
る
。
ま
た
、「
英
語
は
直
接
的
な
物
言
い
を
す

る
」
と
い
っ
た
よ
う
な
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
か

ら
、
丁
寧
表
現
に
気
を
使
わ
な
く
て
よ
い
と

思
っ
て
し
ま
う
学
習
者
も
多
い
よ
う
だ
。
し

か
し
、
実
際
に
は
英
語
に
も
様
々
な
丁
寧
表

現
が
あ
り
、
母
語
話
者
は
話
し
相
手
や
状
況

に
応
じ
て
巧
み
に
使
い
分
け
て
い
る
の
で
あ

る
。で

は
、
英
語
圏
に
留
学
を
す
れ
ば
、
状
況

に
適
し
た
こ
と
ば
の
使
い
方
も
自
然
に
身
に

付
く
の
だ
ろ
う
か
？　
筆
者
は
、
実
際
に
米

国
に
留
学
し
た
学
生
を
対
象
に
追
跡
調
査
を

お
こ
な
っ
た
。
結
果
は
、
留
学
す
る
前
に
は

目
上
の
人
に
対
す
る
依
頼
に
「please

＋
命
令

形
」
を
使
う
学
生
が
か
な
り
い
た
が
、
留
学

後
は
ほ
ぼ
ゼ
ロ
に
な
っ
た
。
同
時
期
に
同
じ

テ
ス
ト
を
受
け
た
、
留
学
を
し
な
か
っ
た
学

生
群
に
は
こ
の
よ
う
な
変
化
は
見
ら
れ
な
か
っ

た
の
で
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
留
学
の
効
果
と

思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
留
学
し
て
も
変
わ
ら

な
い
問
題
点
も
あ
っ
た
。
日
本
人
英
語
学
習

者
が
よ
く
使
う
別
の
依
頼
表
現
と
し
て
「I 

w
ant you to 

…
」
と
い
う
言
い
方
が
あ
る
。

た
と
え
ば
、「
推
薦
状
を
書
い
て
く
だ
さ
い
」

と
先
生
に
お
願
い
す
る
と
い
う
状
況
で
の
「I 

w
ant you to w

rite a recom
m
endation 

letter for m
e.

