
O
論

説

日
本
語
と
中
国
語

中
国

の
大
学

の

日
本
語
専
攻
に
お
け
る
問
題

卒
業
論
文
の
指
導王

健

宜

・
・
…

「拡
大
す
る
学
習
者
」
と
教
育

の
質

中
国

で
は
日
本
語
教
育
が
盛
ん
で
あ
る
。
国
際
交
流
基
金
の
調
査

に
よ
れ
ば
、
二
〇
〇
三
年
現
在
、
約
四
七
五
校
余
り

の
大
学
で
日
本

語
教
育

が
実
施
さ
れ
、
二
十
万
人
ぐ
ら

い
の
若
者
が
主
専
攻
、
副
専

攻
、
あ
る
い
は
第

一
外
語
、
第

二
外
語
と
し
て
日
本
語
を
勉
強
し
て

い
る
。

一
九
九
九
年
に
は
十
万
人
程
度
で
あ

っ
た
大
学

の
日
本
語
学

習
者
数

が
、
た

っ
た
五
年
間
で
倍
増
し
た
こ
と
に
な
る
。

さ
ら

に
、
初
等
中
等
教
育
と
学
校
外
教
育
を
合
わ
せ
る
と
、
何
と

現
在
四
十
万
人
以
上
の
人
々
が
何
ら
か
の
形

で
日
本
語
を
学
ん
で
い

る
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
は
、
現
在
日
本
語
教
育
が
行
わ
れ
て
い
る
世

界

一
二
〇
余
り

の
国
や
地
域

の
中

で
、
韓

国
に
次
ぎ
第
二
位

に
な

る
。
ま
た
、
二
〇
〇
五
年

の
日
本
語
能
力
試

験
の
中
国
の
受
験
者
数

は
十
四
万
五
千
人
以
上
に
上
り
、
国
や
地
域
別

で
計
算
す
る
と
世
界

で

一
番
多

い
。

一
方
、
学
習
者
数

の
規
模
が
拡
大
し
た

の
に
対
し
、

「中
身
」

つ

ま
り
教
育
水
準
あ
る
い
は
教
育
効
果
と
い
う

「質
」
の
部
分
で
は
、

様
々
な
問
題
が
出
て
い
る
。
例
え
ば
、
大
学

で
の
学
習
者
数
が
十
万

人
か
ら
二
十
万
に
倍
増
し
た
の
に
対
し
、
肝
心
な
教
え
る
立
場
に
立
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つ
大
学

の
日
本
語
教
員
数
は
二
五
〇
〇
人
か
ら
三
四
〇
〇
人

へ
と
わ

ず
か
三
六
%
し
か
増
加
せ
ず
、
決
し
て
倍
増
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
ま
た
、
学
科
設
置
の
基
本
的
条
件

の
問
題
、
人
材
育
成

の
ス
タ

ン
ダ
ー
ド

の
問
題
、
教
材
の
問
題
、
教
え
方

の
問
題
、
カ
リ
キ

ュ
ラ

ム
の
問
題
、

シ
ラ
バ
ス
の
問
題
、
教
案

の
問
題
、
能
力
測
定
と
教
育

効
果

の
評
価

の
問
題
等

々
が
、
日
本
語
学
習
者

の
規
模

の
拡
大
に
と

も
な
う
卒
業
生

の
大
量
放
出
に
よ

っ
て
浮
き
彫
り
さ
れ
て
き
た
。

こ

れ
ら
の
諸
問
題
を
試
行
錯
誤
し
な
が
ら
徐
々
に
解
決

し
て
い
く

の

が
、
中

国
の
大
学
に
お
け
る
日
本
語
教
育

の
現
状
と
課
題
で
は
な

い

か
と
思

わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
以
上

の
問
題

は
、
相
互
に
絡
み

合

っ
て
、
複
雑
な
様
相
を
呈
し
て
お
り
、
決
し
て
簡
単
に
片
付
け
ら

れ
る
問
題

で
は
な

い
。

■
一

教
育
の
あ
り
方
を
め
ぐ
る
問
題

ま
た
、

い
か
な
る
言
語
の
教
育
に
お
い
て
も
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う

な
能
力

の
育
成
を
目
指
す
の
か
を
語
る
と
き
、
そ
の
能
力
を
ど
う
捉

え
る
か
と

い
う
定
義
付
け
と
教
育

の
方
法
論
の
確
定
が
不
可
欠

で
あ

る
。
教

材
、
教
室
活
動
、
評
価
の
諸
問
題
は
そ
れ
に
付
随
し
た
も
の

と
言
え

る
。

言
語

の

「運
用
能
力
」
あ
る
い
は

「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能

力
」
に
対
す
る
認
識
は
そ
の
好
例
で
あ
る
。

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

能
力
の
捉
え
方
に
発
端
し
、
そ
れ
が
ア
プ

ロ
ー
チ
、

シ
ラ
バ
ス

へ
と

関

連

し

て

い
く

。

チ

ョ
ム

ス

キ

ー

[
C
h
o
m
s
k
y
1
9
6
5
]

が

知

識

と

し

て

の

「
言

語

能

力

」

(
co
m
p
e
te
n
ce
)

と

言

語

を

様

々

な

場

面

や

状

況

や

文

脈

に

応

じ

て

運

用

す

る

所

謂

「
言

語

運

用

能

力

」

(p
e
rfo
rm
a
n
ce
)

