
看
板

な

ど
、

中

国

の
街

中

で
見

ら
れ

る
中
国

語
を

写
真

に
撮

り
、

そ
れ

を
素

材

に
何

か
書

こ

う
と

私
も

考

え
た

こ
と

が
あ

る
。

し
か

し
本
書

で
紹
介

さ

れ

て

い
る
よ

う
に

『
中
国

語

の

「看

板

」

を
読

も

う
!
』

が
出

た

の

で

「あ
、

や
ら

れ
た

」
と

思

い
、

あ
き

ら
め

た
。

そ
れ

も
あ

る

が
、
荒

川

さ

ん
も
述

べ
て

い
る
よ

う

に
中

国

で

お
も

し

ろ
そ

う
な

も

の
を
撮

影

し

よ
う

と
す

る

と

「
ア
ブ

ナ
イ

」

こ
と
も

あ

る
。

そ

の
た
め

に

わ
ざ

わ
ざ
望

遠

レ

ン
ズ
を

買

っ
た
く

ら

い
だ
。

小

型

カ

メ

ラ

を

ポ

ケ

ッ
ト

や

バ

ッ
グ

に
入

れ

て
、
昔

使

っ
た

レ
リ
ー
ズ

な
ど

で
隠

し
撮

り
す

る

テ

ク

も

必

要

だ

ろ
う
。

わ

が

国

で
も

ス
ー

パ
ー

な
ど

は

「撮

影

お
断

り
」

と
小

さ
く
書

か

れ

て

い
た

り
す

る
。

台
北

の
ス
ー

パ
ー

の
食

品

売

り
場

で
商

品
名

を

小

さ
な

ノ
ー
ト

に

メ

モ

っ

て

い
た

ら
、

マ
ネ

ー
ジ

ャ
ー
と

思

し
き
男
性

に

"先

生

…
…

"

