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「
表
字
音
声
」
と
は
「
表
音
文
字
」
を
転
倒
さ
せ
た
概
念
で
あ
る
。
音

を
表
す
文
字
が
あ
る
な
ら
、
文
字
を
表
す
音
声
を
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。

特
に
漢
字
に
対
す
る
日
本
語
の
在
り
方
を
考
え
る
時
、
「
表
字
音
声
」
と

い
う
概
念
は
、
日
本
語
の
特
性
を
記
述
す
る
こ
と
に
役
立
つ
の
で
は
な
い

か
。
こ
こ
で
は
、
拙
稿
「
時
枝
国
語
学
の
死
角
的
起
源
ｌ
「
父
」
の
エ

（１）

ク
リ
チ
ュ
ー
ル
と
「
表
字
音
声
」
と
し
て
の
日
本
語
」
並
び
に
古
代
文
学

（２）

会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
の
発
表
を
踏
ま
え
て
、
「
表
字
音
声
」
概
念
の
批
評

的
射
程
を
測
定
す
る
こ
と
を
試
み
た
い
。

そ
の
た
め
に
ま
ず
文
字
の
概
念
を
整
理
し
て
み
る
。
通
常
文
字
は
「
表

音
文
字
」
と
「
表
意
文
字
」
に
分
類
さ
れ
る
。
そ
し
て
最
近
で
は
「
表
意

文
字
」
は
「
表
語
文
字
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
来
て
い
る
。
河
野

六
郎
は
こ
の
間
の
事
情
を
次
の
よ
う
に
要
約
し
て
い
る
。

今
日
ま
で
に
知
ら
れ
て
い
る
す
べ
て
の
文
字
は
普
通
大
別
し
て
表
音

文
字
と
表
意
文
字
の
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
ロ
ー
マ
字
の
よ
う
な
ア
ル

フ
ァ
ベ
ッ
ト
や
仮
名
は
表
音
文
字
と
言
い
、
漢
字
の
よ
う
な
文
字
は
表

意
文
字
と
呼
ば
れ
る
。
し
か
し
表
意
文
字
と
い
う
名
称
に
は
い
さ
さ
か

問
題
が
あ
る
。
表
意
文
字
言
８
四
ｓ
ご
と
は
、
意
す
な
わ
ち
観
念
を

文
字
を
欲
望
す
る
音
声

ｌ
「
表
字
音
声
」
概
念
の
批
評
的
射
程
Ｉ

表
す
文
字
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
純
粋
な
意
味
で
直
接
観
念
を
表
す

文
字
と
い
え
ば
、
ア
ラ
ビ
ア
数
字
く
ら
い
の
も
の
で
あ
る
。
１
は
「
こ

と
い
う
数
の
観
念
を
表
す
。
と
こ
ろ
が
、
漢
字
は
必
ず
し
も
そ
う
で
は

な
い
。
漢
字
の
一
は
、
漢
字
を
使
っ
て
い
る
所
で
は
、
な
る
ほ
ど
こ
れ

を
ど
う
読
む
に
せ
よ
、
数
「
こ
を
表
す
け
れ
ど
も
、
他
の
所
で
は
ｌ

の
よ
う
に
普
遍
的
で
は
な
い
。
ま
た
漢
字
の
日
・
月
の
よ
う
な
、
い
わ

ゆ
る
象
形
の
字
は
そ
の
原
形
で
は
直
接
「
日
」
・
「
月
」
の
観
念
を
呼
び

起
す
に
し
て
も
、
惜
書
の
形
で
は
そ
う
は
い
か
な
い
漢
字
の
七
、
八
割

を
占
め
る
い
わ
ゆ
る
形
声
の
字
に
な
る
と
、
直
接
に
は
表
意
と
い
う
こ

と
は
で
き
な
い
。
漢
字
全
般
を
通
じ
て
言
え
る
こ
と
は
、
そ
の
一
字
一

字
が
本
来
中
国
語
の
一
語
一
語
を
示
す
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
の

意
味
で
は
表
意
文
字
と
い
う
よ
り
は
表
語
文
字
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

そ
こ
で
近
頃
で
は
一
○
窪
四
四
言
（
表
語
文
字
）
と
言
う
よ
う
に
な
っ
て

来
て
い
る
。
漢
字
は
本
家
の
中
国
で
は
も
ち
ろ
ん
、
漢
字
を
、
大
量
に

借
用
し
て
、
漢
語
に
の
み
用
い
る
朝
鮮
で
は
上
の
原
則
が
当
て
は
ま
る

が
、
日
本
の
場
合
は
若
干
事
情
が
異
な
る
。
漢
語
は
言
う
ま
で
も
な
く

漢
字
で
示
す
け
れ
ど
も
、
日
本
に
は
昔
か
ら
漢
字
の
訓
読
と
い
う
習
慣

が
あ
っ
て
、
日
本
語
の
語
を
漢
字
で
表
す
こ
と
が
あ
る
。
日
を
上
と
読

大
杉
重
男
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文字を欲望する音声

河
野
に
よ
れ
ば
、
従
来
「
表
意
文
字
」
と
呼
ば
れ
て
来
た
も
の
は
、
大

方
問
題
な
く
「
表
語
文
字
」
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
河

野
は
日
本
語
に
つ
い
て
は
一
定
の
留
保
を
す
る
。
そ
れ
は
「
宛
字
」
と
い

う
例
外
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
「
例
え
ば
出
鱈
目
が
デ
タ
ラ
メ
を
表
す
の

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
字
の
訓
を
さ
ら
に
表
音
的
に
使
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

こ
れ
は
も
と
よ
り
派
生
的
な
用
法
で
あ
る
」
。

河
野
は
こ
こ
で
、
日
本
語
の
文
字
法
を
、
非
派
生
的
な
、
本
来
的
な
用

法
と
、
派
生
的
な
、
非
本
来
的
な
用
法
と
に
分
割
し
、
そ
し
て
後
者
を
視

界
か
ら
除
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
表
意
文
字
」
を
「
表
語
文
字
」
に
言
い

換
え
る
。
だ
が
「
派
生
的
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
そ
れ
は
本
来
的
な

