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研
究
余
滴役

割
語
の
観
点
か
ら
見
る
漫
画
の
感
動
詞
「
う
む
」

　

梅
林　

博
人

一　

は
じ
め
に

小
稿
で
は
、
漫
画
な
ど
に
散
見
す
る
次
の
①
～
④
の
よ
う
な
感

動
詞
「
う
む
」
に
つ
い
て
、
以
下
（
Ⅰ
）（
Ⅱ
）
の
二
点
を
述
べ
て

み
た
い
。

①
栗
田
ゆ
う
子
社
員
「
い
い
か
げ
ん
な
食
べ
物
が
氾
濫
し
て
い

る
今
だ
か
ら
こ
そ
、
本
物
の
食
材
と
い
う
と
こ
ろ
に
重
点
を

置
く
べ
き
だ
と
思
う
ん
で
す
。」

大
原
大
蔵
社
主
「
う
む
…
…
」（『
美
味
し
ん
ぼ
』
2
八
五

頁
）

②
谷
村
秀
夫
部
長
「
う
む
、
こ
の
舌
ざ
わ
り
こ
の
歯
ご
た
え
、 

比
較
に
な
ら
な
い
う
ま
さ
だ
‼
」（『
美
味
し
ん
ぼ
』
2
一
二

九
頁
）

③
谷
村
秀
夫
部
長
「
う
む
、
う
ま
い
！
」（『
美
味
し
ん
ぼ
』
3　

五
九
頁
）

④
屋
台
そ
ば
店
主
「
へ
い
お
待
ち
。」

中
松
警
部
「
う
む
。」（『
美
味
し
ん
ぼ
』
2 

六
三
頁
）

（
Ⅰ
）
感
動
詞
「
う
む
」
は
、
役
割
語（
１
）の
一
つ
で
、
そ
の
内
の

〈
上
司
語
〉
に
あ
た
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
Ⅱ
）
感
動
詞
「
う
む
」
は
、
唇
を
閉
鎖
し
た
鼻
音
を
［
う
む
］

と
か
な
表
記
す
る
こ
と
で
「
役
割
語
度（
２
）」
を
高
め
て
い

る
。
換
言
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
に
か
な
表
記
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
役
割
語
で
あ
る
こ
と
を
分
か
り
や
す
く
示

し
て
い
る
。
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二　

感
動
詞
「
う
む
」
の
使
用
者
の
特
徴

感
動
詞
「
う
む
」
は
、
漫
画
で
は
あ
る
程
度
見
い
だ
さ
れ
る
表

現
で
あ
る
が
、
そ
の
語
の
使
用
者
に
は
偏
り
が
あ
る
。
①
～
④
の

使
用
者
と
そ
の
【
属
性
】
を
見
て
み
る
と
、

①　

大
原
社
主　
【
地
位
の
あ
る
】【
高
年
の
】　 

【
男
性
】

②
③
谷
村
部
長　
【
地
位
の
あ
る
】【
中
高
年
の
】【
男
性
】

④　

中
松
警
部　
【
権
力
の
あ
る
】【
中
年
の
】　 

【
男
性
】

と
な
っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
属
性
は
、〈
上
司
語
〉
で
あ
る
「
～
た
ま
え
」
を

使
用
す
る
者
の
属
性
、
す
な
わ
ち
、「
地
位
や
権
力
を
持
っ
た
男

性
」（
金
水
編
（
二
〇
一
四
）
ⅸ
頁
）、「
作
品
中
に
上
司
と
い
う

立
場
で
登
場
す
る
、
中
高
年
層
の
人
物
」（
金
水
編
（
二
〇
一
四
）

一
二
二
頁
）
と
、
ま
さ
に
一
致
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
①
～
④
の
よ
う
な
感
動
詞
「
う
む
」
は
、
役
割

語
の
一
つ
で
、
そ
の
内
の
〈
上
司
語
〉
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る

