
2223

の
よ
う
に
、「
違
う
」
が
「
そ
う
じ
ゃ
な
い
」
の
意
味
で
使
わ
れ
る

こ
と
も
多
い
（
ち
な
み
に
、「
違
う
」
も
「
そ
う
じ
ゃ
な
い
」
も
名

詞
述
語
へ
の
否
定
応
答
の
場
合
に
使
わ
れ
、
例
え
ば
形
容
詞
述
語

を
否
定
す
る
応
答
だ
と
「
外
、
寒
い
？
」→

「
×
違
う
」「
×
そ
う

じ
ゃ
な
い
」
な
ど
と
は
あ
ま
り
言
わ
な
い
。
形
容
詞
述
語
を
否
定

す
る
応
答
な
ら
「
外
、
寒
い
？
」→

「
そ
ん
な
こ
と
な
い
」「
寒
く

な
い
」
な
ど
と
い
う
の
が
ふ
つ
う
で
あ
る
）。

否
定
表
現
と
の
呼
応
関
係
を
見
て
も
、「
違
う
」
は
「
全
然
」
と

の
呼
応
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、

「
全
然
違
う
」

の
よ
う
に
言
え
る
の
で
あ
る
。「
全
然
」
の
用
法
は
最
近
変
化
し
て

い
て
、
制
限
が
小
さ
く
な
り
つ
つ
あ
る
が
、
そ
れ
と
は
別
に
、
伝

統
的
な
「
正
し
い
」
用
法
を
考
え
た
場
合
で
も
、「
全
然
違
う
」
と

い
う
表
現
は
全
く
問
題
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
点
で
、
ほ
か
の
動
詞

と
は
全
然
違
う
の
だ
（
と
い
っ
て
も
、「
×
決
し
て
違
う
」
と
言
え

な
い
よ
う
に
、「
違
う
」
と
い
う
動
詞
は
否
定
の
副
詞
と
の
呼
応
が

す
べ
て
可
能
だ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
）。
こ
の
よ
う
に
、「
違
う
」

は
品
詞
と
し
て
は
動
詞
で
は
あ
る
が
、
文
法
的
に
も
否
定
表
現
と

し
て
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
お
も
し
ろ
い
こ
と
に
、
関
西
方
言
で
は
、
こ
れ
が
も
う

一
歩
先
ま
で
行
っ
て
い
て
、
名
詞
述
語
の
否
定
表
現
と
し
て
文
の
述

語
部
分
に
お
い
て
も
使
わ
れ
る
と
い
う
わ
け
だ
。
例
え
ば
、「
私
は

責
任
者
で
は
な
い
」
と
い
う
と
き
、
東
京
の
人
な
ら
、
た
ぶ
ん
、

「
私
、
責
任
者
じ
ゃ
な
い
。」

と
言
う
が
、
関
西
の
人
な
ら
、

「
私
、
責
任
者
と
違
う
。」

と
言
う
。
も
し
あ
な
た
が
関
西
方
言
話
者
で
な
く
、
何
か
の
事
情

で
関
西
方
言
話
者
に
な
り
す
ま
す
と
い
う
状
況
が
あ
る
と
し
よ
う
。

そ
う
い
う
場
合
に
は
、
こ
の
「
〜
と
違
う
」
を
使
う
と
い
い
か
も

し
れ
な
い
（
た
だ
し
、
ア
ク
セ
ン
ト
や
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
な
ど

も
訓
練
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
だ
が
）。

も
っ
と
も
、
そ
う
い
っ
た
方
言
の
特
徴
的
な
表
現
も
最
近
で

は
ど
ん
ど
ん
消
え
つ
つ
あ
る
よ
う
だ
。
関
西
方
言
話
者
の
中

で
も
、「
〜
と
違
う
」
で
は
な
く
「
〜
じ
ゃ
な
い
」
の
方
を
使
う
人

が
増
え
て
き
て
い
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
伝
統
的
な
ア
ク
セ
ン
ト

