
情
報
処
理
と
言
語

こ
こ
ま
で
、
ォ
ノ
マ
ト
ペ
が
進
化
の
過
程
で
、
人
間
の
持

つ
分
析
的
に
思
考
す
る
志
向
性
と
、
想
像
と
遊

び
心
に
よ

っ
て
概
念
を
拡
張
し
よ
う
と
す
る
志
向
性

に
よ

っ
て
、
ア
ナ
ロ
グ
的
な
世
界
の
写
し
取
り
か
ら
デ

ジ
タ
ル
な
記
号
に
進
化
し
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
述

べ
て
き
た
。
そ
し
て
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
ア
ナ
ロ
グ
的

な
ア
イ
コ
ン
性
を
保
ち
な
が
ら
も
生
産
性
を
あ
わ
せ
も

つ
、
素
晴
ら
し
い
こ
と
ば
だ
と
い
う
こ
と
も
述
べ
て

き
た
。
で
は
、
な
ぜ
語
彙

の
ほ
と
ん
ど
の
こ
と
ば
が
オ
ノ
マ
ト
ペ
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
？
　
す
べ
て
の
こ

と
ば
が
ォ
ノ
マ
ト
ペ
で
は
い
け
な
い
の
だ
ろ
う
か
？
　
今
度
は
こ
の
疑
間
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

ま
ず
す
べ
て
の
こ
と
ば
が
オ
ノ
マ
ト
ペ
だ

っ
た
ら
、
情
報
処
理
は
楽
な
の
か
と
い
う
観
点
か
ら
考
え
て
み

る
。
言
語
の
情
報
処
理
で
大
事
な
の
は
、
今
話
し
た
い
こ
と
に
関
連
す
る
こ
と
ば
が
す
ぐ
に
脳
内
で
ア
ク
セ

ス
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
情
報
処
理
の
容
易
さ
と
い
う
観
点
か
ら
、
あ
る
語
を
ス
ム
ー
ズ
に
想
起
し
、
意
味

処
理
を
す
る
た
め
に
は
、
意
味
が
近
い
こ
と
ば
同
士
を
混
同
せ
ず
に
容
易

に
区
別
で
き
る
こ
と
が
大
事
な
ポ

イ
ン
ト
と
な
る
。

音
象
徴

の
原
則
か
ら
言
う
と
、
似
た
意
味
の
こ
と
ば
は
音
が
似
て
し
ま
う
。
そ
う
し
た
状
況
で
、
同
じ
概

念
分
野
に
属
す
る
こ
と
ば
の
数
が
増
え
て
い
き
、
意
味
的
に
近
い
単
語
同
士
が
密
集
す
る
と
ど
う
い
う
こ
と

に
な
る
だ
ろ
う
か
？
　
た
と
え
ば
、
水
鳥
の
名
前
が
み
ん
な
オ
ノ
マ
ト
ペ
だ

っ
た
ら
ど
う
な
る
だ
ろ
う
か
Ｐ

コ
ガ
モ
、

カ
ル
ガ
モ
、　
マ
ガ
モ
、

カ
イ
ツ
プ
リ
、
オ
オ
バ
ン
、　
ハ
ク
チ
ョ
ウ
、

ア
ジ
サ
シ
、　
シ
ラ
サ
ギ
、
ア
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オ
サ
ギ
、
タ
ン
チ
ョ
ウ
ゾ
ル
‥
・…
こ
れ
ら
の
水
鳥
が
み
な
オ
ノ
マ
ト
ペ
由
来
で
、
似
た
よ
う
な
音

（た
ぶ
ん

「ガ
ー
ガ
ー
」
と
か

「
ク
ワ
ッ
ク
ワ
ど

「グ
ヮ
ッ
グ
ワ
ッ
」
に
類
似
し
た
音
）
の
名
前
を
持

っ
て
い
た
ら
ど
う
だ

ろ
う
、
と
想
像
し
て
み
て
ほ
し
い
。

こ
と
ば
を
使
う
と
き
、
脳
は
、
ピ
ン
ポ
イ
ン
ト
で
想
起
し
た
い
単
語
を

一
つ
だ
け
想
起
す
る
わ
け
で
は
な

い
。
同
じ
概
念
領
域
に
所
属
す
る
似
た
単
語
や
似
た
音
を
持
つ
こ
と
ば
が

一
斉
に
活
性
化
さ
れ
、
活
性
化
さ

れ
た
単
語
た
ち
の
間
で
競
争
が
起
こ
り
、
生
き
残

っ
た
こ
と
ば
が
最
終
的
に
意
識
に
上

っ
て

「想
起
」
さ
れ

る
。
想
起
す
る
候
補
を
無
意
識
の
情
報
処
理
の
過
程
で
選
択
し
て
い
る
と
き
、
似
た
意
味
で
似
た
音
を
持

つ

ラ
イ
バ
ル
の
単
語
が
多
数
あ

っ
た
ら
、
情
報
処
理
の
負
荷
は
非
常
に
重
く
な
っ
て
し
ま
う
。
想
起
に
か
か
る

ス
ピ
ー
ド
が
遅
く
な
る
だ
け
で
な
く
、
言
い
間
違
い
、
聞
き
間
違
い
も
多
く
起
こ
る
よ
う
に
な
る
。
単
語
に

音
と
つ
な
が
り
が
感
じ
ら
れ
る
と
い
う
の
は
い
い
こ
と
ば
か
り
で
は
な
い
。
音
と
意
味
の
つ
な
が
り
が
な
い

ほ
う
が
、
情
報
処
理
に
有
利
な
こ
と
も
あ
る
の
だ
。

子
ど
も
の
言
語
習
得
の
状
況
に
置
き
換
え
て
み
よ
う
。
こ
と
ば
の
学
習
が
始
ま
っ
た
ば
か
り
の
語
彙
量
が

少
な
い
と
き
は
、
ア
イ
コ
ン
性
が
高
い
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
学
習
を
促
進
す
る
。
し
か
し
語
彙
量
が
増
え
て
く
る

と
、
ア
イ
コ
ン
性
が
高
い
こ
と
ば
ば
か
り
で
は
、
か
え
っ
て
学
習
効
率
は
阻
害
さ
れ
る
。

つ
ま
リ
オ
ノ
マ
ト

ペ
は
万
能
で
は
な
い
の
だ
。

言
語
が
進
化
し
て
い
く
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
概
念
を
よ
り
精
密
に
分
類
し
た
り
区
別
し
よ
う
と
す
る
力
が
働



く
。
そ
う
す
る
と
語
彙
が
増
加
す
る
。
こ
れ
は
と
く
に
名
詞
概
念
に
お
い
て
顕
著
に
な
る
。
新
し
い
モ
ノ
が

発
見
さ
れ
た
り
作
ら
れ
た
り
す
る
と
、
ど
ん
ど
ん
名
詞
は
増
え
て
い
く
わ
け
だ
。
し
か
し
、
概
念
分
野
の
中

の
密
度
が
高
く
な
り
、
似
た
意
味
の
単
語
が
た
く
さ
ん
で
き
る
と
、
そ
れ
ら
の
単
語
の
音
が
似
て
い
て
は
、

情
報
処
理
の
負
荷
が
高
く
な
り
、
単
語
の
検
索
や
想
起
が
し
に
く
く
な
る
の
で
、
単
語
の
意
味
と
音
の
間
は

恣
意
的
な
ほ
う
が
か
え

っ
て
都
合
が
よ
く
な
る
。

つ
ま
り
、
語
彙
の
密
度
が
高
く
な
る
と
意
味
と
音
の
関
係
に
恣
意
性
が
増
す
と
い
う
パ
タ
ー
ン
が
生
ま
れ

る
の
は
、
必
然
的
な
流
れ
な
の
で
あ
る
。
言
語
の
進
化
の
過
程
と
、
現
代
の
子
ど
も
た
ち
の
言
語
習
得
の
両

方
に
お
い
て
、
こ
の
パ
タ
ー
ン
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
言
語
の
性
質
を
考
察
す
る
上
で
非
常
に
重
要
で
あ
る
。

オ
ノ
マ
ト
ペ
が
苦
手
な
概
念

別
の
ア
ン
グ
ル
か
ら
、
な
ぜ
言
語
は
オ
ノ
マ
ト
ペ
ば
か
り
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
よ
う
。
そ
の

ア
ン
グ
ル
と
は
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
音
手
な

（
つ
ま
リ
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
作
り
に
く
い
）
概
念
の
分
野
が
あ
る
か
と

い
う
観
点
で
あ
る
。
ま
ず
、
日
本
語
で
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
豊
富
な
概
念
分
野
と
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
思
い
つ
か
な

い
概
念
分
野
を
考
え
て
み
て
は
し
い
。

筆
者

（秋
田
）
が
世
界
の
言
語
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
見
渡
し
て
、
ど
の
概
念
分
野
に
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
多
い
か

を
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
図
５
１
３
の
よ
う
に
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
出
現
し
や
す
い
順
に
四
つ
の
階
層
が
で
き
る

15。
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図 5-3 オノマ トベの意味階層

動き、形、手触り

こ
と
が
わ
か

っ
た
。
数
字
が
低
い
ほ
ど
基
本
的
、　
つ
ま
リ
オ
ノ
マ
ト
ペ
に
し
や
す
い

分
野
で
あ
る
。

レ
ベ
ル
ー
は
、
声
や
音
で
あ
る
。
声
が
も

っ
と
も
模
写
し
や
す
い
の
は
音
声
で
、

こ
れ
は
当
然
の
こ
と
だ
。
音

の
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
、
英
語
の
よ
う
に
オ
ノ
マ
ト
ペ
語
彙

が
体
系
化
さ
れ
て
い
な
い
言
語

に
も
存
在
す
る
。

レ
ベ
ル
２
は
、
動
き

・
形

・
模
様
や
手
触
り

（触
覚
）
で
あ
る
。

こ
れ
も
日
本
語

話
者

の
直
感
に
合
う
。
動
作
を
表
現
す
る
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
枚
挙

に
い
と
ま
が
な
い
。

「
ど
ん
ど
ん
」
「ず
ん
ず
ん
」
「ず
か
ず
か
」
「
の
し
の
し
」
「
の
ろ
の
ろ
」
「
の
そ
の

そ
」
「
そ
ろ

（り
）
そ
ろ

（り
と

「
ち
ょ
こ
ち

ょ
こ
」
「
ト
コ
ト
コ
」
。
触
覚

に
関
係

す
る
オ
ノ
マ
ト
ペ
は

「
ツ
ル
ツ
ル
」
「
サ
ラ
サ
ラ
」
「ザ
ラ
ザ
ラ
」
「
ベ
タ
ベ
タ
」
「
ヌ

ル
ヌ
ル
」
「
フ
カ
フ
カ
」
「ブ

ョ
ブ

ョ
」
な
ど
。

こ
れ
も
た
く
さ
ん
思
い
つ
く
。

レ
ベ
ル
３
は
、
身
体
感
覚

・
感
情

。
味

・
匂

い

。
色
な
ど
が
含
ま
れ
る
知
覚

・
概

念
領
域
で
あ
る
。
こ
の
レ
ベ
ル
に
な
る
と
か
な
リ
オ
ノ
マ
ト
ペ
に
し
に
く
く
な
り
、

オ
ノ
マ
ト
ペ
が
豊
富
な
言
語

の
中
で
も
ば
ら

つ
き
が
出
て
く
る
。
な
お
日
本
語
に
は
、

痛
み
や
痒
み
な
ど
の
身
体
感
覚
と
感
情
を
表
す
オ
ノ
マ
ト
ペ

（擬
情
竃
じ

は
か
な
り

豊
富

に
あ
る
。
身
体
感
覚

は

「
ヒ
リ
ヒ
リ
」
「
キ
リ
キ
リ
」
「
シ
ク
シ
ク
」
「
ム
ズ
ム



レベル     1        2                3            4
声、音 動き、形、手触 り 身体感覚、感情、味、匂い、色 論理的関係

英語
パスク語
日本語
エウェ語
ムンダ語

図5-4 各言語におけるオノマ トベの守備範囲

ズ
」
「ズ
キ
ズ
キ
」
、
感
情
は

「
ワ
ク
ワ
ク
」
「
ウ
キ
ウ
キ
」
「
ク
ョ
ク
ヨ
」
「
ル
ン
ル

ン
」
「
ウ
ジ
ウ
ジ
」
な
ど
。　
一
方
、
日
本
語
に
は
純
粋
な
味
、
匂
い
、
色
の
オ
ノ
マ

ト
ペ
は
な
い
。
「
こ

っ
て
り
」
や

「
つ
―
ん
」
は
触
覚
的
で
あ
り
、
「プ
ー
ン
」
は
漂

う
様
子

（動
き
）
を
表
す
。
ま
た
、
「赤

々
」
や

「青

々
」
は
重
複
形
が
オ
ノ
マ
ト

ペ
的
で
あ
る
も
の
の
、
名
詞

「赤
」
里
星

に
由
来
す
る
。

他
の
言
語
で
は
、
身
体
感
覚
や
感
情
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
持
た
な
い
が
、
色
や
匂
い
、

味

の
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
持

つ
ケ
ー
ス
も
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
「
タ
ラ
ル
タ
ラ
ル

（懺
警
野
Ｌ
」
は
イ
ン
ド
の
ム
ン
ダ
語
で

〈
真

っ
白
〉
を
、
「
ヴ
ィ
ヴ
イ
ユ
ニ
」
は
ガ

ー
ナ
・
ト
ー
ゴ
の
エ
ウ
ェ
語
で

〈
甘
い
〉
を
表
す
。

図
５
１
４
は
、
五
つ
の
言
語
に
お
け
る
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
守
備
範
囲
を
示
し
て
い
る
。

興
味
深
い
こ
と
に
、
レ
ベ
ル
４
の
論
理
的
関
係
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
持
つ
言
語
は
こ

れ
ま
で
ま
っ
た
く
見

つ
か
っ
て
い
な
い
。
論
理
的
関
係
の
例
と
し
て
は
、
否
定
や
分

配
法
則
、
抽
象
概
念
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
「
て
に
を
は
」
や
助
動
詞
な
ど
の
機
能

語
が
表
す
文
法
的
概
念
な
ど
も
そ
の
例
で
あ
る
。
抽
象
概
念
の
例
と
し
て
は

〈
友

情
〉
〈
正
義
〉
な
ど
が
含
ま
れ
る
。
オ
ノ
マ
ト
ペ
で
表
現
で
き
る
の
は
、
具
体
的
に

知
覚
で
き
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
。
感
情
は
目
に
は
見
え
な
い
が
、
脈
や
心
拍
な
ど
直
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接
経
験
で
き
る
身
体
の
反
応
が
あ
れ
ば
、
「ド
キ
ド
キ
」
の
よ
う
に
音
で
そ
れ
を
模
写
し
換
喩
的
に
感
情
を

表
す
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
論
理
的
関
係
の
よ
う
に
感
覚
経
験
を
伴
わ
な
い
概
念
領
域
で
は
意
味
と
音
の

間
の

「似
た
」
感
覚
を
作
り
よ
う
が
な
い
の
で
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
も
生
ま
れ
な
い
の
だ
ろ
う
。

言
語
の
進
化
は
概
念
の
進
化
、
さ
ら
に
は
文
明
の
発
展
と
呼
応
し
て
い
る
。
当
初
は
自
分
が
直
接
観
察
で

き
る
感
覚

・
知
覚
の
模
倣
か
ら
始
ま

っ
た
言
語
も
、
進
化
に
伴

っ
て
、
し
か
も
非
常
に
早
い
う
ち
に
直
接
観

察
で
き
な
い
抽
象
的
な
概
念
を
作
り
出
し
、
名
づ
け
が
な
さ
れ
る
。
抽
象
概
念
は
音
に
よ
る
感
覚
の
模
倣
が

で
き
な
い
の
で
、
必
然
的
に
概
念
と
は
直
接
関
係
を
持
た
な
い
恣
意
的
な
音
が
当
て
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。

抽
象
概
念
が
語
彙
に
占
め
る
割
合
が
高
く
な
る
と
、
や
は
り
語
彙
の
ア
イ
コ
ン
性
は
薄
ま
る
方
向
に
進
ん
で

い
く
の
で
あ
る
。

言
語
の
体
系
性

本
書
で
は
こ
れ
ま
で

「体
系
」
あ
る
い
は

「
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
こ
と
ば
を
何
度
と
な
く
使

っ
て
き
た
。

と
く
に
第
４
章
で
は
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
語
根
に
接
辞
を
結
合
さ
せ
る
こ
と
で
、
ど
ん
ど
ん
新
し
い
オ
ノ
マ
ト

ペ
を
生
成
で
き
る
と
述
べ
た
。
進
化
す
る
に
つ
れ

シ
ス
テ
ム
化

（体
系
化
）
が
進
む
の
は
、
言
語
に
普
遍
的

な
特
徴
と
言
え
よ
う
。

こ
こ
で
興
味
深
い
実
験
を
紹
介
し
よ
う
。
こ
の
実
験
で
は
、
状
況
的

に
関
連
す
る
概
念
群

（例

一
シ
ェ
フ



と
レ
ス
ト
ラ
ン

〔と
も
に
レ
ス
ト
ラ
ン
関
係
じ

と
、
種
類
が
同
じ
概
念
群

（例

¨
シ
ェ
フ
と
写
真
家

〔と
も
に

人
じ

が
用
意
さ
れ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
参
加
者
は
こ
れ
ら
の
概
念

の

一
つ
だ
け
を
割
り
当
て
ら
れ
、
担
当
の

概
念
を
黙

っ
て
ジ

ェ
ス
チ
ャ
ー
の
み
で
表
現
す
る
よ
う
に
求
め
ら
れ
た
。
実
験
参
加
者
た
ち
が
創
作
し
た
ジ

た
ね

ェ
ス
チ
ャ
ー
は

「種
ジ

ェ
ス
チ
ャ
ー
」
と
し
て
収
集
さ
れ
、
別
の
参
加
者
た
ち
の
グ
ル
ー
プ
に
提
示
さ
れ
た
。

こ
の
手
順
を
繰
り
返
し
、
「種
ジ

ェ
ス
チ
ャ
ー
」
が

「世
代
」
を
経
る
ご
と
に
ど
の
よ
う
に
変
化
す
る
か
を

観
察
し
た
。

つ
ま
り
こ
の
実
験
は
、
先
ほ
ど
紹
介
し
た
ニ
カ
ラ
グ
ア
手
話
の
ミ
ニ
チ
ュ
ア
実
験
版
だ
。

実
験
は
三
つ
に
分
け
ら
れ
、
①
ジ

ェ
ス
チ
ャ
ー
を

一
人
で
次
世
代
に
伝
承
す
る
条
件
、
②
同
世
代
で
ジ

ェ

ス
チ
ャ
ー
に
よ
る
や
り
と
り
を
す
る
の
み
で
、
次
世
代

へ
の
伝
承
は
し
な
い
条
件
、
③
同
世
代
で
ジ

ェ
ス
チ

ャ
ー
に
よ
る
や
り
と
り
を
し
つ
つ
、
次
世
代
に
ジ

ェ
ス
チ
ャ
ー
を
伝
承
す
る
条
件
が
設
定
さ
れ
た
。

ニ
カ
ラ
グ
ア
手
話
の
進
化
過
程
を
な
ぞ
る
よ
う
に
、
参
加
者
た
ち
の
種
ジ
ェ
ス
チ
ャ
ー
は
世
代
を
経
る
ご

と
に
変
わ

っ
て
い
っ
た
。
よ
リ
シ
ス
テ
マ
テ
ィ
ッ
ク
に
、
そ
し
て
デ
ジ
タ
ル
的
に
な

っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

最
初
の
世
代
が
創

っ
た
種
ジ

ェ
ス
チ
ャ
ー
は
ア
イ
コ
ン
性
が
高
く
、
パ
ン
ト
マ
イ
ム
に
近
い
ジ
ェ
ス
チ
ャ
ー

だ
っ
た
。
も
と
も
と
別
の
人
が
創

っ
た
た
め
に
同
じ
概
念
群
に
属
す
る
概
念
の
間
で
バ
ラ
バ
ラ
だ
っ
た
ジ

ェ

ス
チ
ャ
ー
が
、
あ
と
の
世
代
に
な
る
と
、
グ
ル
ー
プ
の
中
で

一
貫
し
た
も
の
に
な

っ
て
い
き
、
集
団
の
メ
ン

バ
ー
が
同
じ
ジ

ェ
ス
チ
ャ
ー
を
使
う
よ
う
に
な

っ
て
い
っ
た
。

同
時
に

「線
形
連
結
的
」
に
も
な

っ
て
い

っ
た
。
「線
形
連
結
的
」
と
い
う
の
は
、
た
と
え
ば
、
〈
写
真
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家
〉
〈
料
理
人
〉
金
日
楽
家
〉
の
よ
う
な
職
業
の
概
念
を
表
す
の
に
、
〈
人
〉
を
表
す

一
貫
し
た
ジ

ェ
ス
チ
ャ

ー
を
編
み
出
し
、
そ
れ
に

〈
写
真
〉
〈
料
理
〉
金
日
楽
〉
を
表
現
す
る
ジ

ェ
ス
チ
ャ
ー
を
上
乗
せ
す
る
よ
う
に

な

っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
結
果
が
も

っ
と
も
強
く
見
ら
れ
た
の
は
、
③
の
同
世
代
で
や
り
と
り
を
し
、
か
つ
次
世
代

へ
と
ジ

ェ

ス
チ
ャ
ー
を
伝
承
し
た
場
合
で
あ

っ
た
。
こ
れ
は
言
語
使
用
に
お
い
て
も

っ
と
も
自
然
な
形
で
あ
る

（第
３

章
の

「
詈
ヽヽ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
機
能
」
と

「継
承
性
」
に
当
た
る
）。
観
察
し
た
出
来
事
や
対
象
を
そ
の
ま
ま
写

し
取

っ
た
よ
う
な
表
現

（種
ジ
ェ
ス
チ
ャ
ー
）
か
ら
始
ま

っ
た
も
の
が
、
集
団
の
中
で
の
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
を
経
由
し
、
次
世
代
に
伝
承
さ
れ
て
い
く
と
、
デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ
、
体
系
化
さ
れ
て
い
く
。
そ
れ
が
人

間
の
言
語
の
特
徴
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

副
詞
∨
ス
ル
動
詞
∨
一
般
動
詞

観
察
し
て
い
る
出
来
事
の
全
体
を
要
素
に
分
割
せ
ず
に
パ
ン
ト
マ
イ
ム
の
よ
う
に
模
写
す
る
ア
ナ
ロ
グ
表

現
か
ら
、
要
素

に
分
割
し
て
直
線
的
に
結
合
し
た
記
号
的
デ
ジ
タ
ル
表
現
に
移
行
す
る
と
、
ア
イ
コ
ン
性
は

薄
ま
る
と
述
べ
て
き
た
。
し
か
し
、
日
本
語
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
非
常
に
体
系
化
さ
れ
て
お
り
、
要
素
を
結
合

し
新
た
な
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
作
り
出
す
生
産
性
を
持

つ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
か
な
り
の
ア
イ
コ
ン
性
が
保
た
れ

て
い
る
。
こ
れ
を
ど
う
考
え
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
か
？



日
本
語

の
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
体
系
的
で
あ
る
の
に
高
い
ア
イ
コ
ン
性
を
持

つ
と
感
じ
ら
れ
る
の
は
、
日
本
語

で
は
、
ォ
ノ
マ
ト
ペ
の
多
く
が
文
の
述
部
の
中
核

に
入
り
込
ま
ず
、
副
詞
と
し
て
述
部
と
切
り
離
さ
れ
て
い

る
こ
と
と
関
係
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

ォ
ノ
マ
ト
ペ
が
表
し
や
す

い
概
念
の
階
層

（図
５
１
３
）
を
紹
介
し
た
が
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
と
親
和
性
が
高

い
品
詞
、
低
い
品
詞
と
い
う
の
も
あ
る
。
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
、
文
の
構
造

の
中
心
か
ら
離
れ
、
構
造
に
組
み
込

ま
れ
る
度
合

い
が
低
い
ほ
ど
、

ア
イ
コ
ン
性
が
高
く
な
る
傾
向

に
あ
る
。
も

っ
と
も
ア
イ

コ
ン
性
が
高
い
の

は
、
第

４
章
で
も
触
れ
た
間
投
詞
用
法
で
あ
る
。
間
投
詞
用
法
と
は
、
「ド
ー
ン
！
」

の
よ
う
に
オ
ノ
マ
ト

ペ
単
体

で
の
効
果
音
的
な
使
用
や
、
Ｆ
一
コ
ニ
コ
ッ
、
う
れ
し
い
な
ぁ
」
の
よ
う
に
、
か
な
り
国
語
的
で
、

場
合
に
よ

っ
て
は
ふ
ざ
け
た
感
じ
の
す
る

「漫
画
的
」
な
用
法
を
指
す
。
こ
れ
ら
の
用
法
は
、
ア
フ
リ
カ
の

い
く

つ
か
の
言
語
な
ど
で
は
ご
く
自
然
に
頻
用
さ
れ
る
。

次
に
ア
イ
コ
ン
性
が
高

い
の
は
副
詞
で
あ
る
。
副
詞
は
動
詞
を
修
飾
す
る
役
割
を
担

い
、
そ
れ
自
体
は
述

語
に
な
ら
な
い
。
そ
の
分
、
文

の
中
で
自
由
に
動
け
る
。
す
で
に
述

べ
た
よ
う
に
、
日
本
語
の
オ
ノ
マ
ト
ペ

の
お
も
な
活
躍
の
場
は
副
詞
で
、

モ
ノ
の
感
覚
特
徴
や
動
き
の
様
子
を
表
す
。
副
詞
の
役
割
を
す
る
オ
ノ
マ

ト
ペ
だ
と
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
語
形
を
多
彩
に
シ
ス
テ
マ
テ
ィ
ッ
ク
に
変
化
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
、
生
産
的
で

あ
り
な
が
ら
も
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
ア
イ
コ
ン
性
を
保

つ
こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ
に
対
し
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
動
詞
の

一
部
を
な
す
と
、
文
構
造

の
中
核
と
な
る
た
め
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
独
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b′  a′ c b  a 自
の
体
系
を
作
り
に
く
く
、
む
し
ろ
当
該
言
語
の
一
般
語
彙
の
規
則
に
従
う
よ
う
に
な
る
。
オ
ノ
マ
ト
ペ
独

自
の
形
で
は
な
く

一
般
語
彙
の
単
語
の
よ
う
に
見
え
る
と
、
（少
な
く
と
も
母
語
話
者
に
は
）
見
え
や
す
か
っ

た
音
と
意
味
の
つ
な
が
り
が
見
え
に
く
く
な
る
。

こ
の
直
感
の
傍
証
と
し
て
、　
ａ
、
ｂ
、　
ｃ
を
比
べ
て
み
よ
う
。
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
語
形
が
保
た
れ
て
、　
ａ
、

ｂ
の
よ
う
に
オ
ノ
マ
ト
ペ
だ
と
認
識
で
き
れ
ば
、
ア
イ
コ
ン
性
を
感
じ
る
。
し
か
し
オ
ノ
マ
ト
ペ
が

Ｃ
の
よ

う
に

一
般
動
詞
の
形
に
な
る
と
ア
イ
コ
ン
性
を
そ
れ
ほ
ど
感
じ
な
く
な
る
。

彼
は
酔

っ
ば
ら

っ
て
よ
ろ
よ
ろ
と
歩
い
て
い
た

（副
詞
）

彼
は
酔

っ
ば
ら

っ
て
よ
ろ
よ
ろ
し
て
い
た

（
ス
ル
動
詞
）

彼
は
酔

っ
ば
ら

っ
て
よ
ろ
け
て
い
た

（
一
般
動
詞
）

ａ
と
ｂ
に
は
さ
ら
に
徴
妙
な
使
用
上
の
差
が
存
在
す
る
。
次
の
例
を
見
て
み
よ
う
。

彼
は
酔

っ
ば
ら

っ
て
よ
―
ろ
よ
ろ
よ
―
ろ
よ
ろ
と
歩
い
て
い
た

（副
詞
）

彼
は
酔

っ
ば
ら

っ
て
よ
―
ろ
よ
ろ
よ
―
ろ
よ
ろ
し
て
い
た

（
ス
ル
動
詞
）



副
詞
の

「
よ
ろ
よ
ろ
と
」
に
つ
い
て
は
、
が
の
よ
う
に
語
形
の
拡
張
に
よ
リ
ア
イ
コ
ン
性
を
さ
ら
に
高
め

る
こ
と
が
容
易
で
あ
る
。　
一
方
、
動
詞
の

「よ
ろ
よ
ろ
す
る
」
に
つ
い
て
は
、
げ
の
よ
う
な
語
形
拡
張
が
若

千
使
い
に
く
く
な
る
。
実
際
、
言
語
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

（
コ
ー
パ
ι

を
見
て
み
て
も
、
げ
よ
り
′ａ
の
よ
う

な
用
例
の
ほ
う
が
高
頻
度
で
得
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
ア
イ
コ
ン
性
は
、

副
詞

（よ
ろ
よ
ろ
と
）
∨
ス
ル
動
詞

（よ
ろ
よ
ろ
す
る
）
∨
一
般
動
詞

（よ
ろ
け
る
）

と
い
う
関
係
に
な
る
。
や
は
り
、
主
た
る
用
法
が
副
詞
で
あ
る
こ
と
が
、
日
本
語
な
ど
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
が

ア
イ
コ
ン
性
と
体
系
性
を
両
立
さ
せ
る

一
因
と
な

っ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

同
じ
よ
う
な
対
立
は
、
「う
ろ
う
ろ
と
」
「う
ろ
う
ろ
す
る
」
「う
ろ
つ
く
」
、
「き
ら
き
ら
と
」
「き
ら
き
ら

す
る
」
「き
ら
め
く
」
、
「ざ
わ
ざ
わ
と
」
「ざ
わ
ざ
わ
す
る
」
「ざ
わ
つ
く
／
さ
わ
ぐ
」
、
さ
ら
に
は

「
フ
ー
ッ

と
」
「
フ
ー
フ
ー
す
る
」
「吹
く
／
膨
ら
む
」
の
よ
う
な
例
に
も
見
ら
れ
る
。

「吹
く
」
や

「膨
ら
む
」
は

「
フ
ー

（
ど
」
と
い
う
オ
ノ
マ
ト
ペ
に
由
来
す
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
実
際

「
ふ
」
は
息
を
吹
き
出
し
て
発
す
る
音
で
あ
る
。
し
か
し

一
般
動
詞
の
形
で
活
用
す
る

「吹
く
」
は
、　
一
般

的
に
は
オ
ノ
マ
ト
ペ
と
見
な
さ
れ
な
い
。
「風
船
を
フ
ー

ッ
と
膨
ら
ま
せ
る
」
と
い
う
表
現
で
も
、
オ
ノ
マ

ト
ペ
の

「
フ
ー

ッ
と
」
か
ら
は
吹
く
動
作
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
の
に
、
「膨
ら
ま
せ
る
」
が
持

つ
音
象
徴
性
に



は
気
づ
き
に
く
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
、
オ
ノ
マ
ト
ベ
と
す
ぐ
に
わ
か
る
生
産
的
な
形
態

を
保
持
し
て
い
る
か
、　
一
般
語
の
よ
う
な
語
形
を
持
つ
か
で
、
音
と
意
味
の
つ
な
が
り
の
感
じ
方
が
変
化
す

る
こ
と
が
わ
か
る
。

英
語
に
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
体
系
が
な
い
理
由

オ
ノ
マ
ト
ペ
が
ア
イ
コ
ン
性
を
弱
め
、
体
系
性
を
獲
得
し
て
い
く
道
筋
。
こ
れ
は
、
な
ぜ
英
語
の
オ
ノ
マ

ト
ペ
が
擬
音
語
に
限
ら
れ
、
シ
ス
テ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
語
彙
を
構
築
し
て
い
な
い
の
か
の
説
明
に
な
り
う
る
か

も
し
れ
な
い
。

言
語
に
は
大
き
く
分
け
て
、
「動
詞
枠
づ
け
言
語
お
３
キ
日
】ａ

一８
鍵
お
こ

と

「
衛
星
枠
づ
け
言
語

８
お
〓
下
露
目
ａ

】日
鍵
出
こ

と
い
う
二
つ
の
タ
イ
プ
が
あ
る
。
「動
詞
枠
づ
け
言
語
」
と

「衛
星
枠
づ
け

言
語
」
の
区
別
は
、
１
９
９
０
年
代
初
頭
に
ア
メ
リ
カ
の
言
語
学
者

レ
ナ
ー
ド

・
タ
ル
ミ
ー
に
よ
っ
て
提
唱

さ
れ
た
。
タ
ル
ミ
ー
は
、
人
や
モ
ノ
の
移
動
を
は
じ
め
と
す
る
複
雑
な
事
象
に
着
目
し
、
世
界
の
言
語
が
そ

れ
ら
を
典
型
的
に
ど
の
よ
う
に
表
現
す
る
か
を
比
較
し
た
。
動
詞
枠
づ
け
言
語
で
は
、
「ブ
ラ
ブ
ラ
と
公
園

を
欄
例
刻
」
の
よ
う
に
移
動
の
方
向
を
お
も
に
述
語
動
詞
で
表
す
。
日
本
語
の
ほ
か
に
、　
ロ
マ
ン
ス
諸
語

（
フ
ラ
ン
ス
語
、
ス
ペ
イ
ン
語
、
イ
タ
リ
ア
語
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
な
ど
）、　
ア
ル
タ
イ
諸
語

（ト
ル
コ
語
、
モ
ン
ゴ

ル
語
な
ど
）
な
ど
が
該
当
す
る
。　
一
方
、
衛
星
枠
づ
け
言
語
で
は
、
∽嗜
ｏ
Ｆ
旧
旧
膠

，
ｏ
Ｏ
キ
Ｆ
の
よ
う
に
方
向
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を
お
も
に
述
語
以
外
で
表
す
。
グ
ル
マ
ン
諸
語

（英
語
、
ド
イ
ツ
語
、
オ
ラ
ン
ダ
語
、
デ
ン
マ
ー
ク
語
、
ス
ウ

ェ
ー
デ
ン
語
な
ど
）
や
ス
ラ
ブ
諸
語

（
ロ
シ
ア
語
、
チ
ェ
コ
語
な
ど
）
な
ど
が
該
当
す
る
。

日
本
語
の
よ
う
な
動
詞
枠
づ
け
言
語
で
は
、
典
型
的
に
は
、
述
語
と
な
る
動
詞
本
体
で
動
き
の
方
向
が
表

さ
れ
る

（「降
り
る
」
「入
る
」
「横
切
る
」
「越
え
る
」
な
ど
）。
そ
の
た
め
、
ど
の
よ
う
に
動
く
か

（様
態
）
の

区
別
は
、
「
ト
ボ
ト
ボ
と
」
「足
早
に
」
「片
足
を
引
き
ず
り
な
が
ら
」
と
い
う
よ
う
に
述
語
以
外
で
行
う
こ

と
が
多
い
。
こ
れ
ら
の
要
素
は
、
「老
人
が

（ト
ボ
ト
ボ
と
）
道
路
を
横
切

っ
た
」
の
よ
う
に
、
文
の
成
立
に

必
須
で
な
い
オ
プ
シ
ョ
ナ
ル
な
要
素
で
あ
る
。

一
方
、
英
語
の
よ
う
な
衛
星
枠
づ
け
言
語
で
は
、
典
型
的
に
動
き
の
方
向
性
が
８
≦
】）
Ｆ

８
『８
´
２
ｑ

と
い
っ
た
述
語
動
詞
以
外
の
要
素
で
表
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
動
詞
本
体
に
は

，
ｏ
Ｏ
（ト
ボ
ト
ボ
と
歩
く
）、

終
瞑
ａ

（大
慌
て
で
走
る
）、
ゴ
Ｇ

（片
足
を
引
き
ず
っ
て
歩
く
）
の
よ
う
に
動
き
の
様
態
情
報
が
含
ま
れ
る
傾

向
に
あ
る
。

英
語
に
は

〈
歩
く
〉
や

〈
走
る
〉
と
い
っ
た
様
態
を
細
か
く
区
別
し
た
動
詞
が
１
４
０
以
上
あ
る
。
こ
れ

ら
を
日
本
語
に
訳
そ
う
と
す
る
と
、

目
３
お

（の
ん
び
り
歩
く
）、
身
）８
①
（抜
き
足
差
し
足
で
そ
ろ
り
そ
ろ
り
と

歩
く
）、
邸
争
Ｑ
八
し
ゃ
な
り
し
ゃ
な
り
歩
く
）、
∽●
ｏ
〓
（ぶ
ら
ぶ
ら
歩
く
）、
∽〓
出
零
『
（ず
ん
ず
ん
歩
く
）、

８
ａ
お

（よ
ち
よ
ち
歩
く
）
の
よ
う
に
、
「
オ
ノ
マ
ト
ペ
＋
歩
く
」
な
ど
と
な
る
こ
と
が
多
い
。
日
本
語
で
も

「
よ
ろ
よ
ろ
」
が

「
よ
ろ
け
る
」
「
よ
ろ
め
く
」
の
よ
う
な

一
般
動
詞
に
な
る
と
、
ア
イ
コ
ン
性
が
薄
れ
る
よ

16o
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e  d う
に
感
じ
る
が
、
英
語
は
そ
れ
が
様
態
動
詞
全
般
に
及
ぶ
わ
け
だ
。
話
し
方
も
、
日
本
語
で

「
ぺ
ち
ゃ
く
ち

ゃ
話
す
」
「
ひ
そ
ひ
そ
話
す
」
「
ぶ
つ
ぶ
２
言
う
」
「
キ
ャ
ー
キ
ャ
ー
言
う
」
の
よ
う
に
表
現
す
る
と
こ
ろ
を
、

英
語
で
は
３
豊
わ
●
■

，
一８
ｏ
●
８
饉
８
ぴ
Ｆ

器
『８
日

の
よ
う
に

一
語
で
表
現
し
、
様
態
情
報
は
動
詞
の
意
味

に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。

実
は
、
動
作
の
様
態
を
表
す
英
語
の
動
詞
と
日
本
語
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
音
に
は
共
通
性
が
あ
る
こ
と
が
指

摘
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
回
転
を
表
す

「
コ
ロ
コ
ロ
」
と
８
日
は
、
と
も
に

（厳
密
に
は
異
な
る
音
声

で
は
あ
る
が
）
「
口
」
と
い
う
音
を
含
ん
で
い
る
。
「
ぺ
ち
ゃ
く
ち
ゃ
」
と

多
”庁
『
の

「
チ
ャ
」
も
同
種
の

音
で
あ
る
。
ま
た
、
英
語
の
様
態
表
現
に
は
、
音
と
意
味
に
つ
な
が
り
が
あ
る
と
感
じ
ら
れ
る
も
の
が
あ
る

