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サンキュータツオ
1976年，東京都生まれ。漫才師・学
者芸人。お笑いコンビ「米粒写経」とし
て活躍するいっぽう，一橋大学・成城
大学・早稲田大学にて非常勤講師を務
め，外国人留学生への日本語教育も担
当する。早稲田大学第一文学部卒業
後，早稲田大学大学院文学研究科日
本語日本文化専攻博士後期課程修了。
文学修士。200冊を超える辞書を収
集する辞書コレクター。著書に，『学校
では教えてくれない！ 国語辞典の遊び
方』『ヘンな論文』（ともに角川学芸出
版）など。
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言
葉
が
生
ま
れ
る
先
端
、

そ
れ
が
国
語
の
授
業
だ
。

国
語
辞
典
は

　
も
っ
と
も
身
近
な
学
術
書

　
新
学
習
指
導
要
領
で
は
、
語
彙
指
導
の

充
実
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
語
感
を
磨

き
、
語
彙
を
豊
か
に
す
る
授
業
づ
く
り
に

つ
い
て
考
え
ま
す
。

こ
と
が
で
き
る
ぐ
ら
い
、
国
語
辞
典
に
は
見
ど
こ

ろ
が
た
く
さ
ん
あ
る
こ
と
を
学
び
ま
し
た
。
そ
し

て
、
出
版
社
ご
と
に
全
く
違
う
方
針
の
も
と
編
ま

れ
て
い
る
こ
と
も
。
国
語
辞
典
は
、
編
著
者
の
言

語
観
が
表
れ
た
、
も
っ
と
も
身
近
な
学
術
書
な
ん

だ
っ
て
い
う
こ
と
に
気
づ
い
た
ん
で
す
。
そ
れ
か

ら
は
ど
ん
ど
ん
お
も
し
ろ
く
な
っ
て
、
出
版
社
や

版
が
違
う
も
の
を
集
め
て
、
読
み
比
べ
を
し
て
楽

し
む
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

─
─
普
段
、
ど
ん
な
楽
し
み
方
を
さ
れ
て
い
る
の

で
す
か
。

　

僕
が
勝
手
に
「
ビ
ッ
グ
４
」
と
よ
ん
で
い
る
の

が
、『
岩
波
国
語
辞
典
』『
三
省
堂
国
語
辞
典
』『
新

明
解
国
語
辞
典
』『
明
鏡
国
語
辞
典
』
の
四
冊
で
す
。

戦
後
、
多
く
の
出
版
社
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
辞
書
が

─
─
200
冊
を
超
え
る
辞
書
を
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
さ
れ

て
い
る
と
の
こ
と
で
す
が
、
ど
う
し
て
国
語
辞
典

に
興
味
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
か
。

　

実
は
僕
、
中
高
生
の
頃
は
、
国
語
に
苦
手
意
識

を
も
っ
て
い
た
ん
で
す
。
だ
か
ら
当
時
は
、
国
語

辞
典
の
魅
力
な
ん
て
考
え
た
こ
と
も
な
か
っ
た
で

す
ね
。

　

