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今
日
、
わ
が
国
に
お
け
る
外
国
語
の
問
題
を
考
へ
る
と
す
れ
ば
、
お
よ
そ

次
の
三
点
、
即
ち
、
こ
の
歴
史
的
転
換
期
に
直
面
し
て
外
国
語
教
育
は
い
つ

た
い
ど
う
取
扱
は
る
べ
き
か
と
い
ふ
こ
と
、
次
に
は
国
際
的
な
関
係
が
一
層

複
雑
微
妙
に
な
つ
て
来
た
か
う
い
ふ
時
代
に
、
外
国
語
の
活
用
な
い
し
利
用

が
ど
ん
な
状
態
に
あ
る
か
、
つ
ま
り
日
本
人
と
し
て
い
ま
ど
の
程
度
に
外
国

語
を
実
際
に
生
か
し
て
使
つ
て
ゐ
る
か
と
い
ふ
こ
と
、
も
う
一
つ
は
、
日
本

語
の
海
外
進
出
に
絡
ん
で
、
や
は
り
日
本
語
を
一
応
ほ
か
の
国
か
ら
観
た
外

国
語
と
し
て
考
へ
て
み
る
と
い
ふ
こ
と
、
こ
れ
ら
の
点
が
主
と
し
て
問
題
に

な
る
と
思
ふ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○
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最
近
、
従
来
の
外
国
語
教
育
が
い
ろ
い
ろ
の
角
度
か
ら
批
判
さ
れ
る
や
う

に
な
つ
て
、
例
へ
ば
、
外
国
語
教
育
が
偏
重
さ
れ
て
ゐ
た
と
い
ふ
見
方
か
ら
、

授
業
時
間
の
削
減
な
ど
が
行
は
れ
る
や
う
に
な
つ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
外

国
語
が
果
し
て
偏
重
さ
れ
て
ゐ
た
か
ど
う
か
、
む
し
ろ
今
日
の
時
局
な
れ
ば

こ
そ
外
国
語
の
教
育
は
な
ほ
一
層
こ
れ
を
重
要
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
は
な
い
か
、
と
い
ふ
考
へ
方
が
対
立
し
て
ゐ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
の
わ

た
く
し
自
身
の
見
解
は
、
や
は
り
外
国
語
の
教
育
は
一
層
重
視
し
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
　
　
と
い
ふ
こ
と
を
前
提
と
す
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
、
重
要
視
す

る
に
し
て
も
、
今
日
ま
で
の
教
育
方
法
が
か
な
り
根
本
的
に
改
革
さ
る
べ
き

で
あ
る
と
思
ふ
。
即
ち
、
外
国
語
教
育
に
お
い
て
真
に
そ
の
成
果
を
挙
げ
る

た
め
に
は
、
従
来
の
教
育
方
法
に
は
い
く
つ
か
の
重
大
な
欠
点
が
あ
る
や
う
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に
思
ふ
の
で
あ
る
。

　
ま
づ
日
本
人
が
外
国
語
を
学
ぶ
目
的
を
も
つ
と
明
確
に
認
識
す
る
必
要
が

あ
る
。
従
来
は
、
専
門
的
な
知
識
を
習
得
す
る
た
め
に
、
外
国
語
を
通
じ
て

そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
文
化
に
触
れ
て
こ
れ
を
摂
取
す
る
と
い
ふ
こ
と
が
、
外
国

語
を
学
ぶ
最
も
大
き
な
目
的
で
あ
つ
た
。
ま
た
更
に
一
つ
の
大
き
な
目
的
は
、

実
用
的
に
外
国
人
と
或
る
程
度
ま
で
自
由
に
意
志
の
疏
通
が
で
き
る
や
う
に
、

と
い
ふ
こ
と
で
あ
つ
た
。
し
か
し
、
一
般
に
中
等
学
校
で
外
国
語
を
学
ぶ
場

合
に
は
、
将
来
い
ま
述
べ
た
や
う
な
意
味
で
外
国
語
を
実
際
に
活
用
す
る
や

う
な
職
業
に
進
む
も
の
以
外
は
　
　
即
ち
そ
の
数
に
お
い
て
大
部
分
の
も
の

は
　
　
常
識
と
し
て
一
通
り
初
歩
的
な
外
国
語
を
習
得
し
て
お
い
た
は
う
が

い
ゝ
と
い
ふ
ふ
う
な
こ
と
、
例
へ
ば
看
板
の
横
文
字
だ
と
か
新
し
い
外
来
語
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の
意
味
ぐ
ら
ゐ
は
解
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
か
、
も
つ
と
滑
稽
な
例
を
い

ふ
と
、
女
学
校
な
ど
で
は
、
横
文
字
が
読
め
な
く
て
は
缶
詰
の
使
ひ
方
が
わ

か
ら
な
い
と
か
、
甚
だ
他
愛
の
な
い
こ
と
が
、
し
か
も
公
然
の
理
由
に
な
つ

て
ゐ
た
と
思
ふ
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
第
一
、
第
二
の
目
的
は
、
外
国
語
習
得

