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名
取
市
の
「
方
言
を
語
り
残
そ
う
会
」
と
郷
土
料
理
を
継
承

す
る
活
動
を
し
て
い
る

名
が
協
力
し
て
、方

言
で
郷
土
料

理
を
紹
介
す
る
試
み
に
挑
戦
し
ま
し
た
。

紹
介
す
る
郷
土
料
理
は
【
お
く
ず
か
け
】【

茄
子
の
ず
ん

だ
あ
え
】【

き
し
ゃ
ず
い
り
】
の

品
で
す
。
名
取
で
育
っ

た
人
な
ら
、誰

も
が
一
度
は
食
べ
た
こ
と
の
あ
る
料
理
で
す
。

被
災
地
の
文
化
で
あ
る
方
言
と
郷
土
料
理
を
通
し
て
、ぜ

ひ
被
災
地
で
育
ま
れ
た
生
活
の
一
端
を
知
っ
て
く
だ
さ
い
。

櫛
引
祐
希
子

―
 4

 ―

具
体
的
に
は
次
の
よ
う
な
活
動
を
し
ま
し
た
。

⑴
仮
設
住
宅
で
方
言
を
用
い
た
慰
問
活
動

⑵
東
日
本
大
震
災
の
経
験
を
方
言
で
詠
ん
だ
句
集

『
負
げ
ね
っ
ち
ゃ
』
の
作
成
（

年
）

⑶
東
日
本
大
震
災
の
経
験
を
方
言
で
綴
っ
た
詩
集

『
生
ぎ
る
っ
ち
ゃ
』
の
作
成
（

年
）

⑷
東
日
本
大
震
災
の
経
験
を
方
言
で
綴
っ
た
文
集

『
忘
ね
っ
ち
ゃ
』
の
作
成
（

年
）

⑵
⑶
⑷
の
タ
イ
ト
ル
で
使
わ
れ
た
「
ち
ゃ
」
は
、
宮
城
県

で
使
わ
れ
る
方
言
の
終
助
詞
で
す
。こ

の
終
助
詞
に
は
複
数

の
意
味
が
あ
り
ま
す
が
、⑵

⑶
⑷
の
タ
イ
ト
ル
で
は
強
い
意

志
を
表
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、名

取
市
に
は
郷
土
料
理
を
継
承
す
る
活
動
を
し
て

い
る

名
の
女
性
が
い
ま
す
。
平
均
年
齢
は

歳
で
す
。

そ
の
中
の
お
一
人
が
「
方
言
を
語
り
残
そ
う
会
」
の
男
性
メ

ン
バ
ー
と
夫
婦
で
す
。
こ
の
ご
縁
が
き
っ
か
け
で
、
今
回
、

―
 3

 ―

１
．
は
じ
め
に

宮
城
県
名
取
市
は
、東

日
本
大
震
災
の
被
災
地
の
一
つ
で

す
。

年
月

日
、名

取
市
は
大
津
波
に
襲
わ
れ
ま

し
た
。

宮
城
県
名
取
市
は
、
東
北
地
方
最
大
の
都
市
で
あ
る
仙
台

市
に
隣
接
し
て
い
る
た
め
、地

域
の
言
葉
で
あ
る
方
言
は
仙

台
の
言
葉
と
似
て
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
す
べ
て
同
じ
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。

同
じ
こ
と
が
、名

取
の
人
々
に
愛
さ
れ
て
き
た
郷
土
料
理

に
も
言
え
ま
す
。名

取
の
郷
土
料
理
も
東
北
地
方
の
他
の
地

域
で
継
承
さ
れ
て
き
た
郷
土
料
理
と
似
て
い
ま
す
が
少
し

違
い
ま
す
。

今
、名

取
市
に
は
地
元
の
方
言
を
次
世
代
に
継
承
す
る
た

め
の
活
動
を
し
て
い
る
市
民
団
体
が
あ
り
ま
す
。「

方
言
を

語
り
残
そ
う
会
」
と
い
う
ユ
ニ
ー
ク
な
名
前
の
団
体
で
す
。

メ
ン
バ
ー
は

名
で
、
平
均
年
齢
は

歳
で
す
。

年
か
ら
地
域
に
伝
わ
る
民
話
を
方
言
で
語
る
活
動
を
開
始

し
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
、

年
の
東
日
本
大
震
災
を
境

に
方
言
で
被
災
者
を
励
ま
す
活
動
に
も
取
り
組
み
ま
し
た
。

―
 2

 ―

世
界
に
発
信
！

方
言
ク
ッ
キ
ン
グ

～
宮
城
県
名
取
市
の
郷
土
料
理
～

▶
お
く
ず
か
け

▶
茄
子
の
ず
ん
だ
あ
え

▶
き
し
ゃ
ず
い
り

―
 1

 ―

－ 56－



名
取
市
の
「
方
言
を
語
り
残
そ
う
会
」
と
郷
土
料
理
を
継
承

す
る
活
動
を
し
て
い
る

名
が
協
力
し
て
、方

言
で
郷
土
料

理
を
紹
介
す
る
試
み
に
挑
戦
し
ま
し
た
。

紹
介
す
る
郷
土
料
理
は
【
お
く
ず
か
け
】【

茄
子
の
ず
ん

だ
あ
え
】【

き
し
ゃ
ず
い
り
】
の

品
で
す
。
名
取
で
育
っ

た
人
な
ら
、誰

も
が
一
度
は
食
べ
た
こ
と
の
あ
る
料
理
で
す
。

被
災
地
の
文
化
で
あ
る
方
言
と
郷
土
料
理
を
通
し
て
、ぜ

ひ
被
災
地
で
育
ま
れ
た
生
活
の
一
端
を
知
っ
て
く
だ
さ
い
。

櫛
引
祐
希
子

―
 4

 ―

具
体
的
に
は
次
の
よ
う
な
活
動
を
し
ま
し
た
。

⑴
仮
設
住
宅
で
方
言
を
用
い
た
慰
問
活
動

⑵
東
日
本
大
震
災
の
経
験
を
方
言
で
詠
ん
だ
句
集

『
負
げ
ね
っ
ち
ゃ
』
の
作
成
（

年
）

⑶
東
日
本
大
震
災
の
経
験
を
方
言
で
綴
っ
た
詩
集

『
生
ぎ
る
っ
ち
ゃ
』
の
作
成
（

年
）

⑷
東
日
本
大
震
災
の
経
験
を
方
言
で
綴
っ
た
文
集

『
忘
ね
っ
ち
ゃ
』
の
作
成
（

年
）

⑵
⑶
⑷
の
タ
イ
ト
ル
で
使
わ
れ
た
「
ち
ゃ
」
は
、
宮
城
県

で
使
わ
れ
る
方
言
の
終
助
詞
で
す
。こ

の
終
助
詞
に
は
複
数

の
意
味
が
あ
り
ま
す
が
、⑵

⑶
⑷
の
タ
イ
ト
ル
で
は
強
い
意

志
を
表
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、名

取
市
に
は
郷
土
料
理
を
継
承
す
る
活
動
を
し
て

い
る

名
の
女
性
が
い
ま
す
。
平
均
年
齢
は

歳
で
す
。

そ
の
中
の
お
一
人
が
「
方
言
を
語
り
残
そ
う
会
」
の
男
性
メ

ン
バ
ー
と
夫
婦
で
す
。
こ
の
ご
縁
が
き
っ
か
け
で
、
今
回
、

―
 3

 ―

１
．
は
じ
め
に

宮
城
県
名
取
市
は
、東

日
本
大
震
災
の
被
災
地
の
一
つ
で

す
。

年
月

日
、名

取
市
は
大
津
波
に
襲
わ
れ
ま

し
た
。

宮
城
県
名
取
市
は
、
東
北
地
方
最
大
の
都
市
で
あ
る
仙
台

市
に
隣
接
し
て
い
る
た
め
、地

域
の
言
葉
で
あ
る
方
言
は
仙

台
の
言
葉
と
似
て
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
す
べ
て
同
じ
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。

同
じ
こ
と
が
、名

取
の
人
々
に
愛
さ
れ
て
き
た
郷
土
料
理

に
も
言
え
ま
す
。名

取
の
郷
土
料
理
も
東
北
地
方
の
他
の
地

域
で
継
承
さ
れ
て
き
た
郷
土
料
理
と
似
て
い
ま
す
が
少
し

違
い
ま
す
。

今
、名

取
市
に
は
地
元
の
方
言
を
次
世
代
に
継
承
す
る
た

め
の
活
動
を
し
て
い
る
市
民
団
体
が
あ
り
ま
す
。「

方
言
を

語
り
残
そ
う
会
」
と
い
う
ユ
ニ
ー
ク
な
名
前
の
団
体
で
す
。

メ
ン
バ
ー
は

名
で
、
平
均
年
齢
は

歳
で
す
。

年
か
ら
地
域
に
伝
わ
る
民
話
を
方
言
で
語
る
活
動
を
開
始

し
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
、

年
の
東
日
本
大
震
災
を
境

に
方
言
で
被
災
者
を
励
ま
す
活
動
に
も
取
り
組
み
ま
し
た
。

―
 2

 ―

世
界
に
発
信
！

方
言
ク
ッ
キ
ン
グ

～
宮
城
県
名
取
市
の
郷
土
料
理
～

▶
お
く
ず
か
け

▶
茄
子
の
ず
ん
だ
あ
え

▶
き
し
ゃ
ず
い
り

―
 1

 ―

－ 57－



は
小

麦
粉

の
グ

ル
テ

ン
を

加
工

し
た

食
品

で
、形

状
に

よ
っ

て
呼

称
が

変
わ

る
こ

と
が

あ
り

ま
す

。調
理

方
法

も
焼

い
た

り
、

煮
た

り
、【

お
く

ず
か

け
】

の
よ

う
に

汁
に

入
れ

た
り

と
様

々
で

す
。

緑
色

が
鮮

や
か

な
【

茄
子

の
ず

ん
だ

あ
え

】
は

、
来

客
を

も
て

な
す

た
め

の
ご

馳
走

で
す

。
栄

養
豊

富
な

【
き

し
ゃ

ず
い

り
】

は
、

家
庭

料
理

の
定

番
で

す
。

な
お

、
映

像
で

は
、

こ
の

三
品

の
他

に
栗

の
入

っ
た

赤
飯

と
「

ず
ん

だ
」

を
使

っ
た

だ
ん

ご
が

紹
介

さ
れ

て
い

ま
す

。
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’
W

e w
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ka
i’.

