
書
評

"
高
野
繁
男

『近
代
漢
語
の
研
究
一
日
本
語
の
造
語
法

・
訳
語
法
1
』

陳

力

衛

は
じ
め
に

45

近
代
日
本
語
に
関
し
て
最
近
の
研
究
の
進
歩
は
著
し
い
。
と
く
に
近
代
漢
語
に
つ
い
て
出
自
に
よ
る
個
別
語
誌
の
遡
源
的
研
究
が
進

む

一
方
、
洋
学
資
料
、
中
国
資
料
に
よ
る
量
的
な
調
査
に
基
づ
い
て
漢
語
の
性
格
を
層
に
分
け
て
論
ず
る
研
究
が
増
え
て
い
る
。
前
者

の
代
表
を
荒
川
清
秀

の

『近
代
日
中
学
術
用
語
の
形
成
と
伝
播
』
(白
帝
社
、

一
九
九
七
)
と
す
る
な
ら
ば
、
後
者
は
沈
国
威
の

『「六

合
叢
談
」
の
学
際
的
研
究
』

(白
帝
社
、

一
九
九
九
)
『遽
遽
貫
珍
の
研
究
』
(関
西
大
学
出
版
部
、
二
〇
〇
四
)
の

一
連
の
研
究
を
あ

げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
朱
京
偉
の

『近
代
日
中
新
語
の
創
出
と
交
流
』
(白
帝
社
、
二
〇
〇
三
)
も
資
料
と
量
的
統
計
を
結

び

つ
け
た
も
の
と
し
て
人
文
科
学
と
自
然
科
学
の
専
門
用
語
を
鳥
鰍
し
て
く
れ
る
だ
け
で
な
く
、
日
中
間
に
お
け
る
近
代
語
彙
の
交
流

を
物
語

っ
て
い
る
。
そ
ん
な
中
で
、
い
わ
ゆ
る
日
本
資
料
に
焦
点
を
当
て
る
個
別
の
論
文
は
あ
る
も
の
の
、
高
野
氏
の
こ
著
書
の
よ
う

な
、
日
本
近
代
漢
語
の
跡
付
け
を
す
る
重
要
資
料
の
精
査
と
分
析
は
少
な
か
っ
た
。
そ
の
意
味
で
本
著
書
は
こ
の
分
野
の
研
究
に
大
き

く
貢
献
し
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
と
く
に
造
語
法

・
訳
語
法
の
視
点
を
掲
げ
る
点
で
は
、
著
者
独
自
の
特
徴
を
発
揮
さ
せ
ら
れ



妬

た
も

の
と
見
受

け
ら
れ

る
。

理
し

て
み
よ
う
と
思
う

。

こ
こ
で
、
本
著

が
ど
う

い
う
特

色
を
持

っ
て

い
る
か
を
中
心

に
、
以

下
四
点

に
絞

っ
て
、
評
者
な

り
に
整

一

近
代
語
関
係
の
主
た
る
資
料
を
カ
バ
ー
し
て
い
る
点

本
著
は
日
本
の
資
料
、
と
く
に
蘭
学
か
ら
英
学
ま
で
、
近
代
語
研
究
に
欠
か
せ
な
い
代
表
的
な
も
の
を
カ
バ
ー
し
て
い
る
。
全
部
で

七
章
か
ら
な
る
本
書
の
構
成
で
は
、
序
章

の

「近
代
語
彙
研
究
の
概
略
と
課
題
」
と
第
W
章

「日
中
現
代
漢
語
の
層
別
」
、
第

W
章

「近
代
漢
語
の
造
語
法

・
訳
語
法
」
を
除

い
て
、
資
料
を
扱

っ
た
の
は
次

の
五
章
で
あ
り
、
本
書
の
基
本
的
骨
組
み
を
な
し
て
い
る
。

第
-
章

『医
語
類
聚
{

一
八
七
二

第
∬
章

『哲
学
字
彙
　

一
八
八

一

第
皿
章

『百
科
全
書
』

一
八
七
四
～
八
四

第
W
章

『明
六
雑
壮酉

一
八
七
三

第
V
章

『訳
鍵
』

一
八

一
〇

こ
の
書
目
を
見
れ
ば
、
著
者
の
、
蘭
学
と
英
学
と
を
比
較
し
な
が
ら
、
両
者
の
違
い
を
意
識
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
分
か
る
。

一
九
世

紀
初
頭
の

『訳
鍵
』
か
ら
明
治
維
新
を
遂
げ
た
後
ま
で
の
資
料
を
取
り
上
げ
て
い
て
、
い
ず
れ
も
新
語
の
誕
生
過
程
に
寄
与
す
る
重
要
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な
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
と
く
に
、
資
料
面
で

