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メ
イ
ド
文
化
と
音
声
学

    

川
原
繁
人

え
ば
、
音
声
学
に
触
れ
た
こ
と
の
な
い
人
で
も
、
多
少
な
り
と
も
音
声

学
の
概
念
に
親
し
ん
で
い
た
だ
け
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
か
ら
で

す
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
本
論
は
「
音
声
学
か
ら
見
た
メ
イ
ド
文
化
」

を
論
じ
る
と
同
時
に
、「
メ
イ
ド
文
化
か
ら
見
た
音
声
学
」
を
目
指
し

た
い
と
思
う
わ
け
で
す
。

　

本
論
で
は
、
音
声
学
の
基
礎
的
概
念
が
メ
イ
ド
文
化
の
分
析
に
ど
の

よ
う
に
貢
献
す
る
か
に
つ
い
て
、
音
声
学
に
触
れ
た
こ
と
が
全
く
な
い

方
に
も
分
か
り
や
す
い
よ
う
に
論
じ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す（

１
） 

。

　

こ
れ
を
き
っ
か
け
に
、「
メ
イ
ド
音
声
学
」
に
と
ど
ま
ら
ず
、
音
声

学
一
般
に
興
味
を
持
つ
人
が
出
て
く
れ
ば
、望
外
の
喜
び
で
あ
り
ま
す
。

  

１
　
音
象
徴
と
メ
イ
ド
の
名
前

　

第
1
の
ト
ピ
ッ
ク
と
し
て
、「
メ
イ
ド
の
名
前
が
ど
の
よ
う
に
付
け

ら
れ
る
か
」と
い
う
問
い
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
こ
れ
は
、

音
象
徴
と
い
う
現
象
に
関
す
る
も
の
で
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
、
プ
ラ
ト
ン

の
時
代
か
ら
議
論
さ
れ
て
い
ま
す
。

音
象
徴
と
は
何
か

　

音
象
徴
と
は
何
か
。
こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
音
と
意
味

の
間
に
つ
な
が
り
が
あ
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
近
代
言
語

学
の
基
礎
を
作
り
上
げ
た
偉
大
な
言
語
学
者
ソ
シ
ュ
ー
ル
は
、「
言
語

の
恣
意
性
」を
一
般
言
語
原
理
の
1
つ
と
し
て
掲
げ
ま
し
た
。
つ
ま
り
、

音
と
意
味
の
間
に
必
然
的
な
つ
な
が
り
は
な
い
。
も
し
あ
っ
た
と
す
る

な
ら
ば
、
全
て
の
言
語
で
あ
る
意
味
に
対
し
て
同
じ
音
が
使
わ
れ
て
い

な
け
れ
ば
お
か
し
い
。
例
え
ば
、
日
本
語
で
「
あ
る
四
足
動
物
」
の
こ

と
を[inu]

と
呼
び
、英
語
で[dog]

と
呼
ぶ
の
は
全
く
の
偶
然
で
あ
り
、

そ
の
四
足
動
物
を
あ
る
特
定
の
音
で
表
現
す
る
必
要
は
な
い
。
こ
れ
が

恣
意
性
の
原
理
で
す
。

　

一
方
で
、
こ
の
立
場
に
反
論
し
、
音
と
意
味
に
は
多
少
な
り
と
も
つ

な
が
り
が
あ
る
と
い
う
意
見
も
あ
り
ま
す
。こ
の
立
場
の
代
表
と
し
て
、

こ
れ
ま
た
近
代
言
語
学
の
基
礎
を
作
り
上
げ
た
言
語
学
者
サ
ピ
ア
の
実

験
が
有
名
で
す
。
こ
の
実
験
で
は
、
多
数
の
英
語
話
者
に
、
あ
る
未
知

の
言
語
が
あ
り
、「
大
き
な
テ
ー
ブ
ル
」
と
「
小
さ
な
テ
ー
ブ
ル
」
に

該
当
す
る
別
々
の
単
語
が
あ
る
と
仮
定
し
て
も
ら
い
ま
す
。
そ
し
て
、

そ
の
二
つ
の
単
語
はm

il

とm
al

で
あ
る
と
伝
え
、m

il

とm
al

の
ど

ち
ら
が
大
き
な
テ
ー
ブ
ル
で
、
ど
ち
ら
が
小
さ
な
テ
ー
ブ
ル
か
を
判
定

さ
せ
ま
し
た
。

　

少
し
自
分
な
り
に
考
え
て
み
て
く
だ
さ
い
。

　

お
そ
ら
くm

il

の
ほ
う
が
小
さ
く
て
、m

al

の
ほ
う
が
大
き
い
と
考

え
る
人
が
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
つ
ま
り
、[i]

は
小
さ
く
て
、

[a]

は
大
き
い
の
で
す
。
こ
の
よ
う
に
音
そ
の
も
の
に
意
味
が
付
随
し

て
い
る
よ
う
な
現
象
が
見
ら
れ
、
そ
の
こ
と
を
音
象
徴
と
呼
び
ま
す
。

　

こ
の
音
象
徴
は
あ
く
ま
で
そ
う
い
う
傾
向
が
あ
る
と
い
う
だ
け
で
、

い
ろ
い
ろ
例
外
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、[i]

