
辞
書
を
〝
味
方
〞
に
つ
け
て
中
国
語
を
も
の
に
し
よ
う
！

〇
一

❖
中
国
人
の
頭
の
中
を
辞
書
に
し
た
い

　
日
中
合
作
を
反
映
し
た
中
国
語
辞
典

相
原　
だ
い
た
い
二
〇
年
く
ら
い
前
、
安
井
正
幸
社
長
の
時
代

で
す
け
れ
ど
も
、
東
方
書
店
で
も
辞
書
を
作
り
た
い
と
い
う

こ
と
で
、
中
国
の
商
務
印
書
館
に
行
っ
て
「
中
国
人
で
は
な

く
て
外
国
人
の
た
め
の
辞
書
を
作
っ
て
ほ
し
い
」
と
い
う
話

を
し
た
ん
で
す
。
そ
の
時
の
基
本
的
な
コ
ン
セ
プ
ト
は
、「
中

国
人
の
頭
の
中
に
あ
る
言
語
情
報
を
辞
書
に
書
き
出
す
」
と

い
う
こ
と
だ
っ
た
ん
で
す
。
つ
ま
り
そ
れ
は
日
本
人
が
見
落

と
し
が
ち
な
身
近
な
用
例
を
収
録
す
る
と
か
、
類
義
語
の
微

妙
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
違
い
を
解
説
す
る
と
か
、
百
科
項
目
で

は
、
中
国
人
な
ら
誰
も
が
慣
れ
親
し
ん
で
い
る
人
名
や
地

名
、
モ
ノ
や
言
葉
の
イ
メ
ー
ジ
ま
で
盛
り
込
ん
で
し
ま
お
う

と
い
う
こ
と
だ
っ
た
ん
で
す
。

中
国
側
は
こ
ち
ら
の
要
望
を
受
け
て
ど
ん
ど
ん
原
稿
を
書

い
て
、
そ
れ
が
結
果
と
し
て
中
国
で
は
二
〇
〇
〇
年
発
行
の

『
用
典
』（
応
用
漢
語
詞
典
）
と
い
う
形
に
な
っ
た
。
で
す
か
ら

『
用
』
の
も
と
の
企
画
や
い
ろ
ん
な
ア
イ
デ
ア
は
、
こ
ち
ら

か
ら
持
ち
か
け
た
も
の
で
す
。『
東
方
中
国
語
辞
典
』
は
中

国
側
と
共
同
で
内
容
を
編
纂
し
て
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
学
習

者
に
便
利
な
よ
う
に
日
本
側
で
編
集
を
施
し
た
も
の
で
す
。

大
川　
最
初
は
や
は
り
、『
用
』
と
同
時
に
出
版
す
る
と
い
う

　

こ
と
で
や
っ
た
は
ず
で
す
ね
。

荒
川　
原
稿
そ
の
も
の
は
中
国
側
が
作
っ
て
、
そ
こ
に
い
ろ
い

ろ
な
方
針
を
こ
ち
ら
が
立
て
た
。
原
稿
が
で
き
た
段
階
で
加

工
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

相
原　
日
本
人
が
要
望
や
ア
イ
デ
ア
を
出
し
、
中
国
人
が
最
初

に
デ
ー
タ
原
稿
を
書
い
た
と
い
う
意
味
で
、
ち
ょ
っ
と
独
特

で
し
た
ね
。

荒
川　
日
本
側
で
削
っ
た
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
ね
。

相
原　
語
彙
と
し
て
は
、
や
は
り
正
直
言
っ
て
商
務
の
編
集
だ

か
ら
、
難
解
な
も
の
が
あ
っ
た
ん
で
す
。
普
通
の
人
の
頭
に

は
な
い
よ
う
な
も
の
、
あ
ま
り
に
も
ペ
ダ
ン
テ
ィ
ッ
ク
（
衒

学
的
）
な
も
の
と
か
、
削
っ
た
と
こ
ろ
は
あ
り
ま
す
。

荒
川　
そ
れ
も
あ
る
け
れ
ど
、
ま
ず
文
語
的
な
文
字
は
全
般
的

　

に
み
て
、
あ
る
段
階
で
か
な
り
削
っ
て
も
ら
い
ま
し
た
ね
。

大
川　
向
こ
う
の
知
識
人
と
し
て
は
普
通
の
こ
と
か
も
し
れ
な

い
け
れ
ど
も
、
我
々
日
本
人
が
使
う
学
習
辞
典
と
し
て
は
、

あ
ま
り
に
も
難
し
い
、
必
要
な
い
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
と
思
い

ま
す
。

荒
川　
『
用
』
と
い
う
辞
書
が
中
国
で
学
習
辞
典
と
し
て
出
て

【
座
談
会
】

辞
書
を〝
味
方
〞に
つ
け
て

中
国
語
を
も
の
に
し
よ
う
！

来
春
刊
行
『
東
方
中
国
語
辞
典
』
を
め
ぐ
っ
て

相

原

茂
（
お
茶
の
水
女
子
大
学
教
授
）

荒
川
清
秀
（
愛
知
大
学
教
授
）

大
川
完
三
郎
（
中
央
大
学
教
授
）

い
る
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
は
な
い
。『
代
典
』（
現
代
漢
語

