
主
謂
体
用
虚
実
篇

i
中
国
語
の
品
詞
分
類
は
可
能
か
ー

原
　
島
春
　
雄

主謂用虚実篇35

　
ぼ
く
は
現
在
、
漢
語
い
わ
ゆ
る
中
国
語
を
教
え
て
い
る
。
し
か
し
、
言
語
と

し
て
の
中
国
語
に
深
い
関
心
を
懐
く
も
の
で
は
あ
っ
て
も
そ
れ
を
専
門
と
す
る

も
の
で
は
な
い
。
こ
こ
十
数
年
、
さ
ま
ざ
ま
な
教
科
書
を
使
い
つ
つ
中
国
語
を

教
え
そ
し
て
学
ん
で
き
た
過
程
で
、
専
門
的
知
識
を
も
た
な
い
漢
語
と
い
う
分

野
に
つ
い
て
で
は
あ
る
が
、
素
朴
な
疑
問
を
懐
か
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
文
字
表
記
、
発
音
を
表
す
字
母
、
文
法
の
基
本
概
念
に
亙
る
も
の
で
あ

る
。
本
編
で
は
こ
の
う
ち
文
法
に
関
わ
る
問
題
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
壊
い
て

き
た
疑
問
と
そ
れ
に
た
い
す
る
試
論
な
い
し
は
私
論
を
述
べ
て
み
た
い
。

主
謂
篇

　
中
国
の
主
要
言
語
で
あ
る
漢
語
が
他
の
言
語
と
比
べ
て
独
自
の
き
わ
だ
っ
た

特
徴
を
持
っ
て
い
る
の
は
「
漢
字
」
と
い
う
文
字
表
記
の
点
に
あ
る
と
思
わ
れ

る
。
い
か
な
る
文
字
も
お
そ
ら
く
象
形
文
字
に
起
源
す
る
。
た
し
か
に
、
ハ
ン

グ
ル
の
よ
う
に
直
接
表
音
文
字
を
目
指
し
た
も
の
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
文
字
の

起
源
で
は
な
く
作
成
そ
れ
も
人
為
的
作
成
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、

世
界
の
文
字
の
大
多
数
は
こ
の
象
形
文
字
を
表
音
文
字
に
作
り
代
え
て
い
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
文
字
の
「
形
」
を
「
音
」
に
収
敏
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の

場
合
、
音
は
音
素
で
あ
っ
て
も
音
節
で
あ
っ
て
も
か
ま
わ
な
い
。
文
字
は
そ
れ

ぞ
れ
の
言
語
の
持
つ
音
素
な
い
し
は
音
節
の
数
に
調
整
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、

極
端
に
数
が
少
な
く
な
る
。
と
こ
ろ
が
漢
語
の
場
合
は
異
な
る
。
文
字
と

「
音
」
と
の
対
応
を
前
提
と
し
つ
つ
も
文
字
の
「
形
」
を
変
え
な
か
っ
た
。
こ

の
た
め
、
文
字
の
数
が
他
の
言
語
と
比
べ
て
極
端
に
多
く
な
る
。
現
在
、
日
常

的
に
用
い
ら
れ
る
基
本
文
字
は
四
千
か
ら
五
千
、
専
門
分
野
で
必
要
と
す
る
文

字
を
含
め
ば
八
千
か
ら
一
万
、
特
殊
な
文
字
と
異
体
字
な
ど
も
含
め
る
な
ら
ば

数
万
に
の
ぼ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
た
め
、
中
国
語
の
文
字
表
記
で
あ
る
漢
字
に
つ
い
て
抜
き
が
た
い
誤
解

を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
中
国
語
に
あ
っ
て
は
文
字
と
い

う
「
形
」
と
「
義
」
す
な
わ
ち
意
味
と
が
直
接
的
な
対
応
関
係
に
あ
る
、
い
っ

て
み
れ
ば
漢
字
は
象
形
文
字
で
あ
る
と
い
う
誤
解
が
生
ず
る
こ
と
と
な
っ
た
の

で
あ
る
。
し
か
し
、
い
か
な
る
言
語
で
あ
れ
、
文
字
の
存
在
し
な
い
言
語
が
数

多
く
あ
る
こ
と
か
ら
明
確
で
あ
る
よ
う
に
、
意
味
す
な
わ
ち
「
義
」
は
な
に
よ

り
も
ま
ず
「
音
」
と
対
応
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
「
形
」
す
な
わ
ち
文
字
と
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対
応
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
中
国
語
も
漢
字
と
い
う
一
見
「
形
」
と
「
義
」

が
対
応
関
係
に
あ
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
他
の
文
字
を
持
つ
言
語
と
同
様
、

「
形
」
す
な
わ
ち
文
字
と
「
義
」
す
な
わ
ち
意
味
の
対
応
関
係
は
あ
く
ま
で

「
音
」
を
媒
介
さ
せ
て
始
め
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
図
式
化
す
る
な
ら
ば

「
形
」
「
音
」
「
義
」
の
関
係
は
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

　
　
　
音

＼
／

形
　
　
　
　
　
　
義

　
し
か
し
、
中
国
語
に
お
い
て
文
字
（
形
）
と
意
味
（
義
）
が
擬
似
的
対
応
関

係
を
持
つ
こ
と
に
よ
り
、
言
語
に
た
い
す
る
関
心
は
な
に
よ
り
も
ま
ず
「
形
」

と
「
義
」
の
対
応
関
係
に
集
中
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
中
国
の
言
語
に
関
す
る

学
問
が
『
説
文
解
字
』
『
爾
雅
』
と
し
て
結
晶
し
て
い
っ
た
の
は
こ
の
た
め
で

あ
る
。
こ
う
し
て
文
字
学
、
訓
詰
学
の
分
野
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
。
つ
い
で

「
形
」
と
「
音
」
の
対
応
関
係
が
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
影
響
を
受
け
つ
つ
、
音

韻
学
と
し
て
定
着
す
る
。
『
切
音
』
『
広
音
』
な
ど
は
そ
の
成
果
で
あ
る
。
そ
し

て
、
明
清
時
代
と
な
り
、
「
音
」
こ
そ
が
言
語
の
本
質
で
あ
る
こ
と
が
認
識
さ

れ
る
よ
う
に
な
り
、
「
音
」
と
「
義
」
の
対
応
関
係
が
関
心
の
的
と
な
る
の
で

あ
る
。
顧
炎
武
、
戴
震
、
王
念
孫
、
段
玉
裁
、
愈
＊
、
章
嫡
麟
な
ど
考
証
学
の

珠
玉
と
も
い
え
る
成
果
は
こ
の
よ
う
に
し
て
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
中
国
の
言

語
の
学
は
「
小
学
」
と
呼
ば
れ
て
き
た
。
「
小
学
」
は
こ
の
よ
う
に
文
字
学
、

訓
詰
学
、
音
韻
学
の
三
分
野
を
網
羅
し
て
い
っ
た
が
、
文
法
の
分
野
に
及
ぶ
こ

と
は
つ
い
に
な
か
っ
た
。
『
文
心
彫
龍
』
の
よ
う
な
修
辞
学
を
テ
ー
マ
と
す
る

書
物
は
現
れ
た
も
の
の
、
体
系
的
な
文
法
書
は
中
国
の
伝
統
学
術
に
は
現
れ
な

か
っ
た
。

　
中
国
が
漢
字
と
い
う
文
字
を
持
っ
た
こ
と
、
そ
れ
は
、
ぼ
く
た
ち
に
た
い
へ

ん
貴
重
な
遺
産
を
遺
し
て
く
れ
た
と
い
え
よ
う
。
漢
字
は
文
字
と
は
な
に
よ
り

も
ま
ず
「
音
」
と
の
対
応
関
係
に
お
い
て
成
立
し
て
い
る
と
い
う
点
で
は
表
音

文
字
で
あ
る
が
、
「
形
」
と
「
義
」
と
の
擬
似
的
対
応
関
係
を
持
つ
た
め
、
他

の
純
粋
な
表
音
文
字
が
音
声
情
報
し
か
提
供
し
な
い
の
に
た
い
し
て
、
歴
史
情

報
を
提
供
し
て
く
れ
る
。
こ
の
点
は
特
筆
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
一
例
を
挙
げ
よ

