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Ⅰ　

美
し
い
日
本
語
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日
本
語
の
魅
力

日
本
語
に
は
こ
と
わ
ざ
成
句
が
多
い
。
ど
の
言
語
に
も
こ
と
わ
ざ
成
句
の
類
は
た
く
さ
ん
あ
る
の
だ
ろ
う
が
、
比

較
の
問
題
で
は
な
い
。
日
本
語
に
は
い
ろ
い
ろ
な
場
面
に
的
確
に
さ
ら
に
効
果
的
に
対
応
す
る
素
敵
な
表
現
が
た
く

さ
ん
あ
る
。

う
ら
若
い
女
性
の
美
し
さ
を
「
花
も
恥
じ
ら
う
」
と
い
う
。「
水
も
滴し

た
た
る
」
は
も
う
少
し
年
増
に
対
し
て
に
な
る

が
、
こ
れ
は
男
性
に
つ
い
て
も
い
う
。「
花
」
に
関
し
て
は
、「
女
や
も
め
に
花
が
咲
く
」
と
い
う
こ
と
わ
ざ
も
あ
る

が
、そ
の
前
に
「
男
や
も
め
に
蛆う

じ

が
湧
き
」
と
い
う
句
が
あ
る
の
を
忘
れ
て
い
る
人
が
多
い
。「
高た

か

嶺ね

の
花
」
を
「
高

値
の
花
」
と
誤
る
人
も
多
い
。

最
近
、
こ
と
わ
ざ
成
句
を
誤
っ
て
使
っ
て
い
る
例
が
と
て
も
多
い
。「
枯
れ
木
も
山
の
賑
わ
い
」
を
「
枯
れ
木
に

花
の
賑
わ
い
」
に
誤
る
。
ま
た
尊
敬
す
べ
き
長
老
に
対
し
て
使
っ
た
り
す
る
。
誤
用
例
は
、「
目
鼻
が
利
く
（
正
し
く

は
「
目
端
」）」「
怒
り
心
頭
に
達
す
る
（
発
す
る
）」「
頭
を
突
っ
込
む
（
首
）」「
毒
を
盛
っ
て
毒
を
制
す
（
以
て
）」
な
ど

枚
挙
に
暇
が
な
い
。
先
般
『
明
鏡
こ
と
わ
ざ
成
句
使
い
方
辞
典
』（
大
修
館
書
店
刊
）
を
編
ん
だ
際
に
、
巷
間
誤
っ
て

使
わ
れ
て
い
る
例
の
あ
ま
り
に
多
い
こ
と
を
痛
感
し
て
、
各
項
目
に
《
誤
用
》
と
い
う
欄
を
設
け
、
巻
末
に
《
誤
用
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索
引
》
を
備
え
た
。
辞
典
た
る
も
の
、
正
し
い
意
味
や
使
い
方
を
解
説
す
る
の
が
第
一
だ
が
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
誤

用
に
つ
い
て
も
、
ど
こ
が
ど
う
違
う
の
か
、
ど
う
し
て
誤
用
が
生
じ
た
の
か
、
そ
の
誤
用
が
ど
の
程
度
ま
で
一
般
化

し
て
い
る
か
、
な
ど
に
つ
い
て
も
言
及
す
べ
き
だ
と
い
う
の
が
、
私
の
辞
書
作
り
の
基
本
的
な
考
え
方
だ
が
、
そ
れ

に
し
て
も
誤
用
が
多
す
ぎ
る
。

そ
れ
は
と
も
か
く
、
こ
と
わ
ざ
成
句
は
、
泡う

た
か
た沫
の
ご
と
く
か
つ
生
れ
か
つ
消
え
失
せ
た
多
く
の
言
葉
の
中
で
生
き

残
っ
た
、
珠
玉
の
よ
う
な
名
言
名
句
だ
。
こ
の
言
葉
の
文
化
遺
産
が
日
本
語
を
厚
く
奥
深
く
豊
か
な
も
の
に
し
て
い

る
。
こ
と
わ
ざ
成
句
の
多
い
こ
と
は
、
日
本
語
の
大
き
な
魅
力
の
一
つ
だ
。
古
き
良
き
言
葉
は
大
切
に
守
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

日
本
に
は
詩
歌
の
長
い
伝
統
が
あ
る
。
記
紀
万
葉
の
頃
か
ら
現
代
に
至
る
ま
で
、
詩
歌
は
歌
い
継
が
れ
て
き
た
。

和
歌
は
平
安
貴
族
の
も
の
と
思
わ
れ
が
ち
だ
が
、
庶
民
に
も
愛
さ
れ
て
い
た
し
、
連
歌
・
俳
諧
に
至
っ
て
は
完
全
に