　
詞
典
）
に
対
抗
す
る
も
の
と
し
て
出
て
い
る
と
思
う
ん
で

す
。
し
た
が
っ
て
我
々
が
考
え
る
辞
書
と
の
間
に
距
離
が
あ

っ
て
、
そ
れ
を
ど
う
や
っ
て
埋
め
る
か
と
い
う
の
が
、
一
つ

の
課
題
で
あ
っ
た
と
思
う
ん
で
す
。
そ
の
過
程
の
一
つ
が
難

し
い
文
字
を
削
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。用
例
に
つ
い
て
も
、

「
辞
書
は
模
範
的
で
あ
る
べ
き
だ
」
と
か
、「
人
々
に
教
え
諭

す
も
の
で
あ
る
」と
い
う
よ
う
な
も
の
が
た
く
さ
ん
あ
っ
た
。

そ
れ
も
か
な
り
削
り
ま
し
た
。

た
と
え
ば
〝
加
重
〞
と
い
う
語
が
あ
り
ま
す
が
、
車
両
は

〝
加
重
〞
し
て
は
い
け
な
い
と
か
、〝
加
重
〞
す
る
と
事
故
を

起
こ
す
と
か
、
郵
便
は
〝
加
重
〞
す
る
と
切
手
を
余
分
に
貼

ら
な
く
て
は
い
け
な
い
と
か
、
こ
う
い
う
例
文
は
ど
う
か
と

い
う
気
が
し
ま
し
た
。

大
川　
民
を
教
え
る
と
い
う
意
識
が
つ
い
つ
い
例
文
に
反
映
さ

　

れ
て
し
ま
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

相
原　
商
務
の
編
集
に
は
、
一
つ
に
は
『
現
漢
』
と
は
違
う
、

　

二
つ
め
に
は
北
京
語
言
大
学
の
外
国
人
向
け
の
中
国
語
辞
書

と
は
違
う
と
い
う
、
二
つ
の
思
い
が
あ
っ
た
ん
で
す
ね
。
そ

こ
に
ど
う
し
て
も
、「
こ
れ
が
辞
書
だ
」
と
い
う
イ
ン
テ
リ

の
自
負
み
た
い
な
も
の
が
あ
っ
た
。こ
ち
ら
か
ら
提
示
し
た
、

用
例
を
た
く
さ
ん
つ
け
る
こ
と
、百
科
項
目
を
つ
け
る
こ
と
、

類
義
語
弁
別
を
つ
け
る
こ
と
は
反
映
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
外

国
人
向
け
中
国
語
教
育
の
視
点
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
私
た

ち
に
と
っ
て
は
ち
ょ
っ
と
残
念
で
し
た
。
ま
あ
、
そ
こ
が
工

夫
の
し
ど
こ
ろ
で
も
あ
っ
た
わ
け
で
す
け
ど
。

荒
川　
た
だ
、
我
々
か
ら
の
刺
激
に
よ
っ
て
『
現
漢
』
と
違
う

も
の
を
作
り
た
い
と
い
う
気
持
ち
を
商
務
が
持
っ
た
と
い
う

こ
と
で
、
こ
ち
ら
も
彼
ら
の
『
応
用
』
に
あ
る
意
味
で
貢
献

し
た
と
い
う
こ
と
は
言
え
ま
す
ね
。

大
川　
我
々
が
言
っ
た
意
見
は
け
っ
こ
う
取
り
入
れ
て
く
れ
た

と
思
い
ま
す
よ
。
出
て
き
た
原
稿
は
か
な
ら
ず
し
も
こ
ち
ら

の
考
え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
が
。

相
原　
そ
う
で
す
ね
。
今
回
は
、
辞
書
作
り
に
お
い
て
ネ
イ
テ

ィ
ブ
が
作
る
も
の
と
日
本
人
学
習
者
が
求
め
る
も
の
の
違
い

が
見
え
て
き
た
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ



辞
書
を
〝
味
方
〞
に
つ
け
て
中
国
語
を
も
の
に
し
よ
う
！

ん
。
そ
れ
だ
け
に
、
こ
の
辞
書
は
単
な
る
翻
訳
で
は
な
く
て
、

実
際
に
中
国
語
を
教
え
て
い
る
人
、
あ
り
て
い
に
言
え
ば
大

学
の
研
究
者
の
知
識
・
体
験
や
教
学
経
験
を
反
映
し
て
い
る

と
言
え
ま
す
。
日
本
人
教
員
な
ら
で
は
の
、
プ
ラ
ス
ア
ル
フ

ァ
の
情
報
が
加
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
大
い
に
期
待

し
て
い
い
と
思
い
ま
す
。

❖
一
六
年
の
連
載
が
実
っ
た
類
義
語
弁
別
「
ど
う
ち
が
う
？
」

相
原　
辞
書
の
企
画
と
同
時
に
『
東
方
』
で
始
ま
っ
た
連
載
と

し
て
、「
類
義
語
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
」
が
あ
る
ん
で
す
。
類
義