２
．

で
紹
介
し
た
三
品
に
つ
い
て

今
回
紹
介
し
た
三
品
は
、そ

れ
ぞ
れ
食
す
る
目
的
が
違
い

ま
す
。

宮
城
県
南
部
の
郷
土
料
理
で
あ
る
【
お
く
ず
か
け
】
は
、

お
彼
岸
や
お
盆
に
食
べ
る
習
慣
が
あ
り
ま
す
。【

お
く
ず
か

け
】
に
は
野
菜
や
豆
腐
の
他
に
麩
と
温
麺
が
入
り
ま
す
。
麩

―
 7

 ―
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い
が
け
な
い
壁
に
ぶ
つ
か
り
ま
し
た
。

４
．
意
外
な
展
開
と
な
っ
た
方
言
ク
ッ
キ
ン
グ
の
撮
影

年
月
に
方
言
ク
ッ
キ
ン
グ
の
撮
影
が
お
こ
な

わ
れ
ま
し
た
。場

所
は
名
取
市
の
集
会
場
の
大
き
な
台
所
で

す
。
天
気
に
恵
ま
れ
、
自
然
光
で
十
分
き
れ
い
な
映
像
が
撮

影
で
き
る
と
私
も
含
め
全
員
が
意
気
込
ん
で
い
ま
し
た
。

し
か
し
、
い
ざ
撮
影
を
始
め
て
み
る
と
、
空
気
は
一
変
し

ま
し
た
。
方
言
が
思
う
よ
う
に
出
て
こ
な
い
の
で
す
。

企
画
時
点
で
は
、「

方
言
を
語
り
残
そ
う
会
」
の
メ
ン
バ

ー
が
中
心
と
な
り
、食

材
や
調
理
に
つ
い
て
方
言
で
説
明
す

る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。企

画
者
で
あ
り
撮
影
者
で
あ

る
私
も
「
方
言
を
語
り
残
そ
う
会
」
の
メ
ン
バ
ー
も
、
こ
の

点
に
つ
い
て
は
心
配
し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

と
い
う
の
も
、「

方
言
を
語
り
残
そ
う
会
」
の
活
動
を
私

が
撮
影
し
て
映
像
作
品
に
仕
上
げ
る
と
い
う
こ
と
を

年
か
ら
し
て
き
た
か
ら
で
す
。
今
ま
で

本
の
映
像
作
品

（
以
下
の
①
②
③
）
を
「
せ
ん
だ
い
メ
デ
ィ
ア
テ
ー
ク
」
の

「
が
つ

に
ち
を
わ
す
れ
な
い
た
め
に
セ
ン
タ
ー
」
の

―
 1

2 
―

芋
は
「
い
も
っ
こ
」「

い
も
の
こ
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
様
々
な
東
北
方
言
の
語
彙
が
生
活
を
営
む

上
で
欠
か
せ
な
い
料
理
と
い
う
場
面
で
登
場
す
る
に
違
い

な
い
…
…
そ
う
考
え
て
、
宮
城
県
名
取
市
の
「
方
言
を
語
り

残
そ
う
会
」
と
、
そ
の
メ
ン
バ
ー
の
奥
様
が
ご
友
人
お
二
人

と
お
こ
な
っ
て
い
る
郷
土
料
理
愛
好
会
に
、名

取
の
郷
土
料

理
を
名
取
の
方
言
で
紹
介
す
る
映
像
作
品
を
一
緒
に
制
作

し
て
み
な
い
か
と
提
案
し
ま
し
た
。

即
答
で
同
意
を
得
て
、
調
理
す
る
郷
土
料
理
は
【
お
く
ず

か
け
】【

茄
子
の
ず
ん
だ
あ
え
】【

き
し
ゃ
ず
い
り
】
の
三
品

に
決
ま
り
ま
し
た
。そ

の
理
由
は

ペ
ー
ジ
で
述
べ
た
よ
う

に
、そ

れ
ぞ
れ
食
す
目
的
が
異
な
る
郷
土
料
理
だ
か
ら
で
す
。

ま
た
、「

お
く
ず
か
け
」
は
煮
る
、【

茄
子
の
ず
ん
だ
あ
え
】

は
和
え
る
、【

き
し
ゃ
ず
い
り
】は

炒
め
る
と
い
う
よ
う
に
、

そ
れ
ぞ
れ
が
違
う
調
理
方
法
で
作
ら
れ
る
と
い
う
点
も
、こ

の
三
品
を
選
ん
だ
理
由
で
す
。

撮
影
日
も
決
ま
り
、み

ん
な
で
和
気
藹
々
と
方
言
で
話
し

な
が
ら
料
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
と
誰
も
が
思
っ

て
い
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
、
実
際
に
撮
影
を
始
め
る
と
、
思

―
 1

1 
―

３
．
方
言
ク
ッ
キ
ン
グ
の
企
画
に
つ
い
て

方
言
は
地
域
が
育
ん
で
き
た
文
化
の
一
つ
で
す
。け

れ
ど

も
今
、方

言
は
継
承
さ
れ
な
い
た
め
に
消
え
つ
つ
あ
り
ま
す
。

郷
土
料
理
も
方
言
と
同
じ
地
域
の
文
化
の
一
つ
で
す
。そ

し
て
郷
土
料
理
も
食
生
活
の
変
化
に
伴
い
、そ

の
継
承
が
困

難
な
状
況
に
あ
り
ま
す
。

方
言
と
郷
土
料
理
と
い
う
地
域
に
根
差
し
た
二
つ
の
文

化
を
共
に
映
像
で
記
録
し
公
開
す
る
こ
と
で
、東

日
本
大
震

災
の
被
災
地
が
育
ん
で
き
た
文
化
を
活
性
化
さ
せ
る
お
手

伝
い
を
し
た
い
と
考
え
た
の
が
、今

回
の
方
言
ク
ッ
キ
ン
グ

の
目
的
で
す
。

東
北
に
は
料
理
で
頻
繁
に
使
う
語
彙
や
日
常
的
に
方
言

の
名
称
で
呼
ば
れ
る
食
材
が
豊
富
に
あ
り
ま
す
。た

と
え
ば
、

今
回
の
映
像
で
も
【
お
く
ず
か
け
】
で
は
「
う
る
か
す
（
水

に
浸
し
て
柔
ら
か
く
す
る
）」
、【

き
し
ゃ
ず
い
り
】で

は「
か

ん
ま
か
す
（
か
き
ま
ぜ
る
）」

が
使
わ
れ
て
い
る
様
子
が
映

し
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、【

お
く
ず
か
け
】
で
彩
り
を

添
え
る
食
材
と
し
て
紹
介
さ
れ
る
「
さ
さ
ぎ
」
は
イ
ン
ゲ
ン

豆
の
こ
と
で
す
。
同
じ
く
【
お
く
ず
か
け
】
で
使
わ
れ
る
里

―
 1

0 
―

―
 9

 ―
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い
が
け
な
い
壁
に
ぶ
つ
か
り
ま
し
た
。

４
．
意
外
な
展
開
と
な
っ
た
方
言
ク
ッ
キ
ン
グ
の
撮
影

年
月
に
方
言
ク
ッ
キ
ン
グ
の
撮
影
が
お
こ
な

わ
れ
ま
し
た
。場

所
は
名
取
市
の
集
会
場
の
大
き
な
台
所
で

す
。
天
気
に
恵
ま
れ
、
自
然
光
で
十
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き
れ
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な
映
像
が
撮

影
で
き
る
と
私
も
含
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員
が
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込
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で
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し
た
。

し
か
し
、
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撮
影
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始
め
て
み
る
と
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は
一
変
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ま
し
た
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思
う
よ
う
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出
て
こ
な
い
の
で
す
。

企
画
時
点
で
は
、「

方
言
を
語
り
残
そ
う
会
」
の
メ
ン
バ

ー
が
中
心
と
な
り
、食

材
や
調
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に
つ
い
て
方
言
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こ
と
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な
っ
て
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ま
し
た
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方
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を
語
り
残
そ
う
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」
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メ
ン
バ
ー
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の
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た
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語
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そ
う
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」
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撮
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映
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作
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仕
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い
う
こ
と
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ら
し
て
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た
か
ら
で
す
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映
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（
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の
①
②
③
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を
「
せ
ん
だ
い
メ
デ
ィ
ア
テ
ー
ク
」
の