コ白
科
全
書
二

に
つ
い
て
の
開
拓
的
な
研
究
を
し
、
そ
の
翻
訳
方
法
と
新
語
の
生
成
過

程
を
、
文
科
系

「経
済
論
」

(
一
八
七
四
)、
「論
理
学
」
(
一
八
七
八
)
、
「修
辞
及
華
文
」

(
一
八
七
九
)
、
「言
語
学
」
(
一
八
八
四
)
と

理
科
系

「化
学
」

(
一
八
七
五
)、
「
天
文
学
」
(
一
八
七
六
)、
「物
理
学
」
(
一
八
七
七
)
と
に
分
け
て
論
じ
る
と
こ
ろ
が
い
ま
ま
で
に

な
い
視
点
で
あ
る
。
そ
し
て
、
後
述
す
る
よ
う
に
語
構
成
に
お
け
る
両
者
の
異
同
を
対
比
的
に
指
摘
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
面
白

い
。

資
料
か
ら
語
彙
を
抽
出
し
て
語
の
素
性
を
見
る
の
が
従
来
の
や
り
方
で
あ
り
、
先
行
研
究
と
し
て
佐
藤
亨
氏
の

一
連
の
研
究
は
そ
う

い
う
意
味
で
手
本
を
示
し
て
い
る
が
、
扱

っ
て
い
る
資
料
の
性
格
は
中
国
資
料
に
傾
い
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
本
書
は
日
本
の
資

料
だ
け
に
絞

っ
て
漢
語
の
形
成
を
な
が
め
て
い
る
点
が

一
つ
の
特
徴
と
い
え
よ
う
。

二

語
誌
か
ら
語
彙

へ
の
実
践
が
行
わ
れ
て
い
る
点

著
者
は
語
誌
か
ら
語
彙

へ
と
、
「語
彙
研
究
は
新
た
な
段
階
に
入

っ
て
い
る
」
と
言
い
、
「中
途
半
端
な

「語
誌
」
研
究
で
、
や
が
て

手
づ
ま
り
を
む
か
え
る
だ
ろ
う
」
と
い
う
危
機
感
を
持

っ
て
お
ら
れ
、
近
代
漢
語
研
究
の
方
向
転
換
を
促
し
つ
つ
、
師
森
岡
健
二
の
説

を
受
け
て
語
基
と
い
う
語
彙
論

の
語
構
成
分
析
の

一
セ
ク
タ
ー
を
も

っ
て
物
差
し
と
し
、
語
彙
論

へ
の
転
換
の
基
盤
を
模
索
し
て
い
る

よ
う
に
見
え
る
。
こ
の
語
基
は
本
著
の
重
要
な
概
念
の

一
つ
で
あ
り
、
ま
た
分
析
手
法
の

一
つ
で
も
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
、
気
づ
い

た
点
を
述
べ
て
お
く
。

ま
ず
、
漢
語
語
基
の
分
解
の
可
否
判
断
を
ど
う
い
う
基
準
に
求
め
る
べ
き
か
、
も
し
、
個
人

へ
の
洋
学

へ
の
理
解
差
に
よ
る
と
し
た

ら
そ
の
幅
の
伸
縮
が
広
す
ぎ
る
よ
う
な
感
じ
を
す
る
。
た
と
え
ば
、
三
三
頁
で
挙
げ
た
例
、



娼

気
絶
、
健
忘
、
希
釈
、
蛋
黄

を
見
る
と
、
す
で
に
単
語
レ
ベ
ル
の
も
の
に
な

っ
て
い
る
。
ま
た
、
資
料
の
近
代
的
な
性
格

(日
本
近
代
語
の
象
徴
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
)

に
頼
り
す
ぎ
て
、
「哲
学
字
彙
」
で
造
成
さ
れ
た
語
が
す
べ
て

「和
製
漢
語
語
基
」
で
あ
る
と
い
う
の
は
完
全
に
中
国
由
来
の
語
の
可

能
性
を
否
定
し
た
も
の
と
な
る
。
哲
学
字
彙
の
個
別
語
誌
の
研
究
で
は
む
し
ろ
中
国
由
来
の
語
を
含
め
そ
れ
ま
で
の
蓄
積
が
多
く
て
、

