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　「
関
係
」、
中
国
語
も
同
じ
文
字
の
組

み
合
わ
せ
で
“
関グ
ァ
ン
シ
ー係

”、
と
て
も
ユ

ニ
ー
ク
な
言
葉
で
あ
る
。

　“
関
係
”
は
、
中
国
の
文
化
や
社
会

の
様
相
を
語
る
格
好
の
切
り
口
だ
。
そ

の
明
ら
か
な
証
拠
に
、
い
ま
や
日
本
語

の
「
タ
テ
マ
エ
」「
ケ
イ
レ
ツ
」「
オ
モ

テ
ナ
シ
」
な
ど
の
よ
う
に
、
そ
の
ま
ま

英
語
の
語
彙
に
仲
間
入
り
を
果
た
し

た
。
た
だ
英
語
で
語
る
そ
れ
に
は
、
異

質
的
で
、
ほ
か
の
言
葉
で
は
置
き
換
え

で
き
な
い
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
以
外
、

ほ
か
の
な
に
も
の
も
託
さ
れ
て
い
な
い

か
ら
、
事
情
は
単
純
だ
。
日
本
語
と
な

れ
ば
、
関
係
と
グ
ァ
ン
シ
ー
と
の
微
妙

な
重
な
り
と
異
な
り
は
、
言
葉
と
文
化

の
重
層
を
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
探
索
す
る

こ
と
を
誘
っ
て
く
れ
る
。

　
日
本
語
作
文
の
ク
ラ
ス
に
通
う
一
人

の
学
生
の
不
思
議
な
表
現
を
紹
介
し
て

み
よ
う
。
つ
ぎ
の
よ
う
な
フ
レ
ー
ズ
で

あ
る
。

　「
自
分
が
関
係
で
感
じ
た
無
力
感
」

　
上
級
の
学
生
ら
し
く
、
一
つ
ひ
と
つ

の
言
葉
選
び
か
ら
真
剣
さ
や
迷
走
ぶ
り

が
感
じ
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
言
い
た
い

こ
と
は
伝
わ
ら
な
い
。
こ
の
学
生
は
中

国
語
を
バ
ッ
ク
に
持
っ
て
い
る
と
い
う

事
実
を
知
っ
て
、
は
じ
め
て
何
ら
か
の

推
測
の
目
途
が
立
つ
。
一
番
の
キ
ー

は
、「
関
係
」
で
表
そ
う
と
す
る
意
味

な
の
だ
ろ
う
。
中
国
語
の
辞
書
を
調
べ

れ
ば
、“
関
係
”
に
は
、
原
因
、
条
件

な
ど
の
意
味
合
い
が
上
位
に
挙
が
っ
て

く
る
。
こ
れ
を
理
解
で
き
れ
ば
、
よ
う

や
く
修
正
の
見
当
が
見
え
て
く
る
。
文

の
構
成
を
努
め
て
維
持
し
よ
う
と
す
れ

ば
、「
自
分
自
身
が
理
由
で
生
じ
た
無

力
感
」、
あ
る
い
は
文
を
シ
ン
プ
ル
に

切
り
落
と
そ
う
と
な
れ
ば
、「
自
身
に

由
来
す
る
無
力
感
」
で
十
分
だ
ろ
う
。

言
い
換
え
れ
ば
、
言
葉
の
意
味
に
は
か

な
り
重
な
っ
て
い
て
も
、“
関
係
”
の

発
想
か
ら
「
関
係
」
を
持
っ
て
き
て

も
、
日
本
語
と
し
て
は
機
能
し
な
い
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

＊

＊

＊

　
考
え
て
み
れ
ば
、“
関グ
ァ
ン
シ
ー係

”
に
は
、

じ
つ
に
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
合
い
が
託
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
核
と
な
る
意
味
と
し
て
、
関
わ
り
、

関
連
性
な
ど
を
指
摘
で
き
よ
う
。
こ
れ

の
場
合
、
言
葉
に
は
特
定
の
ニ
ュ
ア
ン

ス
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
軽
い
冗
談

や
丁
寧
な
釈
明
か
ら
、
重
大
な
事
情
な

ど
に
か
か
わ
る
言
い
争
い
や
言
い
返
し

な
ど
、
文
脈
に
よ
り
言
葉
の
カ
ラ
ー
は

変
幻
自
在
だ
。
一
方
で
は
、
そ
こ
か
ら

延
長
し
て
到
達
し
た
特
定
の
意
味
合
い

は
ま
た
尖
っ
て
い
る
。
社
会
生
活
の
中

で
探
し
求
め
た
り
、
疎
ま
し
く
思
っ
た

言
語
学
習
か
ら「
関
係
」を
覗
く

楊 

暁
捷
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り
す
る
人
間
同
士
の
繋
が
り
、
組
織
間

