
◎
論

説

日
本
語
と
中
国
語

言
葉

の
個
人
的
生
成
と
社
会
的
生
成

日
本
語
と
中
国
語
の
学
習
の
場
で

山

田

克

利

i
・
…

は
じ
め
に

人
が

母
語

を
習
得
す
る
と
き
だ
け

で
な
く
、

一
応

の
習
得
が
終

わ

っ
た
あ
と
で
も
、
言
語
の
生
成
は
さ
ら
に
続
く
。
そ
れ
は
言
葉

の

使

い
間

違
い
な
ど
の
場
合
に
か
え

っ
て
は
っ
き
り
と
創
造
的
で
根
源

的
な
も

の
が
観
察
さ
れ
る
。
言
語
習
得
の
進
歩

に
つ
い
て
知
識

の
面

で
量
的

に
言
語
能
力
が
拡
大
し
て
い
く
の
は
見
や
す

い
自
然
な
傾
向

で
あ
る
が
、
そ
れ
に
加
え
て
、
人

の
内
面

で
ア
イ
デ
ィ
ア
が
言
語
化

さ
れ
る
行
動

の
過
程
で
、
そ
の
行
動
の
質
を
支
え
る
体
系
の
把
握
に

お
い
て
も
変
化
や
進
歩
が
あ
る
と
見
て
ま
ち
が
い
は
な
い
だ
ろ
う
。

そ
れ
も
た
だ
支
え
る
と

い
う
だ
け
で
な
く
、
人
の
言
語
と

い
う
行
動

が
成
立
す
る
上
で
、
不
可
欠
の
要
素
と
し
て
作
用
し
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。
そ
う
い
う
人

の
言
語
行
動
に
お
け
る
精
神

の
作
用
を
も

「言
葉

の
生
成
」
の
過
程
と
見
て
、
そ
の
実
際
的
な
意
味
を

い
く

つ

か
の
場
面

で
検
討
考
察
し
て
み
た

い
。

言
葉

の
生
成
は
、
人
の
言
語
と

い
う
行
動
を
成
立
さ
せ
る
必
須
の

条
件
の

一
つ
で
あ
る
。
そ
れ
を
意
識

の
上
に
置
き
、
目
的

の
た
め
の

よ
い
方
法
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
れ
ぼ
、
母
語

の
使
用
能
力
に
お
い

て
も
、
外
国
語
の
効
果
的
な
学
習

の
た
め
に
も
、
有
用
な
意
味
を
持

つ
こ
と
は
疑
い
な
い
。
教
室
で
の
日
本
語
使

用
訓
練
や
外
国
語
学
習

の
経
験

で
得
た

こ
と
を
復
習
し
な
が
ら
、
こ

こ
で
は
、
入
門
期
を
過

ぎ
た
段
階
で
外
国
語
学
習
を
効
果
的
に
進
め
る
た
め
の

一
つ
の
方
法

と
し
て
生
成
の
持

つ
意
味

の
追
求
を
行
う
。
特

に
、
学
習
対
象

の
言

語
が
持

つ
特
性
を
、
自
分
が
す
で
に
学
ん
だ
点
か
ら
応
用
し
、
生
成

的
に
精
神
を
動
か
す
こ
と
で
そ
の
言
語
を
自

分
の
中
に
拡
大
再
生
産
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す
る
と

い
う
面
を
中
心
に
お
い
て
考
え
た

い
。
言
葉

の
生
成
と
い
う

観
点
か

ら
、
よ
り
具
体
的
に
は
母
語
認
識

の
進
化
と
外
国
人
の
日
本

語
学
習
、
日
本
人

の
中
国
語
学
習

の
方
法
を
主
要
関
心
事
と
す
る
も

の
で
あ

る
。

言
葉

の
社
会
性
は
、
言
葉
の
最
も
重
要
な
要
素
の

一
つ
で
あ
り
、

言
葉

の
社
会
的
な
生
成
も
当
然
考
え
る
価
値

の
あ
る
課
題

で
あ
る
。

社
会
自

体
が
文
字
通
り
言
葉
を
生
成
す
る
こ
と
は
あ
り
え
ず
、
必
ず

具
体
的
な
個
人
の
精
神

に
お
い
て
生
成
は
起

こ
る
の
で
あ
る
が
、
各

個
人
が
持

つ
言
葉
は
、
社
会
的
な
共
有
を
最
重
要
な
基
礎
と
し
て
い

る
か
ら
、
個
人
に
お
け
る
生
成
も
言
葉
の
社
会
的
な
共
有
か
ら
必
ず

影
響
を
受
け
る
。
そ
う
し
た
生
成
が
、
今
度
は
社
会
的
に
共
有
さ
れ

る
要
素

を
生
む
こ
と
も
必
ず
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
を
社
会
的
な

生
成
と
言
う
こ
と
は
比
喩
以
上

の
意
味
が
あ
る
。
そ
う
し
た
言
葉

の

生
成

の
個
人
と
社
会
の
間
で
の
行
き
来
を
見
、
無
限
に
繰
り
返
さ
れ

て
い
く

フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
の
動
き
を
、
あ
る
部
分
に
し
て
も
意
識
に

乗
せ
認

識
す
れ
ば
、
そ
れ
が
言
語
学
習
を
進
め
る

一
つ
の
面

で
力
に

な
る
と
見
ら
れ
る
。

「岩
音
鳴
り

て
」

1

間
違
い
か
ら
見
出
さ
れ
る
創
造

「
岩

音

鳴

り

て
…

…

」

と

い

う

言

葉

を

見

て

、

す

ぐ

に
わ

か

る

人

も

あ

る

だ

ろ

う

が

、

何

の

こ
と

か

と

い
ぶ

か

し

く

思

う

人

も

あ

る

に

ち
が

い
な
い
。
お
か
し
い
と
思
う
人

の
ほ
う
が
多
分
本
来

の
意
味
の

近
く

に
い
る
。
「イ
ワ
オ
ト
ナ
リ
テ
」

は

「
巌
と
な
り

て
」
で
あ

っ

て
、

「君
が
代
」

の

一
節
で
あ

る
。
日
本
語

の
表
現
技
術

の
授
業

で
、
あ
る
学
生
が
意
味
を
勘
違
い
す
る
こ
と

を
テ
ー

マ
と
し
な
が
ら

そ
う

い
う
例
の

一
つ
と
し
て

「岩
音
鳴
り
て
…
…
」
と
ま
ち
が
え
て

思
い
込
ん
で
い
る
人
が
い
る
と
い
う
こ
と
を
発
表
し
た
と
こ
ろ
、
そ

れ
を
聞

い
て
子
供

の
と
き
か
ら

こ
の
歌
を
歌

い
な
が
ら
私
も
そ
う

思

っ
て
い
た
、
「巌
と
な
り
て
」
と
は
新
鮮

な
発
見
だ

っ
た
と

い
う

反
応
が
レ
ポ
ー
ト
の
中
に
見
ら
れ
た
。

こ
の
こ
と
で
そ
う

い
う
新
鮮

な
発
見
を
し
た

の
は
そ
の
レ
ポ
ー
ト
を
書

い
た
人
ば
か
り

で
は
な

く
、
世

の
中

に
相
当
多
く
い
る
ら
し
い
。
試

み
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

の
σq。
。
αqド
で

「岩
音
鳴
り
て
」
を
検
索

し

て
み
る
と
、
数
え
切
れ

な
い
ほ
ど
の
サ
イ
ト
が
現
れ
る
。
そ
し
て
そ
う

い
う
サ
イ
ト
を
作

っ

た
人
々
に
圧
倒
的
に
多
く
共
通
す
る
動
機
は
ま
さ
に
そ
の

「新
鮮
な

発
見
」
か
ら
出
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
う

い
う

「間
違

い
」
を
と
く
に
教
室

の
よ
う
な
環
境
で
気
づ
く

と
、
「正
し
い
理
解
」
を
覚
え
て
自
分

の
知
識
と
し
て
い
き
た

い
と

い
う
反
省
が
行
わ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
そ
れ
は
文
句
の
つ
け
よ

う
の
な
い
次

の
レ
ベ
ル
へ
の
出
発
点
と
も
見

ら
れ
る
が
、
「岩
音
鳴

り
て
」
か
ら
自
分
が
脱
け
出
る
過
程
を

「発

見
」
と
思
い

「新
鮮
」

と
感
じ
る
こ
と
の
ほ
う
に
も
言
葉
を
使
う
力

が
発
展
し
て
ゆ
く
伸
び

や
か
な
可
能
性
が
潜
ん
で
い
る
。
そ
の
可
能
性

は
ど
う
い
う
条
件

の

下

に
現
実
と
な
る
の
か
、
そ
も
そ
も
そ
の
可
能
性
は
ど
う
し
て
そ
う
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い
う
可
能
性
を
持

つ
こ
と
が
で
き
る
の
か
。

必
要
な
知
識
が
欠
け
て
い
る
か
ら
こ
う
い
う
間
違

い
が
起
こ
る
と

見
ら
れ
や

す
い
が
、
そ
れ
は
外
側
か
ら
の
観
察
で
あ
る
。
間
違

い
が

成
り
立
ち

う
る
条
件
と

い
う
方
向
か
ら
見
れ
ば
、
知
識

の
有
無
は

一

つ
の
要
素

に
過
ぎ
な
い
。
必
要
な

「知
識
」
は
外
側
に
も
客
観
的

に

あ
る
も

の
だ
が
、

「間
違

い
」
は
言
語
と
い
う
行
動
と
し
て
は
、
話

者
の
内
面

に
お

い
て
そ
の
つ
ど
創
造
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

「間
違

い
」
で
あ

る
こ
と
が
か
え

っ
て
創
造

の
証
明
と
な
る
。
知
識
は
外
か

ら
内
面

に
移
さ
れ
た
も
の
の
コ
ピ
ー
的
な
再
生
で
あ
る
か
も
し
れ
な

い
が
、
間
違

い
は
そ
の
よ
う
な
再
生
は
不
可
能
で
言
語
行
為
者
の
精

神
が
創
造

す
る
よ
り
ほ
か
は
な
い
。
そ
ん
な
に
も
多
く

の
人
が

「岩

音
鳴
り

て
」
と
思

っ
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
の
大
多
数
に
つ
い
て
客

観
的
な
知
識
と
し
て
外
か
ら
与
え
ら
れ
た
は
ず
は
な

い
と
い
う
こ
と

が
で
き

る
か
ら
で
あ
る
。

言
語

と
い
う
行
動

に
お
い
て
人
は
ど
う
し
て
そ
の
よ
う
な
創
造
を

行
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
対
す
る
最
も
端
的
な
回
答
は
言
葉
と

い
う
の
は
記
号
だ
か
ら
で
あ
る
。
記
号
と

い
う
こ
と
は
、
意
味
や
内

容
そ
の
も
の
で
は
な
く
て
、
そ
れ
に
代
わ
る
も
の
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
意
味
自
体
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
そ
こ
に
間
違
い
な
く
存
在
す
る

し
、
間
違

え
よ
う
と
し
て
も
間
違
え
る
こ
と
は
で
き
ず
変
え
よ
う
と

思

っ
て
も
変

え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
言
葉
は
記
号
で
あ

る
か
ら
、

そ
の
形
態
は
意
味
と
の
関
係
に
お
い
て
恣
意
的

で
あ
る
と

い
う
の
は
言
葉

の
大
原
則

で
あ
る
。
い
く
ら
大
原
則
で
も
日
常
生
活

で
人
々
は
そ
れ
を
ほ
と
ん
ど
意
識
す
る
こ
と

は
な

い
が
、
物
質
的
に

論
理
的
に
は
恣
意
的
に
変
更
の
可
能
性
を
持

つ
も

の
で
あ
る
と

い
う

認
識
は
意
識

の
深
い
底
に
常

に
存
在
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ

の
恣
意
性
が
恣
意
的
に
実
現
さ
れ
て
し
ま

っ
た
ら
、
言
語
に
よ
る

コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
も
ち
ろ
ん
自
分
の
世
界
観
も
崩
壊
す
る
と
い

う
危
機
感
は
言
葉
を
使
う
人
の
誰

の
心
に
も
あ
る
の
で
あ

っ
て
、
そ

れ
自
体
は
世

の
人
々
の
大
き
な
共
有
認
識
で
あ
る
。

記
号
を
言
葉

に
す
る
た
め
に
、
言
語
行
動

に
お
い
て
人
の
精
神
が

そ
の
つ
ど
働

い
て
、
言
葉

の
形
式

の
恣
意
を
言
語
と
し
て
の
必
然
と

し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
「
イ
ワ
オ
ト
ナ
リ

テ
」
を

「巌
と
な
り

て
」
あ
る
い
は

「岩
音
鳴
り
て
」
あ
る
い
は
そ

の
ほ
か
の
意
味
を
創

造
し
な
が
ら
発
声
し
て
言
葉

が
言
葉

に
な
る
。
私
は
先
ほ
ど
、
「間

違
い
」
に
創
造
が
あ
る
よ
う
な
言

い
方
を
し
た
が
、

こ
う
し
て
見
て

み
れ
ば
、
間
違
い
で
な
い
場
合
で
も
、
外
か
ら
与
え
ら
れ
た
も
の
の

単
な
る
コ
ピ
ー
的
な
再
生
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
再
生
的
な
面
を
も

持
ち
な
が
ら
で
あ
る
に
し
て
も
、
話
者
の
精
神
に
お
け
る
創
造
は
行

わ
れ
る
。
そ
れ
が
な
け
れ
ば
、
言
葉
は
言
葉

に
な
ら
な

い
。

「岩
音

鳴
り
て
」

で
は
な
く

「巌
と
な
り
て
」
な

の
か
と
発
見
し
て
、
そ
れ

を
新
鮮
と
感
じ
た
こ
と
の
中
に
は
、
こ
う

い
う
言
葉
を
言
葉
と
し
て

実
現
さ
せ
る
根
源
的
な
力
と
自
分

の
精
神

の
自
由
と
の
つ
な
が
り
を

直
感
す
る
も
の
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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が
ら
、