の
理
由
と
し
て
、
か
な
り
ハ
ツ
キ
リ
も
し
て
ゐ
る
し
、
ま
た
納
得
も
で
き
る

け
れ
ど
も
、
第
三
の
い
は
ゆ
る
常
識
と
し
て
　
　
と
い
ふ
考
へ
は
、
今
後
は

ぜ
ひ
と
も
一
掃
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
ま
つ
た
く
欧
米
依
存
の
精

神
の
現
は
れ
で
あ
つ
て
、
つ
ま
り
は
日
本
人
の
生
活
の
到
る
と
こ
ろ
に
欧
米

崇
拝
、
或
ひ
は
欧
米
依
存
の
事
実
が
あ
つ
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
だ
と
言
は

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
、
事
実
に
お
い
て
、
中
等
学
校
だ
け
の
外
国

語
な
ど
は
殆
ん
ど
な
ん
の
役
に
も
立
つ
て
ゐ
な
い
の
で
あ
る
。
例
へ
ば
、
前
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述
の
缶
詰
の
使
用
法
を
読
み
こ
な
せ
る
だ
け
の
力
で
さ
へ
、
果
し
て
充
分
に

つ
い
て
ゐ
る
か
ど
う
か
、
甚
だ
疑
問
で
あ
ら
う
。
し
た
が
つ
て
、
多
く
の
場

合
、
た
ゞ
英
語
を
習
つ
た
と
い
ふ
安
易
な
自
己
満
足
に
了
つ
て
ゐ
る
と
い
ふ

有
様
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
さ
う
だ
か
ら
と
云
つ
て
、
中
等
学
校
卒
業
者
が
外
国
語
に
対
し

て
、
ま
つ
た
く
無
知
で
あ
つ
て
い
ゝ
か
と
い
へ
ば
、
必
ず
し
も
さ
う
で
は
な

い
と
思
ふ
。
殊
に
外
来
語
な
ど
も
か
な
り
日
本
語
の
な
か
に
は
い
つ
て
ゐ
る

の
だ
し
、
ま
た
こ
れ
か
ら
も
さ
う
い
ふ
傾
向
が
全
く
な
く
な
る
わ
け
で
も
な

い
。
し
た
が
つ
て
、
何
か
に
つ
け
て
外
国
語
に
関
す
る
知
識
は
国
民
と
し
て

や
は
り
或
る
程
度
は
有
つ
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
わ
た
く
し

の
考
へ
で
は
、
従
来
の
や
う
に
、
外
国
語
と
い
へ
ば
す
ぐ
英
語
だ
と
考
へ
る
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や
う
な
態
度
は
捨
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
中
等
学
校
全
体
を
通

じ
て
、
日
本
と
関
係
の
あ
る
諸﹅
外﹅
国﹅
の
言
葉
を
教
へ
る
、
そ
し
て
ど
の
程
度

の
数
に
い
づ
れ
の
外
国
語
を
教
へ
る
か
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
を
、
計﹅
画﹅
的﹅
に﹅

や
つ
て
ゆ
く
べ
き
だ
と
思
ふ
。
ま
た
、
日
常
生
活
を
通
じ
て
日
本
人
が
触
れ

る
可
能
性
の
あ
る
外
国
語
を
、
　
　
こ
れ
は
新
し
い
方
法
に
依
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
思
ふ
が
　
　
例
へ
ば
、
各
国
語
の
簡
単
な
発
音
だ
と
か
、
同
じ

意
味
の
言
葉
が
そ
れ
ぞ
れ
国
に
依
つ
て
ど
う
異
る
か
と
か
、
さ
う
言
ふ
や
う

な
こ
と
を
中
等
学
校
で
教
へ
る
の
も
一
つ
の
方
法
で
は
な
か
ら
う
か
。
見
分

け
方
ぐ
ら
ゐ
覚
え
て
お
く
と
ず
い
ぶ
ん
役
に
立
つ
。
こ
れ
は
外
国
語
に
た
い

す
る
知
識
を
与
へ
る
た
め
の
、
い
く
ぶ
ん
新
し
い
方
式
で
あ
り
、
考
へ
方
で

あ
ら
う
と
思
ふ
。
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○

　
中
等
学
校
だ
け
で
や
め
る
も
の
は
そ
れ
と
し
て
、
今
度
は
専
門
学
校
以
上

に
進
む
も
の
の
た
め
に
は
ど
う
す
る
か
、
　
　
こ
れ
は
前
述
の
中
等
学
校
の

教
育
法
を
そ
の
ま
ゝ
適
用
し
て
い
ゝ
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。
で
、
例
へ