「
が
つ

に
ち
を
わ
す
れ
な
い
た
め
に
セ
ン
タ
ー
」
の

―
 1

2 
―

芋
は
「
い
も
っ
こ
」「
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」
と
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す
。
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…
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の
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方
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を
語
り
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バ
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友
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お
二
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郷
土
料
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を
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介
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即
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で
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て
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郷
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え
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き
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ず
い
り
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の
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は

ペ
ー
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で
述
べ
た
よ
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が
異
な
る
郷
土
料
理
だ
か
ら
で
す
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の
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だ
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え
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は
和
え
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と
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よ
う
に
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点
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藹
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．
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の
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を
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に
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記
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開
す
る
こ
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で
、東
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本
大
震

災
の
被
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が
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ん
で
き
た
文
化
を
活
性
化
さ
せ
る
お
手
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を
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た
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と
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の
が
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回
の
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グ

の
目
的
で
す
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に
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で
頻
繁
に
使
う
語
彙
や
日
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的
に
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言

の
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で
呼
ば
れ
る
食
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が
豊
富
に
あ
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ま
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と
え
ば
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今
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の
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像
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も
【
お
く
ず
か
け
】
で
は
「
う
る
か
す
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水

に
浸
し
て
柔
ら
か
く
す
る
）」
、【

き
し
ゃ
ず
い
り
】で

は「
か

ん
ま
か
す
（
か
き
ま
ぜ
る
）」

が
使
わ
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て
い
る
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子
が
映

し
出
さ
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て
い
ま
す
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ま
た
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く
ず
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け
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で
彩
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添
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る
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と
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介
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れ
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―
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そ
れ
に
対
し
、

さ
ん
と

さ
ん
の
「
い
と
こ
ん
」
は
方
言

的
な
ア
ク
セ
ン
ト
と
言
え
ま
す
。こ

こ
で
言
う
方
言
的
な
ア

ク
セ
ン
ト
と
は
、共

通
語
の
よ
う
に
言
葉
に
応
じ
て
固
定
さ

れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、同

一
の
個
人
の
中
で
も
揺
れ
が
あ

る
ア
ク
セ
ン
ト
を
言
い
ま
す
。【

茄
子
の
ず
ん
だ
あ
え
】
で

も
同
じ
現
象
が
観
察
さ
れ
ま
す
。「

な
す
の
ず
ん
だ
あ
え
」

の
「
な
す
」
と
食
材
の
「
な
す
」
で
は

さ
ん
の
ア
ク
セ
ン

ト
が
違
い
ま
す
。
試
し
に
共
通
語
で
発
音
し
て
見
れ
ば
、
両

方
と
も
「
●
〇
」
と
な
る
こ
と
に
気
づ
く
は
ず
で
す
。【

き
し
ゃ
ず
い
り
】で

も
特
徴
的
な
ア
ク
セ
ン
ト
が
聞
こ
え
て
き

ま
す
が
、
特
に
興
味
深
い
の
は
「
ゴ
ン
ボ
」
で
す
。「

ご
ぼ

う
」
を
東
北
で
は
「
ゴ
ン
ボ
」
と
言
い
ま
す
が
、
そ
の
ア
ク

セ
ン
ト
と
「
ご
ぼ
う
」
の
ア
ク
セ
ン
ト
が
違
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
方
言
ク
ッ
キ
ン
グ
の
食
材
紹
介
で
聞
こ
え

て
く
る
ア
ク
セ
ン
ト
は
実
に
特
徴
的
で
す
。
と
は
い
え
、
上

で
説
明
し
た
よ
う
な
内
容（

名
取
の
あ
る
宮
城
県
南
部
で
は

言
葉
に
応
じ
て
固
定
化
さ
れ
た
ア
ク
セ
ン
ト
を
使
わ
な
い

と
い
う
こ
と
）
は
既
に
知
ら
れ
て
い
る
の
で
、
方
言
ク
ッ
キ

ン
グ
で
こ
の
こ
と
を
取
り
立
て
て
論
じ
て
も
あ
ま
り
意
味

―
 1

6 
―

【
お
く
ず
か
け
】
で
は
、

さ
ん
の
「
ま
め
ふ
」
の
ア
ク

セ
ン
ト
が
一
定
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
「
と
う
ふ
」「

だ
い
こ
ん
」「

に
ん
じ
ん
」
に
つ
い
て

さ
ん
と

さ
ん
の
ア

ク
セ
ン
ト
が
異
な
り
ま
す
。

さ
ん
は
「
だ
い
こ
ん
」
で
は

な
く
「
デ
エ
コ
ン
」
と
発
音
し
て
い
ま
す
が
、
次
の
「
い
と

こ
ん
」
も
含
め
す
べ
て
共
通
語
と
同
じ
ア
ク
セ
ン
ト
で
す
。

―
 1

5 
―

市
の
郷
土
料
理
～
』
を
制
作
し
ま
し
た
。
編
集
の
た
め
に
映

像
を
見
直
し
た
結
果
、こ

の
映
像
に
は
“名

取
の
方
言
の
今
”

が
映
し
出
さ
れ
て
い
る
と
思
っ
た
か
ら
で
す
。

５
．「

方
言
ク
ッ
キ
ン
グ
」
が
映
し
出
し
た
も
の

“名
取
の
方
言
の
今
”に

つ
い
て
説
明
す
る
前
に
、【

お
く

ず
か
け
】【

茄
子
の
ず
ん
だ
あ
え
】【

き
し
ゃ
ず
い
り
】
の
食

材
を
紹
介
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
で
聞
こ
え
て
き
た
ア
ク

セ
ン
ト
に
つ
い
て
解
説
し
ま
す
。

次
の
ペ
ー
ジ
で
色
分
け
さ
れ
た

つ
の
図
は
、【

お
く
ず

か
け
】【

茄
子
の
ず
ん
だ
あ
え
】【

き
し
ゃ
ず
い
り
】
で
使
わ

れ
る
食
材
の
中
か
ら
特
徴
的
な
ア
ク
セ
ン
ト
で
紹
介
さ
れ

た
食
材
を
抜
き
出
し
て
ま
と
め
た
も
の
で
す
。

図
の
中
の
●
は
ア
ク
セ
ン
ト
が
高
め
、〇

は
低
め
で
あ
る

こ
と
を
表
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
同
じ
人
物
が
同
一
の
食
材

を
場
面
に
よ
っ
て
異
な
る
ア
ク
セ
ン
ト
で
紹
介
し
た
場
合

は
、
そ
の
場
面
の
時
間
を
示
し
ま
し
た
。

―
 1

4 
―

協
力
の
も
と
、

（
）

で
公
開
し
た
り
、

で
視
聴
で
き
る
よ
う
に
し
た
り
し

て
き
ま
し
た
。

①
「
方
言
で
や
っ
ぺ
！
名
取
閖
上
版
桃
太
郎
」（

）
②
「
み
ん
な
で
作
っ
ぺ
！

仮
設
で
「
た
こ
焼
き
パ
ー
テ

ィ
ー
」」
（

）
③
「
仮
設
で
仮
装
カ
ラ
オ
ケ
大
会
「
み
ん
な
で
歌
う
っ

ぺ
！
」」
（

）
※

の
み

こ
れ
ら
の
映
像
に
は
「
方
言
を
語
り
残
そ
う
会
」
の
メ
ン

バ
ー
に
よ
る
滑
ら
か
な
方
言
が
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。今

回
の
方
言
ク
ッ
キ
ン
グ
で
も
、
そ
れ
を
期
待
し
た
の
で
す
が
、

「
方
言
を
語
り
残
そ
う
会
」の

メ
ン
バ
ー
の
口
か
ら
出
て
く

る
の
は
共
通
語
の
語
彙
や
言
い
回
し
ば
か
り
で
し
た
。そ

の
た
め
何
度
も
撮
り
直
し
と
な
り
ま
し
た
。
撮
影
終
了
後
、
一

部
の
メ
ン
バ
ー
か
ら
映
像
の
出
来
を
危
惧
す
る
声
も
あ
が

り
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
結
果
的
に
は
、
こ
の
時
に
撮
影
し
た

映
像
で『

世
界
に
発
信
！
方
言
ク
ッ
キ
ン
グ
～
宮
城
県
名
取

―
 1
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そ
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と
は
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の
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に
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葉
に
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の
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茄
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の
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で

も
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の
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は
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の
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。
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に
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で
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ば
、
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も
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」
と
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る
こ
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に
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き
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も
特
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的
な
ア
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セ
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が
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え
て
き

ま
す
が
、
特
に
興
味
深
い
の
は
「
ゴ
ン
ボ
」
で
す
。「
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」
を
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北
で
は
「
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」
と
言
い
ま
す
が
、
そ
の
ア
ク
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と
「
ご
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う
」
の
ア
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が
違
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
方
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ク
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グ
の
食
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紹
介
で
聞
こ
え

て
く
る
ア
ク
セ
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ト
は
実
に
特
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的
で
す
。
と
は
い
え
、
上

で
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明
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よ
う
な
内
容（

名
取
の
あ
る
宮
城
県
南
部
で
は

言
葉
に
応
じ
て
固
定
化
さ
れ
た
ア
ク
セ
ン
ト
を
使
わ
な
い

と
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う
こ
と
）
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に
知
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て
い
る
の
で
、
方
言
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ッ
キ

ン
グ
で
こ
の
こ
と
を
取
り
立
て
て
論
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て
も
あ
ま
り
意
味
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6 
―