人
は
自
分
の
言
語
の
体
系
を
常

に
生
成
し
て
い
く
。
そ
の
生

成
の
全
容

、
あ
る
い
は
そ
の
エ
ッ
セ
ン
ス
の
全
体
的
な
記
述
を
す
る

こ
と
は

で
き
な
い
が
、
そ
れ
自
体
を
意
識

の
上
に
載
せ
た
問
題
と

し
、
そ

の
見
や
す
い
現
わ
れ
を
と
ら
え
て
検
討
す
る
こ
と
か
ら
言
葉

の
生
成

の
質
を
本
来
の
意
味
の
と
お
り
に
実
現
し
て
い
く
た
め
の
方

法
的
な
手
が
か
り
は
得
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
。
「岩
音
鳴

り
て
」
の

創
造
自
体

も
生
成

で
あ
り

「岩
音
鳴
り
て
」
か
ら

「巌
と
な
り
て
」

へ
の
移

行
に
は
、
そ
う
し
た
創
造
を
基
礎
に
お
き
な
が
ら
生
じ
て
い

る
言
葉

の
体
系
に

つ
な
が
る
生
成
が
見
や
す
く
現
れ
て
い
る
。

「岩
音
鳴

り
て
」
が
成
立
し
た
条
件
を
逆
算
的

に
分
析
し
て
見
る

と
、
話
者

の
精
神

の
中
で
古
語
あ
る
い
は
古
文
あ
る
い
は
古
典
文
法

が
前
提

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
現
代

の
日
本
語

で
は
な

い
か

ら
、
「岩
音
が
」
の

「が
」
を
言
わ
な
い
こ
と
が
で
き
、

「鳴

っ
て
」

で
は
な

く

「鳴
り
て
」
と
言
え
る
の
だ
と
自
分

の
創
造
を
合
理
化
し

根
拠
付

け
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。
古
語
な
ど
の
言
語
経
験
が
な
け

れ
ば

「岩

音
鳴
り
て
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
自
分
の
精
神
の
中
に
作

る
こ
と

は
で
き
な
い
。
古
語

で
は
現
代
語

の
助
詞
を
使
わ
な

い
言

い

方
が
あ

る
と
か
、
現
代
語

で
は
ラ
行
五
段
活
用
の
動
詞
が

「て
」

へ

つ
な
が
る
連
用
形

は
促
音
便
が
現
れ
る
け
れ
ど
古
文
だ
か
ら
、
と
か

の
抽
象
的

で
完
成
し
た
認
識
は
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
こ
と
が
多
く

の
場
合

に
あ
る
だ
ろ
う
。
外
国
人
の
日
本
語
学
習
者
な
ら
ば
逆
に
、

促
音
便

に
つ
い
て
は
、

「第

一
グ
ル
ー
プ

の

一
部

の
動
詞

の
テ
形
だ

か
ら
」

と
明
確
に
説
明
で
き
る
者
も
多

い
が
、

「岩
音
鳴
り
て
」
を

作
る
こ
と
は
ま
ず

で
き
な

い
。
母
語
話
者
は
、
自
分

の
言
語

に
つ
い

て
半
製
品
的
な
文
法
的
な
認
識
を
持

っ
て
お
り
、
そ
れ
が
言
葉
の
体

系
の
生
成
を
推
進
さ
せ
る
要
素
と
も
な
る
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
そ

こ
か
ら
外
国
語
学
習

に
お
い
て
も
、
そ
う
し
た

「半
製
品
的
理
解
」

を
学
習

(H
外
国
語

に
お
け
る
言
語
体
系
の
生
成
)
を
進
め
る
条
件

と
し
て
方
法
化
す
る
こ
と
も
考
え
る
意
義
が
あ
る
。
不
完
全
を
土
台

と
す
る
の
は
も
ち
ろ
ん
危
険
が
あ
る
が
、
意
識
化
す
る
こ
と
で
そ
の

程
度
は
限
定

で
き
る
し
、
意
識
化
は
方
法
を
求
め
る
た
め
の
よ
い
前

提
と
も
な
る
。

二

「情
け
は
人
の
た
め
な
ら
ず
」
と

「な
る
」

「情

け
は
人

の
た
め
な
ら
ず
」
と
い
う

こ
と
わ
ざ
に
つ
い
て
、
多

く
の
人
の
理
解

の
仕
方

に

「間
違
い
」

(変

化
?
)
が
あ
る
こ
と
は

今
で
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
言
っ
て
も
い

い
だ
ろ
う
。
よ
く
知
ら

れ
る
こ
と
に
な
る
直
接
的
で
大
き
な
き
っ
か

け
は
文
化
庁
に
よ
る
平

成

一
二
年
度

の

「国
語
に
関
す
る
世
論
調
査
」

(実
施
は
平
成

=
二

年

一
月
)
と
そ
の
結
果
に
よ
る
。
そ
れ
以
前

か
ら

「間
違

い
」
が
人

ムユ
　

目
に
付
く
よ
う
に
な

っ
て
い
た
か
ら
こ
そ
調
査
項
目
に
も
入

っ
た
の

だ
ろ
う
が
、
そ
の
結
果
、
新
し
い
理
解

の
仕
方
が
本
来

の
意
味

に
使

う
の
よ
り
多
数
で
あ

っ
た
の
は
と
り
わ
け
多
く
の
人
に
強

い
印
象
を

与
え
る
こ
と
に
な

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

「間
違

い
」
で
は
な
く

「変
化
」、
と
見
る

に
し
て
も
、
言
語

の
社
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会
的
存
在

の
仕
方
が
、
例
え
ば
遊
び
的
な
ゆ
れ
で
は
な
く
、
変
化
し

た
解
釈
の
ほ
う
が
多
数
派
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
数
字
で
如
実
に

示
さ
れ
る
と
、
そ
れ
に
衝
撃
を
受
け
る
人
が
あ
る
と
し
て
も
そ
れ
は

十
分
理
由

の
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
教
室
で
学
生
が
若
者
言
葉

の
存
在

理
由
を
主
張
す
る
よ
う
な
場
合

で
も
ほ
と
ん
ど
い
つ
も
同
じ
心
理
的

姿
勢
が
見
ら
れ
る
。
若
者
で
あ
る
学
生
が
若
者
言
葉
の
存
在
理
由
を

言
う
最
大
公
約
数
的
な
も

の
は

「言
葉
は
変
化
す
る
も
の
だ
」
で
あ

る
が
、
そ
う
い
う
正
当
化
に
加
え
て

「若
者

の
間
で
」
と
か

「場
面

を
選
ん

で
」
と
か
の

「限
定
」
が

つ
く

の
が
常
で
あ
る
。
「場
面
を

選
ん
で
」
と

い
う
の
は
実
践
的
で
も
あ
り
、
礼
儀
に
つ
い
て
の
わ
き

ま
え
も
見

せ
て
バ
ラ
ン
ス
感
も
あ
る
姿
勢

で
、
そ
れ
を
言
う
本
人
の

自
覚
的
な
意
味
に
も
そ
れ
が
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
前
節

で
見
た

「言
語

の
創
造
」
か
ら
考
え
れ
ば
、
変
化
が
日
常
的
に
多
数
派
と
か

大
勢
と
か
に
な
れ
ば
言
葉
が
社
会
性

の
面
か
ら
致
命
傷
を
受
け
、
自

分

の
言
葉

の
創
造

の
た
め
の
根
拠
が
失
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
言
葉

に

よ
る
自
分

の
生
き
方
が
基
本
的
に
崩
壊
す
る
と
い
う
不
安
感
や
危
機

感
が
意
識

し
な
く
て
も
生
じ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
そ
う

い
う

「限
定
」
の
本
質
的
な
基
礎

で
あ
る
。

「情
け
は
人
の
た
め
な
ら
ず
」
は
こ
う
し
て
、
と
に
か
く
少
な
く

と
も
問
題

へ
の
注
目
と
い
う

こ
と
で
は
、
社
会
的
に
認
識
が
共
有
さ

れ
る
こ
と
に
な

っ
た
と
言
え
る
。
「岩
音
鳴
り

て
」
の
場
合
と
同
じ

く
個
々
人

の
内
面
で
も
こ
う
し
た
言
葉

の
生
成

へ
の
萌
芽
が
あ

っ
た

に
違

い
な
い
が
、
「情
け
は
人
の
た
め
な
ら
ず
」
の
新
解
釈
は
、

こ

の
表
現
が
内
容
面
で
思
想
と
し
て
の
ま
と
ま
り
を
持

つ
こ
と
も
あ

っ

て
、
個
人

の
枠
を
超
え
て
社
会
的
な
言
葉

の
生
成

の
段
階
に
入

っ

た
。
現
に
文
化
庁
も

「意
味
が
変
化
し
て
伝
わ
る
こ
と
わ
ざ
」
と
し

て
調
査
結
果
を
言
葉

に
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
新
解
釈
が
生
じ
る
社

会
的
背
景
と
か
世
の
人
情

の
推
移
と
か
の
分
析
や
議
論
が
世

の
中

で

も
話
題
と
な
り
、
新
解
釈

の
定
着
が
既
定

の
前
提
と
さ
れ
る
こ
と
も

目
に
入
る
よ
う
に
な

っ
た
。
し
か
し
、
拙
文

で
は
、
言
語
と
い
う
行

動
に
お
け
る

「創
造
」
や
言
語
体
系

の

「生
成
」
を
そ
う
い
う
言
語

の
外
に
あ
る
環
境
的
要
素
が
言
語
に
与
え
る
影
響
と
は
切
り
離
し
て

考
え
、
言
語

(と
言
語
を
言
語
と
し
て
い
る
人
)
自
体
の
内
在
的
論

理
の
動
き
と
し
て
も
見
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
レ
ベ
ル

で
見
れ
ば
、
新
解
釈
も

「半
製
品
」

の
状
態

に
有
り
、
し
か
も
な
お

「意
味
が
変
化
し
て
伝
わ
る
こ
と
わ
ざ
」
と

は
な
り
に
く
い
要
素
が

あ
る
。

つ
ま
り
、
今
後
さ
ら
に
広
く

一
人
ひ
と
り
が
こ
の
表
現
を
言

語
的
に
行
動
す
る
と
き

「人
の
た
め
に
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
意
味

と
し
て
創
造
し
て
い
く
こ
と
に
は
大
き
な
障
害
が
現
れ
て
く
る
の
で

は
な

い
か
と
見
ら
れ
る
。

「な
り
」
は
体
系
の
ど
こ
に
い
る
か

文
化
庁
の
調
査

の
選
択
肢
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
二

つ
の
解
釈
が
生

じ
る
言
語
的
な
理
由
と
し
て
は
、
否
定
文

で
あ
る
こ
と
の
紛
ら
わ
し

さ
も
指
摘
さ
れ
よ
う
。
本
来

の
意
味
は
、
全
否
定

で
あ
り
、
新
解
釈

は
部
分
否
定
的

で
あ

っ
て
、
区
別
が
判
然
と

し
に
く
い
と

い
う
こ
と

言葉の個人的生成と社会的生成i57



で
あ
る
。

そ
れ
も
あ
る
に
は
あ
る
が
、
二
つ
の
解
釈
を
分
け
る
明
確

な
キ
ー

ワ
ー
ド
が
あ

っ
て
そ
れ
は

「た
め
な
ら
ず
」
の

「な
ら
」
で

あ
る
。

こ
の
こ
と
わ
ざ

の
本
来

の
意
味
で
は

「な
ら
」
の
終
止
形
は

「な
り
」
と
な
る
も

の
で
、
そ
の
現
代
的
な
言
い
方
は

「
で
あ
る
」

で
あ
る
。
そ
れ
を
新
解
釈
は

「…
に
な
る
」
の

「な
る
」
と
解
す
る

こ
と
で
意
味

が
語
法
的

に
支
え
ら
れ
て
い
る
。
言
う
ま
で
も
な
く

「な
り
」

は
す
で
に
古
語
で
あ
り
、

「…
に
な
る
」
は
現
在
で
は
使
用

頻
度

の
高

い
動
詞
で
あ

っ
て
、
そ
う
い
う
言
語
的
状
況
が
新
解
釈
の

創
造

の
た

め
の
環
境
を
作

っ
た
。

こ
の
こ
と
は
、
現
代
日
本
人
の
大

人
の
大
部
分
が
理
解
で
き
る
こ
と
だ
と
言

っ
て
間
違

い
な

い
で
あ
ろ

う
。
そ
う
思

っ
て
文
化
庁
の
調
査

に
お
け
る
選
択
肢

の
表
現
を
見
て

み
る
と
、

「
ア
、
…
…
た
め
に
な
る
」
「イ
、…
…
た
め
に
な
ら
な
い
」

と
両
方

と
も

「…
に
な
る
」
が
使
わ
れ
て
い
て
、
「な
り
」
で
あ
る

可
能
性
を
無
意
識

の
う
ち
に
排
除
さ
せ
る
と

い
う
問
題
が
あ
る
。
回

答
者
は
、

「
(た
め
)
で
あ
る

〔
(た
め
)
で
は
な
い
〕
」
と

い
う
本
来
の

意
味
や
概

念
把
握

の
仕
方
を
、
も
し
半
製
品
と
し
て
頭
に
持

っ
て
い

た
と
し

て
も
、
多
分
多
く
そ
れ
を
自
分
で
気
が
つ
か
な

い
ま
ま
追
い

出
し
て
か
ら
選
択
を
行

っ
た
だ
ろ
う
。
調
査

の
た
め
の
表
現
の
難
し

さ
を
改
め

て
思

い
知
ら
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
言
語
と
い
う
人

間
の
行
動

に
お
け
る
創
造
や
言
語
体
系
の
生
成
が
行
わ
れ
る

一
つ
の

現
場
と
し

て
イ
メ
ー
ジ
し
綿
密

に
見
た

い
こ
と
で
あ
る
。

こ
う
し
た

こ
と
を
内
包
し
た
ま
ま
、
新
解
釈
が
社
会
的
に
生
成
さ
れ
て
い
け
ば

そ

の
方

向

で
言
語
創
造

す
る
個
人

は
、
コ

度
な
ら
ず

二
度

ま
で

も
」
な
ど
を
使
う
人

で
あ
れ
ば
、
自
分

の
言
語
体
系

の
合
理
化
に
困

難
を
感
じ
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
。
そ
の
表
現

の
意
味
を

「
一
度

(
の
た
め
)
に
な
ら
な

い
」
と
創
造
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う

し
、
ま
た

「ほ
か
な
ら
ぬ
あ
な
た
の
こ
と
で
す
か
ら
」
と
言
わ
れ
て

も
、

「ほ
か
(
の
た
め
)
に
は
な
ら
な
い
あ
な

た
」
と
感
じ
て
言
葉

の

創
造
が
完
成
せ
ず
困
惑
す
る
よ
り
ほ
か
は
な

い
。

「新
解
釈
」
と
混

在
す
る
中

で
の

「
一
方
な
ら
ず
」
の
今
後

の
行
方
も
注
目
さ
れ
る
。

社
会
的
に
言
語
の
新
た
な
生
成
が
あ
る
場
合
、
そ
れ
に
違
和
感
を

持
た
ず
自
然
な
使

い
方
だ
と
思
う
人
が
多
数

に
な
れ
ば
、
公
認
さ
れ

定
着
し
て
い
く
条
件
が
で
き
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
少
な
く
と
も
、

新
た
な
生
成
が
標
準
化

さ
れ
る
時

の
最
大

の
基
準

で
あ
る
。
し
か

し
、
十
分
条
件
と
言
う
こ
と
は
で
き
ず
、
以
上
に
見
て
き
た
よ
う
に

「情
け
は
人
の
た
め
な
ら
ず
」
も
新
解
釈
が
多
数
派
で
あ
る
と
い
う

調
査
結
果
が
出

て
も
、
そ
れ
が
直
ち
に
新
た
な
生
成
を
既
成

の
こ
と

と
し
て
示
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
そ

の
言
葉
が
使

用
さ
れ
る
こ
と
に
関
連
す
る
こ
と
の
論
理
関
係
、
と
り
わ
け
言
葉
に

内
在
す
る
論
理
、
語
法
に
つ
い
て
の
全
体
的

な
構
造
に
お
い
て
無
理

が
あ
れ
ば
、
生
成

の
帰
趨
は
な
お
よ
く
事
実

の
推
移
を
見
守
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
言
葉

の
生
成
は
、
言
語

の
体
系

の
生
成
と

し
て
起
こ
る
と
い
う
こ
と
の

一
つ
の
現
わ
れ
と
し
て
見
る
こ
と
も
で

き
る
。
ま
た
、
個
別
的
な
生
成

が
論
理
関
係

か
ら
突
出
し
て
起

こ
り

社
会
的
に
圧
倒
的
多
数
の
使
用
法
と
し
て
定
着
す
る
に
至

っ
て
、
辞

典
が

「慣
用
」
と
い
う
注
釈
を

つ
け
な
が
ら
採
録
し
て
い
る
こ
と
も
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社
会
が
共
有
す
る
経
験
と
し
て
あ