の
転
勤
転
職
な
ど
に
確
証
と
な
る
書

類
、
は
て
は
男
女
の
間
に
生
じ
る
と
り

わ
け
性
的
な
行
動
な
ど
、
じ
つ
に
多
種

多
彩
だ
。
個
人
的
に
は
、
記
憶
の
隅
に

押
し
込
ま
れ
た
さ
さ
や
か
な
思
い
出
が

あ
る
。
大
学
生
と
な
っ
て
北
京
に
住
み

始
め
た
こ
ろ
、
知
人
が
通
っ
た
大
学
の

名
前
に
“
関
係
”
が
入
っ
た
の
を
知
っ

て
、
少
な
か
ら
ず
驚
い
た
。
き
っ
と
そ

れ
ま
で
に
自
分
自
身
が
も
っ
て
い
た
こ

の
言
葉
へ
の
感
覚
に
合
致
し
な
か
っ
た

こ
と
か
ら
来
た
、
違
和
感
と
新
鮮
さ
が

相
混
ざ
っ
た
衝
撃
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　
そ
こ
で
、
日
本
語
学
習
者
と
し
て
、

日
本
語
の
語
彙
を
一
つ
ひ
と
つ
覚
え
、

使
っ
て
い
く
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
踏
む

よ
う
に
な
っ
た
。
中
国
語
を
ベ
ー
ス
に

日
本
語
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
に
あ
た

り
、
基
礎
語
彙
の
学
習
は
お
そ
ら
く
一

番
負
担
が
軽
く
、
そ
の
中
で
、「
関

係
」
の
よ
う
な
言
葉
は
ほ
と
ん
ど
気
遣

う
こ
と
の
少
な
い
部
類
に
入
る
も
の

だ
っ
た
。
た
い
て
い
の
場
合
、
な
ん
と

な
く
漫
然
と
使
っ
て
い
た
に
違
い
な

い
。
あ
え
て
加
え
る
と
な
れ
ば
、
あ
る

程
度
の
応
用
を
心
得
て
か
ら
、
中
国
語

の
感
覚
に
捉
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
、
ど

こ
か
で
立
ち
止
ま
り
、
中
国
語
の
感
覚

を
忘
れ
て
、
日
本
語
の
語
彙
を
日
本
語

の
文
脈
で
理
解
す
べ
き
だ
と
の
自
戒
が

生
ま
れ
は
じ
め
た
。
そ
れ
に
か
け
て
、

「
関
係
」
に
お
け
る
関0

も
係0

も
、
対
応

す
る
中
国
語
の
文
字
を
含
み
な
が
ら

も
、
ど
れ
も
別
の
部
首
が
入
り
、
文
字

の
画
数
も
多
い
と
い
う
事
実
は
、“
関

係
”
と
は
別
の
言
葉
だ
と
つ
ね
に
思
い

起
こ
さ
せ
、
ど
こ
か
落
ち
着
い
て
い

て
、
意
味
や
使
い
方
を
振
り
返
る
き
っ

か
け
を
与
え
て
く
れ
て
い
る
よ
う
な
気

が
し
た
。＊

＊

＊

　「
関
係
」
と
“
関グ
ァ
ン
シ
ー係

”、
た
し
か
に
互

い
に
大
き
く
重
な
り
あ
う
表
現
で
あ

る
。

　
日
本
語
に
お
い
て
も
、「
関
係
」
は

ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
で
ク
リ
ー
ン
な
言
葉
で

は
あ
る
が
、
前
後
の
言
い
回
し
に
組
み

入
れ
れ
ば
、
最
大
の
尊
厳
に
も
最
強
の

非
難
の
文
言
に
も
仕
立
て
ら
れ
る
。
一

方
で
は
、
逆
の
方
向
に
持
っ
て
い
け

ば
、
一
時
期
、
国
民
的
な
フ
レ
ー
ズ
に

さ
え
な
っ
た
「
そ
ん
な
の
関
係
な
い
」

が
記
憶
に
新
し
い
。
不
思
議
な
ぐ
ら
い

人
々
の
口
に
上
が
っ
た
こ
の
ジ
ョ
ー
ク

は
、
思
え
ば
キ
ー
と
な
る
語
彙
が
持
つ

由
緒
正
し
い
語
感
か
ら
の
落
差
が
笑
い

を
誘
う
た
め
に
き
っ
と
一
役
を
買
っ
て

い
る
の
だ
ろ
う
。「
関
係
」
と
“
関

係
”、
日
本
語
と
中
国
語
に
お
け
る
こ

の
言
葉
の
中
核
を
成
す
意
味
合
い
や
使

い
方
は
、
言
っ
て
み
れ
ば
ほ
ぼ
完
ぺ
き

に
重
な
り
あ
っ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
見
て
い
れ
ば
、
前
出
の