辞
書
に
は
ま
っ
た
の
は
、
大
人
に
な
っ
て
か
ら
。

た
ま
た
ま
、
大
学
院
の
指
導
教
官
が
、『
集
英
社

国
語
辞
典
』
編
者
の
中
村
明
先
生
だ
っ
た
ん
で
す
。

そ
れ
で
、
ゼ
ミ
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
国
語
辞
典
を

比
較
す
る
と
い
う
こ
と
を
一
年
間
か
け
て
や
っ
た
。

国
語
辞
典
な
ん
て
、
ど
れ
も
そ
う
変
わ
ら
な
い
し
、

そ
れ
ほ
ど
掘
り
下
げ
る
も
の
も
な
い
だ
ろ
う
。
正

直
、
初
め
は
そ
ん
な
ふ
う
に
思
っ
て
い
ま
し
た
。

で
も
、
そ
れ
が
見
事
に
覆
さ
れ
た
。

　
「
こ
の
言
葉
が
載
っ
て
い
る
も
の
は
ど
れ
か
」

「
語
釈
は
ど
う
違
う
か
」「
用
例
が
充
実
し
て
い
る

も
の
は
ど
れ
か
」
な
ど
、
一
年
も
比
較
し
続
け
る

　
言
葉
の
意
味
や
使
い
方
を
知
り
た
い
と
き
に
、
身
近
で
頼
り
に
な
る
国
語
辞
典
。『
学
校
で
は

教
え
て
く
れ
な
い
！  

国
語
辞
典
の
遊
び
方
』
の
著
者
・
サ
ン
キ
ュ
ー
タ
ツ
オ
さ
ん
に
、
国
語
辞

典
の
魅
力
、
国
語
辞
典
を
通
し
て
知
る
言
葉
の
お
も
し
ろ
さ
に
つ
い
て
う
か
が
い
ま
し
た
。

撮
影
：
鈴
木
俊
介
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言
え
る
こ
と
。
今
は
、
テ
レ
ビ
の
ク
イ
ズ
番
組
な

ど
を
見
て
い
る
と
、『
広
辞
苑
』
に
書
か
れ
て
い

る
こ
と
が
、
な
ん
だ
っ
て
正
し
い
と
考
え
る
風
潮

が
あ
る
で
し
ょ
う
。
で
も
、
そ
も
そ
も
言
葉
に
は
、

正
し
い
意
味
、
正
し
い
使
い
方
と
い
う
も
の
は
な

い
。『
広
辞
苑
』
だ
っ
て
、
あ
る
方
針
の
も
と
で

編
集
さ
れ
た
も
の
な
ん
で
す
。

　

言
葉
っ
て
、
生
き
て
い
る
も
の
で
、
正
解
が
な

い
か
ら
こ
そ
、
お
も
し
ろ
い
ん
で
す
よ
ね
。
中
学

生
の
子
ど
も
た
ち
に
は
、
ぜ
ひ
そ
れ
を
知
っ
て
も

ら
い
た
い
と
思
う
ん
で
す
。
言
葉
の
意
味
や
使
い

方
の
正
解
を
確
か
め
る
た
め
で
は
な
く
、
言
葉
に

つ
い
て
自
分
で
考
え
る
き
っ
か
け
と
し
て
、
国
語

辞
典
を
使
っ
て
も
ら
い
た
い
で
す
ね
。

発
行
さ
れ
た
な
か
で
、
淘
汰
の
結
果
生
き
残
っ
て

き
た
、
と
て
も
優
秀
な
辞
書
た
ち
で
す
。
こ
れ
ら

に
つ
い
て
は
、
新
し
い
版
が
出
た
ら
ま
ず
、
冒
頭

の
凡
例
が
書
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
読
み
、
改

訂
さ
れ
た
内
容
を
つ
か
み
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
ど
の
辞
書
に
ど
ん
な
言
葉
が
入
っ

た
の
か
、
ど
ん
な
言
葉
が
な
く
な
っ
た
の
か
を
調

べ
る
。
例
え
ば
、『
三
省
堂
国
語
辞
典
』
は
他
の

三
つ
に
比
べ
て
、
新
語
の
収
録
に
積
極
的
な
ん
で

す
。
だ
か
ら
、
こ
こ
に
新
た
に
収
録
さ
れ
た
も
の

は
、
今
の
「
生
き
た
言
葉
」
で
あ
り
、
他
の
三
つ

に
収
録
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
は
、
定
着
し

た
言
葉
と
い
え
る
。
逆
に
、
な
く
な
っ
た
も
の
は
、

今
は
も
う
使
わ
れ
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
言
葉
と

考
え
ら
れ
ま
す
。
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、『
岩
波

国
語
辞
典
』
は
、
長
く
使
わ
れ
て
き
た
「
定
番
」

の
言
葉
を
収
録
す
る
こ
と
を
仕
事
と
し
て
い
る
辞

書
で
す
ね
。
何
が
載
っ
て
い
て
、
何
が
載
っ
て
い

な
い
か
は
、
各
辞
書
の
編
集
方
針
が
表
れ
る
重
要

な
情
報
な
ん
で
す
。

─
─
出
版
社
に
よ
っ
て
そ
れ
ほ
ど
編
集
方
針
が
違

う
な
ん
て
、
比
較
に
よ
っ
て
こ
そ
わ
か
る
こ
と
で

す
ね
。

が
り
そ
う
で
す
。

　