と
替

め
ら

れ
た

こ
と

が
あ

る
。

著

者

の
荒

川
清

秀

さ
ん

と
初

め

て
お
会

い
し

た

の
は
た

し
か

三
〇

年
近

く
前

。
大

阪

で
開

か

れ

た

日
本

語

教

育

関

係

の
研

究

会

で
あ

っ
た

(
と
記
憶

す

る
)
。

当

時
私

は
大

学
院

修
士

課
程

を
お

え
た
ば

か

り

で
日
本

語
教

育

に
携

わ

っ
て

い
た
。

荒
川

さ

ん

は
す

で
に
愛

知
大

学

の
専

任
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講
師

だ

っ
た

と
思

う
。
誘

わ

れ

て
喫

茶
店

で
お

し

ゃ

べ
り

し

た

。

正

直

言

っ
て
関

西

人

の

パ

ワ
ー
に
圧

倒

さ
れ

る
思

い
だ

っ
た
。

何
を

話

し

た
か

ま

る
で
記
憶

に
な

い
が
今

で
も
覚

え

て
い

る

こ
と

が
あ

る
。

荒

川

さ
ん

は

こ
う
言

っ
た
。

「年

に
大
中

小
と

三
本

は
書

く
」
。

こ
の
言
葉

は

深

く

心

に
沁

み
入

っ
た
。

以
来

、
私

も

「年

に

大

中
小

三
本

」

を
目

標

に

し

て
き

た
。
達
成

で

き
た
年

も

そ
う

で
な

い
年

も

あ

る
。

近
年

は
年

に

一
本

す

ら

ア
ヤ

シ
イ
。

○
○

語
学

と

と
も

に
生

き

る
者

に
と

っ
て

の

目

標

と

い
う

か

課

題

と

い
う

か
任

務

と

い
う

か

、
私

が
考

え

る

の
は

「学
生

へ
の
教

育

、
専

攻
分

野

の
研
究

論

文
執

筆

・
学

会
発
表

、
研

究

書
及

び

学
習
書

の
執
筆

、

教
科

書
制
作

、
辞

書

編
纂

、

○
○
語

学

習
普

及

へ
の
貢
献

…
…

」
な

ど

で
あ

る
。

ま
だ

あ

る

が
ど

う
せ

そ
ん
な

に

は

で
き

っ
こ

な

い
。

し

か

し
、

驚

く

べ
き

こ
と

に
、

荒

川
さ

ん

は
以
上

の
す

べ
て
に
お

い
て
群

を
抜

い
た
業
績

を

あ
げ

て

お
ら
れ

る
。

業

績
面

に

お

い

て
私

は
荒

川
さ

ん
を
羨

ん
だ

り

し

な

い
。

荒

川

さ

ん

は
早

く

か

ら

学

界

の

ホ
ー

プ

と
目

さ
れ

た
俊

秀

で
あ

る
。

か

て
て
加

え

て
人

の
数

倍

以

上

の
努

力

を
惜

し
ま
な

い
。

努
力

と

い
う

よ

り
好

き

で
や

っ
て
る
ん

だ

ろ
う

な

と

い
う
感

じ
。

羨

ま
し

い
の
は
、

荒

川

さ
ん

は
青

年

の

よ
う

に
若

々
し

い
こ
と

だ
。

と

て
も

ア
ラ
カ

ン
に
は
見

え

な

い
。

ド
イ

ツ
語

を
学

ん

だ

り
、

ピ

ア

ノ
を

ひ

い
た

り
、

運

転

免

許

を

と

っ
て
令

夫
人

を

恐
怖

に
陥

れ
た
り

…

…
。
愛

嬢

へ
の
愛
情

も
満

ち
溢

れ
、
家
庭

円

満

(そ

う

に

見

え

る
)
。

非

の
う

ち

ど

こ
ろ

な

し
。

あ
、

も
う

一
つ
あ

っ
た

。
本
書

一
六

六
頁

「
わ
た

し

は
研
究

室

に

八
段

の
書
架

を

二
五
本

置

い
て

い

る

が

…
…
」
。

そ

ん

な

に
置

け

る
な

ん

て
…
…

羨

ま

し

い
。

こ

の
た

び

『
中

国
21
』

に
掲
載

す

る
書

評
執

筆

の
御

依
頼

を

い
た
だ

い
た
。

四
〇
〇

字
詰

二

〇
枚

と
紙
幅

も

十
分

に
あ

る
。
拝

読

し
た
感

想

を
書

き
連

ね

て
み

た

い
。

『
現

代

漢

語

詞

典

』

第

五

版

は

『
現
漢

』
、

『
講
談
社

中

日
辞

典
』

第

二
版

は

『
講

』
、
小

学

館

『中

日
辞

典

』
第

二
版

は

『小

』
、

『
新
華
字

典

』

は

『
新

華

』
と

そ
れ

ぞ
れ
略

記
す

る
。

本
書

の
あ
と

が
き

に

「本
書

は

『
東
方

』
誌

の
連
載

が
五

年

目

に
入

っ
た

「や

っ
ぱ

り
辞
書

が
好

き

」

の
こ

れ
ま

で

の
原

稿

と
、

『
日

本

と

中

国
』

紙

の
連
載

コ
ラ

ム

「漢

字

の
チ
カ

ラ
」

を

ミ

ッ
ク

ス
し

て
再

編

集

し

た

も

の
」

と

あ

る
。
前

者

は
毎

月
楽

し

み
に
拝
読

し
、

辞
書

に

つ
い
て
毎

回
目

か
ら

ウ

ロ
コ
が
落

ち

る
思

い
を

し

て

い

る
。

「
や

っ
ぱ

り

～
好

き

」
と

い
う

だ

け

あ

っ
て
辞

書

の
収
集

、
内

容

へ
の
目
配

り

は

常

人

の
遠

く
及

ぶ
と

こ
ろ

で
は
な

い
。

二

一
九

頁

の

『
現

代

漢

語

短

語

解

析

詞

典

』

は

『
東

方
』

連

載
を

見

て
、
た

だ
ち

に
東
方

書
店

に
購

入
発

注

し
た

。
ま

だ
未

入
荷
。

後
者

は
初

見
。

荒
川

さ

ん

の
凄

い
と

こ
ろ

は
短

い

コ
ラ

ム

の
中

に
中

国
語

文
法

論

・
語
彙

論

の
最
新

の
研

究
成

果
が

盛

り
込

ま
れ

て

い
る

こ
と
だ
。

日
頃

の
勉

強

・
研
究

の
賜
物

だ
。
本

書
全

体

が

「オ

モ
シ

ロ
イ
」

が
、

「
漢
字

の

チ
カ

ラ
」

は

「超

オ

モ

シ

ロ
イ
」
。

ゆ

4
頁

"
牙
科

"

を
さ

が
し

て

そ

う

か
。

や
は
り

"
牙

科
"

の
看
板

は
見
当

た
ら

な

い

の
か
。

拙
著

『
こ
と

た
び
中

国

語
』

(白

水

社
、

二
〇
〇

二
年

)

で
は
北

京

・
上

海

で
撮

っ
た

写
真

を
ち

り
ば

め
た

が

"牙

科

"

の

写

真

が
撮

れ
ず
、

一
九

九
五

年

に
貴
陽

の
街

角

で
撮

っ
た

も

の

で
ご

ま

か

し

た

こ
と

が

あ

る

(写

真

1
)
。
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《
》
6
頁

他

に

こ
ん

な
も

の
も

"
成

人
保

健

"
は
北
京

の
裏

通

り

を

ぶ

ら

つ

い
て

い
る
と
意

外

に
多

く

目

に
入

る
。

目

に

は

入

る

が
恥

ず

か

し

く

て
中

に

入

っ
た

こ
と

は

な

い
。

台

湾

の
九

傍

の
街

の

坂

の
曲

が

り

角

に

"
保
瞼

套
世

界
"

