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◆ キーワード　歌の発生／生物言語学／ジュウシマツの歌／岡ノ谷一夫／川田順造

歌
の
発
生
覚
え
書
き

│
│
生
物
言
語
学
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
│
│

末　

次　
　

智

声
は
人
間
の
生
理
の
、
深
く
や
わ
ら
か
な
部
分
に
直
結
し
て
い
る
ら

し
い
。 

（
川
田
順
造
『
聲
』）

は
じ
め
に

私
が
対
象
と
す
る
フ
ィ
ー
ル
ド
の
中
心
は
、奄
美
と
沖
縄
の
島
々
で
あ
る
。

と
く
に
、
そ
こ
に
国
家
を
形
成
し
た
琉
球
王
国
の
宮
廷
歌
謡
を
中
心
に
研

究
を
行
っ
て
き
た
。
し
か
し
一
方
で
、
こ
の
フ
ィ
ー
ル
ド
で
は
、
集
落
（
シ

マ
）
ご
と
に
、
最
近
ま
で
、
あ
る
い
は
現
在
で
も
、
祭
祀
の
場
の
な
か
で
神

と
関
わ
る
神
聖
な
言
葉
（
歌
）
が
伝
え
ら
れ
て
き
た
。
こ
れ
ら
は
、
た
と
え

ば
、
折
口
信
夫
を
つ
よ
く
惹
き
つ
け
、
そ
の
文
学
発
生
論
を
導
く
契
機
の
一

つ
と
な
っ
た
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
以
降
、
折
口
の
仕
事
を

通
過
し
た
人
々
を
中
心
に
、文
字
以
前
の
日
本
文
学
を
推
測
す
る
縁
と
し
て
、

シ
マ
ジ
マ
の
歌
を
取
り
上
げ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
。
彼
ら
の
代
表
的
な
成

果
を
挙
げ
れ
ば
、
藤
井
貞
和
の
『
古
日
本
文
学
発
生
論（
１
）』
や
、
古
橋
信
孝
の

『
古
代
歌
謡
論（
２
）』、

谷
川
健
一
の
『
南
島
文
学
発
生
論（
３
）』

な
ど
が
あ
る
。
こ
れ

ら
は
、
同
じ
フ
ィ
ー
ル
ド
を
研
究
す
る
私
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
つ

ま
り
、
私
も
、
文
字
以
前
の
日
本
文
学
の
あ
り
方
、
そ
し
て
、
歌
の
発
生
に

つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
仕
事
を
通
し
て
、
考
え
さ
せ
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
歌
が
変
化
し
た
先
に
、
琉
球
の
宮
廷
歌
謡
が
あ
る
の
だ
と
す
れ

ば
、
そ
の
表
現
が
も
た
ら
す
「
特
別
な
力
」、
そ
の
源
は
、
こ
れ
ら
の
シ
マ

ジ
マ
の
神
歌
に
つ
な
が
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
柳
田
国

男
が
『
遠
野
物
語
』
に
収
録
し
た
、
遠
野
の
シ
マ
に
伝
え
ら
れ
た
物
語
の
中

に
吉
本
隆
明
が
見
出
し
た
「
共
同
幻
想
」
と
い
う
概
念
を
元
に
、
古
橋
信
孝

は
宮
古
諸
島
宮
古
島
狩
俣
の
シ
マ
の
祭
祀
歌
謡
を
読
み
解
い
て
い
っ
た
。
つ

ま
り
、
シ
マ
の
人
々
の
背
後
に
は
、
共
同
幻
想
が
存
在
し
、
こ
れ
を
も
と
に

説
話
や
歌
が
表
現
と
し
て
成
り
立
つ
と
い
う
の
で
あ
る
。
の
ち
に
、
こ
の
方

法
は
、「
表
現
の
共
同
性
」
と
い
う
方
向
に
昇
華
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
本

州
弧
の
古
代
歌
謡
を
読
み
解
く
方
法
と
な
っ
て
い
く
（
４
）。
こ
の
よ
う
な
仕
事
の

影
響
の
も
と
、
私
も
た
と
え
ば
、
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
の
関
わ
り
で
、
文
学

の
発
生
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
り
も
し
た
（
５
）。
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そ
の
よ
う
な
歌
の
発
生
に
つ
い
て
の
私
の
関
心
の
中
で
、
二
○
一
○
年
八

月
三
○
日
に
Ｎ
Ｈ
Ｋ
で
放
映
さ
れ
た
「
爆
笑
問
題
の
ニ
ッ
ポ
ン
の
教
養
」
と

い
う
番
組
の
第
一
一
八
回
「
は
じ
ま
り
は
ラ
ブ
ソ
ン
グ
」
と
い
う
回
で
、
本

稿
で
中
心
的
に
取
り
上
げ
る
こ
と
に
な
る
岡
ノ
谷
一
夫
の
仕
事
に
出
会
う
。

そ
れ
は
、
ジ
ュ
ウ
シ
マ
ツ
と
い
う
鳥
が
そ
の
鳴
き
声
に
法
則
性
を
持
っ
て
い

る
と
い
う
も
の
で
、
岡
ノ
谷
は
こ
れ
を
「
歌
」
と
呼
ん
で
い
た
。
こ
れ
か
ら

具
体
的
に
確
認
し
て
い
く
が
、
岡
ノ
谷
は
人
間
（
ヒ
ト
）
に
も
、
こ
の
よ
う

な
鳴
き
声
に
近
い
発
声
を
行
っ
て
い
た
時
期
が
あ
り
、
そ
れ
が
言
語
へ
と
つ

な
が
っ
て
い
っ
た
と
語
っ
て
い
た
。
岡
ノ
谷
の
関
心
の
中
心
は
言
語
の
起
源

に
あ
っ
た
が
、
私
に
と
っ
て
衝
撃
だ
っ
た
の
は
、
ジ
ュ
ウ
シ
マ
ツ
の
そ
の
鳴

き
声
は
ま
さ
に
「
歌
」
で
あ
り
、
歌
の
起
源
が
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
「
言
語
」
以
前
の
表
現
な
の

で
あ
る
。
そ
の
後
、こ
の
番
組
を
私
が
職
場
で
担
当
す
る
「
う
た
の
文
化
論
」

と
い
う
講
義
の
初
回
に
「
う
た
う
動
物
は
ヒ
ト
だ
け
か
？
」
と
い
う
テ
ー
マ

で
五
年
間
取
り
上
げ
て
き
た
。
そ
の
一
方
で
、
岡
ノ
谷
ら
の
共
同
研
究
を
活

字
で
確
認
し
て
き
た
。
本
稿
は
、
そ
の
成
果
で
あ
り
、
歌
の
発
生
論
に
お
け

る
言
語
の
存
在
を
前
提
と
す
る
こ
れ
ま
で
の
方
法
と
は
異
な
る
ア
プ
ロ
ー
チ

に
つ
い
て
の
研
究
ノ
ー
ト
で
あ
る
。

一
、
歌
と
身
体
と

な
ぜ
、
歌
の
発
生
を
問
題
に
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
言
語
表
現
一

般
の
中
で
、
歌
表
現
が
「
特
別
な
力
」
を
も
つ
か
ら
で
あ
る
。
私
た
ち
は
、

歌
を
う
た
い
な
が
ら
、
聴
き
な
が
ら
、
そ
の
こ
と
を
日
ご
ろ
感
じ
て
い
る
。

そ
の
理
由
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
発
生
を
問
う
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ

ば
、
そ
れ
は
「
歌
と
は
何
か
」
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
も
あ

る
。た

と
え
ば
、
川
田
順
造
は
、
歌
、
う
た
う
こ
と
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
定

