
現
在
、
英
語
は
世
界
で
最
も
広
く
使
わ
れ
て
い
る

言
語
で
あ
る
。
こ
れ
は
英
語
が
ギ
リ
シ
ャ
語
、
ラ
テ

ン
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
、
ド
イ
ツ
語
な
ど
か
ら
、
適
切

と
思
え
る
新
し
い
言
葉
を
柔
軟
に
取
り
入
れ
る
こ
と

の
で
き
る
言
葉
で
あ
る
こ
と
に
も
理
由
が
あ
る
よ
う

だ
。酸

素
は
一
七
七
〇
年
代
に
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
人
が
発

見
し
た
が
、
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
の
科
学
者
ラ
ボ
ア
ジ

エ
は
そ
の
性
質
を
解
明
し
て
、
ギ
リ
シ
ャ
語
で
「
酸
」

を
意
味
す
る
オ
ク
シ
か
らox

y
g
en
e

と
命
名
し
た
。

英
国
人
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
を
そ
の
ま
ま
取
り
入
れ
て

い
る
。

「
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
英
語
辞
典
」
の
編
者
で
あ

っ
た
ブ
ラ
ッ
ド
リ
氏
は
、「
英
国
人
は
語
源
の
こ
と

な
ど
と
や
か
く
考
え
ず
にox

y
g
en

を
口
に
で
き
る

の
で
あ
り
、
ま
た
、
た
ま
た
ま
そ
の
原
義
を
知
っ
た

場
合
に
は
、
そ
こ
か
ら
科
学
の
歴
史
に
お
け
る
興
味

あ
る
一
齣
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
（
英
語
発
達
小

史
・
寺
澤
芳
雄
訳
・
岩
波
文
庫
）」
と
英
語
の
特
徴

を
語
っ
て
い
る
。
外
来
語
の
柔
軟
な
導
入
に
よ
り
類

義
語
が
増
え
、
か
え
っ
て
意
味
や
感
情
の
微
妙
な
色

合
い
の
差
を
十
分
に
表
す
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
の

で
あ
る
と
い
う
。
ギ
リ
シ
ャ
語
と
ラ
テ
ン
語
か
ら
造

ら
れ
た
英
語
の
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
あ
る
い
は
Ｔ
Ｖ
も
世

界
を
席
巻
し
て
い
る
。
最
近
の
日
本
語
で
はk

aizen

やm
ottainai

が
世
界
で
使
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
新
し
い
科
学
技
術
は
新
し
い
言
葉
を

生
み
出
す
。
そ
し
て
そ
の
言
葉
を
社
会
が
ど
の
よ
う

に
取
り
入
れ
る
か
が
、
そ
の
国
の
活
力
に
関
係
し
て

い
る
。
江
戸
末
期
か
ら
、
日
本
で
は
多
く
の
学
術
用

語
が
作
ら
れ
、
そ
れ
ら
の
言
葉
が
わ
が
国
の
近
代
化

を
牽
引
し
て
き
た
が
、一
度
そ
れ
ら
が
定
着
す
る
と
、

我
々
は
そ
れ
ら
を
日
本
語
本
来
の
言
葉
で
あ
る
か
の

よ
う
に
使
っ
て
い
る
。

「
視
線
」
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。「
視
線
」
は
、
日

本
国
語
大
辞
典
に
よ
る
と
、
江
戸
末
期
に
オ
ラ
ン
ダ

語
の
眼
科
用
語
を
翻
訳
し
た
学
術
用
語
で
あ
っ
た
。

そ
れ
を
明
治
の
作
家
が
「
目
が
も
の
を
見
て
い
る
方

向
。
見
つ
め
て
い
る
方
向
」
と
し
て
使
い
だ
し
、
明

治
後
期
に
か
け
て
一
般
語
と
し
て
定
着
し
た
と
い

う
。
明
治
の
作
家
は
、「
視
線
」
と
い
う
短
い
言
葉

に
新
鮮
さ
を
感
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
最
近
「
目
線
（
メ
セ
ン
）」
を
耳
に
し
、