る
。
社
会
は
そ
う
い
う
経
験
も
持

つ
し
、
ま
た
あ
る
時
に
は
、
関
係
す
る
論
理
関
係
を
意
識
の
上
に
共

有
さ
せ
な
が
ら
た
ど
り
検
討
す
る
こ
と
も
あ

っ
て
、
そ
れ
が
生
成

の

推
移

の
方
向
を
動
か
す
こ
と
も

あ
る
。

「国
語
に
関

す
る
世
論
調

査
」
な
ど
は
、
社
会
が
問
題
を
共
有
意
識

の
上
に
置

い
て
い
る
こ
と

の
見
や
す

い
ケ
ー
ス
で
あ
る
が
、
実
際
的
な
場
面

の
言
語
の
専
門
家

も
い
な

い
状
況
の
中
で
問
題

の
共
有
意
識
が
生
じ
、
そ
こ
で
何
ら
か

の
言
葉
に

つ
い
て
の
生
成
が
動
く

こ
と
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
レ
ベ
ル
で

あ
る
に
ち
が
い
な

い
。

「
コ
ー

ヒ
ー
に
な

り
ま

す
」

ー

「な
る
」
の
難
し
さ
、
あ
や
う
さ
ー

現
代

の
日
本

で
は
ほ
か
に
も

「な

る
」
が
、

「た
め
な
ら
ず
」
よ

り
も
目
に
見
え
る
レ
ベ
ル
で
問
題
と
な

っ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
関

係
す
る
人

々
の
間

で
相
当
多
く
意
識
さ
れ
て
も
い
る
の
だ
が
、
そ
れ

は
、

フ

ァ
ミ
リ
ー
レ
ス
ト
ラ
ン
な
ど
で
店
員
が
注
文
を
受
け
た
品
を

客
の
テ
ー
ブ
ル
に
差
し
出
す
と
き
に
、
例
え
ば

「
コ
ー
ヒ
ー
に
な
り

ま
す
」
と

い
う
言

い
方
を
し
て
時
に
苦
情
が
出
る
こ
と
で
あ
る
。

こ

う

い
う
店
員

の
多
く
は
大
学
生
の
ア
ル
バ
イ
ト
で
あ
る
か
ら
、
実
際

に
経
験
し

た
学
生
か
ら
そ
こ
で
起
き
た
問
題
や
そ
こ
か
ら
生
じ
た
疑

問
や
考
え
方
な
ど
に
つ
い
て
教
室

で
私
は
話
を
聞
く
機
会
が
か
な
り

た
く
さ
ん

あ
っ
た
。

一
人
が
そ
れ
を
テ
ー
マ
に
発
表
を
行
え
ば
、
自

分
も
類
似

の
経
験
が
あ
る
と
呼
応
す
る
人
が
大
体
複
数
出
る
。
全
国

的
に
は
か
な
り
の
数

の
人
が
口
に
す
る
よ
う

に
な

っ
て
い
る
と
推
定

さ
れ
る
が
、
こ
の
言
い
方
か
ら
起

こ
る
端
的
な
問
題

は
、
そ
れ
を
聞

い
た
客
が

「変

な
言

い
方
を
す

る
な
。
な
に
か
ら

コ
ー
ヒ
ー

に
変

わ

っ
た
ん
だ
」
と
苦
情
を
言
う
こ
と
が
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
答
え

よ
う
が
な
く
て
困

っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
困
惑
は
当
の
客

が

「ま
あ

い
い
」
と
言

っ
て
く
れ
て
も
終
わ
ら
な

い
。

「な
に
か
ら

コ
ー
ヒ
ー
に
変
わ

っ
た
ん
だ
」
と
言
い
た
い
疑
念
は
実
は
店
員
自
身

に
も
あ
る
し
、

い
っ
ぽ
う

「
コ
ー
ヒ
ー
に
な

り
ま
す
」
と
い
う
言

い

方
を
し
た
い
感
覚
も
自
分
の
中
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

な
ぜ
そ
う

い
う
言
い
方
を
す
る
の
か
と
い
う
と
、
そ
の
ソ
ー
ス
は

経
験
者

の
報
告
か
ら
だ
い
た
い
三
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

つ
は
、
職
場
の
先
輩
た
ち
が
そ
う
言

っ
て
い
る
、
さ
ら
に
は
、
先
輩

か
ら
そ
う
言
う
よ
う
に
言
わ
れ
た
、
で
あ
る
。

二
つ
目
は
、
自
分
が

客
と
し
て
コ
ン
ビ

ニ
な
ど
に
行

っ
た
と
き
に

そ
こ
の
店
員
は
そ
う

言

っ
て
い
た
よ
う
に
感
じ
る
。
第
三
は
、
店

員
と
し
て
仕
事
を
す
る

以
上
と
に
か
く
客
を
接
待
す
る
言
葉
を
使
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と

思

っ
た
と

い
う
の
で
あ
る
。
第
三
の
ソ
ー
ス
は
本
人
自
身
の
う
ち
に

あ

っ
て
、
そ

こ
に
創
造
そ
し
て
生
成
が
あ
る
と
見
ら
れ
る
が
、
実
は

こ
れ
は
第

一
の
場
合
に
も
二
つ
目
の
場
合
に
も
重
な

っ
て
起

こ
っ
て

い
る
こ
と
で
あ
り
、
店
員
と
し
て
の
自
覚
と
接
待

の
誠
意
に
は
共
通

し
て
偽
り
が
な
く
、
と
も
に
そ
の
た
め
の
表

現
法
を
目
指
し
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。
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誠
意

に
偽
り
が
な
い
こ
と
は
本
当
に
そ
う
な
の
で
あ

っ
て
、

ぶ

り
っ
子
的

に
言
う
の
で
は
な
い
。
た
だ
、
そ
れ
を
相
手
に
見
え
る
形

に
す
る

こ
と
に
つ
い
て
は
、
方
法
的
基
準
が
自
分
の
中
に
な
く
、
自

分

の
外

で
行
わ
れ
て
い
る

「正
し
さ
」
を
求
め
ざ
る
を
得
な

い
。
そ

の
正
し
さ

に
自
分
の
行
動

の
形
を
合
わ
せ
る
の
だ
が
そ
の
で
き
る
だ

け
の
正
確
さ
に
、
自
分

の
誠
意
を
置
き
換
え
よ
う
と
す
る
。
あ
ま
り

に
皮
肉
な
言
い
方
か
も
し
れ
な

い
が
、
小
学
校
以
来
先
生
が
勝
手
に

作
る
試
験

問
題
に
と
に
か
く
可
能
な
限
り

「正
確
に
」
答
え
よ
う
と

し

て
き

た
長

い
人
生
経
験
が
そ
こ
で
援
用
さ
れ
る
の
か
も
し
れ
な

い
。
そ
う

い
う
場
合
の
基
準
は
自
分

の
外
側
に
あ
る
こ
と
で
あ
る
か

ら
、
自
分

が
今
使

っ
て
い
る
言
葉
が
内
面
に
も

つ
意
味
は
い
つ
も
そ

の
全
貌
が
見
え
ず
、
完
全
な

マ
ス
タ
ー
は
自
分
の
力
の
届
か
な
い
と

こ
ろ
に
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
神
秘
的
で
有
難
み
の
あ
る

原
理
と
感

じ
ら
れ
る
こ
と
か
ら

の
発
想
や
、
知
識
不
足
と
す
る
自
覚

と
い
う
や
は
り
偽
り
の
な
い
謙
虚
さ
が
教
室

で
の
発
言
や

レ
ポ
ー
ト

の
言
葉
に
な
っ
て
出
た
り
も
す
る
。

威
張

っ
て
い
け
な
い
こ
と
は
わ
か

っ
て
い
る
が
、
客
と

の
間

の
生

き
た
接
触
面
を
ど
う
い
う
言
葉

で
作

っ
て
い
け
ば
い
い
の
か
、
知
識

の
面

で
も
行
動
的
に
も
経
験
が
少
な
く
て
戸
惑
い
は
続
く
。
冷
静

に

事
態
を
整
理
す
れ
ば
、
客
が
店

で
す
る
こ
と
は
四

つ
で
あ
る
。

一
つ

は
選
ぶ

・
決
め
る
こ
と
、
次
に
求
め
る
こ
と
、
次
に
受
け
取
る
こ
と

で
最
後
は
支
払

い
を
す

る
こ
と
。
支
払

い
の
場
面
で
若
干

の
緊
張

は

生

じ
る

が
、
店
員

の
言
葉

の
使

い
方
が
鋭
く
問
題

に
な
る
の
は
選

ぶ

・
決
め
る
に
か
か
わ
る
こ
と

で
、
あ
と
の
二
つ
は
心
配
す
る
必
要

は
だ

い
た
い
な

い
。
決
定
に
か
か
わ
る
こ
と
が
問
題
に
な
る
の
だ
と

い
う

こ
と
は
、
多
く
の
ア
ル
バ
イ
ト
店
員
に
と

っ
て
予
感
の
よ
う
な

状
態
で
精
神
の
中
に
存
在
す
る
の
で
は
な

い
か
と
想
像
さ
れ
る
。
目

の
前

の
客
が
選
ぶ

・
決
め
る
を
し
て
い
て
も
、
そ
の
こ
と
か
ら
あ
と

ず
さ
り
す
る
よ
う
な
感
覚
は
自
然
に
生
じ
る
が
、
知
識
的
な
用
意
は

乏
し
く
、
そ
こ
に
か
か
わ
る
言
葉
を
ど
う
選

ぶ
か
は
手
探
り
状
態
で

あ
る
。
学
校
で
敬
語
を
習

っ
て

「尊
敬
」
と
か

「謙
譲
」
が
あ

っ
た

し
、
そ
う
で
は
な
く
て
も

「丁
寧
」
な
ど
は
現
に
今
だ
っ
て
自
分
は

し
て
い
る
か
ら
自
然
に
分
か
る
け
れ
ど

「決
定

」
な
ど
と
い
う

の

は
、
習

っ
た
こ
と
が
な
い
、
と
い
う
ふ
う
に
思

っ
て
も
不
思
議
な

こ

と
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ

こ
で
客
が

「
コ
ー
ヒ
ー
と
ト
ー
ス

ト
、
そ
れ
か
ら
…
…

い
や
そ
れ
だ
け
で
い
い
」
と
言
え
ば
、
「
コ
ー

ヒ
ー
と
ト
ー
ス
ト
で
よ
ろ
し
か

っ
た

で
し
ょ
う
か
」
と
店
員
が
確
認

の
言
葉
を
述

べ
る
こ
と
も
起

こ
る
の
で
あ
ろ

う
。

こ
の

「よ
ろ
し

か

っ
た
」
と
い
う
過
去
形
は
、
新
聞
な
ど
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
話
題

や
議
論

の
対
象
と
な

っ
た
か
ら
、
日
本
語

の

一
つ
の
社
会
的
生
成
と

言

っ
て
も
よ
い
ぐ
ら
い
そ
の
使
用
が
日
本

の
フ
ァ
ミ
リ
ー
レ
ス
ト
ラ

ン
や
喫
茶
店

の
中
に
広
が
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

こ
の
言

葉
を

口
に
す
る
と
き
話
者

は
過
去

の
こ
と
を
言

う

つ
も
り
で
は
な

く
、

コ
ー
ヒ
ー
と
ト
ー
ス
ト
に
決
め
る
と
い
う
お
客
様
の
専
権
事
項

に
自
分
が
参
加
す
る
よ
う
な
出
す
ぎ
た

マ
ネ

は
し
ま
せ
ん
と

い
う
態

度
を
短

い
セ
リ
フ
の
意
味
の

一
部
と
し
て
持

つ
ふ
う
に
言
葉
を
創
造
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し
た
。

そ
し
て
そ
れ
は
ほ
か
の
店

で
も
同
じ
立
場
に
あ
る
相
当
数

の

店
員
の
間

で
共
鳴
が
起

こ
っ
た

の
で
あ
る
。

コ
ー
ヒ
ー
と
ト
ー
ス
ト
が
出
来
上
が
っ
た
と
き
、
店
員
は

「
コ
ー

ヒ
ー
と

ト
ー

ス
ト
に
な
り
ま
す
」
と
い
う
挨
拶
的
セ
リ
フ
と
と
も
に

そ
れ
を
客

の
テ
ー
ブ

ル
に
差
し
出
し
た
と
し
て
も
以
上

の
流
れ
か
ら

見
れ
ば

言
葉

の
生
成

の
原
理
に
お
い
て

つ
な
が

っ
て
い
る
と
言
え

る
。
客

が

「何
か
ら

コ
ー
ヒ
ー
と
ト
ー
ス
ト
に
な

っ
た
ん
だ
」
と
言

う
と
し

て
も
、
そ
れ
は
い
い
が
か
り
と

い
う
も
の
で
お
客
様
を
尊
重

す
れ
ば

こ
そ
私
は
そ
う
い
っ
た

の
に
、
と

い
う
気
持
ち
が
店
員
に
は

起

こ
る
だ

ろ
う
が
、
そ
れ
を
現
実
に
言
葉

に
す

る
こ
と

は
で
き
な

い
。
客

に
現
実
に
言
う
ど
こ
ろ
か
だ
い
た
い
自
分
自
身

で
も
自
分

の

そ
う
い
う
気
持
ち
と
自
分
の
発
し
た
そ

の
言
葉
が
論
理
的
に
ど
う
つ

な
が

っ
て
い
る
の
か
客
観
的
な
説
明
は
で
き
な
い
、
た
だ
気
持
ち
の

誠
意

に
偽
り
は
有
り
ま
せ
ん
と
思
う
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ

ん
自
覚
的
に
考
え
て
日
本
語
を
勉
強
す
れ
ば
説
明
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

こ
の

「な
る
」

は

「夜

に
入

っ
て
雨
に
な

っ
た
」

の

「な
る

(変
化
)
」

で
は
な
く
て
、
「オ
シ
ム
が
日
本
代
表
チ
ー
ム
の
監
督
を

す
る
こ
と
に
な

っ
た
そ
う
だ
」

の

「な
る
(決
定
)」
で
あ

っ
て
、
前

者

の
よ
う
に
自
然
な
ど
の
大
き
な
法
則
性
が

一
つ
の
現
象
と
し
て
発

現
す
る

こ
と
で
は
な
く
て
、
後
者

の
よ
う
に
何
か
決
定
が
あ
っ
て
も

そ
の
決
定

に
対
し
て
私
は
全
く
受
身
の
立
場
で
す
、
お
客
様

の
注
文

は
も
ち

ろ
ん
お
客
様
が
決
め
ら
れ
た

こ
と
で
、

そ
の
コ
ー
ヒ
ー
と

ト
ー
ス
ト
を
作

る
こ
と
を
決
め
て
作

っ
た

の
も
私

の
上
司

の
店
長

で
、
そ
う
し
た
私
の
出
る
幕
で
は
な
い
上
の
ほ
う
の
決
定
の
結
果
が

今
お
客
様

の
と
こ
ろ

へ
返

っ
て
く
る
の
を
私

が

一
番
末
端
で
行

っ
て

い
ま
す
と
言

っ
た
こ
と
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん

と
言
え
ば
、
客

の
苦
情

に
対
す
る
自
分
の
気
持
ち
の
正
面
か
ら
の
説
明
と
な
る
。
し
か
し
、

そ
う
い
う
説
明
を
有
効

な
行
動

に
つ
な
げ

る
に
は
、
言
葉

の
社
会

的
、
個
人
的
な
生
成
を
把
握
す
る
方
法
を
持

つ
こ
と
が
必
要
だ
ろ
う
。

決
定

へ
の
か
か
わ
り
と
日
本
語
に
お
け
る
自
然

こ
う
し
た
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
的
想
定
を
す
れ
ば
客

の
苦
情
と
店

員
の
誠
意
は

一
つ
土
俵
に
乗
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
で
も
互
い
が

言
葉
の
使

い
方
に
つ
い
て
心
地
よ
い
自
由
さ
を
感
じ
る
た
め
に
は
考

え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
残

っ
て
い
る
。
客

が
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
言
語
を
母
語
と
す
る
人
で
あ
れ
ば