義
し
て
い
る
。

「
う
た
う
」
と
い
う
行
為
は
、
言
語
音
の
分
節
的
特
徴
（segm

ental 
features

）
と
、
韻
律
的
特
徴
（prosodic features

）
と
を
優
劣
の
な
い

関
係
で
結
ん
で
、
音
声
言
語
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
表
出
す
る
行
為
で
あ
り
、

（
中
略
）
身
体
性
と
の
つ
な
が
り
も
含
め
る
と
、
言
語
（
学
）
的
領
域
と

音
楽
（
学
）
的
領
域
と
い
う
、そ
れ
自
体
歴
史
の
浅
い
固
定
観
念
の
枠
を

根
底
的
に
無
化
し
超
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
、
あ
る
が
ま
ま
の
、
あ

る
い
は
あ
る
べ
き
姿
で
、
捉
え
ら
れ
な
い
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
（
６
）。

こ
の
優
れ
た
定
義
は
、
う
た
う
こ
と
、
歌
に
対
す
る
従
来
の
考
え
を
さ
ら

に
推
し
進
め
る
こ
と
で
、
歌
表
現
の
力
の
源
に
近
づ
こ
う
と
し
て
い
る
と
言

え
る
。「
音
声
言
語
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
表
出
す
る
行
為
」
と
し
て
の
歌
、
本

稿
の
内
容
は
、
お
そ
ら
く
、
川
田
の
こ
の
よ
う
な
考
え
を
、
さ
ら
に
推
し
進

め
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
思
わ
れ
る
。

歌
の
発
生
、
そ
れ
は
、
つ
ま
り
文
学
の
発
生
だ
と
も
言
え
る
と
思
う
が
、

こ
れ
ま
で
の
文
学
の
発
生
研
究
の
中
で
、
歌
は
人
間
に
固
有
な
も
の
だ
と
い

う
こ
と
が
前
提
と
し
て
あ
っ
た
。
た
し
か
に
、
た
と
え
ば
動
物
の
歌
と
い
っ

た
言
い
方
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
人
間
世
界
の
文
化
を
動
物
に
当
て
は

め
た
比
喩
表
現
と
し
て
用
い
ら
れ
る
だ
け
で
あ
っ
た
。
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た
と
え
ば
、
川
田
は
、
歌
（
う
た
）
の
こ
れ
ま
で
の
代
表
的
な
語
源
説
に

つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。

「
う
た
」
は
、
大
野
晋
ら
に
よ
れ
ば
、「
う
た
が
ひ
」「
う
た
た
」
な
ど
と

同
根
で
、
自
分
の
気
持
ち
を
ま
っ
す
ぐ
に
表
現
す
る
意
で
あ
る
が
、
白

川
静
は
、
祈
り
の
と
き
の
特
殊
な
発
声
を
指
す
「
う
た
き
」（
吼
き
）
と

関
係
す
る
語
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
白
川
に
よ
れ
ば
、「
歌
」
は

呵
、
訶
な
ど
と
一
系
で
、
祝
祷
の
器
を
何
枝
で
呵
責
し
て
成
就
を
求
め

る
意
で
あ
り
、
そ
の
祈
る
声
を
呵
、
訶
と
い
い
、
そ
の
声
調
の
も
の
が

歌
で
あ
る
と
い
う
。
他
方
、
折
口
信
夫
は
「
歌
ふ
」
と
「
訴
ふ
」
の
意

味
場
を
重
ね
合
わ
せ
て
考
え
て
い
て
、
元
来
「
う
た
ふ
」
と
い
う
形
で

「
う
っ
た
へ
」
た
の
だ
と
し
て
い
る
。
私
は
ア
フ
リ
カ
で
の
、
…
…
粉
挽

き
う
た
や
、
お
話
の
中
で
異
界
と
人
間
界
を
結
ぶ
メ
ッ
セ
ン
ジ
ャ
ー
と

し
て
の
重
要
な
鳥
と
蛙
の
「
う
た
」
な
ど
に
接
し
た
体
験
か
ら
、
長
い

あ
い
だ
折
口
説
に
共
感
し
て
い
た
の
だ
が
、
国
語
学
的
に
は
折
口
説
は

支
持
さ
れ
難
い
よ
う
だ
。
藤
井
貞
和
は
一
九
七
三
年
に
す
で
に
、
遠
藤

嘉
基
の
研
究
に
依
拠
し
て
折
口
説
を
否
定
し
、
同
時
に
一
種
の
恍
惚
状

態
、
オ
ル
ギ
ー
と
し
て
の
「
う
た
状
態
」
と
い
う
べ
き
も
の
に
「
う
た
」

の
原
始
の
姿
を
見
よ
う
と
し
、
そ
の
主
張
を
最
近
も
繰
り
返
し
て
い
る
（
７
）。

右
に
引
か
れ
る
大
野
や
白
川
の
仮
説
は
、「
う
た
」
の
語
源
説
だ
か
ら
当

然
な
の
だ
が
、
い
ず
れ
も
、
歌
の
前
提
と
し
て
先
に
言
葉
が
あ
る
こ
と
に

な
っ
て
い
る
。
だ
が
、藤
井
の
オ
ル
ギ
ー
と
し
て
の
歌
説
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

「
う
た
状
態
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
最
初
に
引
い
た
川
田
の
定
義
に

引
き
つ
け
れ
ば
、
分
節
的
な
特
徴
よ
り
も
音
韻
的
な
特
徴
の
要
素
に
近
い
状

態
を
指
す
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
川
田
は
、
自
ら
の
考
え
と
し
て
「
こ
と
ば

も
う
た
も
、
身
体
を
離
れ
て
は
あ
り
え
な
い
（
８
）」

と
、
そ
の
身
体
性
と
い
う
こ

と
を
強
調
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
藤
井
の
「
う
た
状
態（
９
）」

に
も
通
じ
る
も
の

だ
ろ
う
。

し
か
し
、
身
体
を
問
題
に
す
れ
ば
、
日
本
と
い
う
地
域
性
は
も
ち
ろ
ん
、

そ
れ
は
人
間
だ
け
の
問
題
で
は
な
く
な
る
。
川
田
が
「
う
た
う
場
合
は
、
関

与
す
る
発
生
・
調
音
器
官
の
範
囲
が
日
常
的
な
発
話
よ
り
さ
ら
に
広
い
の
で
、

一
度
条
件
付
け
ら
れ
る
と
、
関
与
す
る
諸
器
官
の
あ
い
だ
の
協
調
的
な
反
射

的
運
動
連
鎖
に
よ
っ
て
、
な
か
ば
自
動
的
な
反
射
が
よ
り
容
易
に
な
る
」
と

述
べ
る
に
至
っ
て
は
、
人
間
の
生
理
的
な
条
件
に
踏
み
込
ん
で
お
り
、
そ
れ

は
、
動
物
と
し
て
の
人
間
の
領
域
に
入
っ
て
い
か
ざ
る
を
え
な
い
。

二
、
小
鳥
の
歌
か
ら
人
間
の
言
葉
へ

 

歌
は
、
ほ
ん
と
う
に
人
間
に
固
有
な
表
現
な
の
だ
ろ
う
か
。
文
化
と
い

う
視
点
か
ら
、
人
間
は
、
人
間
以
外
の
動
物
と
共
通
す
る
要
素
を
も
た
な
い

の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
疑
問
に
メ
ス
を
入
れ
た
の
が
、
岡
ノ
谷
一
夫
ら
の
研
究

で
あ
る
。
本
稿
は
、
岡
ノ
谷
ら
の
仮
説
を
、「
人
間
の
歌
」
研
究
と
し
て
と

ら
え
直
す
試
み
で
あ
る
。

岡
ノ
谷
は
、
ま
ず
自
ら
の
研
究
の
動
機
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。僕

