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“
咬
牙
切
齿
”
の
意
味
―
日
本
語
に
関
連
し
て

続
　
三
義

　

中
国
語
に
関
す
る
あ
る
本
を
読
ん
で
い
る
と
、

中
国
語
の
四
字
熟
語
の
“
咬
牙
切
齿
”
の
話
が

出
て
き
た
。
こ
の
四
字
熟
語
の
日
本
語
訳
も
付

い
て
い
る
。
誤
植
な
の
か
字
が
抜
け
て
い
る
。

そ
れ
で
も
一
応
「
歯
を
食
い
し
ば
る
」
と
読
め

る
よ
う
だ
。

　

こ
の
四
字
熟
語
に
は
確
か
に
二
か
所
も
日
本

語
の
「
歯
」
に
あ
た
る
意
味
の
漢
字
“
牙
”
と

“
齿
”
が
入
っ
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
そ
の
前
半

の
“
咬
牙
”
は
確
か
に
「
歯
を
か
む
」「
歯
を

食
い
し
ば
る
」
と
い
う
意
味
で
、
睡
眠
中
に
す

る
「
歯
ぎ
し
り
」
も
こ
の
言
葉
を
使
う
。
後
半

の
“
切
齿
”
は
、
現
代
中
国
語
で
は
ほ
と
ん
ど

そ
れ
だ
け
で
は
使
う
場
合
が
な
く
、
こ
の
よ
う

な
四
字
熟
語
の
中
で
し
か
使
い
道
が
な
い
が
、

意
味
と
し
て
は
一
応
「
歯
ぎ
し
り
す
る
」
と
解

釈
で
き
る
。
そ
れ
で
字
面
か
ら
見
れ
ば
、
ど

う
し
て
も
「
歯
を
食
い
し
ば
る
」
と
か
い
う
意

味
に
解
釈
し
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
、
中
国
語

の
“
咬
牙
切
齿
”
は
ど
う
い
う
意
味
で
、
日
本

語
の
「
歯
を
食
い
し
ば
る
」、
そ
れ
か
ら
、「
歯

ぎ
し
り
」、「
歯
が
み
」
な
ど
は
ど
う
い
う
意
味

な
の
か
、
中
日
両
言
語
の
辞
書
の
説
明
か
ら
見

て
み
よ
う
。

　

ま
ず
、
中
国
語
の
辞
書
の
記
述
を
見
て
み
よ

う
（
辞
書
の
表
記
と
異
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
以

下
同
）。

【
咬
牙
切
齿
】　

形
容
极
端
愤
恨
或
仇
视
。

（『
現
代
漢
語
詞
典
』
第
五
版
・
商
務
印
書
館
。
以

下
『
現
漢
』）

　

そ
の
記
述
は
直
訳
す
れ
ば
、「
極
端
に
憤
っ

た
り
恨
ん
だ
り
憎
ん
だ
り
敵
視
し
た
り
す
る
の

を
形
容
す
る
」
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
の
ポ
イ
ン

ト
は
「
憤
っ
た
り
恨
ん
だ
り
憎
ん
だ
り
敵
視
し

た
り
す
る
」
こ
と
で
、要
す
る
に
「
怒
る
・
恨
む
・

憎
む
」
こ
と
で
あ
る
。
対
し
て
、
日
本
語
の
辞

書
で
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

歯
を
食
い
し
ば
る　

苦
痛
や
無
念
さ
な
ど
を

こ
ら
え
る
さ
ま
。（『
岩
波
国
語
辞
典
』第
七
版
・

岩
波
書
店
。
以
下
『
岩
波
』）

は
ぎ
し
り
【
歯
軋
り
】　

睡
眠
中
、
ま
た
は

く
や
し
が
っ
て
、
歯
を
強
く
か
み
合
わ
せ
、

す
り
合
わ
せ
て
音
を
出
す
こ
と
。（『
岩
波
』）
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を
し
て
の
の
し
る
。（『
中
日
辞
典
』
北
京
・
商