う
。
為
す
と
い
う
意
味
の
「
爲
」
と
い
う
字
は
た
だ
た
ん
に
〈
W
E
I
＞
と
い

う
発
音
を
表
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
。
「
爲
」
と
い
う
字
は
〈
W
E
I
＞
と

い
う
音
を
媒
介
と
し
て
「
為
す
」
と
い
う
意
味
と
対
応
関
係
に
あ
る
が
、

「
爲
」
と
い
う
「
形
」
は
文
字
の
字
形
の
も
つ
原
初
的
な
意
味
を
保
っ
て
い
る
。

そ
し
て
、
そ
の
字
形
を
分
析
す
る
な
ら
ば
そ
れ
は
象
を
使
う
と
い
う
意
味
で
あ

る
こ
と
が
、
判
明
す
る
。
尭
、
舜
、
禺
と
い
う
聖
王
に
祭
り
上
げ
ら
れ
た
帝
王

の
う
ち
、
舜
は
実
は
象
使
い
部
族
の
長
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
点
は
、
「
爲
」
と

い
う
文
字
に
込
め
ら
れ
た
歴
史
情
報
に
よ
っ
て
証
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
漢
字
と
い
う
文
字
は
「
形
」
と
「
義
」
の
関
係
に
お
い
て
は
は
な
は
だ
す
ぐ

れ
た
性
能
を
発
揮
す
る
。
だ
が
、
「
形
」
と
「
音
」
の
関
係
に
お
い
て
は
は
な

は
だ
し
き
困
難
が
立
ち
は
だ
か
っ
て
い
る
。
「
形
」
か
ら
「
音
」
を
引
き
出
す

こ
と
は
、
熟
練
し
な
い
限
り
ま
ず
不
可
能
で
あ
る
。
中
国
の
言
語
の
学
が

「
形
」
「
音
」
「
義
」
の
三
者
の
関
係
に
終
始
し
て
き
た
の
は
以
上
の
よ
う
な
い

き
さ
つ
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
、
一
部
の
修
辞
学
を
除
き
、
文
の
構
造
に
眼

が
向
か
な
か
っ
た
の
は
や
む
を
得
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
中
国
で
文
の
構
造
に

眼
を
向
け
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
皮
肉
に
も
異
文
化
と
の
接
触
の
結
果
で
あ
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る
。
す
な
わ
ち
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
と
接
触
し
た
結
果
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
言
語
に
精
通
し
て
い
た
馬
建
忠
は
『
馬
氏
文
通
』
を
著
し
、
中
国
の
こ
の
空

白
を
埋
め
よ
う
と
し
た
。
そ
れ
は
慶
賀
す
べ
き
第
一
歩
で
は
あ
っ
た
が
、
た
い

へ
ん
不
幸
な
結
果
を
も
た
ら
す
こ
と
と
な
っ
た
。
馬
建
忠
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
言

語
に
お
い
て
は
、
文
の
構
造
が
動
詞
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
発
見

し
、
動
詞
中
心
の
文
法
体
系
を
作
っ
て
い
っ
た
。
こ
の
体
系
で
は
、
た
と
え
て

み
れ
ば
、
豆
腐
が
文
で
あ
る
と
す
れ
ば
豆
醤
は
文
を
構
成
す
る
各
要
素
、
そ
し

て
動
詞
が
ニ
ガ
リ
に
あ
た
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
門
が
柱
と
ド
ア
に
よ
っ
て
成

り
立
っ
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
動
詞
は
蝶
番
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
動
詞

が
こ
の
よ
う
な
「
要
」
の
位
置
を
占
め
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
他
の
要
素
は

動
詞
と
の
関
係
に
お
い
て
確
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
馬
建
忠
は
中
国
語
に
こ

れ
ま
で
な
か
っ
た
文
の
構
造
を
分
析
す
る
方
程
式
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
導
入
し

た
。
こ
う
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
言
語
に
お
い
て
は
疑
問
を
差
し
挟
む
余
地
の
な

い
方
程
式
が
そ
の
ま
ま
中
国
語
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
方
程
式

の
根
幹
に
は
つ
ぎ
の
二
点
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

（
1
）
S
＋
V
＋
0
の
構
造

（
2
）
品
詞
分
類

こ
の
結
果
、
中
国
語
に
お
い
て
も

（
1
）
主
語
＋
動
詞
＋
賓
語

（
2
）
実
詞
（
名
詞
、
動
詞
、
形
容
詞
）
と
虚
詞
（
代
詞
、
数
詞
、

　
　
介
詞
、
副
詞
、
助
詞
、
連
詞
、
嘆
詞
）
の
品
詞
分
類

量
詞
、

が
文
法
の
根
本
に
据
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
確
か
に
、
虚
実
、
章
句
と
い

う
中
国
の
固
有
の
概
念
を
活
か
し
つ
つ
虚
詞
、
実
詞
、
ま
た
詞
組
と
い
う
中
国

語
の
実
態
に
よ
り
即
し
た
文
法
概
念
を
生
み
出
し
た
こ
と
は
生
み
出
し
た
。
し

か
し
、
根
幹
に
据
え
ら
れ
て
い
る
上
記
の
方
程
式
が
あ
る
か
ぎ
り
、
以
下
の
B

常
的
に
使
わ
れ
る
文
章
で
す
ら
解
釈
が
困
難
と
な
る
。

今
天
來
了
客
人
。

こ
の
一
句
を
動
詞
を
中
心
と
し
て
解
釈
す
る
な
ら
ば
主
語
は
客
人
で
し
か
あ
り

え
な
い
。
そ
の
結
果
、
主
語
の
倒
置
と
い
う
例
外
を
設
け
ざ
る
を
え
な
く
な
る

の
で
あ
る
。
ま
た
、
人
口
に
胎
炎
し
て
い
る

酒
逢
知
己
千
杯
少
、
話
不
投
機
半
句
多
。

と
い
う
一
句
は
無
主
語
と
な
る
。
こ
れ
は
、
主
語
を
動
詞
と
強
制
結
婚
さ
せ
た

結
果
で
あ
る
、
と
判
断
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

　
一
体
、
中
国
語
に
お
い
て
主
語
を
動
作
の
主
体
と
し
て
動
詞
に
対
応
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
対
応
を
前
提
と
し
て
「
作
文
」

す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
わ
た
く
し
は
本
を
買
っ
た
」
と
い

う
文
章
を
中
国
語
に
翻
訳
し
て
み
よ
う
。

我
買
了
一
本
書
。
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確
か
に
こ
の
文
章
は
英
語
の
S
－
V
－
0
の
構
造
を
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

つ
ぎ
の
文
章
と
比
較
す
れ
ば
、
こ
の
文
章
が
た
ま
た
ま
S
l
V
i
O
の
構
造
と

な
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
は
明
確
で
あ
る
。

今
天
買
了
一
本
書
。

こ
の
文
章
は
決
し
て
S
l
V
1
0
の
構
造
と
解
釈
し
え
な
い
も
の
で
あ
る
。
し

か
し
、
「
句
」
1
漢
語
の
セ
ン
テ
ン
ス
に
お
い
て
、
「
我
」
「
今
天
」
が
同
じ
役
割

を
果
た
し
て
い
る
の
は
歴
然
と
し
て
い
る
。
「
我
」
「
今
天
」
が
果
た
し
て
い
る

役
割
と
「
買
了
一
本
書
」
が
果
た
し
て
い
る
役
割
は
そ
れ
ぞ
れ
「
主
語
」
「
謂

語
」
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
漢
語
は
こ
の
主
語
＋
謂
語
の
構
造
を
基
本
と
す
る
。

「
買
了
一
本
書
」
と
い
う
「
句
」
も
可
能
で
あ
る
か
ら
主
語
は
省
略
す
る
こ
と

は
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
漢
語
の
「
句
」
の
基
本
は

（
主
語
）
＋
謂
語

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
こ
の
（
主
語
）
＋
謂
語
が
複
数
繰
り
返
さ
れ
聯