が
知
り
た
い
の
は
、
言
葉
の
起
源
で
あ
る
。
言
葉
の
起
源
と
は
、
言

葉
の
進
化
と
は
異
な
る
。
起
源
と
は
、
存
在
し
な
か
っ
た
も
の
が
存
在
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す
る
よ
う
に
な
る
こ
と
で
あ
り
、
進
化
と
は
存
在
す
る
も
の
が
世
代
を

超
え
て
変
化
す
る
こ
と
だ
。
人
間
は
も
う
言
葉
を
し
ゃ
べ
っ
て
い
る
。

だ
か
ら
人
間
を
い
く
ら
研
究
し
て
も
、
そ
も
そ
も
言
葉
が
始
ま
っ
た
理

由
は
わ
か
ら
な
い
だ
ろ
う
。
人
間
の
研
究
か
ら
わ
か
る
の
は
、
言
葉
を

し
ゃ
べ
る
た
め
の
仕
組
み
に
過
ぎ
な
い
。
仕
組
み
を
わ
か
る
こ
と
は
大

切
な
こ
と
だ
け
れ
ど
、
僕
の
興
味
か
ら
少
し
は
ず
れ
て
い
る）

10
（

。

岡
ノ
谷
の
目
的
は
、
言
葉
の
起
源
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ

は
、
今
ま
で
人
類
に
と
っ
て
の
長
い
間
の
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
人

間
を
い
く
ら
研
究
し
て
も
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
な
ら
な
い
の
だ
と
い
う
。

こ
れ
を
動
物
進
化
の
視
点
か
ら
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ

の
さ
い
に
、
動
物
の
、
と
く
に
鳥
の
鳴
き
声
を
対
象
と
し
て
取
り
上
げ
る
。
岡

ノ
谷
ら
は
、
人
間
の
言
葉
の
起
源
を
、
小
鳥
の
歌
に
求
め
よ
う
と
し
て
い
る
。

鳥
類
は
お
よ
そ
一
万
種
い
て
、
そ
の
う
ち
の
半
分
以
上
が
鳴
禽
類
、
つ
ま

り
「
小
鳥
」
な
の
だ
と
い
う）

11
（

。
こ
れ
ら
に
お
い
て
は
、
発
声
信
号
が
と
く
に

豊
か
で
あ
る
と
い
う
。
岡
ノ
谷
は
、
そ
の
小
鳥
の
歌
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。

小
鳥
の
発
声
信
号
に
は
二
種
類
あ
る
。
い
っ
ぽ
う
は
生
ま
れ
つ
き
発
す

る
こ
と
が
で
き
、
状
況
に
依
存
し
て
鳴
か
れ
る
単
音
節
の
発
生
で
、
こ

れ
ら
を
地
鳴
き
と
い
う
。
地
鳴
き
は
、
ヒ
ナ
が
餌
を
ね
だ
る
と
き
、
親

を
呼
ぶ
と
き
、
敵
が
き
た
と
き
、
仲
間
に
あ
い
さ
つ
す
る
と
き
な
ど

そ
れ
ぞ
れ
で
異
な
る
種
類
の
音
声
を
使
う
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
縄
張
り

の
防
衛
と
メ
ス
へ
の
求
愛
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
音
声
で
、
学
習
を
必

要
と
し
て
、
複
数
の
音
声
か
ら
成
る
発
声
で
あ
り
、
さ
え
ず
り
と
よ
ば

れ
る
。
こ
の
音
声
は
、
ヒ
ト
の
耳
に
も
メ
ロ
デ
ィ
ア
ス
に
聞
こ
え
る
の

で
、
歌
と
も
よ
ば
れ
る）

12
（

。

つ
ま
り
、
人
間
が
歌
と
呼
ぶ
「
さ
え
ず
り
」
は
、
お
も
に
求
愛
目
的
で
用
い

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
鳥
の
さ
え
ず
り
を
、
人
間
の
発
声
と
比
較
し
よ
う
と
す
る
前
提

と
し
て
、鳥
と
人
間
の
発
声
の
仕
組
み
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

ヒ
ト
で
は
、
声
帯
で
作
ら
れ
た
音
が
、
の
ど
や
鼻
、
上
あ
ご
の
内
側
や

舌
、
歯
に
よ
り
さ
ま
ざ
ま
に
変
化
し
て
発
声
さ
れ
る
。
鳥
で
も
鳴
管
で

作
ら
れ
た
音
が
気
道
、
ク
チ
バ
シ
へ
と
抜
け
出
る
間
に
特
性
を
変
え
発

せ
ら
れ
る
。
発
声
の
し
く
み
が
異
な
る
こ
と
を
の
ぞ
け
ば
、
ヒ
ト
も

鳥
も
、
呼
気
を
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
と
し
て
、
音
を
作
り
、
音
源
か
ら
先
が

フ
ィ
ル
タ
ー
と
し
て
働
い
て
音
に
多
様
性
を
つ
け
る
と
い
う
点
で
、
非

常
に
似
た
し
く
み
で
音
を
作
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
ヒ
ト
に
お
い
て
も

鳥
に
お
い
て
も
、
発
声
す
る
こ
と
は
、
複
数
の
独
立
し
た
筋
肉
群
を
き

わ
め
て
精
緻
に
協
調
さ
せ
る
こ
と
で
可
能
に
な
る
行
動
な
の
で
あ
る）

13
（

。

つ
ま
り
、
生
理
学
的
に
、
鳥
と
人
の
発
声
の
仕
組
み
は
類
似
し
て
い
る
と
い

う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
先
の
川
田
の
記
述
を
思
い
出
し
て
み
よ
う
。
人
間

も
鳥
と
類
似
し
た
声
を
出
す
機
能
を
持
つ
の
で
あ
れ
ば
、
鳥
が
歌
っ
て
も
不

思
議
は
な
い
。
岡
ノ
谷
ら
の
研
究
は
、
そ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

三
、
ジ
ュ
ウ
シ
マ
ツ
の
歌
文
法
に
つ
い
て

岡
ノ
谷
ら
は
、
小
鳥
の
う
ち
、
と
く
に
ジ
ュ
ウ
シ
マ
ツ
に
つ
い
て
研
究
し
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て
い
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
そ
の
さ
え
ず
り
に
複
雑
な
文
法
が
あ
る
こ
と

を
見
い
だ
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

ま
ず
、
ジ
ュ
ウ
シ
マ
ツ
は
約
八
種
類
の
短
い
鳴
き
声
を
出
す
こ
と
が
で

き
ま
す
。
こ
の
短
い
鳴
き
声
を
「
エ
レ
メ
ン
ト
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し