そ
う
で
す
ね
。
日
本
語
に
は
「
お
手
洗
い
」「
化

粧
室
」「
ト
イ
レ
」「
便
所
」「
レ
ス
ト
ル
ー
ム
」

な
ど
、
同
じ
も
の
を
指
す
複
数
の
言
葉
が
存
在
す

る
で
し
ょ
う
。
辞
書
で
は
ど
れ
も
同
じ
よ
う
に
説

明
さ
れ
て
い
る
こ
れ
ら
の
言
葉
を
、
適
切
に
使
い

分
け
る
こ
と
。
言
葉
を
使
い
こ
な
す
に
は
、
そ
う

し
た
「
運
用
の
力
」
が
必
要
で
あ
る
と
い
っ
て
い

い
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
支
え
る
の
が
、「
伝
え
た

い
こ
と
に
よ
っ
て
、
選
ぶ
言
葉
が
違
う
ん
だ
」
と

い
う
言
語
観
だ
と
、
僕
は
考
え
て
い
ま
す
。

　

今
、
若
者
た
ち
に
と
っ
て
身
近
な
Ｓ
Ｎ
Ｓ
上
の

デ
ィ
ス
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
多
く
は
、
相
手

が
使
っ
た
言
葉
の
意
味
と
、
そ
こ
か
ら
自
分
が
受

け
取
っ
た
意
味
が
食
い
違
う
と
こ
ろ
か
ら
起
き
て

い
る
。
こ
れ
は
、
知
っ
て
い
る
言
葉
の
数
が
多
い

と
か
少
な
い
と
か
の
問
題
で
は
な
い
で
す
よ
ね
。

言
葉
の
真
意
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
、

と
い
う
こ
と
な
ん
だ
と
思
う
ん
で
す
。

─
─
そ
の
背
景
に
は
何
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

そ
う
な
ん
で
す
。
た
だ
、
学
習
用
に
作
ら
れ
た

国
語
辞
典
だ
と
、
収
録
し
て
い
る
言
葉
に
そ
れ
ほ

ど
大
き
な
違
い
は
出
な
い
の
で
、
方
針
の
違
い
は

見
え
に
く
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
だ
か
ら
、
中

学
生
が
国
語
辞
典
の
お
も
し
ろ
み
に
触
れ
る
機
会

と
い
う
の
は
、
実
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
。
そ
う

考
え
る
と
、「
中
学
生
向
け
」
で
は
な
い
、
一
般

の
国
語
辞
典
を
使
っ
て
み
る
ほ
う
が
、
中
学
生
に

と
っ
て
は
学
ぶ
こ
と
が
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

　

そ
れ
か
ら
、
僕
も
そ
う
だ
っ
た
の
で
す
が
、
学

校
に
よ
っ
て
は
、
全
員
が
同
じ
辞
書
を
使
っ
て
い

る
こ
と
も
あ
り
ま
す
ね
。
そ
れ
も
ち
ょ
っ
と
も
っ

た
い
な
い
な
と
思
い
ま
す
。
み
ん
な
同
じ
辞
書
を

使
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
で
き
れ
ば
教
室
内
に
別

の
辞
書
が
何
冊
か
用
意
さ
れ
て
い
れ
ば
い
い
で
す

ね
。
違
う
国
語
辞
典
を
持
っ
た
人
が
五
人
も
集
ま

れ
ば
、「
ど
の
辞
書
で
、
ど
の
言
葉
を
、
ど
う
説

明
し
て
い
る
か
」
を
比
べ
る
だ
け
で
、
言
葉
を
め

ぐ
る
話
が
一
時
間
以
上
も
で
き
る
ん
で
す
か
ら
。

─
─
国
語
辞
典
に
も
い
ろ
い
ろ
あ
る
ん
だ
、
と
知

る
だ
け
で
も
言
葉
へ
の
関
心
が
高
ま
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
ね
。

　

一
つ
の
国
語
辞
典
し
か
知
ら
な
い
と
、「
辞
書

に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
が
唯
一
の
正
解
だ
」
と

思
っ
て
し
ま
う
ん
で
す
よ
ね
。
そ
れ
は
大
人
に
も

─
─
読
み
比
べ
の
他
に
も
、
教
室
で
取
り
組
め
そ

う
な
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
。

　