務
印
書
館
、
小
学
館
。
以
下
『
中
日
』）

歯
が
み
し
て
歯
ぎ
し
り
を
す
る
；
怒
る
、
ま

た
は
悔
し
が
る
さ
ま
。‖

恨
得
～
／
恨
み

で
歯
が
み
す
る
ほ
ど
だ‖

～
地
咒
骂
／
歯

ぎ
し
り
を
し
て
の
の
し
る
。（『
東
方
中
国
語

辞
典
』
北
京
・
商
務
印
書
館
、
東
方
書
店
。
以
下

『
東
方
』）

切
歯
扼
腕
す
る
。
歯
ぎ
し
り
す
る
。（『
最
新

実
用
中
国
語
辞
典
』
隆
美
出
版
。
以
下『
実
用
』）

　

少
な
く
と
も
、
こ
れ
ら
の
辞
書
の
説
明
で
は

ど
れ
も
「
歯
を
食
い
し
ば
る
」
と
い
う
記
述
は

［
2
］
怒
っ
た
り
、
悔
し
が
っ
た
り
し
て
、

奥
歯
を
強
く
か
み
し
め
た
り
、
す
り
合
わ
せ

た
り
す
る
こ
と
。
歯
が
み
。
切
歯（
せ
つ
し
）。

（『
大
辞
林
』）

　　

こ
こ
の
記
述
［
2
］
で
は
「
怒
っ
た
り
、
悔

し
が
っ
た
り
」
す
る
こ
と
に
も
言
及
し
て
い
る
。

し
か
し
、こ
の
記
述
で
も
意
味
的
に
は
『
現
漢
』

の
記
述
と
か
な
り
隔
た
り
が
あ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
そ
れ
で
は
、
日
本
で
出
版
さ
れ
て
い
る

中
国
語
辞
書
で
“
咬
牙
切
齿
”
を
ど
う
解
釈
し

て
い
る
か
、
見
て
み
よ
う
。

切
歯
扼
腕
（
せ
っ
し
や
く
わ
ん
）
す
る
。
恨
み

骨
髄
に
徹
す
る
。
¶
～
地
咒
骂
／
歯
ぎ
し
り

は
が
み
【
歯
嚙
み
】　
（
く
や
し
が
っ
て
）
歯

を
か
み
し
め
る
こ
と
。（『
岩
波
』）

　
『
岩
波
』の
記
述
か
ら
で
は
、こ
れ
ら
の
語
は
、

い
ず
れ
も
中
国
語
の
「
怒
る
・
恨
む
・
憎
む
」
と

い
う
意
味
が
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　
『
岩
波
』
で
は
こ
れ
以
上
の
記
述
が
な
い
が
、

『
大
辞
林
』（
三
省
堂
）
な
ど
で
は
「
歯
を
食
い

し
ば
る
」
と
「
歯
が
み
」
に
関
し
て
は
『
岩
波
』

と
ほ
と
ん
ど
同
じ
だ
が
、「
歯
ぎ
し
り
」
に
関

し
て
だ
け
別
の
記
述
が
あ
る
。

は
ぎ
し
り
２ 

【
歯
▼
軋
り
】

［
1
］
睡
眠
中
な
ど
に
歯
を
す
り
合
わ
せ
て

音
を
た
て
る
こ
と
。
歯
が
み
。
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な
い
。「
歯
を
食
い
し
ば
る
」に
関
す
る『
岩
波
』

