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祖
先
・
私
・
子
孫
を
つ
な
ぐ
ピ
コ
（
へ
そ
の
緒
）
の
名

―
現
代
ハ
ワ
イ
先
住
民
に
よ
る
自
己
の
再
帰
的
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

竹
村 

初
美

《
さ
み
し
く
な
っ
た
ら
、
お
ヘ
ソ
を
見
よ
う
。》 1

《
私
》
は
孤
独
な
存
在
で
は
な
い
。
疑
う
な
ら
、
上
着
の
裾
を
ま
く
っ
て
み
る
と
よ
い
。

へ
そ
は
、《
私
》
が
系
譜
に
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
の
目
に
見
え
る
証
拠
で
あ
る
。
日
常
の
起
居
に
は
役
立
た
な
い
が
、
想
像

力
の
働
か
せ
か
た
次
第
で
、
帰
属
感
と
い
う
心
理
的
利
益
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
。

と
こ
ろ
で
唐
突
だ
が
、
ハ
ワ
イ
先
住
民
の
伝
統
的
・
民
俗
的
な
思
惟
に
お
い
て
、《
さ
み
し
く
》
な
る
こ
と
か
ら
《
私
》
を
救

い
出
し
て
く
れ
る
の
は
へ
そ
だ
け
で
は
な
い
。「
つ
む
じ
」
と
「
生
殖
器
」
も
ま
た
、
へ
そ
と
同
様
に
「
つ
な
が
り
の
器
官
」
と

み
な
さ
れ
る
の
だ
。
こ
れ
ら
三
つ
の
身
体
器
官
は
、
ハ
ワ
イ
語
で
は
「
ピ
コpiko

」
と
い
う
一
語
で
総
称
さ
れ
る
。

本
稿
で
は
、
こ
の
ピ
コ
と
い
う
言
葉
が
登
場
す
る
一
篇
の
詩
を
読
ん
で
い
く
。
プ
ア
ナ
ニ
・
バ
ー
ジ
ェ
ス
と
い
う
先
住
民
の
女

性
が
一
九
八
九
年
に
発
表
し
た
詩
だ
。
複
数
の
民
族
的
出
自
を
も
っ
て
生
ま
れ
て
き
た
彼
女
は
、
人
生
の
途
上
で
自
ら
を
ハ
ワ
イ
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先
住
民
と
同
定
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
、
彼
女
は
ピ
コ
と
い
う
語
を
用
い
て
詠
う
。
こ
の
伝
統
的
・
民
俗
的
概
念
を

足
が
か
り
に
、
彼
女
は
自
ら
の
ハ
ワ
イ
先
住
民
系
譜
を
再
創
造
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
。

詩
の
読
解
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
結
論
は
次
の
三
点
で
あ
る
。
第
一
に
、
詩
人
は
ピ
コ
と
い
う
伝
統
的
な
概
念
を
流
用 

appropriate
・
再
活
性
化
し
、
自
ら
が
現
在
置
か
れ
て
い
る
状
況
に
対
応
す
る
た
め
の
文
化
的
資
源
と
し
て
利
用
し
て
い
る
。
複

数
の
民
族
的
出
自
を
も
っ
て
生
ま
れ
て
き
た
彼
女
の
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
拡
散
し
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
ピ
コ

は
、
彼
女
を
一
つ
の
共
同
体
に
つ
な
ぎ
止
め
る
象
徴
的
紐
帯
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
だ
。
第
二
に
、
ピ
コ
の
名
を
獲
得
し
た

こ
と
を
、
彼
女
は
あ
る
程
度
ま
で
受
動
的
な
経
験
と
し
て
受
け
止
め
て
い
る
。
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
探
求
し
て

い
く
う
ち
、
彼
女
は
民
族
共
同
体
へ
の
帰
属
感
を
得
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
し
か
し
そ
れ
は
《
私
》
が
能
動
的
に
行
っ
た
か
ら
で

は
な
く
、《
何
も
の
か
》
に
そ
う
さ
せ
ら
れ
た
の
だ
、
と
い
う
認
識
が
、
こ
の
詩
に
は
う
か
が
え
る
。
第
三
に
、
こ
の
詩
は
、
根

源
的
な
存
在
基
盤
（
マ
ト
リ
ク
ス
）
と
の
つ
な
が
り
を
取
り
戻
そ
う
と
す
る
探
求
の
軌
跡
だ
と
言
え
る
。
個
人
が
自
ら
の
エ
ス

ニ
ッ
ク
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
探
求
す
る
と
は
、
統
一
的
な
自
己
像
を
求
め
て
過
去
を
探
る
こ
と
で
あ
る
。
フ
ロ
イ
ト
や
エ
リ

ク
ソ
ン
の
言
う
よ
う
に
、
起
源
の
追
求
は
人
類
共
通
の
普
遍
的
願
望
か
ら
発
す
る
行
為
で
あ
る
。
彼
女
も
ま
た
、
マ
ト
リ
ク
ス
＝

母
胎
へ
の
再
接
続
を
求
め
て
個
人
的
な
探
求
を
行
う
。
そ
し
て
彼
女
は
こ
こ
で
も
、
ピ
コ
（
へ
そ
の
緒
）
の
イ
メ
ー
ジ
を
活
用
す

る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
結
論
を
通
し
て
見
え
て
く
る
の
は
、
現
代
に
生
き
る
一
人
の
探
求
者
の
姿
で
あ
る
。
彼
女
は
ピ
コ
と
い
う
伝
統
語
を

手
が
か
り
に
、「
私
の
物
語m

y story

」
と
「
ネ
イ
シ
ョ
ン
の
物
語
」
を
再
帰
的
に
構
築
し
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
は
社
会
学
者
Ａ
・

ギ
デ
ン
ズ
が
、《
自
己
の
再
帰
的
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
》
と
呼
ぶ
行
為
に
相
当
す
る
も
の
だ
。
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
の
探
求
を
通
し
て
「
私

の
物
語
」
を
構
築
し
て
い
く
彼
女
の
姿
を
、
こ
の
詩
は
映
し
出
し
て
い
る
。

以
下
、
本
稿
で
は
、（
一
）
ま
ず
詩
の
内
容
を
紹
介
し
、「
三
つ
の
名
前
」
の
一
つ
一
つ
に
負
わ
さ
れ
て
い
る
意
味
を
確
認
す
る
。
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（
二
）
次
に
、「
ピ
コ
」
と
い
う
語
に
つ
い
て
解
説
す
る
。（
三
）
さ
ら
に
、「
名
前
を
選
ぶ
」
と
い
う
題
名
に
注
目
し
、
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
の
再
構
築
と
そ
の
主
体
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
る
。（
四
）
そ
し
て
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
探
求
の
途
上
で
生
み
出

さ
れ
る
「
物
語
」
の
性
質
に
つ
い
て
論
じ
、
稿
を
閉
じ
る
。

Ｐ
・
バ
ー
ジ
ェ
ス
「
私
の
名
を
選
ぶ
」

プ
ア
ナ
ニ
・
ヨ
シ
エ
・
バ
ー
ジ
ェ
スP

uanani Y
oshie B

urgess

は
、
ハ
ワ
イ
先
住
民
を
母
に
、
日
系
ア
メ
リ
カ
人
を
父
に
生
ま

れ
た
。
先
住
民
系
の
住
民
が
多
い
オ
ア
フ
島
ワ
イ
ア
ナ
エ
地
区
の
出
身
で
、
同
地
域
で
長
年
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
と
し
て
活
動

し
て
き
た
。
ハ
ワ
イ
人
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
の
指
導
者
と
し
て
も
知
ら
れ
、
ハ
ワ
イ
大
学
の
都
市
地
域
計
画
学
部
で
講
師
を
務
め

た
こ
と
も
あ
る
。

バ
ー
ジ
ェ
ス
は
一
九
八
九
年
、「
私
の
名
を
選
ぶC

hoosing M
y N

am
e

」
と
い
う
詩
を
発
表
し
た
。
自
ら
の
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
つ
い
て
平
易
な
文
章
で
記
し
た
こ
の
詩
は
、
現
代
ハ
ワ
イ
詩
の
な
か
で
も
よ
く
知
ら
れ
た
作
品
の
一
つ
で
あ

る
。

私
が
生
ま
れ
た
と
き
、
母
は
私
に
三
つ
の
名
前
を
く
れ
た

ク
リ
ス
タ
ン
ベ
ル
は
、
私
の
「
英
語
の
」
名
前
だ
っ
た

私
の
社
会
保
障
カ
ー
ド
の
名
／
学
校
で
の
私
の
名

教
師
が
私
に
「
本
当
の
」
名
を
尋
ね
た
と
き
に
答
え
る
名

私
の
安
全
な
名
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ヨ
シ
エ
は
、
私
の
家
で
の
名
前
だ
っ
た

私
の
日
常
の
名
／
父
の
家
族
を
思
い
出
さ
せ
る
名

私
が
日
本
人
で
あ
る
こ
と
を
思
い
出
さ
せ
る
名

た
と
え
私
の
鼻
が
、
脚
が
、
太
く
て
も
／
彼
ら
が
私
を
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
名

ハ
ワ
イ
人
で
あ
る
私
の
母
を
、「
ク
ロ
イ
」〔
黒
い
〕
と
呼
ん
だ
彼
ら
が

せ
め
て
も
の
取
り
柄
で
あ
る
名
前
［M

y saving nam
e.

］

プ
ア
ナ
ニ
は
私
の
選
ば
れ
た
名
だ
［P

uanani is m
y chosen nam

e.

］

私
を
ア
ー
イ
ナ
〔
大
地
〕
に
／
カ
イ
〔
海
〕
と
ポ
ッ
エ
・
カ
ヒ
コ
〔「
古
い
人
々
」、
祖
先
た
ち
〕
に
つ
な
ぎ
戻
す
、
／
私
の
ピ
コ

〔
へ
そ
の
緒
。
詳
細
は
後
述
〕
の
名
［M

y piko nam
e connecting m

e back to the ‘ā ina/ A
nd the kai and the po‘e kahiko.

