
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

　「
借
用
語
と
日
本
社
会
」
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と
は
基
本
的
に
難
し
い
。
た
と
え
ば
、
言
語
学
に
お
け
る
「
借
用
」
の
定

義
を
見
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　
　
　 

二
つ
の
言
語
Ａ
と
Ｂ
に
お
い
て
、
言
語
Ａ
の
要
素
を
模
倣
・
複
製

す
る
こ
と
に
よ
り
、
言
語
Ｂ
に
新
し
い
形
式
が
生
じ
た
り
、
従
来

か
ら
あ
る
形
式
に
新
し
い
意
味
が
生
じ
た
り
す
る
場
合
、
言
語
Ｂ

に
お
け
る
こ
れ
ら
の
変
化
を
借
用
と
言
う
。

 

（
田
口
二
〇
一
五
、
一
〇
九
頁
）

す
な
わ
ち
、「
借
用
」
は
あ
く
ま
で
も
「
借
り
ら
れ
る
側
」
で
は
な
く

「
借
り
る
側
」
の
現
象
な
の
で
あ
り
、
言
語
で
あ
れ
ば
、
借
り
る
側
の
言

語
の
性
質
に
合
わ
せ
て
形
式
も
意
味
も
借
り
ら
れ
る
言
語
に
あ
る
も
の
と

は
か
な
り
異
な
っ
た
も
の
に
な
る
こ
と
も
珍
し
く
な
い
。

　
借
用
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
「
変
化
」
が
起
こ
る
の
か
と
い
う
こ
と
に

つ
い
て
は
、
何
ら
か
の
傾
向
や
規
則
性
も
分
か
っ
て
き
て
い
る
一
方
、
言

語
や
文
化
が
対
象
の
場
合
、
様
々
な
要
因
が
関
わ
る
こ
と
で
複
雑
な
事
例

や
現
象
も
少
な
く
な
い
。
事
実
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
丁
寧
な
調
査
が
必

要
と
な
る
が
、
借
用
の
研
究
で
は
大
体
の
場
合
借
用
元
と
借
用
先
の
両
方

を
調
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
た
め
、
調
査
の
コ
ス
ト
も
大
き
く
な
っ

一
．
パ
ネ
ル
セ
ッ
シ
ョ
ン
の
概
要

 

第
四
十
二
回
大
会
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
の
テ
ー
マ
は
「
借
用
語

と
日
本
社
会
」
で
あ
る
。
日
本
語
お
よ
び
日
本
文
学
の
様
々
な
ト
ピ
ッ
ク

に
登
場
す
る
借
用
に
つ
い
て
、
漢
語
、
外
来
語
、
そ
し
て
言
語
の
教
授
法

を
取
り
上
げ
、
言
語
学
、
文
学
、
教
育
学
の
そ
れ
ぞ
れ
の
視
点
か
ら
四
つ

の
発
表
を
提
示
し
、
そ
れ
ら
を
元
に
討
論
を
行
っ
た
。

　「
外
来
語
の
文
法
研
究
・
形
態
論
研
究
」（
田
川
拓
海
）
で
は
、「
借
用

（
語
）」「
漢
語
」「
外
来
語
」
と
い
っ
た
基
本
的
な
用
語
の
整
理
と
外
来
語

の
研
究
に
関
す
る
い
く
つ
か
の
論
点
と
現
象
が
紹
介
さ
れ
た
。「
外
来
語

受
け
入
れ
の
現
状
に
つ
い
て
」（
林
廷
修
）
お
よ
び
「『
伊
勢
物
語
集
註
』

に
お
け
る
漢
語
の
借
用
」（
安
倩
）
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
対
象
と
す
る
範

囲
・
資
料
は
異
な
る
も
の
の
、
丹
念
な
調
査
を
元
に
外
来
語
お
よ
び
漢
語

の
使
用
が
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
か
、
な
っ
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
し

た
。
ま
た
、「
グ
ア
ン
の
教
授
法
を
借
用
し
た
山
口
喜
一
郎
の
日
本
語
教

授
法
―
台
湾
の
実
践
か
ら
韓
国
の
実
践
ま
で
―
」（
金
ボ
イ
ェ
）
で
は
、

言
語
そ
の
も
の
で
は
な
く
そ
の
教
授
法
の
借
用
に
つ
い
て
、
や
は
り
教
科

書
等
の
詳
細
な
調
査
を
元
に
そ
の
実
態
を
描
き
出
し
て
い
る
。

　
一
口
に
「
借
用
」
と
言
っ
て
も
、
あ
る
枠
組
み
か
ら
別
の
枠
組
み
に
要

素
や
概
念
、
方
法
論
等
を
「
借
り
る
」
場
合
、
元
の
性
質
を
保
持
す
る
こ

　
　
借
用
と
外
来
語
と
社
会

田
　
川
　
拓
　
海
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の
対
応
策
の
う
ち
、
定
着
し
て
い
な
い
外
来
語
を
言
い
換
え
る
対