合
式
と
な
る
こ
と
は
妨
げ
な
い
。
漢
語
に
あ
っ
て
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
語
と
は
異

な
り
主
語
に
対
応
す
る
の
は
動
詞
で
は
な
く
、
謂
語
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の

（
主
語
）
＋
謂
語
の
構
造
の
主
語
と
謂
語
の
部
分
に
詞
組
を
組
み
入
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
「
句
」
は
完
成
す
る
の
で
あ
る
。
詞
組
の
類
型
に
つ
い
て
は
さ
ま
ざ
ま

な
説
を
立
て
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
以
下
の
六
式
に
ま
と
め
て

お
く
。

A　A　A　A　A　A654321）　）　）　）　）　）
主
謂
式
；
主
語
＋
謂
語

述
賓
式
；
述
語
＋
賓
語

聯
合
式

定
中
式
；
定
語
＋
中
心
語

状
中
式
；
状
語
＋
中
心
語

中
補
式
；
中
心
語
＋
補
語

（
偏
正
式
1
）

（
偏
正
式
2
）

（
偏
正
式
3
）

詞
組
は
こ
の
六
式
を
基
本
と
し
つ
つ
、
さ
ら
に
各
式
の
要
素
に
六
式
を
組
み
入

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
先
に
例
と
し
て
挙
げ
た
「
酒

逢
知
己
千
杯
少
、
話
不
投
機
半
句
多
」
と
い
う
文
章
に
よ
っ
て
詞
組
と
句
の
関

係
を
見
て
み
よ
う
。

酒
逢
知
己
千
杯
少
、
話
不
投
機
半
句
多
。

こ
の
文
章
は
五
つ
の
階
層
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
。
第
五
の
階
層
が

「
句
」
と
な
っ
て
い
る
ほ
か
、
他
の
四
階
層
は
い
ず
れ
も
「
詞
」
（
第
一
の
階
層

に
お
い
て
の
み
現
れ
る
）
な
い
し
は
「
詞
組
」
で
あ
る
。
漢
語
に
あ
っ
て
注
目

す
べ
き
は
、
「
詞
」
「
詞
組
」
「
句
」
の
構
造
が
完
全
に
一
致
し
て
い
る
点
で
あ
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る
。
そ
し
て
、
漢
語
の
生
命
は
「
詞
」
と
「
句
」
を
媒
介
す
る
「
詞
組
」
に
あ

る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
「
詞
組
」
が
階
層
を
形
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

「
句
」
に
お
け
る
表
現
の
豊
か
さ
が
実
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
「
詞
」
が
階
層
的
に
「
詞
組
」
を
構
成
し
、
そ
の
「
詞
組
」
を
「
主
謂
」
構

造
に
お
い
て
統
合
す
る
、
そ
こ
に
漢
語
の
生
命
が
存
す
る
。

　
「
句
」
が
陳
述
と
し
て
全
体
を
表
す
と
す
る
な
ら
ば
、
「
詞
」
な
い
し
は
「
詞

組
」
は
全
体
を
構
成
す
る
部
分
で
あ
る
が
、
「
句
」
は
単
に
「
詞
組
」
と
い
う

部
分
の
算
術
的
総
和
で
は
な
い
。
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
に
お
い
て
各
パ
ー
ト
が
そ
れ

ぞ
れ
の
役
割
を
果
た
し
つ
つ
、
メ
ロ
デ
ィ
ー
を
奏
で
、
ひ
と
つ
の
全
体
的
ハ
ー

モ
ニ
ー
を
構
成
す
る
の
と
同
様
、
「
詞
」
な
い
し
は
「
詞
組
」
は
「
句
」
に
お

い
て
単
な
る
構
成
要
素
で
は
な
く
、
あ
る
役
割
を
果
た
し
つ
つ
「
句
」
と
い
う

全
体
の
な
か
で
機
能
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
に
お
い
て
バ
イ
オ

リ
ン
が
独
奏
し
て
い
る
場
合
、
そ
れ
は
「
詞
」
に
讐
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま

た
、
チ
ェ
ロ
と
ク
ラ
リ
ネ
ッ
ト
と
フ
ル
ー
ト
が
メ
ロ
デ
ィ
ー
を
奏
で
て
い
る
と

き
、
そ
れ
は
三
つ
の
「
詞
」
か
ら
な
る
「
詞
組
」
に
讐
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
場
合
、
あ
く
ま
で
全
体
の
ハ
ー
モ
ニ
ー
の
な
か
で
の
み
こ
の
メ
ロ
デ
ィ
ー

は
意
味
を
も
つ
。
こ
の
よ
う
に
「
句
」
の
な
か
で
、
役
割
を
果
た
し
つ
つ

「
句
」
構
成
す
る
「
詞
」
な
い
し
は
「
詞
組
」
を
「
語
」
と
呼
ぷ
。
例
を
挙
げ

て
み
よ
う
。

我
不
去
北
京
、
去
上
海
。

こ
の
「
句
」
の
「
詞
」
の
レ
ベ
ル
は
「
我
」
「
不
」
「
去
」
「
北
京
」
「
上
海
」
で

あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
「
私
」
「
な
い
」
「
行
く
」
「
北
京
」
「
上
海
」
を
意
味
す
る
。

「
詞
組
」
の
第
一
階
層
「
去
北
京
」
は
「
北
京
へ
行
く
」
、
第
二
階
層
「
不
去
北

京
」
「
去
上
海
」
は
そ
れ
ぞ
れ
「
北
京
に
行
か
な
い
」
「
上
海
に
行
く
」
、
第
三

階
層
「
不
去
北
京
、
去
上
海
」
は
「
北
京
に
は
行
か
ず
に
上
海
に
行
く
」
と
な

り
、
「
句
」
全
体
で
は
「
私
は
北
京
に
は
行
か
ず
に
上
海
に
行
く
」
と
い
う
意

味
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
「
語
」
は
「
句
」
「
詞
」
「
詞
組
」
に
還
元
し
え
な
い

役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
上
述
し
た
よ
う
に
漢
語
に
あ
っ
て
は

「
詞
」
「
詞
組
」
「
句
」
は
同
じ
原
理
す
な
わ
ち
六
式
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い

る
。
「
詞
」
の
レ
ベ
ル
で
考
え
て
み
よ
う
。

改瓦國國司國
正解旗家令螢
展回美美登心
開想人麗言疹

性
急
な
ど
；
主
謂
式

革
命
な
ど
；
述
賓
式

看
守
な
ど
；
聯
合
式

動
物
な
ど
；
定
中
式

血
紅
な
ど
；
状
中
式

扇
動
な
ど
；
中
補
式
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「
詞
」
と
は
「
詞
組
」
が
社
会
の
な
か
で
ひ
と
つ
の
意
味
と
し
て
市
民
権
を
獲

得
し
、
辞
書
に
登
録
さ
れ
た
も
の
を
い
う
。
そ
れ
故
、
「
詞
」
は
文
法
上
の
単

位
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
「
清
朝
を
革
命
す
る
」
に
あ
た
る
漢
語
を
書
い
て
み

よ
う
。
そ
れ
は
、
「
革
清
朝
的
命
」
で
あ
っ
て
、
け
っ
し
て
「
革
命
清
朝
」
で

は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
「
詞
組
」
本
来
の
機
能
を
失
う
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
つ
ぎ
に
「
詞
組
」
の
レ
ベ
ル
で
考
え
て
み
よ
う
。
事
態
は
一
気
に
複
雑
化
す

る
。
た
と
え
ば
「
我
去
」
と
い
う
「
主
謂
式
」
の
「
詞
組
」
は
ど
う
い
う
意
味

な
の
で
あ
ろ
う
か
。
三
つ
の
可
能
性
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

