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日
本
語
に
は
「
な
さ
す
ぎ
る
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
「
な
い
」
つ
ま
り
「
ゼ
ロ
」
の
向
こ
う
側
を
表

す
「
な
さ
す
ぎ
る
」
。
日
本
人
は
「
な
さ
す
ぎ
る
」
と
い
う
言
葉
で
、
ゼ
ロ
の
向
こ
う
側
を
表
現
す
る
の

で
あ
る
。 

 

物
心
が
つ
い
た
と
き
か
ら
、
日
本
語
が
大
好
き
で
、
私
に
と
っ
て
日
本
語
の
辞
書
は
友
達
の
よ
う
な
存

在
だ
っ
た
。
小
学
三
年
生
の
時
、
初
め
て
国
語
辞
典
を
買
っ
て
も
ら
っ
た
時
の
、
世
界
一
の
宝
物
を
手
に

入
れ
た
よ
う
な
感
情
を
今
で
も
覚
え
て
い
る
。
中
学
入
学
と
同
時
に
電
子
辞
書
を
ね
だ
り
、
よ
り
多
く
の

日
本
語
の
吸
収
を
楽
し
ん
だ
。
日
本
語
を
知
れ
ば
知
る
ほ
ど
、
自
分
の
感
情
や
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
物
事
に

つ
い
て
豊
か
に
表
現
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
が
、
と
に
か
く
大
好
き
だ
っ
た
。
辞
書
が
あ
れ
ば
、
全
て

の
日
本
語
を
理
解
で
き
る
と
さ
え
思
っ
て
い
た
。 

し
か
し
私
に
は
唯
一
、
理
解
が
及
ば
ず
、
口
に
し
な
い
日
本
語
が
あ
っ
た
。 

 

「
時
間
が
な
さ
す
ぎ
る
」
、
「
お
金
が
な
さ
す
ぎ
る
」
、
「
常
識
が
な
さ
す
ぎ
る
」
。 

 

私
に
は
「
形
容
詞
『
な
い
』
」+

「
す
ぎ
る
」
の
「
な
さ
す
ぎ
る
」
と
い
う
日
本
語
が
全
く
理
解
で
き

な
か
っ
た
。
聞
く
た
び
、
読
む
た
び
、
強
い
違
和
感
を
募
ら
せ
た
。
私
に
と
っ
て
「
な
さ
す
ぎ
る
」
と
い

う
日
本
語
は
誤
用
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
か
っ
た
。 

「
～
す
ぎ
る
」
は
「
状
態
が
度
を
越
え
て
い
る
」
と
辞
書
に
載
っ
て
お
り
、
日
本
語
と
し
て
容
認
さ
れ
て

い
る
。
し
か
し
、
「
な
い
」
が
「
度
を
越
え
て
い
る
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
か
。
「
な
い
」
は

「
ゼ
ロ
」
な
の
で
あ
る
。
「
ゼ
ロ
」
に
は
度
合
い
が
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
な
さ
す
ぎ
る
」
と
い
う
日
本

語
は
不
自
然
で
あ
る
は
ず
な
の
だ
。 

し
か
し
、
多
く
の
日
本
人
が
「
な
さ
す
ぎ
る
」
と
口
に
す
る
。
「
な
さ
す
ぎ
る
」
と
い
う
日
本
語
は
存

在
す
る
。
「
ゼ
ロ
」
に
は
度
合
い
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
語
は
「
ゼ
ロ
」
に
度
合
い
を
見
い
出

そ
う
と
す
る
。
日
本
人
は
「
な
い
」
の
向
こ
う
側
に
何
を
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。 

私
以
外
の
日
本
人
が
た
や
す
く
操
る
こ
の
日
本
語
が
、
私
に
は
理
解
で
き
な
い
。
理
解
で
き
な
い
と
い

う
こ
と
が
理
解
で
き
て
か
ら
、
私
は
「
な
さ
す
ぎ
る
」
と
い
う
日
本
語
を
口
に
せ
ず
、
聞
き
流
す
よ
う
に

な
っ
た
。
そ
う
や
っ
て
、
胸
に
あ
る
不
自
然
さ
に
触
れ
な
い
よ
う
に
す
ご
し
て
き
た
。 
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高
校
二
年
生
の
夏
、
マ
ー
ク
・
ピ
ー
タ
ー
セ
ン
著
『
日
本
人
の
英
語
』
と
い
う
新
書
に
出
会
っ
た
。
日