」
と
い
っ
た
表
現
な
の
だ
が
、

実
は
、
こ
れ
も
英
語
母
語
話
者
は
目
上
の
人

に
絶
対
に
使
わ
な
い
命
令
的
な
依
頼
表
現
で

あ
る
。
こ
のw

ant

を
使
っ
た
依
頼
表
現
に
つ

い
て
は
、
留
学
後
も
使
用
す
る
数
が
ほ
と
ん

ど
減
ら
な
か
っ
た
。
理
由
は
色
々
考
え
ら
れ

る
が
、
一
番
大
き
い
の
は
母
語
の
影
響
で
あ

る
。
日
本
語
の
丁
寧
な
依
頼
表
現
と
し
て

「
…
し
て
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
が
」
と
い
う

言
い
方
が
あ
る
が
、
学
習
者
は
こ
れ
を
英
語

に
直
訳
し
てw

ant

を
使
っ
た
表
現
を
す
る
よ

う
な
の
だ
。
母
語
の
影
響
は
無
意
識
な
の
で
、

意
識
す
る
き
っ
か
け
が
な
い
と
、
そ
れ
を
変

え
る
の
は
難
し
い
。
ま
た
、
留
学
し
て
全
体

的
な
英
語
力
が
上
が
る
と
、
母
語
で
考
え
た

こ
と
を
英
語
で
言
い
や
す
く
な
る
の
で
、
か

え
っ
て
母
語
の
影
響
が
出
や
す
く
な
る
、
と

い
う
側
面
も
あ
る
。
全
体
と
し
て
は
、
こ
と

ば
の
適
切
な
使
い
方
に
対
す
る
留
学
の
効
果

は
プ
ラ
ス
の
方
が
大
き
い
と
い
う
結
果
が
出

た
が
、
そ
の
発
達
は
右
肩
上
が
り
に
一
直
線

と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
よ
う
で
あ
る
。

日
本
の
英
語
教
育
は
、
ど
う
し
て
も
文
法

中
心
に
な
り
が
ち
で
あ
る
が
、
英
語
に
よ
る

異
文
化
間
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
欠
か
せ

な
く
な
っ
て
い
る
現
代
で
は
、
状
況
に
応
じ

た
こ
と
ば
の
適
切
な
使
い
方
も
指
導
内
容
に

組
み
込
ん
で
い
く
べ
き
だ
と
痛
切
に
感
じ
て

い
る
。

筆
者
の
専
門
は
英
語
教
育
や
第
二
言
語
習

得
論
だ
が
、
近
年
は
と
く
に
中
間
言
語
語
用

論
の
研
究
に
力
を
入
れ
て
い
る
。
中
間
言
語

と
は
、
言
語
学
習
者
が
目
標
言
語
を
学
ぶ
過

程
に
お
い
て
発
す
る
（
正
確
に
は
理
解
も
含

む
）
言
語
の
こ
と
で
あ
る
。
日
本
語
を
母
語

と
す
る
者
が
発
す
る
英
語
は
中
間
言
語
で
あ

る
。
一
方
、
語
用
論
と
は
、
こ
と
ば
が
文
脈

の
中
で
ど
う
使
わ
れ
る
か
を
研
究
す
る
学
問

で
あ
る
。
た
と
え
ば
、「
明
日
は
大
雨
ら
し
い

よ
」
と
い
う
発
話
は
、「
明
日
の
天
気
は
ど
う

か
な
？
」
と
い
う
会
話
の
中
で
発
せ
ら
れ
れ

ば
、
単
に
天
気
に
関
す
る
情
報
を
与
え
る
も

の
で
あ
る
が
、「
明
日
公
園
で
テ
ニ
ス
し
な

い
？
」
と
い
う
会
話
の
中
で
あ
れ
ば
、
暗
に

断
り
を
示
唆
す
る
も
の
と
な
る
。
こ
と
ば
は

異
な
る
文
脈
の
中
で
様
々
な
意
味
を
持
ち
得

る
も
の
で
あ
り
、
こ
と
ば
の
使
い
方
は
文
化

的
な
違
い
に
も
大
き
く
影
響
を
受
け
る
。
言

語
学
習
者
が
発
す
る
中
間
言
語
に
、
母
語
の

影
響
が
現
れ
る
の
も
よ
く
あ
る
現
象
で
あ
る
。

中
間
言
語
語
用
論
と
は
、
言
語
学
習
者
の
目

標
言
語
に
お
け
る
こ
と
ば
の
使
い
方
や
習
得

を
研
究
す
る
学
問
で
あ
る
。

外
国
語
学
習
と
い
え
ば
、
文
法
を
思
い
浮

か
べ
る
人
も
多
い
だ
ろ
う
。
た
し
か
に
文
法

は
大
事
だ
が
、
文
法
を
習
得
し
た
だ
け
で
は
、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
必
ず
し
も
う
ま
く

い
か
な
い
。
状
況
に
適
し
た
こ
と
ば
の
使
い

方
を
し
な
け
れ
ば
、
文
法
的
に
は
正
し
く
て

も
相
手
の
気
分
を
損
ね
て
し
ま
う
と
い
う
こ

と
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
英
語

で
目
上
の
人
に
何
か
を
依
頼
す
る
と
き
に

「please

＋
命
令
形
」
を
使
っ
て
し
ま
う
の

は
、
日
本
人
に
よ
く
見
ら
れ
る
、
好
ま
し
く

な
い
こ
と
ば
の
使
い
方
で
あ
る
。please

を

つ
け
て
も
、
命
令
形
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ

ら
ず
、
相
手
に
失
礼
と
思
わ
せ
る
言
い
方
な

の
だ
。
日
本
で
は
、
中
学
校
で
「please

を

命
令
形
に
つ
け
れ
ば
丁
寧
に
な
る
」
と
教
わ

る
の
で
、
以
後
ど
ん
な
場
合
に
も
使
え
る
丁

寧
表
現
だ
と
思
い
込
ん
で
し
ま
い
が
ち
で
あ
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