も
の
よ
り
後
に
生
じ
た
も
の
で
あ
り
、
日
本
語
の
文
字
法
の
起
源
か
ら
遠

い
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
味
を
含
む
。
こ
の
遠
近
法
が
「
表
語
文
字
」
と

い
う
概
念
を
日
本
語
に
適
用
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
。
し
か
し
こ
の
遠

近
法
は
、
一
つ
の
形
而
上
学
で
あ
り
、
ド
ク
サ
で
あ
る
。
そ
れ
は
文
字
通

り
「
デ
タ
ラ
メ
」
な
も
の
を
「
派
生
的
」
と
し
て
日
本
語
の
起
源
か
ら
遠

ざ
け
よ
う
と
す
る
動
機
に
支
配
さ
れ
て
い
る
。

そ
も
そ
も
「
宛
字
」
（
「
当
字
」
）
と
は
、
「
漢
字
本
来
の
意
味
に
関
係
な
く
、
（４）

そ
の
音
、
訓
だ
け
借
り
て
、
あ
る
語
の
表
記
に
当
て
る
漢
字
の
用
法
」
と

む
が
ご
と
き
が
そ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
漢
字
を
表
語
的
に
使
う
と
い
う

こ
と
に
は
変
り
が
な
い
。
も
っ
と
も
い
わ
ゆ
る
「
宛
字
」
は
別
で
あ
る
。

例
え
ば
出
鱈
目
が
デ
タ
ラ
メ
を
表
す
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
字
の
訓
を
さ

ら
に
表
音
的
に
使
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
も
と
よ
り
派
生
的

な
用
法
で
あ
る
。
中
国
で
も
外
国
語
の
固
有
名
詞
な
ど
を
表
す
場
合
に

（３）

は
漢
字
を
表
音
的
に
使
う
。

さ
れ
る
。
「
漢
字
本
来
の
意
味
」
か
ら
の
断
絶
が
、
「
宛
字
」
成
立
の
条
件

で
あ
る
。
こ
こ
で
疑
問
な
の
は
、
な
ぜ
あ
る
語
の
表
記
に
漢
字
を
当
て
る

必
要
が
あ
る
の
か
、
平
仮
名
や
片
仮
名
を
当
て
る
だ
け
で
十
分
で
は
な
い

の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
ｃ
「
デ
タ
ラ
メ
」
は
な
ぜ
「
デ
タ
ラ
メ
」
と
表

記
さ
れ
る
だ
け
で
満
足
さ
れ
ず
「
出
鱈
目
」
と
表
記
さ
れ
る
の
か
。

そ
こ
に
は
仮
名
は
あ
く
ま
で
「
仮
」
の
「
名
」
Ⅱ
表
記
で
あ
っ
て
、
本

物
の
表
記
で
は
な
い
と
い
う
意
識
が
あ
る
。
本
当
の
表
記
は
漢
字
に
よ
る

表
記
で
あ
る
と
い
う
意
識
が
「
宛
字
」
の
源
泉
に
あ
る
。
「
デ
タ
ラ
メ
」

と
い
う
仮
名
表
記
は
、
仮
の
表
記
で
あ
り
、
そ
し
て
本
当
の
表
記
を
求
め

て
い
る
。
こ
の
意
味
で
そ
れ
は
「
表
字
文
字
」
と
言
う
べ
き
か
も
し
れ
な

い
。
だ
が
そ
れ
は
仮
の
文
字
で
あ
り
、
ま
だ
文
字
に
な
っ
て
い
な
い
音
声

で
あ
る
と
考
え
る
な
ら
、
そ
れ
は
よ
り
適
切
に
「
表
字
音
声
」
と
名
づ
け

る
べ
き
で
は
な
い
か
。

日
本
語
の
音
声
は
文
字
に
よ
っ
て
補
足
さ
れ
る
こ
と
で
初
め
て
完
全
な

言
語
と
な
る
。
た
と
え
ば
「
デ
タ
ラ
メ
」
は
文
字
を
欲
望
し
、
「
出
鱈
目
」

と
い
う
表
記
を
獲
得
す
る
こ
と
で
自
己
を
「
語
」
と
し
て
確
立
す
る
。
た

だ
こ
こ
で
重
要
な
の
は
そ
の
補
足
す
べ
き
文
字
は
、
補
足
さ
れ
る
音
声
と

内
在
的
な
関
係
を
持
た
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
デ
タ
ラ
メ
」
が
「
出

鱈
目
」
と
表
記
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
然
性
は
な
い
。
そ
れ
は
別
の

文
字
で
あ
っ
て
も
良
か
っ
た
。
ど
ん
な
文
字
が
当
て
ら
れ
る
か
は
問
わ
な

い
が
、
何
か
し
ら
文
字
が
当
て
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。
自
分
を
包
む
文
字

を
欲
望
す
る
音
声
が
た
ま
た
ま
見
つ
け
た
文
字
が
「
出
鱈
目
」
で
あ
っ
た

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
出
鱈
目
」
が
「
デ
タ
ラ
メ
」
の
「
宛
字
」
で
あ

る
と
す
れ
ば
、
「
デ
タ
ラ
メ
」
は
原
Ⅱ
文
字
と
言
う
べ
き
未
知
の
文
字
の
「
宛

音
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

- ３ -
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こ
の
原
Ⅱ
文
字
は
、
論
理
的
仮
構
で
あ
っ
て
、
決
し
て
実
証
的
に
現
前