ば
上
級
学
校
に
ゆ
く
た
め
の
中
等
学
校
と
然
ら
ざ
る
も
の
と
を
区
別
す
る
　

　
こ
れ
は
学
制
全
体
の
改
革
に
属
す
る
問
題
だ
が
　
　
の
も
一
つ
の
ゆ
き
方

だ
と
思
ふ
。
さ
ら
に
上
級
学
校
で
外
国
語
を
習
得
す
る
場
合
、
従
来
と
根
本

的
に
や
り
方
を
違
へ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
が
あ
る
。
即
ち
、
こ
れ
ま
で
は

話
す
こ
と
と
読
む
こ
と
と
書
く
こ
と
と
が
、
全
然
目
的
を
異
に
す
る
か
の
如

く
バ
ラ
バ
ラ
に
教
へ
ら
れ
て
ゐ
た
。
例
へ
ば
、
会
話
の
た
め
の
英
語
だ
と
か
、

或
ひ
は
た
ゞ
本
を
読
む
た
め
の
英
語
だ
と
か
、
要
す
る
に
非
常
に
偏
し
た
外
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国
語
の
身
に
つ
け
方
を
、
ほ
と
ん
ど
総
べ
て
の
も
の
が
や
つ
て
ゐ
た
と
い
ふ

こ
と
で
あ
る
。

　
殊
に
大
学
な
ん
か
で
は
、
専
門
の
書
物
が
読
め
れ
ば
い
ゝ
と
い
ふ
ふ
う
に

一
般
に
考
へ
ら
れ
て
ゐ
た
。
ま
た
、
書
く
こ
と
に
し
て
も
、
専
門
的
な
論
文

が
書
け
れ
ば
い
ゝ
　
　
実
は
専
門
的
な
論
文
は
一
般
に
非
常
に
や
さ
し
い
も

の
だ
と
さ
れ
て
ゐ
る
が
　
　
と
さ
れ
て
ゐ
た
。
し
た
が
つ
て
、
さ
う
い
ふ
ふ

う
な
外
国
語
の
身
に
付
け
方
を
し
た
人
に
は
、
話
す
と
い
ふ
こ
と
は
ま
つ
た

く
専
門
外
の
こ
と
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
会
話
な
ど
は
で
き
な
く
て
も
別
に

何
の
不
便
も
感
じ
な
い
。
む
し
ろ
、
会
話
は
外
国
語
習
得
の
最
も
俗
な
分
野

で
あ
る
と
考
へ
ら
れ
さ
へ
し
た
。
実
際
ま
た
、
会
話
を
専
門
に
学
ぶ
人
々
、

例
へ
ば
外
交
官
と
か
通
訳
と
か
、
或
ひ
は
外
国
商
館
に
勤
め
や
う
と
す
る
人
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と
か
は
、
た
ゞ
会
話
が
で
き
る
や
う
に
な
る
た
め
に
、
実
に
つ
ま
ら
ぬ
苦
心

を
払
ひ
、
肝
腎
な
こ
と
が
お
留
守
に
な
る
と
い
ふ
有
様
で
あ
る
。
か
う
い
ふ

ふ
う
な
考
へ
方
で
い
ま
ま
で
外
国
語
の
教
育
が
行
は
れ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、

実
際
問
題
と
し
て
は
、
さ
う
い
ふ
外
国
語
の
習
得
の
仕
方
が
、
や
は
り
そ
れ

ぞ
れ
の
目
的
を
半
分
づ
つ
し
か
達
し
て
ゐ
な
い
の
で
あ
る
。
例
へ
ば
、
大
学

の
先
生
で
、
専
門
的
な
本
は
か
な
り
読
み
こ
な
せ
る
人
が
、
そ
の
専
門
的
な

学
問
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
欧
米
の
学
者
と
議
論
を
す
る
や
う
な
場
合
に
、
口

が
自
由
に
利
け
な
く
な
つ
て
ほ
と
ん
ど
用
が
足
り
な
い
こ
と
が
あ
り
、
研
究

に
も
事
を
欠
く
と
す
れ
ば
甚
だ
考
へ
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
か
う
し
た

結
果
に
な
つ
た
こ
と
は
、
外
国
語
を
通
じ
て
専
門
的
な
知
識
を
身
に
付
け
る

に
は
、
本
さ
へ
読
め
れ
ば
い
ゝ
と
い
ふ
、
い
は
ゞ
一
種
の
自
己
弁
護
が
成
り
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立
つ
こ
と
に
依
る
の
だ
が
、
こ
の
こ
と
が
そ
も
〳
〵
外
国
語
に
対
す
る
間
違

つ
た
考
へ
方
に
原
因
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
外
国
語
と
い
ふ
も
の
は
、

「
外
国
人
の
や
う
に
」
喋
つ
た
り
書
い
た
り
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
、
か
う