と
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
た
め
、

○
栗
田
ゆ
う
子
【
新
入
社
員
】【
若
年
】【
女
性
】

と
い
う
よ
う
に
、
上
司
と
は
対
極
的
な
属
性
を
持
つ
登
場
人
物
の

栗
田
ゆ
う
子
（
用
例
①
に
も
登
場
）
は
、
今
回
見
た
『
美
味
し
ん

ぼ
』
1
～
3 

で
は
、
感
動
詞
「
う
む
」
を
用
い
て
い
な
い
。（
た

だ
し
、
百
巻
以
上
あ
る
『
美
味
し
ん
ぼ
』
で
、
栗
田
ゆ
う
子
が
感

動
詞
「
う
む
」
を
ま
っ
た
く
用
い
て
い
な
い
か
ど
う
か
に
つ
い
て

は
、
今
回
調
査
が
及
ん
で
い
な
い
た
め
不
明
で
あ
る
。
話
が
進
展

す
る
に
つ
れ
、
栗
田
ゆ
う
子
の
立
場
も
変
わ
る
の
で
、
使
用
が
皆

無
か
ど
う
か
は
調
査
が
必
要
で
あ
り
、
今
後
の
課
題
で
あ
る
）。

三　

感
動
詞
「
う
む
」
の
表
記
と
役
割
語

役
割
語
に
は
「
必
ず
し
も
現
実
の
日
本
語
と
は
一
致
し
な

い
、
と
い
う
よ
り
、
全
然
違
っ
て
い
る
場
合
が
多
い
」（
金
水

（
二
〇
〇
三
）
ⅵ
頁
）
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。
こ
の
点
の
説
明
を
、

金
水
（
二
〇
〇
三
）
は
次
の
よ
う
に
続
け
て
い
る
。

た
と
え
ば
あ
な
た
は
、「
そ
う
じ
ゃ
、
わ
し
が
博
士
じ
ゃ
」

と
い
う
博
士
に
会
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
？
「
ご
め
ん
遊

ば
せ
、
よ
ろ
し
く
っ
て
よ
」
と
し
ゃ
べ
る
お
嬢
様
に
会
っ
た

こ
と
が
あ
り
ま
す
か
？
、
そ
ん
な
も
の
は
ど
う
考
え
て
も
今

の
日
本
に
は
存
在
し
ま
せ
ん
ね
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

み
ん
な
知
っ
て
い
る
役
割
語
。
い
っ
た
い
、
私
た
ち
は
ど
こ

で
ど
の
よ
う
に
し
て
役
割
語
を
身
に
つ
け
る
の
で
し
ょ
う
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か
？
（
ⅵ
頁
）

つ
ま
り
、
誰
も
が
知
っ
て
い
て
、
相
応
に
見
聞
さ
れ
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
よ
く
よ
く
考
え
て
み
る
と
、
そ
ん
な
言
葉
づ
か
い
は

誰
も
し
て
い
な
い
、
と
い
う
特
徴
が
役
割
語
に
は
あ
る
と
い
う
こ

と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、今
回
取
り
上
げ
た
感
動
詞
「
う
む
」
も
、

ま
さ
に
こ
の
特
徴
を
備
え
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

感
動
詞
「
う
む
」
は
、「
実
際
に
は
、
唇
を
閉
鎖
し
た
鼻
音
。

か
な
の
ウ
、
ム
に
は
あ
た
ら
な
い
。」（『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第

二
版　

小
学
館　
「
う
む
」
の
補
注
）
と
説
明
さ
れ
る
も
の
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
用
例
①
～
④
で
は
、
よ
く
よ
く
考
え
て
み
る
と
、

誰
も
「
ウ
」「
ム
」
な
ど
と
発
声
し
て
は
い
な
い
わ
け
で
あ
る
。

「
よ
く
よ
く
考
え
て
み
る
と
…
な
い
」
と
い
う
こ
の
様
子
を
、

金
田
（
二
〇
〇
八
）
は
「
現
実
の
も
の
か
ら
乖
離
し
て
い
る
」
と

述
べ
た
。
こ
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、〈
博
士
語
〉「
～
じ
ゃ
」
や

〈
お
嬢
様
語
〉「
～
遊
ば
せ
」、〈
上
司
語
〉「
～
た
ま
え
」
な
ど
と

同
様
に
、
現
実
と
の
乖
離
が
あ
る
感
動
詞
「
う
む
」
も
役
割
語
と

い
っ
て
よ
い
こ
と
に
な
る
。

た
だ
、
こ
の
よ
う
に
述
べ
た
場
合
、
感
動
詞
「
う
む
」
に
お

け
る
現
実
と
の
乖
離
は
、「
～
じ
ゃ
」「
～
遊
ば
せ
」「
～
た
ま
え
」

の
そ
れ
と
は
、
少
し
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
注
意
を
し
て

お
い
て
よ
い
だ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
、「
～
じ
ゃ
」「
～
遊
ば
せ
」「
～
た
ま
え
」
は
、
そ

う
し
た
言
葉
が
実
際
に
用
い
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
現
実

と
の
乖
離
が
生
じ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、「
う
む
」
の
場
合
は
、

実
際
に
は
唇
を
閉
鎖
し
た
鼻
音
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
た
だ
、
そ

の
表
現
（
表
記
）
が
そ
の
鼻
音
に
相
当
し
な
い
「
う
」「
む
」
を

用
い
て
な
さ
れ
る
た
め
に
、
現
実
と
の
乖
離
が
生
じ
て
い
る
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
い
わ
ば
、
意
図
的
に
ず
ら
し
た
表
現
（
表
記
）

