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1　　1　間投詞から始める

1
　
間
投
詞
か
ら
始
め
る

1

　
自
分
の
日
本
語
初
体
験
を
、
私
は
も
ち
ろ
ん
、
誰
も
記
憶
し
て
い
ま
い
。
私
が
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語

に
い
き
な
り
接
し
た
体
験
を
紹
介
し
て
「
枕
」
と
し
た
い
。

　
三
十
年
前
に
私
が
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
学
会
に
よ
ば
れ
た
時
、
そ
の
開
会
演
説
は
「
何
と
か
何
と
か

（
聞
き
取
れ
ず
）ダ
ン
・
ト
ア
ン
・
ト
ア
ン
」
で
始
ま
っ
た
。
ト
ア
ン
が
「
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
」
で
あ

る
の
は
、
す
で
に
ト
ア
ン
・
プ
ラ
ス
・
固
有
名
詞
を
耳
に
し
て
い
た
か
ら
、
ま
ず
ま
ち
が
い
な
い
。

複
数
は
重
ね
る
の
だ
と
了
解
し
て
、
こ
れ
は
「
レ
デ
ィ
ズ
・
ア
ン
ド
・
ジ
ェ
ン
ト
ル
メ
ン
」
で
あ
り
、

“dan

”はand

で
あ
る
と
思
っ
た
。
た
ま
た
ま
ア
ナ
グ
ラ
ム
で
あ
る
。
す
ぐ
に
覚
え
た
。
ス
ピ
ー
チ

の
あ
ち
こ
ち
で
、
こ
の
力
強
い
接
続
詞
が
響
い
た
。
次
はsaya

で
あ
っ
た
。
頻
繁
に
出
て
く
る
。

何
で
す
か
と
隣
の
席
の
女
性
に
た
ず
ね
る
と
「
サ
ヤ
」
と
言
っ
て
自
分
を
指
し
た
。「
私
」
だ
と
思

っ
た
。「
東
洋
の
イ
タ
リ
ア
語
」
と
い
う
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語
は
と
に
か
く
雄
弁
で
あ
る
。
日
本
人
に
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聞
き
取
り
や
す
い
こ
と
、
英
語
の
比
で
は
な
い
。
三
日
の
学
会
で
い
く
つ
か
の
単
語
と
少
々
の
文
法

ら
し
き
も
の
が
私
の
頭
に
し
ば
ら
く
残
っ
た
。

　
言
語
学
者
の
友
人
に
話
す
と
、
面
白
い
、
子
ど
も
っ
て
、
そ
う
や
っ
て
言
葉
を
覚
え
る
の
か
も
し

れ
な
い
、
と
言
っ
た
。

2

　
と
こ
ろ
が
、
日
本
語
の
講
演
で
は
、
第
一
印
象
は
何
と
「
あ
の
ー
」
が
他
を
圧
倒
し
て
耳
に
入
っ

て
く
る
。
日
本
語
の
講
演
を
真
似
し
て
み
せ
る
と
言
っ
て
「
ぐ
ち
ゅ
ぐ
ち
ゅ
ぐ
ち
ゅ
、
あ
の
ー
、
ぐ

ち
ゅ
ぐ
ち
ゅ
ぐ
ち
ゅ
、
あ
の
ー
、
ぐ
ち
ゅ
ぐ
ち
ゅ
ぐ
ち
ゅ
、
あ
の
ー
、
あ
の
ー
」
と
言
う
。
こ
れ
は

読
者
の
方
も
覚
え
が
あ
る
だ
ろ
う
。「
あ
の
ー
」
が
な
い
と
思
っ
た
ら
、
ま
ず
原
稿
の
棒
読
み
で
あ

る
。
雄
弁
と
い
う
感
じ
は
ま
ず
な
い
。

　
そ
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
学
会
で
も
、
日
本
の
演
者
は
長
ら
く
国
際
関
係
で
活
躍
し
て
こ
ら
れ
た
方