い
ふ
考
へ
方
が
過
去
に
お
い
て
日
本
人
の
頭
に
か
な
り
深
く
浸
み
込
ん
で
ゐ

た
や
う
に
思
ふ
。
例
へ
ば
、
英
語
な
ら
ば
「
英
米
人
の
や
う
に
」
書
け
る
、

喋
れ
る
と
い
ふ
こ
と
が
、
英
語
学
習
の
理
想
で
あ
つ
た
。
と
こ
ろ
が
そ
ん
な

こ
と
は
馬
鹿
々
々
し
い
こ
と
だ
か
ら
、
よ
ほ
ど
ど
う
か
し
た
人
で
な
い
と
一

生
懸
命
に
は
な
れ
な
い
。
結
局
そ
れ
を
諦
め
て
、
日
本
人
と
し
て
ま
づ
可
能

な
方
向
に
ゆ
く
、
と
い
ふ
の
が
自
然
で
あ
ら
う
。
「
外
国
人
の
や
う
に
」
喋

る
こ
と
が
一
番
う
ま
い
喋
り
方
で
あ
り
、
最
も
理
想
的
な
会
話
で
あ
る
と
考

へ
て
ゐ
る
た
め
に
、
そ
こ
ま
で
自
信
の
な
い
も
の
は
、
つ
い
喋
る
と
い
ふ
こ
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と
が
自
尊
心
を
傷
け
る
わ
け
だ
か
ら
、
な
る
べ
く
下
手
に
口
を
利
か
な
い
や

う
に
す
る
。
そ
れ
を
敢
て
す
る
も
の
は
最
も
安
易
な
程
度
の
外
国
語
を
「
操

る
」
こ
と
で
満
足
し
て
し
ま
ふ
結
果
に
な
る
。
例
へ
ば
、
日
常
の
挨
拶
の
仕

方
を
非
常
に
よ
く
心
得
て
ゐ
る
と
か
、
或
ひ
は
ま
た
実
に
月
並
な
俗
語
を
連

発
す
る
か
、
要
す
る
に
外
国
人
の
口
真
似
を
す
る
こ
と
が
、
い
は
ゆ
る
上
手

に
外
国
語
を
操
る
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
の
結
果
、
日
本
人
が
日
本
人

と
し
て
の
能
力
で
も﹅
の﹅
を
云
ふ
よ
り
も
、
非
常
に
単
純
な
低
調
な
こ
と
し
か

云
へ
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
手
紙
な
ど
を
書
く
場
合
も
同
様
で
、
外
国
人
の

や
う
な
手
紙
を
書
か
う
と
す
る
か
ら
、
結
局
は
外
国
の
無
学
な
女
か
子
供
の

書
く
や
う
な
手
紙
に
な
つ
て
し
ま
ふ
。
し
か
し
、
吾
々
が
外
国
語
を
習
つ
た

や
う
な
従
来
の
習
ひ
方
で
ゆ
け
ば
、
当
然
さ
う
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
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る
。
そ
れ
で
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
か
と
云
へ
ば
、
や
は
り
日﹅
本﹅
人﹅
と﹅
し﹅
て﹅
日

本
人
流
に
外
国
語
を
使
ひ
こ
な
す
、
と
い
ふ
こ
と
を
目
標
に
す
べ
き
で
あ
る

と
思
ふ
。

　
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
　
　
こ
れ
は
少
し
細
か
い
こ
と
に
な
る
け
れ
ど
も

　
　
外
国
語
の
一
つ
一
つ
の
言
葉
の
意
味
は
正
確
に
つ
か
ま
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
が
、
し
か
し
、
そ
れ
を
日
本
語
を
使
ふ
や
う
な
気
持
で
、
つ
ま
り
自
分

の
考
を
述
べ
る
必
要
な
武
器
と
し
て
用
ふ
べ
き
で
あ
る
。
も
と
よ
り
文
法
や

語
彙
の
正
確
な
の
に
越
し
た
こ
と
は
な
い
が
、
飽
く
ま
で
、
「
自
分
の
も
の
」

を
そ
れ
で
伝
へ
る
工
夫
を
す
べ
き
で
あ
つ
て
、
英
米
人
風
の
云
ひ
廻
し
　
　

つ
ま
り
イ
デ
ィ
オ
ム
な
ど
と
い
ふ
ふ
う
な
も
の
は
、
日
本
人
が
無
理
に
使
ふ

の
は
不
見
識
だ
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
む
し
ろ
彼
等
は
か
う
い
ふ
云
ひ
廻
し
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は
し
な
い
、
し
か
し
、
い
か
に
も
日
本
人
で
な
け
れ
ば
表
は
せ
な
い
も﹅
の﹅
の

考
へ
方
、
も﹅
の﹅
の
感
じ
方
が
そ
の
表
現
の
な
か
に
示
さ
れ
て
ゐ
る
　
　
と
い

ふ
や
う
な
英
語
を
使
ふ
べ
き
で
あ
る
。
彼
の
内
村
鑑
三
と
い
ふ
人
は
さ
う
で

あ
つ
た
と
い
は
れ
る
。
こ
の
人
は
実
に
堂
々
と
二
時
間
ぐ
ら
ゐ
続
け
ざ
ま
に

英
語
の
演
説
が
で
き
た
人
で
あ
る
が
、
そ
の
英
語
は
イ
ギ
リ
ス
人
の
使
ふ
英

語
で
も
な
け
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
人
の
英
語
で
も
な
い
、
実
に
独
特
な
英
語
で

