
31 慣
用
句
に
お
け
る
文
化
的
要
素
の
受
容
の
問
題

イ
ー
ゴ
リ
・
ボ
ト
ー
エ
フ

先
日
、
ブ
リ
ヤ
ー
ト
国
立
大
学
の
日
本
語
講
座
で
日
本
語
を
学
ぶ
学
生
か
ら
質
問
を
受
け
、
久
し
ぶ
り
に
非

常
に
戸
惑
っ
た
。
そ
の
質
問
を
日
本
語
に
訳
す
と
、「
一
回
死
ん
だ
人
が
旅
を
続
け
る
こ
と
っ
て
あ
り
う
る
？
」

と
い
う
意
味
に
な
る
。
そ
の
学
生
が
翻
訳
し
た
教
科
書
の
例
文
を
見
た
と
こ
ろ
、
こ
の
あ
ま
り
に
も
面
白
い
質

問
の
謎
が
解
け
た
。
彼
は
、「
京
都
ま
で
の
予
定
だ
っ
た
が
、
足
を
延
ば
し
て
神
戸
ま
で
行
っ
て
き
た
」
と
い

う
例
文
を
翻
訳
し
た
際
、「
足
を
延
ば
す
」
と
い
う
文
を
日
本
語
の
慣
用
句
と
し
て
認
識
せ
ず
に
直
訳
し
て
し

ま
っ
た
。
ロ
シ
ア
語
に
も
、「
足
を
延
ば
す
」
と
い
う
慣
用
句
が
あ
る
の
だ
が
、
そ
の
慣
用
句
は
ま
さ
に
「
死

ぬ
」
と
い
う
意
味
な
の
で
あ
る
。

ま
た
、
ロ
シ
ア
語
を
学
ぶ
日
本
人
学
生
か
ら
の
質
問
に
困
る
、
と
い
う
逆
の
パ
タ
ー
ン
の
経
験
も
あ
る
。

「
ロ
シ
ア
人
に
と
っ
て
『
人
を
壁
の
前
に
立
た
せ
る
』
と
い
う
行
為
は
、
そ
ん
な
に
恐
ろ
し
い
意
味
を
持
つ
の

か
」
と
い
う
質
問
を
受
け
た
私
は
、
先
ず
質
問
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
資
料
を
調
べ
て
み
た
。
今
回
も
誤
訳
の

原
因
は
慣
用
句
の
不
正
確
な
認
識
に
あ
っ
た
。
一
般
の
ロ
シ
ア
人
は
「
壁
の
前
に
立
た
せ
る
」
と
い
う
慣
用
句

を
「
射
殺
す
る
」
の
意
味
で
自
然
に
理
解
す
る
が
、
ロ
シ
ア
語
を
学
び
始
め
た
ば
か
り
の
学
生
は
こ
の
慣
用
句

を
文
字
通
り
の
意
味
に
解
釈
し
て
し
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
二
つ
の
実
例
は
、
外
国
語
に
お
け
る
慣
用
句
の
正
確
な
理
解
の
難
し
さ
を
物
語
る
。
慣
用
句
は
、
そ

の
国
の
文
化
、
そ
の
国
民
の
発
想
法
を
如
実
に
反
映
し
、
日
常
生
活
と
密
接
な
関
係
を
持
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
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は
、
主
と
し
て
国
民
に
広
く
知
ら
れ
た
人
物
、
あ
る
い
は
、
全
く
無
名
の
人
物
に
よ
る
あ
ざ
や
か
で
的
確
な
表

現
に
由
来
し
、
慣
用
化
さ
れ
た
そ
の
表
現
に
は
独
特
な
民
族
性
が
付
与
さ
れ
て
い
る
。
同
じ
物
、
同
じ
動
作
、

同
じ
性
能
、
同
じ
考
え
を
表
す
場
合
で
も
、
語
彙
的
な
手
段
が
言
語
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
る
。
こ
の
独
特
な