井
上
哲
次
郎
の
個
人
に
よ
る
新
た
な
創
出
は
ご
く

一
部
分
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
と
関
連
し
て
い
る
か
ど

う
か
わ
か
ら
な

い
が
、
本
著
で
は
、
「哲
学
」
と
い
う
語
に
つ
い
て
ま
ず
儒
教
用
語
の

「希
哲
学
」
が
あ
り
、
そ
れ
は
中
国
で

喜
ぎ
。。o
℃
ξ

の
訳
語
と
し
て
転
用
し
、
そ
れ
か
ら

「希
」
が
略
さ
れ
た
と
見
な
さ
れ
て
い
る
が
、
従
来
の
西
周
の
創
作
と
さ
れ
る
説
と
異
な
る
点
で

面
白

い
が
、
具
体
例
の
提
示
が
あ
れ
ば
も

っ
と
説
得
力
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
理
科
系
の
語
彙
を
蘭
学
の
語
基
に
、
文
科
系
の
語
彙
を
英
学
の
語
基
に
別
々
に
分
け
て
分
析
す
る
こ
と
が
、
は
た
し
て
そ
う

割
り
切
れ
る
か
ど
う
か
疑
問
に
思
う
と
こ
ろ
が
あ
る
。

三

語
彙
の
消
長
の
両
面
に
注
目
す
る
点

昔
の
言
葉
が
な
ぜ
今
日
ま
で
残

っ
て
い
た
か
に
つ
い
て
の
議
論
は
斯
界
の
主
要
な
動
向
で
あ
り
、
現
存
す
る
語
の
由
来
を
遡
る
研
究

と
表
裏

一
体

の
も
の
と
な

っ
て
い
る
。
そ
の
反
面
、
「消
え
去

っ
て
い
く
」
語
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
関
心
を
示
し
て
い
な
か
っ
た
の
も

事
実
で
あ
る
。
そ
の
消
え
方
は
、
「函
数
↓
関
数
」
の
よ
う
な
書
き
換
え
に
よ
る
も
の
も
あ
れ
ば
、
「工
銀
↓
賃
金
」
の
よ
う
な
近
世
中

国
語
か
ら
日
本
語

(和
製
漢
語
)

へ
の
置
き
換
え
に
よ
る
も
の
も
あ
る
。
後
者
だ
け
を
知

っ
て
い
て
は
明
治
期
の
用
語
の
全
体
像
を

つ



か
む
こ
と
が
で
き
な
い
し
、
そ
う

い
う
用
語
の
新
陳
代
謝
に
目
配
り
を
し
て
は
じ
め
て
、
対
照
的
に
訳
語
の
体
系
を
形
作
ろ
う
と
す
る

こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
著
者
は
ま
さ
に
そ
の
点
に
こ
だ
わ

っ
て
い
て
、
訳
語
生
成
過
程
の

一
側
面
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。
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四

用
語
の
範
囲
に
関
す
る
疑
問
点

本
著
書
で
は

「和
製
漢
語
」
と
い
う
用
語
を
多
く
使

っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
ほ
と
ん
ど
新
漢
語
の
概
念
に
等
し
い
と
思
わ
れ
る
。
た

と
え
ば
、
著
者
は
序
章
で
ヘ
ボ
ン
の

『和
英
語
林
集
成
』
三
版
の
序
文
に

「新
語
の
大
部
分
は
漢
語
で
あ

っ
た
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
注

目
し
、
こ
こ
で
い
う

「新
語
」
が

「和
製
漢
語
」
の
こ
と
で
あ
る
と
定
義
し
て
い
る
。
ま
た
、
「蘭
学
と
和
製
漢
語
」
の
と
こ
ろ
に
、

「和
製
漢
語
」
は
日
本
が
西
洋
語
を
日
本
語
に
置
き
換
え
る
際
に
造
語
し
た
訳
語
が
主
流
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。

た
だ
、
評
者
個
人
の
理
解
で
は

「新
漢
語
」
と
か
か
わ

っ
て
い
る
概
念
は
少
な
く
と
も
由
来
か
ら
見
て
さ
ら
に

「近
世
中
国
語
」
①
、

「訳
語
」
②
③
④
⑤
、
「和
製
漢
語
」
⑥
⑦
に
分
け
ら
れ
る
。
そ
し
て
し
い
て
中
国
由
来
と
和
製
と
に
分
け
る
と
、
下
記
の
よ
う
に
、
前