ク
ラ
ス
で
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
国
語
辞
典
を
作
る
の

も
い
い
で
す
ね
。
以
前
、
僕
の
本
（『
学
校
で
は

教
え
て
く
れ
な
い
！ 

国
語
辞
典
の
遊
び
方
』）
を

読
ん
で
く
れ
た
学
校
の
先
生
が
、
ク
ラ
ス
で
作
っ

た
国
語
辞
典
を
送
っ
て
く
れ
た
こ
と
が
あ
る
ん
で

す
。

　

ど
ん
な
言
葉
を
載
せ
て
、
そ
こ
に
ど
う
い
う
説

明
を
付
け
る
の
か
か
ら
、
す
べ
て
を
み
ん
な
で
考

え
る
。
自
分
で
説
明
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
辞
書
の

語
釈
の
背
後
に
あ
る
意
図
に
も
気
づ
く
こ
と
が
で

き
ま
す
。
こ
ん
な
や
り
方
も
あ
る
ん
だ
と
感
心
し

ま
し
た
。「
新
し
く
知
っ
た
言
葉
辞
典
」と
か
、ジ
ャ

ン
ル
を
限
定
し
て
取
り
組
ん
で
も
い
い
ん
じ
ゃ
な

い
か
と
思
い
ま
す
。

─
─
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
や
使
い
方
に
意
識
を
向
け

る
こ
と
は
、
言
葉
を
使
い
こ
な
す
こ
と
に
も
つ
な

　

例
え
ば
、「
公
僕
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。

多
く
の
国
語
辞
典
で
は
、
こ
れ
を
「
公
務
員
」
と

だ
け
説
明
し
て
い
ま
す
。
い
っ
ぽ
う
、『
新
明
解

国
語
辞
典 

第
七
版
』
に
は
、
こ
ん
な
ふ
う
に
書

か
れ
て
い
る
。「
国
民
に
奉
仕
す
る
者
と
し
て
の

公
務
員
の
称
。〔
た
だ
し
実
情
は
、
理
想
と
は
程

遠
い
〕」（
右
ペ
ー
ジ
写
真
）。
注
目
す
べ
き
は
最
後

の
一
文
で
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、「
公
僕
」
に
は

皮
肉
め
い
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
あ
っ
て
、
人
に
向

か
っ
て
使
う
と
、
ば
か
に
す
る
こ
と
に
も
な
る
ん

だ
っ
て
い
う
こ
と
が
、
ち
ゃ
ん
と
わ
か
り
ま
す
よ

ね
。

　

こ
う
し
た
こ
と
を
理
解
せ
ず
に
、
表
面
的
な
意

味
だ
け
を
見
て
言
葉
を
使
う
。
そ
の
言
葉
が
使
わ

れ
た
意
図
や
文
脈
を
考
え
ず
に
表
面
的
に
受
け
止

め
る
。
お
そ
ら
く
、
そ
ん
な
ふ
う
に
し
て
デ
ィ
ス

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
発
生
し
て
い
る
の
で

し
ょ
う
。
実
際
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
場
で

求
め
ら
れ
る
の
は
、
言
葉
を
た
く
さ
ん
知
っ
て
い

る
こ
と
よ
り
も
、
自
分
が
知
っ
て
い
る
言
葉
の

ニ
ュ
ア
ン
ス
を
き
ち
ん
と
理
解
し
て
使
え
る
こ
と
。

言
葉
の
意
味
や
使
い
方
に
　

正
解
は
な
い

言
葉
を
使
い
こ
な
す
た
め
に

▲

『新明解国語辞典 第七版』（三省堂）の「公僕」の項目。

言
葉
っ
て
、
生
き
て
い
る
も
の
。

正
解
が
な
い
か
ら
こ
そ
、
お
も
し
ろ
い
。
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「
生
き
た
言
葉
」を
体
に
入
れ
て

　

ま
ず
い
ち
ば
ん
伝
え
た
い
の
は
、「
言
葉
は
生

き
物
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
。
中
学
生
っ
て
、「
生

き
た
言
葉
」
の
中
で
、
生
活
に
必
要
な
言
葉
を
身

に
つ
け
て
い
く
時
期
だ
と
思
い
ま
す
。
言
葉
に
正

解
は
な
い
こ
と
を
知
り
、「
生
き
た
言
葉
」
を
し
っ

か
り
と
体
に
入
れ
て
も
ら
い
た
い
で
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
今
持
っ
て
い
る
色
鉛
筆
は
10
色
ほ