あ
つ
た
。
独
特
な
と
い
ふ
の
は
、
要
す
る
に
彼
が
日
本
人
と
し
て
英
語
を
使

つ
て
ゐ
た
と
い
ふ
意
味
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
英
語
は
よ
く
イ
ギ
リ
ス
人

や
ア
メ
リ
カ
人
を
感
動
さ
せ
る
英
語
で
あ
つ
た
と
わ
た
く
し
は
聞
い
て
ゐ
る
。

こ
れ
は
も
う
当
然
さ
う
あ
る
べ
き
こ
と
で
あ
つ
て
、
日
本
人
は
今
さ
う
い
ふ

語
学
力
を
も
つ
た
人
を
必
要
と
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
心
構
へ
が
教
師
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に
も
で
き
、
学
生
に
も
で
き
れ
ば
、
日
本
人
の
外
国
語
教
育
は
、
従
来
に
比

し
て
数
倍
の
効
果
を
挙
げ
得
る
の
で
は
な
い
か
と
思
ふ
。

　
そ
れ
に
は
、
ま
づ
語
学
を
試
験
の
た
め
に
勉
強
す
る
な
ど
と
い
ふ
こ
と
は

も
ち
ろ
ん
絶
対
に
排
撃
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
ま
た
、
例
へ
ば
、
学
生

が
イ
ギ
リ
ス
人
や
ア
メ
リ
カ
人
の
や
う
な
作
文
を
書
か
な
く
て
も
、
彼
が
そ

の
学
ん
だ
い
く
つ
か
の
言
葉
を
大
胆
に
駆
使
し
て
、
い
か
に
も
日
本
人
で
な

け
れ
ば
書
け
な
い
や
う
な
作
文
を
書
け
ば
そ
れ
で
満
点
を
付
け
て
や
る
　
　

と
い
ふ
ふ
う
に
ぜ
ひ
し
た
い
も
の
で
あ
る
。
こ
ゝ
で
わ
た
く
し
自
身
の
経
験

を
い
ふ
と
、
実
は
わ
た
く
し
も
フ
ラ
ン
ス
語
で
話
し
た
り
書
い
た
り
す
る
の

は
不
得
手
で
も
あ
り
、
嫌
ひ
で
も
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
手

紙
を
書
く
の
が
非
常
に
厭
や
で
臆
劫
で
あ
つ
た
。
と
こ
ろ
が
、
必
要
に
迫
ら
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れ
た
か
ら
で
も
あ
る
が
、
こ
ん
な
こ
と
で
は
と
て
も
駄
目
だ
と
思
つ
て
、
思

ひ
き
り
大
胆
に
日
本
語
の
直
訳
み
た
い
な
文
章
で
、
手
紙
な
ど
綴
る
こ
と
に

し
た
。
そ
れ
か
ら
急
に
手
紙
を
書
く
気
持
が
楽
に
な
つ
た
や
う
に
思
ふ
。
そ

れ
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
手
紙
が
却
つ
て
非
常
に
面
白
い
と
ほ
め
ら
れ
た
こ

と
さ
へ
あ
る
。
例
へ
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
な
ら
ば
、
親
し
い
情
を
表
は
す
た

め
に
、
手
紙
の
末
尾
に
「
接
吻
を
送
る
」
と
い
ふ
や
う
な
言
葉
を
記
す
け
れ

ど
も
、
日
本
人
に
は
そ
ん
な
こ
と
は
と
て
も
気
恥
づ
か
し
く
て
書
け
な
い
。

そ
こ
で
、
そ
ん
な
調
子
で
書
く
よ
り
は
、
や
は
り
日
本
人
ら
し
く
「
頭
を
下

げ
る
」
と
書
く
は
う
が
面
白
い
。
つ
ま
り
「
頓
首
」
と
や
る
の
で
あ
る
。
そ

れ
で
相
手
に
は
充
分
意
味
も
心
持
も
通
じ
る
し
、
日
本
的
な
味
も
出
る
の
で

あ
る
。
野
口
米
次
郎
氏
の
詩
な
ど
は
さ
う
い
ふ
と
こ
ろ
に
非
常
に
特
徴
が
あ

17



る
の
で
は
な
い
か
と
思
ふ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○

　
吾
々
は
中
等
学
校
か
ら
外
国
語
を
学
ん
で
外
国
の
言
葉
を
覚
え
、
そ
し
て

外
国
人
の
書
い
た
文
章
に
接
触
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
は
、
何
か