す
る
こ
と
は
な
い
。
た
と
え
ば
結
果
的
に
日
本
語
は
、
「
デ
タ
ラ
メ
」
に
「
出

鱈
目
」
と
い
う
漢
字
を
宛
て
る
。
し
か
し
こ
の
「
出
鱈
目
」
は
「
デ
タ
ラ
メ
」

が
本
来
的
な
自
分
の
身
体
と
し
て
欲
望
す
る
原
Ⅱ
文
字
と
は
完
全
に
は
一

致
し
な
い
。
日
本
文
は
こ
の
意
味
で
起
源
か
ら
の
根
源
的
な
疎
隔
を
内
蔵

し
て
い
る
。
吉
本
隆
明
が
『
言
語
に
と
っ
て
美
と
は
な
に
か
」
に
お
い
て

提
示
し
た
有
名
な
「
原
始
人
」
の
寓
話
は
こ
の
観
点
か
ら
読
み
直
す
こ
と

が
で
き
る
。
吉
本
は
象
徴
言
語
の
起
源
を
「
原
始
人
が
海
を
み
て
、
自
己

。？

表
出
と
し
て
〈
海
〉
と
い
っ
た
と
き
く
う
〉
と
い
う
有
節
音
声
は
、
い
ま

眼
の
ま
え
に
み
て
い
る
海
で
あ
る
と
と
も
に
、
ま
た
他
の
ど
こ
か
の
海
を

も数概念として抽出していることになる」と描いている髄、文

も《。〃

字
を
知
ら
な
い
は
ず
の
「
原
始
人
」
が
〈
海
〉
と
言
う
こ
と
は
ど
う
い
う

こ
と
か
。
そ
れ
は
、
「
海
」
と
い
う
文
字
で
あ
る
必
然
性
は
な
い
に
し
ろ
、

何
か
し
ら
の
文
字
的
な
も
の
へ
の
欲
望
が
「
原
始
人
」
の
く
う
〉
と
い
う

有
節
音
声
に
は
込
め
ら
れ
て
お
り
、
少
な
く
と
も
日
本
語
が
そ
の
始
ま
り

か
ら
「
表
字
音
声
」
で
あ
り
、
文
字
へ
の
欲
望
と
不
可
分
な
も
の
で
あ
る

こ
と
を
示
し
て
い
る
。

日
本
語
に
と
っ
て
、
漢
字
の
受
容
が
同
時
に
文
字
そ
の
も
の
の
受
容
で

あ
り
、
そ
し
て
そ
の
体
験
が
決
定
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
し
ば
し
ば

論
じ
ら
れ
て
来
た
。
漢
字
の
導
入
は
同
時
に
漢
語
の
導
入
で
も
あ
っ
た
が
、

漢
語
は
日
本
語
に
と
っ
て
単
な
る
外
来
語
で
は
な
く
、
む
し
ろ
日
本
語
の

不
可
欠
な
一
部
で
あ
り
、
日
本
語
を
日
本
語
と
し
て
成
立
さ
せ
る
契
機
で

も
あ
っ
た
と
言
え
る
。
本
居
宣
長
が
「
古
事
記
』
に
見
よ
う
と
す
る
よ
う

な
漢
字
導
入
以
前
の
原
初
的
な
口
頭
言
語
と
し
て
の
「
や
ま
と
こ
と
ば
」

は
、
漢
語
の
訓
読
が
も
た
ら
し
た
転
倒
的
な
幻
影
で
あ
り
、
虚
構
に
過
ぎ

な
い
。
子
安
宣
那
は
こ
の
事
態
を
踏
ま
え
て
、
漢
字
は
「
自
国
の
言
語
と

（６）

と
も
に
そ
の
文
化
の
成
立
に
不
可
避
的
に
か
か
わ
る
他
者
」
で
あ
る
と
述

べている。

し
か
し
子
安
は
漢
字
の
「
不
可
避
の
他
者
」
と
し
て
の
位
相
の
み
を
見

て
、
そ
れ
が
「
不
可
能
の
他
者
」
で
も
あ
る
こ
と
を
見
な
い
。
そ
れ
は
子

安
の
漢
字
論
が
訓
読
の
問
題
に
終
始
し
、
音
読
の
問
題
に
ほ
と
ん
ど
触
れ

な
い
こ
と
と
相
関
す
る
。
子
安
は
漢
語
を
「
己
れ
に
異
質
な
他
者
と
し
て

自
己
の
圏
外
に
排
出
的
に
措
定
し
て
い
く
」
宣
長
的
言
説
を
批
判
し
な
が

ら
、
訓
読
に
の
み
考
察
の
焦
点
を
当
て
る
こ
と
で
、
か
え
っ
て
漢
語
を
排

除
す
る
宣
長
的
構
造
を
反
復
し
て
し
ま
う
。
漢
語
の
日
本
語
性
を
考
え
る

に
は
ま
ず
、
音
読
と
い
う
行
為
に
つ
い
て
現
象
論
的
に
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

す
な
わ
ち
漢
語
を
音
読
す
る
こ
と
が
、
日
本
語
の
行
為
で
あ
る
と
す
れ

ば
、
そ
こ
に
発
せ
ら
れ
た
音
は
、
そ
の
漢
語
を
構
成
す
る
漢
字
が
も
と
も

と
表
し
て
い
た
は
ず
の
音
と
は
異
な
っ
た
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

音
読
は
漢
字
が
表
す
原
音
を
模
倣
し
な
が
ら
、
そ
れ
と
は
異
な
る
音
で
な

け
れ
ば
音
読
に
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
擬
音
語
が
自
然
音
そ
の
ま

ま
で
は
な
い
の
と
同
じ
で
あ
る
。
音
読
に
と
っ
て
漢
字
の
原
音
は
、
そ
れ

に
た
ど
り
つ
く
こ
と
が
不
可
能
な
他
者
で
あ
る
。
こ
の
不
可
能
性
は
、
逆

立
ち
し
た
形
で
、
い
わ
ゆ
る
「
や
ま
と
こ
と
ば
」
を
漢
字
に
よ
っ
て
音
表

記
し
た
時
に
も
生
じ
る
。
た
と
え
ば
「
ア
メ
ッ
チ
」
を
「
阿
米
都
知
」
と

表
記
す
る
時
、
「
阿
」
「
米
」
「
都
」
「
知
」
と
い
う
四
つ
の
漢
字
が
そ
れ
ぞ

れ
指
す
本
来
の
漢
語
音
は
、
「
や
ま
と
こ
と
ば
」
の
「
ア
」
「
メ
」
「
シ
」
「
チ
」

と
い
う
四
つ
の
音
と
異
な
る
音
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
こ
で
は

漢
語
音
は
「
阿
」
「
米
」
「
都
」
「
知
」
と
い
う
字
を
表
す
「
表
字
音
声
」

で
は
あ
っ
て
も
、
「
ア
」
「
メ
」
「
シ
」
「
チ
」
と
い
う
「
や
ま
と
こ
と
ば
」
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文字を欲望する音声