を

区

別

し

て
以

来

、

言

語

運

用

能

力

あ

る

い

は

コ

ミ

ュ

ニ
ケ

ー

シ

ョ
ン
能

力

と

そ

の
育

成

が
重

視

さ

れ

、

コ

ミ

ュ

ニ
カ

テ

ィ
ブ

・
ア
プ

ロ
ー

チ

が
脚

光

を

浴

び

た

。

そ

し

て
、

こ
れ

に
基

づ

い

た

ロ
ー

ル

・
プ

レ
イ

あ

る

い
は

イ

ン

フ

ォ

メ

ー

シ

ョ

ン

・
ギ

ャ

ツ

プ

の

あ

る

活

動

、

さ

ら

に

サ

ー

ベ
イ

な

ど

教

室

を

越

え

た

学

習

活

動

が

設

計

、

実

践

さ

れ

て

い

る
。

こ

の
場

合

、

育

成

を

目

指

す

能

力

は
、

言

語

運

用

能

力

あ

る

い

は

コ
ミ

ュ

ニ
ケ

ー

シ

ョ
ン
能

力

と

言

え

る

。

し

か

し
、

川

上

[
二
〇

〇

六

]

で
指

摘

さ

れ

る

よ

う

に

、

コ

ミ

ュ

ニ
ケ

ー

シ

ョ

ン
能

力

の
研

究

が
発

展

す

る

と

と

も

に
、

そ

れ

を

確

定

す

る
定

義

も

揺

れ

、

し

た

が

っ
て
、

言

語

教

育

の
あ

り

方

が

確

立

で
き

な

い
と

い

う
面

も

あ

る
。

コ
ミ

ュ

ニ
ケ

ー

シ

ョ
ン
能

力

に

は

、
①

文

法

能

力

、

②

社

会

言

語

能

力

、

③

談

話

能

力

、
④

ス

ト

ラ

テ

ジ

ー
能

力

の

四

つ

の

領

域

の

力

(
知

識

と

ス

キ

ル

)

が

あ

る

と

す

る

考

え

方

[C
a
n
a
le
1
9
°。
ω
]

が

基

本

で

あ

っ
た

が

、

そ

の
後

、

そ

の

バ

リ

エ
ー

シ

ョ

ン
と

し

て

"
異
文

化

間

能

力

"

や

"
社

会

文

化

的

能

力

"
、

"
イ

ン
タ

ー

ア

ク

シ

ョ

ン
能

力

"

な

ど

を

加

味

し

て
捉

え

ら

れ

る

よ

う

に

も

な

っ
た
。

そ

の

場

合

、

「接

触

場

面

」

を

重

視

し

た

ビ

ジ

タ

ー

・
セ

ッ
シ

ョ

ン
や

イ

ン
タ

ビ

ュ
ー

な

ど

を

配

置

し

た

コ
ー

ス

・
デ

ザ

イ

ン
が
重

視

さ

れ

た

。

た

だ

し

、

こ

の
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よ
う
な
基
本
的
な
捉
え
方

に

つ
い
て
は
、
言
語
使
用
域
の
概
念

や
非
言
語
的

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
第

一
言
語
に
よ
る
イ

ン

タ
ー
ア
ク
シ
ョ
ン
・
パ
タ
ー

ン
へ
の
影
響
な
ど
含
ま
れ
て
い
な

い
と
す

rta批
判

[S
carcell
a
&
O
xfo
rd
19
92
]
も
あ
る
よ
う

に
、
"
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
"
の
定
義
自
体
も
必
ず
し

も
確
立
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
た
め
、
言
語
教
育
そ

の
も
の
の
あ
り
方
も
確
立
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
状
況
に
あ

る
。
[川
上

二
〇
〇
六
]