語
弁
別
と
い
う
も
の
は
、
そ
れ
ま
で
日
本
の
中
国
語
の
辞
書

で
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
わ
け
で
す
ね
。
そ
れ
が
非
常
に
大
切

だ
と
思
っ
た
も
の
で
す
か
ら
、
こ
の
連
載
を
始
め
た
。
今
か

ら
一
六
年
前
だ
か
ら
、
か
な
り
早
く
か
ら
始
め
た
ん
で
す
。

つ
い
こ
の
間
連
載
が
終
わ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
執
筆
者
延

べ
人
数
が
二
〇
四
名
、
一
九
六
回
を
数
え
ま
し
た
。
そ
の
成

果
が
こ
の
辞
書
に
吸
収
・
反
映
さ
れ
る
の
で
す
。

荒
川　
そ
の
前
に『
中
国
語
類
義
語
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
』と
か『
ど

　

う
ち
が
う
？
』
と
い
う
形
で
も
出
し
ま
し
た
。

相
原　
本
と
し
て
は
、
こ
の
一
六
年
間
の
成
果
と
し
て
単
行
本

　

二
冊
を
出
し
た
わ
け
で
す
。

荒
川　
辞
書
に
結
実
す
る
前
に
本
や
雑
誌
で
公
表
す
る
と
い
う

こ
と
は
、
他
の
面
で
も
や
り
ま
し
た
。「
辞
書
工
房
か
ら
」

と
か
、「
東
方
語
源
学
院
」
も
そ
う
だ
し
…
…
。

相
原　
「
辞
書
工
房
か
ら
」
で
は
、
参
加
し
て
く
れ
た
執
筆
者

　

の
方
々
に
、
こ
の
辞
書
を
編
纂
す
る
過
程
で
気
が
付
い
た
い

ろ
ん
な
こ
と
を
出
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
ん
な
こ
と
が

あ
る
ん
だ
、
と
い
う
知
識
の
共
有
の
場
み
た
い
な
と
こ
ろ
が

あ
り
ま
し
た
ね
。
も
う
一
つ
は
「
東
方
語
源
学
院
」
と
い
う

名
前
を
つ
け
た
ん
で
す
が
、
語
源
が
結
局
、
お
よ
そ
一
〇
〇

に
な
っ
た
ん
で
す
よ
。
そ
れ
も
こ
の
辞
書
の
中
に
ち
り
ば
め

ら
れ
ま
す
。
語
源
と
い
う
の
は
、
あ
ま
り
学
問
に
な
じ
ま
な

い
と
い
う
考
え
方
が
こ
れ
ま
で
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
ひ

ょ
っ
と
し
て
俗
説
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
や
は
り
普
通

の
中
国
人
の
頭
の
中
に
は
、こ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
。

そ
う
い
う
意
味
で
は
言
語
情
報
の
共
有
に
な
り
、
い
い
ん
じ

ゃ
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

荒
川　
小
学
館
の
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
で
も
語
源
を
ど
う
す

る
か
、
も
め
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
が
、
最
終
的
に
は
併
記

し
て
載
せ
ま
し
た
。
学
問
的
に
は
は
っ
き
り
し
な
い
と
こ
ろ

が
あ
る
け
れ
ど
も
、
載
せ
る
と
い
う
立
場
を
貫
い
た
。
確
か

に
語
源
俗
解
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
が
、
み
ん
な
が
共
有
し

て
い
る
知
識
だ
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
そ
れ
で
意
義
が
あ
る
と

言
え
る
で
し
ょ
う
ね
。

❖
用
例
は
辞
書
の
命̶

日
本
人
に
必
要
な
用
例
は

荒
川　
こ
れ
は
今
、
ど
の
辞
書
で
も
そ
う
い
う
方
向
で
す
け
れ

ど
も
、
ど
う
い
う
言
葉
と
組
み
合
わ
さ
る
の
か
と
い
う
〝
塔

配
〞
に
配
慮
し
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
〝
鉛
筆
〞
と
い
う
単

語
が
あ
っ
た
場
合
に
、「
鉛
筆
を
買
い
ま
し
た
」
と
い
う
よ

う
な
用
例
は
ほ
と
ん
ど
意
味
が
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、

「
鉛
筆
を
削
る
」
と
か
、「
鉛
筆
が
折
れ
た
」
と
か
、
こ
う
い

う
用
例
が
い
る
わ
け
で
す
。
ど
う
い
う
用
例
が
中
国
語
の
学

習
に
役
立
つ
か
と
い
う
観
点
が
必
要
で
す
。
こ
れ
は
難
し
い

ん
で
す
が
。

相
原　
よ
く
「
用
例
は
辞
書
の
命
だ
」
と
言
わ
れ
ま
す
ね
。
日

本
側
か
ら
こ
う
し
て
く
れ
と
言
っ
た
話
は
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま

す
が
、
も
ち
ろ
ん
用
例
を
多
く
し
て
下
さ
い
と
い
う
こ
と
は

言
い
ま
し
た
。
例
え
ば
離
合
詞
は
こ
の
辞
書
で
は
ピ
ン
イ
ン

間
の
「//

」
で
示
さ
れ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
離
合
詞
は
ど

う
い
う
ふ
う
に
離
れ
る
の
か
、
ど
ん
な
要
素
が
間
に
入
る
の

か
、
ち
ょ
っ
と
分
か
ら
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
で
き
る
だ
け

そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
は
、
二
つ
か
三
つ
は
離
れ
る
例
を
入
れ

て
く
れ
、
取
捨
選
択
は
こ
ち
ら
で
す
る
か
ら
と
。
で
す
か
ら

基
本
的
に
こ
の
辞
書
は
、
ほ
か
の
辞
書
よ
り
は
用
例
が
豊
富

な
は
ず
で
す
。

大
川　
用
例
に
語
ら
せ
る
と
い
う
か
、
そ
う
い
う
辞
書
が
い
い

で
す
ね
。
ス
ペ
ー
ス
が
限
ら
れ
て
い
る
場
合
、「
こ
の
動
詞

は
二
重
目
的
語
を
と
る
」
と
い
う
記
述
よ
り
、
典
型
的
な
例

文
を
一
つ
示
し
た
方
が
い
い
わ
け
で
す
。
や
は
り
用
例
と
い

う
の
は
、
そ
う
い
う
意
味
で
命
な
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か

ね
。
た
だ
中
国
側
の
原
稿
に
は
、
あ
ま
り
適
切
と
い
え
な
い

用
例
も
多
く
あ
り
ま
し
た
ね
。

荒
川　
外
国
人
に
と
っ
て
必
要
な
例
が
な
い
。
中
国
人
に
と
っ

て
常
識
的
な
例
は
あ
っ
て
も
、
我
々
に
と
っ
て
欲
し
い
例
が

な
い
と
い
う
こ
と
が
、
か
な
り
あ
り
ま
し
た
。

大
川　
用
例
と
い
う
の
は
、
や
は
り
我
々
が
必
要
な
用
例
と
、

　

彼
ら
が
必
要
と
す
る
も
の
は
違
っ
て
く
る
ん
だ
と
思
う
ん
で

す
よ
。
例
え
ば
〝
眼
〞
と
い
う
単
語
が
出
て
き
ま
す
け
れ
ど

ね
、〝
戴
眼
〞
と
い
う
の
は
絶
対
必
要
で
す
よ
ね
。
そ
の
他

に
「
眼
鏡
を
作
る
」
は
〝
配
眼
〞
と
い
う
よ
う
に
〝
配
〞
を

使
う
わ
け
で
し
ょ
う
。「
作
る
」
だ
か
ら
〝
做
〞
と
い
う
わ

け
で
は
な
い
ん
で
す
。

相
原　
そ
れ
は
、
出
版
社
の
編
集
者
と
い
う
も
の
の
性
格
が
反

映
し
て
い
ま
す
よ
。
語
言
学
院
の
先
生
方
に
作
ら
せ
た
ら
違

う
し
、
別
の
出
版
社
の
編
集
部
だ
っ
た
ら
ま
た
違
う
。
そ
れ

は
し
よ
う
が
な
い
ん
で
す
。

大
川　
〝
搭
配
〞
の
中
で
も
、
本
当
に
当
り
前
の
〝
搭
配
〞
は
、

　

書
か
れ
て
い
な
か
っ
た
わ
け
で
す
ね
。
む
し
ろ
誰
で
も
知
っ

て
い
る
こ
と
が
我
々
は
欲
し
か
っ
た
の
で
す
。
そ
の
ぶ
ん
日

本
側
で
補
い
ま
し
た
が
。

荒
川　
た
だ
、
中
国
人
独
特
の
用
例
は
あ
っ
て
い
い
と
思
う
ん

で
す
ね
。「
時
間
を
浪
費
す
る
こ
と
は
〝
慢
性
自
殺
〞（
慢
性

の
自
殺
だ
）」
な
ん
て
い
う
用
例
、
こ
れ
な
ん
か
は
我
々
が
絶

対
に
作
れ
な
い
例
文
で
す
。
そ
れ
か
ら
一
つ
の
動
物
が
出
て

き
た
場
合
に
、
ウ
マ
な
ら
ウ
マ
か
ら
こ
う
い
う
諺
が
浮
か
ぶ

〇
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辞
書
を
〝
味
方
〞
に
つ
け
て
中
国
語
を
も
の
に
し
よ
う
！

と
か
。
中
国
人
が
そ
の
言
葉
か
ら
浮
か
ぶ
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ

に
つ
な
が
る
よ
う
な
例
文
…
…
。

相
原　
カ
ラ
ス
と
言
っ
た
ら
〝
天
下
〜
〞
と
か
、
ウ
シ
だ
と
魯

　

迅
の
〝
孺
子
牛
〞
っ
て
い
う
よ
う
に
…
…
。

荒
川　
こ
れ
は
あ
っ
た
と
思
う
な
。〝
烏
鴉
〞
の
例
文
に
は
〝
天

　

下
一
般
〞
っ
て
い
う
の
は
あ
り
ま
し
た
ね
。

相
原　
わ
り
と
そ
う
い
う
の
は
出
て
く
る
ん
で
す
よ
。
ぱ
っ
と

　