の
音
を
直
接
に
表
す
音
声
で
は
あ
り
え
な
い
。
あ
る
音
に
よ
っ
て
そ
れ
と

は
別
の
音
を
表
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
だ
が
日
本
語
は
そ
れ
が
可
能
で
あ

る
か
の
よ
う
に
欲
望
す
る
。
こ
の
欲
望
が
「
表
字
音
声
」
的
構
造
を
生
む
。

す
な
わ
ち
「
ァ
」
「
メ
」
「
シ
」
「
チ
」
は
「
阿
」
「
米
」
「
都
」
「
知
」
と
い

う
漢
字
に
よ
っ
て
表
さ
れ
る
こ
と
で
逆
に
「
阿
」
「
米
」
「
都
」
「
知
」
と

い
う
漢
字
を
表
し
、
そ
の
こ
と
を
通
し
て
「
阿
」
「
米
」
「
都
」
「
知
」
が

（７）

本
来
表
し
て
い
た
漢
語
音
を
も
表
す
よ
う
に
感
覚
さ
れ
る
。
ラ
カ
ン
が
日

本
語
に
つ
い
て
述
べ
た
有
名
な
言
葉
（
「
自
分
の
国
語
の
な
か
で
支
那
語

を
話
す
」
）
が
そ
こ
で
は
確
か
に
可
能
で
あ
る
よ
う
に
想
像
さ
れ
る
。
し

か
し
そ
れ
は
あ
く
ま
で
想
像
で
あ
っ
て
、
現
実
に
は
不
可
能
で
あ
る
。

「
表
字
音
声
」
と
い
う
概
念
は
、
漢
字
を
「
不
可
能
の
他
者
」
と
し
て

考
え
直
す
契
機
と
な
り
う
る
。
そ
れ
は
、
子
安
の
言
い
方
を
書
き
換
え
る

な
ら
、
漢
字
と
は
自
国
の
言
語
と
そ
の
文
化
の
成
立
に
不
可
能
的
に
か
か

わ
る
他
者
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
不
可
能
的
に
か
か
わ
る
と
は

ど
う
い
う
こ
と
か
。
漢
字
は
漢
語
音
と
和
語
音
を
一
致
さ
せ
る
幻
想
を
可

能
に
す
る
と
同
時
に
そ
の
不
可
能
性
を
認
識
さ
せ
る
の
で
あ
り
、
日
本
文

化
を
可
能
に
す
る
と
同
時
に
不
可
能
に
す
る
・
こ
の
不
可
能
性
の
実
感
が
、

漢
字
を
日
本
語
か
ら
追
放
し
よ
う
と
す
る
こ
れ
ま
た
不
可
避
に
し
て
不
可

能
の
欲
望
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
る
。

子
安
は
、
「
日
本
人
に
よ
る
漢
字
以
外
の
表
記
文
字
の
選
択
の
可
能
性

を
夢
見
」
る
日
本
語
学
者
を
批
判
し
、
「
漢
字
な
く
し
て
日
本
語
の
現
実

的
存
立
は
な
い
」
と
主
張
す
る
。
だ
が
こ
の
漢
字
の
日
本
語
に
と
っ
て
の

「
不
可
避
性
」
を
子
安
は
経
験
的
に
し
か
主
張
で
き
て
い
な
い
。
日
本
語

が
漢
字
以
外
の
文
字
と
出
会
っ
て
い
た
可
能
性
は
あ
る
の
で
あ
り
、
そ
の

時
日
本
語
は
現
在
と
は
異
な
っ
た
も
の
に
な
っ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な

い
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
漢
字
に
出
会
わ
な
か
っ
た
日
本
語
が
、
よ
り
論
理

的
だ
っ
た
り
音
声
的
で
あ
っ
た
り
、
話
し
言
葉
に
近
か
っ
た
り
、
わ
か
り

や
す
か
っ
た
り
し
た
だ
ろ
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
日
本
語
が
漢
字
以
前

に
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
に
出
会
っ
て
い
た
ら
、
日
本
語
は
今
ほ
ど
発
達
で
き

ず
プ
リ
ミ
テ
ィ
ヴ
な
段
階
に
と
ど
ま
っ
て
、
そ
の
ま
ま
ビ
ジ
ン
言
語
化
し

て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。

い
ず
れ
に
し
ろ
日
本
語
に
と
っ
て
「
不
可
避
」
で
あ
る
の
は
、
漢
字
と

い
う
具
体
的
な
歴
史
的
な
文
字
の
体
系
で
は
な
く
、
い
か
な
る
文
字
を
受

容
し
た
と
し
て
も
、
そ
こ
に
お
い
て
生
じ
て
し
ま
う
「
表
字
音
声
」
的
構

造
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
こ
の
構
造
は
、
明
治
維
新
後
の
言
文
一
致
運

動
以
後
、
シ
ジ
フ
ォ
ス
の
よ
う
に
繰
り
返
さ
れ
る
漢
字
を
排
除
し
て
日
本

語
を
固
有
の
言
語
に
還
元
し
よ
う
と
す
る
試
み
に
お
い
て
、
危
機
的
な
形

で
あ
ら
わ
に
な
る
。

時
枝
誠
記
の
父
時
枝
誠
之
が
提
唱
し
た
「
ネ
オ
・
ジ
ャ
パ
ニ
ー
ズ
」
（
ｚ
８（８）

盲
君
弓
①
四
①
）
は
、
そ
の
典
型
的
な
事
例
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

誠
之
は
、
横
浜
正
金
銀
行
の
行
員
と
し
て
イ
ン
ド
や
ア
メ
リ
カ
の
支
店
に

勤
務
し
た
経
験
を
踏
ま
え
て
、
「
国
語
国
字
問
題
」
を
最
終
的
に
解
決
す

る
方
法
と
し
て
、
「
ネ
オ
・
ジ
ャ
パ
ニ
ー
ズ
」
と
い
う
新
し
い
日
本
語
を

作
る
こ
と
を
大
正
初
期
に
提
唱
す
る
。
そ
れ
は
単
に
日
本
語
を
ア
ル
フ
ァ

ベ
ッ
ト
表
記
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
中
か
ら
漢
語
を
排
除
し
、
代
り