な
ど
の
記
述
で
分
か
る
よ
う
に
、
そ
の
ポ
イ
ン

ト
は
「
こ
ら
え
る
」
と
い
う
こ
と
に
あ
る
だ
ろ

う
。し
か
し
、『
現
漢
』の“
咬
牙
切
齿
”は「
怒
る
・

恨
む
・
憎
む
」
様
子
を
形
容
す
る
も
の
で
あ
る
。

そ
の
意
味
で
は
『
東
方
』
の
「
～
さ
ま
」
と
い

う
記
述
の
ほ
う
が
『
現
漢
』
の
記
述
に
近
い
。

し
か
し
、『
東
方
』
の
記
述
を
見
れ
ば
、
前
半

の
「
歯
が
み
し
て
歯
ぎ
し
り
を
す
る
」
は
“
咬

牙
切
齿
”の
直
訳
に
す
ぎ
な
い（
こ
れ
は『
東
方
』

の
辞
書
編
集
方
針
で
あ
る
ら
し
い
）。
後
半
の「
怒

る
、
ま
た
は
悔
し
が
る
」
は
、
た
と
え
『
現
漢
』

の
記
述
の
前
半
の
意
味
“
愤
恨
”
に
近
い
と
言

え
て
も
、そ
の
後
半
の
“
仇
视
”
の
部
分
が
入
っ

て
い
な
い
。
そ
れ
か
ら
、『
中
日
』
と
『
実
用
』

で
は
、
い
ず
れ
も
「
切
歯
扼
腕
す
る
」
と
い
う

記
述
は
あ
る
が
、
こ
の
語
は
ど
う
い
う
意
味
な

の
か
、日
本
語
の
辞
書
の
記
述
を
見
て
み
よ
う
。

せ
っ
し
や
く
わ
ん
［
切
歯
扼
腕
］
歯
を
く
い

し
ば
り
、
自
分
の
腕
を
握
り
し
め
て
、
ひ
ど

く
く
や
し
が
っ
た
り
怒
っ
た
り
す
る
こ
と
。

（『
岩
波
』）

ら
で
あ
る
。

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
（
二
〇
一
〇
年
六
月
、

Google.com
.hk

／Google.co.jp

）
で
関
係
用
例

を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
み
た
。
中
国
語
の
“
咬
牙
切

齿
”
に
関
し
て
は
、“
～
得
咬
牙
切
齿
”
と
い

う
形
で
、
日
本
語
の
関
係
語
に
関
し
て
は
、「
歯

を
食
い
し
ば
っ
て
我
慢
す
る
」
と
い
う
「
～
て

～
」
と
い
う
形
で
チ
ェ
ッ
ク
し
、
そ
れ
ぞ
れ
次

頁
の
表
1
、
表
2
の
よ
う
な
結
果
が
で
き
た
。

　

こ
の
二
つ
の
表
で
分
か
る
よ
う
に
、
中
国
語

の
“
咬
牙
切
齿
”
は
何
と
言
っ
て
も
「
恨
み
」

の
表
現
で
あ
る
。“
气
”
と
は
、
「
怒
る
」
こ

と
で
、
そ
の
次
の
“
后
悔
”
と
“
悔
恨
”
は
い

ず
れ
も
「
後
悔
す
る
」「
悔
し
が
る
」
と
い
う

意
味
、“
嫉
妒
”
は
「
焼
き
も
ち
」、“
羡
慕
”

は
「
羨
ま
し
が
る
・
羨
む
」
と
い
う
意
味
で
、

最
後
の
“
高
兴
”
が
「
喜
ぶ
」
と
い
う
意
味
で

あ
る
。『
現
漢
』
の
記
述
の
中
に
、「
敵
視
す
る
」

と
い
う
意
味
合
い
も
あ
っ
た
が
、そ
れ
は
“
恨
”

の
中
に
含
ま
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、

用
例
で
分
か
る
よ
う
に
、
辞
書
の
記
述
の
中
に

は
含
ま
れ
な
い
“
后
悔
”、“
嫉
妒
”
の
使
い
方

が
あ
る
。
さ
ら
に
表
の
後
ろ
の
二
語
の“
羡
慕
”

　

こ
の
記
述
か
ら
見
れ
ば
、「
切
歯
扼
腕
」
は

ま
ず
、「
く
や
し
い
」
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。

そ
れ
か
ら
「
怒
る
」
こ
と
に
つ
い
て
も
言
及
し

て
い
る
が
、
こ
れ
は
上
記
の
『
東
方
』
の
記
述

と
同
様
、“
咬
牙
切
齿
”
の
前
半
の
意
味
だ
け

し
か
な
く
、
後
半
の
意
味
は
入
っ
て
い
な
い
。

　