と
い
う
実
験
報
告
も
あ
り
、
動
き
は
ア
イ
コ
ン
的
に
表
現
し
や
す
い
と
い
う

一
般
傾
向
に

一
致
す
る
。
し
か

し
英
語
の
場
合
、
動
作
の
様
態
が
動
詞
の
中
に
入

っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
、
そ
の
ア
イ
コ
ン
性
に
気
づ
き

に
く
く
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
と
も
捉
え
ら
れ
な
い
の
だ
。

さ
ら
に
興
味
深
い
の
は
、
音
の
表
現
で
あ
る
。
以
下
の
三
つ
の
文
は
ど
れ
も
擬
音
語
を
含
む
。
英
語
で
は

こ
れ
ら
を
ど
の
よ
う
に
表
現
す
る
だ
ろ
う
か
？

汽
車
が
汽
笛
を
ピ
ー

ッ
と
鳴
ら
し
な
が
ら
走
り
去

っ
た

ネ
コ
が
シ
ャ
ー
ッ
と
鳴
い
た



ｆ
　
ト
ラ
ッ
ク
が
ガ
ラ
ガ
ラ
と
私
道

に
入

っ
て
い
っ
た

ロ
ゴ
ｏ
嗜
彗

〓
〓
∽Ｌ
の
０
”
ヨ
”
軍

哺
ゴ
ｏ
（Ｍ
二
Ｆ
”∽
∽ｏ
一
・

哺
デ
①
嗜
〓
ｏ
″
『〓
ヨ
げ
】の
０
いｏ
８
眸
あ
ら
ユ
く
ｏ
■
”
軍

こ
の
よ
う
に
、
も

っ
と
も
オ
ノ
マ
ト
ペ
に
な
り
や
す
い
音
の
描
写
で
さ
え
、
英
語
だ
と

一
般
動
詞
の
形
を

取
る
。
す
る
と
英
語
母
語
話
者
で
も
、
音
象
徴
は
う

っ
す
ら
と
は
感
じ
な
が
ら
も
、
「
オ
ノ
マ
ト
ペ
」
と
い

う
特
別
な
こ
と
ば
と
は
感
じ
な
い
の
で
あ
る
。
英
語
話
者
が
明
確
に
オ
ノ
マ
ト
ペ
と
思
う
の
は
、
間
投
詞
と

し
て
使
わ
れ
る
”
営
唾

（ド
ア
が
閉
ま
る
音
）
、
”
Ｅ
Ｃ
一
（勢
い
よ
く
ぶ
つ
か
る
音
）
、
り
さ
８
８
〓

（噴
出
音
）

な
ど
、
漫
画
の
効
果
音
の
よ
う
な
も
の
な
の
だ
と
い
う
。

こ
の
よ
う
な
考
察
を
踏
ま
え
る
と
、
英
語
は

「
オ
ノ
マ
ト
ペ
語
彙
が
貧
弱
」
と
い
う
よ
り
、
も
と
も
と
オ

ノ
マ
ト
ペ
だ

っ
た
表
現
が
、
動
詞
と
し
て
文
構
造
の
中
核

に
取
り
込
ま
れ
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
結
果
、

ォ
ノ
マ
ト
ペ
性
を
失
い

一
般
語
化
さ
れ
て
し
ま

っ
た
、
と
い
う
仮
説
が
真
実
味
を
帯
び
て
く
る
。

恣
意
性
か
ら
ア
イ
コ
ン
性
へ
の
回
帰

f′  e′  d′



第 5章 言語の進化

し
わ
が
多
い
顔
の
こ
と
を

「
し
わ
し
わ
の
顔
」
と
い
う
。
「
し
わ
し
わ
」
は
オ
ノ
マ
ト
ペ
だ
ろ
う
か
？

オ
ノ
マ
ト
ペ
と
考
え
る
人
は
多
い
か
も
し
れ
な
い
。
多
く
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
は

「さ
ら
さ
ら
」
「ど
ん
ど
ん
」

な
ど
と
二
拍
を
繰
り
返
す
形
を
取

っ
て
い
る
か
ら
だ
。
し
か
し
、
「
し
わ
」
は
オ
ノ
マ
ト
ペ
で
は
な
く
、
音

象
徴
性
が
明
確
で
な
い
一
般
語
で
あ
る
。
同
様
の
例
は
い
く
ら
で
も
見

つ
か
る
。

と
げ
∨
ト
ゲ
ト
ダ
、
し
ま
∨
し
ま
し
ま
、
刺
∨
い
ら
い
ら
、
粉
∨
こ
な
ご
な
、
薄
い
∨
う
す
う
す
、
湧

く
∨
わ
く
わ
く
、
浮
く
∨
う
き
う
き
、
生
き
る
∨
い
き
い
き
、
盛
る
∨
も
り
も
り
、
揉
む
∨
も
み
も
み
、

擦
る
Ｖ
す
り
す
り
、
見
る
∨
み
る
み
る
、
あ
る
∨
あ
り
あ
り
、
細

い
∨
は
そ
ぼ
そ
、
染
み
る
∨
し
み
じ

み
、
混
む
∨
ゴ
ミ
ゴ

ミヽ
、
ラ
ブ
∨
ラ
ブ
ラ
ブ

ま
た
、
「ば

っ
さ
り
」
「
ふ
ん
わ
り
」
「す
ん
な
り
」
な
ど
と
同
じ
形
を
取
る
こ
と
で
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
よ
う

に
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
例
も
い
く
ら
か
見
ら
れ
る
。
こ
の
語
形

に
お
い
て
は
、
「ば
さ
」
な
ど
の
語

根
を
分
か

つ
形
で
二
拍
目
に

「
っ
」
か

「
ん
」
が
現
れ
、
さ
ら
に
四
拍
目
に

「り
」
が
来
る
。

た
ま
る
∨
た
ん
ま
り
、
黙
る
∨
だ
ん
ま
り
、
伸
び
る
∨
の
ん
び
り
、
染
み
る
Ｖ
し
ん
み
り
、
細
い
∨
は

　

６３

っ
そ
り
、
焦
が
る
∨
こ
ん
が
り



実
は
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
持

つ
ア
イ
コ
ン
性

に
は
、
二
つ
の
種
類
が
あ
る
。　
一
つ
は
、
こ
と
ば
を
覚
え
る
前

の
赤
ち
ゃ
ん
で
も
感
じ
る
こ
と
の
で
き
る
、
脳
が
自
然
と
感
じ
る
音
と
対
象
の
間
の
類
似
性
で
あ
る
。
も
う

一
つ
は
、
解
釈
に
よ

っ
て
生
ま
れ
る
類
似
性
で
あ
る
。
前
者
が

「似
て
い
る
か
ら
似
て
い
る
」
な
ら
、
後
者

は

「似
て
い
る
と
思
う
か
ら
似
て
い
る
」
と
言

っ
て
も
よ
い
。

「似
て
い
る
と
思

っ
て
し
ま
う
」
原
因
は
多
数
あ
る
が
、
そ
の
中
で
も
注
目
す
べ
き
は
言
語
と
文
化
の
習
慣

で
、
と
り
わ
け
強
力
な
の
は
、
「同
じ
こ
と
ば
」
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
言
語
で
○
と
△
が
同

じ
こ
と
ば

（単
語
）
で
表
現
さ
れ
る
場
合
に
、
別
の
言
語
で
は
異
な
る
こ
と
ば
で
区
別
さ
れ
る
こ
と
は
頻
繁

に
あ
る
。

た
と
え
ば
、
日
本
語

で
は

「
水
」
と

「
湯
」
は
別
の
こ
と
ば

で
区
別
さ
れ
る
。
英
語
で
は
ど
ち
ら
も

麗
お
『
で
あ

る
。
逆

に
、
英
語
で
は
■
”
お
Ｆ
と

Ｌ
ｏ
鮮

は
区
別
さ
れ
る
が
、
日
本
語

で
は
ど
ち
ら
も

「
時

計
」
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ほ
ぼ
同
じ
意
味
を
持

つ
が
、
日
本
語
で
は
別
の
こ
と
ば
で
言
い
分
け
、
英
語

で
は
区
別
し
な
い
概
念

の
ペ
ア
、
逆
に
英
語
で
は
区
別
す
る
が
日
本
語
で
は
区
別
し
な
い
概
念
の
ペ
ア
を
た

く
さ
ん
用
意
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ペ
ア
の
類
似
度
を
日
本
語
話
者
、
英
語
話
者
に
評
価
し
て
も
ら

っ
た
研
究

が
あ
る
。
予
想
ど
お
り
、
日
本
語
話
者
も
英
語
話
者
も
、
自
分

の
言
語
で
区
別
し
な
い
ペ
ア
の
ほ
う
を
、
区

別
す
る
ペ
ア
よ
り
類
似
性
が
高
い
と
評
価
し
た
。

つ
ま
り
、
日
本
語
話
者
な
ら

〈
腕
時
計
〉
―

〈
壁
時
計
〉
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の
ペ
ア
を
、
〈
水
〉
―

〈湯
〉
よ
り
も

「似
て
い
る
」
と
判
断
し
た
の
で
あ
る
。

私
た
ち
人
間
は
多
様
な
基
準
で
類
似
性
を
感
じ
る
。
と
く
に
二
つ
の
モ
ノ

（ぁ
る
い
は
こ
と
ば
）
が
同
じ

概
念
領
域
に
属
し
て
い
た
り
、
あ
る
シ
ス
テ
ム
の
中
で
同
じ
要
素
を
持

っ
て
い
た
り
、
接
辞
を
共
有
し
て
い

た
り
す
る
と
、
そ
れ
だ
け
で

「似
て
い
る
」
感
覚
は
強
く
な
る
こ
と
が
実
験
的
に
も
示
さ
れ
て
い
る
。
た
と

え
ば
、
〈
イ
ヌ
〉
と

〈
首
輪
〉
、
〈
イ
ヌ
〉
と

〈犬
小
屋
〉
、
〈
懐
中
電
灯
〉
と

〈
寝
袋
〉、
は
て
は

〈
サ
ル
〉
と

〈
バ
ナ
ナ
〉
な
ど
は
、
非
常
に
類
似
性
が
高
い
と
評
価
さ
れ
る
。

つ
ま
り
人
が
感
じ
る
類
似
性
は
、
見
た
目
が
似
て
い
る
、
内
部
構
造
や
関
係
が
似
て
い
る
な
ど
の
い
わ
ゆ

る
規
範
的
な
類
似
性
だ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
い
つ
も
い
っ
し
ょ
に
現
れ
る

（使
わ
れ
る
）
も
の
同
士
に

も
類
似
性
を
感
じ
る
し
、
同
じ
接
辞
が
つ
く
、
同
じ
重
複
の
形
で
現
れ
る
な
ど
、
同
じ
形
の
言
語
パ
タ
ー
ン

を
見
つ
け
る
と
、
そ
れ
だ
け
で
類
似
性
を
感
じ
る
。
こ
の
よ
う
な
文
化
や
言
語
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た

「類
似

性
」
は
、
音
と
意
味
の
間
の
類
似
性

（ア
イ
コ
ン
性
）
の
感
じ
方
に
も
影
響
を
与
え
る
。

「ア
イ
コ
ン
性
の
輪
」
仮
説

類
似
性
の
感
覚
は
、
し
っ
く
り
感
も
生
む
。
実
は
、
言
語
と
は
一
般
に
、
そ
の
形
式
と
意
味
の
結
び
つ
き

に
慣
れ
親
し
む
こ
と
で
し
っ
く
り
く
る
よ
う
に
な
る
体
系
で
あ
る
。
次
に
引
用
す
る
の
は
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
と

音
象
徴
に
関
す
る
有
名
な
書
籍
、

ヒ
ン
ト
ン
他
編

惣
ミ
ｓ
ヽ
む
ヽ
いも、お
ミ

の
序
章
か
ら
の

一
節

（秋
田
訳
）
で



あ
る
。子

供
は
こ
れ

〔
＝
名
前
の

「自
然
さ
Ｌ

を
と
く
に
強
く
感
じ
る
。
〔編
者
〕
の

一
人

の
継
娘

ス
テ
フ
ァ
ニ

ー
が
以
前
こ
の
こ
と
を
例
示
し
て
く
れ
た
。
「英
語
だ
け
が
本
物

の
一一一一呈
中
だ
よ
ね
？
」
と
彼
女
は
言
う
。

そ
の
意
味
を
尋
ね
る
と
、
彼
女
は
こ
う
返
す
。
「え

っ
と
、
〔
メ
キ
シ
コ
人
の
友
達
〕

ル
ー
ペ
イ
が

「
ア

ー
グ

ヮ
総

，
ど

っ
て
言

っ
た
ら
、
「
ウ

ォ
ー
タ
ー
〓
”お
ご
　
っ
て
意
味
で
し
ょ
。
で
も
、
私
が

「
ウ
ォ

ー
タ
ー
」

っ
て
言

っ
た
ら
、
「
ア
ー
グ

ヮ
」

っ
て
意
味
じ
ゃ
な
く
て
本
当
に

「
ウ
ォ
ー
タ
ー
」

っ
て
意

味
だ
も
ん
！
」

ス
テ
フ
ァ
ニ
ー
は
、
英
語

の

「
ウ
ォ
ー
タ
ー
」

こ
そ
が
水
の
本
当

の
名
前
だ
と
考
え
て
い
る
。
馴
染
み
の

な
い
ス
ペ
イ
ン
語
の

「
ア
ー
グ

ヮ
」
で
は
、
ど
こ
か
し
っ
く
り
こ
な

い
の
で
あ
ろ
う
。

多
く
の
単
語
の
ア
イ
コ
ン
性
を
、
そ
れ
ぞ
れ
十
名
ほ
ど
の
母
語
話
者

に
評
定
し
て
も
ら

っ
た
実
験
が
あ
る
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
日
本
語
で
は
和
語
が
、
英
語
で
は
グ
ル
マ
ン
系

の
語
が
比
較
的
高
い
ア
イ
コ
ン
性
を
感
じ

さ
せ
る
と
い
う
。
日
本
語
で
は
、
「歩
行
」
や

「
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
」
よ
り
も

「歩
く
」

の
ほ
う
が
、
「時
間
」

や

「
タ
イ
ム
」
よ
り
も

「
と
き
」
の
ほ
う
が
、
音
選
び
が
し
っ
く
り
く
る
と
い
う
感
覚
で
あ
る
。
英
語
な
ら
、

ラ
テ
ン
系

の

「
ラ
ー
デ

一Ｒ
零
」
や

「
グ
ラ
ン
ド

『
”ａ
」
よ
り
も
、
グ
ル
マ
ン
系

の

「
ビ

ッ
グ
げ
耐
」
や
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「グ
レ
イ
ト
雪
８
Ｌ

の
は
う
が
し
っ
く
り
く
る
と
い
う
具
合
で
あ
る
。
和
語
は
日
本
語
の
、
グ
ル
マ
ン
系
の

語
は
英
語
の
中
枢
を
担
い
、
基
本
的
な
概
念
を
多
く
カ
バ
ー
す
る
。
そ
の
た
め
、
日
常
生
活
で
使
用
す
る
こ

と
も
多
い
。

母
語
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
に
強
く
感
じ
ら
れ
る
ア
イ
コ
ン
性
は
、
母
語
に
一
般

に
見
ら
れ
る
こ
の

「
し
っ
く
り

感
」
の
最
た
る
例
と
考
え
ら
れ
る
。
我

々
は
母
語
に
慣
れ
親
じ
む
こ
と
で
、
「
こ
の
概
念

に
は
こ
の
こ
と

ば
」
と
い
う
感
覚
を
築
き
上
げ
、
共
有
す
る
の
で
あ
る
。

本
章
前
半
で
は
、
世
界
を
模
倣
し
て
始
ま
っ
た
言
語
が
、
語
彙
が
成
長
す
る
に
し
た
が

っ
て
ア
イ
コ
ン
性

が
薄
ま
り
、
こ
と
ば
の
形
式

釜
こ

と
意
味
の
関
係
が
恣
意
的
に
な

っ
て
い
く
過
程
に
つ
い
て
述
べ
た
。
し

か
し
、
単
語
の
数
が
増
え
る
と
、
単
語
同
士
が
関
係
づ
け
ら
れ
、
体
系
化
さ
れ
て
い
く
。
体
系
化
に
よ
っ
て
、

語
彙
が
整
理
さ
れ
、
同
じ
要
素
や
パ
タ
ー
ン
を
持
つ
単
語
の
ク
ラ
ス
タ
ー
が
で
き
て
く
る
と
、
ク
ラ
ス
タ
ー

の
成
員
の
間
で

「似
て
い
る
」
感
覚
が
生
ま
れ
る
。
二
次
的
な
ア
イ
コ
ン
性
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
結
局

言
語
は
、
図
５
１
５
の
よ
う
に

「
一
次
的
ア
イ
コ
ン
性
↓
恣
意
性
↓
体
系
化
↓
二
次
的
ア
イ
コ
ン
性
」
と
、

ア
イ
コ
ン
性
と
恣
意
性
の
間
の
関
係
を
変
え
て
い
き
、
最
終
的
に
は
両
者
の
間
の
絶
妙
な
バ
ラ
ン
ス
が
で
き

る
。
私
た
ち
は
こ
れ
を

「
ア
イ
コ
ン
性
の
輪
」
仮
説
と
呼
ぶ
。

ア
イ
コ
ン
性
の
輪
を
例
で
た
ど

っ
て
み
よ
う
。
い
わ
ゆ
る
擬
音
語
の
中
で
も
語
音
と
意
味
の
類
似
性
が
明

ら
か
な

「
フ
ー
」
や

「
ア
ハ
ハ
」
は
、　
一
次
的
ア
イ
コ
ン
性
の
例
と
見
て
い
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
、



「
フ
ー
」
を
語
源
に
持
つ
と
い
う

「吹
く
」
は
、　
一
般
動
詞
の
体
系
に
組
み
込
ま
れ
た
た
め
か
な
リ
ア
イ
コ

ン
性
が
薄
ま

っ
て
恣
意
性
の
方
向
に
シ
フ
ト
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
擬
音
的
基
盤
す
ら
な
い

「笑
う
」
は
、

語
音
と
意
味
の
関
係
が
高
度
に
恣
意
的
で
あ
る
。

今
度
は
体
系
化
が
二
次
的
ア
イ
コ
ン
性
を
生
む
例
を
あ
げ
て
み
よ
う
。
第
２
章
で
見
た
よ
う
に
、
日
本
語

は
ｈ
、　
Ｒ

ｂ
を
体
系
的
に
対
立
さ
せ
る
。
こ
の
３
音
の
対
立
は
日
本
語
独
自
の
特
徴
で
あ
る
。
た
と
え
ば

助
数
詞

「本
」
は
、
コ
一本

●
Ｆ
８
」
ヨ

本
ぼ
Ｂ
ユ

「
三
本
∽８
ｇ
こ

と
、
前
に
来
る
音

に
よ

っ
て
ハ
行
、

パ
行
、
バ
行
を
行
き
来
す
る
。
「歯

訂
」
「出

っ
歯

８
８
と

翌
田
歯

日
お
ｇ
」
も
同
様
の
関
係
で
あ
る
。
日

本
語
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
は

「
ハ
ラ
ハ
ラ
」
買

ラ
パ
ラ
」
「バ
ラ
バ
一こ

の
よ
う
に
、
こ
の
対
立
を
ア
イ
コ
ン
性

を
つ
く
る
の
に
利
用
す
る
。
バ
行
よ
リ
パ
行
の
ほ
う
が
軽
く
、　
ハ
行
は
さ
ら
に
軽
い
も
の
を
表
す
と
い
う
三

つ
巴
の
音
象
徴
は
、
実
は
日
本
語
独
自
の
音
韻
体
系
か
ら
二
次
的
に
生
じ
た
も
の
な
の
だ
。

し
か
し
、
日
本
語
母
語
話
者
は
擬
音
語
の

「
フ
ー
」
の
み
に
ア
イ
コ
ン
性
を
感
じ
る
わ
け
で
は
な
く
、

「
フ
ー
」
２

次
的
ア
イ
コ
ン
性
）
も

「
ハ
ラ
ハ
ラ
」
含
一次
的
ア
イ
コ
ン
性
）
も
同
じ
よ
う
に
ア
イ
コ
ン
性
を

感
じ
る
。
こ
れ
は
、
言
語
固
有
の
音
の
体
系
が
意
味
の
対
立
に
も
拡
張
さ
れ
、
二
次
的
な
ア
イ
コ
ン
性
を
生

み
、
母
語
話
者
が
そ
れ
を

一
次
的
ア
イ
コ
ン
性
と
区
別
で
き
な
い
ほ
ど
自
然
な
音
象
徴
と
感
じ
る
よ
い
例
で

あ
る
。

先
ほ
ど
述
べ
た
よ
う
に
、
体
系
化
さ
れ
た
オ
ノ
マ
ト
ペ
語
彙
を
持

つ
か
否
か
は
一一一一呈
中
に
よ

っ
て
異
な
る
も
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の
の
、
単
語
の
音
と
意
味
の
つ
な
が
り
は

（少
な
く
と
も
母
語
話
者
に
は
）
明
ら
か
に
感
じ
ら
れ
る
。
英
語
は

ォ
ノ
マ
ト
ペ
を
生
産
的
に
創
り
出
す
体
系
性
は
持

っ
て
い
な
い
が
、
そ
れ
で
も

一
般
語
の
中
に
音
と
意
味
の

つ
な
が
り
を
持

つ
単
語
は
多
く
あ
り
、　
一
定
の
ア
イ
コ
ン
性
を
持
つ
。
身
体
に
つ
な
が

っ
た
ア
イ
コ
ン
性
は

子
ど
も
の
言
語
習
得
を
助
け
、
意
味
の
解
釈
を
助
け
る
こ
と
も
あ
る
が
、
ア
イ
コ
ン
性
が
強
い
こ
と
ば
の
密

度
が
高
く
な
り
す
ぎ
る
と
混
乱
を
引
き
起
こ
し
、
言
語
処
理
の
効
率
を
損
ね
る
と
い
う
側
面
も
あ
る
。

オ
ノ
マ
ト
ペ
の
歴
史

興
味
深
い
こ
と
に
、
英
語
の
語
彙

に
つ
い
て
、
ア
イ
コ
ン
性
と
恣
意
性
が
周
期
的
に
高
く
な

っ
た
り
低
く

な
っ
た
り
し
て
い
る
と
い
う
研
究
報
告
が
あ
る
。
語
彙

に
お
け
る
ア
イ
コ
ン
性
と
恣
意
性
の
間
に
は

「よ
い

バ
ラ
ン
ス
」
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
を
下
回
れ
ば
ア
イ
コ
ン
性
の
あ
る
こ
と
ば
が
増
え
、
上
回
れ
ば
恣

意
的
な
こ
と
ば
が
増
え
る
と
い
う
現
象
が
歴
史
的
に
観
察
さ
れ
る
と
い
う
の
だ
。

た
と
え
ば
、
現
代
英
語
の
一目
”
Ｆ

（笑
う
）
は
古
英
語
で
は

「
フ
ラ
ッ
ハ
ン

，
Ｆ
〓
〓
目
」
と
い
う
音
形
を

持

っ
て
い
た
。
巨
Ｌ
旨
日

は
擬
音
語
と
さ
れ
、
た
し
か
に
笑
い
声
に
似
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
か
も

し
れ
な
い
。
し
か
し
、
ｒ
Ｆ
Ｆ
Ｆ
日

は
時
を
経
て
一営
」
″
へ
と
姿
を
変
え
ア
イ
コ
ン
性
を
失
い
、
結
果
的
に
一

般
語
と
見
分
け
が

つ
か
な
く
な

っ
た
。
そ
の

一
方

で
、
英
語
に
は
、
多
暦
巨
①
（
ク
ッ
ク
ッ
と
笑
う
）
や

蹄

Ｌ
ｏ
（
ク
ス
ク
ス
笑
う
）
と
い
っ
た
新
た
な
笑
い
声

の
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
生
じ
た
。
こ
う
し
て
、
笑
い
声
を
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表
す
英
語
の
語
彙
は
、
全
体
と
し
て

一
定
の
ア
イ
コ
ン
性
を
保

っ
た
の
だ
と
い
う
。

関
連
す
る
歴
史
的
変
化
は
日
本
語
で
も
指
摘
で
き
る
。
デ
ー
タ
は
限
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
奈
良
時
代
の

『
万
葉
集
』
を
見
る
と
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
し
ば
し
ば

「
に
」
と
い
う
助
詞
を
伴

っ
て
副
詞
と
し
て
使
わ
れ
て

い
る
。
た
と
え
ば
、
次
の
長
歌
の
一
節
で
は
、
「ゑ
ら
ゑ
ら
」
と
い
う
オ
ノ
マ
ト
ペ
が

「仕

へ
奉
る
」
と
い

う
述
語
を
修
飾
し
、
人
々
が

ニ
コ
ニ
コ
と
笑
い
な
が
ら
天
皇
に
お
仕
え
す
る
様
子
を
表
し
て
い
る
と
い
う
。

も
の
の
ふ
の

紐
解
き
放
け
て

も
ろ
も
ろ
の
官
人
た
ち
が
、

で
、
永
久
の
長
寿
を
祝
い
、

さ
よ

ブヽや

千ち十そ

年を伴ξ
寿ほの
き 緒を

の

一
方
、
平
安
時
代
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
は
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
に

「
め
く
」
と
い
う
接
尾
辞
が
つ
い
て
動

詞
と
な
る
例
が
多
く
な
る
。
「
ふ
た
め
く
」
貧

タ
バ
タ
す
る
）、
「が
ら
め
く
」
（ガ
ラ
ガ
ラ
と
鳴
り
響
く
）、

島
山
に
　
赤
る
橘
　
う
ず

に
刺
し

寿
き
と
よ
も
し
　
ゑ
ら
ゑ
ら
に
　
仕

へ
奉
る
を
　
見
る
が
貴
さ

（万
葉
集
、
四
二
六
六
）

庭
の
山
に
赤
く
色
づ
い
た
橘
を
飾
り
に
挿
し
、
衣
の
紐
を
解
き
く

つ
ろ
い

寿
ぎ
さ
ざ
め
き
、
に
こ
に
こ
笑

っ
て
お
仕
え
す
る
様
子
を
拝
す
る
め
で
た

（現
代
語
訳
は
山
口
仲
美

「奈
良
時
代
の
擬
音
語

。
擬
態
語
し



「そ
そ
め
く
」
（
ヒ
ソ
ヒ
ソ
話
す
）
の
よ
う
な
例
で
あ
る
。
「
め
く
」
形
は
今
も
東
北
方
言
な
ど
に
多
く
残
る
。

時
を
同
じ
く
し
て
、
「ゆ
ら
り
と
飛
ぶ
」
の
よ
う
な

「と
」
を
伴

っ
た
副
詞
用
法
も

一
般
的
と
な
る
。

そ
の
後
、
「
め
く
」
は
次
第

に
勢
力
を
弱
め
、
「う
ろ
つ
く
」
や

「
ふ
ら

つ
く
」
の
よ
う
な

「
つ
く
」
に
置

き
換
わ

っ
て
い
く
。
ま
た
、
江
戸
時
代

に
な
る
と
、
「
と
」
は
次
第

に

「
よ
ろ
よ
ろ
過
ぎ
て
」

の
よ
う
に
脱

落
す
る
こ
と
も
多
く
な
る
。
加
え
て
、
現
代
の
よ
う
に
、
「
ぶ
ら
ぶ
ら
す
る
」
や

「
ま
じ
ま
じ
と
す
る
」
の

よ
う
な

「す
る
」
を
伴

っ
た
動
詞
形
が

一
般
的
と
な

っ
て
い
く
。

こ
の
よ
う
に
、
日
本
語
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
歴
史
に
お
い
て
は
、
複
数
の
副
詞
形
と
動
詞
形
が
栄
枯
盛
衰
を
繰

り
返
し
て
き
た
。
副
詞
と
し
て
生
き
生
き
と
し
た
描
写
力
を
持

っ
て
い
た
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
、
動
詞
と
な
り

一

般
語
の
よ
う

に
目
立
た
な
く
な
る
。　
一
方
で
新
し
い
オ
ノ
マ
ト
ペ
副
詞
が
生
ま
れ
て
く
る
。
そ
う
し
た
変
化

を
繰
り
返
し
、
語
彙
全
体
と
し
て
は
ア
イ
コ
ン
性
と
恣
意
性
の
間
の
絶
妙
な
均
衡
が
保
た
れ
る
。
言
語
の
進

化
は
そ
れ
を
繰
り
返
す
歴
史
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

ま
と
め

結
局
言
語
は
ど
ん
な
に
進
化
し
て
も
、
人
間
が
使
い
手
で
あ
る
限
り
は
、
完
全
に

「恣
意
的
な
記
号
の
体

系
」
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
全
体
か
ら
見
る
と
ご
く
わ
ず
か
で
は
あ
る
が
、　
一
部
の
こ
と
ば
に
は
身
体
感

覚
と
直
接

つ
な
が
る
ア
イ
コ
ン
性
が
宿
り
、
そ
れ
が

ハ
ル
ナ
ッ
ド
の
言
う
と
こ
ろ
の

「記
号
接
地
を
す
る
た
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め
の
最
初
の
一
群
の
こ
と
ば
」
と
な
る
。
そ
の
集
合
に
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
の
こ
と
ば
は
必
要
な
い
。
第
４
章

で
述
べ
た
よ
う
に
、
「
」
と
ば
と
は
世
界
の
モ
ノ
や
事
象
を
表
す
た
め
の
名
前
で
あ
る
」
「
モ
ノ
や
コ
ト
に
は

名
前
が
あ
る
」
と
い
う
最
初
の
洞
察
さ
え
得
ら
れ
れ
ば
よ
い
。

そ
こ
か
ら
言
語
の
学
び
手

（赤
ち
ゃ
ん
）
は
、
新
し
い
こ
と
ば
を
覚
え
る
と
と
も
に
母
語
の
音
や
リ
ズ
ム

の
体
系
、
音
と
意
味
の
対
応
づ
け
、
語
彙
の
構
造
な
ど
を
自
分
で
発
見
し
な
が
ら
学
ん
で
い
く
。
よ
り
正
確

に
は
母
語
に
お
け
る
音
や
概
念
の
切
り
分
け
方
を
身
に
つ
け
、
そ
れ
が
自
分
に
と

っ
て
も

っ
と
も
自
然
な
切

り
分
け
方
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
自
分
を
母
語
の
体
系
の
中
に
溶
け
込
ま
せ
て
い
き
、
体
系
の
中
で
、
も
と

も
と
文
化
や
言
語
の
文
脈
の
外
で
は
感
じ
な
か
っ
た
二
次
的
な
ア
イ
コ
ン
性
の
感
覚
を
作
り
上
げ
て
い
く
。

こ
の
よ
う
に
、
ヨ

次
的
ア
イ
コ
ン
性
↓
恣
意
性
↓
体
系
化
↓
二
次
的
ア
イ
コ
ン
性
」
と
い
う
サ
ィ
ク
ル

に
よ
っ
て
、
当
該
言
語
の
成
人
母
語
話
者
は
、
抽
象
的
な
記
号
で
あ
る
こ
と
ば
に
対
し
て
、
抽
象
性
を
感
じ

ず
、
空
気
や
水
の
よ
う
な
自
然
な
も
の
と
し
て
、
身
体
の
一
部
で
あ
る
よ
う
な
感
覚
を
持

つ
に
至
る
。
こ
の

よ
う
な
図
式
が
記
号
接
地
問
題
に
対
す
る
答
え
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
著
者
た
ち
は
考
え
る
の
だ
。

本
章
で
は
言
語
が
進
化
す
る
上
で
、
な
ぜ
オ
ノ
マ
ト
ペ
か
ら
離
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
し
か
し
オ

ノ
マ
ト
ペ
か
ら
離
れ
な
が
ら
も
、
な
ぜ
抽
象
的
な
意
味
を
持

つ
記
号
が
言
語
の
使
い
手
の
中
で
身
体
と
つ
な

が

っ
て
い
る
感
覚
を
残
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
考
察
し
た
。

第
６
章
で
は
、
子
ど
も
の
言
語
習
得
Ｌ
戻
り
、
子
ど
も
が
ど
の
よ
う
な
方
法
を
も

っ
て
オ
ノ
マ
ト
ペ
か
ら

第 5章 言語の進化

■73



離
れ
、
恣
意
的
で
抽
象
的
な
記
号
の
体
系
を
学
ぶ
の
か
、
そ
し
て
い
か
に
し
て
言
語
と
い
う
、　
エ
ベ
レ
ス
ト

に
も
比
せ
ら
れ
る
ほ
ど
の
高

い
山
を
登

っ
て
い
く
の
か
と
い
う
記
号
接
地
問
題
を
、
子
ど
も
が
行
う

「推

論
」
の
メ
カ

ニ
ズ
ム
に
焦
点
を
当
て
て
考
え
て
い
き
た
い
。



第
重
早
　
子
ど
も
の
言
語
習
得
２
１
１
ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
推
論
篇

第
５
章
で
は
、
進
化
の
過
程
で
な
ぜ
言
語
は
オ
ノ
マ
ト
ペ
か
ら
離
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
の
か
、
ど

の
よ
う
に
離
れ
て
い
っ
た
の
か
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
言
語
の
進
化
に
お
け
る

「オ
ノ
マ
ト
ペ
か
ら
離
れ
る

過
程
」
は
、
今
を
生
き
る
子
ど
も
た
ち
の
言
語
の
習
得
過
程
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ま
で
見
て
き

た
よ
う
に
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
た
し
か
に
言
語
習
得
に
と

っ
て
重
要
な
足
場
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
し
か

し
、
こ
こ
ま
で
の
話
は
子
ど
も
の
言
語
習
得
の
最
初
の
入
り
口
に
す
ぎ
な
い
。
こ
こ
か
ら
子
ど
も
は
、
大
人

の
言
語
の
高
い
壁
を
よ
じ
登
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
言
語
を
習
得
す
る
に
は
、
エ
ベ
レ
ス
ト
に
登
頂
す
る

く
ら
い
の
行
程
が
あ
る
。
そ
の
道
の
り
を
進
む
に
は
、
子
ど
も
た
ち
は
オ
ノ
マ
ト
ペ
か
ら
離
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
だ
。

子
ど
も
た
ち
は
た
く
さ
ん
の
こ
と
ば
を
覚
え
て
い
な
か
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ほ
と
ん
ど
の
こ
と
ば
は
、
音

　

万

と
意
味
の
間
に
す
ぐ
に
わ
か
る
つ
な
が
り
は
な
い
。
し
か
も
、　
一
つ
の
単
語
が
多
く
の
意
味
を
持
つ
。

つ
ま



り
多
義
に
も
な
る
。
何
よ
り
、　
一
つ
ひ
と
つ
の
単
語
が
、
子
ど
も
の
環
境
で
話
さ
れ
る
個
別
の
言
語
に
特
有

の
語
彙
体
系
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
基
本
的
に
す
べ
て
の
こ
と
ば
は
抽
象
的
で
あ
る
。
た

と
え
ば

「整
数
」
「分
数
」
「有
理
数
」
の
よ
う
な
こ
と
ば
は
極
度
に
抽
象
的
で
、
そ
の
意
味

（概
念
）
は
外

界
を
見
た
だ
け
で
直
感
的
に
わ
か
る
も
の
で
は
な
い
。
「き
の
う
」
「あ
し
た
」
の
よ
う
な
時
間
の
こ
と
ば
も
、

そ
れ
が
指
示
す
る
対
象
は
目
に
見
え
る
も
の
で
は
な
く
、
子
ど
も
は
こ
れ
ら
の
こ
と
ば
の
意
味
を
理
解
す
る

の
に
、
本
当
に
苦
労
す
る
。

し
か
し
、
「
は
じ
め
に
」
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
「
ア
カ
」
や

「
ア
ル
ク
」
な
ど
普
通
の
こ
と
ば
も
十
分
抽

象
的
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
単
語
の
意
味
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
言
語
固
有
の
体
系
の
中
で
、
ど
の
よ
う
な
基
準

で
ど
の
く
ら
い
細
か
く
分
割
す
る
か
、
そ
の
単
語
を
取
り
巻
く
他
の
単
語
群
と
ど
こ
で
境
界
を
引
く
か
に
依

存
す
る
か
ら
で
あ
る

（次
項
で
詳
し
く
述
べ
る
）。

エ
ベ
レ
ス
ト
登
山
に
た
と
え
る
な
ら
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
装
備
を
整
え
、
特
別
な
訓
練
を
し
て
い
な
い

一
般

観
光
客
が
行
け
る
と
こ
ろ
く
ら
い
ま
で
子
ど
も
を
道
案
内
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
の
登
頂
ま
で
の
行
程
は

長
く
、
険
し
い
。
大
局
的
に
見
た
と
き
、
言
語
習
得
に
お
い
て
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
本
当

に
役
立
つ
の
だ
ろ
う

か
，
・

本
章
で
は
ち
ょ
っ
と
視
点
を
変
え
て
、
そ
も
そ
も
最
初
は
自
分
で
立
つ
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
赤
ち

ゃ
ん
が
、
ど
う
し
た
ら
限
ら
れ
た
時
間
の
中
で
、
大
人
に
助
け
ら
れ
な
が
ら
山
を
登
り
始
め
る
こ
と
が
で
き
、

そ
の
後
独
り
立
ち
を
し
て

一
気
に
エ
ベ
レ
ス
ト
登
攀
に
挑
戦
で
き
る
の
か
考
え
て
み
よ
う
。
何
が
そ
れ
を
可



能
に
す
る
の
だ
ろ
う
か
？

第
５
章
で
は
言
語
の
進
化
と
い
う
視
点
か
ら
、
な
ぜ
オ
ノ
マ
ト
ペ
か
ら
離
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と

い
う
こ
と
を
考
察
し
た
が
、
本
章
で
は
人
間
と
い
う
生
物
種
に
焦
点
を
当
て
た
と
き
に
、
ど
の
よ
う
に
し
て