「
ぼ
く
は
行
く
」
「
ぼ
く
が
行
く
」
「
ぼ
く
な
ら
行
く
」
の
可
能
性
で
あ
る
。
こ

の
「
我
去
」
と
い
う
「
詞
組
」
を
つ
ぎ
の
「
句
」
の
な
か
で
考
え
て
み
よ
う
。

か
し
漢
語
の
場
合
、
言
語
を
「
読
み
取
る
」
作
業
は
、
言
語
を
「
読
み
込
む
」

作
業
を
前
提
と
し
て
行
わ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
「
述
賓
式
」
の
場
合
、
さ
ら
に
複
雑
で
あ
る
。
「
打
」
と
い
う
述
語
に
い
く
つ

か
の
賓
語
を
つ
け
て
「
詞
組
」
を
作
っ
て
み
よ
う
。
「
打
棒
球
」
「
打
飯
」
「
打

醤
油
」
「
打
水
」
「
打
　
棒
」
「
打
字
」
「
打
北
京
隊
」
と
い
う
「
詞
組
」
を
翻
訳

す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
「
野
球
を
す
る
」
「
ご
飯
を
取
っ
て
く
る
」

「
醤
油
を
買
う
」
「
水
を
撒
く
」
「
こ
ん
棒
で
殴
る
」
「
タ
イ
プ
を
打
つ
」
「
北
京

チ
ー
ム
と
試
合
を
す
る
」
ま
た
は
「
北
京
チ
ー
ム
を
打
ち
負
か
す
」
「
北
京
チ

ー
ム
で
プ
レ
ー
す
る
」
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
述
語
と
賓
語
の
意
味
関
係
は
同

じ
述
賓
式
に
あ
り
な
が
ら
千
変
万
化
す
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
賓
語
は
動

作
を
表
す
述
語
の
主
体
に
も
な
り
う
る
。
つ
ぎ
の
文
章
を
見
て
い
た
だ
き
た
い
。

今
天
　
我
　
去
。

今
天
來
了
客
人
。

「
我
去
」
と
い
う
「
詞
組
」
は
ど
の
よ
う
な
意
味
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
今

日
は
ぼ
く
が
行
く
」
「
今
日
ぼ
く
は
行
く
」
「
今
日
ぼ
く
が
行
く
」
「
今
日
だ
っ

た
ら
ぼ
く
が
行
く
」
　
　
さ
ら
に
別
の
意
味
を
も
つ
か
も
し
れ
な
い
。
で
は
、

「
句
」
の
意
味
を
決
定
す
る
の
は
い
か
な
る
も
の
な
の
か
。
こ
の
点
、
漢
語
は

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
言
語
と
も
、
日
本
語
と
も
決
定
的
に
異
な
る
。
「
句
」
の
意
味

を
決
定
す
る
の
は
「
言
語
の
場
」
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
一
般
的
に
い
っ
て
ぼ

く
た
ち
は
言
語
を
「
読
み
取
る
」
こ
と
を
前
提
に
言
語
を
「
読
み
込
む
」
。
し

こ
れ
は
「
今
日
、
客
が
来
た
」
と
訳
す
ほ
か
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
主
語
＋
謂
語
、

述
語
＋
賓
語
と
い
う
形
式
は
一
定
で
あ
る
が
、
そ
の
意
味
関
係
は
形
式
の
裏
に

隠
れ
て
お
り
、
言
語
の
場
に
お
い
て
確
定
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
表
の

形
式
、
す
な
わ
ち
六
式
と
裏
の
意
味
関
係
を
そ
れ
ぞ
れ
「
顕
性
形
式
」
「
潜
在

意
義
」
と
名
付
け
て
お
こ
う
。

　
漢
語
の
構
造
は
六
式
に
基
づ
い
た
「
詞
組
」
の
階
層
的
秩
序
こ
そ
そ
の
本
質

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
か
り
に
一
歩
譲
歩
し
て
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と
い
う
図
式
を
設
定
し
、
前
述
の
六
式
を
図
式
化
す
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、

「
顕
性
形
式
」
「
潜
在
意
義
」
に
内
在
す
る
問
題
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き

る
。
こ
の
よ
う
な
図
式
は
そ
れ
自
体
漢
語
の
豊
か
さ
を
を
保
証
す
る
「
詞
組
」

の
階
層
性
を
無
視
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
在
の
教
科
書
は
こ
の
図
式

す
ら
基
本
と
し
て
い
な
い
。
い
ず
れ
も
S
＋
V
＋
0
に
模
し
た

主
語
＋

語

［動
詞

状
語

賓
語

補
語

と
い
う
図
式
を
基
本
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
動
詞
を
前
提
と
し
て
名
詞
、
形

容
詞
を
確
定
し
「
動
詞
述
語
文
」
「
形
容
詞
述
語
文
」
「
名
詞
述
語
文
」
と
い
っ

た
文
型
を
並
べ
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
名
詞
」
「
動
詞
」
「
形
容
詞
」
と

い
う
三
大
品
詞
を
前
提
と
し
つ
つ
そ
の
他
の
品
詞
「
量
詞
」
「
代
名
詞
」
「
副

詞
」
「
前
置
詞
」
「
接
続
詞
」
「
助
詞
」
「
感
嘆
詞
」
と
確
定
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

混
乱
は
増
す
ば
か
り
で
あ
る
。

　
前
述
の
と
お
り
漢
語
に
あ
っ
て
は
一
音
節
の
「
詞
」
を
除
い
て
「
詞
」
は

「
詞
組
」
が
社
会
的
に
定
着
し
た
も
の
で
あ
り
、
文
法
的
概
念
で
は
な
い
。
た

と
え
ば
、
「
革
命
」
と
い
う
「
詞
」
の
品
詞
を
確
定
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

辛
亥
革
命
の
「
革
命
」
は
名
詞
、
革
命
行
動
の
「
革
命
」
は
革
命
的
な
行
動
と

訳
し
た
場
合
は
形
容
詞
、
革
命
行
動
と
訳
し
た
場
合
は
名
詞
、
革
清
朝
的
命
の

「
革
命
」
は
動
詞
、
な
ど
と
言
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
も
、
「
革
清
朝
的

命
」
の
「
革
命
」
を
「
詞
」
と
言
う
こ
と
な
ど
け
っ
し
て
で
き
な
い
。
こ
の
よ

う
に
品
詞
を
確
定
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
混
乱
は
増
す
ば
か
り
で
あ
る
。
し

か
し
、
こ
の
「
句
」
を
、

辛
亥
革
命

革
命
行
動
革
清
朝
的
命

と
解
釈
し
、
そ
の
「
潜
在
意
義
」
を
考
え
れ
ば
た
ち
ど
こ
ろ
に
氷
解
す
る
。
漢

語
に
お
い
て
は
文
法
的
概
念
と
し
て
の
品
詞
が
ま
っ
た
く
必
要
の
な
い
こ
と
は

自
明
で
あ
る
。
漢
語
に
あ
っ
て
は
文
法
的
概
念
と
し
て
「
詞
組
」
と
「
語
」
そ

し
て
「
句
」
と
い
う
概
念
が
あ
れ
ば
十
分
で
あ
る
。

　
さ
て
、
主
語
＋
動
詞
＋
賓
語
と
い
う
方
程
式
を
中
心
に
漢
語
の
文
法
を
構
築

す
る
な
ら
ば
、
こ
と
に
主
語
と
賓
語
に
つ
い
て
漢
語
の
実
態
に
適
合
し
な
い
解

釈
が
続
出
す
る
こ
と
と
な
る
の
は
さ
き
に
見
た
と
お
り
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
主

語
（
名
詞
）
＋
述
語
（
動
詞
）
＋
賓
語
（
名
詞
）
と
い
う
暗
黙
の
前
提
が
あ
り
。

主
語
と
は
動
詞
の
主
体
を
表
す
名
詞
を
表
し
、
賓
語
と
は
動
詞
の
目
的
語
を
表

す
名
詞
と
考
え
る
た
め
で
あ
る
。
一
方
、
漢
語
の
実
態
に
即
し
つ
つ
、
主
語
は

謂
語
に
こ
そ
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
、
し
か
も
、
「
潜
在
意
義
」
は
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「
言
語
の
場
」
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
漢
語
に
お
い
る
主