目
に
と
ま
る
機
会
が
多
い
。
広
辞
苑
は
第
四
版
（
一

九
九
一
年
）
か
ら
「
目
線
」
を
「
視
線
。
も
と
、
映

画
・
演
劇
・
テ
レ
ビ
界
の
語
」
と
し
て
取
り
上
げ
て

い
る
。
日
本
国
語
大
辞
典
（
二
〇
〇
三
年
版
）
は

「
役
者
が
演
技
中
に
、
月
を
見
あ
げ
た
り
、
山
を
眺
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外
来
語
を
取
り
入
れ
る
こ
と
で

多
様
な
表
現
を
可
能
に
し
た
英
語

オ
ラ
ン
ダ
語
の
学
術
用
語
に

由
来
す
る「
視
線
」

そ
の
先
に
は
実
在
す
る
も
の
が

な
い
の
が
「
目
線
」



め
た
り
す
る
時
の
目
の
つ
け
ど
こ
ろ
を
「
目
線
」
と

い
う
。
視
線
と
は
い
わ
な
い
（
戸
板
康
二
）」
と
あ

り
、
さ
ら
に
「
転
じ
て
一
般
に
視
線
を
い
う
。
〝
目

線
が
合
う
〞
」
と
説
明
し
て
い
る
。
新
明
解
国
語
辞

典
は
「（
舞
台
・
映
画
撮
影
な
ど
で
）
演
技
者
が
モ

デ
ル
な
ど
の
目
の
向
い
て
い
る
方
向
、
位
置
、
角
度

な
ど
。
俗
に
視
線
の
意
で
も
用
い
ら
れ
る
が
目
線
は

目
の
動
き
に
応
じ
て
顔
を
動
か
す
点
が
異
な
る
」
と

説
明
し
て
い
る
。
つ
ま
り
「
目
線
」
は
顔
の
向
き
か

ら
判
断
し
た
目
の
向
き
で
あ
っ
て
、
そ
の
先
に
は
実

在
す
る
も
の
が
な
く
て
も
よ
い
の
で
あ
る
。「
真
に

迫
る
演
技
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
演

技
は
虚
の
世
界
で
あ
る
」
こ
と
を
認
め
て
い
る
に
他

な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
目
線
の
目
は
対
象
を
分

析
し
よ
う
と
い
う
意
思
を
持
た
な
い
の
で
あ
る
。
顔

が
向
い
て
い
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。

テ
レ
ビ
の
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
の
目
は
テ
レ
ビ
カ
メ
ラ

を
見
て
い
る
だ
け
で
、
語
り
か
け
て
い
る
相
手
の
姿

は
見
え
て
い
な
い
。
ま
さ
に
「
目
線
」
で
あ
り
、
虚

の
世
界
で
あ
る
。
と
き
ど
き
横
目
で
原
稿
を
覗
い
た

り
、
あ
る
い
は
テ
レ
ビ
カ
メ
ラ
に
写
ら
な
い
と
こ
ろ

に
い
る
関
係
者
に
目
を
向
け
た
り
し
て
い
る
の
が
写

さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
の
と
き
に
は
目
の
先
に

は
対
象
物
が
あ
る
の
で
実
の
世
界
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
考
え
て
み
る
と
、
政
治
家
が
よ
く
使
う
「
国
民