人
間
は
オ
ノ
マ
ト
ペ
か
ら
離
れ
た
抽
象
的
な
言
語
の
体
系
を
習
得
し
、
身
体
の

一
部
に
で
き
る
の
か
、
と
い

う
問
い
に
対
し
て

「推
論
」
と
い
う
観
点
か
ら
考
え
て
い
き
た
い
。

ガ
ヴ
ァ
ガ
ー
イ
問
題
再
び

第
４
章
で
は
野
原
を
駆
け
て
い
く
ウ
サ
ギ
を
指
し
て

「
ガ
ヴ

ァ
ガ
ー
イ
」
と
現
地
人
が
叫
ん
だ
と
き
に
、

「
ガ
ヴ

ァ
ガ
ー
イ
」
の
意
味
を
特
定
す
る
こ
と
は
論
理
的

に
不
可
能

で
あ
る
と
い
う
、
「
ガ
ヴ

ァ
ガ
ー
イ
問

題
」
に
つ
い
て
述
べ
た
。
仮
に

「
ガ
ヴ

ァ
ガ
ー
イ
」
が
駆
け
て
い
く
動
物
、

つ
ま
り
私
た
ち
が

「
ウ
サ
ギ
」

と
呼
ぶ
生
き
物
だ
と
わ
か

っ
て
も
、
実
は
ガ
ヴ

ァ
ガ
ー
イ
の
本
当
の
意
味
は
ま
だ
わ
か

っ
た
こ
と
に
は
な
ら

な
い
。

消
防
車

の
色
が

「
ア
カ
」
で
、
バ
ナ
ナ
の
色
が

「
キ
イ
ロ
」
と
言
え
る
２
、
３
歳
児
は
多

い
。
し
か
し
、

そ
れ
で
そ
の
子
ど
も
は

「
ア
カ
」
や

「
キ
イ
ロ
」

の
意
味
を
知

っ
て
い
る
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
？
　
実
は
、

多
く
の
２
、

３
歳
児
は
さ
ま
ざ
ま
な
色
の
積
み
木

の
中
か
ら

「赤

い

（あ
る
い
は
黄
色
の
）
積
み
木
を
取

っ

て
」
と
指
示
さ
れ
て
も
、
正
し
く
赤
や
黄
色
の
積
み
木
を
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
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「
こ
と
ば
の
意
味
が
わ
か
る
」
と
い
う
こ
と
は
非
常
に
豊
か
で
複
雑
な
知
識
を
含
む
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
今

井
む
つ
み
著

『
こ
と
ば
の
発
達
の
謎
を
解
く
』
や

『英
語
独
習
法
』
で
詳
し
く
述
べ
た
の
で
こ
こ
で
は
繰
り

返
さ
な
い
が
、
あ
る
こ
と
ば
が
指
す
典
型
的
な
対
象
を
い
く
つ
か
知

っ
て
い
る
だ
け
で
は
、
そ
の
こ
と
ば
の

意
味
を
本
当
に

「知

っ
て
い
る
」
こ
と
に
は
な
ら
な
い
こ
と
は
、
繰
り
返
し
て
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

私
た
ち
は
こ
と
ば
を
、
単
に
こ
と
ば
の
音

（形
式
）
と
概
念
の
対
応
関
係
と
し
て
理
解
し
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
。
現
代
言
語
学
の
父
ソ
シ
ュ
ー
ル
を
持
ち
出
す
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
こ
と
ば
は
一
つ
の
対
象

と
の
み
結
び
つ
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
広
が
り
が
あ
る
。

つ
ま
り
こ
と
ば
の
意
味
は
点
で
は
な
く
、
面

で
あ
る
。
で
は
面
の
範
囲
は
ど
う
決
ま
る
か
。
同
じ
概
念
領
域
に
属
す
る
他
の
単
語
と
の
関
係
性
に
よ

っ
て

決
ま
る
の
で
あ
る
。
対
象
を

「点
」
と
し
て
知

っ
て
い
て
も
、
「面
」
の
範
囲
が
わ
か
ら
な
け
れ
ば
、
こ
と

ば
を
自
由
に
使
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

色
の
名
前
を
覚
え
る
に
も
ガ
ヴ
ァ
ガ
ー
イ
問
題
が
立
ち
は
だ
か
る
。
た
と
え
ば
、
あ
る
言
語
に
お
い
て
子

ど
も
が
消
防
車
の
色
を

「
ル
チ

（日
本
語
で
は
ア
カ
と

だ
と
知

っ
た
と
し
よ
う
。
し
か
し
、
ミ
カ
ン
の
色
が

「
ル
チ
」
で
あ
る
か
な
い
か
は
ま
だ
子
ど
も
に
は
わ
か
ら
な
い
。
日
本
語
で
は
ミ
カ
ン
の
色
は

「
ア
カ
」
と

は
呼
ば
な
い
の
で
、
日
本
語
を
話
す
大
人
は

「
ル
チ
」
で
は
な
い
と
判
断
す
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
や
が
て
子

ど
も
は
消
防
車
の
色
と
ミ
カ
ン
の
色
を
同
じ

「
ル
チ
」
と
呼
ぶ
か
も
し
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
赤
色
と
オ
レ

ン
ジ
色
を
同
じ
こ
と
ば
で
表
現
す
る
言
語
は
、
世
界
に
は
多
数
存
在
す
る
か
ら
だ
。



動
詞
の
場
合
に
は
曖
味
性
が
さ
ら
に
増
す
。
そ
も
そ
も
動
詞
は
、
動
作
や
行
為
を
指
示
す
る
が
、
子
ど
も

が
観
察
す
る
シ
ー

ン
は
動
作
主
体
、
動
作

の
背
景

（場
所
）、
動
作
の
対
象
な
ど
、
動
作
以
外
の
複
数
の
要

素
が
入
り
込
む
。
そ
の
う
ち
の
ど
の
要
素
が
動
詞
の
意
味
の
コ
ア
な
の
か
は
、　
一
回
や
二
回
そ
の
行
為
を
見

な
が
ら
そ
の
動
詞
を
聞
く
だ
け
で
は
、
到
底
推
測
で
き
な
い
。
第
４
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
、
３

歳
く
ら
い
の
幼
児
は
、
動
詞
と
い
っ
し
ょ
に
観
察
し
た
動
作
の
主
体
が
変
わ
っ
た
だ
け
で
、
ま
っ
た
く
同
じ

動
作
に
そ
の
動
詞
を

一
般
化
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

第
４
章
で
は
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
動
詞
の
学
習
を
助
け
る
と
述
べ
、
そ
れ
を
示
し
た
実
験
を
紹
介
し
た
。
動

作
主
体
が
変
わ
る
と
動
詞
を
も
と
の
動
作
と
ま
っ
た
く
同
じ
動
作
に
使
え
な
い
３
歳
児
が
、
動
作
に
音
が
合

う
新
奇
な
オ
ノ
マ
ト
ペ
動
詞
を
使
う
と
、
別
の
人

（動
作
主
体
）
が
行
う
同
じ
動
作
に
も
動
詞
を
適
用
で
き

る
よ
う
に
な
る
。
オ
ノ
マ
ト
ペ
動
詞
の
音
が
、
動
作
主
体
に
向
け
ら
れ
が
ち
な
注
意
を
動
作
そ
の
も
の
に
向

け
さ
せ
て
く
れ
る
か
ら
だ
。
し
か
し
、
当
該
の
動
詞
が
適
用
で
き
る
範
囲
は
、
言
語
の
語
彙
の
体
系
に
大
き

く
依
存
す
る
。

日
本
語
に
は

「持

つ
」
と
い
う
動
詞
が
あ
る
。
日
本
語
で
は
手
で
モ
ノ
を
保
持
す
る
動
作
を
広
範
囲
に

「持

つ
」
と
言
う
が
、
一肩
、
背
中
、
腹
、
頭
な
ど
、
手
以
外
の
体
の
部
位
で
モ
ノ
を
保
持
す
る
場
合
に
は
、

「担
ぐ
」
「背
負
う
」
「抱
え
る
」
「載
せ
る
」
な
ど
、
別
の
動
詞
を
用
い
る
。
韓
国
語
は
こ
の
概
念
の
体
系
が

日
本
語
と
ず
い
ぶ
ん
似
て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
動
詞
の
範
囲
は
微
妙
に
異
な
る
。
中
国
語
は
イ
ラ
ス
ト
の
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動
作
そ
れ
ぞ
れ
に
別
の
動
詞
を
用
い
る

（図
６
１
１
）。
英
語
は
逆

に
、
す
べ
て
の
イ
ラ
ス
ト
の
動
作
を

一

つ
の
動
詞

ぎ
こ

で
表
現
し
、
区
別
を
し
な

い
。

つ
ま
り
、
四
つ
の
言
語
で
の
、
こ
の
概
念
分
野
の
切
り
分

け
方
は
ま

っ
た
く
異
な

っ
て
い
る
の
で
、
「点
」
貧

事
例
）
を
観
察
し
て
も
、
そ
こ
か
ら
そ
の
言
語
に
お
け

る
正
し
い

「面
の
範
囲
」
を
推
測
す
る
の
は
論
理
的
に
不
可
能
な
の
で
あ
る
。

一
般
化
の
誤
り
―
―
か
わ
い
い
事
例
か
ら

実
際
、
子
ど
も
は

一
般
化
の
誤
り
を
し
ば
し
ば
犯
す
。
第
３
章
で
紹
介
し
た

「ゆ
る
言
語
学
ラ
ジ
オ
」

の

「≧
翌
２

と
Ｓ
ｏ
慶
２
）∽
〓
Ｈ８
と
０

し
ａど
６

∽
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
に
は
た
く
さ
ん
の
エ
ピ

ソ
ー
ド
が
寄
せ
ら

れ
た
。
そ
の

一
つ
ひ
と

つ
が
本
当
に
興
味
深

い
。
大
人
か
ら
す
る
と
、
か
わ
い
い
、
ち
ょ
っ
と
オ
バ
カ
な
間

違

い
と
思
い
が
ち
だ
が
、
子
ど
も
が
こ
と
ば
を
学
ぶ
と
き
の

一
般
化

の
問
題
を
見
事

に
示
し
て
い
る
。
同
時

に
子
ど
も
の
分
析
力
と
推
論
力
の
鋭
さ
に
舌
を
巻
く
。
た
く
さ
ん
あ
る
中
か
ら
二
つ
紹
介
し
よ
う
。

ラ
ジ
オ
ネ
ー
ム

¨
Ｎ
＝
０

・
５
さ
ん

部
屋
に
入
る
と
き
Ｌ
扉
が
閉
ま

っ
て
い
る
場
合
や
、
ト
イ
レ
か
ら
出
た
い
場
合
に

「あ
ち
ぇ
ち
ぇ
―

（開
け
て
―
と

と
言

っ
て
い
た
の
で
す
が
、
お
菓
子
の
袋
も

「開
け
る
」
だ
と
気
が

つ
い
て
か
ら
、

ミ

カ
ン
を
食
べ
た
い
と
き
も

「あ
ち
ぇ
ち
え
―
」
と
い
っ
て
持

っ
て
き
て
い
ま
し
た
。
な
か
な
か
便
利
な



こ
と
ば
だ
と
感
心
し
ま
し
た
。

「開
け
る
」
は
多
く
の
子
ど
も
が
過
剰

一
般
化
す
る
こ
と
で
有
名
な
動
詞
だ
。
英
語
の
Ｏ
Ｒ
目
に
つ
い
て
も

た
く
さ
ん
の
過
剰

一
般
化
の
報
告
が
あ
る
。
た
と
え
ば
電
気
を

つ
け
た
り
、
テ
レ
ビ
を
つ
け
た
り
す
る
の
に

３
８

と
言
う
子
ど
も
が
た
く
さ
ん
い
る
。
そ
し
て
中
国
語

で
は
そ
れ
は
正
解

で
あ
る
。
中
国
語

の
動
詞

「開
」
は
、
ド
ア
を
開
け
る
、
店
を
開
け
る
な
ど
日
本
語

の

「開
け
る
」
と
同
じ
使
い
方
が
あ
る
が
、
そ
の

ほ
か
に
、
電
気
を

つ
け
た
リ
パ
ソ
コ
ン
の
ス
ウ
ィ
ッ
チ
を
入
れ
る
と
き
に
も
、
な
ん
と
車
を
運
転
す
る
と
き

に
も
使
う
。
運
転
す
る
こ
と
を

「開
車
」
と
い
う
の
だ
。
だ
か
ら
Ｎ
＝
０

・
５
さ
ん
の
お
子
さ
ん
の
間
違
い

は
、
中
国
語
で
は
ま

っ
た
く
正
し
い
使

い
方
な
の
だ
。

ラ
ジ
オ
ネ
ー
ム

¨
匿
名
キ
ー
坊
さ
ん

湯
船

に
入
る
こ
と
も
、
湯
船
か
ら
出
る
こ
と
も

「
入
る
」
と
表
現
す
る
。
湯
船
か
ら
出
た
い
と
き
も

「
入
る
！
」
と
お
願
い
し
て
く
る
。
「何
か
を
ま
た
い
で

（こ
え
て
）
移
動
す
る
」
行
動
を
す
べ
て

「
入

る
」
と
く
く

っ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

こ
の
事
例
は
、
そ
も
そ
も

シ
ー

ン
を
動
詞
に
対
応
づ
け
る
と
き
の
曖
味
さ
を
如
実
に
示
し
て
い
る
。
「
入

ェ82
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る
」
「
出
る
」
は
、
動
作
主
体
が
空
間
の
外

に
あ
り
そ
の
中
に
移
動
す
る
か
、
空
間
の
中

に
あ
り
外
に
移
動

す
る
か
の
み
が
問
題
に
な
る
。
バ
ス
タ
ブ
を

「外
」
と
捉
え
れ
ば
、
バ
ス
タ
ブ
に

「
入
る
」
だ
し
、
バ
ス
タ

ブ
を

「中
」
と
捉
え
れ
ば
、
バ
ス
タ
ブ
か
ら

「出
る
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
バ
ス
タ
ブ
を
外
と
見
る
べ
き
か

中
と
見
る
べ
き
か
は
誰
も
教
え
て
く
れ
な
い
！
　
そ
れ
に
対
し
て
、
「
ま
た
い
で
移
動
す
る
」
動
作
は
視
覚

的
に
捉
え
や
す
い
。
だ
か
ら

「
入
る
」
を

〈
ま
た
い
で
場
所
を
移
動
す
る
〉
と
考
え
て
、
バ
ス
タ
ブ
か
ら
出

る
と
き

に
も
使
う
の
は
、
完
全
に
理
屈
に
合

っ
て
い
る
。

「ポ
イ
す
る
」

オ
ノ
マ
ト
ペ
が
動
詞
の
学
習
を
助
け
る
と
述
べ
た
。
し
か
し
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
支
援

に
は
限
界
が
あ
る
。

た
と
え
ば
、
子
ど
も
が
テ
ィ
ッ
シ
ュ
を

「捨
て
る
」
事
例
を
見
て
み
よ
う
。
思
え
ば
、
「捨
て
る
」
や

「片

づ
け
る
」
も
ま
た
、
「
入
る
」
同
様
、
非
常

に
抽
象
的
な
意
味
を
持

つ
動
詞
で
あ
る
。
ど
ん
な
動
作
で
捨
て

て
も
よ
い
。
片
づ
け
て
も
よ
い
。
行
為
の
意
図
と
結
果
の
み
が
問
題
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「洟
を
か
ん
だ

テ
ィ
ッ
シ
ュ
を
捨
て
ま
し
ょ
う
」
と
お
母
さ
ん
が
言

っ
て
、
子
ど
も
が
行
う
べ
き
行
動
は
、
洟
を
か
ん
だ
テ

ィ
ッ
シ
ュ
ペ
ー
パ
ー
を
手
で
つ
ま
み
、
ゴ
ミ
箱
ま
で
歩
い
て
い
き
、
ゴ
ミ
箱
に
投
げ
入
れ
る
と
い
う
も
の
で

あ
る
。

こ
の
行
為
の
連
な
り
の
ど
こ
に

「捨
て
る
」
を
対
応
づ
け
る
べ
き
な
の
か
。

ォ
ノ
マ
ト
ペ
の

「
ポ
イ
」
は
そ
こ
を
助
け
る
。
「
ポ
イ
」
と
い
う
こ
と
ば
の
音
を
、
子
ど
も
は
ゴ
ミ
箱

に



投
げ
入
れ
る
動
作

に
結
び
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。
し
か
し
、
こ
こ
で
、
子
ど
も
は
第
３
、
第

５
章
で

述
べ
た
こ
と
ば
の
多
義
性
の
た
め
に
、
別
の
種
類
の

一
般
化

の
問
題
に
直
面
す
る
。

つ
ま
り
、
あ
る
場
面
で

「
ポ
イ
す
る
」
が
わ
か

っ
て
も
、
他

の
場
面
に
正
し
く

一
般
化
で
き
る
保
証
は
な
い
の
だ
。

ラ
ジ
オ
ネ
ー
ム

一
あ
さ
り
ん
さ
ん

子
供
の
足
元
に
ボ
ー
ル
が
転
が

っ
て
き
た
。
私
は
や
や
離
れ
た
と
こ
ろ
に
立

っ
て
い
た
。
そ
こ
で
、

娘
ち
ゃ
ん
、
ボ
ー

ル
ぽ
―
い
っ
て
し
て

（投
げ
て
）、
と
言

っ
た
。
し
か
し
娘
は
不
思
議
そ
う
な
顔
を

し
て
動
か
な
い
。
私
は
も
う

一
度
ぽ
―
い
し
て
、
と
言

っ
て
み
た
。
す
る
と
娘
は
ボ
ー
ル
を
し

っ
か
り

持

っ
た
ま
ま
後
ろ

へ
向
か

っ
て
走
り
出
し
た
。
ど
こ

へ
行
く
の
か
と
つ
い
て
い
っ
た
ら
、
ゴ
ミ
箱

ヘ
ボ

ー
ル
を
ぽ
い
ぽ
い
し
て

（捨
て
て
）
く
れ
ま
し
た
。

こ
の
子
ど
も
は

「
ポ
イ
」
を
大
人
の
考
え
る

「軽
く
投
げ

る
」
動
作
で
は
な
く
、
「捨
て
る
」

の
意
味
で

理
解
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
オ
ノ
マ
ト
ペ
は

一
般
語
の
よ
う
に
多
義
性
を
持

つ
。
あ
る
状
況
が
、
あ
る
単
語

の
複
数
の
意
味
の
中
で
ど
の
意
味
に
当
て
は
ま
る
か
を
見
極
め
る
に
は
、
か
な
り
高
度
な
推
論
が
必
要
と
な

る
。
子
ど
も
は
こ
の
よ
う
に
推
論
で
意
味
を
拡
張
し
、
間
違

い
を
し
な
が
ら
、
多
義
の
構
造
を
学
ん
で
い
く

の
で
あ
る
。
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オ
ノ
マ
ト
ベ
を
疑
う

こ
の
よ
う
な
子
ど
も
の
一
般
化
の
間
違
い
を
見
て
、
再
び
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
本
当
に
役
に
立
つ
の
だ
ろ
う

か
と
疑
い
た
く
な
る
。
第
４
章
で
は
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
子
ど
も
が
日
の
前
の
情
報
を

「切
り
出
す
」
武
器
と

な
る
と
述
べ
た
。

テ
ィ
ッ
シ
ュ
を
指
で
つ
ま
み
、
ゴ
ミ
箱
ま
で
移
動
し
、
ゴ
ミ
箱
の
中
に
投
げ
入
れ
る
と
い
う

一
連
の
動
作

の
中
の
ど
の
部
分
に

「捨
て
る
」
と
い
う
こ
と
ば
を
対
応
づ
け
れ
ば
よ
い
の
か
は
、
２
歳
児
に
は
わ
か
り
よ

う
が
な
い
。
そ
も
そ
も
小
さ
い
子
ど
も
は
、
知
ら
な
い
単
語
を
モ
ノ
の
名
前
だ
と
考
え
る
傾
向
に
あ
り
、
動

詞
が
動
作
に
対
応
す
る
こ
と
も
わ
か
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
状
況
で
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
ゴ
ミ
箱
に

〈
投
げ
入
れ
る
〉
動
作
に
動
詞
を
対
応
づ
け
る
支
援
を
す
る
の
は
、
た
し
か
に
子
ど
も
に
と

っ
て
大
き
な
手

助
け
と
な
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
言
語
は
音
韻
、
文
法
、
語
彙
の
す
べ
て
に
お
い
て
複
雑
な
構
造
を
持

っ
て
い
る
巨
大
な
記
号
の

体
系
で
あ
る
。
ま

っ
た
く
の
初
学
者
で
あ
る
子
ど
も
は
、
そ
の
一
つ
ひ
と
つ
を
分
析
し
、
解
明
し
な
い
と
、

自
分
で
自
由
に
使
え
る
よ
う
に
な
れ
な
い
。
母
語
を
使
い
こ
な
し
て
い
る
大
人
に
と
っ
て
も
、
言
語
の
構
造

を
分
析
し
、
理
解
す
る
の
は
至
難
の
業
で
あ
る
。
だ
が
、
言
語
を
学
ぶ
幼
い
子
ど
も
は
、
好
む
と
好
ま
ざ
る

と
に
関
わ
ら
ず
、
自
分
で
仕
組
み
を
発
見
し
な
け
れ
ば
、
言
語
を
使
え
る
よ
う
に
な
れ
な
い
の
だ
。



こ
の
よ
う
な

一
大
事
業
を
、
ほ
と
ん
ど
知
識
を
持
た
な
い
赤
ち
ゃ
ん
が
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
始
め
る
こ

と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
Ｐ
　
ま
ず
は
持

っ
て
生
ま
れ
た
感
覚

・
知
覚
能
力
を
使

っ
て
切
り
込
ん
で
い
く
し

　

‘

か
な
い
。

最
強
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
、
身
体
を
持
つ
ロ
ボ
ッ
ト

こ
の
問
題
を
考
え
る
と
き
、
認
知
科
学
の
歴
史
上
の
重
要
な
二
つ
の
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
を
思
い
出
す
。
こ
れ

は
ど
れ
も
１
９
８
０
年
代
の
中
頃
に
興

っ
た
。

一
つ
め
は
、
ア
メ
リ
カ
の
人
工
知
能

（Ａ
Ｉ
）
研
究
者
ダ
グ
ラ
ス
・
レ
ナ
ー
ト
が
始
め
た
Ｃ
ｙ
ｃ

（サ
イ

ク
）
プ

ロ
ジ

ェ
ク
ト
で
あ
る
。
こ
れ
は
人
間
の
知
識
す
べ
て
を
記
述
し
、
分
類

・
整
理
し
て
、
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
を
構
築
し
よ
う
と
い
う
プ

ロ
ジ

ェ
ク
ト
で
あ
る
。
膨
大
な
予
算
を
か
け
、
多
く
の
哲
学
や
認
知
科
学
の
学

徒

（１
０
０
人
規
模
の
常
勤
研
究
者
）
が
手
作
業
で
人
間
の
知
識
を
記
述
し
つ
く
し
、
人
間
の
よ
う
に
、
あ
る

い
は
人
間
以
上
に
自
然
言
語
を
理
解
し
、
問
題
解
決
が
で
き
、
知
識
を
自
動
生
成
で
き
る
機
械

（
コ
ン
ピ
ュ

ー
タ
）
を
創
造
し
よ
う
と
し
た
。

し
か
し
、
人
間
の
英
知
の
結
集
と
も
い
え
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
は
創
ら
れ
た
も
の
の
、
人
間
の
よ
う
な
自
然

言
語
を
理
解
す
る
装
置
や
問
題
解
決
装
置
に
は
発
展
し
な
か
っ
た
。
（現
在
は
ウ
ィ
キ
ペ
デ
イ
ア
や
高
校
の
学

習
教
材
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
な
ど
に
活
用
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。）
ン」
の
こ
と
は
ハ
ル
ナ
ッ
ド
の

「身
体
に
つ
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な
が

っ
て
い
な
い
記
号
か
ら
言
語
は
生
ま
れ
な
い
」
と
い
う
指
摘
が
正
し
い
こ
と
の
傍
証
と
な

っ
た
。

二
つ
め
の
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
は
、
「
ロ
ボ
ッ
ト
の
父
」

ロ
ド

ニ
ー

・
ブ
ル
ッ
ク
ス
に
よ
る
昆
虫

ロ
ボ
ッ
ト
プ

ロ
ジ

ェ
ク
ト
で
あ
る
。
こ
の
プ

ロ
ジ

ェ
ク
ト
は
い
わ
ば
Ｃ
ｙ
ｃ
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
の
対
極
に
あ
り
、
記
号
を
も

と
に
自
然
言
語
理
解
や
問
題
解
決
、
知
識
の
発
見
を
目
指
し
て
い
た
当
時
の
ア
プ

ロ
ー
チ
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ

と
し
て
立
ち
上
げ
ら
れ
た
。

コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
に
感
覚

・
知
覚
能
力

（＝
身
体
）
を
持
た
せ
る
こ
と
で
、
身
体

と
環
境
が
相
互
作
用
す
る
だ
け
で
、
事
前
に
知
識
を
入
力
し
て
い
な
く
て
も
、
知
的
行
動
を
取
る
こ
と
が
で

き
る

（も
っ
と
言
え
ば
知
識
が
創
発
で
き
る
）
こ
と
を
示
そ
う
と
し
た
。
現
在
主
流
と
な

っ
た
身
体
を
持

っ
た

Ａ
Ｉ
、

つ
ま
リ
ロ
ボ
ッ
ト
は
こ
の
プ

ロ
ジ

ェ
ク
ト
が
始
ま
り
と
さ
れ
る
。
Ａ
Ｉ
研
究
に
も
認
知
科
学
に
も
、

コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
を
も
た
ら
し
た
と
言

っ
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。

た
だ
し
、
こ
の
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
も
ま
た
、
自
然
言
語
理
解
や
科
学
的
発
見
の
よ
う
な
人
間
の
知
的
活
動
の

創
成
に
は
発
展
し
て
い
な
い
。
身
体
の
感
覚
か
ら
環
境
の
特
徴
を
捉
え
、
整
理

・
分
類
し
、
記
憶
す
る
能
力

が
あ

っ
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
現
在
の
形
の
抽
象
的
で
複
雑
な
構
造
を
持

っ
た
言
語
を
創
成
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
し
、
そ
れ
を
習
得
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
音
と
意
味

（対
象
の
特
徴
）
の

感
覚
的
な
結
び
つ
き
、
つ
ま
り
音
象
徴
を
感
知
す
る
能
力
が
あ

っ
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
言
語
の
習
得
が
で

き
な
い
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
言
語
の
習
得
に
何
が
必
要
か
と
い
う
問
題
に
深
い
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
。



ニ
ュ
ー
ラ
ル
ネ
ッ
ト
型
Ａ
‥
―
ｌ
ｏ

，聟
ｏ
「
引

レ
ナ
ー
ト
の
Ｃ
ｙ
Ｃ
モ
デ
ル
と
ブ
ル
ッ
ク
ス
の
昆
虫
モ
デ
ル
と
同
じ
頃
に
、
ま

っ
た
く
別
の
方
向
性
を
目

指
し
た
研
究
者
た
ち
も
い
た
。
こ
れ
が
三
つ
め
の
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
こ
と
ば
で
表
さ
れ
る

よ
う
な
概
念
を
、
シ
ス
テ
ム
内
に
分
散
さ
れ
た
細
胞
を
並
列
に
処
理
す
る
脳
の
神
経

（
ニ
ュ
ー
ラ
↓

ネ

ッ

ト
ワ
ー
ク
で
表
現
し
よ
う
と
し
た
。
こ
の
モ
デ

ル
の
元
祖
は
、
ア
メ
リ
カ
の
認
知
科
学
者
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ト

・

ル
ー
メ
ル
ハ
ー
ト
と
ジ

ェ
ー
ム
ズ

ｏ
マ
ク
レ
ラ
ン
ド
が
１
９
８
６
年
に
提
唱
し
た
「
鶴
』
⊆
冒
∽〓
げ
●
お
鮎

聟
８
８
の日
∞
（Ｐ
Ｄ
Ｐ
）
モ
デ
ル
で
あ
る
。
こ
の
モ
デ
ル
は
、
記
号
で
概
念
を
表
現
し
、
記
号
の
操
作
で
知

識
を
創
る
と
い
う
発
想
を
排
除
し
た
点
は
昆
虫

ロ
ボ
ッ
ト
と
同
じ
だ
が
、
身
体
と
外
界
の
相
互
作
用
に
よ

っ

て
知
識
を
創
る
と
い
う
発
想
は
持
た
な
い
。

Ｐ
Ｄ
Ｐ
モ
デ
ル
は
記
号
ア
プ

ロ
ー
チ
の
Ａ
Ｉ
の
限
界
を
乗
り
越
え
る
モ
デ
ル
と
し
て
非
常
に
大
き
な
注
目

を
集
め
た
が
、　
ハ
ー
ド
ウ
エ
ア
上
の
制
約
や
、
ネ
ッ
ト
ヮ
ー
ク
の
設
計
上
の
制
約
か
ら
、
長
ら
く
実
世
界
の

問
題
解
決
に
必
要
な
複
雑
な
計
算
が
で
き
な
か

っ
た
。
し
か
し
、
２
０
１
０
年
に
ジ

ェ
フ
リ
ー

・
ヒ
ン
ト
ン

に
よ
り
深
層
学
習

Ｏ
ｏ８

Ｆ
賀
●
【記
）
の
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
が
提
案
さ
れ
た
こ
と
を
契
機
に
飛
躍
的
に
発
展
し
、

今
で
は
多
く
の
分
野
で
実
用
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
２
０
２
０
年
代
初
頭
に
お
い
て
、
三
つ
の
ム
ー
ブ
メ

ン
ト
の
勝
者
は
、
こ
の
三
つ
め
の
ニ
ュ
ー
ラ
ル
ネ
ッ
ト
型
Ａ
Ｉ
だ
ろ
う
。

中
で
も
目
覚
ま
し
く
発
展
し
た
分
野
の

一
つ
が
、
自
動
翻
訳
で
あ
る
。
両
筆
者
と
も
、
少
し
前
ま
で
は
、
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日
本
語
と
英
語
の
間
で
は
ほ
と
ん
ど
役

に
立
た
な
い
と
思
い
、
英
語
論
文
の
執
筆

に
使
う
こ
と
は
な
く
、
試

そ
う
と
も
し
な
か

っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
思
い
込
み
は
覆
さ
れ

つ
つ
あ
る
。

現
在

（２
０
２
３
年
４
月
）、
ｏ
ぎ
あ
口
「
と
い
う
Ａ
Ｉ
ア
プ
リ
が
大

い
に
世
間
を
賑
わ
せ
て
い
る
。
文
字

ベ
ー
ス
で
質
問
や
リ
ク
エ
ス
ト
を
す
る
と
、
即
座
に
答
え
を
返
し
て
く
れ
る
。
多
言
語
対
応
で
、
質
問
や
リ

ク
エ
ス
ト
を
日
本
語
で
す
れ
ば
日
本
語
で
、
英
語
で
す
れ
ば
英
語
で
答
え
が
返

っ
て
く
る
。
翻
訳
も
し
て
く

れ
る
。

試
し
に
、
今
井
む

つ
み
著

『
こ
と
ば
と
思
考
』

の
冒
頭
部
分
を
英
訳
す
る
よ
う
に
リ
ク
エ
ス
ト
し
て
み
た
。

こ
と
ば
は
世
界

へ
の
窓
で
あ
る
。
私
た
ち
は
日
々
の
生
活

の
中
で
、
と
く
に
意
識
す
る
こ
と
な
く
、

こ
と
ば
を
通
し
て
世
界
を
見
た
り
、
も
の
ご
と
を
考
え
た
り
し
て
い
る
。
あ
ら
た
め
て
、
こ
と
ば
が
私

た
ち
の
日
常

に
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
か
、

こ
と
ば
が
な
い
世
界
と
は
ど
の
よ
う
な
も

の
な
の
か
、
な
ど
と
考
え
る
こ
と
は
め

っ
た
に
あ
る
ま
い
。
だ
が
、
こ
と
ば
は
私
た
ち
の
世
界
の
見
方
、

認
識
の
仕
方
と
、　
一
体
ど
の
よ
う
な
関
わ
り
を
持

っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

ｒ
Ｂ

勉

厭

お

お

”

Ｊ
き

８

■

８

，

①

ヨ

ｏ
ユ
↑

Ｆ

８

『

ヽ
餞

ぞ

】ィ

８

ヽ
■

の

２

げ

●

８

ｏ

，

①

■

ｏ
■

，

日

Ｑ

，

い
●
″

３

ｏ
二

，
中口
り

，
『
８

”
コ
一営

躍

出

ｐ

８

お

ｏ
Ｌ

ぞ

ュ

，
８

¨
８

３

ｏ
【８

∽
，

ｏ
ｃ
”
Ｆ
一・
澤

お

『
鵬
①
ざ

，
中●
Ｆ



一
げ
Ｏ
ｇ
一
ｒ
０
ｌ

ｒ
Ｓ
”
“
”
の
■
”
く
∽
”
【
２
の
日

ｏ
●
『
鮎
Ｌ
ぞ

〓
く
の
∽
Ｒ
邑

■
，

障

”
〓
ｏ
ユ
０
■
い一Ｆ
ｏ
饉
一
ピ
壺
響
一”
”
の

ｌ
ｏ
ｃ
】０
げ
ｏ
ｒ
Ｆ
ｏ
・
申
露
】
ミ
①
く
ｏ
●
Ｆ
Ｏ
ダ
ヽ
魚
〇
〇
∽
一”
ｐ
”
」
ｐ
∞
①
『
①
一”
けの
一〇
（〓
①
コミ

，
ヽ
コミ
①
∽
①
①
”
●
一
●
●
Ｏ
①
『
２
ｒ
員
”０

，
①

■
ｏ
ユ
Ｑ
一

文
法
の
誤
り
は
な
く
、
自
然
な
英
文
が
返

っ
て
き
た
。
英
作
文
の
テ
ス
ト
な
ら
は
ぼ
満
点
を
つ
け
る
レ
ベ

ル
で
あ
る
。
し
い
て
言
え
ば
、
「と
く
に
意
識
す
る
こ
と
な
く
８
零
ｏ〓
ぞ
ユ

，
ｏ
二
８
３
ｏ一ｏ
●
の

，
８
ら
二

の

「と
く
に
」
は
、
８
窮
Ｑ
』
そ

の
意
味
で
は
な
い
の
で
、
こ
の
単
語
が
な
い
ほ
う
が
よ
か
っ
た
な
と
思
う

く
ら
い
で
あ
る
。
記
号
接
地
を
し
て
い
な
い
の
に
、
「記
号
か
ら
記
号
の
漂
流
」
で
こ
れ
は
ど
見
事
な
翻
訳

を
す
る
。

記
号
接
地
で
き
ず
に
学
べ
な
い
子
ど
も
た
ち

今
の
ニ
ュ
ー
ラ
ル
ネ
ッ
ト
型
Ａ
Ｉ
は
記
号
接
地
を
せ
ず
に
学
習
を
す
る
こ
と
が
で
き
、
人
間
の
創
造
性
は

実
現
で
き
な
い
に
し
ろ
、
普
通
の
人
間
よ
り
も
ず

っ
と
大
量
の
知
識
を
蓄
え
、
知
識
を
使

っ
て
説
明
を
行
い
、

問
題
を
解
決
で
き
る
。　
一
方
、
人
間
は
ど
う
だ
ろ
う
。

多
く
の
子
ど
も
は
分
数
が
と
て
も
苦
手
で
あ
る
。
筆
者
の
今
井
は
小
学
生

ｏ
中
学
生
が
数
の
基
本
的
な
概

念
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
か
を
見
る
た
め
の
テ
ス
ト

「
こ
と
ば
の
た
つ
じ
ん
」
「
か
ん
が
え
る
た
つ

工9。



じ
ん
」
を
開
発
し
、
大
規
模
な
調
査
を
実
施
し
た
。
詳
し
く
は
今
井
む

つ
み
他
著

『
算
数
文
章
題
が
解
け
な

い
子
ど
も
た
ち
―
―

こ
と
ば

。
思
考

の
力
と
学
力
不
振
』
で
報
告
し
て
い
る
の
で
、
そ
ち
ら
を
お
読
み
い
た

だ
き
た
い
。

小
学
生
の
調
査
で
、
■
２
と
１
一３
の
ど
ち
ら
が
大
き

い
か
尋
ね
る
と
、
５
年
生
で
も
ｌ
Ｔ

の
ほ
う
が
大
き

い
と
答
え
た
子
ど
も
が
１
７

の
ほ
う
が
大
き
い
と
答
え
た
子
ど
も
よ
り
た
く
さ
ん
お
り
、
正
答
率
は
５０
％
を

切

っ
て
い
た

（
４９
ｏ
７
％
）
。
Ｏ

ｏ
５
と
１
丁

は
ど
ち
ら
が
大
き
い
か
と
い
う
問
い
で
の
正
答
率
は
５
年
生

で
４２

・
３
％
と
い
う
低
さ
だ

っ
た
。

中
学
生
の
分
数
理
解
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
中
学
生
２
年
生
に
、
た
と
え
ば
①
と
②

の
不
等
式
で
正
し
い
の

は
ど
ち
ら
か
尋
ね
た
。

∧

Ｈ
ｏ
ｏ

∧

∧
輩非
∧

も
ち
ろ
ん
②
が
正
解
で
あ
る
が
、
正
答
で
き
た
の
は
た
っ
た
３６
％
で
、
①
を
選
ん
だ
生
徒
の
ほ
う
が
多
か

っ
た
。
■
２
＋
１
丁

に
も

っ
と
も
近
い
整
数
を
０
、
１
、
２
、
５
の
中
か
ら
選
ぶ
よ
う
求
め
た
問
題
で
も
、
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５．
人
中
２７
人
が

「
５
」
を
選
び
、
正
答
の

「
１
」
を
選
ん
だ
子
ど
も
は
わ
ず
か
３８
・
５
％
し
か
い
な
か
っ
た
。

調
査
結
果
か
ら
わ
か

っ
た
こ
と
は
、
非
常
に
多
く
の
中
学
生
が
１
丁
、
■
２
の
よ
う
な
も

っ
と
も
基
本
的

な
分
数
の
意
味
を
理
解
し
て
い
な
い
、
つ
ま
り
分
数
の
記
号
を
接
地
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
そ

の
た
め
中
学
生
に
な

っ
て
も
、
基
本
的
な
分
数
で
す
ら
、
そ
の
意
味
を
理
解
で
き
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

小
学
生
の
と
き
に
■
２
の
よ
う
な
基
本
的
な
分
数
の
概
念
を
接
地
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
上
記
の
よ
う
な

初
歩
的
な
問
題
す
ら
わ
か
ら
な
い
中
学
生
。
そ
れ
に
対
し
て
、
記
号

一
つ
ひ
と
つ
の
意
味
は
ま
っ
た
く
接
地

し
て
い
な
く
て
も
、
ど
ん
ど
ん
概
念
を
学
習
し
、
問
題
を
解
き
、
（少
な
く
と
も
表
面
的
に
は
）
間
違
い
な
い

答
え
を
出
力
で
き
る
Ａ
Ｉ
。

人
間
は
、
記
号
が
身
体
、
あ
る
い
は
自
分
の
経
験
に
接
地
で
き
て
い
な
い
と
学
習
で
き
な
い
。
か
た
や
Ａ

Ｉ
は
大
量
の

（そ
し
て
誤
り
の
な
い
良
質
な
）
デ
ー
タ
を
受
け
取
れ
ば
受
け
取
る
ほ
ど
、
記
号
か
ら
記
号

へ
の

漂
流
を
続
け
な
が
ら
、
知
識
を
驚
異
的
な
ス
ピ
ー
ド
で
拡
大
し
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
た
だ
重

要
な
こ
と
は
、
誤
り
の
な
い
良
質
な
デ
ー
タ
を
作
る
の
は
人
間
だ
し
、
そ
の
デ
ー
タ
を
学
習
に
使
う
よ
う
Ａ

