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大
阪
府
立
大
学
総
合
科
学
部
教
授
。
日
中
両
国
の
言
語
、
文
化
を
比
較
と
い
う
角
度
か
ら
研
究
。

日
本
で
出
版
さ
れ
た
主
な
著
書
に
、『
日
本
語
教
育
の
た
め
の
誤
用
分
析
―
中
国
語
話
者
の
母
語
干
渉

20
例
』（
ス
リ
ー
エ
ー
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
）、『
日
中
言
葉
の
漢
ち
が
い
』（
く
ろ
し
お
出
版
）な
ど
が
あ
る
。

現
在
、
光
村
図
書
が
発
行
す
る
日
本
語
教
科
書
『
新
版
中
日
交
流
標
準
日
本
語
・
初
級
』
の
編
集
委

員
を
務
め
る
。

前
号
の
漢
字
談
義
で
取
り
上
げ
た
「
光
村
図
書
の
教
科
書
は

一
番
良
い
」
と
い
う
言
葉
を
、
光
村
図
書
の
社
員
が
目
に
す
る

と
、「
そ
れ
は
そ
う
だ
。」
と
胸
を
張
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
が
、

「
光
村
図
書
の
教
科
書
は
十
分
に
良
い
」
と
な
る
と
、
そ
の
振
る

舞
い
方
は
い
く
ら
か
変
わ
っ
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
。「
十
分
に

良
い
」
の
ほ
う
は
、
褒ほ

め
言
葉
と
も
い
え
る
が
、
使
い
方
に
よ

っ
て
は
、
物
足
り
る
程
度
よ
く
て
、
飛
び
抜
け
て
良
い
わ
け
で

は
な
い
と
い
う
意
味
に
も
な
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
を
日
本
語
の
わ
か
ら
な
い
中
国
人
が
漢
字
だ

け
を
拾
い
読
み
し
て
い
く
と
、「
光
村
図
書
さ
ん
は
そ
ん
な
に
立

派
な
会
社
な
の
か
。」
と
た
い
へ
ん
感
心
し
て
し
ま
う
。
そ
の
理

光
村
図
書
の
教
科
書
は

「

」
分
に
良
い
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張
ち
ょ
う

麟り
ん

声せ
い

由
は
、
中
国
語
の
「
十
分
」
は
、
日
本
語
の
「
た
い
へ
ん
」
の

よ
う
な
意
味
だ
け
で
、「
物
足
り
る
程
度
よ
く
」
と
い
う
ニ
ュ
ア

ン
ス
を
ま
っ
た
く
持
た
な
い
。
そ
れ
で
、「
光
村
図
書
の
教
科
書

は
十
分
に
良
い
」
と
い
う
言
葉
を
「
光
村
図
書
の
教
科
書
は
た

い
へ
ん
に
良
い
」
と
し
か
読
め
な
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
は
と
も
か
く
、「
光
村
図
書
の
教
科
書
は
十
分
に
良
い
」

は
、
日
本
語
と
し
て
読
ん
で
も
そ
れ
な
り
に
褒
め
言
葉
だ
し
、

こ
と
に
中
国
語
的
に
読
む
と
た
い
へ
ん
良
い
意
味
に
な
る
の
だ

か
ら
、
こ
れ
で
「
十
分
」
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

？

教
材
化
の
工
夫
を
考
え
る
会

「
握
手
」（
三
年
読
書
教
材
）

連
載
―
教
材
化
の
工
夫

―
自
ら
学
び
取
る
授
業
で
「
生
き
る
力
」
を
育
て
る
―

一

生
徒
は
「
物
語
・
小
説
」
が
好
き

現
行
の
中
学
校
学
習
指
導
要
領
（
解
説
―
国
語
編
―
）
改
善

の
基
本
方
針
に
、「
文
学
的
な
文
章
の
詳
細
な
読
解
に
偏
り
が
ち

で
あ
っ
た
指
導
の
在
り
方
を
改
め
、
自
分
の
考
え
を
も
ち
、
論
理

的
に
意
見
を
述
べ
る
能
力
、
目
的
や
場
面
な
ど
に
応
じ
て
適
切
に

表
現
す
る
能
力
、
目
的
に
応
じ
て
的
確
に
読
み
取
る
能
力
や
読
書

に
親
し
む
態
度
を
育
て
る
こ
と
を
重
視
す
る
。」
と
あ
る
。

学
年
始
め
に
、
国
語
の
学
習
に
対
す
る
意
識
調
査
の
ア
ン
ケ
ー

ト
を
実
施
す
る
と
、
国
語
が
「
好
き
」
と
答
え
る
生
徒
は
毎
年
ど

の
学
年
で
も
四
割
程
度
で
あ
る
が
、
領
域
ご
と
に
見
て
み
る
と
、

「
物
語
・
小
説
」「
詩
・
短
歌
・
俳
句
」
な
ど
の
文
学
的
文
章
の
学

習
が
「
好
き
」
な
生
徒
は
八
割
前
後
い
る
。
反
対
に
「
嫌
い
」
な

学
習
に
つ
い
て
は
「
作
文
」
が
最
も
多
く
、
続
い
て
「
漢
字
」

「
文
法
」
が
あ
げ
ら
れ
、
国
語
が
「
好
き
」
と
答
え
た
生
徒
の
中

に
も
こ
れ
ら
を
苦
手
と
感
じ
て
い
る
生
徒
も
少
な
く
な
い
。
こ
の

調
査
の
結
果
か
ら
も
、
今
後
重
点
的
に
指
導
を
し
て
い
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
内
容
と
学
習
指
導
要
領
改
訂
の
趣
旨
が
合
致
し
て
い

る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。

し
か
し
、
苦
手
を
補
う
こ
と
の
み
に
重
点
を
置
い
た
指
導
を
行

う
こ
と
が
生
徒
の
国
語
に
対
す
る
興
味
・
関
心
を
高
め
、
国
語
が

「
好
き
」
と
い
う
生
徒
を
増
や
す
結
果
に
結
び
付
け
ら
れ
る
と
は

考
え
難
い
。

二
　
生
徒
の
「
好
き
」
を
伸
ば
す
授
業
の
工
夫
を
す
る
　

生
徒
が
最
も
好
き
な
文
学
的
文
章
の
教
材
を
通
し
て
、
国
語
力

を
総
合
的
に
高
め
、
な
お
か
つ
「
詳
細
な
読
解
」
に
偏
ら
ず
、
生

徒
の
主
体
的
な
学
習
活
動
を
促
せ
る
授
業
の
工
夫
を
し
た
い
と
考

え
た
と
き
、
三
年
生
で
学
習
す
る
教
材
「
握
手
」
は
最
適
で
あ
る

と
考
え
た
。
描
写
・
表
現
の
豊
か
さ
、
興
味
を
ひ
か
れ
る
登
場
人

物
、
人
間
の
「
生
き
方
」
を
考
え
さ
せ
ら
れ
る
内
容
な
ど
、
文
学

的
な
文
章
が
「
好
き
」
な
生
徒
の
興
味
・
関
心
を
さ
ら
に
高
め
ら

れ
る
教
材
だ
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
興
味
・
関
心
を
「
読
み
た
い
・
知
り
た
い
・
考
え
た
い
・

表
現
し
た
い
」
と
い
う
意
欲
に
結
び
付
け
、
生
徒
自
ら
学
び
取
る

授
業
と
す
る
た
め
に
、
次
の
よ
う
な
構
想
を
立
て
た
。

漢字談義「一」「十」「百」
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