
25　THE STRATEGIC MANAGER 2019.3 THE STRATEGIC MANAGER 2019.3 24

―
―
「
や
さ
し
い
日
本
語
」
が
使
わ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
い
つ
頃
か
ら
で

し
ょ
う
か
。

庵　
「
や
さ
し
い
日
本
語
」
が
誕
生
す

る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、
１
９
９

５
年
に
発
生
し
た
阪
神
・
淡
路
大
震
災

で
す
。
死
者
６
０
０
０
人
を
超
え
る
大

災
害
で
し
た
が
、
数
多
く
の
外
国
人
も

被
災
し
ま
し
た
。
日
本
語
と
英
語
、
中

国
後
、
韓
国
語
・
朝
鮮
語
以
外
の
情
報

が
う
ま
く
流
れ
ず
、
多
く
の
外
国
人
が

不
利
益
を
被
り
ま
し
た
。
こ
う
し
た
状

況
を
改
善
す
る
た
め
社
会
言
語
学
者

や
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
ら
の
共
同

で
、
災
害
な
ど
の
緊
急
時
に
、
か
な
り

単
純
化
さ
れ
た
日
本
語
で
必
要
な
情

報
を
伝
え
る
方
策
が
研
究
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
が
専
門
用
語
と
し
て
「
や
さ
し
い

日
本
語
」
が
使
わ
れ
た
最
初
の
事
例
で

す
。
そ
れ
と
は
別
に
、
私
が
代
表
を
務

め
る
研
究
グ
ル
ー
プ
で
は
２
０
１
０
年

か
ら
、
災
害
時
だ
け
で
は
な
く
、
平
時

に
お
い
て
外
国
人
に
対
し
て
情
報
提
供

を
す
る
際
の
日
本
語
の
あ
り
方
に
つ
い

て
研
究
し
て
き
ま
し
た
。
具
体
的
に
は

地
方
自
治
体
が
提
供
し
て
い
る
公
的
文

書
を
外
国
人
で
も
理
解
で
き
る
よ
う

「
や
さ
し
い
日
本
語
」
に
書
き
直
す
作

業
で
す
。

―
―
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
文
章
が

「
や
さ
し
い
日
本
語
」
な
の
で
し
ょ
う
。

庵　

日
本
語
を
母
語
と
す
る
人
た
ち
が

通
常
使
用
す
る
文
章
を
書
き
換
え
た
も

の
を
見
る
と
分
か
り
や
す
い
と
思
い
ま

す
。
例
え
ば
、
私
が
直
接
目
に
し
た
わ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
阪
神
・
淡
路

大
震
災
時
に
自
治
体
が
公
園
に
次
の
よ

う
な
掲
示
を
し
た
そ
う
で
す
。

　
容
器
を
ご
持
参
の
上
、
中
央
公
園
に

ご
参
集
く
だ
さ
い
。

　

水
や
食
料
を
配
布
す
る
に
あ
た
っ
て

の
注
意
書
き
で
す
が
、
日
本
語
が
十
分

に
理
解
で
き
な
い
外
国
人
、
と
り
わ
け

非
漢
字
圏
の
人
た
ち
に
と
っ
て
ほ
と
ん

ど
意
味
不
明
な
文
だ
と
い
う
こ
と
は
容

易
に
想
像
で
き
ま
す
。
こ
の
状
況
は
た

と
え
「
よ
う
き
」
や
「
さ
ん
し
ゅ
う
」

と
ふ
り
が
な
を
ふ
っ
た
と
し
て
も
変
わ

り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
こ
の
文
を
次
の
よ

　共
通
言
語
と
し
て
注
目
集
め
る

「
や
さ
し
い
日
本
語
」

す
で
に
外
国
人
抜
き
で
は
成
り
立
た
な
い
国
に
な
っ
た
日
本
。
多
文
化
共
生
社
会
の
入
り
口
に
さ
し
か
か
っ
た
い
ま
、
日
本
語
が
不
得
意

な
人
と
の
共
通
言
語
と
し
て
「
や
さ
し
い
日
本
語
」
に
注
目
が
集
ま
っ
て
い
る
。
一
橋
大
学
の
庵
功
雄
教
授
に
、
そ
の
概
要
や
歴
史
的
経