で
、
原
稿
な
し
で
話
さ
れ
た
が
、
英
語
の
間
に
「
ア
ー
、
ア
ー
、
ア
ー
」
を
し
き
り
に
挟
ま
れ
た
。

他
の
点
で
は
流
暢
な
英
語
の
演
説
で
、
次
の
発
語
を
頭
の
中
に
探
る
た
め
の
時
間
で
あ
ろ
う
が
、
失

礼
に
も
、
小
声
で
真
似
を
す
る
奴
が
場
内
に
い
た
。

　
外
国
語
に
も
、
こ
れ
に
相
当
す
る
間
投
詞
、
間
投
詞
句
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
中
国
語
の
講
演
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で
は
「
ち
ょ
こ
、
ち
ょ
こ
、
ち
ょ
こ
」
と
聞
こ
え
る
。
雀
の
よ
う
で
あ
る
。「
這
個（
鮭
个
）」
す
な

わ
ちthis...this...this

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
英
語
で
もthis w

ay

と
かyou know

な
ど
と
言
っ

て
い
る
。
た
だ
、
討
論
な
ど
の
、
ち
ょ
っ
と
砕
け
た
語
り
で
あ
る
。
わ
が
国
で
の
「
あ
の
ー
」
の
ま

か
り
と
お
り
と
は
格
段
の
差
で
あ
る
。
そ
し
て
、this...this

と
かyou know

と
か
は
、「
こ
れ
だ

ぞ
」「
き
み
は
知
ら
な
い
だ
ろ
う
が
」
と
相
手
の
頭
に
自
分
の
考
え
を
叩
き
込
み
押
し
込
む
。「
あ
の

ー
」
の
内
向
的
な
た
め
ら
い
と
は
正
反
対
で
あ
る
。

3

　
わ
が
国
で
は
、
ど
う
し
て
「
あ
の
ー
」
が
活
躍
す
る
の
だ
ろ
う
。
わ
が
国
で
も
、
た
し
か
に
「
あ

の
ー
」
の
多
い
人
と
そ
う
で
な
い
人
が
あ
る
。
し
か
し
、「
あ
の
ー
」
は
普
遍
的
で
あ
る
。
あ
ま
り

堂
々
と
し
た
演
説
は
傲
慢
に
聞
こ
え
て
「
浮
き
上
が
っ
て
」
し
ま
う
と
い
う
こ
と
さ
え
あ
り
そ
う
で

あ
る
。
少
し
詰
ま
り
な
が
ら
の
語
り
の
ほ
う
が
よ
い
と
い
う
美
学
が
英
国
人
に
あ
っ
た
と
い
う
が
、

そ
れ
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
通
り
過
ぎ
る
未
知
の
人
に
た
と
え
ば
道
を
き
こ
う
と
寄
っ
て
ゆ
く
時
も
「
あ
の
ー
」
が
活
躍
す
る
。

「
あ
の
ー
」
と
言
い
つ
つ
近
づ
い
て
、「
あ
の
ー
、
失
礼
で
す
が
、
ち
ょ
っ
と
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う

か
」「
え
、
は
、
は
い
、
ど
う
ぞ
」「
あ
の
ー
、
ど
こ
そ
こ
に
出
る
に
は
こ
こ
を
ま
っ
す
ぐ
行
っ
て
よ
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い
と
聞
い
て
き
た
の
で
す
が
…
…
」「
あ
ー
、
ち
ょ
っ
と
違
い
ま
す
ね
、
あ
の
ー
、
一
つ
南
の
通
り

に
下
が
っ
て
云
々
」。
こ
こ
で
、
場
面
に
適
切
な
音
調
で
発
せ
ら
れ
た
「
あ
の
ー
」
は
、「
お
急
ぎ
の

様
子
の
未
知
の
方
に
も
の
を
お
き
き
す
る
の
は
失
礼
な
の
で
、
迷
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
敢
え
て
、

話
し
か
け
い
た
し
ま
す
け
れ
ど
も
…
…
」
と
い
う
だ
け
の
含
み
を
伝
え
て
い
る
。
と
同
時
に
、「
い

や
、
ち
ょ
っ
と
急
い
で
い
る
の
で
」
と
断
ら
れ
て
も
お
互
い
に
傷
つ
か
な
い
配
慮
が
あ
る
と
い
う
こ

と
も
示
し
て
い
る
。

　
私
の
例
文
は
「
あ
の
ー
」
を
誇
張
し
て
い
る
と
思
わ
れ
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
記
憶
で
は
「
あ

