
●
日
本
語
か
ら
中
国
語
？
　
中
国
語
か
ら
日
本

語
？

　

著
者
の
藤
田
昌
志
氏
は
大
阪
外
語
大
（
現
大

阪
大
）
で
中
国
語
を
修
め
た
あ
と
、
二
五
年
に

も
わ
た
っ
て
日
本
語
教
師
を
し
て
こ
ら
れ
た
方

で
あ
る
。
そ
の
間
、
途
中
で
大
阪
市
立
大
学
大

学
院
に
入
り
な
お
し
中
国
語
と
中
国
文
学
の
勉

強
で
中
断
は
し
て
い
る
も
の
の
、
基
本
的
に

は
日
本
語
教
師
と
し
て
の
道
を
歩
ん
で
来
ら
れ

た
。
本
書
は
そ
の
藤
田
氏
が
こ
の
二
五
年
に
わ

た
っ
て
主
に
中
国
人
を
相
手
に
日
本
語
を
教
え

る
中
で
ぶ
つ
か
っ
た
日
中
の
表
現
の
違
い
に
つ

い
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

　

そ
の
表
現
論
の
も
と
に
な
る
の
は
、
本
書
の

用
例
か
ら
み
る
と
日
本
語
中
訳
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
本
書
は
中
国
人
母
語
話
者
が
日
本
語

を
中
国
語
に
す
る
と
き
に
い
か
な
る
点
に
注
意

を
払
う
べ
き
か
と
い
う
観
点
か
ら
読
む
こ
と
も

で
き
る
し
、
ま
た
、
中
国
語
学
習
者
に
と
っ
て

は
、
中
国
語
作
文
の
一
つ
の
ガ
イ
ド
と
し
て
読

む
こ
と
も
で
き
る
。
さ
ら
に
は
、
日
本
語
と
中

国
語
の
発
想
、
構
造
の
違
い
を
知
る
書
と
し
て

読
む
こ
と
も
で
き
る
。

　

日
本
人
中
国
語
学
習
者
の
た
め
の
中
国
語
作

文
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
評
者
が
お
世
話
に
な
っ

た
本
に
、

［
Ａ
］
輿
水
優『
や
さ
し
い
中
国
語
の
作
文
』（
大

学
書
林
、
一
九
七
〇
）

［
Ｂ
］
香
坂
順
一
・
宮
田
一
郎
『
現
代
中
国
語
作

文
』（
光
生
館
、
一
九
七
一
）

が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
中
国
語
の
文
法
体
系
に
基

づ
い
た
例
文
が
ま
ず
あ
り
、
そ
れ
に
到
達
す
る

こ
と
を
目
ざ
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
た
。
つ
ま

り
、
モ
デ
ル
と
し
て
の
中
国
語
が
最
初
に
あ
る

の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
本
書
は
、
ま
ず
日
本

語
が
あ
り
、
そ
れ
を
中
国
人
が
い
か
に
中
国
語

27

日
中
の
双
方
向
か
ら
表
現
の
相
違
を
さ
ぐ
る

荒
川 

清
秀

藤
田
昌
志
著

日
中
対
照
表
現
論

付
：
中
国
語
を
母
語
と
す
る
日
本
語
学
習
者

の
誤
用
に
つ
い
て

Ａ
５
判　

一
七
四
頁

白
帝
社
［
二
、一
〇
〇
円
］

に
し
た
か
と
い
う
仕
組
み
を
さ
ぐ
る
こ
と
で
最

終
的
に
は
日
本
語
と
中
国
語
の
表
現
の
違
い
に

迫
ろ
う
と
し
た
書
と
言
え
る
。
も
っ
と
も
、
こ

の
場
合
で
も
藤
田
氏
が
中
国
人
と
検
討
し
な
が

ら
対
訳
を
考
え
て
い
く
と
い
う
方
法
も
あ
る
。

［
Ｃ
］
竹
島
金
吾
・
賈
鳳
池
『
中
国
語
作
文
』（
金

星
堂
、
一
九
七
五
）

な
ど
は
そ
の
一
つ
の
見
本
で
あ
ろ
う
。

　