本
人
の
英
語
の
問
題
点
を
解
き
明
か
す
本
書
の
中
で
、
著
者
が
「
な
さ
す
ぎ
る
」
と
い
う
日
本
語
に
疑
問

を
投
げ
か
け
て
い
た
。 

 

「
あ
の
人
は
思
い
や
り
が
な
さ
す
ぎ
ま
す
よ
」
。
そ
の
表
現
を
聞
い
て
、
日
本
語
と
し
て
は
、
何
か
が
「
な

さ
す
ぎ
る
」
と
い
う
言
い
方
が
許
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
初
め
て
知
っ
た
。
「
な
さ
す
ぎ
る
」
は
ど
う
し
て

も
英
語
に
な
ら
な
い
の
で
、
強
い
フ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
を
感
じ
、
そ
の
こ
ろ
の
私
の
国
文
学
の
先
生
の

と
こ
ろ
ま
で
文
句
を
言
い
に
い
っ
た
。 

「
『
な
い
』
は
『
何
も
な
い
』
と
い
う
意
味
で
は
な
い
か
。
『
ゼ
ロ
』
で
は
な
い
か
。
『
な
さ
』
に
は
度

合
い
が
あ
る
の
か
。
『
少
な
す
ぎ
る
』
と
い
う
の
な
ら
わ
か
る
が
、
『
な
さ
す
ぎ
る
』
な
ん
て
私
に
は
ど

う
し
て
も
納
得
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
。
英
語
は
決
し
て
そ
ん
な
非
論
理
的
な
言
い
方
を
許
さ
な
い
」
と

い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
た
ら
、
先
生
は
「
ま
あ
、
英
語
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
『
な
い
』
と
い
う
日

本
語
は
『
ゼ
ロ
』
じ
ゃ
な
い
」
と
教
え
て
く
れ
た
。 

 

私
は
こ
の
国
文
学
の
先
生
と
や
ら
の
言
葉
に
疑
問
符
を
浮
か
べ
、
著
者
に
賛
同
し
た
。
そ
し
て
、
「
な

さ
す
ぎ
る
」
と
い
う
日
本
語
に
疑
問
を
持
つ
の
は
私
だ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
自
信
を
覚
え
て
、「
な

さ
す
ぎ
る
」
と
い
う
日
本
語
を
つ
い
に
口
に
す
る
こ
と
な
く
、
私
は
大
人
に
な
っ
た
。 

 

大
好
き
な
祖
母
が
死
ん
だ
。
日
差
し
に
夏
を
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
春
の
終
わ
り
の
日
だ
っ
た
。 

入
院
し
て
い
た
祖
母
が
危
な
い
と
連
絡
が
入
り
、
私
は
帰
宅
す
る
た
め
電
車
に
飛
び
乗
っ
た
。
最
寄
り

駅
の
ホ
ー
ム
で
、
私
を
迎
え
に
来
た
母
が
、
祖
母
の
死
を
口
に
し
た
。 

私
は
何
も
思
わ
な
か
っ
た
。
涙
も
出
な
か
っ
た
。
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
感
情
が
な
か
っ
た
。
「
悲
し
い
」