の
ー
」
の
多
く
は
消
去
さ
れ
る
。
私
た
ち
は
そ
の
よ
う
に
条
件
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。

テ
ー
プ
に
採
録
さ
れ
た
自
分
の
語
り
を
聴
く
と
、
私
は
こ
の
種
の
言
葉
遣
い
の
多
さ
に
恥
じ
入
っ
て

し
ま
う
。
し
か
し
、
上
の
会
話
で
も
「
あ
の
ー
」
を
全
部
削
除
し
た
ら
、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。「
あ

の
ー
」
は
た
め
ら
い
で
あ
り
、
は
じ
ら
い
で
あ
る
。
そ
う
い
う
も
の
と
し
て
し
か
る
べ
き
も
の
で
さ

え
あ
る
。
そ
れ
は
、
未
知
の
人
の
生
活
に
心
な
ら
ず
も
割
り
込
む
際
の
作
法
の
一
部
で
あ
る
。

4

　
電
話
で
は
「
も
し
も
し
」
と
言
う
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ
そ
う
で
あ
る
。
た
し
か
に
電
話
で
「
あ

の
ー
」
と
切
り
出
さ
れ
る
と
薄
気
味
悪
い
。
亡
霊
か
ら
か
か
っ
て
き
た
み
た
い
で
あ
る
。
電
話
で
は
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発
信
す
る
時
す
で
に
相
手
が
何
を
し
て
い
る
か
わ
か
ら
な
い
未
知
の
時
間
に
割
り
込
ん
で
い
る
。
だ

か
ら
「
も
し
も
し
」
で
あ
り
、
こ
の
「
も
し
も
し
」
の
音
調
は
誰
が
出
て
も
よ
い
よ
う
に
平
板
で
個

性
を
殺
し
た
声
で
あ
る
。「
も
し
も
し
」
は
個
性
を
殺
す
音
調
に
適
し
て
い
る
た
め
に
選
ば
れ
た
の

か
も
し
れ
な
い
。
だ
か
ら
、「
も
し
も
し
」
に
は
「
も
し
も
し
」
で
答
え
る
人
が
多
い
の
だ
ろ
う
。

そ
の
後
に
、「
ナ
カ
イ
で
す
け
ど
」
と
言
え
ば
、「
あ
、
ナ
カ
イ
さ
ん
」
と
と
た
ん
に
相
手
は
音
調
を

変
え
て
そ
の
人
の
馴
染
み
の
声
に
な
る
。

　
“Hello, H

isao N
akai speaking

”と
な
ぜ
明
快
に
行
か
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
、
本
人

で
な
く
家
族
が
出
る
と
い
う
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
相
手
が
本
人
で
な
く

家
族
で
は
、
声
の
調
子
か
ら
敬
語
ま
で
変
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
個
性
を
殺
し
た

問
い
掛
け
を
友
人
に
も
し
て
し
ま
う
の
だ
ろ
う
か
。
だ
か
ら
、
勧
誘
や
セ
ー
ル
ス
の
電
話
に
も
友
人

か
と
つ
い
答
え
て
し
ま
う
の
で
あ
ろ
う
。

　
駅
員
さ
ん
に
も
の
を
き
く
た
め
に
呼
び
止
め
る
時
も
、
た
し
か
に
「
あ
の
ー
」
よ
り
も
「
も
し
も

し
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
職
務
上
答
え
て
当
然
だ
と
い
う
意
識
が
問
う
側
に
あ
る
か
ら
だ
ろ
う
。

　
日
本
語
の
呼
び
か
け
は
た
し
か
に
妙
に
聞
え
る
だ
ろ
う
。
夫
妻
が
「
お
父
さ
ん
」「
お
母
さ
ん
」

と
呼
び
合
う
。「
お
兄
ち
ゃ
ん
」
と
か
「
お
よ
め
さ
ん
」
と
か
。
こ
れ
は
一
番
「
下
」
の
者
か
ら
見

上
げ
た
呼
び
方
だ
。
三
歳
児
が
「
ぼ
く
」
と
呼
ば
れ
た
り
す
る
。
い
ち
ば
ん
下
の
子
の
場
合
だ
。
そ
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う
み
る
と
整
然
と
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、
ラ
ン
ク
が
わ
か
ら
な
い
と
困
る
。
上
に
あ
げ
て
お
け
ば
ま