は
小
さ
い
と
言
っ
て
も
、

英
語
で
はbig

と
い
う
単
語
が
あ
る
わ
け
で
、
こ
れ
は
例
外
で
す
。
た

だ
、
サ
ピ
ア
の
よ
う
に
実
験
し
て
み
た
り
、
あ
る
言
語
の
単
語
を
網
羅

的
に
調
べ
て
み
た
り
す
る
と
、
そ
う
な
る
こ
と
が
統
計
的
に
多
い
の
で

す
。

　

さ
ら
に
、
音
象
徴
は
多
く
の
場
合
、
音
声
的
に
し
っ
く
り
と
説
明
で

き
る
パ
タ
ー
ン
が
多
い
の
で
す
。
例
え
ば
、[a]

と
い
う
母
音
が
「
大

き
な
イ
メ
ー
ジ
」
に
結
び
つ
け
ら
れ
る
の
は
「
口
が
大
き
く
開
く
」
か

ら
、
と
説
明
で
き
る
で
し
ょ
う
。

男
性
ら
し
い
阻
害
音
、
女
性
ら
し
い
共
鳴
音

　

次
に
、
一
般
的
な
人
名
と
音
象
徴
の
関
係
に
つ
い
て
説
明
し
ま
し
ょ

う
。
英
語
な
ん
か
で
は
か
な
り
い
ろ
い
ろ
分
析
さ
れ
て
い
て
、
阻
害
音

は
男
性
に
、共
鳴
音
は
女
性
に
結
び
つ
き
や
す
い
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

※
本
稿
は
、
川
原
氏
の
原
稿
を
も
と
に
、
本
誌
編
集
長
た
か
と
ら
が          

    

再
構
成
し
ま
し
た

　

こ
の
論
文
の
原
稿
依
頼
が
き
た
時
、
正
直
引
き
受
け
て
い
い
も
の
か

迷
い
ま
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
私
は
ア
メ
リ
カ
で
の
研
究
生
活
が
長
く
、

日
本
語
で
論
文
を
書
く
こ
と
に
慣
れ
て
い
な
い
上
、
秋
葉
原
文
化
や
メ

イ
ド
文
化
に
関
し
て
そ
こ
ま
で
専
門
的
に
掘
り
下
げ
て
研
究
し
た
自
信

が
な
い
か
ら
で
す
。
そ
れ
で
も
こ
の
原
稿
を
書
こ
う
と
し
た
の
は
、
メ

イ
ド
の
名
前
と
声
を
音
声
学
的
に
調
べ
る
こ
と
で
、
言
語
一
般
に
共
通

す
る
規
則
性
が
多
少
な
り
と
も
明
ら
か
に
な
っ
た
、
と
い
う
嬉
し
い
発

見
が
あ
っ
た
か
ら
で
す
。
そ
し
て
、
音
声
学
の
入
門
と
い
う
の
は
、
必

ず
し
も
楽
な
も
の
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
こ
う
い
う
身
近
な
題
材
を
使
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阻
害
音
、
共
鳴
音
と
い
う
の
は
子
音
の
分
類
で
、
口
の
中
の
気
圧
が
上

が
り
気
流
が
妨
げ
ら
れ
て
出
る
音
が
阻
害
音
、
気
流
が
通
り
道
に
響
い

て
出
る
音
が
共
鳴
音
で
す
。
具
体
的
に
は
、
日
本
語
に
お
い
て
濁
点
が

付
く
可
能
性
の
あ
る
「
カ
行
、
サ
行
、
タ
行
、
ハ
行
」
が
阻
害
音
、
そ

う
で
な
い
「
ナ
行
、
マ
行
、
ヤ
行
、
ラ
行
、
ワ
行
」
が
共
鳴
音
で
す
。

例
え
ば
、
男
性
名Eric
と
女
性
名Erin

の
最
後
の
音
を
比
べ
て
み
る

と
、[k]

が
阻
害
音
で
、[n]
が
共
鳴
音
な
わ
け
で
す
。

　

さ
て
、
何
と
な
く
で
も
い
い
の
で
、
日
本
語
で
は
ど
う
だ
ろ
う
、
と

考
え
て
み
て
く
だ
さ
い
。「
カ
行
、
サ
行
、
タ
行
、
ハ
行
」（
阻
害
音
）

と
「
ナ
行
、
マ
行
、
ヤ
行
、
ラ
行
、
ワ
行 

」（
共

鳴
音
）
を
比
べ
て
み
て
く
だ
さ
い
。
ど
ち
ら
が

よ
り
男
性
的
で
、
ど
ち
ら
が
よ
り
女
性
的
な
音

か
、
イ
メ
ー
ジ
が
湧
き
ま
す
で
し
ょ
う
か
。
阻

害
音
＝
男
性
的
、
共
鳴
音
＝
女
性
的
、
と
い
う

イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
た
人
も
い
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

　

こ
の
イ
メ
ー
ジ
に
普
遍
性
が
あ
る
か
確
か

め
る
た
め
、
明
治
安
田
生
命
が
調
査
し
た

２
０
１
１
年
生
ま
れ
の
新
生
児
人
気
ベ
ス
ト
50

の
名
前
を
分
析
し
て
み
ま
し
た（

２
） 

。
リ
ス
ト
さ

れ
て
い
る
名
前
を
子
音
ご
と
に
分
解
し
、
男
性

名
、
女
性
名
そ
れ
ぞ
れ
で
数
え
上
げ
た
結
果
が

表
１
で
す
。
や
は
り
、
男
性
名
で
は
共
鳴
音

36
％
に
対
し
阻
害
音
64
％
と
阻
害
音
が
多
く
、

反
対
に
女
性
名
で
は
阻
害
音
33
％
に
対
し
共
鳴

男性名 女性名
阻害音 67 (64.4%) 35 (32.7%)
共鳴音 37 (35.6%) 72 (67.3%)
合計 104 107

音
67
％
と
共
鳴
音
が
多
い
と
い
う
結
果
に
な
り
ま
し
た
。

　