「
苦
し
い
」
「
な
ん
で
」
「
嘘
だ
」
…
…
。
そ
ん
な
感
情
が
、
す
っ
か
り
抜
け
落
ち
て
い
た
。
そ
し
て
、

何
も
思
わ
な
い
こ
と
や
涙
が
出
な
い
こ
と
に
対
し
て
、
不
思
議
だ
と
思
う
感
情
す
ら
な
か
っ
た
。
私
は
そ

の
時
、
初
め
て
日
本
語
に
で
き
な
い
感
情
に
出
会
っ
た
。 

祖
母
が
亡
く
な
っ
て
最
初
に
感
じ
た
の
は
「
冷
た
い
」
だ
っ
た
。
ベ
ッ
ド
に
横
た
わ
る
祖
母
の
手
に
触

れ
、
感
じ
た
こ
と
の
な
い
温
度
に
、
す
ぐ
に
手
を
引
っ
込
め
た
。
信
じ
ら
れ
な
い
ほ
ど
、
冷
た
か
っ
た
。

小
さ
く
て
、
し
わ
し
わ
で
、
い
つ
も
指
輪
を
し
て
い
て
、
針
仕
事
が
得
意
で
、
優
し
く
手
を
つ
な
い
で
く

れ
た
、
大
好
き
な
祖
母
の
手
。
ま
る
で
別
物
の
よ
う
だ
っ
た
。 

「
痛
い
」
「
寂
し
い
」
「
つ
ら
い
」
「
い
や
だ
」
…
…
。
私
は
ぬ
く
も
り
を
失
っ
た
祖
母
の
手
に
触
れ
て

か
ら
、
言
葉
が
追
い
付
か
な
い
ほ
ど
、
多
く
の
感
情
に
触
れ
た
。
そ
れ
は
か
つ
て
な
い
ほ
ど
め
ま
ぐ
る
し

い
感
情
だ
っ
た
。 
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祖
母
の
死
か
ら
数
日
後
。
そ
の
数
日
の
忙
し
い
感
情
と
は
対
照
的
な
、
祖
母
の
死
を
知
っ
た
駅
の
ホ
ー

ム
で
の
感
情
が
忘
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
あ
の
名
前
の
な
い
感
情
は
何
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
日
本
語
で
表