誤
用
例
の
読
み
方
も
な
ん
と
な
く
変

わ
っ
て
き
た
。
理
由
を
意
味
す
る
「
関

係
」
の
使
い
方
は
、
日
本
語
に
は
皆
無

で
は
な
い
の
だ
。
か
な
り
頻
繁
に
用
い

ら
れ
る
「
時
間
の
関
係
で
」
と
い
っ
た

よ
う
な
表
現
は
、
ま
さ
に
時
間
が
十
分

で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
理
由
だ
と
説
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明
し
よ
う
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
一
方
で
は
「
時
間
の

都
合
上
」
な
ど
、
よ
り
慎
重
で
誤
解
の

少
な
い
表
現
が
存
在
し
、
し
か
も
理
由

を
意
味
す
る
「
関
係
」
は
、
む
や
み
に

使
用
例
を
広
げ
る
こ
と
は
な
い
と
い
う

傾
向
が
あ
る
。「
わ
た
し
の
関
係
で
」

と
い
っ
た
よ
う
な
表
現
は
、
ぜ
っ
た
い

に
あ
り
得
な
い
と
言
わ
な
く
て
も
、
実

際
の
言
語
生
活
の
中
で
努
め
て
避
け
る

も
の
だ
と
理
解
し
て
よ
か
ろ
う
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、“
関
係
”
の
使
用

例
に
お
い
て
、
基
本
の
意
味
か
ら
離
れ

て
特
定
の
意
味
合
い
に
到
着
し
た
も

の
、
日
本
語
に
直
せ
ば
「
コ
ネ
」「
人

事
」「
情
事
」
と
い
っ
た
使
用
法
は
、

そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
独
特
の
表
現
の
世

界
を
形
成
し
、
日
本
語
に
お
け
る
「
関

係
」
と
は
関
わ
り
を
持
た
な
く
な
っ

た
。
言
葉
の
組
み
合
わ
せ
が
同
じ
で

あ
っ
て
も
、
コ
ア
と
な
る
意
味
が
重

な
っ
て
い
て
も
、
使
用
法
が
日
本
語
と

中
国
語
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
方
向
に

展
開
し
た
こ
と
は
、
ま
さ
に
生
き
た
言

葉
の
現
状
を
な
に
よ
り
も
物
語
っ
て
い

る
と
言
え
よ
う
。

＊

＊

＊

　
か
な
り
重
層
に
な
る
言
葉
の
意
味
、

意
味
伝
達
を
保
証
す
る
活
用
、
そ
し
て

豊
富
な
表
現
、
こ
れ
ら
の
す
べ
て
は
、

外
国
語
と
し
て
そ
れ
を
習
う
学
習
者

や
、
語
学
を
手
伝
う
教
師
に
大
き
な
挑

戦
を
課
し
て
い
る
。

　
中
級
や
上
級
の
外
国
語
学
習
者
に

は
、
語
彙
の
量
を
増
や
す
こ
と
が
も
っ

と
も
基
礎
的
な
タ
ス
ク
だ
ろ
う
。
と
り

わ
け
成
人
の
学
習
者
に
は
、
意
図
的
で

貪
欲
に
言
葉
を
覚
え
て
い
く
こ
と
が
、

上
達
の
必
須
条
件
だ
と
考
え
ら
れ
て
い

る
。
辞
書
を
読
破
し
、
極
端
な
や
り
方

だ
と
覚
え
た
ペ
ー
ジ
を
破
り
捨
て
る
よ

う
な
猛
者
の
伝
説
も
よ
く
聞
く
。
一
方

で
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
け
っ
し
て
外
国

語
の
学
習
は
完
成
し
な
い
と
い
う
の

も
、
自
明
の
道
理
で
あ
る
。
母
国
語
に

立
脚
し
て
言
葉
の
意
味
合
い
や
使
い
方

を
覚
え
た
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
の
一
つ

ひ
と
つ
を
つ
ね
に
実
際
の
使
用
の
中
で

確
認
し
、
慎
重
に
、
あ
る
い
は
無
意
識

に
修
正
を
繰
り
返
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
の
過
程
に
お
い
て
、
偏
っ
た
も

