
外
国
語
の
濫
用
は
文
化
の
衰
退
（
２
０
０
３
・
７
・
４
） 

  

「
近
年
の
観
光
ニ
ー
ズ
の
変
化
を
踏
ま
え
、
自
然
を
題
材
に
し
て
イ
ン
タ
ー
プ
リ
タ
ー
の
解
説
を
受
け
な
が
ら
、
自
然
の

不
思
議
さ
や
面
白
さ
を
味
わ
う
イ
ン
タ
ー
プ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
造
成
を
推
進
す
る
た
め
、
イ
ン
タ
ー
プ
リ
タ

ー
を
育
成
す
る
た
め
の
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催
、
事
業
経
営
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
作
成
な
ど
を
お
こ
な
っ
た
」 

 

こ
れ
は
『
平
成
一
四
年
度
観
光
の
状
況
に
関
す
る
年
次
報
告
』
の
一
部
で
あ
る
が
、
難
解
で
あ
る
と
と
も
に
、
意
味
不
明

の
仮
名
文
字
が
散
乱
し
て
い
る
こ
と
で
も
悪
文
の
見
本
で
あ
る
。「
ニ
ー
ズ
」
は
「
需
要
」
で
十
分
で
あ
る
し
、「
イ
ン
タ
ー

プ
リ
タ
ー
」
は
「
案
内
役
」
の
ほ
う
が
理
解
で
き
る
し
、「
セ
ミ
ナ
ー
」
も
「
講
習
会
」
、「
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
も
「
手
引
書
」
で

問
題
は
な
い
。「
イ
ン
タ
ー
プ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
は
そ
も
そ
も
意
味
不
明
で
あ
る
が
、
憶
測
す
れ
ば
「
案
内
付

き
観
光
」
の
よ
う
で
あ
る
。 

 

こ
れ
ま
で
も
政
府
の
発
表
す
る
文
書
に
仮
名
文
字
が
多
い
と
い
う
批
判
は
あ
り
、
閣
議
で
の
閣
僚
の
説
明
に
小
泉
総
理
大

臣
が
批
判
を
し
た
こ
と
も
新
聞
記
事
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
動
向
を
反
映
し
て
、
国
立
国
語
研
究
所
で
は
「
外
来
語

委
員
会
」
を
組
織
し
て
、
本
年
四
月
に
氾
濫
す
る
外
国
語
を
日
本
語
に
置
き
換
え
る
提
言
を
発
表
し
た
。
そ
こ
で
は
六
二
の

外
来
語
が
列
挙
さ
れ
、
一
般
の
人
々
に
理
解
で
き
る
日
本
語
に
置
き
換
え
る
事
例
を
添
付
し
て
い
る
。 

 

い
く
つ
か
を
紹
介
す
る
と
、
国
際
会
議
な
ど
で
使
用
さ
れ
る
「
ア
ジ
ェ
ン
ダ
」
は
「
検
討
課
題
」
、
情
報
通
信
技
術
の
解
説

に
頻
出
す
る
「
イ
ン
タ
ラ
ク
テ
ィ
ブ
」
は
「
双
方
向
的
」
、
企
業
経
営
の
流
行
に
な
っ
て
い
る
「
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
」
は
「
外

部
委
託
」
、
狂
牛
病
で
有
名
に
な
っ
た
「
ト
レ
ー
サ
ビ
リ
テ
ィ
」
は
「
履
歴
管
理
」、
郵
便
事
業
の
民
営
移
行
で
話
題
に
な
っ

た
「
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
サ
ー
ビ
ス
」
は
「
全
国
均
質
な
サ
ー
ビ
ス
」
な
ど
で
あ
る
。 

 

外
来
語
を
そ
の
ま
ま
安
易
に
使
う
こ
と
も
問
題
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
問
題
な
の
は
和
製
英
語
で
あ
る
。
も
と
も
と
外
国
か

ら
輸
入
さ
れ
た
野
球
や
ゴ
ル
フ
で
は
和
製
英
語
が
氾
濫
し
て
い
る
。「
ナ
イ
タ
ー
」
は
「
ナ
イ
ト
ゲ
ー
ム
」
と
言
わ
な
け
れ
ば

通
用
し
な
い
し
、
セ
ー
フ
テ
ィ
バ
ン
ト
も
英
語
で
は
な
い
。
傑
作
は
「
ト
ン
ネ
ル
」
で
あ
り
、
こ
れ
は
逆
輸
出
し
た
ほ
う
が

英
語
の
「
ゴ
ー
・
ス
ル
ー
・
フ
ィ
ー
ル
ダ
ー
ズ
・
レ
ッ
グ
ズ
」
よ
り
明
快
か
も
し
れ
な
い
。 

 

ゴ
ル
フ
で
も
「
ナ
イ
ス
オ
ン
」
は
「
グ
ッ
ド
シ
ョ
ッ
ト
」
と
で
も
言
わ
な
い
と
通
じ
な
い
し
、「
ニ
ア
ピ
ン
」
も
「
ク
ロ
ー

ゼ
ス
ト
・
ツ
ー
・
ザ
・
ピ
ン
」
が
正
式
の
表
現
で
あ
る
。
国
内
で
通
用
す
れ
ば
い
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
意
見
も
あ
る
か

も
し
れ
な
い
が
、「
ノ
ー
タ
ッ
チ
」
な
ど
、
そ
も
そ
も
ゴ
ル
フ
の
基
本
精
神
に
反
す
る
よ
う
な
日
本
で
の
慣
行
か
ら
作
ら
れ
た

和
製
英
語
は
、
東
洋
の
島
国
で
は
ゴ
ル
フ
に
似
た
ゲ
ー
ム
が
流
行
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。 

 

明
治
時
代
に
は
欧
米
の
文
化
を
大
量
に
輸
入
し
た
か
ら
、
多
数
の
外
来
語
も
入
っ
て
き
た
が
、
和
魂
洋
材
の
精
神
で
巧
妙

に
名
訳
が
作
成
さ
れ
て
い
る
。
野
球
の
用
語
で
あ
る
「
四
球
」
や
「
投
手
」
は
東
京
帝
国
大
学
で
野
球
に
熱
中
し
て
い
た
正

岡
子
規
の
翻
訳
と
い
わ
れ
て
い
る
し
、「
芸
術
」
や
「
情
報
」
は
ア
ー
ト
と
か
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
に
含
ま
れ
る
複
雑
な
意

味
を
的
確
に
表
現
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
翻
訳
の
手
本
の
よ
う
な
日
本
語
で
あ
る
。 

 

こ
れ
か
ら
発
展
し
て
い
く
情
報
社
会
で
は
、
画
一
な
技
術
が
浸
透
し
て
い
く
な
か
で
多
様
な
文
化
を
維
持
し
て
い
く
こ
と

が
重
要
で
あ
る
が
、
そ
の
文
化
の
基
礎
と
な
る
も
の
が
言
葉
で
あ
る
。
そ
の
言
葉
に
つ
い
て
無
神
経
な
外
来
語
の
濫
用
は
固

有
の
文
化
そ
の
も
の
の
衰
退
に
影
響
す
る
。
和
魂
洋
材
の
精
神
を
再
度
思
い
起
こ
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
。 


