
そ
う
と
す
る
立
場
か
ら
し
て
当
然
だ
が
）、『
紅
楼

夢
』
以
外
の
作
品
に
は
あ
ま
り
言
及
が
な
さ
れ

な
い
。
し
か
し
、『
紅
楼
夢
』
と
、
続
書
も
含

め
た
そ
の
周
辺
の
作
品
と
が
い
か
な
る
連
関
に

あ
る
の
か
は
、
今
後
改
め
て
検
証
さ
れ
る
必
要

が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
明
清
時
代
の
文
学
に
お
い

て
、
自
我
を
綴
っ
た
り
、
テ
ク
ス
ト
を
組
み
立

て
た
り
す
る
際
に
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
イ
メ
ー
ジ

が
格
好
の
素
材
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ

る
。
そ
し
て
、
そ
の
素
材
の
扱
い
に
お
い
て
、

『
紅
楼
夢
』
は
あ
る
意
味
で
は
最
も
特
徴
的
で
、

ま
た
最
も
過
激
な
方
法
を
示
し
て
い
る
。
本
書

は
、
こ
の
空
前
の
作
品
に
一
本
の
芯
を
通
す
た

め
に
、
賈
宝
玉
の
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
性
を

強
調
し
た
。
英
語
圏
に
比
べ
る
と
、
日
本
の
中

国
文
学
研
究
は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
や
セ
ク
シ
ュ
ア

リ
テ
ィ
の
テ
ー
マ
の
導
入
に
は
総
じ
て
消
極
的

だ
が
、
そ
れ
は
い
さ
さ
か
残
念
な
こ
と
だ
。
本

書
を
契
機
に
し
て
、『
紅
楼
夢
』
を
ジ
ェ
ン
ダ
ー

面
か
ら
大
胆
に
読
み
替
え
る
試
み
が
続
い
て
い

く
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

（
ふ
く
し
ま
・
り
ょ
う
た　

批
評
家
・
中
国
文
学
者
）
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は
な
れ
た
と
こ
ろ
に
い
る
相
手
と
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
る
方
式
は
、
少
な
く
と
も
こ

の
二
〇
年
の
間
に
劇
的
に
発
展
し
変
化
を
と
げ

て
き
た
。
ネ
ッ
ト
社
会
の
到
来
と
と
も
に
誰
も

が
そ
の
果
実
を
た
や
す
く
得
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
お
り
、
少
し
の
手
軽
な
操
作
を
身
に
つ

け
る
だ
け
で
、語
学
を
学
ぶ
の
に
有
効
な
素
材
、

貴
重
な
語
音
に
も
接
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

従
っ
て
、学
ぶ
者
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
、好
み
、

都
合
や
学
び
方
、
選
択
の
幅
な
ど
も
急
速
に
多

様
化
す
る
と
同
時
に
、
伝
え
ら
れ
る
内
容
や
情

報
が
加
速
度
的
に
陳
腐
化
す
る
事
例
を
挙
げ
る

こ
と
も
そ
れ
ほ
ど
難
し
い
こ
と
で
は
な
い
。

　
「
従
来
型
」
の
語
学
教
科
書
も
、
教
育
機
関

な
ど
で
制
度
上
の
縛
り
を
か
け
て
販
路
を
確
保

し
な
い
か
ぎ
り
、
い
く
ら
内
容
や
使
用
メ
デ
イ

ア
に
工
夫
を
尽
く
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
斬
新

さ
を
以
て
普
及
さ
せ
る
行
い
に
は
す
ぐ
に
賞
味

期
限
が
迫
る
。
活
字
を
通
じ
て
学
び
手
に
語
学

教
材
や
情
報
を
提
供
す
る
と
い
う
方
法
は
、
す

で
に
そ
の
限
界
を
す
ぎ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な

い
。
中
国
語
の
教
育
と
学
習
を
め
ぐ
る
状
況
も

ほ
ぼ
同
様
の
は
ず
で
あ
る
。

　

張
淑
儀
・
上
神
忠
彦
両
氏
の
著
わ
さ
れ
た

『
身
に
つ
く
広
東
語
講
座
』
も
、古
典
的
な
「
従
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来
型
」
に
属
す
る
広
東
語
の
教
科
書
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
学
習
者
が
自
ら
進
ん
で
学
ぶ

