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紹

介
金
水
敏
著
﹃
コ
レ
モ
日
本
語
ア
ル
カ
？
︱
異
人
の
こ
と
ば
が
生
ま

れ
る
と
き
︵
そ
う
だ
っ
た
ん
だ
！
日
本
語
︶﹄
／
金
水
敏
編
﹃︿
役

割
語
﹀
小
辞
典
﹄
／
金
水
敏
・
田
中
ゆ
か
り
・
岡
室
美
奈
子
編

﹃
ド
ラ
マ
と
方
言
の
新
し
い
関
係
﹃
カ
ー
ネ
ー
シ
ョ
ン
﹄
か
ら
﹃
八

重
の
桜
﹄︑
そ
し
て
﹃
あ
ま
ち
ゃ
ん
﹄
へ
﹄

依

田

恵

美

二
〇
〇
〇
年
に
金
水
敏
氏
が
論
文
﹁
役
割
語
探
究
の
提
案
﹂︵
佐
藤
喜
代

治
編
﹃
国
語
史
の
新
視
点
﹄
国
語
論
究
第
八
集
︑
明
治
書
院
︶
の
中
で
︑
特

定
の
人
物
像
と
密
接
に
結
び
つ
い
た
言
葉
遣
い
を
︿
役
割
語
﹀
と
し
て
提
唱

し
て
以
来
︑
役
割
語
研
究
は
二
〇
一
四
年
で
一
五
年
目
を
迎
え
た
︒
こ
の
節

目
の
年
に
︑
こ
れ
ま
で
氏
が
行
っ
て
き
た
役
割
語
研
究
の
成
果
が
刊
行
さ
れ

た
︒
そ
れ
が
こ
こ
に
紹
介
す
る
三
作
で
あ
る
︒

﹃
コ
レ
モ
日
本
語
ア
ル
カ
？
︱
異
人
の
こ
と
ば
が
生
ま
れ
る
と
き
﹄
は
︑

中
国
人
を
表
象
す
る
役
割
語
︿
ア
ル
ヨ
こ
と
ば
﹀
を
取
り
上
げ
︑
そ
の
由
来

と
形
成
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
︒
以
下
に
概
要
を
示
す
︒

序
章
で
は
本
書
の
目
的
を
述
べ
る
︒
第
一
章
で
は
大
正
期
に
成
立
し
た
宮

沢
賢
治
の
﹁
山
男
の
四
月
﹂
を
︿
ア
ル
ヨ
こ
と
ば
﹀
の
最
古
例
と
し
て
取
り

上
げ
︑
夢
野
久
作
の
同
時
期
の
作
品
と
比
較
し
な
が
ら
︑
当
時
の
中
国
人
観

を
探
る
︒
第
二
章
で
は
幕
末
か
ら
明
治
期
に
か
け
て
横
浜
で
用
い
ら
れ
た
ピ

ジ
ン
日
本
語
に
つ
い
て
文
献
を
調
査
し
︑︿
ア
ル
ヨ
こ
と
ば
﹀
の
源
泉
が

﹁
N
a
n
k
in
iz
e
d
-
N
ip
p
o
n
﹂
に
あ
る
可
能
性
を
指
摘
す
る
︒
第
三
章
で
は

﹁
山
男
の
四
月
﹂
以
降
︑
日
中
戦
争
期
に
か
け
て
︿
ア
ル
ヨ
こ
と
ば
﹀
と
人

物
像
の
結
び
つ
き
が
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
化
し
て
い
く
過
程
を
分
析
す
る
︒
第

四
章
で
は
一
九
〇
〇
年
代
初
頭
の
大
陸
に
お
い
て
日
本
人
と
中
国
人
が
や
り

取
り
す
る
中
で
生
ま
れ
た
﹁
満
州
ピ
ジ
ン
﹂
を
取
り
上
げ
︑︿
ア
ル
ヨ
こ
と

ば
﹀
と
の
影
響
関
係
を
考
察
す
る
︒
第
五
章
で
は
戦
後
の
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
カ
ル

チ
ャ
ー
の
中
で
︿
ア
ル
ヨ
こ
と
ば
﹀
が
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
︑
ど
の
よ
う

な
人
物
像
を
担
っ
た
か
を
述
べ
る
︒
終
章
で
は
中
華
人
民
共
和
国
で
作
ら
れ

た
抗
日
映
画
・
ド
ラ
マ
等
に
登
場
す
る
日
本
軍
兵
士
が
用
い
る
︑
ス
テ
レ
オ

タ
イ
プ
化
し
た
言
語
表
現
︿
鬼グ

イ

子ズ

ピ
ジ
ン
﹀
に
触
れ
︑︿
ア
ル
ヨ
こ
と
ば
﹀

と
横
浜
の
ピ
ジ
ン
︑
満
州
ピ
ジ
ン
の
そ
れ
ぞ
れ
の
つ
な
が
り
を
総
括
す
る
︒

ま
た
︑﹁
あ
る
﹂
語
法
の
起
源
に
関
し
︑
文
献
に
お
い
て
﹁
あ
り
ま
す
﹂
語

法
が
先
立
っ
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
︑
必
ず
し
も
北
京
語
の
﹁
儿

