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ど
の
言
葉
が
新
し
く
採
用
さ
れ
た
か
が
ニ

ュ
ー
ス
に
な
る
と
い
う
現
象
も
興
味
深
い

と
感
じ
て
い
ま
し
た
し
、
三
十
歳
ぐ
ら
い

の
と
き
に
、
亡
く
な
っ
た
丸
谷
才
一
さ
ん

が
、「
日
本
の
書
評
の
欠
点
」
と
い
う
こ

と
を
お
書
き
に
な
っ
て
い
る
な
か
で
、
日

本
で
は
辞
書
の
書
評
が
出
る
こ
と
は
滅
多

に
な
い
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
の
を
目
に

し
て
、
読
書
の
対
象
と
し
て
辞
書
も
お
も

し
ろ
い
と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ

れ
以
降
、
新
し
い
辞
書
が
出
た
り
、
辞
書

の
新
版
が
出
た
り
す
る
と
気
に
か
け
る
よ

う
に
も
し
て
い
ま
し
た
。

数
あ
る
辞
書
の
中
で
〝
な
ぜ
『
広
辞

苑
』
だ
っ
た
の
か
〞
と
い
う
と
、「
な
ん

だ
か
ん
だ
言
っ
て
も
、
辞
書
と
言
え
ば

『
広
辞
苑
』
で
し
ょ
」
が
理
由
で
す
。
辞

書
の
中
の
辞
書
で
、
知
名
度
も
高
い
。
エ

ッ
セ
イ
の
書
き
出
し
で
「『
広
辞
苑
』
に

よ
れ
ば
…
…
」
が
通
用
す
る
く
ら
い
ブ
ラ

ン
ド
が
確
立
さ
れ
て
い
ま
す
。

な
ぜ
『
広
辞
苑
』
？

そ
も
そ
も
辞
書
を
テ
ー
マ
に
本
を
書
く

こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
半
分
は
出
版
社
の

社
長
さ
ん
か
ら
「
永
江
さ
ん
、
辞
書
は
好

き
？
」
と
聞
か
れ
て
、「
好
き
で
す
よ
」

と
答
え
た
と
こ
ろ
、「
じ
ゃ
あ
辞
書
で
一

冊
作
ろ
う
か
」
と
言
わ
れ
た
の
が
始
ま
り

で
、
も
う
半
分
は
、
前
か
ら
辞
書
を
な
が

め
る
こ
と
が
好
き
だ
っ
た
か
ら
で
す
ね
。

高
校
時
代
に
は
、
英
和
辞
典
を
読
ん
で

誤
植
を
探
す
な
ん
て
こ
と
も
し
て
い
ま
し

た
。
誤
植
を
見
つ
け
て
出
版
社
に
ハ
ガ
キ

を
出
す
と
図
書
券
が
送
ら
れ
て
く
る
と
い

う
の
で
、
友
人
た
ち
と
こ
ぞ
っ
て
間
違
い

探
し
を
し
た
り
（
笑
）。
そ
う
考
え
る
と
、

意
外
と
早
く
か
ら
、
辞
書
は
引
く
だ
け
で

な
く
、
読
む
こ
と
も
で
き
る
ん
だ
と
い
う

意
識
は
あ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

『
広
辞
苑
』
の
新
し
い
版
が
出
る
た
び
に
、

か
ら
な
い
。

た
と
え
ば
「
つ
き
う
」「
す
け
さ
ん
ば

い
」
っ
て
、
音
だ
け
で
聞
い
て
も
何
の
こ

と
や
ら
と
い
う
感
じ
で
す
。
で
も
「
衝
き

居
」「
助
三
杯
」
と
漢
字
に
な
る
と
、
何

と
な
く
「
こ
ん
な
こ
と
か
な
」
と
伝
わ
っ

て
く
る
も
の
が
あ
り
ま
す
よ
ね
。

意
味
は
、

【
衝
き
居
】
ど
す
ん
と
座
る
。
つ
い
