
地声寸言  第百六十五回「外国語」 

 

水
泳
を
覚
え
る
早
道
は
泳
ぎ
方
を
練
習
し
た
ら
、
水
に
抛
り
込
ん
で
、
ア
ッ
プ
、
ア
ッ
プ
さ
せ
る
、
少
々

水
を
飲
ま
せ
る
、
こ
と
だ
と
言
う
が
、
本
当
で
あ
る
。
実
戦
が
覚
え
る
早
道
な
の
で
あ
る
。 

 

こ
ん
な
会
議
で
も
そ
う
思
っ
た
が
、
大
事
な
国
際
会
議
で
は
、
少
々
間
違
お
う
と
、
な
ま
ろ
う
と
、
大

き
な
声
で
、
外
国
語
で
発
言
す
る
術
を
も
っ
と
も
っ
と
日
本
人
は
習
得
す
べ
き
だ
と
思
う
。 

 

あ
ゝ
、
国
際
会
議
は
、
恥
ず
か
し
げ
も
な
く
、
心
臓
で
し
ゃ
べ
る
も
ん
だ
な
、
と
し
み
じ
み
思
っ
た
。

あ
う
い
う
会
議
で
は
、
一
番
先
か
、
最
後
に
し
ゃ
べ
る
の
が
い
い
、
と
い
う
こ
と
も
わ
か
っ
た
。
詰
ら
な

い
、
あ
り
ふ
れ
た
こ
と
を
言
っ
て
も
、
一
番
先
に
言
え
ば
一
応
意
見
を
だ
し
た
こ
と
に
な
る
し
、
又
、
逆

に
一
番
最
後
に
発
言
す
れ
ば
、
締
め
く
く
り
で
結
論
め
い
て
、
そ
れ
な
り
の
重
味
に
見
え
る
の
で
は
な
い

か
。 

 

し
か
し
、
そ
れ
を
又
、
通
訳
が
う
ま
い
こ
と
フ
ラ
ン
ス
語
、
ロ
シ
ア
語
で
言
い
か
え
る
の
で
あ
る
。 

 

と
こ
ろ
が
、
イ
ン
ド
、
ビ
ル
マ
、
韓
国
の
人
達
の
よ
う
し
ゃ
べ
る
こ
と
、
し
ゃ
べ
る
こ
と
。
発
音
に
す

ご
い
訛
が
あ
っ
て
、
も
し
自
分
な
ら
と
て
も
大
声
を
出
し
た
く
な
い
よ
う
な
英
語
で
も
平
気
で
し
ゃ
べ
る
。 

 

昭
和
二
十
九
年
夏
、
バ
ン
コ
ク
で
開
か
れ
た
エ
カ
フ
ェ
の
会
議
に
出
席
し
た
際
、
大
蔵
省
で
も
国
内
派

の
私
は
大
へ
ん
に
苦
労
を
さ
せ
ら
れ
た
が
、
問
題
は
言
葉
で
あ
っ
た
。
会
議
は
英
、
仏
、
露
の
三
ヶ
国
語

で
進
め
ら
れ
た
か
ら
、
前
の
晩
は
字
引
を
引
き
引
き
寝
る
ま
で
呻
呤
し
た
。
議
題
は
予
算
の
項
目
の
区
分

に
つ
い
て
の
専
門
的
問
題
で
内
容
は
た
い
し
た
こ
と
は
な
い
が
、
表
現
の
問
題
で
、
間
違
っ
て
笑
わ
れ
は

し
な
い
か
、
と
気
に
病
む
の
で
あ
っ
た
。
大
使
館
か
ら
は
誰
も
つ
い
て
来
な
い
し
、
抓
軍
奮
闘
の
形
で
あ

っ
た
。 

 

し
か
し
、
た
し
か
に
平
川
氏
の
書
か
れ
た
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
。 

 

俗
に
縦
の
も
の
を
横
に
す
る
な
、
と
い
う
諺
が
あ
る
。
正
に
日
本
語
を
外
国
語
に
直
す
の
は
縦
の
も
の

を
横
に
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
日
本
人
は
明
治
維
新
で
画
期
的
に
外
国
文
化
を
取
り
入
れ
た
し
、
当

然
外
国
語
も
習
っ
た
。 

 

日
本
に
対
す
る
ま
ち
が
っ
た
イ
メ
ー
ジ
が
外
国
に
あ
る
が
、「
海
外
に
向
け
て
も
日
本
の
姿
を
し
っ
か
り

発
信
し
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
思
い
を
新
た
に
し
ま
し
た
」
と
平
川
氏
は
結
ん
で
い
る
。 

 

氏
は
、
去
年
の
九
月
七
日
の
Ｉ
Ｏ
Ｃ
総
会
に
お
け
る
五
輪
東
京
招
致
の
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
で
高
円

宮
妃
殿
下
の
御
挨
拶
に
始
ま
る
一
連
の
外
国
語
挨
拶
は
内
外
の
人
の
心
を
打
っ
た
。「
日
本
人
の
英
仏
語
が

頗
る
達
者
だ
っ
た
か
ら
、
世
界
が
驚
い
た
」
と
い
う
。 

 

こ
れ
は
、
東
大
名
誉
教
授
で
比
較
文
化
史
家
の
平
川
拓
弘
氏
が
書
か
れ
て
い
る
が
、
私
も
そ
の
通
り
で

は
な
い
か
、
と
思
っ
て
い
る
。 

 

「
わ
が
国
の
教
授
や
外
交
官
は
外
地
で
外
国
語
を
駆
使
し
て
大
い
に
弁
じ
て
い
る
と
世
間
で
思
っ
て
い

る
が
、
買
い
か
ぶ
り
だ
。
間
違
え
た
ら
沽
券
に
か
か
わ
る
と
思
い
、
逆
に
萎
縮
す
る
。
」 

 

一
月
二
十
四
日
の
産
経
新
聞
に
「
外
国
語
で
自
己
主
張
す
る
日
本
人
た
れ
」
と
い
う
一
文
が
「
正
論
」

の
欄
に
載
っ
て
い
た
。 
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私
は
、
ソ
連
に
二
年
半
抑
留
さ
れ
た
が
、
一
番
困
っ
た
の
は
、
調
査
で
監
獄
に
入
れ
ら
れ
た
こ
と
で
、

煙
草
の
火
一
つ
番
兵
に
貰
う
の
に
ロ
シ
ア
語
で
し
か
通
じ
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
出
獄
し
て
か
ら
、
仕
事
に

必
要
な
ロ
シ
ア
語
を
一
生
懸
命
勉
強
を
し
た
。 

 

必
要
は
発
明
の
母
と
言
う
が
、
外
国
を
独
り
で
歩
け
れ
ば
嫌
で
も
言
葉
を
覚
え
る
。
学
校
で
外
国
人
の

教
師
に
会
話
を
教
わ
る
。 

 

と
に
か
く
、
外
国
人
に
対
し
て
自
分
の
考
え
を
伝
え
ら
れ
る
よ
う
に
、
政
府
も
そ
う
だ
が
、
個
人
も
努

力
が
必
要
だ
と
思
う
。 