（９）

に
英
語
を
補
充
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
誠
記
の
回
想
に
よ
れ
ば
、
誠

之
は
「
国
語
の
要
素
」
を
「
物
質
的
要
素
」
（
ｇ
冨
呈
①
一
①
ョ
①
昌
）
と
「
精

神
的
要
素
」
（
罵
言
言
一
ｏ
唱
呈
里
①
日
①
ョ
）
に
分
け
、
後
者
は
「
国
語
の
文

法
語
格
に
関
す
る
語
で
、
国
語
の
不
易
の
部
分
」
だ
が
、
前
者
は
「
自
由

に
改
変
し
得
る
部
分
」
で
あ
る
と
見
な
し
た
。
漢
語
は
こ
の
後
者
の
部
分
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特集・変成する言葉

で
あ
り
、
誠
之
は
漢
語
の
代
り
に
英
語
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
。

た
と
え
ば
「
宣
言
胃
『
の
重
二
言
。
ご
己
君
”
団
皀
①
目
昌
日
畠
ョ
号
①
。
ご

（旧）

弓ご画罵ｏ豆①昌昂ｇｏ昌匡①号四日」というような文章が「ネオ・ジャ

パ
ニ
ー
ズ
」
の
実
践
例
と
な
る
。

当
時
の
ロ
ー
マ
字
論
者
川
副
桜
喬
は
、
誠
之
の
こ
の
発
想
を
行
き
過
ぎ

で
あ
る
と
批
判
し
て
い
る
。
川
副
は
、
日
本
語
か
ら
漢
語
を
駆
除
す
る
こ

と
に
は
賛
成
す
る
が
、
そ
の
代
り
に
英
語
を
入
れ
る
こ
と
に
納
得
し
な
い
。

そ
れ
で
は
日
本
語
を
純
粋
化
で
き
ず
、
新
た
な
不
純
な
要
素
を
引
き
入
れ

て
ま
す
ま
す
混
乱
さ
せ
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
川
副
の
批
判
に
対
し
て
、

誠
之
は
英
語
と
日
本
語
の
方
が
シ
ナ
語
と
日
本
語
よ
り
も
近
親
性
が
あ
る

と
い
う
主
張
で
答
え
る
が
、
そ
れ
は
説
得
力
の
あ
る
も
の
で
は
な
い
。
誠

之
の
「
ネ
オ
・
ジ
ャ
パ
ニ
ー
ズ
」
は
、
当
時
様
々
な
形
で
提
唱
さ
れ
た
無

数
の
日
本
語
改
良
論
の
中
の
崎
形
の
理
論
の
一
つ
と
し
て
忘
却
さ
れ
た
。

し
か
し
誠
之
の
主
張
は
、
日
本
語
の
性
質
に
つ
い
て
の
盲
目
的
な
洞

察
を
含
ん
で
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
そ
れ
は
、
日
本
語
が
文
字
に
対
し

て
持
つ
欲
望
の
構
造
に
関
係
し
て
い
る
。
「
自
分
の
国
語
の
な
か
で
支
那

語
を
話
す
」
（
ラ
カ
ン
）
こ
と
を
否
定
し
た
誠
之
は
、
そ
の
代
り
に
「
自

分
の
国
語
の
な
か
で
英
語
を
話
す
」
こ
と
を
欲
望
す
る
。
そ
こ
に
お
い
て

不
変
な
の
は
、
「
自
分
の
国
語
の
な
か
で
外
国
語
を
話
す
」
こ
と
へ
の
執

着
で
あ
る
。
「
二
言
の
扇
『
の
君
四
ｓ
扇
。
ご
巨
言
四
両
目
罵
目
目
ョ
畠
三
言
。
ご

昌乏凹罵ｏ豆①己『①号目の三①号四日」という「ネオ・ジャパニーズ」

の
文
に
お
い
て
、
「
三
三
里
①
邑
固
言
。
ご
」
言
ョ
罵
扁
『
」
言
号
①
。
ご
」

「『①切言。碗乏①」は英語読みされ、「君と「ｐご画」言輿“」言」「号

画
昌
」
は
ロ
ー
マ
字
読
み
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
漢
文
訓
読
に
お
け
る
音
読

み
と
訓
読
み
の
構
造
を
反
復
す
る
。
こ
の
英
語
読
み
は
漢
字
の
音
読
み
と

同
様
、
ネ
イ
テ
ィ
ヴ
の
英
語
で
は
な
く
、
日
本
語
的
に
デ
フ
ォ
ル
メ
さ
れ

た
音
（
た
と
え
ば
「
ミ
ニ
ス
タ
ー
ズ
」
「
ダ
イ
レ
ク
ト
リ
ー
」
「
エ
ン
ペ
ラ
ー
」

「
イ
ン
ダ
イ
レ
ク
ト
リ
ー
」
「
リ
ス
ポ
ン
シ
ブ
ル
」
）
に
な
ら
ざ
る
を
得
な

いだろう。

誠
之
が
漢
字
で
表
記
さ
れ
な
い
日
本
語
の
テ
ニ
ヲ
ハ
の
部
分
を
「
精

神
的
要
素
」
（
罵
言
言
一
○
四
皇
①
一
①
ョ
①
貝
）
、
漢
字
で
表
記
可
能
な
名
詞
・
動（Ⅲ）

詞
の
部
分
を
「
物
質
的
要
素
」
（
冒
涜
言
一
①
一
①
ョ
①
貝
）
と
名
づ
け
た
こ
と

は
重
要
で
あ
る
。
子
安
は
、
「
「
漢
字
衣
装
論
」
者
は
借
り
着
的
な
、
不
適

切
、
不
必
要
な
衣
装
（
漢
字
）
を
剥
い
で
し
ま
え
ば
本
体
（
固
有
日
本
語
）

は
お
の
ず
か
ら
そ
こ
に
存
立
し
て
い
る
は
ず
だ
と
た
だ
素
朴
に
信
じ
て
し

ま
っ
て
い
る
」
と
漢
字
廃
止
論
者
を
批
判
す
る
が
、
誠
之
に
と
っ
て
日
本

語
の
「
不
易
の
部
分
」
は
「
精
神
的
」
な
の
で
あ
っ
て
「
物
質
的
」
（
あ

る
い
は
「
身
体
的
」
）
な
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
精
神
的
で
あ
る
と
は
、