そ
こ
で
、
国
際
交
流
基
金

は
二
〇
〇
五
年
か
ら

「日
本
語
教
育

の

ス
タ

ン
ダ

ー
ド
」
の
構
築

に
取

り
組
ん
で
い
る
。
「日
本
語
教
育

の

ス
タ

ン
ダ
ー
ド
」
と
は
、
標
準
的
な

ア
ク
セ
ン
ト
や
イ

ン
ト
ネ
ー

シ

ョ
ン
あ
る
い
は
語
彙
や
漢
字

の
数
が
制
限
さ
れ
た
日
本
語
を
意
味

す
る
の
で
は
な
く
、
「日
本
語
を
学
ぶ
人
や
教
え
る
人
が
、
ど
の
よ

う
な
過
程

(プ

ロ
セ
ス
)
を
経

て
そ
れ
ぞ
れ
の
目
標

(ゴ
ー
ル
)
に

達
す
る

の
か
、
導
く
の
か
と
い
う

「標
準
的
」
で

「体
系
的
」
な
方

法
論
」

の
こ
と
を
指
す

[嘉
数

二
〇
〇
六
]
。

こ
の
方
法
論
の
整
備

こ
そ
が
、

こ
れ
か
ら
日
本
語
教
育

の
各
方
面
に
大
き
な
影
響
を
与
え

る
の
で
あ
ろ
う
。

大
学
の
日
本
語
専
攻
に
お
け
る

卒
業
論
文
の
意
義

前
節

で
は
、

マ
ク
ロ
の
視
点
か
ら
問
題
を
見
た
が
、
大
学

の
日
本

語
専
攻
に
お
け
る
固
有

の
問
題
を
考
え
た
場
合
、

い
わ
ゆ
る

「ア
カ

デ
ミ
ッ
ク

・
ジ
ャ
パ

ニ
ー
ズ
」
(勉
学
に
使

わ
れ
る
日
本
語
)
に
関

す
る
問
題
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

な
か
で
も
火
急

の
問
題
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
卒
業
論
文
に
関
す

る
問
題

で
あ
る
。

こ
の
問
題
が
多
く
の
研
究
者
の
関
心
を
集

め
る
こ
と
と
な

っ
た
契

機
は
、
「
日
中
友
好
中
国
大
学
生
日
本
語
科

卒
業
論
文

コ
ン
ク
ー

ル
」

の
開
催
に
あ
る
。
こ
れ
は
、
二
〇
〇
〇
年
か
ら
日
本

の
N
P
O

法
人

「日
中
友
好
市
民
倶
楽
部
」
と

「中
国

日
本
語
教
学
会
」
の
共

同
主
催

で
連
続
六
年
開
催
さ
れ
て
お
り
、
中
国

の
日
本
語
教
育
界
に

一
石
を
投
じ
た
活
動
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ

っ
て
、
卒
論
指
導

に
お
け

る
様
々
な
問
題
が
ク

ロ
ー
ズ

ア
ッ
プ
さ
れ

た
の
で
あ
る
。
本
稿

で

は
、
大
学
の
日
本
語
学
科
専
攻

の
学
部
生
の
卒
業
論
文
に

つ
い
て
、

そ
の
現
状
と
問
題
点
を
中
心
に
述

べ
る
こ
と
と
す
る
。

そ
も
そ
も
卒
業
論
文
と
は
何
か
。

卒
業
論
文
は
学
生
に
と

っ
て
大
学
で
四
年
間
勉
強
し
た
学
習

成
果

の
締
め
く
く
り
で
あ
り
、
大
学
院

生
志
望
、
研
究
者
志
望

の
学
生
に
と

っ
て
は
特
に
重
要
な

ス
タ
ー
ト

で
あ
る
。
[宿

二

〇
〇
四
]

卒
業
論
文
は
、
大
学
勉
学
の
総
決
算

で
あ
り
、
ま
た
新
し
い

学
問

へ
の
再
出
発
点
、
社
会
に
出
る
第

一
歩
あ
る
い
は
踏
み
台

で
も
あ
る
。
[高

二
〇
〇
四
]

卒
業
論
文
は
大
学
教
育

の
有
様

を
如
実

に
反
映
す
る
バ

ロ
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メ
ー
タ
で
あ
り
、
学
生
に
と

っ
て
は
大
学
生
活
の
集
大
成
的
な

創
作
と
も
言
え
る
。
[王

二
〇
〇
四
]

で
は
、
何

の
た
め
に
卒
業
論
文
を
書
く
の
か
。
日
本
語
の
能
力
を

高
め
る
た
め
で
も
な
け
れ
ぼ
、
知
識
を
系
統
化
さ
せ
る
た
め
で
も
な

い
。
日
本
語
に
よ
る
思
考

の
回
路
を
独
自
に
構
築
す
る
た
め
で
は
な

い
か
と
筆
者
は
思
う
。
小
野
寺

[二
〇
〇
四
]
は
以
下
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

卒
業
論
文
作
成

は
卒
業
要
件

の

一
つ
で
あ
る
が
、
そ
の
意
義

に

つ
い
て
言
及
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
い
。

(中
略
)
「論
語
」
に

の
た
ま

く
ら

は

「子
の

曰

は
く
、
学
ん
で
思
わ
ざ
れ
ぼ
則
ち
岡
し
、
思
う

あ
や
う

て
学
ば
ざ
れ
ば
則
ち

殆

し
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
、
カ

ン
ト

は

「知
識
は
経
験

と
と
も
に
始
ま
る
が
、
思
惟
が
な
け
れ
ぼ
盲

目
だ
」
と
言

っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
学
問
を
す
る
人
間
は
受
身

で
物
事
を
捉
え
る

の
で
は
な
く
、
謙
虚
に
学
び

つ
つ
も
、
自
分

そ

し

や
く

の
頭
で
よ
く
咀

囎

し
、
批
判
的

に
物
事
を
観
察
す
る
訓
練
が

大
切
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

(中
略
)
日
本
語
を
読
み
話
せ

る
こ
と
が
究
極

の
目
的
で
は
な
く
、
①
論
理
的
思
考
回
路

の
構

築
と
、
②
豊
か
な
感
性
を
育
む
こ
と
が
追
求
す
べ
き
課
題
で
あ

る
。
①

に
つ
い
て
は
問
題
は
な
い
が
、
②
こ
そ
が
困
難
な
課
題

な

の
で
あ
る
。
か
く
て
、
②

の
達
成
如
何
が
、
学
問
の
成
否
を

左

右
す
る
こ
と

に
な
る
。
独
自

の
学
問
体
系
を
確
立
し

つ
つ

も
、
他
者
に
対
す
る
思
い
や
り
や
、
社
会
と
の
調
和
を
如
何
に

し

て
図
る
か
と

い
う
こ
と
が
、
大
き
な
課
題
に
な
る
の
だ
。
別

と
う

や

の
言
葉
で
言
え
ぼ
、
「
バ
ラ
ン
ス
感
覚

」
の
陶
冶

こ
そ
が
、
大

き
な
鍵
を
握
る
。

(中
略
)
学
生
が
こ

の
よ
う
な
能
力
を
高
め

る
機
会
は
、
卒
業
論
文
作
成
に
尽
き
る
と
思
わ
れ
る
。
[小
野

寺

二
〇
〇
四
]