緯
、
日
本
語
を
母
語
に
す
る
話
者
に
も
た
ら
す
メ
リ
ッ
ト
な
ど
に
つ
い
て
聞
い
た
。

う
に
書
き
換
え
ま
す
。

　
入い

れ
る
も
の
を
持も

っ
て
中ち

ゆ
う
お
う
こ
う
え
ん

央
公
園
に

来き

て
く
だ
さ
い
。

　

こ
の
文
で
あ
れ
ば
、
初
級
ク
ラ
ス
の

日
本
語
を
学
ん
で
い
る
人
で
あ
れ
ば
誰

で
も
理
解
で
き
る
で
し
ょ
う
。
必
要
な

情
報
に
絞
り
、
難
し
い
熟
語
を
使
わ
ず
、

簡
単
な
日
本
語
を
意
識
的
に
使
う
こ
と

で
、
日
本
語
能
力
が
ま
だ
十
分
に
高
く

な
い
人
に
と
っ
て
理
解
し
や
す
い
日
本

語
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
が
「
や
さ
し
い

日
本
語
」
で
す
。

―
―
い
ち
い
ち
書
き
換
え
る
よ
り
も
、

英
語
を
併
記
す
れ
ば
済
む
話
で
は
な

い
で
す
か
。

庵　

定
住
目
的
で
暮
ら
し
て
い
る
外
国

人
を
対
象
に
し
て
国
立
国
語
研
究
所
が

行
っ
た
全
国
調
査
の
結
果
が
有
名
で
す
。

例
え
ば
広
島
市
の
デ
ー
タ
を
見
る
と
、

「
あ
な
た
が
母
語
以
外
で
分
か
る
言
葉

は
な
ん
で
す
か
」
と
い
う
設
問
に
対
し
、

日
本
語
と
答
え
た
調
査
対
象
者
は
70
・

8
％
だ
っ
た
の
に
対
し
、
英
語
と
回
答

し
た
割
合
は
36
・
8
％
に
と
ど
ま
り
ま

し
た
。
こ
の
傾
向
は
全
国
平
均
で
も
変

わ
ら
ず
、「
日
本
語
だ
っ
た
ら
な
ん
と

か
分
か
る
が
、
英
語
は
全
然
分
か
ら
な

い
」
人
た
ち
が
大
半
を
占
め
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
外
国
人
だ
っ
た
ら
取
り

あ
え
ず
英
語
が
分
か
る
だ
ろ
う
と
い
う

の
は
完
全
な
思
い
込
み
で
、
英
語
は
共

通
語
に
は
な
り
得
ま
せ
ん
。
外
国
人
が

日
本
語
の
話
者
に
日
本
語
で
話
し
か
け

て
い
る
の
に
、
英
語
で
返
答
さ
れ
る
と

い
う
冗
談
の
よ
う
な
体
験
を
数
多
く
の

外
国
人
が
し
て
い
ま
す
が
、
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
の
機
会
が
あ
る
と
き
に
は