民
族
性
こ
そ
が
外
国
語
の
慣
用
句
の
正
確
な
理
解
を
困
難
に
し
て
い
る
。

あ
る
現
実
の
現
象
が
一
つ
の
言
語
の
中
で
、
慣
用
句
的
な
意
味
を
持
つ
と
し
て
も
、
他
の
言
語
に
お
い
て
、

必
ず
し
も
慣
用
句
に
な
る
と
は
限
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
日
本
語
の
「
青
田
を
買
う
」
と
い
う
慣
用
句
で
表
さ

れ
る
「
企
業
が
正
規
に
採
用
試
験
の
期
日
よ
り
前
に
、
内
々
に
学
生
と
入
社
の
契
約
を
す
る
」
と
い
う
社
会
的

な
現
象
は
日
本
独
自
の
も
の
で
あ
り
、
ロ
シ
ア
の
社
会
で
同
じ
現
象
は
見
ら
れ
な
い
。
し
か
も
、「
青
田
の
時

期
に
収
穫
量
を
見
積
も
り
、
先
物
買
い
を
す
る
」
と
い
う
米
の
購
入
方
法
自
体
も
他
国
に
見
ら
れ
な
い
、
日
本

独
特
の
習
慣
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
ロ
シ
ア
語
に
は
同
じ
意
味
を
表
す
慣
用
句
が
誕
生
し
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
慣
用
句
の
翻
訳
も
大
い
に
日
本
語
学
習
者
を
悩
ま
せ
て
い
る
に
違
い
な
い
。

現
実
の
認
識
も
民
族
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
で
、
い
ず
れ
の
言
語
に
も
独
特
な
象
徴
的
形
象
の
体
系
が
存
在
す

る
。
こ
の
現
象
は
慣
用
句
に
お
い
て
も
表
わ
れ
る
。「as strong as a horse

」
の
よ
う
に
、
イ
ギ
リ
ス
人
に

と
っ
て
は
ウ
マ
が
「
健
康
」
の
形
象
で
あ
る
の
に
対
し
、
ロ
シ
ア
人
に
と
っ
て
は
、「
雄
牛
の
よ
う
に
丈
夫
で

あ
る
」
と
い
う
慣
用
句
の
よ
う
に
、
ウ
シ
が
「
健
康
」
の
形
象
と
な
る
。
ま
た
日
本
語
で
は
そ
の
ウ
シ
が
、

「
牛
の
歩
み
」
の
よ
う
に
、
歩
み
の
遅
い
こ
と
の
形
象
で
あ
る
の
に
対
し
、
ロ
シ
ア
語
で
は
、「
カ
タ
ツ
ム
リ
の

ス
ピ
ー
ド
」
の
よ
う
に
、
カ
タ
ツ
ム
リ
に
移
動
の
遅
い
イ
メ
ー
ジ
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
自
然
の
物
体
や
日
用

品
な
ど
の
よ
う
な
具
体
的
概
念
だ
け
で
は
な
く
、
色
や
重
量
な
ど
を
表
す
抽
象
的
な
概
念
も
慣
用
句
の
要
素
と

な
り
う
る
。
た
と
え
ば
日
本
語
で
は
「
ク
チ
バ
シ
が
黄
色
い
」
の
よ
う
に
、
黄
色
は
「
年
が
若
く
、
経
験
不
足

で
未
熟
で
あ
る
」
と
い
う
意
味
を
表
す
が
、
ロ
シ
ア
人
は
こ
の
意
味
を
表
す
た
め
に
緑
色
を
使
う
だ
ろ
う
。
キ
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ル
ギ
ス
で
は
「
猫
の
鼻
」
が
「
短
さ
」
の
象
徴
で
あ
り
、「
猫
の
鼻
の
よ
う
に
短
い
」
と
い
う
慣
用
句
が
存
在

す
る
。
と
こ
ろ
が
、
ロ
シ
ア
語
に
は｢

雀
の
鼻
よ
り
短
い｣

と
い
う
慣
用
句
が
あ
る
。
ロ
シ
ア
人
が｢

短
さ｣

に
つ
い
て
話
す
と
き
に
は
、「
猫
の
鼻
」
で
は
な
く
「
雀
の
鼻
」
と
い
う
比
喩
を
使
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