ど
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、
こ
れ
か
ら
絵
を
描
い

て
い
く
た
め
に
は
、
20
色
ぐ
ら
い
ま
で
は
増
や
し

て
ほ
し
い
で
す
ね
。
た
だ
、「
緑
」
は
持
っ
て
い

て
ほ
し
い
け
れ
ど
、
そ
れ
を
超
え
て
、「
う
ぐ
い

す
色
」
や
「
ビ
リ
ジ
ア
ン
」
み
た
い
な
細
か
い
緑

の
違
い
ま
で
は
い
ら
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

─
─
先
生
方
に
伝
え
た
い
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
。

　
「
言
葉
は
生
き
物
で
あ
る
」
と
い
う
前
提
で
、

子
ど
も
た
ち
に
教
え
て
も
ら
え
た
ら
い
い
な
と
思

い
ま
す
。
そ
し
て
、
ぜ
ひ
、
国
語
辞
典
を
使
っ
て
、

言
葉
の
意
味
を
考
え
た
り
、
説
明
を
書
い
た
り
す

る
授
業
を
し
て
み
て
も
ら
え
る
と
う
れ
し
い
で
す
。

僕
は
、
国
語
辞
典
の
魅
力
や
楽
し
み
方
を
か
み
砕

い
て
皆
さ
ん
に
お
伝
え
す
る
の
が
仕
事
だ
と
思
っ

て
い
ま
す
。
も
し
必
要
で
あ
れ
ば
、
直
接
、
授
業

を
し
に
い
き
ま
す
よ
（
笑
）。

─
─
き
っ
と
楽
し
い
授
業
に
な
り
ま
す
ね
。
今
日

は
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

だ
か
ら
、
言
葉
の
数
を
増
や
す
こ
と
ば
か
り
で
な

く
、
語
感
や
運
用
に
も
注
力
し
た
国
語
の
授
業
が
、

こ
れ
か
ら
の
時
代
、
ま
す
ま
す
大
切
に
な
っ
て
く

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

─
─
言
葉
の
数
に
つ
い
て
は
、
運
用
に
足
る
程
度

あ
れ
ば
い
い
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

　

も
ち
ろ
ん
、
最
低
限
必
要
な
言
葉
の
数
と
い
う

の
は
あ
り
ま
す
。
で
も
、
色
鉛
筆
に
た
と
え
る
と

し
て
、
64
色
と
か
100
色
と
か
は
必
要
な
い
。
20
色

も
あ
れ
ば
、
わ
り
と
多
く
の
こ
と
が
表
現
で
き
ま

す
。「
レ
モ
ン
色
」が
な
け
れ
ば
黄
色
と
白
を
、「
紺

色
」
が
な
け
れ
ば
青
と
黒
を
混
ぜ
て
み
れ
ば
い
い
。

中
学
生
に
も
な
る
と
10
色
で
は
さ
す
が
に
足
り
な

い
で
し
ょ
う
け
ど
、
20
色
ぐ
ら
い
の
中
で
う
ま
く

や
り
く
り
す
る
こ
と
を
知
っ
て
も
ら
え
た
ら
と
思

い
ま
す
。

　

若
者
た
ち
が
そ
う
や
っ
て
言
葉
を
使
う
よ
う
に

な
る
と
、
と
て
も
興
味
深
い
現
象
を
目
に
す
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
僕
は
大
学
一
年
生
に
教
え
る
機

会
が
あ
る
の
で
す
が
、
彼
ら
は
最
近
、「
つ
ら
い
」

を
「
つ
ら
み
」
と
言
っ
た
り
、「
う
れ
し
い
」
を
「
う

れ
し
み
」
と
言
っ
た
り
し
て
名
詞
化
し
て
い
る
ん

で
す
。
教
育
的
に
は
眉
を
ひ
そ
め
る
表
現
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
こ
そ
「
生
き
た
言
葉
」
だ
と

い
え
ま
す
。

　

用
途
に
よ
っ
て
使
い
分
け
ら
れ
る
よ
う
、「
辞

書
は
二
冊
持
て
！
」と
、い
つ
も
主
張
し
て
い
ま
す
。

●　

●　

●

　