庶
民
の
も
の
で
、
そ
の
裾
野
は
広
か
っ
た
。
そ
し
て
、
和
歌
（
短
歌
）、
俳
諧
（
俳
句
）
を
詠
み
、
鑑
賞
す
る
こ
と
を

通
し
て
、
言
葉
は
磨
か
れ
、
洗
練
さ
れ
、
継
承
さ
れ
て
き
た
。
言
葉
だ
け
で
は
な
い
。
言
葉
で
表
現
す
る
内
容
、
つ

ま
り
、
も
の
の
見
方
、
捉
え
方
、
考
え
方
も
洗
練
さ
れ
て
き
た
。

た
と
え
ば
、
一
〇
世
紀
の
初
め
に
成
立
し
た
『
古
今
和
歌
集
』
は
全
二
〇
巻
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に

は
し
っ
か
り
と
し
た
部
立
て
が
あ
る
。
恋
の
部
は
五
巻
か
ら
な
る
が
、「
恋
歌
一
」
は

ほ
と
と
ぎ
す
鳴
く
や
五
月
の
あ
や
め
草
あ
や
め
も
知
ら
ぬ
恋
も
す
る
か
な

と
い
う
歌
で
始
ま
る
、
逢
う
前
の
恋
の
巻
だ
。
そ
し
て
、「
恋
歌
五
」
は
、

流
れ
て
は
妹
背
の
山
の
中
に
落
つ
る
吉
野
の
河
の
よ
し
や
世
の
中

と
い
う
歌
で
終
わ
り
、
恋
の
終
わ
り
、
諦
め
の
歌
の
巻
に
な
っ
て
い
る
。
恋
一
か
ら
恋
五
ま
で
、
恋
の
進
展
に
従
っ

て
整
然
と
分
類
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
い
う
恋
の
展
開
は
、
現
実
の
世
界
で
も
、
比
較
的
最
近
ま
で
継
承
さ
れ
て
き
た

が
、
出
会
っ
た
そ
の
日
に
結
ば
れ
、
簡
単
に
別
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
、
恋
の
過
程
を
欠
い
た
現
代
の
若
者
に
は
細
や

か
に
順
序
立
て
て
並
べ
ら
れ
た
恋
歌
の
内
容
や
言
葉
は
無
縁
の
も
の
に
な
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

季
節
の
歌
は
も
っ
と
分
か
り
や
す
い
。
季
節
の
歌
の
部
立
て
は
春
夏
秋
冬
に
な
っ
て
お
り
、
春
と
秋
は
そ
れ
ぞ
れ

上
下
二
巻
ず
つ
。
夏
は
暑
す
ぎ
、冬
は
寒
す
ぎ
て
、良
い
歌
が
少
な
い
の
だ
ろ
う
、そ
れ
ぞ
れ
一
巻
ず
つ
だ
。「
春
歌
上
」

の
最
初
の
歌
は

年
の
内
に
春
は
来
に
け
り
一ひ

と
と
せ歳
を
去こ

ぞ年
と
や
言
は
ん
今
年
と
や
言
は
む

で
、
春
立
つ
日
の
歌
か
ら
始
ま
る
が
、
ま
ず
は
雪
、
春
霞
か
ら
、
梅
が
咲
き
、
つ
い
で
桜
が
咲
く
。
梅
に
は
鶯
が
来

て
鳴
く
。
そ
し
て
、三
月
が
終
わ
り
四
月
（
卯う

月づ
き

）
に
な
る
と
、卯
の
花
が
咲
き
、花
橘
に
ほ
と
と
ぎ
す
が
来
て
鳴
く
。

四
月
に
な
っ
て
も
鳴
い
て
い
る
鶯
は
「
老
い
声
」
で
鳴
く
も
の
と
さ
れ
る
。
季
節
の
移
り
変
り
を
明
確
に
捉
え
て
詠

み
、
そ
れ
を
整
然
と
分
類
し
て
い
る
の
だ
。
こ
の
よ
う
に
季
節
を
風
物
に
よ
っ
て
区
別
す
る
捉
え
方
が
時
代
を
経
て
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洗
練
さ
れ
、
や
が
て
俳
諧
に
お
け
る
季
語
に
な
る
。

季
節
感
も
そ
の
一
つ
だ
が
、
も
の
に
対
す
る
感
じ
方
、
捉
え
方
が
繊
細
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
対
応
し
て
、
言
葉
も

細
や
か
に
豊
か
に
な
る
。「
ほ
の
か
」「
さ
わ
や
か
」「
奥
ゆ
か
し
」
な
ど
微
妙
な
感
覚
を
表
す
言
葉
は
繊
細
な
感
じ