、
そ
も
そ
も
主
語
は
何

な
ん
だ
と
い
う
違
和
感
を
持

つ
か
も
し
れ
な

い
。
そ
れ
に
は
、
日
本

語
で
は
テ
ー

マ
の
共
有
意
識
が
主
語
な
ん
で
す
、
注
文

の
品
と

い
う

テ
ー
マ
は
疑

い
な
く
共
有
さ
れ
て
い
ま
す
か
ら
言
葉
に
す
る
必
要
は

有
り
ま
せ
ん
と
い
う
説
明
が
相
当
有
効
だ
ろ
う
。
決
定

に
つ
い
て
自

分
が
受
身
の
立
場
に
あ
る
こ
と
を
自
認
す
る

こ
と
が
相
手
の
優
越
を

感
じ
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
も
日
本
の
内
外

に
通
じ
る
点
が
あ
る
程
度

あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
う
い
う
仕
方
で
の
自
分
に
対
す
る

敬
意
表
現
を
客
が
理
解
し
た
と
し
て
も
、
そ

ん
な
こ
と
な
ど
自
分

の

求
め
て
い
た
こ
と
で
は
な
い
と
客
が
改
め
て
思
い
直
す
可
能
性
が
な

い
と
は
言
え
な
い
。

「
コ
ー
ヒ
ー
に
な
り
ま
す
」
が
自
分
を
な
め
た
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言

い
方

だ
と
感
じ
て
苦
情

を
言

っ
た

の
で
は
な

い
、
「雨

に
な

っ

た
」
と

は
違
う
用
法
だ
と
は
わ
か

っ
た
が
、
そ
も
そ
も
言
葉
の
使

い

方
が
お
か
し
い
で
は
な
い
か
と
思
う
か
も
し
れ
な

い
。
そ
の
違
和
感

を
は

っ
き
り
し
た
形
に
し
て
み
る
と
、
二
つ
の
面
が
考
え
ら
れ
る
。

一
つ
は
本
来
的
な
言
い
方
と
違
う
と
い
う
こ
と
で
、
も
う

一
つ
は
受

身
だ
と

か
な
ん
だ
と
か
自
分

の
す
る
こ
と
言
う
こ
と
か
ら
言
葉
づ
か

い
で
逃
げ
る
な
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
本
来
的
な
言
い
方
と
い
う
の

は
、

こ
の
場
合
具
体
的
な
表
現
法
が
実
は
あ
る

の
で
あ

っ
て
、
例
え

ば

「
(ご
注
文

の
)

コ
ー
ヒ
ー
と
ト
ー
ス
ト
を
お
持
ち
し
ま
し
た
」

と
言
え
ば
よ
い
。
こ
の
言

い
方
は
こ
れ
ま
で
問
題
に
し
て
き
た
こ
と

を
ほ
ぼ

全
面
的
に
解
決
し
て
し
ま
う
。
ま
た
従
来
か
ら
大
衆
的
な
そ

ば
屋
な
ど
で
は

「は
い
お
待
ち
ど
お
さ
ま
」
で
問
題
な
く
通
用
し
て

き
た
と
思
わ
れ
る
。
端
的
な

「正
し

い
言

い
方
」
を
求
め
る
学
生
に

は
私

は

「お
持
ち
し
ま
し
た
」
を
紹
介
す

る
が
、
拙
文

の
趣
旨
は

「正
解
表

」
を
提
示
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
「正
解
」
を
提
示
す
る
こ

と
よ
り
も
、
同
じ
店
の
ア
ル
バ
イ
ト
に
必
要
な
表
現
で
あ
る

「
コ
ー

ヒ
ー
に
な
り
ま
す
」
と

「お
つ
り
は

一
五
〇
円
に
な
り
ま
す
」
を
問

題
と
さ
れ
る
こ
と
も
あ

る
ら
し
い
二
つ
の
具
体
例
と
し
て
単
純
に
並

列
す
る
学
生
に

「
コ
ー

ヒ
ー
」
の

「な
る
」
は
お
か
し
い
し
、

「お

つ
り
」

の

「な
る
」
は
ま
と
も
だ
と
自
分

の
言
葉

で
言
え
る
条
件
、

つ
ま
り
言
葉
の
生
成
を
把
握
す
る
た
め
の
考
え
方
を
提
示
し
よ
う
と

す
る
も

の
で
あ
る
。

も
う

一
つ
の

「逃
げ
」

で
は
な
い
か
、
は
大
き

い
問
題

で
あ
る
。

日
本
語
全
般
に
か
か
わ
る
と
ま
で
言
え
る
だ

ろ
う
が
、
「な
る
」

は

そ
れ
を
象
徴
す
る
よ
う
な
言
葉

の

一
つ
で
、
日
本

の
文
化
や
日
本
人

の
習
性

に
深
く
根
を
下
ろ
し
た
世
界
観

・
価

値
観
と
つ
な
が
っ
て
言

葉
と
な

っ
て
い
る
。
金
田

一
春
彦
氏
は
日
本

語
の

「他
動
詞
と
自
動

詞
を
比

べ
た
場
合
、
自
動
詞
が
圧
倒
的

に
多

い
」
と

い
う

こ
と
を

ム
ワ
む

言

っ
て
い
る
が
、

「な
る
」
は
そ

の
自
動
詞

の
な
か

で
も

「あ
る
」

と
並
ぶ
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
。
自
動
詞
に
も
人
の
意
志
を
示
す
も

の
も
あ
る
。
し
か
し
、
他
動
詞

の
持

つ
意
志
性

に
相
反
す
る
傾
向
は

明
ら
か
で
、
そ
う
い
う

「な
る
」
を
極
端
に
切
り
詰
め
た
言

い
方

で

ほ
か
の
言
葉
に
置
き
換
え
る
と

「自
然
」
で
あ
り
、
そ
の
反
意
語
は

「私
が
」
で
あ
る
。
そ
し
て
自
然
界
に
も
人
間
世
界
に
も
さ
ま
ざ
ま

な

「な
る
」
が
あ
り
、
「病
気

に
な
る
」

こ
と
も
あ
る
が
、

「成
る
」

「木
の
実

が
な
る
」
と
い
う
意
味
も
持

つ
こ
と
が
示
す
よ
う
に
価
値

観
と
し
て
は
大
き
な
肯
定

に
つ
な
が
る
基
本

義
を
持

つ
。

「巌
と
な

り
て
」
も
も
ち
ろ
ん
そ
う
だ
し
、
「人
の
た
め
な
ら
ず
」

に
つ
い
て

多
く

の
人
の
誤
解
も
、
専
門
家
の
調
査

の
た

め
の
言
葉

も

「な
る
」

の
ほ
う
に
引

っ
張
ら
れ
た
の
は
先
に
見
た
と

お
り
で
あ
る
が
、
そ
こ

で
も
こ
の
言
葉
の
日
本
語
に
お
け
る
深
い
力

が
動

い
て
い
る
と
も
見

ら
れ
る
。
「私
が
」
は
言

い
換
え
れ
ば

「自
分

の
判
断
と
責
任

で
」

と
な
る
か
ら
、
「な
る
」

に
実
際

に

「逃
げ
」
が
あ
る
こ
と
も
多

い

し
、
自
分

の
こ
と
で
も
人
の
こ
と
で
も
う
す
う
す
そ
れ
を
感
じ
な
が

ら
使

っ
て
い
る
こ
と
は
非
常
に
多
い
と
言

っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
し
か

も
、
「う
す
う
す
と
」
感
じ
る
こ
と
自
体
も

で
き
る
だ
け
避

け
よ
う
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と
す
る
こ
と
が
伴

っ
て
お
り
二
重

に

「逃
げ
」
が
あ
る
。
以
前

に
日

本
の
新
聞
は
翌
日

の
休
刊
を
予
告
す
る
と
き
に

「休
刊
日
に
あ
た
り

ま
す
か
ら
」
と
言

っ
て
い
た
が
、
最
近

で
は
さ
す
が
に

「明
日
は
新

聞
の
製
作
を
休
み
ま
す
」
と
表
現
を
変
え
た
。
「休
刊
日
に
あ
た
り

ま
す
」

の

「あ
た
る
」
は
人

の
力

の
及
ぼ
ぬ
自
然

・
宇
宙

の
摂
理
の

発
現
と

い
う
意
味

で

「な
る
」
と
同
じ
で
あ
る
。
言
葉
を
使
う
専
門

家
の
中

の
専
門
家

で
あ
り
世
論

の
公
器

で
あ
る
新
聞
で
も

こ
う
い
う

言
葉
の
誘
惑
に
引
か
れ
る
こ
と
が
あ
る
の
だ
か
ら
、

一
般

の
個
々
の

人
が
そ
こ
に
逃
げ
込
ん
だ
り
、
そ
れ
を
自
分
を
だ
ま
す
よ
う
に
し
て

意
識
に
載
せ
な

い
よ
う
に
し
た
り
す
る
の
は
そ
れ
こ
そ
日
本
語
の
自

然
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
そ
う
い
う

「な
る
」
が

言
葉

の
社
会
的
生
成

に
具
体
的
に
か
か
わ
る
と
き
、
そ
の
生
成

は
そ

う
し
た
日
本
人

の
意
識
の
底

に
ま
で
根
を
張
る
基
本
義
か
ら
な
ん
ら

か
の
影
響
を
受
け
る
こ
と
は
当
然
起

こ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
意

識
化
は
そ
こ
か
ら
の
自
由

の
た
め
の
第

一
歩
と
な
る
だ
ろ
う
。

四

「フ
ァ
ミ
レ
ス
敬
語
」

の
社
会
的
生
成

「
コ
ー
ヒ
ー
に
な
り
ま
す
」
と
い
う
よ
う
な
言
葉
づ
か
い
は
、

「若

者
言
葉

」
と
し
て
話
題
や
議
論
の
対
象

と
な
る
こ
と
も
あ
り
、
「フ
ァ

ミ
レ
ス
敬
語
」
と
呼
ぶ
人
も
あ
る
。
上
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
話
者

は
若
者

と
言

っ
て
よ

い
事
情
が
有
り
、
「ま
じ
」
や

「き
も

い
」
や

「あ
り
え

な
い
」
な
ど
を
使
う
人
々
と
年
齢
層
が
重
な
る
の
で

「若

者
言
葉
」
と
見
ら
れ
た
り
す
る
の
で
あ
ろ
う

が
、
所
謂
若
者
言
葉
が

若
者
同
士

の
間
で
し
か
も
仲
間
意
識
の
確
認
と
し
て
使
わ
れ
る
の
が

基
本
で
あ
る
の
に
対
し
て
、

フ
ァ
ミ
リ
ー
レ
ス
ト
ラ
ン
の
客
は
若
者

で
あ
る
こ
と
も
あ
る
が
そ
れ
は
偶
然
に
過
ぎ
な

い
。
若
者
で
あ
る
店

員
は
、
む
し
ろ
社
会
的
に
自
分
と
は
異
な
る
立
場
に
属
す
る
人
と
し

て
客
を
意
識
し
、
そ
の
違

い
を

つ
な
ぐ
言
葉

を
戸
惑

い
の
中

で
発
明

し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
発
明
は
す
な
わ
ち
言
葉
が
社
会
的
に
生
成
さ

れ
る

一
つ
の
姿
で
あ
り
、
そ
れ
を

「
フ
ァ
ミ

レ
ス
敬
語
」
と
い
う
言

葉

に
よ
っ
て
呼
ぶ
こ
と
に
す
れ
ば
、
そ
の
生
成

の
特
質
を
ジ
ャ
ン
ル

化
し
て
社
会
の
共
有
意
識

の
上
に
置
く
こ
と

が
で
き
よ
う
。

言
葉

の
生
成
で
あ
る
か
ら
、
言
葉
が
全
体

と
し
て
持

つ
体
系
と

つ

な
が

っ
て
存
在
し
、
消
滅
す
る
と
き
は
そ

の
体
系
か
ら
は
が
れ
落
ち

る
よ
う
に
し
て
死
語
と
な

っ
て
ゆ
く
。

「
フ

ァ
ミ
レ
ス
敬
語
」
の
体

系
性

の
見
や
す

い
面

は
、

「な
る
」
に

つ
い
て
や
や
詳
し
く
検
討
し

て
き
た
が
、
類
似
し
た
性
質
を
持

つ

一
群

の
表
現
が
関
連
し
あ

っ
て

使
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
体
系

の
中

で
の
生
成

が
現
れ
て
い
る
。

「…
…

で
よ
ろ
し
か

っ
た
で
す
か
」

に
つ
い
て
は
す

で
に
触
れ
た
。

こ
の
ほ
か
に

「メ

ニ
ュ
ー
の
ほ
う
は
…
…
」

「お
席

の
ほ
う
は
…
」

と
不
要
な

「ほ
う
」
を
多
用
す
る
の
で

「ほ
う
ほ
う
族
」
と
フ
ァ
ミ

レ
ス
敬
語
話
者
は
椰
楡
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
勘
定

の
と
き
は

「千

円
か
ら
お
預
か
り
し
ま
す
」
と
言

っ
て
つ
り
銭
を
数
え
る
の
で
、
何

を
預
か
ら
れ
て
し
ま
う
の
か
と
い
う
気
持
ち

が
多
く
の
客

の
心
を

一

瞬
に
し
て
も
よ
ぎ
る
。

こ
う
し
た
フ
ァ
ミ
レ

ス
敬
語
は
、
客
を
客
と
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し
て
待

遇
し
よ
う
と
す
る
気
持
ち
か
ら
発
し
て
お
り
、
そ
の
表
現
は

確
か
な
知
識
や
方
法
が
も
て
な
い
ま
ま
、
と
り
あ
え
ず
決
定
や
断
定

か
ら
身

を
引
い
て
お
く
の
が
謙
譲
に
な
る
と
、
ほ
と
ん
ど
無
意
識
に

日
本
文
化

の
深

い
伝
統

の
な
か
か
ら
よ
り
ど
こ
ろ
に
な
り
そ
う
な
振

る
舞

い
方
を
取
り
出
し
て
き
て
何
と
か
形
を
作

っ
た
も
の
と
い
う
性

格
を
持

つ
。

「ほ
」
「う
」
と
か

「か
」
「ら
」
と
か
二
音
を
付
加
す

る
こ
と

で
、
接
待

の
労
を
惜
し
ま
な
い
気
持
ち
が
示
せ
そ
う
だ
し
、

表
現
が
間
接
化
さ
れ
て
、
危
険
な
緊
張
感

の
あ
る
接
触
が
客
と
の
間

で
生
じ
る
こ
と
の
ク

ッ
シ
ョ
ン
に
も
な
り
そ
う
だ
。

こ
の

「表
現

の

間
接
化

」
な
ど
は
、
「決
定

に
か
か
わ
ら
な

い
」
と

い
う
こ
と
と

つ

な
が

っ
て
い
て
、
言
葉

の
生
成

の
体
系
に
お
い
て
、
生
成
が
体
系
と

と
も
に
生
じ
る
こ
と
を
よ
く
示
し
て
い
る
。
フ
ァ
ミ
レ
ス
敬
語
な
ど

は
敬
語

で
は
な
い
と
言
う
言
語

の
専
門
家
も
い
る
が
、
待
遇
表
現
の

一
種
で
あ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
や
や
と

っ
ぴ
な
見
方
か
も
し

れ
な
い
が
、

フ
ァ
ミ
レ
ス
敬
語
は
、
ピ
ジ
ン
言
語
に
似

て
い
る
。
言

語
的
材
料
や
条
件
は
不
十
分
な
ま
ま
、
気
持
ち
は
あ
っ
て
、
異
種

の

人
間
と

の
問

で
接
触
が
行
わ
れ
、
何
が
し
か
の
程
度
必
要
を
充
た
す

言
葉
が

つ
く
ら
れ
て
ゆ
く
。
そ
し
て
言
語
の
方
法
と
し
て
は
未
熟

で

あ

っ
た
り
不
完
全
さ
も
多
く
、
敬
語
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
言