Ｉ
を
誘
導
す
る
の
も
人
間
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
人
間
と
Ａ
Ｉ
の
関
係
に
つ
い
て
は
今
後
本
当
に
真
剣
に

考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ブ
ー
ト
ス
ト
ラ
ッ
ピ
ン
グ

・
サ
イ
ク
ル
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ハ
ル
ナ
ッ
ド
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
身
体

に
ま

っ
た
く

つ
な
が
ら
な
い
記
号
を
い
く
ら
集
め
て
も
、

言
語
を
習
得
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、

感
覚

・
知
覚
に
つ
な
が

っ
た
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
や
み

く
も

に
た
く
さ
ん
覚
え
て
も
、
や
は
り
複
雑
な
構

造
を
持

つ
言
語
の
体
系

に
は
到
達
で
き
な
い
。
山

を
登
る
手
立
て
は
な
い
も
の
か
。

こ
の
ジ
レ
ン
マ
を
解
決
す
る
た
め
に
筆
者
た
ち

が
提
案
す
る
の
が
、
「
フ
ー
ト

ス
ト
ラ

ッ
ピ

ン

グ

ｏ
サ
イ
ク
ル
」
で
あ

る

（図
６
１
２
）
。
く

つ

（ブ
ー
ツ
）
の
履
き

口
に
あ
る
つ
ま
み

（
ス
ト
ラ
ッ

プ
）
を
自
分
の
指
で
引
く
と
、
う
ま
く
履
く
こ
と

が
で
き
る
。
そ
こ
か
ら
、
〈
自
ら
の
力
で
、
自
身

を
よ
り
良
く
す
る
〉
と
い
う
比
喩

に
派
生
し
、
や

が
て
言
語
習
得
の
分
野

の
学
術
用
語
と
な

っ
た
。

何
か
を
端
緒
に
し
な
い
と
、
言
語
の
よ
う
な
巨

より洗練された推論

ブートストラッピング・サイクル

知
識
量

　

一

図6-2 ブー トス トラッピング・サイクル



大
で
複
雑
な

シ
ス
テ
ム
の
学
習
を
始
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
ブ
ー
ト
ス
ト
ラ
ッ
ピ
ン
グ

・
サ
イ
ク

ル
を
想
定
す
る
と
、
す
べ
て
の
単
語
、
す
べ
て
の
概
念
が
直
接
に
身
体

に
接
地
し
て
い
な
く
て
も
、
最
初
の

端
緒
と
な
る
知
識
が
接
地
さ
れ
て
い
れ
ば
、
そ
の
知
識
を
雪
だ
る
ま
式

に
増
や
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
。

い
っ
た
ん
学
習
が
始
ま
る
と
、
最
初
は
ち

っ
ぼ
け
だ

っ
た
知
識
が
新
た
な
知
識
を
生
み
、
ど
ん
ど
ん
成
長
し

て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。

こ
こ
か
ら
は
、
言
語
の
体
系
は
ど
の
よ
う
に
で
き
て
い
く
の
か
を
ブ
ー
ト
ス
ト
ラ
ッ
ピ
ン
グ

・
サ
イ
ク
ル

の
モ
デ

ル
か
ら
考
え
て
み
よ
う
。

名
詞
学
習

第
４
章
で
述

べ
た

「名
づ
け
の
洞
察
」
に
よ
り
、
単
語
に
意
味
が
あ
る
こ
と
に
気
が

つ
い
た
乳
児
は
、
こ

と
ば
を
少
し
ず

つ
覚
え
て
い
く
。

こ
と
ば
を
対
象

に
対
応
づ
け
て
い
く
だ
け
で
は
な
い
。
こ
と
ば
が
指
す
対

象
を
探
し
な
が
ら
、
同
時
に
対
応
づ
け
た
対
象
を

一
般
化
す
る
と
き
の
手
が
か
り
を
探
索
し
て
い
る
の
で
あ

Ｚつ
。手

が
か
り
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
。
た
と
え
ば
、
子
ど
も
は
話
し
手
の
視
線
や
表
情
を
手
が
か
り
に
で
き
る
こ

と
が
わ
か
っ
て
い
る
。
あ
る
実
験
で
は
、
実
験
者
が
２
歳
児
に
二
つ
の
モ
ノ
を
見
せ
た
あ
と
、
そ
れ
ぞ
れ
穴

が
開
い
て
い
る
別
の
箱
に
入
れ
、　
一
方
の
箱
を
覗
き
込
み
な
が
ら

「
モ
デ
ィ
、
こ
れ
は
モ
デ
ィ
」
と
言

っ
た
。
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そ
の
後
、
二
つ
の
モ
ノ
を
箱
か
ら
取
り
出
し
、
モ
デ
ィ
を
ち
ょ
う
だ
い
と
言
う
と
、
子
ど
も
は
実
験
者
が
覗

き
込
ん
だ
箱
に
入

っ
て
い
た
モ
ノ
を
選
ん
だ
。
つ
ま
り
、
子
ど
も
は
、
名
づ
け
る
と
き
に
話
者
が
見
て
い
る

モ
ノ
が
名
づ
け
の
対
象
で
あ
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
た
と
わ
か
る
。

手
が
か
り
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
ほ
か
に
も
い
ろ
い
ろ
あ
る
。
子
ど
も
の
目
の
前
に
、
名
前
を
知
ら
な

い
モ
ノ
が
あ
る
。
そ
こ
で
知
ら
な
い
こ
と
ば
を
聞
い
た
ら
、
そ
の
こ
と
ば
は
色
や
素
材
の
名
前
で
は
な
く
、

日
の
前
の
モ
ノ
そ
の
も
の
の
名
前
で
あ
る
と
考
え
る
。
こ
と
ば
を
知

っ
て
い
る
モ
ノ
と
知
ら
な
い
モ
ノ
の
両

方
を
目
に
し
て
、
知
ら
な
い
こ
と
ば

（た
と
え
ば

「ネ
ケ
し

を
聞
く
と
、
ネ
ケ
は
こ
と
ば
を
知
ら
な
い
モ
ノ

の
名
前
だ
と
想
定
す
る
こ
と
、
さ
ら
に
そ
の
こ
と
ば
を

一
般
化
す
る
と
き
に
は
、
モ
ノ
の
大
き
さ
、
素
材
、

色
で
は
な
く
、
形
を
基
準
に

一
般
化
で
き
る
と
考
え
る
こ
と
も
、
筆
者

（今
井
）
の
実
験
で
わ
か
っ
た
。

子
ど
も
が
知
ら
な
い
モ
ノ
に
新
奇
な
名
前

（「ネ
ケ
し

を
つ
け
、
①
名
づ
け
ら
れ
た
モ
ノ
と
形
も
そ
の
他

の
特
徴

（大
き
さ
や
模
様
）
も
そ

っ
く
り
の
モ
ノ
、
②
形
は
似
て
い
る
が
他
の
特
徴
が
異
な
る
モ
ノ
、
③
形

も
そ
の
他
の
特
徴
も
ま

っ
た
く
異
な
る
モ
ノ
を
見
せ
、
「ネ
ケ
は
ど
れ
Ｐ
」
と
聞
い
た
。
す
る
と
２
歳
児
は

躊

躇
な
く
、
も
と
も
と

「ネ
ケ
」
と
名
づ
け
ら
れ
た
モ
ノ
や
、
①
形
と
他
の
特
徴
を
共
有
し
て
い
る
モ
ノ

だ
け
で
な
く
、
②
形
は
似
て
い
る
が
他
の
特
徴
が
異
な
る
モ
ノ
も
、
「
ネ
ケ
」
の
対
象
と
し
て
選
ん
だ
の
で

あ
る

（図
６
１
３
）。
子
ど
も
の
こ
の
よ
う
な
選
択
行
動
は
、
こ
と
ば
と
い
う
の
は
形
が
似
て
い
る
他
の
モ

ノ
に
も
使
え
る
の
だ
と
子
ど
も
が
思

っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
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図6-3 名詞学習の実験 「ネケ」はどれ ?

こ
の
子
ど
も
の
思

い
込
み
は
、
「
形
バ
イ
ア

ス
」
と
呼
ば
れ
る
。
モ
ノ
の
名
前
を
憶
え
て
い
く

う
ち
に
、
子
ど
も
は
モ
ノ
の
名
前
を
指
す
こ
と
ば

は
似
た
形
の
モ
ノ
に
使
え
る
、
と
い
う
こ
と
に
気

づ
き
、
新
し
い
こ
と
ば
を
聞
く
た
び
に
そ
の
ル
ー

ル
を
適
用
し
て
い
る
の
だ
。
こ
の
形
バ
イ
ア
ス
は
、

子
ど
も
の
語
彙
の
学
習
を
加
速
さ
せ
、
知

っ
て
い

る
こ
と
ば
を
急
速
に
増
や
し
て
い
く
。

語
彙
が
増
え
る
と
、
す
で
に
知

っ
て
い
る
単
語

も
新
し
い
単
語
の
学
習
を
促
進
す
る
。
知

っ
て
い

る
こ
と
ば
が
多
け
れ
ば
大
人
の
言
う
こ
と
も
理
解

し
や
す
く
な
り
、
知

っ
て
い
る
こ
と
ば
の
知
識
を

使

っ
て
推
論
を
し
や
す
く
な
る
。
大
人
は
子
ど
も

の
理
解
度
に
合
わ
せ
て
、
こ
れ
ま
で
使
わ
な
か

っ

た
、
ち
ょ
っ
と
難
し
そ
う
な
こ
と
ば
を
使
う
よ
う

に
な
り
、
そ
れ
が
ま
た
語
彙
を
成
長
さ
せ
る
こ
と

ネケ ネケ

形バイアス |
モノの名前を指すことばを

似た形のモノに使えるという思い込み



が
で
き
る
。

語
彙
が
増
え
る
と
さ
ら
に
子
ど
も
は
、　
一
般
化
を
す
る
と
き
に
大
事
な
の
は
、

モ
ノ
の
形
と
は
限
ら
ず
、

「卵
か
ら
生
ま
れ
る
」
や

「
お
母
さ
ん
の
お
腹
の
中
で
育

っ
て
か
ら
生
ま
れ
る
」
な
ど
の
内
的
な
性
質
だ
と

い
う
こ
と
に
気
づ
く
よ
う
に
な
る
。

モ
ノ
の
内
的
な
性
質
を
共
有
す
る
ほ
う
が
形
よ
り
も
大
事
な
の
だ
と
い

う
認
識
を
得
て
、
形
バ
イ
ア
ス
そ
の
も
の
を
修
正
し
、
対
象

の
よ
り
本
質
的
な
性
質
に
目
を
向
け
る
よ
う
に

な
る
。
語
彙
に
つ
い
て
の
知
識
も
概
念

に
つ
い
て
の
知
識
も
、
よ
り
洗
練
さ
れ
て
い
く
。

こ
の
よ
う
な
既
存

の
知
識
が
新
た
な
知
識
を
生
み
、
語
彙

の
成
長
を
加
速
さ
せ
、
さ
ら
に
こ
と
ば
を
学
習

す
る
と
き
の
手
が
か
り
と
な
る
バ
イ
ア
ス
自
体
、

つ
ま
り

「学
習
の
仕
方
」
を
洗
練
さ
せ
て
い
く
。
こ
の
ポ

ジ
テ
ィ
ブ
な
循
環
が
ブ
ー
ト
ス
ト
ラ
ッ
ピ
ン
グ

・
サ
イ
ク
ル
で
あ
る
。

動
詞
学
習

動
詞
の
場
合

に
は
ど
う
だ
ろ
う
か
？
　

ブ
ー
ト
ス
ト
ラ
ッ
ピ
ン
グ

・
サ
イ
ク
ル
の
顕
著
な
例
を
筆
者

（今

井
）
が
行

っ
た
実
験
か
ら
紹
介
し
よ
う
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
動
詞
の

一
般
化
は
幼
児
に
は
名
詞
よ
り
も
さ
ら
に
難
し
い
。
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
持

つ
音
象
徴
性
は
、　
シ
ー
ン
の
ど
の
部
分

に
動
詞
を
対
応
づ
け
る
か
を
教
え
て
く
れ
る
と
第
４
章
で
紹
介
し
た
。

こ
の
実
験
で
は
、
動
作
主
体

（ウ
サ
ギ
）
が
特
定
の
動
作

で
歩
い
て
い
る
と
こ
ろ
に

「
ネ
ケ
っ
て
い
る
よ
」
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と
動
詞
で
名
づ
け
を
し
、
そ
の
あ
と
、
①
同
じ
動
作
主

（ウ
サ
ギ
）
が
ま

っ
た
く
違
う
動
作
で
歩
い
て
い
る

動
画
と
、
②
違
う
動
作
主

（
ク
こ

が
さ

っ
き
と
同
じ
動
作
で
歩
い
て
い
る
動
画
を
見
せ
た
。
す
る
と
、
３

歳
の
幼
児
は
ど
ち
ら
が

「ネ
ケ
っ
て
い
る
」
動
作
か
わ
か
ら
な
く
な

っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
「
ノ
ス
ノ
ス

し
て
る
」
と
い
う
、
音
と
動
作
に
つ
な
が
り
が
感
じ
ら
れ
る
動
詞
を
使
う
と
、
動
作
主
が
変
わ

っ
て
も
同
じ

動
作
に
動
詞
を

一
般
化
で
き
る
と
い
う
結
果
を
紹
介
し
た
。

実
は
、
子
ど
も
が
動
詞
の
意
味
を
推
測
す
る
の
に
頼
る
こ
と
が
で
き
る
類
似
性
は
、
音
象
徴

（
つ
ま
り
音

と
意
味
の
間
の
類
似
性
）
だ
け
で
は
な
い
。
動
作

に
使
わ
れ
る
モ
ノ
の
形
の
類
似
性
も
ブ
ー
ト
ス
ト
ラ
ッ
ピ

ン
グ
に
使
う
こ
と
が
で
き
る
。

今
度
の
実
験
で
は
、
動
画
に
も
う

一
つ
要
素
を
加
え
た
。
動
作
に
使
わ
れ
る
モ
ノ
で
あ
る
。
女
の
人

（動

作
主
）
が
新
奇
な
モ
ノ
に
対
し
て
あ
る
動
作
を
す
る
動
画
を
見
せ
、
動
作
に
動
詞
の
ラ
ベ
ル
を
つ
け
る
。
た

と
え
ば
、
「
お
姉
さ
ん
が
チ
モ
っ
て
い
る
よ
」
と
言
う
。
こ
の
新
奇
動
詞
を

一
般
化
で
き
る
か
を
み
る
テ
ス

ト
で
は
①

モ
ノ
が
同
じ
で
、
も
と
の
名
づ
け
ら
れ
た
動
作
と
違
う
動
作
の
動
画
、
②
モ
ノ
は
別
で
、
動
作
が

も
と
の
動
作
と
同
じ
動
画
の
二
つ
の
テ
ス
ト
動
画
を
用
意
し
た
。
新
奇
動
詞
は
ど
ち
ら
の
動
画
か
と
い
え
ば
、

も
ち
ろ
ん
②
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
②
の
動
画
に
２
種
類
を
設
定
し
、
子
ど
も
を
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け

て
、
２
種
類
の
う
ち
の
ど
ち
ら
か
の
動
画
を
用
い
た
。　
一
つ
の
グ
ル
ー
プ
の
子
ど
も
に
は
、
②
の
動
画
で
、

動
作
に
用
い
ら
れ
る
モ
ノ
が
も
と
の
動
画
と
形
の
似
て
い
る
動
画

（類
似
物
体
群
、
上
パ
ネ
ル
）
を
見
せ
た
。
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「お姉さんがチモっているよ」

図6-4 動詞学習の実験 1 モノの類似性をヒントに動詞を学習する

・̈動
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同じ動作
  : :`

動
詞
の
一般
化



残
り
の
半
分
の
子
ど
も
に
は
、
モ
ノ
が
も
と
の
動
画
と
形
が
似
て
い
な
い
動
画

（非
類
似
物
体
群
、
下
パ
ネ

ル
）
を
見
せ
た

（実
験
１
、
図
６
１
４
）。

す
る
と
、
非
類
似
物
体
群
の
子
ど
も
は
、
②
の
動
画

（同
じ
動
作
を
含
む
動
画
）
に
動
詞
を

一
般
化
で
き

な
か
っ
た
が
、
類
似
物
体
群
の
子
ど
も
は

一
般
化
に
成
功
し
た
。
す
な
わ
ち
、
動
作
に
使
わ
れ
た
モ
ノ
の
類

似
性
が
、
動
詞
の
一
般
化
を
助
け
た
の
で
あ
る
。
こ
の
実
験
か
ら
、
動
作
に
用
い
ら
れ
る
モ
ノ
の
類
似
性
も

ま
た
、
ブ
ー
ト
ス
ト
ラ
ッ
ピ
ン
グ

・
サ
イ
ク
ル
を
引
き
起
こ
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
が
わ
か
る
。

動
詞
の
エ
ッ
セ
ン
ス
ヘ
の
気
づ
き

こ
の
実
験

に
は
続
き
が
あ
り
、
も

っ
と
も
大
事
な
ブ
ー
ト
ス
ト
ラ
ッ
ピ
ン
グ
効
果
は
こ
こ
か
ら
で
あ
る
。

続
く
実
験
で
は
、
同
じ
年
の
子
ど
も
た
ち
に
、
全
８
回
の
ト
ラ
イ
ア
ル
を
行

っ
た

（実
験
２
）。
８
回
の
う

ち
、
前
半
４
回
で
は
実
験
１
の
類
似
物
体
群
と
同
じ
動
画
セ
ッ
ト
を
用
い
、
続
け
て
後
半
４
回
で
は
実
験
１

の
非
類
似
物
体
群
と
同
じ
動
画
セ
ッ
ト
を
用
い
た
。
こ
の
条
件
を

「実
験
群
」
と
呼
ぶ
。

次
に
、
実
験
群
と
は
別
の
子
ど
も
た
ち
を
統
制
群
と
し
て
、
８
回
と
も
に
非
類
似
物
体
群
の
動
画
セ
ッ
ト

を
用
い
て
、
ト
ラ
イ
ア
ル
を
行

っ
た
。

統
制
群
の
子
ど
も
は
、
実
験
１
の
非
類
似
物
体
群
の
子
ど
も
た
ち
と
同
じ
よ
う
に
、
最
初
か
ら
最
後
ま
で
、

動
作

へ
の

一
般
化
が
で
き
な
か

っ
た
。
実
験
群
の
子
ど
も
は
ど
う
だ

っ
た
だ
ろ
う
か
？
　
図
６
１
５
の

「前



半
４
試
行
」
の
ほ
う
を
見
て
は
し
い
。
モ
ノ
が
似
て
い
る
前
半
４
回
は
、
実
験
１
と
同
様
に
、
同
じ
動
作
に

動
詞
を

一
般
化
で
き
た
。
問
題
は
後
半
４
試
行
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
統
制
群
と
同
じ
に
、　
モ
ノ
は
似
て
お

ら
ず
動
作
が
も
と
の
動
作
と
同
じ
動
画
が
見
せ
ら
れ
た
。
実
験
群
の
子
ど
も
た
ち
は
な
ん
と
こ
の
場
合
に
も
、

同
じ
動
作
に
動
詞
を

一
般
化
で
き
た
の
で
あ
る
。

実
験
群
と
統
制
群

の
子
ど
も
た
ち
の
違

い
は
、
前
半
４

回
の
ト
ラ
イ
ア
ル
だ
け
で
あ
る
。
何
が
起

こ

っ
た
の
だ
ろ

う
か
？

実
験
に
参
加
し
た
子
ど
も
は

「
て
い
る
」
の
形
を
持

つ

動
詞
が
、

モ
ノ
の
名
前
、

つ
ま
り
名
詞
と
は
違
う
こ
と
は

す
で
に
知

っ
て
い
た
。
た
だ
、
４
歳
く
ら
い
だ
と
、

モ
ノ

ヘ
の
注
目
が
非
常

に
強

い
の
で
、
同
じ

モ
ノ
を
見
る
と
そ

れ
に
引

っ
張
ら
れ
て
し
ま
い
、
全
体
か
ら
動
作
だ
け
を
取

り
出
し
て
名
前
を

つ
け
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
な
い
。

し
か
し
、
前
半
４
回
で
も
と
の
モ
ノ
と
類
似
し
た
モ
ノ

が
同
じ
動
作
に
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
見
た
子
ど
も
は
、
　
　
∝

オ
リ
ジ
ナ
ル
の
動
画
と
動
作
が
同
じ
動
画
が
、
動
作
主
、
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前半 4試行 後半 4試行

図6-5 動詞学習の実験2 前半4回 の類似性学習

によって、後半4回 ではモノが類似せずとも動詞を一

般化する

l llll

８０

６０

Ю

２０

０

同

じ

動

作

に

一
般

化

し

た

割

合



動
作
、
動
作
対
象

（
モ
ι

の
三
つ
の
要
素
か
ら
成
り
立

っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
き
、
二
つ
の
動
画
の
要
素

同
士
を
対
応
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
を
心
理
学
で

「
ア
ラ
イ
ン
メ
ン
ト
」
と
い
う
。
要
素
同
士
を
構

造
的
に
整
列
さ
せ
る
と
い
う
意
味
だ
。

そ
こ
で
、
「
て
い
る
」
形
の
こ
と
ば
と
は
モ
ノ
で
は
な
く
、
モ
ノ
か
ら
切
り
離
し
た
動
作
を
指
す
と
い
う

洞
察
が
得
ら
れ
る
。
す
る
と
、
も
は
や
、　
モ
ノ
の
違
い
に
惑
わ
さ
れ
ず
、
同
じ
動
作
に
動
詞
を
適
用
す
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
た
っ
た
４
回
の
ト
ラ
イ
ア
ル
で
４
歳
児
は
こ
の
洞
察
に
至
り
、
動
詞

と
い
う
も
の
が
あ
る
こ
と
を
知
る
よ
う
に
な
る
の
だ
。

記
号
接
地
問
題
の
解
決

子
ど
も
は
こ
の
よ
う
に
、
あ
る
足
が
か
り
が
あ
れ
ば
、
そ
こ
か
ら
学
習
を
始
め
、
知
識
を
創

っ
て
い
く
。

そ
の
と
き
子
ど
も
が
し
て
い
る
こ
と
は
、
「教
え
て
も
ら

っ
た
こ
と
の
暗
記
」
と
は
ま

っ
た
く
異
な
る
。
今

も

っ
て
い
る
資
源
を
駆
使
し
て
、
知
識
を
蓄
え
る
。
同
時
に
学
習
し
た
知
識
を
分
析
し
、
さ
ら
な
る
学
習
に

役
立
つ
手
が
か
り
を
探
し
て
学
習
を
加
速
さ
せ
、
さ
ら
に
効
率
よ
く
知
識
を
拡
大
し
て
い
く
。
そ
の
背
後
に

あ
る
の
が
ブ
ー
ト
ス
ト
ラ
ッ
ピ
ン
グ

・
サ
イ
ク
ル
で
あ
る
。

動
詞
の
学
習
は
、
モ
ノ
の
名
前
と
は
文
の
中
で
現
れ
る
位
置
や
形
が
違
う
こ
と
ば
が
あ
り
、
そ
れ
は
動
き

と
と
も
に
発
話
さ
れ
や
す
い
と
い
う
最
初
の
気
づ
き
か
ら
始
ま
る
。
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
持

つ
音
象
徴
、　
つ
ま
り
、
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音
と
意
味
の
類
似
性
や
、
先
ほ
ど
の
実
験
で
示
し
た
モ
ノ
の
類
似
性
は
こ
こ
で
活
躍
す
る
の
だ
。
し
か
し
、

動
作
そ
の
も
の
は
曖
味
で
、
ど
の
よ
う
に
切
り
出
し
、
ど
の
部
分
が
こ
と
ば
に
対
応
す
る
の
か
は
観
察
し
て

も
わ
か
り
に
く
い
。
子
ど
も
は
頻
繁

に
誤
り
を
犯
し
な
が
ら
も
、
動
作
や
行
為
の
ど
こ
に
こ
と
ば
が
対
応
す

る
の
か
、　
つ
ま
り
動
詞
の
一
般
化
の
基
準
を
探
索
し
て
い
く
。

第
５
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
大
人
が

「似
て
い
る
」
と
思
う
基
準
は
、
視
覚
的
な
類
似
性
に
限
ら
な
い
。

言
語
を
学
習
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
抽
象
的
な
関
係
性
や
同
じ
パ
タ
ー

ン
で
使
わ
れ
る
関
係
性
な
ど
、
も
と

も
と
は

「似
て
い
る
」
と
思
わ
な
か

っ
た
概
念
に
も
類
似
性
を
感
じ
る
よ
う
に
な
る
。
乳
幼
児
期
か
ら
子
ど

も
は
、
知
覚
的
な
類
似
性
を
検
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の

「似
て
い
る
」
感
覚
を
足
が
か
り
に
、
動
詞

の
持
つ
抽
象
性
を
緩
和
し
、
動
詞
を
学
習
す
る
。
さ
ら
に
、
動
詞
を
学
習
す
る
こ
と
で
、
抽
象
的
な
関
係
性

に
も

「似
て
い
る
」
と
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
だ
。
言
い
換
え
れ
ば
、
動
詞
を
知
ら
な
く
て

も
わ
か
る
知
覚
的
な
類
似
性
を
利
用
し
て
、
大
人
の
よ
う
に
、
抽
象
的
な
関
係
性
を

「似
て
い
る
」
と
見
な

せ
る
よ
う
に
な
る
。
自
ら
を
ブ
ー
ト
ス
ト
ラ
ッ
プ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
高
い
学
習
能
力
を
持

っ
て
い
る
学
習

シ
ス
テ
ム
で
は
、
何
か
の
き

っ
か
け
で
シ
ス
テ
ム
が
起

動
さ
れ
る
と
、
知
識
が
知
識
を
生
む
と
い
う
ブ
ー
ト
ス
ト
ラ
ッ
ピ
ン
グ

・
サ
イ
ク
ル
に
よ

っ
て
知
識
が
ど
ん

ど
ん
増
え
て
い
く
の
で
あ
る
。
単
に
知
識
の
ボ
リ

ュ
ー
ム

（個
別
の
要
素
知
識
）
が
増
え
る
だ
け
で
は
な
い
。

新
し
く
加
わ
る
要
素
知
識
は
既
存
の
知
識
に
関
係
づ
け
ら
れ
、
知
識
シ
ス
テ
ム
の
構
成
要
素
と
な
る
。
同
時



に
、
新
た
な
知
識
は
既
存
の
知
識
を
質
的
に
も
変
化
さ
せ
る
。
知
識
を
整
理
す
る
上
で
根
幹
と
な
る

「似
て

い
る
」
や

「同
じ
」
に
つ
い
て
の
認
識
自
体
が
変
化
す
る
の
で
あ
る
。

ブ
ー
ト
ス
ト
ラ
ッ
ピ
ン
グ

ｏ
サ
イ
ク
ル
に
よ
る
学
習
で
は
、
知
識
は
つ
ね
に
再
編
成
さ
れ
、
変
化
を
続
け

な
が
ら
ボ
リ

ュ
ー
ム
を
増
し
、
構
造
も
洗
練
さ
れ
て
い
く
。
節
目
節
目
で
重
要
な

「洞
察
」
が
生
ま
れ
、

「洞
察
」
が
学
習
を
大
き
く
加
速
さ
せ
た
り
、
概
念
の
体
系
を
大
き
く
変
化
さ
せ
た
り
す
る
。
つ
ま
り
言
語

習
得
と
は
、
推
論
に
よ
つ
て
知
識
を
増
や
し
な
が
ら
、
同
時
に

「学
習
の
仕
方
」
自
体
も
学
習
し
、
洗
練
さ

せ
て
い
く
、
自
律
的
に
成
長
し
続
け
る
プ
ロ
セ
ス
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
仕
組
み
が
あ
れ
ば
こ
そ
、
子
ど
も
は
ほ
と
ん
ど
知
識
を
持
た
な
い
状
態
か
ら
始
め
て
も
、
自

分
の
持
て
る
リ
ソ
ー
ス

（感
覚

・
知
覚
能
力
と
推
論
能
力
）
を
使

っ
て
端
緒
と
な
る
知
識
を
創
り
、
そ
こ
か
ら

短
期
間
で
言
語
の
よ
う
な
巨
大
な
知
識
の
シ
ス
テ
ム
を
身
体
の

一
部
と
し
て
自
分
の
も
の
に
し
て
い
く
こ
と

が
で
き
る
の
だ
。
そ
し
て
こ
れ
こ
そ
が
、
記
号
接
地
問
題
を
解
決
す
る
方
法
な
の
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
は
、
子
ど
も
が
ど
の
よ
う
に
自
律
的
に
学
習
す
る
か
と
い
う
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
関
す
る
考
察
で
あ

る
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
ど
の
よ
う
に
し
て
新
た
な
知
識
は
獲
得
さ
れ
、
洞
察
は
生
ま
れ
る
の
だ
ろ
う
か
Ｐ

そ
こ
で
も
う

一
歩
、
探
究
の
歩
を
進
め
、
子
ど
も
が
言
語
を
学
習
す
る
能
力
に
は
根
本
的
に
何
が
必
要
な
の

か
、
と
い
う
視
点
で
考
え
て
み
よ
う
。
す
る
と
、
言
語
を
学
習
す
る
こ
と
が
で
き
る
ヒ
ト
と
、
言
語
を
学
習

し
な
い
ヒ
ト
以
外
の
動
物
で
、
学
習
の
仕
方
に
ど
の
よ
う
な
違
い
が
あ
る
の
か
、
と
い
う
切
り
口
が
浮
か
び

204
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上
が

っ
て
く
る
。

た
と
え
ば
、
知
覚
能
力
と
記
憶
能
力
は
学
習
に
は
な
く
て
は
な
ら
な
い
能
力
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
能
力

は
ヒ
ト
以
外
の
動
物

に
も
共
有
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
も
そ
も
、
あ
る
出
来
事
の
経
験
に
含
ま
れ
る
情
報

を
ビ
デ
オ
カ
メ
ラ
の
よ
う
に
す
べ
て
取
り
入
れ
る
こ
と
も
記
憶
す
る
こ
と
も
私
た
ち
に
は
で
き
な
い
。
「学

習
」
と
呼
べ
る
も
の
は
、
必
ず
何
ら
か
の
粒
度
で
情
報
の
取
捨
選
択
と
抽
象
化
を
し
な
け
れ
ば
で
き
な
い
。

そ
の
時
点
で
、
学
習
は

「経
験
の
丸
暗
記
」
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
「
推
論
」
と
い
う
ス
テ
ッ
プ
を
経
た

も
の
な
の
で
あ
る
。
以
下
、

ヒ
ト
が
磨

い
て
き
た
推
論
、
動
物
は
行
わ
な
い

（で
き
な
い
）
推
論
と
い
う
観

点
を
考
え
て
み
た
い
。

知
識
を
使
う
力

学
習
を
す
る
た
め
の
重
要
か
つ
基
本
的
な
推
論
能
力
と
し
て
知
ら
れ
る
の
は
、
周
り
の
情
報
の
統
計
的
な

分
布
を
抽
出
す
る
能
力
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
大
人
は
話
す
と
き
、
単
語
ご
と
に
ポ
ー
ズ

（休
止
）
を
入
れ

る
わ
け
で
は
な
い
。
赤
ち
ゃ
ん
が
単
語

の
意
味
を
学
習
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
前
に
音
の
塊
と
し
て
の
単
語

を
自
分
で
見

つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
文
を
単
語
に
切
り
分
け
単
語
を
探
し
て
い
く
の
に
、
赤
ち
ゃ
ん
は

統
計
的
な
分
析
能
力
を
駆
使
す
る
。
た
と
え
ば
赤
ち
ゃ
ん
は
自
分
の
母
語
で
、
単
語
の
最
初

に
来
る
確
率
が

高
い
音
、
低
い
音
、
単
語
の
最
後

に
来
や
す
い
音
、
来

に
く
い
音
な
ど
を
分
析
し
、
そ
れ
を
使
う
こ
と
が
で



き
る
。
単
語
の
中
で
こ
の
音
が
来
た
ら
次
に
は
こ
の
音
が
来
や
す
い
な
ど
の
、
続
き
や
す
い
音
の
並
び
も
抽

出
す
る
。

統
計
情
報
は
、
進
化
的
に
共
有
さ
れ
て
い
る
能
力
で
、
動
物
の
学
習
で
は
も

っ
と
も
活
躍
す
る
能
力
で
あ

る
。
た
と
え
ば
ヒ
ヒ
は
、
視
覚
提
示
さ
れ
た
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
並
び
を
統
計
的
に
学
習
し
て
、
ま
だ
学
習

し
て
い
な
い
新
奇
な
単
語
が
英
語
の
単
語
か
否
か
を
判
断
で
き
る
よ
う
だ
。
英
語
の
単
語
も
、
単
語
の
最
初

に
来
る
確
率
が
極
端
に
低
い
文
字
や
、
あ
り
そ
う
に
な
い
文
字
列
、
単
語
の
中
で
連
続
し
や
す
い
文
字
列
が

あ
る
。
訓
練
に
よ
っ
て
ヒ
ヒ
は
そ
れ
を
学
習
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る

（も
ち
ろ
ん
単
語
の
意
味
の
理
解

は
ま
っ
た
く
し
て
い
な
じ

。

こ
の
よ
う
な
こ
と
を
学
習
で
き
る
ヒ
ヒ
の
能
力
に
ビ
ッ
ク
リ
さ
れ
る
方
も
多
い
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
研

究
で
示
さ
れ
た
ヒ
ヒ
の
学
習
は
、
音
の
並
び
の
確
率
情
報
を
検
知
し
、
単
語
を
切
り
分
け
て
い
く
赤
ち
ゃ
ん

の
学
習
と
そ

っ
く
り
だ
。

し
か
し
、
人
間
の
赤
ち
ゃ
ん
の
統
計
情
報
の
利
用
は
、
こ
れ
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
日
本
語
を
母
語
と
し
て

学
ぶ
赤
ち
ゃ
ん
は
文
の
構
造
を
分
析
す
る
の
に
、
助
詞
の
統
計
情
報
も
使
う
。
「が
」
「
は
」
「を
」
な
ど
の

助
詞
は
非
常

に
頻
度
が
高
い
の
で
文
を
単
語
に
切

っ
て
い
く
の
に
も
役
立

つ
。
ま
ず
、
「が
」
「
は
」
「を
」

の
前
の
音
が

一
つ
の
単
語
の
終
わ
り
と
な
る
の
で
、
こ
れ
ら
の
助
詞
は
単
語
の
終
わ
り
に
来
や
す
い
音
を
検

出
し
や
す
く
す
る
。
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言
語
の
発
達
が
も

っ
と
進
ん
だ
段
階

に
な
る
と
、
「が
」
や

「
は
」
の
前
は
動
作
を
す
る
人

（主
語
）、

「を
」
の
前
に
く
る
単
語
は
動
作
に
よ

っ
て
影
響
を
受
け
る
人
や
モ
ノ
で
ぁ
る
こ
と
が
多
い
こ
と
も
発
見
す

る
。
助
詞
に
よ
っ
て
そ
の
前
に
来
る
単
語
の
品
詞
を
見
極
め
る
の
だ
。
知
ら
な
い
単
語
の
意
味
を
推
論
す
る

と
き
、
品
詞
の
情
報
は
も

っ
と
も
基
本
的
で
重
要
な
情
報
で
あ
る
。
名
詞
な
ら
モ
ノ
を
、
動
詞
な
ら
動
作
や

行
為
を
指
す
と
い
う
洞
察
が
得
ら
れ
れ
ば
、
単
語
の
意
味
の
学
習
は
各
段
に
加
速
す
る
。
こ
れ
は
ま
さ
に
先

ほ
ど
述
べ
た
ブ
ー
ト
ス
ト
ラ
ッ
ピ
ン
グ

・
サ
イ
ク
ル
に
よ
る
学
習
の
図
式
そ
の
も
の
で
あ
る
。
人
間
の
赤
ち

ゃ
ん
は
、
ひ
と
た
び
何
か
に
つ
い
て
の
知
識
を
得
る
と
、
す
ぐ
に
そ
れ
を
別
の
機
会
に
適
用
し
、
別
の
知
識

の
学
習
に
使
う
。
こ
の

「知
識
を
使
う
力
」

つ
ま
り

「知
識
が
知
識
を
創
造
す
る
」
と
い
う
パ
タ
ー
ン
は
、

人
間
以
外
の
動
物
に
は
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。

演
繹
推
論
、
帰
納
推
論
、
ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
推
論

論
理
学
で
は
、
「
推
論
」
と
い
え
ば
演
繹
推
論
と
帰
納
推
論
で
あ
る
。
演
繹
推
論
は
、
あ
る
命
題

（規

則
）
が
正
し
い
と
仮
定
し
、
ま
た
そ
の
事
例
が
正
し
い
と
き
に
、
正
し
い
結
果
を
導
く
。
よ
く
見
か
け
る
演

繹
推
論
の
例
に
こ
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

演
繹



①
こ
の
袋
の
豆
は
す
べ
て
白
い
　
（規
則
）

②
こ
れ
ら
の
豆
は
こ
の
袋
の
豆
で
あ
る
　
（事
例
）

③
ゆ
え
に
、
こ
れ
ら
の
豆
は
白
い
　
（結
果
）

こ
れ
も
有
名
な
演
繹
推
論
の
例
で
あ
る
。

①
す
べ
て
の
人
間
は
死
ぬ
　
（規
則
）

②

ソ
ク
ラ
テ
ス
は
人
間
で
あ
る
　
（事
例
）

③
ゆ
え
に
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
死
ぬ
　
（結
果
）

対
し
て
帰
納
推
論
は
、
同
じ
事
象
の
観
察
が
積
み
重
な

っ
た
と
き
、
そ
の
観
察
を

一
般
規
則
と
し
て
導
出

す
る
推
論
で
あ
る
。
わ
か
り
や
す
い
よ
う
に
先
ほ
ど
と
同
じ
豆
の
例
か
ら
。

帰
納

①
こ
れ
ら
の
豆
は
こ
の
袋
の
豆
で
あ
る
　
（事
例
）

②
こ
れ
ら
の
豆
は
白
い
　
（結
果
）
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③
ゆ
え
に
、
こ
の
袋
の
豆
は
す
べ
て
白
い
　
（観
察
か
ら
の
一
般
規
則
の
導
出
）

豆
の
入

っ
た
袋
か
ら
サ
ン
プ
ル
を
１０
粒
取
り
、
す
べ
て
自
か
っ
た
か
ら
、
こ
の
袋
の
豆
は
す
べ
て
白
い
と

結
論
づ
け
る
推
論
で
あ
る
。
太
陽
は
東
か
ら
登
り
、
西
に
沈
む
の
を
ず

っ
と
観
察
し
て
、
「太
陽
は
必
ず
東

か
ら
登
り
、
西
に
沈
む
」
と
い
う
結
論
を
下
し
た
り
、
支
え
ら
れ
て
い
な
い
物
体
は
落
下
す
る
と
い
う
事
例

