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「
っ
て
い
う
か
」
と
い
う
言
葉
が
比
較
的

若
い
世
代
で
、
文
頭
で
も
文
末
で
も
い
ろ

い
ろ
に
使
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。「
っ
つ
う

か
あ
」
の
よ
う
に
発
音
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

「
っ
て
い
う
か
」
と
い
う
形
は
、
言
う
ま
で

も
な
く
、
も
と
も
と
は
言
い
換
え
の
表
現
で

あ
る
。
あ
え
て
い
え
ば
、
い
か
に
表
現
す
る

か
の
迷
い
が
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
違

う
表
現
に
言
い
換
え
る
表
現
な
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
、本
来
、こ
の
表
現
の
背
後
に
は
、「
ど

う
表
現
す
れ
ば
よ
い
か
」
を
求
め
よ
う
と
す

る
思
い
が
あ
っ
た
と
言
え
る
。　

　

例
え
ば
、
ス
ー
プ
の
味
に
つ
い
て
、「
し
ょ

う
ゆ
味
が
強
い
と
い
う
か
、
ち
ょ
っ
と
塩
加

減
が
濃
い
と
い
う
か
、
味
に
い
く
ぶ
ん
し
つ

こ
さ
が
あ
る
と
い
う
か
…
…
。」
な
ど
と
言

え
ば
、
そ
の
話
し
手
は
、
味
を
な
ん
と
か
し

て
適
切
に
表
現
し
よ
う
と
、
必
死
で
表
現
を

精
選
し
て
い
る
の
だ
。
ま
、
さ
っ
さ
と
「
濃

す
ぎ
る
」
と
言
っ
て
も
い
い
の
だ
が
。

　

そ
ん
な
わ
け
で
、
評
論
家
的
な
人
が
、

「
ち
ょ
っ
と
ク
ラ
シ
ッ
ク
と
い
う
か
、
古
い

と
い
う
か
、
ダ
サ
イ
と
い
う
か
…
…
。」
の

よ
う
に
、「
と
い
う
か
」
を
使
う
う
ち
に
だ

ん
だ
ん
本
音
が
現
れ
て
き
て
表
現
が
エ
ス
カ

レ
ー
ト
す
る
こ
と
も
あ
る
よ
う
だ
。

　

さ
て
、
問
題
な
の
は
、
い
わ
ば
「
接
続
詞

用
法
」
と
い
う
か
、「
応
答
詞
用
法
」
と
い

う
か
、
ま
あ
、
文
頭
の
用
法
だ
。
例
え
ば
、

Ａ
さ
ん
「
そ
れ
は
お
か
し
い
で
す
。」

Ｂ
さ
ん
「
っ
て
い
う
か
、
こ
れ
で
い
い

ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
？
」

の
よ
う
に
、
相
手
の
発
言
を
否
定
す
る
と
き

な
ど
に
も
、
そ
れ
と
な
く
使
わ
れ
る
こ
と
が

あ
る
。
こ
れ
は
考
え
よ
う
に
よ
っ
て
は
な
か

な
か
洗
練
さ
れ
た
用
法
だ
と
言
え
る
。
実
質

的
に
は
相
反
す
る
意
見
で
あ
っ
て
も
、
対
立

的
な
雰
囲
気
は
出
に
く
い
の
で
あ
る
。
し
か

し
、
表
面
を
繕
う
あ
ま
り
、
論
理
関
係
が
不

明
瞭
に
な
っ
て
い
る
と
も
言
え
る
。

　

最
近
で
は
こ
れ
が
さ
ら
に
自
由
に
使
わ
れ

る
こ
と
も
あ
る
よ
う
だ
。

Ａ
さ
ん
「
こ
の
字
、
な
ん
と
読
む
の
？
」

Ｂ
さ
ん
「
っ
て
い
う
か
、
こ
れ
、
お
い

し
い
！
」

み
た
い
に
な
っ
て
く
る
と
、
相
手
の
言
葉
を

受
け
取
る
ふ
り
を
し
て
、
そ
の
実
、
ま
っ
た

く
無
視
し
て
自
分
の
文
脈
に
強
引
に
路
線
変

更
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
ま
で
く

る
と
、「
何
だ
っ
て
続
け
ち
ゃ
う
」
用
法
と

で
も
言
い
た
く
な
る
。
対
立
を
避
け
て
る
ん

だ
か
あ
つ
か
ま
し
い
ん
だ
か
わ
か
ら
な
い
。

っ
て
い
う
か
、
文
末
用
法
に
も
触
れ
よ
う
と

思
っ
た
の
だ
が
、
紙
幅
が
尽
き
た
の
で
し
た
。