方
の
中
か
ら
生
れ
る
。
古
今
集
に

秋
来
ぬ
と
目
に
は
さ
や
か
に
見
え
ね
ど
も
風
の
音
に
ぞ
驚
か
れ
ぬ
る

と
い
う
歌
が
あ
る
。
目
に
は
は
っ
き
り
と
見
え
な
い
が
、か
す
か
な
風
の
音
で
秋
の
訪
れ
に
気
づ
い
た
と
い
う
の
だ
。

「
さ
や
か
に
」
と
「
驚
か
る
」
が
す
ば
ら
し
い
。
こ
の
繊
細
な
感
じ
方
は
自
然
と
の
関
係
が
薄
く
な
っ
た
現
在
で
は

難
し
く
な
っ
て
い
る
。

「
あ
お
雲
」「
よ
こ
雲
」「
う
ろ
こ
雲
」「
い
わ
し
雲
」「
と
よ
は
た
雲
」
な
ど
雲
の
名
前
や
、「
ふ
じ
色
」「
あ
い
色
」「
あ

ず
き
色
」「
だ
い
だ
い
色
」「
う
ぐ
い
す
色
」「
は
な
だ
色
」「
ひ
わ
だ
色
」「
あ
か
ね
色
」「
な
ま
り
色
」
な
ど
色
の
名

前
も
同
様
だ
。
自
然
と
深
く
接
し
物
を
し
っ
か
り
見
つ
め
る
確
か
な
目
が
こ
う
い
う
言
葉
を
生
ん
で
き
た
。
挙
げ
れ

ば
き
り
が
な
い
が
、
こ
う
い
う
言
葉
が
忘
れ
ら
れ
て
い
く
の
も
忍
び
が
た
い
。

日
本
語
を
そ
の
出
自
か
ら
、「
和
語
」（
大
和
言
葉
）、「
漢
語
」、「
洋
語
」（
外
来
語
）
に
分
け
て
み
た
と
き
に
、
和

語
に
は
優
雅
さ・
古
さ
、
漢
語
に
は
簡
潔
さ・
固
さ
、
洋
語
に
は
新
鮮
さ・
分
か
り
に
く
さ
な
ど
の
長
所
短
所
が
あ
る
。

た
と
え
ば
、
和
語
「
あ
ゆ
む
」
は
優
雅
な
響
き
を
も
つ
。
し
か
し
、
古
い
。「
あ
る
く
」
は
日
常
的
で
新
鮮
な
感

じ
に
乏
し
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
漢
語
「
歩
行
」「
散
歩
」
な
ど
は
簡
潔
で
ひ
き
し
ま
っ
た
語
感
を
も
つ
。
人
名
で

も
藤
原
定
家
を
「
さ
だ
い
え
」
と
訓
で
よ
む
の
と
（
和
語
）、「
て
い
か
」
と
音
で
読
む
の
と
（
漢
語
）
で
は
、
感
じ
が

全
然
違
う
。
ち
な
み
に
、
名
前
の
場
合
は
「
さ
だ
い
え
」
が
正
し
い
よ
う
だ
が
、
書
の
流
派
を
い
う
「
定
家
流
」
な

ど
は
「
て
い
か
り
ゅ
う
」
と
音
で
読
む
。

洋
語
で
も
、「
カ
ル
タ
」「
ガ
ラ
ス
」「
タ
バ
コ
」
な
ど
の
よ
う
に
古
く
入
っ
て
き
た
も
の
に
は
、
新
鮮
さ
や
ス
マ
ー

ト
さ
が
感
じ
ら
れ
な
い
が
、「
あ
ゆ
む
」「
歩
行
」
を
「
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
」
と
言
い
換
え
る
と
、
指
す
内
容
は
ま
っ
た

く
変
わ
ら
な
い
の
に
、
感
じ
は
一
変
し
て
し
ま
う
。
た
だ
し
、
洋
語
は
新
入
の
語
だ
か
ら
、
意
味
が
分
か
り
に
く
い
。

そ
う
い
う
特
徴
を
知
っ
た
上
で
使
い
分
け
る
必
要
は
あ
る
が
、同
じ
も
の
を「
や
ど
や
」「
は
た
ご
」、「
旅
館
」「
旅
宿
」、

「
ホ
テ
ル
」、
あ
る
い
は
「
髪
結
い
」、「
美
容
院
」、「
ヘ
ア
サ
ロ
ン
」
な
ど
の
よ
う
に
三
通
り
に
言
う
こ
と
が
で
き
（
す

べ
て
の
言
葉
に
三
種
が
揃
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
）、
そ
れ
が
日
本
語
を
厚
み
の
あ
る
も
の
に
し
て
い
る
。

そ
の
一
部
に
つ
い
て
し
か
述
べ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
日
本
語
の
魅
力
は
尽
き
な
い
。


