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若
者
言
葉
と
い
う
言
葉
が
テ
レ
ビ
や
雑
誌
で
頻
繁
に
言
わ
れ
て
い
る
が
、
年

齢
の
若
い
人
た
ち
が
使
う
言
葉
が
、
既
存
の
日
本
語
に
則
っ
て
考
え
る
と
「
意

味
が
わ
か
ら
な
い
」、「
本
来
の
使
い
方
と
違
う
使
い
方
で
使
っ
て
い
る
」
と
い

う
事
が
度
々
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
古
文
で
使
わ
れ
る
日
本
語
と
現
在

私
た
ち
が
使
っ
て
い
る
日
本
語
は
、
同
じ
点
も
あ
る
が
、
異
な
る
点
も
多
々
あ

る
。そ
こ
で
、ど
の
様
に
古
文
で
使
わ
れ
て
い
た
日
本
語
が
現
在
私
た
ち
の
使
っ

て
い
る
日
本
語
に
変
化
し
て
い
っ
た
の
か
調
査
、
考
察
し
、
日
本
語
の
意
味
や

用
法
の
変
遷
に
つ
い
て
考
察
し
た
。

　

古
典
に
使
わ
れ
て
い
る
用
例
と
訳
は『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』か
ら「
す

ご
し
」
と
そ
の
派
生
語
で
あ
る
「
す
ご
げ
な
り
」
の
二
語
を
調
査
し
、
意
味
の

違
い
や
用
法
が
時
代
を
経
る
に
つ
れ
て
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
く
か
、
比
較

す
る
。
現
代
語
の
「
す
ご
い
」
は
『
週
刊
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
』
か
ら
抜
粋
し
、
古

典
と
同
じ
よ
う
に
意
味
や
用
法
を
分
類
し
、
古
典
語
の
「
す
ご
し
」
と
同
じ
と

こ
ろ
、違
う
と
こ
ろ
を
挙
げ
考
察
す
る
。『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
と
『
週

刊
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
』
の
文
章
は
ジ
ャ
パ
ン
ナ
レ
ッ
ジ
か
ら
引
用
し
、
近
代
の
文

学
作
品
に
つ
い
て
は
『
青
空
文
庫
』
を
用
い
て
調
査
し
た
。

　
「
す
ご
い
」
は
中
古
で
よ
く
使
わ
れ
て
い
た
意
味
と
現
代
で
よ
く
使
わ
れ
て

い
る
意
味
が
異
な
り
、
現
代
で
か
な
り
使
わ
れ
て
い
る
語
な
の
で
、
意
味
が
完

全
に
変
化
し
た
の
は
、
中
世
後
半
～
近
世
辺
り
で
、
変
化
し
て
か
ら
長
く
使
わ

れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
が
、
実
際
は
、
近
代
に
な
っ
て
、
数
を
増

し
て
お
り
、
ま
だ
「
ぞ
っ
と
す
る
」
と
い
う
意
味
も
使
わ
れ
て
い
た
。
現
代
と

全
く
同
じ
使
い
方
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
最
近
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

言
葉
の
意
味
変
化
は
、
陳
尚
・
吉
田
則
夫
が
、『｢

ヤ（
病
）ム｣

と
そ
の
派
生

語
の
語
史
─｢

ウ
ラ
ヤ
ム｣

｢

コ
コ
ロ
ヤ
ム｣

な
ど
─
』
で
「
類
似
の
語
構
成

を
有
す
る｢

ウ
ラ
ヤ
ム｣

｢

コ
コ
ロ
ヤ
ム｣

が
、
異
な
る
意
味
、
使
用
範
囲
を

見
せ
る
の
は
、
そ
れ
ら
が
初
出
当
時
の
文
体
や
共
起
表
現
に
大
き
く
左
右
さ
れ

た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
時
代
変
遷
の
過
程
で
、
明
確
な
意
味
領
域
を
獲
得
し

た
語
は
安
定
し
て
使
用
さ
れ
る
が
、
獲
得
で
き
な
か
っ
た
も
の
は
生
命
力
を
失

い
衰
退
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。」
と
言
っ
て
い
る
が
、「
す
ご
し
」
の
場
合
は
、

中
古
か
ら
近
代
ま
で
使
わ
れ
て
い
た
意
味
が
現
代
で
は
衰
退
し
て
い
る
。
中
古

か
ら
近
代
ま
で
使
わ
れ
続
け
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
明
確
な
意
味
領
域
を
獲

得
し
て
い
た
と
い
う
事
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

陳
崗
・
吉
田
則
夫
は
『
心
情
形
容
詞
の
歴
史
的
研
究
─
「
ね
た
し
」
に
つ
い

て
─
』
で
「
中
世
の
「
ね
た
し
」
に
は
、
平
安
時
代
に
広
が
っ
た
意
味
で
の
使

用
例
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
そ
の
意
味
範
囲
を
狭
め
て
い
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
意
味
を
狭
め
な
が
ら
も
、
そ
の
一
方
で
は
、
相

手
の
恵
ま
れ
た
状
態
に
あ
こ
が
れ
る
よ
う
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
持
つ
よ
う
な
例
が