定
義
上
そ
れ
だ
け
で
は
存
在
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
身
体
に

宿
ら
な
い
、
身
体
か
ら
遊
離
し
た
精
神
は
、
む
し
ろ
「
幽
霊
」
と
呼
ば
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
精
神
が
精
神
で
あ
る
た
め
に
は
身
体
の
中
に
宿
ら
な

く
て
は
な
ら
な
い
。
固
有
日
本
語
は
、
文
字
の
身
体
の
中
に
宿
る
こ
と
で

初
め
て
精
神
で
あ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
文
字
か
ら
離
れ
る
な
ら

幽
霊
で
あ
る
し
か
な
い
。
文
字
は
衣
装
で
は
な
く
身
体
で
あ
る
。
誠
之
は

そ
れ
故
に
漢
字
を
排
除
し
た
時
、
日
本
語
の
霊
が
宿
る
べ
き
新
た
な
文
字

形
態
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

時
枝
誠
記
は
、
少
年
の
頃
父
の
「
ネ
オ
・
ジ
ャ
パ
ニ
ー
ズ
」
に
熱
中
し

た
が
、
そ
の
後
上
田
万
年
の
「
国
語
愛
」
の
主
張
に
感
化
さ
れ
、
む
し
ろ

伝
統
的
な
漢
字
仮
名
交
じ
り
文
と
し
て
の
日
本
語
を
擁
護
す
る
国
語
理
論
（尼）

を
構
築
し
、
父
の
理
論
を
否
定
す
る
。
す
な
わ
ち
時
枝
の
言
語
過
程
説
に
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文字を欲望する音声

お
い
て
、
音
声
と
文
字
は
対
等
の
地
位
を
与
え
ら
れ
、
漢
字
は
日
本
語
の

身
体
と
し
て
組
み
込
ま
れ
る
。
誠
記
の
「
詞
」
「
辞
」
の
理
論
は
、
誠
之

の「物質的要素」（吾湧冨一①一①ョ①昌三精神的要素」言言言一○四呈

号
日
①
貝
）
の
区
別
を
受
け
継
い
で
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
誠
之
で
は
「
精

神
的
要
素
」
言
言
言
一
ｏ
阻
呈
①
一
①
目
①
昌
）
を
包
む
外
皮
と
し
て
「
物
質
的

要
素
」
ｅ
ご
印
冨
一
①
一
①
ョ
①
己
が
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
誠
記
に
お
い
て

は
「
辞
」
が
「
詞
」
を
包
む
の
で
あ
り
、
包
摂
関
係
が
逆
転
し
て
い
る
。

そ
し
て
誠
記
は
、
Ａ
と
Ｂ
を
繋
辞
８
冒
言
に
よ
っ
て
総
括
す
る
印
欧
語

の
「
天
秤
型
統
一
形
式
」
に
対
し
て
、
「
辞
」
が
「
詞
」
を
包
む
日
本
語

の
あ
り
方
を
「
風
呂
敷
型
統
一
形
式
」
と
呼
び
、
英
語
と
日
本
語
と
の
間

に
類
似
性
を
見
る
誠
之
の
立
場
を
全
面
的
に
否
定
す
る
。

こ
の
誠
記
の
「
詞
」
「
辞
」
の
理
論
は
、
表
面
的
に
は
純
粋
に
文
法
的

理
論
で
あ
っ
て
、
漢
字
の
問
題
は
関
係
な
い
よ
う
に
見
え
る
が
、
「
詞
」

と
「
辞
」
を
区
別
す
る
基
準
を
考
え
る
な
ら
、
そ
こ
に
は
潜
在
的
に
漢
字

が
決
定
的
な
役
割
を
果
し
て
い
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
時
枝

に
よ
れ
ば
、
「
詞
」
が
「
概
念
過
程
を
含
む
形
式
」
で
あ
り
「
主
体
に
対

立
す
る
客
体
を
表
現
」
す
る
の
に
対
し
、
「
辞
」
は
「
概
念
過
程
を
含
ま

ぬ
形
式
」
で
あ
り
「
主
体
そ
れ
自
身
の
直
接
的
表
現
」
と
さ
れ
る
。
こ
の

区
別
は
、
近
似
的
に
は
「
名
詞
」
「
動
詞
」
「
形
容
詞
」
な
ど
と
「
助
詞
」

「
助
動
詞
」
「
感
動
詞
」
な
ど
と
の
間
の
品
詞
分
類
上
の
区
別
に
対
応
す
る

（旧）

が
、
柄
谷
行
人
が
「
詞
と
辞
の
区
別
は
、
漢
字
仮
名
の
交
用
と
い
う
日
本

の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
に
根
ざ
し
て
い
る
」
と
指
摘
す
る
よ
う
に
、
そ
れ
は

漢
字
に
よ
っ
て
表
記
で
き
る
か
で
き
な
い
か
の
差
異
と
考
え
る
こ
と
も
で

きる。そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
「
辞
」
Ⅱ
仮
名
と
は
「
詞
」
Ⅱ
漢
字
を
「
包
む
」

も
の
な
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
漢
字
に
包
み
こ
め
な
い
も
の
、
漢
字
か
ら

は
み
出
し
て
し
ま
う
も
の
な
の
で
は
な
い
か
。
漢
字
か
ら
は
み
出
し
た
も

の
を
か
え
っ
て
漢
字
を
包
む
も
の
と
し
て
表
象
し
た
と
こ
ろ
に
時
枝
理
論

の
転
倒
性
が
あ
り
、
そ
れ
は
東
ア
ジ
ア
の
華
夷
秩
序
の
は
み
出
し
者
と
し

て
の
日
本
が
、
近
代
に
お
い
て
か
え
っ
て
東
ア
ジ
ア
を
包
摂
し
よ
う
と
し

た
「
大
東
亜
共
栄
圏
」
の
思
想
の
転
倒
性
に
対
応
す
る
と
言
え
る
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
戦
時
中
に
連
呼
さ
れ
た
「
鬼
畜
米
英
」
や
「
尽
忠
報
国
」