こ
う
し
た
背
景
が
あ
っ
て
、
メ
イ
ド
喫
茶
で
は
「
き
っ
と
名
前
に
共

鳴
音
が
多
い
は
ず
…
…
」
と
い
う
仮
説
が
湧
い
て
き
た
の
が
２
０
１
１

年
の
年
末
で
す
。

意
外
と
女
性
的
で
は
な
い
＠
ほ
ぉ
〜
む
カ
フ
ェ
の
メ
イ
ド
の
名
前

　

先
取
り
し
て
言
え
ば
、
私
が
は
じ
め
に
立
て
た
仮
説
は
間
違
っ
て
い

ま
し
た
。間
違
っ
て
い
た
の
に
は
い
ろ
い
ろ
な
理
由
が
あ
る
の
で
す
が
、

こ
こ
で
は
時
系
列
順
に
私
の
思
考
を
追
っ
て
み
る
こ
と
に
し
ま
し
ょ

う
。

　

表
１
の
結
果
を
見
て
、
は
じ
め
に
思
い
つ
い
た
の
は
「
秋
葉
原
の
メ

イ
ド
さ
ん
達
は
、
女
性
ら
し
さ
を
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
共

鳴
音
＝
女
性
的
と
い
う
傾
向
が
一
般
の
女
性
名
よ
り
も
顕
著
に
出
る
に

違
い
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
仮
説
を
検
証
す
る
た
め
、
大
手

メ
イ
ド
喫
茶
「
＠
ほ
ぉ
〜
む
カ
フ
ェ
」
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
ア
ク
セ
ス

し
、
メ
イ
ド
さ
ん
達
の
名
前
に
出
て
く
る
子
音
を
数
え
上
げ
ま
し
た
。

大
手
だ
け
あ
り
ま
し
て
、
２
０
１
１
年
11
月
当
時
の
時
点
で
１
３
３
人

も
の
名
前
が
リ
ス
ト
さ
れ
て
い
ま
し
た
（
読
み
方
が
分
か
ら
な
い
の
も

あ
り
、
漢
字
の
名
前
は
除
い
て
い
ま
す（

３
））。

　

し
か
し
、
結
果
は
、
２
９
５
個
の
子
音
の
う
ち
、
共
鳴
音
は
１
７
１

個
で
、
比
率
と
し
て
は
全
体
の
58
％
に
過
ぎ
ま
せ
ん
で
し
た
。
一
般
的

な
女
性
名
よ
り
も
共
鳴
音
の
割
合
が
低
く
、
仮
説
と
反
対
の
結
果
が
出

て
し
ま
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
こ
で
、
秋
葉
原
の
メ
イ
ド
さ
ん
達
に
直
接

会
い
、
実
際
に
彼
女
達
が
ど
う
や
っ
て
名
前
を
選
ん
で
い
る
か
い
ろ
い

ろ
聞
い
て
み
ま
し
た
。

　

そ
の
結
果
、
メ
イ
ド
さ
ん
が
自
分
の
名
前
を
選
ぶ
場
合
、
必
ず
し
も

音
の
感
じ
で
選
ん
で
い
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
て

き
ま
し
た
。
彼
女
達
は
、
好
き
な
ア
ニ
メ
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
名
や
、
好

き
な
食
べ
物
や
花
の
名
前
を
も
と
に
し
て
自
分
の
名
前
を
つ
け
る
こ
と

が
多
い
の
で
す
。
同
じ
店
舗
の
中
で
同
じ
名
前
を
つ
け
ら
れ
な
い
し
、

引
退
し
た
方
と
か
ぶ
っ
て
も
困
る
、
さ
ら
に
は
、
や
は
り
競
争
社
会
で

す
か
ら
目
立
っ
た
名
前
を
付
け
た
い
、
と
い
う
こ
と
で
国
民
的
人
気
ア

ニ
メ
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
名
を
借
り
て
い
る
と
い
う
証
言
も
得
ら
れ
ま
し

た
。

　

話
を
聞
い
て
い
る
と
、「
秋
葉
原
の
メ
イ
ド
さ
ん
た
ち
は
、
女
性
ら

し
さ
を
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
る
」
と
い
う
根
本
的
な
前
提
が
間
違
っ
て
い

る
の
で
は
、
と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
き
っ
か
け
に
な
っ
た
の
は

「
銀
狐
（
ぎ
ん
こ
）」
さ
ん
と
い
う
名
前
の
メ
イ
ド
さ
ん
で
、
お
店
で
は

「
し
っ
か
り
と
し
た
お
姉
さ
ん
」
的
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
方
だ
そ
う

で
す
。

　
　萌

え
系
か
ツ
ン
系
か

　