こ
れ
に
対
し
、
日
本
語
で
慣
用
的
に
用
い
ら
れ
る
の
は｢

猫
の
鼻｣

で
は
な
く
「
猫
の
額
」
で
あ
り
、「
猫
の

額
」
が
「
狭
さ
」
の
象
徴
と
な
る
。

慣
用
句
の
も
う
一
つ
の
特
徴
と
し
て
、
慣
用
句
の
構
成
要
素
の
意
味
か
ら
だ
け
で
は
全
体
の
意
味
が
理
解
で

き
な
い
表
現
、
す
な
わ
ち
、
も
と
の
意
味
が
拡
張
ま
た
は
転
用
さ
れ
、
あ
る
い
は
、
比
喩
的
に
用
い
ら
れ
て
固

定
し
た
表
現
で
あ
る
こ
と
が
、
多
く
の
言
語
学
者
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
大
部
分
の
慣
用
句

の
基
底
に
は
、
比
喩
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
潜
ん
で
い
る
。
こ
の
イ
メ
ー
ジ
は
伝
統
的
な
象
徴
を
元
に
し
て
成
立
し

て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
は
各
言
語
に
お
い
て
、
独
特
な
比
喩
の
体
系
を
な
し
て
い
る
た
め
、
そ
の

体
系
の
中
に
占
め
る
位
置
に
よ
っ
て
は
、
比
喩
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
他
言
語
と
ま
っ
た
く
違
う
意
味
を
表
す
こ
と

が
あ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
言
語
に
お
け
る
比
喩
の
体
系
が
読
者
の
理
解
を
困
難
に
し
て
し
ま
う
こ
と
も
、
十
分
に
考
え
ら
れ

る
。
各
言
語
で
は
歴
史
的
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
独
特
な
比
喩
の
体
系
が
形
成
さ
れ
て
お
り
、
話
者
は
そ
の
体
系
に

従
っ
て
、
適
切
な
比
喩
表
現
を
選
ぶ
。「
た
く
さ
ん
、
多
く
」
の
比
喩
と
し
て
、
ロ
シ
ア
人
は
「
泥
の
よ
う
に

多
い
」
と
か
、「
池
を
池
に
す
る
ほ
ど
」
な
ど
と
言
う
が
、
日
本
人
は
「
山
ほ
ど
あ
る
」
と
い
う
表
現
を
選
ぶ

だ
ろ
う
。
ま
た
、
日
本
語
に
は
お
金
が
た
く
さ
ん
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、「
唸
る
ほ
ど
金
を
持
つ
」
と
い
う
慣

用
句
が
存
在
す
る
。

多
く
の
言
語
に
は
、
人
間
の
身
体
の
部
分
が
入
っ
た
慣
用
句
が
数
多
く
見
ら
れ
る
。
日
本
語
と
ロ
シ
ア
語
の

語
彙
の
統
計
的
な
調
査
に
よ
る
と
、
人
間
の
身
体
に
よ
る
慣
用
句
は
、
日
本
語
か
ら
は
一
〇
八
六
句
、
ロ
シ
ア
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語
か
ら
は
九
六
〇
句
を
抽
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
内
、
翻
訳
時
に
比
喩
が
一
致
す
る
慣
用
句
は
四
七
句

の
み
で
あ
る
。
ま
た
、
日
本
語
と
ロ
シ
ア
語
に
お
け
る
慣
用
句
の
質
的
側
面
を
分
析
し
た
結
果
、
ロ
シ
ア
語
に

は
腕
、
腰
、
尻
、
脛
、
睫
に
関
わ
る
慣
用
句
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
の
原
因
は
人
間
の

身
体
に
対
す
る
日
本
人
と
ロ
シ
ア
人
の
考
え
方
の
違
い
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

具
体
的
な
例
を
挙
げ
て
み
る
と
、
日
本
人
は
「
腰
」
を
身
体
の
中
心
と
し
て
見
て
い
る
た
め
、
日
本
語
に
は