を
観
察
し
続
け
た
結
果
、
「す
べ
て
の
物
体
は
支
え
ら
れ
て
い
な
い
と
落
下
す
る
」
と
結
論
づ
け
る
の
も
帰

納
推
論
で
あ
る
。

第
１
章
で
ア
イ
コ
ン
性

（類
似
性
）
の
提
唱
者
と
し
て
言
及
し
た
哲
学
者
チ
ャ
ー
ル
ズ

・
サ
ン
ダ
ー
ス
・

パ
ー
ス
は
、
演
繹
、
帰
納
に
加
え
て
、
「仮
説
形
成
推
論

（ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
３
２
３
８
と

と
ぃ
ぅ
推
論
形

式
を
提
唱
し
た
。

先
ほ
ど
の
袋
の
中
の
豆
に
つ
い
て
の
ケ
ー
ス
を
ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
推
論
に
適
用
す
る
と
こ
の
よ
う
に
な
る
。

ス
フ
ダ
ク
シ
ョ
ン

①
こ
の
袋
の
豆
は
す
べ
て
白
い
　
（規
則
）

②
こ
れ
ら
の
豆
は
白
い
　
（結
果
）

③
ゆ
え
に
、
こ
れ
ら
の
豆
は
こ
の
袋
か
ら
取
り
出
し
た
豆
で
あ
る
　
（結
果
の
由
来
を
導
出
）



演
繹
推
論
、
帰
納
推
論
、
ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
推
論
の
う
ち
、　
つ
ね
に
正
し
い
答
え
を
導
く
こ
と
が
で
き
る

の
は
演
繹
推
論
で
あ
る
。
帰
納
推
論
と
ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
推
論
は
、
つ
ね
に
正
し
い
答
え
に
た
ど
り
着
け
る

わ
け
で
は
な
い
。
帰
納
推
論
は
、
観
察
し
た
サ
ン
プ
ル
の
９９
％
が
あ
て
は
ま
る
あ
る
事
象
に
も
と
づ
い
て
、

「す
べ
て
の
Ｘ
は
Ａ
で
あ
る
」
と
い
う

一
般
化
を
し
て
も
、
Ａ
で
な
い
Ｘ
が

一
事
例
で
も
見
つ
か
れ
ば
論
理

的
に
は
偽
に
な

っ
て
し
ま
う
。
ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
推
論
は
そ
も
そ
も
仮
説
に
す
ぎ
な
い
。
科
学
史
に
お
い
て

誤

っ
た
仮
説
は
星
の
数
ほ
ど
存
在
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
三
つ
の
推
論
の
う
ち
新
し
い
知
識
を
生
む
の
は
、

帰
納
推
論
と
ア
プ
ダ
ク
シ
ョ
ン
推
論
で
あ
り
、
演
繹
推
論
は
新
た
な
知
識
を
創
造
し
な
い
。

パ
ー
ス
に
よ
る
帰
納
推
論
と
ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
推
論
の
違
い
の
考
察
は
非
常
に
興
味
深
い
。
帰
納
推
論
は
、

観
察
し
た
事
例
で
の
現
象

・
性
質
が
、
そ
れ
ら
の
事
例
が
属
す
る
ク
ラ
ス
全
体
に
つ
い
て
も
見
出
さ
れ
る
と

い
う
推
論
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
観
察
さ
れ
る
部
分
を
、
全
体
に
一
般
化
す
る
の
が
帰
納
推
論
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
、
ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
推
論
は
観
察
デ
ー
タ
を
説
明
す
る
た
め
の
、
仮
説
を
形
成
す
る
推
論
で

あ
る
。
推
論
の
過
程
に
お
い
て
、
直
接
に
は
観
察
不
可
能
な
何
か
を
仮
定
し
、
直
接
観
察
し
た
も
の
と
違
う

種
類
の
何
か
を
推
論
す
る
。
た
と
え
ば
、
物
体
は
支
え
が
な
い
と
落
ち
る
と
い
う
結
論
は
帰
納
的
に
導
出
で

き
る
が
、
こ
の
帰
納
推
論
か
ら
は
、
「重
力
」
と
い
う
概
念
は
ど
ん
な
に
が
ん
ば

っ
て
も
生
ま
れ
て
こ
な
い
。

ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
推
論
は
、
な
ぜ
支
え
ら
れ
て
い
な
い
モ
ノ
が
落
下
す
る
の
か
と
い
う
現
象
に
対
し
て
説
明
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を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
帰
納
推
論
と
ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
推
論
が
ま

っ
た
く
質

の
異
な
る
推
論
か

と
い
う
と
、
実
際

に
は
こ
の
二
つ
の
推
論
の
境
界
は
曖
味
で
あ
る
。
科
学

に
お
い
て
私
た
ち
の
観
察
の
限
界

を
超
え
て
帰
納
を
広
げ
て
い
く
と
、
推
論
は
ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
の
性
格
を
帯
び
る
よ
う
に
な
る
の
だ
。

あ
ら
か
じ
め
ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
に
よ
る
仮
説
の
提
案
が
な
く
て
は
、
帰
納
は
、
そ
の
役
割
を
果
た
す
こ
と

が
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
仮
説
な
し
に
帰
納
的
方
法
は
成
り
立
た
な
い
。
そ
も
そ
も
、
同
じ
問
題

（た
と
え

ば
肺
癌
の
原
因
）
で
も
、
探
究

の
異
な
る
段
階
で
個

々
の
研
究
者
が
ど
ん
な
判
断
を
下
し
、
ど
の
よ
う
な
推

論
を
行
い
、
ど
う
い
う
仮
説
を
思

い
つ
く
か
に
よ

っ
て
、
ど
の
事
実
が
問
題
に
関
連
性
が
あ
る
か
、
ど
う
い

う
種
類
の
デ
ー
タ
を
集
め
る
こ
と
が
理
に
か
な

っ
て
い
る
か
が
決
ま
る
。
関
連
性
の
あ
る
事
実
は
、
取
り
組

ま
れ
て
い
る
問
題
だ
け
で
決
め
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
こ
の
問
題

に
対
し
て
研
究
者
が
仮
説
的
に
思
い
つ

く
解
決
の
私
案

（た
と
え
ば
肺
癌
の
原
因
を
体
質
の
遺
伝
と
考
え
る
か
、
喫
煙
と
考
え
る
か
、
大
気
汚
染
と
考
え

る
か
）
に
よ

っ
て
決
め
ら
れ
る
。
帰
納
推
論
は
、
事
実
を
し
て
自
ら
語
ら
し
め
る
と
言

っ
て
も
、
ま
ず
何
ら

か
の
仮
説
が
な
い
と
事
実
を
集
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う

に
、
帰
納
推
論
と
ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
推

論
は
連
続
し
、
混
合
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ｌ
　
パ
ー
ス
の
記
号
論
は
難
解
な
の
だ
が
、
米
盛
裕
二
が

『
ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
ー
ー
仮
説
と
発
見
の
論
理
』
と
い
う
著
書

で
パ
ー
ス
の
ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
と
帰
納
推
論
に
つ
い
て
明
快
か
つ
洞
察
に
富
む
論
考
を
展
開
し
て
い
る
。
以
下
の



議
論
は
パ
ー
ス
の
原
典
を
踏
ま
え
た
、
米
盛
の

『
ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
』
の
論
考
に
依
拠
し
て
い
る
。

ヘ
レ
ン

・
ケ
ラ
ー
と
ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
推
論

な
ぜ
、
パ
ー
ス
の
帰
納
推
論
と
ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
推
論
の
話

に
移

っ
た
か
を
い
ぶ
か
し
く
思
わ
れ
た
か
も

し
れ
な
い
。
こ
の
話
を
持
ち
出
し
た
の
は
、
子
ど
も
が
言
語
習
得

の
過
程
で
行

っ
て
い
る
こ
と
、

つ
ま
り
知

識
が
新
た
な
知
識
を
創
造
し
、
洞
察
を
生
み
、
洞
察
が
知
識
創
造
を
加
速
す
る
ブ
ー
ト
ス
ト
ラ
ッ
ピ
ン
グ

・

サ
イ
ク
ル
が
、
ま
さ
に
帰
納
推
論
と
ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
推
論
の
混
合

に
よ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

第
４
章
で
述
べ
た

ヘ
レ
ン
・
ケ
ラ
ー
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
も
う

一
度
考
え
て
み
よ
う
。　
ヘ
レ
ン
は
、

モ
ノ
や

行
為
と
同
時

に
掌
に
指
で
何
か
刺
激
を
受
け
る
こ
と

（指
文
字
が
綴
ら
れ
る
こ
と
）
に
気
づ
い
て
い
た
。

モ

ノ
と
刺
激

の
パ
タ
ー
ン
に

一
定
の
対
応
づ
け
が
あ
る
こ
と
も
理
解
し
て
い
た
。

し
か
し
、
掌
の
刺
激
が
何
で
あ
る
か
は
理
解
し
て
い
な
か

っ
た
。
彼
女
が
理
解
し
て
い
た
の
は
、
観
察
で

き
る
範
囲
の
中
で
、

モ
ノ
や
行
為
と
同
時
に
決
ま

っ
た
刺
激
パ
タ
ー

ン
が
掌
に
与
え
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と

だ

っ
た
。

こ
れ
は
す
な
わ
ち
、
単
純
な
帰
納
的

一
般
化
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

以
前

に
は
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
に
こ
と
ば
を
学
習
さ
せ
よ
う
と
い
う
試
み
が
ず
い
ぶ
ん
行
わ
れ
、
実
際
に
チ
ン

パ
ン
ジ
ー
た
ち
は
リ
ン
ゴ
、
バ
ナ
ナ
、
く

つ
や
、
赤
、
青
、
黒
、
黄
色
な
ど
の
積
み
木

に
対
し
て
、
そ
れ
ぞ

れ
記
号

（絵
文
字
）
を
対
応
づ
け
る
こ
と
を
学
習
し
た
。　
ヘ
レ
ン
が

■
”
お
『
事
件
の
前

に
学
習
し
て
い
た
こ
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と
は
、
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
の
モ
ノ
と
記
号
の
対
応
づ
け
の
学
習
と
さ
し
て
変
わ
ら
な
い
も
の
だ

っ
た
か
も
し
れ

な
い
。

し
か
し
、　
ヘ
レ
ン
は
、
手
に
水
を
浴
び
た
と
き
に
、
サ
リ
バ
ン
先
生
が
手
に
綴

っ
た
■
”お
『
が
、
こ
の
冷

た
い
液
体
の
名
前
で
あ
る
と
理
解
し
た
。
こ
れ
は
、
単
純
な
洞
察
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、

ヘ
レ
ン
は
そ
こ
か
ら

「す
べ
て
の
モ
ノ
に
は
名
前
が
あ
る
こ
と
を
理
解
し
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
冷
た
い
水

を
掌
に
感
じ
、
同
時
に
掌
に
綴
り
を
感
じ
た
と
き
、
彼
女
は
、
過
去
に
遡
及
し
て
こ
れ
ま
で
の
経
験
が
み
な

「同
じ
だ

っ
た
」
こ
と
を
理
解
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
を
進
め
、

「す
べ
て
の
対
象
、

モ
ノ
に
も
行
為
に
も
モ
ノ
の
性
質
や
様
子
に
も
名
前
が
あ
る
」
と
い
う
洞
察
を
得
た
の

で
あ
る
。

こ
れ
が
い
か
に
大
き
な
洞
察
で
あ
る
か
。
パ
ー
ス
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
何
ら
か
の
仮
説
が
な
い
と
事
実

を
集
め
る
こ
と
を
始
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
第
４
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
人
間
の
赤
ち
ゃ
ん
が
音

（人
の

声
に
よ
る
音
の
塊
）
と
い
っ
し
ょ
に
現
れ
る
対
象
の
間
に
必
然
的
な
つ
な
が
り
が
あ
る
と
感
じ
た
り
、
対
応

づ
け
に
違
和
感
を
覚
え
た
り
す
る
能
力

（異
感
覚
マ
ッ
ピ
ン
グ
の
能
力
）
が
あ

っ
た
と
し
て
も
、　
ヘ
レ
ン
の

１
”お
い
の
場
合
の
よ
う
に

「人
の
発
す
る
音
声
の
塊
は
対
象
の
名
前
で
あ
る
」
と
い
う
洞
察
を
得
な
け
れ
ば
、

言
語
は
習
得
で
き
た
だ
ろ
う
か
？
　
そ
れ
以
前
の
ヘ
レ
ン
の
よ
う
に
、
あ
る
い
は
研
究
者
に
よ
っ
て
こ
と
ば

の
学
習
を
さ
せ
ら
れ
た
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
た
ち
の
よ
う
に
、
そ
れ
以
降
、
単
純
に
観
察
で
き
る
単
語
の
形
式



釜
日
声
、
手
話
、
点
字
な
ど
）
と
対
象
の
つ
な
が
り
か
ら
、
「単
語
の
意
味
」
を
探
求
し
よ
う
と
は
し
な
い
の

で
は
な
い
か
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
コ
ｍ彙
の
仕
組
み
」
や

「単
語
を
ま
と
め
る
規
則
に
よ

っ
て
意
味
を
作
り

出
す
仕
組
み
」
の
探
求
を
始
め
よ
う
と
し
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

子
ど
も
が
言
語
を
習
得
す
る
過
程
で
、
「名
詞
は
色
や
素
材
や
大
き
さ
で
は
な
く
、
形
の
類
似
性
に
よ
っ

て
一
般
化
さ
れ
る
」、
「動
詞
は
動
作
を
す
る
人
や
動
作
の
対
象
で
は
な
く
、
動
作
自
体
の
類
似
性
に
よ
っ
て

一
般
化
さ
れ
る
」
と
い
っ
た
洞
察
が
生
ま
れ
る
と
先
ほ
ど
述
べ
た
。
こ
れ
も
ま
た
、
ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
推
論

に
よ
る
洞
察
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ

っ
て
、
飛
躍
的
に
語
彙
の
学
習
が
加
速
す
る
の
だ
。

帰
納
推
論
に
よ
る
言
い
間
違
い

赤
ち
ゃ
ん
の
言
い
間
違
い
は
、
幾
多
の
帰
納
推
論

・
ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
推
論
の
足
跡
が
垣
間
見
ら
れ
る
宝

庫
で
あ
る
。
先
ほ
ど
述
べ
た
よ
う
に
、
帰
納
推
論
と
ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
推
論
を
明
確
に
線
引
き
す
る
こ
と
は

難
し
い
が
、
話
を
わ
か
り
や
す
く
す
る
た
め
に
あ
え
て
分
類
し
て
み
た
。
以
下
の
例
は
、
帰
納
推
論
に
よ
る

誤
り
で
あ
る
。

ピ

ッ
チ
ャ
ー
、
キ
ャ
ッ
チ
ャ
ー
を
踏
ま
え
、

タ
ー
の
こ
と
を

「
バ

ッ
チ
ャ
ー
」
と
言
う
。

バ

ツ

2X4
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朝
日
新
聞
の
読
者
投
稿
欄

「あ
の
ね
」
に
あ

っ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。
人
の
役
割
名
に
共
通
す
る
終
わ

り
方

（接
辞
）
が
あ
る
こ
と
を
観
察
し
、
す
か
さ
ず

一
般
化
し
た
事
例
だ
。

お
ば
あ
さ
ん
が
お
客
様

に
お
茶
を
出
す
と
き
に

「粗
茶
で
す
が
」
と
い
う
の
を
聞
い
て
、
自
分
の
ネ

コ

を
抱
え
て
お
客
さ
ん
に
見
せ
な
が
ら

「
ソ
ネ

コ
で
す
」
と
言
う
。

こ
れ
も

「あ
の
ね
」
欄
か
ら
。
３
歳
の
子
ど
も
は

「な
ん
で
お
茶
じ
ゃ
な
く
て
ソ
チ
ャ
な
の
？
」
と
お
ば

あ
さ
ん
に
聞
き
、
お
客
様

に
は

「
ソ
」
を

つ
け
る
の
よ
、
と
聞
い
た
ら
す
か
さ
ず
、
自
分
の
ネ
コ
を
紹
介
す

る
と
き
に
応
用
し
た
。

英
語
の
不
規
則
動
詞
”
ｏ
の
過
去
形
を
、

”
８
０
と
い
う
。

こ
の
有
名
な
ケ
ー
ス
は
、
不
規
則
動
詞
に
規
則
動
詞
の
規
則
を
適
用
し
た
誤
用
で
あ
る
。
英
語
で
は
、
動

詞

ｍ
ｏ
の
過
去
形
は
■
①
ユ

で
あ
る
が
、
子
ど
も
は
”
ｏ
を
過
去
形
で
使
お
う
と
す
る
と
き
に
、
し
ば
し
ば
誤

っ
て
電
＆

と
す
る
。
お
も
し
ろ
い
こ
と
に
、
最
初
は
正
し
く
１
８
一
と
言
え
て
い
た
の
に
、
動
詞
を
含
む
、

き
ち
ん
と
し
た
文
を
言
う
発
話
が
増
え
、
動
詞
の
語
彙
が
増
え
て
く
る
と
、

ｍ
Ｒ
Ｏ
と
言
う
よ
う
に
な
る
の



だ
。
不
規
則
動
詞
に
規
則
動
詞
の
規
則
を
使

っ
た
誤
用
を
す
る
時
期
が
し
ば
ら
く
続
く
と
、
間
違
い
は
自
然

に
修
正
さ
れ
る
。
こ
の
パ
タ
ー
ン
を
、
発
達
心
理
学
で
は

「
Ｕ
字
型
の
発
達
」
と
呼
ぶ
。

パ
タ
ー
ン
の
抽
出
と
い
う
点
で
は
、
こ
の
誤
り
は
帰
納
推
論
に
よ
る

一
般
化
の
誤
り
と
考
え
る
こ
と
が
で

き
る
の
だ
が
、
「過
去
の
こ
と
に
つ
い
て
言
う
と
き
、
動
詞
の
語
尾
は
変
わ
る
」
と
い
う
気
づ
き
自
体
は
ア

ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
だ
と
言
え
る
。
大
人
は
乳
幼
児
に
対
し
て
、
こ
の
規
則
の
こ
と
を
説
明
す
る
こ
と
は
し
な
い
。

「過
去
の
出
来
事
の
こ
と
を
言

っ
て
い
る
」
と
い
う
手
が
か
り
は
、
あ
か
ら
さ
ま
に
は
観
察
で
き
な
い
。

ヽ
∽お
『Ｑ
Ｑ

と
か
ら
Ｑ
く
■
８
″
く
日
８

，
∽ヽ
お
”あ
ぶ
ｏ
の
よ
う
な
言
い
回
し
は
、
大
人
に
と

っ
て
は

「過
去

の
こ
と
」
を
表
す
手
が
か
り
に
な
る
。
し
か
し
、
実
際
の
発
話
の
中
に
は
、
こ
う
い
う
過
去
を
表
す
表
現
が

含
ま
れ
な
い
場
合
も
た
く
さ
ん
あ
る
。
「現
在
の
こ
と
、
過
去
の
こ
と
、
未
来
の
こ
と
」
と
い
う
文
法
概
念

を
導
出
す
る
こ
と
自
体
、
高
度
な
ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
推
論
が
必
要
で
あ
る
。

ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
推
論
に
よ
る
言
い
間
違
い

以
下
の
例
は
、
帰
納
推
論
と
い
う
よ
り
は
、
ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
推
論
に
よ
る
誤
り
で
あ
る
。

①
イ
チ
ゴ
の
し
ょ
う
ゆ

（練
乳
の
土邑

②
足
で
投
げ
る

（蹴
る
の
立δ
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ど
ち
ら
の
例
も
、
幼
児
で
も
知
覚
的
な
類
似
性
だ
け
で
な
く
、
関
係
の
類
似
性
、
構
造
の
類
似
性
も
見
抜

く
力
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は

一
般
的
に
は

「類
推

（
ア
ナ
ロ
ジ
ー
ご

と
考
え
ら
れ
る
が
、
類

推
を
す
る
た
め
に
は
二
つ
の
事
象
の
間
の
類
似
性
に
気
づ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
①
の
例
は
、
し
ょ
う
ゆ

と
練
乳
と
い
う
色
も
香
り
も
味
も
違
う
二
つ
の
液
体
が
、
〈食
品
に
か
け
て
味
を
お
い
し
く
す
る
〉
と
い
う

視
覚
的
に
は
わ
か
ら
な
い
機
能
の
類
似
性
を
持
ち
、
子
ど
も
が
そ
れ
に
気
づ
い
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

②
の

「投
げ
る
」
と

「蹴
る
」
の
共
通
性
も
、
視
覚
的
な
類
似
性
か
ら
は
気
づ
き
に
く
い
。
実
際
、
大
人

は

「投
げ
る
」
と

「蹴
る
」
が
非
常
に
類
似
し
た
構
造
を
持

っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
て
い
な
い
。
し
か
し
、

幼
児
に
は
こ
の
二
つ
の
動
詞
の
構
造
的
類
似
性
が
理
解
で
き
る
。
そ
れ
は
立
派
な
ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
。

誤
り
の
修
正

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
必
ず

一
つ
の
正
解
が
決
ま
る
演
繹
推
論
と
異
な
り
、
帰
納
推
論
と
ア
ブ
ダ
ク
シ

ョ
ン
推
論
は
、
絶
対
正
し
い
正
解
が
決
ま
ら
な
い
推
論
で
あ
る
。
だ
か
ら
新
た
な
知
識
を
創
造
す
る
の
だ
。

こ
の
こ
と
は
大
事
な
こ
と
を
意
味
す
る
。

パ
ー
ス
自
身
も
、
帰
納
推
論
と
ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
推
論
は
つ
ね
に
修
正
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
指
摘

し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
推
論
が
個
人
に
お
け
る
言
語
の
習
得
、
あ
る
い
は
言
語
以
外
の
知
識
の
体
系
の
習
得
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に
貢
献
し
、
人
類
全
体
の
知
識
の
発
展
に
貢
献
す
る
た
め
に
は
、
推
論
の
結
果
と
し
て
創
造
さ
れ
た
知
識
は

つ
ね
に
修
正
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。

知
識
を
創
造
す
る
推
論
に
は
誤
り
を
犯
す
こ
と
、
失
敗
す
る
こ
と
は
不
可
避
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を
修

正
す
る
こ
と
で
知
識
の
体
系
全
体
を
修
正
し
、
再
編
成
す
る
。
こ
の
循
環
が
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
言
語
の
習

得
に
も
、
科
学
の
発
展
に
も
欠
か
せ
な
い
。
ブ
ー
ト
ス
ト
ラ
ッ
ピ
ン
グ

・
サ
イ
ク
ル
に
よ
る
学
習
は
、
単
に

新
し
い
知
識
を
生
み
出
す
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
新
し
い
知
識
を
生
み
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
既
存
の
知
識
の

シ
ス
テ
ム
全
体
を
再
編
成
し
、
よ
り
よ
い
も
の
に
進
化
さ
せ
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
が
含
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
と

め

本
章
で
は
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
に
潜
む
ア
イ
コ
ン
性
を
検
知
す
る
知
覚
能
力
だ
け
で
は
、
言
語
の
巨
大
な
語
彙

シ
ス
テ
ム
に
行
き
着
く
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
し
て
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
か
ら
言
語
の
体

系
の
習
得

に
た
ど
り
着
く
た
め
に
は
、
「ブ
ー
ト
ス
ト
ラ
ッ
ピ
ン
グ
」
と
い
う
、
今
あ
る
知
識
が
ど
ん
ど
ん

新
し
い
知
識
を
生
み
、
知
識
の
体
系
が
自
己
生
成
的
に
成
長
し
て
い
く
サ
イ
ク
ル
を
想
定
す
る
必
要
が
あ
る

と
考
察
し
た
。
し
か
し
、
ブ
ー
ト
ス
ト
ラ
ッ
ピ
ン
グ

・
サ
イ
ク
ル
が
起
動
さ
れ
る
た
め
に
は
、
最
初
の
大
事

な
記
号
は
身
体
に
接
地
し
て
い
な
い
と
い
け
な
い
の
だ
。

ブ
ー
ト
ス
ト
ラ
ッ
ピ
ン
グ

・
サ
イ
ク
ル
を
駆
動
す
る
立
役
者
は
ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン

（仮
説
形
成
）
推
論
で
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あ
る
。
複
雑
か
つ
抽
象
的
で
膨
大
な
記
号
の
体
系
と
し
て
の
言
語
を
持

つ
の
は
ヒ
ト
と
い
う
種
の
み
だ
。
記

号
接
地
問
題
を
考
え
て
い
く
上
で
、
人
間
と
動
物
と
で
推
論
能
力
に
ど
の
よ
う
な
違
い
が
あ
る
か
を
考
え
る

こ
と
は
、
人
間
を
理
解
す
る
た
め
に
、
そ
し
て
な
ぜ
人
間
の
み
が
言
語
を
持

つ
の
か
、
と
い
う
最
大
の
問
い

に
答
え
る
た
め
に
、
と
て
も
重
要
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
は
ず
だ
。
第
７
章
で
は
、
ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
推

論
の
起
源
を
探
り
、
な
ぜ
ヒ
ト
だ
け
が
言
語
を
持
つ
の
か
と
い
う
問
い
を
考
え
て
い
く
と
し
よ
う
。



コ
ラ
ム
２
　
子
ど
も
の
言
い
間
違
い

「ゆ
る
言
語
学
ラ
ジ
オ
」
電
コ
ウ
〓
卜
六
）霞
乏
）∽
〓
Ｈ餡
と
∩

＞
ヨ
斃
Ｕ
∽
の
エ
ン
ト
リ
ー
か
ら
も
う
二

つ
紹
介
し
よ
う
。
こ
れ
ら
は
本
章
で
紹
介
し
た
言
い
間
違
い
よ
り
も
さ
ら
に
複
雑
な
推
論
の
連
鎖
に
よ

っ

て
知
識
創
造
の
幅
を
広
げ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
非
常
に
理
に
か
な

っ
た
、
瞳
目
に
値
す
る
ア
ブ
ダ
ク
シ

ョ
ン
推
論
で
あ
り
、
こ
れ
ら
を

「誤
り
」
と
す
る
理
由
は
、
単
に
日
本
語
の
慣
習
と
不

一
致
だ
と
い
う
こ

と
の
み
で
あ
る
。

ラ
ジ
オ
ネ
ー
ム

¨
ま
た
き
ち
さ
ん

〈
新
し
い
助
数
詞
の
創
造
〉

姪

っ
子
が
３
～
４
歳
の
頃
、
だ
ん
だ
ん
お
絵
描
き
も
上
手
に
な

っ
て
き
て
、
よ
く
好
ん
で
動
物
の

絵
を
描
い
て
い
ま
し
た
。
あ
る
日
、
鉛
筆
で
書
い
た
ウ
サ
ギ
、
パ
ン
ダ
、
ラ
イ
オ
ン
、
ト
ラ
な
ど
数

匹
の
動
物
の
絵
を
得
意
げ
に
見
せ
て
き
て
、
「
こ
れ
は

″
に
し
ょ
く
″
で
描
い
た
か
ら
、
次
は

″さ

ん
し
ょ
く
″
で
描
く
ん
だ
―
」
と
言
い
ま
し
た
。
私
は

「鉛
筆
書
き
の
モ
ノ
ク
ロ
の
絵
を
、
自
黒
２
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色
と
表
現
す
る
な
ん
て
な
か
な
か
の
感
性
だ
な
、
や
る
や
ん
！
」
な
ん
て
思

い
つ
つ
も
、
「な
ん
で

３
色
？
　
上
手
に
描
け
て
る
か
ら
、
次
は
も

っ
と
た
く
さ
ん
の
色
を
使

っ
た
ら
Ｐ
」
と
返
し
ま
し
た
。

す
る
と
、
姪

っ
子
は

ハ
テ
ナ
顔
を
向
け
て
き
て
、
「
だ

っ
て
、
″
さ
ん
し

ょ
く
″
し
か
な
い
ん
だ

よ
！
」
と
の
こ
と
。
私
は

「
…
…
Ｐ
　
色
鉛
筆
な
く
し
た
の
η
」
と
。
姪

っ
子
は
、
話
の
噛
み
合
わ

な
い
私

に
あ
き
れ
た
様
子
で
、
沢
見
せ
て
く
れ
た
）
こ
の
絵

は
、
″
に
く
し
ょ
く
″
と

″
そ
う
し
ょ

く
″
を
描

い
た
の
。
で
も
動
物

に
は

″ざ

っ
し
ょ
く
″
も
い
る
ん
で
し
ょ
Ｐ
　
次
は
、
″ざ

っ
し
ょ

く
″
も
描
く
の
。
だ
か
ら

″さ
ん
し
ょ
く
″
な
ん
だ
よ
」
と
説
明
し
て
く
れ
ま
し
た
。

こ
れ
が
ど
れ
ほ
ど
素
晴
ら
し
い
知
識

の
創
造
か
お
わ
か
り
だ
ろ
う
か
？
　
こ
の
子
ど
も
は
３
～
４
歳
に

し
て
、
動
物
に
は
肉
食
動
物
、
草
食
動
物
、
雑
食
動
物
の
三

つ
の
タ
イ
プ
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知

っ
て

い
た
。
さ
ら
に

「肉
食
」
「草
食
」
「雑
食
」
と
い
う
こ
と
ば
が
と
も
に

「○
し
ょ
く
」
と
い
う
構
造
を
持

っ
て
い
る
こ
と
も
理
解
し
て
い
た
。
さ
ら
に
、
こ
の
子
は
数
を
数
え
る
と
き
に
は
、
助
数
詞
と
い
う
特
別

な
こ
と
ば
を
数
字

の
あ
と
に
つ
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
も
知

っ
て
い
た
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
ど
ん
な

も
の
を
食
べ
よ
う
と
、
１
回
分
の
食
事
は

「
１
食
」
と
言
い
、
２
回
分
の
食
事
は

「
２
食
」
と
い
う
こ
と

も
知

っ
て
い
た
。

こ
の
子
ど
も
は
こ
れ
ら
の
パ
タ
ー

ン
を
分
析
し
た
上
で
、
「食
」
が
動
物
の
食
性
を
表

す
助
数
詞
と
し
て
使
え
る
と
考
え
た
の
だ
ろ
う
。



こ
と
ば
を
分
析
し
て
得
た
複
数
の
知
識
を
組
み
合
わ
せ
て
新
し
い
助
数
詞
を
創
造
し
た
の
だ
。
推
論
の

連
鎖
で
知
識
を
生
み
出
し
、
第
３
章
で
述
べ
た
言
語
の
大
原
則
で
あ
る

「生
産
性
」
で
語
彙
を
拡
張
す
る

よ
い
例
で
あ
る
。

現
代
言
語
学
の
父
ソ
シ
ュ
ー
ル
は
語
彙
を

「差
異
の
体
系
」
で
あ
る
と
特
徴
づ
け
た
。
こ
れ
ま
で
見
て

き
た
よ
う
に
、
単
語
は
単
独
で
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
体
系
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
体
系
の
中
の

他
の
要
素
と
の
差
異
で
そ
の
単
語
の
意
味
が
決
ま
る
と
指
摘
し
た
の
で
あ
る
。
二
つ
め
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、

ソ
シ
ュ
ー
ル
の
言
う

「差
異
の
体
系
」
を
構
築
し
て
い
く
た
め
に
必
要
な
原
理
を
、
幼
児
が
理
解
し
て
い

る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

ラ
ジ
オ
ネ
ー
ム
一
ま
っ
き
い
さ
ん

〈
形
バ
イ
ア
ス
に
よ
る
単
語
の
推
論
〉

以
前
、
私
の
胸
を
触
り
な
が
ら

「お
っ
ば
い
！
」
と
言

っ
て
来
た
４
歳
の
息
子
。
あ
な
た
に
も
お

っ
ば
い
あ
る
で
し
ょ
と
い
う
と
、
「僕
は
お

っ
ば
い
じ
ゃ
な
の
！
　
む
ね
！
」
と
の
返
事
。
そ
の
と

き
は
深
く
考
え
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
先
日
お
風
呂
に
入
る
と
、
今
度
は
私
の
太

っ
た
お
腹
を
見
て

ク
ス
ク
ス
笑
い
な
が
ら
、
「
マ
マ
の
お
腹

ｗ
」
と
言

っ
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
に
も
あ
な
た
に
も
お
腹

あ
る
で
し
ょ
と
言
う
と
、
「僕
の
は
ヘ
ソ
Ｉ
Ｌ

と
の
こ
と
。
そ
こ
で
は
じ
め
て
、
体
の
形
で
名
前
を

判
断
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
。
出
っ
張

っ
て
い
た
ら
お
っ
ば
い
、
お
腹
。
平
ら
だ
っ
た
ら
胸
、　
ヘ
ソ
。
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他

の
家
族
の
体
型
を
聞
く
と
、
１
歳

の
妹
は
胸
と
お
腹
、
パ
パ
は
胸
と

ヘ
ソ
、
彼

の
中
で
お

っ
ば
い

の
有
る
無
し
、
お
腹

の
出
て
る
出
て
な
い
の
基
準
が
あ
る
こ
と
が
わ
か

っ
た
。

新
し
い
こ
と
ば
を
覚
え
て
い
く
と
き
、
そ
れ
を

「生
き
た
知
識
」

に
す
る
の
は
、
そ
の
こ
と
ば
と
近
い

意
味
を
持

つ
既
存
の
こ
と
ば
を
比
較
し
、
使

い
分
け
る
と
い
う
行
為
で
あ
る
。
詈
呈
中
は
差
異
の
体
系
」

と
い
う
原
理
と
連
結
し
て
、
す
べ
て
の
こ
と
ば
は
ユ
ニ
ー
ク
な
意
味
を
持
ち
、
対
比
さ
れ
る
と
い
う
原
理

が
あ
る
。
４
歳
に
し
て
こ
の
重
要
な
原
理
を
理
解
し
、
自
分
の
語
彙

の
体
系
を
構
築
す
る
た
め
に
実
践
し

て
い
る
の
だ
。





第
７
章

　

ヒ
ト

と

動

物

を

分

か

つ
も

の
―

―
推
論
と
思
考
バ
イ
ア
ス

第
６
章
で
は
、
子
ど
も
が
ど
の
よ
う
に
し
て
オ
ノ
マ
ト
ペ
か
ら
離
れ
、
抽
象
的
で
巨
大
な
意
味
の
記
号
体

系
で
あ
る
言
語
を
自
分
の
身
体

の

一
部
に
し
て
い
く
か
を
論
じ
た
。

こ
の
過
程
を
可
能

に
す
る
の
は

「ブ
ー

ト
ス
ト
ラ
ッ
ピ
ン
グ

・
サ
イ
ク
ル
」
と
い
う
、
当
初
は
感
覚

に
頼

っ
て
創

っ
た
小
さ
な
知
識
が
新
た
な
知
識

を
生
み
、
雪
だ
る
ま
式

に
自
律
的
に
知
識
を
成
長
さ
せ
て
い
く
仕
組
み
で
あ
る
と
述
べ
た
。
ブ
ー
ト
ス
ト
ラ

ッ
ピ
ン
グ

・
サ
イ
ク
ル
で
中
心
的
な
役
割
を
果
た
す
の
が
ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
推
論
で
あ
る
。
本
章
で
は
、
ア

ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
推
論
の
進
化
的
な
起
源
を
考
え
て
い
く
。

チ
ン
バ
ン
ジ
ー

「
ア
イ
」
の
実
験

「す
べ
て
の
対
象
に
は
名
前
が
あ
る
」
と
い
う
気

づ
き
は
、
言
語
と
い
う
記
号
体
系
を
自
分
で
構
築
し
て
い

く
た
め
の

一
歩
を
踏
み
出
す
た
め
の
偉
大
な
洞
察
で
あ
る
と
前
章
で
述

べ
た
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
洞
察
に
は



そ
の
下
に
も
う

一
つ
大
事
な
洞
察
が
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
。
名
前
と
い
う
の
は
、
形
式

（こ
と
ば
の
音
や
文

字
）
と
対
象
の
間
の
双
方
向
の
関
係
か
ら
成
り
立

っ
て
い
る
と
い
う
洞
察
で
あ
る
。
ど
う
い
う
こ
と
か
。

あ
る
対
象
に
つ
い
て
困
⊆
あ
Ｃ
と
い
う
こ
と
ば
の
音
を
聞
い
た
と
し
よ
う
。
子
ど
も
は
、
「く
つ
」
と
大

人
が
呼
ぶ
モ
ノ
は
困
５
３
Ｃ
と
い
う
音
で
表
す
こ
と
を
覚
え
る
。
「く
つ
」
の

一
事
例
を
見
せ
ら
れ
て
、
ア
」

れ
は
何
？
」
と
問
わ
れ
た
ら
、
や
が
て

「困
日
‘
Ｓ

と
答
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
同
様
に
子
ど
も
は
、

黄
色
い
甘
い
果
物
の
名
前
が

「曖
２
と
夕
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
を
覚
え
、
そ
の
果
物
を
大
人
が
指
差
し
て

「
こ
れ
何
？
」
と
聞
い
た
ら

「曜
２
と
強
」

と
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

っ
た
と
す
る
。
し
か
し
、

そ
の
子
ど
も
が
、
バ
ナ
ナ
、
リ
ン
ゴ
、
ミ
カ
ン
が
入

っ
て
い
る
ボ
ウ
ル
か
ら

「曖
乏
と
ｒ
」
を
取

っ
て
と

指
示
さ
れ
た
の
に
、
リ
ン
ゴ
を
取

っ
た
リ
ミ
カ
ン
を
取

っ
た
り
し
た
ら
、
親
は
わ
け
が
わ
か
ら
ず
、
ビ
ッ
ク

リ
す
る
だ
ろ
う
。

だ
が
、
こ
と
ば
の
形
式
と
対
象
の
間
に
は
双
方
向
性
の
関
係
性
が
あ
る
と
い
う
、
人
間
に
と
っ
て
当
た
り

前
の
こ
と
は
、
動
物
に
と

っ
て
は
当
た
り
前
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
今
井
が
何
年
も
前
に
見
た
、
あ
る
動
画

を
紹
介
し
た
い
。
京
都
大
学
霊
長
類
研
究
所

（当
時
）
の
松
沢
哲
郎
教
授
と
チ
ン
パ
ン
ジ
ー

「
ア
イ
」
の
実

験
の
動
画
だ
っ
た
。

ア
イ
は
訓
練
を
受
け
て
、
異
な
る
色
の
積
み
木
に
そ
れ
ぞ
れ
対
応
す
る
記
号

（絵
文
字
）
を
選
ぶ
こ
と
が

で
き
る
。
黄
色
の
積
み
木
な
ら
△
、
赤
の
積
み
木
な
ら
◇
、
黒
の
積
み
木
な
ら
○
を
選
ぶ
と
い
う
具
合
で
あ