こ
れ
ら
の
辞
書
の
中
で
、『
中
日
』
に
の
み

「
恨
み
骨
髄
に
徹
す
る
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
。

こ
れ
は
あ
る
意
味
で
は
か
な
り
“
咬
牙
切
齿
”

の
真
髄
に
近
付
い
て
い
る
が
、上
述
の
よ
う
に
、

や
は
り
“
咬
牙
切
齿
”
の
意
味
を
伝
え
る
に
は

舌
足
ら
ず
で
あ
ろ
う
。

　
“
咬
牙
切
齿
”
と
い
う
四
字
熟
語
は
“
咬
牙
”

と
い
う
熟
語
か
ら
出
発
し
て
い
る
。
確
か
に
、

“
咬
牙
”
は
「
歯
を
食
い
し
ば
る
」、「
歯
ぎ
し

り
す
る
」、「
歯
が
み
す
る
」
の
い
ず
れ
と
も
解

釈
で
き
る
。
そ
の
よ
う
な
使
い
方
が
あ
る
か
ら

で
あ
る
。
し
か
し
、
例
え
ば
『
東
方
』
の
「
歯

が
み
し
て
歯
ぎ
し
り
を
す
る
」
の
記
述
は
、“
咬

牙
”
の
意
味
記
述
と
し
て
あ
た
っ
て
い
る
と
し

て
も
、
四
字
熟
語
と
し
て
の
“
咬
牙
切
齿
”
の

意
味
説
明
に
は
当
た
ら
な
い
。“
咬
牙
切
齿
”

に
は
具
体
的
な
意
味
と
し
て
の
用
法
が
な
い
か
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と
“
高
兴
”
も
辞
書
の
記
述
に
な
い
使
い
方
で

あ
る
。
中
国
語
の
“
咬
牙
切
齿
”
は
ど
ち
ら
か

と
い
え
ば
「
恨
む
」
を
は
じ
め
、
マ
イ
ナ
ス
的

な
意
味
の
場
合
に
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、

表
の
後
の
二
語
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
プ
ラ

ス
的
な
意
味
な
の
で
、“
咬
牙
切
齿
”
の
新
し

い
使
い
方
と
い
え
よ
う
。“
咬
牙
切
齿
”
の
意

味
を
正
し
く
記
述
す
れ
ば
、
お
そ
ら
く
次
の
よ

う
に
な
る
。

　

形
容
极
端
憎
恶
、
愤
怒
、
悔
恨
或
嫉
妒
等
。

／
極
端
に
憎
悪
・
憤
慨
・
後
悔
・
嫉
妬
な
ど
を

す
る
さ
ま
。

　　