い
る
。

【
助
三
杯
】
酒
を
飲
め
な
い
人
を
助
け
て

代
り
に
飲
む
人
に
は
、
つ
づ
け
て
三
杯
飲

ま
せ
る
こ
と
。

同
音
異
義
語
も
大
変
に
多
く
て
、
音
で

聞
い
た
だ
け
で
は
パ
ッ
と
意
味
が
思
い
浮

か
ば
な
い
言
葉
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

日
本
語
に
は
ひ
ら
が
な
、
カ
タ
カ
ナ
も
あ

り
ま
す
が
、
基
本
は
漢
字
文
化
圏
で
あ
る

こ
と
を
改
め
て
実
感
し
ま
し
た
。『
広
辞

苑
』
を
引
い
て
、
さ
ら
に
白
川
静
さ
ん
の

『
字
統
』
で
漢
字
の
ル
ー
ツ
を
調
べ
る
と

い
っ
た
こ
と
も
結
構
あ
り
ま
し
た
。

味
を
ち
ょ
っ
と
勘
違
い
し
て
い
た
言
葉
な

ど
を
中
心
に
ま
と
め
ま
し
た
。
シ
リ
ー
ズ

で
三
冊
出
し
て
い
る
の
で
す
が
、
一
冊
目

は
「
心
と
か
ら
だ
」、
二
冊
目
は
「
男
と

女
」、
三
冊
目
は
「
花
鳥
風
月
」
と
、
そ

れ
ぞ
れ
に
テ
ー
マ
が
あ
り
ま
す
。

じ
っ
く
り
『
広
辞
苑
』
を
読
ん
で
み
て

つ
く
づ
く
感
じ
た
の
は
、
日
本
語
っ
て
ビ

ジ
ュ
ア
ル
な
言
葉
な
ん
だ
な
と
い
う
こ
と

で
す
。
字
面
が
わ
か
ら
な
い
と
意
味
が
わ

の
が
モ
ッ
ト
ー
な
ん
で
す
。
だ
か
ら
本
は

引
く
も
の
。

対
す
る
辞
書
は
、
知
ら
な
い
言
葉
、
未

知
の
言
葉
と
の
出
合
い
を
楽
し
み
な
が
ら

読
む
も
の
。
と
く
に
紙
の
辞
書
は
そ
う
で

す
ね
。

二
〇
一
一
年
に
出
版
し
た
『
広
辞
苑
の

中
の
掘
り
出
し
日
本
語
』（
バ
ジ
リ
コ
）
は
、

そ
の
よ
う
に
し
て
『
広
辞
苑
』
を
読
ん
で

み
て
、
自
分
が
知
ら
な
か
っ
た
言
葉
、
意

日
本
語
は
ビ
ジ
ュ
ア
ル
語

私
は
「
本
は
引
く
も
の
、
辞
書
は
読
む

も
の
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
普
通
は
逆
で

す
が
、
仕
事
の
半
分
近
く
を
書
評
が
占
め

て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
本
に
つ
い
て
は

書
評
の
た
め
の
ポ
イ
ン
ト
を
探
し
て
読
む

こ
と
が
多
い
。
そ
れ
に
、
本
は
最
初
か
ら

最
後
ま
で
読
み
通
す
必
要
は
な
い
と
い
う
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永江 朗
ライター

国
語
辞
典
の
代
表
選
手
的
存
在
と
い
え
る
の
が
、岩
波
書
店
の『
広
辞
苑
』。

中
型
の
国
語
辞
典
で
あ
る
と
同
時
に
、手
軽
な
百
科
事
典
で
も
あ
り
、と
き
に
昼
寝
の
枕
に
も
な
る
。

そ
の
言
葉
の
大
海
原
を
探
検
し
、〝
掘
り
出
し
物
〞を
発
見
し
て
い
る
の
が
永
江
朗
さ
ん
だ
。

そ
の
お
も
し
ろ
さ
を
永
江
さ
ん
に
聞
い
て
み
た
。

リ
ビ
ン
グ
に
は
必
ず
一
冊
の
辞
書
を

探
検
、発
見
、『
広
辞
苑
』