し
ら
日
本
人
と
し
て
「
言
葉
」
の
機
能
と
い
ふ
も
の
に
つ
い
て
、
い
ま
ま
で

国
語
の
授
業
で
は
気
が
付
か
な
い
で
ゐ
た
も
の
を
、
は
じ
め
て
発
見
す
る
こ

と
が
あ
る
や
う
に
思
ふ
。
言
葉
と
い
ふ
も
の
は
か
う
い
ふ
も
の
だ
つ
た
の
か
、

か
う
い
ふ
力
を
有
つ
て
ゐ
る
の
か
、
　
　
と
気
が
付
い
た
と
き
か
ら
、
急
に

外
国
語
に
対
す
る
興
味
が
起
つ
て
来
る
。
し
か
も
、
そ
れ
は
文
学
と
い
ふ
も

の
に
対
し
て
、
は
じ
め
て
眼
が
展
け
た
時
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。
か
う
い
ふ

こ
と
は
、
本
来
な
ら
ば
、
国
語
教
育
を
通
じ
て
行
は
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
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と
こ
ろ
が
、
こ
れ
ま
で
日
本
の
国
語
教
育
は
ど
う
も
言
葉
と
し
て
の
セ
ン
ス

を
国
民
に
与
へ
る
や
う
に
仕
組
ま
れ
て
ゐ
な
か
つ
た
。
即
ち
現
代
の
日
本
人

の
多
く
は
国
語
を
通
じ
て
文
学
的
な
セ
ン
ス
を
掴
み
得
な
い
で
、
む
し
ろ
外

国
語
を
通
じ
て
掴
ん
だ
と
い
ふ
こ
と
が
謂
へ
る
と
思
ふ
。
要
す
る
に
、
従
来

は
日
本
人
に
対
し
て
日
本
語
教
育
が
充
分
に
行
は
れ
な
か
つ
た
。
そ
の
欠
陥

を
非
常
に
皮
肉
な
こ
と
で
あ
る
が
、
外
国
語
教
育
に
よ
つ
て
大
部
分
補
つ
て

ゐ
た
と
も
謂
へ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
殊
に
外
国
の
優
れ
た
文
学
的

作
品
に
接
す
る
や
う
に
な
る
と
、
一
層
は
つ
き
り
し
て
来
る
。
曾
つ
て
、
或

る
時
期
に
は
、
外
国
語
を
や
ら
な
け
れ
ば
新
し
い
現
代
の
文
学
の
真
髄
に
触

れ
ら
れ
な
い
　
　
と
い
ふ
や
う
な
、
日
本
人
と
し
て
甚
だ
悲
し
む
べ
き
実
情

に
あ
つ
た
。
将
来
、
国
語
教
育
が
一
層
進
歩
し
て
、
こ
れ
が
日
本
語
の
正
し
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い
力
強
い
訓
練
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
ま
で
ゆ
き
得
た
と
し
て
も
、
な
ほ
且
つ
外

国
語
が
今
日
ま
で
に
果
し
て
き
た
さ
う
い
ふ
一
つ
の
役
割
は
、
外
国
語
教
育

を
担
当
す
る
人
々
が
充
分
に
自
覚
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
と
思

ふ
が
、
い
づ
れ
に
し
て
も
こ
の
点
に
相
当
考
へ
る
べ
き
問
題
が
あ
る
や
う
に

思
は
れ
る
。
こ
の
意
味
か
ら
云
つ
て
、
今
日
、
外
国
語
教
育
の
問
題
が
い
ろ

〳
〵
政
治
的
に
考
慮
せ
ら
れ
る
に
当
つ
て
も
、
こ
の
点
を
忘
れ
て
は
な
ら
な

い
と
思
ふ
。
即
ち
、
外
国
語
を
通
し
て
触
れ
る
文
学
的
な
も
の
は
、
た
だ
た

ん
に
人
々
を
外
国
に
親
し
ま
せ
る
だ
け
で
な
く
、
や
は
り
文
学
の
本
質
に
触

れ
さ
せ
る
の
で
あ
つ
て
、
決
し
て
そ
の
た
め
に
外
国
を
怖
れ
る
必
要
は
な
い

と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○
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も
う
一
つ
外
国
語
の
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
は
日
本
語
の
海
外
進
出
に
伴
ふ

日
本
語
教
育
の
問
題
で
あ
る
。
日
本
語
を
ど
う
い
ふ
ふ
う
な
仕
方
で
、
外
国

人
、
特
に
大
陸
の
人
た
ち
に
教
へ
る
か
と
い
ふ
こ
と
は
、
既
に
か
な
り
以
前

か
ら
研
究
さ
れ
て
ゐ
る
。
現
在
、
一
応
そ
の
初
歩
の
部
分
に
つ
い
て
は
方
式

も
公
け
に
決
め
ら
れ
て
ゐ
る
や
う
だ
が
、
私
の
考
へ
で
は
、
日
本
語
を
外
国

人
に
教
へ
る
た
め
に
、
尠
く
と
も
日
本
人
が
外
国
語
を
学
ん
だ
経
験
が
も
少

し
生
か
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
事
実
は
殆
ど
全
く
さ
れ
て
ゐ
な
い
。