本
書
は
一
つ
の
作
品
に
一
種
類
の
翻
訳
し
か

使
っ
て
い
な
い
よ
う
だ
が
、
複
数
の
訳
を
比
べ

て
み
る
こ
と
に
よ
り
、
よ
り
客
観
的
な
結
果
が

得
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
対
訳
を

使
う
場
合
、
そ
の
訳
文
の
正
確
さ
、
妥
当
性
を

め
ぐ
っ
て
議
論
が
し
ば
し
ば
起
こ
る
か
ら
で
あ

る
。

　

本
書
と
逆
の
立
場
、
つ
ま
り
中
国
語
文
を
い
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は
中
国
人
学
生
の
（
作
文
？　

普
段
の
会
話
？

の
）
誤
用
例
か
ら
、
そ
の
間
違
い
の
パ
タ
ー
ン

を
探
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　
「
意
訳
」「
直
訳
」
と
は
い
う
が
、「
加
訳
」「
減

訳
」
と
い
う
の
は
一
般
に
は
あ
ま
り
な
じ
み
が

な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
も
翻
訳
関
係
者

の
間
で
は
よ
く
使
わ
れ
て
い
た
用
語
で
あ
っ
た

ら
し
く
、［
Ｅ
］［
Ｆ
］
に
は
次
の
よ
う
な
も
の

が
あ
が
っ
て
い
る
。

［
Ｅ
］
加
訳　

減
訳　

反
訳　

変
訳　

倒
訳　

分
訳　

合
訳

［
Ｆ
］
倒
訳　

お
も
て
訳
・
う
ら
訳　

加
訳　

不

訳　

分
訳　

変
訳

　
「
倒
訳
」
と
は
順
序
を
逆
に
し
て
訳
す
法
、

「
ひ
っ
く
り
か
え
し
」
で
あ
る
。「
反
訳
」
は

＂
只
有
～
才
＂
を
「
～
が
～
し
て
こ
そ
」
で
は

な
く「
～
が
～
し
な
け
れ
ば
～
」と
訳
す
法
。「
変

訳
」
と
は
「
文
の
要
素
や
品
詞
を
変
換
さ
せ
る

も
の
」。
他
は
想
像
が
つ
く
だ
ろ
う
。
藤
田
氏

が
こ
う
し
た
翻
訳
の
先
達
の
用
語
を
知
っ
て
い

た
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
が
、「
転
換
」
と
い

う
の
は
藤
田
氏
独
自
の
も
の
か
。

●
本
書
の
構
成
と
用
語

　