］

私
の
祝
福
、
私
の
重
荷
、
／
私
の
護
符
、
私
の
槍

（
文
中
、〔　

〕
で
く
く
っ
た
部
分
は
引
用
者
に
よ
る
注
。）

第
三
節
に
表
れ
て
い
る
素
朴
な
本
質
主
義
を
批
判
す
る
こ
と
は
容
易
だ
。
あ
く
ま
で
「
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
」
に
振
る
舞
お
う
と
す

る
な
ら
、
歴
史
性
を
捨
象
す
る
民
族
主
義
的
な
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
と
切
っ
て
捨
て
る
こ
と
も
で
き
る
。
あ
る
い
は
逆
に
、
政

治
的
な
立
場
を
鮮
明
に
し
、
先
住
民
の
精
神
的
脱
植
民
地
化
を
支
援
す
る
と
い
う
立
場
に
立
つ
こ
と
も
で
き
よ
う
。
そ
の
場
合
は

こ
の
詩
を
、
被
抑
圧
者
に
よ
る
対
抗
的
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
主
張
と
し
て
読
む
こ
と
に
な
る
。
だ
が
筆
者
は
い
ず
れ
の
立
場
に

も
与
し
な
い
。
疎
外
感
に
悩
み
つ
つ
帰
属
先
を
探
し
求
め
る
「
私
の
物
語
」
と
し
て
、
こ
の
詩
を
読
ん
で
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
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一　
「
三
つ
の
名
前
」

《
私
が
生
ま
れ
た
と
き
、
母
は
私
に
三
つ
の
名
を
く
れ
た
。》

二
つ
の
名
を
捨
て
、
ハ
ワ
イ
名
を
得
る

名
前
は
個
人
の
生
活
史
の
重
要
な
要
素
で
あ
る
。
名
前
の
変
更
は
、
常
に
自
己
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
変
容
を
と
も
な
う
。
こ

こ
で
は
ま
ず
、
バ
ー
ジ
ェ
ス
の
「
三
つ
の
名
前
」
に
つ
い
て
、
一
つ
ず
つ
確
認
し
て
い
く
と
こ
ろ
か
ら
始
め
よ
う
。

母
か
ら
与
え
ら
れ
た
三
つ
の
名
の
う
ち
、
英
語
名
ク
リ
ス
タ
ン
ベ
ル
は
、
大
き
な
社
会
で
通
用
す
る
公
式
の
名
だ
っ
た
。「
学

校
」
で
、
あ
る
い
は
「
社
会
保
障
カ
ー
ド
」
に
、
彼
女
は
こ
の
名
を
用
い
た
。「
安
全
な
名m

y safe nam
e

」
だ
が
、
官
僚
制
の

冷
や
や
か
さ
と
、
合
衆
国
に
よ
る
植
民
地
化
の
歴
史
が
刻
印
さ
れ
た
名
だ
。

日
本
名
ヨ
シ
エ
は
、
父
親
の
親
類
た
ち
に
受
け
入
れ
て
も
ら
う
た
め
の
名
だ
っ
た
。
英
語
名
の
社
会
よ
り
も
小
さ
な
社
会
で
、

そ
の
一
員
と
認
め
ら
れ
る
た
め
の
名
で
あ
る
。
た
だ
し
日
系
親
族
の
共
同
体
は
、
彼
女
を
二
級
の
成
員
と
み
な
し
て
い
た
。
親
族

た
ち
は
大
き
な
尻
や
平
た
い
鼻
、
太
い
脚
と
い
う
身
体
的
・
可
視
的
な
差
異
、
そ
し
て
「
黒
い
」
母
親
を
理
由
に
、
彼
女
の
自
尊

心
を
傷
つ
け
た 2
。

こ
れ
ら
二
つ
の
名
に
は
過
去
時
制
（「
名
前
だ
っ
た... w

as m
y ... nam

e

」）
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
英
語
名
と
日
本
語
名
は
も

は
や
《
私
》
の
名
で
は
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
名
が
体
現
す
る
社
会
も
、《
私
》
に
と
っ
て
は
も
は
や
「
彼
ら
」
で
あ
る
。《
私
》
と

こ
れ
ら
の
集
団
と
は
、
今
や
心
理
的
な
境
界
線
で
隔
て
ら
れ
て
い
る 3
。 

残
っ
た
の
は
ハ
ワ
イ
名
プ
ア
ナ
ニ
だ
け
だ
。
こ
の
名
は
英
語
名
や
日
本
語
名
の
よ
う
に
安
全 safe

で
も
な
く
、
彼
女
を
保
護 

saving 

し
も
し
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
は
《
重
荷
》
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
こ
の
名
は
《
祝
福
》
で
あ
り
《
槍
》
で
あ
る
と
彼
女
は
言
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う
。こ

こ
で
行
わ
れ
て
い
る
の
は
価
値
の
転
換
で
あ
る
。
抑
圧
を
受
け
て
き
た
人
々
の
文
化
的
特
徴
は
、
し
ば
し
ば
マ
イ
ナ
ス
の
符

号
を
付
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
文
化
的
特
徴
を
、
逆
に
肯
定
的
に
定
義
し
直
す
の
が
、
価
値
転
換
の
戦
略
で
あ
る
。
こ
れ
は
多
く
の

マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
運
動
で
と
ら
れ
て
き
た
も
の
だ
（
石
川 174

） 4
。
英
語
名
と
日
本
語
名
が
象
徴
す
る
環
境
は
、
彼
女
に
と
っ
て
抑

圧
的
な
も
の
だ
っ
た
。
バ
ー
ジ
ェ
ス
は
こ
れ
ら
の
名
を
拒
み
、
あ
え
て
周
縁
的
な
ハ
ワ
イ
名
を
名
乗
る
。
ハ
ワ
イ
名
は
そ
の
価
値

を
転
換
さ
せ
ら
れ
、
支
配
的
な
価
値
に
抵
抗
す
る
た
め
の
《
槍
》
と
し
て
、
ま
た
彼
女
を
エ
ン
パ
ワ
ー
す
る
《
祝
福
》
と
し
て
、

再
定
義
さ
れ
る 5
。

英
語
名
・
日
本
名
と
は
対
照
的
に
、
ハ
ワ
イ
名
に
は
「
名
前
だis m

y ... nam
e

」
と
現
在
形
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
バ
ー
ジ
ェ

ス
の
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
、
い
わ
ゆ
る
「
雑
種
性
」
を
志
向
し
な
い
。
三
つ
の
名
の
う
ち
、
残
っ
た
の
は
ハ
ワ

イ
名
だ
け
だ
。
他
の
二
つ
の
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
は
排
除
さ
れ
、
心
理
的
な
境
界
線
が
引
か
れ
る
。
唯
一
の
「
ピ
コ
（
へ
そ
の
緒
）
の

名
」
に
よ
っ
て
、
彼
女
は
ハ
ワ
イ
ア
ン
・
ネ
イ
シ
ョ
ン
と
い
う
心
理
的
な
帰
属
先
を
獲
得
す
る
。
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
拡
散
は

こ
う
し
て
防
が
れ
る
。

「
先
住
民
で
あ
る
こ
と
」
の
不
確
か
さ

こ
の
詩
の
背
景
に
あ
る
の
は
、
ハ
ワ
イ
先
住
民
の
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
を
取
り
巻
く
社
会
的
な
事
実
だ
。「
ハ
ワ
イ
先
住
民
で
あ
る

こ
と
」
は
、
外
形
的
に
は
総
じ
て
脆
弱
な
基
盤
し
か
も
た
な
い
。
ハ
ワ
イ
大
学
の
人
口
学
者
ロ
バ
ー
ト
・
Ｃ
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、

こ
れ
を
次
の
よ
う
な
警
句
で
言
い
表
し
て
い
る
。―

一
七
七
八
年
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ク
ッ
ク
船
長
が
船
を
降
り
、
先
住
民
と
初

め
て
接
触
し
た
と
き
、
ハ
ワ
イ
諸
島
に
は
何
人
の
ハ
ワ
イ
人
が
住
ん
で
い
た
か
。
こ
れ
は
昔
か
ら
議
論
さ
れ
て
き
た
問
題
で
あ

る
。
と
こ
ろ
で
、
今
日
こ
こ
に
は
何
人
の
先
住
民
が
住
ん
で
い
る
の
か
。
こ
れ
ま
た
、
長
ら
く
決
着
の
つ
か
な
い
問
題
で
あ
る
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（Schm
itt 31-32

）。
混
血
の
進
行
し
た
状
況
に
あ
っ
て
、
ハ
ワ
イ
人
と
は
い
っ
た
い
誰
で
あ
る
の
か
を
外
形
的
な
基
準
に
基
づ
い

て
定
義
す
る
こ
と
は
難
し
い
。「
ハ
ワ
イ
人
で
あ
る
こ
と
」
の
最
終
的
な
決
め
手
と
な
る
の
は
結
局
本
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

の
持
ち
よ
う
で
あ
る
、
と
あ
る
人
口
統
計
学
者
は
結
論
し
て
い
る 6
（Fu 70

）。

で
は
そ
の
「
本
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
は
、
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
獲
得
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
一
つ
の
示
唆
を
与
え
て

く
れ
る
の
は
、
社
会
学
者
Ａ
・
ギ
デ
ン
ズ
の
《
自
己
の
再
帰
的
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
》
と
い
う
概
念
で
あ
る
。

モ
ダ
ニ
テ
ィ
の
ポ
ス
ト
伝
統
的
秩
序
の
な
か
で
…
…
、
自
己
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
再
帰
的
に
組
織
さ
れ
る
試
み
と
な
る
。

自
己
の
再
帰
的
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト reflexive project of the self 

は
、
一
貫
し
た
、
し
か
し
絶
え
ず
修
正
さ
れ
る
生
活
史
の
物
語

に
そ
の
本
質
が
あ
り
、
抽
象
的
シ
ス
テ
ム
を
通
し
た
複
数
の
選
択
の
中
で
実
行
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
（5

）。

あ
る
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
、《
特
定
の
物
語
を
進
行
さ
せ
る
能
力
》
の
な
か
に
あ
る
、
と
ギ
デ
ン
ズ
は
言
う
（59

）。

バ
ー
ジ
ェ
ス
は
、
自
ら
の
名
前
に
関
し
て
複
数
の
選
択
肢
を
与
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
彼
女
が
、
人
生
の
途
上
で
「
私
の
名
前
は

プ
ア
ナ
ニ
で
あ
る
」
と
思
い
定
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ギ
デ
ン
ズ
の
用
語
を
借
り
て
言
い
直
す
な
ら
、
バ
ー
ジ
ェ
ス
は
自
己
の
再

帰
的
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
過
程
を
経
て
、「
私
は
ハ
ワ
イ
人
だ
」
と
い
う
生
活
史
の
物
語
を
構
築
し
た
の
で
あ
る
。
三
つ
の
名
前
と

い
う
複
数
の
選
択
肢
の
中
か
ら
選
択
と
破
棄
を
行
い
、
自
己
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
物
語
を
組
織
化
し
た
の
だ
。

自
ら
の
ハ
ワ
イ
性
を
内
的
に
同
定
し
、「
私
は
プ
ア
ナ
ニ
で
あ
る
」
と
い
う
生
活
史
の
物
語
を
構
築
す
る
。
そ
の
過
程
で
重
要

な
働
き
を
し
た
の
は
「
ピ
コ
」
と
い
う
概
念
だ
っ
た
。
次
節
で
は
こ
の
言
葉
に
つ
い
て
確
認
し
よ
う
。
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二　

ピ
コ―

祖
先
・《
私
》・
子
孫
を
つ
な
ぐ
、
へ
そ
の
緒
・
つ
む
じ
・
生
殖
器

《
私
を
ア
ー
イ
ナ
に
／
カ
イ
と
ポ
ッ
エ
・
カ
ヒ
コ
に
つ
な
ぎ
戻
す
、
／
私
の
ピ
コ
の
名
》

ピ
コ
の
伝
統
的
な
語
義

「
ピ
コ
」
と
い
う
単
語
を
理
解
す
る
に
は
、
ま
ず
ハ
ワ
イ
語
一
般
の
特
徴
を
知
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
言
語
の
主
な
特
徴
の
一

つ
は
、
語
義
の
多
層
性
で
あ
る
。
一
つ
の
語
が
多
く
の
語
義
を
も
っ
て
お
り
、
文
脈
に
応
じ
て
そ
の
意
味
が
変
わ
っ
て
く
る
こ
と