ま
す
。（
中
略
）
つ
ま
り
、
ジ
ュ
ウ
シ
マ
ツ
の
歌
に
は
、
ま
ず
エ
レ
メ

ン
ト
が
あ
り
、
エ
レ
メ
ン
ト
が
組
み
合
わ
さ
っ
て
チ
ャ
ン
ク
に
な
り
、

チ
ャ
ン
ク
が
つ
な
が
っ
て
歌
に
な
る
、
と
い
う
順
序
の
構
造
が
あ
る
の

で
す
。（
中
略
）
そ
こ
で
私
た
ち
は
、
ジ
ュ
ウ
シ
マ
ツ
の
歌
を
チ
ャ
ン

ク
で
区
切
り
、
チ
ャ
ン
ク
の
並
び
方
を
チ
ャ
ー
ト
に
し
て
み
ま
し
た
。

す
る
と
、
け
っ
し
て
ジ
ュ
ウ
シ
マ
ツ
は
で
た
ら
め
に
鳴
い
て
い
る
の
で

は
な
く
、
一
定
の
規
則
に
し
た
が
っ
て
チ
ャ
ン
ク
を
並
べ
替
え
な
が
ら

歌
を
う
た
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。
複
雑
に
き
こ
え
る

ジ
ュ
ウ
シ
マ
ツ
の
歌
に
も
、
や
は
り
規
則
が
あ
っ
た
の
で
す
。
／
チ
ャ

ン
ク
並
べ
替
え
の
規
則
は
、
人
間
の
こ
と
ば
に
お
け
る
文
法
の
よ
う
で

す
。
こ
と
ば
の
文
法
と
区
別
す
る
た
め
、
こ
れ
を
「
歌
文
法
」
と
呼
ぶ

こ
と
に
し
ま
す）

14
（

。

こ
の
歌
文
法
の
発
見
と
と
も
に
、
次
の
よ
う
に
も
言
う
。

ヒ
ナ
は
、
自
分
の
親
を
含
め
た
複
数
の
オ
ス
の
歌
を
聴
い
て
、
そ
れ
を

「
切
り
貼
り
」
し
、
自
分
の
歌
を
つ
く
っ
て
い
た
の
で
す
。
つ
ま
り
、

ヒ
ナ
は
周
囲
に
い
る
複
数
の
オ
ス
の
歌
を
「
お
手
本
」
と
し
て
、
発
声

と
歌
文
法
を
同
時
に
学
習
し
て
い
る
の
で
す）

15
（

。

ジ
ュ
ウ
シ
マ
ツ
の
歌
文
法
は
、
世
代
を
超
え
て
学
習
さ
れ
て
い
る
と
い

う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
現
象
は
、
人
間
と
鳥
の
他
に
は
、
と
く
に
鯨
類

に
し
か
今
の
と
こ
ろ
見
ら
れ
な
い
と
も
い
う
。
こ
こ
に
は
、
我
々
が
通
常
鳥

の
鳴
き
声
に
抱
い
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
以
上
の
精
緻
な
仕
組
み
が
あ
る
こ
と
が

述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
ほ
と
ん
ど
文
化
と
い
っ
て
も
よ
い
よ
う
な
事

例
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
が
人
間
の
言
葉
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で

あ
る
。

四
、
鳥
の
鳴
き
声
か
ら
人
間
の
言
葉
へ

右
の
よ
う
な
研
究
を
基
に
、
人
間
の
言
葉
の
起
源
に
つ
い
て
、
岡
ノ
谷
は
、

次
の
よ
う
な
仮
説
を
唱
え
て
い
る
。
少
し
引
用
が
長
く
な
る
が
、
そ
の
ま
ま

引
く
こ
と
に
す
る
。

歌
か
ら
言
葉
が
ど
ん
な
ふ
う
に
生
ま
れ
た
の
か
、
僕
が
考
え
て
き
た
仮

説
を
お
話
し
し
ま
す
ね
。
た
と
え
ば
、
言
葉
を
も
つ
以
前
の
わ
れ
わ
れ

が
、
狩
り
の
歌
や
食
事
の
歌
を
う
た
っ
て
い
た
と
し
ま
す
。
歌
詞
の
な

い
、
メ
ロ
デ
ィ
ー
だ
け
の
歌
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
み
て
下
さ
い
。
／
狩

り
と
食
事
、
そ
の
共
通
部
分
は
何
か
と
い
う
と
、
ど
ち
ら
も
み
ん
な
で

や
る
こ
と
だ
か
ら
、「
み
ん
な
で
し
よ
う
」
と
い
う
文
脈
が
入
り
ま
す
。

／
狩
り
の
歌
と
食
事
の
歌
の
両
方
に
、
同
じ
フ
レ
ー
ズ
が
入
っ
て
い
た

と
す
る
と
、
共
通
の
フ
レ
ー
ズ
が
切
り
取
ら
れ
、
浮
か
び
上
が
っ
て
聞

こ
え
て
く
る
で
し
ょ
う
。
共
通
の
フ
レ
ー
ズ
を
う
た
う
こ
と
で
「
み
ん

な
で
何
か
し
よ
う
」
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
え
る
こ
と
に
な
る
。
／

そ
の
よ
う
な
集
団
で
育
っ
た
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
、
狩
り
と
食
事
の

歌
の
一
部
で
あ
っ
た
共
通
の
フ
レ
ー
ズ
は
、「
み
ん
な
で
何
か
し
よ
う
」
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と
い
う
意
味
を
も
っ
た
単
語
に
な
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
／
こ
う
い
う
こ

と
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
う
ち
に
、
漠
然
と
し
た
状
況
に
対
応
し
た
漠

然
と
し
た
歌
が
、
だ
ん
だ
ん
短
く
、
よ
り
具
体
的
な
意
味
の
メ
ッ
セ
ー

ジ
を
も
っ
た
単
語
に
か
わ
っ
て
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
音
の
流

れ
と
、
状
況
で
あ
る
文
脈
の
流
れ
を
相
互
に
切
り
分
け
る
の
で
、
こ
れ

を
「
相
互
分
節
化
仮
説
」
と
呼
ん
で
い
ま
す）

16
（

。

岡
ノ
谷
は
、
こ
の
前
提
に
、
脳
の
働
き
の
進
化
を
見
て
い
る
が
、
本
稿
で

は
、
そ
こ
ま
で
立
ち
入
る
こ
と
を
し
な
い
。

右
の
内
容
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。

「
単
語
が
先
に
あ
り
、
単
語
を
組
み
合
わ
せ
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、

こ
と
ば
が
で
き
た
」
の
で
は
な
く
、「
歌
の
よ
う
な
音
の
流
れ
が
ま
ず

先
に
あ
り
、
そ
れ
を
切
り
分
け
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
単
語
が
で
き

た
」
と
考
え
る
の
で
す）

17
（

。

こ
れ
を
踏
ま
え
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

人
間
は
「
こ
と
ば
」
を
も
つ
よ
り
以
前
に
、「
歌
詞
の
な
い
歌
」
を

歌
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？）

18
（

こ
れ
は
、
人
間
の
歌
を
考
え
る
上
で
、
た
い
へ
ん
重
要
な
仮
説
で
あ
る
。

言
葉
よ
り
前
に
歌
が
あ
っ
た
。
歌
の
本
質
を
考
え
る
う
え
で
、
こ
の
指
摘
は

見
逃
せ
な
い
。
も
し
、
こ
れ
が
、
人
間
の
歌
に
も
当
て
は
ま
る
の
な
ら
、
歌

の
源
は
人
類
を
超
え
て
た
い
へ
ん
深
い
こ
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
歌
の
発
生
を
問
題
と
す
る
私
た
ち
は
、
言
葉
の
発
生
よ
り
も
遡

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
人
間
以
前
の
歌
を
認
め
る

こ
と
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。

五
、
歌
う
サ
ル
か
ら
人
間
へ

岡
ノ
谷
ら
は
、鳥
の
歌
の
事
例
を
直
接
人
間
に
当
て
は
め
る
の
で
は
な
く
、

人
間
の
直
接
の
祖
先
で
あ
る
サ
ル
の
鳴
き
声
に
注
目
す
る
。
イ
ン
ド
・
ボ
ル

ネ
オ
島
の
熱
帯
雨
林
に
住
む
ミ
ュ
ラ
ー
テ
ナ
ガ
ザ
ル
の
鳴
き
声
に
つ
い
て
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