ア
ー
ル

化
﹂
や
特

定
方
言
の
﹁
有
﹂
の
使
い
方
に
起
源
を
求
め
な
く
て
よ
い
と
す
る
︒
さ
ら
に
︑

横
浜
で
の
ピ
ジ
ン
︑
満
州
ピ
ジ
ン
︑︿
鬼
子
ピ
ジ
ン
﹀
の
い
ず
れ
に
も
見
ら

れ
る
﹁
進
上
﹂
に
︑
中
国
か
ら
の
輸
入
に
始
ま
り
︑
日
本
か
ら
中
国
に
輸
出

さ
れ
た
歴
史
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
︒

会
話
集
や
児
童
の
綴
り
方
な
ど
︑
さ
ま
ざ
ま
な
資
料
を
根
拠
と
し
て
︿
ア

ル
ヨ
こ
と
ば
﹀
の
謎
に
迫
っ
て
い
る
︒︿
ア
ル
ヨ
こ
と
ば
﹀
や
ピ
ジ
ン
を
用

い
た
各
時
代
の
人
々
の
営
み
に
触
れ
る
こ
と
の
で
き
る
一
冊
で
あ
る
︒

︵
岩
波
書
店
︑
二
四
六
頁
︑
一
︐
八
〇
〇
円
＋
税
︶

﹃︿
役
割
語
﹀
小
辞
典
﹄
は
役
割
語
に
特
化
し
た
世
界
で
初
め
て
の
辞
典
で

あ
る
︒︿
大
阪
弁
・
関
西
弁
﹀
と
し
て
の
連
語
﹁
あ
か
ん
﹂
か
ら
︑︿
大
阪

弁
・
関
西
弁
﹀︿
田
舎
こ
と
ば
﹀︿
上
司
語
﹀︿
書
生
語
﹀︿
老
人
語
﹀
と
し
て
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用
い
ら
れ
る
否
定
の
助
動
詞
﹁
ん
﹂
ま
で
︑
約
一
二
〇
語
を
収
録
す
る
︒
各

語
に
つ
い
て
︑
結
び
つ
く
人
物
像
を
︿
宇
宙
人
語
﹀︿
女
こ
と
ば
﹀
の
よ
う

に
山
カ
ッ
コ
で
括
っ
て
示
し
︑
言
葉
の
意
味
の
ほ
か
︑
文
法
や
音
声
の
面
で

ど
の
よ
う
な
特
徴
が
見
ら
れ
る
か
な
ど
を
解
説
す
る
︒
ま
た
︑
役
割
語
と
し

て
の
成
り
立
ち
や
用
法
の
変
化
に
つ
い
て
古
典
や
小
説
︑
ア
ニ
メ
︑
流
行
歌

な
ど
か
ら
用
例
を
挙
げ
て
示
し
て
い
る
た
め
︑
読
者
は
大
ま
か
な
変
遷
を
辿

る
こ
と
が
で
き
る
︒
本
文
中
に
は
マ
ン
ガ
の
中
の
一
コ
マ
や
日
用
品
の
写
真

な
ど
︑
実
際
に
役
割
語
の
使
用
さ
れ
て
い
る
図
版
が
約
四
〇
点
付
さ
れ
て
お

り
︑
視
覚
的
に
も
楽
し
め
る
仕
様
に
な
っ
て
い
る
︒

役
割
語
は
日
本
語
母
語
話
者
の
持
つ
共
通
知
識
を
前
提
と
し
て
い
る
︒
し

か
し
︑
日
本
語
を
母
語
と
す
る
人
で
あ
れ
ば
誰
で
も
が
同
一
の
知
識
を
有
し

て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
︑
世
代
や
生
活
す
る
地
域
︑
文
化
な
ど
が
異

な
れ
ば
︑
共
通
知
識
と
し
て
持
つ
内
容
に
相
違
が
見
ら
れ
た
り
︑
そ
も
そ
も

知
識
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
り
す
る
こ
と
も
あ
り
得
る
︒
そ
の
点
に
お
い
て