【
お
く
ず
か
け
】
で
は
、

さ
ん
の
「
ま
め
ふ
」
の
ア
ク

セ
ン
ト
が
一
定
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
「
と
う
ふ
」「

だ
い
こ
ん
」「

に
ん
じ
ん
」
に
つ
い
て

さ
ん
と

さ
ん
の
ア

ク
セ
ン
ト
が
異
な
り
ま
す
。

さ
ん
は
「
だ
い
こ
ん
」
で
は

な
く
「
デ
エ
コ
ン
」
と
発
音
し
て
い
ま
す
が
、
次
の
「
い
と

こ
ん
」
も
含
め
す
べ
て
共
通
語
と
同
じ
ア
ク
セ
ン
ト
で
す
。

―
 1

5 
―

市
の
郷
土
料
理
～
』
を
制
作
し
ま
し
た
。
編
集
の
た
め
に
映

像
を
見
直
し
た
結
果
、こ

の
映
像
に
は
“名

取
の
方
言
の
今
”

が
映
し
出
さ
れ
て
い
る
と
思
っ
た
か
ら
で
す
。

５
．「

方
言
ク
ッ
キ
ン
グ
」
が
映
し
出
し
た
も
の

“名
取
の
方
言
の
今
”に

つ
い
て
説
明
す
る
前
に
、【

お
く

ず
か
け
】【

茄
子
の
ず
ん
だ
あ
え
】【

き
し
ゃ
ず
い
り
】
の
食

材
を
紹
介
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
で
聞
こ
え
て
き
た
ア
ク

セ
ン
ト
に
つ
い
て
解
説
し
ま
す
。

次
の
ペ
ー
ジ
で
色
分
け
さ
れ
た

つ
の
図
は
、【

お
く
ず

か
け
】【

茄
子
の
ず
ん
だ
あ
え
】【

き
し
ゃ
ず
い
り
】
で
使
わ

れ
る
食
材
の
中
か
ら
特
徴
的
な
ア
ク
セ
ン
ト
で
紹
介
さ
れ

た
食
材
を
抜
き
出
し
て
ま
と
め
た
も
の
で
す
。

図
の
中
の
●
は
ア
ク
セ
ン
ト
が
高
め
、〇

は
低
め
で
あ
る

こ
と
を
表
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
同
じ
人
物
が
同
一
の
食
材

を
場
面
に
よ
っ
て
異
な
る
ア
ク
セ
ン
ト
で
紹
介
し
た
場
合

は
、
そ
の
場
面
の
時
間
を
示
し
ま
し
た
。

―
 1

4 
―

協
力
の
も
と
、

（
）

で
公
開
し
た
り
、

で
視
聴
で
き
る
よ
う
に
し
た
り
し

て
き
ま
し
た
。

①
「
方
言
で
や
っ
ぺ
！
名
取
閖
上
版
桃
太
郎
」（

）
②
「
み
ん
な
で
作
っ
ぺ
！

仮
設
で
「
た
こ
焼
き
パ
ー
テ

ィ
ー
」」
（

）
③
「
仮
設
で
仮
装
カ
ラ
オ
ケ
大
会
「
み
ん
な
で
歌
う
っ

ぺ
！
」」
（

）
※

の
み

こ
れ
ら
の
映
像
に
は
「
方
言
を
語
り
残
そ
う
会
」
の
メ
ン

バ
ー
に
よ
る
滑
ら
か
な
方
言
が
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。今

回
の
方
言
ク
ッ
キ
ン
グ
で
も
、
そ
れ
を
期
待
し
た
の
で
す
が
、

「
方
言
を
語
り
残
そ
う
会
」の

メ
ン
バ
ー
の
口
か
ら
出
て
く

る
の
は
共
通
語
の
語
彙
や
言
い
回
し
ば
か
り
で
し
た
。そ

の
た
め
何
度
も
撮
り
直
し
と
な
り
ま
し
た
。
撮
影
終
了
後
、
一

部
の
メ
ン
バ
ー
か
ら
映
像
の
出
来
を
危
惧
す
る
声
も
あ
が

り
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
結
果
的
に
は
、
こ
の
時
に
撮
影
し
た

映
像
で『

世
界
に
発
信
！
方
言
ク
ッ
キ
ン
グ
～
宮
城
県
名
取

―
 1

3 
―
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ク
セ
ン
ト
の
よ
う
に
意
識
さ
れ
に
く
か
っ
た
り
と
い
う
理

由
で
衰
退
を
免
れ
て
い
る
方
言
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
リ

ア
ル
に
映
し
出
し
て
い
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

そ
し
て
、【

お
く
ず
か
け
】【

茄
子
の
ず
ん
だ
あ
え
】【

き
し
ゃ
ず
い
り
】
と
い
う
順
で
映
像
を
見
て
み
る
と
、
方
言
ク

ッ
キ
ン
グ
が
、ア

ク
セ
ン
ト
や
語
彙
な
ど
の
具
体
的
な
方
言

だ
け
で
な
く
、名

取
に
お
け
る
発
話
ス
タ
イ
ル
の
移
り
変
わ

り
も
映
し
出
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
き
ま
す
。【

茄
子
の
ず

ん
だ
あ
え
】
と
【
き
し
ゃ
ず
い
り
】
は
、
発
話
の
一
部
に
方

言
的
な
特
徴
が
確
認
で
き
ま
す
が
、発

話
さ
れ
る
文
そ
の
も

の
は
共
通
語
と
そ
う
大
き
な
違
い
は
あ
り
ま
せ
ん
。対

し
て
、

【
お
く
ず
か
け
】
は
先
の
二
つ
に
比
べ
れ
ば
、
た
と
え
ば
豆

麩
の
使
い
方
に
つ
い
て
説
明
す
る
シ
ー
ン
で
「
こ
れ
、
乾
燥

し
た
豆
麩
な
の
っ
し
ゃ
。
こ
れ
使
う
と
き
、
水
に
う
る
が
す

と
い
い
っ
と
」い

う
よ
う
に
方
言
的
な
特
徴
を
有
す
る
複
数

の
文
法
表
現
・
語
彙
が
合
わ
さ
っ
た
発
話
が
多
数
用
い
ら
れ

て
い
る
た
め
、方

言
色
豊
か
な
映
像
に
仕
上
が
っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
一
方
で
、
共
通
語
が
用
い
ら
れ
た
発
話
も
多
く
、
方

言
ス
タ
イ
ル
と
共
通
語
ス
タ
イ
ル
の
発
話
の
ギ
ャ
ッ
プ
が

―
 2

0 
―

映
像
を
見
る
限
り「

ぼ
つ
ぼ
つ
」と

い
う
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
、

一
定
の
大
き
さ
の
塊
に
切
っ
て
い
く
こ
と
を
表
す
よ
う
で
、

「
ぶ
つ
切
り
」
に
近
い
表
現
だ
と
言
え
そ
う
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、方

言
で
あ
る
と
意
識
さ
れ
な
い
も
の
と
し

て
は
、
他
に
も
【
お
く
ず
か
け
】
の
「
さ
さ
ぎ
」
が
あ
り
ま

す
。「

方
言
を
語
り
残
そ
う
会
」
の
メ
ン
バ
ー
は
今
回
の
撮

影
で
初
め
て
方
言
で
あ
る
と
知
っ
た
そ
う
で
す
。

方
言
ク
ッ
キ
ン
グ
は
全
編
を
通
し
て
方
言
が
湧
き
水
の

よ
う
に
溢
れ
出
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、共

通
語

が
浸
透
し
て
い
る
現
在
に
お
い
て
も
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
や
「
さ

さ
ぎ
」
の
よ
う
に
方
言
と
意
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
り
、
ア