口
を
つ
い
て
出
る
フ
レ
ー
ズ
を
取
り
入
れ
て
ま
す
か
ら
ね
。

❖
文
法
理
解
に
役
立
つ
品
詞
分
類

大
川　
今
回
は
、
品
詞
で
敢
え
て
自
立
語
で
な
い
部
分
も
入
れ

た
ん
で
す
よ
ね
。
い
ち
ば
ん
大
き
い
の
は
、
や
は
り
区
別
詞

と
い
う
概
念
を
受
け
入
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
か
。

荒
川　
品
詞
は
、
今
の
辞
書
で
は
載
せ
る
の
が
ほ
と
ん
ど
当
た

り
前
に
な
っ
て
き
ま
し
た
が
、
か
つ
て
は
な
か
な
か
載
せ
ら

れ
な
か
っ
た
し
、『
現
漢
』
は
未
だ
に
慎
重
で
載
せ
て
い
な

い
ん
で
す
。
品
詞
と
い
う
の
は
、
独
立
し
て
使
え
る
も
の
、

単
語
と
し
て
認
定
さ
れ
る
も
の
に
つ
け
る
。
た
だ
独
立
し
た

単
語
に
は
な
ら
な
く
て
も
、
中
国
語
で
は
最
小
の
意
味
を
持

っ
た
単
位
、
つ
ま
り
形
態
素
が
独
自
の
働
き
を
す
る
こ
と
が

あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
こ
の
辞
書
で
は
、
形
容
字
・
動
詞
字

の
よ
う
な
情
報
を
入
れ
ま
し
た
ね
。
こ
れ
は
陸
志
韋
が
『
的

法
』（
漢
語
的
講
詞
法
）
で
取
っ
た
方
法
で
す
け
れ
ど
も
。

相
原　
形
態
素
に
も
、
品
詞
に
準
ず
る
性
格
を
認
め
た
と
い
う

こ
と
で
す
よ
ね
。
あ
と
、
品
詞
そ
の
も
の
の
考
え
方
は
、
だ

い
た
い
現
在
の
標
準
的
な
言
語
学
の
考
え
方
を
採
用
し
て
い

ま
す
。
要
す
る
に
〝
快
走
〞
の
〝
快
〞
み
た
い
な
も
の
は
、

形
容
詞
が
状
語
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
と
見
る
、
一
つ
の
品

詞
が
多
機
能
だ
と
い
う
考
え
方
に
立
っ
て
い
ま
す
。

大
川　
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
「
兼
類
」
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で

　

す
ね
。

相
原　
そ
う
で
す
ね
、兼
類
は
あ
ま
り
取
ら
な
か
っ
た
で
す
ね
。

　

兼
類
の
考
え
方
も
ち
ょ
っ
と
や
っ
か
い
だ
か
ら
。
ま
あ
辞
書

な
の
で
、
言
語
学
の
先
端
的
な
考
え
方
で
、「
代
詞
は
い
ら

な
い
」
と
か
そ
う
い
う
こ
と
は
し
て
い
ま
せ
ん
。
や
は
り
学

習
者
の
た
め
の
標
準
的
な
、
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
考
え
方
を

出
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

❖
中
国
語
学
習
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
百
科
項
目

人
名
地
名
・
呼
応
構
文
・
成
語
・
コ
ミ
ュ
二
ケ
ー
シ
ョ
ン
バ
ン
ク
・
百
科
世
界

相
原　
例
え
ば
日
本
で
も
、〝
軽
井
沢
〞
と
い
う
と
た
だ
の
地

　

名
じ
ゃ
な
く
て
避
暑
地
だ
と
か
、〝
五
右
衛
門
〞
と
い
う
と
泥

棒
で
釜
ゆ
で
に
な
っ
た
と
い
う
常
識
が
あ
り
ま
す
ね
。
そ
う

い
う
ふ
う
に
、
中
国
人
が
知
っ
て
い
る
地
名
や
人
名
も
入
れ

た
い
と
思
っ
た
ん
で
す
。

荒
川　
人
名
に
つ
い
て
言
う
と
、『
用
』
と
は
違
う
抽
出
を
し
て

　

い
る
わ
け
で
し
ょ
う
。

相
原　
中
国
語
学
習
に
お
い
て
我
々
が
知
っ
て
お
か
な
け
れ
ば

い
け
な
い
中
国
人
の
人
名
、
二
〇
〇
人
を
選
び
ま
し
た
。
実

在
の
人
名
は
も
ち
ろ
ん
〝
阿
Ｑ
〞
や
〝
阿
凡
提
〞
も
含
む
ん

で
す
。

大
川　
そ
れ
か
ら
新
語
も
か
な
り
フ
ォ
ロ
ー
し
ま
し
た
ね
。

相
原　
新
語
に
関
し
て
は
現
在
中
国
で
多
く
出
て
い
る
資
料
か

ら
、
北
京
大
学
の
先
生
に
、
こ
れ
は
必
要
だ
と
思
う
も
の
を

リ
ス
ト
ア
ッ
プ
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。〝
非
典
〞（
Ｓ
Ａ
Ｒ
Ｓ
）