ミ
ュ
ラ
ー
テ
ナ
ガ
ザ
ル
は
、「
ワ
」「
オ
」
と
き
こ
え
る
二
種
類
の
エ
レ

メ
ン
ト
を
出
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
れ
は
生
ま
れ
つ
き
決
ま
っ
て
お

り
、
そ
れ
以
外
の
鳴
き
声
を
発
音
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
た
っ
た

二
種
類
の
音
を
組
み
合
わ
せ
、
並
べ
替
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
歌
う
の
で

す
。
／
ミ
ュ
ラ
ー
テ
ナ
ガ
ザ
ル
は
、「
ワ
オ
ー
オ
オ
オ
ワ
オ
ー
」
な
ど

と
聞
こ
え
る
鳴
き
声
を
数
キ
ロ
四
方
に
響
き
わ
た
ら
せ
、
時
に
は
一
時

間
以
上
も
う
た
い
続
け
ま
す
。
／
な
ん
の
た
め
に
彼
ら
は
う
た
う
の
で

し
ょ
う
。
そ
の
目
的
は
、
お
も
に
な
わ
ば
り
を
守
る
た
め
や
群
れ
の
結

束
の
た
め
で
す
。
歌
に
は
「
警
戒
」「
仲
間
（
隣
人
）
へ
の
よ
び
か
け
」

「
家
族
内
の
呼
び
か
け
」「
自
己
ア
ピ
ー
ル
」「
強
い
威
嚇
」
の
意
味
が

あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す）

19
（

。

し
か
し
、「
ミ
ュ
ラ
ー
テ
ナ
ガ
ザ
ル
の
歌
に
は
、
ジ
ュ
ウ
シ
マ
ツ
の
よ
う

な
は
っ
き
り
し
た
文
法
は
」
な
く
、「
ワ
と
オ
の
並
べ
方
が
比
較
的
似
て
い

る
歌
の
場
合
、
同
じ
よ
う
な
意
味
を
持
つ
」
と
い
う
程
度
の
ゆ
る
や
か
な
規

則
が
あ
る
に
過
ぎ
な
い
と
も
い
う
。
そ
し
て
、
ミ
ュ
ラ
ー
テ
ナ
ガ
サ
ル
は
、

「
発
声
学
習
」
が
で
き
な
い
か
ら
、「
人
間
や
ジ
ュ
ウ
シ
マ
ツ
の
よ
う
に
、
あ
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た
ら
し
い
発
音
を
覚
え
る
こ
と
は
」
で
き
な
い
と
も
い
う
。
こ
れ
に
対
し
、

人
間
と
ジ
ュ
ウ
シ
マ
ツ
は
、
音
の
流
れ
の
中
か
ら
チ
ャ
ン
ク
（
か
た
ま
り
）

を
切
り
出
す
能
力
を
も
っ
て
い
る
。

だ
が
、
歌
う
サ
ル
は
い
た
。
そ
こ
で
、
人
間
の
祖
先
が
「
ミ
ュ
ラ
ー
テ
ナ

ガ
ザ
ル
の
よ
う
に
、
状
況
に
応
じ
て
歌
を
う
た
っ
て
い
た）

20
（

」
と
考
え
る
。
そ

こ
か
ら
人
間
の
言
葉
へ
つ
な
が
る
よ
う
に
考
え
出
さ
れ
た
仮
説
が
、
前
節
で

取
り
上
げ
た
「
相
互
分
節
化
仮
説
」
で
あ
る
。
こ
の
仮
説
に
つ
い
て
、
次
の

よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。

偶
然
に
歌
が
重
な
り
合
っ
た
だ
け
で
、
す
ぐ
に
単
語
が
生
ま
れ
て
く
る

と
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
歌
の
中
か
ら
単
語
が
切
り
出
さ
れ
る
の
に

は
、
か
な
り
長
い
年
月
を
要
し
た
は
ず
で
す
。
／
歌
の
中
か
ら
切
り
出

さ
れ
た
共
通
部
分
は
、
最
初
は
長
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
？
そ
し
て
、

歌
か
ら
切
り
出
さ
れ
た
共
通
部
分
は
、
さ
ら
に
こ
ま
か
く
切
り
出
さ
れ

た
の
で
は
な
い
か
？
そ
う
し
た
プ
ロ
セ
ス
を
経
る
う
ち
に
、
最
終
的
に

「
単
語
」
が
で
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か）

21
（

。

次
に
、
サ
ル
の
仲
間
の
う
ち
、
人
間
だ
け
が
「
呼
吸
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で

き
る
」、
つ
ま
り
、
発
声
学
習
が
で
き
る
理
由
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
て
い

く
。
こ
れ
が
で
き
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
複
雑
な
歌
を
う
た
う
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
非
常
に
長
い
期
間
「
何
万

年
、
何
百
世
代
）
22
（

」
も
か
け
た
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
。

そ
こ
で
注
目
し
た
の
が
、
赤
ん
坊
の
泣
き
声
で
あ
る
。
出
産
一
ヶ
月
後

の
赤
ん
坊
に
は
、
泣
き
方
に
変
化
（
個
性
）
が
見
え
、
こ
れ
に
対
し
、
母
親

は
赤
ん
坊
の
要
求
を
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
。
そ
こ
で
「
ヒ
ト
の

赤
ん
坊
は
、
親
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
た
め
に
、
大
声
で
、
い
ろ
い
ろ
な
泣

き
声
を
出
す
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
？
」
と
い
う
仮
説
を
立
て
た
上

で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
人
間
の
祖
先
は
、
独
自
の
集
団
社
会
を
つ

く
り
、
火
や
石
器
を
使
い
、
み
ん
な
で
外
敵
か
ら
身
を
守
る
よ
う
に
な
っ
た

た
め
に
、「
赤
ん
坊
が
大
き
な
声
で
泣
い
て
も
、
生
命
が
脅
か
さ
れ
る
こ
と

は
な
く
な
っ
た
」
と
し
、
そ
れ
で
大
き
な
声
で
泣
い
て
意
思
表
示
が
で
き
る

よ
う
に
な
り
、
親
に
世
話
を
や
い
て
も
ら
う
方
が
生
存
に
有
利
に
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
考
え
を
前
提
に
、
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

大
き
な
声
で
い
ろ
い
ろ
な
泣
き
声
を
出
す
た
め
に
は
、
呼
吸
を
自
由
に

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
機
能
が
必
要
で
す
。
赤
ん
坊
に
と
っ
て
大
声
で
泣

く
こ
と
が
生
存
に
有
利
だ
っ
た
か
ら
、
人
間
は
呼
吸
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
発
声
学
習
の
機
能
が
備
わ
り
、

「
こ
と
ば
」
を
持
つ
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
…
…）

23
（

。

岡
ノ
谷
は
、
赤
ん
坊
の
と
き
の
こ
の
よ
う
な
発
声
学
習
に
つ
い
て
、
こ
れ
を

「
産
声
起
源
説
）
24
（

」
と
呼
ん
で
い
る
。
そ
う
し
て
、
人
間
は
、
複
雑
な
歌
を
う

た
え
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

六
、
歌
詞
の
な
い
歌
に
つ
い
て

こ
こ
ま
で
岡
ノ
谷
の
考
え
を
見
て
き
て
、
我
々
が
歌
を
考
え
る
う
え
で

注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
岡
ノ
谷
の
言
う
「
歌
の
よ
う
な
音
の
流

れ
」、「
歌
詞
の
な
い
、
メ
ロ
デ
ィ
ー
だ
け
の
歌
」、
つ
ま
り
、「
歌
詞
の
な
い

歌
」
で
あ
る
。
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こ
こ
で
、
ふ
た
た
び
冒
頭
に
引
用
し
た
川
田
順
造
の
定
義
を
思
い
起
こ
し