語
は
ほ
ぼ
以
下
の
四
つ
の
意
味
関
係
に
集
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち

（
1
）
主
題
（
2
）
状
況
（
3
）
条
件

で
あ
る
。
例
を
挙
げ
て
み
よ
う
。

北
京
、
我
没
有
去
過
。

今
天
我
去
北
京
。

他
去
北
京
好
。

今
天
他
去
。

主条状主
体件況題
）　 ）　 ）　 ）

（
4
）
動
作
の
主
体
と
し
て
の
主
語
、

北
京
へ
は
行
っ
た
こ
と
が
な
い
。

今
日
、
ぼ
く
は
北
京
へ
行
く
。

彼
が
北
京
に
行
け
ば
良
い
。

今
日
は
彼
が
行
く
。

　
ま
た
、
賓
語
も
多
様
な
「
潜
在
意
義
」
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
。
日
本
語
の

「
を
」
「
に
」
「
へ
」
「
か
ら
」
「
に
よ
っ
て
」
「
で
」
「
が
」
な
ど
の
意
味
関
係
を

表
し
得
る
の
で
あ
る
。

買
了
書
。

住
北
京
。

去
北
京
。

回
學
校

洗
熱
水
。

死
了
人
。

（
を
）

（
に
）

（
へ
）

（
か
ら
）

（
で
）

（
が
）

本
を
買
っ
た
。

北
京
に
住
む
。

北
京
へ
行
く
。

学
校
か
ら
帰
る
。

お
湯
で
洗
う
。

人
が
死
ん
だ
。

　
日
本
で
は
い
わ
ゆ
る
「
漢
文
訓
読
」
と
い
う
形
式
で
千
数
百
年
に
わ
た
っ
て

漢
語
に
親
し
ん
で
き
た
。
そ
れ
は
、
漢
語
と
い
う
日
本
語
と
は
異
な
る
言
語
を

読
み
解
く
知
恵
で
あ
っ
た
。
漢
文
訓
読
と
は
返
り
点
と
送
り
仮
名
を
基
本
と
す

る
が
、
返
り
点
と
は
ま
さ
に
「
詞
組
」
の
階
層
的
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
装
置

で
あ
り
、
送
り
仮
名
と
は
「
潜
在
意
義
」
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

ぼ
く
た
ち
が
こ
の
遺
産
を
捨
て
て
、
S
＋
V
＋
0
の
構
造
、
そ
し
て
品
詞
分
類

に
振
り
回
さ
れ
る
の
は
不
可
思
議
と
い
う
他
は
な
い
。

　
漢
語
の
主
謂
構
造
お
よ
び
述
賓
構
造
に
お
い
て
、
「
顕
性
形
式
」
（
文
法
形

式
）
か
ら
「
潜
在
意
義
」
（
意
味
関
係
）
を
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う

に
、
そ
の
他
の
聯
合
構
造
、
定
中
構
造
、
状
中
構
造
、
中
補
構
造
に
お
い
て
も

「
潜
在
意
義
」
を
決
定
す
る
の
は
「
顕
性
形
式
」
で
は
な
く
「
言
語
の
場
」
で

あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
小
論
で
は
紙
幅
の
関
係
か
ら
漢
語
に
お
け
る

「
主
語
」
と
「
賓
語
」
の
性
格
に
と
ど
め
「
定
語
」
「
状
語
」
「
補
語
」
の
性
格

に
つ
い
て
は
贅
言
し
な
い
。
た
だ
、
主
謂
式
と
定
中
式
お
よ
び
状
中
式
、
述
賓

式
と
中
補
式
に
親
和
性
が
あ
る
こ
と
は
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

二
　
体
用
虚
実
篇

　
漢
語
は
「
詞
」
を
含
ん
だ
意
味
で
の
「
詞
組
」
が
「
句
」
の
な
か
で
「
詞

組
」
に
還
元
し
え
ぬ
役
割
、
す
な
わ
ち
「
語
」
と
し
て
機
能
し
て
い
る
点
に
そ

の
特
徴
が
あ
る
。
か
つ
て
コ
詞
組
L
は
「
仇
語
」
と
呼
ば
れ
て
き
た
。
こ
の
よ

う
に
し
て
コ
詞
L
と
区
別
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
「
詞
」
は
社
会
的
に
確
定
し

た
概
念
で
あ
り
、
文
法
的
概
念
で
な
い
こ
と
は
先
に
見
た
。
だ
と
す
る
な
ら
ば
、

「
仇
語
」
は
名
称
と
し
て
「
詞
組
」
と
比
べ
よ
り
適
切
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

文
法
概
念
と
し
て
「
詞
」
と
い
う
概
念
を
立
て
る
必
要
が
な
い
と
す
れ
ば
、
こ

と
さ
ら
「
仇
語
」
と
い
う
概
念
を
立
て
る
必
要
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
「
詞
」
「
詞

組
」
を
包
摂
す
る
概
念
と
し
て
「
語
」
と
い
う
概
念
の
み
で
十
分
で
あ
る
。
こ

の
「
語
」
は
ひ
と
つ
の
文
章
と
し
て
完
成
し
た
と
き
、
そ
の
「
語
」
は
「
句
」
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と
な
る
。
中
国
で
は
「
文
法
」
を
「
語
法
」
と
呼
ん
で
い
る
が
、
き
わ
め
て
適

切
な
名
称
で
あ
る
と
思
う
。

　
で
は
、
「
語
」
が
「
詞
」
「
詞
組
」
と
異
な
る
点
は
、
何
処
に
あ
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
そ
れ
は
、
つ
ぎ
の
二
点
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

（
1
）
脈
絡
作
用

（
2
）
語
気
作
用

で
あ
る
。

う
。

日
本
語
の
「
象
は
鼻
が
長
い
」
と
い
う
文
章
を
漢
語
に
訳
し
て
み
よ

大
象
　
鼻
子
　
長
。

主

主
謂

謂

日
本
語
の
「
象
は
鼻
が
長
い
」
に
お
い
て
、
「
象
」
「
鼻
」
は
単
語
、
中
国
語
の

「
詞
」
に
あ
た
る
が
、
「
象
」
「
鼻
」
だ
け
で
は
文
法
上
い
か
な
る
役
割
も
果
た

し
て
い
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
「
象
は
」
「
鼻
が
」
と
な
っ
て
は
じ
め
て
文
法
上
の

役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
漢
語
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

「
大
象
」
「
鼻
子
」
は
「
詞
」
と
し
て
は
い
か
な
る
語
法
上
の
役
割
を
果
た
し
て

い
な
い
。
し
か
し
、
「
鼻
子
長
」
と
い
う
謂
語
に
対
応
す
る
主
語
と
し
て
の

「
大
象
」
、
「
長
」
と
い
う
謂
語
に
対
応
す
る
主
語
と
し
て
の
「
鼻
子
」
は
そ
れ

ぞ
れ
「
語
」
と
し
て
語
法
上
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
日
本

語
の
「
象
は
」
「
鼻
が
」
に
あ
た
る
漢
語
の
「
語
」
と
し
て
の
「
大
象
」
「
鼻

子
」
が
語
法
上
の
役
割
を
果
た
し
う
る
の
は
、
そ
れ
が
「
脈
絡
作
用
」
を
も
つ

か
ら
で
あ
る
。

　
一
方
、
「
長
」
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は
「
陳
述
」
の
「
語
気
作

用
」
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
「
詞
」
と
し
て
の
「
長
」
は
「
長
さ
」
「
長
い
」

「
長
く
」
「
長
く
す
る
」
と
い
う
意
味
に
な
り
う
る
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で

「
句
」
の
な
か
で
「
語
」
の
役
割
を
果
た
し
て
は
じ
め
て
一
定
の
意
味
を
獲
得

す
る
の
で
あ
っ
て
「
詞
」
の
「
長
」
が
先
験
的
に
一
定
の
意
味
を
も
っ
て
い
る

訳
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
「
大
象
鼻
子
長
」
と
い
う
「
句
」
に
お
い
て
「
長
」