が
行
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
現
実
と
の
乖
離
と
い
う
特
徴
が
生
じ

て
い
る
わ
け
で
、
換
言
す
れ
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、「
う
む
」
は

役
割
語
度
を
高
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
役
割
語
「
う

む
」
は
、
こ
の
点
が
、
他
の
役
割
語
と
少
し
異
な
っ
て
い
る
と
見

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

四　

お
わ
り
に

今
回
は
感
動
詞
「
う
む
」
の
み
を
扱
っ
た
が
、「
う
む
」
同
様
に
、

実
際
に
は
そ
の
表
記
に
は
あ
た
ら
な
い
音
で
あ
る
感
動
詞
は
、
他

に
も
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

⑤
谷
村
部
長
「
む
っ
‼
醤
油
を
そ
れ
だ
け
味
わ
っ
た
時
に
は
あ
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ま
り
は
っ
き
り
し
な
か
っ
た
両
方
の
差
が
、
刺
身
を
つ
け
て

食
べ
る
と
歴
然
と
す
る
‼
」（『
美
味
し
ん
ぼ
』
3
一
一
七

頁
）

⑥
谷
村
部
長
「
う
う
む
…
…
…　

右
の
方
の
醤
油
は
か
き
も
ち

の
米
の
味
を
殺
し
て
い
る
…
…
…
」（『
美
味
し
ん
ぼ
』
3 

一
一
八
頁
）

⑦
谷
村
部
長
「
う
ー
む
…
…　

そ
れ
で
か
き
も
ち
を
つ
け
焼
き

に
し
た
時
、
あ
れ
ほ
ど
の
差
が
つ
い
た
ん
だ
な
。」（『
美
味

し
ん
ぼ
』
3
一
二
〇
頁
）

こ
の
よ
う
に
注
意
し
て
み
る
と
、
実
は
、
感
動
詞
に
は
ま
だ
ま

だ
役
割
語
が
潜
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
て
く
る
。
機

会
を
別
に
し
て
、
あ
ら
た
め
て
考
え
て
み
た
い
。

【
注
】

（
１
）　
「
役
割
語
」
に
つ
い
て
は
、
金
水
（
二
〇
〇
三
）
で
次
の

よ
う
に
定
義
さ
れ
て
い
る
。「
あ
る
特
定
の
言
葉
づ
か
い

（
語
彙
・
語
法
・
言
い
回
し
・
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
等
）

を
聞
く
と
特
定
の
人
物
像
（
年
齢
、
性
別
、
職
業
、
階
層
、

時
代
、
容
姿
・
風
貌
、
性
格
等
）
を
思
い
浮
か
べ
る
こ
と

が
で
き
る
と
き
、
あ
る
い
は
あ
る
特
定
の
人
物
像
を
提
示

さ
れ
る
と
、
そ
の
人
物
が
い
か
に
も
使
用
し
そ
う
な
言
葉

づ
か
い
を
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
、
そ
の
言

葉
づ
か
い
を
「
役
割
語
」
と
呼
ぶ
。」（
二
〇
五
頁
）

（
２
）　
「
役
割
語
度
」
に
つ
い
て
は
、
金
水
（
二
〇
〇
三
）
で
次

の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。「
役
割
語
度
は
、『
あ
る
話

体
（
文
体
）
が
特
徴
的
な
性
質
の
話
し
手
を
想
定
さ
せ
る

度
合
』
と
い
う
よ
う
な
尺
度
で
あ
る
。
近
い
将
来
、
言
語

学
的
・
心
理
学
的
方
法
で
厳
密
な
数
値
化
が
で
き
な
い
と

も
限
ら
な
い
が
、
現
在
の
と
こ
ろ
は
は
な
は
だ
暫
定
的
・

直
感
的
な
尺
度
と
し
て
扱
っ
て
お
く
。」（
六
七
頁
）

【
参
考
文
献
】

金
田
純
平
（
二
〇
〇
八
）「
役
割
語
│
文
法
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
論
を
横
断
す
る
新
概
念
」『
言
語
』
第
三
七
巻
第
五

号　

大
修
館
書
店

金
水
敏
（
二
〇
〇
三
）『
ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ル
日
本
語
役
割
語
の
謎
』

岩
波
書
店
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金
水
敏
編
（
二
〇
一
四
）『〈
役
割
語
〉
小
辞
典
』
研
究
社

【
引
例
資
料
】

『
美
味
し
ん
ぼ
』
1
2
3
（
作
・
雁
屋
哲　

画
・
花
咲
ア
キ
ラ　

昭
和
六
〇
年　

小
学
館
）

（
本
学
教
授
）