四

日
本
語
学
科
の
卒
業
論
文
に
お
け
る
問
題
点

詰
ま
る
と
こ
ろ
、
卒
業
論
文
は
、
今
ま
で
学
ん
だ
す
べ
て
の
知
識

を
総
動
員
し
て
、
自
分
の
頭
で
考
え
る
、
自

分
な
り

の
思
考
回
路
を

構
築
し
、
自
分

の
学
問
体
系
を
組
み
立

て

る
作
業

で
あ
る
。
そ
こ

で
、
四
年
間

の
学
習
の
総
集
成
と
い
え
る
卒

業
論
文
に
お
け
る
問
題

点
を
分
析
し
、
今
後

の
指
導
の
課
題

に
つ
い
て
述
べ
て
い
き
た
い
。

で
は
、
こ
の
肝
心
な
卒
業
論
文
に
は
、
ど
ん
な
問
題
が
あ
る
か
。

上
述
の

「日
中
友
好
中
国
大
学
生
日
本
語
科
卒
業
論
文

コ
ン
ク
ー

ル
」
の
応
募
さ
れ
た
論
文
に
、

い
く
つ
か
の
共
通
す
る
問
題
点
が
含

ま
れ
て
い
る
の
で
、

こ
れ
を
中
国

の
大
学
全
体

の
問
題
と
し
て
扱
う

こ
と
と
し
た
。

ま
ず
、
テ
ー

マ
の
問
題
、
次
に
先
行
研
究

の
問
題
、
最
後
に
も

っ

と
も
重
要
な
指
導
体
制

の
問
題

に
つ
い
て
述

べ
て
い
く
こ
と
と
す

る
。e

テ
ー
マ
の
問
題

テ
ー

マ
の
問
題
と
し
て
、
学
部
生
の
卒
業
論
文
に
し
て
は
途
轍
も
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な

い
ほ

ど
大
き

い
テ
ー

マ
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
「日

本
古
代
文

体
形
態
研
究
」
、

「中
日
比
較
文
学

の
研
究
」、

「中
日
文
化

交
流
に

つ
い
て
」
、

「日
本
か
ら

の
直
接
投
資
と
技
術
移
転
」
、
「日
本

的
経
営

の
行
方
」
、

「中
日
企
業
文
化
の
比
較
」
等
、
ど
れ
も
こ
れ
も

大
き
過
ぎ
、
学
部
生
の
卒
業
論
文
ど
こ
ろ
か
、
博
士
課
程

の
論
文
に

し
て
も
容
易
に
カ
バ
ー
で
き
な

い
だ
ろ
う
。
テ
ー

マ
の
大
き
す
ぎ
る

論
文
は
、
学
部
生

の
学
力
で
は
把
握
が
難
し
く
、
論
理
的
な
系
統
作

り
が
不
可
能
で
あ
る
か
ら
、
往
々
に
し
て
焦
点
が
ぼ
や
け
て
、
論
拠

の
支
え
が
不
十
分
か
あ
る

い
は
ま

っ
た
く
根
拠

の
な
い
、
唐
突
で
訳

の
分
か
ら
な

い
結
論
に
な

っ
て
し
ま
う
こ
と
が
多

い
。
も
は
や
論
文

で
は
な
く
、

エ
ッ
セ
ー
か
感
想
文
に
な

っ
て
し
ま
う
。
こ
の
点
に
つ

い
て
胡

[二
〇
〇
二
]
で
も
以
下
の
よ
う
に
述

べ
ら
れ
て
い
る
。

適

当
な
題

を
選
ぶ
こ
と
は
と
て
も
大
切
だ
。

「日
中
教
育
に

お
け
る
い
じ
め
問
題
」
は
社
会
文
化
方
面

に
属
す
る
問
題
で
あ

る
。
教
育

は
そ
の
下
位
分
類
の
問
題
で
、
い
じ
め
問
題

は
ま
た

そ

の
下
位
分
類

の
も

の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
「日
中
教
育

に
つ

い
て
」
で
あ
れ
ぼ
、
大
き
す
ぎ
て
不
適
当
に
な
る
の
で
あ
る
。

「中
国
の
民
営
企
業

の
研
究
」
と
か
、
「日
本
人
と
中
国
人

の
違

い
」
と

か
、

「人
間
性

に

つ
い
て
」
な
ど
は
そ
れ
で
あ
る
。

[胡

二
〇
〇
二
]

テ
ー

マ
の
問
題

で
も
う

一
つ
気
に
な
る
の
が
、
専
攻
分
野
と
ま

っ

た
く
違
う
分
野
を
テ
ー
マ
に
し
て
い
る
論
文

で
あ
る
。

コ
ン
ク
ー
ル

応
募
論
文
を
読
む
と
、
軍
事
、
環
境
、
犯
罪
、
心
理
、
経
営
、
金

融
、
料
理
、
外
交
、
法
律
、
政
治
、
音
楽
、

エ
ネ
ル
ギ
ー
等
々
、
日

本
語
日
本
文
学
専
攻

の
学
生
が
ど
う
し
て
こ
れ
ら
の
テ
ー
マ
で
卒
業

論
文
を
書
け
る
の
だ
ろ
う
と
思
う
よ
う
な
テ
ー

マ
が
見
受
け
ら
れ

る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
研
究
に
値
す
る
テ
ー
マ
で
は
あ
る
が
、
誰