そ
こ
で
思
い
切
っ
て
仮
説
を
変
え
て
み
ま
し
た
。
こ
う
い
う
分
類
が

正
し
い
の
か
疑
問
の
余
地
は
残
り
ま
す
が
、
メ
イ
ド
さ
ん
に
も
「
ふ
わ

ふ
わ
し
て
い
て
、か
わ
い
ら
し
い
」
イ
メ
ー
ジ
の
「
萌
え
系
」
の
方
と
、

「
し
っ
か
り
し
て
い
て
、ち
ょ
っ
と
近
寄
り
が
た
い
」
イ
メ
ー
ジ
の
「
ツ

ン
系
」
の
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
か
も
し
れ
な
い
、
と
。
少
な
く
と
も

そ
う
い
う
分
類
が
可
能
な
の
で
は
、
と
考
え
た
わ
け
で
す
（
後
に
、「
萌

え
」
の
概
念
の
中
に
、
ツ
ン
と
デ
レ
が
ワ
ン
セ
ッ
ト
に
な
っ
た
「
ツ
ン

デ
レ
」
と
い
う
概
念
が
あ
り
、
こ
の
2
つ
の
分
類
は
適
切
で
は
な
い
と

の
指
摘
が
あ
り
ま
し
た
が
、
と
り
あ
え
ず
本
論
で
は
こ
の
分
類
で
議
論

を
進
め
ま
す
）。
そ
し
て
、
当
時
の
私
と
共
同
研
究
者
の
篠
原
和
子
先

生
の
感
覚
で
は
、
ふ
ん
わ
り
し
た
萌
え
系
に
共
鳴
音
が
合
致
し
、
ツ
ン

系
に
阻
害
音
が
合
致
し
て
い
る
よ
う
な
印
象
で
し
た
。

　

と
い
う
わ
け
で
実
験
で
す
。
ま
ず
、
実
験
用
に
3
文
字
の
実
在
し
な

い
名
前
の
ペ
ア
を
作
り
ま
し
た
。
ペ
ア
ご
と
に
母
音
は
統
一
し
、
1
つ

の
名
前
は
阻
害
音
だ
け
を
含
み
、
1
つ
の
名
前
は
共
鳴
音
だ
け
を
含
ん

で
い
ま
す
。
例
え
ば
、「
さ
て
か(sateka)

」
と
「
ら
め
な(ram

ena)

」

で
す
。
こ
の
よ
う
な
ペ
ア
を
10
個
作
り
ま
し
た
（
表
2
）。
そ
し
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
ペ
ア
に
つ
い
て
、
秋
葉
原
で
実
際
に
働
く
メ
イ
ド
さ
ん
10

阻害音 共鳴音
　  さたか（sataka）      わまな（wamana）
　  せたか（setaka）      めやな（meyana）
　  さてか（sateka）      らめな（ramena）
　  そたか（sotaka）      よまな（yomana）
　  せとか（setoka）      れよな（reyona）
　  てそか（tesoka）      めよな（meyona）
　  たそか（tasoka）      わもな（wamona）
　  てすか（tesuka）      れゆな（reyuna）
　  とそか（tosoka）      よもな（yomona）
　  てせか（teseka）      めれな（merena）

人
に
、
ど
ち
ら
の
名
前
が

萌
え
系
で
、
ど
ち
ら
の
名

前
が
ツ
ン
系
か
と
い
う
判

断
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
そ
の
結
果
、
74
％
の

確
率
で
阻
害
音
の
名
前
が

ツ
ン
系
と
結
び
付
き
ま

し
た
。
こ
れ
は
偶
然
に

よ
っ
て
起
こ
り
え
る
確
率

（
50
％
）
よ
り
も
統
計
的

に
高
い
数
値
で
す
。実
際
、

10
人
全
員
が
50
％
よ
り
高

い
割
合
で
阻
害
音
の
名
前

 表１：安田生命の人気名前リストにおける子音の分布

表２：実験用の名前リスト
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を
ツ
ン
系
と
結
び
付
け
ま
し
た
。

　

被
験
者
の
メ
イ
ド
さ
ん
に
後
で
感
想
を
聞
い
て
み
る
と
、「
サ
行
の

名
前
は
ツ
ン
っ
ぽ
い
け
れ
ど
ラ
行
は
萌
え
系
っ
ぽ
い
」
と
か
、「
サ
行

ち
ょ
っ
と
突
っ
込
ん
で
み
る
と
面
白
い
こ
と
が
見
え
て
き
ま
す
。
図
１

は
空
気
の
圧
力
レ
ベ
ル
の
変
化
を
示
し
た
、[t]

と[y]

の
音
声
波
形
で

す
。
破
裂
音
で
あ
る[t]

は
、
口
が
舌
で
一
度
完
全
に
閉
じ
ら
れ
ま
す
。

そ
の
口
が
完
全
に
閉
じ
ら
れ
て
い
る
間
も
、
空
気
は
肺
か
ら
口
の
な
か

に
入
っ
て
き
ま
す
の
で
、口
の
中
で
気
圧
が
高
ま
り
ま
す
。
そ
の
結
果
、

口
を
開
い
た
と
き
に
破
裂
が
起
き
ま
す
。
そ
の
破
裂
と
い
う
の
が
、
誤

解
を
恐
れ
ず
大
胆
に
言
い
ま
す
と
、
波
形
が
ツ
ン
ツ
ン
し
て
い
る
わ
け

で
す
。
一
方
、
共
鳴
音
の[y]