ま
ず
日
本
語
で
話
し
か
け
て
み
る
姿
勢

が
必
要
で
す
。
特
に
相
手
が
日
本
語
で

話
し
て
い
る
と
き
は
絶
対
に
日
本
語
で

返
答
す
べ
き
で
す
。
何
度
か
や
り
と
り

を
し
て
全
く
日
本
語
が
理
解
で
き
な
い

と
き
に
、
は
じ
め
て
英
語
で
話
し
か
け

て
み
る
の
が
よ
い
で
し
ょ
う
。
日
本
で

は
地
図
表
示
や
道
路
の
指
示
看
板
な

ど
で
、
英
語
話
者
に
意
味
が
通
じ
な
い

で
た
ら
め
な
「
和
製
英
語
」
が
使
わ
れ

て
い
る
こ
と
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

日
本
人
は
英
語
が
得
意
で
は
な
い
と
言

わ
れ
ま
す
が
、
得
意
で
な
い
の
な
ら
、

な
お
さ
ら
日
本
語
で
対
応
す
べ
き
だ
思

い
ま
す
。

―
―
英
語
が
共
通
言
語
に
は
な
り
得
な

い
と
い
う
こ
と
は
分
か
り
ま
し
た
。
で

は
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
利
用
し
て
多
言
語

対
応
を
積
極
的
に
進
め
る
方
向
は
ど

う
で
し
ょ
う
。

庵　

多
言
語
対
応
は
も
ち
ろ
ん
必
要

で
す
。
特
に
災
害
の
と
き
な
ど
は
外
国

人
に
と
っ
て
大
い
に
助
け
に
な
る
と
思

い
ま
す
。
し
か
し
そ
れ
に
も
限
界
が
あ

り
ま
す
。
で
き
る
だ
け
多
く
の
言
語
で

情
報
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
と
、
日
本

国
内
で
は
約
１
０
０
の
言
語
を
カ
バ
ー

す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
す
。
も
ち
ろ

ん
す
べ
て
の
言
語
を
提
供
す
る
必
要
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、
コ
ス
ト
の
問
題
な
ど

を
考
え
る
と
そ
の
言
語
を
話
す
外
国
人

登
録
者
の
数
が
多
い
順
番
に
ど
こ
か
で

線
引
き
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
上

位
何
位
ま
で
と
機
械
的
に
ル
ー
ル
を
設

け
る
と
、
必
ず
そ
こ
か
ら
も
れ
る
言
語

が
で
て
き
て
し
ま
う
と
い
う
問
題
が
生

一
橋
大
学
国
際
教
育
交
流
セ
ン
タ
ー
教
授
　
庵
功
雄

いおり・いさお
1967年、大阪府生まれ。大阪大学大学院文学研究科博士課程修了。大阪大学助手、
一橋大学講師、准教授を経て、現在同大学国際教育交流センター教授。専攻は日本
語教育、日本語学。著書に『新しい日本語教育（第２版）』（スリーエーネットワーク）、
『やさしい日本語──多文化共生社会へ』（岩波書店）などがある。

じ
ま
す
。

—
—

将
来
的
に
は
機
械
翻
訳
の
技
術
が

向
上
す
る
こ
と
で
こ
の
問
題
は
ク
リ
ア

さ
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

庵　

確
か
に
機
械
翻
訳
で
ス
ム
ー
ズ
に

翻
訳
が
自
動
化
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
１

０
０
言
語
す
べ
て
で
情
報
を
提
供
す
る

と
い
う
考
え
方
は
正
し
い
で
し
ょ
う
。

言
語
数
が
い
く
つ
に
な
ろ
う
と
コ
ス
ト

は
そ
ん
な
に
変
わ
ら
な
い
か
ら
で
す
。

し
か
し
多
額
の
研
究
費
が
つ
ぎ
込
ま
れ

て
い
る
日
本
語
と
英
語
の
間
の
翻
訳
に

お
い
て
も
、
そ
の
ま
ま
実
用
化
に
耐
え

得
る
水
準
に
達
し
て
い
な
い
の
が
現
状

で
す
。
つ
ま
り
結
局
は
人
手
に
頼
ら
ざ

る
を
え
な
い
。

　

し
か
し
人
手
を
前
提
と
し
た
多
言
語

対
応
を
実
施
す
る
と
な
れ
ば
、
訳
せ
る

人
が
い
る
地
域
と
い
な
い
地
域
で
差
が

生
じ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ

う
し
た
人
材
に
偏
り
が
あ
る
た
め
、
む

し
ろ
公
平
性
を
損
な
う
可
能
性
が
あ
る

の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
事
情
か
ら
、
日

本
語
自
体
を
公
共
の
言
葉
と
し
て
積
極

的
に
使
っ
た
ほ
う
が
公
平
性
を
担
保
し

や
す
い
の
で
は
と
い
う
意
見
が
多
く
な

っ
て
き
て
い
ま
す
。

理
解
し
て
も
ら
う
努
力
が
必
要

―
―
で
は
「
や
さ
し
い
日
本
語
」
に
書

き
換
え
る
コ
ツ
は
何
で
し
ょ
う
か
。

Interview

外
国
人
材
を
戦
力
に

◎
特
集
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庵　

文
を
短
く
す
る
、
主
語
を
省
略
し

な
い
な
ど
の
方
法
論
は
あ
り
ま
す
が
、

何
よ
り
言
い
た
い
こ
と
を
は
っ
き
り
絞

っ
て
話
す
と
い
う
こ
と
が
大
切
で
す
。

外
国
人
か
ら
す
る
と
日
本
語
の
話
し
言

葉
は
、「
け
ど
～
」「
思
っ
た
ら
～
」「
な

ん
で
～
」
と
い
っ
た
言
葉
で
永
遠
に
つ

な
が
っ
て
終
わ
り
が
ど
こ
な
の
か
分
か

り
に
く
い
。
文
を
短
く
し
て
言
い
た
い

こ
と
を
簡
潔
に
言
っ
て
は
っ
き
り
文
章

を
切
っ
た
ほ
う
が
い
い
で
す
。

　