て
み
よ
う
。
そ
こ
で
は
、
歌
の
身
体
的
な
側
面
に
踏
み
込
み
な
が
ら
も
、
歌

を
「
音
声
言
語
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
表
出
す
る
行
為
」
と
し
て
い
た
。
と
い
う

こ
と
は
、
や
は
り
先
に
「
言
語
」
が
あ
る
こ
と
が
、
つ
ま
り
意
味
が
あ
る
こ

と
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
。

歌
の
こ
と
を
考
え
る
と
き
、
川
田
の
用
語
を
借
り
れ
ば
「
言
語
音
の
分
節

的
特
徴
」
と
「
韻
律
的
特
徴
」
の
ど
ち
ら
が
優
先
す
る
の
か
と
言
う
問
題
が

浮
か
び
上
が
る
。
わ
か
り
や
す
く
言
え
ば
、
歌
詞
な
の
か
、
メ
ロ
デ
ィ
ー
な

の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
人
間
で
あ
る
我
々
は
、
歌
を
聞
く
と
き
、
あ
る

い
は
、
歌
を
う
た
う
と
き
、
歌
詞
と
メ
ロ
デ
ィ
ー
の
ど
ち
ら
に
比
重
を
置
い

て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
歌
に
つ
い
て
考
え
る
さ
い
に
よ
く
話
題
に
な

る
。
た
と
え
ば
、
私
が
近
く
付
き
合
う
学
生
と
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
話
を
し

て
い
て
も
、
こ
れ
に
は
、
個
人
差
が
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、

そ
の
ど
ち
ら
で
も
な
い
歌
詞
と
メ
ロ
デ
ィ
ー
の
あ
わ
い
に
歌
表
現
の
位
相
が

あ
る
と
、
私
も
考
え
て
き
た）

25
（

。
人
間
の
歌
に
つ
い
て
考
え
る
場
合
、
こ
の
よ

う
な
想
定
は
成
り
立
つ
だ
ろ
う
。
だ
が
、
動
物
の
進
化
を
前
提
と
し
た
歌
の

起
源
を
想
定
し
た
場
合
、
岡
ノ
谷
ら
の
仮
説
に
基
づ
け
ば
、
歌
詞
の
な
い
歌
、

つ
ま
り
韻
律
的
な
特
徴
を
持
つ
音
声
が
歌
の
基
底
に
あ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
の
よ
う
に
考
え
た
時
、
人
間
の
歌
に
も
、
韻
律
的
な
特
徴
の
み
を
持
つ

表
現
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
川
田
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

Ⅱ
の
表
象
語
よ
り
、
さ
ら
に
意
味
作
用
が
離
れ
た
も
の
と
し
て
、
ほ
と

ん
ど
音
声
の
直
接
の
表
情
│
│
音
色
や
リ
ズ
ム
│
│
の
も
た
ら
す
感

覚
刺
激
だ
け
に
訴
え
る
よ
う
な
、
し
か
し
間
投
詞
と
も
区
別
さ
れ
る
機

能
を
も
っ
た
、「
音
感
語
」
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
範
疇
Ⅲ
を
、
私
は
考
え

て
み
た
い）

26
（

。

こ
の
よ
う
な
例
と
し
て
、
川
田
の
フ
ィ
ー
ル
ド
で
あ
る
ア
フ
リ
カ
の
モ
シ

社
会
に
お
け
る
「
指
示
的
意
味
の
欠
如
し
た
、
し
か
し
音
調
や
句
末
の
音
素

の
組
み
合
わ
せ
な
ど
、音
声
の
あ
る
特
徴
が
伝
達
上
の
機
能
を
も
っ
て
い
る
」

な
ぞ
な
ぞ
の
問
い
に
出
て
く
る
句
な
ど
を
挙
げ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
次
の
よ

う
に
も
述
べ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
語
は
、
一
般
に
、
文
字
を
用
い
な
い
、
つ
ま
り
音
声
が
文

字
に
よ
っ
て
規
格
化
さ
れ
て
い
な
い
口
頭
伝
承
に
多
い
と
い
え
る
が
、

文
字
を
用
い
て
い
る
社
会
で
も
口
承
性
の
つ
よ
い
民
謡
に
は
、
こ
の
種

の
語
と
み
な
し
て
よ
い
も
の
が
見
出
さ
れ
る）

27
（

。

そ
し
て
、「
日
本
の
民
謡
で
頻
繁
に
用
い
ら
れ
る
は
や
し
こ
と
ば
」
を
取

り
上
げ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
音
感
語
に
は
、
他
に
も
、
川
田
も
取
り
上
げ

た
楽
器
の
奏
法
を
言
語
音
で
お
ぼ
え
る
口
唱
歌
）
28
（

や
、
た
と
え
ば
、
私
に
は
、

子
ど
も
を
あ
や
す
と
き
の
親
の
言
葉
に
な
ら
な
い
発
声
等
と
い
っ
た
も
の
が

思
い
起
こ
さ
れ
る
。

こ
れ
ら
は
、
言
葉
を
前
提
と
し
た
歌
に
比
べ
て
副
次
的
な
存
在
だ
と
さ
れ

て
き
た
。
し
か
し
、
歌
詞
の
な
い
歌
を
起
源
と
考
え
れ
ば
、
こ
ち
ら
の
方
が
、

そ
れ
に
近
い
表
現
で
あ
る
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
が
直
接
鳥
の
歌
に

つ
な
が
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
は
、
人
間
の
言
葉
が
生
ま
れ
た
後

に
、
こ
れ
と
の
関
係
で
文
字
通
り
副
次
的
に
存
在
す
る
の
だ
ろ
う
。
だ
が
、

そ
の
表
現
は
、
歌
詞
の
な
い
歌
と
し
て
、
ジ
ュ
ウ
シ
マ
ツ
の
歌
と
通
じ
て
い

る
の
で
は
な
い
か
。
川
田
は
、
こ
の
よ
う
な
音
感
語
に
つ
い
て
、
歌
と
の
関
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わ
り
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

と
な
え
、
う
た
う
う
ち
に
、
声
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
、
そ
れ
が
元
来
も
っ

て
い
た
韻
律
的
な
側
面
を
あ
ら
わ
に
し
て
く
る
。
吐
露
し
、
訴
え
、
あ

る
い
は
発
信
者
自
身
そ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
心
情
的
に
浸
る
た
め
に
、
人

は
分
節
性
と
明
示
性
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
た
ロ
ゴ
ス
を
解
体
し
、
音

声
の
象
徴
性
や
こ
と
ば
の
共
時
的
な
意
味
に
む
し
ろ
頼
ろ
う
と
す
る
。

さ
ら
に
、
言
葉
か
ら
分
節
的
特
徴
が
消
去
さ
れ
、
韻
律
的
な
側
面
だ
け

に
な
っ
た
音
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
、
こ
こ
で
取
り
あ
げ
る
西
ア
フ
リ

カ
の
社
会
に
は
、
太
鼓
こ
と
ば
や
笛
こ
と
ば
が
あ
り
、
よ
り
一
般
的

に
、
音
の
韻
律
的
側
面
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
、
後
に

述
べ
る
「
音
感
語
」
や
楽
器
に
よ
る
伝
達
の
領
域
が
あ
る
と
い
え
る）

29
（

。

つ
ま
り
、
現
代
の
社
会
で
も
、
韻
律
的
な
側
面
だ
け
の
表
現
が
積
極
的
な
意

味
を
も
つ
こ
と
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
こ
こ
で
見
て
き
た
よ

う
な
歌
の
発
生
の
流
れ
を
考
え
れ
ば
、
当
然
の
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