と

い
う
店

が

あ

っ
た

(写

真

2
)
。

大
陸

で
は

"
安
全
套

"。

街
角

に
自

販

機

が
あ

る

の
が
目

に
入
る
。

買

っ
た

こ
と

は
な

い
。

ゆ

8
頁

"推

"

「ず

り
落

ち

て
き

た
眼

鏡

は

…

…

"
推

"
を

使

っ
て

"
推

一
下

"

と

い
う

」
。

勉

強

に
な

っ

た

。
ゆ
9
頁

"拉

"

私

は

"拉

"
と

い
う
と

、
タ

ク

シ
ー
運
転

手

に

"
拉

不
拉

?
"

(
行

っ
て
く

れ

ま
す

か
)

と

聞

く

の
が
連

想

さ
れ
る
。

最
近

は

言
わ

な

い
よ

う

な
気

が

す

る
。

私
は
中

国

で
腹

を

こ
わ

す

こ

と

は

め

っ
た

に
な

い
が
、

学
生

を
連

れ

て
行

く

と

必
ず

あ

る

の
が

"
拉
肚

子

"
(下
痢

を

す

る
)
。

0
10
頁

"
折

"

中

国
語

で
割
引

の

"打

折

"
以
外

に

"折

"

の
字

が
使

わ
れ

る
単
語

は
あ

ま
り

な

い
。
強

い

て

挙

げ

れ
ば

"
折

相

"

以

外

に

は

"
折

刀

"

"
折

畳

"
"
折
椅

"
"
骨
折

"
く

ら

い
し

か
思

い

つ
か
な

い
。

が
、

私

は
元
雑
劇

の

"第

～
折

"

を
思

い
出
す

。
元

曲

を
読

ま
な
く

な

っ
て
久

し

い
。

ゆ

16
頁

"打

包

"

"打
包

"

に

"帯

走

"

(
テ
イ

ク

ア
ウ

ト
)

の

意
味

が
あ

る

の
を
初

め

て
知

っ
た

。
今

年

の
九

月
、

二
年

ぶ
り

に
北
京

に
行

き
、

喉

が
渇

い
た

の
で

マ
ク
ド

ナ

ル
ド

に
入

っ
た

ら

バ
イ

ク
配
達

の
青
年

が
店
内

で
休
憩

し

て

い
て
吃
驚

し
た
。

ゼ

ミ
で
そ

う

い
う

話

を
し

た
ら

「日
本

で
も

モ

ス
バ
ー
ガ

ー
は
デ

リ
あ

り

ま
す

よ
」

と
学

生

に

教

え

ら
れ

た
。
上

海

の
南
京

東
路

に
あ

る

マ
ク

ド

ナ

ル
ド

に
時

々

入

る
。

ハ
ン

バ
ー

ガ

ー

は

食

べ
な

い
。

お
目

当

て

は

"妨

昔

"

(
マ

ッ
ク

シ

ェ
イ
ク

)
。

こ
の
店

は

"
帯

走

述

是
在

迭
里

喝

?
"
と
聞

か
な

い
。

な
ぜ

な

ら

テ
イ

ク

ア
ウ

ト
専

用

の
窓

口
が
あ

っ
て
、
並

ぶ
列

が
違

う

か

ら
。

こ
れ

は
頭
脳

的

だ
と
感

心

し
た

。

ゆ

16
頁

"打

的

打
牢

"

タ

ク

シ
ー
は

"
出
租

汽
牟

"

と
教

わ

っ
た
。

こ
の
発

音

が
苦
手

だ
。

映
画

「
ジ

ャ

ス
ミ

ン

の

花

開

く
」

で
チ

ャ

ン

・
ツ
ィ

イ
ー
演

じ

る
女
性

が

産

気

づ

い

て
雨

の
中

で

"
出

租

牢

、
出

租

写
真
1

写
真
2
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牢

!
"
と
叫

ぶ

シ
ー

ン
が
印
象

的

だ

っ
た
。

関

連
し

て
、
45
頁

"
包

"

で

「
ひ
と

こ
ろ
北

京

で

一
〇

キ

ロ

一
〇

元

で
走

っ
て

い
た

、

こ

っ
ペ
パ

ン
に
似

た
タ

ク

シ
ー
は

"
面
包

牢

"
と
呼

ば

れ

た
」

は
荒

川

さ
ん

の
記
憶

違

い
か

?