ま
た
こ
れ
か
ら
何
を
伝
え
る
の
か
い

っ
た
ん
頭
の
中
で
整
理
し
て
か
ら
話
す

こ
と
も
大
切
で
す
。
そ
う
す
れ
ば
、
話

す
と
き
に
も
単
語
を
順
序
よ
く
並
べ
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

一
方
書
き
言
葉
で
重
要
な
の
は
、
あ

ら
か
じ
め
分
量
を
明
確
に
す
る
こ
と
で

す
。
例
え
ば
公
的
文
書
を
や
さ
し
い
日

本
語
に
書
き
換
え
る
横
浜
市
と
の
協
働

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
一
番
効
果
が
あ
っ
た

の
は
、「
情
報
は
必
ず
Ａ
４
紙
１
枚
に

ま
と
め
る
」
と
い
う
決
ま
り
事
で
し
た
。

こ
う
し
た
外
的
制
約
を
か
け
る
こ
と
で
、

お
の
ず
と
行
数
、
字
数
が
決
ま
り
、
本

当
に
伝
え
た
い
こ
と
を
分
か
り
や
す
く

表
現
す
る
ス
キ
ル
が
身
に
つ
き
ま
す
。

―
―
書
き
換
え
の
規
則
よ
り
も
、
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
ろ
う
と
す
る
日

本
語
話
者
の
姿
勢
が
よ
り
重
要
だ
と

い
う
こ
と
で
す
ね
。

庵　

そ
も
そ
も
相
手
に
理
解
し
て
も
ら

お
う
と
思
っ
て
話
す
こ
と
が
大
前
提
で

す
。「
分
か
り
ま
し
た
か
」
な
ど
と
問

い
か
け
な
が
ら
、
相
手
が
理
解
し
て
い

る
か
ど
う
か
確
認
し
な
が
ら
会
話
を
進

め
て
く
だ
さ
い
。
そ
し
て
理
解
で
き
て

い
な
い
場
合
は
、
よ
り
簡
単
な
言
い
方

で
言
い
換
え
て
み
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

た
だ
一
方
的
に
言
い
た
い
こ
と
を
話
す

の
は
不
適
切
で
す
。
さ
ら
に
言
え
ば
、

「
や
さ
し
い
日
本
語
」
は
日
本
人
と
外

国
人
の
た
め
だ
け
の
も
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
日
本
語
を
母
語
と
す
る
私
た
ち

が
、
よ
り
日
本
語
能
力
を
高
め
る
た
め

の
チ
ャ
ン
ス
で
も
あ
る
の
で
す
。

―
―
ネ
イ
テ
ィ
ブ
ス
ピ
ー
カ
ー
の
私
た

ち
も
日
本
語
能
力
を
高
め
る
必
要
が

あ
る
と
。

庵　

私
は
日
本
語
を
母
語
と
し
て
い
る

話
者
に
と
っ
て
必
要
な
日
本
語
能
力
と

は
、「
自
分
が
知
っ
て
い
る
こ
と
や
考

え
て
い
る
こ
と
を
伝
え
て
、
相
手
を
自

分
の
意
見
に
同
意
さ
せ
る
こ
と
」
だ
と

考
え
て
い
ま
す
。
こ
の
能
力
は
例
え
ば

私
た
ち
の
よ
う
な
研
究
者
で
あ
れ
ば
論

文
を
学
会
で
発
表
し
そ
の
理
論
を
多
く

の
人
に
納
得
し
て
も
ら
う
た
め
の
ス
キ

ル
で
す
。
企
業
活
動
で
も
同
じ
で
し
ょ

う
。
商
談
や
プ
レ
ゼ
ン
で
「
わ
が
社
の

製
品
は
素
晴
ら
し
い
で
す
よ
」
と
い
く

ら
言
っ
て
も
、
相
手
が
賛
同
し
な
け
れ

ば
実
際
の
取
引
に
は
結
び
つ
き
ま
せ
ん
。

と
こ
ろ
が
概
し
て
日
本
人
は
、
デ
ィ
ベ

ー
ト
の
訓
練
を
幼
少
期
か
ら
積
ん
で
い

る
欧
米
人
に
比
べ
、
こ
う
し
た
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
下
手
だ
と
言
わ
れ
て