が
頻
繁
に
生
じ
る
。
た
と
え
ば
ク
ムkum

u

と
い
う
一
語
は
、「（
物
体
の
）
底
部
、（
樹
木
の
）
幹
、
根
本
と
な
る
部
分
、（
技
芸

の
）
教
師
、
模
範
、（
事
物
の
）
起
源
、（
編
み
細
工
の
）
編
み
始
め
の
部
分
」
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
語
義
を
も
つ
。
ピ
コ
と
い
う

語
に
も
ま
た
、
以
下
の
よ
う
な
複
数
の
語
義
が
あ
る
。

〈
１
．
へ
そ
の
緒
、
へ
そ
〉―

《
私
》
と
母
と
の
絆　

こ
れ
は
ピ
コ
の
最
も
基
本
的
な
語
義
で
あ
る
。
へ
そ
の
緒
は
母
子
の
直
接
的
な
絆
で
あ
り
、
へ
そ
は
そ
の
痕
跡
で
あ
る
。
へ
そ

の
緒
と
へ
そ
は
、
最
も
近
い
肉
親
と
の
最
も
確
実
な
つ
な
が
り
を
、
目
に
見
え
る
形
で
保
証
す
る 7
。

〈
２
．
泉
門
・
ひ
よ
め
き
・
つ
む
じ
の
周
辺
〉―

《
私
》
と
祖
先
と
の
絆

伝
統
的
に
、
人
の
頭
（
ポ
ッ
オpo‘o

）
の
上
は
「
ア
ウ
マ
ー
ク
ア‘aum

ā kua

」
が
漂
う
場
所
と
さ
れ
た
。
ア
ウ
マ
ー
ク
ア
と
は

祖
霊
の
こ
と
で
、
ト
カ
ゲ
・
鮫
・
フ
ク
ロ
ウ
・
亀
な
ど
、
動
物
の
姿
を
と
っ
て
現
れ
る
。
頭
は
「
ウ
ハ
ネ‘uhane

」（
霊
）
の
出

入
り
口
で
も
あ
る 8
。
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ポ
ッ
オ
の
う
ち
、
前
頭
部
の
泉
門
は
特
に
ピ
コ
と
呼
ば
れ
た
。
泉
門
と
は
新
生
児
の
頭
蓋
の
う
ち
、
ま
だ
骨
化
し
て
お
ら
ず
柔

ら
か
い
部
分
の
こ
と
で
あ
る
。（
脈
拍
に
合
わ
せ
て
「
ひ
よ
ひ
よ
」
と
動
く
の
が
見
え
る
様
子
か
ら
、
日
本
語
で
は
「
ひ
よ
め
き
」

と
も
呼
ば
れ
る
。）
こ
の
「
頭
の
ピ
コ
」
は
《
象
徴
的
な
へ
そ
の
緒
》
で
あ
る
、
と
ハ
ワ
イ
人
民
俗
学
者
の
Ｍ
・
プ
ク
イ
ら
は
言

う
。
頭
の
ピ
コ
は
、
人
間
と
祖
霊
と
を
結
び
つ
け
る
箇
所
な
の
だ
（Pukui, et al. 2:183

）。《
私
》
は
こ
の
ピ
コ
で
祖
先
の
系
譜

に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る 9
。（
ピ
コ
に
は
派
生
的
な
抽
象
語
と
し
て
の
用
法
も
あ
り
、
こ
の
場
合
ピ
コ
は
、「
祖
先
と
の
系
譜
的
な

つ
な
が
り
」「
系
譜
上
関
わ
り
の
あ
る
死
者
と
の
つ
な
が
り
」
を
、
よ
り
直
截
に
意
味
す
る
。）

〈
３
．
生
殖
器
〉―
《
私
》
と
子
孫
と
の
絆

「
ピ
コ
」
の
第
三
の
語
義
は
「
生
殖
器
」
で
あ
る
。
男
女
双
方
の
性
器
に
こ
の
語
は
用
い
ら
れ
る
。

生
殖
器
と
は
、《
私
》
を
親
に
し
て
く
れ
る
器
官
で
あ
る
。
個
体
と
し
て
の
《
私
》
の
生
涯
は
、
出
生
に
始
ま
り
死
に
至
る
、

有
限
な
直
線
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
る 11
。
だ
が
生
殖
器
の
働
き
に
よ
っ
て
、《
私
》
は
系
譜
に
連
な
る
こ
と
を
許
さ
れ
る
。
身
体

の
一
部
で
あ
る
生
殖
器
の
お
か
げ
で
、《
私
》
は
未
生
の
子
孫
に
結
び
つ
き
、
祖
先
た
ち
（
ナ
ー
・
ク
ー
プ
ナn  k puna

）
の
列

に
加
え
ら
れ
る
。
個
人
の
生
よ
り
も
大
き
な
物
語
に
、《
私
》
の
存
在
は
組
み
入
れ
ら
れ
る
の
だ
。

ハ
ワ
イ
の
伝
統
社
会
に
お
い
て
、
生
殖
器
は
敬
意
と
ケ
ア
の
対
象
で
あ
っ
た
。
特
に
高
位
首
長
（
ア
リ
イ
・
ヌ
イali‘i nui

）

た
ち
の
生
殖
器
は
人
々
の
尊
崇
の
対
象
と
さ
れ
た
。
ハ
ワ
イ
の
民
俗
歌
謡
（
メ
レ m

ele

）
に
メ
レ
・
マ
イm

ele m
a‘i

と
い
う

ジ
ャ
ン
ル
が
あ
る
。
こ
れ
は
特
定
の
首
長
の
性
器
を
誉
め
称
え
る
歌
で
あ
る
（Pukui et al. 1:183

）。
世
界
各
地
に
見
ら
れ
る
性

器
崇
拝
の
風
習
は
、
王
の
生
殖
能
力
が
宇
宙
の
豊
穣
と
密
接
に
関
わ
る
と
い
う
信
仰
に
基
づ
い
て
い
る
が
、
メ
レ
・
マ
イ
も
同
様

の
観
念
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。

以
上
三
つ
の
「
ピ
コ
」
は
、
い
ず
れ
も
身
体
器
官
を
指
す
言
葉
で
あ
る
。
ど
の
器
官
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
方
で
系
譜
と
関
わ
っ
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て
い
る
。
へ
そ
は
母
に
、
つ
む
じ
は
祖
先
に
、
生
殖
器
は
子
孫
に
、《
私
》
を
結
び
つ
け
る
。《
私
》
の
身
体
各
部
は
、
過
去―

現

在―

未
来
を
貫
通
す
る
軸
の
結
節
点
な
の
で
あ
る
。

〈
４
．
隣
接
地
と
の
境
界
線
〉

こ
の
意
味
で
の
ピ
コ
は
、
隣
り
合
う
地
所
と
地
所
と
が
接
す
る
境
界
線
を
指
す
。
境
界
線
と
は
、
あ
る
空
間
と
あ
る
空
間
と
を

隔
て
る
線
で
あ
る
と
同
時
に
、
両
者
を
結
び
つ
け
る
線
で
も
あ
る
。「
つ
な
ぐ
こ
と
」
と
「
分
節
す
る
こ
と
」
と
の
表
裏
一
体
の

関
係
を
、
こ
の
用
法
は
示
し
て
い
る 11
。

 〈
５
．
植
物
の
葉
と
茎
の
境
目
〉

植
物
の
葉
と
茎
と
が
つ
な
が
っ
て
い
る
部
分
も
ピ
コ
と
呼
ば
れ
る
。
こ
こ
で
も
つ
な
が
る
・
結
び
つ
く
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
働

い
て
い
る
。

ピ
コ
概
念
の
再
活
性
化

こ
の
よ
う
に
、
伝
統
的
な
概
念
と
し
て
の
ピ
コ
は
、《
私
》
と
血
縁
者
と
を
つ
な
ぐ
身
体
部
位
、
ま
た
は
何
か
と
何
か
が
つ
な

が
る
部
分
を
指
す
言
葉
で
あ
る
。
バ
ー
ジ
ェ
ス
が
こ
の
言
葉
を
用
い
て
言
お
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
自
ず
か
ら
明
ら
か
だ
ろ
う
。

ピ
コ
の
名
は
、
彼
女
を
ハ
ワ
イ
の
自
然
と
系
譜
と
に
「
つ
な
ぎ
戻
すconnecting m

e back

」。
へ
そ
の
緒
が
母
子
を
結
び
つ
け
る

よ
う
に
、「
ピ
コ
の
名
」
は
彼
女
を
ハ
ワ
イ
の
ア
ー
イ
ナ
（
大
地
）、
カ
イ
（
海
）、
ポ
ッ
エ
・
カ
ヒ
コ
（「
古
い
人
々
」、
祖
先
た

ち
）
に
結
び
つ
け
る
。
こ
の
絆
の
名
に
よ
っ
て
、《
私
》
と
先
住
民
系
譜
と
の
間
に
あ
っ
た
断
絶
は
乗
り
越
え
ら
れ
、《
私
》
と
自

然
と
の
間
の
疎
隔
も
取
り
払
わ
れ
る
。《
私
》
の
人
生
と
い
う
小
さ
な
物
語
は
、
ラ
ー
フ
イ
・
ハ
ワ
イ
イ l hui H

aw
ai‘i  

（
ハ
ワ
イ
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ア
ン
・
ネ
イ
シ
ョ
ン
）
の
大
き
な
物
語
の
う
ち
に
包
摂
さ
れ
る
。

彼
女
の
ピ
コ
概
念
は
、
伝
統
文
化
資
源
の
断
片
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
、
脱
文
脈
化
し
て
再
解
釈
を
加
え
た
、
独
特
な
も
の
で
あ

る
。
彼
女
は
こ
の
伝
統
的
な
概
念
を
流
用appropriate

し
、
自
ら
が
現
在
置
か
れ
て
い
る
状
況
に
対
応
す
る
た
め
の
エ
ン
パ
ワ
ー

メ
ン
ト
の
手
段
と
し
て
利
用
し
た
の
だ
。
当
然
そ
れ
は
、
伝
統
的
な
ピ
コ
概
念
と
は
異
質
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
個
人
を
大
地

と
海
に
つ
な
ぐ
ピ
コ
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
、
明
ら
か
に
彼
女
の
創
作
で
あ
る
。

伝
統
概
念
の
こ
う
し
た
再
構
築
は
、
個
人
的
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
探
求
の
過
程
で
行
わ
れ
た
も
の
だ
。
ハ
ワ
イ
の
民
俗
伝
統

は
、
個
々
の
先
住
民
の
行
為
や
存
在
の
枠
組
み
を
分
節
化
す
る
機
能
を
と
う
に
失
っ
て
し
ま
っ
て
い
る 12
。
そ
の
中
で
彼
女
は
な
お

「
確
か
な
も
の
」
を
求
め
、
ラ
ー
フ
イ
・
ハ
ワ
イ
イ
（
ハ
ワ
イ
ア
ン
・
ネ
イ
シ
ョ
ン
）
と
い
う
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
の
つ
な
が

り
を
実
感
し
よ
う
と
し
た
。
個
人
的
な
探
求
と
し
て
始
ま
っ
た
も
の
が
、
最
終
的
に
は
集
団
的
な
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
を
目
指
す

も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

評
論
家
の
Ａ
・
ア
ッ
パ
デ
ュ
ラ
イ
は
、《
文
化
主
義culturalism

》
と
い
う
概
念
を
提
唱
し
て
い
る
。
文
化
主
義
と
は
現
代
の

エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
一
つ
の
あ
り
よ
う
を
指
す
言
葉
だ
。
文
化
主
義
の
参
加
者
た
ち
は
、
意
図
的
に
運
動
を
形
成

し
て
い
る
途
上
に
あ
り
、
し
か
も
彼
ら
自
身
そ
の
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
。
彼
ら
自
身
の
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
も

ま
た
、
自
覚
的
な
形
成
の
途
上
に
あ
る
（15

）。
バ
ー
ジ
ェ
ス
の
探
求
も
ま
た
、
文
化
主
義
的
な
模
索
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
彼
女

は
ア
ッ
パ
デ
ュ
ラ
イ
の
言
う
《
想
像
力
の
わ
ざ
》
に
よ
っ
て
、
祖
先
た
ち
の
非
歴
史
的
共
同
体
と
自
ら
と
を
つ
な
げ
よ
う
と
し
て

い
る
。
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「
私
の
名
を
選
ぶ
」
の
は
誰
か

《
プ
ア
ナ
ニ
は
私
の
選
ば
れ
た
名
だ
。P

uanani is m
y chosen nam

e.