わ
れ
な
が
ら
も
、

「フ

ァ
ミ
レ
ス
敬
語
」
と

い
う
命
名
が
生
じ
る
ほ

ど
の
社
会
的
な
広
が
り

の
あ
る
言
葉

の
生
成
と
な

っ
た
。

フ
ァ
ミ
レ
ス
敬
語
と
名
づ
け
ら
れ
て
、
社
会
的
に
意
識
の
共
有
が

さ
れ
る

よ
う
に
な
れ
ば
言
葉

の
生
成
は
次
の
段
階
に
入
る
こ
と
も
あ

る
。

こ
の
言
葉
に

つ
い
て
現
場
で
の
経
験
を
し
た
学
生
た
ち
が
教
室

で
話
し
て
く
れ
る
こ
と
に
は
以
前
と
比
べ
て
変
化
が
あ
る
と
思
わ
れ

る
こ
と
が
あ
る
。
か
な
り
の
店

で
、
店
長
な

ど
か
ら

「フ
ァ
ミ
レ
ス

敬
語
」
を
使
わ
な
い
よ
う
注
意
が
あ

っ
た
り
、
同
様
の
こ
と
を
内
容

と
し
て
含
む
接
客
用
語

マ
ニ
ュ
ア
ル
が

つ
く

ら
れ
そ
れ
を
勉
強
す
る

よ
う
指
示
が
あ
る
こ
と
が
多
く
な

っ
た
よ
う

だ
と
い
う
こ
と
が
そ
の

一
つ
。
ま
た
、
現
場
で
フ
ァ
ミ
レ
ス
敬
語
を
使
う
に
し
て
も
、
格
式

の
あ
る
店
の
言
葉
と
は
だ

い
ぶ
違
う
と
い
う
自
覚
が
多
く

の
フ
ァ
ミ

レ
ス
店
員
に
生
じ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が

も
う

一
つ
の
変
化

で
あ

る
。

こ
う
し
た
変
化
が
、
フ
ァ
ミ
レ
ス
敬
語

の
今
後
の
生
成
に
影
響

を
与
え
る
の
は
当
然
予
想
さ
れ
る
こ
と
で
あ

る
。

五

日
本
語
の

「朝
三
暮
四
」
と

中
国
語
の

「朝
三
暮
四
」
は
意
味
が
違
う

漢
字
を
見
た
だ
け
で
は
同
じ

「朝
三
暮
四
」
で
も
、
中
国
と
日
本

で
は
現
在
使
わ
れ
て
い
る
意
味
に
違

い
が
あ

る
。
中
国
で
今
使
わ
れ

て
い
る
の
は

「朝
令
暮
改
」
に
近
く
、
わ
ず

か
な
時
間
の
間
に
言
う

こ
と
が
変
わ
る
と
い
う
不
信
感
に
重
点
が
あ

る
。
日
本

の

「朝
三
暮

四
」
は
、
高
校
の
漢
文
の
教
科
書

に
出
典
と
な
る
故
事
が
載
せ
ら
れ

て
い
る
こ
と
も
よ
く
あ
り
、
多
く

の
人

に
知

ら
れ
て

い
る
成
語
だ

が
、
目
近
な
利
益
は
わ
ず
か
に
後

に
な
る
利

益
よ
り
も
実
質
が
少
な

く
て
も
利
益
の
実
感
が
強
い
も
の
だ
と

い
う
戒
め
を
主
題

に
し
て
い
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る
。
猿
を
飼
う
人
が
八

つ
の
え
さ
を
七

つ
に
減
ら
そ
う
と
し
て
、
朝

の
分
の
三

つ
か
四
つ
か
に
猿

の
関
心
を
ひ
き

つ
け
、
朝

の
四

つ
を
強

く
感
じ

る
話
し
方
を
し
て
え
さ

の
ト
ー
タ
ル
な
減
少
を
猿
に
意
識
さ

せ
な

い
こ
と
に
成
功
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
猿
に
は
、
今

日
の
生
活
に
追
わ
れ
続
け
て
い
る
民
衆

の
イ
メ
ー
ジ
が
重
な

っ
て
い

る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な

い
。
成
語
と
し
て
の
意
味
は
、
猿
の
側
に

立

っ
て
精
神
が
実
質
を
見
る
働
き
を
失
え
ば
人
に
だ
ま
さ
れ
る
よ
、

と
い
う

の
が

一
面

で
あ
る
。
猿
飼

い
の
ほ
う
か
ら
見
れ
ば
、
人
に
も

の
を
言

う
に
は
技
術
が
大
切
で
、
そ
れ
が
あ
る
だ
け
で
実
質
的
な
利

益
は
自
分

の
懐
に
入
る
こ
と
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
諺
と
し
て
の

教
え
を

こ
の
よ
う
な
二
つ
の
面
か
ら
要
約
で
き
よ
う
。
原
典
の
哲
学

に
は
、
人
が
言
葉
を
使
う
と
き
に
概
念
や
区
別

の
言
葉
化
に
よ
っ
て

認
識
も

で
き
れ
ぼ
錯
覚
も
起
こ
る
と
い
う
自
戒
が
込
め
ら
れ
て
い
る

と
も
理
解
さ
れ
る
が
、
今
は
言
葉

の
社
会
的
生
成
と
い
う
方
向
か
ら

ム
ヨ
　

こ
の
言
葉
を
見
て
み
た
い
。

日
本

の
朝
三
暮
四
と
言

っ
て
も
、
も
ち
ろ
ん
中
国
か
ら
入
っ
た
も

の
で
あ

り
、
日
本
的
理
解
が
日
本
に
だ
け
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
出

典
の
は

っ
き
り
し
て
い
る
言
葉
だ
か
ら
、
中
国
で
も
辞
典
に
は
、
例

え
ば

『
現
代
漢
語
詞
典
』
で
は
、
荘
子
に
あ
る
故
事
か
ら
日
本
的
な

使

い
方

が
ま
ず
説
明
さ
れ
て
、
そ
の
後
に

「話
が
こ
ろ
こ
ろ
変
わ
る

こ
と
を
喩
え
る
よ
う
に
な

っ
た
」
と
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う

理
解

の
仕
方
が
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
個
人
的
な
経
験
の
範
囲

で
の
こ
と
で
あ
る
が
、
私
が
実
際
の
文
章
な
ど
で
使
わ
れ
て
い
る
の

を
見
た
限
り
で
は
、
ほ
と
ん
ど

い
つ
も

「
話
が
い
い
よ
う
に
変
わ

る
」
と
い
う
意
味
で
あ

っ
た
。
そ
れ
は
何
度
も
中
国
の
人

(大
学

の

　　
　

先
生
か
学
生
)
に
尋
ね
て
確
か
め
た
こ
と
で
あ
る
。

中
国
か
ら
日
本
に
伝
え
ら
れ
た
表
現
が
、

日
本

で
使
わ
れ
る
と
き

に
原
義
と
は
何
が
し
か
の
ず
れ
や
変
化
が
起

き
る
の
は
珍
し
い
こ
と

で
は
な
い
。
言
葉
や
思
想
が
伝
播
し
て
い
く
と
き
に
そ
れ
は
自
然
な

こ
と
だ
と
も
言
え
よ
う
。
そ
の

一
方
で
、
中

国
の
昔
の
言
葉

の
形
や

発
音
や
語
義
が
そ
の
原
形
に
近

い
ま
ま
あ
る

い
は
面
影
の
よ
う
に
し

て
日
本

に
と
ど
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
る

こ
と
は
あ
る
。
そ
れ
は

裏
を
返
せ
ば
、
中
国
で
も
ほ
か
の
文
化
や
地
域
と
同
じ
く
言
葉
の
さ

ま
ざ
ま
な
面
で
の
変
化

・
変
遷
が
続

い
て
き
た
こ
と
を
意
味
し
て
い

る
。
そ
れ
だ
け
の
認
識
か
ら
す
れ
ぼ
、
中
国

の

「朝
三
暮
四
」
の
意

味

に
変
化
が
起

こ
る
の
も
そ
う
し
た
大
き
な
法
則
に
従
う
ご
く
平
凡

な

一
例
と

い
う
こ
と
に
な
る
が
、
私
に
は
ど
う
も
腋
に
落
ち
な

い
点

が
あ

っ
た
。
中
国
は
大
変
な
書
籍

の
文
化
を
持

つ
国
で
あ
り
、
そ
の

古
典
の
中
に
出
典
を
持

つ
言
葉
が
変
化
す
る
と
世
界
観
の
持
ち
方

で

整
合
し
に
く
い
点
が
出
る
の
で
は
な
い
か
と

い
う
の
が

一
点
。
中
国

は
ま
た
、
話
し
か
た
や
交
渉
の
技
術

に
強

い
関
心
を
持
ち
続
け
て
き

た
文
化
を
持

つ
。
そ
の
こ
と
は
町
の
書
店

で
説
得
術
な
ど
を
テ
ー

マ

と
す
る
本

の
量
の
多
さ
や
層
の
厚
さ
に
す
ぐ

に
感
じ
ら
れ
る
こ
と
で

あ
る
。
猿
を
飼
う
人
の
猿
に
対
す
る
説
得
術

は
そ
う

い
う
面

で
の
基

本
と
な
る
心
構
え
の

一
つ
を
示
す
も

の
で
は
な

い
か
、
と
い
う
の
が

二
つ
目
の
疑
問
点
。
も
う

一
つ
疑
問
に
思
う

こ
と
が
あ

っ
て
、
そ
れ

言葉の個人的生成 と社会的生成i6g



は

「話

が
変
わ
る
」

こ
と
に
対
す
る
不
信
を
言
う
な
ら

「朝
令
暮

改
」
が
あ
る
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
私
が
こ
う
し
た

疑
問
を
中
国
の
人
に
話
す
と
、
疑
問
に
思
う

こ
と
自
体
に

つ
い
て
は

同
意
が
得
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
、
そ
う
い
う
ブ

レ
ー
キ
が

存
在
す

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
中
国
で

「朝
三
暮
四
」
は
ど
う
し
て
変

化
し
た

の
か
を
私
に
説
明
す
る
人
に
会
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。
と
こ

ろ
が
、

あ
る
と
き
私
は
こ
の
変
化
を
起
こ
し
た
原
因
に
つ
い
て
思

い

至

る
こ
と
が
あ

っ
て
、
そ
れ
を
中
国
の
人
に
話
し
て
も
異
論

は
な
い

と
言
わ

れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。

「…
三

…
四
」

の
形
に
意
味
が
あ

る

「朝
三
暮

四
」
の

「…
三
…
四
」

の
部
分

の
形
に
意
味
が
あ
る
の

で
あ
る
。
し
か
し
そ
う
は
言

っ
て
も
そ
の
形

の
共
通
性
を
見
て
、
日

本

の
日
常
語
と
も
な

っ
て
い
る

「再
三
再
四
」

の
応
用
を
考
え
る
と

う
ま
く

い
か
な
い
。
私
は
中
国
に
数
年
滞
在
し
た
こ
と
が
あ
り
そ
の

生
活

の
中
で
中
国
語

で
同
じ

「…
三
…
四
」

の
語
形

で
も

「再
三
再

四
」
と
も
ち
が
う

「不

三
不
四
」
と
か

「張
三
李
四
」
と
か
の
表
現

を
知
る
よ
う
に
な

っ
た
。
と
り
わ
け
八
九
年
に
北
京

で
学
生
な
ど
の

政
治
運

動
が
お
き
た
時

に
国
家
主
席

で
あ

っ
た
楊
尚
昆
氏
が
そ
れ
を

批
判
し
た
中
で

「不
三
不
四
」
と
い
う
言
葉
を
使

っ
た
の
に
強
い
印

象
を
受

け
た
。

こ
の
中
国
語
の
成
語
的
表
現
の
内
容
を
敢
え
て
日
本

語
に
し

て
み
る
と
、

「不
三
不

四
」
は

「あ
れ
で
も
な

い
し
、

こ
れ

で
も
な

い
」
「
A
の
カ

テ
ゴ
リ
ー
に
も
入
ら
な
い
し
、
B
の
概
念

に

も
属
す
る
と
は
い
え
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
、
結
局

「何
か
名
を
つ

け
ら
れ
る
よ
う
な
代
物

で
は
な

い
」
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
「張
三

李
四
」
は
、

「熊
さ
ん
と
八

つ
あ
ん
」
あ
る

い
は

「み
い
ち

ゃ
ん
も

は
あ
ち
ゃ
ん
も
」
と
い
う
日
本

の
表
現
と
相

当
近
い
と
見
ら
れ
る
。

「張
」
と

「李
」
は
中
国

の
代
表
的
な
姓

で
こ
こ
で
は
誰

に
し
ろ
平

凡
な
あ
り
ふ
れ
た
人

の
代
名
詞
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。
結
局
そ
の

核
心
的
な
意
味
は

「誰
か
彼
か
決
定
的
に
特
定
は
し
な

い
け
れ
ど
具

体
的
な
人

(
の
誰
で
も
)」
だ
と
言

っ
て
い
い
だ
ろ
う
。

「張
三
」
に

は

「張
家
の
三
番
目
の
子
供
」

「李

四
」
に
は

「李
さ
ん
と
こ
ろ
の

四
人
目
の
子
」
と
い
う
日
常
生
活

で
非
常
に
よ
く
使
わ
れ
る
言

い
方

が
あ
り
そ
れ
が
部
分
を
作

る
形

に
な

っ
て

い
る
が
、

「張
三
李
四
」

全
体
の
意
味
と
は
本
質
的

に
は
無
関
係
で
あ

る
。
無
関
係
で
あ
る
が

日
常
と
な
じ
み
の
あ
る
も
の
が
そ
こ
に
伴
う

の
は
、
無
意
味
と

い
う

こ
と
は
で
き
ず
、
本
質
的

で
な

い
か
ら
遊
び

で
あ
り
、
そ
の
遊
び
を

概
念

の
そ
れ
な
り
の
具
象
化
で
あ
る
事
物
と
と
も
に
味
を
見
て
微
妙

に
楽
し
む
と
い
う
面
も
単
純

に
捨
象
す
る
と
多
分
中
国
文
化
や
中
国

語

の

一
つ
の
要
素
を
見
落
と
す
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
語

型

の
な
か
で
も
使
用
頻
度
が
も

っ
と
も
高

い
と
見
ら
れ
る

「説
三
道

四
」
は
ど
う
か
。
前
の
二
つ
で
見
た
よ
う
に
、
こ
の
語
形
に
お
い
て

は
、
「三
」

「四
」
は
不
定

の
物
や
概
念
を
例

示
す
る
た
め
の
簡
便
な

代
替
表
現
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
だ
け
で
、

順
序

に
も
量

の
大
小
に

も
関
係

の
な

い
そ
れ
ぞ
れ

一
つ
の

「も
の
」

か

「
こ
と
」
で
あ
る
。

こ
の
場
合
、
「三
」
「四
」
が
代
替
し
て
示
す

こ
と
は
や
は
り
不
定

の
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何
か
で
あ
る
が

「不
三
不
四
」

と
同
じ
く
既
義
が
含
ま
れ
て
い
る
。

だ
か
ら

「あ
あ
だ

こ
う
だ
と
ろ
く
で
も
な
い
こ
と
を
言
う
」
と
い
う

意
味
だ
と
受
け
止
め
て
よ
い
だ
ろ
う
。
以
上
三

つ
の

「…
三
…
四
」

に
共
通

す
る
意
味
を

「朝
三
暮

四
」

に
適
用
し
て
み
る
と
、
「朝
は

あ
あ
言

い
夕
方
に
な
れ
ば

こ
う
言
う
」
と
い
う
こ
と
で

「言
う
こ
と

が
こ
ろ

こ
ろ
変

わ
る
」
と
い
う
不
信
の
念
を
表
現
す
る
も
の
だ
と

い

う
解
釈

に
ご
く
自
然
に
つ
な
が

っ
て
い
く
。

不
定
形
語
句
の
辞
書
へ
の
採
録

愛
知
大
学

の
編
纂
に
な
る

『中
日
大
辞
典
』

に
は

「…
三
…
四
」

が
、
見
出
し
項
と
し
て
立

て
ら
れ
て
い
る
。
検
索
は

コ
一ご

(san
)