子
供

の
頃

よ
く
食

べ
た

こ

っ
ペ
パ

ン
は
写

真

3

の
形

状
だ

っ
た
。

あ

の
黄
色

い
ミ

ニ
バ

ン
型

の
、
切

る
前

の
食

パ

ン

の
よ
う
な

タ

ク

シ
ー
は

"
面
的

旦
ぎ
9

"
と

呼

ば

れ

て

い
た

と
記

憶

す

る
。

"
面
包

牟

"

と

い
う

と
私

は

マ
イ

ク

ロ
バ

ス
を
連
想

す

る
。

ボ

ケ

始

め

て

い
る

の

で
自

信

な
し
。

写
真
3

0

48
頁

単

語

に
な

ら
な

い
語

素

に
も
注
意

を

今

夏

、
初

級

教

科

書

の
原

稿

を

書

い

て

い

て

は
た

と

気

づ

い
た
。

方

位

詞

の

一
覧

表

は

こ
れ

ま

で
当

た

り
前

の
よ

う

に
単

音

節

方

位

詞

"
上

、
下

、
前

、
后

、
左

、
右

、
里

、
外

、

対

、

勇

、

奈

、
南

、

西

、
北

"

を

挙

げ

て
き

た
。

二
音

節

方

位

詞

"対

面

"
"
勇

迫

(
几

)
"

の
隣

の
欄

の

"
対

"

と

"
迄

(
几

)
"
、

"
労

"

と

"
面

"
が
交

わ

る
所

は
空

欄

に

し
て
き

た
。

"勇

"

は

"爾

勇

"

の
よ
う

に

な

る
し
、

『小

』

に
は

"杁

労
播

噴

"

と

い
う
例

が
あ

る
。

し
か

し

"
対

"

は
単
音

節
方

位
詞

と

は
言

え
な

い
の

で
は
な

い
か

?

『
中
国

語

わ

か

る
文

法
』

(輿

水
優

・
島

田

亜
美
著

、

大
修

館
書

店

)
は

一
音

節
方

位
詞

に

"
勇

"
"対

"
を
挙
げ

て

い
な

い
。

こ

の
考

え

が
正

し

い

の
か
も

し
れ

な

い
。

『応

用

漢

語
詞

典

』

は

"
[
名

]

勇

迦

.,
附

近

"

と

す

る
。

し
か

し
、
権

威

あ

る

『
現
漢
』

は

"①

囮

方
位

洞

"
と

す
る
。

悩

む
と

こ
ろ
だ
。

ゆ
56
頁

"几

"

は
子

ど
も

?

息

子

?

「わ

た
し

が
愛

用
す

る
『
常

用
俗

語
手

冊
』
(北

京

語
言

学
院

出
版

社
、
一
九

八
五

)
......」
a
本

の
写
真

も
載

っ
て

い
る
。
私

も
俗

語

を
調

べ
る

時

は

ま
ず

こ

の
本

を

見

る
。

二

四
年

前

の
本

か

?

今

の
学

生
諸

君

は
持

っ
て

い
な

い
だ

ろ

う
な

あ
。

命

60
頁

"
停

"

"停

"

と

"
止

"

の
違

い
に

つ
い

て
考

え

た

こ
と

も
な

か

っ
た
。

や

は
り

目

の

つ
け

ど

こ
ろ

の
違

い
だ
。

『現

漢

』
を

ひ
い

て
み
た
。

"
停

①

國

停
止

..
"
"止

①

停

止

..
"
。
吟

、
恰

、

恰

。

『
現

漢

』

の
編

者

の
先

生
方

も

外

国
人

が

こ
ん

な

ふ

う

に

調

べ

る
な

ん

て
想

像

も

し
な

か

っ
た
だ

ろ
う
。

わ

か

る

の
は

"
停

"

は
動

詞

と

し

て
単

用

で
き

、

"
止

"

は

で
き

な

さ

そ
う

だ
と

い
う

こ
と

か
。

0
61
頁

"
口
"

「
"快

口

"
と

は
な

に

か
。

こ
れ

は
カ

メ
ラ

の

シ

ャ

ッ
タ

ー

の

こ
と

」
。

中

国
語

を

学

ん

だ

こ

と

の
な

い
人

に
は

"快

円

"
と

い
う
漢

字

は
意

味

不
明

だ

ろ
う
。

余
談

だ

が
、

デ
ジ

タ

ル

一
眼

レ

フ

の

シ

ャ

ッ
タ

ー

ボ

タ

ン
を
押

す

と

「
カ

シ

ャ

ッ
」
と

い
う
心
地

良

い
音

が
す

る

が
、
あ

れ
は
わ

ざ

わ
ざ

人

工
的

に
音

が
出

る
よ

う
に

し

て
あ

る
も

の
だ
と

カ

メ

ラ
好
き

の
学

生

に
教

え

ら
れ
た

。
確

か

に
銀
塩

フ

ィ
ル
ム

の

一
眼

レ
フ

の
よ
う

に

ミ
ラ

ー
が
動

く

わ
け

で
は
な

い
。
静

か
す
ぎ

る

ハ
イ
ブ

リ

ッ
ド

カ
ー

に
擬
似

エ
ン
ジ

260



ン
音

を

つ
け

る
よ

う
な

も

の
か
。

ゆ

66
頁

"生

"