現
で
き
な
い
感
情
な
ど
な
い
は
ず
な
の
に
。
大
好
き
な
祖
母
が
亡
く
な
っ
た
と
い
う
の
に
、
感
情
に
名
前

を
つ
け
よ
う
と
し
い
る
自
分
を
嘲
笑
し
た
く
な
っ
た
。 

生
ま
れ
た
時
か
ら
ず
っ
と
同
じ
家
で
暮
ら
し
た
祖
母
。
思
え
ば
、
日
本
語
に
興
味
を
持
た
せ
て
く
れ
た

の
は
祖
母
で
あ
っ
た
。
小
学
生
の
時
、
国
語
の
宿
題
だ
っ
た
教
科
書
の
音
読
練
習
に
も
何
時
間
も
付
き
合

っ
て
く
れ
た
。
漢
字
や
日
本
語
の
意
味
を
教
え
て
く
れ
た
。
中
学
生
の
時
、
自
分
で
は
読
ま
な
い
よ
う
な

歴
史
や
哲
学
に
関
す
る
本
を
く
れ
た
。
本
が
教
え
て
く
れ
る
知
ら
な
い
世
界
に
胸
を
躍
ら
せ
、
日
本
語
の

表
現
を
よ
り
豊
か
に
し
た
。
高
校
生
の
時
、
作
文
コ
ン
ク
ー
ル
の
入
賞
を
自
分
の
こ
と
の
よ
う
に
喜
ん
で

く
れ
た
。
私
が
作
文
を
書
く
事
で
こ
ん
な
に
喜
ん
で
く
れ
る
人
が
い
る
の
だ
と
初
め
て
実
感
し
た
。
大
学

生
の
時
、
「
日
本
語
の
先
生
に
な
る
」
と
話
す
私
に
、
く
し
ゃ
く
し
ゃ
な
笑
顔
で
「
頑
張
っ
て
」
と
言
っ

て
く
れ
た
。
い
つ
で
も
日
本
語
に
思
い
を
馳
せ
、
日
本
語
を
追
い
か
け
続
け
た
私
を
、
祖
母
は
ず
っ
と
応

援
し
て
く
れ
て
い
た
。 

こ
れ
は
そ
ん
な
祖
母
が
私
の
た
め
に
遺
し
て
く
れ
た
、
最
後
の
問
題
だ
。
そ
ん
な
思
い
を
胸
に
、
祖
母

の
い
な
い
日
々
を
こ
の
問
題
に
費
や
し
た
。 

言
葉
に
す
る
な
ら
ば
「
な
い
」
よ
り
も
「
な
い
」
。
「
ゼ
ロ
」
よ
り
も
「
ゼ
ロ
」
。
「
な
い
」
と
い
う

感
情
す
ら
な
く
、
数
字
で
検
知
で
き
な
い
ほ
ど
「
ゼ
ロ
」
。
「
な
い
」
で
は
物
足
り
ず
、
「
ゼ
ロ
」
で
は

表
現
し
き
れ
な
い
。
で
も
確
か
に
「
な
い
」
で
あ
り
「
ゼ
ロ
」
。
そ
ん
な
感
情
。 

私
は
自
然
と
「
な
さ
す
ぎ
る
」
と
い
う
日
本
語
に
落
ち
着
い
た
。
「
悲
し
い
」
「
寂
し
い
」
と
い
う
感

情
が
あ
っ
て
も
い
い
は
ず
な
の
に
、
「
な
い
」
。
こ
れ
が
「
な
い
」
の
度
合
い
か
、
と
あ
れ
ほ
ど
拒
ん
で

い
た
日
本
語
を
す
ん
な
り
と
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。
い
つ
か
読
ん
だ
本
の
国
文
学
の
先
生
が
言
っ

た
よ
う
に
、
確
か
に
日
本
語
の
「
な
い
」
は
「
ゼ
ロ
」
で
は
な
か
っ
た
。 

祖
母
の
死
は
、
私
に
「
な
さ
す
ぎ
る
」
と
い
う
初
め
て
の
感
情
を
遺
し
て
い
っ
た
。
「
な
い
」
よ
り
も

「
な
い
」
感
情
。
「
ゼ
ロ
の
向
こ
う
側
」
と
い
う
、
存
在
が
曖
昧
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
確
実
に
存
在

す
る
感
情
。
そ
れ
が
「
な
さ
す
ぎ
る
」
。
「
ゼ
ロ
の
向
こ
う
側
」
と
い
う
未
知
の
領
域
を
侵
し
て
ま
で
、

自
分
の
感
情
を
表
現
し
た
い
と
い
う
、
日
本
人
の
日
本
語
へ
の
尽
き
る
こ
と
が
「
な
さ
す
ぎ
る
」
貪
欲
さ

の
表
れ
な
の
だ
ろ
う
。 

 

日
本
語
に
限
ら
ず
、
言
葉
と
は
使
わ
な
け
れ
ば
意
味
が
な
い
、
と
日
本
語
教
師
の
私
は
教
壇
で
よ
く
話

す
。
ど
れ
だ
け
多
く
の
調
理
器
具
を
持
っ
て
い
て
も
、
使
わ
な
け
れ
ば
意
味
が
な
く
、
料
理
も
上
達
し
な

い
。
同
様
に
、
ど
れ
だ
け
多
く
の
言
葉
を
知
っ
て
い
て
も
、
使
わ
な
け
れ
ば
意
味
が
な
く
、
日
本
語
が
上

達
し
な
い
。
い
つ
も
は
留
学
生
に
向
か
っ
て
い
る
こ
の
言
葉
が
、
今
は
私
に
突
き
刺
さ
る
。
私
も
や
っ
と

理
解
で
き
た
こ
の
日
本
語
を
使
い
た
い
。
祖
母
が
最
後
に
く
れ
た
こ
の
日
本
語
を
使
い
た
い
。 
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教
壇
に
立
つ
忙
し
い
日
々
を
楽
し
み
な
が
ら
「
時
間
が
な
さ
す
ぎ
る
」
と
冗
談
交
じ
り
に
行
っ
て
み
た

い
。
「
お
金
が
な
さ
す
ぎ
る
」
と
友
人
と
の
買
い
物
で
見
栄
を
張
っ
た
次
の
日
に
、
涙
目
に
な
り
な
が
ら

言
っ
て
み
た
い
。
新
聞
を
読
み
な
が
ら
「
最
近
の
子
は
常
識
が
な
さ
す
ぎ
る
」
と
、
自
分
が
「
最
近
の
子
」

で
は
な
く
な
っ
た
こ
と
に
、
自
嘲
を
込
め
て
言
っ
て
み
た
い
。 

こ
れ
か
ら
も
私
は
、
知
ら
な
い
日
本
語
と
出
会
い
使
っ
て
日
本
語
を
豊
か
に
し
て
い
く
。
そ
し
て
い
つ

か
、
祖
母
に
向
か
っ
て
自
慢
げ
に
言
う
の
で
あ
る
。 

「
私
に
は
知
ら
な
い
日
本
語
が
な
さ
す
ぎ
る
」
と
。 
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