中
国
語
の
用
例
に
対
し
て
、
日
本
語
で
は
、

「
歯
を
食
い
し
ば
る
」、「
歯
ぎ
し
り
」、「
歯
が

み
」
の
三
語
は
、「
我
慢
」、「
耐
え
」
と
の
組

み
合
わ
せ
が
い
ず
れ
も
結
構
な
数
に
上
る
。
表

に
入
れ
て
い
な
い
が
、「
歯
を
食
い
し
ば
る
」

に
関
し
て
は
、「
堪
え
る
」
と
の
組
み
合
わ
せ

も
二
万
台
の
用
例
が
あ
る
。「
歯
ぎ
し
り
」
と

「
歯
が
み
」
は
「
悔
し
」
と
の
組
み
合
わ
せ
も

多
い
。
表
に
は
入
れ
て
い
な
い
が
、「
歯
ぎ
し

り
」
は
「
～
後
悔
」
と
の
組
み
合
わ
せ
も
万

単
位
の
用
例
が
あ
る
。
そ
れ
か
ら
、「
怒
る
」

と
の
組
み
合
わ
せ
で
は
、「
歯
ぎ
し
り
」
の
用

例
は
か
な
り
あ
る
が
、「
歯
を
食
い
縛
る
」
は

四
千
台
の
用
例
は
あ
る
も
の
の
、「
歯
が
み
」

は
ゼ
ロ
に
近
い
用
例
の
数
で
あ
る
。
三
語
に

共
通
す
る
「
我
慢
」
と
い
う
意
味
は
、『
岩

波
』
で
は
「
歯
を
食
い
し
ば
る
」
の
記
述
に
の

み
あ
て
ら
れ
、「
歯
ぎ
し
り
」
や
「
歯
が
み
」

に
関
し
て
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。「
頑
張
る
」

と
の
組
み
合
わ
せ
に
見
ら
れ
る
「
歯
を
食
い
縛

る
」
の
使
い
方
も
辞
書
の
説
明
で
は
足
り
な
い

と
こ
ろ
が
あ
る
。「
悔
し
い
」
と
の
組
み
合
わ

せ
で
は
、ネ
ッ
ト
上
で
は
「
歯
を
食
い
し
ば
る
」

の
用
例
は
や
や
少
な
い
も
の
の
、
そ
れ
で
も
一

定
の
数
に
上
っ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
も
辞
書
の

記
述
に
反
映
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
か

ら
、「
怒
る
」
に
関
し
て
は
、『
大
辞
林
』
で
は

「
歯
ぎ
し
り
」
に
関
す
る
記
述
の
中
で
は
あ
る

も
の
の
、『
岩
波
』で
は
こ
の
記
述
は
な
い
。「
歯

を
食
い
し
ば
る
」
の
場
合
も
考
慮
に
入
れ
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
三
語
に
関
す
る
記
述
は
次

の
よ
う
に
す
れ
ば
よ
か
ろ
う
。

恨 气 后悔 悔恨 嫉妒 羡慕 高兴
咬牙切齿 11,100,000 176,000 18,000 7,360 67,800 62,400 70

我慢 耐え 頑張る 悔し 怒る 恨む 羨まし
歯を食いしばる 56,400 39,100 4,700 8,400 4,820 0 2

歯ぎしり 67,700 12,100 0 92,800 12,900 4 95
歯がみ 22,500 22,800 0 53,800 4 0 9

表 1

表 2
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は
を
く
い
し
ば
る
【
歯
を
食
い
縛
る
】　

苦
痛

や
無
念
さ
な
ど
を
こ
ら
え
る
さ
ま
。
ま
た
は
悔

し
が
る
、
怒
る
、
頑
張
る
さ
ま
。

は
ぎ
し
り
【
歯
軋
り
】　

睡
眠
中
な
ど
、
歯

を
強
く
か
み
合
わ
せ
、
す
り
合
わ
せ
て
音
を

出
す
こ
と
。
ま
た
は
悔
し
が
る
、こ
ら
え
る
、

怒
る
さ
ま
。

　
は
が
み
【
歯
嚙
み
】　

歯
を
か
み
し
め
る
こ

と
。
ま
た
は
悔
し
が
る
、
こ
ら
え
る
さ
ま
。

　　

上
述
の
よ
う
に
、“
咬
牙
切
齿
”の
訳
語
に「
切

歯
扼
腕
」
と
い
う
の
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
あ
ま

り
適
訳
と
は
言
え
な
い
。“
咬
牙
切
齿
”
は
非

常
に
話
し
言
葉
的
で
あ
る
の
に
対
し
て
、「
切

歯
扼
腕
」
は
か
な
り
書
き
言
葉
的
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
か
ら
、“
咬
牙
切
齿
”
の
最
も
基
本
的
な

用
法
は
「
恨
む
」
こ
と
で
あ
る
が
、
残
念
な
が

ら
、
表
2
で
分
か
る
よ
う
に
「
歯
ぎ
し
り
」
の

ご
く
わ
ず
か
な
用
例
が
あ
る
以
外
は
、
ど
れ
も

当
た
ら
な
い
よ
う
だ
。『
東
方
』
で
は
直
接
の

訳
語
を
避
け
、
用
例
「
恨
得
～
／
恨
み
で
歯
が

み
す
る
ほ
ど
だ
」を
挙
げ
て
説
明
し
て
い
る
が
、

こ
れ
は
よ
い
選
択
肢
の
一
つ
な
の
か
も
し
れ
な

い
。
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