ち
が
い
な
い
と
、
飲
み
屋
で
は
「
社
長
」「
大
将
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。
素
面
だ
と
ト

ー
ン
を
殺
す
。5

　
講
演
の
「
あ
の
ー
」
は
割
り
込
み
で
は
な
い
。
二
つ
の
言
葉
の
間
で
迷
っ
た
り
、
次
に
語
る
べ
き

こ
と
は
何
か
と
記
憶
を
呼
び
覚
ま
し
た
り
す
る
た
め
の
小
休
止
で
あ
る
。
い
や
、
た
だ
単
に
ち
ょ
っ

と
休
ん
で
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
一
般
に
適
切
な
「
あ
の
ー
」
は
考
え
考
え
話
し
て
い
る
と
い

う
印
象
を
与
え
る
よ
う
だ
。

　
日
本
語
の
ス
ピ
ー
チ
で
は
、
文
末
を
終
止
形
で
終
わ
っ
て
、
し
ば
し
の
沈
黙
を
置
く
と
、
切
り
口

上
に
聞
こ
え
る
。
あ
る
い
は
、
次
の
言
葉
に
何
が
出
て
く
る
だ
ろ
う
と
固
唾
を
呑
ん
だ
り
、
は
ら
は

ら
す
る
こ
と
さ
え
あ
る
。

　
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
い
か
に
も
雄
弁
だ
と
い
う
ス
ピ
ー
チ
に
は
わ
ざ
と
ら
し
さ
、

お
し
つ
け
が
ま
し
さ
を
感
じ
る
こ
と
が
多
い
。
あ
ま
り
に
立
派
な
雄
弁
に
対
し
て
は
、
圧
倒
さ
れ
ま

い
と
い
う
抵
抗
感
が
聴
く
者
の
中
に
発
生
す
る
よ
う
に
み
え
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
日
本
語
の
語
り
は
、
切
れ
る
で
も
な
く
、
切
れ
な
い
で
も
な
く
、
何
と
な
く
続
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い
て
ゆ
く
の
が
、
本
来
で
あ
る
ら
し
い
。「
あ
の
ー
」
は
、
語
り
の
裏
に
あ
る
思
考
の
連
続
性
を
保

証
す
る
と
同
時
に
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
聴
く
者
が
話
の
筋
を
取
り
込
み
、
受
け
入
れ
や
す
く
し
て
、

さ
ら
に
聴
く
者
を
や
ん
わ
り
と
巻
き
込
ん
で
ゆ
く
力
を
持
っ
て
い
る
。

　
こ
れ
は
日
本
が
ム
ラ
社
会
だ
と
い
う
証
拠
に
挙
げ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
論
理
で
圧
伏
す
る
よ

り
も
、
や
ん
わ
り
と
巻
き
込
む
ほ
う
が
す
ぐ
れ
た
方
略
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
し
か
し
、
聴
く
ほ

う
も
愚
か
で
は
な
い
。
判
断
の
た
め
に
さ
ま
ざ
ま
な
言
外
の
情
報
を
取
り
込
ん
で
い
る
の
が
よ
い
聞

き
方
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
文
法
が
整
っ
て
い
て
論
理
的
な
構
成
の
ス
ピ
ー
チ
が
よ
い
と
ば
か
り
は
い
え
な
い
。
そ
の
基
礎
に

あ
る
デ
ー
タ
に
根
拠
が
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
デ
マ
ゴ
ギ
ー
で
あ
る
。
旧
ソ
連
時
代
の
ス
タ
ー
リ
ン
の

演
説
は
一
つ
の
典
型
で
あ
っ
て
、
最
後
に
は
ご
丁
寧
に
括
弧
で（
拍
手
、
拍
手
、
嵐
の
よ
う
な
拍
手
、

全
員
総
立
ち
）と
い
う
付
け
た
り
が
あ
っ
た
。
ソ
連
の
学
校
で
も
優
等
生
が
い
て
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