現
在
で
は
、
ど
ち
ら
か
と
云
ふ
と
、
日
本
国
内
に
お
け
る
国
語
教
育
を
土
台

に
し
て
、
そ
れ
に
外
国
人
だ
か
ら
と
い
ふ
幾
分
の
手
心
を
加
へ
る
程
度
の
も

の
が
、
日
本
語
を
外
国
人
に
教
へ
る
方
法
の
基
礎
に
な
つ
て
ゐ
る
。
で
あ
る

か
ら
文
部
省
辺
り
で
も
さ
う
い
ふ
一
つ
の
基
本
的
な
研
究
を
し
て
は
ゐ
る
け
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れ
ど
も
、
こ
れ
に
外
国
語
教
育
の
経
験
者
が
も
つ
と
参
加
し
て
は
ど
う
か
と

思
ふ
。
こ
れ
は
是
非
考
慮
し
て
も
ら
ひ
た
い
と
思
ふ
。
と
い
ふ
の
は
外
国
語

の
教
師
、
即
ち
外
国
語
を
教
へ
て
ゐ
る
日
本
人
は
、
最
も
深
く
且
つ
長
く
外

国
語
を
学
ん
だ
人
た
ち
で
あ
る
。
こ
の
人
た
ち
の
経
験
が
日
本
語
を
外
国
人

に
教
へ
る
メ
ト
ー
ド
を
創
り
上
げ
る
た
め
の
最
も
有
力
な
参
考
に
な
る
筈
で

あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○

　
最
後
に
、
こ
れ
は
ち
よ
つ
と
外
国
語
教
育
の
問
題
か
ら
は
離
れ
る
が
、
日

本
で
は
中
等
学
校
の
殆
ん
ど
全
部
が
英
語
を
教
へ
て
ゐ
る
結
果
、
外
国
語
と

い
へ
ば
す
ぐ
英
語
の
こ
と
し
か
考
へ
な
い
と
い
ふ
傾
向
が
あ
る
。
し
た
が
つ

て
、
西
洋
風
と
か
、
西
洋
式
と
か
い
へ
ば
、
そ
れ
は
イ
ギ
リ
ス
式
乃
至
ア
メ
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リ
カ
風
と
考
へ
勝
ち
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
日
本
人
の
外
国
、
特
に
欧
米
の

認
識
を
非
常
に
誤
ら
せ
て
ゐ
る
。
西
洋
と
英
米
と
を
混
同
し
て
ゐ
る
こ
と
、

こ
れ
が
　
　
わ
た
く
し
と
し
て
は
も
う
少
し
詳
し
く
云
ひ
た
い
こ
と
で
あ
る

が
　
　
案
外
い
ろ
〳
〵
の
と
こ
ろ
に
影
響
し
て
ゐ
る
の
で
あ
つ
て
、
日
本
人

の
正
し
い
西
洋
認
識
に
た
い
し
て
著
し
い
障
碍
を
な
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
吾
々
の
日
常
用
語
の
な
か
で
使
は
れ
て
ゐ
る
英
語
は
日
本
人
の
生
活
の

な
か
に
か
な
り
い
ろ
〳
〵
の
影
響
を
及
し
て
ゐ
る
。
例
へ
ば
今
日
、
「
教
養
」

と
い
ふ
日
本
語
が
で
き
て
ゐ
る
に
も
拘
ら
ず
、
カ
ル
チ
ユ
ア
と
い
ふ
言
葉
が

し
ば
〳
〵
使
は
れ
る
。
し
か
し
カ
ル
チ
ユ
ア
と
い
へ
ば
、
こ
れ
は
イ
ギ
リ
ス

人
的
な
教
養
で
あ
る
。
カ
ル
チ
ユ
ア
と
い
ふ
言
葉
を
使
つ
て
、
日
本
人
に
カ

ル
チ
ユ
ア
が
有
る
と
か
無
い
と
か
云
ふ
が
、
こ
れ
で
は
い
か
に
し
て
も
日
本
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的
な
教
養
即
ち
「
た
し
な
み
」
を
連
想
さ
せ
な
い
。
そ
れ
は
イ
ギ
リ
ス
的
な

教
養
の
形
式
的
輸
入
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
そ
れ
は
西
洋
的
な
教
養
で
さ

へ
も
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
日
本
人
が
カ
ル
チ
ユ
ア
と
い
つ
て
、
何
か
普

遍
的
な
意
味
を
与
へ
よ
う
と
し
て
も
無
理
な
の
で
あ
る
。
か
う
い
つ
た
点
を

ひ
と
つ
改
め
て
考
へ
な
ほ
さ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
ふ
。

　
一
般
に
、
専
門
教
育
を
受
け
た
人
々
は
、
こ
れ
は
英
語
に
限
つ
た
こ
と
で

は
な
い
の
だ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
専
門
に
や
つ
た
語
学
を
通
じ
て
、
い
ま
教
養
の