本
書
の
構
成
は
以
下
の
よ
う
に
な
っ
て
い

る
。第

一
章　

加
訳
（
日
→
中
）
に
つ
い
て

第
二
章　

減
訳
（
日
→
中
）
に
つ
い
て

第
三
章　

受
身
文
（
日
→
中
）
に
つ
い
て

第
四
章　

転
換
（
日
→
中
）
に
つ
い
て

第
五
章　

意
訳
（
日
→
中
）
に
つ
い
て
（
Ⅰ
）

第
六
章　

意
訳
（
日
→
中
）
に
つ
い
て
（
Ⅱ
）

付
：
中
国
語
を
母
語
と
す
る
日
本
語
学
習
者

の
誤
用
に
つ
い
て

　
「
加
訳
」
は
日
本
語
を
中
国
語
に
訳
す
と
き

に
な
ん
ら
か
の
語
句
を
加
え
る
も
の
。「
減
訳
」

は
日
本
語
を
中
国
語
に
訳
す
と
き
に
な
ん
ら
か

の
語
句
を
削
る
も
の
。
第
三
章
の
「
受
身
文
」

は
受
身
文
が
多
い
と
言
わ
れ
る
日
本
語
を
中
国

語
に
訳
す
と
き
ど
の
よ
う
に
訳
さ
れ
る
か
、
訳

さ
れ
た
中
国
文
の
タ
イ
プ
を
論
じ
た
も
の
。
つ

ぎ
の
第
四
章
「
転
換
」
は
「
～
に
言
わ
れ
て
」

を
「
～
が
言
っ
た
」
と
主
客
を
転
換
す
る
現
象

を
も
っ
ぱ
ら
論
じ
た
章
で
あ
る
。
第
五
章
と
第

六
章
は
日
本
語
を
中
国
語
に
訳
し
た
際
に
「
加

訳
」「
減
訳
」「
転
換
」
以
外
の
、
別
の
表
現
に

変
わ
っ
て
し
ま
う
タ
イ
プ
を
論
じ
た
も
の
。「
付
」

か
に
日
本
語
に
す
る
か
、
そ
こ
に
表
現
上
ど
の

よ
う
な
違
い
が
あ
る
か
を
さ
ぐ
っ
た
も
の
に
、

［
Ｄ
］
荒
川
清
秀
一
九
八
三
「
中
国
語
日
訳
上

の
問
題
点
」（『
中
文
日
訳
の
諸
問
題
』
日
本
語

と
中
国
語
対
照
研
究
会
編
）

［
Ｅ
］
今
冨
正
巳
『
新
訂　

中
国
語
⇆
日
本
語

翻
訳
の
要
領
』（
光
生
館
、
初
版
一
九
七
三
、

新
版
一
九
八
八
）

が
あ
る
。［
Ｄ
］
は
評
者
が
北
京
語
言
学
院
（
現

大
学
）
の
学
生
に
「
中
国
語
日
訳
」
の
授
業
を

す
る
際
つ
く
っ
た
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
。［
Ｅ
］

は
「
中
国
語
⇆
日
本
語
」
と
は
書
い
て
あ
る
も

の
の
、
例
文
を
み
る
と
、
基
本
的
に
は
中
国
語

を
日
本
語
に
訳
す
と
き
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
に

留
意
す
べ
き
か
を
問
題
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

あ
る
意
味
で
は
藤
田
氏
の
著
と
逆
の
方
向
に
あ

る
と
言
え
よ
う
。
な
お
、
つ
ぎ
の
［
Ｆ
］
は
日

本
語
中
国
語
双
方
か
ら
翻
訳
の
機
微
に
迫
っ
た

も
の
で
あ
る
。

［
Ｆ
］
大
原
信
一
監
修
、
遠
藤
紹
徳
・
武
吉
次
朗

編
著
『
新
編
・
東
方
中
国
語
講
座　

第
四
巻

翻
訳
篇
』（
東
方
書
店
、
一
九
九
〇
）
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い
用
法
を
指
摘
し
て
い
る
し
、
評
者
も
『
一

歩
す
す
ん
だ
中
国
語
文
法
』（
大
修
館
書
店
、
二

〇
〇
三
、
八
四
頁
）
で
「
結
果
補
語
」
と
の
関

連
で
言
及
し
た
。
ま
た
、「
大
屋
た
ち
」
は
＂
大

屋
他
们
＂
と
な
る
の
に
「
大
屋
ら
三
人
」
が
＂
大

屋
这
三
个
人
＂
と
＂
这
＂
が
入
る
現
象
を
「
加

訳
」
と
し
て
と
り
あ
げ
る
。
た
だ
、
こ
れ
は
同

格
に
す
る
の
に
後
が
人
称
代
詞
だ
と
指
示
代
詞

が
い
ら
ず
、
数
詞
だ
と
必
要
な
だ
け
で
あ
り
、

本
書
が
引
用
す
る
来
思
平
・
相
原
茂
『
日
本
人

の
中
国
語
』（
東
方
書
店
、
一
九
九
三
、
二
五
六
頁
）

に
も
指
摘
が
あ
る
。
藤
田
氏
は
こ
こ
も
含
め
＂
那

老
家
伙
＂＂
这
老
东
西
＂
の
＂
这
＂＂
那
＂
の
使

用
に
は
「
い
か
ほ
ど
か
貶
義
」（
四
頁
）
が
あ
る

と
い
う
が
、
そ
れ
は
後
の
名
詞
が
そ
う
な
の
で

は
な
い
か
（
杉
村
博
文
氏
に
＂
这
人
＂
が
＂
这
个

人
＂
に
対
し
て
貶
義
を
も
つ
と
い
う
論
文
が
あ
る

こ
と
は
あ
る
が
）。

　
「
減
訳
」
の
一
つ
は
「（
飯
）
で
も
」「（
お
茶
）

ぐ
ら
い
」
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
「
と
り
た
て
助
詞
」

が
中
国
語
に
訳
せ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は

た
し
か
に
そ
う
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、「
そ
れ
が

終
わ
っ
て
」「
そ
れ
を
加
工
し
て
」
等
の
指
示

語
が
中
国
語
に
な
る
と
な
く
な
る
現
象
を
指
摘

●
「
加
訳
」「
減
訳
」「
転
換
」
の
検
討

　