本
書
は
︑
共
通
知
識
の
お
よ
そ
の
拠
り
所
と
な
る
も
の
を
提
示
し
た
初
め
て

の
辞
典
で
も
あ
る
︒
今
後
︑
翻
訳
や
創
作
︑
ま
た
︑
日
本
文
化
の
理
解
に
︑

新
た
な
展
開
を
も
た
ら
す
一
冊
と
な
ろ
う
︒

︵
研
究
社
︑
二
七
〇
頁
︑
二
︐
〇
〇
〇
円
＋
税
︶

﹃
ド
ラ
マ
と
方
言
の
新
し
い
関
係
﹃
カ
ー
ネ
ー
シ
ョ
ン
﹄
か
ら
﹃
八
重
の

桜
﹄︑
そ
し
て
﹃
あ
ま
ち
ゃ
ん
﹄
へ
﹄
は
︑
Ｎ
Ｈ
Ｋ
で
放
送
さ
れ
た
連
続
テ

レ
ビ
小
説
﹃
カ
ー
ネ
ー
シ
ョ
ン
﹄
の
﹁
岸
和
田
こ
と
ば
﹂︑
同
﹃
あ
ま
ち
ゃ

ん
﹄
の
﹁
ニ
セ
東
北
弁
﹂︑
大
河
ド
ラ
マ
﹃
八
重
の
桜
﹄
の
﹁
会
津
こ
と
ば
﹂

を
題
材
に
︑
研
究
者
と
ド
ラ
マ
制
作
者
の
二
つ
の
側
か
ら
︑
ド
ラ
マ
と
方
言

の
関
係
に
迫
る
︒

と

の
二
部
で
構
成
さ
れ
︑

で

P
art.

�
P
art.

�
P
art.

�

は
言
語
学
・
方
言
学
・
ド
ラ
マ
論
の
研
究
者
が
そ
れ
ぞ
れ
︑
ド
ラ
マ
方
言
の

役
割
を
述
べ
る
︒
こ
と
ば
の
観
点
か
ら
は
︑
ド
ラ
マ
で
用
い
ら
れ
る
方
言
は

︿
役
割
語
﹀
で
あ
り
︑
伝
わ
り
や
す
さ
と
方
言
の
質
と
い
う
二
つ
の
軸
の
バ

ラ
ン
ス
が
関
わ
る
こ
と
︑
方
言
ド
ラ
マ
史
の
観
点
か
ら
は
︑
ド
ラ
マ
等
で
用

い
ら
れ
る
方
言
が
﹁
ニ
セ
で
あ
る
﹂
と
い
う
批
判
を
受
け
た
時
代
か
ら
︑
方

言
指
導
を
導
入
す
る
こ
と
で
リ
ア
ル
さ
を
追
求
す
る
時
代
を
経
て
︑
二
〇
一

三
年
の
﹃
あ
ま
ち
ゃ
ん
﹄
で
は
ヒ
ロ
イ
ン
が
自
己
流
の
方
言
を
話
し
︑
そ
れ

を
視
聴
者
が
好
意
的
に
受
容
す
る
︑﹁
虚
構
の
重
層
性
﹂
を
楽
し
む
時
代
が

切
り
開
か
れ
た
こ
と
︑
ド
ラ
マ
批
評
の
観
点
か
ら
は
︑﹃
カ
ー
ネ
ー
シ
ョ
ン
﹄

﹃
八
重
の
桜
﹄﹃
あ
ま
ち
ゃ
ん
﹄
で
は
ヒ
ロ
イ
ン
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
形

成
と
方
言
が
密
接
な
関
係
に
あ
り
︑
地
元
に
対
し
て
ど
う
関
わ
る
か
に
よ
っ

て
︑
ヒ
ロ
イ
ン
が
ど
の
よ
う
な
方
言
を
ど
の
地
で
使
い
続
け
る
か
に
違
い
の

見
ら
れ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
︒

で
は
︑

で
の
問
題
提
起

P
art.

�
P
art.

�

を
ふ
ま
え
︑
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
︑
お
よ
び
︑
こ
と
ば
指
導
の
担
当

者
か
ら
現
場
の
声
を
聞
く
︒
ド
ラ
マ
の
中
の
方
言
と
は
現
実
の
こ
と
ば
を
再

構
成
し
た
も
の
で
あ
り
︑
方
言
と
し
て
の
正
確
さ
と
わ
か
り
や
す
さ
の
両
立

の
下
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
や
︑
人
の
距
離
感
の
濃
淡
を
表
す
た
め
に
取
捨
選

択
や
調
整
の
行
わ
れ
る
こ
と
が
︑﹃
八
重
の
桜
﹄
の
中
で
ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ル
性

を
重
視
し
て
用
い
ら
れ
た
台
詞
﹁
鉄
砲
さ
撃
づ
﹂
な
ど
を
例
に
語
ら
れ
る
︒

中
で
も
︑
視
聴
者
の
反
応
を
ふ
ま
え
て
視
聴
者
と
一
緒
に
ド
ラ
マ
を
作
っ
て

い
く
と
す
る
菓
子
浩
氏
の
こ
と
ば
が
印
象
的
で
あ
る
︒
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ド
ラ
マ
制
作
時
の
裏
話
も
多
々
あ
り
︑
朝
ド
ラ
や
大
河
ド
ラ
マ
の
フ
ァ
ン

で
な
く
と
も
︑
気
軽
に
手
に
取
り
︑
楽
し
く
読
む
こ
と
が
で
き
る
︒

︵
笠
間
書
院
︑
一
〇
四
頁
︑
八
〇
〇
円
＋
税
︶

︵
よ
だ
・
め
ぐ
み

大
阪
産
業
大
学
非
常
勤
講
師
︶
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