出
現
し
始
め
る
。」
と
言
っ
て
い
る
。
あ
る
程
度
使
わ
れ
て
い
た
言
葉
で
も
、

意
味
範
囲
を
狭
め
る
こ
と
が
あ
る
よ
う
だ
。「
す
ご
い
」
も
、
近
代
ま
で
使
わ

れ
て
い
た
意
味
が
現
代
に
な
る
と
使
用
例
が
見
ら
れ
ず
、
そ
の
一
方
で
、
程
度

が
甚
だ
し
い
と
い
う
強
調
の
意
味
領
域
を
強
く
し
て
い
っ
た
。
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近
代
ま
で
の「
す
ご
い
」は「
お
そ
ろ
し
い
」や「
さ
び
し
い
」と
い
っ
た「
す

ご
し
」
を
現
代
語
訳
し
た
場
合
、
ほ
ぼ
同
じ
意
味
に
な
る
言
葉
と
使
い
分
け
を

し
て
い
た
。

　

こ
れ
ら
の
単
語
の
意
味
を
『
日
本
国
語
大
辞
典
第
二
版
』
で
比
較
し
て
み
る

と
「
す
ご
し
」
が
「
ぞ
っ
と
す
る
ほ
ど
恐
ろ
し
い
。
気
味
が
悪
い
。
鬼
気
迫
る

よ
う
で
あ
る
。」「
ぞ
っ
と
す
る
ほ
ど
さ
び
し
い
。
荒
涼
と
し
た
感
じ
で
背
筋
が

寒
く
な
る
ほ
ど
で
あ
る
。」
と
い
う
意
味
な
の
に
対
し
「
お
そ
ろ
し
」
は
「
身

に
危
険
が
感
じ
ら
れ
て
、
不
気
味
で
あ
る
、
不
安
で
あ
る
。
こ
わ
い
。
お
っ
か

な
い
。」
と
な
り
、「
さ
び
し
」
は
「（
１
）
本
来
あ
る
べ
き
状
態
に
な
く
、
ま

た
、
本
来
備
わ
っ
て
い
る
は
ず
の
も
の
が
欠
け
て
い
て
、
満
た
さ
れ
な
い
気
持

を
表
わ
す
。
物
足
り
な
い
。
不
満
足
、
不
景
気
、
憂
鬱
、
物
悲
し
さ
な
ど
を
表

わ
す
。
さ
ぶ
し
。
さ
み
し
い
。」「 

（
２
）
人
の
気
配
が
な
く
心
細
い
。
ひ
っ
そ

り
し
て
い
る
。
静
か
で
心
細
い
ほ
ど
で
あ
る
。
ま
た
、
人
が
住
ま
ず
に
荒
れ
て

い
る
。
さ
み
し
い
。」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、「
す
ご
し
」
が
た
だ
単
に

「
お
そ
ろ
し
い
」「
さ
び
し
い
」と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、「
ぞ
っ

と
す
る
ほ
ど
」「
気
味
が
悪
い
」「
背
筋
が
寒
く
な
る
ほ
ど
」
と
い
う
意
味
が
追

加
さ
れ
て
い
る
分
、「
お
そ
ろ
し
」
や
「
さ
び
し
」
だ
け
で
は
伝
わ
ら
な
い
意

味
合
い
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
、
微
妙
な
意
味
の
違
い
を
近
代
ま
で
は

使
い
分
け
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
現
代
の
若
者
に
「
霧
雨
」
と
「
小
雨
」
と
「
こ
ぬ
か
雨
」
の
違
い

を
区
別
で
き
る
者
が
少
な
い
よ
う
に
、
近
代
か
ら
現
代
に
か
け
て
、「
す
ご
い
」

に
あ
る
「
ぞ
っ
と
す
る
程
」
と
い
う
微
妙
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
区
別
す
る
こ
と
が

で
き
な
く
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
結
果
、「
す
ご
い
」
の
「
ぞ
っ

と
す
る
程
」と
い
う
意
味
は
生
命
力
を
失
い
、「
お
そ
ろ
し
い
」や「
さ
び
し
い
」

と
い
う
単
語
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
は
、「
お
そ
ろ
し

い
」に「
お
そ
ろ
し
く
美
し
い
景
色
」「
恐
ろ
し
く
不
味
い
ご
飯
」と
い
う
、「
す

ご
し
」
の
「（
３
）
ぞ
っ
と
す
る
ほ
ど
美
し
い
。
戦
慄
を
感
じ
さ
せ
る
よ
う
な

す
ば
ら
し
い
風
情
で
あ
る
。（
４
）
あ
ま
り
に
そ
の
程
度
が
は
な
は
だ
し
く
て
、

人
に
舌
を
ま
か
せ
る
ほ
ど
で
あ
る
。」
と
同
じ
よ
う
な
意
味
が
あ
る
こ
と
か
ら

も
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
「
す
ご
し
」
特
有
の
「
ぞ
っ
と
す
る
程
」
と
い
う
意
味
が
現
代
の
「
す
ご
い
」

に
は
薄
く
、「
お
そ
ろ
し
い
」「
さ
み
し
い
」
と
い
う
意
味
が
完
全
に
消
失
し
て

い
る
こ
と
か
ら
も
、中
古
～
近
代
ま
で
主
流
だ
っ
た
「
す
ご
し
」
の
意
味
は
「
お

そ
ろ
し
い
」「
さ
み
し
い
」
に
吸
収
さ
れ
、「
程
度
が
甚
だ
し
い
」
と
い
う
意
味

だ
け
が
残
り
、
現
代
の
「
す
ご
い
」
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

 

（
や
ま
も
と
・
か
ず
の
ぶ
）
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