―
 1

9 
―

【
き
し
ゃ
ず
い
り
】で

は
二
人
が
そ
れ
ぞ
れ
食
材（

し
い

た
け
、
ね
ぎ
、
白
菜
）
を
切
る
場
面
で
「
ぼ
つ
ぼ
つ
」
と
い

う
同
じ
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
使
い
ま
す
。

た
と
え
ば
、
上
に
示
し
た
ね
ぎ
を
切
る
場
面
で
は
「
こ
ま

く
（
細
く
）
切
ん
ね
ぇ
で
、
ぼ
つ
ぼ
つ
と
切
っ
た
方
が
味
が

あ
っ
て
お
い
し
い
の
で
、
こ
ん
な
ふ
う
に
切
っ
て
ま
す
」
と

言
っ
て
い
ま
す
。

次
の
ペ
ー
ジ
に
示
し
た
白
菜
を
切
る
場
面
で
も「

適
当
な

大
き
さ
に
切
り
ま
す
。ぼ

つ
ぼ
つ
、ぼ

つ
ぼ
つ
と
切
り
ま
す
」

と
言
っ
て
い
ま
す
。

―
 1

8 
―

は
な
い
で
し
ょ
う
。

た
だ
し
、
外
的
な
要
因
（
た
と
え
ば
屋
外
の
騒
音
や
ビ
デ

オ
の
手
振
れ
な
ど
）以

外
の
理
由
で
食
材
の
紹
介
シ
ー
ン
を

撮
り
直
す
こ
と
は
な
か
っ
た
と
言
え
ば
、事

情
は
変
わ
り
ま

す
。
な
ぜ
な
ら
、
前
述
し
た
よ
う
に
方
言
ク
ッ
キ
ン
グ
の
撮

影
で
は
全
体
的
に
方
言
が
出
て
き
に
く
か
っ
た
か
ら
で
す
。

そ
い
う
意
味
で
は
食
材
の
紹
介
シ
ー
ン
の
方
言
の
ア
ク
セ

ン
ト
の
出
現
率
は
か
な
り
高
い
と
言
え
ま
す
。
く
わ
え
て
、

こ
の
シ
ー
ン
も
他
と
同
様
、
文
末
に
丁
寧
語
の
「
で
す
・
ま

す
」
が
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
出
演
者
ら
は
意
識

的
に
丁
寧
な
言
葉
遣
い
を
心
が
け
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま

す
が
、
そ
う
い
う
意
識
が
あ
っ
た
に
せ
よ
、
食
材
の
紹
介
で

方
言
の
ア
ク
セ
ン
ト
が
現
れ
る
の
は
、そ

れ
だ
け
地
元
の
ア

ク
セ
ン
ト
が
名
取
の
暮
ら
し
に
根
付
い
て
い
る
証
拠
で
す
。

も
う
一
つ
、今

の
名
取
の
方
言
の
あ
り
よ
う
を
知
る
う
え

で
重
要
な
鍵
を
握
る
の
が
オ
ノ
マ
ト
ペ
で
す
。【

き
し
ゃ
ず

い
り
】で

出
演
者
二
名
が
方
言
で
あ
る
と
意
識
し
な
い
で
オ

ノ
マ
ト
ペ
の
「
ぼ
つ
ぼ
つ
」
を
使
用
し
て
い
ま
す
。
語
形
は

共
通
語
に
も
あ
り
ま
す
が
、
用
法
が
異
な
り
ま
す
。

―
 1

7 
―
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ク
セ
ン
ト
の
よ
う
に
意
識
さ
れ
に
く
か
っ
た
り
と
い
う
理

由
で
衰
退
を
免
れ
て
い
る
方
言
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
リ

ア
ル
に
映
し
出
し
て
い
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

そ
し
て
、【

お
く
ず
か
け
】【

茄
子
の
ず
ん
だ
あ
え
】【

き
し
ゃ
ず
い
り
】
と
い
う
順
で
映
像
を
見
て
み
る
と
、
方
言
ク

ッ
キ
ン
グ
が
、ア

ク
セ
ン
ト
や
語
彙
な
ど
の
具
体
的
な
方
言

だ
け
で
な
く
、名

取
に
お
け
る
発
話
ス
タ
イ
ル
の
移
り
変
わ

り
も
映
し
出
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
き
ま
す
。【

茄
子
の
ず

ん
だ
あ
え
】
と
【
き
し
ゃ
ず
い
り
】
は
、
発
話
の
一
部
に
方

言
的
な
特
徴
が
確
認
で
き
ま
す
が
、発

話
さ
れ
る
文
そ
の
も

の
は
共
通
語
と
そ
う
大
き
な
違
い
は
あ
り
ま
せ
ん
。対

し
て
、

【
お
く
ず
か
け
】
は
先
の
二
つ
に
比
べ
れ
ば
、
た
と
え
ば
豆

麩
の
使
い
方
に
つ
い
て
説
明
す
る
シ
ー
ン
で
「
こ
れ
、
乾
燥

し
た
豆
麩
な
の
っ
し
ゃ
。
こ
れ
使
う
と
き
、
水
に
う
る
が
す

と
い
い
っ
と
」い

う
よ
う
に
方
言
的
な
特
徴
を
有
す
る
複
数

の
文
法
表
現
・
語
彙
が
合
わ
さ
っ
た
発
話
が
多
数
用
い
ら
れ

て
い
る
た
め
、方

言
色
豊
か
な
映
像
に
仕
上
が
っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
一
方
で
、
共
通
語
が
用
い
ら
れ
た
発
話
も
多
く
、
方

言
ス
タ
イ
ル
と
共
通
語
ス
タ
イ
ル
の
発
話
の
ギ
ャ
ッ
プ
が

―
 2

0 
―

映
像
を
見
る
限
り「

ぼ
つ
ぼ
つ
」と

い
う
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
、

一
定
の
大
き
さ
の
塊
に
切
っ
て
い
く
こ
と
を
表
す
よ
う
で
、

「
ぶ
つ
切
り
」
に
近
い
表
現
だ
と
言
え
そ
う
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、方

言
で
あ
る
と
意
識
さ
れ
な
い
も
の
と
し

て
は
、
他
に
も
【
お
く
ず
か
け
】
の
「
さ
さ
ぎ
」
が
あ
り
ま

す
。「

方
言
を
語
り
残
そ
う
会
」
の
メ
ン
バ
ー
は
今
回
の
撮

影
で
初
め
て
方
言
で
あ
る
と
知
っ
た
そ
う
で
す
。

方
言
ク
ッ
キ
ン
グ
は
全
編
を
通
し
て
方
言
が
湧
き
水
の

よ
う
に
溢
れ
出
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、共

通
語

が
浸
透
し
て
い
る
現
在
に
お
い
て
も
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
や
「
さ

さ
ぎ
」
の
よ
う
に
方
言
と
意
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
り
、
ア

―
 1

9 
―

【
き
し
ゃ
ず
い
り
】で

は
二
人
が
そ
れ
ぞ
れ
食
材（

し
い

た
け
、
ね
ぎ
、
白
菜
）
を
切
る
場
面
で
「
ぼ
つ
ぼ
つ
」
と
い

う
同
じ
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
使
い
ま
す
。

た
と
え
ば
、
上
に
示
し
た
ね
ぎ
を
切
る
場
面
で
は
「
こ
ま

く
（
細
く
）
切
ん
ね
ぇ
で
、
ぼ
つ
ぼ
つ
と
切
っ
た
方
が
味
が

あ
っ
て
お
い
し
い
の
で
、
こ
ん
な
ふ
う
に
切
っ
て
ま
す
」
と

言
っ
て
い
ま
す
。

次
の
ペ
ー
ジ
に
示
し
た
白
菜
を
切
る
場
面
で
も「

適
当
な

大
き
さ
に
切
り
ま
す
。ぼ

つ
ぼ
つ
、ぼ

つ
ぼ
つ
と
切
り
ま
す
」

と
言
っ
て
い
ま
す
。

―
 1

8 
―

は
な
い
で
し
ょ
う
。

た
だ
し
、
外
的
な
要
因
（
た
と
え
ば
屋
外
の
騒
音
や
ビ
デ

オ
の
手
振
れ
な
ど
）以

外
の
理
由
で
食
材
の
紹
介
シ
ー
ン
を

撮
り
直
す
こ
と
は
な
か
っ
た
と
言
え
ば
、事

情
は
変
わ
り
ま

す
。
な
ぜ
な
ら
、
前
述
し
た
よ
う
に
方
言
ク
ッ
キ
ン
グ
の
撮

影
で
は
全
体
的
に
方
言
が
出
て
き
に
く
か
っ
た
か
ら
で
す
。

そ
い
う
意
味
で
は
食
材
の
紹
介
シ
ー
ン
の
方
言
の
ア
ク
セ

ン
ト
の
出
現
率
は
か
な
り
高
い
と
言
え
ま
す
。
く
わ
え
て
、

こ
の
シ
ー
ン
も
他
と
同
様
、
文
末
に
丁
寧
語
の
「
で
す
・
ま

す
」
が
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
出
演
者
ら
は
意
識

的
に
丁
寧
な
言
葉
遣
い
を
心
が
け
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま

す
が
、
そ
う
い
う
意
識
が
あ
っ
た
に
せ
よ
、
食
材
の
紹
介
で

方
言
の
ア
ク
セ
ン
ト
が
現
れ
る
の
は
、そ

れ
だ
け
地
元
の
ア

ク
セ
ン
ト
が
名
取
の
暮
ら
し
に
根
付
い
て
い
る
証
拠
で
す
。

も
う
一
つ
、今

の
名
取
の
方
言
の
あ
り
よ
う
を
知
る
う
え

で
重
要
な
鍵
を
握
る
の
が
オ
ノ
マ
ト
ペ
で
す
。【

き
し
ゃ
ず

い
り
】で

出
演
者
二
名
が
方
言
で
あ
る
と
意
識
し
な
い
で
オ

ノ
マ
ト
ペ
の
「
ぼ
つ
ぼ
つ
」
を
使
用
し
て
い
ま
す
。
語
形
は

共
通
語
に
も
あ
り
ま
す
が
、
用
法
が
異
な
り
ま
す
。
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―
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願
い
す
る
場
合
に
は
最
低
限
の
対
応
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

７
．
世
界
に
発
信
す
る
た
め
に
―
英
語
訳
へ
の
挑
戦
―

こ
こ
ま
で
は
方
言
ク
ッ
キ
ン
グ
の
方
言
に
焦
点
を
当
て

て
き
ま
し
た
が
、
こ
こ
か
ら
は
「
世
界
に
発
信
！
」
に
つ
い

て
説
明
し
ま
す
。英

語
の
み
で
世
界
中
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
が
成
立
し
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、英