以
下
も
う
少
し
詳
し
く
本
書
の
内
容
を
検
討

し
て
い
こ
う
。
と
り
あ
げ
た
い
箇
所
は
い
く
ら

も
あ
る
が
、
こ
こ
で
問
題
に
す
る
の
は
そ
の
う

ち
の
一
部
で
あ
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
お
断
り

し
て
お
き
た
い
。

　
「
加
訳
」
の
例
と
し
て
本
書
に
は
「
だ
れ
も

咎
め
る
者
は
い
な
い
」「
反
町
が
抱
き
止
め
た
」

に
対
し
中
国
文
が
＂
无
人
上
前
盘
问
阻
拦
＂＂
反

町
上
去
搀
扶
他
＂
の
よ
う
に
主
体
の
動
き
が

入
っ
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
「
受
話
器
を
と

り
上
げ
」「
腕
を
掴
ま
れ
た
」
に
＂
一
手
＂＂
一

把
＂
が
入
っ
た
り
、
＂
扭
身
＂＂
转
身
＂＂
翻
身
＂

が
多
用
さ
れ
る
こ
と
を
挙
げ
る
。
こ
れ
は
面
白

い
指
摘
で
あ
る
。
著
者
は
こ
れ
を
「
動
作
の
方

向
（
、
方
式
）
を
具
体
的
に
表
現
す
る
こ
と
を

好
む
」（
一
一
頁
）
と
述
べ
、そ
れ
は
「
習
慣
上
、

付
加
さ
れ
た
」
も
の
と
い
う
。
し
か
し
、
こ
れ

は
動
作
過
程
を
細
か
く
述
べ
る
中
国
語
の
特
徴

と
し
て
と
ら
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
な
お
、

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
つ
と
に
、
山
埼
（
中
島
）

吾
妻
一
九
八
二「
動
作
表
現
に
関
す
る
一
考
察
」

（『
日
本
語
と
中
国
語
の
対
照
研
究　

第
六
号
』）
が

＂
扭
身
＂＂
转
身
＂
ら
の
動
詞
の
情
報
価
値
の
な
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し
て
い
る
が
こ
れ
は
興
味
深
い
。
評
者
は
＂
我

听
了
很
高
兴
。
＂
を
訳
す
と
き
「
そ
れ
を
聞
い

て
う
れ
し
か
っ
た
」
と
「
そ
れ
」
を
い
つ
も
つ

け
て
い
る
。
な
お
、
日
本
語
が
指
示
語
を
好
む

こ
と
に
つ
い
て
は
一
〇
七
頁
以
下
に
も
指
摘
が

あ
る
。「
売
っ
て
い
る
椅
子
」
が
＂
卖
的
椅
子
＂

に
な
る
の
は
「
減
訳
」
の
例
（
三
一
、
一
三
六

頁
）
だ
が
、
こ
れ
は
＂
买
的
书
＂
が
「
已
然
」
に

＂
卖
的
书
＂
が
「
未
然
」
に
読
ま
れ
る
現
象
の

ひ
と
つ
で
、
こ
こ
に
語
彙
的
意
味
が
か
か
わ
っ

て
い
る
こ
と
は
史
有
為
二
〇
〇
〇
「＂
Ｖ
的
Ｎ
＂

的
＂
体
貌
＂
問
題
」『
語
法
研
究
与
探
索
（
十
）』

（
商
務
印
書
館
）に
興
味
深
い
議
論
が
あ
る
。「
い

つ
行
く
か
早
く
知
ら
せ
て
く
だ
さ
い
」
が
＂
请

早
些
告
诉
我
，
您
几
时
去
。
＂
と
な
り
「
か
」

が
消
え
る
現
象
を
指
摘
し
て
い
る
（
四
〇
頁
）。

こ
れ
は
逆
に
中
国
人
が
疑
問
詞
の
入
っ
た
文
を

日
本
語
に
す
る
と
き
に
「
か
」
が
入
っ
て
こ
な

い
こ
と
に
つ
な
が
る
。［
Ｄ
］
で
も
、
＂
您
知

道
这
是
什
么
花
？
／
我
不
知
道
她
什
么
时
候
走

的
。
＂
が
、
中
国
人
の
日
本
語
訳
で
し
ば
し
ば

「
な
ん
の
花
か
」「
い
つ
帰
っ
た
か
」
の
「
か
」

が
抜
け
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ
れ
は
か
な
り

日
本
語
の
う
ま
い
人
で
も
や
っ
て
し
ま
う
。
な

お
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
顧
海
根
・
徐
昌
華
一
九

八
〇
「
中
国
人
学
習
者
に
よ
く
見
ら
れ
る
誤
用

例
」『
日
本
語
教
育
』四
一
号
に
も
指
摘
が
あ
る
。

　