を
語
頭

に
も

つ
言
葉
と
同
じ
扱

い
で
あ
り
、

こ
の
不
定
形
語
句
に
つ

い
て
の

「語
釈
」
も
ち
ゃ
ん
と
し

て
あ
る
。
不
定
形

で
は
あ

っ
て

も
、
そ

こ
に
内
在
す
る
定
型
が
あ
れ
ば
、
そ
の

「語
義
」
を
見
よ
う

と
し
て
精
神
を
働
か
す
姿
勢
が
、
言
葉
の
学
習
や
研
究

の
基
本
に
あ

る
現
れ

で
あ
ろ
う
。
「朝
三
暮
四
」

の
項
も
も
ち
ろ
ん
あ

っ
て
、
先

ほ
ど
か
ら
述
べ
て
い
る
二
つ
の
語
義

・
用
法
に
か
か
わ
る
語
釈
が
示

さ
れ
て

い
る
が
、
「…
三
…
四
」
の
項
と

の
間

の
リ

フ
ァ
レ
ン
ス
の

表
示
が

な
い
の
は
惜
し
い
点
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
「…
三
…

四
」
と

い
う
不
定
語
形
の
枠
で
あ
る
定
型
は
そ
れ
自
体

の
語
義
を
も

つ
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
が

「朝
三
暮
四
」

の
意
味

・
用
法
を
変
化

さ
せ
た
と
今
確
言
ま
で
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
中
国
語

の
歴
史

の
中

で

「…
三
…
四
」
の
定
型
と
し
て
意
味
を
持

つ
こ
と
が
い
つ
ご
ろ
成

立
し
た
か
、
そ
れ
に
よ

っ
て

「朝
三
暮
四
」

の
意
味
が
社
会
的

に
ど

ムら
　

の
よ
う
な
経
過
を
と
り
な
が
ら
動

い
た
か
も
、
明
示

で
き
な

い
。
碩

学
の
ご
教
示
を
希
う
次
第
で
あ
る
。

語
順
に
よ
る
意
味
構
成
法
の
広
が
り
、
個
人
の
創
造

中
国
語

の
こ
の
よ
う
な
不
定
形
語
句

に
内
在
す
る
定
型
を
、
辞
書

の
見
出
し
項

に
す
る
こ
と
は
、
中
国
語

の
代
表
的
辞
典
で
あ
り
国
民

的
な
辞
書

で
あ
る

『現
代
漢
語
詞
典
』
に
も

あ
る
に
は
あ
る
が

『中

日
大
辞
典
』
と
く
ら
べ
る
と
き
わ
め
て
少
な

い
。
総
見
出
し
数
が
約

六
万
五
千
あ
る
中

で
、
二
七
項
、
そ
れ
も

「七
…
八
…
」

の
よ
う
に

ム　
　

不
定
部
分
が
語
頭

に
来
な

い
も

の
ば
か
り

で
あ
る
。
し
た
が

っ
て

「…
三
…
四
」
な
ど
の
立
項
は
な

い
。
同
辞

典
は
国
民
に
中
国
語

の

規
範
性
を
示
す
べ
き
強

い
要
請
も
あ
り
、
不
定
要
素
を
含
ん
だ
語
形

は
規
範
と
離
れ
た
意
味
が
あ
る
こ
と
な
ど
の
要
因
が
そ
こ
に
あ
る
と

も
考
え
ら
れ
る
が
、
日
本
人
が
中
国
語
を
理
解
す
る
最
も
基
本
的
な

材
料
と
し
て
は
残
念
な
点
で
あ
る
。
語
義
が
明
確
な
外
形
を
と
ら
な

い
ま
ま
で
も
、
そ
こ
に
言
葉

の
重
要
な
創
造

や
生
成
が
行
わ
れ
る
こ

と
は
あ
り
、
外
国
語
と
し
て
の
中
国
語
が
行

動
さ
れ
る
と
き
、
そ
れ

が
か
え

っ
て
意
識

の
上
に
出
や
す
い
と

い
う
面
も
あ
る
。
例
え
ば
日

本
人

の
中
国
語
理
解

の
方
法

の

一
つ
と
し
て
古
く
か
ら
の

「漢
文
訓

読
」
が
あ
る
。
そ
れ
に
は
、

「返
り
点
」
と
並
ん
で

「
ヲ
コ
ト
点
」

と

「送
り
が
な
」
が
現
れ
る
が
、

「ヲ
コ
ト
点
」
と

「送
り
が
な
」

に
は
、
外
国
人

の
中
国
語
理
解

の
た
め
の
便
法
と

い
う
だ
け
で
は
な
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い
意
味

を
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
中
国
語
は
孤
立
語

で
語
形
変
化
に

よ
る
文
法
機
能
が
少
な
く
、
語
句
や
文
の
意
味
決
定
に
語
順
が
持

つ

比
重

が
非
常
に
大
き
い
。

「返
り
点
」
は
そ
の
語
順
に
日
本
語
と
中

国
語

の
間

で
違

い
が
起
き

る
場
合
を
直
接
に
反
映
し
た
も
の
で
あ

り
、
語
順
の
違
い
が
明
確
に
意
識
さ
れ
そ
の
認
識
を
基
礎
に
お
い
て

意
味

の
創
造
が
個
人
の
精
神
に
お
い
て
も
行
わ
れ
な
が
ら
漢
文
学
習

が
さ
れ
た
こ
と
も
多
か

っ
た
。
言
葉

の
創
造

・
生
成
に
つ
い
て
そ
う

い
う
理
解
の
し
か
た
が
あ

っ
た
か
ら
こ
そ
、
明
治
以
来

の
和
製
漢
語

の
相
当

量
が
中
国
に
も
移
さ
れ
現
代
中
国
語

の
中
に
定
着
す
る
こ
と

も
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
。

こ
の
移
入
に

つ
い
て
は
近
現
代
社
会

の
基
本

語
彙
が
そ
こ
に
多
く
含
ま
れ
る
こ
と
も
大
き
な
特
質
だ
が
、
そ
れ
ば

か
り
で
な
く
和
製
に
よ
る
造
語
成
分
が
現
代
中
国
語
で
高

い
頻
度
で

使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
は
改
め
て
注
目
す
る
価
値
が
あ
る
と
思

ム　
　

わ
れ
る
。
中
国
語
自
体
に
と

っ
て
も
そ
の
性
格
上
、
語
順
が
文
を
構

成
す
る
文
法
機
能

の
面

で
意
識
さ
れ
言
わ
れ
る
こ
と
が
多

い
の
は
当

然

の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の

「語
順
」
は
森
羅
万
象
の
表
現

の
た
め

に
は
、
文
や
語
句

の
構
成
要
素
間

の
関
係
の
み
な
ら
ず
さ
ら
に
広
く

機
能
し

て
意
味
を
表
出
す
る
要
素
や
性
格
を
持
た
な
く
て
は
な
ら
な

い
こ
と

も
自
然
な
こ
と

で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
組
み
合
わ

せ
の

「語
順
」
が
社
会
的
に
生
成
さ
れ
て
き
た
。
不
定
形

の
語
句

の

背
景
を
作
る
場
合

の
定

型
性
も
そ
の
重
要
な

一
つ
で
中
国
語

の
中

で

そ
の
バ
ラ
エ
テ
ィ
と
意
味
表
出
が
非
常

に
大
き
く
発
達
し
た
と
見
ら

れ
る
。

そ
の
よ
う
な
定

型
的
語

(素
)
の
配
置
が
援
用
さ
れ
な
が
ら

「不
定
形
」
か
ら

「定
形
」

へ
と
表
現
が
完
成
さ
れ
る
場
合
、
不
定

型
が
持

つ
語
順
を

「語
義
」
と
し
て
ア
ク
テ

ィ
ブ
に
創
造
す
る
精
神

の
働
き
が

一
人
ひ
と
り
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
言
葉
が
成
り
立

つ
の
で

あ
る
。
『
現
代
漢
語
詞
典
』

で
の
不
定
形
語

の
見
出
し
語
と
し
て
の

立
項

の
少
な
さ
は
、
背
景
に
あ
る
定
型
を
社
会
的
に
共
有
認
識
と
し

て
表
に
出
し
て
見
る
こ
と
の
少
な
さ
の
反
映

と
も
考
え
ら
れ
、
そ
の

分

一
人

ひ
と
り
の
話
者

は
そ
う
し
た
言
葉
を
使
う
と
き
個
人
の
精
神

で
創
造
的
に
作
業
を
行
う
比
重
が
大
き
か

っ
た
こ
と
に
な
る
。
中
国

語
を
母
語
と
す
る
人
が
、

「ヲ

コ
ト
点
」
や

「送
り
が
な
」
を
知
る

は
ず
も
な
い
が
、
外
国
語
と
し
て
の
中
国
語

の
学
習
や
読
書

に
お
い

て
日
本

の
漢
文
白
文

の
中

に
書
き
込
ま
れ
る

「
ヲ
コ
ト
点
」
や

「送

り
が
な
」
を
、
そ
う
し
た
言
語
に
お
け
る
個
人

の
創
造
が
社
会
的
生

成

へ
と

つ
な
が
っ
て
い
く
の
を
目
に
見
え
る
姿
に
し
た

一
つ
と
し
て

考
え
る
こ
と
は
意
味
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味

で
中
国
語
に
と
り

わ
け
そ
の
比
重
が
大
き

い
と
し
て
も
、
そ
の

「創
造
」
と

「生
成
」

は
言
葉
が
言
葉
と
し
て
存
在
す
る
上
で
、
普

く
必
須

で
重
要
な
要
素

で
あ
り
、
そ
の
よ
い
意
識
化
は
言
葉
の
学
習
や
研
究
に
有
用
な
方
法

を
提
供
す
る
こ
と
に
な
る
。

中
国
語

の
最
大
の
辞
典
で
あ
る

『漢
語
大

詞
典
』

一
二
巻
は
、
そ

の
三
七
万
余
と
い
う
収
録
語
彙
数

の
規
模
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
い

ろ
い
ろ
な
面
か
ら
の
検
索
を
可
能

に
す
る
別

冊
を
持
ち
、
と
り
わ
け

C
D
l
R
O
M
版
は
不
定
形
語
が
背
後
に
定
型
を
持

つ
場
合
の
検
索

を
大
変
簡
便
に
し
た
。
そ
れ
を
使

っ
て

「…

三
…
四
」
を
引
い
て
み

i68



る
と
、

こ
の
定
型
を
持
ち
定
形
化
し
た
語
の
五
七
項
が

一
覧
表
と
し

て
表
れ
、

そ
の

一
つ
一
つ
の
語
義
は
も
う

一
度
ク
リ
ッ
ク
す
る
だ
け

ハ
お
　

で
確
か

め
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の

一
覧
表
を
見
る
だ
け
で
も
、

こ

の
定
型
が
持

つ

「語
義
」
の
社
会
的
広
が
り
が
感
じ
ら
れ
る
よ
う
な

印
象
を
受

け
る
。
前
述
し
た

「朝
三
暮

四
」
の
二
つ
の
意
味
と
関
係

の
あ
る
こ
と
を
こ
の

一
覧

の
中

に
現
れ
る
意
味
と

つ
な
い
で
確
か
め

て
み
る
と
、
古
典
の
故
事
に
直
接
す
る

「話

(だ
ま
し
)
の
技
術
」

と
い
う
意
味

の
場
合
、

「ゴ
ご

「四
」

の
数
に
は
決
定
的
な
意
味
が
あ

る
が
、
五
六
項
の

「…
三
…
四
」

の
う
ち

「三
」
と

「四
」
に
数
と

し
て
の
意
味

の
あ
る
も

の
は
、

「朝
三
暮
四
」
自
体
を
含
め
て
五

つ

で
あ
る
。
五

つ
と
い
っ
て
も
、

「再
三
再
四
」

の
よ
う
な
多
数

の
強

調
の
ほ
か
日
本
語

の

「桃
栗
三
年
柿
八
年
」
に
似
た
意
味
の
も
の
も

含
め
て
で
あ
り
、

「三
」
と

「四
」
を
入
れ
替
え
る
こ
と
に
意
味
が

あ
る
の
は

「朝
三
暮
四
」
だ
け
で
あ
る
。
ほ
か
の
五

一
語
で
は
単
数

で
は
な

い
と

い
う

ニ
ュ
ア
ン
ス
は
あ
る
が

「ゴ
ご

「四
」
に
は
数
と

し
て
の
意

味
が
な
く
、
不
定

で
あ
る
こ
と
を
示
す

「あ
れ
こ
れ
」
の

代
名
詞
と
し
て
意
味
を
持

つ
も

の
ば
か
り
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
定

型
自
体

が
含
有
す
る
語
義
を
合
わ
せ
て
解
釈
す
る
と

「説
三
道
四
」

を

「四

の
五
の
ぬ
か
す

(言
う
)」
と
訳
せ
ば
訳
語

の
表
現
が
原
語

の
持

つ
意
味
と
深
く
対
応
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

「四
の
五

の
ぬ
か
す
」

の
よ
う
に
日
本
語
で
は
数
を
言
う
言
葉
が
数

と
し
て
意
味
を
持
た
ず
に
使
わ
れ
る
こ
と
は
大
変
少
な

い
と
思
わ
れ

る
が
、
中
国
語

で
は
少
な
く
と
も

「…
三
…
四
」

の
定
型
語
群
の
中

で
は
、
そ
れ
が
断
然
多
数
派
で
あ
る
。
そ
こ
で
は

「三
」
と

「四
」

は
不
定

の
も
の
を
そ

の
ま
ま
挙
例
と
す
る
た
め
の
表
現
で
あ
り
、
そ

し
て
そ
れ
が
示
す

「あ
れ
」
と

「
こ
れ
」
は
共
に
不
定
で
も
同
じ
不

定

の
も
の
を
言
う
の
で
は
な
い
と

い
う
意
味

を

コ
一ご

と

「四
」
の

違

い
が
担

っ
て
い
る
。
従

っ
て
、

「朝

三
暮

四
」

の
古
典
的
な
意
味

用
法
は
こ
の
定
型
語
群

の
中
に
お
い
て
み
る
と
孤
立
し
た
も
の
と
な

り
、
「…
三
…
四
」
が

「あ
れ
」
と

「
こ
れ
」
を
意
味
す
る
用
法
が

社
会
的

に
大
き
な
流
れ
で
あ
る
中

で
、

そ
れ
と

の
類
推
が
容
易
な

「朝
は
あ
れ
で
晩
で
は
こ
れ
と
、
言
う

こ
と

が
違
う
」
の
ほ
う
に
語

の
意
味
の
主
流
の
座
を
譲
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
想
定
が
可
能
に