語
を

介
す
る
と
、今

ま
で
に
な
い
繋
が
り
が
生
ま
れ
る
可
能
性
が

高
ま
り
ま
す
。被

災
地
の
方
言
と
郷
土
料
理
を
日
本
だ
け
で

な
く
世
界
の
人
々
に
紹
介
し
た
い
、そ

し
て
被
災
地
が
育
ん

で
き
た
地
域
の
文
化
に
関
心
を
持
っ
て
も
ら
い
た
い
と
の

考
え
で
、今

回
の
方
言
ク
ッ
キ
ン
グ
に
英
語
の
字
幕
を
付
す

こ
と
に
ま
し
た
。
英
語
訳
に
つ
い
て
は
、
大
阪
教
育
大
学
教

育
協
働
学
科
グ
ロ
ー
バ
ル
教
育
講
座
多
文
化
リ
テ
ラ
シ
ー

コ
ー
ス
に
在
籍
す
る
西
澤
実
里
さ
ん
か
ら
多
大
な
サ
ポ
ー

ト
を
得
ま
し
た
。
ま
た
、
英
語
字
幕
に
つ
い
て
は
同
僚
の

准
教
授
か
ら
的
確
な
コ
メ
ン
ト
や
ア
イ

デ
ィ
ア
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。方

言
ク
ッ
キ
ン
グ
の
英
語
に

問
題
が
あ
る
と
す
れ
ば
、す

べ
て
は
最
終
的
な
決
断
を
し
た

―
 2

4 
―

と
は
い
え
、仮

設
住
宅
で
の
慰
問
を
映
し
た
①
②
③
の
映

像
を
見
る
と
、高

齢
者
の
方
言
の
使
用
に
は
リ
ラ
ッ
ク
ス
し

た
雰
囲
気
と
い
う
条
件
以
外
に
も
必
要
な
条
件
が
あ
る
こ

と
に
気
づ
か
さ
れ
ま
す
。
①
②
③
の
映
像
を
見
る
と
、
繕
わ

れ
て
い
な
い
自
然
な
方
言
も
聞
こ
え
て
き
ま
す
が
、一

方
で

演
出
に
よ
っ
て
意
図
的
に
使
用
さ
れ
た
方
言
も
随
所
で
聞

か
れ
ま
す
。

節
の
最
後
で
述
べ
た
よ
う
に
、
方
言
ス
タ
イ

ル
の
発
話
が
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
現
在
で
は
、高

年
層
に
と
っ

て
も
日
常
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
特
別
な
場
面
を
設
定
し
た

方
が
、
方
言
を
意
識
的
に
使
え
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、方

言
ク
ッ
キ
ン
グ
の
撮
影
で
方

言
が
な
か
な
か
出
な
か
っ
た
と
い
う
の
も
納
得
で
き
ま
す
。

も
し
か
し
た
ら
、方

言
ク
ッ
キ
ン
グ
の
撮
影
前
に
撮
影
の
条

件
や
方
法
に
つ
い
て
十
分
に
注
意
を
払
い
、「

方
言
を
語
り

残
そ
う
会
」と

方
言
ク
ッ
キ
ン
グ
の
た
め
の
シ
ナ
リ
オ
を
作

成
し
て
お
け
ば
良
か
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。そ

れ
は
そ

れ
で
意
図
的
に
用
意
さ
れ
た
方
言
の
使
用
と
い
う
問
題
が

新
た
に
浮
上
し
ま
す
が
、も

は
や
方
言
だ
け
で
な
く
共
通
語

の
発
話
も
あ
る
程
度
可
能
な
高
齢
者
に
方
言
の
使
用
を
お

―
 2

3 
―

災
者
の
慰
問
を
お
こ
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、そ

の
主
な
場
所

は
美
田
園
第
一
仮
設
住
宅
の
集
会
場
で
し
た
。そ

こ
に
は
名

取
で
暮
ら
す
同
世
代
の
住
民
が
い
ま
し
た
。

そ
の
活
動
の
様
子
を
①
②
③
の
映
像
に
お
さ
め
た
わ
け

で
す
が
、
今
回
の
方
言
ク
ッ
キ
ン
グ
の
撮
影
を
通
し
て
「
方

言
を
語
り
残
そ
う
会
」
が
慰
問
で
使
っ
て
い
た
方
言
は
、
自

発
的
な
側
面
だ
け
で
な
く
誘
発
的
な
側
面
が
か
な
り
大
き

か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
気
づ
き
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
仮
設
住

宅
の
住
民
の
存
在
が
、「

方
言
を
語
り
残
そ
う
会
」
か
ら
方

言
の
発
話
を
引
き
出
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。方

言
ク

ッ
キ
ン
グ
で
は
基
本
的
に
レ
ン
ズ
に
向
か
っ
て
話
を
す
る

体
裁
で
す
が
、名

取
で
暮
ら
す
同
世
代
の
顔
見
知
り
が
相
手

で
あ
れ
ば
も
っ
と
方
言
が
使
い
や
す
か
っ
た
は
ず
で
す
。

【
き
し
ゃ
ず
い
り
】の

最
後
に
方
言
ク
ッ
キ
ン
グ
の
開
始

直
前
の
様
子
を
撮
っ
た
映
像
を
入
れ
ま
し
た
。ほ

ん
の
数
秒

の
映
像
で
す
が
、食

材
を
取
り
分
け
な
が
ら
方
言
ス
タ
イ
ル

の
発
話
が
活
発
に
飛
び
交
っ
て
い
ま
す
。ビ

デ
オ
の
カ
メ
ラ

を
意
識
す
る
こ
と
な
く
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
た
雰
囲
気
で
作
業

が
で
き
た
か
ら
で
し
ょ
う
。 ―

 2
2 

―

印
象
的
な
映
像
で
も
あ
り
ま
す
。

お
そ
ら
く
、
か
つ
て
の
名
取
で
は
【
お
く
ず
か
け
】
に
映

し
出
さ
れ
た
方
言
ス
タ
イ
ル
の
発
話
が
主
流
で
あ
っ
た
の

で
し
ょ
う
が
、共

通
語
化
が
進
行
し
た
結
果
、現

在
で
は【

茄
子
の
ず
ん
だ
あ
え
】
や
【
き
し
ゃ
ず
い
り
】
の
映
像
に
映
し

出
さ
れ
た
よ
う
な
ト
ー
ン
の
方
言
の
使
用
が
常
態
化
し
て

い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

６
．「

方
言
ク
ッ
キ
ン
グ
」
が
映
し
出
せ
な
か
っ
た
も
の

し
か
し
、方

言
ク
ッ
キ
ン
グ
が
映
し
出
せ
な
か
っ
た
も
の

が
あ
る
こ
と
も
確
か
で
す
。
そ
れ
が
、
こ
こ
ま
で
保
留
に
し

て
き
た
問
題
―
―
な
ぜ
方
言
ク
ッ
キ
ン
グ
の
撮
影
で
は
、今

ま
で
の
撮
影
と
は
違
っ
て
方
言
が
発
話
さ
れ
に
く
か
っ
た

の
か
―
―
の
答
え
で
す
。
今
回
の
撮
影
は
、

節
で
紹
介
し

た
①
②
③
の
撮
影
時
と
状
況
が
大
き
く
異
な
り
ま
す
。今

回
は
公
民
館
に
併
設
さ
れ
た
集
会
場
で
撮
影
し
ま
し
た
が
、①

②
③
の
撮
影
は
名
取
市
内
に
あ
っ
た
美
田
園
第
一
仮
設
住

宅
の
集
会
場
で
お
こ
な
い
ま
し
た
。

節
で
紹
介
し
た
よ
う

に
東
日
本
大
震
災
以
降
、「

方
言
を
語
り
残
そ
う
会
」
は
被

―
 2

1 
―
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願
い
す
る
場
合
に
は
最
低
限
の
対
応
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

７
．
世
界
に
発
信
す
る
た
め
に
―
英
語
訳
へ
の
挑
戦
―

こ
こ
ま
で
は
方
言
ク
ッ
キ
ン
グ
の
方
言
に
焦
点
を
当
て

て
き
ま
し
た
が
、
こ
こ
か
ら
は
「
世
界
に
発
信
！
」
に
つ
い

て
説
明
し
ま
す
。英

語
の
み
で
世
界
中
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
が
成
立
し
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、英

語
を

介
す
る
と
、今

ま
で
に
な
い
繋
が
り
が
生
ま
れ
る
可
能
性
が

高
ま
り
ま
す
。被

災
地
の
方
言
と
郷
土
料
理
を
日
本
だ
け
で

な
く
世
界
の
人
々
に
紹
介
し
た
い
、そ

し
て
被
災
地
が
育
ん

で
き
た
地
域
の
文
化
に
関
心
を
持
っ
て
も
ら
い
た
い
と
の

考
え
で
、今

回
の
方
言
ク
ッ
キ
ン
グ
に
英
語
の
字
幕
を
付
す

こ
と
に
ま
し
た
。
英
語
訳
に
つ
い
て
は
、
大
阪
教
育
大
学
教

育
協
働
学
科
グ
ロ
ー
バ
ル
教
育
講
座
多
文
化
リ
テ
ラ
シ
ー

コ
ー
ス
に
在
籍
す
る
西
澤
実
里
さ
ん
か
ら
多
大
な
サ
ポ
ー

ト
を
得
ま
し
た
。
ま
た
、
英
語
字
幕
に
つ
い
て
は
同
僚
の

准
教
授
か
ら
的
確
な
コ
メ
ン
ト
や
ア
イ

デ
ィ
ア
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。方

言
ク
ッ
キ
ン
グ
の
英
語
に

問
題
が
あ
る
と
す
れ
ば
、す

べ
て
は
最
終
的
な
決
断
を
し
た

―
 2

4 
―

と
は
い
え
、仮

設
住
宅
で
の
慰
問
を
映
し
た
①
②
③
の
映

像
を
見
る
と
、高

齢
者
の
方
言
の
使
用
に
は
リ
ラ
ッ
ク
ス
し

た
雰
囲
気
と
い
う
条
件
以
外
に
も
必
要
な
条
件
が
あ
る
こ

と
に
気
づ
か
さ
れ
ま
す
。
①
②
③
の
映
像
を
見
る
と
、
繕
わ

れ
て
い
な
い
自
然
な
方
言
も
聞
こ
え
て
き
ま
す
が
、一

方
で

演
出
に
よ
っ
て
意
図
的
に
使
用
さ
れ
た
方
言
も
随
所
で
聞

か
れ
ま
す
。

節
の
最
後
で
述
べ
た
よ
う
に
、
方
言
ス
タ
イ

ル
の
発
話
が
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
現
在
で
は
、高

年
層
に
と
っ

て
も
日
常
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
特
別
な
場
面
を
設
定
し
た