な
ど
と
い
う
最
新
語
も
フ
ォ
ロ
ー
し
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
一
つ
の
特
徴
に
な
る
の
は
成
語
で
す
ね
。
成

語
は
、
意
味
が
分
か
っ
て
使
え
る
こ
と
が
要
点
で
す
が
、
日

本
人
と
し
て
は
そ
の
内
部
構
造
が
分
か
っ
た
ほ
う
が
い
い
の

で
、い
ま
さ
ら
漢
文
訓
読
と
い
う
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
が
、

各
要
素
間
の
関
係
が
し
ら
じ
ら
と
見
え
る
よ
う
に
し
ま
し

た
。
こ
れ
を
仮
に
「
ス
ケ
ル
ト
ン
解
釈
」
と
呼
ん
だ
ん
で
す

け
れ
ど
も
、直
訳
あ
る
い
は
最
低
限
の
語
釈
を
入
れ
な
が
ら
、

構
造
理
解
に
役
立
つ
よ
う
に
し
ま
し
た
。

荒
川　
こ
れ
は
東
方
書
店
と
し
て
は
先
に
『
中
国
成
語
辞
典
』

　

を
作
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
蓄
積
は
あ
り
ま
し
た
。
成
語
は
決

ま
っ
た
形
を
ま
る
ご
と
使
う
わ
け
だ
け
ど
、
い
ま
相
原
さ
ん

が
言
っ
た
よ
う
に
、
い
き
な
り
比
喩
的
な
意
味
や
転
義
だ
け

を
、
も
と
の
構
造
を
見
な
い
で
覚
え
る
の
は
非
常
に
苦
痛
な

わ
け
で
す
。
不
透
明
を
透
明
に
し
よ
う
と
努
力
し
た
と
い
う

こ
と
で
す
ね
。

相
原　
第
二
言
語
と
し
て
学
ぶ
場
合
に
は
、
中
身
が
分
か
っ
た

ほ
う
が
記
憶
に
残
る
。
そ
う
い
う
配
慮
を
し
た
と
い
う
こ
と

で
す
ね
。

荒
川　
「
呼
応
構
文
」
は
、
最
初
の
段
階
で
は
見
出
し
と
し
て

は
入
っ
て
い
な
か
っ
た
で
す
ね
。

相
原　
や
は
り
学
習
者
の
た
め
に
〝
即
使
…
也
〞
や
〝
因
…
所

以
〞
も
呼
応
構
文
と
し
て
加
え
て
、
か
つ
い
ろ
ん
な
例
を
あ

げ
る
と
い
う
工
夫
を
加
え
た
わ
け
で
す
。

荒
川　
英
語
の
学
習
辞
典
な
ど
で
は
だ
い
た
い
、
あ
る
場
面
に

か
か
わ
る
常
用
表
現
を
入
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
辞
書
で
も

早
く
か
ら
こ
う
い
う
こ
と
を
計
画
し
て
い
て
、「
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
バ
ン
ク
」
と
し
て
入
れ
ま
し
た
。
辞
書
を
使
う

な
か
で
、
こ
こ
に
来
れ
ば
、
い
ろ
ん
な
日
常
会
話
を
勉
強
で

き
る
。
あ
る
意
味
で
学
習
辞
典
と
し
て
の
一
つ
の
基
軸
だ
と

い
う
気
が
し
ま
す
。

相
原　
大
き
な
囲
み
で
は
「
百
科
世
界
」
と
い
う
の
も
設
け
ま

し
た
。
こ
れ
は
、
中
国
関
係
の
書
籍
を
い
ろ
ん
な
分
野
に
わ

た
っ
て
出
版
し
て
い
る
東
方
書
店
な
ら
で
は
の
人
脈
で
、
た

く
さ
ん
の
先
生
方
に
登
場
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
う
い

う
意
味
で
は
、
広
く
日
本
の
〝
中
国
〞
学
者
の
方
々
に
協
力

し
て
い
た
だ
い
て
、
正
確
か
つ
充
実
し
た
囲
み
に
な
っ
た
ん

じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

❖
も
っ
と
辞
書
を
使
お
う

大
川　
今
回
は
巻
末
に
日
中
小
辞
典
を
つ
け
て
い
ま
す
ね
。
や

〇
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辞
書
を
〝
味
方
〞
に
つ
け
て
中
国
語
を
も
の
に
し
よ
う
！

は
り
学
生
は
最
初
、
両
方
買
う
こ
と
は
な
か
な
か
で
き
な
い

か
ら
、
必
要
な
時
に
は
そ
の
小
辞
典
か
ら
中
国
語
を
ひ
い

て
、
そ
の
中
国
語
を
も
う
一
度
辞
書
で
引
い
て
活
用
で
き

る
…
…
。

相
原　
新
学
期
で
中
日
辞
典
を
ま
ず
買
っ
て
、
ま
た
日
中
辞
典

を
買
え
と
い
う
の
も
心
苦
し
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
と
り
あ
え