日
本

語

の

「生

」

は
好

イ

メ

ー

ジ

で
、
中

国

語

の

"
生

"

は

そ

の
逆

と

い

う
説

明

を
読

ん

だ

こ

と

が

あ

る
。

そ

の
と

お

り

だ

ろ
う
。

「
生

ビ

ー

ル
、

生

放

送

、

生

中

継

、

生

演

奏

......」
o

麻

雀

の

「
生

牌

」

の

「生

」

が

"
生

洞

"

の

"
生

"

と
同

じ

と
知

っ
て
得

心

し
た

こ

と

が
思

い
出

さ

れ
た

。

0
69
頁

"
清

"

以
前

、

中

国

に

滞

在

中

、

中

国

人

の
先

生

に

「日

本
語

の

[精

算
]

と

[清

算

]

は
ど
う

違

う

か
?
」

と

聞

か
れ

て
、

う
1

1
1

む
、
と

思

っ
た

こ
と
が

あ

る
。
中

国
語

の

"
清
算

"

は

政

治
上

の
事

柄

の
他

に
男
女
関

係

に

つ
い

て
言

う

こ
と

も

あ

る
、

と

教

わ

っ
た
が

、
『
現
漢

』

に

は
か

よ

う

な
下

世

話

な

説

明

は
な

い
。

"
②

列

挙
全

部

罪
悪

或
錯

俣

井
倣
出

相
庖
的

赴

理
"

と
あ

り
、

『
講
』

『小

』

と
も

ほ
ぼ

こ
れ
を
踏

襲

す

る
。

日
本

語

の

「
過

去

を

清

算

す

る

」

は

男

女

関

係

以
外

に

も
使

う

か
不

明
。

『
現

漢

』

に

"精

算
師

"

と

い
う

語

が
あ
る

の
に
気

づ

い

た
。
大

収
穫

だ

。
個

人

的
好

み

で
言

う
と

"
逐

清

"

の

"清

"

の
結

果
補

語

用
法
が
好

き

だ
。

『
現
漢

』

は

"
述

清

"

を
見

出

し
語

に
掲
げ

な

い
が
、

『
講
』

『
小

』
が

と
も

に

"迩

清

h
u
fi
n
//

g
ro
g
"

と

す

る
。

『
応

用

漢

語

詞

典

』

に

は

"
…
…

,

一
輩

子
也

述

不
清

。
"
と

い
う
例

文

が

あ

り
、

間

に

"不

"

が
入

る
。

0
71
頁

上

海

に
お
け

る
普
通

話

の
普
及

「上

海

の
街

で

は
驚

く

ほ
ど
普

通

話

を

耳

に

し

た

」
。

最

近
、

上
海

の
子

ど
も

た

ち

は
家

で

は
上

海
語

だ

が
、

学
校

に
行
く

と
子

ど

も
同
士

の
会

話

は
普
通

話

だ
と
聞

い
た

。
私

は
東

京
生

ま

れ

・
育

ち

だ
が

、
大

阪
や
京

都

で

は
ど
う

な

の
だ
ろ

う
。

命

72
頁

"刷

ヤ

"

"
刷
f

"

は
以

前
荒

川

さ

ん

に

メ
ー

ル

で
お

伝

え
し

た

こ
と
が

あ

る
が
、

一
九
九

六
年

に
北

京

の
ホ

テ

ル

で
宿
泊

代

を
ク

レ
ジ

ッ
ト

カ
ー

ド

で
支

払

っ
た
時

、

な

に
や
ら
機

械

を
取

り
出

し

て
き

て

カ

ー

ド

と
紙

を
置

い
て
、

そ

れ

こ
そ

「
シ

ュ
ワ
ー

ッ
1
」

と

カ
ー

ド

の
浮

き

出

た
文

字

を

複
写

紙

に
写

し
と

っ
た

こ
と

が
思

い
出

さ

れ

る
。
今

は
ど
う

か
知

ら
な

い
が
、

以
前

、
中

国

の
学
生

は
ジ
ー

ン
ズ

を
洗
濯

す

る

の
に
タ

ワ

シ
で

「
シ

ュ
ワ

ッ
!
」

と

こ
す
る

よ
う

に

し

て

洗

っ
て
い
た
。

0
74
頁

"倒

壇
坂

"
"披

屯
活

"