際
に
遭
遇
す
る
諸
問
題
を
熟
知
し
、
発
音
面
で

の
む
ず
か
し
さ
、
語
法
面
で
の
疑
問
点
な
ど
を

し
っ
か
り
把
握
・
整
理
し
、
わ
か
り
や
す
く
配

列
し
、
受
け
手
が
「
身
に
つ
く
」
こ
と
を
主
眼

と
し
て
貫
い
て
い
る
と
い
う
点
で
、
異
彩
を
放

つ
教
科
書
で
も
あ
る
。

　

学
習
者
に
と
り
何
が
必
要
か
、
ど
の
よ
う
な

説
明
が
効
果
的
か
と
い
う
視
点
の
も
と
、
長
年

に
わ
た
る
広
東
語
授
業
の
実
践
の
中
で
ヒ
ア
リ

ン
グ
を
重
ね
、
教
育
効
果
を
よ
く
点
検
し
、
確

認
し
て
編
集
さ
れ
た
こ
と
が
よ
く
読
み
取
れ

る
。
成
立
ま
で
の
て
い
ね
い
な
経
緯
を
充
分
に

う
か
が
う
こ
と
の
で
き
る
教
科
書
で
も
あ
る
。

隙
な
く
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
た
語
学
テ
キ
ス
ト
と

言
っ
て
よ
い
。

　

そ
の
一
端
は
、
全
一
二
課
の
い
ず
れ
の
冒
頭

部
に
も
「
學
習
要
點
」
が
列
挙
さ
れ
、
学
習
目

標
が
判
り
易
く
示
さ
れ
、さ
ら
に「
Ⅰ
．
課
文
」、

「
Ⅱ
．
發
音
」、「
Ⅲ
．
生
字（
新
出
単
語
）」、「
Ⅳ
．

語
法
」、「
Ⅴ
．
練
習
」（
1
．
聽
寫
：
音
聲
課
文
、

2
．
口
頭
翻
譯
、
3
．
問
答
・
敍
述
練
習
）、「
Ⅵ
．

發
展
學
習
」
が
配
置
さ
れ
る
こ
と
か
ら
も
知
り

得
る
。
内
容
を
組
み
合
わ
せ
て
有
機
的
に
学
習

で
き
る
ほ
か
、
必
要
に
応
じ
て
部
分
的
な
知
識

の
み
を
得
る
こ
と
の
出
来
る
手
引
き
書
と
し
て

も
利
用
が
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

広
東
語
を
学
ぶ
際
に
、
発
音
面
で
最
初
に
マ

ス
タ
ー
す
べ
き
ヤ
マ
は
声
調
で
あ
る
。
広
東
語

の
声
調
は
伝
統
的
に
は
九
声
調
と
説
明
さ
れ
、

こ
れ
を
聞
い
た
だ
け
で
尻
込
み
す
る
人
も
多
い
。

し
か
し
そ
の
う
ち
の/-p   -t  -k/

で
終
わ
る
も

の
、
い
わ
ゆ
る
入
声
韻
尾
は
語
音
の
高
さ
に
は

直
接
か
か
わ
ら
な
い
た
め
、
声
調
か
ら
切
り
離

せ
ば
六
類
に
整
理
で
き
る
。
六
声
調
を
マ
ス

タ
ー
す
れ
ば
十
分
な
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
普
通

話
よ
り
は
二
類
多
い
た
め
、
依
然
と
し
て「
む

ず
か
し
い
」と
感
覚
的
に
思
わ
れ
が
ち
で
あ
る
。

だ
が
メ
デ
イ
ア
の
発
達
し
た
今
日
、
所
謂
「
言

語
圏
」
外
に
居
住
し
て
い
て
、
完
璧
を
期
す
る

こ
と
は
難
し
い
と
は
し
て
も
、
相
当
程
度
に
身

に
つ
け
る
こ
と
が
出
来
な
い
は
ず
は
な
い
。

　

本
書
で
は
、
念
入
り
に
調
整
し
て
録
音
さ
れ

た
音
声
Ｃ
Ｄ
教
材
を
ヒ
ア
リ
ン
グ
練
習
す
る
こ

と
を
前
提
に
し
つ
つ
、
六
声
調
の
感
覚
的
な

「
む
ず
か
し
さ
」
を
ほ
ぐ
す
こ
と
に
も
配
慮
さ

れ
て
い
る
。
声
調
を
含
む
音
系
知
識
の
全
体
を

一
気
に
読
者
に
ぶ
つ
け
る
の
で
は
な
く
、
各
課

に
分
散
し
、
工
夫
を
凝
ら
し
て
記
述
さ
れ
て
い

る
点
か
ら
も
そ
の
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
た

と
え
ば
四
九
頁
「
6
．
広
東
語
と
北
京
語
、
古

漢
語
字
音
の
声
調
対
応
原
則
表
」
に
は
北
京
語

（
普
通
話
）
と
広
東
語
の
声
調
の
違
い
が
体
系

的
に
図
示
さ
れ
て
お
り
、
概
念
を
把
握
す
る
こ

と
が
容
易
で
あ
る
。
普
通
話
の
声
調
か
ら
広
東

語
の
声
調
を
類
推
す
る
た
め
の
道
標
と
し
て
使

う
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

　