な
ど
の
漢
語
の
氾
濫
は
、
「
辞
」
に
よ
っ
て
包
み
込
ま
れ
る
こ
と
を
拒
絶

し
た
「
表
字
音
声
」
の
反
復
強
迫
で
あ
っ
た
よ
う
に
見
え
る
。

そ
し
て
第
二
次
世
界
大
戦
に
お
け
る
日
本
の
敗
北
は
、
再
び
漢
字
漢
語

に
対
す
る
排
斥
の
機
運
を
呼
び
、
「
国
語
国
字
問
題
」
を
復
活
さ
せ
る
。

誠
記
は
こ
の
再
帰
し
た
父
の
亡
霊
と
対
決
し
、
「
現
代
か
な
づ
か
い
」
に

反
対
し
て
論
戦
を
繰
り
広
げ
た
。
誠
記
は
「
現
代
か
な
づ
か
い
」
を
「
表

記
の
革
命
」
と
呼
び
、
そ
れ
を
次
の
よ
う
に
批
判
す
る
。

例
へ
ば
、
「
経
営
」
と
い
ふ
語
は
、
甲
は
「
ケ
イ
エ
イ
」
と
発
音
し
て

い
る
と
考
へ
、
乙
は
「
ケ
エ
エ
エ
」
と
発
音
し
て
い
る
と
考
へ
れ
ば
、

こ
こ
に
同
一
語
に
対
し
て
、
「
け
い
え
い
」
「
け
え
え
え
」
の
二
表
記
が

並
立
し
、
し
か
も
ど
ち
ら
も
正
し
い
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
。
今
も
し
、
「
経

営
」
の
仮
名
表
記
は
、
「
け
い
え
い
」
と
す
る
と
い
ふ
取
決
め
が
あ
っ
て
、

表
記
者
が
こ
の
取
決
め
に
従
っ
て
表
記
す
る
の
が
、
正
し
い
仮
名
づ
か

ひ
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
甲
乙
の
発
音
の
相
違
に
も
拘
は
ら
ず
、
そ

の
表
記
は
統
一
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
自
己
の
発
音
の
忠
実

な
模
写
に
よ
っ
て
、
表
記
が
区
々
に
な
っ
た
場
合
、
仮
名
づ
か
ひ
を
、

発
音
符
号
と
し
て
見
る
な
ら
ば
、
そ
の
区
々
で
あ
る
こ
と
に
興
味
が
あ
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特集 変成する言葉

「
現
代
仮
名
づ
か
い
」
は
「
自
己
の
発
音
の
忠
実
な
模
写
」
Ⅱ
「
自
己

の
発
音
を
聞
く
こ
と
」
に
よ
っ
て
表
記
を
行
う
と
誠
記
は
批
判
す
る
。
だ

が
た
と
え
ば
「
経
営
」
と
い
う
語
を
心
の
中
で
発
音
し
た
時
、
甲
の
耳
に

は
「
け
い
え
い
」
と
聞
こ
え
、
乙
の
耳
に
は
「
け
え
え
え
」
と
聞
こ
え
た

と
感
じ
ら
れ
た
と
し
て
、
そ
の
時
本
当
に
甲
の
耳
に
「
け
い
え
い
」
、
乙

の
耳
に
「
け
え
え
え
」
と
い
う
音
が
響
い
た
の
か
。
そ
こ
で
問
わ
れ
て
い

る
の
は
、
む
し
ろ
甲
に
と
っ
て
も
乙
に
と
っ
て
も
同
一
の
音
の
結
合
体
を
、

「
け
い
え
い
」
と
表
記
す
る
か
「
け
え
え
え
」
と
表
記
す
る
か
の
選
択
で

はないか。

誠
記
が
「
現
代
仮
名
づ
か
い
」
を
批
判
す
る
の
は
、
そ
れ
が
文
字
を
抑

圧
す
る
か
ら
で
は
な
く
、
む
し
ろ
文
字
を
無
法
状
態
の
ま
ま
増
殖
さ
せ
る

危
険
性
を
は
ら
む
か
ら
で
あ
る
。
な
ぜ
音
声
表
記
が
複
数
化
す
る
か
と
言

え
ば
、
そ
れ
は
音
読
そ
の
も
の
の
は
ら
む
「
表
字
音
声
」
的
な
決
定
不
可

能
性
に
起
因
す
る
。
誠
記
が
こ
こ
で
「
約
束
」
に
よ
っ
て
抑
圧
し
よ
う
と

し
て
い
る
の
は
、
「
発
音
」
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
文
字
に
よ
る
そ
の
「
表
記
」

る
と
も
云
へ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
文
字
の
役
目
は
発
音
の
忠
実
な
表

記
を
目
的
と
す
る
発
音
符
号
と
は
性
質
を
異
に
す
る
の
で
あ
る
。
文
字

の
役
目
は
、
甲
乙
丙
間
の
伝
達
の
媒
介
を
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
て
、
表

現
の
精
密
さ
と
か
、
表
現
欲
の
充
足
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
伝
達
の
媒

介
を
重
要
な
任
務
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
必
要
な
こ
と
は
、
甲
乙
丙

が
、
相
互
の
間
に
取
決
め
ら
れ
た
約
束
に
従
っ
て
表
現
を
規
制
す
る
こ

と
で
あ
る
。
従
っ
て
、
表
現
者
が
、
方
言
生
活
者
で
あ
る
場
合
、
彼
自

身
の
発
音
の
方
言
的
偏
り
を
捨
て
て
、
一
般
の
取
決
め
で
あ
る
標
準
的

（Ｍ）

表
記
に
従
ふ
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

の
在
り
方
で
あ
り
、
日
本
語
の
「
表
字
音
声
」
性
で
あ
る
。
誠
記
は
文
字

の
役
割
を
「
伝
達
の
媒
介
」
に
限
定
す
る
こ
と
で
、
「
表
現
の
精
密
さ
と

か
、
表
現
欲
の
充
足
」
を
斥
け
る
。
言
語
過
程
説
の
中
心
的
主
張
は
、
「
表

現
主
体
」
が
「
辞
」
を
通
し
て
「
詞
」
に
生
命
を
吹
き
込
む
こ
と
に
あ
り
、

「
詞
」
自
体
が
「
辞
」
な
し
で
「
表
現
」
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
と
さ