お
り
、
事
実
そ
う
だ
と
思
い
ま
す
。
し

か
し
「
や
さ
し
い
日
本
語
」
を
通
じ
て

外
国
人
と
対
話
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

こ
う
し
た
欠
点
を
克
服
で
き
る
よ
う
に

な
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
す
。

―
―
日
本
語
が
不
得
意
な
人
を
な
ん
と

か
説
得
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
の

能
力
も
高
ま
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

庵　

は
い
。
相
手
の
反
応
を
常
に
配
慮

し
、
伝
え
た
い
こ
と
を
理
解
し
て
も
ら

お
う
と
努
力
す
る
こ
と
で
、
自
然
に
相

手
が
聞
き
取
り
や
す
い
よ
う
に
ス
ピ
ー

ド
を
落
と
し
た
り
、
文
章
を
短
く
切
っ

て
話
し
た
り
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

一
方
的
に
言
い
た
い
こ
と
を
ぶ
つ
け
る

の
で
は
な
く
、
相
手
を
常
に
配
慮
し
、

対
等
な
立
場
同
士
の
人
間
が
一
生
懸
命

対
話
を
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
つ
ま
り

「
や
さ
し
い
日
本
語
」
を
使
う
経
験
を

積
み
重
ね
る
こ
と
で
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
相
手
を
説
得
で
き
る

よ
う
な
日
本
語
能
力
の
向
上
が
期
待
で

き
る
の
で
す
。

日
本
語
力
＝
能
力
で
は
な
い

―
―
企
業
経
営
者
に
と
っ
て
必
要
な
心

構
え
は
？

庵　

外
国
人
材
に
求
め
る
日
本
語
能
力

の
水
準
を
再
考
す
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

例
え
ば
私
が
勤
務
し
て
い
る
一
橋
大
学

で
も
海
外
か
ら
の
留
学
生
が
日
本
で
就

活
す
る
ケ
ー
ス
が
増
え
て
き
て
い
ま
す

が
、
母
国
語
に
加
え
英
語
、
さ
ら
に
日

本
語
も
上
級
ク
ラ
ス
の
学
生
が
ど
ん
ど

ん
落
と
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
結
局
、

い
ま
だ
に
ネ
イ
テ
ィ
ブ
並
み
に
日
本
語

が
使
え
る
こ
と
を
採
用
基
準
に
し
て
い

る
会
社
が
多
い
か
ら
で
す
。
こ
れ
は
非

常
に
も
っ
た
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
英
語

圏
の
み
な
ら
ず
世
界
中
の
さ
ま
ざ
ま
な

文
化
圏
と
つ
な
が
っ
て
い
る
優
秀
な
人

材
を
み
す
み
す
捨
て
て
い
る
こ
と
に
な

る
か
ら
で
す
。

　