は
、
ど
ち
ら
か
と
言
う
と
波
形
が
丸
み

を
帯
び
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、私
達
は
、こ
う
い
っ
た
、音
響
的
な
「
尖

り
」
や
「
丸
み
」
を
、「
ツ
ン
」
と
か
「
萌
え
」
と
い
う
概
念
に
無
意

識
に
結
び
つ
け
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

     

２
　
メ
イ
ド
声
の
音
響
分
析

　

第
2
の
ト
ピ
ッ
ク
は
、「
メ
イ
ド
声
に
は
ど
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
る

か
」
で
す
。
秋
葉
原
で
チ
ラ
シ
配
り
を
す
る
メ
イ
ド
さ
ん
の
声
を
聞
い

た
方
な
ら
、
そ
の
独
特
な
発
音
が
印
象
に
残
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

　

メ
イ
ド
声
の
特
徴
を
音
響
的
に
分
析
す
る
た
め
、
メ
イ
ド
リ
フ
レ
で

勤
務
し
て
い
る
2
人
の
現
役
メ
イ
ド
の
方
に
地
声
と
メ
イ
ド
声
で
様
々

な
文
や
フ
レ
ー
ズ
を
発
音
し
て
い
た
だ
き
、そ
の
声
を
録
音
し
ま
し
た
。

非
常
に
奥
深
く
、
ま
だ
ま
だ
表
層
的
な
こ
と
し
か
分
か
っ
て
い
ま
せ
ん

が
、
調
査
結
果
を
ご
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

図１：[t] と [y] の音声波形

メ
イ
ド
声
は
抑
揚
の
つ
い
た
声

　

ま
ず
、メ
イ
ド
声
は「
声
が
高
い
」と
い
う
印
象
を
受
け
ま
し
た
の
で
、

イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
が
測
り
や
す
い
文
を
読
ん
で
い
た
だ
き
、
声
の
高

よ
っ
て
、
1
つ
の
声
で
、
1
文
に
つ
き
8
回
読
ん
で
も
ら
い
、
こ
れ
が

4
文
あ
る
の
で
、
デ
ー
タ
数
は
32
個
で
す
。
全
て
の
文
に
共
通
す
る
イ

ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
パ
タ
ー
ン
を
取
り
出
す
た
め
、
主
語
、
目
的
語
、
動

詞
を
そ
れ
ぞ
れ
15
等
分
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
区
間
で
32
回
の
平
均
を
取
り

ま
し
た
。
そ
れ
ら
を
図
示
す
る
と
図
２
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

ま
ず
ど
ち
ら
の
メ
イ
ド
も
、
地
声
よ
り
メ
イ
ド
声
の
方
が
、
声
が
高

く
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
2
人
の
間
で
パ
タ
ー
ン
が
多
少
異
な
っ

て
い
ま
す
。
Ｒ
さ
ん
は
、
周
波
数
の
低
い
こ
ろ
で
は
メ
イ
ド
声
と
地
声

に
そ
こ
ま
で
違
い
が
な
く
、
周
波
数
の
高
い
と
こ
ろ
で
は
大
き
く
違
い

が
出
て
い
ま
す
。
一
方
、
Ｓ
さ
ん
は
周
波
数
の
低
い
と
こ
ろ
と
周
波
数

の
高
い
と
こ
ろ
の
両
方
で
違
い
が
出
て
い
ま
す
。
し
か
し
そ
れ
で
も
、

Ｓ
さ
ん
も
周
波
数
の
高
い
と
こ
ろ
で
の
違
い
が
、
周
波
数
の
低
い
と
こ

ろ
で
の
違
い
よ
り
も
大
き
い
で
す
ね
。
こ
の
よ
う
に
、
メ
イ
ド
さ
ん
2

人
で
多
少
の
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
メ
イ
ド
声
の
時
に
は
「
高
い
周
波

数
の
と
こ
ろ
で
変
化
が
大
き
い
」
と
い
う
共
通
点
が
あ
り
ま
す
。
実
は

こ
れ
、
人
間
言
語
の
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
特
徴
で
、
文
の
あ
る
部
分

を
強
調
し
て
読
む
時
に
つ
け
る
抑
揚
の
パ
タ
ー
ン
と
と
て
も
よ
く
似
て

い
ま
す
。
人
間
言
語
で
は
抑
揚
を
つ
け
る
と
き
、
周
波
数
の
低
い
と
こ

ろ
よ
り
も
周
波
数
の
高
い
と
こ
ろ
を
操
作
す
る
傾
向
に
あ
り
、
そ
の
傾

向
が
メ
イ
ド
声
に
も
現
れ
て
い
ま
す
。

　

次
に
、
メ
イ
ド
声
で
は
ゆ
っ
く
り
し
ゃ
べ
っ
て
い
る
の
か
、
と
い
う

疑
問
が
生
ま
れ
ま
す
。
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
抑
揚
が
大
き
く
な
っ
て

い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
の
分
、
大
き
な
変
化
を
生
み
出
す
の
に
時
間

が
か
か
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
い
が
生
じ
た
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ

が
、
主
語
と
目
的
語
の
平
均
発
話
時
間
を
測
っ
て
み
て
も
、
2
人
と
も

図２：メイド声と地声のイントネーション比較

Rさん Sさん

と
タ
行
が
ツ
ン
っ
ぽ
い
、
ラ
行

が
萌
え
っ
ぽ
い
」
と
い
う
よ
う

な
予
想
通
り
の
結
果
が
返
っ
て

き
ま
し
た
。
な
る
ほ
ど
や
は
り

メ
イ
ド
さ
ん
自
身
も
、
私
達
と

同
じ
よ
う
な
こ
と
を
考
え
て
い

た
わ
け
で
す
。

　

つ
ま
り
、
阻
害
音
＝
ツ
ン

系
、
共
鳴
音
＝
萌
え
系
と
い
う

音
象
徴
は
メ
イ
ド
さ
ん
の
意
識

に
内
在
す
る
の
だ
、
と
い
う
結

論
が
得
ら
れ
た
わ
け
で
す
。
こ

の
後
、
メ
イ
ド
さ
ん
で
な
い
日

本
人
や
、
さ
ら
に
英
語
話
者
で

も
同
じ
実
験
を
し
て
み
ま
し
た

が
、
同
様
の
結
果
が
得
ら
れ
ま

し
た
。
阻
害
音
＝
ツ
ン
系
、
共

鳴
音
＝
萌
え
系
と
い
う
音
象
徴

は
、
も
し
か
し
た
ら
言
語
や
文

化
を
超
え
た
何
か
な
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

　

さ
ら
に
、
音
響
学
的
に
も
う

さ
を
分
析
し
ま
し
た
。
こ
う

い
う
場
合
、
阻
害
音
を
入
れ

て
し
ま
う
と
空
気
の
流
れ
が

止
ま
っ
て
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ

ン
が
測
れ
な
い
の
で
、
共
鳴

音
を
主
と
し
た
文
を
作
り
ま

す
。
今
回
は
、
単
純
な
「
主

語
－
目
的
語
－
動
詞
」
の
文

を
4
つ
用
意
し
ま
し
た
。
例

え
ば
「
森
村
が
ア
マ
リ
ヤ
を

哀
れ
ん
だ
」
の
よ
う
な
文
で

す
。
声
の
高
さ
は
、
厳
密
に

は
基
本
周
波
数
（f0

）
で
測

定
し
ま
す
。
基
本
周
波
数
と

は
、
声
帯
が
1
秒
間
に
何
回

震
え
る
か
を
示
す
指
標
で
、

単
位
は
ヘ
ル
ツ（H

z

）で
す
。

　

同
じ
文
を
地
声
で
4
回
、

メ
イ
ド
声
で
4
回
、
こ
の

セ
ッ
ト
を
4
回
繰
り
返
し

て
読
ん
で
も
ら
い
ま
し
た
。
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地
声
と
メ
イ
ド
声
で
あ
ま
り
差
が
あ
り
ま
せ
ん
。
ど
う
も
メ
イ
ド
声
だ

か
ら
特
に
ゆ
っ
く
り
し
ゃ
べ
っ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
よ
う
で

す
。

　

平
均
で
毎
秒
何
ヘ
ル
ツ
声
の
高
さ
が
変
化
し
て
い
る
か
も
計
算
し
ま

し
た
。
図
２
の
よ
う
に
主
語
、
目
的
語
そ
れ
ぞ
れ
で
、
声
の
高
さ
が
上

が
っ
て
下
が
り
ま
す
の
で
、
上
り
下
り
を
別
々
に
計
算
し
ま
し
た
。
主

語
と
目
的
語
、
上
り
と
下
り
の
ど
こ
を
比
べ
て
み
て
も
、
地
声
よ
り
メ

イ
ド
声
の
方
が
、
平
均
変
化
率
が
高
く
な
り
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
メ
イ

ド
声
は
「
毎
秒
当
た
り
の
声
の
高
さ
の
平
均
変
化
率
が
高
い
」
と
い
う

特
徴
を
持
っ
て
い
ま
す
。
簡
単
に
言
っ
て
、
メ
イ
ド
声
は
声
の
高
さ
の

変
わ
り
方
が
早
い
の
で
す
。

最
後
か
ら
2
つ
目
の
優
し
い
発
音

　

次
に
母
音
の
発
音
の
い
ろ
い
ろ
な
特
性
を
測
る
た
め
に
「
あ
い
う
え

お
」
を
い
ろ
い
ろ
な
順
番
で
読
ん
で
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
録
音

し
て
い
る
時
か
ら
明
ら
か
だ
っ
た
の
で
す
が
、
Ｒ
さ
ん
が
と
て
も
面
白

い
特
徴
的
な
メ
イ
ド
声
を
出
し
て
く
れ
ま
し
た
。「
あ
い
う
え
お
」
と

読
ん
で
い
る
と
き
に
「
え
」
が
と
て
も
特
徴
的
だ
っ
た
の
で
す
。
実
際

に
音
声
を
聞
い
て
い
た
だ
け
な
い
の
が
残
念
で
す
が
、
国
際
基
督
教
大

学
で
こ
の
講
義
を
し
た
時
に
「
ど
の
母
音
が
一
番
か
わ
い
い
か
」
と
い

う
質
問
を
し
た
と
こ
ろ
、「『
え
』
が
か
わ
い
い
」
と
い
う
反
応
が
一
番

多
か
っ
た
の
で
す
。

　