れ
る
。
し
か
し
ま
さ
に
こ
の
「
詞
」
自
体
が
「
辞
」
な
し
で
「
表
現
」
す

る
こ
と
こ
そ
が
、
日
本
語
に
内
在
す
る
「
表
字
音
声
」
的
欲
望
の
現
れ
で

あ
り
、
そ
の
こ
と
に
盲
目
で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
誠
記
の
「
現
代
か
な
づ

か
い
」
批
判
は
効
力
を
持
つ
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

も
ち
ろ
ん
「
現
代
か
な
づ
か
い
」
の
推
進
者
の
側
も
「
表
字
音
声
」
的

欲
望
に
自
覚
的
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
彼
ら
の
目
的
が
、
単
純
に

日
本
語
表
記
の
音
声
中
心
主
義
化
に
あ
っ
た
に
せ
よ
、
そ
の
結
果
も
た
ら

さ
れ
た
の
は
よ
り
一
層
の
多
様
な
表
記
の
可
能
性
で
あ
り
、
文
字
の
増
殖

だ
っ
た
。
そ
れ
は
た
と
え
ば
戦
後
独
立
し
た
韓
国
や
北
朝
鮮
に
お
い
て
ハ

ン
グ
ル
一
元
主
義
が
徹
底
し
、
漢
字
が
追
放
さ
れ
た
の
と
対
照
的
で
あ
る
。

こ
れ
は
戦
後
の
日
本
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
相
対
的
弱
体
化
と
相
関
す
る

が
、
表
記
の
多
様
化
は
日
本
語
ワ
ー
プ
ロ
が
登
場
し
た
二
十
世
紀
末
以
後

に
顕
在
化
す
る
。
キ
ー
ボ
ー
ド
に
よ
る
文
字
の
変
換
は
、
そ
れ
が
か
な
変

換
で
あ
れ
ロ
ー
マ
字
変
換
で
あ
れ
、
漢
字
を
表
す
た
め
に
ま
ず
音
声
記
号

を
呼
び
出
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
音
声
の
と
め
ど
な
い
文
字
化
、

異
物
化
を
促
進
す
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
時
代
の
文
字
変
換
へ
の
欲
望
は
、

日
本
語
の
「
表
字
音
声
」
的
本
質
を
か
つ
て
な
く
あ
ら
わ
に
し
て
い
る
の

で
あ
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
は
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
の
中
で
存
在

価
値
が
問
わ
れ
て
い
る
日
本
語
の
可
能
性
を
と
ら
え
か
え
す
契
機
と
な
る

か
も
し
れ
な
い
。
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文字を欲望する音声

注
（
１
）
「
論
樹
」
第
羽
号
、
論
樹
の
会
、
二
○
二
年
十
二
月
。
本
稿
は

こ
の
論
文
と
重
複
す
る
内
容
を
一
部
有
し
て
い
る
。

（
２
）
古
代
文
学
会
二
○
一
三
年
度
企
画
「
変
成
す
る
言
葉
１
１
古
代
文

学
の
書
物
・
身
体
・
知
」
第
一
回
、
二
○
一
三
年
六
月
八
日
、
共
立

女
子
大
学
。
な
お
本
稿
に
お
け
る
河
野
六
郎
の
文
字
論
へ
の
参
照
は
、

こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
森
洋
介
氏
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
疑
問
へ
の
応
答

（
６
）
『
漢
字
論
不
可
避
の
他
者

（
７
）
「
日
本
の
読
者
に
寄
せ
て
」
、

文
堂
、
一
九
七
二
年
）
所
収
。

（
８
）
「
ネ
オ
・
ジ
ャ
パ
ニ
ー
ズ
」

（
９
）
『
国
語
学
へ
の
道
」
、
『
時
枯

（３）『文字論』、一云

（
４
）
『
日
本
国
語
大
辞

（
５
）
『
定
本
言
語
に

庫
、
二
○
○
一
年
。

（
皿
）
川
副
桜
喬
「
ア
メ
リ
カ
に
於
け
る
ロ
ー
マ
字
運
動
」
（
「
宛
○
ョ
昌
」

第
９
巻
２
号
、
一
九
一
四
年
）
に
引
用
さ
れ
た
誠
之
自
作
の
例
文
。

（
Ⅱ
）
『
国
語
学
へ
の
道
」
（
注
（
９
）
参
照
）
に
拠
る
。

（
吃
）
『
国
語
学
原
論
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
四
一
年
）
。
本
稿
は
『
国
語

学
原
論
」
上
巻
（
岩
波
文
庫
、
二
○
○
七
年
）
を
参
照
。

（
旧
）
「
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
、
「
ヒ
ュ
ー
モ
ア
と
し

て
の
唯
物
論
」
（
筑
摩
書
房
、
一
九
九
三
年
）
。

（
Ｍ
）
『
国
語
問
題
の
た
め
に
ｌ
国
語
問
題
白
書
ｌ
』
、
東
京
大
学
出

版
会
、
一
九
六
二
年
。

を
意
図
し
て
い
る
。

一九七六年。

『
漢
字
論
不
可
避
の
他
者
」
、
岩
波
書
店
、
二
○
○
三
年
五
月
。

-
日
本
の
読
者
に
寄
せ
て
」
、
豆
ク
リ
ー
』
（
宮
本
忠
雄
他
訳
、
弘

『
文
字
論
』
、
三
省
堂
、
一
九
九
四
年
九
月
。

『
日
本
国
語
大
辞
典
』
縮
刷
版
、
小
学
館
、
一
九
八
○
年
。

『
定
本
言
語
に
と
っ
て
美
と
は
な
に
か
Ｉ
』
、
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文

．
ズ
」
に
つ
い
て
は
注
（
１
）
の
論
文
参
照
。

『
時
枝
博
士
著
作
選
」
第
２
巻
、
明
治
書
院
、
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