の
、
思
い
込
み
を
し
た
も
の
を
消
去

し
、
よ
り
ぴ
っ
た
り
し
た
表
現
、
正
確

な
言
い
回
し
に
た
ど
り
着
く
。
学
習
者

の
語
学
力
は
け
っ
き
ょ
く
の
と
こ
ろ
実

際
の
使
用
に
お
い
て
伸
び
て
い
く
。
練

り
に
練
っ
た
文
章
は
無
残
に
添
削
さ

れ
、
自
信
を
も
っ
て
発
し
た
言
葉
は
聞

く
人
か
ら
妙
な
表
情
を
引
き
出
す
。
そ

の
よ
う
な
伝
わ
ら
な
か
っ
た
経
験
、
ギ

ク
シ
ャ
ク
し
た
苦
い
思
い
は
、
結
局
の

と
こ
ろ
上
達
に
繋
が
る
。
そ
し
て
、
こ

の
よ
う
な
状
況
に
出
遭
う
に
あ
た
っ
て

の
感
受
性
は
、
勝
負
の
分
か
れ
目
で
あ

り
、
学
習
者
の
質
を
決
め
て
し
ま
う
。

こ
れ
ら
す
べ
て
は
、
辞
書
を
読
み
解
く

だ
け
で
は
と
て
も
到
達
で
き
な
い
境
地

で
あ
る
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
中
国
語
話
者
と
し
て
日
本
語
を
覚
え

よ
う
と
し
て
「
関
係
」
に
直
面
し
て
の

状
況
も
い
ま
の
見
立
て
か
ら
外
れ
る
こ
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と
で
は
な
い
。
原
因
と
い
う
意
味
も
自

然
と
こ
の
言
葉
に
託
そ
う
と
し
、
一
部

の
用
例
を
見
れ
ば
そ
の
確
信
が
固
ま

り
、
や
が
て
誤
用
や
不
自
然
な
言
い
回

し
と
し
て
改
め
ら
れ
、
特
定
の
意
味
の

使
用
範
囲
に
気
づ
く
。
対
し
て
、「
コ

ネ
」
と
い
う
は
る
か
に
生
き
生
き
と
し

た
表
現
、
就
職
や
人
事
異
動
な
ど
に
は

ま
っ
た
く
異
な
る
社
会
の
仕
組
み
が
働

い
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
、「
内
定
」

「
ヘ
ッ
ド
ハ
ン
テ
ィ
ン
グ
」
な
ど
を
覚

え
て
も
、“
関グ
ァ
ン
シ
ー係

”
に
戻
る
こ
と
は
も

は
や
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
た
と
え

中
国
語
が
ベ
ー
ス
に
あ
っ
て
、
基
本
語

彙
に
か
な
り
の
重
な
り
が
あ
っ
て
も
、

母
国
語
を
通
過
し
な
い
で
タ
ー
ゲ
ッ
ト

言
語
の
語
彙
が
身
に
つ
く
状
況
が
す
こ

し
ず
つ
増
え
て
い
く
。
そ
の
意
味
に
お

い
て
、
さ
き
の
学
生
の
誤
用
は
、
ま
さ

に
こ
の
よ
う
な
学
習
の
階
段
を
上
っ
て

い
く
過
程
に
他
な
ら
な
い
。

＊

＊

＊

　
語
学
学
習
は
、
単
に
対
象
の
言
葉
を

話
せ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
に
は
留
ま
ら

な
い
。
一
つ
の
言
語
が
身
に
つ
い
て
く

る
プ
ロ
セ
ス
は
、
ま
っ
た
く
異
な
る
社

会
文
化
、
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
価
値
観
、

そ
し
て
、
言
葉
の
発
想
や
展
開
の
論
理

へ
の
発
見
を
伴
う
。
し
か
も
そ
れ
は

タ
ー
ゲ
ッ
ト
言
語
だ
け
で
は
な
く
、
そ

れ
ま
で
使
い
な
れ
て
き
た
母
国
語
へ
の

再
認
識
に
導
く
。
あ
え
て
言
え
ば
、
こ

れ
こ
そ
言
葉
を
学
習
す
る
者
の
極
意
で

あ
り
、
学
習
者
を
育
て
る
者
の
や
り
甲

斐
で
あ
る
。