技
術
者
は
、
製
造
中
の
製
品
を
し
っ
か
り
と
見
る
よ

う
に
教
育
さ
れ
て
い
る
。
自
身
の
技
術
力
向
上
の
た

め
に
も
、
世
の
中
に
あ
る
〝
も
の
〞
を
じ
っ
く
り
と

観
察
す
る
習
慣
を
持
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
厳
し

い
「
視
線
」
が
必
要
に
な
る
。
問
題
点
を
見
つ
け
、

偽
せ
も
の
を
見
破
る
眼
で
あ
る
。

製
品
を
見
れ
ば
、
設
計
者
の
意
図
が
わ
か
る
と
い

わ
れ
る
。
大
き
な
構
造
物
で
は
、
外
形
を
み
れ
ば
ど

の
よ
う
な
計
算
で
設
計
を
行
っ
た
か
の
推
測
が
で
き

る
。
接
続
部
分
が
ボ
ル
ト
で
あ
る
か
、
溶
接
で
あ
る

か
も
興
味
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
技
術
者
の
視
線

は
、
も
の
の
内
側
に
も
せ
ま
る
。
飾
り
板
で
隠
さ
れ

て
い
て
も
飾
り
板
の
形
状
、
材
質
、
留
め
方
に
よ
っ

て
内
部
の
形
を
想
像
す
る
の
で
あ
る
。
従
来
の
製
品

に
比
べ
て
小
型
、
薄
型
に
な
り
軽
量
化
さ
れ
た
製
品

を
見
れ
ば
、
そ
の
製
品
の
設
計
方
針
を
容
易
に
推
測

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

優
れ
た
製
品
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
設
計
者
の
意

図
が
外
観
に
表
さ
れ
て
い
る
。
建
築
物
に
は
、
難
し

い
構
造
設
計
を
行
っ
て
い
る
も
の
が
あ
る
が
、
そ
れ

は
意
匠
設
計
を
行
う
建
築
家
の
こ
だ
わ
り
を
示
し
た

も
の
で
あ
る
。
実
の
世
界
に
携
っ
て
い
る
技
術
者
の

眼
は
「
目
線
」
で
は
な
く
て
、「
視
線
」
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
ま
さ
に
「
眼
光
紙
背
に
徹
す
」
眼
が

要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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の
目
線
」
と
い
う
言
葉
は
、
申
し
訳
な
い
が
虚
ろ
な

演
技
者
の
目
の
よ
う
に
聞
こ
え
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

「
目
線
」
の
「
重
箱
読
み
」
も
気
に
な
る
点
で
あ

る
。
我
々
の
世
代
は
、「
じ
ゅ
う
ば
こ
」
の
よ
う
に
、

語
の
「
音
」
と
「
訓
」
を
混
ぜ
た
言
葉
は
、
慣
用
と

な
っ
て
い
る
も
の
以
外
は
な
る
べ
く
使
わ
な
い
よ
う

に
と
教
え
ら
れ
て
き
た
。「
目
線
」
は
「
重
箱
読
み
」

（
前
半
を
訓
読
み
と
し
後
半
を
音
読
み
と
す
る
の
で
、

蕎
麦
屋
で
蕎
麦
湯
を
入
れ
る
の
に
使
わ
れ
る
湯
桶

《
ゆ
と
う
》
に
由
来
す
る
「
湯
桶
読
み
」
と
言
う
が
）

な
の
で
避
け
た
い
使
い
方
で
あ
る
。「
モ
ク
セ
ン
」

と
言
う
よ
り
も
、
湯
桶
読
み
の
方
が
仲
間
内
で
使
う

俗
語
と
し
て
好
ま
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い

は
、「
目
の
線
」
の
「
の
」
を
省
略
し
た
映
画
・
演

劇
・
テ
レ
ビ
界
の
用
語
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
文
化

庁
の
平
成
一
九
年
度
国
語
に
関
す
る
調
査
に
よ
る

と
、
国
語
が
乱
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
人
は
約
八

〇
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
や
報
道
記

者
の
よ
う
に
テ
レ
ビ
局
を
代
表
す
る
立
場
に
あ
る
人

は
、
重
箱
読
み
・
湯
桶
読
み
の
言
葉
や
流
行
語
を
使

用
す
る
の
に
慎
重
で
あ
っ
て
欲
し
い
。「
目
線
」
は

慣
用
と
い
え
る
言
葉
で
は
な
い
と
思
う
。

「
視
線
」
も
二
〇
〇
年
以
下
の
歴
史
し
か
も
た
な

い
日
本
語
と
し
て
は
新
し
い
言
葉
で
あ
る
が
、
技
術

者
に
と
っ
て
は
大
切
な
言
葉
で
あ
る
。
も
の
造
り
の

技
術
者
に
は「
眼
光
紙
背
に
徹
す
」

眼
が
求
め
ら
れ
る

本
当
は
避
け
た
い

重
箱
読
み
・
湯
桶
読
み