ず
日
中
小
辞
典
が
あ
れ
ば
、
本
文
の
該
当
す
る
中
国
語
に
戻

っ
て
、
用
例
・
意
味
な
ど
を
確
認
で
き
る
。
し
ば
ら
く
は
こ

れ
一
冊
で
間
に
合
う
と
い
う
重
宝
な
機
能
が
つ
い
て
い
れ

ば
、
先
生
も
奨
め
や
す
い
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。

荒
川　
日
中
辞
典
と
い
う
の
は
、
学
生
が
「
日
中
辞
典
に
あ
っ

た
」
と
言
う
と
、
先
生
に
よ
っ
て
は
「
そ
ん
な
こ
と
は
言
わ

な
い
」
と
か
、「
こ
れ
は
お
か
し
い
」
と
か
言
わ
れ
る
こ
と

が
多
い
ん
で
す
よ
ね
。
我
々
が
作
文
す
る
場
合
は
、
自
分
の

経
験
し
た
中
国
語
の
例
を
思
い
出
し
な
が
ら
作
っ
て
い
く
の

が
、
い
ち
ば
ん
確
実
な
や
り
方
で
す
。
そ
う
い
う
時
に
日
中

辞
典
は
、最
初
は
ち
ょ
っ
と
ヒ
ン
ト
を
得
る
た
め
に
使
っ
て
、

中
日
の
ほ
う
で
そ
れ
を
読
む
。
こ
う
い
う
過
程
が
、
勉
強
の

方
法
と
し
て
大
事
で
は
な
い
か
と
僕
は
思
い
ま
す
。
ド
イ
ツ

語
・
フ
ラ
ン
ス
語
の
辞
書
に
は
、
後
ろ
に
つ
い
て
い
て
、
と

て
も
重
宝
し
ま
し
た
。
そ
う
い
う
意
味
で
こ
こ
に
「
日
中
小

辞
典
」
が
つ
い
て
い
る
の
は
、
小
さ
い
と
言
わ
れ
る
か
も
知

れ
な
い
け
れ
ど
、
案
外
便
利
な
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。

大
川　
一
万
語
余
り
で
す
よ
ね
。

相
原　
今
は
つ
け
る
の
が
流
行
り
に
な
っ
て
い
ま
す
ね
。

荒
川　
学
習
辞
典
と
し
て
は
、
必
須
の
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

大
川　
倉
石
武
四
郎
先
生
の
『
岩
波
中
国
語
辞
典
』
な
ん
か
も

ほ
ら
、
後
ろ
に
分
類
語
彙
集
が
あ
っ
た
で
し
ょ
う
？　

あ
れ

け
っ
こ
う
利
用
し
た
も
の
な
ん
で
す
よ
。

荒
川　
そ
う
言
わ
れ
て
ま
す
ね
。

大
川　
愛
知
（『
中
日
大
辞
典
』）
の
日
本
語
索
引
も
い
い
で
す
よ

　

ね
。
だ
い
た
い
二
万
語
ぐ
ら
い
あ
る
ん
で
す
け
ど
。

荒
川　
愛
知
の
は
面
白
く
て
、
本
文
の
訳
語
か
ら
逆
に
拾
っ
て

　

い
る
。

大
川　
今
は
テ
キ
ス
ト
が
異
常
に
親
切
で
、
初
級
・
中
級
も
含

め
て
語
釈
が
つ
い
て
い
ま
す
。
た
と
え
そ
れ
が
つ
い
て
い
て

も
、
も
う
一
回
辞
書
を
引
く
ぐ
ら
い
の
習
慣
を
つ
け
て
、
テ

キ
ス
ト
に
な
い
情
報
も
つ
い
で
に
集
め
る
と
い
う
使
い
方
を

し
て
欲
し
い
ん
で
す
よ
。
語
釈
が
つ
い
て
い
る
テ
キ
ス
ト
が

今
で
は
当
り
前
に
な
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
言
葉
は
一
対

一
で
き
れ
い
に
対
応
し
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ

れ
だ
け
で
良
し
と
し
な
い
で
、
や
は
り
辞
典
を
引
い
て
ほ
し

い
と
思
い
ま
す
。

荒
川　
う
ち
の
院
生
な
ん
で
す
け
れ
ど
、
購
読
の
時
間
に
、
東

方
書
店
の
『
精
選
日
中
・
中
日
辞
典
』
を
愛
用
し
て
い
る
学

生
が
い
て
、
き
い
て
み
る
と
、
他
の
辞
書
は
持
っ
て
い
な
い

と
い
う
ん
で
す
。̶

̶

訳
語
が
あ
れ
ば
い
い
み
た
い
な
、
そ

う
い
う
辞
書
の
使
い
方
を
し
て
い
る
人
は
そ
れ
な
り
に
い
る

と
思
う
ん
で
す
。
で
も
や
は
り
辞
書
と
い
う
の
は
、
一
つ
の

言
葉
を
引
い
た
と
き
に
、
も
う
少
し
ま
わ
り
の
情
報
ま
で
得

ら
れ
る
も
の
で
な
く
て
は
い
け
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
辞
書