226



第7章 ヒトと動物を分かつもの一―推論と思考バイアス

る
。
ア
イ
は
こ
れ
を
ほ
ぼ
完
壁
に
で
き
る
と
い
う
。
訓
練
の
あ
と
、
時
間
が
経

っ
て
も
そ
の
対
応
づ
け
の
記

憶
は
保
持
さ
れ
て
い
た
。

し
か
し
、
動
画
後
半
の
展
開
は
衝
撃
的
だ
っ
た
。
今
度
は
、
ア
イ
に
、
記
号
か
ら
色
を
選
ぶ
よ
う
指
示
し

た
。
黄
色
、
赤
、
黒
な
ど
、
最
初
の
訓
練
で
用
い
た
色
の
積
み
木
を
用
意
し
た
。
△
を
示
し
た
ら
異
な
る
色

の
積
み
木
か
ら
黄
色
い
積
み
木
、
◇
を
見
せ
た
ら
赤
い
積
み
木
、
○
を
見
せ
た
ら
黒
い
積
み
木
を
選
べ
る
と
、

当
然
私
た
ち
は
予
想
す
る
。
自
分
の
子
ど
も
で
そ
れ
が
で
き
な
か
っ
た
ら
パ

ニ
ッ
ク
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

だ
が
ア
イ
は
、
訓
練
さ
れ
た
方
向
で
の
対
応
づ
け
な
ら
難
な
く
正
解
で
き
る
の
に
、
逆
方
向
の
対
応
づ
け
、

つ
ま
り
異
な
る
記
号
に
そ
れ
ぞ
れ
対
応
す
る
積
み
木
の
色
を
選
ぶ
こ
と
が
、
ま
っ
た
く
で
き
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。

人
間
の
子
ど
も
の
言
語
の
発
達
を
研
究
す
る
今
井
は
、
こ
の
事
実
に
驚

愕
し
、
興
味
を
掻
き
立
て
ら
れ

た
。
普
段
文
献
を
フ
ォ
ロ
ー
し
て
い
る
人
間
の
子
ど
も
の
言
語
発
達
の
分
野
で
、
こ
の
よ
う
な
事
実
を
指
摘

す
る
論
文
を
そ
の
と
き
ま
で
読
ん
だ
こ
と
が
な
か
っ
た
。
実
際
、
ヒ
ト
の
幼
児
の
こ
と
ば
の
意
味
の
推
論
を

研
究
し
た
実
験
は
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
、
子
ど
も
に
あ
る
対
象
を
指
差
し
て

「ネ
ケ
」
と
い
う
新
奇
な
こ
と

ば
を
教
え
た
場
合
、
子
ど
も
が

「ネ
ケ
」
と
い
う
こ
と
ば
を
理
解
し
た
か
ど
う
か
を
確
か
め
る
た
め
に
、
そ

の
対
象
と
そ
れ
と
は
異
な
る
モ
ノ
を

一
緒
に
見
せ
、
「ネ
タ
は
ど
れ
？
」
と
聞
く
方
法
が
標
準
的
で
あ

っ
た
。

し
か
し
、
こ
の
実
験
の
方
法
は
、
Ａ
は
Ｘ
で
あ
る
と
教
え
た
と
き
に
、
子
ど
も
が
同
時
に
逆
方
向
も
学
習



で
き
て
お
り
、
Ｘ
は
Ａ
で
あ
る
と

「教
わ
る
」
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
の
だ
。
つ
ま
り
、
こ
の
黄
色
い
積
み

木
は
パ
Ｈ男
〇
で
あ
る
と
教
え
た
と
き
、
困
男
〇
と
い
う
音
は
黄
色
い
積
み
木
を
指
す
と
か
、
こ
の
赤
く
て

　

２２

丸
い
果
物
は
四
ｚ
ｏ
ｏ
で
あ
る
と
教
え
た
と
き
、
そ
の
逆
の
四
Ｚ
Ｏ
Ｏ
と
い
う
音
は
赤
く
て
丸
い
果
物
な
の

だ
と
思
い
こ
む
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
。
こ
の
逆
方
向

へ
の
一
般
化
こ
そ
が
、
特
定
の
音
が
対
象
の
名
前
な

の
だ
と
い
う
理
解
を
支
え
て
い
る
と
も
言
え
る
。

だ
が
、
よ
く
よ
く
考
え
て
み
る
と
、
こ
の

一
般
化
は
論
理
的
に
は
正
し
く
な
い
。
「
Ａ
な
ら
ば
Ｘ
」
は
、

「
Ｘ
な
ら
ば
Ａ
」
と
同
じ
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
「
ペ
ン
ギ
ン
な
ら
ば
鳥
で
あ
る
」
が
正
し
く
て
も
、

「鳥
な
ら
ば
ペ
ン
ギ
ン
で
あ
る
」
は
正
し
く
な
ら
な
い
こ
と
か
ら
す
ぐ
わ
か
る
こ
と
だ
。

ア
イ
が

「黄
色
い
積
み
木
は
△
、
赤
い
積
み
木
は
◇
」
と
学
習
し
て
も
、
「△
は
黄
色
い
積
み
木
、
◇
は

赤
い
積
み
木
」
と
選
べ
な
い
の
は
、
論
理
的
に
は
ま

っ
た
く
正
し
い
の
で
あ
る
。

対
象
↓
記
号
の
対
応
づ
け
を
学
習
し
た
ら
、
記
号
↓
対
象
の
対
応
づ
け
も
同
時
に
学
習
す
る
。
人
間
が
言

語
を
学
ぶ
と
き
に
当
然
だ
と
思
わ
れ
る
こ
の
想
定
は
、
論
理
的
に
は
正
し
く
な
い
過
剰

一
般
化
な
の
で
あ
る
。

非
論
理
的
な
推
論

「Ａ
な
ら
ば
Ｘ
」
を

「
Ｘ
な
ら
ば
Ａ
」
に
過
剰

一
般
化
す
る
こ
と
は
、
人
間
に
は
日
常
的

に
頻
繁
に
見
ら
れ

る
こ
と
で
あ
る
。
以
下
は
、
私
た
ち
が
と
く
に

「推
論
」
だ
と
い
う
感
覚
も
持
た
ず
に
行

っ
て
い
る
推
論
で



あ

る

。太
郎
は
仕
事
が
５
時
ま
で
に
終
わ

っ
た
ら
、
飲
み
会
に
参
加
す
る
と
言
っ
た
。
太
郎
は
飲
み
会
に
こ
な

か
っ
た
。
よ
っ
て
太
郎
は
５
時
ま
で
に
仕
事
が
終
わ
ら
な
か

っ
た
に
違
い
な
い
。

外
を
見
た
ら
道
路
が
濡
れ
て
い
た
。
気
づ
か
な
い
う
ち
に
雨
が
降

っ
た
に
違
い
な
い
。

右
の
二
つ
の
例
は

「間
違
い
」
だ
と
は
思
わ
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
は
論
理
学
で
は

「後
件
肯
定

の
誤

診
」
と
呼
ば
れ
る

「論
理
の
誤
り
」
な
の
で
あ
る
。
太
郎
が
飲
み
会
に
来
な
か

っ
た
の
は
、
仕
事
が

終
わ
ら
な
か
っ
た
た
め
と
は
限
ら
ず
、
他
の
急
用
が
で
き
た
た
め
か
も
し
れ
な
い
し
、
疲
れ
た
の
で
家
で
休

み
た
く
な

っ
た
た
め
か
も
し
れ
な
い
。
地
面
が
濡
れ
て
い
た
の
も
、
可
能
性
は
薄
い
が
放
水
車
が
水
を
撒
い

た
の
か
も
し
れ
な
い
。

後
件
肯
定
が
誤
診
で
あ
る
こ
と
は
、
次
の
例
を
見
る
と
わ
か
り
や
す
い
。

英
雄
は
色
を
好
む
。
Ｘ
は
色
を
好
む
。
だ
か
ら
、
Ｘ
は
英
雄
で
あ
る
。
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英
雄
色
を
好
む
と
い
う
の
は
有
名
な
格
言
で
あ
る
。
し
か
し
Ｘ
が
色
を
好
む
か
ら
と
い
っ
て
、
Ｘ
が
英
雄

と
は
限
ら
な
い
。
英
雄
で
な
い
色
ご
の
み
の
人
物
が
た
く
さ
ん
い
る
こ
と
を
私
た
ち
は
知

っ
て
い
る
。

そ
し
て
、
こ
れ
と
ま
っ
た
く
同
じ
論
理
形
式
の
こ
の
よ
う
な
例
は
ど
う
だ
ろ
う
。

新
型

コ
ロ
ナ
に
罹
患
す
る
と
、
喉
が
痛
く
な
り
、
発
熱
す
る
こ
と
が
多
い
。
今
、
私
は
喉
が
痛
く
て
熱

が
あ
る
。
だ
か
ら
私
は
新
型

コ
ロ
ナ
に
か
か
っ
て
い
る
。

喉
が
痛
く
な
る
病
気
は
新
型

コ
ロ
ナ
だ
け
で
は
な
い
。
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
か
も
し
れ
な
い
し
、
他
の
病
気

で
同
じ
症
状
が
出
る
こ
と
も
十
分
あ
り
う
る
。
し
か
し
多
く
の
人
は
、
新
型

コ
ロ
ナ
が
流
行
し
て
い
る
と
き

に
こ
の
よ
う
な
症
状
が
出
た
ら
、
当
然
の
よ
う
に
自
分
も

コ
ロ
ナ
感
染
を
し
た
の
で
は
な
い
か
と
疑
う
だ
ろ

＞り
。そ

も
そ
も
病
気
の
診
断
は
、
た
い
て
い
の
場
合
、
症
状
か
ら
そ
の
原
因

（病
名
）
を
遡
及
的
に
推
論
す
る

ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
推
論
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
現
代
医
学
で
は
病
名
を
確
定
す
る
た
め
に
さ
ま
ざ
ま
な
テ
ス
ト

を
行
う
。
し
か
し
、
第
６
章
で
述

べ
た
よ
う
に
、
医
師
が
最
初
に
病
気

に
つ
い
て
症
状
か
ら
予
測
が
で
き
な

け
れ
ば
、
何

の
テ
ス
ト
を
行
う
か
を
決
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

人
間
の
子
ど
も
は
、
幼
少
時
か
ら
こ
の
よ
う
な
論
理
を
逆
転
さ
せ
た
思
考
を
行
う
。
そ
れ
を
垣
間
見
る
こ
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と
が
で
き
る

エ
ピ
ソ
ー
ド
を
、
再
び

「ゆ
る
言
語
学

ラ
ジ
オ
」
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
か
ら
紹
介
し
よ
う
。

ラ
ジ
オ
ネ
ー
ム

¨
バ
タ
フ
ラ
イ
エ
フ
ェ
ク
ト
さ
ん

（２
歳
７
か
月
）

天
気
予
報
が
雨
の
日
は

「今
日
は
雨
だ
か
ら
長
靴
履
こ
う
ね
」
と
言

っ
て
、
長
靴
を
履
か
せ
て
い
ま

し
た
。
あ
る
長
靴
を
履

い
て
出
か
け
た
日
、
予
報
通
り
雨
が
降

っ
て
き
た
と
き
、
「今
日
は
○
○

（自

分
の
名
一じ

が
長
靴
を
履

い
た
か
ら
雨
が
降

っ
た
の
Ｐ
」
と
聞
か
れ
ま
し
た
。
雨
が
降

る
か
ら
長
靴
を

履
い
た
の
に
、
論
理
が
逆
転
し
て
長
靴
を
履

い
た
か
ら
雨
が
降

っ
た
と
勘
違
い
し
た
よ
う
で
す
。

原
因
と
結
果
を
ひ
っ
く
り
返
す
。
大
人
で
も
よ
く
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

い
つ
も
店
の
前
に
長

い
行
列
が
あ
る
店
が
あ
る
と
、
３
お
い
し
い
か
ら
混
ん
で
い
る
」
で
は
な
く
）
「混
ん
で
い
る
か
ら
お
い
し

い
」
と
考
え
、

つ
ら
れ
て
自
分
も
列
に
並
ん
で
し
ま
う
。
こ
れ
と
関
係
す
る
の
が
、
必
要
条
件
と
十
分
条
件

を
ひ

っ
く
り
返
す
バ
イ
ア
ス
だ
。
筆
者
た
ち
は
大
学
生
を
教
え
て
い
る
が
、
「
８
割
の
出
席
が
単
位
取
得

の

必
要
条
件
」
と
伝
え
る
と
、
多
く
の
学
生
は

「
８
割
出
席
す
れ
ば
単
位
が
も
ら
え
る
」
と
思
う
の
で
あ
る
。

動
物
は
し
な
い
対
称
性
推
論

先
ほ
ど
、
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
の
ア
イ
は
、
色
と
記
号

（絵
文
字
）
の
対
応
づ
け
に
つ
い
て
、
色
↓
記
号
の
方



向
で
訓
練
し
、
記
号
↓
色
の
テ
ス
ト
を
し
た
と
き
、
ま
っ
た
く
ラ
ン
ダ
ム
な
反
応
に
な

っ
て
し
ま
う
と
い
う

研
究
を
紹
介
し
た
。
前
項
で
見
た
よ
う
に
、
前
提
と
結
論
を
ひ
っ
く
り
返
し
て
し
ま
う
推
論
―
―
こ
れ
を
心

理
学
で
は
対
称
性
推
論
と
い
う
―
―
は
、
ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
推
論
と
深
い
関
係
が
あ
る
、
非
論
理
的
な
推
論

で
あ
る
。
だ
と
し
た
ら
、
動
物
は
ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
推
論
を
す
る
の
か
、
と
い
う
疑
間
が
湧
く
。

デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド

・
プ
レ
マ
ッ
ク
と
い
う
ア
メ
リ
カ
の
心
理
学
者
は
、
動
物
が
ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
推
論
を
す

る
か
、
と
く
に
、
動
物
が
結
果
か
ら
原
因
に
つ
い
て
推
測
す
る
と
考
え
る
根
拠
は
な
い
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「動
物
は
、
自
分
自
身
の
行
為
が
原
因
に
な
ら
な
い
よ
う
な
現
象

（た
と

え
ば
、
風
で
樹
が
折
れ
る
現
象
）
が
因
果
的
事
象
で
あ
る
こ
と
を
学
習
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
動
物
で

も
、
大
き
な
岩
は
小
さ
な
岩
よ
り
も
樹
の
枝
を
折
り
や
す
い
と
い
う
こ
と
は
わ
か
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
大

き
な
岩
が
折
れ
た
枝
の
そ
ば
に
あ
る
の
を
見
た
と
き
に
、
そ
の
岩
が
枝
を
折

っ
た
と
推
測
で
き
る
だ
ろ
う

か
，
。

そ
れ
を
示
す
証
拠
は
こ
れ
ま
で
に
報
告
さ
れ
て
い
な
い
」
。

こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
、
ベ
ル
ベ
ッ
ト
モ
ン
キ
ー
は
、
天
敵
で
あ
る
蛇
が
砂
地
の
上
に
跡
を
残
し
て
這
う

の
を
見
る
こ
と
が
あ

っ
て
も
、
蛇
の
這

っ
た
跡
か
ら
蛇
の
存
在
を
予
測
で
き
な
い
、
と
い
う
興
味
深
い
報
告

が
あ
る
。
こ
の
サ
ル
た
ち
は
、
蛇
が
い
な
い
状
態
で
跡
を
見
て
も
不
安
を
示
し
た
り
は
し
な
い
。
す
な
わ
ち
、

砂
の
跡
は
蛇
が
近
く
に
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
、
と
予
測
す
る
よ
う
な
学
習
は
起
こ
ら
な
い
の
だ
。

そ
れ
に
対
し
て
、
ヒ
ト
は
自
分
に
直
接
関
わ
り
の
な
い
自
然
現
象
な
ど
に
つ
い
て
、
因
果
関
係
を
認
識
す



る

（と
い
う
よ
り
、
そ
の
必
要
が
な
く
て
も
原
因
を
推
測
し
て
し
ま
う
）。
動
物
が
対
称
性
推
論
を
す
る
か
ど
う

か
の
問
題
は
、
ヒ
ト
以
外
の
動
物
が
因
果
推
論
に
代
表
さ
れ
る
非
論
理
的
で
経
験
則
に
基
づ
く
推
論
を
で
き

る
か
と
い
う
問
題
に
つ
な
が
る
の
で
、
世
界
中
の
多
く
の
研
究
者
た
ち
が
関
心
を
持
ち
、
長
年
取
り
組
ん
で

き
た
。
対
象
と
な

っ
た
動
物
も
チ
ン
パ
ソ
ジ
ー
や
サ
ル
、
ネ
ズ
ミ
、
ア
シ
カ
、　
ハ
ト
、
（鳥
類
で
も
っ
と
も
賢

い
と
さ
れ
る
）
カ
ラ
ス
、
カ
ケ
ス
な
ど
多
様
で
あ
る
。

あ
る
研
究
者
が
２
０
０
９
年
に

「
２５
年
間
の
対
称
性
研
究
」
と
い
う
論
文
で
、
１
９
８
０
年
代
か
ら
４
半

世
紀
に
わ
た
る
動
物
種
の
対
称
性
研
究
を
総
括
す
る
レ
ビ

ュ
ー
を
発
表
し
た
。
基
本
的
に
ど
の
種
の
ど
の
よ

う
な
手
法
を
用
い
た
研
究
で
も
、
動
物
が
対
称
性
推
論
を
す
る
こ
と
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
、
例
外

は
ア
シ
カ
を
対
象
に
し
た
研
究
で
、
ア
シ
カ
に
対
称
性
推
論
が
見
ら
れ
る
と
い
う
報
告
が
な
さ
れ
て
い
る
。

た
だ
、
こ
の
研
究
は
実
験
方
法
に
問
題
が
あ
る
と
し
て
結
論
を
疑
問
視
す
る
批
判
も
上
が

っ
て
い
て
、
ア
シ

カ
が
対
称
性
推
論
を
す
る
可
能
性
は
立
証
さ
れ
た
と
い
う
よ
り
は
グ
レ
ー
な
ま
ま
で
あ
る
。

先
ほ
ど
紹
介
し
た
よ
う
に
、
我
々
と
祖
先
を
同
じ
く
す
る
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
で
は
、
集
団
と
し
て
は
対
称
性

推
論
が
で
き
な
い

（あ
る
い
は
し
な
い
）
と
い
う
結
論
が
下
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
中
で
例
外
を
示

す
個
体
の
存
在
も
報
告
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
個
体
は
、
先
ほ
ど
紹
介
し
た
京
都
大
学
霊
長
類
研
究
所
の
天
才

チ
ン
パ
ン
ジ
ー

「
ア
イ
」
と
い
っ
し
ょ
に
飼
育
さ
れ
て
い
る
メ
ス
で
、
「
ク
ロ
エ
」
と
名
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

ク
ロ
エ
は
研
究
グ
ル
ー
プ
が
行

っ
た
対
称
性
推
論
の
テ
ス
ト
で
、
他
の
個
体
と
異
な
り
、
学
習
し
た
対
象
と
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記
号
の
対
応
づ
け
を
逆
方
向
に
一
般
化
し
て
、
対
称
性
推
論
を
し
て
見
せ
た
。
ク
ロ
エ
は
こ
れ
か
ら
紹
介
す

る
筆
者

（今
井
）
の
研
究
チ
ー
ム
が
行

っ
た
ヒ
ト
幼
児
と
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
の
比
較
研
究
に
も
参
加
し
て
お
り
、

参
加
し
た
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
の
７
個
体
の
中
で
や
は
り
唯

一
対
称
性
推
論
を
行

っ
た
の
だ
。
こ
の
こ
と
は
、
後

ほ
ど
も
う

一
度
取
り
上
げ
た
い
。

対
称
性
推
論
の
ミ
ッ
シ
ン
グ
リ
ン
ク

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
言
語
の
学
習
に
は
、
記
号
と
対
象
の
間
の
双
方
的
な
関
係
性
を
理
解
し
、
ど
ち

ら
か
の
方
向

（た
と
え
ば
記
号
Ａ
↓
対
象
Ｘ
）
の
結
び
つ
き
を
学
ん
だ
ら
、
そ
の
結
び
つ
き
を
逆
方
向

（対
象

Ｘ
↓
記
号
Ａ
）
に

一
般
化
で
き
る
と
想
定
す
る
必
要
が
あ
る
。
ヒ
ト
の
子
ど
も
が
こ
と
ば
を
覚
え
る
と
い
う

事
実
は
、
そ
の
時
点
で
対
称
性
推
論
を
行

っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

対
し
て
、

ヒ
ト
以
外
の
動
物
種
で
は
、
ほ
ん
の
少
数
の

（グ
レ
ー
な
）
例
外
を
除
い
て
対
称
性
推
論
は
行

わ
な
い

（あ
え
て
行
わ
な
い
の
か
、
行
え
な
い
の
か
は
わ
か
ら
な
い
）。
こ
れ
ら
の
観
察
で
き
る
事
実
か
ら
ア
ブ

ダ
ク
シ
ョ
ン
推
論
を
行
う
と
次
の
よ
う
な
仮
説
が
得
ら
れ
る
。
そ
う
、
対
称
性
推
論
を
ご
く
自
然
に
す
る
バ

イ
ア
ス
が
ヒ
ト
に
は
あ
る
が
、
動
物
に
は
そ
れ
が
な
く
、
こ
の
こ
と
が
、
生
物
的
な
種
と
し
て
言
語
を
持
つ

か
持
た
な
い
か
を
決
定
づ
け
て
い
る
、
と
い
う
仮
説
で
あ
る
。
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
著
者
た
ち
が
は
じ
め
て

考
え
つ
い
た
仮
説
で
は
な
い
。
動
物
の
思
考
を
研
究
す
る
研
究
者
た
ち
、
と
く
に
対
称
性
推
論
を
研
究
す
る



研
究
者
た
ち
が
ず

っ
と
昔
か
ら
指
摘
し
て
き
た
こ
と
だ
。

し
か
し
、
こ
の
言
語
進
化
の
理
論
に
食
い
込
む
仮
説
に
つ
い
て
、
ミ
ッ
シ
ン
グ
リ
ン
ク
と
も
言
え
る
未
解

決
の
大
き
な
問
題
が
あ

っ
た
。
対
称
性
推
論
を
す
る
バ
イ
ア
ス

（学
習
し
た
こ
と
を
逆
方
向
の
結
び
つ
き
に
過

剰

一
般
化
す
る
バ
イ
ア
ろ

が
、

ヒ
ト
の
子
ど
も
で
ど
の
よ
う
に
生
ま
れ
る
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

二
つ
の
仮
説
を
考
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

仮
説
１
　
ヒ
ト
乳
児
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
対
称
性
推
論
を
す
る
バ
イ
ア
ス

（こ
れ
か
ら
は

「対
称

性
バ
イ
ア
ス
」
と
呼
ぶ
）
を
持

っ
て
い
る
。
こ
の
仮
説
は
、
生
ま
れ

つ
き
対
称
性
バ
イ

ア
ス
を
持

っ
て
い
る
か
ら
ヒ
ト
は
言
語
習
得
が
可
能
だ
と
い
う
仮
説
に
連
結
し
て
い
る
。

仮
説
２
　
ヒ
ト
乳
児
は
言
語
の
学
習
の
経
験
を
通
し
て
、
こ
と
ば
と
い
う
記
号
と
対
象
の
間
に
双

方
向
性
の
関
係
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。

つ
ま
り
、
対
称
性
推
論
を
す
る
バ
イ
ア
ス
は

言
語
学
習
の
結
果
生
ま
れ
る
。

こ
の
問
題
は
、
動
物
心
理
学
の
研
究
者
や
ヒ
ト
の
思
考
を
研
究
す
る
研
究
者
た
ち
の
間
で
話
題
に
は
な

っ

て
い
た
。
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、
仮
説
２
が
正
し
い
と
考
え
る
研
究
者
た
ち
が
多
か
っ
た
が
、
ど
ち
ら
が
正

し
い
の
か
を
決
定
づ
け
る
デ
ー
タ
は
存
在
し
な
か

っ
た
。

第 7章 ヒトと動物を分かつもの一―推論と思考バイアス

235



仮
説
２
は
も

っ
と
も
な
仮
説
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、　
一
つ
欠
点
が
あ
る
。
こ
と
ば
の
意
味
の
学
習

の
経
験
を
通
し
て
、
こ
と
ば

（記
号
）
と
対
象
の
間
に
双
方
向
性
の
関
係
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
こ
と
自
体

が
ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
推
論
に
よ
る
洞
察
で
あ
り
、
そ
の
洞
察
が
ど
の
よ
う
に
生
ま
れ
る
の
か
と
い
う
説
明
が

必
要
に
な
る
の
で
あ
る
。
仮
説
１
を
支
持
す
る
場
合
に
も

一
つ
重
要
な
疑
間
が
残
る
。
我
々
の
進
化
的
祖
先

と
我
々
の
思
考
の
仕
方
の
違
い
は
ど
の
よ
う
に
生
ま
れ
る
の
か
、
た
と
え
ば
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
と
我
々
人
間
の

間
に
は
進
化
的
な
断
絶
が
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
対
称
性
バ
イ
ア
ス
は
進
化
の
過
程
で
徐
々
に
連
続
的
に
生

ま
れ
る
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

仮
説
１
と
仮
説
２
の
ど
ち
ら
が
正
し
い
か
を
結
論
づ
け
る
た
め
に
必
要
な
デ
ー
タ
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。

こ
と
ば
の
意
味
の
学
習
を
始
め
る
以
前
の
乳
児
が
、
言
語
の
学
習
以
外
の
文
脈
で
対
称
性
バ
イ
ア
ス
を
示
す

か
を
明
ら
か
に
す
べ
く
、
今
井
は
共
同
研
究
者
た
ち
と
実
験
を
行

っ
た
。

ヒ
ト
乳
児
の
対
称
性
推
論

実
験
の
対
象
に
し
た
の
は
、
生
後
８
か
月
の
ヒ
ト
乳
児
３３
人
と
、
成
体
の
チ
ン
パ
ン
ジ
１
７
個
体
で
あ
る
。

生
後
８
か
月
と
い
う
月
齢
を
選
ん
だ
の
は
、
生
後
１０
～
１２
か
月
く
ら
い
ま
で
は
、
赤
ち
ゃ
ん
は
母
語
の
音
の

分
析
を
し
て
、
音
の
塊
と
し
て
の
単
語
の
切
り
出
し
を
言
語
学
習
の
中
心
と
し
て
い
る
の
で
、
意
味
を
知

っ

て
い
る
単
語
は
非
常
に
少
な
く
、
ま
た
、
意
味
の
学
習
を
す
る
た
め
の
手
が
か
り
も
ま
だ
学
習
し
て
い
な
い
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と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
月
齢
の
赤
ち
ゃ
ん
が
、
学
習
し
た
Ａ
↓
Ｘ
の
結
び
つ
き
を
Ｘ
↓
Ａ
に
一

般
化
し
た
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
こ
と
ば
の
意
味
の
学
習
の
経
験
か
ら
導
き
出
し
た
思
考
法
で
は
な
い
こ
と
に

な
る
。
こ
と
ば
の
意
味
の
学
習
を
始
め
る
以
前
か
ら
、
赤
ち
ゃ
ん
が
対
称
性
バ
イ
ア
ス
を
持

っ
て
い
た
と
考

え
る
こ
と
が
で
き
る
。

ど
の
よ
う
な
実
験
を
し
た
の
か
、
簡
単
に
紹
介
し
よ
う
。
生
後
８
か
月
の
ヒ
ト
乳
児
に
、
図
７
１
１
の
２

種
類
の
動
画
を
繰
り
返
し
見
せ
た
。
動
画
で
は
、
二
種
類
の
お
も
ち
ゃ

（イ
ヌ
と
ド
ラ
ゴ
こ

が
ま
ず
提
示

さ
れ
、
そ
の
後
、
お
も
ち
ゃ
が
小
さ
く
な

っ
て
ボ
ー
ル
に
変
身
し
、
ボ
ー
ル
が
動
き
だ
す
が
、
別
々
の
動
き

が
続
く
。
イ
ヌ
が
変
身
し
た
ボ
ー
ル
は
ジ
グ
ザ
グ
に
動
き
、
ド
ラ
ゴ
ン
が
変
身
し
た
ボ
ー
ル
は
曲
線
的
に
動

く
。
つ
ま
り
、
赤
ち
ゃ
ん
は
二
種
類
の
モ
ノ
↓
動
き
の
組
み
合
わ
せ
を
学
習
す
る
わ
け
で
あ
る
。

赤
ち
ゃ
ん
が
２
種
類
の
組
み
合
わ
せ
の
ど
ち
ら
も
学
習
し
た
こ
と
を
確
認
し
た
ら
、
テ
ス
ト
を
始
め
る
。

ち
な
み
に
、
赤
ち
ゃ
ん
が
モ
ノ
↓
動
き
の
対
応
づ
け
を
学
習
し
た
か
ど
う
か
は
赤
ち
ゃ
ん
の
視
線
で
計
測
す

る
。
赤
ち
ゃ
ん
は
、
決
ま
っ
た
組
み
合
わ
せ
を
学
習
す
る
と
、
飽
き
て
そ
れ
以
上
動
画
を
見
よ
う
と
し
な
く

な
る
。
そ
の
性
質
を
利
用
し
て
、
学
習
し
た
か
ど
う
か
の
判
断
に
使
う
の
で
あ
る
。

テ
ス
ト
で
は
、
モ
ノ
↓
動
き
の
順
番
を
逆
に
行
う
。
動
画
は
動
き
か
ら
始
ま
り
、
そ
の
後
に
、
二
つ
の
お

も
ち
ゃ
が
見
せ
ら
れ
る
。
ト
ラ
イ
ア
ル
に
よ
っ
て
、
訓
練
で
学
習
し
た
よ
う
に
、
動
き
と
モ
ノ
が
対
応
す
る

パ
タ
ー
ン
と
、
動
き
と
モ
ノ
が
対
応
し
な
い
パ
タ
ー
ン
を
見
せ
る
。
図
の
例
で
い
う
と
、
ジ
グ
ザ
グ
の
動
き



訓練 テス ト

晰

オ
ジグザク
の動き

轟
↓
隼
躙

隼
′ヽ

憔 轟

副‖練と   ヨ‖練と
違う   同じ

図7-1 ヒト乳児の対称性推論の実験

の
あ
と
に
イ
ヌ
が
出
て
き
た
ら
訓
練
と

一
致
、
ド
ラ
ゴ
ン
が
出
て
き

た
ら
訓
練
と
不

一
致
の
組
み
合
わ
せ
に
な
る
。

赤
ち
ゃ
ん
が
、
学
習
し
た
モ
ノ
↓
動
き
の
対
応
づ
け
を
逆
方
向
に

一
般
化
し
た
ら
、
赤
ち
ゃ
ん
は
対
称
性
推
論
を
し
た
と
見
な
す
。
対

称
性
推
論
を
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
モ
ノ
↓
動
き
の
対
応
づ
け
は
、

動
き
↓

モ
ノ
の
対
応
づ
け
に
は
関
係
な
い
と
見
な
さ
れ
、
訓
練
の
と

き
と
同
じ
モ
ノ
を
見
よ
う
が
、
違
う
も
の
を
見
よ
う
が
、
赤
ち
ゃ
ん

の
反
応
は
変
わ
ら
な
い
は
ず
だ
。

こ
こ
で
も
、
赤
ち
ゃ
ん
の
推
論
の
指
標
は
視
線
で
あ
る
。
赤
ち
ゃ

ん
は
予
測
と
違
う
事
象
を
見
せ
ら
れ
る
と
、
ビ

ッ
ク
リ
し
て
、
予
測

ど
お
り
の
と
き
に
比
べ
て
事
象
を
長
く
注
視
す
る
こ
と
が
わ
か
っ
て

い
る
。
こ
の
実
験
に
参
加
し
た
赤
ち
ゃ
ん
が
対
称
性
推
論
を
し
て
い

る
の
で
あ
れ
ば
、
テ
ス
ト
の
と
き
に
、
訓
練
と
は
違
う
動
き
と
モ
ノ

が
対
応
し
な
い
動
画
が
始
ま

っ
て
も
、
訓
練
で
学
習
し
た
よ
う
に
動

き
に
対
応
し
た
モ
ノ
が
現
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
は
ず
で
あ
る
。
イ

ヌ
↓
ジ
グ
ザ
ク
、
ド
ラ
ゴ
ン
↓
曲
線
の
ペ
ア
を
学
習
し
た
赤
ち
ゃ
ん
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が
、
ジ
グ
ザ
ク
か
ら
始
ま
る
動
画
を
見
れ
ば
、
イ
ヌ
を
見
る
こ
と
を
予
想
す
る
の
で
、
そ
こ
に
ド
ラ
ゴ
ン
が

現
れ
た
ら
ビ

ッ
ク
リ
し
て
長
く
そ
の
動
画
を
注
視
す
る
は
ず
な
の
だ
。

結
果
は
、
生
後

８
か
月
の
人
間
の
赤
ち
ゃ
ん
、

つ
ま
り
、
単
語
の
意
味
の
学
習
を
本
格
的
に
始
め
て
い
な

い
、
意
味
が
わ
か
る
こ
と
ば
を
ほ
と
ん
ど
持

っ
て
い
な
い
赤
ち
ゃ
ん
が
、
対
称
性
推
論
を
す
る
と
い
う
こ
と

を
示
す
も
の
で
あ

っ
た
。
赤
ち
ゃ
ん
は
、

二
つ
の
要
素

（
モ
ノ
と
動
き
）
の
連
合
を
学
習
し
た
と
き
、
教
え

ら
れ
た
方
向
と
逆
か
ら
提
示
さ
れ
て
も
、　
モ
ノ
と
動
き
の
連
合
が
保
持
さ
れ
る
と
考
え
、
学
習
し
た
対
応
づ

け
と
違
う
組
み
合
わ
せ
を
見
せ
ら
れ
る
と
ビ

ッ
ク
リ
し
た
の
で
あ
る
。

１
　
実
際
の
実
験
デ
ザ
イ
ン
で
は
、
お
も
ち
ゃ
と
動
き
の
組
み
合
わ
せ
は
赤
ち
ゃ
ん
に
よ
っ
て
変
え
ら
れ
、
特
定
の
組
み

合
わ
せ
に
よ
る
効
果
が
結
果
に
影
響
し
な
い
よ
う
配
慮
さ
れ
て
い
る
。

チ
ン
バ
ン
ジ
ー
の
反
応

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
チ
ン
パ

ン
ジ
ー
も
他
の
動
物
種
と
同
様
、
対
称
性
推
論
は
し
な
い
こ
と
が
た
く

さ
ん
の
実
験
か
ら
わ
か

っ
て
い
た
。
し
か
し
今
井
た
ち
は
、　
ヒ
ト
の
赤
ち
ゃ
ん
と
同
じ
刺
激
、
同
じ
手
法
で
、

チ
ン
パ
ン
ジ
ー
の
対
称
性
推
論
の
有
無
を
直
接
確
か
め
た
か

っ
た
の
で
、
こ
の
実
験
を
７
頭
の
チ
ン
パ
ン
ジ

ー
に
も
行

っ
た
。



動
物
を
対
象
に
し
て
こ
れ
ま
で
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
実
験
は
、
訓
練
に
オ
ペ
ラ
ン
ト
条
件
づ
け
と
い
う

手
法
を
使

っ
て
い
た
。
本
章
の
冒
頭
に
紹
介
し
た
、
色
と
そ
れ
に
対
応
す
る
記
号

（絵
文
字
）
を
学
習
さ
せ

る
実
験
で
は
、　
一
つ
の
色
の
積
み
木
を
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
に
見
せ
、
絵
文
字
の
チ
ッ
プ
の
並
び
か
ら
ど
れ
か
を

選
ば
せ
る
。
最
初
は
ラ
ン
ダ
ム
に
選
ぶ
し
か
な
い
。
た
ま
た
ま
、
正
し
い

（実
験
者
が
あ
ら
か
じ
め
決
め
た
）

絵
文
字
を
選
ん
だ
ら
、
（リ
ン
ゴ
の
か
け
ら
と
か
ジ
ュ
ー
ス
な
ど
の
）
ご
褒
美
を
も
ら
え
る
。
何
日
も
何
十
日

も
か
け
て
、
何
回
も
何
回
も
こ
の
訓
練
を
繰
り
返
し
、
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
は
こ
の
色
の
と
き
に
こ
の
絵
文
字
を

選
択
し
た
ら
ご
褒
美
を
も
ら
え
る
、
と
学
習
す
る
わ
け
で
あ
る
。

オ
ペ
ラ
ン
ト
条
件
づ
け
の
手
法
を
用
い
た
動
物
の
対
称
性
推
論
の
実
験
で
は
、　
一
つ
問
題
が
あ

っ
た
。
動

物
は
、
刺
激
Ａ
に
対
し
て
Ｘ
を
選
ん
だ
ら
ご
褒
美
と
い
う
系
列
を
つ
ね
に
経
験
す
る
。
し
か
し
、
対
称
性
の

場
合
に
は
、
Ｘ
と
Ａ
の
順
は
逆
に
な
る
が
、
そ
の
試
行
が
ご
褒
美
か
ら
始
ま
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
が
動
物

を
混
乱
さ
せ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
可
能
性
も
懸
念
さ
れ
た
。
そ
こ
で
我
々
は
、
ト
ラ
イ
ア
ル
ご
と

に
ご
褒
美
を
与
え
る
こ
と
を
せ
ず
、
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
た
ち
に
、
人
間
の
赤
ち
ゃ
ん
に
見
せ
た
の
と
同
じ
動
画

を
見
せ
る
だ
け
と
い
う
方
法
を
使

っ
て
み
た
。

以
前
の
研
究
と
同
じ
よ
う
に
、
チ
ン
バ
ン
ジ
ー
は
対
称
性
推
論
が
で
き
な
い

（あ
る
い
は
あ
え
て
し
な

い
）
な
ら
、
テ
ス
ト
で
、
動
き
か
ら
始
ま
っ
た
動
画
を
見
た
ら
、
訓
練
の
お
も
ち
ゃ
が
そ
の
動
き
に
対
応
づ

け
ら
れ
た
も
の
で
も
、
対
応
づ
け
ら
れ
て
い
な
く
て
も
、
関
係
な
い
と
思
う
は
ず
だ
。
つ
ま
り
、
二
つ
の
お
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も
ち
ゃ
を
見
る
時
間
に
差
が
な
い
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
こ
の
と
き
大
事
な
こ
と
が
あ
る
。
チ
ン
パ
ン
ジ
ー

が
、
訓
練
で
は
モ
ノ
↓
動
き
の
対
応
づ
け
を
き
ち
ん
と
学
習
で
き
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
そ
う
で
な
い
と
、
テ
ス
ト
で
、
訓
練
と

一
致
し
た
ペ
ア
と

一
致
し
な
い
ペ
ア
を
見
る
長
さ
が
変
わ
ら

な
い
と
い
う
と
き
に
、
そ
れ
は
対
称
性
推
論
を
し
な
い
か
ら
な
の
か
、
も
と
も
と
対
応
づ
け
を
学
べ
な
か
っ