応
策
は
、
専
門
的
な
重
要
概
念
を
表
す
外
来
語
を
除
き
、
確
か
に

効
果
を
上
げ
、
問
題
が
軽
減
し
て
い
る
と
み
て
良
い
…
（
中
略
）

…
一
方
、
そ
れ
ら
の
対
応
策
で
は
十
分
な
指
針
が
示
さ
れ
な
か
っ

た
、
定
着
が
進
ん
で
い
る
外
来
語
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
表
す
意

味
を
ど
う
表
現
す
れ
ば
わ
か
り
や
す
く
伝
わ
る
の
か
、
対
応
が
難

し
く
、
問
題
が
大
き
い

 

（
田
中 

二
〇
一
六
、
九
頁
、
傍
線
は
田
川
）

外
来
語
に
は
、「
基
本
語
化
」（
金
二
〇
一
六
等
）
し
て
い
る
も
の
も
多

く
、
日
本
語
に
定
着
し
た
も
の
は
か
え
っ
て
他
の
語
種
で
言
い
換
え
る
の

が
難
し
い
も
の
も
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
言
い
換
え
と
い
う
手
法
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
、
言
い
換

え
る
こ
と
が
誤
解
に
つ
な
が
る
と
い
う
問
題
点
の
指
摘
も
あ
り
、
こ
こ
で

は
説
明
を
付
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
提
案
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　 

哲
学
を
専
門
と
す
る
古
田
徹
也
氏
（
東
京
大
学
）
は close 

contact 

の
よ
う
な
専
門
語
を
安
易
に
わ
か
り
や
す
い
「
濃
厚
接

触
」
と
い
っ
た
語
に
置
き
換
え
る
こ
と
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い
る

（
朝
日
新
聞
デ
ジ
タ
ル
二
〇
二
〇
年
四
月
二
十
一
日
）。「
濃
厚
接

触
」
で
は
食
卓
を
囲
ん
だ
お
し
ゃ
べ
り
を
連
想
で
き
ず
、
全
く
危

険
と
思
わ
ず
に
そ
う
し
た
営
み
を
続
け
た
人
々
が
当
初
は
多
く
い

た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
趣
旨
で
あ
る
。
同
様
に
「
ロ
ッ
ク
ダ

ウ
ン
」
は
単
な
る
「
都
市
封
鎖
」
で
は
な
く
、「
ソ
ー
シ
ャ
ル

デ
ィ
ス
タ
ン
ス
」
も
「
社
会
的
距
離
」
と
訳
す
と
貧
富
の
差
や
差

て
し
ま
う
と
い
う
難
し
さ
が
あ
る
。

　
本
パ
ネ
ル
セ
ッ
シ
ョ
ン
の
そ
れ
ぞ
れ
の
発
表
に
お
い
て
示
さ
れ
た
様
々

な
実
例
と
調
査
結
果
は
、
そ
の
よ
う
な
困
難
に
対
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究

分
野
が
ど
の
よ
う
に
対
峙
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
問
い
に
対
す

る
回
答
と
な
っ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
人
文
社
会
系
の
研
究
に
お
い
て

洗
練
さ
れ
て
き
た
資
料
や
デ
ー
タ
を
丁
寧
に
か
つ
徹
底
的
に
調
べ
る
方
法

論
の
重
要
性
も
示
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

二
．
外
来
語
と
社
会

　
借
用
の
研
究
と
社
会
の
関
わ
り
と
い
う
点
か
ら
、
外
来
語
の
問
題
に
つ

い
て
簡
単
に
述
べ
て
お
き
た
い
。

　
特
に
専
門
用
語
等
の
新
し
い
語
と
し
て
外
来
語
が
用
い
ら
れ
る
場
合
、

そ
れ
が
外
来
語
で
あ
る
こ
と
の
問
題
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
る
こ
と
が
あ

る
。
確
か
に
馴
染
み
の
な
い
語
か
ら
借
用
し
た
外
来
語
は
意
味
・
用
法
を

推
測
し
に
く
い
こ
と
も
珍
し
く
な
く
、
外
来
語
の
使
用
を
避
け
て
ほ
し
い

と
い
う
主
張
が
な
さ
れ
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
情
報
保
障
と
い

う
点
か
ら
見
て
も
外
来
語
へ
の
対
応
が
必
要
な
場
面
は
あ
り
、
た
と
え
ば

「
や
さ
し
い
日
本
語
」
で
は
外
来
語
の
使
用
が
避
け
ら
れ
他
の
表
現
で
言

い
換
え
ら
れ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
。

　
し
か
し
一
方
で
、
外
来
語
の
言
い
換
え
は
あ
ら
ゆ
る
場
面
・
語
に
対
し

て
簡
単
に
適
用
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
か
つ
て
国
立
国
語
研
究
所
が
推