も
が
簡
単
に
研
究

で
き
る
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
誰
も
が
簡
単

に
指

導
で
き
る
も
の
で
も
な
い
。

い
か
な
る
分
野

で
も
、
体
系
的
な
基
礎

知
識
と
系
統
的
な
学
問
の
訓
練
が
必
要
で
、

こ
れ
は
論
文
を
書
く
前

提
条
件
と
な
っ
て
い
る
。
自
分
の
専
門
以
外

の
分
野
の
論
文
を
書
く

こ
と
は
、
他
人
の
言
う
こ
と
を
鵜
呑
み
す
る
か
、
ひ
ど
い
場
合
は
丸

写
し
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
、
あ
る
い
は
プ

ロ
の
目
で
見
る
と
、
ま

っ

た
く
の
門
外
漢

の
的
外
れ
の
意
見
や
感
想
文

に
な

っ
て
し
ま
い
が
ち

な
の
で
あ
る
。

口

先
行
研
究
の
問
題

ω

先
行
研
究
の
引
用

二
つ
め
の
問
題
点
は
先
行
研
究

で
あ
る
。
論
文
と
い
う
も
の
は
、

参
考
文
献
が
な
け
れ
ば
成
り
立
た
な
い
。
言

い
換
え
れ
ば
、
参
考
文

献
は
論
文
成
立
の
必
須
条
件
で
あ
る
。
な
ぜ

か
と
い
う
と
、
わ
れ
わ

れ
は
常

に
先
人
の
研
究
を
踏
ま
え
な
が
ら
、

そ
の
成
果
に
プ
ラ
ス
ア

ル
フ
ァ
と

い
う
形

で
研
究
活
動
を
展
開
す

る
し
か
な
い
か
ら
で
あ

る
。
し
か
し
、
学
生
の
論
文
を
読
む
と
、

こ
の
点
が
ま
だ
理
解
不
十

分

の
よ
う
で
あ
る
。

論
文

の
中

で
引
用
し
な
が
ら
、
参
考

文
献
と
し
て
挙
げ
て
い
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な

い
と
か
、
あ
る
い
は
参
考
文
献
が
な
い
。
そ
れ
か
ら
、
学
生

に
よ

っ
て
は
、
参
考
文
献
と
い
う
本
に
な

っ
て
い
る
よ
う
な
も

の
し
か
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
実
は
論
文
を
書
く

時

、
ま
と
ま

っ
た
本
よ
り
も
、
論
文

の
形
で
発
表
さ
れ
て
い
る

も

の
が
も

っ
と
大
事
で
あ
る
。
[徐

二
〇
〇
四
]

あ
る
論
文

は
最
初
か
ら
最
後
ま
で
、
引
用
が
な
い
の
で
す
。

こ
れ
は
科
学
的
な
研
究
に
な
ら
な

い
と
思
い
ま
す
。
引
用
が
多

く

な
る
と
、
自
分

の
観
点
が
な
く
な
る
の
で
は
な
い
か
と
心
配

す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
学
識
と
研
究
能
力
が
い
ま
ひ
と

つ
の

大

学
生

の
研
究
は
大
家

の
引
用
に
よ
っ
て
サ
ポ
ー
ト
さ
れ
な
け

れ
ぼ
、

と
て
も
信
用
を
え
ら
れ
ま
せ
ん
。

一
番

い
け
な
い
の

は
、
他
人

の
も
の
を
そ
の
ま
ま
写
し
た
、
引
用
と
明
記
し
な
い

「引
用
」
で
す
。
[修

二
〇
〇
三
]