し
か
し
果
た
し
て
、
定
型
的
な
ビ
ジ

ネ
ス
レ
タ
ー
の
飾
り
文
句
が
事
業
の
運

営
に
と
っ
て
必
要
不
可
欠
な
の
か
ど
う

か
は
よ
く
考
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

日
本
企
業
が
外
国
人
材
に
要
求
す
る

日
本
語
力
の
ハ
ー
ド
ル
を
下
げ
、
ご
く

普
通
の
話
し
方
で
話
す
こ
と
が
で
き
、

ご
く
普
通
の
日
本
語
で
メ
ー
ル
の
や
り

と
り
が
で
き
れ
ば
よ
い
と
考
え
を
あ
ら

た
め
た
ほ
う
が
い
い
と
思
い
ま
す
。
知

識
や
技
術
は
採
用
後
に
い
く
ら
で
も
教

え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ビ
ジ
ネ
ス
上

必
要
な
難
し
い
日
本
語
で
本
当
に
必
要

な
も
の
で
あ
れ
ば
、
仕
事
を
覚
え
て
い

く
過
程
で
学
ん
で
い
け
ば
い
い
。
こ
れ

は
日
本
人
の
新
入
社
員
の
場
合
も
同
じ

だ
と
思
い
ま
す
。
中
小
企
業
を
含
め
現

在
は
人
手
不
足
で
産
業
界
は
大
変
な

状
況
で
す
が
、
採
用
す
る
側
の
発
想
を

少
し
変
え
る
だ
け
で
、
日
本
人
よ
り
優

秀
な
人
材
を
獲
得
で
き
る
チ
ャ
ン
ス
が

広
が
っ
て
い
る
こ
と
に
経
営
者
は
早
く

気
づ
く
べ
き
で
す
。

―
―
正
し
い
日
本
語
が
失
わ
れ
て
し
ま

う
と
い
う
意
見
も
あ
り
ま
す
が
…
…
。

庵　
「
簡
単
に
し
す
ぎ
て
は
日
本
語
が

堕
落
す
る
」
な
ど
と
言
う
人
が
い
ま
す

が
、
小
説
な
ど
で
使
う
芸
術
表
現
と
日

常
で
使
う
日
本
語
は
別
に
考
え
る
べ
き

で
す
。
通
常
の
生
活
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
で
説
明
し
た
り
指
示
し
た
り
す

る
場
合
に
は
、
言
葉
は
論
理
的
に
筋
が

通
っ
て
い
て
分
か
り
や
す
く
、
読
み
や

す
い
こ
と
が
何
よ
り
重
要
で
す
。
そ
の

こ
と
に
関
係
の
な
い
要
素
は
ど
ん
ど
ん

省
い
て
い
く
べ
き
で
、
日
本
語
を
母
語

と
す
る
話
者
に
と
っ
て
も
、
日
本
語
を

よ
り
論
理
的
に
使
い
こ
な
す
こ
と
に
つ

な
が
っ
て
い
く
と
思
い
ま
す
。
そ
も
そ

も
言
葉
は
生
き
物
と
同
じ
で
、
大
多
数

の
人
に
使
わ
れ
な
い
言
葉
が
生
産
性
を

失
っ
て
い
く
の
は
や
む
を
得
ま
せ
ん
。

読
め
な
い
／
書
け
な
い
漢
字
は
結
局
必

要
が
な
い
の
で
す
。
定
型
的
な
ビ
ジ
ネ

ス
レ
タ
ー
の
文
句
な
ど
が
日
本
語
の
表

現
力
向
上
や
論
理
性
の
向
上
に
役
立
つ

こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
。

―
―
誰
に
で
も
分
か
り
や
す
い
日
本
語

を
使
う
た
め
に
普
段
か
ら
気
を
つ
け
る

こ
と
は
あ
り
ま
す
か
。

庵　

手
で
書
く
こ
と
が
で
き
な
い
漢
字

は
使
わ
な
い
、
意
味
が
難
し
い
漢
語
の

代
わ
り
に
別
の
単
語
を
使
っ
て
み
る
、

カ
タ
カ
ナ
語
や
英
語
で
意
味
が
合
っ
て

い
る
か
自
信
の
な
い
も
の
は
使
用
し
な

い
―
―
こ
う
し
た
姿
勢
を
と
り
続
け
る

だ
け
で
も
か
な
り
違
っ
て
く
る
と
思
い

ま
す
。
日
本
で
は
か
つ
て
、
常
用
漢
字

表
の
導
入
で
日
常
的
に
使
う
漢
字
を
あ

る
程
度
制
限
し
ま
し
た
が
、
パ
ソ
コ
ン

の
普
及
で
簡
単
に
漢
字
変
換
で
き
る
時

代
に
な
り
、
難
し
い
漢
語
や
当
て
字
を

や
た
ら
使
う
人
が
増
え
て
き
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
分
か
っ
た
よ
う
で
分
か
ら
な

い
表
現
を
作
り
出
し
、
何
を
言
お
う
と

し
て
い
る
の
か
分
か
ら
な
い
文
章
が
氾

濫
す
る
要
因
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
の

で
よ
く
あ
り
ま
せ
ん
。
自
分
で
責
任
が

と
れ
る
言
葉
し
か
使
わ
な
い
と
い
う
態

度
が
望
ま
し
い
と
思
い
ま
す
。

外
国
人
材
を
戦
力
に
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