岡
ノ
谷
の
言
う
よ
う
に
、
言
葉
の
は
る
か
背
後
に
こ
の
よ
う
な
韻
律
的
な
側

面
だ
け
の
「
歌
詞
の
な
い
歌
」
が
あ
る
と
す
れ
ば
、我
々
の
社
会
に
お
け
る
、

右
の
よ
う
な
表
現
は
、
歌
詞
、
つ
ま
り
意
味
に
よ
っ
て
抑
圧
さ
れ
て
い
た
、

身
体
に
直
接
つ
な
が
る
表
現
が
現
代
に
噴
出
し
て
き
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と

は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

先
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
岡
ノ
谷
ら
の
研
究
の
目
的
は
言
語
の
発
生
に
あ

る
。
だ
が
、
岡
ノ
谷
の
著
作
を
読
ん
で
い
る
と
、
す
で
に
小
鳥
の
歌
に
つ
い

て
の
考
察
が
、
人
間
の
歌
に
も
つ
な
が
る
こ
と
を
彼
自
身
も
予
想
し
て
い
る

こ
と
が
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
記
述
で
わ
か
る
。

音
楽
能
力
は
、
性
的
魅
力
に
つ
な
が
り
や
す
い
。
ミ
ッ
ク
・
ジ
ャ
ガ
ー

な
ど
、
ど
う
し
よ
う
も
な
い
顔
を
し
て
い
る
が
、
彼
と
セ
ッ
ク
ス
す
る

た
め
に
楽
屋
を
訪
れ
る
女
性
が
跡
を
絶
た
な
か
っ
た
と
い
う
。
宮
本
常

一
の
『
忘
れ
ら
れ
た
日
本
人
』
を
読
む
と
、
ほ
ん
の
百
年
前
の
日
本
で

は
、
歌
が
上
手
で
あ
れ
ば
セ
ッ
ク
ス
の
機
会
が
増
え
る
と
い
う
こ
と
が

あ
た
り
ま
え
の
こ
と
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る）

30
（

。

人
間
も
動
物
で
あ
る
以
上
、
性
淘
汰
は
重
要
な
生
存
条
件
で
あ
る
。
歌
は

そ
こ
に
関
わ
る
身
体
表
現
と
し
て
人
間
に
お
い
て
も
そ
の
表
現
の
基
底
で
機

能
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

岡
ノ
谷
ら
の
仮
説
に
の
っ
と
れ
ば
、
歌
の
発
生
は
、
人
間
以
前
の
「
歌
詞

の
な
い
歌
」
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
個
体
の
生
存
条
件
に
か
か
わ

る
重
要
な
表
現
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

（
後
注
）

（
1
） 

思
潮
社
、
一
九
八
七
年
。

（
2
） 

冬
樹
社
、
一
九
八
二
年
。

（
3
） 
思
潮
社
、
一
九
九
一
年
。

（
4
） 
こ
こ
ら
辺
の
研
究
史
の
整
理
は
、
た
と
え
ば
、
古
橋
「
研
究
史
│

方
法
に
つ
い
て
」『
古
代
歌
謡
を
読
む
た
め
に
』（
笠
間
書
院
、
二
○

一
五
年
）
に
、
古
橋
自
身
に
よ
っ
て
端
的
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
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な
お
、
古
橋
の
右
の
文
章
も
含
む
、
本
書
「
Ⅴ
研
究
史
」（
古
橋
・
遠

藤
集
子
・
坂
根
誠
・
関
口
一
十
三
・
石
川
久
美
子
・
島
村
幸
一
・
森

朝
男
）
と
「
Ⅵ
歌
謡
研
究
概
観
」（
山
崎
健
太
・
綱
川
恵
美
）
は
、
文

学
の
発
生
論
を
含
む
「
古
代
歌
謡
」
の
戦
後
の
研
究
成
果
と
そ
の
現

状
を
詳
細
に
ま
と
め
て
お
り
、
参
考
に
な
る
。
と
く
に
本
稿
に
関

わ
る
歌
の
発
生
研
究
に
つ
い
て
は
、
山
崎
に
よ
っ
て
「
歌
の
発
生
」

（
四
一
〇
〜
四
一
三
頁
）
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

（
５
） 

末
次
「
成
巫
譚
私
注
」『
琉
球
宮
廷
歌
謡
論
』。

（
６
） 

川
田
、『
文
化
を
交
叉
さ
せ
る
』、
六
七
頁
。

（
７
） 

川
田
、『
文
化
を
交
叉
さ
せ
る
』、
七
四
頁
。

（
８
） 

川
田
、『
文
化
を
交
叉
さ
せ
る
』、
七
一
頁
。

（
９
） 

た
と
え
ば
、
藤
井
貞
和
、「
文
学
の
発
生
論
と
琉
球
文
学
」『
古
日

本
文
学
発
生
論　

増
補
新
訂
版
』
思
潮
社
、
一
九
九
二
、二
○
二
〜

二
一
二
頁
、
参
照
の
こ
と
。

（
10
） 

岡
ノ
谷
、
二
○
一
一
『
言
葉
の
誕
生
を
科
学
す
る
』、
三
頁
。

（
11
） 

岡
ノ
谷
「
小
鳥
の
歌
か
ら
言
語
の
起
源
を
考
え
る
」、
八
二
頁
。

（
12
） 

同
前
。

（
13
） 

岡
ノ
谷
、
二
○
一
○
『
さ
え
ず
り
言
語
起
源
論
』
五
〜
六
頁
。
ま
た
、

両
者
の
共
通
点
に
つ
い
て
、
小
西
正
一
の
研
究
成
果
を
引
き
な
が
ら
、

次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。「
ヒ
ト
の
言
語
と
小
鳥
の
歌
に
は
多
く