ま
た
、
日
本
語
の
「
た
」
に
あ
た
る
＂
了
＂

が
主
述
フ
レ
ー
ズ
や
動
詞
フ
レ
ー
ズ
を
目
的
語

に
と
る
動
詞
で
消
え
る
現
象
を
「
減
訳
」
の
例

と
し
て
あ
げ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
荒
川
一
九
八

一
「
＂
了
＂
の
い
る
時
と
い
ら
ぬ
時
」（『
中
国

語
学
』
二
二
八
号
）
に
指
摘
が
あ
る
。

　
「
転
換
」
の
タ
イ
プ
に
は
「
受
動
者
中
心
か

ら
動
作
者
中
心
」
な
ど
が
あ
る
が
、
九
八
頁
に

あ
げ
る
「
事
物
中
心
の
表
現
（
日
）
か
ら
動
作

主
中
心
（
中
）」
の
例
と
し
て
「
彼
か
ら
電
話

が
か
か
っ
て
き
た
→
他
打
来
了
电
话
（
電
話
を

か
け
て
き
た
）」
な
ど
は
言
わ
れ
て
み
て
な
る
ほ

ど
と
思
っ
た
。

　

ま
だ
ま
だ
紹
介
し
た
い
こ
と
は
た
く
さ
ん
あ

る
が
、
そ
れ
は
本
書
を
直
接
ひ
も
と
い
て
い
た

だ
く
こ
と
に
し
て
、
あ
と
い
く
つ
か
注
文
を
書

い
て
お
き
た
い
。

　
（
一
）
本
書
に
は
「
習
慣
的
に
」「
言
語
習
慣

と
し
て
」「
語
調
か
ら
」
と
い
う
言
い
方
が
各

所
に
み
ら
れ
る
が
、
そ
れ
で
は
あ
ま
り
に
経
験

主
義
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
も
っ
と
理
論

化
、
法
則
化
し
て
い
た
だ
き
た
い
。（
二
）
本

書
は
著
者
の
い
く
つ
か
の
論
文
が
も
と
に
な
っ

て
い
る
が
、
本
に
す
る
か
ら
に
は
本
と
し
て
の

一
体
感
が
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
た
と
え
ば
一

〇
〇
頁
の
注
（
三
）
で
自
分
の
論
文
を
引
い
て

い
る
が
、
こ
れ
は
本
書
第
三
章
に
当
た
る
の
で

あ
る
か
ら
、
そ
の
ペ
ー
ジ
を
あ
げ
る
べ
き
で
あ

る
。（
三
）
中
国
語
学
や
日
中
で
の
日
本
語
教

育
の
成
果
に
も
っ
と
気
を
配
っ
て
い
た
だ
き
た

い
。
そ
の
い
く
つ
か
は
こ
れ
ま
で
に
も
指
摘
し

て
き
た
が
、
た
と
え
ば
感
情
表
現
に
関
し
て
い

え
ば
大
河
内
康
憲
一
九
九
七
「
感
情
表
現
と
使

役
構
文
」（『
中
国
語
の
諸
相
』白
帝
社
、一
九
九
七
、

第
九
章
）
に
論
が
あ
る
。
ま
た
、
身
体
に
関
す

る
慣
用
句
研
究
（
一
〇
六
、
一
一
七
頁
）
と
し
て

は
、
王
宏
『
日
語
慣
用
語
例
解
手
冊
』（
上
海
訳

文
出
版
社
、
一
九
八
三
）
が
あ
り
、「
に
と
っ
て
」

と
「
に
対
し
て
」（
一
二
九
頁
）
は
馬
小
兵
『
日

語
複
合
格
助
詞
和
漢
語
介
詞
的
比
較
研
究
』（
北

京
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
二
）
が
あ
る
。「
冗
調
」

が
何
度
も
出
て
く
る
が
、
こ
れ
は
「
冗
長
」
の

間
違
い
で
あ
ろ
う
。　

(

あ
ら
か
わ
・
き
よ
ひ
で　

愛
知
大
学)
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