》

複
数
の
中
か
ら
選
び
、
か
つ
、
懐
疑
を
乗
り
越
え
る

バ
ー
ジ
ェ
ス
に
と
っ
て
《
私
》
の
名
は
、
ク
リ
ス
タ
ン
ベ
ル
、
ヨ
シ
エ
、
プ
ア
ナ
ニ
の
い
ず
れ
で
も
あ
り
え
た
。
エ
ス
ニ
シ

テ
ィ
の
帰
属
に
関
し
て
、
複
数
の
競
合
す
る
選
択
肢
が
同
時
に
存
在
し
た
の
で
あ
る
。《
ハ
イ
・
モ
ダ
ニ
テ
ィ
の
条
件
下
で
は
、

社
会
生
活
の
多
く
の
領
域
に
お
い
て―

自
己
の
領
分
を
含
め
て―

決
定
的
な
権
威
が
不
在
で
あ
る
》
と
ギ
デ
ン
ズ
は
言
う
。

現
代
人
は
、
多
く
の
選
択
肢
が
競
合
し
合
う
状
況
の
な
か
に
生
き
て
い
る 13
。
前
近
代
社
会
で
は
伝
統
が
《
単
一
の
権
威
》
だ
っ
た

が
、
現
代
の
多
元
的
状
況
に
生
き
る
個
人
は
無
数
の
選
択
の
自
由
に
取
り
巻
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
と
ギ
デ
ン
ズ
は
続
け
る
。

こ
の
と
き
個
人
は
、
必
然
的
に
《
懐
疑
》
の
原
則
に
動
か
さ
れ
る
（222

）。

ギ
デ
ン
ズ
の
こ
う
し
た
指
摘
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
バ
ー
ジ
ェ
ス
の
詩
に
見
ら
れ
る
の
は
、
む
し
ろ
懐
疑
を
は
ね
つ
け
る
強
い
態

度
で
あ
る
。
英
語
名
と
日
本
語
名
に
訣
別
し
、
ハ
ワ
イ
ア
ン
・
ネ
イ
シ
ョ
ン
に
の
み
帰
属
す
る
と
、
こ
の
詩
は
宣
言
し
て
い
る
。

こ
の
迷
い
の
な
い
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
ど
う
理
解
す
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。
ヒ
ン
ト
は
、
こ
の
詩
の
題
名
で
も
あ
る
《
私
の
名
を
選

ぶm
y chosen nam

e

》
と
い
う
表
現
に
隠
さ
れ
て
い
る
。

《
私
》
が
選
ん
だ
《
私
》―

主
体
性
に
力
点
を
置
く
解
釈

バ
ー
ジ
ェ
ス
に
と
っ
て
、
先
住
民
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
獲
得
お
よ
び
維
持
は
、
外
形
的
な
基
準
の
拘
束
の
下
に
な
さ
れ
た
こ

と
で
は
な
い
。
規
範
や
社
会
的
圧
力
に
よ
っ
て
ハ
ワ
イ
名
を
名
乗
る
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
の
だ
。
で
は
、
彼
女
は
自
ら
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の
意
志
で
ハ
ワ
イ
人
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
選
ん
だ
の
だ
ろ
う
か
？　

そ
し
て
こ
の
詩
は
、《
私
》
自
身
が
《
私
》
の
名
を
選
ん

だ
と
い
う
主
体
性
の
勝
利
宣
言
と
し
て
、
ま
た
能
動
的
な
《
自
己
の
再
帰
的
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
》
の
表
現
と
し
て
、
読
ま
れ
る
べ
き

な
の
だ
ろ
う
か
？　

た
め
し
に
、
こ
の
方
向
に
沿
っ
て
こ
の
詩
を
解
釈
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う―

与
え
ら
れ
た
三
つ
の
選
択
肢―

ア
メ
リ
カ
人
の
《
私
》・
日
本
人
の
《
私
》・
ハ
ワ
イ
人
の
《
私
》―

か
ら
、《
私
》
は
一

つ
の
系
譜
を
選
ん
だ
。
そ
れ
は
《
私
》
が
選
び
と
っ
た
《
私
》
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
で
あ
り
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
で
あ
る
。
バ
ー

ジ
ェ
ス
の
詩
は
、
こ
う
し
た
主
体
性
の
勝
利
を
言
い
表
し
て
い
る
。

前
近
代
社
会
に
お
い
て
、
伝
統
は
「
外
的
な
基
準exterior criteria

」（
ギ
デ
ン
ズ
）
と
し
て
個
人
に
課
さ
れ
る
も
の
だ
っ
た
。

系
譜
も
そ
の
一
部
で
あ
る
。
し
か
し
今
日
、
と
り
わ
け
複
数
の
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
を
有
す
る
個
人
の
場
合
、
選
択
可
能
な
系
譜
の

う
ち
の
い
ず
れ
に
コ
ミ
ッ
ト
す
る
か
は
、
あ
る
程
度
ま
で
当
人
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
個
人
は
「
文
化
的
資
源
の
ス
ト
ッ

ク
」
に
ア
ク
セ
ス
し
、
当
人
が
実
際
に
置
か
れ
て
い
る
状
況
に
合
わ
せ
、
有
用
な
「
意
味
の
断
片
」
を
選
び
出
す 14
。
個
人
が
自
ら

の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
、
選
択
可
能
な
情
報
か
ら
構
築
す
る
こ
と
は
、
あ
る
程
度
ま
で
可
能
で
あ
る
。

バ
ー
ジ
ェ
ス
も
、
取
捨
選
択
に
よ
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
構
築
を
行
っ
て
い
る
。
彼
女
は
三
つ
の
名
前
と
い
う
文
化
的
資
源
の

ス
ト
ッ
ク
か
ら
一
つ
の
断
片
を
選
び
取
り
、「
私
の
物
語
」
を
再
構
成
し
た
。
自
ら
の
選
択
の
結
果
、《
私
》
は
先
住
民
に
「
な
る
」。

ハ
ワ
イ
人
プ
ア
ナ
ニ
と
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
、《
私
》
が
選
択
し
構
築
し
た
も
の
で
あ
る
。

―

と
い
う
よ
う
な
、
自
己
の
可
塑
性
を
強
調
す
る
解
釈
で
も
あ
り
う
る
。
こ
の
場
合
バ
ー
ジ
ェ
ス
は
内
的
準
拠
性
に
基
づ
い

て
「
私
の
物
語
」
を
作
り
上
げ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
伝
統
の
喪
失
に
と
も
な
う
文
化
要
素
の
断
片
化
、
恣
意
と
選
択
に
も
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と
づ
く
個
人
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
形
成
と
い
っ
た
、
現
代
社
会
の
一
般
的
傾
向
に
即
し
た
解
釈
と
言
え
よ
う 15
。

「
私
の
選
ば
れ
た
名
前
」―

受
動
性
に
力
点
を
置
く
解
釈

し
か
し
、
主
体
性
に
力
点
を
置
く
こ
う
し
た
解
釈
で
は
、
こ
の
詩
の
一
面
を
し
か
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
実
の
と
こ
ろ
こ

の
詩
に
は
、
受
動
性
を
示
す
し
る
し
も
散
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
。《
私
》
の
主
体
性
を
強
調
し
す
ぎ
る
と
、
そ
れ
を
見
落
と
し
て

し
ま
う
。

「
私
の
名
を
選
ぶC

hoosing M
y N

am
e

」
と
い
う
題
名
は
、
た
し
か
に
《
私
》
の
主
体
性
の
高
ら
か
な
宣
言
、
能
動
性
の
凱
歌

と
も
読
め
る
。
し
か
し
こ
こ
で
「
選
ぶ
」
と
い
う
動
作
の
主
体
は
明
示
さ
れ
て
は
い
な
い
。
本
文
中
に
も
《
私
の
選
ば
れ
た
名 

m
y chosen nam

e

》
と
い
う
表
現
が
見
え
る
。
こ
こ
で
も
「
選
ば
れ
たchosen

」
と
い
う
受
動
態
の
動
作
主
体
は
明
ら
か
で
な
い
。

《
私
》
の
名
を
選
ん
だ
の
は
誰
か
。
そ
れ
は
《
私
》
で
は
な
く
、
受
動
態
の
う
ち
に
隠
さ
れ
た
「
何
者
か
／
何
か
」
で
あ
る
の
か

も
し
れ
な
い
。
つ
ま
り
問
題
は
、「
自
律
」
か
「
他
律
」
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
私
が
選
ぶ
」
と
い
う
自
律
か
。「
な
に
も
の

か
」
に
よ
る
選
び
と
い
う
他
律
か
。
プ
ア
ナ
ニ
を
ピ
コ
の
名
と
し
て
選
ん
だ
の
は
「
誰
」
な
の
か
。

「
外
部
」
か
ら
の
命
令
に
従
っ
て
あ
る
名
を
名
乗
る
こ
と
は
、
共
同
体
へ
の
強
い
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
意
識
を
作
り
出
す
。

《「
伝
統
」
は
つ
ね
に
「
拘
束
的
」
な
規
範
的
性
格
を
持
つ
。
さ
ら
に
「
規
範
的
」
と
は
、
こ
こ
で
は
道
徳
的
要
素
を
含
ん
で
い

る
》（
ギ
デ
ン
ズ 164

）。
外
部
か
ら
個
人
に
与
え
ら
れ
る
命
令
は
、
道
徳
的
な
要
素
を
含
ん
で
い
る
。
共
同
体
へ
の
道
徳
的
な
コ

ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
感
覚
は
、
そ
れ
が
《
私
》
の
選
択
を
許
さ
ぬ
も
の
で
あ
る
こ
と
、「
外
形
的
基
準
」
か
ら
の
要
請
で
あ
る
こ
と

に
よ
っ
て
強
化
さ
れ
る
。
選
択
の
余
地
が
な
い
と
こ
ろ
に
懐
疑
は
生
じ
な
い
。

拘
束
的
な
も
の
が
も
つ
道
徳
性
に
つ
い
て
は
、
Ｂ
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
の
議
論
が
参
考
に
な
る
。
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
は
、
そ
の
近
代

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
論
の
な
か
で
、「
選
択
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
故
に
そ
こ
に
差
す
後
光
」
に
注
目
す
る
。
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
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根
底
に
は
、
人
が
自
ら
の
ふ
る
さ
と
に
感
じ
る
《
自
然
の
き
ず
な
》
が
あ
る
。
そ
れ
は
《
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
美
》
と
も
言
う