②

先
行
研
究

の
重
要
性

学
部

生

の
論
文
を
読
ん
で
も

っ
と
も
気
に
な
る
の
は
、
「
こ
の
道

の
大
家
」
と

い
っ
た
書
き
振
り
で
あ
る
。
な
か
に
は
、

一
流
の
研
究

者
と
し
て

一
流

の
研
究
結
果
を
発
表
し
て
い
る
よ
う
な
、
卒
業
論
文

と
は
呼

べ
な

い
も

の
も
あ
る
。
そ
う
な

っ
て
し
ま
う
理
由

の

一
つ

は
、
引

用
と
明
記
し
な
い
引
用

(き
れ
い
に
言
う
と
こ
う
だ
が
、
事

実
上
は
踏
襲
、
丸
写
し
)
が
多
い
こ
と
に
あ
る
が
、
今

一
つ
は
、
先

行
研
究

の
大
切
さ
が
分
か
ら
ず
、
そ
の
取
り
扱
い
が
で
き
な

い
こ
と

に
あ
る

の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
論
文

コ
ン
ク
ー
ル
の
審
査
に
お
い

て
も
、
良
し
悪
し
の
判
断

の

一
つ
は
こ
の
先

行
研
究
の
扱

い
方
に
か

か
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
卒
業
論
文
を
書
く
に
あ
た

っ
て
、
先
行
研

究
を
い
か
に
扱
う
か
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。

「す
こ
し
の
こ
と
に
も
、
先
達
は
あ
ら
ま

ほ
し
き
こ
と
な
り
」

「徒

に

ん

な

じ

然
草
」
の
第
五
十
二
段
の

一
文
。
仁
和
寺
の
あ
る
有
名
な
法
師
が
、

い
わ

し
み

ず

は
ち
ま
ん

念
願

の
石
清
水
八
幡

に

一
人
参
拝
し
た
。
帰

っ
て
か
ら
話
を
聞
く

ま

っ
し
や

と
、
山
の
下
に
あ
る
末
社
に
参
拝
し
た
だ
け
で
、
山
の
上
に
あ
る
肝

心
の
本
物

の
石
清
水

に
い
っ
て
い
な
い
こ
と

が
分
か

っ
た
と
い
う
話

だ
が
、
兼
好
が

「す
こ
し
の
こ
と
に
も
、
先
達
は
あ
ら
ま
ほ
し
き
こ

と
な
り
」
(些
細
な

こ
と
に
も
、
先
導
者
は
ほ
し
い
も
の
で
あ
る
)

と
締
め
く
く

っ
た
言
葉

は
卒
業
論
文
を
書
く
場
合
に
も
通
ず
る
も
の

で
あ
る
。
卒
業
論
文
を
書
く
場
合
、
ま
ず

テ
ー
マ
を
選
ば
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
が
、
そ

の
と
き
、
こ
れ
ま
で
ど
ん
な
も
の
が
研
究
さ
れ
て

い
る
か
、
ど
ん
な
先
行
研
究
が
あ
る
か
を
知
ら
な
け
れ
ぼ
な
ら
な

い
。
先
行
研
究

は
ま
ず

こ
の
よ
う
な

「先
達
」
の
役
割
を
果
た
す
も

の
で
あ
る
。
先
行
研
究

に
触
れ
ず
に
卒
業
論
文
を
書
く
こ
と
は
、
仁

和
寺
の
法
師

の
二
の
舞

に
な
ら
ざ
る
を
え
な

い
。

先
行
研
究
に

つ
い
て
多
く
述
べ
る
と
、
独
創
性
が
な
い
と
思
わ
れ

が
ち
か
も
し
れ
な

い
が
、
そ
う
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
大
学

の
学
部

生
の
研
究
と
し
て
は
、
そ
れ
が
多
く
語
ら
れ

る
ほ
ど
、
そ
の

「独
創

性
」
が
評
価
さ
れ
る
。
卒
業
論
文
が
科
学
的
研
究
で
あ
る
以
上
、
独

創
性
が
強
調
さ
れ
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
先
行
研
究

の
把
握
な
し

に
は
、
独
創
性
が
生
ま
れ
て
こ
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。
大
学
生

の
研
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究
は
、
研
究
に
費
や
す
時
間
や
研
究
の
視
点
、
基
礎
と
な
る
知
識
な

ど
に
お
い
て
、
研
究
者

の
研
究

は
も
ち
ろ
ん
、
修
士
論
文

に
も
及
ば

な
い
。
し
た
が

っ
て
、
多
く
の
先
行
研
究
に
よ

っ
て
自
分

の
考
え
を

サ
ポ
ー
ト

し
な
い
と
信
慧
性

の
高

い
も
の
に
は
な
ら
な

い
わ
け
で
あ

る
。

「こ

の
こ
と
に
つ
い
て
私
は
こ
う
思
う
」
と
書
く
よ
り
、

「こ
の

こ
と
に

つ
い
て
は
、
大
家

の
何
某
が
こ
う
述
べ
て
い
る
」
と
い
う
ほ

う
が
、
よ

ほ
ど
説
得
力
が
あ
る
。
ゆ
え
に
、
先
行
研
究

の
重
要
性
を

理
解
さ
せ
、
そ
れ
に
つ
い
て
大

い
に
語
ら
せ
る
よ
う
な
指
導
が
望
ま

し
い
。

㈹

先
行
研
究

の
把
握

ま
ず
、

テ
ー

マ
を
決
め
る
際

に
は
、
自
分
の
関
心
分
野
に
関
し
て

ど
の
よ
う
な
先
行
研
究
が
あ
る
か
を
手
元
に
あ
る
資
料
や
イ
ン
タ
ー

ネ

ッ
ト
な

ど
で
調
べ
さ
せ
て
お
く

こ
と
だ
。
論
文
が
書
け
る
か
ど
う

か
は
ど
れ

だ
け
先
行
研
究

の
資
料
を
持

つ
か
に
大

い
に
か
か
わ

っ
て

い
る
。
先
行
研
究
が
全
く
な
い
分
野

の
テ
ー

マ
で
は
、
う
ま
く
書
く

こ
と
は
不
可
能
に
近
い
。
よ
り
多
く

の
先
行
研
究

の
あ
る
分
野
に
つ

い
て
書
く

ほ
う
が
よ
い
。

テ
ー

マ
が
決
ま

っ
た
ら
、
先
行
研
究

で
は
ど
う
考
え
ら
れ
て
い
る

か
を
調
べ
さ
せ
る
。
A
説
と
B
説
と
で
は
、
考
え
は
ど
う
違
う
か
、

ど
の
説
が
先

に
出
さ
れ
、
ど
の
説
が
後
に
出
さ
れ
た
の
か
、
ど
の
説

が
ど
の
説

を
受
け
継
い
だ
の
か
な
ど
に
つ
い
て
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
先
行
研
究
を
生
か
す
大
前
提
は
、
で
き
る
限
り
先
行
研
究
の