的
に
非
の
打
ち
よ
う
の
な
い
ス
ピ
ー
チ
を
行
う
。
す
る
と
、
悪
童
ど
も
は
「
拍
手
、
拍
手
」
か
ら

「
全
員
総
立
ち
」
ま
で
を
大
声
で
叫
ん
で
冷
や
か
し
た
と
い
う（
も
っ
と
も
、
こ
れ
は
ス
タ
ー
リ
ン
死

後
だ
ろ
う
）。
戦
時
中
、
日
本
の
優
等
生
は
大
人
も
子
ど
も
も
、
神
懸
か
っ
た
ス
ピ
ー
チ
を
し
て
い

た
。
し
ば
ら
く
は
、
ム
ラ
社
会
的
な
ス
ピ
ー
チ
が
残
る
ほ
う
が
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
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日
本
語
で
ス
ピ
ー
チ
を
行
う
場
合
に
困
る
の
は
同
音
異
義
語
の
多
さ
で
あ
る
。
同
音
異
義
語
を
な

る
べ
く
避
け
る
が
、
そ
れ
で
も
ゼ
ロ
と
は
行
か
な
い
。
同
音
異
義
語
で
な
く
と
も
「
漢
字
で
ど
う
書

く
の
だ
っ
た
か
な
」
と
考
え
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
特
に
同
じ
漢
語
で
も
近
代
の
造
語
に
は
、
そ

の
裏
に
さ
ら
に
欧
米
の
概
念
あ
る
い
は
ス
ペ
リ
ン
グ
が
は
り
つ
い
て
い
る
。
そ
う
い
う
事
情
か
ら
、

話
す
者
も
聴
く
者
も
多
少
の
休
止
が
要
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
日
本
語
は
主
語
と
動
詞
の
距
離
が
長
く
、
そ
の
間
は
緊
張
が
続
く
。
最
後
に
「
と
い
う
こ
と
は
考

え
て
い
ま
せ
ん
」
と
ひ
っ
く
り
か
え
る
か
も
し
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
聴
い
て
い
る
ほ
う
は
、
最
後

で
ひ
っ
く
り
か
え
る
可
能
性
に
も
備
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ど
ち
ら
か
に
決
ま
る
と
ほ
っ
と

し
て
少
し
休
み
た
く
な
る
。
ド
イ
ツ
語
で
は
副
文
章
の
と
き
動
詞
が
文
末
に
来
る
の
で
「
ド
イ
ツ
語

を
聴
く
の
は
緊
張
し
て
い
け
な
い
」
と
欧
米
人
は
い
う
。
日
本
語
は
ド
イ
ツ
語
の
比
で
は
な
さ
そ
う

で
あ
る
が
、
日
本
語
は
副
文
章
だ
け
で
な
く
、
全
体
に
「
胴
長
」
で
付
随
的
事
情
が
え
ん
え
ん
と
続

く
か
ら
、
聴
く
者
の
覚
知
性
は
半
ば
緊
張
半
ば
弛
緩
と
い
う
中
吊
り
状
態
に
置
か
れ
る
。
こ
れ
が
日

本
語
を
聴
く
時
の
最
大
の
不
快
で
あ
る
と
私
は
思
う
。

　
こ
う
い
う
事
態
に
備
え
る
た
め
に
、
聴
く
側
に
は
ゆ
と
り
が
必
要
で
あ
る
。
話
す
側
に
は
「
間
を
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持
た
せ
る
」
必
要
が
あ
る
。
日
本
語
の
「
あ
の
ー
」
は
そ
う
い
う
機
能
を
も
果
た
し
て
い
る
。
も
ち

ろ
ん
、「
あ
の
ー
」
は
代
表
例
で
あ
る
。
官
僚
の
ス
ピ
ー
チ
は
原
稿
朗
読
が
多
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ

で
も
適
所
に
「
え
ー
」
が
入
る
。

7

　
故
・
團
伊
玖
磨
さ
ん
の
随
筆
に
、
博
多
の
粋
筋
は
、
電
話
で
も
、
文
節
ご
と
に
「
あ
の
で
ご
ざ
い

ま
す
ね
」
を
挟
む
と
あ
っ
た
よ
う
に
記
憶
す
る
。「
あ
の
」
は
最
上
級
の
敬
語
を
後
に
付
け
て
も
通

用
す
る
、
た
い
へ
ん
活
用
性
の
高
い
言
葉
で
あ
る
よ
う
だ
。「
あ
の
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
」「
そ
れ
で
ご