な
る
。

た
だ
、
「あ
れ
」
と

「
こ
れ
」

が

「違
う

」
こ
と
は
、
「朝
三
暮

四
」

の
新
義

に
お

い
て
も
決
定
的
な
意
味

が
あ
り
ほ
か
の
多
く

の

「…
三
…
四
」
定
型
語
に
お
い
て
、
「三
」
「
四
」
が
単
に
不
定
な
も

の
や

こ
と

の
種
類

の
複
数
性
を
言
う
の
と

は
、
違

い
を
残
し
て
い

る
。
古
典
義
が
そ
の
こ
み
い

っ
た
個
別
的

な
内
容
部
分
を
偶
然

に

持

っ
た
表
現
上

の
定
型
性

の
故

に
流
さ
れ
な

が
ら
も
、
原
義

の

一
部

を
と
ど
め
な
が
ら
存
在
す
る
と
こ
ろ
に
言
葉

の
社
会
的
生
成

の
実
相

の

一
面
が
見
ら
れ
る
。

「…
三
…
四
」
が
も

つ
造
語
力

五
六
語
と

い
う

「
…
三
…
四
」
定
型
語

も
か
な
り
の
数

で
あ
る

が
、
社
会

の

一
人
ひ
と
り
は
自
分

の
言
語
的

創
造
力
に
よ

っ
て
、
さ
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ら

に
こ
れ
ら
と

は
異
形

の
語
を
使
う

こ
と
が
で
き
る
に
ち
が
い
な

い
。
個

人
的
創
造

で
あ

っ
て
も
そ
の
表
現
が
こ
う
し
た
定
型
語
群
中

に
あ
る

こ
と
で
社
会
的
生
成
と
な
る
こ
と
が
保
証
さ
れ
る
。
定
型

で

あ
る
こ
と

の
原
理
を

つ
か
ん
で
い
れ
ば
、
日
本
人
で
あ
る
個
人
が

使

っ
て
も
そ
れ
を
聞
い
た
中
国
人
は
違
和
感
を
持
た
ず
に
そ
の
言
葉

を
受
け
取
る
だ
ろ
う
。
『漢
語
大
詞
典
』

で
検
索

で
き
る
不
定
形
語

彙

の
中

で
も
、
「…
三
…
四
」
の
五
七
項
は
ず

い
ぶ
ん
多

い
ほ
う

で

あ
る
。

こ
の
語
型

の
中
国
語
に
お
け
る
造
語
力
は
強

い
も
の
が
あ

り
、
だ
か
ら
こ
そ

「朝
三
暮
四
」
の
古
典
義
は
圧
倒
さ
れ
る
こ
と
に

な

っ
た

こ
と
は
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
そ
の
造
語

の
原
理

や
力

の
強
さ
は
ど
こ
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

「…
三
…
四
」

の
定
型
性
の
な
か
で
、

「三
」
と

「四
」
が
造
語
上

果
た
す
働
き

に
つ
い
て
は
前
節
で
ほ
ぼ
述

べ
た
。

「…
」

の
部
分
は

ど
う
か

と
い
う
と
、

こ
れ
に
も
こ
の
語
型
に

一
定
し
た
意
味
を
与
え

社
会
的

に
安
定
し
た
存
在
と
さ
せ
る
大
き

い
性
格
が
あ
る
と
見
ら
れ

る
。
便
宜
上
前

の

「…
」
を

「
A
」
、
後
ろ
の

「…
」
を

「
B
」
と

す

る
と
、

「A
」
と

「
B
」

と
は
基
本
的

に
類
義
語

で
あ
る
こ
と

で
、

「…
三
…
四
」

の
定
型
性
の

一
部
を
構
成
し
て
い
る
。
「説
三
道

四
」

の

「説
」
と

「道
」
は
と
も
に

「言
う
」
と
い
う
意
味
で
ほ
ぼ

同
義
語

で
あ
り

「不

三
不

四
」
の
場
合
は
類
義
語
ど

こ
ろ
か
同

一

語
、

「朝

三
暮

四
」

の
場
合
は

「朝
」
と

「晩
」
は
反
意
語

で
あ
る

が
、
反

意
語
と

い
う

こ
と
は
同

一
の
判
断
基
準
上

に
あ
る
と

い
う
こ

と
で
そ

の
意
味
で
類
義
語
と
見
る
こ
と
も
で
き
、

こ
の
よ
う
に
類
義

語

の
定
義
を
拡
張
し
て
考
え
る
と
、
「A
」

と

「
B
」
は
こ
の
三

つ

の
語
の
ど
れ
に
お
い
て
も
類
義
語
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
三

つ
だ
け

で
な
く

『漢
語
大
詞
典
』
で
こ
の
語
型

の

一
覧
表
に
挙
げ
ら
れ
た
五

六
の

「…
三
…
四
」

の
型
を
持

つ
語
す
べ
て
が

「A
」
と

「B
」
に

類
義
の
語

(素
)
を
持

つ
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
ま
た
類
義

で
あ
る

二
つ
の

「…
」
が
類
義
語
並
列
に
よ
り
二
字

で

一
つ
の
語
彙
を
社
会

的
に
い
っ
た
ん
形
成
し
て
、
そ
の
語
と
し
て

の
存
在
も
し
な
が
ら
そ

の
間
に

「=
こ

と

「四
」
が
割
り
込
む
形
で
生
成

・
造
語
が
お
き
た

も

の
も
あ

る
。
そ
う

い
う
広

義

の
類
義

語

が
並
置
さ
れ

る
中

で

「A
」
と

「B
」
が
同

一
語
、
反
意
語
で
あ

る
も

の
は
極
め
て
少
な

い
。
ほ
か
の
語

で
は
、
例
え
ば

「低
三
下
四
」
、
「差
三
錯
四
」

の
よ

う
に
類
義
語
ら
し
い
類
義
語
が
置
か
れ
て
い
る
。
類
義
語
ら
し
い
類

義
語
で
な
く
同

一
語
で
あ
る
の
は

「三
三
四
四
」
な
ど
で
四
つ
、
反

意
語

で
あ
る
の
は

「朝
三
暮

四
」

の
ほ
か
に

「東
三
西
四
」
な
ど
二

つ
。

「三
三
四
四
」
は

「三
四
」
と
い
う
語

の
繰
り
返
し
語
と
い
う

性
格
を
も
持
ち
、
こ
の
語
型
を
持

つ
語
群

の
中
で
や
や
特
殊
で
あ
る

が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、

「…
」
の
位
置
に
同

一
語
を
使
う
の
は
こ
の

定
型
の
中

で
も
特
殊
的
で
あ
り
、

「A
」
と

「B
」
に
同

一
語
を
使

う
方
向

に
こ
の
語
型

の
定
形
化
が
伸
び
な
か

っ
た
の
も
中
国
語
の
性

格

の

一
面
を
表
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。
同
列
に
並
べ
ら
れ
る
が
単

純
に
同

一
で
は
な
く
互
い
に
補

い
合
う
要
素

を
持

つ
二
つ
の
何
か
を

つ
い対

に
置
く
こ
と
が
で
き
て
こ
そ
美
し
い
と

い
う
世
界
観
の
反
映
が
こ

こ
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「不
三
不
四
」

の
場
合
は
同

一
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に
な

っ
て
し
ま

っ
て
い
る
が
、

そ
の
出
来
上
が

っ
た
表
現
の
語
義
に

「ろ
く

で
も
な
い
」
と
い
う
意
味

が
あ
り
、
そ
の
美
し
く
な
さ
が
そ

れ
に
ち

ょ
う
ど
対
応
し
て
い
る

の
で
社
会
的
存
在

の
許
容
が
あ

っ
た

と
言

っ
て
も
あ
な
が
ち
無
理
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

「A
」
と

「B
」

が
反
意
語
と
な
る

「東
三
西
四
」
が
表
現
す
る
意
味
は
、

「あ
の
時

は
こ
う
言
い
、
今
度
は
こ
う
言
う
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り

「朝
三
暮

四
」

の
新
義
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ

る
。
こ
う
い
う
同
義
語

で
あ
る

「東

三
西
四
」
と

「朝
三
暮
四
」
が
、
他
方

の
存
在
の
不
必
要
を
意
味
す

る
こ
と

に
な
ら
ず
、
ま
た

「棲

み
わ
け
」
的
分
業
が
あ
る
の
で
も
な

く
、
む
し
ろ
社
会
的
存
在

の
条
件
を
互

い
に
作
り
あ
っ
て
い
る
よ
う

ム　
　

で
あ
る
の
は
、
興
味
あ
る
言
語
現
象
で
あ
る
。

「A
」

と

「B
」
が
類
義
で
あ

る
こ
と
が
、

こ
の
語
型
を
造

る
要

素
と
し

て
大
き
な
条
件
を
な
し

て
い
る
こ
と
は
、
五
六
語
の
圧
倒
的

大
部
分

に
そ
れ
が
あ
る
こ
と
が
示
し
て
い
る
。
類
義

で
あ
る
二
つ
の

も
の
や

こ
と
が
あ
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
表
す
二
つ
の
類
似
物
を
並
列

し
て
対

を
作
る
要
素
と
し
て
尊
重
し
た
い
と
い
う
社
会
的
価
値
観
に

か
な
う

と

こ
ろ
が
あ
り
、
そ

の
要
素
を
そ
な
え
た
こ
の

「
…
三
…

四
」
と

い
う
語
型
は
社
会
に
存
在
す
る
基
礎
を

一
つ
持

っ
た
の
だ
と

も
言
え

る
。
そ

こ
か
ら

こ
の
語
型

の
構
成
要
素
と
し
て
の

コ
一=

「四
」
を

も
う

一
度
見
て
み
る
と
、
「コ
ご

と

「四
」
は

「少
し
ち
が

う
」
と

い
う
概
念

の
一
つ
の
類
型
の
語
形
化
と
し
て
の
意
味
を
持

っ

て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。
類
義
を
二
つ
並
べ
る
軸
と
類
型
を
な
す
二

つ
が
位

置
す
る
軸
と
を
四
字

の
語
型

の
中

で
ク

ロ
ス
さ
せ
る
こ
と

で
、
社
会
的
な
現
象
や
真
理
の
把
握
を

一
つ
の
言
語
と
す
る
こ
と
が

安
定
し
た
表
現
の
形
を
持

て
る
よ
う
に
な

っ
た
。

「朝
三
暮
四
」
の

古
典
義

で
の

「三
」
と

「四
」
は
、
「
(不
定

で
あ
る
)
あ
れ
、

こ

れ
」
で
は
な
く

「ゴ
ご

と

「四
」
は

「数
と
し
て
違
う
」
こ
と
に
言

葉
と
し
て
の
決
定
的
な
意
味
が
あ
り
、
そ
れ
だ
け
特
殊

で
個
性
的
な

内
容
を

い
う
の
で
あ
る
が
、
そ
の
個
別
的
事
情
に
関
連
し
て
出
来
上

が

っ
た
形
が

「…
三
…
四
」
と
い
う
語
型

に
ち
ょ
う
ど
あ
て
は
ま
る

も
の
と
な

っ
た
。
そ
し
て
別
な
要
請
か
ら
こ
の
語
型
が
持

つ
こ
と
に

な

っ
た
社
会
的
造
語
力
は
言
葉
の
生
成

の
体
系
が
も

つ
力
と
重
な

っ

て
お
り
、
「朝
三
暮
四
」
は
そ
れ
に
大
き
く

影
響
さ
れ

て
、
語
型

の

中
で
個
性
的

で
あ
る
古
典
的
な
語
義
か
ら
意
味
が
離
れ
る
こ
と
に

な

っ
た
も
の
で
あ
る
。

言
葉
の
生
成
に
お
け
る
体
系
性

「…
三
…
四
」
と
い
う
語
型
の
な
か
で
言

葉
を
造
る
二
つ
の
軸
が

あ
り
、
そ
の
交
差
点

の

一
つ
一
つ
で
言
葉

が
生
成

さ
れ
る
の
を
見

た
。

こ
れ
は
漢
字

を
作
る
六
書

の

一
つ
形

成
文
字

の

「
へ
ん
」
と

「
つ
く
り
」
を
容
易
に
連
想
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
「
へ
ん
」
の
軸
に

お
け
る
座
標
と

「
つ
く
り
」
の
そ
れ
と
が
決
ま
る
と
こ
ろ
で

一
つ
の

漢
字
が
決
定
す
る
。
そ
れ
は

一
つ
の
言
葉
が
生
成
さ
れ
て
ゆ
く
姿

の

一
つ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
言
葉

の
生
成

の
二
つ
の
系
が
互

い
に
容
易
に
連
想
で
き
る
と
い
う
こ
と
が
、

あ
る
言
語

の
生
成

の
体

系
性
を
作
る
基
礎
を
な
し
て
い
る
と
見
ら
れ

る
。
逆
に
言
え
ば
、
そ
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う
し
た
体
系
性
が
成
立
す
る
か
ら
こ
そ
、
そ
こ
で
言
葉

が
生
成

さ

れ
、
造

語
が
行
わ
れ
る
力
が
生
じ
る
も

の
と
見
ら
れ
る
。

「…
三
…

四
」
と

い
う
語
型
は
、

こ
の
面
と
、
対
に
よ

っ
て
世
界
が
構
成

さ
れ

る
と

い
う
認
識
の
仕
方
と
、
二
つ
の
面
で
中
国
語
と

い
う
体
系
の
中

で
生
成

の
系
を
な
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
が

「語
型
」

で
あ
る
と

い
う
こ
と
は
、
孤
立
語

で
あ
る
言
語
に
お
い
て

「語
順
」
が
言
語
と

し
て
の
内
容
を
作

っ
て
い
く
可
能
性

の

一
つ
の
姿
を
暗
示
し

て
い

る
。
そ
の
暗
示
の
中
で
連
想
を
伸
ば
せ
ば
、
現
代
中
国
語

の
語
彙

の

中

で
二
字
語
が
圧
倒
的
多
数
で
あ
る
こ
と
も
自
然
に
見
え
て
く
る
。

一
語

・

一
音
節

・
(
一
字
)
を
基
本
性
格
と
し
て
い
た
と
見
ら
れ
る

古
代
中
国
語
が
、
二
語

の
組
み
合
わ
せ
に
よ

っ
て
語
彙

の
広
さ
、
意

味

の
精
度
、
語
と
し
て
の
安
定
を
生
む
強

い
力
を
受
け
て
大
き
な
生

成
を
行

い
な
が
ら
現
代

の
中
国
語

の
語
彙

の
性
格
を
作
る
よ
う
に

な

っ
た
。
こ
こ
で
も
二

つ
の
軸
が
ク
ロ
ス
す
る
と
こ
ろ
で
言
葉

の
生

成
が
起

こ
り
決
定
さ
れ
る
と
い
う
原
理
が
動
い
て
い
る
と
も
見
ら
れ

る
。

二
字

(
二
語
)