方
が
、
方
言
を
意
識
的
に
使
え
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、方

言
ク
ッ
キ
ン
グ
の
撮
影
で
方

言
が
な
か
な
か
出
な
か
っ
た
と
い
う
の
も
納
得
で
き
ま
す
。

も
し
か
し
た
ら
、方

言
ク
ッ
キ
ン
グ
の
撮
影
前
に
撮
影
の
条

件
や
方
法
に
つ
い
て
十
分
に
注
意
を
払
い
、「

方
言
を
語
り

残
そ
う
会
」と

方
言
ク
ッ
キ
ン
グ
の
た
め
の
シ
ナ
リ
オ
を
作

成
し
て
お
け
ば
良
か
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。そ

れ
は
そ

れ
で
意
図
的
に
用
意
さ
れ
た
方
言
の
使
用
と
い
う
問
題
が

新
た
に
浮
上
し
ま
す
が
、も

は
や
方
言
だ
け
で
な
く
共
通
語

の
発
話
も
あ
る
程
度
可
能
な
高
齢
者
に
方
言
の
使
用
を
お

―
 2

3 
―

災
者
の
慰
問
を
お
こ
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、そ

の
主
な
場
所

は
美
田
園
第
一
仮
設
住
宅
の
集
会
場
で
し
た
。そ

こ
に
は
名

取
で
暮
ら
す
同
世
代
の
住
民
が
い
ま
し
た
。

そ
の
活
動
の
様
子
を
①
②
③
の
映
像
に
お
さ
め
た
わ
け

で
す
が
、
今
回
の
方
言
ク
ッ
キ
ン
グ
の
撮
影
を
通
し
て
「
方

言
を
語
り
残
そ
う
会
」
が
慰
問
で
使
っ
て
い
た
方
言
は
、
自

発
的
な
側
面
だ
け
で
な
く
誘
発
的
な
側
面
が
か
な
り
大
き

か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
気
づ
き
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
仮
設
住

宅
の
住
民
の
存
在
が
、「

方
言
を
語
り
残
そ
う
会
」
か
ら
方

言
の
発
話
を
引
き
出
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。方

言
ク

ッ
キ
ン
グ
で
は
基
本
的
に
レ
ン
ズ
に
向
か
っ
て
話
を
す
る

体
裁
で
す
が
、名

取
で
暮
ら
す
同
世
代
の
顔
見
知
り
が
相
手

で
あ
れ
ば
も
っ
と
方
言
が
使
い
や
す
か
っ
た
は
ず
で
す
。

【
き
し
ゃ
ず
い
り
】の

最
後
に
方
言
ク
ッ
キ
ン
グ
の
開
始

直
前
の
様
子
を
撮
っ
た
映
像
を
入
れ
ま
し
た
。ほ

ん
の
数
秒

の
映
像
で
す
が
、食

材
を
取
り
分
け
な
が
ら
方
言
ス
タ
イ
ル

の
発
話
が
活
発
に
飛
び
交
っ
て
い
ま
す
。ビ

デ
オ
の
カ
メ
ラ

を
意
識
す
る
こ
と
な
く
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
た
雰
囲
気
で
作
業

が
で
き
た
か
ら
で
し
ょ
う
。 ―

 2
2 

―

印
象
的
な
映
像
で
も
あ
り
ま
す
。

お
そ
ら
く
、
か
つ
て
の
名
取
で
は
【
お
く
ず
か
け
】
に
映

し
出
さ
れ
た
方
言
ス
タ
イ
ル
の
発
話
が
主
流
で
あ
っ
た
の

で
し
ょ
う
が
、共

通
語
化
が
進
行
し
た
結
果
、現

在
で
は【

茄
子
の
ず
ん
だ
あ
え
】
や
【
き
し
ゃ
ず
い
り
】
の
映
像
に
映
し

出
さ
れ
た
よ
う
な
ト
ー
ン
の
方
言
の
使
用
が
常
態
化
し
て

い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

６
．「

方
言
ク
ッ
キ
ン
グ
」
が
映
し
出
せ
な
か
っ
た
も
の

し
か
し
、方

言
ク
ッ
キ
ン
グ
が
映
し
出
せ
な
か
っ
た
も
の

が
あ
る
こ
と
も
確
か
で
す
。
そ
れ
が
、
こ
こ
ま
で
保
留
に
し

て
き
た
問
題
―
―
な
ぜ
方
言
ク
ッ
キ
ン
グ
の
撮
影
で
は
、今

ま
で
の
撮
影
と
は
違
っ
て
方
言
が
発
話
さ
れ
に
く
か
っ
た

の
か
―
―
の
答
え
で
す
。
今
回
の
撮
影
は
、

節
で
紹
介
し

た
①
②
③
の
撮
影
時
と
状
況
が
大
き
く
異
な
り
ま
す
。今

回
は
公
民
館
に
併
設
さ
れ
た
集
会
場
で
撮
影
し
ま
し
た
が
、①

②
③
の
撮
影
は
名
取
市
内
に
あ
っ
た
美
田
園
第
一
仮
設
住

宅
の
集
会
場
で
お
こ
な
い
ま
し
た
。

節
で
紹
介
し
た
よ
う

に
東
日
本
大
震
災
以
降
、「

方
言
を
語
り
残
そ
う
会
」
は
被

―
 2

1 
―
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た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

以
上
の
よ
う
に
、方

言
ク
ッ
キ
ン
グ
の
英
語
字
幕
に
は
改

善
の
余
地
が
か
な
り
あ
り
ま
す
。そ

の
作
業
は
方
言
ク
ッ
キ

ン
グ
を
企
画
し
た
私
が
担
う
べ
き
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

け
れ
ど
も
、
私
だ
け
で
な
く
、
方
言
ク
ッ
キ
ン
グ
の
映
像

を
視
聴
し
た
ひ
と
り
一
人
が
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
も
良
い
よ

う
に
思
い
ま
す
。今

回
の
字
幕
と
は
違
う
英
語
で
名
取
の
郷

土
料
理
を
紹
介
し
た
い
と
い
う
理
由
は
も
ち
ろ
ん
、映

像
の

な
か
の
視
覚
情
報
や
聴
覚
情
報
を
使
っ
て
英
作
文
の
勉
強

が
し
た
い
と
い
う
よ
う
な
理
由
で
も
結
構
で
す
。ど

の
よ
う

な
理
由
で
あ
れ
、何

ら
か
の
か
た
ち
で
方
言
ク
ッ
キ
ン
グ
に

関
心
が
集
ま
れ
ば
、被

災
地
の
方
言
と
郷
土
料
理
と
い
う
地

域
の
文
化
に
対
し
て
も
、そ

れ
だ
け
理
解
が
深
ま
る
は
ず
だ

と
考
え
ま
す
。

方
言
ク
ッ
キ
ン
グ
を
「
世
界
に
発
信
」
す
る
の
は
、
私
や

「
方
言
を
語
り
残
そ
う
会
」
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
東
日

本
大
震
災
の
被
災
地
に
思
い
を
寄
せ
る
み
な
さ
ん
も
含
ま

れ
て
い
る
の
で
す
。

―
 2

8 
―

の
意
味
内
容
を
抽
出
し
て
英
語
に
置
き
換
え
る
こ
と
に
し

ま
し
た
。
と
は
い
っ
て
も
、
英
語
字
幕
を
付
け
る
発
話
の
選

択
や
翻
訳
内
容
に
つ
い
て
の
悩
み
は
尽
き
ま
せ
ん
。こ

れ
は

方
言
や
共
通
語
の
区
別
な
く
日
本
語
と
英
語
と
い
う
異
な

る
言
語
を
対
応
さ
せ
る
こ
と
で
生
じ
る
ジ
レ
ン
マ
で
す
。

た
と
え
ば
、【

き
し
ゃ
ず
い
り
】
の
食
材
を
炒
め
る
シ
ー

ン
で
「
か
ん
ま
か
す
」
が
使
わ
れ
ま
す
。
字
幕
で
は

を
当
て
ま
し
た

し
か
し
な
が
ら
、食

材
が
四
方
八
方
に
か
き
混
ぜ
ら
れ
て

い
る
様
子
を
映
像
で
見
る
と
、

で
は
な
い
別
の
動
詞
か
、

あ
る
い
は
も
う
少
し
情
報
を
補
足
す
る
字
幕
が
必
要
だ
っ

―
 2

7 
―

は
い
え
、

か
か
、冠

詞
は
必
要
か
不
要
か
な

ど
判
断
に
迷
い
ま
し
た
。
今
回
は
文
頭
で
な
い
限
り
、
冠
詞

な
し
の

と
し
ま
し
た
。

▸
食
材
の
訳

一
番
悩
ま
し
か
っ
た
の
が
、こ

れ
で
す
。た

と
え
ば「

こ
ん
に
ゃ
く
」
の
英
語
名
は

で
す
が
、
そ

の
が
「
い
と
こ
ん
」
で
あ
る
と
説
明
し
て
も
意

味
が
成
立
し
な
い
の
で
、「

こ
ん
に
ゃ
く
」
は

と
し
ま
し
た
。中

で
も
一
番
苦
労
し
た
の
が「

お
か
ら
」で

す
。

豆
腐
を
作
る
時
に
出
る
搾
り
か
す
、と

い
う
意
味
に
あ
た
る

英
単
語
は
あ
り
ま
せ
ん
。巷

に
は
様
々
な
訳
語
が
溢
れ
て
い

ま
す
が
、
結
果
的
に
今
回
は

に
し
ま
し
た
。

▸
字
幕
の
訳

節
で
紹
介
し
た
①
②
③
の
映
像
で
は
「
方
言
を
語
り
残

そ
う
会
」の

メ
ン
バ
ー
が
使
う
方
言
を
文
字
に
書
き
起
こ
し

た
字
幕
を
映
像
に
付
し
ま
し
た
が
、今

回
は
英
語
訳
な
の
で
、

方
言
の
表
記
で
は
な
く
、方

言
を
用
い
て
発
せ
ら
れ
た
発
話

―
 2

6 
―

私
に
帰
し
ま
す
。翻

訳
す
る
に
あ
た
り
越
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
壁
に
な
っ
た
の
は
、
次
の
よ
う
な
事
柄
で
す
。