普
通
話
の
一
声
は
広
東
語
で
も
一
声
、
二
声

は
四
声
、
こ
の
二
点
の
把
握
は
容
易
に
で
き
る

だ
ろ
う
。
次
に
三
声
で
あ
る
が
、
広
東
語
で
は

二
声
ま
た
は
五
声
で
い
ず
れ
も
上
昇
調
に
な
っ

て
い
る
。
普
通
話
の
三
声
「
上
声
」
は
語
頭
子

音
に/m  n  r  l  y  w/

な
ど
を
持
つ
グ
ル
ー

プ
「
陽
上
」
と
こ
れ
ら
を
持
た
な
い
グ
ル
ー
プ

「
陰
上
」
に
分
け
ら
れ
、
前
者
は
広
東
語
で
は

五
声
、後
者
は
二
声
に
変
化
す
る
。四
声「
去
声
」

は
こ
の
「
陰
・
陽
」
規
則
に
合
わ
な
い
も
の
も

あ
る
が
、
高
低
（
三
声
・
六
声
）
の
違
い
に
も
関



わ
ら
ず
、
い
ず
れ
も
平
坦
調
に
な
る
。
ま
た
入

声
字
に
つ
い
て
は
普
通
話
で
は
そ
の
痕
跡
を
見

い
だ
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
日
本
漢
字
音

を
知
る
も
の
は
容
易
に
把
握
で
き
る
。
こ
の
点

に
つ
い
て
は
四
九
―
五
〇
頁
に
判
り
易
く
ま
と

め
ら
れ
て
い
る
。

　

ま
た
広
東
語
発
音
の
重
要
な
特
徴
の
一
つ
に

母
音
の
長
短
、
特
に
“aa
”“a
”
の
区
別
が
あ

る
が
、こ
の
点
に
つ
い
て
も
八
五
―
八
六
頁
に
、

言
語
史
上
の
経
緯
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
普
通
話
か

ら
出
発
し
て
的
確
に
記
さ
れ
て
お
り
、
学
習
者

か
ら
み
て
わ
か
り
や
す
い
説
明
と
な
っ
て
い
る
。

　

現
代
広
東
語
で
の
変
調
注
記
も
著
者
の
貴
重

な
配
慮
で
あ
る
。
例
え
ば
「
錢chin

4-2

」（
四
頁
）、

「
盒hap

6-2

」（
五
頁
）、「
前
年chin
4nin

4-2

」（
一

一
頁
）、「
話w

a
6-2

」（
一
八
頁
）、「
鏡geng

3-2

」（
二

一
頁
）、「
傾
偈king

1gai 6-2

」（
七
三
頁
）
な
ど

は
「
普
通
後
者
で
発
音
さ
れ
る
」
例
、「
舊
年

gau
6nin

4,2

」（
二
七
頁
）、「
枱toi 4,2

」（
一
〇
六
頁
）、

「
郵
（
政
）
局yau

4

（zhing
3

）guk
6,2

」（
一
二
〇

頁
）、「
鵝ngo

4,2

」（
一
三
二
頁
）、
な
ど
の
場
合

は
「
よ
く
後
者
で
も
発
音
さ
れ
る
」
例
、
さ
ら

に
「dik

1si -2

」（
二
七
頁
）、「
沙
律 sa

1löt -2

」（
一

〇
二
頁
）、「
哂
士saai -1si -2

」（
一
〇
三
頁
）
な
ど

の
場
合
は
「
そ
の
語
が
外
来
語
の
音
訳
、
あ
る

い
は
口
語
性
の
つ
よ
い
語
で
本
来
漢
字
を
求
索

で
き
な
い
た
め
、
…
…
そ
の
漢
字
の
本
来
の
声

調
と
違
う
も
の
」
の
例
と
し
て
注
記
さ
れ
て
い

る
。
全
篇
を
通
じ
て
記
述
さ
れ
る
こ
の
三
種
類

の
変
調
注
記
は
、
香
港
広
東
語
を
母
語
と
し
、

さ
ら
に
こ
の
問
題
を
詳
細
に
研
究
し
て
い
る
著

者
に
し
て
始
め
て
実
現
で
き
る
作
業
で
あ
り
、

そ
の
結
果
を
享
受
で
き
る
学
習
者
は
学
ん
だ
広

東
語
発
音
に
自
信
を
持
っ
て
発
話
で
き
る
だ
け

で
な
く
、
広
東
語
音
の
研
究
を
志
す
者
に
も
貴

重
な
資
料
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

　