べ
き
も
の
だ
。《
そ
う
し
た
き
ず
な
の
ま
わ
り
に
は
、
そ
れ
が
選
択
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
ま
さ
に
そ
の
故
に
、
無
私
無

欲
の
後
光
が
さ
し
て
い
る
》。《
私
》
と
ふ
る
さ
と
と
は
、「
自
然
に
」
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
（236

）。

バ
ー
ジ
ェ
ス
の
「
ピ
コ
の
名
」
に
も
同
じ
こ
と
が
言
え
そ
う
だ
。《
私
》
の
ピ
コ
（
ま
た
《
私
》
の
身
体
と
存
在
そ
の
も
の
）

は
、《
私
》
の
選
択
に
よ
ら
ず
外
部
か
ら
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。「
ピ
コ
の
名
」
と
い
う
表
現
も
、
そ
れ
が
自
ら
の
選
択
を
介

さ
ず
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
さ
ら
に
詩
人
は
、
ピ
コ
を
介
し
た
《
私
》
と
大
地
と
の
つ
な
が
り
も
、

《
私
》
の
選
択
に
よ
ら
ず
与
え
ら
れ
た
も
の
だ
と
仄
め
か
す
。

で
は
、《
私
》
に
ピ
コ
の
名
を
与
え
た
「
何
も
の
か
」
と
は
何
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
人
類
学
者
の
Ｍ
・
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
が

「《
イ
ド
的
な
も
の
》
の
啓
示
」
と
呼
ぶ
も
の
に
関
わ
っ
て
い
る
。

フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
は
、
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
を
探
求
す
る
個
人
が
「
明
示
さ
れ
え
ぬ
も
の
」
か
ら
の
啓
示
を
体
験
す
る
こ
と
に
つ
い
て

述
べ
て
い
る
。
彼
は
ま
ず
、
一
九
七
〇
年
代
か
ら
八
〇
年
代
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
自
伝
が
多

数
出
版
さ
れ
た
こ
と
に
注
目
し
た
。
そ
れ
ら
の
テ
ク
ス
ト
に
記
さ
れ
て
い
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
探
求
の
営
み
は
、《
何
か
新
し

い
も
の
》（363

）
で
あ
り
、《
二
十
世
紀
末
の
多
元
的
な
脱
産
業
社
会
の
探
求
の
形
式
の
重
要
な
も
の
》
で
あ
る
（362

）。
こ
れ

ら
の
探
求
者
た
ち
を
つ
き
動
か
し
て
い
る
の
は
、《
何
か
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
も
の
で
、
し
ば
し
ば
抑
え
き
れ
な
い
、
避
け
が
た
い

も
の
》
だ
。
そ
れ
は
認
知
的
な
言
語
や
知
識
と
し
て
掬
い
取
れ
な
い
、《
何
か
非
常
に
困
惑
さ
せ
ら
れ
る
も
の
、
何
か
手
に
負
え

な
い
よ
う
な
代
物
》
で
あ
る
（363

）。
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
に
は
《
潜
在
力
》
が
あ
り
、
そ
れ
は
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
感
情
的
部

分
に
深
く
根
ざ
し
て
い
る
。
自
ら
の
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
に
つ
い
て
明
示
的
な
知
識
を
も
た
な
い
個
人
に
対
し
て
、《
埋
も
れ
て
い
た

も
の
》
が
突
如
《
表
面
に
出
て
く
る
》
こ
と
が
あ
る
。
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
は
そ
れ
を
《
イ
ド
的
》
な
力
の
表
れ
と
呼
ぶ
（365

）。
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イ
ド
（id

）
は
、
元
来
フ
ロ
イ
ト
が
用
い
た
よ
う
に
、
単
に
そ
れ
（das E

S

）、
経
験
の
非
人
称
性
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
語
圏
の

子
供
に
と
っ
て
特
に
心
強
い
味
方
な
の
だ
が
、
子
供
が
そ
も
そ
も
中
性
名
詞―

ダ
ス
・
キ
ン
ト―

で
あ
り
、
だ
ん
だ
ん

成
長
し
て
は
じ
め
て
認
知
さ
れ
性
別
の
あ
る
個
人
と
い
う
自
己
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
個
人
の
本
質
的
存
在
に

関
わ
る
何
か
を
認
識
す
る
こ
と
は
、
個
人
が
直
接
意
識
し
制
御
し
て
い
る
も
の
の
外
部
に
根
ざ
し
な
が
ら
、
な
お
か
つ
自
己

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

定
義
の
努
力
を
も
求
め
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（365

）。（
強
調
引
用
者
） 

「
私
の
選
ば
れ
た
名m

y chosen nam
e

」
と
い
う
受
動
態
も
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
経
験
を
暗
に
物
語
っ
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ

な
い
だ
ろ
う
か 16
。《
私
》
は
、《
イ
ド
的
な
も
の
》
の
啓
示
に
よ
っ
て
自
ら
の
存
在
に
関
わ
る
「
何
か
」
を
認
識
さ
せ
ら
れ
、
自
ら

の
「
本
質
」
を
表
す
ピ
コ
の
名
を
与
え
ら
れ
た
。
そ
し
て
そ
の
ピ
コ
の
名
は
、
彼
女
に
《
自
己
定
義
の
努
力
を
も
求
め
る
》。
つ

ま
り
こ
の
詩
そ
の
も
の
が
、「
ハ
ワ
イ
人
プ
ア
ナ
ニ
」
と
し
て
の
自
己
定
義
の
告
白
に
他
な
ら
な
い
の
だ
、
と
。

こ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
と
き
、「
自
律
か
他
律
か
」
と
い
う
問
い
は
解
決
へ
向
か
い
そ
う
に
思
わ
れ
る
。
自
律
か
他
律
か
と
い

う
二
項
対
立
で
は
な
く
、
自
律
性
と
他
律
性
は
相
補
的
な
関
係
に
あ
る
の
だ
。
ピ
コ
の
名
は
「
外
部
」
に
よ
っ
て
他
律
的
に
与
え

ら
れ
た
と
同
時
に
、
彼
女
自
身
が
主
体
的
に
定
義
す
る
必
要
の
あ
る
も
の
で
あ
る
。「
私
の
選
ば
れ
た
名
」
の
獲
得
は
、
他
律
の

結
果
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
に
続
く
自
律
の
結
果
で
も
あ
る
の
だ
。

と
こ
ろ
で
、
本
人
の
自
律
的
な
《
自
己
定
義
の
努
力
》
の
過
程
で
産
出
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
が
「
物
語
」
で
あ
る 17
。
次

節
で
は
、
個
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
探
求
と
「
私
の
物
語
」
の
創
出
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
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四　
「
私
の
物
語
」
の
創
出
と
道
徳
的
共
同
体
へ
の
（
再
）
帰
属

《
私
を
ア
ー
イ
ナ
に
／
カ
イ
と
ポ
ッ
エ
・
カ
ヒ
コ
に
つ
な
ぎ
戻
す
、
／
私
の
ピ
コ
の
名
》

断
絶
と
忘
却
が
生
む
「
私
の
物
語
」

《
私
》
が
何
者
で
あ
る
の
か
を
理
解
す
る
に
は
、
自
分
が
ど
の
よ
う
に
成
り
立
っ
て
き
た
の
か
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か

し
《
私
》
の
成
り
立
ち
は
、
し
ば
し
ば
《
私
》
の
知
ら
な
い
空
白
に
囲
ま
れ
て
い
る
。
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
。

幼
児
か
ら
大
人
に
な
る
ま
で
、
何
千
の
日
々
が
思
い
出
の
か
な
た
に
消
え
去
っ
て
し
ま
う
こ
と
か
！　

黄
ば
ん
だ
写
真
の
中

で
毛
布
や
ベ
ッ
ド
の
上
で
幸
せ
そ
う
に
寝
そ
べ
っ
て
い
る
こ
の
裸
の
赤
ん
坊
が
あ
な
た
だ
と
い
う
こ
と
を
知
る
の
に
他
人
の

助
け
が
要
る
と
い
う
の
は
な
ん
と
奇
妙
な
こ
と
か
。
写
真
、
つ
ま
り
、
こ
の
複
製
技
術
時
代
の
申
し
子
…
…
が
同
時
に
、
な

ん
ら
か
の
外
見
的
連
続
性
を
記
録
し
、
そ
れ
が
記
憶
か
ら
失
わ
れ
た
こ
と
を
強
調
す
る
。
こ
の
疎
外
か
ら
人
物
（
パ
ー
ソ
ン

フ
ッ
ド
）、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
…
…
の
概
念
が
生
ま
れ
、
そ
し
て
そ
れ
が
「
記
憶
」
さ
れ
え
な
い
も
の
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、

語
ら
れ
る
ほ
か
な
い
（333

）。

《
私
》
の
な
り
た
ち
を
知
ろ
う
に
も
、《
私
》
は
自
分
の
過
去
か
ら
疎
外
さ
れ
て
い
る
。《
私
》
と
記
憶
さ
れ
え
な
い
も
の
と
の

間
に
は
断
絶
が
あ
る
。
だ
が
、
と
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
は
言
う
。
物
語
と
は
、
ま
さ
に
そ
の
忘
却
か
ら
生
ま
れ
る
も
の
だ
。
断
絶
の
自

覚
が
、
物
語
を
創
出
す
る
の
で
あ
る
。
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意
識
の
深
刻
な
変
化
は
い
つ
で
も
、
…
…
特
有
の
記
憶
喪
失
を
と
も
な
う
も
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
忘
却
の
な
か
か
ら
、
あ

る
特
定
の
歴
史
的
状
況
の
下
で
、
物
語
（
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
）
が
生
ま
れ
る
（332

）。

同
じ
こ
と
が
国
民
の
物
語
に
つ
い
て
も
言
え
る
、
と
彼
は
続
け
る
。

世
俗
的
、
連
続
的
な
時
間
に
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
と
い
う
意
識
、
そ
う
し
た
時
間
は
そ
れ
自
体
連
続
性
を
意
味
す
る
の
に
、

こ
の
連
続
性
の
経
験
を
「
忘
れ
て
い
る
」
と
い
う
意
識
…
…―

こ
れ
が
「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
の
物
語
の
必
要
を
生
み

出
す
（334

）。

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
探
求
す
る
個
人
や
集
団
は
、
な
ぜ
物
語
を
語
る
の
か
。
そ
れ
は
、
過
去
と
の
連
続
性
の
感
覚
を
回
復
す

る
た
め
だ
。
こ
こ
で
、《
私
（
た
ち
）》
と
共
同
体
と
の
「
再
接
続
」
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
っ
て
く
る
。

道
徳
的
な
共
同
体
へ
の
（
再
）
接
続

断
絶
の
克
服
と
再
接
続
へ
の
希
求
は
、
バ
ー
ジ
ェ
ス
の
詩
に
も
顕
著
に
表
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
端
的
に
表
し
て
い
る
の
が
、

「
つ
な
ぎ
戻
すconnecting m

e back

」
と
い
う
表
現
だ
。
大
地
、
海
、
祖
先
た
ち―

ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
を
構
成
す
る
こ
れ
ら

の
要
素
か
ら
、《
私
》
は
か
つ
て
隔
て
ら
れ
て
い
た
。
だ
が
《
私
》
の
ピ
コ
の
名
が
、
両
者
を
「
つ
な
ぎ
戻
」
し
た
と
、
詩
人
は