の
共
通
点
が
あ
る
。
ど
ち
ら
も
、
①
呼
吸
と
発
音
（
声
帯
と
鳴
管
）

と
構
音
（
気
道
、
口
腔
、
舌
、
唇
ま
た
は
ク
チ
バ
シ
）
の
三
つ
の
独

立
し
た
神
経
シ
ス
テ
ム
の
緻
密
な
強
調
を
必
要
と
し
た
行
動
で
あ
る
。

ど
ち
ら
も
、
②
臨
界
期
の
あ
る
学
習
行
動
で
あ
り
、
特
定
の
時
期
を

逃
す
と
著
し
く
学
習
が
困
難
に
な
る
。
ど
ち
ら
も
、
③
大
脳
の
片
半

球
に
局
在
し
た
行
動
で
あ
り
、
優
位
半
球
の
損
傷
で
大
き
な
障
害
を

受
け
る
」（「
音
楽
の
起
源
と
小
鳥
の
歌
」
九
四
頁
）

（
14
） 

岡
ノ
谷
、
二
○
一
○
『
言
葉
は
な
ぜ
う
ま
れ
た
の
か
』
四
九
〜
五
○
頁
。

（
15
） 『
言
葉
は
な
ぜ
生
ま
れ
た
の
か
』
五
三
頁
。

（
16
） 『「
つ
な
が
り
」
の
進
化
生
物
学
』
一
四
一
〜
一
四
三
頁
。

（
17
） 『「
つ
な
が
り
」
の
進
化
生
物
学
』
六
一
頁
。

（
18
） 『「
つ
な
が
り
」
の
進
化
生
物
学
』
六
一
頁
。

（
19
） 『
言
葉
は
な
ぜ
生
ま
れ
た
の
か
』
八
二
頁
。

（
20
） 『
言
葉
は
な
ぜ
生
ま
れ
た
の
か
』
八
五
頁
。

（
21
） 『
言
葉
は
な
ぜ
生
ま
れ
た
の
か
』
九
四
頁
。

（
22
） 『
言
葉
は
な
ぜ
生
ま
れ
た
の
か
』
一
一
八
頁
。

（
23
） 『
言
葉
は
な
ぜ
生
ま
れ
た
の
か
』
一
○
五
頁
。

（
24
） 『
言
葉
の
誕
生
を
科
学
す
る
』
五
八
頁
。

（
25
） 

末
次
、「
う
た
と
は
何
か
」『
琉
球
宮
廷
歌
謡
論
』
一
五
〜
二
九
頁
頁
。

（
26
） 

川
田
、『
口
頭
伝
承
論
』
二
三
頁
。

（
27
） 『
口
頭
伝
承
論
』
二
一
〜
二
二
頁
。

（
28
） 『
口
頭
伝
承
論
』
三
六
頁
。

（
29
） 『
口
頭
伝
承
論
』
一
五
頁
。

（
30
） 「
音
楽
の
起
源
と
小
鳥
の
歌
」
九
九
頁
。

（
参
考
文
献
）

岡
ノ
谷
一
夫
「
動
物
の
お
し
ゃ
べ
り
解
読
学 

意
味
を
伝
え
ず
気
持
ち
を
伝

え
る
小
鳥
の
さ
え
ず
り
」『
日
経
サ
イ
エ
ン
ス
』
第
三
二
巻
第
四
号
、
二

○
○
二
年
四
月
、
日
経
サ
イ
エ
ン
ス
社
。

岡
ノ
谷
一
夫
・
森
阪
匡
通
「
ジ
ュ
ウ
シ
マ
ツ
の
メ
ス
は
複
雑
な
歌
を
好
む
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か
？
」『
聴
覚
研
究
会
資
料
』
第
三
二
巻
第
三
号
、
二
○
○
年
五
月
、
日

本
音
響
学
会
。

岡
ノ
谷
一
夫
「
音
楽
の
起
源
と
小
鳥
の
歌
」『Inter com

m
unication

』
第

一
二
巻
第
二
号
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版
、
二
○
○
三
年
春
季
号
。

岡
ノ
谷
一
夫
「
動
物
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
行
動
と
こ
と
ば
の
起
源
」
大

津
由
紀
雄
・
波
多
野
誼
余
夫
編
『
認
知
科
学
へ
の
招
待
』、
二
○
○
四
年

一
一
月
、
研
究
社
。

岡
ノ
谷
一
夫
「
生
物
学
か
ら
み
た
言
語
学
へ
の
期
待
」『
月
刊
言
語
』
第

三
三
巻
第
一
二
号
、
大
修
館
書
店
、
二
○
○
四
年
一
二
月
。

岡
ノ
谷
一
夫
「
小
鳥
の
歌
か
ら
言
語
の
起
源
を
考
え
る
」『
月
刊
言
語
』
第

三
五
巻
第
九
号
、
大
修
館
書
店
、
二
○
○
六
年
九
月
。

岡
ノ
谷
一
夫
「
小
鳥
の
歌
に
見
ら
れ
る
美
の
進
化
」
小
泉
英
明
編
『
恋
う
・

癒
す
・
究
め
る　
脳
科
学
と
芸
術
』
工
作
舎
、
二
○
○
八
年
一
一
月
三
日
。

岡
ノ
谷
一
夫
・
吉
田
重
人
『
ハ
ダ
カ
デ
バ
ネ
ズ
ミ
（
岩
波
科
学
ラ
イ
ブ
ラ

リ
ー
一
五
一
）』
岩
波
書
店
、
二
○
○
八
年
一
一
月
六
日
。

岡
ノ
谷
一
夫
・
石
森
愛
彦
『
言
葉
は
な
ぜ
生
ま
れ
た
の
か
』
文
藝
春
秋
、
二

○
一
一
年
七
月
一
三
日
。

岡
ノ
谷
一
夫
『
さ
え
ず
り
言
語
起
源
論
（
岩
波
科
学
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー

一
七
六
）』
岩
波
書
店
、
二
○
一
○
年
一
一
月
二
五
日
。

岡
ノ
谷
一
夫
・
小
川
洋
子
『
言
葉
の
誕
生
を
科
学
す
る
（
河
出
ブ
ッ
ク
ス
○

三
○
）』
河
出
書
房
新
社
、
二
○
一
一
年
四
月
三
○
日
。

岡
ノ
谷
一
夫
・
藤
田
耕
司
『
進
化
言
語
学
の
構
築
』
ひ
つ
じ
書
房
、
二
○

一
二
年
三
月
一
二
日
。

岡
ノ
谷
一
夫
「
オ
ウ
ム
の
物
ま
ね
、
犬
の
お
し
ゃ
べ
り
」
日
本
エ
ッ
セ
イ
ス

ト
・
ク
ラ
ブ
編
『
死
ぬ
の
に
よ
い
日
だ
（
○
九
年
版
ベ
ス
ト
エ
ッ
セ
イ

集
）』
文
藝
春
秋
、
二
○
一
二
年
一
○
月
一
○
日
。

岡
ノ
谷
一
夫
『「
つ
な
が
り
」
の
進
化
生
物
学
』
朝
日
出
版
社
、
二
○
一
三

年
一
月
二
五
日
。

岡
ノ
谷
一
夫
・
ビ
ー
ト
た
け
し
「
達
人
対
談 

言
葉
は
歌
か
ら
生
ま
れ
た　

言
語
起
源
論
の
達
人
」『
新
潮
45
』
第
三
二
巻
第
二
号
、
二
○
一
三
年
一

○
月
、
新
潮
社
。

川
田
順
造
『
口
頭
伝
承
論
』
河
出
書
房
新
社
、
一
九
九
二
年
六
月
三
○
日
。

川
田
順
造
『
聲
』
ち
く
ま
文
庫
、
一
九
九
八
年
十
月
八
日
。

川
田
順
造
『
文
化
を
交
叉
さ
せ
る
』
青
土
社
、
二
○
一
○
年
五
月
二
○
日
。

川
田
順
造
『〈
運
ぶ
ヒ
ト
〉
の
人
類
学
』
岩
波
新
書
、
二
○
一
四
年
九
月
一
九
日
。

末
次
智
『
琉
球
宮
廷
歌
謡
論
』
森
話
社
、
二
○
一
二
年
一
○
月
二
五
日
。

ノ
ー
ム
・
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
「
生
物
言
語
学
と
人
間
の
能
力
」『
言
語
と
精
神
』

（
町
田
健
訳
）
河
出
書
房
新
社
、
二
○
一
一
年
七
月
一
三
日

藤
井
貞
和
『
物
語
文
学
成
立
史
』
東
京
大
学
出
版
会
、一
九
八
七
年
一
二
月
、

三
二
九
〜
三
五
〇
頁
。

藤
井
貞
和
『
古
日
本
文
学
発
生
論　

増
補
新
訂
版
』
思
潮
社
、
一
九
九
二
年

四
月
一
日
。

（
追
記
）

本
稿
は
、
日
本
口
承
文
芸
学
会
第
三
九
回
大
会
（
於
・
國
学
院
大
学
）
で

の
口
頭
発
表
を
基
に
し
て
い
る
。
そ
の
さ
い
の
ご
意
見
が
反
映
さ
れ
た
内

容
と
な
っ
て
い
る
か
心
許
な
い
が
、
発
表
の
さ
い
に
、
貴
重
な
ご
意
見
を

下
さ
っ
た
皆
様
に
、
こ
の
場
を
借
り
て
深
く
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

 

（
す
え
つ
ぐ
・
さ
と
し
／
京
都
精
華
大
学
）