中
学
生
が
一
冊
目
に
持
つ
の
に
お
す
す
め
な

の
が
、『
学
研 

現
代
新
国
語
辞
典 

改
訂
第
六
版
』。

も
ち
ろ
ん
、
教
科
書
に
載
っ
て
い
る
言
葉
は
し
っ

か
り
押
さ
え
て
い
ま
す
。
そ
の
う
え
、「
類
語
と

表
現
」
と
い
う
囲
み
が
随
所
に
あ
っ
て
、
言
い
換

え
可
能
な
類
義
語
や
関
連
語
・
表
現
を
紹
介
し
て

く
れ
て
い
ま
す
。「
雨
」を
調
べ
れ
ば
、「
春
雨
」「
時

雨
」
な
ど
が
出
て
く
る
の
で
、
微
妙
な
ニ
ュ
ア
ン

ス
の
違
い
を
見
つ
け
る
と
き
に
便
利
で
す
。

　

二
冊
目
と
し
て
は
、『
ベ
ネ
ッ
セ 

表
現
読
解
国

語
辞
典
』。
こ
れ
は
、
言
葉
の
運
用
に
特
化
し
た

辞
書
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
語
釈
は
簡
潔
だ
け
ど
、

ど
ん
な
と
き
に
ど
う
使
う
か
に
つ
い
て
は
と
て
も

丁
寧
に
説
明
し
て
く
れ
て
い
る
ん
で
す
。
例
え
ば
、

「
も
っ
と
ぴ
っ
た
り
」
と
い
う
囲
み
。
考
え
や
気

持
ち
を
表
す
言
葉
に
つ
い
て
、
細
か
い
ニ
ュ
ア
ン

ス
ご
と
に
類
義
表
現
を
紹
介
し
て
い
て
、
よ
り

ぴ
っ
た
り
な
も
の
を
探
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。「
心

配
す
る
」
を
言
い
換
え
る
に
も
、
何
を
心
配
し
て

い
る
か
で
、
選
ぶ
言
葉
は
違
い
ま
す
。
表
現
す
る

と
き
に
特
に
便
利
な
辞
書
で
す
。

─
─
こ
れ
ま
で
に
な
い
新
し
い
使
い
方
で
す
ね
。

　

そ
も
そ
も
、「
悲
し
い
」
と
い
う
形
容
詞
と
は

別
に
、「
悲
し
む
」
と
い
う
動
詞
の
名
詞
形
「
悲

し
み
」
が
あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
「
悲
し
み
」
だ
っ

て
、
使
わ
れ
始
め
た
と
き
に
は
け
し
か
ら
ん
と
言

わ
れ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、
今
は
違
和

感
な
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
、
み
ん
な
が
使
っ
て
い

ま
す
よ
ね
。
だ
か
ら
、
僕
は
、
こ
う
い
う
現
象
を
、

新
し
い
言
葉
が
生
ま
れ
る
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
な
瞬
間

と
捉
え
て
い
ま
す
。

　

規
範
を
教
え
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
大
事
で
す
。

で
も
、
規
範
か
ら
外
れ
る
も
の
を
否
定
し
続
け
る

こ
と
は
、
言
葉
に
正
し
い
意
味
や
使
い
方
が
あ
る

と
信
じ
る
こ
と
と
同
じ
で
す
。
そ
れ
は
言
語
観
の

硬
直
に
も
結
び
付
く
で
し
ょ
う
。言
葉
っ
て
、も
っ

と
自
由
な
も
の
だ
と
思
う
ん
で
す
。
言
葉
を
学
ぶ

国
語
の
授
業
で
は
、
新
し
い
言
葉
が
生
ま
れ
る
先

端
に
み
ん
な
が
立
っ
て
い
る
ん
だ
と
い
う
意
識
の

も
と
、
言
葉
の
自
由
さ
や
表
現
の
お
も
し
ろ
み
に

触
れ
る
こ
と
が
大
事
な
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
れ
は
き
っ
と
、
言
葉
を
使
い
こ
な
す
こ
と
に
も

つ
な
が
る
は
ず
で
す
。

─
─
国
語
辞
典
を
使
っ
て
学
習
を
し
て
い
る
中
学

生
に
向
け
て
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
お
願
い
し
ま
す
。
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