声
調
を
修
得
す
る
面
で
よ
く
工
夫
さ
れ
た
例

と
し
て
「
第
二
課
二
一
頁
Ⅱ
發
音
」
を
挙
げ
て

み
よ
う
。
こ
こ
で
は
「
0
１
・
3
・
6
・
4
声
、

˥ ˧ ˨ ˩ 

、N
i 1 go

3 hai 6 tau
4

、
呢
個
係
頭
。˥ ˧ 

˨ ˩ 

、N
i 1 go

3 hai 6 haai 4 

、
呢
個
係
鞋
。」
と

徐
々
に
低
く
な
っ
て
末
尾
が
最
も
低
く
終
わ
る

文
例
か
ら
は
じ
ま
り
「
⑵
１
・
3
・
6
・
6
声
、˥ ˧ 

˨ ˨ 

、Ni 1 go
3 hai 6 m

in
6 

、呢
個
係
面
。」「
⑶
１
・

3
・
6
・
3
声
、˥ ˧ ˨ ˧ 

、N
i 1go

3 hai 6 gök
3

、

呢
個
係
脚
。」
…
…「
⑹
１
・
3
・
6
・
2
声
、˥ ˧ 

˨  

、N
i 1 go

3 hai 6 sau
2

、
呢
個
係
手
。」
で
終

わ
る
六
つ
の
練
習
文
型
は
第
三
音
節
目
、
す
な

わ
ち
「
1
・
3
・
6
、˥ ˧ ˨ 

」
ま
で
が
共
通
で
、

し
か
も
平
坦
調
で
あ
る
が
、
最
後
の
音
節
の
み

声
調
が
異
な
る
。
こ
の
配
列
を
繰
り
か
え
し
音

読
す
る
こ
と
に
よ
り
、
学
習
者
は
「
1
・
3
・

6
、˥ ˧ ˨

」
声
調
の
間
の
違
い
を
修
得
す
る
と

同
時
に
、
末
尾
音
節
の
声
調
（
音
高
）
と
の
違

い
を
知
る
こ
と
も
で
き
る
。
同
様
の
工
夫
は

「
第
三
課
三
六
頁
Ⅱ
發
音
」「
第
四
課
五
三
頁
Ⅱ

發
音
」
に
も
用
意
さ
れ
、順
を
追
っ
て
声
調
（
音

高
）
の
違
い
を
着
実
に
身
に
つ
け
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
配
置
さ
れ
て
い
る
。

　

普
通
話
で
も
同
様
で
あ
る
が
、
声
調
の
修
得

過
程
で
大
切
な
こ
と
は
個
々
の
絶
対
値
だ
け
を

練
習
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
他
の
声
調
と
組
み

合
わ
せ
て
そ
の
相
対
的
な
音
の
ち
が
い
、
聴
覚

上
の
差
異
を
知
る
こ
と
で
あ
る
。
音
の
高
低
や

上
下
に
曲
が
り
く
ね
る
語
音
調
子
の
違
い
は
、

他
の
音
節
と
組
み
合
わ
せ
て
反
復
ド
リ
ル
す
る

こ
と
に
よ
り
は
じ
め
て
身
に
つ
け
る
こ
と
が
で

き
る
。
そ
の
た
め
に
本
書
で
は
視
覚
と
聴
覚
の

両
面
よ
り
懇
切
丁
寧
に
そ
の
声
調
練
習
教
材
が
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準
備
さ
れ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
第
一
課
の
「
無
気
音
と
有
気
音
」
に