は
主
語
の
「
鼻
子
」
に
対
応
す
る
「
謂
語
」
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
よ
っ
て

「
陳
述
」
と
い
う
「
語
気
作
用
」
を
獲
得
し
て
い
る
。
同
様
に
「
詞
組
」
を
構

成
し
て
い
る
「
鼻
子
長
」
も
主
語
の
「
大
象
」
の
謂
語
に
な
っ
て
お
り
「
語
気

作
用
」
を
も
つ
。

　
漢
語
に
あ
っ
て
は
他
の
言
語
と
同
じ
く
「
句
」
は
必
ず
し
も
「
脈
絡
作
用
」

は
必
要
と
し
な
い
。
た
と
え
ば
、
「
去
」
と
い
う
「
句
」
を
考
え
て
み
よ
う
。

こ
の
「
句
」
は
「
言
語
の
場
」
に
お
い
て
「
行
け
」
「
行
き
な
さ
い
」
「
行
っ
た

ら
」
「
行
く
の
」
「
行
っ
て
し
ま
っ
た
」
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
を
も
ち
う
る
。

こ
の
「
句
」
は
主
語
の
な
い
謂
語
の
み
に
よ
っ
て
な
り
た
っ
て
い
る
。
先
に
見

た
よ
う
に
漢
語
は

（
主
語
）
＋
謂
語

を
基
本
と
し
て
い
る
。
こ
の
事
実
は
謂
語
こ
そ
漢
語
の
「
句
」
の
本
質
で
あ
る

こ
と
を
示
し
て
い
る
。
だ
が
、
な
に
故
、
漢
語
に
お
い
て
謂
語
が
「
句
」
の
本
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質
で
あ
る
の
か
。
そ
れ
は
、
謂
語
が
「
語
気
作
用
」
を
も
つ
か
ら
で
あ
る
。
そ

れ
に
た
い
し
て
主
謂
式
を
含
む
六
式
は
「
脈
絡
作
用
」
を
表
す
。
ま
と
め
る
な

ら
ば
、

詞詞
組

語謂
語

そ
れ
自
体
、
文
法
上
の
役
割
は
な
い
。
た
だ
し
、

は
文
法
的
構
造
を
も
つ
。

そ
れ
自
体
、
文
法
上
の
役
割
は
な
い
。
た
だ
し
、

は
文
法
的
構
造
を
も
つ
。

謂
語
を
除
い
て
「
脈
絡
作
用
」
を
も
つ
。

「
語
気
作
用
」
を
も
っ
。

内
部
構
造
に

内
部
構
造
に

　
中
国
に
は
「
体
用
」
と
い
う
概
念
が
あ
る
。
本
体
と
作
用
と
考
え
て
大
き
な

過
誤
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
海
に
警
え
て
い
う
な
ら
ば
、
海
水
は

「
体
」
、
波
と
海
の
色
は
「
用
」
で
あ
る
。
こ
の
「
体
用
」
と
い
う
概
念
を
漢
語

の
語
法
に
讐
え
る
な
ら
ば
、
「
体
」
は
「
詞
」
「
詞
組
」
に
、
「
用
」
は
「
語
」

に
あ
た
る
。
「
詞
」
「
詞
組
」
は
言
わ
ば
海
の
水
、
「
語
」
（
「
謂
語
」
を
除
く
）

は
海
の
波
、
「
謂
語
」
は
海
の
色
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
「
詞
」
「
詞

組
」
「
語
」
「
句
」
と
い
う
文
法
の
基
本
概
念
は
「
体
用
」
の
論
理
に
お
い
て
整

然
た
る
秩
序
を
保
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
漢
語
は
「
詞
」
を
含
む
「
詞
組
」
を
「
語
」
と
し
て
確
定
し
（
顕
性
形
式
）

そ
の
「
脈
絡
作
用
」
お
よ
び
「
語
気
作
用
」
（
潜
在
意
義
）
を
「
言
語
の
場
」

に
お
い
て
確
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
句
」
の
分
析
は
完
了
す
る
。
そ
こ
に
品

詞
の
概
念
を
介
在
さ
せ
る
余
地
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
漢
語
の
性
格
を
と
ら
え

て
「
論
理
的
で
は
な
い
」
「
曖
昧
で
あ
る
」
と
の
指
摘
が
こ
れ
ま
で
な
さ
れ
て

き
た
。
ま
た
、
冒
頭
指
摘
し
た
漢
字
と
は
象
形
文
字
で
は
な
い
の
か
と
い
う
誤

解
と
相
倹
っ
て
漢
語
に
は
根
本
的
な
欠
陥
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
意
識

が
醸
成
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
疑
問
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
答
え
が
可
能
で
あ

る
。
ま
ず
「
漢
字
は
象
形
文
字
で
は
な
い
の
か
」
と
い
う
疑
問
に
は
、
こ
れ
は

完
全
な
誤
解
で
あ
る
と
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
漢
語
は
論
理
的
で
は
な

い
」
と
い
う
疑
問
に
は
、
い
か
な
る
言
語
も
百
パ
ー
セ
ン
ト
論
理
的
で
あ
る
と

答
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
論
理
の
形
式
は
異
な
る
か
も
知
れ
な
い
が
百
パ
ー
セ

ン
ト
論
理
的
で
な
け
れ
ば
ど
の
よ
う
に
し
て
意
思
を
疎
通
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

よ
う
か
。
さ
ま
ざ
ま
な
疑
問
の
な
か
で
検
討
を
要
す
る
の
は
「
漢
語
は
曖
昧
な

の
で
は
な
い
の
か
」
と
い
う
疑
問
に
つ
い
て
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
漢
語
の
「
曖
昧
さ
」
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
「
脈
絡
作
用
」
と
「
語
気

作
用
」
と
い
う
言
語
の
本
質
に
関
わ
る
も
の
が
言
語
の
形
式
（
た
と
え
ば
格
変

化
や
テ
ニ
ヲ
ハ
）
で
は
な
く
「
言
語
の
場
」
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
た
め
に
発
生

す
る
現
象
で
あ
る
。
「
象
は
鼻
が
長
い
」
の
例
で
見
て
み
よ
う
。

漢
語
（
文
字
）
　
　
漢
語
（
音
声
）
　
　
　
日
本
語

大
象
鼻
子
長
。
　
　
大
象
一
一
鼻
子
長
。
　
　
象
は
鼻
が
長
い
。

大
象
鼻
子
長
。
　
　
大
象
一
一
鼻
子
＝
長
。
　
象
は
鼻
は
長
い
。

は
な
く
）

大
象
鼻
子
長
。
　
　
大
象
鼻
子
長
。
　
　
　
象
が
鼻
が
長
い
。

ン
で
は
な
く
）

（
一
一
の
記
号
は
息
を
い
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
）

（
尻
尾
で

（
ラ
イ
オ

こ
の
例
の
場
合
、
日
本
語
に
お
い
て
は
言
語
の
形
式
に
お
い
て
意
味
が
確
定
さ
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れ
て
い
る
が
、
漢
語
の
場
合
は
意
味
の
確
定
は
「
言
語
の
場
」
に
委
ね
ら
れ
て

い
る
。
し
か
し
、
漢
語
に
お
い
て
も
音
声
と
し
て
表
現
さ
れ
る
な
ら
ば
、
息
を

入
れ
る
と
い
う
言
語
の
形
式
に
よ
っ
て
意
味
を
確
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
英

語
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
「
弓
7
①
笥
⊆
コ
犀
亀
Φ
δ
9
p
コ
ニ
の
δ
コ
㈹
゜
」

と
い
う
表
現
以
外
、
説
明
を
加
え
る
こ
と
な
し
に
言
語
の
形
式
と
し
て
こ
の
三

つ
の
意
味
関
係
を
区
別
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
場
合
は
英
語
の
方
が

「
言
語
の
場
」
に
依
存
し
て
い
る
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
日
本
語
の

「
泳
ぐ
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
い
う
文
章
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。