を
読
ま
な
く
て
は
い
け
な
い
け
れ
ど
、
今
ま
で
の
文
字
ば
っ

か
り
の
辞
書
は
、
非
常
に
読
む
の
が
苦
痛
だ
っ
た
。
最
近
だ

ん
だ
ん
辞
書
は
変
わ
っ
て
き
て
、
学
習
辞
典
と
銘
打
っ
て
い

る
辞
書
な
ん
か
は
、「
読
む
」
の
で
は
な
く
て
ま
ず
「
見
さ

せ
る
」
み
た
い
な
、
視
覚
的
に
引
き
つ
け
る
も
の
を
持
っ
て

い
る
。
今
度
の
我
々
の
辞
書
も
、
そ
う
い
う
面
を
多
少
出
せ

た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
気
は
し
ま
す
。

大
川　
や
は
り
パ
ラ
パ
ラ
っ
と
見
て
楽
し
い
と
い
う
、
そ
う
い

　

う
辞
書
を
目
指
し
て
我
々
は
や
っ
て
き
た
わ
け
で
す
か
ら
。

荒
川　
そ
う
で
す
ね
。
文
字
ば
っ
か
り
並
ん
で
い
る
と
い
う
の

は
、
苦
痛
で
す
よ
。
そ
う
い
う
辞
書
も
、
か
な
り
マ
ニ
ア
ッ

ク
な
段
階
に
な
れ
ば
い
い
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
。
も
っ

と
辞
書
に
親
し
ま
せ
る
と
い
う
こ
と
を
、
作
る
側
が
考
え
な

く
て
は
い
け
な
い
で
す
ね
。

相
原　
あ
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
辞
書
に
個
性
が
あ
り
ま
す
か
ら
、

　

い
ろ
ん
な
辞
書
を
引
い
て
い
る
う
ち
に
、
自
分
の
好
み
の
辞

書
が
出
て
き
ま
す
ね
。
そ
れ
か
ら
「
こ
の
辞
書
に
は
出
て
な

い
け
ど
、
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
あ
の
辞
書
に
は
出
て
い
る
か
も

し
れ
な
い
」
と
見
当
が
つ
く
よ
う
に
な
る
。
何
人
か
ガ
ー
ル

フ
レ
ン
ド
が
い
て
、「
あ
の
子
な
ら
知
っ
て
る
か
な
」
と
か
、

そ
う
い
う
セ
ン
ス
で
使
い
こ
な
す
と
い
う
こ
と
は
、
あ
っ
て

も
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。
あ
る
い
は
達
人
に
な
る
と
だ
ん

だ
ん
そ
う
い
う
こ
と
を
し
て
い
る
は
ず
で
す
。

大
川　
そ
う
で
す
ね
。
私
は
教
室
で
は
一
冊
だ
け
奨
め
る
け
れ

ど
も
、
で
も
実
際
は
い
ろ
ん
な
辞
書
が
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ

特
徴
が
あ
る
と
言
い
た
い
ん
で
す
よ
。
そ
う
い
う
こ
と
を
最

初
か
ら
説
明
し
て
も
学
生
は
迷
う
ば
か
り
だ
か
ら
、
こ
の
辞

書
が
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
言
う
ん
で
す
。
で
も
本
当
は
そ

う
じ
ゃ
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
学
生
に
知
っ
て
ほ
し
い
で

す
ね
。

荒
川　
ま
ず
こ
の
一
冊
と
い
う
言
い
方
を
す
る
け
れ
ど
も
、
余

裕
が
あ
れ
ば
こ
の
辞
書
も
買
っ
て
く
だ
さ
い
と
。
辞
書
は
そ

れ
ぞ
れ
違
い
ま
す
よ
と
。
辞
書
に
違
い
が
あ
る
と
い
う
発
想

が
あ
ま
り
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
か
ね
。

大
川　
辞
書
に
出
て
い
た
っ
て
い
う
と
、
金
科
玉
条
み
た
い
に

考
え
ち
ゃ
う
学
生
が
い
ま
す
も
ん
ね
。
か
と
思
う
と
「
辞
書

に
出
て
ま
せ
ん
で
し
た
」
と
仏
頂
面
の
学
生
も
い
ま
す
。

相
原　
そ
う
い
う
人
に
は
先
生
方
は
必
ず
「
え
っ
、
ど
の
辞

書
？
」
っ
て
聞
く
。
と
い
う
の
は
、
辞
書
に
は
そ
れ
ぞ
れ
違

い
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
先
生
方
は
知
っ
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
す
ね
。

大
川　
勉
強
し
は
じ
め
た
学
生
に
は
難
し
い
こ
と
だ
け
れ
ど

　

も
、
こ
う
い
う
こ
と
を
調
べ
る
ん
だ
っ
た
ら
こ
の
辞
書
と
い

う
ふ
う
に
、
だ
ん
だ
ん
当
た
り
が
つ
い
て
く
る
ん
で
す
。
こ

う
な
る
と
勉
強
も
楽
し
く
な
り
ま
す
ね
。

〇
四

（2003 年 7月 26 日談・文責編集部、『東方』2003 年 10 月号より）