不
統
一
と
い
ふ
現
象
を
起
し
て
ゐ
る
。
フ
ラ
ン
ス
語
で
や
つ
た
人
は
い
く
ぶ

ん
フ
ラ
ン
ス
的
な
教
養
を
身
に
付
け
、
ド
イ
ツ
語
で
や
つ
た
人
に
は
あ
る
程

度
ド
イ
ツ
風
の
教
養
が
し
み
込
ん
で
ゐ
る
。
そ
し
て
お
互
ひ
に
さ
う
い
ふ
こ

と
に
気
が
つ
か
な
い
で
、
何
か
お
互
ひ
の
あ
ひ
だ
に
本
質
的
な
違
ひ
が
あ
る
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か
の
や
う
に
感
じ
、
ま
つ
た
く
不
思
議
な
考
へ
方
の
対
立
を
み
せ
た
り
し
て

ゐ
る
。
こ
れ
は
日
本
の
今
日
の
文
化
に
と
つ
て
重
大
な
問
題
で
あ
る
、
或
る

国
の
言
葉
を
少
し
深
く
勉
強
し
、
そ
の
国
の
文
化
に
接
触
す
る
と
、
か
な
り

批
判
的
に
そ
の
国
を
観
て
ゐ
て
も
、
と
か
く
そ
の
国
に
た
い
し
て
親
し
み
を

も
つ
。
或
る
意
味
に
お
い
て
は
そ
の
国
に
た
い
し
て
愛
情
を
感
じ
る
。
そ
こ

で
、
自
分
の
国
に
つ
い
で
そ
の
国
が
好
き
に
な
る
の
は
自
然
の
人
情
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
日
本
人
の
場
合
は
、
ど
う
か
す
る
と
病
膏
盲
に
入
つ
て
、
自
分

の
好
き
な
国
の
敵
国
は
、
自
分
の
敵
国
の
や
う
な
気
が
し
て
み
た
り
す
る
。

例
へ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
が
好
き
な
人
は
、
フ
ラ
ン
ス
人
が
嫌
ひ
な
民
族
を
フ
ラ

ン
ス
人
と
一
緒
に
な
つ
て
嫌
ふ
。
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
民
族
が
日
本
と
非
常

に
近
い
関
係
に
あ
る
や
う
な
場
合
に
は
、
日
本
人
と
し
て
一
種
の
矛
盾
を
感
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じ
る
や
う
な
こ
と
も
あ
り
得
る
わ
け
で
あ
る
。
か
う
い
ふ
こ
と
は
、
仮
り
に

人
情
と
し
て
は
已
む
を
得
な
い
と
し
て
も
、
大
い
に
反
省
を
要
す
る
こ
と
で

あ
る
。
も
と
よ
り
外
国
語
を
専
攻
す
る
た
め
に
は
そ
の
国
を
知
ら
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
。
し
か
も
、
或
る
国
を
真
に
理
解
す
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
そ
の
国
に

た
い
す
る
深
い
愛
情
な
し
に
は
あ
り
得
な
い
、
と
い
ふ
こ
と
も
ま
た
事
実
で

あ
る
。
か
う
い
ふ
点
で
従
来
や
ゝ
溺
れ
る
と
い
ふ
や
う
な
傾
向
が
無
い
で
も

な
か
つ
た
と
い
ふ
こ
と
は
、
こ
れ
は
個
人
と
し
て
は
大
し
た
こ
と
で
は
な
い

か
も
知
れ
な
い
が
、
日
本
の
国
民
と
し
て
考
へ
る
と
、
そ
の
影
響
は
甚
だ
大

で
あ
る
。
こ
れ
は
将
来
大
い
に
考
へ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
思
ふ
。
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青
空
文
庫
情
報

底
本
：
「
岸
田
國
士
全
集25

」
岩
波
書
店

　
　
　1991
（
平
成3

）
年8

月8

日
発
行

底
本
の
親
本
：
「
改
造
　
第
二
十
四
巻
第
二
号
」

　
　
　1942

（
昭
和17
）
年2

月1

日

初
出
：
「
改
造
　
第
二
十
四
巻
第
二
号
」

　
　
　1942

（
昭
和17

）
年2
月1
日

入
力
：tatsuki

校
正
：
門
田
裕
志

2010

年3

月1

日
作
成

29



青
空
文
庫
作
成
フ
ァ
イ
ル
：

こ
の
フ
ァ
イ
ル
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
図
書
館
、
青
空
文
庫
（http://w

w

w
.aozora.gr.jp/

）
で
作
ら
れ
ま
し
た
。
入
力
、
校
正
、
制
作
に
あ
た
っ
た

の
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
で
す
。
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