一
九

八
五
年

リ

リ
ー

ス

の
小

林

明
子

「恋

に

落

ち

て
」

の
歌
詞

に

「
…
…
ダ

イ

ヤ

ル
回

し

て

手

を
止

め
た

…
…
」

と

あ

る
。

こ

の
歌

は

「金

妻

」

の
主
題
歌

に
も
な

っ
た
。

当
時

拙
宅

の
電

話

機

は
ま
だ
ダ

イ

ヤ

ル
式

だ

っ
た
。

数
年

前

、

知

り
合

い
の
編

集
者

が
何

か

の
後
記

に

「最

近

は
テ

レ
ビ

の
チ

ャ

ン
ネ

ル
を

回
し

て
も

…

…
」

と

書

い

て
あ

る

の
に
気

づ

き
、

「
お
宅

の

テ

レ

ビ

は

ま

だ

チ

ャ

ン
ネ

ル
回

す

の
?
」

と

か

ら

か

っ
た

こ
と
が

あ

る
。

『
現

漢

』

の

"
援

号

"

の
語
釈

が

工
夫

さ

れ

て

い
る

の
を
発

見

し
た

。

『
小
』

の

"抜

号

"

は

「
(電
話

の
)
ダ

イ

ヤ

ル

を
回

す
」

で
あ

る
。

ゆ
78

頁

"
査

房

"
の
意

味

の
派

生

は

メ

ト

ニ

こ
、
-
冒

こ
う

い
う
と

こ
ろ

に
気

づ
く
荒

川

さ
ん

は
や

は
り
感

覚

が
鋭

い
。
以

前
、

北
京

の
カ

ラ
オ
ケ

の
お
嬢

さ

ん
か

ら

"査

牟

"
と

い
う
語

を
聞

い

た
。

辞
書

に
は

な
さ

そ
う

で
あ

る
。
調

べ
る

の

は
車
体

で
は
な

い
。
深

夜

、
タ

ク

シ
ー

に
乗

っ

て

い
る
男
女

の
素

性

を
警
察

が

調

べ
る

こ
と

を

言

う

ら

し

い
。

経

験

は

な

い

の

で
確

証

は

な

い
。
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O

鵬
頁

"送

"

「
そ

れ

な

ら

あ

っ
さ
り

半
額

で
売

っ
て
く

れ

…
…

こ

の
店

の
場

合

は
在
庫

を

一
掃

し
た

い
か

ら

そ

ん
な

方

法

に
出

た

の
だ

ろ

う

」。

そ
う

か

も
知

れ

な

い
。

し

か

し
、

前

に

テ

レ
ビ

番

組

で
、

あ

る

中

国

人

が

「中

国

人

は

"
冥

～

送

～

"

が
好

き

」
と
言

っ
て

い
る
場

面

を
見

た

こ

と
が

あ

る
。
半

額

で
売

る
か

"
奨

一
送

一
"

に

す

る
か

は
日
本

人
的
好

み
か
中
国

人
的

好

み
か

の
問
題

か

も
。

初

め

て

"
冥

一
送

一
"
を
見

た

時

、

私

も
違

和

感

を
感

じ
た

。

「
だ

っ
た
ら

半

額

に

し

て
よ
」
。
同

じ
感
覚

だ
。

φ
脳
頁

頻
度

順

と
歴

史

順

辞
典

に
お

け

る
多
義

語

の
語
義

の
配
列

は
重

要

で
あ

る
。

『
新
華

』

の
語
義

の
配

列

は
少

な

く

と
も

日
本

人

中
国
語

学

習
者

に
と

っ
て
は
不

便

な
も

の
が
少

な
く

な

い
。
も

と
も

と
外

国
人

学

習

者

の
た

め

に

作

ら

れ

た

物

で

は
な

い

の

で
、

こ
う

い
う
文

句
を

言

う

の
は
筋

違

い
で
あ

る

こ
と

は

言

う
ま

で
も

な

い
。

『
講

』

の

「売

り
」

に

「語

義

の
派
生

ツ
リ

ー
」

が
あ
り
、

辞

書

編

纂

と

い
う
観

点

か

ら
は
賞
賛

に
値
す

る
試

み
だ
と

思

う
が

、
学
習

者

の

一
人
と

し

て
見
た

時

、

果

た

し

て
便

利
か

ど
う

か
は
議

論

の
余

地

が

あ

る
と
思
わ

れ

る
。
電

子
辞

書

が

こ
れ
だ

け

普

及

し

て
く

る
と
画
面

の
縦

ス
ク

ロ
ー

ル

に
対

す

る
心

理
的
抵
抗

感

が
重

要

に
な

る
。
頻

度

順

が

い
い
か
歴
史

順
が

い
い
か

?