の
組
み
合
わ
せ
の
パ
タ
ー

ン
は
豊
富

で
は
あ
る

が
、
中
国
語
を
母
語
と
す
る
多
く
の
個
人
の
言
葉
の
日
常
的
な
創
造

に
応
用
が
可
能
な
範
囲
で
発
展
し
て
き
た
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
は
、

言
語

の
生
成

の
質
に
お

い
て
原
理
性
を
持

つ
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え

に
、
個

人
で
の
生
成

の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
、
例
え
ば

「語
型
」
が

意
味
を
生
ず
る
の
も

「形
成
文
字
」
で
語
と
字
が
決
ま
る
の
も
二
字

語
語
彙

で
語
形
と
意
味

が
安
定
す
る
も

一
つ
の
こ
と
と
い
う
性
格
を

持
ち
、

一
回

一
回
の
言
語
行
為

の
創
造
に
適
用
で
き
る
も
の
の
広
さ

を
豊
富
に
し
た
と
言
い
換
え
ら
れ
る
。

日
本
語
と
な

っ
た

「朝
三
暮

四
」
が
、
中

国
に
お
け
る
古
典
義
を

と
ど
め
る
こ
と
に
な

っ
た

の
は
、
日
本
語
で
は
二
字
熟
語
で
あ
る
場

合
や
特
殊
な
国
字
を
除
い
て
上
に
述

べ
た
よ
う
な
生
成
の
力
を
受
け

る
こ
と
が
基
本
的
に
は
な
か

っ
た
か
ら
で
あ

る
の
は
言
う
ま
で
も
な

い
。
日
本
語
自
体
の
持

つ
生
成

の
特
質
が

「朝
三
暮
四
」
と

い
う
言

葉
に
か
か
わ
る
こ
と
が
大
変
少
な
か

っ
た
こ
と
も
結
果
的
に
は
明
ら

か
で
あ
る
。
そ
の
日
本
語
を
母
語
と
す
る
者
も
、
中
国
で
の

「朝
三

暮
四
」
の
現
代
的
用
法
と
の
対
比
か
ら
、
言
葉
の
生
成

の
個
別
的
な

姿
や
大
き
な
系
と
の
つ
な
が
り
方
の
原
理
の

一
端
を
見
る
こ
と
が
で

き

る
。
そ

の
意
識
化
や
認
識
が
当
を
得

て

い
れ
ば
、
母
語
と
し

て

も
、
外
国
語
と
し
て
も
、
理
解
は
容
易
で
深

い
も
の
を
つ
か
む
た
め

の
方
法
に
な
る
と
い
う
の
は
見
や
す
い
道
理

で
あ
る
。

結

語

言
葉

の
使

い
間
違

い
や
勘
違

い
は
よ
く
話
題

の
種
と
さ
れ
る
が
、

そ
れ
は
反
面
で
人
は
多
く
の
場
合
は

「勘
違

い
し
な

い
」
用
法
を
作

り
な
が
ら
言
葉
と
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て

い
て
、
見
方
に
よ

っ
て

は
話
題
と
し
て
の
面
白
さ
以
上
の
大
き
な
意
味
が
あ
る
。
毎
度

の
言

語
行
為

に
お
い
て
そ
う
し
た
個
人

の
創
造
に
よ

っ
て
言
葉
が
最
終
的

に
成
り
立

つ
。
そ
う
し
た
創
造
は
、
そ
の
方
法
上
の
進
化
を
生
き
た

人
間

の
精
神
に
生
じ
さ
せ
る
。
そ
れ
が
言
語

の
学
習
で
あ
り
言
葉

の
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個
人
的
な
生
成

で
あ
る
。
個
人
的
な
生
成
が
社
会
的
に
広
く
共
鳴
を

呼
べ
ば
、
そ
れ
は
そ
の
言
語
社
会
が
共
有
す
る

「文
法
」
の
新
た
な

生
成
に

つ
な
が

っ
て
ゆ
く
。
そ
の
社
会
的
な
生
成
は
ま
た
個
人
に
よ

る
新
た
な
生
成

の
た
め
の
大
き
な
条
件
と
な
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も

な
い
だ

ろ
う
。

こ
う
し
た
言
葉

の
生
成
の
プ

ロ
セ
ス
の
中

で
動
く
力
や
法
則
性
を

意
識
す

る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
個
人
の

「創
造
」
や

「生
成
」
が
有

効
に
働
く
力
を
増
す
に
違

い
な
い
。
そ
れ
は
母
語
の
場
合

で
も
、
外

国
語
の
学
習

に
お
い
て
も
言
え
る
こ
と
で
あ
る
。
外
国
語
を
学
ぶ
場

合
に
入
門
期
が
過
ぎ
れ
ば
、
外
国
語
で
あ

っ
て
も
、
そ
の
言
葉
を
自

分

の
う
ち
で
生
成
し
て
ゆ
く
材
料
や
条
件
が
人
の
精
神

の
う
ち
に
蓄

積
さ
れ
る
。
そ
れ
を
有
効
に
活
用
す
る
と
い
う
考
え
方
を
念
頭
に
置

き
な
が
ら
、
拙
文

で
は
、
母
語
と
し
て
の
日
本
語
、
外
国
語
と
し
て

の
中
国
語

の
、
個
人
的
ま
た
社
会
的
生
成

の
姿
の
い
く
つ
か
を
見
、

分
析
し

て
、
言
語

の
学
習
や
教
授
の
た
め
の
方
法
に
つ
な
げ
て
ゆ
く

一
歩
と
し
よ
う
と
し
た
。

『漢
語

大
詞
典
』

で

「不
定
形
語
」
が
あ
る
基
準

で
検
索

で
き
、

と
り
わ
け
C
D
l
R
O
M
版

で
非
常
に
簡
便
に
不
定
形
語
群

の

一
覧

表
な
ど
が
得
ら
れ
る
こ
と
の
意
義
は
大
変
大
き

い
も
の
が
あ
る
。
そ

の
威
力

の

一
部
は
拙
文

で
も
紹
介
し
た
が
、
そ
う
し
た

「語
群
」
に

対
す
る

「語
釈
」
が
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
れ
に
は
積
極
的
な
意

義
が
あ

る
こ
と
を
こ
こ
で
強
調
し
た
い
。
そ
の
理
由
は
二
つ
あ
る
。

一
つ
は
、
言
葉
は
個
人
に
お
い
て
創
造
さ
れ
る
こ
と
が
あ

っ
て
初

め

て
言
葉

に
な
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

「創

造
」
と
は

「不
定
形
」

を
定
形
に
す
る
こ
と
で
あ
り
、
「不
定
形
語

群
の

一
覧
表
」

は
そ
の

創
造
過
程
を
目
に
見
え
る
も
の
に
し
た
。
不
定
形
に
つ
い
て
の
意
識

は
言
葉

の
本
質
的
な
成
立

の
認
識

に
つ
な

が
る
。

二
つ
目

の
理
由

は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
あ
る
。
イ

ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
は
、
「検
索
」

が
あ
っ
て

「語
釈
」
が
な
い
の
が
基
本
の
巨
大
な
辞
書

で
あ
る
。

こ

の
辞
書
は
辞
書
で
あ
る
と
同
時
に
こ
れ
か
ら

の
人
類
の
世
界
を
作

る

大
き
く
重
要
な
現
実

で
あ
り
、
そ
の
現
実
を
読
む
た
め
の
語
釈
を
ど

の
よ
う
に
持

つ
か
は
、
個
人
の
創
造
力
と
生
成
力
に
よ
る
面
も
大
変

大
き
く
な

っ
て
い
る
。

注

 

〈
1
>

こ
の
点

に

つ
い

て
の
調
査

は
、

二

つ
の
選
択

肢

か
ら
選

ん

で
も

ら

う
仕
方

で
行

わ

れ
た
。

そ

の
選
択

肢

の
表
現

と
、

そ

れ
を
選

ん

だ

人

の
比
率

は
以

下

の
よ

う

で
あ

る
。

ア
、
人

に
情

け

を
か

け

て
お
く

と
、
巡

り

巡

っ
て
結
局

は
自

分

の

た

め

に
な

る
。

…

…
四
七

・
二
%

イ
、
人

に
情

け

を
か

け

て
や

る

こ
と

は
、
結

局

そ

の
人

の
た
め

に

な

ら
な

い
。

…
…

…
四

八

・七

%

言

う

ま

で
も
な

い
と

思
う

が
、

ア
が
本
来

の
意
味

で
あ

る
。

〈
2
>

金

田

一
春

彦

『
日
本

語

を

反

省

し

て
み

ま

せ
ん

か

』

角

川
書

店
、

二
〇
〇

二
年

、
八

二

ー
八
五

頁
。

〈
3
>

「朝

三
暮

四
」

の
出
典

と
な

る
古

典

は
、

「荘

子
」

と

「列
子

」
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が
あ

る
。

日
本

で
は
、
出
典

と

し

て

「列

子
」

が
言

わ

れ

る

こ
と

が

多

く

(
『広

辞
苑

』
第

五
版

(岩
波

書
店

)
、

高
校

教

科
書

『新

古
典

講

読

』

(右
文

書

院

)
)
、

中
国

で
は

「荘

子

」

が
示

さ

れ

る

こ
と

が

多

い
よ
う

で
あ

る

(『
現
代

漢
語

詞
典

』

(商

務
印

書

館
)
、

『
中

華
成

語

熟

語

辞
海

』

(学

苑
出

版
社

)
)
。

二

つ
の
古

典

の
間

で
の
内

容

の

異

同

は
、
拙

論

に
関
係

し

な

い

の
で
今

は
触

れ

な

い
。

〈
4

>

試

み
に
イ

ン
タ
ー
ネ

ッ
ト

の
「人

民
網

」
の
サ
イ

ト

で

二
〇

〇
〇

年

以

来

の
『人

民
日

報
』
で

の
使

用
例

を
検

索

し

て
み

る
と

、
八

件

の

ヒ

ッ
ト
が

あ
り

、
そ

の
う
ち

七
件

は
新

義

を
も

っ
て
使

わ

れ

て

い
る
。

〈
5
>

『
漢

語

成

語

考

釈

詞
典

』

(商

務

印

書

館

、

一
九

八
九

年

)

に

は
、
宋

代

に
お

け

る
非

古
典

的

な
用
例

が
示

さ

れ

て

い
る
。

〈
6

>

●

●

O

●

O

●

●

●

●
、 、 、 、 、

有 一 無 三 非 愛

有 二 無 五 非 不

、 、 、 、
、 、

牟 一 現 説 非 不

有 歳 窺 這 郎 ネ

ー 一 四 没 不

一 半 八 没 而

、 、 、 、 、

一 一 似 七 大

再 不 非 八 特

有 一 随 且 道

無 而 随 且 不

 

と

い
う
二
七

語
型

の
見
出

し
立
項

と

「語
釈

」

が
あ

る
。

〈
7
>

陳

生

保
氏

は

『
中
国

と

日
本

』

(麗

澤

大
学

出

版
会

、

五
年

)

の
な

か

で
、

あ

る
接

尾
語

を

二

三
挙
げ

て

い
る
。

二
〇
〇

日
本
語

か

ら
中

国
語

に
移

入
さ

れ
た
造

語

力

の

こ
れ

は
、
高

名

凱

・
劉

正

瑛
両

氏

に

よ

っ

て
研
究

さ

れ

た
基

礎

の
上

に
拡

充

さ

れ

た

も

の
で

あ

る

が
、

「
…
…

化

」
、

「
…
…
性

」
、

「
…
…

主
義

」

な

ど
現

代

中

国
語

の

語

彙

に
大

き

い
影

響

力
を
持

つ
と
思

わ
れ

る
も

の
が
多

い
。

〈
8
>

『
漢

語

大

詞

典

』

の
C

D

l
R

O

M
版

に

よ
り
、

次

の
五
七

語

を
、

一
覧

表

と
し

て
見

る

こ
と
や

、
そ

こ
か

ら
各
語

を
検

索

し

て
語

釈

を
読

む

こ
と
が

で
き

る
。

七

十

三
八
十

四
、

三

三

四
四
、

三
四

、
不

三
不

四
、
再

三
再

四
、

半

三
不

四
、
低

三
下

四
、
倒

三
顛

四
、
偏

三
向

四
、

前

三
後

四
、
勾

三
搭

四
、

去

三
忘

四
、
去

三
拉

四
、

芸

三
拉

四
、
去

三
落

四

、
差

三

錯

四
、
唇

三

口
四
、

嚇

三
吻

四
、
巴

三
覧

四
、

張

三
李

四
、
東

三
西

四 四 四 四 四 四 四 四

桃

三

李

四
、
横

三
順

四
、

求

三

拝

四
、

没

三
没

四
、

挑

三

嫌

四
、

挑

三
嬢

四
、

推

三

阻

四
、

推

三
推

四
、

伯

三

伯

四
、

階

三
話

四
、

重

三

登

四
、

連

三
並

四
、

説

三

道

四
、

調

三
惑

四
、

顧

三
不

顧

四

横

三

竪

四
、

拉

三
祉

四
、

挑

三
検

四
、

朝

三
暮

四
、

老

三
老

四
、

連

三
接

四
、

調

三
斡

四
、

調 遮 緊 忘 挑 掌 横

窩 隔 火 迭 諮 搬 竪
四 四 四 四 四 四 四

、 、 、 、 、 、 、

顛 言 重 急 握 挑 狂

倒 語 畳 火 頂 錬 詐

 

こ

の
五
七

語

の
う

ち
、
「
三
四
」
は
、
「
…
三

…

四
」
の
型

を
持

つ
と

は

い
え

な

い
。

機
械

的

な
検
索

で
取

り
出

さ

れ
た

も

の
と

見

ら
れ

る
。

〈
9
>

注

〈
8
>
と
同
様

に

し

て
、

「朝

…
暮

…
」

を
検

索

す

る

こ
と

も

で
き
、

三

三
語

の

一
覧

表

が
見

ら
れ

る
。

こ

の
三
三
語

は
約

半
分

ず

つ
、

A

「朝

も
晩

も
、

い

つ
も
」

と

B

「朝

と
晩

の
短

い
と

き

の
間

に
」

の
二
種

類

に
語

義

の
型

を
分

類

で
き

る
。

「朝

三
暮

四
」

は
、

古

典
義

も
新
義

も

と

も

に
、

B

に
属
し

て
、

そ

の
語

義

の
社
会

的

安

定

を
保

っ
て
き

た
と

み
ら

れ
る
。

し

か

し
、

「朝

…
暮

…
」

の
語

型

が
、

「朝

三
暮

四
」

の
語
義

を

決
定

す

る
軸

の

一
つ
と

な

っ
て

い
た

こ
と

は
明
ら

か

で
あ

る
が
、
意

味

の
変

遷

に

は
か

か
わ

ら
な

い
と

思

わ

れ

る

の
で
本

文

の
中

で
は
問
題

に
し
な

か

っ
た
。
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