詠
う
。
ピ
コ
の
名
が
、
忘
却
の
谷
を
橋
渡
し
し
た
の
だ
。
ピ
コ
は
、
個
人
を
共
同
体
に
つ
な
ぎ
と
め
る
紐
帯
の
可
視
化
さ
れ
た
イ

メ
ー
ジ
で
あ
る
。
ピ
コ
の
名
は
、
拡
散
し
が
ち
な
《
私
》
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
に
つ
な
ぎ
戻
す
、
象
徴

的
な
紐
帯
で
あ
る
。
こ
の
へ
そ
の
緒
に
よ
っ
て
《
私
》
は
マ
ト
リ
ク
ス
（
母
胎
）
に
接
続
さ
れ
、
存
在
論
的
安
心
を
供
給
さ
れ
る 18
。
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ピ
コ
の
名
は
《
私
》
を
ポ
ッ
エ
・
カ
ヒ
コ
（
祖
先
た
ち
）
に
つ
な
ぎ
戻
し
た
。
ピ
コ
と
い
う
語
が
想
像
力
へ
の
経
路
を
開
き
、

ア
ッ
パ
デ
ュ
ラ
イ
の
言
う
《
想
像
力
の
わ
ざ
》
に
よ
っ
て
、《
私
》
は
系
譜
に
つ
な
ぎ
戻
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
《
私
》
は
、
集
団

的
な
生
命
の
連
続
線
の
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
る 19
。
消
失
し
て
い
た
記
憶
は
回
復
さ
れ
、《
私
》
と
こ
の
共
同
体
の
間
に
本
来
あ
る

べ
き
連
続
性
が
回
復
さ
れ
る
。

こ
の
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
は
、
非
歴
史
化
さ
れ
た
道
徳
的
共
同
体
で
あ
る
。
死
ん
だ
祖
先
た
ち―

現
在
生
き
て
い
る
《
私
》―

未

生
の
子
孫
た
ち
の
三
者
は
、
歴
史
の
軸
を
貫
い
て
と
も
に
こ
の
共
同
体
に
属
し
て
い
る
。
こ
こ
で
生
じ
て
い
る
の
は
、
歴
史
の

「
圧
縮
」
で
あ
る 21
。

そ
し
て
、
こ
の
道
徳
的
共
同
体
を
構
成
し
て
い
る
の
は
人
間
ば
か
り
で
は
な
い
。
ハ
ワ
イ
の
自
然
も
ま
た
、
共
同
体
の
一
部
を

成
し
て
い
る
。
ピ
コ
の
名
は
、《
私
》
を
大
地
（
ア
ー
イ
ナ
）
と
海
（
カ
イ
）、
つ
ま
り
自
然
に
「
つ
な
ぎ
戻
す
」
と
詩
人
は
歌
う
。

自
然
は
祖
先
た
ち
と
連
続
す
る
も
の
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
自
然
と
人
間
社
会
の
系
譜
と
が
、
こ
こ
で
は
緩
や
か
に
結
び
つ
け

ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
行
わ
れ
て
い
る
の
は
、
自
然
の
再
道
徳
化
で
あ
る
。（
当
然
こ
こ
で
は
、
近
代
の
道
具
的
な
自
然
観
、
つ

ま
り
人
間
の
目
的
を
実
現
す
る
手
段
と
し
て
の
自
然
と
い
う
捉
え
方
は
退
け
ら
れ
る
。）

《
私
》、
ネ
イ
シ
ョ
ン
、
そ
し
て
自
然―

三
者
は
、
ピ
コ
の
名
と
い
う
象
徴
的
紐
帯
に
よ
っ
て
結
び
あ
わ
さ
れ
る
。「
私
の
物

語
」（
個
人
）
と
「
民
族
の
物
語
」（
ネ
イ
シ
ョ
ン
）、
そ
し
て
道
徳
化
さ
れ
た
「
自
然
」
が
、
連
続
し
た
も
の
と
し
て
関
係
づ
け

ら
れ
る
の
だ 21
。《
私
》
の
存
在
の
本
性nature

と
、
外
部
の
生
態
的
環
境
と
し
て
の
自
然nature

と
が
、
こ
の
よ
う
に
無
造
作
な

仕
方
で
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
く
。

重
要
な
の
は
、
こ
う
し
た
物
語
が
、
未
来
へ
の
希
望
と
倫
理
的
な
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
も
た
ら
す
こ
と
だ
。
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
の
探
求
に
お
い
て
経
験
さ
れ
る
異
常
な
感
覚
は
、《
倫
理
的
で
前
向
き
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
の
（
再
）
創
造
》
と
《
発
見
》

に
つ
な
が
る
、
と
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
は
言
う
。（363-364

）《
幻
が
な
け
れ
ば
民
は
堕
落
す
る
》（「
箴
言
」29:18a

）
と
い
う
聖
書
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の
文
言
を
思
わ
せ
る
こ
の
言
葉
は
、
バ
ー
ジ
ェ
ス
の
詩
に
も
当
て
は
ま
る
。
こ
の
詩
に
見
え
る
再
接
続
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
（
幻
）

は
、《
イ
ド
的
な
も
の
》
の
表
出
の
結
果
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
倫
理
的
な
《
精
神
の
共
同
体
》
の
発
見
で
も
あ
る
。
ピ
コ
の
名

に
《
つ
な
ぎ
戻
さ
れ
》
た
彼
女
は
、
ポ
ッ
エ
・
カ
ヒ
コ
（
祖
先
た
ち
）
の
道
徳
的
共
同
体
を
発
見
し
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
女
の

自
尊
感
情
は
回
復
し
、《
価
値
の
取
り
戻
し
》
が
起
こ
る
。《
私
の
護
符
》《
私
の
槍
》
と
い
う
詩
句
が
、
こ
の
こ
と
を
物
語
っ
て

い
る
。

ま
と
め

ハ
ワ
イ
先
住
民
で
あ
る
こ
と
の
外
形
的
基
準
は
脆
弱
で
あ
る
。
そ
の
な
か
で
、
自
ら
を
先
住
民
系
譜
に
連
な
る
者
と
し
て
自
覚

す
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
本
稿
で
は
こ
の
問
い
に
つ
い
て
、
一
篇
の
詩
を
通
し
て
考
え
て
き
た
。

客
観
的
な
真
正
性authenticity

と
い
う
基
準
か
ら
こ
の
詩
の
内
容
を
云
々
す
る
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
無
益
で
あ
ろ
う
。
む
し

ろ
注
目
す
べ
き
は
、
こ
う
し
た
物
語
の
創
出
に
向
け
て
彼
女
を
突
き
動
か
し
た
、《
イ
ド
的
な
力
》
の
働
き
で
あ
る
。《
私
》
と

《
私
た
ち
》
の
物
語
を
語
ら
ず
に
は
お
れ
な
い
と
い
う
衝
動
を
、
私
た
ち
は
抱
え
て
い
る
。
バ
ー
ジ
ェ
ス
も
ま
た
、《
私
の
物
語
》

を
語
る
。《
私
》
と
ア
ー
イ
ナ
（
大
地
）、
ポ
ッ
エ
・
カ
ヒ
コ
（
祖
先
）
が
、
ピ
コ
の
名
に
よ
っ
て
「
つ
な
ぎ
戻
さ
れ
た
」
と
い
う

の
が
、
彼
女
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
再
構
成
に
あ
た
っ
て
創
出
さ
れ
た
物
語
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
希
望
と
解
放
に
向
け
て
の
倫

理
的
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
も
た
ら
す
物
語
で
あ
る
と
と
も
に
、
マ
ト
リ
ク
ス
へ
の
回
帰
と
い
う
人
類
普
遍
の
希
求
を
表
し
た
物
語
で
も

あ
っ
た
。
ピ
コ
の
名
に
よ
る
マ
ト
リ
ク
ス
へ
の
再
接
続
と
、《
私
》
の
再
統
合
が
、
そ
こ
で
は
語
ら
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
再
接
続
の
ビ
ジ
ョ
ン
は
、
フ
ロ
イ
ト
の
「
大
洋
的
感
情
」
論
を
想
起
さ
せ
る
。
フ
ロ
イ
ト
は
「
文
化
へ
の
不
満
」

（
一
九
三
〇
年
）
の
中
で
宗
教
的
感
情
の
起
源
を
複
数
挙
げ
て
い
る
。
そ
の
一
つ
が
、「
大
洋
的
感
情
」
と
彼
が
呼
ぶ
も
の
だ
。
フ
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ロ
イ
ト
自
身
は
明
言
し
て
い
な
い
が
、
Ｍ
・
テ
イ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
大
洋
的
感
情
と
は
「
母
な
る
も
の
」
へ
の
希
求
に
他
な
ら
な

い
。
そ
れ
は
マ
ト
リ
ク
ス
（
母
胎
）
へ
の
再
接
続
を
願
い
、
原
初
的
一
体
性O
neness

の
回
復
を
渇
望
す
る
心
情
で
あ
る
（T

aylor 

62
）。《
私
》
た
ち
は
、
マ
ト
リ
ク
ス
に
「
つ
な
ぎ
戻
」
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
渇
望
を
抱
え
て
故
郷
を
捜
し
求
め
る
。
そ
れ

は
、
確
か
な
も
の
を
求
め
、
心
理
的
安
心security

を
希
求
す
る
、
人
類
共
通
の
態
度
で
あ
る
。《
さ
み
し
く
な
っ
た
ら
、
お
ヘ

ソ
を
見
よ
う
》。―

母
胎
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
し
ま
っ
た
私
た
ち
は
、
本
源
的
な
《
さ
み
し
》
さ
を
克
服
す
る
た
め
に
、《
お
ヘ

ソ
》
を
見
る
。
存
在
の
根
源
た
る
「
起
源
」
に
触
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
大
洋
的
感
情
が
満
た
さ
れ
、《
私
》
の
生
命
は
回
復
す
る
。

ア
ー
イ
ナ
は
バ
ー
ジ
ェ
ス
に
と
っ
て
の
存
在
論
的
準
拠―

母
胎―

で
あ
っ
た
。
ピ
コ
の
名
に
よ
っ
て
、《
私
》
は
ア
ー
イ
ナ

と
再
接
続
さ
れ
、
故
郷
に―

子
宮
に―

帰
る
。
こ
れ
を
ナ
イ
ー
ヴ
な
本
質
主
義
と
笑
う
こ
と
は
た
や
す
い
。
ま
た
そ
こ
に
は
、

深
刻
な
倫
理
的
陥
穽
も
口
を
開
け
て
待
ち
構
え
て
い
る 22
。
だ
が
、
満
た
さ
れ
ぬ
渇
き
を
抱
え
て
探
求
を
続
け
る
個
人
を
、
誰
が
笑

う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

系
譜
と
は
、
歴
史
の
軸
を
貫
い
て
生
命
が
連
続
す
る
さ
ま
を
語
る
物
語
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
人
類
の
大
洋
的
感
情
か
ら
発
す

る
起
源
へ
の
希
求
が
生
み
出
し
て
き
た
、
人
間
的
な
構
築
物
で
あ
る
。
系
譜
を
語
る
と
い
う
行
為
の
根
底
に
は
、《
何
か
ダ
イ
ナ