日
本
語

泳
げ
な
い
。

泳
げ
な
い
。

泳
げ
な
い
。

（
溺
れ
る
た
め
）

（
あ
る
事
情
で
）

（
危
険
す
ぎ
て
）

　
漢
語

不
會
遊
泳
。

不
能
遊
泳
。

不
敢
遊
泳
。

こ
の
例
文
の
場
合
、
日
本
語
が
漢
語
に
比
べ
て
「
言
語
の
場
」
に
た
い
す
る
依

存
度
が
格
段
と
強
い
の
は
明
自
で
あ
る
。
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
い
か
な
る
言
語

も
意
味
の
確
定
は
「
言
語
の
場
」
に
依
存
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
意
味
の
確

定
に
お
け
る
「
言
語
の
場
」
に
た
い
す
る
依
存
は
漢
語
の
専
売
特
許
で
は
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
「
曖
昧
さ
」
も
漢
語
の
専
売
特
許
で
は
な
い
。

　
人
は
、
し
ば
し
ば
漢
語
は
「
曖
昧
」
で
あ
る
と
い
う
。
そ
れ
が
、
「
言
語
の

場
」
と
「
言
語
の
形
式
」
と
「
意
味
の
確
定
」
に
つ
い
て
言
わ
れ
る
な
ら
ば
、

上
述
の
よ
う
に
肯
首
し
が
た
い
。
し
か
し
、
漢
語
の
あ
る
特
徴
を
と
ら
え
て
い

う
な
ら
ば
、
そ
れ
は
ま
た
否
定
し
が
た
い
。
ぼ
く
は
こ
の
特
徴
を
「
曖
昧
さ
」

と
言
わ
ず
に
「
詩
的
表
現
」
と
言
い
た
い
。
例
を
人
口
の
膳
表
し
た
つ
ぎ
の
詩

に
取
っ
て
み
よ
う
。

花夜塵春
　　　　春
落來虜眠曉

知風聞不
　　　　孟
多雨哺覧浩
　　　　然
少聲鳥曉

こ
の
詩
の
語
法
的
構
造
を
示
し
つ
つ
、

拙
訳
を
掲
げ
て
お
く
。

春
　
眠
　
不
　
畳
　
暁

定
中主

述
賓

春
眠
暁
を
覚
え
ず

処
々
に
暗
鳥
を
聞
く

夜
来
風
雨
の
声

花
落
ち
る
こ
と
知
り
ぬ
多
少
ぞ

状
　
中

か
つ
そ
の
「
潜
在
意
義
」
を
示
す
た
め
、

謂

塵
虎
　
聞
　
哺
鳥

春
の
眠
り
と
は
暁
の
時
さ
え
気
が
付
か
せ

ぬ
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か

聯
合主

定
中

述
　
賓

謂

だ
が
、
ふ
と
気
が
付
い
て
み
る
と
至
る
と

こ
ろ
か
ら
鳴
く
鳥
の
嚇
り
が
耳
に
入
っ
て

く
る
で
は
な
い
か
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夜
　
來
　
風
雨
　
聲

定

花
　
落
　
知
　
多
　
少

主
謂

聯
信

昨
夜
来
、

た
が

主

し
き
り
と
風
雨
の
音
が
し
て
い

花
は
い
っ
た
い
ど
れ
ほ
ど
散
っ
た
の
で
あ

ろ
う
か

述
　
賓

謂

拙
訳
の
ほ
か
さ
ま
ざ
ま
な
訳
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
こ
と
に
、
中
国
の
詩
に
関
し

て
顕
著
な
の
で
あ
る
が
、
読
者
は
「
言
語
の
場
」
を
自
ら
設
定
す
る
こ
と
が
、

す
な
わ
ち
「
読
み
込
む
」
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
が
人
び
と
に
「
曖

昧
さ
」
と
写
る
ま
で
あ
ろ
う
か
。
中
国
は
こ
の
よ
う
な
「
詩
的
言
語
」
を
極
限

に
ま
で
発
展
さ
せ
て
き
た
。
四
六
駐
麗
体
、
古
典
詩
は
そ
の
典
型
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
漢
語
は
「
詩
的
」
言
語
で
は
あ
っ
て
も
「
曖
昧
」
な
言
語
で
は
な
い
。

そ
れ
は
小
論
の
主
題
で
あ
る
漢
語
に
お
け
る
「
品
詞
」
の
問
題
と
深
く
係
わ
る
。

　
漢
語
の
語
法
に
関
し
、
馬
建
忠
以
来
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
語
の
概
念
に
振
り
回
さ

れ
て
き
た
。
そ
の
最
た
る
も
の
が
S
V
O
構
造
と
品
詞
分
類
で
あ
る
こ
と
は
見

て
き
た
。
漢
語
と
い
う
言
語
を
見
る
場
合
、
な
に
故
、
中
国
が
長
い
歴
史
を
通

じ
て
育
ん
で
き
た
概
念
に
よ
っ
て
分
析
す
る
こ
と
な
し
に
、
異
質
の
概
念
に
よ

っ
て
分
析
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
は
筆
者
に
と
っ
て

年
来
の
疑
問
で
あ
る
。

　
「
詞
」
は
そ
の
内
部
構
造
は
語
法
的
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
社
会
的
に
成
立

し
た
も
の
で
あ
る
。
漢
語
に
あ
っ
て
こ
と
に
特
徴
的
な
表
現
に
四
字
成
句
が
あ

る
が
、
そ
れ
は
「
詞
組
」
が
語
法
に
基
づ
い
て
社
会
的
、
歴
史
的
に
認
知
さ
れ

た
表
現
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
四
字
成
句
に
歴
史
故
事
に
基
づ
く
も
の
が
多
い
の

は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
詞
」
を
形
式
的
に
分
類
し
、
文
法
上

「
品
詞
」
と
し
て
固
定
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
だ
と
す
る
な
ら
ば
漢
語
に

お
い
て
「
品
詞
分
類
」
は
］
切
不
要
で
あ
ろ
う
か
。

　
つ
ぎ
の
例
文
を
見
て
み
よ
う
。

他
已
経
到
北
京
。

他
巳
経
到
北
京
來
。

「
到
北
京
」
と
「
到
北
京
來
」

語
法
構
造
は
異
な
る
。

匿
到

北
京

か
れ
は
す
で
に
北
京
に
到
着
し
た
。

か
れ
は
す
で
に
北
京
に
到
着
し
た
。

は
日
本
語
の
意
味
は
同
じ
で
あ
る
が
、
漢
語
の

到
　
北
京
　
來

述
賓状

　
　
中

再
び
「
打
北
京
隊
」
の
例
を
見
て
み
よ
う
。

打
北
京
隊
。
↓
把
北
京
隊
打
（
敗
）
。
　
北
京
チ
ー
ム
を
敗
る
。
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打
北
京
隊
。
↓
和
北
京
隊
打
。

打
北
京
隊
。
↓
在
北
京
隊
打
。

北
京
チ
ー
ム
と
試
合
を
す
る
。
　
い
。
あ
る
「
詞
」
に
関
し
あ
る
場
合
は
「
虚
指
」
あ
る
場
合
は

北
京
チ
ー
ム
で
試
合
を
す
る
。
　
え
る
だ
け
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

例
文
に
お
け
る
「
到
」
「
把
」
「
和
」
「
在
」
は
語
法
上
役
割
を
果
た
し
て
い
る

も
の
の
、
意
味
上
は
す
で
に
「
到
る
」
「
把
え
る
」
「
と
も
に
す
る
」
「
在
る
」

と
い
う
意
味
を
失
い
、
そ
れ
ぞ
れ
「
に
」
「
を
」
「
と
」
「
で
」
と
い
う
日
本
語

の
「
テ
ニ
ヲ
ハ
」
に
あ
た
る
意
味
し
か
も
っ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
現
実
の

世
界
に
対
応
す
る
事
物
、
事
象
を
も
た
な
い
現
象
を
「
虚
指
」
と
い
う
。
漢
語

は
語
法
上
固
定
的
な
「
品
詞
分
類
」
は
不
可
能
で
あ
る
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う