腰
に
関
わ
る
慣
用
句
が
多
く
存
在
す
る
。
一
方
、
ロ
シ
ア
人
に
と
っ
て
は
、「
腰
」
よ
り
「
背
中
」
の
方
が
大

事
な
の
で
、「
勝
つ
」
と
い
う
意
味
の
「
背
中
を
折
る
」、「
責
任
を
持
つ
」
と
い
う
意
味
の
「
背
中
の
上
に
置

く
」、「
最
も
大
事
な
こ
と
」
と
い
う
意
味
の
「
体
の
背
中
」
な
ど
の
よ
う
な
慣
用
句
を
用
い
る
。「
肝
」
に
対

す
る
考
え
方
も
異
な
っ
て
い
る
。
日
本
語
で
は
「
肝
」
が
「
勇
気
」、「
度
胸
」、「
雄
々
し
さ
」
を
意
味
す
る
。

し
か
し
、
ロ
シ
ア
人
は
、「
肝
」
に
好
ま
し
く
な
い
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
「
心
底
か
ら
嫌
う
」

と
い
う
意
味
の
「
全
て
の
肝
で
嫌
う
」、「
ひ
ど
く
イ
ラ
イ
ラ
さ
せ
る
」
と
い
う
意
味
の
「
肝
の
中
に
入
っ
て
人

を
困
ら
せ
る
」
な
ど
の
よ
う
な
慣
用
句
と
し
て
現
れ
る
。

ま
た
、
ロ
シ
ア
人
と
日
本
人
の
身
体
の
動
作
は
そ
れ
ぞ
れ
独
特
な
意
味
を
持
つ
こ
と
が
、
広
く
知
ら
れ
て
い

る
。
た
と
え
ば
、
自
分
の
こ
と
を
強
調
す
る
と
き
、
日
本
人
は
鼻
先
を
指
さ
す
が
、
ロ
シ
ア
人
は
同
じ
意
味
で

鼻
先
で
は
な
く
、
胸
の
あ
た
り
を
指
さ
す
。
さ
ら
に
、
相
手
の
不
愉
快
な
気
持
ち
を
招
く
身
体
の
動
作
も
あ

る
。
日
本
人
は
相
手
を
「
こ
っ
ち
へ
来
い
」
と
呼
び
出
す
と
き
に
、
手
先
を
上
下
に
振
る
。
し
か
し
、
ロ
シ
ア

で
は
こ
の
よ
う
な
動
作
は
犬
や
猫
な
ど
の
ペ
ッ
ト
を
呼
び
出
す
と
き
に
使
う
こ
と
が
多
い
。
こ
の
よ
う
な
人
間

の
簡
単
な
動
作
は
、「
頭
を
掻
く
」、「
手
を
あ
げ
る
」
や
「
舌
を
出
す
」
な
ど
の
よ
う
な
慣
用
句
を
生
み
出
し

て
き
た
。
し
か
し
、
一
見
簡
単
に
見
え
る
慣
用
句
の
直
訳
は
、
非
常
に
大
き
な
誤
解
を
招
い
て
し
ま
う
。
た
と

え
ば
、
ロ
シ
ア
人
は
日
本
語
の
「
首
を
ひ
ね
る
」
と
い
う
慣
用
句
の
直
訳
を
耳
に
し
た
ら
、「
考
え
込
む
、
納
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得
し
か
ね
て
思
案
す
る
」
意
味
で
は
な
く
、「
ぼ
ー
っ
と
す
る
」
と
い
う
、
ま
っ
た
く
違
う
意
味
で
解
釈
し
て

し
ま
う
恐
れ
が
あ
る
。

我
々
は
日
常
生
活
の
中
で
、
自
国
語
の
馴
染
み
深
い
慣
用
句
を
深
く
考
え
ず
、
す
ぐ
口
に
出
す
こ
と
が
よ
く

あ
る
と
思
う
が
、
異
文
化
の
代
表
者
と
話
し
合
う
場
合
、
た
ま
に
は
相
手
の
文
化
の
特
徴
を
思
い
出
し
た
方
が

よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？
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