ミ
ッ
ク
な
も
の
で
、
し
ば
し
ば
抑
え
き
れ
な
い
、
避
け
が
た
い
も
の
》（
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー 363

）
が
存
在
す
る
。
死
生
学
研
究
と

い
う
分
野
に
と
っ
て
、
こ
れ
は
考
察
に
値
す
る
問
題
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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ロ
イ
ト
、
ジ
グ
ム
ン
ド
（
浜
川
祥
枝
訳
）「
文
化
へ
の
不
満
」『
フ
ロ
イ
ト
著
作
集
』
人
文
書
院
、
一
九
六
九
年
、431-496

頁
。

■ 

註
1 

堤
藤
成
、「
二
〇
〇
九
年
度
社
団
法
人
日
本
新
聞
協
会
広
告
ク
リ
エ
ー
テ
ィ
ブ
コ
ン
テ
ス
ト
」
最
優
秀
賞
受
賞
作
の
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
。

2 

一
九
九
二
年
に
来
日
し
た
際
、
バ
ー
ジ
ェ
ス
は
自
ら
の
日
系
系
譜
に
つ
い
て
語
っ
た
。―

父
方
の
祖
父
母
は
、
一
九
二
五
年
に
熊
本

県
か
ら
ハ
ワ
イ
に
移
民
し
て
き
た
。
彼
ら
は
幼
い
息
子
を
連
れ
て
い
た
。
後
に
バ
ー
ジ
ェ
ス
の
父
と
な
る
ヨ
シ
ユ
キ
で
あ
る
。
ヨ
シ
ユ

キ
は
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
と
い
う
英
語
名
を
与
え
ら
れ
、
日
本
軍
に
よ
る
真
珠
湾
攻
撃
以
降
は
、
日
本
名
を
ま
っ
た
く
使
わ
な
く
な
っ
た
。

（
プ
ア
ナ
ニ
・
バ
ー
ジ
ェ
ス
（
柳
瀬
美
恵
訳
）「
ハ
ワ
イ
先
住
民
が
語
る
真
珠
湾
五
十
年
」『
ひ
ょ
う
ご
部
落
解
放
』
46
号
、
一
九
九
二
年
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三
月
、64-72

頁
）。

3 

メ
レ
デ
ィ
ス
・
Ｂ
・
マ
ク
ガ
イ
ア
（
山
中
弘
他
訳
）『
宗
教
社
会
学―

宗
教
と
社
会
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
ス
』
明
石
書
店
、
二
〇
〇
八
年
、

142

頁
を
参
照
。

4 

《
重
荷
》
を
あ
え
て
引
き
受
け
る
彼
女
の
態
度
は
、
ギ
デ
ン
ズ
の
《
開
拓
さ
れ
た
リ
ス
クcultivated risk

》
と
い
う
概
念
を
通
し
て
理
解

し
う
る
。
個
人
は
、《
危
険
は
克
服
さ
れ
る
だ
ろ
う
と
い
う
信
頼
》
の
上
に
、
あ
え
て
リ
ス
ク
を
求
め
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
が
開
拓
さ

れ
た
リ
ス
ク
で
あ
る
。《
こ
の
よ
う
な
危
険
を
統
制
す
る
こ
と
は
、
困
難
な
状
況
を
乗
り
越
え
ら
れ
る
こ
と
を
自
己
証
明
す
る
行
為
で

あ
り
、
ま
た
そ
れ
を
自
他
に
示
す
こ
と
で
あ
る
》。
ハ
ワ
イ
名
の
み
を
名
乗
る
こ
と
も
、
こ
う
し
た
自
己
証
明
の
行
為
で
あ
る
。
彼
女
の

ハ
ワ
イ
性
は
、
日
系
の
親
類
に
揶
揄
さ
れ
る
原
因
だ
が
、
バ
ー
ジ
ェ
ス
は
そ
の
リ
ス
ク
を
引
き
受
け
る
。
ピ
コ
の
名
は
《
重
荷
》
だ
が
、

そ
の
価
値
は
転
換
さ
れ
、
希
望
を
も
た
ら
す
《
祝
福
》《
護
符
》《
槍
》
と
な
る
。《
開
拓
さ
れ
た
リ
ス
ク
を
引
き
受
け
る
こ
と
の
恐
怖
は
、

…
…
「
未
来
に
向
か
う
勇
気
」
を
糧
と
し
て
い
る
》。
ギ
デ
ン
ズ
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
リ
ス
ク
の
引
き
受
け
は
、
際
だ
っ
て
「
モ
ダ
ン
」

な
行
為
で
あ
る
。
そ
れ
は
変
化
と
流
動
性
を
も
た
ら
す
行
為
で
あ
る
か
ら
だ
（151

）。

5 

ス
テ
ィ
グ
マ
に
は
可
視
的
な
も
の
と
そ
う
で
な
い
も
の
と
が
あ
る
（
ア
ー
ヴ
ィ
ン
グ
・
ゴ
ッ
フ
マ
ン
（
石
黒
毅
訳
）『
ス
テ
ィ
グ
マ
の

社
会
学―

烙
印
を
押
さ
れ
た
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
』
せ
り
か
書
房
、
一
九
八
四
年
［G

offm
an, E

rving. 1963. Stigm
a: N

otes on the 

M
anagem

ent of Spoiled Identity . P
rentice-H

all.

］、82-87

頁
）。
ス
テ
ィ
グ
マ
・
シ
ン
ボ
ル
が
可
視
的
で
、
し
た
が
っ
て
印
象
操
作
や
補
償

努
力
が
不
可
能
な
場
合
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
政
治
へ
の
参
加
コ
ス
ト
は
低
下
す
る
、
と
石
川
は
言
う
（178

）。
で
は
バ
ー
ジ
ェ
ス

の
場
合
は
ど
う
か
。
危
う
さ
を
承
知
で
あ
え
て
主
観
的
な
印
象
を
記
せ
ば
、
バ
ー
ジ
ェ
ス
は
あ
ま
り
「
ハ
ワ
イ
人
ら
し
い
」
容
貌
の
持

ち
主
で
は
な
い
。
年
配
の
ア
ジ
ア
系
女
性
に
見
え
る
、
と
い
う
の
が
筆
者
の
印
象
で
あ
る
。

6 

も
ち
ろ
ん
、
ハ
ワ
イ
人
が
法
的
に
定
義
さ
れ
る
こ
と
は
あ
る
。
公
的
扶
助
の
受
給
対
象
を
画
定
す
る
た
め
な
ど
に
で
あ
る
。
だ
が
先
住

民
運
動
家
の
多
く
は
、
州
政
府
に
よ
る
ハ
ワ
イ
人
定
義
の
基
準
を
「
人
種
主
義
的
」
で
あ
る
と
批
判
し
て
い
る
。
特
に
、
州
政
府
の
い

わ
ゆ
る
「
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
ル
ー
ル
」
を
批
判
す
る
声
は
多
い
。
こ
れ
は
、「
ハ
ワ
イ
人
宅
地
法H

aw
aiian H

om
e C

om
m

ission A
ct

」

の
適
用
な
ど
に
際
し
、
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
血
統
を
持
つ
者
の
み
を
ハ
ワ
イ
人
と
す
る
規
定
で
あ
る
。
先
住
民
運
動
団
体
の
多
く
は
、

ハ
ワ
イ
人
定
義
の
問
題
に
つ
い
て
文
化
決
定
主
義
の
立
場
を
と
る
。
血
の
「
量
」
よ
り
も
、「
ハ
ワ
イ
人
で
あ
る
」
と
い
う
自
覚
を
重
視
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す
る
方
向
だ
。
た
と
え
ば
ハ
ワ
イ
人
団
体
カ
・
ラ
ー
フ
イ
・
ハ
ワ
イ
イ
へ
は
、「
ハ
ワ
イ
人
の
血
統
を
も
つ
者
な
ら
そ
れ
が
い
か
な
る
量

で
も
」
加
入
資
格
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。（K

a Lā hui H
aw

ai’i. 1993:7. “T
he Sovereign N

ation of H
aw

ai’i.” H
onolulu.

）

7 

か
つ
て
ハ
ワ
イ
各
地
で
は
、
へ
そ
の
緒
に
関
す
る
民
俗
儀
礼
が
広
く
行
わ
れ
た
。
子
が
産
ま
れ
る
と
、
親
は
そ
の
へ
そ
の
緒
を
人
知
れ

ず
岩
陰
に
隠
す
。
呪
い
避
け
の
た
め
で
あ
る
。
へ
そ
の
緒
を
放
置
す
れ
ば
、
悪
意
あ
る
他
人
に
盗
ま
れ
た
り
、
ネ
ズ
ミ
に
か
じ
ら
れ
た

り
す
る
恐
れ
が
あ
る
。
そ
れ
は
非
常
に
危
険
な
こ
と
だ
っ
た
（P

ukui, et al 2:29; P
ukui and H

andy 78

）。
へ
そ
の
緒
が
「
傷
つ
き
や

す
い
も
の
」
と
考
え
ら
れ
た
の
は
、
お
そ
ら
く
そ
れ
が
「
移
行
」
の
状
態
と
関
わ
っ
て
い
る
た
め
だ
ろ
う
。
Ｍ
・
ダ
グ
ラ
ス
に
よ
れ
ば
、

諸
文
化
に
お
い
て
出
生
以
前
の
小
児
は
「
傷
つ
き
や
す
く
し
か
も
危
険
な
も
の
」
と
し
て
扱
わ
れ
る
。（
メ
ア
リ
・
ダ
グ
ラ
ス
（
塚
本
利

明
訳
）『
汚
穢
と
禁
忌
』
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
〇
九
年
、229

頁
）「
危
険
は
過
渡
期
に
存
在
す
る
」（
ヴ
ァ
ン
・
ジ
ュ
ネ
ッ
プ
）。
新

生
児
は
、
子
宮
か
ら
人
間
社
会
へ
の―

ハ
ワ
イ
語
の
語
彙
で
は
、
ポ
ーpō

（
闇
） 

か
ら
ア
オao

（
光
）
へ
の―

移
行
の
途
上
に
あ
る
。

あ
る
状
態
か
ら
あ
る
状
態
へ
移
行
中
の
も
の
は
、
ダ
グ
ラ
ス
に
よ
れ
ば
「
ア
ノ
マ
リ
ー
な
も
の
」
で
あ
り
、
不
安
定
で
不
定
形
で
あ
る

が
ゆ
え
に
危
険
と
み
な
さ
れ
る
。

8 

眠
っ
て
い
る
間
に
当
人
の
ウ
ハ
ネ
が
頭
か
ら
出
て
行
き
、
外
を
歩
き
回
る
こ
と
も
あ
る
。
逆
に
、
良
い
霊
や
悪
い
霊
が
、
頭
か
ら
入
り

こ
ん
で
人
に
憑
依
す
る
こ
と
も
あ
る
と
さ
れ
た
。（P

ukui, et al. 1:182

）

9 

ピ
コ
に
は
、
単
に
肉
体
の
一
部
と
し
て
の
頭
頂
部
、
あ
る
い
は
物
体
の
頂
点
と
い
う
語
義
も
あ
る
。P

ukui and E
lbert

参
照
。

11 

ハ
ン
ナ
・
ア
レ
ン
ト
（
志
水
速
雄
訳
）『
人
間
の
条
件
』
未
来
社
、
一
九
七
三
年
、
第
一
章
参
照
。

11 

ピ
コ
の
い
ず
れ
の
語
義
に
も
、「
結
び
つ
け
る
と
同
時
に
分
け
隔
て
る
介
在
者
」
と
い
う
含
意
が
見
ら
れ
る
。
へ
そ
の
緒
（
お
よ
び
そ
の