な
「
虚
実
」
の
分
類
は
可
能
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
「
虚
指
」
「
実
指
」
と
は
現
実
の
世
界
に
対
応
す
る
事
物
、
事
象
を
も
つ
か
い

な
か
に
よ
っ
て
区
分
し
う
る
。
し
か
し
、
「
虚
実
」
を
戴
然
と
区
分
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
た
と
え
ば
、
「
名
詞
」
的
な
意
味
を
も
つ
「
詞
」
を
例
に
と
っ

て
み
よ
う
。
「
書
」
（
書
物
）
、
「
本
子
」
（
ノ
ー
ト
）
、
「
鉛
筆
」
な
ど
は
そ
れ
ぞ

れ
「
這
」
（
こ
れ
、
そ
れ
）
、
「
那
」
（
そ
れ
、
あ
れ
）
、
「
　
」
（
ど
れ
）
と
交
換

可
能
で
あ
る
。
だ
が
、
「
書
」
「
本
子
」
「
鉛
筆
」
は
現
実
の
世
界
に
対
応
す
る

事
物
、
事
象
を
も
つ
。
そ
れ
故
、
「
実
指
」
で
あ
り
、
実
詞
に
比
定
し
て
差
し

支
え
な
い
。
そ
れ
に
た
い
し
て
「
這
」
「
那
」
「
　
」
は
現
実
の
世
界
に
対
応
す

る
事
物
、
事
象
を
も
た
な
い
点
で
は
「
虚
指
」
で
あ
り
虚
詞
に
比
定
し
て
差
し

支
え
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
コ
個
人
L
の
「
個
」
は
名
詞
的
な
意
味
を
も
つ

「
量
詞
」
で
あ
る
が
、
「
個
」
と
い
う
詞
に
対
応
す
る
事
物
、
事
象
は
な
い
。
こ

の
意
味
で
完
全
に
「
虚
指
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
お
な
じ
機
能
を
も
つ
二
椀

飯
」
と
い
っ
た
と
き
、
こ
の
「
椀
」
は
「
実
指
」
の
要
素
を
色
濃
く
も
つ
。
だ

と
す
れ
ば
、
「
詞
」
を
戴
然
と
「
虚
詞
」
「
実
詞
」
と
二
分
す
る
こ
と
は
で
き
な

他
到
北
京
。
　
（
か
れ
は
北
京
に
着
い
た
）

の
「
到
」
は
「
実
指
」
で
あ
る
が
、

到
北
京
去
。

（
北
京
へ
行
く
）

「
実
指
」
と
い

の
「
到
」
は
「
虚
指
」
で
あ
る
。

　
中
国
の
思
想
に
お
い
て
は
「
陰
陽
」
を
は
じ
め
対
立
す
る
概
念
は
し
ば
し
ば

相
互
に
転
化
す
る
。
「
大
小
」
「
上
下
」
「
長
短
」
な
ど
、
対
立
す
る
概
念
は
つ

ね
に
相
対
的
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
現
象
を
「
対
待
」
と
い
う
。
「
虚
実
」
に

つ
い
て
も
同
様
で
あ
り
、
「
虚
」
が
「
実
」
に
転
化
し
、
「
実
」
が
「
虚
」
に
転

化
す
る
こ
と
は
、
中
国
の
思
想
か
ら
み
て
極
め
て
正
常
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、

「
詞
」
を
「
実
詞
」
と
「
虚
詞
」
に
分
類
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
あ

る
「
詞
」
に
関
し
「
句
」
に
お
い
て
「
実
指
」
で
あ
る
の
か
「
虚
指
」
で
あ
る

の
か
を
判
断
す
る
ば
十
分
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
も
漢
語
に
お
い
て
品
詞
分
類

を
す
る
こ
と
は
無
意
味
で
あ
る
。

　
「
体
用
」
「
虚
実
」
と
い
う
中
国
の
思
想
的
伝
統
に
根
差
し
た
概
念
は
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
の
文
法
概
念
と
比
べ
て
漢
語
の
分
析
に
有
効
で
あ
る
の
は
、
当
然
と
い
え

ば
当
然
で
あ
る
。
だ
が
、
「
体
」
す
な
わ
ち
「
詞
」
な
い
し
は
「
詞
組
」
、

「
用
」
す
な
わ
ち
「
語
」
と
い
う
「
体
用
」
と
「
虚
実
」
と
の
関
係
は
い
か
な

る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
漢
語
に
お
い
て
は
「
用
」
す
な
わ
ち
「
脈
絡
作
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用
L
と
「
語
気
作
用
」
は
し
ば
し
ば
「
言
語
の
場
」
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
し

か
し
、
こ
の
「
用
」
を
「
虚
実
」
の
な
か
で
考
え
て
み
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
興

味
深
い
現
象
が
見
ら
れ
る
。

洗
熱
水
。

と
い
う
漢
語
を

用
熱
水
洗
。

（
お
湯
で
洗
う
）
　
　
洗
衣
服
。

（
お
湯
で
洗
う
）
　
　
掌
衣
服
洗
。

（
服
を
洗
う
）

（
服
を
洗
う
）

作
用
L
を
も
ち
や
す
い
「
副
詞
類
」
、
両
者
を
兼
ね
る
「
助
詞
類
」
が
あ
り
う

る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
に
と
ど
め
る
。

　
漢
語
は
「
詞
組
」
を
も
つ
こ
と
に
よ
っ
て
豊
か
な
表
現
が
、
「
虚
指
」
を
も

つ
こ
と
に
よ
っ
て
論
理
的
表
現
が
、
そ
し
て
、
「
虚
指
」
の
「
詞
」
が
な
く
と

も
語
法
と
し
て
成
立
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
詩
的
表
現
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
と

い
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
〔
付
〕
本
文
は
退
休
さ
れ
る
高
田
淳
先
生
と
と
も
に
中
国
語
教
育
に
携

　
　
　
　
　
　
　
わ
り
、
そ
し
て
指
導
を
受
け
た
こ
と
に
思
い
を
馳
せ
つ
つ
執
筆
し
ま

　
　
　
　
　
　
　
し
た
。

と
書
き
換
え
て
み
る
な
ら
ば
、
「
用
」
「
掌
」
は
「
虚
指
」
で
あ
り
、
「
脈
絡
作

用
」
し
か
あ
ら
わ
さ
な
い
。
し
か
し
、
「
潜
在
意
義
」
す
な
わ
ち
隠
れ
た
意
味

関
係
を
顕
在
化
さ
せ
る
作
用
を
も
っ
て
い
る
。
漢
語
は
け
っ
し
て
曖
昧
な
言
語

で
は
な
い
の
で
あ
る
。
「
言
語
の
場
」
に
「
用
」
す
な
わ
ち
「
脈
絡
作
用
」
と

「
語
気
作
用
」
が
託
さ
れ
て
い
る
場
合
、
そ
れ
は
「
潜
在
意
義
」
を
顕
在
化
さ

せ
る
必
要
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
必
要
が
生
じ
た
と
き
に
は
「
虚
指
」
の

「
詞
」
を
介
在
さ
せ
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
こ
の
点
、
漢
語
は
「
詩
的
」
言
語

を
保
っ
た
ま
ま
論
理
性
を
獲
得
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
漢
語
の
文
法
は
「
語
法
」
で
あ
り
品
詞
分
類
を
介
在
さ
せ
る
必
要
は
ま
っ
た

く
な
い
。
も
し
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
「
虚
指
」
に
つ
い
て
い
く
つ
か
の
類
似
し

た
「
詞
」
を
範
囲
を
限
定
す
る
こ
と
な
く
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
あ

る
。
「
詞
類
」
と
い
う
こ
と
ば
が
あ
る
が
、
そ
れ
で
十
分
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で

は
「
体
」
の
働
き
を
も
ち
や
す
い
「
代
詞
類
」
「
量
詞
類
」
、
「
用
」
の
働
き
の

な
か
で
「
脈
絡
作
用
」
を
も
ち
や
す
い
「
介
詞
類
」
「
連
詞
類
」
、
ま
た
「
語
気