範
囲
、
内
容
、
数
量
を
把
握
す
る
こ
と
だ
。

始
め
は
、
先
行
研
究

の

ど
れ
も
が
、
な
る
ほ
ど

一
理
あ
り
、
自
分
に
は
書
け
る
も
の
が
な
い

と
思
う
か
も
し
れ
な

い
が
、
そ
れ
は
ま
だ
、

研
究

の
心
構
え

が
な

く
、
問
題
意
識
を
持

っ
て
い
な
い
段
階
だ
と

い
う
表
れ
で
あ
る
。
先

行
研
究

で
ヒ
ン
ト
を
得
、
そ
の
問
題
点
を
見

つ
け
る
ま
で
、
読
む
こ

と
で
あ
る
。
先
行
研
究
を
呑
み
込
む
前
に
論
文
を
作
成
さ
せ
る
こ
と

は
禁
物

で
あ
る
。

ω

先
行
研
究
と
自
分
の
研
究

先
行
研
究
に
よ
り
論
文
テ
ー

マ
を
決
め
、
先
行
研
究

の
正
し
い
把

握
に
よ
り
問
題
意
識
を
持
ち
始
め
、
ヒ
ン
ト
ま
た
は
問
題
点
を
見

つ

け
、
自
分
の
論
を
出
す
べ
き
だ
と
述
べ
て
き
た
が
、
次
は
、
構
成

の

う
え
で
は
、
先
行
研
究
を
ど
う
扱
う
か
に
つ
い
て
述

べ
て
み
た
い
。

よ
い
論
文
は
、
先
行
研
究

の
紹
介
と
自
分

の
論
と

い
う
二
つ
の
部

分
か
ら
な
る
べ
き
だ
が
、
両
者
の
割
合
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
。
私
見

で
あ
る
が
、
語
学

の
論
文

の
場
合

は
、
先
行
研
究

の
紹
介
や
評
価

は
、
最
低
で
も
六
〇
%
ぐ
ら
い
は
必
要
だ
と
思
う
。
そ
し
て
、
自
分

の
論
は
三
〇
～
四
〇
%
ぐ
ら
い
で
よ
い
。

つ
ま
り
、
優
秀
な
論
文

は

構
成
上
、
六
〇
%
の
文
面
で
こ
れ
ま
で
の
先
行
研
究
を
紹
介
、
評
価

し
、
そ
の
不
備
ま
た
は
問
題
点
を
指
摘
し
'

>>10
～
四
〇
%
で
自
分

の
論
を
進
め
れ
ば
よ

い
の
で
あ
る
。
先
行
研
究

の
紹
介

に
つ
い
て

は
、
論
文
執
筆
者
自
身
が
ま
と
め
て
も
よ
い
し
、
他
人
の
見
解

の
引

用
で
も
よ
い
。
独
創
性
が
少
な
い
の
で
は
な

い
か
と
い
う
か
も
知
れ
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な
い
が
、
先
行
研
究
の
客
観
的
把
握