▸
「
郷
土
料
理
」
と
い
う
語
の
訳

タ
イ
ト
ル
は

と
し
ま
し
た
が
、
本
文

や
字
幕
で
は

や
を
使
い
ま
し
た
。
具
体
的
な
料

理
を
指
す
の
は
後
者
で
す
が
、郷

土
料
理
の
ス
タ
イ
ル
そ
の

も
の
を
問
題
に
す
る
場
合
は

だ
か
ら
で
す
。

▸
郷
土
料
理
の
三
品
を
説
明
す
る
た
め
の
訳

特
に
難
し
か
っ
た
の
は
【
茄
子
の
ず
ん
だ
あ
え
】
と
【
き

し
ゃ
ず
い
り
】
で
し
た
。「

ず
ん
だ
」
と
「
き
し
ゃ
ず
」
は
東

北
の
方
言
だ
か
ら
で
す
。「

ず
ん
だ
」
の
語
源
は
糠
み
そ
を

意
味
す
る「

じ
ん
だ（

糂
汰
）」

で
す
。東

北
地
方
で
意
味
を

変
化
さ
せ
て
、枝

豆
の
ペ
ー
ス
ト
を
表
す
よ
う
に
な
っ
た
と

考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
東
北
方
言
の
「
き
し
ゃ
ず
」
の
語
源

は
豆
腐
を
「
き
ら
ず
（
切
ら
ず
）」

で
あ
る
と
い
う
説
が
あ

り
ま
す
。
こ
う
し
た
語
源
の
解
説
も
重
要
で
す
が
、
英
語
訳

で
は
料
理
の
特
徴
の
説
明
に
徹
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。と

―
 2

5 
―
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た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

以
上
の
よ
う
に
、方

言
ク
ッ
キ
ン
グ
の
英
語
字
幕
に
は
改

善
の
余
地
が
か
な
り
あ
り
ま
す
。そ

の
作
業
は
方
言
ク
ッ
キ

ン
グ
を
企
画
し
た
私
が
担
う
べ
き
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

け
れ
ど
も
、
私
だ
け
で
な
く
、
方
言
ク
ッ
キ
ン
グ
の
映
像

を
視
聴
し
た
ひ
と
り
一
人
が
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
も
良
い
よ

う
に
思
い
ま
す
。今

回
の
字
幕
と
は
違
う
英
語
で
名
取
の
郷

土
料
理
を
紹
介
し
た
い
と
い
う
理
由
は
も
ち
ろ
ん
、映

像
の

な
か
の
視
覚
情
報
や
聴
覚
情
報
を
使
っ
て
英
作
文
の
勉
強

が
し
た
い
と
い
う
よ
う
な
理
由
で
も
結
構
で
す
。ど

の
よ
う

な
理
由
で
あ
れ
、何

ら
か
の
か
た
ち
で
方
言
ク
ッ
キ
ン
グ
に

関
心
が
集
ま
れ
ば
、被

災
地
の
方
言
と
郷
土
料
理
と
い
う
地

域
の
文
化
に
対
し
て
も
、そ

れ
だ
け
理
解
が
深
ま
る
は
ず
だ

と
考
え
ま
す
。

方
言
ク
ッ
キ
ン
グ
を
「
世
界
に
発
信
」
す
る
の
は
、
私
や

「
方
言
を
語
り
残
そ
う
会
」
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
東
日

本
大
震
災
の
被
災
地
に
思
い
を
寄
せ
る
み
な
さ
ん
も
含
ま

れ
て
い
る
の
で
す
。

―
 2

8 
―

の
意
味
内
容
を
抽
出
し
て
英
語
に
置
き
換
え
る
こ
と
に
し

ま
し
た
。
と
は
い
っ
て
も
、
英
語
字
幕
を
付
け
る
発
話
の
選

択
や
翻
訳
内
容
に
つ
い
て
の
悩
み
は
尽
き
ま
せ
ん
。こ

れ
は

方
言
や
共
通
語
の
区
別
な
く
日
本
語
と
英
語
と
い
う
異
な

る
言
語
を
対
応
さ
せ
る
こ
と
で
生
じ
る
ジ
レ
ン
マ
で
す
。

た
と
え
ば
、【

き
し
ゃ
ず
い
り
】
の
食
材
を
炒
め
る
シ
ー

ン
で
「
か
ん
ま
か
す
」
が
使
わ
れ
ま
す
。
字
幕
で
は

を
当
て
ま
し
た

し
か
し
な
が
ら
、食

材
が
四
方
八
方
に
か
き
混
ぜ
ら
れ
て

い
る
様
子
を
映
像
で
見
る
と
、

で
は
な
い
別
の
動
詞
か
、

あ
る
い
は
も
う
少
し
情
報
を
補
足
す
る
字
幕
が
必
要
だ
っ

―
 2

7 
―

は
い
え
、

か
か
、冠

詞
は
必
要
か
不
要
か
な

ど
判
断
に
迷
い
ま
し
た
。
今
回
は
文
頭
で
な
い
限
り
、
冠
詞

な
し
の

と
し
ま
し
た
。

▸
食
材
の
訳

一
番
悩
ま
し
か
っ
た
の
が
、こ

れ
で
す
。た

と
え
ば「

こ
ん
に
ゃ
く
」
の
英
語
名
は

で
す
が
、
そ

の
が
「
い
と
こ
ん
」
で
あ
る
と
説
明
し
て
も
意

味
が
成
立
し
な
い
の
で
、「

こ
ん
に
ゃ
く
」
は

と
し
ま
し
た
。中

で
も
一
番
苦
労
し
た
の
が「

お
か
ら
」で

す
。

豆
腐
を
作
る
時
に
出
る
搾
り
か
す
、と

い
う
意
味
に
あ
た
る

英
単
語
は
あ
り
ま
せ
ん
。巷

に
は
様
々
な
訳
語
が
溢
れ
て
い

ま
す
が
、
結
果
的
に
今
回
は

に
し
ま
し
た
。

▸
字
幕
の
訳

節
で
紹
介
し
た
①
②
③
の
映
像
で
は
「
方
言
を
語
り
残

そ
う
会
」の

メ
ン
バ
ー
が
使
う
方
言
を
文
字
に
書
き
起
こ
し

た
字
幕
を
映
像
に
付
し
ま
し
た
が
、今

回
は
英
語
訳
な
の
で
、

方
言
の
表
記
で
は
な
く
、方

言
を
用
い
て
発
せ
ら
れ
た
発
話

―
 2

6 
―

私
に
帰
し
ま
す
。翻

訳
す
る
に
あ
た
り
越
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
壁
に
な
っ
た
の
は
、
次
の
よ
う
な
事
柄
で
す
。

▸
「
郷
土
料
理
」
と
い
う
語
の
訳

タ
イ
ト
ル
は

と
し
ま
し
た
が
、
本
文

や
字
幕
で
は

や
を
使
い
ま
し
た
。
具
体
的
な
料

理
を
指
す
の
は
後
者
で
す
が
、郷

土
料
理
の
ス
タ
イ
ル
そ
の

も
の
を
問
題
に
す
る
場
合
は

だ
か
ら
で
す
。

▸
郷
土
料
理
の
三
品
を
説
明
す
る
た
め
の
訳

特
に
難
し
か
っ
た
の
は
【
茄
子
の
ず
ん
だ
あ
え
】
と
【
き

し
ゃ
ず
い
り
】
で
し
た
。「

ず
ん
だ
」
と
「
き
し
ゃ
ず
」
は
東

北
の
方
言
だ
か
ら
で
す
。「

ず
ん
だ
」
の
語
源
は
糠
み
そ
を

意
味
す
る「

じ
ん
だ（

糂
汰
）」

で
す
。東

北
地
方
で
意
味
を

変
化
さ
せ
て
、枝

豆
の
ペ
ー
ス
ト
を
表
す
よ
う
に
な
っ
た
と

考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
東
北
方
言
の
「
き
し
ゃ
ず
」
の
語
源

は
豆
腐
を
「
き
ら
ず
（
切
ら
ず
）」

で
あ
る
と
い
う
説
が
あ

り
ま
す
。
こ
う
し
た
語
源
の
解
説
も
重
要
で
す
が
、
英
語
訳

で
は
料
理
の
特
徴
の
説
明
に
徹
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。と

―
 2

5 
―
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