た
か
ら
な
の
か
が
わ
か
ら
な
い
。

そ
こ
で
、
あ
ら
か
じ
め
７
頭
の
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
た
ち
に
は
、
訓
練
さ
れ
た
対
応
づ
け
が
学
習
で
き
る
こ
と

を
テ
ス
ト
し
て
お
い
た

（順
方
向
テ
ス
ト
）。
こ
の
テ
ス
ト
で
は
、
訓
練
し
た
あ
と
で
、
訓
練
ど
お
り
の
組
み

合
わ
せ
と
、
訓
練
と
は
違
う
組
み
合
わ
せ
を
見
せ
て
、
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
が
そ
れ
ら
を
見
る
時
間
が
違
う
か
ど

う
か
を
確
か
め
た
。
そ
の
結
果
、
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
は
、
訓
練
の
組
み
合
わ
せ
を
順
方
向
で
は
き
ち
ん
と
学
習

し
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
そ
の
上
で
、
順
方
向
の
訓
練
と
テ
ス
ト
が
影
響
し
な
い
よ
う
、
何
か
月
か
時
間

を
空
け
て
対
称
性
推
論
の
訓
練
と
テ
ス
ト
を
行

っ
た
。

結
果
は
、
「
ア
イ
」
の
報
告
を
含
む
こ
れ
ま
で
の
研
究
と
同
じ
だ

っ
た
。
つ
ま
り
、
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
た
ち

は
、
集
団
と
し
て
は
、
訓
練
の
と
き
と
逆
方
向
の
動
き
↓
モ
ノ
の
順
に
見
せ
ら
れ
た
動
画
で
は
、
訓
練
の
と

き
の
組
み
合
わ
せ
と
同
じ
ペ
ア
で
も
違
う
ペ
ア
で
も
、
ま

っ
た
く
動
画
を
見
る
時
間
が
変
わ
ら
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。



「ク
ロ
エ
」
と
ア
プ
ダ
ク
シ
ョ
ン
推
論
の
萌
芽

こ
の
実
験
で
は
、
ヒ
ト
の
乳
児
は
、
こ
と
ば
の
意
味
を
覚
え
る
以
前
か
ら
、
学
習
し
た
こ
と
を
逆
の
方
向

に

（
つ
ま
り
論
理
的
に
は
過
剰
に
）

一
般
化
す
る
バ
イ
ア
ス
を
持

っ
て
い
る
の
に
対
し
、
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
は
、

対
称
性
推
論
を
行
わ
な
い
と
い
う
結
果
を
示
し
た
。
こ
の
結
果
は
、
人
間
が
言
語
を
持
ち
、
人
間
以
外
の
動

物
種
が
言
語
を
持
た
な
い
の
は
、
言
語
と
い
う
も
の
を
習
得
し
、
運
用
す
る
た
め
に
必
要
な
認
知
バ
イ
ア
ス

お
よ
び
認
知
能
力
の
違
い
な
の
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
可
能
性
が
現
実
味
を
帯
び
て
く
る
。

す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
こ
の
仮
説

（先
ほ
ど
の

「仮
説
２
し

で
は
、
対
称
性
推
論
を
ヒ
ト
と
い
う
種

が
突
然
す
る
よ
う
に
な

っ
た
の
は
、
突
然
変
異
の
よ
う
に
し
て
起
こ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
進
化
的
に
徐
々

に
連
続
的
に
生
ま
れ
た
も
の
な
の
か
と
い
う
疑
間
が
残
る
。

こ
の
疑
間
に
つ
い
て
、
答
え
の
方
向
性
を
示
す
ヒ
ン
ト
が
こ
の
実
験
か
ら
得
ら
れ
た
。
実
は
、
実
験
に
参

加
し
た
チ
ン
パ
ン
ジ
１
７
頭
に
つ
い
て
、
モ
ノ
↓
動
き
の
対
応
づ
け
を
学
習
で
き
た
か
ど
う
か
を
個
体
別
に

見
て
み
た
。
最
初
に
行

っ
た
順
方
向
で
の
確
認
テ
ス
ト
で
は
、
す
べ
て
の
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
た
ち
は
学
習
し
た

組
み
合
わ
せ
の
ほ
う
を
長
く
見
た
。

つ
ま
り
、
学
習
し
た
ペ
ア
の
ほ
う
を
好
ん
で
見
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

対
称
性
推
論
を
必
要
と
す
る
、
逆
方
向
の
テ
ス
ト
で
は
、
新
奇
な
ペ
ア
と
学
習
済
み
の
ペ
ア
を
見
た
時
間
に

変
わ
り
が
な
か

っ
た
。
そ
の
中
で
、
ク
ロ
エ
と
い
う
個
体
だ
け
が
、
す
で
に
学
習
し
た
組
み
合
わ
せ
の
ほ
う

を
長
く
見
た
の
で
あ
る
。
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興
味
深
い
こ
と
に
、
何
年
も
前
に
行
わ
れ
た
、
別
の
刺
激
と
手
法
を
用
い
た
以
前
の
実
験
で
も
、
ク
ロ
エ

だ
け
対
称
性
推
論
を
行

っ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
す
る
結
果
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
ク
ロ
エ
は
対
称

性
で
は
な
く
、
相
互
排
他
性
推
論
を
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
と
し
て
は
特
異
的
に
す
る
こ
と
も
報
告
さ
れ
て
い
る
。

相
互
排
他
性
推
論
と
は
、
人
間
の
子
ど
も
も
こ
と
ば
の
意
味
を
学
習
す
る
と
き
に
よ
く
す
る
推
論
で
、
名
前

を
知

っ
て
い
る
対
象
と
名
前
を
知
ら
な
い
対
象
を
目
の
前
に
し
て
、
知
ら
な
い
名
前
を
聞
い
た
ら
、
そ
の
新

奇
な
名
前
は
名
前
を
知
ら
な
い
対
象
の
名
前
だ
と
思
う
と
い
う
推
論
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
「
コ
考
フ
」
と
い
う
こ
と
ば
を
知

っ
て
い
て
、
「
ハ
ニ
ー
デ
ィ
ッ
パ
ー
」
と
い
う
こ
と
ば
は
知

ら
な
い
子
ど
も
で
も
、　
コ
考
フ
と

ハ
ニ
ー
デ
ィ
ッ
パ
ー
が
目
の
前
に
あ
る
状
況
で

「
ハ
ニ
ー
デ
ィ
ッ
パ
ー
を

取

っ
て
」
と
言
わ
れ
た
ら
、
躊
躇
せ
ず

ハ
ニ
ー
デ

ィ
ッ
パ
ー
を
手
渡
す
。
２
歳
以
下
の
子
ど
も
で
も
、
未
知

の
名
前
は
自
分
が
名
前
を
知
ら
な
い
ほ
う
の
モ
ノ
の
名
前
だ
と
思
う
の
だ
。
こ
れ
を
相
互
排
他
性
バ
イ
ア
ス

と
い
う
。
相
互
排
他
性
推
論
も
、
論
理
的
に
は
正
し
く
な
い
、
ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
推
論
の

一
種
で
あ
る
。
他

の
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
は
こ
の
課
題
に
ラ
ン
ダ
ム
反
応
を
示
し
た
が
、
ク
ロ
エ
だ
け
は
ヒ
ト
幼
児
と
同
じ
反
応
を

示
し
た
。

ク
ロ
エ
だ
け
で
結
論
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
ク
ロ
エ
が
過
去
の
実
験
で
の
ふ
る
ま
い
と
、
今
井
た

ち
の
対
称
性
の
ヒ
ト
・
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
の
比
較
実
験
と
で
、　
一
貫
し
て
対
称
性
を
は
じ
め
と
し
た
非
論
理
の

推
論
を
見
せ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
の
中
に
も
、
ご
く
少
数
で
あ
る
が
対
称
性
推
論
が
で
き



る

（あ
る
い
は
し
よ
う
と
す
る
）
個
体
が
存
在
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
と
す
れ
ば
、
人
間
特
有
の

ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
推
論
の
萌
芽
は
、
私
た
ち
の
祖
先
に
す
で
に
存
在
し
て
お
り
、
進
化
の
過
程
で
徐
々
に
形

成
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
可
能
性
が
浮
か
び
上
が

っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

人
類
の
進
化

い
ず
れ
に
せ
よ
、
対
称
性
推
論
に
よ
る

（論
理
的
に
は
正
し
く
な
い
）
逆
方
向

へ
の

一
般
化
は
、
言
語
を

学
び
、
習
得
す
る
た
め
に
は
不
可
欠
の
も
の
で
あ
る
し
、
我
々
人
間
の
日
常
の
思
考
に
お
い
て
も
、
科
学
の

中
で
現
象
か
ら
そ
の
原
因
を
遡
及
的
に
推
論
す
る
因
果
推
論
に
お
い
て
も
必
要
な
も
の
で
あ
る
。

帰
納
推
論

・
ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
推
論
と
い
う
誤
り
を
犯
す
リ
ス
ク
の
あ
る
非
論
理
的
推
論
が
持
つ
利
点
を

あ
ら
た
め
て
考
え
て
み
よ
う
。
先
述
の
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
推
論
は
、
既
存
の
限
ら
れ
た
情
報
か
ら
新
し
い

知
識
を
生
み
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
も
、
よ
り
少
な
い
法
則
や
手
順
で
多
く
の
問
題
を
解
く
と
い
う
節

約
の
原
理
に
か
な

っ
て
お
り
、
不
確
か
な
状
況
、
能
力
的
な
制
約
の
下
で
、
限
ら
れ
た
情
報
で
も
、
完
全
で

な
い
に
し
ろ
そ
れ
な
り
に
妥
当
な
問
題
解
決
や
予
測
を
可
能
に
し
て
い
る
。

ま
た
、
事
例
を
ま
と
め
る
ル
ー
ル
を
作
る
こ
と
で
、
外
界
の
情
報
を
整
理

・
圧
縮
す
る
こ
と
が
可
能
に
な

り
、
情
報
処
理
上
の
負
荷
を
減
ら
す
こ
と
が
で
き
る
。
現
象
か
ら
そ
の
原
因
を
遡
及
的
に
推
理
し
、
原
因
を

知
る
こ
と
で
、
新
し
い
事
態
に
も
備
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。
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ヒ
ト
は
、
居
住
地
を
全
世
界
に
広
げ
、
非
常
に
多
様
な
場
所
に
生
息
し
て
き
た
。
他
方
、
そ
の
た
め
に
多

く
の
種
類
の
対
象
、
他
民
族
や
自
然
な
ど
の
不
確
実
な
対
象
、
直
接
観
察

・
経
験
不
可
能
な
対
象
に
つ
い
て

推
測

・
予
測
す
る
必
要
が
あ

っ
た
。
未
知
の
脅
威
に
は
、
新
し
い
知
識
で
立
ち
向
か
う
必
要
が
あ

っ
た
。
こ

の
必
要
性
を
考
え
れ
ば
、
た
と
え
間
違
い
を
含
む
可
能
性
が
あ

っ
て
も
そ
れ
な
り
に
う
ま
く
働
く
ル
ー
ル
を

新
た
に
作
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
推
論
を
続
け
る
こ
と
は
、
生
存
に
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ

っ
た
。
ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
推
論
に
よ
っ
て
、
人
間
は
言
語
と
い
う
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
思
考
の
道
具
を

得
る
こ
と
が
で
き
、
科
学
、
芸
術
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
文
明
を
進
化
さ
せ
て
き
た
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

他
方
、
生
息
地
が
限
定
的
な
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
な
ど
で
は
、
生
活
の
中
で
遭
遇
す
る
対
象
の
多
様
性

・
不
確

実
性
が
ヒ
ト
ほ
ど
高
く
な
い
。
そ
の
よ
う
な
環
境
の
下
で
は
直
接
観
察
で
き
る
目
の
前
の
対
象
を
精
度
よ
く

処
理
す
る
ほ
う
が
生
存
に
は
有
利
な
の
で
、
「間
違
う
か
も
し
れ
な
い
け
ど
、
そ
こ
そ
こ
う
ま
く
い
く
」
思

考
は
そ
れ
は
ど
必
要
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
場
合
、
誤
り
の
リ
ス
ク
を
冒
し
て
ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ

ン
推
論
を
す
る
よ
り
、
誤
り
を
犯
す
リ
ス
ク
が
少
な
い
演
繹
推
論
の
ほ
う
が
、
生
存
に
有
利
だ

っ
た
の
か
も

し
れ
な
い
。

ま

と

め

人
間
は
あ
る
こ
と
を
知
る
と
、
そ
の
知
識
を
過
剰
に

一
般
化
す
る
。
こ
と
ば
を
覚
え
る
と
、
ご
く
自
然
に



換
喩

・
隠
喩
を
駆
使
し
て
、
意
味
を
拡
張
す
る
。
あ
る
現
象
を
観
察
す
る
と
、
そ
こ
か
ら
パ
タ
ー
ン
を
抽
出

し
、
未
来
を
予
測
す
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
す
で
に
起
こ
っ
た
こ
と
に
遡
及
し
、
因
果
の
説
明
を
求
め

る
。
こ
れ
ら
は
み
な
ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
推
論
で
あ
る
。
人
間
に
と

っ
て
ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
推
論
は
も
っ
と
も

自
然
な
思
考
な
の
で
あ
り
、
生
存
に
欠
か
せ
な
い
武
器
で
あ
る
。

他
方
、　
ヒ
ト
以
外
の
動
物
種
は
ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
推
論
を
ほ
と
ん
ど
し
な
い
。
そ
の
萌
芽
が
な
い
わ
け
で

は
な
い
。
し
か
し
萌
芽
が
あ

っ
て
も
、
ヒ
ト
と
い
う
種
に
至
る
ま
で
、
私
た
ち
が
現
在
操
る
よ
う
な
抽
象
的

で
複
雑
な
記
号
の
体
系
は
生
ま
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
？

人
類
だ
け
が
な
ぜ
言
語
を
持

つ
の
か
。
こ
の
深
く
壮
大
な
問
い
に
対
し
て
、
人
類
は
そ
れ
以
前
の
種
に
比

べ
て
脳
の
ボ
リ

ュ
ー
ム
が
格
段
に
増
え
、
と
く
に
思
考
を
司
る
前
頭
葉
が
発
達
し
た
か
ら
と
い
う
説
明
や
、

二
足
歩
行
を
始
め
た
た
め
に
重
い
脳
を
支
え
て
自
由
に
移
動
で
き
る
よ
う
に
な

っ
た
か
ら
、
あ
る
い
は
人
間

と
い
う
種
特
有
の
集
団
内
の
社
会
性
や
、
そ
こ
か
ら
派
生
す
る
社
会
の
形
態
の
観
点
、
生
物
学
的
な
観
点
な

ど
、
多
く
の
説
が
提
案
さ
れ
て
い
る
。

数
多
の
言
語
起
源
論
の
中
で
、
本
書
で
は
、
人
間
独
特
の
思
考
の
様
式

に
注
目
し
た
。
ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン

推
論
と
い
う
思
考
で
あ
る
。
人
間
は
、
ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
と
い
う
、
非
論
理
的
で
誤
り
を
犯
す
リ
ス
ク
が
あ

る
推
論
を
こ
と
ば
の
意
味
の
学
習
を
始
め
る
ず

っ
と
以
前
か
ら
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
人
間
は
子
ど
も

の
頃
か
ら
、
そ
し
て
成
人
に
な

っ
て
も
論
理
的
な
過
ち
を
犯
す
こ
と
を
し
続
け
る
。
し
か
し
、
こ
の
推
論
こ
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そ
が
言
語
の
習
得
を
可
能
に
し
、
科
学
の
発
展
を
可
能
に
し
た
の
で
あ
る
。

第
６
章
で
、
言
語
習
得
に
お
け
る
記
号
接
地
問
題
を
解
決
す
る
鍵
と
な
る
の
は
ブ
ー
ト
ス
ト
ラ
ッ
ピ
ン

グ

・
サ
イ
ク
ル
に
よ
る
学
習
で
あ
る
と
述
べ
た
が
、
言
語
の
発
達
と
思
考
の
発
達
も
ま
た
、
互
い
に
ブ
ー
ト

ス
ト
ラ
ッ
プ
し
あ
う
関
係
に
あ
る
。
身
体
と
直
接
つ
な
が
り
を
持
た
な
い
抽
象
的
な
概
念
は
、
乳
児
が
生
ま

れ

つ
き
持

っ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
し
、
天
か
ら
降

っ
て
く
る
も
の
で
も
な
い
。
極
度
に
抽
象
的
な
概
念
、

た
と
え
ば
数
の
概
念
や
数
学
の
概
念
は
、　
一
見

「言
語
の
領
域
の
外
」
の
概
念
だ
と
思
う
人
が
多
い
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
、
数
学
も
言
語
も
、
知
覚
的
に
同

一
で
は
な
い
、
あ
る
い
は
知
覚
的
観
察
の
み
か
ら
は
同

一
で
あ
る
こ
と
に
絶
対
に
思
い
至
る
こ
と
が
で
き
な
い
対
象
を

「同
じ
」
と
し
て
扱
う
と
い
う
意
味
で
、
共

通
な
の
で
あ
る
。

乳
児
は
音
と
対
象

の
形
な
ど
の
、
異
な
る
感
覚
の
間
に
類
似
性

（ア
イ
コ
ン
性
）
が
あ
る
と
感
じ
る
こ
と

が
で
き
る
。
二
つ
の
モ
ノ
同
士
の
間
の
視
覚
的
類
似
性
を
検
出
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
こ
か
ら
、
統
計
推

論
と
帰
納

。
ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
の
推
論
を

エ
ン
ジ
ン
と
し
て
用
い
て
、
ブ
ー
ト
ス
ト
ラ
ッ
ピ
ン
グ

・
サ
イ
ク

ル
に
よ
っ
て
、
感
覚

・
知
覚
レ
ベ
ル
に
留
ま
る
類
似
性
で
は
な
く
、
背
後
に
あ
る
関
係
の
類
似
性
を
見
抜
き
、

抽
象
的
な
概
念
を
習
得
し
た
り
、
日
で
は
観
察
で
き
な
い
因
果
関
係
を
理
解
し
た
り
で
き
る
よ
う
に
な

っ
て

い
く
。
こ
こ
で
大
事
な
役
割
を
果
た
す
の
が
こ
と
ば
だ
。

観
察
し
た
だ
け
で
わ
か
る
類
似
性
か
ら
始
め
は
す
る
が
、
こ
と
ば
に
導
か
れ
て
、
観
察
不
可
能
な
関
係
の



類
似
性
に
気
づ
く
よ
う
に
な
る
。
さ
ら
に
、
動
詞
の
よ
う
に
抽
象
的
な
関
係
性
を
示
す
こ
と
ば
に
よ
っ
て
世

界
を
分
類
し
、
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
こ
と
ば
が
子
ど
も
を
知
覚
的
で
具
体
的
な
類
似
性

か
ら
、
関
係
性
に
よ
る
抽
象
的
な
類
似
性
に
ブ
ー
ト
ス
ト
ラ
ッ
プ
す
る
の
で
あ
る
。

こ
と
ば
の
知
識
は
一一一呈
中
の
領
域
に
と
ど
ま
ら
ず
、
言
語
の
外
部
と

一
般
的
に
は
考
え
ら
れ
て
い
る
数
や
数

学
の
領
域
で
の
思
考
も
変
え
て
い
く
。
言
語
と
思
考
は
、
右
足
と
左
足
の
よ
う
に
片
方
が

一
歩
進
め
ば
も
う

片
方
が
必
然
的
に
歩
み
を
進
め
る
よ
う
な
関
係
で
、
互
い
に
ブ
ー
ト
ス
ト
ラ
ッ
ピ
ン
グ
を
繰
り
返
す
。

対
称
性
推
論
を
し
よ
う
と
す
る
バ
イ
ア
ス
が
あ
る
か
な
い
か
。
こ
の
よ
う
な
、
ほ
ん
の
小
さ
な
思
考
バ
イ

ア
ス
の
違
い
が
、
ヒ
ト
と
い
う
種
と
そ
の
ほ
か
の
動
物
種
の
間
の
、
言
語
を
持
つ
か
持
た
な
い
か
の
違
い
を

生
み
出
す
。
そ
し
て
言
語
に
よ

っ
て
、
人
間
が
も
と
も
と
持

っ
て
い
る
ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
推
論
が
、
日
で
は

観
察
で
き
な
い
抽
象
的
な
類
似
性

・
関
係
性
を
発
見
し
、
知
識
創
造
を
続
け
て
い
く
と
い
う
ル
ー
プ
の
端
緒

に
な
る
の
だ
と
筆
者
た
ち
は
考
え
て
い
る
。
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言
語
の
本
質

ォ
ノ
マ
ト
ペ
を
問
う
こ
と
か
ら
始
ま
り
、
言
語
の
習
得
と
起
源

ｏ
進
化
の
道
の
り
を
探
究
し
て
き
た
私
た

ち
の
旅
も
、
い
よ
い
よ
終
着
点
で
あ
る
。
本
章
で
は
、
全
体
の
流
れ
を
お
さ
ら
い
し
な
が
ら
、
言
語
の
本
質

と
は
何
か
を
考
え
て
み
よ
う
。

本
書
で
の
探
究
を
振
り
か
え
る

ォ
ノ
マ
ト
ペ
。
「く
る
く
る
」
と
か

「ぐ
る
ぐ
る
」
と
か
、
「も
ふ
も
ふ
」
と
か
。
聞
い
て
楽
し
く
、
使

っ

て
楽
し
い
。
絵
本
作
家
の
五
味
太
郎
に
よ
る

『
日
本
語
擬
態
語
辞
典
』
と
い
う
楽
し
い
本
が
あ
る
。
こ
の
本

の
中
で
五
味
は
、
「擬
態
語
は
、
歌
舞
伎
や
茶
道
、
て
ん
ぶ
ら
よ
り
も
、
日
本
が
世
界
に
誇
る
べ
き
文
化
」

と
ま
で
書
い
て
い
る
。
筆
者
の
今
井
と
秋
田
も
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
に
夢
中
に
な
り
、
研
究
し
て
き
た
。
今
井
は

　

４９

発
達
心
理
学
の
視
点
か
ら
、
秋
田
は
言
語
学
の
視
点
か
ら
。
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
こ
と
を
考
え
て
い
る
と
、
知
り

　

２



た
い
こ
と
が
ム
ク
ム
ク
と
湧
き
上
が

っ
て
く
る
。

普
通
の
こ
と
ば

（た
と
え
ば

「ウ
サ
ギ
し

は
音
か
ら
意
味
を
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
に
、
な
ぜ
オ

ノ
マ
ト
ペ
は
音
か
ら
意
味
が
わ
か
っ
て
し
ま
う
の
だ
ろ
う
？
　
ど
う
い
う
音
と
ど
う
い
う
意
味
が

「似
て
い

る
」
感
じ
を
創
り
出
す
の
だ
ろ
う
？
　
ど
の
よ
う
な
脳
の
仕
組
み
で
、
音
と
意
味
の
間
で

「似
て
い
る
」
こ

と
を
感
じ
る
の
だ
ろ
う
？
　
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
一
般
語
と
脳
で
の
処
理
の
さ
れ
方
が
違
う
の
だ
ろ
う
か
？
　
音

と
意
味
の
つ
な
が
り
は
い
つ
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
な
る
の
だ
ろ
う
Ｐ
　
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
た
く
さ
ん
聞
く
こ
と

で
、
音
と
意
味
の
つ
な
が
り
の
感
覚
が
学
習

。
調
整
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
Ｐ
　
そ
れ
と
も
、
そ
の
感
覚
は
生

ま
れ
つ
き
決
ま

っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
Ｐ
　
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
文
化
や
言
語
の
違
い
を
超
え
て
普
遍
的
な
の
だ

ろ
う
か
Ｐ

こ
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
て
い
た
ら
、
さ
ら
に
疑
間
が
湧
い
た
。
そ
も
そ
も
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
ジ

ェ
ス
チ
ャ

ー
と
普
通
の
こ
と
ば
と
ど
ち
ら
に
近
い
の
だ
ろ
う
？
　
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
ち
ゃ
ん
と
し
た
言
語
で
は
な
い
と
言

う
言
語
学
者
も
多
い
け
れ
ど
、
本
当
に
そ
う
な
の
だ
ろ
う
か
？

今
井
は
幼
児
の
こ
と
ば
の
調
査
の
た
め
に
保
育
園
に
頻
繁
に
通
う
。
そ
こ
は
オ
ノ
マ
ト
ペ
ワ
ー
ル
ド
だ
。

子
ど
も
も
保
育
士
さ
ん
も
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
す
ご
く
た
く
さ
ん
使

っ
て
い
る
。
し
か
も
使
い
方
が
絶
妙
な
の
だ
。

オ
ノ
マ
ト
ペ
に
は
何
か
秘
密
が
あ
る
に
違
い
な
い
。
子
ど
も
の
こ
と
ば
や
概
念
の
学
習
に
と

っ
て
絶
対
何
か

よ
い
こ
と
が
あ
る
に
違
い
な
い
、
と
直
感
的
に
思

っ
た
。
心
理
学
者
と
し
て
は
、
そ
の
秘
密
を
実
験
に
よ
っ
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て
科
学
的
に
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
。

言
語
の
発
達
に
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
果
た
し
て
役
に
立
つ
の
か
。
こ
の
疑
間
に
対
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
実
験
を
重

ね
て
い
く
と
、
さ
ら
に
、
言
語
の
始
ま
り
は
ど
う
だ

っ
た
の
だ
ろ
う
、
と
い
う
問
い
も
生
ま
れ
た
。
ヒ
ト
は

社
会
的
な
生
き
物
で
あ
る
。
他
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
も

っ
と
も
大
事
だ
。

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
の
媒
体
と
し
て
言
語
は
欠
か
せ
な
い
。

し
か
し
、
そ
も
そ
も
言
語
は
ど
の
よ
う
な
き

っ
か
け
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
手
段
に
な

っ
た
の
か
。

我
々
の
祖
先
の
最
初
の
言
語
と
は
ど
う
い
う
も
の
だ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
？
　
一一一一塁
¨
が
ま

っ
た
く
通
じ
な
い
外

国
で
現
地
の
人
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
き
に
は
、
身
振
り
手
振
り
を
使

っ

て
、
モ
ノ
や
動
作
を
表
す
。
い
わ
ゆ
る
パ
ン
ト
マ
イ
ム
で
あ
る
。
言
語
も
、
外
界
の
モ
ノ
や
出
来
事
を
パ
ン

ト
マ
イ
ム
で
写
し
取
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
た
だ
し
、
声
と
い
う
媒
体
で
。

も
ち
ろ
ん
手
を
媒
体
に
し
た
手
話
も
立
派
な
言
語
で
あ
る
。
し
か
し
、
ろ
う
者
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
除
い
て
、

言
語
は
お
お
む
ね
声
を
媒
体
と
す
る
。
手
話
と
音
声
言
語
の
共
通
す
る
部
分
、
違
う
部
分
は
ど
こ
だ
ろ
う
か
。

第
５
章
で
も
紹
介
し
た
よ
う
に
、
最
近
、　
ニ
カ
ラ
グ
ア
手
話
が
研
究
者
の
注
目
を
集
め
て
い
る
。
ろ
う
者

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
使
わ
れ
る

「
會
墨
中と
い
え
る
）
手
話
」
を
持
た
な
か

っ
た
ニ
カ
ラ
グ
ア
で
、
ろ
う
の
子
ど

も
を
集
め
て
学
校
教
育
を
始
め
た
と
こ
ろ
、
数
世
代
に
わ
た
り
、
パ
ン
ト
マ
イ
ム
の
よ
う
な

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
か
ら
、
音
声
言
語
と
同
じ
特
徴
を
持
つ
手
話
言
語
に
成
長
し
た
ケ
ー
ス
が
見
ら
れ
た
。　
ニ
カ
ラ
グ
ア



手
話
の
変
化
は

一
言
で
い
え
ば
、
ア
ナ
ロ
グ
か
ら
デ
ジ
タ
ル
ヘ
の
変
化
で
あ
る
。
子
ど
も
た
ち
が
互
い
に
意

思
疎
通
を
始
め
た
当
初
は
、
連
続
的
な
世
界
を
そ
の
ま
ま
パ
ン
ト
マ
イ
ム
的
に
写
し
取

っ
て
い
た
。
し
か
し
、

世
代
を
経
る
に
つ
れ
て
、
デ
ジ
タ
ル
に
世
界
を
分
節
す
る

「
こ
と
ば
」
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
こ
の

よ
う
な
手
話
の
進
化
の
過
程
は
、
音
声
言
語
の
進
化
の
過
程
と
共
通
す
る
の
で
は
な
い
か
。

ア
ナ
ロ
グ
か
ら
デ
ジ
タ
ル
ヘ
の
変
化
と
い
う
視
点
で
言
語
の
進
化
を
捉
え
る
と
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
興
味
深

い
。
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
一
般
語
よ
り
も
、
音
で
対
象
を
写
し
取
る

「
ア
イ
コ
ン
性
」
を
強
く
持

っ
て
い
る
。
し

か
し
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
パ
ン
ト
マ
イ
ム
や
ジ

ェ
ス
チ
ャ
ー
と
同
じ
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
は
な
い
。
オ
ノ
マ

ト
ペ
は

一
般
語
と
同
じ
、
デ
ジ
タ
ル
的
な
特
徴
を
多
く
持

っ
て
い
る
。　
ニ
カ
ラ
グ
ア
の
手
話
の
進
化
で
見
ら

れ
た
よ
う
に
、
私
た
ち
の
祖
先
も
、
発
声
で
ア
ナ
ロ
グ
的
に
外
界
の
モ
ノ
や
出
来
事
を
模
写
し
て
い
た
の
が
、

徐
々
に
オ
ノ
マ
ト
ペ
に
変
わ
り
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
文
法
化
さ
れ
、
体
系
化
さ
れ
て
、
現
在
の
記
号
の
体
系
と

し
て
の
言
語
に
進
化
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
仮
説
、
い
わ
ば

「
オ
ノ
マ
ト
ペ
言
語
起
源
説
」
を

真
剣
に
考
え
て
み
た
い
と
思
う
よ
う
に
な

っ
た
。

同
時
に
、
現
代
の
言
語
は
な
ぜ
オ
ノ
マ
ト
ペ
ば
か
り
で
は
な
い
の
か
、
む
し
ろ
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
少
数
派
で
、

大
半
の
こ
と
ば
に
は
、
音
と
意
味
の
間
に
明
ら
か
な
つ
な
が
り
が
感
じ
ら
れ
な
い
の
は
な
ぜ
か
、
と
い
う
疑

間
も
湧
い
た
。
こ
こ
で
筆
者
た
ち
が
注
目
し
た
の
が
、
「記
号
接
地
問
題
」
で
あ
る
。

記
号
接
地
問
題
は
１
９
９
０
年
前
後
に
、
記
号
を
そ
の
定
義
と
と
も
に
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
に
与
え
、
操
作
を
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さ
せ
て
問
題
を
解
決
さ
せ
る
Ａ
Ｉ
の
記
号
処
理
ア
プ
ロ
ー
チ
ヘ
の
批
判
と
し
て
提
起
さ
れ
た
。
身
体
感
覚
や

経
験

に
つ
な
げ
ら
れ
て
い
な
い

（接
地
し
て
い
な
じ

記
号
同
士
を
操
作
し
て
言
語
の
本
当
の

「意
味
」
が

学
習
で
き
る
の
か
、
と
い
う
問
題
が
Ａ
Ｉ
に
投
げ
か
け
ら
れ
た
の
だ
。
し
か
し
、
こ
れ
は
人
間
の
問
題
で
も

あ
る
。
子
ど
も
は
ア
ナ
ロ
グ
的
な
世
界
か
ら
始
ま
り
、
ど
の
よ
う
に
デ
ジ
タ
ル
で

一
つ
ひ
と
つ
が
抽
象
的
な

意
味
を
持
つ
記
号
の
巨
大
な
体
系
を
、
身
体
の
一
部
の
よ
う
に
自
然
に
操
作
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
か
Ｐ

こ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
は
、
人
間
の
持
つ
、
知
識
を
自
律
的
に
拡
張
し
て
い
く
学
習
の
力
を
考
え

る
必
要
が
あ
る
と
考
え
た
。
人
間
の
子
ど
も
に
は
、
も
の
す
ご
い
学
習
能
力
が
あ
る
。
知
覚
経
験
か
ら
知
識

を
創
造
し
、
作

っ
た
知
識
を
使

っ
て
さ
ら
に
知
識
を
急
速
に
成
長
さ
せ
て
い
く
学
習
力
が
人
の
子
ど
も
に
は

あ
る
。
こ
れ
を
筆
者
た
ち
は

「ブ
ー
ト
ス
ト
ラ
ッ
ピ
ン
グ

・
サ
イ
ク
ル
」
と
名
づ
け
た
。
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
、

ブ
ー
ト
ス
ト
ラ
ン
ピ
ン
グ

ｏ
サ
イ
ク
ル
を
駆
動
す
る
の
は
ど
う
い
う
推
論
の
力
な
の
か
と
い
う
問
い
も
生
ま

れ
た
。

筆
者
た
ち
は
、
論
理
を
正
し
く
推
論
す
る
能
力
で
は
な
く
、
知
識
を
想
像
力
に
よ

っ
て
拡
張
し
た
り
、
あ

る
現
象
か
ら
遡
及
し
て
原
因
を
考
え
た
り
、　
一
番
も

っ
と
も
ら
し
い
説
明
を
与
え
よ
う
と
す
る
人
間
の
思
考

ス
タ
イ
ル
こ
そ
が
、
そ
の
駆
動
力
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
。
こ
の
よ
う
な
推
論
は
み
な
、
ア
ブ
ダ
ク
シ

ョ
ン
と
い
う
推
論
様
式
に
含
ま
れ
る
。
「
ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
推
論
」
が
ア
ナ
ロ
グ
の
世
界
を
デ
ジ
タ
ル
の
記

号
に
つ
な
げ
、
記
号
の
シ
ス
テ
ム
を
作
り
、
そ
れ
を
成
長
さ
せ
、
洗
練
さ
せ
て
い
く
と
筆
者
た
ち
は
考
え
る



の
で
あ
る
。

Ａ
Ｉ
と
ヒ
ト
の
違
い

２
０
２
３
年
４
月
現
在
、
Ａ
Ｉ
の
進
化
に
は
目
を
見
張
る
も
の
が
あ
る
。
チ
ェ
ス
、
将
棋
、
囲
碁
は
と
っ

く
に
人
間
の
名
人
で
も
な
か
な
か
勝
て
な
い
レ
ベ
ル
に
達
し
て
い
る
。
翻
訳
で
も
、
Ａ
Ｉ
に
も
と
も
と
懐
疑

的
な
筆
者
た
ち
で
さ
え
、
こ
れ
は
使
わ
な
け
れ
ば
損
だ
と
思
う
レ
ベ
ル
に
達
し
て
い
る
。
し
か
し
、
現
在
の

ニ
ュ
ー
ラ
ル
ネ

ッ
ト
型
Ａ
Ｉ
は
記
号
接
地
を
ま
っ
た
く
し
て
い
な
い
の
だ
。

人
間
は
記
号
接
地
を
せ
ず
に
言
語
を
、
そ
し
て
数
学
を
は
じ
め
と
し
た
抽
象
概
念
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る

の
だ
ろ
う
か
Ｐ
　
記
号
接
地
の
仕
組
み
を
考
え
て
い
た
ら
、
こ
の
疑
間
に
も
行
き
着
い
た
。
こ
の
よ
う
な
疑

間
を
持

っ
た
背
景
に
は
、
今
井
が
小
学
生
と
中
学
生
を
対
象
に
行

っ
た
調
査
の
結
果
が
衝
撃
的
だ

っ
た
こ
と

が
あ
る
。
１
２
と
１
丁
の
ど
ち
ら
が
大
き
な
数
か
わ
か
る
５
年
生
は
、
調
査
し
た
約
１
５
０
人
中
で
半
分
に

も
満
た
な
か

っ
た
。
因
数
分
解
や
平
方
根
を
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
中
学
２
年
生
で
も
非
常
に
多
く
の
生

徒

（半
数
く
ら
い
）
が
、
四
１００
に
も

っ
と
も
近
い
整
数
が
１
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
そ
も
そ
も

小
学
２
、
３
年
生
は

「
１
」
の
意
味
が
接
地
で
き
て
い
な
い
。
人
間
は
、
抽
象
的
な
概
念
を
簡
単
に
接
地
で

き
な
い
の
だ
。

ち
な
み
に
数
の
概
念
の
よ
う
に
、
抽
象
的
な
関
係
性
だ
け
か
ら
成
り
立

つ
概
念
を
表
す
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
存

254
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在
し
な
い
こ
と
は
、
第
５
章
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
１
や
１
７
が
接
地
で
き
な
い
と
、
そ
の
先
に
い
く

ら
進
ん
だ
概
念
を
教
え
ら
れ
て
も
記
号
か
ら
記
号

へ
の
漂
流
に
な

っ
て
し
ま
い
、
計
算
の
手
続
き
は
覚
え
て

も
腑
に
落
ち
た
理
解
に
至
る
こ
と
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
記
号
接
地
を
せ
ず
に
、
こ
と
ば
や
数
字
と
い
う
記

号
そ
れ
ぞ
れ
の

「意
味
」
を
本
来
的
に
理
解
し
な
く
て
も
、
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
の
中
の
記
号
を
漂
流
し
続
け
て

「学
習
」
で
き
る
Ａ
Ｉ
と
は
対
照
的
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
言
語
は
人
間
し
か
持
た
な
い
。
動
物
は
な
ぜ
言
語
を
持
た
な
い
の
か
。
そ
れ
も
気
に
な
っ
た
。

動
物
は
ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
推
論
を
す
る
の
だ
ろ
う
か
？
　
そ
れ
と
も
、
し
な
い
か
ら
言
語
を
持
た
な
い
の
だ

ろ
う
か
Ｐ

オ
ノ
マ
ト
ペ
に
つ
い
て
考
え
て
い
た
ら
、
そ
こ
か
ら
ど
ん
ど
ん
新
た
な
問
い
が
生
ま
れ
た
。
さ
ま
ざ
ま
な

寄
り
道
を
し
な
が
ら
、
ル
ー
ト
を
探
し
な
が
ら
、
探
究
の
旅
路
を
進
ん
で
い
っ
た
ら
、
い
つ
の
間
に
か

「言

語
の
本
質
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
に
突
き
当
た
り
、
こ
の
問
い
を
避
け
て
は
先
に
進
め
な
く
な
っ
た
。
も

ち
ろ
ん
、
本
書
で
展
開
し
た
筆
者
た
ち
の
考
え
は
、
絶
対
的
に
正
し
い
も
の
で
あ
る
と
主
張
す
る
つ
も
り
は