進
し
た
い
わ
ゆ
る
「
外
来
語
言
い
換
え
提
案
」
に
つ
い
て
、
田
中
（
二
〇

一
六
）
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
　 

国
語
審
議
会
や
国
立
国
語
研
究
所
が
提
示
し
た
、
外
来
語
問
題
へ
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れ
て
き
た
の
か
、
借
用
、
外
来
語
に
は
ど
の
よ
う
な
性
質
が
あ
る
の
か
と

い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
知
見
や
研
究
成
果
の
提
供
、
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

参
照
文
献

金
　
愛
蘭
（ 

二
〇
一
六
）「
語
彙
の
周
辺
部
か
ら
中
心
部
へ
「
進
出
」
す
る
外
来
語
―「
抽

象
的
な
外
来
語
の
基
本
語
化
」
に
つ
い
て
―
」『
日
本
語
学
』
三
五
巻
七

号
，
一
二
‐
二
二
，
明
治
書
院
．

田
口
善
久
（ 

二
〇
一
五
）「
借
用
」
斎
藤
純
男
・
田
口
善
久
・
西
村
義
樹
（
編
）『
明
解
言

語
学
辞
典
』，
一
〇
九
‐
一
一
〇
，
三
省
堂
．

田
中
牧
郎
（ 

二
〇
一
六
）「
外
来
語
に
ど
う
対
応
す
べ
き
か
」『
日
本
語
学
』
三
五
巻
七

号
，
二
‐
一
一
，
明
治
書
院
．

松
下
達
彦
（ 

二
〇
二
〇
）「
第
18
回 

こ
と
ば
の
時
事
問
題
（
5
）：
コ
ロ
ナ
関
連
の
新

語
・
流
行
語
」（https://dictionary.sanseido-publ.co.jp/colum

n/goi18, 
2020/07/01

確
認
）．

 

（
た
が
わ
　
た
く
み
　
筑
波
大
学
）

別
を
連
想
さ
せ
る
と
し
て
い
る
。
社
会
言
語
学
的
に
見
れ
ば
、
意

味
が
全
く
同
じ
で
あ
れ
ば
ど
ち
ら
か
一
つ
が
生
き
残
り
、
も
う
一

方
は
淘
汰
さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
が
、
多
少
な
り
と
も
異
な
れ

ば
使
い
分
け
ら
れ
て
ど
ち
ら
も
生
き
残
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
、

い
ず
れ
に
し
て
も
「
濃
厚
接
触
」
の
よ
う
に
誤
解
を
生
み
や
す
い

語
は
、
報
道
の
初
期
に
は
わ
か
り
や
す
く
説
明
を
入
れ
て
ほ
し
い

と
思
う
。

 

（
松
下
二
〇
二
〇
、
傍
線
は
田
川
）

　
言
い
換
え
に
言
及
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
現
れ
て
い
る
が
、
松
下
（
二

〇
二
〇
）
が
取
り
上
げ
て
い
る
い
わ
ゆ
る
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
（
感

染
症
）」
関
連
の
新
語
・
流
行
語
の
う
ち
外
来
語
に
当
た
る
も
の
は
多

い
。
そ
も
そ
も
「
コ
ロ
ナ
」
が
外
来
語
で
あ
る
が
、
そ
の
ほ
か
に
も

「CO
V
ID
-19

」「
ク
ラ
ス
タ
ー
」「
オ
ー
バ
ー
シ
ュ
ー
ト
」「
ロ
ッ
ク
ダ
ウ

ン
」「
ソ
ー
シ
ャ
ル
デ
ィ
ス
タ
ン
ス
」「
ス
テ
イ
ホ
ー
ム
」「
オ
ン
ラ
イ
ン

○
○
」「
テ
レ
○
○
」「
リ
モ
ー
ト
○
○
」「
ニ
ュ
ー
ノ
ー
マ
ル
」
等
が
挙

げ
ら
れ
て
い
る
（
一
部
簡
略
化
、
混
種
語
は
除
く
）。

　
こ
の
件
に
つ
い
て
は
感
染
症
は
で
き
る
だ
け
早
い
対
応
・
対
策
が
求
め

ら
れ
る
と
い
う
事
情
も
関
係
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
新
し
い
問
題

が
発
生
し
た
場
合
に
特
に
専
門
用
語
由
来
で
複
数
の
外
来
語
が
急
に
使
用

さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
今
後
も
起
き
得
る
で
あ
ろ
う
。
外
来

語
を
ど
の
よ
う
に
使
う
か
と
い
う
の
は
専
門
家
だ
け
で
決
め
ら
れ
る
こ
と

で
は
な
い
が
、
言
語
の
研
究
と
し
て
で
き
る
こ
と
と
し
て
は
、
今
何
が
起

き
て
い
る
の
か
事
実
の
記
録
を
行
う
こ
と
、
関
連
す
る
資
料
の
保
存
や
整

理
、
調
査
を
行
う
こ
と
、
過
去
に
借
用
語
、
外
来
語
が
ど
の
よ
う
に
使
わ