大

問
題

で
あ

る
。

日
本

人
中

国
語

学
習
者

と

し

て

の
立

場

か

ら
勝

手

な

こ
と

を
言

え
ば
、

「
(
日
本

人
学

習
者

に

と

っ
て

の
)
便

利

順
」

が
よ

い
。

ゆ

旧
頁

"
ヱ
生

紙

"
と

は
?

「…

…
、
②

は
女

性

の
......」

知

ら

な

か

っ

た
。

『
応

用
漢
語

詞
典

』

『
小
』

『
講
』

『
東

方
中

国

語

辞

典

』

に
も

そ

う

あ

る
。

私

は

"
玉

生

巾

"

と
教

わ

っ
た
が

、

こ

の
語

を
使

っ
た

こ
と

は

な

い
。

ゆ

聞
頁

"
同
居

"

は

い

つ
も

「同
棲

」

?

中

国

(
の
大
都

市

)

で
は

「若

者

の
ル
ー

ム

シ

ェ
ア
」

が

日
本

よ

り
普

及

し

て

い

る
よ

う

だ
。

日
本

人
は

「個
居

」

が
好

き

で
あ
る
。

私

の
以

前

の
ゼ

ミ
の
男
子

学
生

は
台

湾
留

学
中

、

男
女

三
人

で
3

D
K
く

ら

い
の

マ
ン
シ

ョ
ン
を

ル
ー
ム

シ

ェ
ア
し

て
、

そ

の
中

の
女
性

と
恋

仲

に
な

り
、

つ
い
に
は
結

婚
す

る

に
至

っ
た
。

大

都

市

の
若
者

に
限

っ
て
言
え

ば

"
同
居

"
11

「同

棲

」

と

は
な
ら
な

い
よ
う

に
感

じ
る
。

φ

鵬
頁

"情

人

"

は
恋

人

?

愛

人

?

私

は

テ

レ
サ

・
テ

ン

の

「
空

港

」

が
好

き

だ

。
酔

っ
ぱ

ら
え
ば

カ

ラ
オ

ケ

で
歌
う
。

原
題

は

「情

人

的
関

懐

」
。

こ

の

「情

人

」

は
恋

人

か

?

愛

人

か
?

歌
詞

に
は

「
ど
う

ぞ
帰

っ

て
、
あ

の
人

の
も

と

へ
」

と

あ

る
か
ら
彼

氏

に

は
妻

か
恋

人

が

い
る

の
だ
ろ

う
。
上

記

の
問

い

に
は
迂
闊

に

は
答

え
ら

れ
な

い
。
私

が

し
ば

し

ば

留

学

生

に

「
お
も

し

ろ

い

で
し

ょ
?
」

と

示

す

の

は

「
恋

人

[
日
]
"
情

人

[
中

]
11
愛

人

[韓

]
」
。
小
学

館

『
日
中

辞
典

』

第

二
版

で

「愛

人

」

を

ひ
く

と

"
情

人

"

と

あ

る
。

一
考

の
余
地

あ

り
だ
。

O

鵬
頁

中

国

の
辞
書

は

ハ
ー

ド

カ

バ
ー
が

お

好

き
?

高
校

生

の
頃

だ

っ
た
か

?