ひ
と
言
で
言
っ
て
、「
え
」
の
部
分
で
声
帯
が
大
き
く
開
い
て
い
て
、

優
し
い
印
象
を
受
け
ま
し
た
。
ち
ょ
っ
と
息
が
も
れ
る
感
じ
で
、
専
門

用
語
でbreathy vow

el

と

呼
び
ま
す
。
こ
れ
を
実
際
に

確
認
す
る
た
め
、
声
紋
分
析

に
か
け
ま
し
た
（
図
３
）。

左
図
が
メ
イ
ド
声
の
「
あ
、

い
、
う
、
え
、
お
」
で
す
。

　

横
軸
が
時
間
、
縦
軸
が
周

波
数
、
黒
い
帯
が
エ
ネ
ル

ギ
ー
の
分
布
を
表
し
て
い
ま

す
。
5
個
の
母
音
を
比
べ
る

と
、
特
に
高
い
周
波
数
帯
で

「
え
」
の
横
縞
が
薄
く
な
っ

て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
声
帯

が
大
き
く
開
い
て
い
る
か
ら

だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
比
較

用
に
地
声
の
「
え
」
を
並
べ

て
み
ま
す
と
、
こ
ち
ら
は
横

縞
が
は
っ
き
り
出
て
い
ま

す
。

Time (s)
0 0.4783

0

5000

Fr
eq

ue
nc

y 
(H

z)

e

Time (s)
0 0.4783

図３：Ｒさんの声紋分析

2
番
目
を
優
し
く
す
る
こ
と
で
、
最
後
の
か
わ
い
さ
が
よ
り
引
き
立
っ

て
い
る
」
と
い
っ
た
意
見
も
出
ま
し
た
。

　

で
は
Ｓ
さ
ん
は
ど
う
い
っ
た
パ
タ
ー
ン
を
示
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。

Ｓ
さ
ん
は
後
ろ
か
ら
2
番
目
の
母
音
に
声
帯
の
開
き
が
来
る
と
い
う
パ

タ
ー
ン
で
は
な
く
、
メ
イ
ド
声
に
な
る
と
ど
の
母
音
で
も
声
が
大
き
く

な
り
ま
し
た
。
Ｓ
さ
ん
の
場
合
、
メ
イ
ド
声
に
な
る
と
、
全
体
的
に
元

気
に
発
音
し
て
い
る
よ
う
で
す
。

優
し
い
声
と
元
気
な
声

　

最
後
に
母
音
空
間
を
計
測
し
ま
し
た
（
図
４
）。
母
音
空
間
と
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
母
音
に
お
い
て
、
舌
が
ど
の
よ
う
な
位
置
で
発
音
さ
れ
る

か
を
表
し
た
も
の
で
す
。
現
在
の
音
声
学
の
ツ
ー
ル
を
使
う
と
、
音
響

デ
ー
タ
を
も
と
に
そ
れ
ぞ
れ
の
母
音
が
ど
の
よ
う
に
発
音
さ
れ
て
い
る

か
、
あ
る
程
度
正
確
に
計
測
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
。
縦
軸
は
舌
の
高

さ
を
表
し
て
い
る
と
考
え
て
く
だ
さ
い
。
下
に
行
く
ほ
ど
口
が
開
い
て

舌
が
下
が
り
、
上
に
行
く
ほ
ど
舌
が
上
が
っ
て
口
が
閉
じ
ま
す
。
横
軸

は
左
に
行
け
ば
行
く
ほ
ど
舌
が
前
に
出
て
、
か
つ
唇
が
横
に
開
い
て
い

る
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。「
い
ー
だ
」
と
不
満
を
言
っ
た
と
き
に
強

調
さ
れ
る
動
き
で
す
。

　

ま
ず
、
Ｒ
さ
ん
の
母
音
空
間
を
じ
っ
く
り
見
て
み
る
と
、
地
声
と
比

べ
て
メ
イ
ド
声
で
は
「
あ
」
の
口
の
開
き
が
大
き
く
な
っ
て
い
る
の
が

分
か
り
ま
す
。
ま
た
、「
い
」
が
全
体
的
に
後
ろ
へ
シ
フ
ト
し
て
い
ま

す
ね
。
一
般
に
「
い
」
を
発
音
す
る
時
に
は
唇
が
横
に
広
が
る
こ
と
が

多
い
の
で
す
が
、
こ
れ
は
そ
の
開
き
が
少
な
め
で
あ
る
こ
と
を
表
し
て

い
ま
す
。
唇
の
横
へ
の
開
き
が
少
な
め
で
、
優
し
い
印
象
を
受
け
る

メ
イ
ド
声
で
す
。
不
満
を
言
う
時
に
使
う
「
い
ー
だ
」
で
強
調
さ
れ
る

口
の
開
き
が
非
常
に
弱
く
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
後
ろ
か
ら
2
番
目
の

母
音
に
、
声
帯
の
開
い
た
音
が
出
て
く
る
発
音
の
仕
方
と
も
何
ら
か
の

関
係
が
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
メ
イ
ド
さ
ん
は
メ
イ
ド
声
に

よ
っ
て
「
優
し
さ
」
と
い
う
も
の
を
目
指
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。

　

Ｓ
さ
ん
は
地
声
と
メ
イ
ド
声
に
も
っ
と
は
っ
き
り
と
し
た
違
い
が
出

　