者
が
①
②
③
で
、
後
者
は
④
⑤
⑥
⑦

で
あ
る
。
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よ 近
世
中
国
語

訳
語

和
製
漢
語

{一 一一一 一一一・一一一 騨r

oO● ●000

中
央
、

分
割
、
活
動

、
主

張
、
喫
煙
、
純
白

電
報
、
鉄
道
、
銀
行

、
保
険

、
権
利
、
工
業

、

自
由
、
文
学
、
精
神

、
思
想

、
小
説

経
済
、
主
義
、
社
会

、
文

化
、
芸
術

、
革

命
、

電
話
、
哲
学
、
美
術

、
主
観

、
止
楊

、
象
徴

情
報
、
番

号
、
警
察
、
表

現
、
改
善
、
異
動
、

故
障
、
出
版
、
文
盲
、
調
整
、
指
向

化
学

生
産

目
的

問
題
に
な
る
の
が

「和
製
漢
語
」
と

「訳
語
」
と
の
重
な
り
で
あ
る
。
従
来

「訳
語
」
は
、
西
洋
概
念
と
の
照
合
に
お
い
て
、
新
し

い
意
味
の
注
入
と
い
う
特
徴
が
あ
る
が
、
そ
の
中
身
は
、
由
来
か
ら
次
の
三
種
類
に
分
け
ら
れ
る
。

cba

中
国
語
か
ら
の
直
接
借
用
。

中
国
の
古
典
語
を
用
い
て
外
来
概
念
を
訳
す
た
め
の
転
用

外
来
概
念
に
あ
て
る
た
め
、
日
本
人
独
自
の
創
出
。

例
②

例
③
④

例
⑤

そ
の
中
で
、
c
は
中
国
語
で
は
形
態
上
見

つ
か
ら
な
い
と
い
う
客
観
的
な
前
提
が
あ
る
か
ら
、
日
本
で
の
創
出
と
分
か
り
や
す
く
、

a
は
逆
に
中
国
語
か
ら
き
た
も
の
で
、
従
来
の
漢
語
の
流
入
と
同
じ
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
が
、
b
の
③
は
中
国
の
洋
学
資
料
で
の
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対
訳
が
先

に
成
立
し

た
も

の
で
あ

る

の
に
対

し

て
、
b

の
④

は
日
本

で

の
成

立
と
見

な
さ
れ

る
も

の
で
あ

る
。

「
和
製
漢
語
」

は
古
来

形
成
さ

れ
て
き
た
も

の
で
、
近
代

に
限

る

べ
き

で
は
な

い
と
思
う

が
、

「訳
語
」

と

い
う

、
明
治

に
創
出

し
た

漢

語

の
象

徴
的
な
イ

メ
ー
ジ
と
重

な

る
こ
と

で
、
両
者
を
分

か
ち
が
た

い
も

の
に
な

っ
て

い
る
。

つ
ま

り
訳
語

の

c
は
和
製
漢
語
と
し

て
も
ち

ろ
ん
見

ら
れ

る
し
、
b

の
④

も

そ
う

見
ら

れ
る
こ
と
も
多

い
。
③

は
見
方

に
よ

っ
て
異

な
る
扱

い
に
な

る
。
そ
う

い
う
見

方

に

立

っ
て

い
れ
ば
、

一
〇
五
頁

の

「
鉄
道

、
保
険

必
要
、
交
換
、
物
質
、
空
気

、
行
為
」

と

い

っ
た
語

は
②

に
属
し
、
漢
訳
洋
書

や
英

華
字
典
か
ら
直
接
取
り
入
れ
た
も
の
で
、
純
粋
な

「和
製
漢
語
」
と
は
言

い
が
た
い
だ
ろ
う
。

お
わ
り
に

本
書
は
各
資
料
を
、
語
基
を
も

っ
て
分
析
す
る
こ
と
で
、
語
彙
論
的
統

一
性
を
も
た
ら
そ
う
と
し
て
い
る
が
、
実
際
に
そ
の
作
業
の

中
か
ら
大
量
な
具
体
例
を
伴

っ
て
提
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
む
し
ろ
語
誌
研
究

へ
大
い
に
寄
与
す
る
も
の
と
な
ろ
う
。
近
代
日
本
語

の
形
成
の
大
切
な
時
期
に
出
来
た
重
要
な
資
料
か
ら
の
こ
う

い
っ
た
用
例
補
充
は
、
近
代
語
研
究
の
蓄
積
と
な
る
し
、
和
製
漢
語
辞
典

を
作
ろ
う
と
考
え
て
い
る
評
者
に
と

っ
て
は
ま
さ
し
く
用
例
の
宝
庫
と
な
り
そ
う
で
、
今
後
大
い
に
利
用
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な

る
と
思
う
。

(明
治
書
院
、
平
成

一
六
年

一
一
月

一
五
日

定
価
七
八
〇
〇
円
)