な
ど
も
消
え
つ
つ
あ
る
。
い
く
つ
か
の
例
外
は
あ
る
が
、
基
本
的

に
日
本
語
に
お
け
る
方
言
差
と
い
う
も
の
は
ず
い
ぶ
ん
小
さ
く

な
っ
て
い
る
。

「
共
通
語
が
話
せ
る
」
と
い
う
こ
と
は
確
か
に
い
い
こ
と
だ
が
、

そ
の
こ
と
が
「
方
言
が
話
せ
な
い
」
と
い
う
こ
と
の
裏
返
し
で
し

か
な
い
の
で
あ
れ
ば
非
常
に
寂
し
い
。
方
言
に
は
方
言
な
ら
で
は

の
味
わ
い
が
あ
る
。

方
言
も
、
み
ん
な
違
っ
て
、
み
ん
な
い
い
。
違
い
ま
す
か
？

方
言
と
い
う
の
は
お
も
し
ろ
い
。
あ
る
授
業
で
「『
走
っ
て
行
っ

て
』
と
言
っ
て
行
っ
て
、
と
い
う
こ
と
だ
」
と
い
っ
た
意
味
の
こ

と
を
会
話
で
言
え
ば
「
は
し
っ
て
っ
て
っ
て
い
っ
て
っ
て
っ
て
」
に

な
る
と
い
う
話
を
し
た
と
き
、
そ
の
受
講
生
か
ら
こ
ん
な
言
葉
を

教
え
て
も
ら
っ
た
。
い
す
を
指
さ
し
て
、

「
と
っ
と
っ
と
？
」

「
と
っ
と
っ
と
。」

こ
れ
は
北
九
州
の
方
言
で
、「
と
っ
て
い
る
の
？
」「
と
っ
て
い

る
の
。」
と
い
う
会
話
で
あ
る
。
北
九
州
の
方
言
で
は
「
し
て
い
る
」

は
「
と
っ
と
る
」
の
よ
う
に
「
と
る
」
と
い
う
形
に
な
る
。
ま
た
、

「
〜
の
」
に
近
い
意
味
で
「
と
」
が
使
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
を
「（
席

を
）
取
る
」
と
い
う
言
葉
と
と
も
に
使
う
と
、「（
席
を
）
取
っ
て

い
る
の
」
と
い
う
意
味
で
、「
ト
ッ
ト
ッ
ト
」
が
で
き
る
わ
け
だ
。

関
西
方
言
で
も
同
じ
よ
う
な
言
葉
が
あ
る
。
犬
を
指
さ
し
て
、

「
ち
ゃ
う
ち
ゃ
う
ち
ゃ
う
？
」

「
ち
ゃ
う
ち
ゃ
う
。
ち
ゃ
う
ち
ゃ
う
ち
ゃ
う
ん
ち
ゃ
う
？
」

こ
れ
は
有
名
か
も
し
れ
な
い
。「
チ
ャ
ウ
チ
ャ
ウ
」
と
い
う
犬
を

話
題
に
す
る
文
で
あ
る
（
本
当
は
片
仮
名
書
き
だ
が
、
お
も
し
ろ

い
の
で
平
仮
名
で
書
い
て
あ
る
）。
共
通
語
訳
に
す
る
と
、

「
チ
ャ
ウ
チ
ャ
ウ
で
は
な
い
か
？
」

「
違
う
、
違
う
。
チ
ャ
ウ
チ
ャ
ウ
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
？
」

と
い
っ
た
と
こ
ろ
だ
。

関
西
方
言
で
は
、「
違
う
」
の
日
常
的
な
発
音
は
「
ち
ゃ
う
」
に

な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
違
う
」
は
、「
〜
で
は
な
い
」
と
い
う
と

き
に
「
〜
（
と
）
違
う
」
と
い
う
形
で
よ
く
使
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
「
と
」
は
落
ち
る
こ
と
も
あ
る
の
で
、「
チ
ャ
ウ
チ
ャ
ウ
で
は

な
い
」
が
「
チ
ャ
ウ
チ
ャ
ウ
ち
ゃ
う
」
と
な
る
。

「
違
う
」
と
い
う
言
葉
は
、「
〜
で
は
な
い
」
と
い
う
否
定
関

係
を
表
す
。
共
通
語
で
は
、
名
詞
述
語
文
へ
の
否
定
の
応
答
を

言
う
場
合
、

君
、
責
任
者
で
し
ょ
う
？

い
や
、
違
い
ま
す
。
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