な
い
。
言
語
の
起
源
、
進
化
、
習
得
、
そ
し
て
言
語
の
本
質
と
は
何
か
に
つ
い
て
、
で
き
る
限
り
全
体
像
を

見
失
わ
な
い
よ
う
に
俯
跛
的
に
考
え
て
い
き
た
い
と
思
い
な
が
ら
本
書
を
執
筆
し
た
。

本
書
で
展
開
し
た
論
考
は
、
筆
者
た
ち
な
り
の
仮
説
で
し
か
な
い
。
た
だ
し
、
根
拠
が
な
い
妄
想
で
も
な



い
。
本
書
の
執
筆
を
始
め
る
ず

っ
と
前
か
ら
、
筆
者
た
ち
は
、
言
語
学
、
心
理
学
、
神
経
科
学
な
ど
の
分
野

を
ま
た
が
る
多
く
の
文
献
と
言
語
デ
ー
タ
を
採
取
し
、
吟
味
し
、
分
析
し
て
き
た
。
赤
ち
ゃ
ん
や
大
人
を
対

象
に
、
心
理
学
や
脳
科
学
の
手
法
を
用
い
て
た
く
さ
ん
の
実
験
も
行
い
、
デ
ー
タ
を
積
み
重
ね
て
い
っ
た
。

さ
ま
ざ
ま
な
手
法
を
駆
使
し
た
実
験
か
ら
得
ら
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
顔
を
持

つ
デ
ー
タ
を
集
積
し
、
も

っ
と
も

蓋
然
性
の
高
い
結
論
を
科
学
的
に
導
い
た
つ
も
り
で
あ
る
。
本
書
で
筆
者
た
ち
が
進
め
て
き
た
思
考
の
道
筋

そ
の
も
の
が
、
ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
推
論
で
あ
る
。

ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
推
論
は
、
誤

っ
た
結
論
に
至
る
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
し
、
誤
り
を
修
正
す
る
こ
と
で
、

物
事
の
理
解
は
深
め
ら
れ
る
。
科
学
に
お
い
て
も
、
仮
説
を
立
て
、
実
験
を
し
、
実
験
の
結
果
が
仮
説
と
異

な

っ
て
い
た
ら
仮
説
を
修
正
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
類
の
科
学
的
知
識
は
発
展
し
て
き
た
。
ア
ブ
ダ
ク
シ

ョ
ン
推
論
は
新
た
な
知
を
生
み
出
す
推
論
で
あ
る
。
知
の
創
造
に
失
敗
と
誤
り
は
つ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
の

意
味
で
、
筆
者
た
ち
の
探
究
は
、
こ
れ
か
ら
も
続
く
。
山
登
り
の
頂
上
が
ゴ
ー
ル
で
は
な
い
。
本
書
で
展
開

し
た
論
考
を
拡
張
し
、
精
級
に
し
、
誤
り
を
修
正
し
な
が
ら
、
言
語
と
い
う
宇
宙
の
旅
を
こ
れ
か
ら
も
続
け

て
い
く
。

オ
ノ
マ
ト
ペ
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
筆
者
た
ち
の
探
究
の
旅
に
読
者
が
伴
走
し
て
く
れ
た
ら
、
本
当
に
う
れ

し
い
。
そ
し
て
読
者
が
そ
こ
か
ら
言
語
に
つ
い
て
思
索
を
深
め
て
く
れ
た
ら
、
こ
ん
な
に
う
れ
し
い
こ
と
は

な
い
。
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今
井

。
秋
田
版

「言
語
の
大
原
則
」

第
３
章
で
ホ
ケ
ッ
ト
の

「言
語

の
大
原
則
」

に
つ
い
て
述
べ
た
。

ホ
ケ
ッ
ト
の
向
こ
う
を
張

っ
て
、
筆
者

た
ち
の
考
え
る

「言
語
の
大
原
則
」
を
述
べ
て
、
本
書
を
締
め
く
く
り
た
い
。

言
語
の
本
質
的
特
徴

①
意
味
を
伝
え
る
こ
と

・
言
語
は
意
味
を
表
現
す
る

。
言
語
の
形
式
は
意
味
に
、
意
味
は
形
式
に
結
び
つ
い
て
い
て
、
両
者
は
双
方
向
の
関
係
に
あ
る

・
言
語
は
イ
マ
・
コ
コ
を
超
越
し
た
情
報
伝
達
を
可
能
に
す
る

・
言
語
は
意
図
を
持

っ
て
発
話
さ
れ
、
発
話
は
受
け
取
り
手
に
よ
っ
て
解
釈
さ
れ
る

・
意
味
は
推
論
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
、
推
論
に
よ
っ
て
解
釈
さ
れ
る

・
よ
っ
て
話
し
手
の
発
話
意
図
と
聞
き
手
の
解
釈
が

一
致
す
る
と
は
限
ら
な
い

②
変
化
す
る
こ
と



・
慣
習
を
守
る
力
と
、
新
た
な
形
式
と
意
味
を
創
造
し
て
慣
習
か
ら
逸
脱
し
よ
う
と
す
る
力
の
間
の
戦
い
で

あ
る

・
典
型
的
な
形
式

・
意
味
か
ら
の
一
般
化
と
し
て
は
完
全
に
理
屈
に
合

っ
て
い
て
も
、
慣
習
に
従
わ
な
け
れ

ば

「誤
り
」
あ
る
い
は

「不
自
然
」
と
見
な
さ
れ
る

ｏ
た
だ
し
、
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
大
半
が
新
た
な
形
式
や
意
味
、
使
い
方
を
好
め
ば
、
そ
れ
が
既
存
の
形

式
、
意
味
、
使
い
方
を
凌

駕
す
る

・
変
化
は
不
可
避
で
あ
る

③
選
択
的
で
あ
る
こ
と

・
言
語
は
情
報
を
選
択
し
て
、
デ
ジ
タ
ル
的
に
記
号
化
す
る

。
記
号
化
の
た
め
の
選
択
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
文
化
に
依
存
す
る
。

つ
ま
り
、
言
語
の
意
味
は
文
化
に
依
存

す
る

・
文
化
は
多
様
で
あ
る
の
で
、
言
語
は
必
然
的
に
多
様
と
な
り
、
恣
意
性
が
強
く
な

っ
て
い
く

④
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
こ
と

・
言
語
の
要
素

（単
語
や
接
辞
な
ど
）
は
、
単
独
で
は
意
味
を
持
た
な
い
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ｏ
言
語
は
要
素
が
対
比
さ
れ
、
差
異
化
さ
れ
る
こ
と
で
意
味
を
持
つ
シ
ス
テ
ム
で
あ
る

・
単
語
の
意
味
の
範
囲
は
、
シ
ス
テ
ム
の
中
の
当
該
の
概
念
分
野
に
お
け
る
他
の
単
語
群
と
の
関
係
性
に
よ

っ
て
決
ま
る
。

つ
ま
り
、
単
語
の
意
味
は
当
該
概
念
分
野
が
ど
の
よ
う
に
切
り
分
け
ら
れ
、
構
造
化
さ
れ

て
い
て
、
そ
の
単
語
が
そ
の
中
で
ど
の
位
置
を
占
め
る
か
に
よ
っ
て
決
ま
る
。
と
く
に
、
意
味
が
隣
接
す

る
単
語
と
の
差
異
に
よ
っ
て
そ
の
単
語
の
意
味
が
決
ま
る

・
し
た
が

っ
て
、
「
ア
カ
」
や

「
ア
ル
ク
」
の
よ
う
に
も

っ
と
も
知
覚
的
で
具
体
的
な
概
念
を
指
し
示
す
単

語
で
さ
え
、
そ
の
意
味
は
抽
象
的
で
あ
る

⑤
拡
張
的
で
あ
る
こ
と

・
言
語
は
生
産
的
で
あ
る
。
塊
か
ら
要
素
を
取
り
出
し
、
要
素
を
自
在
に
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
拡
張
す
る

・
語
句
の
意
味
は
換
喩

・
隠
喩
に
よ
っ
て
広
が
る

・
シ
ス
テ
ム
の
中
で
意
味
の
隙
間
が
あ
れ
ば
、
新
し
い
単
語
が
作
ら
れ
る

・
言
語
は
知
識
を
拡
張
し
、
観
察
を
超
え
た
因
果
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
説
明
を
可
能
に
す
る

。
言
語
は
自
己
生
成
的
に
成
長

・
拡
張
し
、
進
化
し
て
い
く

⑥
身
体
的
で
あ
る
こ
と



・
言
語
は
複
数
の
感
覚
モ
ダ
リ
テ
ィ
に
お
い
て
身
体

に
接
地
し
て
い
る

・
そ
の
意
味
で
言
語
は
マ
ル
チ
モ
ー
ダ
ル
な
存
在
で
あ
る

・
言
語
は
つ
ね
に
そ
の
使
い
手
で
あ
る
人
間
の
情
報
処
理
の
制
約
に
沿
い
、
情
報
処
理
が
し
や
す
い
よ
う
に

自
ら
の
形
を
整
え
る

ｏ
言
語
は
マ
ル
チ
モ
ー
ダ
ル
に
身
体
に
接
地
し
た
あ
と
、
推
論
に
よ

っ
て
拡
張
さ
れ
、
体
系
化
さ
れ
る

・
そ
の
過
程
に
よ
っ
て
ヒ
ト
は
こ
と
ば
に
身
体
と
の
つ
な
が
り
を
感
じ
、
自
然
だ
と
感
じ
る
。
本
来
的
に
似

て
い
な
い
も
の
同
士
に
も
類
似
性
を
感
じ
る
よ
う
に
な
り
、
も
と
も
と
の
知
覚
的
類
似
性
と
区
別
が
つ
か

な
く
な
る

（二
次
的
類
似
性
の
創
発
と
ア
イ
コ
ン
性
の
輪
）

。
文
化
に
根
差
し
た
二
次
的
類
似
性
は
、
言
語
の
多
様
性
と
恣
意
性
を
生
む
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
身
体
的

な
つ
な
が
り
に
発
し
、
そ
こ
か
ら
拡
張
さ
れ
て
実
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
言
語
は
、
人
間

が
情
報
処
理
で
き
な
い
よ
う
な
拡
張
の
仕
方
は
し
な
い
。
ま
た
、
言
語
習
得
可
能
性
も
担
保
さ
れ
て
い
る

⑦
均
衡
の
上
に
立

っ
て
い
る
こ
と

。
言
語
は
身
体
的
で
あ
る
が
、
同
時
に
恣
意
的
で
あ
り
、
抽
象
的
で
あ
る

・
慣
習
に
制
約
さ
れ
な
が
ら

つ
ね
に
変
化
す
る

（慣
習
を
守
ろ
う
と
す
る
力
と
新
た
に
創
造
し
よ
う
と
す
る
力

の
均
衡
）
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・
多
様
で
あ
り
な
が
ら
、
同
時
に
普
遍
的
側
面
を
包
含
す
る

≡
言
語
は
、
特
定
の
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
テ
イ
に
お
い
て
、
共
時
的
―
通
時
的
、
慣
習
の
保
守
―
習
慣
か
ら
の
逸

脱
、
ア
イ
コ
ン
性
Ｃ
恣
意
性
、
多
様
性
０
普
遍
性
、
身
体
性
―
抽
象
性
な
ど
、
複
数
の
次
元
に
お
け
る
二

つ
の
相
反
す
る
方
向
に
向
か
う
ベ
ク
ト
ル
の
均
衡
点
に
立
つ





あ
と
が
き

ォ
ノ
マ
ト
ペ
に
つ
い
て
徒
然
に
考
え
て
い
た
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
問
い
が
生
ま
れ
た
。
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
な
ぜ

音
か
ら
意
味
が
わ
か
る
の
か
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
世
界
を
ど
の
よ
う
に
写
し
取

っ
て
い
る
の
か
、
子
ど
も
は
ど

ぅ
し
て
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
好
き
な
の
か
。
こ
の
よ
う
な
素
朴
な
疑
間
を
考
え
て
い
た
ら
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
意
味

を
音
で
表
し
て
い
る
の
だ
か
ら
異
な
る
言
語
の
間
で
共
通
の
は
ず
な
の
に
、
な
ぜ
、
外
国
語
の
オ
ノ
マ
ト
ペ

の
意
味
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
の
か
と
考
え
る
よ
う
に
な

っ
た
。

そ
こ
か
ら
さ
ら
に
、
言
語
は
身
体
に
結
び
つ
い
て
い
る
は
ず
な
の
に
な
ぜ
こ
ん
な
に
多
様
な
の
か
、
と
い

う
問
い
に
も
発
展
し
た
。
最
終
的
に
は
な
ぜ
ヒ
ト
だ
け
が
言
語
を
持

つ
の
か
、
と
い
う
言
語
進
化
の
問
題
に

広
が

っ
て
い
き
、
さ
ら
に
言
語
の
本
質
と
は
何
か
、
人
間
の
思
考
の
本
質
と
は
何
か
と
い
う
問
い
を
考
え
る

長
い
旅
に
な

っ
て
い
っ
た
。
本
書
を
こ
こ
ま
で
お
読
み
く
だ
さ
り
、
私
た
ち
の
探
究
の
旅
に
お
つ
き
あ
い
く

　

６３

だ
さ
っ
た
読
者
の
み
な
さ
ん
に
お
礼
を
申
し
上
げ
た
い
。



「今
井
さ
ん
の
研
究
は
記
号
接
地
問
題
だ
ね
」
。
私
に

「記
号
接
地
問
題
」
と
い
う
こ
と
ば
を
教
え
て
く
れ

た
の
は
、
慶
應
義
塾
大
学
環
境
情
報
学
部
教
授
の
故
古
川
康

一
先
生
だ

っ
た
。
古
川
先
生
は
人
工
知
能

（Ａ

Ｉ
）
黎
明
期
に
国
家
プ

ロ
ジ

ェ
ク
ト
と
し
て
第
５
世
代

コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
研
究
で
中
心
的
役
割
を
果
た
さ
れ
、

プ

ロ
ジ

ェ
ク
ト
終
了
後
に
、
誕
生
し
た
ば
か
り
の
慶
應
義
塾
大
学
Ｓ
Ｆ
Ｃ

（湘
南
藤
沢
キ
ャ
て
ハ
乙

に
教

授
と
し
て
赴
任
さ
れ
た
。
当
時
、
私
は
ア
メ
リ
カ
で
博
士
号
を
取
得
し
て
環
境
情
報
学
部
に
助
手
と
し
て
就

職
し
た
ば
か
り
で
、
キ
ャ
ン
パ
ス
は
も
と
よ
り
、
自
分
の
研
究
分
野
に
お
い
て
も
日
本
で
は
知
り
合
い
が
少

な
く
、
ア
メ
リ
カ
で
学
ん
で
き
た
認
知
心
理
学
の
研
究
を
、
ど
の
よ
う
に
日
本
で
展
開
し
て
い
っ
た
ら
よ
い

の
か
を
悩
ん
で
い
た
と
こ
ろ
だ

っ
た
。
人
工
知
能
の
分
野
で
世
界
的
に
著
名
な
古
川
先
生
が
、
研
究
室
が
す

ぐ
近
く
だ
と
い
う
こ
と
で
気
軽
に
話
し
か
け
て
く
だ
さ
り
、
私
の
研
究
の
話
を
熱
心
に
聞
い
て
く
だ
さ

っ
た
。

「記
号
接
地
問
題
」
は
人
工
知
能
の
分
野
で
は
、
大
き
な
問
題
と
し
て
当
時
も
知
ら
れ
て
い
た
が
、
認
知
心

理
学
や
発
達
心
理
学
で
は
そ
れ
ほ
ど

一
般
的
に
知
ら
れ
た
概
念
で
は
な
か
っ
た
。
自
分
の
言
語
発
達
の
研
究

を
、
国
際
的
に
著
名
な
先
生
が

「記
号
接
地
問
題
」
だ
と
教
え
て
く
だ
さ
っ
た
と
き
か
ら
、
本
書
の
旅
が
始

ま
っ
た
。

私
は
人
工
知
能
の
開
発
に
携
わ
っ
た
こ
と
は
な
く
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
も
書
い
た
こ
と
が
な

い
。
し
か
し
、
Ｓ
Ｆ
Ｃ
に
は
古
川
先
生
を
は
じ
め
、
石
崎
俊
先
生
、
向
井
国
昭
先
生
な
ど
、
当
時
人
工
知
能

研
究
を
牽
引
さ
れ
て
い
た
先
生
方
が
お
り
、
ま
さ
に

「門
前
の
小
僧
習
わ
ぬ
経
を
読
む
」
で

「記
号
接
地
問



あとがき

題
」
や

「
フ
レ
ー
ム
問
題
」
を
は
じ
め
と
し
た
人
工
知
能
の
難
間
に
つ
い
て
の
先
生
方
の
議
論
を
聞
き
な
が

ら
、
人
間
が
知
識
を
身
体
に
接
地
さ
せ
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
を
考
え
る
よ
う
に
な

っ
た
。
そ
れ
が
、

学
び
と
教
育
に
つ
い
て
の
独
自
の
視
点
に
な

っ
て
い
っ
た
。

古
川
先
生
は
、
慶
應
義
塾
を
定
年
退
職
さ
れ
た
後
も
、
嘉
悦
大
学
で
教
授
を
務
め
な
が
ら
、
研
究
の
第

一

線
を
走
ら
れ
て
い
た
が
、
２
０
１
７
年
に
急
逝
さ
れ
た
。
留
呈
ｍ発
達
」
と
い
う
専
門
分
野
の
枠
を
超
え
て
、

人
間
が
知
識
を
身
体
化
す
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
と
い
う
大
き
な
問
題
を
考
え
、
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
と
し

て
取
り
組
ん
で
い
く
き

っ
か
け
を
私
に
く
だ
さ

っ
た
古
川
先
生
に
、
遅
ま
き
な
が
ら
心
か
ら
の
お
礼
と
と
も

に
本
書
を
捧
げ
た
い
。

ォ
ノ
マ
ト
ペ
、
記
号
接
地
問
題
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
し
て
、
最
終
的
に
は
言
語
の
本
質
と
は
何
か
と
い
う
大

問
題
に
結
論
を
出
す
と
い
う
、
無
謀
と
も
思
え
る
旅
に
つ
き
あ

っ
て
本
書
を
と
も
に
執
筆
し
て
く
だ
さ

っ
た

名
古
屋
大
学
准
教
授
の
秋
田
喜
美
氏
に
も
心
よ
り
の
お
礼
を
申
し
上
げ
た
い
。
こ
の
テ
ー
マ
で
本
を
ま
と
め

た
い
と
長
年
考
え
て
い
た
が
、
ど
の
よ
う
に
切
り
込
ん
で
い
っ
た
ら
よ
い
の
か
ず

っ
と
迷

っ
て
い
た
。
秋
田

氏
と
議
論
を
重
ね
る
う
ち
に
、
よ
う
や
く
道
筋
が
見
え
、
本
書
を
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
た
。

本
書
で
は
、
筆
者
た
ち
の
探
究
の
過
程
を
し
ば
し
ば
山
登
り
や
旅
に
喩
え
て
き
た
。
し
か
し
、
社
会

。
人

文
科
学
の
研
究
と
い
う
の
は
、
ジ
グ
ソ
ー
パ
ズ
ル
を
完
成
さ
せ
る
よ
う
な
も
の
か
も
し
れ
な
い
と
思
う
。
私

に
と

っ
て
研
究
と
い
う
の
は
、
真

っ
白
な
キ
ャ
ン
バ
ス
に
む
か

っ
て
絵
画
を
完
成
さ
せ
て
い
く
イ
メ
ー
ジ
よ



り
は
、
世
界
に
無
数
に
存
在
す
る
先
達
の
知
見
や
デ
ー
タ
を
ピ
ー
ス
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ピ
ー
ス
の
間
の

整
合
性
を
と
り
な
が
ら
組
み
合
わ
せ
、
ぴ

っ
た
り
と
嵌
る
べ
き
場
所
に
嵌
め
て
、
全
体
像
を
作
り
上
げ
て
い

く
イ
メ
ー
ジ
が
近
い
。
た
だ
し
、
販
売
さ
れ
て
い
る
ジ
グ
ソ
ー
パ
ズ
ル
は
最
初
か
ら
完
成
時
の
絵
が
決
ま
っ

て
い
て
ピ
ー
ス
も
提
供
さ
れ
て
い
る
が
、
研
究
に
は
、
完
成
形
と
い
う
の
は
な
い
し
、　
一
つ
ひ
と
つ
の
ピ
ー

ス
は
、
研
究
者
が
多
分
に
主
観
的
に
集
め
て
い
く
も
の
で
あ
る
。

本
書
で
は
、
秋
田
氏
と
私
が
選
ん
だ
ピ
ー
ス
を
組
み
合
わ
せ
、
収
ま
る
べ
き
場
所
に
収
め
て

「言
語
の
本

質
」
と
い
う
タ
ィ
ト
ル
の
ジ
グ
ソ
ー
絵
を
完
成
さ
せ
た
。
し
か
し
、
絵
画
の
評
価
軸
が

一
様
で
な
い
よ
う
に
、

研
究
も
―
―
と
く
に
社
会

。
人
文
科
学
で
は
―
―
ひ
と
つ
の
真
実
、
ひ
と
つ
の
正
解
に
た
ど
り
着
く
こ
と
を

目
指
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
本
書
で
述
べ
た
著
者
た
ち
の
見
解
に
反
対
さ
れ
る
方
々
も
お
ら
れ
る
か
も

し
れ
な
い
。
ご
批
判
は
歓
迎
す
る
が
、
そ
の
際
は
、
枝
葉
末
節
の
事
実
に
つ
い
て
で
は
な
く
、
言
語
と
い
う

人
類
の
宝
物
を
科
学
的
な
エ
ビ
デ
ン
ス
に
鑑
み
て
大
局
的
に
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
く
こ
と
が
も

っ
と
も
妥

当
な
の
か
と
い
う
観
点
か
ら
議
論
を
さ
せ
て
い
た
だ
け
れ
ば
あ
り
が
た
い
。

本
書
の
ジ
グ
ソ
ー
絵
で
核
と
な
る
ピ
ー
ス
た
ち
は
、
自
分
が
長
年
行

っ
て
き
た
実
験
研
究
か
ら
の
エ
ビ
デ

ン
ス
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
数
多
の
実
験
を
い
っ
し
ょ
に
行

っ
て
く
れ
た
共
同
研
究
者
の
方
た
ち
に
深
く
感

謝
し
た
い
。
と
く
に
、
イ
ギ
リ
ス
の
ウ
ォ
ー
リ
ッ
ク
大
学
教
授
の
喜
多
壮
太
郎
さ
ん
と
は
、
音
象
徴
が
言
語

習
得
に
果
た
す
役
割
に
つ
い
て
、
ま
た
そ
れ
ら
を
実
験
で
検
討
す
る
た
め
に
、
た
く
さ
ん
の
深
い
議
論
を
さ



あとがき

せ
て
も
ら

っ
た
。
岩
波
書
店
で
刊
行
し
た

「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
認
知
科
学
」
シ
リ
ー
ズ
第

一
巻

『言

語
と
身
体
性
』
で
展
開
さ
れ
た
内
容
に
も
大
き
な
教
え
を
受
け
た
。
言
語
と
身
体
の
関
係
に
つ
い
て
、
ま
た
、

記
号
接
地
問
題
に
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
ご
示
唆
を
く
だ
さ

っ
た
著
者
の
方
々
と
編
集
委
員
の
先
生
方
に
も
感

謝
を
申
し
上
げ
た
い
。
と
く
に
元
慶
應
義
塾
長
の
安
西
祐

一
郎
先
生
に
は
記
号
接
地
問
題
や
推
論
に
つ
い
て

ご
教
示
い
た
だ
き
、
私
が
推
論
の
問
題
を
言
語
習
得
と
言
語
進
化
の
要
で
あ
る
と
考
え
る
き

っ
か
け
を
い
た

だ
い
た
。

ぎ
●
哺
“
げ
ｏ
番
組

「ゆ
る
言
語
学
ラ
ジ
オ
」
で
は
、
電
コ
ウ
一
≧
Ｓ
ｏ
慶
２

∽̈
〓
【餡
と
０

≧
ミ
蠅
∪
∽
と
い

う
企
画
で
リ
ス
ナ
ー
の
方
々
か
ら
子
ど
も
の
可
愛
い
間
違
い
を
募
り
、
た
く
さ
ん
の
す
ば
ら
し
い

「言
い
間

違
い
作
品
」
が
集
積
さ
れ
て
い
る
。
集
ま

っ
た
子
ど
も
の
言
い
間
違
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
人
間
の
知
性
の
特

徴
で
あ
る
ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
推
論
を
垣
間
見
さ
せ
て
く
れ
る
力
作
ば
か
り
で
あ
り
、
筆
者
た
ち
が
本
書
の
ジ

グ
ソ
ー
作
品
を
創
作
し
て
い
く
上
で
、
貴
重
な
ピ
ー
ス
を
提
供
し
て
く
れ
た
。
ま
た
、
Ａ
Ｉ
に
席
巻
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
見
え
る
現
代
社
会
に
お
い
て
、
Ａ
Ｉ
と
う
ま
く

つ
き
あ
い
な
が
ら
人
間
が
ど
の
よ
う
に
学
ぶ
ベ

き
な
の
か
と
い
う
問
題
に
、
こ
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
は
多
く
の
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
。
そ
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

の
一
部
を
本
書
で
紹
介
す
る
こ
と
を
許
可
し
て
く
だ
さ

っ
た
チ
ャ
ン
ネ
ル
主
催
者
の
水
野
太
貴
さ
ん
と
堀
元

見
さ
ん
、
そ
し
て
す
ば
ら
し
い
デ
ー
タ
を
共
有
し
て
く
だ

っ
た
番
組
リ
ス
ナ
ー
の
方
々
に
、
心
よ
り
お
礼
を

申
し
上
げ
た
い
。



最
後

に
な
る
が
、
歩
み
の
の
ろ
い
著
者
た
ち
を
励
ま
し
、
辛
抱
強
く
お
つ
き
あ
い
く
だ
さ
り
、
丁
寧

に
編

集
し
て
く
だ
さ

っ
た
中
公
新
書
編
集
部
の
胡
逸
高
氏
と
、　
ユ
ニ
ー
ク
な
イ
ラ
ス
ト
で
本
書
を
彩
り
、
テ
キ
ス

ト
で
説
明
が
難
し
い
部
分
を
的
確

に
補

っ
て
く
れ
た
ス
タ
ジ
オ
び
り
や
に
の
お
ふ
た
り
に
も
お
礼
を
申
し
上

げ
た
い
。

今

井

む

つ

み

オ
ノ
マ
ト
ペ
だ
っ
て
言
語
理
論
の
対
象
に
な
る
は
ず
。
そ
ん
な
思
い
で
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
研
究
し
始
め
た
の

は
修
士
課
程
の
頃
だ
っ
た
。
抽
象
的
な
記
号
や
概
念
図
を
用
い
て
言
語
理
論
を
研
ぎ
澄
ま
せ
て
い
く
作
業
は

面
白
い
し
、　
ロ
マ
ン
も
あ
る
。
し
か
し
不
意
に
、
そ
の
作
業
自
体
が
目
的
に
な

っ
て
し
ま

っ
て
い
る
と
、
虚

し
さ
の
よ
う
な
も
の
を
感
じ
る
こ
と
が
あ

っ
た
。

今
井
む
つ
み
氏
と
の
交
流
が
始
ま
っ
た
の
は
、
そ
れ
か
ら
数
年
後
の
こ
と
。
こ
の
交
流
に
よ
り
、
自
分
だ

け
で
は

「
オ
ノ
マ
ト
ペ
論
」
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
研
究
が
、
雪
呈
”
と
は
何
か
」
「人
間
の
思
考
と
は
ど
の
よ

う
な
性
質
を
持

つ
の
か
」
「人
間
と
は
何
者
な
の
か
」
と
い
っ
た
人
間
の
本
質
に
迫
る
問
題

へ
と
つ
な
が

っ

て
い
っ
た
。
そ
の
結
果
、
言
語
学
者
だ
け
で
は
思
い
つ
か
な
い
、
追
究
に
値
す
る
ス
ト
ー
リ
ー
が
生
ま
れ
る



あとがき

に
至

っ
た
。
そ
れ
が
本
書
で
あ
る
。

「言
語
の
本
質
」
は
、
多
く
の
偉
人
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
視
点
か
ら
語
ら
れ
て
き
た
大
テ
ー
マ
で
あ
り
、

も
し
か
し
た
ら
言
語
学
者
人
生
の
終
わ
り
に
よ
う
や
く
広
げ
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
大
風
呂
敷
な
の
か
も
し
れ

な
い
。
し
か
し
、
こ
の
大
風
呂
敷
に
こ
そ
、
言
語
学
者
が
言
語
を
研
究
す
る
本
来
の
目
的
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。

ォ
ノ
マ
ト
ペ
論
を
見
つ
め
直
す
機
会
を
く
だ
さ

っ
た
今
井
氏
に
、
そ
し
て
、
と
も
に
オ
ノ
マ
ト
ペ
論
を
築
き

上
げ
て
き
た
世
界
中
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
研
究
者
た
ち
に
、
心
よ
り
感
謝
し
た
い
。

秋

田

喜

美
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Cο4ル″′″
`′

ο″ια″gzαg′ Eυο′″′jο″(pp 325-332).Nlmegen:JOint
Conference on I,mguage EЮ luion

lwasaki,N,Vinson,D P,&Vigliocco,G (2007)What do English
speakers know about g′″af′″α and夕ο′αプο′αP:A cross‐ linguistic

investigaion of iniinetic words for laughing and walking Jα ,α″ゐ ―́

助隻μQ″ E′″
“
″ο″α″″″グル′Gあら′,lζ 53-78

Joo,I (2023)The sound symbolism of food:The frequency of initial

/PA/in words for●taple)fOod]役 ッお″
“
,61(1),3卜 46

Kakehi,H.,Tamori,I,&Schourup,LC(1996)DjO′ ′ο″ary″ λO″′ι

助
“
′馘ο餐物ルψα″ωο Berin:Mouton de Gruyten

Kanero,J,Imal,M,Okuda,J,Okada,H.,&Matsuda,T o014)How
sound symbolism is processed in the brain:A study on」 apanese

面meic wordsル SOE,9(り ,e97905

川原繁人 (2017)『「あJは 「い」より大きいP――音象徴で学ぶ音声

学入門』ひつじ書房

Kё hler・ Ⅵl(1947[19291).Gの 滋″PSyιЙοJagッ f′″ル′″
`″

ι″0″ ′ο Nο″

Oπ
`″

お″Mο″″ Rッタο″″ New York:Lvettht.
リスト,フ ランツ (2021)『 フレデリック・ ショパンーーその情熱と

悲哀』八隅裕樹 (訳 ),彩流社

日本放送協会 (2009)『 課外授業 ようこそ先輩 自然を感じれば

天気が見える 気象予報士 森田正光』https//-2 nhk o可 p/

archⅣes/tv60bin/detm/index cgi?das ld=D0009020065_00000

朴智娼 (2019)『 オノマトペの言語的統合性に関する日韓対照研究』

名古屋大学博士論文
Pena,M,MehleL J,&Nespor,M (2011)The rOle of audiovisual



参考文献

はじめに

Harnad,S(1990)三me symb。 l grounding problem′ 麻′ια D,Nの ″′′″ω″

動′″ο″′″α,4a33卜346

今井むつみ (2003)「 言語獲得におけるシンボルグラウンディング」

『人工知能学会誌』18o,58)585
今井むつみ (2014)「 言語発達と身体への新たな視点」今井むつみ・

佐治伸郎 (編)『言語と身体性』 (pp l■4)岩波書店

今井むつみ・佐治伸郎 (編著)(2014)『言語と身体性』岩波書店

第 1章

Akita,K,&Dingemanse,M (2019)IdeOphones ln M Aronoff(Ed.),
Oψπβ′b′物

『

″力jO物 ιJttg″ お″
“

New York:Oxford U面、rsity Press

Dhgemanse,M12019)`IdeOphone'as a compttalw℃ concept ln K Akita

&P Pardesh cdS.),Id● 0,Lο″ら ″j″″″σs α″グ2ゅ″sJυ
^Op 13-33)

Amsterdan:John BettaminS

Dingemanse,M,Blasi,D E.,Lupyan,G.,Christiansen,M.H,&
Monaghan,Il(2015)Arbitrariness,iconicil覧 and Systematicity in

language T″ ″ゐれ Gομ″υ′カル″ι● 19(lo),603615

藤村逸子 。大曾美恵子 。大島デイヴィッド義和 (2011)「 会話コーパ

スの構築によるコミュニケーション研究」藤村逸子・滝沢直宏 (編 )

『言語研究の技法――データの収集と分析』 (pp 4卜72)ひつじ書房
Ibarretxe Antuiano,I (2017) Basque ideophones from a typological
perspeふe.Gα ,解′滋″ル″″α′″ι′″Pお″ιS,62●),19(■ 220

窪薗晴夫 (編 )(2017)『 オノマトペの謎―― ピカチュウからモフモフ

まで』岩波書店

Nuckolls,J B (2019)ne sensori‐ semanic clustering of ideophonic

meaning in Pastaza Quichua.In K Akita&R Pardeshi(Eds),
Iご′″力ο″6,MJ″夕″

“
α″′Eゅ ′́SSJυ

^Φ
p 16卜 198)Amsterdan:JOhn

Bettatnins

Peirce,CS(1932).勧 ′の Jrar彪′晨″ι岱〆θりα″′S助″滋
^&′

κο,カムI
EJ´″ ″́お″切 c.Calnbndge,MA Harvard University Press

Voeltz,EKE.,&Klan Hatz,C CdS.)9001).I″ ′″力οπゐ Amsterdatn:

JOhn Benialnins

第 2章
Blasi,D E,Wichmann,S,Hammarstrbm,H,Stadler,PR,&

277



イ
ラ
ス
ト
作
成
　
ス
タ
ジ
オ
び
り
や
に



今井むつみ (い まい。むつみ)

1989年慶應義塾大学大学院博士課程単位取得退学 94年
ノースウェスタン大学心理学部 Ph D取得 慶應義塾
大学環境情報学部教授 専門は認知科学,言語心理学,

発達心理学

著書『ことばと思考』 (岩波新書)

『学びとは何か』 (岩波新書)

『ことばの発達の謎を解く』(ち くまプリマー新書)

『英語独習法』 (岩波新書)な ど

共著『言葉をおぼえるしくみ』 (ち くま学芸文庫)

『算数文章題が解けない子どもたち』 (岩波書店)

など

秋田喜美 (あ きた。きみ)

2009年神戸大学大学院文化学研究科修了 博士 (学術)

取得 大阪大学大学院言語文化研究科講師を経て,名古
屋大学大学院人文学研究科准教授 専門は認知・心理言
語学

著書『オノマトペの認知科学』 (新曜社)

共編著 〃η″ο″οS,И″′′J^α″′E″″́SSiυ ś(JOhn

Belllamins)

『言語類型論』 (開拓社)な ど

言語の本質

中公新書 275δ

2023年 5月 25日 初版

2023年 6月 10日 再版

著 者 象橘 臭
発行者 安 部 順 一

本 文 印刷 三 晃 印刷
カバー印刷 大熊整美堂
製   本 小 泉 製 本

発 行 所 中 央 公 論 新 社
〒1008152

東京都千代田区大手町 171
電話 販売 0352991730

断尋夕に 03-5299-1830
URL https:〃www Chuko cojp/

定価はカバーに表示 してあ ります

落丁本・ 乱丁本はお手数ですが小社

販売部宛にお送 りください 送料小

社負担にてお取 り替えいた します

本書の無断複製 (コ ピー)は著作権法

上での例外を除 き禁 じられています

また,代行業者等に依頼 してスキャ
ンやデジタル化することは,た とえ

個人や家庭内の利用を 目的 とする場

合でも著作権法違反です

02023 MutsumiIMA1/Kimi AKITA
Pubhshcd by CHUOKORON― SHINSHA, INC
Printed inJapan ISBN978 4 12 102756 6 C1280



言
語

・
文
学

・

エ
ツ
セ
イ

外
山
滋
比
古

徳
川
宗
賢
編

釘

貫

　

亨

牧

野

成

一

白

川
　

静

阿

辻

哲

次

阿

辻

哲

次

落

合

淳

思

笹

原

宏

之

黒
田
龍
之
助

小

林

　

標

寺

澤

　

盾

寺

澤

　

盾

斎

藤

兆

史

斎

藤

兆

史

四
批
評
理
論
入
門

劾
小
説
読
解
入
門

２７５６
言
語
の
本
質

廣
野
由
美
子

廣
野
由
美
子

今
井
む
つ
み

秋

田

喜

美

４３３
日
本
語

の
個

性

（改
柩

５３３
日
本

の
方

言
地
図

４０
日
本
語
の
発
音
は

２７
　
ど
う
変
わ
っ
て
き
た
か

９３
日
本
語
を

２４
　
翻
訳
す
る
と
い
う
こ
と

ｍ
漢
字
百
話

２２‐３
漢
字
再
入
門

‐７５５
部
首
の
は
な
し

独
漢
字
の
字
形

２４３０
謎
の
漢
字

狙
訟綱轟凌の言
語
学
の
考
え
方

圏
ラ
テ
ン
語
の
世
界

・９７‐
英
語
の
歴
史

２４０７
英
単
語
の
世
界

・５３３
英
語
達
人
列
伝

２７３８
英
語
達
人
列
伝
Ⅱ

厠
英
語
達
人
塾

　

　

　

斎

藤

兆
史

２６２８
英
文
法
再
入
門
　
　
　
澤

井

康

佑

２６８４
中
学
英
〓
喝
再
」
入
門
　
澤

井

康

佑

２６３７
英
筆
お

読
み
方

　

　

北

村

一
真

‐４４８
「超
」
Ｚ
フ
ン
ス
語
入
門

西
永

良

成

３５２
日
本
の
名
作
　
　
　
　
小
田
切
　
進

獅
日
本
近
代
文
学
入
門
　
堀
　
啓

子

知
現
代
日
本
を
読
む
―
″窪

影̈
↑
ン
武

田
　
徹

畑
幼
い
子
の
文
学
　
　
　
瀬

田
貞

二

２‐５６
源
氏
物
語
の
結
婚
　
　
工
藤

重

矩

２５８５
徒

然

草

　

　

　

　

川

平
敏

文

‐７９８
ギ
リ
シ
ア
神
話

　

　

西
村
賀

子

２３８２
シ
エ
イ
ク
ス
ピ
ア
　
　
河
合
祥

一
郎

２２４２
オ
ス
カ
‐

・
フ
イ
ル
ド

宮
崎
か
す
み

２７５
マ
ザ
ー
・グ
ー
ス
の
唄

平

野
敬

一

２７‐６
カラー販
譲
稀
拝
堪
己
げ
を
求
め
て
』
士
口
Ⅲ
川　
一　
筆謁

２４０４
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
文
学
入
門

寺

尾

隆
吉





言語の本質

中公新書 2756