こ
そ
、
独
創
性
の
あ
る
論
を
打

ち
出
す
鍵
で
あ
る
。
自
分

の
論
は
、
先
行
研
究

の
不
備
を
指
摘
す
る

も
の
で
も
よ
い
し
、
先
行
研
究
を
発
展
さ
せ
る
も
の
で
も
よ
い
。
ま

た
他
人

の
先
行
研
究
に
関
す
る
論

の
不
備
を
指
摘
し
て
も
よ
い
。

先
行

研
究
の
膨
大
化
で
、
ど
う
し
て
も
手

の
届
か
な

い
と

こ
ろ
に

も
先
行

研
究
が
存
在
す
る
が
、
卒
業
論
文

の
場
合
、
あ
く
ま
で
、
手

の
届
く
範
囲
内
で
、
先
行
研
究
を
考
察
す
れ
ば
よ
い
と
思
う
。

大
学

の
卒
業
論
文
の
た
め
の
研
究
は
、
研
究
者
の
研
究
、
大
学
院

生
の
研

究
と
違
い
、
む
し
ろ
問
題
意
識

の
持
ち
方
、
研
究
方
法
を
学

ぶ
段
階

の
も
の
だ
と
言

っ
て
よ
い
か
ら
、
先
行
研
究
に
よ
っ
て
そ
れ

を
見

つ
け
、
こ
れ
か
ら

の
更
な
る
深

い
水
準

の
も
の
に
つ
な
が
る
よ

う
に
す
れ
ば
十
分
で
は
な
い
か
と
思
う
。
も
ち
ろ
ん
、
ず
ば
ぬ
け
て

優
秀
な
も
の
は
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、

一
般
の
論
文
指
導
は
こ
の

方
向

で
行
う
と
、
よ
り
高
い
水
準

の
論
文
が
生
ま
れ
、
そ
し
て
、
よ

り
強

い
研
究
能
力
を
も

つ
学
生
も
養
成
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思

う

[修

二
〇
〇
三
]
。

日

指
導
体
制
の
問
題

最
後

に
も

っ
と
も
重
要
な
指
導
体
制
と
指
導
要
領
お
よ
び
指
導
教

官

の
問
題

で
あ
る
。
大
学
に
よ
り
指
導
体
制
と
そ
の
要
領
、
ま
た
は

指
導
教
官

の
責
任
範
囲
な
ど
も
多
少
違
う
と
思
う
が
、

コ
ン
ク
ー
ル

の
応
募
論
文
か
ら
、
以
下

の
よ
う
な
問
題
点
が
見
ら
れ
る
。

明
ら
か
に
指
導
教
官

の
指
導
形
跡
が
見
ら
れ
る
も
の
も
あ
れ

ば
、
ど
う
も
、
指
導
教
官
不
在

の
論
文
も
多
数
あ
る
。
指
導
教

官
不
在

の
論
文
が
作
成
さ
れ
る
原
因
と

し
て
は
、
学
生

の
選
ん

だ
テ
ー

マ
が
自
分

の
専
門
で
は
な
い
、
指
導
す
る
学
生
数
が
多

す
ぎ
る
、
指
導
し
よ
う
と
思

っ
て
も
学
生
が
言
わ
れ
る
と
お
り

に
や
ら
な
い
、
学
生
に
論
文
を
書
く
力

が
な
い
か
ら
指
導
を
放

棄
す
る
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
が
、

こ
う
だ
か
ら
こ
そ
、
指
導
が

必
要
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
表
現
上

の
指
導

で
は
な
く
、

む
し
ろ
、
最
初
の

「ネ
タ
」
探
し
か
ら
し

っ
か
り
指
導
を
し
て

お
か
な
い
と
指
導
し
に
く
く
な
る
。
[修

二
〇
〇
三
]

五

結

論

以
上
に
述

べ
た
よ
う
に
、
卒
業
論
文
か
ら

は
、
執
筆
者
で
あ
る
学

生

の
能
力
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
所
属
す
る
大
学

の
教
育
レ
ベ
ル
、

管
理
体
制
な
い
し
指
導
教
官

一
人
ひ
と
り
の
学
識
、
態
度
、
実
力
な

ど
が
伺
わ
れ
る
。
応
募
論
文

の
間
に
存
在
す

る
大
学
間
の
差
は
予
想

以
上
に
大
き
い
も
の
で
あ
っ
た
。
例
え
ぼ
、
四
〇

ペ
ー
ジ
に
及
ぶ
長

い
論
文
も
あ
れ
ば
、
わ
ず
か
六
ペ
ー
ジ
の
小
論
文
と
も
い
え
な
い
短

い
論
文
も
あ
る
。
完
壁
な
日
本
語
で
書
か
れ
た
論
文
も
あ
れ
ば
、
ミ

ス
だ
ら
け

の
論
文
も
あ
る
。
独
創
性
あ
ふ
れ
る
す
ば
ら
し
い
も
の
も

あ
れ
ぼ
、
陳
腐
な
饒
舌
の
丸
写
し
も
あ
る
。

今
後
の
課
題
は
、
何
よ
り
も
指
導
体
制

の
確
立
が
第

一
歩
だ
と
思

う
。
大
学
に
よ

っ
て
は
、
指
導
教
官
に
対
す
る

「指
導
」
も
必
要

で
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は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。
指
導
教
官
が
し
っ
か
り
と
し
た
指
導
力
を

持
て
ば
、
少
な
く
と
も
テ
ー

マ
の
問
題
、
引
用
の
問
題
、
先
行
研
究

の
問
題
、
研
究
分
野

の
問
題
、
構
成
の
問
題
、
書
き
方
の
問
題
な
ど

に
か
か
わ
る
指
導
が
き
ち
ん
と
行
わ
れ
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
何
を
ど

の
よ
う
に
指
導
す
る
か
、

い
わ
ゆ
る
指
導
要
領

の

明
確
化
も
大
事
な
課
題

で
あ
ろ
う
。
明
確
な
指
導
要
領
が
な
け
れ

ば
、
指
導

そ
の
も

の
が
自
己
流
に
な
り
、
い
い
加
減
な
も
の
に
な
っ

て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
る
。
そ
の
意
味

で
は
、
論
文
作
成
と
指
導

の
ス

タ
ン
ダ
ー
ド
を
早
急

に
立
案
す

る
必
要
が
あ
る
。

こ
れ

は
大
学
に

よ

っ
て
特
色

の
あ
る
も
の
で
も
よ
い
が
、
要
は
、
学
問
上
の
常
識
と

一
般
慣
習
に
合
う
よ
う
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

良
い
論
文
と
は
、
先
達

の
研
究
を
十
分
に
噛
み
砕

い
た
上
で
、
自

分
の
説
を
論
理
よ
く
確
立
し
た
も

の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
、
先
行

研
究
と
自

説
は
不
可
欠

の
二
大
要
素
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
二

大
要
素
は
密
接
な
関
係

に
あ
る
も

の
で
な
け
れ
ば
、
意
味
が
な

い
。

つ
ま
り
、
先
行
研
究
と
自
説

の
間

の
関
連
性
を
見
出
す
こ
と
、
あ
る

い
は
先
行
研
究
を
批
判
し
な
が
ら
自
説

の
正
し
さ
を
証
明
し
て
い
く

こ
と
が
、
所
謂
論
文
作
成
と
い
う
作
業

で
は
な
い
か
と
思
う
。

こ
れ

は
正
に

「言
う
は
易
く
行
う
は
難
し
」

で
あ
ろ
う
。
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