は
じ
ま
り
、
第
二
課
・
第
三
課
・
第
四
課
の
「
声

調
」、第
五
課
・
第
六
課
の「
母
音
・
韻
尾
・
韻
母
」、

第
七
課
「
声
調
の
組
み
合
わ
せ
」、
第
八
課
・
第

九
課
「
声
母g

：n
：ng

」
と「
母
音aa

：

a

」、
第
一
〇
課
「
二
音
節
（
お
も
に
動
詞
句
）、

三
音
節
」、第
一
一
課
「
母
音aa
：a

」
と
「
韻

母ui

：öü

」「ong

：ung

」「in
：ing

：

eng

」、
第
一
二
課
「
辨
調
：
声
調
の
区
別
」
ま

で
、
本
書
を
構
成
す
る
全
一
二
課
の
そ
れ
ぞ
れ

に
発
音
練
習
が
準
備
さ
れ
、
順
を
追
っ
て
そ
の

肝
心
な
ポ
イ
ン
ト
を
修
得
す
る
よ
う
に
工
夫
さ

れ
て
お
り
、
広
東
語
の
声
調
修
得
に
と
も
す
れ

ば
く
じ
け
が
ち
な
学
習
者
に
対
す
る
、
編
著
者

の
詳
細
な
心
配
り
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
。

　

人
間
の
知
性
は
物
事
の
比
較
か
ら
育
ち
始
め

る
。
本
書
の
随
所
に
注
記
さ
れ
る
「
共
」
つ
ま

り
「
普
通
話
」
と
の
比
較
に
つ
い
て
の
記
述
も
、

こ
の
人
間
と
し
て
の
基
本
的
な
視
点
か
ら
出
発

し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
処
置
は
あ
る
程

度
中
国
語
を
学
ん
だ
者
が
さ
ら
に
広
東
語
を
学

び
、
理
解
す
る
の
に
有
益
で
あ
る
と
同
時
に
、

普
通
話
の
語
法
を
学
ぶ
者
に
も
大
い
に
役
立

つ
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
普
通
話
の
語
法
を
あ
る

程
度
学
ん
だ
も
の
が
、
全
篇
を
消
化
す
る
こ
と

に
よ
り
中
国
語
の
語
法
に
対
す
る
視
点
と
理
解

を
広
げ
、
深
め
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
お
り
、

本
書
の
大
き
な
特
色
と
な
っ
て
い
る
。

　

そ
の
な
か
の
僅
か
な
例
を
こ
こ
で
挙
げ
る
こ

と
は
必
ず
し
も
適
切
で
は
な
い
が
、
例
え
ば
一

五
六
頁
「
動
作
に
よ
っ
て
も
の
が
移
動
す
る
先

の
人
を
い
う
“
畀bei 2

”」
で
は
「
動
作
行
為

の
結
果
、
も
の
を
移
動
す
る
先
の
人
を
示
す
と

き
に
は
（
共
の
よ
う
に
介
詞
構
造
〔
給
…
…
〕
で

は
な
く
）
動
詞
句
の
う
し
ろ
に
“
畀
”
の
目
的

語
と
し
て
お
く
（
…
…
後
略
…
…
）」
と
記
述
し

「
打
電
話
畀
佢
」「
拎
本
書
畀
我
」「
寫
信
邊
個
？
」

「
拎
本
書
畀
我
睇
」
等
の
例
文
を
充
分
に
挙
げ

る
と
同
時
に
「
も
し
も
共
の
語
順
の
よ
う
に

“
畀
我
打
電
話
”と
い
え
ば
、許
可
使
役
の
意
で
、

‘
わ
た
し
に
電
話
を
か
け
さ
せ
て
’
と
い
う
こ

と
に
な
っ
て
し
ま
う
。」
と
い
う
記
述
に
接
す

る
と
、
普
通
話
の
語
法
の
み
を
知
る
も
の
に
は

想
定
外
の
驚
き
と
好
奇
心
を
起
こ
さ
せ
る
こ
と

に
な
る
。

　

広
東
語
は
普
通
話
あ
る
い
は
北
方
の
官
話
方

言
に
く
ら
べ
て
語
気
助
詞
が
豊
富
な
こ
と
で
も

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
一
三
頁
で
は
「
普
通
話

以
上
に
発
達
し
、文
末
に
多
用
さ
れ
る
」こ
と
、

「
そ
の
（
語
気
助
詞
）
の
声
調
（
音
高
）
は
、
前
音

節
の
声
調
の
影
響
を
う
け
に
く
く
、
連
音
の
状

況
が
普
通
話
な
ど
と
は
異
な
る
」
こ
と
な
ど
を

指
摘
す
る
と
同
時
に
そ
の
例
文
を
豊
富
に
示
し

て
い
る
。
学
習
者
だ
け
で
な
く
漢
語
方
言
に
興

味
を
持
つ
者
に
も
貴
重
な
記
述
に
な
る
と
思
わ

れ
る
。

　