革

装

の
英
和

辞

典
を
買

っ
て
そ

の
手
触

り

を
楽

し
ん

だ
記
憶

が

蘇

っ
た
。
人

工
皮

革
だ

っ
た
か

も
知

れ
な

い
が

ビ

ニ
ー

ル
装

と

は

一
線

を
画

す

も

の
だ

っ
た
。

布

製

の

バ

ッ
グ

の

ほ

う

が
軽

く

て
機

能

的

だ

が
、
私

は
授
業

で
学

校

に
行

く
時

は

ほ
ぼ
革

の

鞄

で
あ

る
。

や

は

り
革
・は
良

い
。

「
ビ

ニ
ー

ル

装

は
表
紙

の
端

が

め
く

れ
あ

が

る
か

ら
、
…

…

ハ
ー

ド

カ

バ
ー

の
方

が
好

き

だ
」
。

ふ

ー
ん

。

私

が
愛

用
し

て

い
る

『
新

華
』

は

一
九

七

二
年

26z



版
。
大

学

一
年

生

の
時

に
買

っ
た

も

の
だ

。

こ

れ

は
紺

色

の
ビ

ニ
ー

ル
装

だ

が

、
薄

く
柔

ら
か

く
端

が
め

く
れ

あ

が
ら

な

い
。

め

く
れ
あ

が
ら

な

い
よ
う
大

事

に
使

っ
て
い
る
。

紙
質

も
薄

く

て
し
な
や

か

で
あ

る

(厚

さ
約

二
〇

ミ
リ

、
重

さ
約

一
八
〇

グ

ラ

ム
)
。

一
九

八

〇

年

に
買

っ

た

も

の
は
え
び

茶
色

の
ビ

ニ
ー

ル
装

で
、

こ
れ

は
厚

く

て
硬

く

て

一
部

は

ひ
び
割

れ

て
お
り
、

紙
質

も
粗

く

て
厚

い
。

い
い
紙

が
作

れ
な

か

っ

た
時

代
な

の
か

も
。

し

か

し

こ
れ

に
は

「
四
角

号

硯

栓

字
表

」

が

つ

い
て

い
る

の

で
大

切

に

使

っ
て
い
る
。

私

は
部
首

索

引

よ
り

四
角
号

砺

の
ほ
う

が
ひ
き

や

す

い
。

二
〇
〇

六
年

に
買

っ

た

『
大
字
本

新

華
字

典

』
は
字

も
見

や
す

く
、

「
四
角

号

硯
栓

字

表

」

も

つ

い
て

い

て
便

利

だ

が
、

つ
い
つ

い
使

い
慣

れ

た
小

さ

い
ほ
う

に
手

が
伸

び

る
。

『
新
華

』

第

一
〇

版

は
何

種

類

か

持

っ
て

い
る

が

二
〇

〇

五
年

に
買

っ
た
も

の

は

「双
色

本

」

で
定

価

一
五

元
。

今

年

買

っ
た

も

の
は
単
色

で
定

価

一
六

元

で
あ

る
。

も
ち

ろ
ん

『
新
華

』

は
よ
く

ひ
く

が
、
私

が

好

き
な

の
は

『
小

学

生

字

典

』

(
商
務

印

書

館

国
際

有

限
公

司
、

二
〇

〇

一
年

)
。

荒

川

さ
ん

も
他

所

で
述

べ
て
お

ら

れ
る
漢
字

の
筆

順

も
示

さ
れ

て

い
る
し
、

随
所

に

ち
り
ば

め
ら

れ
た
絵

が
楽

し

い
。

二
〇

〇

三
年
夏

に
、

日
本
人

中
国

語
教

師

の
た

め

の
セ

ミ
ナ

ー
を
行

っ
た
南

開
大

学

の
盧

福

波

さ
ん

が

「
"椅

子
"

は

"
把

"

で

数

え

る
、
と
教

え

る
と

日
本

人

は
首
を

か
し
げ

る
け
ど

、
ど

う

し

て
よ
斜
」

と

い
う

の
で

「
こ

れ

を
見

せ

れ
ば

一
目

瞭

然

」

と

『
小

学

生

字

典

』

の

"
椅

子

"

の
挿

絵

を

コ
ピ

ー

し

て
プ

レ

ゼ

ン
ト

し

た

(
図

1
)
。

私

た

ち

の
世

代

は

小

学

校

の
教

室

の
椅

子

を

思

い
浮

か

べ
れ

ば

"
把

"

で
数

え

る

こ
と

が

よ
く

わ

か

る
。

そ

ろ

そ

ろ
紙
幅

が

尽
き

そ
う

だ
。

最
後

に

ひ
と

つ
だ
け
。

O

鵬
頁

英

漢

よ

り
漢

英

の
ほ

う

が
充

実

し

て

い
る
理
由

は

「
し
か

し
、

日
中

辞
典

に

つ
い
て

言

え
ば

、

…

…
、

わ
た

し

は
あ
ま

り
利

用

し
た
記
憶

が
な

い
」
。

後

の
ほ

う

で

フ

ォ

ロ
ー

は

さ

れ

て

い
る

が

、

「
や

っ
ぱ

り
辞

書

が
好

き

」

だ

っ
た

ら

日

中

辞
典

も
活

用

し

て

い
た

だ
き

た

い
。

私

た
ち

の
世
代

は
電

子
辞

書

へ
の
抵

抗
感

が
け

っ
こ
う

あ

る

よ
う

だ
が

、
多

く

の
電

子
辞
書

に
は

日
中

辞

典

も
搭
載

さ

れ

て

い
て
、

手
軽

に
利

用

で
き

て
便
利

だ

と
思

う
。

小
学
館

『
日
中
辞

典
』

第

二
版

の
編
集

委

員
と

し

て
は
、

つ
い

つ
い

『
日

中

辞
典

』

の
肩

を
持

ち
た

く
な

る
。

荒

川

さ
ん
。

こ
れ
か

ら
も
元

気

で
中

国

語
を

歩

き
続

け

て
く

だ

さ

い
。

私

も
離

さ
れ

て
も
離

さ
れ

て

も
、
後

か

ら
ト

コ
ト

コ
つ

い
て
行

き
ま

す
。
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