
さ
を
指
摘
す
る
。
外
国
語
の

理
解
度
は
そ
の
人
の
翻
訳
力

に
か
か

っ
て
い
る
。
な
に
よ

り
も
、
日
本
語
の
力
を
し

っ

か
り
深
く
身
に
つ
け
な
け
れ

ば
、
英
語
の
力
が
つ
く
保
証

は
な
い
の
だ
。
こ
の
点
に
つ

い
て
、高

島
氏
は
「
外
国
語

教
育
は
母
語
を
耕
す
力
強
い

鍬
」
で
あ
り
、
「
母
語
を
耕

し
、
自
分
を
耕
し
、
自
国
を

耕
す
の
が
外
国
語
だ
」

べ
て
い
る
。

「
完
了
形
、
進
行
形
、
痩

身
形
の
作
り
方
」
「
そ
の
否

定
文
・
疑
問
文
の
作
り
方
」

は
英
語
の
土
台
を
な
し
て
い

る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
う
し
た

英
語
学
習
の
基
本
中
の
基
本

を
き
ち
ん
と
習
得
し
な
い
ま

ま
大
学
に
入

っ
て
き
て
い
る

学
生
が
増
え
て
い
る
。
著
者

は
「
中
学
・
商
校
に
お
け
る

会
話
中
心
の
授
業
が
こ
の
よ

う
な
学
生
を
大
量
に

つ
く
り

出
し
て
い
る
」
と
指
摘
す
る
。

授
業
法
は
日
本

の
教
室

の
中
に

こ
う
し
た
な
か
で
、
著
者

が
日
本
人
に
適
応
し
た
「
人

間
教
育
」
を
め
ざ
し
た
大
学

で
の
授
業
方
法
は
、
こ
れ
ま

で
流
布
さ
れ
て
き
た
外
国
の

教
授
法
の
延
長
線
上
で
は
な

く
、
日
本
の
教
室
か
ら
生
ま

れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
強

調
さ
れ
て
い
る
。
著
者
は
日

常
の
教
室
で
の
で
き
ご
と
を

細
や
か
に
再
現
す
る
な
か

で
、
ま
た
学
生
た
ち
の
感
動

と
向
上
の
喜
び
を
紹
介
し
っ

つ
、
「
授
業
改
革

の
ヒ

ン
ト

は
外
国
の
教
室
の
中
に
あ
る

の
で
は
な
く
、
い
ま
百
分
が

教
え
て
い
る
教
室
の
中
に
う

ず
も
れ
て
い
る
」
と
、
感
慨

を
込
め
て
書
い
て
い
る
。
そ

れ
は
、
語
学
は
暗
記
す
べ
き

も
の
と
い
う
定
説
を
と
り
除

き
、
教
材
選
び
に
細
心
の
注

意
を
払
い
、
映
像
の
使
用
、

グ
ル
ー
プ
学
習
な
ど
を
重

用

し
て
、
学
習
に
魅
力
を
辱

レ

自
然
と
身
を
投
じ
る
こ
と
が〆

で
き
、
み
ん
な
で
助
け
あ
幣

自
分
自
身
の
力
で
課
題

成
で
き
る
よ
う
な
場
を
妥

す
る
創
意
性
と
結
び

つ
い
だ

も
の
で
あ
る
。

仙

英

語

の
題

材
に

つ
い
で

は
、
ビ
ク
ト
ル
・

ユ
ー
ゴ
十

の
『
レ
・

ミ
ゼ
ラ
ブ
ル
』
を

教
材
に
し
た
授
業
な
ど
、
優

、れ
た
文
学
作
品
や
米
軍
基
磨

や
原
発
、
中
棄
問
題
な
ど
を

正
面

か
ら

と
り

あ
げ

て

い

る
。
そ
こ
で
は
ア
メ
リ
カ
の

報
道
の
側
か
ら
で
は
な
く
」

抑
圧
さ
れ
た
人
人
の
側
か
ら

新
し
い
発
見
を
見
出
せ
る
も

の
を
選
ぶ
必
要
性
が
浮
き
彫

り
に
さ
れ
て
い
る
。
「
英
語

の
教
師
は
言
葉
の
教
師
の

一

人
と
し
為
政
者
が
使
う
（
そ

し
て
メ
デ

ィ
ア
が
そ
の
ま
ま

繰
り
返
し
て
使
う
）
言
葉
の

ト
リ
ッ
ク
を
見
破
る
力
も
必

要
だ
」
と
い
う
観
点
で
あ

る
。
戦
後
、
占
領
期
の
ア
メ

リ
カ
の
機
密
報
告
で
、
日
本

人
の
英
語
学
習
を
受
け
入
れ

る
性
打
を
利
用
し
て
、
「
健

全
な

ア
メ

リ
カ

の
理
念

」

（
ア
メ
リ
カ
的
な
価
値
観
）
l

を
日
本
社
会
に
浸
透
さ
せ
る

こ
と
を
明
記
し
て
い
た
こ
と

に
も
ふ
れ
て
い
る
。

著
者
は
中
国
語
や
韓
国

語
、
フ
ラ
ン
ス
語
、
ド
イ
ツ

語
の
授
業
で
は
そ
の
言
語
で

教
え
る
よ
う
に
強
要
し
な
い

の
に
、
な
ぜ
英
語
の
授
業
だ

け
は
英
語
で
教
え
ろ
と
い
う

の
か
と
問
い
か
け
て
い
る
。

そ
れ
は
決
し
て
、
教
育
現
場

の
発
想
で
な
い
こ
と
だ
け
は

確
か
で
あ
る
。
著
者
は
こ
の

点
に

つ
い
て
、
「
英
語
を
国

家
の
言
語
と
す
る
強
者
の

国
」
が
押
し
っ
け
た
教
育
方

法
で
あ
り
、
■
そ

こ
に
「
政
治

的
経
済
的
理
由
」
が
あ
る
と

の
見
方
を
提
示
し
て
い
る
。

こ
の
点
と
か
か
わ

っ
て
、

日
本
が
か

つ
て
ア
ジ
ア
の
植

民
地
で
お
こ
な

っ
た
「
日
本

語
で
日
本
語
の
授
業
」
と
通

じ
る
こ
と
も
明
ら
か
に
し
て

い
る
。
当
時
、
植
民
地
の
現

地
で
は
「
直
接
法
」
か
「
対

訳
法
」
か
の
論
争
も
あ
り
、

実
践
面
で
は
ま
っ
た
く
統

一

さ
れ

て

い
な

か

っ
た
と

い

う
。
著
者
は
こ
う
し
た
歴
史

的
経
験
か
ら
も
「
実
態
に
合

わ
な

い
教

授
法

は

い
く

ら

権
力
者
が
む
り
強
い
し
て
も

教
育
現
場
に
は
浸
透
し
な

い
」
、と
断
言
し
て
い
る
。
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