ざ
い
ま
す
ね
」
の
た
ぐ
い
が
豊
か
な
音
調
で
文
節
ご
と
に
入
っ
て
く
る
と
、
電
話
で
も
、
一
つ
一
つ

の
文
節
が
艶
め
い
た
余
情
を
帯
び
て
く
る
に
ち
が
い
な
い
。
間
投
詞
の
作
る
ゆ
と
り
は
知
的
理
解
の

範
囲
に
必
ず
し
も
収
ま
ら
ず
、
情
や
意
ま
で
伝
え
る
ゆ
と
り
を
生
み
出
す
力
が
あ
る
。

　
逆
に
、
立
て
板
に
水
を
流
す
よ
う
に
し
ゃ
べ
る
人
に
は
「
た
だ
聴
い
て
い
る
よ
り
仕
方
が
な
い
」

と
い
う
感
想
が
漏
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
実
際
に
は
、「
立
て
板
に
水
」
の
人
の
発
話
に
は
同
じ
こ

と
を
少
し
繰
り
返
し
て
言
い
混
ぜ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
だ
か
ら
、
い
っ
そ
う
聞
き
流
さ
れ
る
確
率

が
高
ま
る
。
と
い
っ
て
も
、
繰
り
返
し
の
な
い
ほ
ん
と
う
の
雄
弁
に
は
拘
束
衣
を
着
せ
ら
れ
て
い
る

感
じ
が
あ
る
。
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間
合
い
が
い
か
に
伝
達
に
必
要
か
を
示
す
端
的
な
事
実
が
あ
る
。
同
時
通
訳
者
は
、
同
時
通
訳
は

生な
ま

の
話
し
言
葉
だ
か
ら
で
き
る
の
だ
と
異
口
同
音
に
言
う
。
語
調
、
間
合
い
、
た
め
ら
い
、
間
投
詞
、

そ
う
い
う
も
の
な
し
で
は
同
時
通
訳
は
成
り
立
た
な
い
。
何
語
に
限
ら
ず
、
そ
う
い
う
も
の
が
あ
っ

て
は
じ
め
て
生
き
た
言
葉
な
の
だ
。「
あ
の
ー
」
は
い
ち
ば
ん
単
純
な
小
道
具
で
あ
ろ
う
。

　
実
際
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
三
割
が
語
意
、
七
割
が
音
調
に
よ
る
と
い
わ
れ
る
。
討
論
に
お

い
て
音
調
が
平
板
な
人
は
同
じ
内
容
を
主
張
し
て
も
豊
か
な
人
よ
り
も
通
ら
な
い
。
あ
る
高
名
な
音

楽
家
の
観
察
で
あ
る
。
よ
く
み
る
と
、
音
調
の
平
板
な
人
は
、
表
情
や
ジ
ェ
ス
チ
ュ
ア
で
そ
れ
を
補

っ
て
い
る
。

　
同
じ
こ
と
を
精
神
科
医
の
ハ
リ
ー
・
ス
タ
ッ
ク
・
サ
リ
ヴ
ァ
ン
も
言
っ
て
い
る
。
彼
は
弟
子
に
も

患
者
に
も
、
“voice of desire

”（
心
の
思
い
の
声
）と
“voice of training

”（
躾
け
の
声
）と
が
あ
る

が
、
で
き
る
だ
け
「
ヴ
ォ
イ
ス
・
オ
ヴ
・
デ
ザ
イ
ア
」
で
語
り
た
ま
え
と
勧
め
て
い
た
。
こ
れ
は
端

的
に
「
本
音
の
声
」
と
「
建
前
の
声
」
と
い
っ
て
よ
い
。
私
た
ち
は
こ
れ
を
た
だ
ち
に
聞
き
わ
け
る
。

建
前
の
声
の
典
型
は
卒
業
式
の
学
年
総
代
の
式
辞
の
声
で
あ
る
。