ま
た
た
と
え
ば
八
〇
頁
の
、
広
東
語
学
習
者

が
疑
問
に
思
う
こ
と
の
多
い
「
講gong

2

」
と

「
話w

a
6

」
の
違
い
に
つ
い
て
、
前
者
は
動
作

性
が
強
く
「
動
作
そ
の
も
の
（
や
そ
の
有
無
）

を
い
う
と
き
に
多
用
す
る
」
の
に
対
し
、
後
者

に
つ
い
て
は
「
話
す
、‘
い
う
’
と
い
っ
た
動

作
性
が
弱
く
、
主
に
、
い
っ
た
内
容
を
導
く
の

に
多
用
さ
れ
る
（
共
白
話
の
“
道
”、
さ
ら
に
古

文
の“
曰
”〔
い
わ
く
〕に
似
る
）」と
い
う
記
述
も
、

全
篇
に
見
ら
れ
る
豊
富
な
語
法
記
述
の
中
の
ほ

ん
の
一
例
で
あ
る
が
、
中
国
語
史
に
お
け
る
白

話
の
展
開
、
あ
る
い
は
広
東
語
の
成
立
に
も
か

○
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○



か
わ
る
射
程
の
広
い
問
題
を
背
後
に
据
え
て
の

解
説
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
音
韻
面
、
語
法
面
で
の
中
国
語

史
に
由
来
す
る
マ
ク
ロ
な
視
点
に
沿
っ
た
解
説

や
、
詳
細
な
語
法
分
類
に
は
「
後
生
仔
」
と
し

て
学
ぶ
べ
き
と
こ
ろ
が
多
い
。本
書
は「
教
科
書
」

の
体
裁
を
採
用
し
つ
つ
も
、
実
質
的
に
は
広
東

語
の
「
語
法
書
」
あ
る
い
は
「
文
法
書
」
に
な
っ

て
い
る
と
言
っ
て
も
言
い
過
ぎ
で
は
な
い
。

　

中
国
語
は
実
の
と
こ
ろ
大
き
な
多
様
性
を
内

包
し
て
い
る
。
二
〇
世
紀
中
葉
に
は
じ
ま
っ
た

「
推
普
」
つ
ま
り
普
通
話
推
進
政
策
は
、
二
一

世
紀
の
今
日
も
中
国
政
府
の
重
要
な
言
語
政
策

で
あ
る
。
最
近
二
〇
年
の
中
国
社
会
の
大
規
模

な
変
動
と
、
メ
デ
ィ
ア
の
著
し
い
発
展
に
と
も

な
い
、
普
通
話
と
い
う
規
範
的
中
国
語
は
中
国

語
の
長
い
歴
史
の
中
で
稀
に
見
る
成
果
を
収
め

つ
つ
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
成
果
は
地
域

に
よ
っ
て
は
「
双
語
化
」
つ
ま
り
バ
イ
リ
ン
ガ

ル
化
を
も
引
き
起
こ
し
て
い
る
。こ
の
問
題
は
、

普
通
話
を
身
に
つ
け
な
い
と
社
会
的
・
経
済
的

に
い
い
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
つ
け
な
い
少
数
民
族
地

域
で
は
深
刻
な
対
立
の
起
因
の
一
つ
と
な
っ
て

い
る
が
、
広
東
語
や
呉
語
、
閩
語
な
ど
の
大
方

言
地
域
で
は
、
言
語
の
二
重
構
造
を
も
と
に
生

じ
て
い
る
人
び
と
の
地
方
意
識
が
行
政
面
で
の

「
上
有
政
策
、下
有
対
策
」
現
象
の
一
因
と
な
っ

て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

　

ま
た
世
界
中
の
中
国
人
が
規
範
化
さ
れ
た
理

想
的
な
普
通
話
を
使
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
普
通
話
に
は
学
習
面
で

つ
ね
に
現
実
と
少
し
距
離
の
あ
る
理
念
的
な
側

面
も
伴
っ
て
い
る
。
漢
字
と
い
う
字
面
で
覆
わ

れ
て
い
る
た
め
に
言
語
の
構
造
方
面
に
予
測
の

む
ず
か
し
い
こ
と
も
多
い
。
そ
れ
ら
の
点
こ
そ

が
学
習
者
や
研
究
者
の
知
的
好
奇
心
を
か
き
立

て
る
の
で
あ
る
が
、
日
本
語
の
よ
う
に「
一
枚

板
的
」
に
捉
え
る
と
、
文
化
の
総
体
と
し
て
の

中
国
語
の
理
解
が
不
十
分
に
な
る
こ
と
だ
け
は

は
っ
き
り
し
て
い
る
。
そ
の
多
様
性
を
知
る
端

緒
と
し
て
、
普
通
話
と
広
東
語
の
違
い
が
持
つ

音
的
差
異
、
あ
る
い
は
語
法
や
意
味
上
の
違
い

を
詳
細
に
記
述
し
、
そ
の
知
識
の
把
握
が
的
確

な
語
学
力
を
獲
得
す
る
際
に
重
要
な
価
値
を
も

つ
こ
と
を
、
本
書
は
読
者
に
訴
え
て
い
る
。
中

国
語
の
も
つ
文
化
的
広
が
り
を
マ
ク
ロ
に
捉
え

る
こ
と
で
得
ら
れ
る
一
種
の
爽
快
感
を
読
者
に

提
供
し
て
い
る
と
も
言
え
よ
う
。

　