痕
跡
た
る
へ
そ
）
は
、
母
と
《
私
》
と
の
つ
な
が
り
の
し
る
し
で
あ
る
。
同
時
に
、
両
者
が
お
互
い
異
な
る
個
体
で
あ
る
こ
と
の
し
る

し
で
も
あ
る
。
一
体
で
は
な
い
が
こ
れ
以
上
な
く
不
可
分
と
い
う
、
母
子
関
係
の
密
接
さ
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
、
ど
の
語
義
に
お
い
て
も

共
有
さ
れ
て
い
る
。

12 

前
近
代
社
会
に
お
い
て
、
伝
統
は
二
つ
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
ギ
デ
ン
ズ
は
言
う
。
第
一
に
、
時
間
を
秩
序
化
す
る
役
割
で
あ
る
。

伝
統
的
な
実
践
様
式
が
支
配
的
な
と
こ
ろ
で
は
、《
時
間
は
空
虚
な
も
の
で
は
な
く
、
一
貫
し
た
「
存
在
の
様
式
」
が
未
来
を
過
去
と
関

係
づ
け
る
》。
第
二
に
、
伝
統
は
、《
認
知
的
要
素
と
道
徳
的
要
素
を
混
合
す
る
、
事
物
の
確
か
さ
の
感
覚
を
創
り
出
す
》（52

）。
バ
ー
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ジ
ェ
ス
の
生
き
る
現
代
ハ
ワ
イ
に
お
い
て
、
ハ
ワ
イ
先
住
民
の
民
俗
伝
統
は
、
も
は
や
ど
ち
ら
の
役
割
も
果
た
し
え
な
い
。
彼
女
の
一

種
「
キ
メ
ラ
的
」
な
ピ
コ
概
念
の
創
造
は
、
そ
う
し
た
な
か
で
な
お
、「
確
か
な
も
の
」
を
求
め
よ
う
と
す
る
格
闘
の
産
物
で
あ
る
。

13 

ギ
デ
ン
ズ220

頁
。
た
だ
、
ギ
デ
ン
ズ
は
「
伝
統
社
会
」
と
「
近
代
社
会
」
を
二
分
法
的
に
捉
え
す
ぎ
て
い
る
、
と
い
う
批
判
も
成
り

立
つ
だ
ろ
う
。

14 

伊
藤
雅
之
「
宗
教
・
宗
教
性
・
霊
性―

文
化
資
源
と
当
時
者
性
に
着
目
し
て
」
国
際
宗
教
研
究
所
編
『
現
代
宗
教2001

』49-65

頁

参
照
。
Ｔ
・
ル
ッ
ク
マ
ン
の
「
見
え
な
い
宗
教
」
論
も
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
「
消
費
主
義
的
」
な
選
択
行
動
と
、
個
人
の
選
択
か
ら
成

る
自
己
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
構
築
に
注
目
し
て
い
た
。
ル
ッ
ク
マ
ン
、
ト
ー
マ
ス
（
赤
池
憲
昭
、
ヤ
ン
・
ス
ィ
ン
ゲ
ド
ー
訳
）『
見
え

な
い
宗
教
』
ヨ
ル
ダ
ン
社
、
一
九
七
六
年
［Luckm

ann, T
hom

as. 1967. T
he Invisible R

eligion: T
he P

roblem
 of R

eligion in M
odern Society . 

N
Y

: M
acm

illan.
］。

15 

註
14
参
照
。

16 

フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
は
、「
イ
ド
的
な
も
の
」
に
関
連
し
て
次
の
よ
う
に
説
く
。《
言
語
に
は
そ
れ
自
体
の
内
に
感
情
的
な
共
鳴
を
起
こ
す
メ

タ
フ
ァ
ー
や
知
識
や
連
想
の
層
が
沈
殿
し
て
お
り
、
そ
う
い
っ
た
も
の
は
注
意
が
向
け
ら
れ
る
と
、
発
見
や
啓
示
と
し
て
経
験
さ
れ
る

こ
と
が
可
能
で
あ
る
》（366

）。
バ
ー
ジ
ェ
ス
の
場
合
、
ピ
コ
と
い
う
語
に
沈
殿
し
て
い
た
知
識
や
歴
史
の
層
に
注
意
が
向
け
ら
れ
た
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

17 

フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
の
議
論
に
は
宗
教
論
を
思
わ
せ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
の
以
下
の
議
論
と
比
較
せ
よ
。
人

間
は
神
へ
の
信
頼
か
ら
神
認
識
に
、
認
識
か
ら
信
仰
告
白
へ
至
る
。
認
識
は
、
神
か
ら
理
性
の
照
明
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の

み
可
能
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
「
認
識
」
を
与
え
ら
れ
た
人
間
は
、
信
仰
の
「
告
白
」
に
至
る
。（
井
上
良
雄
訳
『
教
義
学
要
綱
』

新
教
出
版
社
、
一
九
九
三
年
、
二
章
～
四
章
。）
一
方
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
は
、《
外
部
》
か
ら
《
イ
ド
的
な
力
》
の
働
き
か
け
が
ま
ず
生
じ
、

次
い
で
《
自
己
定
義
の
努
力
》
が
求
め
ら
れ
る
と
説
明
し
て
い
る
。

18 

こ
こ
で
ピ
コ
の
名
は
、
過
去
の
道
徳
的
共
同
体
（
系
譜
）
と
の
交
わ
り
を
可
能
に
す
る
「
媒
体m

edium

」・
経
路
で
あ
る
と
同
時
に
、

経
路
を
開
く
「
原
因
」
を
生
む
発
動
者
で
も
あ
る
。

19 

集
団
の
「
記
憶
」
と
個
人
の
「
伝
記
」
と
は
、
し
ば
し
ば
並
行
し
て
語
ら
れ
る
。《
当
初
に
は
個
人
的
な
自
伝
的
探
究
と
思
わ
れ
た
も
の



竹村初美

祖先・私・子孫をつなぐピコ（へその緒）の名

33

が
、
伝
統
の
啓
示
、
バ
ラ
バ
ラ
に
な
っ
た
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
再
回
収
、
懐
れ
た
器
か
ら
ほ
と
ば
し
る
神
聖
な
閃
光
の
再
回
収
と
な

る
》（
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー367

）。

21 

Ｅ
・
サ
イ
ー
ド
は
、
Ａ
・
カ
ミ
ュ
の
小
説
「
不
貞
」
を
論
じ
た
文
章
で
、
体
験
に
よ
る
「
歴
史
の
圧
縮
」
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。（
エ

ド
ワ
ー
ド
・
Ｗ
・
サ
イ
ー
ド
（
大
橋
洋
一
訳
）『
文
化
と
帝
国
主
義 

１
』
み
す
ず
書
房
、
一
九
九
八
年
、333

頁
）。
た
だ
し
サ
イ
ー
ド
は
、

帝
国
主
義
批
判
と
い
う
、
本
稿
と
は
異
な
る
文
脈
で
こ
の
語
を
用
い
て
い
る
。

21 
こ
こ
に
は
あ
る
倫
理
的
な
危
う
さ
が
潜
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
地
理
学
者
Ａ
・
ベ
ル
ク
が
指
摘
し
て
い
る
も
の
だ
。
個
人
の
レ
ベ
ル
で
は

「
母
の
胎
内
」
に
、
集
合
的
な
レ
ベ
ル
で
は
「
自
然
状
態
」
に
、
そ
れ
ぞ
れ
郷
愁
を
覚
え
る
人
間
の
心
情
を
、
ベ
ル
ク
は
危
険
視
す
る
。

こ
う
し
た
全
体
論
は
、
人
間
存
在
を
「
非―

主
体
」
に
格
下
げ
す
る
か
ら
だ
（75-76

）。
バ
ー
ジ
ェ
ス
の
詩
も
、
こ
の
よ
う
な
危
う
さ
を

潜
め
て
い
る
。
な
お
、
前
出
の
Ｍ
・
テ
イ
ラ
ー
も
、
原
初
的
根
源
へ
の
回
帰
を
救
済
と
み
な
す
ニ
ー
チ
ェ
や
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
原
初
主

義
」
や
「
直
接
性
へ
の
意
志
」
が
、
現
実
に
は
ド
イ
ツ
の
戦
争
犯
罪
を
引
き
起
こ
し
、
西
洋
文
明
に
ダ
メ
ー
ジ
を
与
え
た
こ
と
を
指
摘

し
て
い
る
。（T

aylor 65-78
）　

バ
ー
ジ
ェ
ス
の
詩
に
表
れ
て
い
る
よ
う
な
、
ハ
ワ
イ
先
住
民
運
動
に
お
け
る
歴
史
性
の
捨
象
に
つ
い
て
は
、

批
判
の
声
も
上
が
っ
て
い
る
。
た
と
え
ばC

onklin, K
enneth R

. 2007. H
aw

aiian A
partheid: R

acial Separatism
 and E

thnic N
ationalism

 in 

the A
loha State . E

-B
ook T

im
e, print-on-dem

and.

を
参
照
。

22 

註
21
を
参
照
。

（
た
け
む
ら
・
は
つ
み　

多
摩
大
学
グ
ロ
ー
バ
ル
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
学
部
・
中
央
大
学
法
学
部
非
常
勤
講
師
）



Summaries

(122)

This article focuses on a contemporary poem, in which a Hawaiian word piko 

appears. It was published in 1991 under the title of “Choosing My Name.” The 

author, Puanani Burgess, was born with multiple ethnic backgrounds, but came to 

identify herself as an indigenous Hawaiian at some time in her life. The subject of 

this poem is her realization of being Hawaiian.

The linchpin of the whole poem is a Hawaiian word, piko. This ancient 

word has a wide variety of meanings, including the umbilical cord, the navel, the 

fontanels, and the genital organs, but at the root it means a part that connects two 

objects. In the classical Hawaiian culture, the notion of piko was closely related with 

the idea of genealogy. In this contemporary poem, this “traditional” notion serves 

as a reminder of the forgotten past of the imagined Hawaiian nation. This article 

discusses how the poet tried to re-imagine her Hawaiianness by reactivating the 

notion of piko.

This approach results in several conclusions. First, the poet appropriated the 

traditional notion of piko to cope with the real-life situation she had been facing. 

Born with multiple ethnic backgrounds, her identity tended to diffuse, but her 

piko name served as the symbolical bonds to connect her to the Hawaiian nation. 

Secondly, the poet played a passive role, as well as an active one, in the process of 

reconstructing her identity. She understood the symbolical bonds as something she 

had been given, not as she had chosen herself. Thirdly, this poem exemplifies the 

general desire to be “connected back” to a Gemeinschaft. She made the use of the 

My Piko (umbilical) Name that Connects Me 
with My Ancestors and Descendants: A Reflexive 
Project of the Self by a Modern Hawaiian Poet

Hatsumi Takemura
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image of piko, or an umbilical cord that connects a fetus to the womb, to express 

her emotional connection with the ethnic past. On the whole, the poem speaks of 

her struggle to reconstruct her identity through activating the traditional idea of 

piko. Her attempt can be understood as what Anthony Giddens calls “the reflexive 

project of the self”.
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