実
は
、
日
本
語
の
5
つ
の
母
音
を
「
あ
、
い
、
う
、
え
、
お
」
の
順

だ
け
で
な
く
、
様
々
な
順
番
で
録
音
し
た
と
こ
ろ
、
Ｒ
さ
ん
は
後
ろ
か

ら
2
番
目
の
音
に
こ
の
特
徴
的
な
声
帯
の
開
き
を
出
す
こ
と
が
分
か
り

ま
し
た
。
実
際
に
こ
の
メ
イ
ド
さ
ん
の
発
音
を
聞
い
て
み
る
と
、
声
帯

が
大
き
く
開
く
と
音
の
強
さ
が
弱
ま
り
、
優
し
い
印
象
を
受
け
ま
す
。

講
義
を
受
け
、
実
際
に
発
音
を
聞
い
た
学
生
の
中
か
ら
は
「
最
後
か
ら図４：母音空間
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1011 メイド文化と音声学

て
い
て
、
メ
イ
ド
声
で
は
「
う
」
が
か
な
り
後
ろ
に
来
て
い
ま
す
。
こ

れ
は
、
お
そ
ら
く
メ
イ
ド
声
で
唇
が
丸
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い

ま
す
。
唇
が
丸
ま
り
母
音
空
間
が
前
に
広
が
る
の
で
、
舌
が
相
対
的
に

後
ろ
に
下
が
っ
て
い
る
よ
う
に
計
測
さ
れ
る
わ
け
で
す
。
ま
た
、「
い
」 

が
非
常
に
前
に
出
て
い
ま
す
ね
。
唇
の
横
へ
開
き
も
大
き
く
な
っ
て
い

る
の
で
し
ょ
う
。「
い
ー
だ
」
の
よ
う
な
感
じ
で
、
Ｒ
さ
ん
と
逆
の
パ

タ
ー
ン
で
す
。「
あ
」
で
は
大
き
く
口
が
開
い
て
い
ま
す
ね
。
全
体
的

に
全
て
の
母
音
を
は
っ
き
り
発
音
し
て
い
る
印
象
で
す
。
Ｓ
さ
ん
の
場

合
、メ
イ
ド
声
で
「
元
気
さ
」
を
目
指
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

     

３
　
ま
と
め

　

第
1
節
で
は
、音
象
徴
と
メ
イ
ド
の
名
前
に
つ
い
て
分
析
し
ま
し
た
。

一
般
に
、
阻
害
音
は
男
性
名
に
、
共
鳴
音
は
女
性
名
に
結
び
つ
き
や
す

い
傾
向
が
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
＠
ほ
ぉ
〜
む
カ
フ
ェ
の
メ
イ
ド
さ

ん
の
名
前
を
調
べ
て
み
る
と
、
一
般
の
女
性
名
よ
り
共
鳴
音
の
割
合
が

少
な
い
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
そ
の
後
、
メ
イ
ド
さ
ん
へ
の
ヒ
ア
リ

ン
グ
調
査
に
よ
り
、
メ
イ
ド
さ
ん
が
様
々
な
制
約
条
件
の
下
で
自
分
の

名
前
を
選
ん
で
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
た
め
、
今
度
は
メ
イ
ド
さ
ん
自

身
が
音
象
徴
を
持
っ
て
い
る
か
ど
う
か
実
験
し
て
み
ま
し
た
。
そ
の
結

果
、
阻
害
音
＝
ツ
ン
系
、
共
鳴
音
＝
萌
え
系
と
い
う
音
象
徴
が
メ
イ
ド

さ
ん
の
意
識
に
内
在
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。

　

第
2
節
で
は
2
人
の
メ
イ
ド
さ
ん
の
声
を
録
音
し
、
声
の
特
性
を
分

析
し
ま
し
た
。
地
声
と
メ
イ
ド
声
は
周
波
数
の
高
い
と
こ
ろ
で
開
き
が

大
き
く
、
こ
れ
は
抑
揚
を
つ
け
て
話
す
時
の
一
般
的
な
パ
タ
ー
ン
と
同

じ
で
し
た
。
Ｒ
さ
ん
に
5
つ
の
母
音
を
読
ん
で
も
ら
う
と
、
最
後
か
ら

2
つ
目
の
母
音
で
声
帯
が
開
き
、「
優
し
い
」
印
象
の
声
に
な
る
こ
と

が
分
か
り
ま
し
た
。
ま
た
、
母
音
空
間
を
調
べ
る
と
、
Ｒ
さ
ん
は
口
の

動
き
が
控
え
め
で
あ
り
、
反
対
に
Ｓ
さ
ん
は
口
の
動
き
が
大
き
く
「
元

気
な
」
印
象
の
声
で
し
た
。

　

正
直
、
本
論
の
分
析
は
ま
だ
ま
だ
探
索
的
な
も
の
で
、
今
後
よ
り
た

く
さ
ん
の
メ
イ
ド
さ
ん
の
声
を
収
集
し
、
分
析
し
て
い
く
必
要
が
あ
り

ま
す
。
現
時
点
で
は
、
ま
だ
2
人
し
か
分
析
で
き
て
い
ま
せ
ん
が
、
他

の
メ
イ
ド
さ
ん
の
声
も
録
音
し
た
り
、
声
優
さ
ん
に
メ
イ
ド
声
を
発
音

し
て
い
た
だ
い
た
り
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
結
果
は
、
随
時
発
表
し

て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も
音
声
学
を
通
し
て
メ
イ

ド
文
化
が
研
究
さ
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。
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