巻
末（
二
三
九
―
二
六
三
頁
）に
は
各
課
の「
課

文
」
お
よ
び
「
Ⅴ
．
練
習
（
一
．
聽
寫
：
音
聲
課

文
）」
の
日
本
語
訳
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ

れ
も
著
者
の
配
慮
の
ひ
と
つ
で
あ
る
が
、
学
習

者
あ
る
い
は
教
授
者
に
と
り
極
め
て
便
利
な
処

置
で
あ
る
。
学
習
者
は
「
課
文
」
の
日
本
語
訳

を
見
な
が
ら
、
口
頭
で
広
東
語
を
発
話
し
て
定

着
を
図
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
し
、
ボ
イ
ス
レ

コ
ー
ダ
ー
で
自
己
の
発
話
を
録
音
し
て
、
付
録

の
Ｃ
Ｄ
と
対
照
・
確
認
す
る
こ
と
に
も
利
用
で

き
る
。
教
授
者
も
こ
れ
に
類
す
る
方
法
を
工
夫

す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
「
聽
寫
」
に
つ
い
て
も
「
正
解
」
を
附
さ
ず
、

文
字
通
り
「
日
本
語
訳
」
の
み
が
収
録
さ
れ
て

い
る
。
正
解
は
該
当
す
る
「
課
文
」
や
「
生
字
」

だ
け
で
な
く
、次
に
配
列
さ
れ
る
「
發
展
学
習
」

や
す
で
に
学
習
し
た
以
前
の
課
、
あ
る
い
は
次

課
の
「
課
文
」
や
「
生
字
」
な
ど
か
ら
探
し
出

す
よ
う
工
夫
さ
れ
て
い
る
。例
え
ば
第
一
〇
課
、

「
聽
寫
」
に
使
わ
れ
る
「
畀
心
機
」
は
同
課
の

課
文
に
も
使
用
さ
れ
る
が
、
は
じ
め
に
学
習
す
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る
の
は
第
八
課
で
あ
り
、
同
様
に
「
大
聲
啲
，

細
聲
啲
」は
ど
ち
ら
も
一
つ
前
の
第
九
課
の「
補

充
語
彙
」（
一
五
八
頁
）
に
使
わ
れ
て
い
る
。
復

習
を
か
ね
て
の
配
列
で
あ
る
が
、
正
解
に
辿
り

着
い
た
と
き
の
達
成
感
・
発
見
感
こ
そ
が
学
習

者
の
喜
び
で
あ
る
と
同
時
に
「
身
に
つ
く
」
学

習
の
醍
醐
味
で
あ
る
と
い
う
、
学
習
者
の
立
場

を
熟
知
す
る
が
故
の
処
置
で
も
あ
る
。「
正
解

不
掲
載
」は
著
者
の
語
学
教
育
に
つ
い
て
の「
ゆ

ず
れ
な
い
哲
学
」
を
明
示
し
て
い
る
。

　

ど
ん
な
教
科
書
で
も
該
当
分
野
の
知
識
・
情

報
を
体
系
的
に
編
集
し
、
受
け
手
側
に
網
羅
的

に
伝
え
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
は
ず
で
あ

る
。
だ
か
ら
こ
そ
伝
え
る
側
の
知
識
・
見
識
・
技

量
、
あ
る
い
は
人
格
そ
の
も
の
が
ダ
イ
レ
ク
ト

に
問
わ
れ
る
こ
と
に
も
な
る
。
と
も
す
れ
ば

「
あ
れ
も
知
っ
て
る
、
こ
れ
も
知
っ
て
る
！
」

と
言
わ
ん
ば
か
り
に
、「
受
け
手
の
評
価
」
を

度
外
視
し
て
刊
行
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い

中
で
、『
身
に
つ
く
広
東
語
講
座
』
は
学
習
者

が
遭
遇
す
る
と
予
測
さ
れ
る
問
題
点
を
よ
く
知

り
、
誠
意
を
込
め
て
克
服
す
る
手
順
を
提
供
し

た
、
と
い
う
点
で
高
く
評
価
出
来
る
教
科
書
で

あ
る
。
長
年
に
わ
た
り
中
国
語
の
語
法
を
通
時

的
あ
る
い
は
共
時
的
に
止
む
こ
と
な
く
研
究
し

て
来
ら
れ
た
著
者
に
し
て
は
じ
め
て
実
現
し
た

教
科
書
で
あ
る
と
も
言
え
る
。

　

も
ち
ろ
ん
説
明
の
分
量
が
あ
ま
り
に
多
く
、

読
者
に
一
種
の
暑
苦
し
さ
を
感
じ
さ
せ
る
箇
所

が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
れ
は
先
に
も
述

べ
た
と
お
り
、
本
書
が
「
教
科
書
」
と
い
う
体

裁
を
と
っ
た
「
文
法
書
」
で
あ
る
が
故
に
生
じ

る
問
題
で
あ
り
、
使
い
方
で
解
決
で
き
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。
広
東
語
研
究
書
と
し
て
今
日

も
そ
の
価
値
を
失
わ
な
い
趙
元
任
氏
（
一
八
九

二
―
一
九
八
二
）
の
『
粤
語
入
門
』（Cantonese 

Prim
er

、
一
九
四
七
年
刊
）
も
、
一
九
四
二
年

に
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
で
開
か
れ
た
一
二
週
に

渡
る
広
東
語
講
座
用
の
「
教
科
書
」
と
し
て

編
ま
れ
、
そ
の
後
『
國
語
入
門
』（M

andarin 
Prim

er

、
一
九
五
五
年
刊
）
と
し
て
展
開
し
た

こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
学
習
者
の
立
場

を
編
纂
の
出
発
点
と
し
て
、
教
材
自
体
と
そ
の

配
列
を
詳
細
に
検
討
し
て
い
る
点
も
趙
氏
の
第

一
作
を
髣
髴
と
さ
せ
る
が
故
に
、
著
者
に
よ
る

第
二
作
、
つ
ま
り
『
身
に
つ
く
中
国
語
講
座
』

が
続
刊
さ
れ
る
こ
と
を
願
う
の
は
評
者
だ
け
で

は
な
い
だ
ろ
う
。

　

付
録
Ｃ
Ｄ
の
音
声
教
材
は
張
淑
儀
氏
み
ず
か

ら
が
吹
き
込
み
を
担
当
し
て
お
ら
れ
る
た
め
、

学
習
者
の
問
題
点
を
把
握
し
微
妙
な
違
い
が
わ

か
る
よ
う
行
き
届
い
た
内
容
に
な
っ
て
い
る
。

末
尾
（
第
一
二
課
、
二
三
五
頁
）
の
広
東
語
民
謡

「
月
光
光
」
も
ご
自
身
で
歌
わ
れ
て
お
り
、
編

集
に
際
し
て
の
暖
か
い
精
神
を
知
る
こ
と
が
で

き
る
。
音
声
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
と
し
て
協
力

さ
れ
た
二
人
の
香
港
人
留
学
生
に
も
念
入
り
に

発
音
指
導
さ
れ
て
い
た
と
の
こ
と
で
、
学
習
者

に
と
っ
て
は
明
瞭
で
判
り
易
い
。
さ
ら
に
音
声

の
録
音
工
程
に
終
始
協
力
さ
れ
た
Ｓ
氏
は
「
月

光
光
」
の
ギ
タ
ー
伴
奏
を
も
担
当
さ
れ
た
と
伝

え
ら
れ
る
が
、
本
テ
キ
ス
ト
の
下
敷
き
と
な
っ

た
『
綜
合
広
東
語
』
の
デ
ー
タ
編
集
と
全
体
の

版
設
計
・
加
工
な
ど
に
終
始
尽
力
さ
れ
た
も
う

一
人
の
Ｓ
氏
、
そ
れ
に
イ
ラ
ス
ト
を
書
か
れ
た

教
え
子
の
Ｔ
さ
ん
を
含
め
、
周
囲
の
方
々
の
献

身
的
な
協
力
が
あ
っ
て
始
め
て
実
現
し
た
と
い

う
点
で
も
、
従
来
型
の
も
の
と
一
味
異
な
る
、

価
値
あ
る
語
学
教
科
書
で
あ
り
文
法
書
で
あ
る
。

（
や
は
な
し
・
あ
き
ふ
み　

京
都
産
業
大
学
）
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